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凡
例

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

〜68

、1986

年
）
よ
り
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
以
下

の
よ
う
な
改
定
を
施
し
て
い
る
。

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

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

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

・「
帰き
ち
ゃ
く著

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

と
し
た
。「
愈
い
よ
い
よ」「

益
ま
す
ま
す」

も
「
愈
々
」「
益
々
」
と
。

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

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

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

れ
ら
の
区
別
は
し
て
い
な
い
。

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

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

ベ
ッ
トI, II, IV, X

で
代
用
し
て
い
る
。

・
ギ
リ
シ
ャ
文
字
はTekniaG

reek font

を
使
っ
て
い
る
。
但
しφι

は
作
成
ソ
フ
ト
と
の
相
性
が
悪
く
別
フ
ォ
ン
ト
で
あ
る
。



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

典
と
し
、
校
異
は
特
別
の
他
示
さ
な
い
。
明
確
な
誤
記
・
誤
植

以
外
は
原
形
を
保
存
す
る
。
歴
史
的
意
義
を
持
つ
初
期
著
作
は

原
形
の
ま
ま
収
録
し
、
各
種
発
表
さ
れ
た
た
ぐ
い
の
も
の
は
、

分
類
し
年
代
順
に
配
列
し
た
。」
と
あ
る
。

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

す
。

大
内
　
兵
衛

東
畑
　
精
一

羽
仁
　
五
郎

桝
田
啓
三
郎

久
野
　
　
收



三
木
清
全
集　

第
五
巻　

哲
学
諸
論
稿

目
次

哲
学
諸
論
稿

危
機
意
識
の
哲
学
的
解
明

形
而
上
学
の
将
来
性
に
つ
い
て

世
界
観
構
成
の
理
論

人
間
学
と
歴
史
哲
学

表
現
に
於
け
る
真
理

解
釈
学
と
修
辞
学

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
哲
学
的
基
礎

人
間
主
義

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
倫
理
思
想



精
神
史
方
法
論

充
足
的
経
験
論

自
然
主
義
の
倫
理
思
想

形
而
上
学
の
現
象
学

倫
理
と
人
間

道
徳
の
理
念

【
解
題
】



六

危
機
意
識
の
哲
学
的
解
明

一

思
想
の
危
機
に
際
し
て
問
題
に
な
る
の
は
思
想
の
性
格
で
あ
る
。
思
想
が
そ
の
性
格
に
お
い
て
問
題
に
さ
れ
る

と
い
う
こ
と
が
思
想
の
危
機
の
時
代
の
ひ
と
つ
の
特
徴
で
あ
る
。
思
想
の
性
格
の
概
念
は
思
想
の
価
値
の
概
念
か

ら
区
別
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
思
想
の
価
値
を
表
す
も
の
と
し
て
普
通
に
真
理
、
そ
れ
に
関
係
し
て
虚
偽
と
い
う
言

葉
が
用
い
ら
れ
る
。
価
値
の
見
地
か
ら
み
る
と
、
或
る
思
想
に
つ
い
て
問
題
に
な
る
の
は
た
だ
、
真
で
あ
る
か
偽

で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
る
に
思
想
の
危
機
の
時
代
に
お
い
て
は
一
定
の
思
想
に
つ
い
て
何
よ
り
も

そ
の
真
偽
が
問
題
に
さ
れ
る
の
で
な
く
、
む
し
ろ
主
と
し
て
そ
の
思
想
が
善
い
か
悪
い
か
、
穏
健
か
危
険
か
、
進

歩
的
か
反
動
的
か
、
等
々
が
問
題
に
さ
れ
る
。
す
べ
て
こ
の
種
の
言
葉
は
思
想
の
性
格
を
表
す
も
の
と
見
る
こ
と

が
で
き
る
。
思
想
の
価
値
判
断
よ
り
も
性
格
批
判
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
特
に
こ
の
時
代
に
お
い
て
は
問
題
に
な

る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
危
機
意
識
の
ひ
と
つ
の
性
質
が
現
れ
る
。



七

危
機
意
識
の
哲
学
的
解
明

思
想
の
性
格
を
作
り
出
す
も
の
は
思
想
の
効
果
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
思
想
そ
の
も
の
に

内
在
す
る
性
質
で
は
な
く
て
、
思
想
の
外
部
に
対
す
る
影
響
の
仕
方
を
現
す
も
の
と
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
確
か

に
そ
の
よ
う
な
方
面
が
あ
る
。
し
か
し
そ
の
と
き
思
想
の
外
な
る
も
の
と
い
う
の
は
精
密
に
は
何
を
指
す
で
あ
ろ

う
か
。
思
想
の
外
部
に
あ
る
も
の
と
い
う
と
、
普
通
に
存
在
が
、
客
体
が
、
対
象
が
考
え
ら
れ
る
。
け
れ
ど
も
そ

れ
が
た
だ
単
に
存
在
、
客
体
、
対
象
の
意
味
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
と
の
関
係
に
お
い
て
思
想
が
特
に
性
格
と
い
う
如

き
も
の
を
得
る
と
考
え
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
客
体
と
の
関
係
に
お
い
て
顕
に
な
る
の
は
む
し
ろ
思
想
の
真

偽
即
ち
価
値
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ク
ラ
シ
カ
ル
な
定
義
に
よ
る
と
、
真
理
と
い
う
の
は
物
（
客

体
、
対
象
）
と
観
念
と
の
一
致
―
―adaequatio rei et intellectus

―
―
で
あ
る
。
思
想
の
客
体
的
効
果
と
し
て
現

れ
る
も
の
は
究
極
に
お
い
て
そ
の
真
偽
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
思
想
の
性
格
か
ら
区
別
さ
れ
る
限
り
に
お
け
る
思

想
の
価
値
は
こ
の
よ
う
な
客
体
的
真
理
或
い
は
対
象
的
真
理
を
意
味
し
て
い
る
。
私
は
い
ま
こ
れ
を
存
在
的
真
理 

ontische W
ahrheit 

と
い
う
言
葉
で
術
語
的
に
規
定
し
よ
う
と
思
う
。
と
こ
ろ
で
そ
の
よ
う
な
客
体
的
価
値
か
ら

区
別
さ
れ
る
限
り
に
お
け
る
思
想
の
性
格
は
根
本
に
お
い
て
そ
の
主
体
的
意
味
に
か
か
わ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
即
ち
根
源
的
に
は
客
体
で
な
く
主
体
に
対
す
る
、従
っ
て
私
の『
歴
史
哲
学
』に
お
け
る
言
葉
を
用
い
る
と
、

「
存
在
」
で
な
く
「
事
実
」
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
、
思
想
の
性
格
は
作
り
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
思
想
の
性



八

格
は
自
然
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
で
な
く
、
人
間
、
階
級
、
社
会
等
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
思
想
に
賦
与
さ

れ
る
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
と
き
自
然
は
単
に
客
体
と
見
ら
れ
、
人
間
、
階
級
、
社
会
等
は
単
に
客
体
と
し
て
で
な

く
主
体
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
思
想
の
外
に
あ
る
も
の
が
単
に
客
体
と
し
て
外
部
で
な
く
、
却
っ

て
主
体
と
し
て
内
部
で
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
そ
れ
と
の
関
係
に
お
い
て
思
想
が
一
定
の
性
格
を
得
て
く
る
こ
と

は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
思
想
の
性
格
は
思
想
の
単
な
る
外
的
性
質
で
は
な
い
。
自
己
の
外
な
る
も
の
に
対
す
る

効
果
と
し
て
担
わ
さ
れ
る
思
想
の
性
格
が
そ
の
外
的
性
質
で
な
く
て
内
的
性
格
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
こ

の
外
な
る
も
の
が
も
と
内
な
る
も
の
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。思
想
の
性
格
は
内
的
な
意
味
賦
与
に
よ
っ
て
生
ず
る
。

し
か
し
こ
の
内
な
る
も
の
は
実
は
真
に
外
な
る
も
の
で
あ
る
と
も
い
わ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
主
体
と
称
す
る
も
の

は
意
識
と
同
じ
で
な
い
。
私
の
い
う
事
実
は
意
識
よ
り
も
更
に
内
な
る
も
の
、従
っ
て
真
に
外
な
る
も
の
で
あ
る
。

意
識
は
客
体
と
主
体
と
の
双
方
に
対
し
て
極
限
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
対
象
的
価
値
か
ら
区
別
さ
れ
る
主
体
的

意
味
と
し
て
の
思
想
の
性
格
は
そ
の
単
な
る
心
理
的
効
果
を
い
う
の
で
は
な
い
。
主
体
は
内
に
お
い
て
意
識
を
超

越
す
る
。
い
わ
ゆ
る
心
理
は
主
体
的
意
味
の
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
と
見
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
思
想
の
性
格
を
表

す
た
め
に
用
い
ら
れ
る
言
葉
が
す
べ
て
何
等
か
主
体
的
な
表
現
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
右
の
事
情
を
お
の
ず
か
ら

示
し
て
い
る
。
し
か
し
思
想
の
外
な
る
も
の
は
ど
こ
ま
で
も
存
在
或
い
は
客
体
で
あ
り
、
こ
れ
と
の
関
係
に
お
い



九

危
機
意
識
の
哲
学
的
解
明

て
思
想
が
一
定
の
性
格
を
得
て
く
る
の
は
、
こ
の
存
在
或
い
は
客
体
が
固
定
し
静
止
す
る
も
の
で
な
く
運
動
し
変

化
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
も
し
そ
の
運
動
し
変
化
す
る
も
の
が
単

に
客
体
の
意
味
の
も
の
で
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
こ
れ
と
の
関
係
に
お
い
て
顕
に
な
る
の
は
ま
た
ど
こ
ま
で
も
思

想
の
価
値
即
ち
そ
の
真
偽
で
あ
っ
て
、
性
格
と
い
う
如
き
も
の
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
歴
史
は
変

化
す
る
、
こ
れ
を
変
化
す
る
も
の
と
見
る
思
想
は
進
歩
的
で
あ
り
、
反
対
に
こ
れ
を
変
化
し
な
い
も
の
と
考
え
る

思
想
は
反
動
的
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
場
合
も
し
歴
史
と
い
う
も
の
が
単
に
客
体
的
な
も
の
で
あ
る
と
し
た

な
ら
ば
、
一
方
は
対
象
に
一
致
す
る
思
想
と
し
て
明
ら
か
に
真
で
あ
り
、
他
方
は
対
象
に
一
致
し
な
い
思
想
と
し

て
疑
い
も
な
く
偽
で
あ
り
、
従
っ
て
進
歩
的
及
び
反
動
的
と
い
う
思
想
の
性
格
は
そ
の
実
質
に
お
い
て
思
想
の
価

値
に
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
だ
か
ら
思
想
に
つ
い
て
そ
の
性
格
が
そ
の
価
値
と
は
異
な
る
独

自
の
意
味
で
語
ら
れ
る
限
り
、
そ
の
よ
う
な
変
化
し
運
動
す
る
も
の
は
単
に
客
体
的
な
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
主

体
の
意
味
を
有
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
或
い
は
思
想
の
性
格
は
そ
の
実
践
的
意
味
を
表
す
と
い
わ
れ
る
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
も
し
実
践
と
い
う
も
の
が
単
に
客
体
的
に
考
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
実
践
に
よ
っ
て
明
ら

か
に
な
る
の
は
ま
さ
に
思
想
の
対
象
的
真
理
性
即
ち
そ
の
価
値
で
あ
る
。
思
想
の
性
格
は
そ
の
実
践
的
意
味
で
あ

る
に
し
て
も
、
こ
の
と
き
実
践
と
い
う
も
の
は
主
体
的
な
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



一
〇

思
想
の
危
機
の
時
代
に
は
思
想
は
そ
の
価
値
に
お
い
て
よ
り
も
そ
の
性
格
に
お
い
て
問
題
に
さ
れ
る
。
し
か

る
に
ち
ょ
う
ど
こ
の
事
情
の
た
め
に
、
ま
た
こ
の
時
代
ほ
ど
無
性
格
な
思
想
の
横
行
す
る
こ
と
も
な
い
の
で
あ

る
。
か
よ
う
に
甚
だ
し
く
無
性
格
な
思
想
が
跋ば
っ
こ扈

す
る
と
い
う
の
は
、
そ
こ
で
は
あ
ら
ゆ
る
思
想
が
性
格
的
な
も

の
と
し
て
受
取
ら
れ
る
傾
向
の
遍
在
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
無
性
格
な
思
想
と
い
う
の
は
主
体
的
真
実
性
の
な

い
思
想
で
あ
る
、
確
信
を
欠
く
思
想
で
あ
る
、
運
命
的
で
な
い
思
想
で
あ
る
。
無
性
格
な
思
想
と
い
う
の
は
た
だ

他
人
に
対
す
る
効
果
を
の
み
あ
て
こ
ん
だ
思
想
で
あ
る
。
他
人
に
お
け
る
主
体
的
効
果
で
な
く
、
単
な
る
心
理
的

効
果
を
あ
て
こ
ん
だ
思
想
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
思
想
は
そ
の
心
理
的
効
果
に
よ
っ
て
他
人
を
面
白
が
ら
せ
、
景

気
附
け
、
饒
舌
に
す
る
に
し
て
も
、
主
体
的
効
果
を
欠
く
故
に
、
彼
等
を
実
践
に
駆
り
、
或
い
は
彼
等
に
お
い
て

彼
等
自
身
の
思
想
の
生
産
を
促
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
自
己
自
身
に
と
っ
て
主
体
的
真
実
性
を
有
す
る
思
想
の
み

が
他
人
に
お
い
て
主
体
的
効
果
を
現
す
こ
と
が
で
き
る
。
単
な
る
心
理
的
効
果
と
真
の
主
体
的
効
果
と
は
区
別
さ

れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
思
想
は
外
部
に
対
す
る
効
果
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
性
格
を
得
る
の
で
は
な
く
、
主
体
的
真
実
性

を
有
す
る
思
想
は
内
に
お
い
て
そ
れ
自
身
既
に
性
格
を
具
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
か
よ
う
に
そ
れ
自
身

に
性
格
を
有
す
る
思
想
は
ま
た
お
の
ず
か
ら
他
に
対
し
て
主
体
的
に
は
た
ら
き
か
け
、
そ
の
こ
と
を
通
じ
て
自

己
自
身
の
性
格
を
現
実
化
す
る
。
単
に
内
的
な
性
格
と
い
う
も
の
は
あ
り
得
な
い
、
そ
の
は
た
ら
き
の
全
歴
史
に



一
一

危
機
意
識
の
哲
学
的
解
明

お
い
て
は
じ
め
て
性
格
は
現
実
的
に
認
識
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
尤も
っ
とも

主
体
的
真
実
性
の
な
い
無
性
格
な
思
想

も
、
客
観
的
価
値
の
見
地
に
お
い
て
は
そ
れ
自
身
真
理
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う

な
思
想
も
な
お
存
在
的
真
理
で
あ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
存
在
的
真
理
の
概
念
に
対
し
て
先
ず

主
体
的
な
意
味
に
お
け
る
真
実
性
の
概
念
が
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
思
想
の
性
格
は
対
象
的
な
意
味

に
お
け
る
真
理
性 W

ahrheit 

に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
主
体
的
な
意
味
に
お
け
る
真
実
性 

W
ahrhaftigkeit 

に
よ
っ
て
形
作
ら
れ
る
。
し
か
る
に
そ
の
よ
う
な
真
実
性
は
、
実
を
い
う
と
、
よ
り
根
本
的
な

事
実
的
真
理
も
し
く
は
存
在
論
的
真
理 ontologische W

ahrheit 

の
主
観
的
な
、
即
ち
意
識
に
お
け
る
規
定
を
現

す
の
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
存
在
的
真
理
の
主
観
的
な
、
従
っ
て
ロ
ゴ
ス
的
な
面
を
現
す
も
の
と
し
て
、
存
在
的
真

理
即
ち
普
通
に
い
う
真
理
の
概
念
か
ら
区
別
さ
れ
て
正
し
さ R

ichtigkeit 

の
概
念
が
規
定
さ
れ
る
の
と
同
様
で

あ
る
。
そ
の
よ
う
な
正
し
さ
と
ま
こ
と
或
い
は
ほ
ん
と
即
ち
主
体
的
真
実
性
と
は
同
じ
で
な
い
。
或
る
こ
と
を
正

し
く
知
る
と
い
う
こ
と
と
そ
れ
が
ほ
ん
と
に
分
る
と
い
う
こ
と
と
は
別
で
あ
る
。
一
方
は
客
体
的
な
関
係
を
、
他

方
は
主
体
的
な
関
係
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
正
し
さ
及
び
ま
こ
と
は
認
識
の
内
在
的
な
面
を

表
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
存
在
的
真
理
及
び
存
在
論
的
真
理
の
概
念
は
認
識
の
超
越
的
関
係
を
指
す
も
の
と

理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。他
の
場
合
に
論
じ
た
如
く
、意
識
に
対
し
て
二
重
の
超
越
が
、一
面
で
は
客
体
的
に「
存



一
二

在
」
が
、
他
面
で
は
主
体
的
に
「
事
実
」
が
考
え
ら
れ
る
の
に
相
応
し
て
、
二
重
の
意
味
に
お
け
る
真
理
の
概
念

が
与
え
ら
れ
る
。
超
越
的
な
も
の
へ
の
関
係
を
離
れ
て
真
理
は
な
い
。
正
し
さ
が
存
在
的
真
理
の
内
在
的
イ
ン
デ

ッ
ク
ス
で
あ
る
よ
う
に
、
ま
こ
と
は
事
実
的
真
理
の
主
観
的
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
で
あ
る
。
真
実
性
は
も
と
よ
り
心
理

的
な
も
の
で
あ
り
な
が
ら
単
に
心
理
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
な
い
の
は
、
そ
れ
が
超
越
的
な
事
実
的
真
理
の
イ
ン

デ
ッ
ク
ス
に
ほ
か
な
ら
ぬ
た
め
で
あ
る
。
意
識
は
外
に
お
い
て
存
在
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
の
み
で
な
く
、
内
に

お
い
て
事
実
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
正
し
い
と
知
っ
た
だ
け
で
は
な
お
行
為
的
に
動
か
さ
れ
な
い
、
ほ
ん

と
に
分
っ
た
と
き
は
じ
め
て
主
体
的
に
は
た
ら
き
か
け
ら
れ
、
か
よ
う
に
し
て
実
践
に
促
さ
れ
、
或
い
は
自
己
に

お
い
て
自
己
自
身
の
思
想
を
孕
ま
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
ま
た
理
論
の
概
念
と
思
想
の
概
念
と
が
区
別
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。そ
し
て
思
想
の
危
機
と
い
う
よ
う
に
、

危
機
の
時
代
に
お
い
て
問
題
に
さ
れ
る
の
は
特
に
思
想
で
あ
り
、
理
論
も
思
想
と
し
て
問
題
に
さ
れ
る
と
い
う
の

が
こ
の
時
代
の
特
徴
で
あ
る
。
か
よ
う
に
思
想
と
理
論
と
を
区
別
す
る
と
き
、理
論
は
主
と
し
て
存
在
的
真
理
に
、

こ
れ
に
反
し
て
思
想
は
主
と
し
て
存
在
論
的
真
理
に
関
係
す
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
応
じ
て
理
論
は

性
格
と
特
に
関
係
の
な
い
も
の
で
あ
り
、
し
か
る
に
思
想
は
本
来
性
格
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で

自
然
科
学
は
高
い
程
度
に
お
い
て
理
論
的
で
あ
り
、
社
会
科
学
、
哲
学
へ
と
の
ぼ
る
に
従
っ
て
、
よ
り
思
想
的
に



一
三

危
機
意
識
の
哲
学
的
解
明

な
る
と
い
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
尤も
っ
とも

思
想
の
危
機
の
時
代
に
お
い
て
は
自
然
科
学
の
如
き
も
い
わ
ゆ
る
思
想
問
題

の
う
ち
に
引
入
れ
ら
れ
る
。
蓋
し
如
何
な
る
理
論
も
何
等
か
の
程
度
で
思
想
的
要
素
を
含
ん
で
い
る
。
思
想
的
要

素
は
理
論
の
主
体
的
制
約
を
現
す
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
理
論
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
性
質
を
現
す
も
の
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
い
う
語
は
、
厳
密
に
考
え
る
と
、
理
論
が
単
に
客
体
的
に
で
な
く
、
却
っ
て
同
時
に

主
体
的
に
制
約
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
理
論
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
で
あ
る
限

り
性
格
的
で
あ
る
。
思
想
の
危
機
の
時
代
に
お
い
て
は
芸
術
、
哲
学
等
は
も
と
よ
り
科
学
の
如
き
も
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
と
し
て
問
題
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
我
々
の
思
想
は
た
だ
単
に
客
体
的
に
規
定
さ
れ
る
と
考
え
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
も
し
絶
対
に
そ
う
で
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
例
え
ば
一
定
の
階
級
に
属
し
な
い
人
間
が
こ
の
階
級
の
思
想

を
獲
得
し
、
生
産
し
さ
え
す
る
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
可
能
で
あ
る
の

は
人
間
の
哲
学
的
な
根
本
的
規
定
と
し
て
、
彼
に
お
い
て
主
体
と
客
体
と
の
分
裂
が
あ
り
、
従
っ
て
自
己
自
身
に

お
い
て
客
体
か
ら
主
体
へ
の
超
越
が
あ
る
か
ら
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
超
越
は
お
よ
そ
認
識
の
可

能
に
な
る
た
め
の
条
件
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
我
々
は
存
在
を
対
象
化
し
、
こ
れ
を
そ
の
客
観
性
に
お
い
て
知

る
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
そ
れ
は
対
象
的
知
識
、
存
在
的
認
識
、
従
っ
て
理
論
的
認
識
の
条
件
で
あ
る
。
そ
れ
の

み
で
な
く
、
そ
れ
は
存
在
論
的
認
識
の
条
件
で
も
あ
る
。
そ
の
こ
と
の
あ
る
た
め
に
我
々
の
思
想
は
単
に
時
代
に
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四

束
縛
さ
れ
な
い
で
時
代
を
超
越
し
、
時
代
に
先
駆
す
る
と
い
う
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
存
在
的
認
識
と
存
在
論
的

認
識
と
の
概
念
上
に
お
け
る
相
違
は
、
後
者
の
こ
の
よ
う
な
先
駆
性
―
―
そ
の
論
理
的
意
味
で
は
予
料
性
―
―
に

お
い
て
認
め
ら
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
思
想
は
思
想
と
し
て
何
等
か
先
駆
性
を
含
む
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
と
も

い
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
か
ら
あ
の
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
な
ど
の
い
う
予
言
者
的
哲
学
の
理
念
も
理
解
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
思
想
は
主
体
的
に
規
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、
そ
れ
が
文
芸
な
ど
と
同
じ
よ
う
に

創
作
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
生
ず
る
の
で
あ
る
。
客
体
的
存
在
の
模
写
と
い
う
方
面
か
ら
は
創
作
と
い
う
も
の

は
考
え
ら
れ
な
い
。
と
こ
ろ
で
思
想
の
危
機
の
時
代
に
お
い
て
は
、
後
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
事
情
の
も
と
に
、
思

想
の
先
駆
性
に
対
す
る
要
求
が
顕
著
に
な
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
如
き
も
の
も
生
産
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。
こ
れ
が
ま
た
危
機
の
時
代
に
お
け
る
思
想
の
ひ
と
つ
の
特
徴
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
存
在
論
的
認
識
の
主
観
的
性
質
を
脱
す
る
こ
と
の
困
難
が
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
従
っ
て
そ

れ
は
つ
ね
に
存
在
的
認
識
に
媒
介
さ
れ
て
客
観
的
に
な
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
哲
学
な
ど
の
如
き

特
に
思
想
と
い
わ
れ
る
種
類
の
認
識
に
と
っ
て
格
別
に
必
要
で
あ
っ
て
、
哲
学
的
認
識
は
存
在
的
認
識
と
存
在
論

的
認
識
と
の
弁
証
法
的
統
一
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
も
と
存
在
と
思
想
と
い
う
如
き
二
つ
の
も
の
が
弁
証
法
的
関

係
に
立
つ
と
は
考
え
難
い
で
あ
ろ
う
。
弁
証
法
的
な
関
係
に
お
い
て
運
動
す
る
の
は
む
し
ろ
存
在
的
認
識
と
存
在



一
五

危
機
意
識
の
哲
学
的
解
明

論
的
認
識
と
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
よ
う
な
弁
証
法
は
私
の
い
う
存
在
と
事
実
と
の
弁
証
法
、
客
体
と
主
体
と
の

弁
証
法
を
認
め
て
そ
の
根
柢
に
お
い
て
は
じ
め
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
の
場
合
に
述
べ
た
よ
う
に
、

人
間
は
主
体
と
客
体
と
の
弁
証
法
的
統
一
で
あ
る
。
人
間
は
単
に
主
体
で
な
く
、
同
時
に
客
体
的
存
在
の
秩
序
に

属
し
て
い
る
、
そ
し
て
主
体
は
客
体
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
方
面
が
あ
る
。
そ
こ
で
認
識
の
主
体
的
条
件
、
従
っ

て
ま
た
存
在
論
的
真
理
或
い
は
主
体
的
真
実
性
は
、
人
間
の
客
体
的
条
件
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が

あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
だ
か
ら
一
定
の
時
代
に
お
い
て
、
そ
の
客
観
的
社
会
的
条
件
に
従
っ
て
、
或
る
階
級
は
認

識
の
主
体
で
あ
り
得
る
の
に
反
し
、
他
の
階
級
は
そ
う
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
も
生
じ
得
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
よ

う
に
い
わ
れ
る
場
合
の
主
体
は
単
に
主
体
的
な
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
主
体
的
・
客
体
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の

意
味
に
お
け
る
主
体
を
我
々
は
第
二
次
の
主
体
の
概
念
と
名
附
け
得
る
で
あ
ろ
う
。
第
一
次
の
主
体
の
概
念
が
、

い
わ
ば
単
純
に
主
体
を
意
味
す
る
の
に
対
し
、
こ
れ
は
却
っ
て
主
体
的
・
客
体
的
な
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
自
然

に
対
し
て
人
間
が
主
体
と
い
わ
れ
る
場
合
、
か
よ
う
な
主
体
が
理
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
意
味
の
主
体
も
す
で
に

主
体
的
・
客
体
的
と
い
わ
れ
る
以
上
、
主
体
と
客
体
と
の
対
立
を
予
想
し
て
い
る
。
両
者
が
単
純
に
同
一
も
し
く

は
合
一
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
認
識
の
主
体
で
あ
る
こ
と
も
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
、
自
己
に
お
け
る
客
体
か
ら

主
体
へ
の
超
越
が
認
識
の
条
件
で
あ
る
。
そ
の
と
き
主
体
的
・
客
体
的
な
も
の
が
客
体
と
し
て
で
な
く
主
体
と
し



一
六

て
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
限
り
、
主
体
と
客
体
と
の
関
係
に
お
い
て
主
体
の
優
位
が
認
め
ら
れ
る
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。
こ
れ
は
主
体
を
、
嘗
て
論
じ
た
如
く
、
存
在
の
根
拠
と
も
い
う
べ
き
事
実
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
可

能
で
あ
る
。
し
か
る
に
か
よ
う
な
主
体
的
・
客
体
的
な
も
の
と
し
て
の
主
体
が
固
有
の
意
味
に
お
け
る
実
践
の
主

体
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
お
い
て
我
々
は
行 Tat 

と
い
う
も
の
と
実
践 Praxis 

と
い
う
も
の
と
を
区
別
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
主
体
は
事
実
即
ち
行
的
な
も
の Tat-sache 

で
あ
る
。
実
践
的
主
体
は
主
体
的
・
客
体
的

な
も
の
と
い
う
意
味
の
主
体
と
し
て
客
体
に
対
す
る
主
体
を
、そ
し
て
主
体
の
優
位
を
予
想
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
限
り
行
は
実
践
の
根
柢
で
あ
る
。
し
か
し
行
的
は
な
お
実
践
的
で
は
な
い
。
実
践
に
は
必
ず
客
体
的
意
味
が

加
わ
り
、
実
践
的
な
も
の
は
主
体
的
・
客
体
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
実
践
的
主

体
は
主
体
と
客
体
と
の
同
一
も
し
く
は
合
一
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
私
は
あ
の
主
客
合
一
の
立
場
に
お
い
て
主
体

と
客
体
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
主
客
合
一
と
い
う
も
の
は
い
わ
ゆ
る
自
覚
の
形
式
に
お
い
て
考
え
ら

れ
る
。
即
ち
自
覚
に
お
い
て
は
わ
れ
が
わ
れ
を
省
み
、か
よ
う
に
省
み
ら
れ
た
わ
れ
（
客
）
と
省
み
る
わ
れ
（
主
）

と
が
共
に
わ
れ
と
し
て
同
一
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
か
よ
う
な
自
覚
の
形
式
に
お
い
て
物
を
考
え
る
な
ら

ば
、
観
念
論
が
帰
結
す
る
で
あ
ろ
う
。
私
は
そ
の
意
味
に
お
け
る
自
覚
の
形
式
を
世
界
形
式
に
ま
で
高
め
ま
た
拡

げ
る
と
こ
ろ
の
観
念
論
の
立
場
に
同
意
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
実
践
に
お
い
て
は
そ
の
意
味
の
自
覚
に
お
け
る



一
七

危
機
意
識
の
哲
学
的
解
明

の
と
は
反
対
に
、
私
の
い
う
二
重
の
超
越
が
明
ら
か
に
な
る
。
実
践
的
主
体
は
主
体
・
客
体
の
弁
証
法
的
な
も
の

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
だ
か
ら
実
践
は
認
識
と
内
面
的
に
つ
な
が
り
、
存
在
的
認
識
と
存
在
論
的
認
識
と
の
弁
証
法
は

実
践
を
通
じ
て
現
実
的
に
な
る
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

思
想
の
危
機
の
時
代
に
は
思
想
は
主
と
し
て
そ
の
性
格
に
お
い
て
問
題
に
さ
れ
る
。
そ
こ
で
ひ
と
は
或
る
思
想

に
つ
い
て
客
観
的
に
真
で
あ
る
か
否
か
を
吟
味
す
る
こ
と
な
く
、た
だ
そ
の
性
格
を
の
み
論
議
す
る
よ
う
に
な
る
。

そ
し
て
ま
た
か
よ
う
な
事
情
に
お
い
て
は
上
に
述
べ
た
如
く
ひ
と
は
無
性
格
な
思
想
を
撒
き
散
ら
し
て
恥
じ
る
こ

と
を
知
ら
な
い
。
ひ
と
は
自
己
の
思
想
の
主
体
的
真
実
性
に
つ
い
て
顧
み
る
こ
と
を
し
な
い
に
も
拘
ら
ず
、
徒
ら

に
他
人
の
思
想
の
性
格
を
問
題
に
す
る
。
か
く
の
如
き
を
我
々
は
ソ
フ
ィ
ス
ト
と
呼
ぶ
。
ソ
フ
ィ
ス
ト
に
は
思
想

の
存
在
的
真
理
性
も
存
在
論
的
真
理
性
も
共
に
何
等
根
本
的
に
問
題
に
な
ら
な
い
。彼
等
は
正
し
く
知
ろ
う
と
も
、

ほ
ん
と
に
理
解
し
よ
う
と
も
し
な
い
、
彼
等
に
と
っ
て
は
実
践
が
問
題
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ソ
フ
ィ
ス
ト
の
輩

出
、
殊
に
彼
等
が
批
判
家
、
批
判
の
批
判
家
の
名
に
お
い
て
出
現
す
る
と
い
う
こ
と
は
思
想
の
危
機
の
ひ
と
つ
の

徴
侯
で
あ
る
。
ソ
フ
ィ
ス
ト
は
た
だ
ロ
ゴ
ス
（
言
葉
）
の
う
ち
に
立
て
籠
り
、
ロ
ゴ
ス
を
の
み
楯
と
す
る
も
の
で

あ
る
。
彼
等
に
は
超
越
の
問
題
が
顕
で
な
い
。
超
越
は
実
践
の
立
場
に
お
い
て
二
重
の
超
越
と
し
て
現
実
的
に
な

る
。
実
践
は
一
切
の
ソ
フ
ィ
ズ
ム
を
粉
砕
す
る
。



一
八

二

危
機
意
識
の
性
質
を
よ
り
よ
く
理
解
す
る
た
め
に
、
危
機
と
い
う
も
の
が
何
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
一
般
的
に
い
う
と
、
危
機
は
特
定
の
情
勢
を
指
す
で
あ
ろ
う
。
危
機
と
い
わ
れ
る
特
定
の
情
勢
の
、

そ
の
特
殊
性
の
何
で
あ
る
か
を
規
定
す
る
に
先
立
っ
て
、
い
っ
た
い
情
勢
と
い
う
の
は
何
で
あ
る
か
が
哲
学
的
に

究
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
る
に
情
勢
が
何
で
あ
る
か
は
、
そ
の
概
念
を
環
境
の
概
念
と
関
係
さ
せ
な
が
ら
こ

れ
と
区
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
適
切
に
説
明
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
環
境
、
情
勢
、
危
機
と
い
う
三
つ
の
概
念
は
一

定
の
聯
関
に
お
い
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
歴
史
的
な
も
の
は
す
べ
て
環
境
の
う
ち
に
あ
る
。
情
勢
は
或
る
意

味
で
は
環
境
と
同
じ
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
環
境
と
い
う
場
合
と
情
勢
と
い
う
場
合
と
で
は
区
別
が
あ
る
。
そ
こ
で

先
ず
環
境
の
概
念
と
情
勢
の
概
念
と
の
聯
関
は
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

第
一
、
環
境
の
概
念
が
い
わ
ば
静
態
的
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
情
勢
の
概
念
は
動
態
的
で
あ
る
。
言
い
換
え
る

と
、
情
勢
と
い
う
う
ち
に
は
運
動
及
び
変
化
が
含
ま
れ
る
。
情
勢
は
動
き
、
変
化
す
る
、
動
く
も
の
、
変
化
す
る

も
の
と
し
て
情
勢
な
の
で
あ
る
。
情
勢
に
関
し
て
は
特
に
そ
の
動
態
が
強
調
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
環
境
と

い
う
と
普
通
直
ち
に
自
然
的
環
境
も
し
く
は
環
境
的
自
然
が
考
え
ら
れ
る
の
に
反
し
、
情
勢
と
い
う
場
合
に
は
社



一
九

危
機
意
識
の
哲
学
的
解
明

会
的
情
勢
と
か
歴
史
的
情
勢
と
か
が
考
え
ら
れ
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
情
勢
の
か
よ
う
な
運
動
性
乃
至
変
化
性
は

そ
の
歴
史
性
を
意
味
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。し
か
る
に
歴
史
性
の
最
も
根
本
的
な
規
定
は
時
間
性
で
あ
る
。

従
っ
て
時
間
的
と
い
う
こ
と
が
情
勢
の
概
念
に
と
っ
て
構
成
的
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
対
し
て
環
境
の
概
念
は
む
し

ろ
空
間
的
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
環
境
が
歴
史
的
、
時
間
的
で
な
い
と
い
う
の
で
は
な
い
、
た
だ
、
環
境
の

概
念
に
お
い
て
は
顕
で
な
い
そ
の
よ
う
な
規
定
が
情
勢
の
概
念
に
お
い
て
は
前
面
に
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
情

勢
は
す
べ
て
時
期
的 epochal 
で
あ
る
、
ひ
と
は
い
つ
で
も
一
定
の
時
代
、
一
定
の
時
期
の
、
特
に
現
代
の
、
現

下
の
情
勢
に
つ
い
て
語
る
。
歴
史
的
時
間
的
規
定
を
離
れ
て
情
勢
は
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
の
規
定
と
関
係
し
て
情

勢
の
一
回
性
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
情
勢
は
一
回
的
な
、
繰
り
返
さ
ぬ
も
の
と
し
て
現
実
的
に
情
勢
の
意

味
を
も
っ
て
い
る
。

第
二
、
私
は
『
歴
史
哲
学
』【
第
６
巻
収
録
】
の
な
か
で
、
環
境
と
い
わ
れ
る
も
の
が
客
体
的
な
存
在
を
意
味
し

な
が
ら
主
体
的
な
事
実
を
予
想
す
る
と
い
う
こ
と
を
、
種
々
の
方
面
か
ら
明
ら
か
に
し
て
お
い
た
。
ミ
リ
ュ
ウ

【M
ilieu

】（
環
境
）
に
と
っ
て
ミ
リ
ュ
ウ
（
中
心
）
で
あ
る
も
の
は
も
と
客
体
の
秩
序
に
属
す
る
の
で
な
く
、
客
体

と
は
秩
序
を
異
に
す
る
主
体
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
情
勢
の
概
念
に
お
い
て
更
に
一
層
明
瞭
に
な

る
で
あ
ろ
う
。
情
勢
は
或
る
客
体
的
な
も
の
で
あ
る
、
ひ
と
は
客
観
的
情
勢
と
い
う
。
し
か
し
な
が
ら
単
な
る
客



二
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体
の
秩
序
も
し
く
は
立
場
に
お
い
て
情
勢
と
い
う
も
の
は
考
え
ら
れ
な
い
。
環
境
と
情
勢
と
を
概
念
上
区
別
す
る

と
き
、
後
者
に
お
い
て
は
前
者
に
と
っ
て
予
想
さ
れ
て
い
る
も
の
が
正
面
に
現
れ
、
前
者
に
と
っ
て
外
に
あ
る
も

の
が
内
に
喰
い
込
ん
で
い
る
、
か
よ
う
な
も
の
は
主
体
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
主
体
の
概
念
を
含
め
て
で
な
け
れ
ば

客
体
的
な
も
の
と
し
て
の
情
勢
は
考
え
ら
れ
な
い
。
い
わ
ゆ
る
主
体
的
条
件
を
除
い
て
客
観
的
情
勢
と
い
う
も
の

は
情
勢
の
意
味
に
お
い
て
は
存
し
な
い
。
環
境
は
主
体
に
と
っ
て
外
に
或
い
は
そ
ば
に
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
情

勢
に
お
い
て
は
主
体
は
そ
の
内
に
、
一
緒
に
あ
る
、
し
か
も
内
に
或
い
は
一
緒
に
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
場
合
静

的
な
、
融
合
的
な
関
係
を
現
す
の
で
な
く
、
動
的
な
、
対
立
的
な
関
係
を
現
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
情
勢
は
主

体
と
客
体
と
の
弁
証
法
の
上
に
立
ち
、
こ
の
弁
証
法
が
客
体
の
方
面
か
ら
捉
え
ら
れ
た
も
の
が
情
勢
で
あ
る
。
私

は
情
勢
を
運
動
的
と
し
て
規
定
し
た
が
、
そ
れ
は
単
に
客
体
的
な
も
の
の
運
動
を
い
う
の
で
な
く
、
主
体
と
客
体

と
の
弁
証
法
の
意
味
に
お
い
て
運
動
的
と
い
う
こ
と
が
基
礎
的
で
あ
る
。
そ
し
て
か
よ
う
な
弁
証
法
は
存
在
の
歴

史
性
の
一
般
的
規
定
で
あ
る
故
に
、
情
勢
は
す
べ
て
歴
史
的
情
勢
と
い
わ
れ
る
。
客
観
的
情
勢
は
も
と
歴
史
的
情

勢
と
し
て
情
勢
な
の
で
あ
る
。

第
三
、
客
体
の
方
面
か
ら
情
勢
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
弁
証
法
は
、
主
体
の
方
面
か
ら
捉
え
る
と
き
実
践
で
あ
る
。

具
体
的
な
意
味
に
お
け
る
実
践
は
つ
ね
に
一
定
の
情
勢
に
お
け
る
実
践
で
あ
り
、
現
実
的
な
意
味
に
お
け
る
情
勢



二
一

危
機
意
識
の
哲
学
的
解
明

は
実
践
を
離
れ
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
情
勢
の
概
念
に
と
っ
て
実
践
が
構
成
的
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
植
物

や
動
物
に
つ
い
て
は
環
境
の
う
ち
に
あ
る
と
い
わ
れ
る
に
し
て
も
、
情
勢
に
お
い
て
あ
る
と
は
い
わ
れ
な
い
。
植

物
や
動
物
の
運
動
は
実
践
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
人
間
の
運
動
が
実
践
で
あ
る
の
は
、
人
間
に
お
い

て
は
主
体
と
客
体
と
の
分
裂
、
従
っ
て
自
己
自
身
に
お
け
る
客
体
か
ら
主
体
へ
の
超
越
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。
宇

宙
に
お
け
る
人
間
の
位
置
、
そ
の
特
殊
地
位
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
。
か
よ
う
に
し
て
自
己
自
身

を
対
象
化
す
る
こ
と
の
で
き
る
人
間
は
、
自
然
の
一
部
分
と
し
て
自
然
の
内
に
あ
り
な
が
ら
自
然
の
外
に
立
っ
て

こ
れ
を
対
象
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
人
間
は
自
然
の
弁
証
法
的
対
立
物
で
あ
る
。
そ
し
て
か
よ
う
な
人
間
の
自

己
自
身
に
お
け
る
超
越
は
同
時
に
人
間
の
ロ
ゴ
ス
を
可
能
に
す
る
で
あ
ろ
う
。
或
い
は
ロ
ゴ
ス
の
媒
介
を
通
じ
て

人
間
に
は
客
体
か
ら
主
体
へ
の
超
越
が
属
し
て
い
る
。
そ
こ
で
ま
た
本
来
の
意
味
に
お
け
る
実
践
は
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
が
い
っ
た
よ
う
に pravxeiV meta; lovgou 
と
い
う
規
定
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の meta; lovgou 

と
い
う
こ
と

は
厳
密
に
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
も
と
何
等
か
の
既
成
の
理
論
を
も
っ
て
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
、

む
し
ろ
我
々
は
実
践
す
る
と
き
ロ
ゴ
ス
の
間
に
あ
る
の
で
あ
る
、実
践
と
一
緒
に
ロ
ゴ
ス
が
生
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

と
い
う
の
は
、
ロ
ゴ
ス
の
可
能
に
な
る
条
件
は
同
時
に
実
践
の
可
能
に
な
る
条
件
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
は
人
間

に
お
け
る
客
体
か
ら
主
体
へ
の
超
越
で
あ
る
。
単
に
客
体
的
な
運
動
は
実
践
で
な
く
、
実
践
に
は
ロ
ゴ
ス
を
も
っ



二
二

て
或
い
は
ロ
ゴ
ス
の
間
に
お
い
て
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
実
践
は
主
体
と
客
体
と
の
弁
証
法
の
上
に

立
ち
、
こ
の
弁
証
法
が
主
体
の
方
面
か
ら
捉
え
ら
れ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
環
境
の
概
念
も
根
柢
に
お
い
て

主
体
と
客
体
と
の
弁
証
法
を
予
想
す
る
の
で
あ
る
が
、
い
ま
だ
顕
で
な
く
、
情
勢
の
概
念
に
お
い
て
、
実
践
が
構

成
的
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
顕
に
な
る
の
で
あ
る
。

か
く
て
要
す
る
に
、
環
境
の
概
念
に
と
っ
て
予
想
さ
れ
な
が
ら
な
お
外
的
、
抽
象
的
で
あ
っ
た
も
の
が
、
情
勢

の
概
念
に
お
い
て
は
内
的
、
現
実
的
に
な
る
と
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
い
ま
危
機
の
概
念
を
分
析
す
る

と
き
、
我
々
は
更
に
こ
の
概
念
に
お
い
て
、
情
勢
の
概
念
を
環
境
の
概
念
に
対
し
て
特
色
附
け
た
も
の
が
一
段
と

顕
に
な
っ
て
く
る
の
を
見
出
す
で
あ
ろ
う
。

一
、
情
勢
が
或
る
意
味
で
は
特
定
の
環
境
で
あ
る
よ
う
に
、
危
機
は
特
定
の
情
勢
で
あ
る
。
客
観
的
情
勢
と
い

わ
れ
る
よ
う
に
、
客
観
的
危
機
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
情
勢
の
概
念
は
単
に
客
体
的
な
も

の
と
し
て
は
考
え
ら
れ
ず
、
主
体
と
客
体
と
の
弁
証
法
を
根
柢
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
危
機
の
概
念
に
つ
い
て
も

同
様
で
あ
る
。
そ
れ
の
み
で
な
く
こ
こ
で
は
、
客
体
と
主
体
或
い
は
存
在
と
事
実
と
の
弁
証
法
に
お
い
て
、
事
実

の
存
在
に
対
す
る
非
連
続
的
、
超
越
的
関
係
が
顕
に
な
る
。
こ
れ
が
ち
ょ
う
ど
危
機
と
い
わ
れ
る
特
定
の
情
勢
の

特
殊
性
を
な
し
て
い
る
。
コ
ン
ト
な
ど
に
倣
っ
て
歴
史
的
時
期
を
区
別
す
る
と
、
危
機
的
時
期 époque critique 



二
三

危
機
意
識
の
哲
学
的
解
明

は
有
機
的
時
期 époque organique 

に
対
し
、
後
の
場
合
そ
の
弁
証
法
に
お
け
る
存
在
と
事
実
と
の
連
続
的
、
内

在
的
関
係
が
顕
に
な
る
の
と
反
対
の
特
徴
を
も
っ
て
い
る
。
お
よ
そ
危
機
は
変
化
を
離
れ
て
は
考
え
ら
れ
ず
、
し

か
も
そ
の
変
化
が
全
く
有
機
的
な
も
の
で
あ
る
限
り
考
え
ら
れ
ず
、
そ
れ
が
考
え
ら
れ
る
に
は
変
化
乃
至
発
展
の

う
ち
に
非
連
続
或
い
は
飛
躍
が
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
従
っ
て
そ
の
変
化
乃
至
発
展
は
弁
証
法
的
な
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
危
機
は
歴
史
の
弁
証
法
的
発
展
に
お
け
る
矛
盾
或
い
は
対
立
の
時
期
を
意
味
し
て
い
る
。
し

か
し
も
し
そ
の
弁
証
法
が
単
に
客
体
的
に
捉
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
危
機
と
い
う
も
の
は
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

な
ぜ
な
ら
単
に
客
体
的
に
見
る
と
、
危
機
的
時
期
も
一
つ
の
単
な
る
過
渡
期
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
と
き
歴
史
の
絶
え

ざ
る
推
移
の
過
程
に
お
い
て
い
ず
れ
か
の
時
期
を
特
に
危
機
と
し
て
こ
れ
に
或
る
絶
対
性
を
認
め
る
と
い
う
こ
と

は
で
き
な
い
。
単
に
客
体
的
に
見
て
ゆ
く
限
り
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
考
え
た
如
く
、
矛
盾
は
反
対
と
し
て
、
反

対
は
差
異
と
し
て
、
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
絶
対
的
な
矛
盾
は
主
体
と
の
関
係
に
お
い
て
の
み
考

え
ら
れ
る
。
存
在
に
お
い
て
現
れ
る
矛
盾
の
根
源
は
、
他
の
場
合
に
論
究
し
た
如
く
、
存
在
と
事
実
と
の
矛
盾
で

あ
る
。
過
渡
期
と
い
う
も
の
は
ど
こ
ま
で
も
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
危
機
は
或
る
絶
対
性
の
要

素
、
矛
盾
の
、
非
連
続
の
絶
対
性
を
除
い
て
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
絶
対
性
は
た
だ
主
体
的
に

の
み
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
危
機
は
特
定
の
情
勢
と
見
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
限
り
そ
れ
は



二
四

客
観
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
け
れ
ど
も
、
危
機
が
特
に
絶
対
的
な
矛
盾
或
い
は
矛
盾
の
絶
対
性
を
意
味
す

る
限
り
、そ
れ
は
根
源
的
に
は
存
在
と
事
実
と
の
弁
証
法
に
お
け
る
矛
盾
乃
至
対
立
を
意
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

そ
こ
か
ら
し
て
危
機
と
し
て
理
解
さ
れ
る
特
定
の
情
勢
の
も
と
で
は
、
客
観
的
情
勢
の
う
ち
に
現
れ
る
矛
盾
に
お

い
て
、
客
体
に
対
す
る
主
体
の
超
越
的
、
非
連
続
的
方
面
が
一
面
的
に
強
く
意
識
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。

こ
れ
が
ま
さ
に
危
機
意
識
の
根
本
的
な
特
質
を
な
し
て
い
る
。

二
、
危
機
の
概
念
は
つ
ね
に
或
る
全
体
性
の
概
念
と
結
び
附
い
て
い
る
。
危
機
は
全
体
に
か
か
わ
る
も
の
と
し

て
危
機
な
の
で
あ
る
。
単
な
る
個
々
の
変
化
、
個
々
の
変
化
の
量
的
増
加
で
さ
え
も
が
、
い
ま
だ
危
機
の
本
質
を

語
る
も
の
で
な
い
。
そ
こ
に
は
必
ず
全
体
に
か
か
わ
る
意
味
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
単
な
る
量
的
増
加
で
な
く
、

い
わ
ゆ
る
量
か
ら
質
へ
の
転
化
の
意
味
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
危
機
の
か
か
わ
る
全
体
は
単
に
量
的
な
意
味
の
も

の
で
あ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
量
的
な
見
方
は
客
体
的
な
見
方
で
あ
る
。
客
体
的
な
存
在
は
ど
こ
ま
で
も
量
的
に

見
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
量
的
な
客
体
的
な
見
方
に
立
つ
限
り
、
過
渡
期
と
い
う
如
き
も
の
は
考
え

ら
れ
て
も
、
危
機
は
考
え
ら
れ
な
い
。
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
い
っ
た
よ
う
に
、
単
に
客
体
的
に
捉
え
ら
れ
た
弁
証

法
は
量
的
弁
証
法
で
あ
り
、
量
的
弁
証
法
に
お
い
て
は
危
機
は
考
え
ら
れ
ず
、
危
機
は
主
体
的
に
捉
え
ら
れ
た
性

質
的
弁
証
法
に
お
い
て
の
み
考
え
ら
れ
得
る
。
存
在
と
し
て
の
歴
史
は
不
断
の
生
成
変
化
の
う
ち
に
あ
り
、
我
々
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危
機
意
識
の
哲
学
的
解
明

は
つ
ね
に
そ
の
途
上
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
終
局
的
な
全
体
は
与
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
仮
に
与
え
ら
れ
て
お

る
と
し
て
も
我
々
は
そ
れ
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
歴
史
に
つ
い
て
の
単
な
る
客
観
主
義
は
要

す
る
に
単
な
る
相
対
主
義
に
終
る
の
ほ
か
な
い
。
し
か
る
に
危
機
は
全
体
の
立
場
に
お
い
て
の
み
考
え
ら
れ
得
る

と
す
れ
ば
、
か
よ
う
な
全
体
は
何
等
か
の
客
体
的
な
、
従
っ
て
ま
た
イ
デ
ー
と
し
て
の
意
味
に
お
い
て
も
客
観
的

な
、
全
体
で
あ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
危
機
の
概
念
に
と
っ
て
構
成
的
な
全
体
の
立
場
と
い
う
の
は
そ
れ
だ
か
ら
客

体
的
存
在
と
は
秩
序
を
異
に
す
る
主
体
的
事
実
の
立
場
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
事
実
は
存
在
と
は
秩
序
を
異
に
す

る
も
の
と
し
て
存
在
に
対
し
て
各
々
の
瞬
間
に
お
い
て
全
体
性
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
全
体
は
そ
れ
ぞ
れ

の
瞬
間
に
お
け
る
性
質
的
全
体
で
あ
る
。
か
よ
う
な
事
実
的
全
体
の
立
場
に
お
い
て
存
在
が
限
定
さ
れ
る
と
き
、

存
在
も
全
体
性
の
意
味
を
担
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
立
場
に
お
い
て
限
定
さ
れ
る
の
は
弁
証
法
的
全
体
で
あ
っ

て
、実
践
に
か
か
わ
る
の
は
か
よ
う
な
弁
証
法
的
全
体
で
あ
る
。
そ
れ
は
有
機
的
全
体
と
混
同
さ
れ
て
は
な
ら
ぬ
。

有
機
的
全
体
の
概
念
を
も
っ
て
は
危
機
は
考
え
ら
れ
な
い
。
有
機
的
発
展
に
お
い
て
危
機
が
考
え
ら
れ
な
い
よ
う

に
、
イ
デ
ー
的
見
方
に
お
い
て
も
危
機
は
考
え
ら
れ
な
い
。
イ
デ
ー
は
い
わ
ゆ
る
ノ
エ
マ
的
な
も
の
、
従
っ
て
す

で
に
客
体
の
意
味
を
含
む
か
ら
で
あ
る
。
主
体
が
私
の
い
う
事
実
の
意
味
の
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
に
危
機
も
考
え

ら
れ
得
る
の
で
あ
る
。



二
六

三
、
私
は
情
勢
の
概
念
が
時
間
的
で
あ
り
、
時
期
的
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
と
こ
ろ
で
時
期
の
概
念
は
既

に
或
る
全
体
の
意
味
を
含
ん
で
い
る
。
蓋
し Epoche, époque

（
時
期
）
な
ど
い
う
近
代
語
は
ギ
リ
シ
ア
語
の 

ejpochv 

か
ら
出
て
お
り
、
そ
の
動
詞
の
形
は ejpevcw 

で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
前
続
詞 ejpiv 

（
時
間
的
に
は
あ
い
だ
を

意
味
す
る
）
と
持
つ
、
把
持
す
る habere 

と
い
う
意
味
の
動
詞 e[cw 

と
か
ら
成
っ
て
い
る
。
そ
れ
だ
か
ら
エ
ポ

ッ
ク
は
不
断
に
流
れ
て
ゆ
く
時
間
を
或
る
ひ
と
つ
の
全
体
と
し
て
把
持
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
直
線

と
し
て
表
象
さ
れ
る
よ
う
な
客
体
的
時
間
を
主
体
的
に
中
断
し
、
円
環
的
に
把
持
す
る
と
い
う
意
味
が
な
け
れ
ば

エ
ポ
ッ
ク
は
考
え
ら
れ
な
い
。
従
っ
て
そ
れ
は
私
の
い
う
意
味
で
の
歴
史
的
時
間
、
即
ち
事
実
的
時
間
に
よ
っ
て

構
造
附
け
ら
れ
た
存
在
の
時
間
で
あ
る
。
し
か
る
に
危
機
に
お
い
て
は
存
在
に
対
す
る
事
実
の
超
越
と
非
連
続
に

ア
ク
セ
ン
ト
が
お
か
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
危
機
は
時
期
的
と
い
う
よ
り
も
瞬
間
的
で
あ
る
。
元
来
い
わ
ゆ
る
危
機

的
時
期
が
あ
る
の
で
な
く
、
危
機
的
瞬
間 m

om
ent critique 

が
あ
る
の
み
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ

の
瞬
間
は
元
来
客
体
的
時
間
に
お
け
る
極
小
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
危
機
は
つ
ね
に
現
在
の
危
機
で
あ
り
、

こ
の
現
在
は
事
実
的
時
間
の
現
在
で
あ
っ
て
、
瞬
間
と
し
て
規
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
危
機
が
い
つ
で
も
歴
史
的

時
間
に
お
け
る
現
代
と
結
び
附
い
て
考
え
ら
れ
る
の
も
、
も
と
そ
れ
が
こ
の
よ
う
な
現
在
に
属
す
る
こ
と
を
反
映

し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
現
代
は
危
機
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
最
も
よ
く
そ
の
現
在
性
を
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危
機
意
識
の
哲
学
的
解
明

顕
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
『
現
代
の
特
徴
』
の
中
で
地
上
生
活
の
五
つ
の
根
本
時
期
を
分
ち
、
そ

し
て
彼
の
現
代
を
そ
れ
ら
の
諸
時
期
の
ち
ょ
う
ど
ま
ん
な
か
の
時
期
、
即
ち
人
類
歴
史
の
第
三
の
時
期
に
あ
た
る

と
な
し
、
こ
れ
を
「
罪
悪
の
完
成
し
た
状
態
」
と
し
て
特
徴
附
け
、
か
よ
う
に
し
て
現
代
を
危
機
と
見
る
こ
と
に

よ
っ
て
そ
の
実
践
的
重
要
性
を
力
説
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
も
し
フ
ィ
ヒ
テ
の
い
う
如
く
人
類
歴
史
の

全
時
期
が
先
験
的
に
構
成
さ
れ
得
る
も
の
と
し
た
な
ら
ば
、
そ
の
中
で
特
に
現
代
が
危
機
的
時
期
で
あ
る
と
い
う

こ
と
は
理
解
さ
れ
難
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
全
体
の
時
期
が
既
に
イ
デ
ー
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か

ら
、
そ
の
中
に
お
い
て
現
代
は
一
つ
の
過
渡
期
で
あ
る
に
し
て
も
、
特
に
危
機
と
い
う
如
き
意
味
を
有
し
得
な
い
。

現
在
が
絶
対
的
な
意
味
を
有
す
る
と
き
は
じ
め
て
危
機
も
考
え
ら
れ
る
。
危
機
は
瞬
間
か
ら
瞬
間
へ
と
飛
躍
す
る

非
連
続
的
な
時
間
に
お
い
て
考
え
ら
れ
得
る
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
時
間
は
主
体
的
な
事
実
的
時
間
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
そ
れ
故
に
危
機
意
識
は
存
在
に
対
す
る
事
実
の
超
越
の
関
係
の
一
面
的
な
意
識
と
し
て
生
じ
得
る
も
の

で
あ
る
。

三

か
よ
う
に
し
て
危
機
を
根
本
的
に
特
徴
附
け
る
も
の
は
、
主
体
と
客
体
と
の
弁
証
法
に
お
い
て
、
主
体
の
客
体
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に
対
す
る
超
越
或
い
は
非
連
続
が
一
面
的
に
強
調
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
矛
盾
の
集
中
的
表
現
と
い
わ
れ

る
特
定
の
情
勢
と
し
て
の
危
機
に
お
い
て
顕
に
な
る
の
は
、
主
体
と
客
体
と
の
矛
盾
で
あ
り
、
両
者
の
対
立
的
関

係
で
あ
る
。
従
っ
て
危
機
意
識
の
最
も
根
源
的
な
規
定
は
、
私
の
い
う
ミ
ュ
ト
ス
的
意
識
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
ミ
ュ
ト
ス
は
い
わ
ゆ
る
神
話
、
単
に
神
々
や
英
雄
た
ち
の
物
語
を
い
う
の
で
は
な
い
。
ミ
ュ
ト
ス
的
意
識

の
根
本
的
性
質
は
お
よ
そ
次
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
一
、
ミ
ュ
ト
ス
は
対
立
も
し
く
は
矛
盾
の
意
識
で
あ
る
。
し

か
も
こ
の
対
立
が
単
に
客
体
に
お
け
る
対
立
で
な
く
、
主
体
と
客
体
と
の
対
立
で
あ
る
と
こ
ろ
に
ミ
ュ
ト
ス
的
意

識
は
生
れ
る
。
二
、
ミ
ュ
ト
ス
は
つ
ね
に
生
成
及
び
変
化
の
観
念
と
結
び
附
い
て
い
る
。
し
か
も
こ
の
よ
う
な
変

化
が
全
体
に
か
か
わ
る
意
味
を
有
し
、
単
に
連
続
的
で
な
く
、
非
連
続
的
飛
躍
的
で
あ
る
と
こ
ろ
に
ミ
ュ
ト
ス
的

意
識
は
生
れ
る
の
で
あ
る
。
生
成
乃
至
変
化
の
観
念
と
結
び
附
く
故
に
、
時
間
の
観
念
が
ミ
ュ
ト
ス
に
と
っ
て
構

成
的
で
あ
る
。
こ
の
時
間
の
観
念
は
も
ち
ろ
ん
客
体
的
な
存
在
の
時
間
の
観
念
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
こ
で
は
存

在
に
対
す
る
事
実
の
超
越
性
が
一
面
的
に
意
識
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
の
時
間
の
観
念
は
事
実
的
時
間
の
表
現

で
あ
る
。
ミ
ュ
ト
ス
的
意
識
は
現
在
性
の
意
識
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
現
在
は
も
と
瞬
間
と
し
て
未
来
が
そ
の
う

ち
に
喰
い
入
れ
る
現
在
で
あ
る
故
に
、
そ
れ
は
ま
た
特
殊
な
未
来
性
の
意
識
で
あ
る
。
三
、
ミ
ュ
ト
ス
的
意
識
は

客
体
に
対
す
る
主
体
の
超
越
の
意
識
で
あ
る
故
に
、
そ
れ
は
本
来
直
観
的
で
あ
る
。
直
観
的
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
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危
機
意
識
の
哲
学
的
解
明

は
客
体
的
直
観
的
で
あ
る
の
で
な
く
、主
体
的
直
覚
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
形
あ
る
も
の
の
形
を
見
る
の
で
は
な
く
、

形
な
き
も
の
の
形
を
見
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
イ
デ
ー
的
な
直
観
で
も
な
い
、
却
っ
て
主
体
が
根
源
的
に
自
然
的

な
も
の
の
意
味
を
含
む
と
こ
ろ
に
、
ミ
ュ
ト
ス
は
生
れ
る
の
で
あ
る
。
主
体
が
事
実
で
あ
っ
て
イ
デ
ー
で
な
く
、

む
し
ろ
第
一
次
の
自
然
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
ミ
ュ
ト
ス
は
生
れ
る
の
で
あ
る
。
ミ
ュ
ト
ス
に
つ
い

て
深
い
思
想
を
述
べ
た
人
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
で
も
、
バ
コ
ー
フ
ェ
ン
で
も
、
ニ
ー
チ
ェ
で
も
、
す
べ
て
か
よ
う
な

「
事
実
」
を
根
柢
と
し
た
と
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
。

ミ
ュ
ト
ス
の
哲
学
に
深
入
り
す
る
こ
と
は
他
の
機
会
を
待
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
こ
で
特
に
問
題
に
な
る
の
は
、

右
の
如
き
根
源
的
な
ミ
ュ
ト
ス
的
意
識
の
発
展
形
態
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
我
々
の
見
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
危
機
意

識
は
つ
ね
に
何
等
か
こ
の
よ
う
な
根
源
的
な
ミ
ュ
ト
ス
を
含
む
の
で
あ
る
か
ら
、
ミ
ュ
ト
ス
的
意
識
の
種
々
の
発

展
形
態
に
お
い
て
、
ひ
と
が
危
機
に
対
し
て
如
何
な
る
態
度
を
取
る
か
が
明
瞭
に
認
め
ら
れ
得
る
か
ら
で
あ
る
。 

M
ythos 

の
発
展
形
態
は
一
般
的
に M

ythologie 
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
ミ
ュ
ト
ス
の
発
展
は
ロ
ゴ
ス
的
に
客

体
的
存
在
の
表
象
と
結
び
附
い
て
行
わ
れ
る
の
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
私
は
こ
こ
で
そ
の
よ
う
な
ミ
ュ
ト
ロ
ギ
ー

の
す
べ
て
の
種
類
に
つ
い
て
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
い
ま
思
想
の
危
機
の
問
題
に
対
し
て
特
に
関
係
が
あ
る

の
は
、
ミ
ュ
ト
ロ
ギ
ー
の
ひ
と
つ
の
種
類
と
し
て
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
で
あ
る
。
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あ
ら
ゆ
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
ミ
ュ
ト
ス
的
意
識
か
ら
出
て
く
る
。
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
純
粋
な
ミ
ュ
ト
ス
で
は
な
く
て 

M
ytho-logie 

と
し
て
ロ
ゴ
ス
的
加
工
物
で
あ
る
。
即
ち
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
思
惟
の
生
産
物
で
あ
る
。
ミ
ュ
ト
ス
が

ミ
ュ
ト
ロ
ギ
ー
に
ま
で
発
展
さ
せ
ら
れ
る
に
は
客
体
的
表
象
と
結
び
附
く
の
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
あ
ら
ゆ

る
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
存
在
の
秩
序
に
お
い
て
加
工
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
危
機
意
識
と
し
て
の
ミ
ュ
ト
ス

的
意
識
は
す
ぐ
れ
た
意
味
に
お
い
て
時
間
的
で
あ
り
、
そ
の
時
間
は
瞬
間
と
し
て
本
来
の
未
来
性
に
よ
っ
て
ア
ク

セ
ン
ト
附
け
ら
れ
た
現
在
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
ミ
ュ
ト
ス
が
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
な
る
と
き
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
お
の

ず
か
ら
未
来
の
像
と
し
て
構
成
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
未
来
は
存
在
の
時
間
に
お
け
る
未
来
で
あ
り
、
か
よ
う
な

も
の
と
し
て
「
既
に
」
の
意
味
を
担
い
、
従
っ
て
本
来
的
な
未
来
で
は
な
い
。
そ
の
限
り
す
べ
て
の
ユ
ー
ト
ピ
ア

は
過
去
の
像
で
あ
る
と
い
わ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。未
来
は
こ
の
と
き
瞬
間
的
に
限
定
さ
れ
て
い
る
の
で
な
い
か
ら
、

本
来
た
だ
無
限
定
な
彼
方
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
り
、従
っ
て
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
遠
い
未
来
に
お
い
て
の
み
で
な
く
、

遥
か
な
過
去
に
お
い
て
求
め
ら
れ
て
も
よ
い
こ
と
に
な
る
。
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
お
い
て
は
現
実
的
な
時
間
の
意
識
は

失
わ
れ
る
。
か
く
て
い
ま
や
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
時
間
の
観
念
か
ら
独
立
な
ら
し
め
ら
れ
、
永
遠
な
る
イ
デ
ー
と
し
て

構
成
さ
れ
る
に
至
る
。
懐
古
的
な
ユ
ー
ト
ピ
ア
も
、
未
来
憧
憬
的
な
ユ
ー
ト
ピ
ア
も
、
永
遠
な
る
イ
デ
ー
と
し
て

の
ユ
ー
ト
ピ
ア
も
、
現
実
的
な
歴
史
的
時
間
の
意
識
の
失
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
お
い
て
は
同
じ
で
あ
る
。
現
実
的
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危
機
意
識
の
哲
学
的
解
明

な
歴
史
的
時
間
と
い
う
の
は
事
実
的
時
間
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
た
存
在
の
時
間
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
我
々

は
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
お
い
て
本
来
の
ミ
ュ
ト
ス
が
そ
の
反
対
物
に
転
形
す
る
の
を
見
る
で
あ
ろ
う
。
ミ
ュ
ト
ス
が
根

源
的
な
時
間
意
識
か
ら
生
れ
た
も
の
で
あ
る
の
に
反
し
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
お
い
て
は
現
実
的
な
時
間
意
識
は
失
わ

れ
る
。
ミ
ュ
ト
ス
が
対
立
ま
た
は
矛
盾
の
意
識
か
ら
生
れ
た
も
の
で
あ
る
の
に
反
し
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
均
衡
と
調

和
の
像
で
あ
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
ミ
ュ
ト
ス
が
行
為
的
意
識
か
ら
生
れ
た
も
の
で
あ
る
の
に
反
し
、
ユ
ー
ト
ピ

ア
は
単
な
る
知
的
産
物
で
あ
る
。
か
よ
う
な
こ
と
の
生
じ
た
の
は
み
な
当
然
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ユ

ー
ト
ピ
ア
は
危
機
の
産
物
で
あ
る
が
、
そ
の
危
機
を
単
に
意
識
に
お
い
て
、
思
想
の
上
だ
け
で
克
服
し
よ
う
と
す

る
と
こ
ろ
に
生
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
ミ
ュ
ト
ス
は
単
純
に
斥
け
ら
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
重
要
な
の
は
そ
れ
を
弁
証
法
的

に
止
揚
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
際
、
人
間
と
動
物
と
の
区
別
は
先
ず
ミ
ュ
ト
ス
を
有
す
る
か
否
か
に
あ
る

と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
歴
史
的
に
見
て
も
哲
学
や
科
学
は
も
と
ミ
ュ
ト
ス
か
ら
生
れ
た
。
少
な
く
と
も
理

論
か
ら
区
別
さ
れ
る
限
り
に
お
け
る
思
想
の
発
展
の
根
源
は
何
等
か
ミ
ュ
ト
ス
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
得
る

で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
危
機
の
経
験
な
し
に
は
思
想
は
生
れ
な
い
と
も
い
え
る
。
或
い
は
ま
た
思
想
は
ミ
ュ
ト

ス
的
要
素
を
含
む
こ
と
に
よ
っ
て
実
践
的
で
あ
り
得
る
と
い
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ミ
ュ
ト
ス
は
主
体
的
意
識
で
あ
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る
。
主
体
は
事
実
即
ち
行
的
な
も
の Tat-sache 

で
あ
る
。
従
っ
て
ミ
ュ
ト
ス
は
或
る
行
的
意
識
で
あ
る
。
そ
し

て
さ
き
に
い
っ
た
如
く
実
践 Praxis 

は
主
体
的
・
客
体
的
な
活
動
と
し
て
主
体
的
な
行
を
前
提
す
る
限
り
、
真

に
実
践
さ
れ
つ
つ
あ
る
思
想
は
何
等
か
ミ
ュ
ト
ス
的
要
素
を
含
ん
で
い
る
と
い
わ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
ミ
ュ
ト
ス

的
要
素
を
含
む
こ
と
に
よ
っ
て
思
想
は
信
の
性
格
を
得
て
く
る
。
客
観
的
に
知
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
主
体
的
に

信
じ
ら
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
思
想
は
実
践
的
と
は
な
ら
な
い
。
真
に
実
践
さ
れ
つ
つ
あ
る
思
想
を
或
る
人
々
の

よ
う
に
直
ち
に
宗
教
的
で
あ
る
と
考
え
る
の
は
間
違
い
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
ミ
ュ
ト
ス
的
で
あ
る
と
い
わ

れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
か
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
ソ
レ
ル
の
社
会
的
ミ
ュ
ト
ス m

ythe social 

の
思
想
は
或
る
真
理

を
含
ん
で
い
る
。
し
か
し
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
ソ
レ
ル
の
直
接
行
動
論
に
は
賛
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
真

の
実
践
は
直
接
的
で
な
く
、
媒
介
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
そ
れ
は
理
論
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

実
践
は
つ
ね
に
一
定
の
客
観
的
情
勢
に
お
け
る
実
践
と
し
て
理
論
的
で
あ
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
て
い
る
。
ユ
ー
ト

ピ
ア
に
お
い
て
ミ
ュ
ト
ス
的
意
識
は
弁
証
法
的
に
止
揚
さ
れ
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
既
に
述
べ
た
如
く
そ
こ
で
は

根
源
的
な
行
的
時
間
的
意
識
と
し
て
の
ミ
ュ
ト
ス
的
意
識
は
単
純
に
否
定
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
ミ
ュ
ト
ス

は
存
在
論
的
認
識
と
存
在
的
認
識
と
の
弁
証
法
に
止
揚
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
認
識
の
か
よ
う
な
弁
証
法
は
弁

証
法
的
な
実
践
に
お
い
て
現
実
的
に
な
る
。
か
よ
う
な
実
践
に
お
い
て
は
危
機
は
単
に
危
機
と
し
て
で
な
く
同
時
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危
機
意
識
の
哲
学
的
解
明

に
た
だ
過
渡
期
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
或
い
は
危
機
が
情
勢
と
し
て
、
し
か
し
情
勢
が
ま
た
危
機
と
し
て
捉
え
ら

れ
る
と
こ
ろ
に
真
の
実
践
が
あ
る
と
も
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
存
在
と
事
実
と
の
弁
証
法
と
し
て
の
歴
史
の
弁
証

法
が
真
に
弁
証
法
的
に
、
言
い
換
え
る
と
、
事
実
と
存
在
と
が
単
に
非
連
続
的
と
し
て
で
な
く
同
時
に
ま
た
連
続

的
と
し
て
捉
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
よ
う
な
弁
証
法
的
な
自
覚
が
す
ぐ
れ
た
意
味
に
お
け
る
ロ
ゴ
ス
で
あ
る
。

か
よ
う
な
ロ
ゴ
ス
は
性
格
的
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
価
値
か
ら
抽
象
的
に
区
別
さ
れ
た
意
味
で
性
格
的
な
の
で

な
く
、
真
に
歴
史
的
に
性
格
的
な
の
で
あ
る
。
生
け
る
思
想
は
す
べ
て
歴
史
的
性
格
を
有
し
、
歴
史
的
性
格
に
お

い
て
生
き
る
。
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形
而
上
学
の
将
来
性
に
つ
い
て

一

人
類
が
作
り
出
し
た
諸
文
化
の
う
ち
、
現
今
、
二
つ
の
も
の
即
ち
宗
教
と
形
而
上
学
と
は
、
そ
の
存
続
が
問
題

に
さ
れ
て
い
る
。
将
来
社
会
に
お
い
て
宗
教
が
消
滅
す
る
に
至
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
で

も
数
年
こ
の
か
た
盛
ん
に
論
争
さ
れ
て
き
た
。
し
か
る
に
考
え
て
み
る
と
、
形
而
上
学
（
哲
学
）
も
ま
た
同
じ
事

情
に
あ
る
の
で
あ
る
。
尤
も
、
形
而
上
学
の
不
可
能
は
、
こ
れ
以
前
に
お
い
て
も
、
嘗
て
い
わ
ゆ
る
認
識
論
に
よ

っ
て
唱
え
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
。＊

し
か
し
そ
れ
は
今
度
は
、
宗
教
消
滅
論
と
同
じ
よ
う
に
、
現
代
に
お
い
て
種
々

の
理
由
か
ら
勢
力
と
な
っ
て
い
る
弁
証
法
的
唯
物
論
の
立
場
に
お
い
て
主
張
さ
れ
て
い
る
。
宗
教
と
形
而
上
学
と

は
同
様
の
運
命
に
お
か
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
形
而
上
学
と
宗
教
と
の
間
に
何
か
密
接
な
関
係
の
あ
る
こ
と
を

語
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
事
実
、
哲
学
（
形
而
上
学
）
は
も
は
や
不
可
能
に
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ

の
問
題
に
つ
い
て
私
は
こ
こ
に
簡
単
に
私
の
意
見
を
述
べ
て
み
よ
う
。

＊　

前
世
紀
の
六
七
十
年
代
か
ら
始
っ
た
新
カ
ン
ト
主
義
の
運
動
は
主
と
し
て
カ
ン
ト
哲
学
の
精
神
を
形
而
上
学
に
対
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形
而
上
学
の
将
来
性
に
つ
い
て

す
る
否
定
に
見
た
の
で
あ
る
が
、
注
目
す
べ
き
こ
と
に
は
、
歴
史
は
今
日
異
な
る
潮
流
の
う
ち
に
あ
る
。
一
九
二
五

年
に
お
け
る
カ
ン
ト
協
会
の
総
会
は
そ
の
一
般
的
テ
ー
マ
と
し
て
「
形
而
上
学
」
を
選
ぶ
に
至
っ
た
。
そ
し
て
そ

の
理
由
を
説
明
し
て
い
う
。「
こ
れ
は
外
的
な
興
味
或
い
は
時
事
的
必
要
に
よ
っ
て
起
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
現
代

の
哲
学
を
新
た
に
形
而
上
学
に
従
事
す
る
に
導
い
た
と
こ
ろ
の
切
実
な
内
的
動
機
の
た
め
に
生
じ
た
こ
と
で
あ
る
。

教
養
あ
る
国
民
に
し
て
形
而
上
学
を
も
た
ぬ
は
、
色
と
り
ど
り
に
飾
り
立
て
ら
れ
て
い
よ
う
と
も
最
も
聖
な
る
も

の
を
欠
け
る
神
殿
に
等
し
い
、
と
い
う
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
葉
に
従
っ
て
、
今
や
、
哲
学
の
現
状
に
と
っ
て
特
徴
的
な

形
而
上
学
の
復
興
が
行
わ
れ
て
い
る
。」（V

gl. K
antstudien X

X
X

, S. 629.

）。
こ
の
よ
う
に
現
代
の
哲
学
は
種
々

の
方
向
に
お
い
て
形
而
上
学
に
対
す
る
要
求
を
新
た
に
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ン
ト
の
著
書
の

表
題
『
形
而
上
学
者
と
し
て
の
カ
ン
ト
』（
一
九
二
四
年
）
に
よ
っ
て
象
徴
的
に
表
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
カ
ン
ト

解
釈
の
新
傾
向
も
生
じ
て
い
る
。

こ
の
関
係
に
お
い
て
今
日
先
ず
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
『
反
デ
ュ
ー
リ
ン
グ
論
』（
一
八
七
七
年
）

に
お
け
る
次
の
文
章
で
あ
る
。「
近
代
的
唯
物
論
は
本
質
的
に
弁
証
法
的
で
あ
っ
て
、
も
は
や
他
の
諸
科
学
の
上

に
立
つ
哲
学
と
い
う
も
の
を
必
要
と
し
な
い
。
事
物
及
び
事
物
の
知
識
の
全
体
的
聯
関
の
う
ち
に
お
け
る
自
己
の

地
位
に
つ
い
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
要
求
が
あ
ら
ゆ
る
個
別
科
学
に
現
れ
る
や
否
や
、
全
体
的
聯
関
に
つ
い
て
の
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如
何
な
る
特
別
の
科
学
も
不
用
で
あ
る
。
そ
の
と
き
従
来
の
全
哲
学
の
う
ち
な
お
独
立
し
て
存
続
す
る
の
は
、
思

惟
と
そ
の
法
則
に
関
す
る
学
―
―
形
式
論
理
学
と
弁
証
法
で
あ
る
。
他
の
す
べ
て
は
自
然
と
歴
史
と
に
関
す
る
実

証
的
科
学
に
解
消
さ
れ
る
。」＊

即
ち
弁
証
法
的
唯
物
論
に
よ
る
と
、
従
来
の
哲
学
は
実
証
的
な
個
別
科
学
に
解
消

さ
れ
て
し
ま
い
、
そ
の
と
き
な
お
個
別
科
学
か
ら
独
立
に
存
続
し
得
る
の
は
広
義
の
論
理
学
（
認
識
論
及
び
方
法

論
を
含
め
て
）
の
み
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
い
う
如
く
、
あ
ら
ゆ
る
個
別
科
学
に
対
し
て
弁
証
法

的
で
あ
る
べ
き
、
言
い
換
え
る
と
全
体
と
の
関
係
に
お
い
て
自
己
を
知
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
正
当
な
要
求
が
持

ち
出
さ
れ
る
場
合
、
個
別
科
学
の
全
体
的
聯
関
を
打
ち
建
て
る
こ
と
を
任
務
と
す
る
と
い
う
よ
う
な
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル

ム
・
ヴ
ン
ト
風
の
哲
学
の
理
念
は
不
用
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
哲
学
は
論
理
学

に
尽
き
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
こ
の
問
題
に
関
す
る
現
代
の
哲
学
の
種
々
の
見
解
を
こ
こ
に
一
々
検

討
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
い
ま
特
に
弁
証
法
的
唯
物
論
と
の
関
係
に
お
い
て
眺
め
る
と
問
題
は
次
の
よ
う
な
姿

を
取
る
で
あ
ろ
う
。
一
、
従
来
の
哲
学
の
主
要
な
内
容
は
形
而
上
学
或
い
は
存
在
論
で
あ
っ
た
。
哲
学
が
取
扱
う

の
は
存
在
で
な
く
価
値
で
あ
る
と
い
う
如
き
、
い
わ
ゆ
る
価
値
哲
学
の
立
場
は
姑
ら
く
措
き
、
存
在
の
問
題
に
関

す
る
限
り
、
哲
学
は
形
而
上
学
と
し
て
不
可
能
に
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
二
、
弁
証
法
的
唯
物
論
が
形
而
上
学

を
否
定
す
る
の
は
、
こ
の
も
の
が
観
念
論
で
あ
る
と
い
う
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
ど
の
よ
う
な
形
而
上
学
も
す
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形
而
上
学
の
将
来
性
に
つ
い
て

べ
て
観
念
論
に
終
る
べ
き
運
命
を
負
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
三
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
右
の
書
物
の
な
か
で

形
而
上
学
的
と
い
う
語
を
し
ば
し
ば
弁
証
法
的
と
い
う
語
に
対
立
さ
せ
て
用
い
て
い
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
は

唯
物
論
の
或
る
も
の
、
例
え
ば
十
八
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
唯
物
論
は
、
唯
物
論
で
あ
り
な
が
ら
形
而
上
学
で
あ
る
。

し
か
ら
ば
あ
ら
ゆ
る
形
而
上
学
は
非
弁
証
法
的
と
い
う
意
味
に
お
い
て
つ
ね
に
形
而
上
学
的
で
あ
る
の
ほ
か
な
い

で
あ
ろ
う
か
。

＊　

Fr. Engels, H
errn Eugen D

ührings U
m

w
älzung der W

issenschaft, S. 11.

す
ぐ
れ
た
歴
史
家
で
哲
学
者
で
あ
っ
た
デ
ィ
ル
タ
イ
は
そ
の
『
精
神
科
学
概
論
』（
一
八
八
三
年
）
の
中
で
、

科
学
の
歴
史
的
発
展
に
お
い
て
形
而
上
学
が
先
ず
自
然
に
関
す
る
科
学
の
範
囲
か
ら
、
次
い
で
歴
史
及
び
社
会

に
関
す
る
科
学
の
領
域
か
ら
次
第
に
追
放
さ
れ
た
過
程
を
叙
述
し
、
結
論
と
し
て
書
い
て
い
る
。＊

「
形
而
上
学

的
科
学
は
ひ
と
つ
の
歴
史
的
に
制
限
さ
れ
た
現
象
で
あ
る
、
人
間
の
形
而
上
学
的
意
識 das m

eta-physische 
B

ew
usstsein der Person 

は
永
遠
で
あ
る
。」
即
ち
デ
ィ
ル
タ
イ
に
よ
る
と
、
科
学
と
し
て
の

0

0

0

0

0

0

形
而
上
学
は
も
は

や
不
可
能
に
な
っ
た
が
、「
し
か
し
人
格
的
経
験
と
し
て
の
、言
い
換
え
る
と
道
徳
的
・
宗
教
的
真
理
と
し
て
の
我
々

の
生0

の
形
而
上
学
的
な
も
の das M

eta-Physische unseres Lebens

は
残
存
す
る
。」「
こ
れ
ら
の
経
験
は
い
と
も

人
格
的
、
意
志
に
と
っ
て
い
と
も
固
有
な
も
の
で
あ
り
、
無
神
論
者
で
す
ら
こ
の
形
而
上
学
的
な
も
の
を
生
き
る

0

0

0



三
八

こ
と
が
で
き
る
。」
デ
ィ
ル
タ
イ
は
我
々
の
生
の
経
験
或
い
は
体
験
の
う
ち
に
は
永
久
に
「
形
而
上
学
的
な
も
の
」

が
含
ま
れ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、科
学
と
し
て
の
形
而
上
学
も
ま
た
、

少
な
く
と
も
人
間
的
努
力
0

0

と
し
て
は
、
永
久
に
存
続
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
い
っ
た
い
如
何
な
る
人
間
的
科

学
が
す
で
に
完
成
さ
れ
、
も
は
や
努
力
の
形
に
お
い
て
存
在
す
る
こ
と
を
や
め
た
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
な
ど
も
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、
学
問
の
本
性
は
ま
さ
に
探
求
に
あ
る
の
で
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
こ

の
形
而
上
学
的
な
も
の
が
宗
教
的
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
た
。
し
か
る
に
宗
教
を
単
に
体
験
と
見
る
こ
と
は
特
に

現
代
に
お
い
て
、
た
と
え
ば
弁
証
法
的
神
学
の
人
々
に
よ
っ
て
、
攻
撃
さ
れ
て
い
る＊
＊。
そ
れ
と
同
様
に
、
形
而
上

学
を
単
に
体
験
の
問
題
と
考
え
る
こ
と
に
は
種
々
の
反
対
が
あ
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
形
而
上
学
的
な
も
の
は
単
に

体
験
的
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
更
に
デ
ィ
ル
タ
イ
が
形
而
上
学
を
生
の
こ
と
と
し
、
科
学
と
し
て
の
形
而
上

学
を
否
定
し
た
の
は
、
彼
の
哲
学
乃
至
心
理
学
の
根
本
原
理
と
自
家
撞
着
す
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
な

ぜ
な
ら
そ
の
根
本
原
理
に
よ
る
と
精
神
生
活
は
構
造
聯
関
或
い
は
作
用
聯
関
を
含
み
、
従
っ
て
情
意
の
作
用
も
表

象
及
び
思
惟
の
作
用
と
内
面
的
に
結
合
す
る
必
然
性
を
も
っ
て
い
る
、そ
う
で
あ
る
な
ら
、「
意
志
に
固
有
な
も
の
」

と
し
て
の
形
而
上
学
的
な
も
の
の
経
験
も
表
象
及
び
思
惟
に
お
い
て
解
明
さ
る
べ
き
内
面
的
要
求
を
含
ま
ね
ば
な

ら
ず
、
そ
れ
故
に
何
等
か
の
姿
で
形
而
上
学0

に
形
成
さ
れ
る
に
至
ら
ね
ば
お
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
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形
而
上
学
の
将
来
性
に
つ
い
て

＊　
W

ilh. D
ilthey, Einleitung in die G

eistesw
issenschaften, SS. 384, 385, 386.

＊
＊　

例
え
ば Em

il B
runner, D

ie M
ystik und das W

ort, 1924. 

そ
の
他
を
看
よ
。

し
か
し
な
が
ら
い
ず
れ
に
し
て
も
、
形
而
上
学
を
問
題
に
す
る
に
あ
た
っ
て
人
間
の
現
実
の
状
態
に
つ
い
て
の

考
察
か
ら
出
立
す
る
と
い
う
の
は
正
し
い
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
さ
し
あ
た
り
研
究

の
手
続
に
関
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
形
而
上
学
の
原
理
に
関
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
も
し
形
而
上
学
の
原
理
そ
の

も
の
が
単
に
人
間
的
な
も
の
で
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
形
而
上
学
の
不
可
能
を
意
味
す

る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
カ
ン
ト
の
如
き
も
ほ
か
な
ら
ぬ
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
な
か
で
、
形
而
上
学
は
「
自

然
的
素
質
」N

aturanlage 

と
し
て
は
「
あ
ら
ゆ
る
人
間
に
お
い
て
現
実
的
で
あ
る
」
と
書
い
て
い
る
。＊

こ
の
言

葉
は
人
々
に
注
目
さ
れ
、
た
と
え
ば
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
カ
ン
ト
解
釈
の
出
立
点
と
も
な
っ
た＊
＊。

我
々
も
形
而
上
学

は
人
間
の
本
性
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
と
考
え
る
。
そ
れ
で
は
い
っ
た
い
人
間
の
存
在
の
如
何
な
る
根
本
的
規
定
の

う
ち
に
形
而
上
学
の
可
能
性
と
必
然
性
は
横
た
わ
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
人
間
が
中
間
者 m

edium
 

で
あ
る
と

い
う
こ
と
の
う
ち
に
、
と
我
々
は
答
え
る
で
あ
ろ
う
。
人
間
と
は
何
か
と
い
う
問
に
対
し
て
種
々
の
哲
学
が
種
々

に
答
え
て
き
た
。
従
来
考
え
ら
れ
た
種
々
様
々
の
人
間
の
本
質
規
定
を
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
試
み
た
よ
う

に
い
く
つ
か
の
根
本
類
型
に
分
類
す
る
と
い
う
こ
と
も
有
益
で
あ
ろ
う
。
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
そ
の
五
つ
の
根
本
類
型
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を
区
別
し
て
い
る
。
し
か
し
ま
た
か
よ
う
な
分
類
と
並
ん
で
、
む
し
ろ
そ
れ
よ
り
も
重
要
で
あ
る
の
は
、
こ
れ
ま

で
哲
学
者
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
さ
れ
た
人
間
定
義
の
、
よ
し
す
べ
て
に
で
な
く
と
も
、
そ
の
大
部
分
に
共
通
な
、

人
間
に
関
す
る
何
等
か
の
根
本
的
規
定
が
存
在
し
は
し
な
い
か
を
探
ね
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
我
々
は

従
来
現
れ
た
人
間
に
つ
い
て
の
哲
学
的
な
定
義
の
大
多
数
に
共
通
な
規
定
を
中
間
者
と
い
う
こ
と
に
見
出
し
得
る

よ
う
に
思
う
。
こ
の
中
間
者
と
い
う
こ
と
は
人
間
に
関
す
る
単
に
最
も
一
般
的
な
哲
学
的
な
規
定
で
あ
る
ば
か
り

で
な
く
、
我
々
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
ま
た
最
も
根
本
的
な
最
も
意
味
の
深
い
規
定
で
あ
る
。
実
際
も
し
我
々
が
、

人
間
と
は
何
か
と
問
わ
れ
た
場
合
、
我
々
は
恐
ら
く
、
人
間
は
中
間
者
で
あ
る
と
答
え
る
以
外
、
哲
学
的
に
は
、

よ
り
一
般
的
な
、
よ
り
適
切
な
答
を
与
え
る
こ
と
が
困
難
で
あ
ろ
う
。
尤
も
人
間
が
中
間
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と

は
、
哲
学
者
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
こ
と
と
い
う
よ
り
も
、
も
と
我
々
の
現
実
の
生
活
に
お
け
る
基
礎
経
験
に
属

す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
種
々
の
哲
学
は
む
し
ろ
こ
の
基
礎
経
験
の
種
々
の
仕
方
に
お
け
る
理
論
的
解
明
に
過
ぎ
な

い
と
見
ら
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
中
間
者
と
し
て
の
人
間
の
根
本
的
規
定
か
ら
哲
学
そ
の
も
の
の
可
能
性

と
必
然
性
が
導
き
出
さ
れ
た
最
も
顕
著
な
例
を
求
め
る
と
、
プ
ラ
ト
ン
の
場
合
で
あ
ろ
う
。
プ
ラ
ト
ン
は
人
間
は

存
在
と
非
存
在
と
の
中
間
者  metaxuv 

で
あ
る
と
し
、
こ
れ
が
人
間
的
認
識
の
性
質
を
規
定
す
る
と
見
、
従
っ
て

そ
れ
は
「
知
の
愛
」（φiloso φiva  

即
ち
哲
学
）
の
形
を
と
る
と
考
え
た
。
哲
学
者
は
「
知
者
と
無
知
者
と
の
中
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形
而
上
学
の
将
来
性
に
つ
い
て

間
者
」＊
＊
＊で

あ
る
。
既
に
知
を
所
有
す
る
も
の
の
何
者
も
、
ま
た
全
く
知
を
所
有
し
な
い
も
の
の
何
者
も
哲
学
し
な

い
で
あ
ろ
う
。
哲
学
即
ち
知
に
対
す
る
エ
ロ
ス
（
愛
）
は
所
有
と
無
所
有
と
の
中
間
で
あ
っ
て
、
後
者
の
前
者
へ

の
憧
憬
、
努
力
、
推
移
で
あ
る
。
エ
ロ
ス
は
ポ
ロ
ス
（
富
）
と
ペ
ニ
ア
（
貧
）
と
の
間
の
子
供
で
あ
る
、
そ
れ
は

非
存
在
の
真
の
存
在
へ
の
運
動
で
あ
る
。
か
く
し
て
プ
ラ
ト
ン
は
哲
学
を
中
間
者
と
し
て
の
人
間
の
優
越
な
存
在

の
仕
方
で
あ
る
と
考
え
た
。私
は
こ
の
よ
う
な
考
え
方
の
う
ち
に
或
る
全
く
深
い
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
と
思
う
。

＊　

K
ant, K

ritik der reinen Vernunft, B
. 21.

＊
＊　

V
gl. M

. H
eidegger, K

ant und das Problem
 der M

etaphysik, 1929.

＊
＊
＊　

Sym
posion, 204. b.

【『
饗
宴
』】

二

人
間
は
中
間
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
一
般
的
に
認
め
る
と
し
て
、そ
の
意
味
は
種
々
に
説
明
さ
れ
て
き
た
し
、

ま
た
種
々
に
説
明
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
も
し
中
間
者
と
し
て
の
人
間
の
根
本
的
規
定
の
う
ち
に
形
而
上
学

の
必
然
性
が
横
た
わ
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
中
間
者
と
い
う
こ
と
の
可
能
な
説
明
の
仕
方
の
種
類
の
う
ち
に

世
界
観
の
可
能
な
種
類
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
言
い
換
え
る
と
、
こ
の
中
間
者
と
い
う
こ
と
の
可



四
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能
な
根
本
的
意
味
方
向
を
区
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
デ
ィ
ル
タ
イ
流
の
世
界
観
説
と
は
違
っ
た
仕
方
で
、
そ
し

て
我
々
の
信
ず
る
と
こ
ろ
で
は
よ
り
原
理
的
に
、
世
界
観
の
根
本
類
型
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
筈
で
あ

る
。
私
は
今
そ
の
問
題
に
立
入
っ
て
論
ず
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
我
々
が
こ
こ
で
問
題
に
し
て
い
る
の
は
最
初
に

掲
げ
た
三
つ
の
点
で
あ
る
。
こ
の
場
合
我
々
の
方
針
は
、中
間
者
と
い
う
こ
と
の
意
味
を
説
明
し
て
ゆ
く
う
ち
に
、

そ
の
中
間
者
で
あ
る
意
味
が
い
つ
し
か
失
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
反
対
に
そ
の
中
間
者
で
あ
る
意

味
が
愈
々
顕
に
さ
れ
る
よ
う
に
、
説
明
す
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

と
こ
ろ
で
中
間
者
と
い
う
こ
と
は
先
ず
或
る
二
つ
の
も
の
の
混
合 com

positum
 

を
意
味
す
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
右
に
例
示
し
た
プ
ラ
ト
ン
に
お
い
て
実
際
に
混
合 miktovn 

と
い
う
こ
と
が
語
ら
れ
、
存
在
と
非
存
在
と
の

中
間
者
で
あ
る
人
間
は
両
者
の
混
合
か
ら
成
る
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
プ
ラ
ト
ン
主
義
的
理
解

の
う
ち
に
含
ま
れ
る
最
も
一
般
的
な
も
の
は
、
非
連
続
或
い
は
超
越
の
考
え
方
で
あ
ろ
う
。
即
ち
中
間
者
と
い
う

こ
と
が
混
合
と
い
う
意
味
に
解
さ
れ
る
の
は
、
二
つ
の
も
の
が
単
に
非
連
続
の
、
或
い
は
単
に
超
越
の
関
係
に
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
あ
ら
ゆ
る
姿
に
お
け
る
プ
ラ
ト
ン
主
義
の

特
色
で
あ
り
、
従
っ
て
近
代
の
プ
ラ
ト
ン
主
義
者
で
あ
る
カ
ン
ト
に
お
い
て
も
そ
の
痕
跡
を
と
ど
め
て
い
る
。
カ

ン
ト
に
と
っ
て
現
実
の
人
間
は
本
体
人 hom

o noum
enon 

で
あ
る
と
同
時
に
、
現
象
人 hom

o phaenom
enon 
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形
而
上
学
の
将
来
性
に
つ
い
て

で
あ
り
、
従
っ
て
一
種
の
中
間
者
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
彼
に
お
い
て
な
お
両
者
の
混
合
と
い
う
意
味
を
含
ん
で
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
尤
も
カ
ン
ト
の
場
合
（
プ
ラ
ト
ン
の
場
合
も
既
に
）
両
者
の
関
係
は
存
在
論
的
、
形
而
上

学
的
に
で
な
く
、
価
値
論
的
、
目
的
論
的
に
理
解
さ
れ
た
と
も
い
え
る
が
、
そ
の
よ
う
な
価
値
論
、
目
的
論
に
し

て
も
、
存
在
論
的
或
い
は
形
而
上
学
的
根
柢
な
し
に
成
立
し
得
る
か
、
疑
問
で
あ
る
（
こ
こ
で
価
値
哲
学
の
批
評

に
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
）。
そ
れ
は
と
も
か
く
、単
な
る
超
越
の
、或
い
は
単
な
る
非
連
続
の
見
方
に
立
つ
限
り
、

中
間
者
と
い
う
意
味
は
要
す
る
に
何
等
か
プ
ラ
ト
ン
の
い
う
ミ
ク
ト
ン
（
混
合
）
の
意
味
を
脱
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
そ
の
よ
う
な
見
方
の
欠
点
は
、
混
合
と
い
う
こ
と
で
は
中
間
者
の
中
間
者
で
あ
る
意

味
が
十
分
に
現
れ
な
い
で
、
む
し
ろ
失
わ
れ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。

そ
し
て
人
間
は
中
間
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
哲
学
的
理
解
が
従
来
多
く
の
場
合
に
お
い
て
観
念
論
に
陥
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
も
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

人
間
は
身
体
と
精
神
と
か
ら
成
る
と
い
う
こ
と
は
極
め
て
普
通
に
行
わ
れ
る
見
方
で
あ
る
。
し
か
る
に
こ
の
全

く
普
通
の
見
方
は
、
実
際
に
は
何
等
か
、
物
質
か
ら
意
識
が
出
て
く
る
と
い
う
よ
う
な
見
方
―
―
い
わ
ゆ
る
唯
物

論
的
テ
ー
ゼ
―
―
を
含
む
の
で
も
な
け
れ
ば
、
ま
た
逆
に
意
識
か
ら
物
質
が
出
て
く
る
と
い
う
よ
う
な
見
方
―
―

い
わ
ゆ
る
観
念
論
的
テ
ー
ゼ
―
―
を
含
む
の
で
も
な
く
、
む
し
ろ
ほ
ん
と
を
い
う
と
、
人
間
が
単
な
る
物
或
い
は
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身
体
で
も
な
く
純
粋
な
心
或
い
は
精
神
で
も
な
く
、
そ
の
間
の
中
間
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

物
心
的
存
在
と
い
う
人
間
定
義
も
中
間
者
と
し
て
の
人
間
規
定
の
ひ
と
つ
の
場
合
を
現
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
と

こ
ろ
で
次
に
人
間
の
意
識
乃
至
精
神
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が
中
間
的
で
あ
る
と
い
う
見
方
が
昔
か
ら
哲
学
者
た
ち

に
よ
っ
て
広
く
行
わ
れ
て
き
た
。
古
典
的
な
心
理
学
は
人
間
の
意
識
を
根
本
的
に
は
二
つ
の
方
向
に
、
即
ち
能
動

作
用 actio 

と
受
動
作
用 passio 

と
に
分
っ
て
い
る
。
パ
ッ
シ
オ
と
い
う
の
は
身
体
ま
た
は
物
体
に
関
係
し
、
そ

れ
に
規
定
さ
れ
る
意
識
、
特
に
い
わ
ゆ
る
パ
ッ
シ
ョ
ン
（
感
情
、
情
緒
、
情
念
）
で
あ
り
、
こ
れ
に
反
し
て
ア
ク

チ
オ
と
い
う
の
は
も
と
身
体
や
物
体
に
制
約
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
か
ら
独
立
に
自
律
的
に
活
動
す
る
意
識
の

作
用
、
即
ち
思
惟
の
活
動
で
あ
る
。
人
間
の
意
識
が
中
間
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
こ
の
よ
う
な
意
味
で
ア
ク
チ

オ
と
パ
ッ
シ
オ
と
か
ら
成
る
こ
と
と
解
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
お
の
ず
か
ら
観
念
論
的
立
場
に
つ
ら
な
る
で
あ
ろ

う
。
そ
の
場
合
ア
ク
チ
オ
は
身
体
的
に
制
約
さ
れ
な
い
純
粋
な
精
神
と
し
て
の
ヌ
ー
ス
或
い
は
理
性
で
あ
り
、
人

間
に
お
け
る
神
的
部
分
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
さ
い
神
は
純
粋
に
観
念
化
さ
れ
て
い
る
。
人
間
は
理
性
的
動
物
で

あ
る
と
い
う
ギ
リ
シ
ア
以
来
伝
統
的
な
人
間
定
義
は
、
人
間
を
中
間
者
と
し
て
規
定
し
て
い
る
ひ
と
つ
の
重
要
な

場
合
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
い
ま
述
べ
た
よ
う
な
前
提
の
上
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
理
性
と

感
性
（
こ
の
も
の
は
身
体
と
物
体
と
に
依
存
す
る
ひ
と
つ
の
受
動
で
あ
る
）
と
は
切
り
離
さ
れ
、
非
連
続
的
と
見
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形
而
上
学
の
将
来
性
に
つ
い
て

ら
れ
、
し
か
も
理
性
に
優
越
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
認
識
論
と
し
て
は
お
の
ず
か
ら
合
理
論
が
従
っ
て
く
る
。

と
こ
ろ
で
カ
ン
ト
の
認
識
論
の
テ
ー
ゼ
は
、
人
間
的
認
識
は
二
つ
の
要
素
即
ち
感
性
と
悟
性
と
の
協
同
を
俟
っ
て

成
立
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
両
者
の
い
ず
れ
を
も
欠
く
こ
と
が
で
き
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
カ
ン
ト

に
よ
る
と
、
感
性
の
本
性
は
受
容
性 R

ezeptivität 

で
あ
り
、
悟
性
の
本
性
は
自
発
性 Spontaneität 

で
あ
る
が
、

こ
の
受
容
性
は
あ
の
古
典
的
な
心
理
学
に
い
う
パ
ッ
シ
オ
に
、
ま
た
自
発
性
は
ア
ク
チ
オ
に
相
応
す
る
と
見
る
こ

と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
見
る
と
、
カ
ン
ト
の
認
識
論
の
意
義
は
、
あ
の
合
理
論
が
感
性
を
蔑
視
し

て
人
間
が
中
間
者
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
た
の
に
対
し
、
感
性
と
悟
性
と
の
両
要
素
の
共
に
必
要
な
こ
と
を
主
張

し
て
人
間
が
中
間
者
で
あ
る
こ
と
の
帰
結
を
認
識
論
に
お
い
て
徹
底
さ
せ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
考
え
得
る
で
あ
ろ

う
。
た
だ
、前
述
の
如
き
カ
ン
ト
に
お
け
る
プ
ラ
ト
ン
主
義
は
中
間
者
と
い
う
こ
と
の
真
の
意
味
の
徹
底
を
妨
げ
、

従
っ
て
そ
の
認
識
論
も
究
極
に
お
い
て
合
理
論
、
そ
し
て
観
念
論
に
終
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

単
な
る
非
連
続
の
、
或
い
は
単
な
る
超
越
の
見
方
に
お
い
て
中
間
者
と
い
う
こ
と
の
意
味
が
十
分
に
確
立
さ

れ
得
な
い
の
と
同
様
に
、
単
な
る
連
続
の
、
或
い
は
単
な
る
内
在
の
見
方
に
お
い
て
も
そ
れ
は
不
可
能
で
あ
ろ

う
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
あ
ら
ゆ
る
具
体
的
な
存
在
は
「
二
つ
の
も
の
か
ら
」 ejx ajmfoi:n 

成
っ
て
い
る
と
考
え

た
。
二
つ
の
も
の
と
い
う
の
は
形
相
と
質
料
で
あ
る
。
人
間
の
存
在
も
同
様
で
あ
っ
て
、
人
間
は
身
体
と
精
神
と
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か
ら
成
る
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
精
神
を
形
相
の
意
味
に
、
身
体
を
質
料
の
意
味
に
解
し
た
。
そ
し
て
彼
は
両

者
を
連
続
的
に
理
解
し
よ
う
と
し
、
質
料
従
っ
て
身
体
を
可
能
性
の
意
味
に
、
形
相
従
っ
て
精
神
を
そ
の
現
実
性

の
意
味
に
理
解
し
た
。
可
能
性
と
現
実
性
と
の
関
係
は
連
続
的
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
見
方
に
お
い
て
は
中
間
者
で
あ
る
こ
と
が
そ
れ
自
体
と
し
て
或
る
絶
対
的
意
味
を
有

し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
が
な
く
な
り
、
要
す
る
に
程
度
上
の
、
量
的
の
意
味
を
有
す
る
に
過
ぎ
な
く
な

る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
の
こ
の
よ
う
な
弱
点
は
彼
の
倫
理
説
に
お
い
て
最
も
簡
単
明
瞭
に
暴
露
さ
れ
て
い
る

で
あ
ろ
う
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
人
間
的
諸
徳
の
根
本
的
規
定
と
し
て
中
間 mevson 

を
考
え
た
の
は
周
知
の
こ

と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
勇
気
の
徳
は
過
ぎ
た
る
暴
勇
と
足
ら
ざ
る
臆
病
と
の
中
間
で
あ
る
。
人
間
の
行
為
は
そ
の

常
態
に
お
い
て
或
い
は
多
過
ぎ
、
或
い
は
少
な
過
ぎ
る
と
い
う
こ
と
の
間
を
動
い
て
い
る
。
そ
こ
で
徳
は
過
不
及

な
き
こ
と
、
過
剰
と
過
少
と
の
中
間
、
程
よ
い
こ
と
に
あ
る
。
か
よ
う
な
説
明
は
道
徳
の
事
実
に
と
っ
て
あ
ま
り

に
ペ
ダ
ン
テ
ィ
ッ
ク【pedantic

衒
学
的
】で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
連
続
的
な
見
方
は
量
的
な
見
方
と
結
び
附
い
て
い
る
、

し
か
る
に
道
徳
の
事
実
は
決
し
て
単
に
量
化
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
な
お
か
よ
う
な
見
方
の
認
識

論
的
帰
結
に
つ
い
て
一
言
附
け
加
え
て
お
く
と
、
ス
コ
ラ
哲
学
に
お
い
て
誤
っ
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
も
の
と
し

て
定
式
化
さ
れ
、
近
代
の
経
験
論
者
に
よ
っ
て
繰
り
返
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
「
感
性
の
う
ち
に
な
い
何
物
も
悟
性
の
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形
而
上
学
の
将
来
性
に
つ
い
て

う
ち
に
な
い
」nihil est in intellectu, quod non fuerit in sensu. 

と
い
う
命
題
こ
そ
、
か
よ
う
な
連
続
的
な
見
方

の
認
識
論
に
お
け
る
帰
結
で
あ
る
。
お
よ
そ
如
何
な
る
認
識
論
的
立
場
も
そ
の
根
柢
に
お
い
て
或
る
一
定
の
人
間

学
、
そ
し
て
ま
た
存
在
論
と
の
内
面
的
な
つ
な
が
り
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。＊

＊　
「
抽
象
の
最
も
深
い
根
柢
は
身
体
と
精
神
と
の
実
体
的
結
合
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
本
質
的
部
分
が
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
の
教
え
た
よ
う
に
相
互
に
密
接
な
関
係
に
立
つ
場
合
に
お
い
て
の
み
、
何
故
に
よ
り
高
い
認
識
が
よ
り
低

い
認
識
と
か
く
も
不
思
議
に
関
聯
を
な
す
か
と
い
う
こ
と
も
分
る
の
で
あ
る
。」（M

. G
rabm

ann, D
er göttliche 

G
rund m

enschlicher W
ahrheitserkenntnis nach Augustinus und Thom

as von Aquin, 1924, S. 25.

）

か
よ
う
に
し
て
簡
略
な
が
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
単
な
る
非
連
続
或
い
は
超
越
の
見
方
に
よ
っ
て
も
、

ま
た
単
な
る
連
続
或
い
は
内
在
の
見
方
に
よ
っ
て
も
、
中
間
者
と
い
う
こ
と
の
意
味
が
十
分
に
顕
に
な
り
得
ず
、

む
し
ろ
反
対
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。そ
こ
で
必
然
的
に
弁
証
法
的
な
見
方
が
要
求
さ
れ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

弁
証
法
は
内
在
と
同
時
に
超
越
を
、
非
連
続
と
同
時
に
連
続
を
考
え
る
。
実
に
弁
証
法
的
な
見
方
の
み
が
中
間
者

の
中
間
者
で
あ
る
意
味
を
最
も
根
本
的
に
且
つ
最
も
内
面
的
に
表
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
中
間
者
で
あ
る
人
間

を
そ
れ
ら
に
対
し
て
中
間
者
で
あ
ら
せ
る
二
つ
の
も
の
は
性
質
的
対
立
乃
至
矛
盾
の
関
係
に
立
っ
て
い
る
。
人
間

が
中
間
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
ま
さ
に
人
間
が
矛
盾
に
充
ち
た
存
在
で
あ
る
こ
と
を
現
し
て
い
る
。
中
間
的
と
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い
う
こ
と
は
弁
証
法
的
矛
盾
的
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
中
間
者
と
し
て
の
人
間
的
存
在
の
意
味
に
つ
い
て
最
も
深

く
考
え
た
パ
ス
カ
ル
は
か
よ
う
な
弁
証
法
的
見
方
に
ま
で
到
達
し
た
。
私
は
私
の
書
物
『
パ
ス
カ
ル
に
於
け
る
人

間
の
研
究
』
の
中
で
こ
れ
ら
の
こ
と
を
示
し
た
つ
も
り
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
も
し
我
々
の
考
え
る
よ
う
に
哲
学
（
形
而
上
学
）
の
可
能
性
と
必
然
性
が
人
間
の
中
間
者
で
あ
る
こ

と
の
う
ち
に
横
た
わ
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
ま
た
哲
学
的
思
惟
の
方
法
は
必
然
的
に
弁
証
法
で
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
が
従
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
哲
学
的
思
惟
の
方
法
は
人
間
の
存
在
の
根
本
的
規
定
に
制
約

さ
れ
て
い
る
。
哲
学
が
弁
証
法
的
に
思
惟
す
る
と
い
う
こ
と
は
哲
学
に
と
っ
て
偶
然
で
は
な
く
、
哲
学
そ
の
も
の

の
可
能
性
と
必
然
性
が
そ
の
う
ち
に
与
え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
中
間
者
で
あ
る
と
い
う
人
間
の
根
本
的
規
定
に

よ
っ
て
必
然
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

三

し
か
し
人
間
は
如
何
な
る
も
の
の
中
間
者
で
あ
る
か
。
私
は
こ
の
問
に
対
し
て
、
人
間
は
主
体
と
客
体
と
の
中

間
者
で
あ
る
と
答
え
る
。
人
間
は
単
に
客
体
で
も
単
に
主
体
で
も
な
く
、
両
者
の
中
間
者
で
あ
る
。
そ
し
て
両
者

は
弁
証
法
的
対
立
を
な
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
特
に
し
ば
し
ば
生
じ
て
い
る
ひ
と
つ
の
誤
解
を
除
い
て
お
く
こ
と
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形
而
上
学
の
将
来
性
に
つ
い
て

が
必
要
で
あ
ろ
う
。
弁
証
法
的
な
対
立
に
あ
る
も
の
は
決
し
て
い
わ
ば
同
一
の
力
に
お
い
て
対
立
す
る
の
で
は
な

い
。
同
一
の
力
に
お
い
て
対
立
す
る
も
の
は
平
衡
の
関
係
に
あ
る
に
し
て
も
、
弁
証
法
的
な
関
係
に
あ
る
と
は
い

え
な
い
。
相
対
立
し
相
矛
盾
す
る
も
の
に
お
い
て
一
方
の
他
方
に
対
す
る
根
源
性
が
な
け
れ
ば
弁
証
法
的
運
動
は

考
え
ら
れ
な
い
。
従
っ
て
主
体
と
客
体
と
の
関
係
に
お
い
て
前
者
の
後
者
に
対
す
る
優
越
が
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら

ぬ
。
そ
こ
で
ま
た
中
間
者
と
し
て
の
人
間
に
お
け
る
矛
盾
を
止
揚
し
得
る
も
の
は
、
究
極
の
意
味
に
お
い
て
は
、

客
体
と
し
て
の
人
間
で
は
な
く
、
主
体
と
し
て
の
人
間
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
も
と
よ
り
主
体
は
単
に
人
間
的

な
も
の
で
は
な
い
。
人
間
の
本
性
は
全
く
真
面
目
な
意
味
に
お
い
て
中
間
者
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
主
体
と
い

う
こ
と
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
客
体
に
対
す
る
主
体
の
優
越
は
伝
統
的
な
形
而
上
学
の
用
語
に
従
っ
て
存
在
に

対
す
る
存
在
の
根
拠
と
い
う
こ
と
で
表
し
て
も
宜
い
。
真
の
意
味
に
お
け
る
存
在
の
根
拠
は
再
び
何
等
か
の
存
在

即
ち
客
体
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
如
何
な
る
意
味
に
お
い
て
も
客
体
的
な
も
の
即
ち
存
在
で
あ
り
得

な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
主
体
は
存
在
の
有
に
対
し
て
無
と
い
っ
て
も
宜
い
で
あ
ろ
う
。
私
が
主
体
と
い
う
の
は
い
わ

ゆ
る
主
観 Subjekt 

の
こ
と
で
は
な
い
、
主
観
と
い
う
も
の
は
観
念
論
的
に
捉
え
ら
れ
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
か
ら

で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
私
の
い
う
主
体
は
い
わ
ゆ
る
実
体 Substanz 

で
も
な
い
、
実
体
と
い
う
も
の
は
何
等
か

客
体
的
に
考
え
ら
れ
て
い
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
主
観
で
も
な
く
実
体
で
も
な
く
、
実
体
の
意
味
を



五
〇

有
す
る
と
同
時
に
主
観
の
意
味
を
有
す
る
も
の
が
、
私
の
い
う
主
体
で
あ
る
。

人
間
が
中
間
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
が
究
極
に
お
い
て
自
己
自
身
か
ら
は
理
解
さ
れ
得
な
い
と
い
う

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
我
々
人
間
が
自
己
を
理
解
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
人
間
以
外
の
も
の
、
か
よ
う
な
も
の
と

し
て
特
に
人
間
以
上
の
も
の
を
考
え
る
よ
う
に
余
儀
な
く
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
中
間
者
と
し
て
の
人
間
の
本

性
に
よ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
形
而
上
学
の
根
源
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
生
を
生
そ
の
も
の
か
ら
理
解
す
る
と
い

う
こ
と
は
現
代
の
生
の
哲
学
の
情
熱
で
あ
る
。し
か
し
な
が
ら
も
し
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

そ
の
場
合
生
と
い
う
も
の
が
現
実
の
人
間
で
な
く
単
に
「
体
験
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
の
意
味
に
理
解
さ
れ
て
い

る
た
め
で
あ
り
、
或
い
は
ま
た
既
に
人
間
以
上
の
無
限
な
も
の
を
考
え
な
が
ら
、
こ
れ
と
有
限
な
人
間
と
を
た
だ

単
に
連
続
的
融
合
的
に
考
え
る
と
い
う
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
見
方
に
立
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

由
来
、
哲
学
は
全
体
の
学
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
個
別
科
学
が
そ
れ
ぞ
れ
存
在
の
一
部
分
を
対
象
と
す
る
に
反

し
、
哲
学
は
そ
の
全
体
を
研
究
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
る
に
個
別
科
学
の
対
象
と
な
る
の
は
「
存
在
」
即

ち
客
体
で
あ
っ
て
、も
し
哲
学
が
そ
の
よ
う
な
客
体
の
全
体
に
つ
い
て
の
学
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
、

初
め
に
挙
げ
た
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
文
章
の
い
う
如
く
哲
学
（
形
而
上
学
）
は
け
っ
き
ょ
く
個
別
科
学
に
解
消
さ
れ
て

し
ま
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
哲
学
は
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
け
る
全
体
に
関
す
る
学
で
あ
る
こ
と
が
で
き
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形
而
上
学
の
将
来
性
に
つ
い
て

な
い
。
哲
学
的
な
問
は
真
に
全
体
に
か
か
わ
る
問
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
問
に
お
い
て
は
、

問
わ
れ
た
も
の
（
客
体
）
と
一
緒
に

0

0

0

問
う
も
の
（
主
体
）
が
問
わ
れ
る
と
い
う
よ
う
に
、
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
。
近
代
の
認
識
論
に
お
い
て
認
識
さ
れ
る
も
の
（
客
観
）
よ
り
も
認
識
す
る
も
の
（
主
観
）

の
性
質
が
吟
味
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
ら
れ
た
の
も
、
哲
学
の
こ
の
よ
う
な
要
求
の
現
れ
で
あ
る
と
見
ら
れ
る

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
認
識
論
は
主
観
の
研
究
に
急
に
し
て
客
観
即
ち
存
在
の
研
究
を
忘
れ
て
し
ま
い
、
そ

こ
で
主
観
も
意
識
と
し
て
単
に
観
念
論
的
に
捉
え
ら
れ
る
と
い
う
傾
向
が
あ
っ
た
。
今
や
我
々
は
認
識
論
に
お
い

て
現
れ
た
正
当
な
要
求
、
即
ち
哲
学
的
な
問
に
お
い
て
は
、
問
わ
れ
た
も
の
ば
か
り
で
な
く
ま
た
問
う
も
の
が
、

客
観
ば
か
り
で
な
く
ま
た
主
観
が
、
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
要
求
を
、
単
に
認
識
論
的
な
意
味
に
お
い
て
ば

か
り
で
な
く
、
特
に
存
在
論
的
な
意
味
に
お
い
て
現
実
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
先
ず
上
に
例
示

し
た
よ
う
に
認
識
論
と
存
在
論
と
は
密
接
な
聯
関
に
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
考
え
て
も
必
要
で
あ
ろ
う
。

そ
の
場
合
我
々
は
、
我
々
の
問
が
哲
学
的
な
問
と
し
て
真
に
全
体
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
た
め
に
、
主
体
と
客

体
と
が
い
つ
で
も
一
緒
に
問
わ
れ
る
よ
う
に
問
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
る
に
こ
の
「
一
緒
」
に
と
い
う
こ
と
は
中

間
者
と
し
て
の
人
間
に
と
っ
て
は
つ
ね
に
弁
証
法
的
意
味
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
全
体
は
我
々
に
と
っ

て
い
わ
ゆ
る
主
客
合
一
と
い
う
如
き
も
の
で
あ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
人
間
は
そ
の
本
性
に
お
い
て
中
間
者
で
あ
る
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か
ら
。
哲
学
的
認
識
が
人
間
的
認
識
で
あ
る
限
り
、
そ
れ
は
中
間
者
の
立
場
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
あ
の
全

人
の
立
場
と
い
う
も
の
も
、
中
間
者
と
い
う
こ
と
を
真
に
弁
証
法
的
に
捉
え
な
い
で
有
機
体
説
的
に
理
解
し
た
も

の
に
ほ
か
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

我
々
の
い
う
主
体
は
形
而
上
学
的
な
も
の
で
あ
る
。
蓋
し
形
而
上
学
的
な
も
の
は
あ
ら
ゆ
る
意
味
に
お
い
て
存

在
を
越
え
る
も
の
、
従
っ
て
客
体
的
意
味
に
お
け
る
自
然
は
も
と
よ
り
ノ
エ
マ
的
に
捉
え
ら
れ
た
イ
デ
ア
を
も
越

え
る
も
の
、
そ
れ
故
に
主
体
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
主
体
は
そ
の
よ
う
な
イ
デ
ア
で
も
ま
た
意
識
で
も
な
く
、
何

等
観
念
的
な
も
の
で
は
な
い
。
客
体
が
外
に
お
い
て
意
識
を
超
越
す
る
の
に
対
し
、
主
体
は
内
に
お
い
て
意
識
を

超
越
す
る
と
も
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
意
識
と
い
う
も
の
も
人
間
存
在
の
超
越
性
即
ち
自
己
自
身
に
お
け
る
客
体

か
ら
主
体
へ
の
超
越
に
よ
っ
て
基
礎
附
け
ら
れ
て
い
る
。
意
識
は
い
わ
ば
主
体
と
客
体
と
の
中
間
に
あ
る
も
の
、

否
む
し
ろ
人
間
が
中
間
者
で
あ
る
こ
と
を
意
識
さ
せ
る
と
こ
ろ
に
人
間
的
意
識
の
根
本
的
性
質
が
あ
る
。
意
識
は

人
間
の
一
部
分
で
あ
る
と
い
う
に
し
て
も
、
人
間
の
構
造
の
う
ち
に
お
け
る
意
識
の
特
殊
性
が
理
解
さ
れ
ね
ば
な

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

間
は
自
己
を
客
観
化
す
る
こ
と
も
、
自
己
を
主
体
と
し
て
知
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
し
か
も
意
識
は
客
体
的
に
と

共
に
主
体
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
ま
た
従
来
の
哲
学
的
心
理
学
が
改
造
さ
れ
、
真
に
弁
証
法
的
に
形
作
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形
而
上
学
の
将
来
性
に
つ
い
て

ら
れ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
パ
ッ
シ
オ
は
単
に
外
的
物
体
乃
至
外
的
身
体
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る

も
の
で
な
く
、
む
し
ろ
主
体
的
に
内
か
ら
規
定
さ
れ
る
も
の
が
真
の
パ
ト
ス
で
あ
り
、
か
よ
う
に
し
て
そ
れ
は
そ

の
主
体
性
に
従
っ
て
単
に
受
動
的
な
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
れ
ま
で
の
形
而
上
学

に
お
い
て
形
而
上
学
的
な
も
の
が
多
く
は
動
か
ぬ
も
の
と
考
え
ら
れ
た
の
と
は
反
対
に
、
我
々
の
い
う
主
体
は
最

も
動
的
な
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
客
体
は
却
っ
て
固
定
的
な
も
の
、
惰
性
的
な
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
。
し
か
し
ま
た
主
体
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
は
、
そ
れ
自
体
に
お
い
て
よ
り
も
、
客
体
と
の
弁
証
法
的
関

係
に
お
い
て
、
客
体
を
通
じ
て
、
客
体
的
知
識
に
な
り
得
る
と
い
う
こ
と
が
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

主
体
と
客
体
と
の
対
立
は
、
心
と
物
、
形
相
と
質
料
、
イ
デ
ア
と
存
在
、
等
々
の
い
ず
れ
の
対
立
と
も
等
し
く

な
く
、
む
し
ろ
こ
れ
ら
の
諸
対
立
は
第
二
次
的
の
も
の
と
し
て
主
体
と
客
体
と
の
根
源
的
な
対
立
か
ら
導
き
出
さ

る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
我
々
の
立
場
は
あ
の R

ealidealism
us

（
実
在
的
観
念
論
）
の
立
場
で

は
な
い
。
そ
の
論
証
は
他
の
機
会
に
譲
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
レ
ア
ル
イ
デ
ア
リ
ス
ム
ス
は
け
っ
き
ょ
く
観
念
論
の

立
場
に
お
い
て
の
ほ
か
成
立
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
絶
対
的
イ
デ
ア
リ
ス
ム
ス
に
対
し
て
我
々
の
立
場

は
む
し
ろ
絶
対
的
レ
ア
リ
ス
ム
ス
と
呼
ば
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
も
と
よ
り
こ
の
場
合
絶
対
的
と
い
う
の
は
主
客

合
一
を
指
す
の
で
は
な
い
、
主
客
合
一
の
立
場
は
そ
れ
自
身
ひ
と
つ
の
観
念
論
に
過
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
客
体
的
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な
も
の
の
み
を
レ
ア
ル
と
考
え
る
立
場
に
対
し
て
我
々
の
立
場
は
絶
対
的
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
単
な
る
客
観

主
義
は
自
己
の
客
観
性
を
も
基
礎
附
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
我
々
の
立
場
は
或
る
客
観
主
義
で
あ
り
な
が
ら
客

観
主
義
が
自
己
の
基
礎
を
弁
証
法
的
に
自
覚
す
る
立
場
で
あ
る
こ
と
を
欲
す
る
。
弁
証
法
は
観
念
論
と
相
容
れ
ぬ

も
の
を
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
含
ん
で
い
る
。
形
式
論
理
学
が
形
式
（
形
相
、
イ
デ
ア
、
イ
デ
ア
的
同
一
、
意
味
的

同
一
）
の
論
理
学
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
弁
証
法
は
内
容
の
論
理
学
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
の
内
容
は
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
風
の
形
相
に
対
す
る
質
料
で
は
な
く
、
ま
た
一
般
に
形
式
と
内
容
と
い
う
場
合
に
お
け
る
内
容
で
も

な
く
、
む
し
ろ
形
式
と
内
容
と
を
共
に
超
越
す
る
、
従
っ
て
存
在
を
超
越
す
る
―
―
な
ぜ
な
ら
あ
ら
ゆ
る
存
在
は

形
式
と
内
容
と
か
ら
成
っ
て
い
る
―
―
も
の
、
即
ち
第
一
次
的
な
自
然
、
い
わ
ゆ
るnatura naturans

（
能
産
的

自
然
）
の
意
味
の
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
予
想
す
る
の
で
な
け
れ
ば
弁
証
法
は
成
立
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
主
体
を 

natura naturans 

と
見
る
と
、
こ
れ
に
対
し
て
客
体
は natura naturata

（
所
産
的
自
然
）
と
考
え
ら
れ
る
。
能
産

的
自
然
は
所
産
的
自
然
と
は
違
っ
た
意
味
で
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
も
っ
て
い
る
。
能
産
的
自
然
は
客
観
的
自
然
の
一

部
分
で
な
い
の
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
総
和
で
も
な
く
、
そ
れ
と
は
秩
序
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ

に
い
う
所
産
的
自
然
が
普
通
に
い
う
自
然
ば
か
り
で
な
く
社
会
を
も
含
む
よ
う
に
、
能
産
的
自
然
は
ま
た
主
体
的

意
味
に
お
け
る
社
会
性
を
具
え
て
い
る
と
見
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
い
な
本
来
二
つ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
が
あ
る
の
で
は



五
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形
而
上
学
の
将
来
性
に
つ
い
て

な
か
ろ
う
。
主
体
と
客
体
と
は
別
個
独
立
の
も
の
で
な
く
、
一
方
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
離
れ
て
他
方
の
リ
ア
リ
テ
ィ

は
考
え
ら
れ
な
い
。
主
体
と
客
体
と
の
弁
証
法
の
う
ち
に
現
実
の
リ
ア
リ
テ
ィ
は
あ
る
の
で
あ
る
。

遺
憾
な
が
ら
私
は
い
ま
あ
ま
り
に
プ
ロ
グ
ラ
ム
的
に
語
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。「
中
間
者
の
哲
学
」
を
展
開

す
る
こ
と
は
将
来
に
期
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
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世
界
観
構
成
の
理
論

一

他
の
言
葉
と
同
じ
く
世
界
観 W

eltanschauung 

と
い
う
言
葉
も
歴
史
的
起
原
を
も
っ
て
い
る
。
ク
レ
メ
ン
ス
・

ボ
イ
ム
ケ
ル
に
よ
る
と
、
こ
の
概
念
は
も
と
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
の
時
代
に
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
の
精
神
に
お
い
て
作

ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
ヨ
ゼ
フ
・
ゲ
レ
ス
が
一
八
〇
七
年
に
初
め
て
そ
の
『
ド
イ
ツ
国
民
文
学
書
』
の
中
で 

“W
eltanschauung” 

と
い
う
概
念
を
用
い
た
。＊

当
時
こ
の
概
念
は
個
々
の
専
門
の
特
殊
的
な
見
方
に
対
し
、
そ
の

限
界
を
越
え
て
世
界
の
全
直
観
へ
の
視
野
の
拡
大
を
意
味
し
た
。
か
よ
う
な
世
界
観
的
要
求
が
例
え
ば
シ
ュ
ラ
イ

エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
の
『
宗
教
講
演
』
に
お
い
て
如
何
に
大
き
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
か
は
周
知
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

世
界
の
全
体
的
な
意
味
を
統
一
的
に
理
解
し
体
験
し
よ
う
と
い
う
態
度
が
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
を
特
徴
附
け
て
い
た
。

＊　

V
gl. C

lem
ens B

aeum
ker in : Philosophie der G

egenw
art in Selbstdarstellungen, 1921, S. 51.

【Bd. 2.

】

世
界
観
の
概
念
が
こ
の
よ
う
に
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
の
精
神
か
ら
生
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
世
界
観
の
問
題
が
今
日

お
か
れ
て
い
る
精
神
的
情
況
を
知
る
た
め
に
注
意
を
要
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
我
々
は
、
何
故
に
例
え
ば
今
日
、
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ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
に
対
し
、
そ
の
代
表
者
と
し
て
の
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
に
対
し
、
彼
の
子
供
と
し
て
の
文
化

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
主
義
に
対
し
、
徹
底
的
に
戦
い
つ
つ
あ
る
弁
証
法
的
神
学
の
如
き
が
、
世
界
観
と
い
う
も
の
を

排
斥
し
て
無
世
界
観
的 w

eltanschauungslos 

で
あ
る
べ
き
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
か
、
の
事
情
を
理
解
す
る
こ

と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。＊

弁
証
法
的
神
学
が
世
界
観
と
い
う
と
き
、
そ
れ
は
特
定
の
意
味
即
ち
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
の

意
味
に
お
け
る
世
界
観
を
い
っ
て
い
る
。
我
々
は
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
弁
証
法
的
神
学
も
あ
ら
ゆ
る
意
味
で
無
世
界

観
的
で
あ
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
そ
れ
は
一
定
の
世
界
観
即
ち
世
界
は
神
の
創
造
し
た
も
の
で
あ
る
と
見
る
キ
リ

ス
ト
教
的
世
界
観
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
現
在
に
お
い
て
も
、
世
界
観
と
い
う
と
知

ら
ず
識
ら
ず
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
の
見
方
の
分
担
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
稀
で
な
い
の
を
考
え
る
と
、
無
世
界
観
的
で
あ

る
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
弁
証
法
的
神
学
の
態
度
も
理
由
の
な
い
こ
と
で
な
く
、
む
し
ろ
痛
切
な
時
代
批
判
の
意

味
を
も
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
世
界
観
の
概
念
と
一
緒
に
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
の
哲
学
的
諸
前
提
を
も
無
批
判

に
受
け
容
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
警
戒
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
は
世
界
観
的
で
あ
ろ
う
と
し

た
、そ
こ
に
そ
の
ひ
と
つ
の
特
色
が
あ
っ
た
。こ
れ
に
対
し
て
、い
ま
神
学
的
問
題
に
は
立
ち
入
ら
な
い
に
し
て
も
、

世
界
観
的
と
い
う
こ
と
を
拒
否
す
る
弁
証
法
的
神
学
に
よ
っ
て
、
世
界
観
の
問
題
に
関
し
て
投
ぜ
ら
れ
た
重
要
な

問
題
と
し
て
、
我
々
は
な
か
で
も
次
の
如
き
も
の
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
―
―
一
、
世
界
観
は
究
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極
に
お
い
て
理
性
の
思
想
で
あ
る
か
。
弁
証
法
的
神
学
は
文
化
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
主
義
が
キ
リ
ス
ト
教
を
も
理
性

的
文
化
で
あ
る
か
の
よ
う
に
看
做
し
、
そ
の
信
仰
内
容
を
も
理
性
の
自
律
的
な
支
配
に
従
属
さ
せ
、
こ
れ
を
ひ
と

つ
の
理
性
量
と
し
て
思
惟
す
る
こ
と
に
抗
議
す
る
。
か
よ
う
な
理
性
量
が
そ
こ
で
は
世
界
観
と
呼
ば
れ
て
排
斥
さ

れ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
世
界
観
の
問
題
に
と
っ
て
、
世
界
観
に
お
け
る
い
わ
ば
特
に
世
界
観
的
な
も
の
は
理
性
の

思
想
で
あ
る
か
否
か
が
問
題
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
二
、
世
界
観
と
い
う
と
き
、
多
く
の
場
合
な
に
か
統
一
的
な
も

の
、体
系
的
な
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
実
際
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
の
哲
学
は
世
界
の
全
体
的
聯
関
の
調
和
的
な
、

完
結
的
な
体
系
で
あ
る
こ
と
を
期
し
た
。
し
か
る
に
弁
証
法
的
神
学
に
よ
る
と
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
の
思
想
、
人

格
の
思
想
並
び
に
創
造
者
の
思
想
は
、
ひ
と
つ
の
調
和
的
な
、
完
結
的
な
世
界
理
解
の
意
味
に
お
け
る
「
統
一
的

な
世
界
観
」
を
基
礎
附
け
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
む
し
ろ
こ
れ
を
排
除
す
る
も
の
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
の

信
仰
は
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
世
界
観
に
対
す
る
意
識
的
な
、
決
然
た
る
断
念
を
意
味
し
て
い
る
。
創
造
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
を
正
し
く
理
解
す
る
と
、
絶
え
ず
新
た
に
不
安
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、「
全
体

の
意
味
」
の
う
ち
に
逃
避
し
得
な
い
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
被
造
物
で
あ
る
世
界
は
原
理
的
に
全

体
と
し
て
思
想
に
お
い
て
把
捉
す
る
こ
と
の
で
き
ぬ
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
か
よ
う
に
し
て
問
題
は
、
世

界
観
に
お
け
る
い
わ
ば
特
に
世
界
観
的
な
も
の
の
本
性
は
体
系
性
と
完
結
性
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
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う
。
三
、
弁
証
法
的
神
学
は
宗
教
哲
学
的
に
で
な
く
原
理
的
に
神
学
的
に
考
え
る
こ
と
を
欲
す
る
。
文
化
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
ト
主
義
に
お
け
る
宗
教
哲
学
的
考
え
方
は
重
点
を
根
本
に
お
い
て
人
間
の
側
に
置
く
も
の
で
あ
り
、
従
っ

て
こ
の
も
の
は
人
間
的
思
惟
の
規
範
に
対
し
て
は
責
任
を
負
う
に
し
て
も
、
神
と
の
関
係
に
お
い
て
は
無
責
任
な

―
―verantw

ortungslos 

即
ち
神
の
呼
び
掛
け
に
、
か
く
て
ま
た
隣
人
の
呼
び
掛
け
に
応
え
る
こ
と
の
な
い
―
―

思
惟
で
あ
る
と
し
て
非
難
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
故
に
問
題
は
、現
実
の
人
間
は
世
界
に
お
け
る
存
在
で
あ
る
限
り
、

弁
証
法
的
神
学
の
考
え
る
の
と
は
反
対
に
、
あ
ら
ゆ
る
現
実
的
な
思
想
は
何
等
か
の
世
界
観
を
含
ま
ね
ば
な
ら
ぬ

に
し
て
も
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
に
お
い
て
の
よ
う
に
一
切
の
超
越
的
な
も
の
を
排
し
て
世
界
を
世
界
そ
の
も
の
か
ら

解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
或
い
は
後
に
デ
ィ
ル
タ
イ
が
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
の
精
神
を
継
い
で
定
式
化
し
た
よ
う

に
「
生
を
生
そ
の
も
の
か
ら
理
解
す
る
」
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
上

の
如
き
根
本
的
な
問
を
、
美
的
な
乃
至
神
秘
的
な
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
並
び
に
観
念
論
的
な
乃
至
理
性
主
義
的
な
オ
プ

テ
ィ
ミ
ス
ム
ス
を
却
け
て
、「
世
界
観
」
の
否
定
を
通
じ
て
根
源
的
に
問
う
た
と
こ
ろ
に
、
世
界
観
の
問
題
に
対

す
る
弁
証
法
的
神
学
の
批
判
的
（
危
機
的
）
意
味
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

＊　

例
え
ばFr. K

. Schum
ann, D

er G
ottesgedanke und der Zerfall der M

oderne, 1929. 

を
見
よ
。

か
よ
う
に
し
て
我
々
は
今
日
、
世
界
観
と
は
何
か
と
い
う
問
を
新
た
に
問
う
こ
と
を
要
求
さ
れ
て
い
る
。
現
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代
の
い
わ
ゆ
る
世
界
観
学 W

eltanschauungslehre 

は
我
々
の
問
に
果
た
し
て
満
足
な
解
答
を
与
え
る
で
あ
ろ
う

か
。
こ
の
場
合
先
ず
我
々
は
こ
の
世
界
観
学
が
や
は
り
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
の
子
供
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
世
界
観
学
と
い
う
も
の
が
問
題
と
し
て
自
覚
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
は
と
り
わ
け
デ
ィ
ル
タ
イ
の
業
績

に
負
う
と
こ
ろ
で
あ
り
、
彼
の
説
は
そ
の
後
に
現
れ
た
種
々
の
形
態
の
世
界
観
学
に
比
し
て
今
も
依
然
と
し
て
模

範
的
な
価
値
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
る
に
デ
ィ
ル
タ
イ
の
哲
学
は
そ
の
系
統
か
ら
と
い
う
と
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
に

連
な
る
も
の
で
あ
る
。
彼
は
世
界
観
の
根
本
類
型
と
し
て
自
然
主
義
（
実
証
論
）、
自
由
の
観
念
論
、
客
観
的
観

念
論
の
三
つ
を
区
別
し
た
が
、
そ
の
う
ち
彼
自
身
は
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
の
哲
学
が
そ
う
で
あ
っ
た
客
観
的
観
念
論
に

最
も
近
く
立
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
彼
の
世
界
観
学
も
根
本
に
お
い
て
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
の
諸
特
徴
を
含
ん
で
い
る
。

「
世
界
観
の
究
極
の
根
源
は
生
で
あ
る
」、
と
デ
ィ
ル
タ
イ
は
い
う
。
彼
に
よ
る
と
、
生
は
多
面
性
で
あ
り
ま
た
全

体
で
あ
る
。
も
ろ
も
ろ
の
哲
学
体
系
は
こ
の
よ
う
な
生
の
歴
史
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
一
面
的
な
表
現
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
生
の
構
造
の
諸
主
要
契
機
の
相
交
替
す
る
一
面
的
な
強
調
の
結
果
と
し
て
、
世
界
観
は
あ
ら
ゆ
る
場
合
に

も
ろ
も
ろ
の
対
立
に
お
い
て
現
れ
る
。
け
れ
ど
も
こ
の
よ
う
な
諸
対
立
は
つ
ね
に
一
つ
の
共
通
の
地
盤
の
上
に
あ

る
。
諸
体
系
の
間
の
諸
矛
盾
は
自
己
を
そ
の
諸
主
要
形
態
に
お
い
て
表
現
す
る
生
命
の
多
面
性
に
も
と
づ
く
の
で

あ
る
か
ら
、
も
し
ひ
と
が
こ
れ
ら
の
諸
主
要
形
態
を
生
命
の
種
々
の
方
面
の
相
対
的
な
表
現
と
し
て
捉
え
る
な
ら
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ば
、
そ
れ
ら
の
諸
矛
盾
は
矛
盾
で
な
く
単
な
る
差
異
に
過
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
。
か
よ
う
な
デ
ィ
ル
タ
イ
の
世
界

観
論
の
中
心
思
想
の
根
柢
に
見
ら
れ
る
の
は
明
ら
か
に
、
有
機
体
説
的
、
連
続
観
的
、
表
現
論
的
、
類
型
学
的
等

の
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
と
共
通
類
似
の
思
想
で
あ
っ
て
、
我
々
の
単
純
に
与
し
得
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
点
に
つ

い
て
は
こ
れ
ま
で
屡
々
批
評
を
加
え
て
お
い
た
か
ら
、
こ
こ
で
は
も
は
や
繰
り
返
さ
な
い
で
あ
ろ
う
。
言
う
ま
で

も
な
く
我
々
は
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
を
決
し
て
た
だ
非
難
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
の
特
に
大
き
な
功
績

は
歴
史
的
意
識
を
発
達
さ
せ
た
こ
と
に
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
の
世
界
観
学
は
成
熟
し
た
歴
史
的
意
識
の
所
産
と
し

て
、
そ
の
意
図
に
お
い
て
も
、
そ
の
方
法
に
お
い
て
も
、
そ
の
内
容
に
お
い
て
も
、
た
し
か
に
多
く
の
貴
重
な
も

の
を
含
ん
で
い
る
。
歴
史
的
意
識
は
つ
ね
に
世
界
観
学
の
基
礎
に
な
く
て
は
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
マ
ッ
ク
ス
・

シ
ェ
ー
ラ
ー
な
ど
の
世
界
観
論
は
こ
の
点
に
お
い
て
欠
け
て
い
る
と
思
う
。
し
か
し
な
が
ら
デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
い

て
歴
史
的
意
識
は
先
ず
い
わ
ゆ
る
歴
史
主
義
に
、
詳
し
く
い
う
と
歴
史
的
相
対
主
義
に
陥
っ
て
い
る
。
オ
ス
ワ
ル

ト
・
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
の
形
態
学
的
な
世
界
観
論
の
如
き
に
お
い
て
は
こ
の
傾
向
は
更
に
甚
だ
し
い
で
あ
ろ
う
。

歴
史
的
意
識
を
か
よ
う
な
相
対
主
義
か
ら
救
い
、
し
か
も
歴
史
的
意
識
の
否
定
と
し
て
の
絶
対
主
義
に
も
陥
る
こ

と
な
く
、
歴
史
的
意
識
の
本
来
あ
る
べ
き
相
対
と
絶
対
と
の
弁
証
法
の
上
に
世
界
観
学
を
据
え
る
こ
と
が
、
今
日

我
々
の
課
題
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
次
に
歴
史
的
意
識
は
デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
い
て
そ
の
相
対
主
義
的
傾
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向
と
も
関
係
し
て
解
釈
学
的
立
場
と
結
び
附
い
て
い
る
。
そ
れ
は
も
ろ
も
ろ
の
世
界
観
を
全
体
的
な
生
の
そ
れ
ぞ

れ
の
表
現
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
の
豊
富
な
内
容
を
享
受
す
る
に
と
ど
ま
る
。そ
れ
は
単
に
理
解
的
、

従
っ
て
観
想
的
で
あ
っ
て
、
実
践
的
見
地
を
含
ん
で
い
な
い
。
し
か
る
に
も
し
世
界
観
学
が
た
だ
世
界
観
を
解
釈

す
る
だ
け
の
も
の
で
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
我
々
の
今
日
の
問
題
は
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
言
葉
を
借
り
る
と
、
世
界

観
学 W

eltanschauungslehre 

で
は
な
く
む
し
ろ
世
界
観
定
立 W

eltanschauungssetzung 

で
あ
る
と
い
わ
ね
ば

な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。＊

私
は
絶
え
ず
本
来
の
歴
史
的
意
識
は
実
践
の
立
場
に
立
つ
べ
き
こ
と
を
主
張
し
て
き
た
。
も

と
よ
り
哲
学
は
科
学
で
あ
る
限
り
世
界
を
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
理
論
は
実
践
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
。
哲

学
は
世
界
観
の
問
題
に
つ
い
て
も
一
定
の
解
釈
を
与
え
、
理
論
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
世
界
観
の
定
立 

Setzung 

に
し
て
も
、
歴
史
的
出
来
事
と
し
て
歴
史
的
情
況
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
歴
史
上
に

存
在
す
る
種
々
の
世
界
観
に
対
す
る
批
判
的
対
質 A

useinandersetzung 

を
つ
ね
に
予
想
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ

の
よ
う
な
対
質
に
と
っ
て
世
界
観
学
は
必
要
な
理
論
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

＊　

V
gl. M

. Scheler, W
eltanschauungslehre, Soziologie und W

eltanschauungssetzung (M
oralia, 1923).

し
か
る
に
現
代
の
世
界
観
学
の
多
く
が
世
界
観
定
立
に
関
し
て
消
極
的
乃
至
懐
疑
的
或
い
は
否
定
的
態
度
を
も

っ
て
出
発
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
が
実
は
世
界
観
学
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
特
色
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を
な
し
、
ま
さ
に
世
界
観
学
の
立
場
を
形
作
る
か
の
よ
う
に
さ
え
思
わ
れ
る
。
世
界
観
学
の
問
題
及
び
そ
の
解
決

は
或
る
意
味
で
は
デ
ィ
ル
タ
イ
よ
り
も
む
し
ろ
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
一
層
深
邃
雄
大
な
形
を
と
っ
て
現
れ
て
い
る

と
見
る
こ
と
も
で
き
、
ま
た
前
者
の
世
界
観
学
は
そ
の
発
展
に
お
い
て
次
第
に
後
者
の
現
象
学
の
立
場
に
接
近
し

て
い
っ
た
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
世
界
観
学
の
課
題
を
特
に
「
哲
学
体
系
の
現
象
学
」
と
も

称
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
彼
は
当
時
勢
力
を
有
し
た
実
証
主
義
に
よ
っ
て
弱
め
ら
れ
た
ロ
マ
ン
テ
ィ
ケ
ル
で

あ
っ
た
。
彼
は
独
自
の
形
而
上
学
的
体
系
の
建
設
の
熱
情
に
燃
え
て
い
た
ヘ
ー
ゲ
ル
な
ど
と
は
反
対
に
学
的
体
系

と
し
て
の
形
而
上
学
は
も
は
や
不
可
能
で
あ
る
と
考
え
た
。
デ
ィ
ル
タ
イ
に
よ
る
と
、「
形
而
上
学
的
科
学
」
は

歴
史
的
に
制
限
さ
れ
た
現
象
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
、
過
去
に
お
い
て
可
能
で
あ
っ
た
よ
う
な
形
而
上
学
的
組

織
は
以
後
も
は
や
不
可
能
に
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
尤も
っ
とも

人
間
の
内
奥
に
お
け
る
人
格
的
経
験
と
し
て
の
「
形

而
上
学
的
意
識
」
は
将
来
も
永
久
に
存
続
す
る
も
の
と
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で
哲
学
が
形
而
上
学
に
関
し
て
現
在
な

お
為
す
こ
と
が
で
き
、
ま
た
為
す
べ
き
こ
と
は
、
み
ず
か
ら
ひ
と
つ
の
形
而
上
学
を
樹
立
す
る
こ
と
で
は
な
く
、

た
か
だ
か
形
而
上
学
に
つ
い
て
の
歴
史
学
的
心
理
学
的
理
解
を
得
る
こ
と
、
形
而
上
学
の
作
ら
れ
る
歴
史
的
心
理

的
諸
条
件
を
探
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
全
体
と
し
て
彼
に
お
い
て
は
諦
め
と
懐
疑
の
気
分
が
支
配
し
て
い
る
。

彼
は
、
ル
ー
ド
ル
フ
・
ハ
イ
ム
な
ど
と
同
じ
よ
う
に
、
独
創
的
な
積
極
的
な
形
而
上
学
の
組
織
の
時
代
は
も
は
や
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過
ぎ
去
っ
て
喚
び
戻
し
難
く
、歴
史
的
考
察
が
構
成
と
建
設
と
に
代
る
べ
き
場
合
で
あ
る
と
い
う
意
見
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
け
る
世
界
観
学
は
、
独
自
の
世
界
観
的
哲
学
の
樹
立
を
断
念
し
た
結
果
、
も

ろ
も
ろ
の
世
界
観
の
歴
史
的
心
理
的
諸
条
件
を
解
明
す
る
と
い
う
企
図
に
出
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
な
が
ら
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
彼
の
世
界
観
学
も
実
を
い
う
と
世
界
観
的
に
無
前
提
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ

の
基
礎
と
さ
れ
る
生
の
哲
学
そ
の
も
の
が
ま
さ
に
ひ
と
つ
の
世
界
観
を
表
し
て
い
る
。
同
様
の
事
情
は
カ
ー
ル
・

ヤ
ス
パ
ー
ス
の
世
界
観
学
の
場
合
に
も
見
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
と
っ
て
は
世
界
観
学
は
世
界
観

の
心
理
学
に
ほ
か
な
ら
ず
、
本
来
の
哲
学
に
は
属
し
な
い
。
哲
学
者
は
静
か
な
、
責
任
を
と
ら
な
い
観
察
者
で
は

な
く
て
、
世
界
を
動
か
す
者
、
形
成
す
る
者
で
あ
る
。
真
に
哲
学
の
名
に
値
す
る
哲
学
は
予
言
者
的
哲
学
で
あ
る
、

哲
学
は
か
よ
う
な
も
の
と
し
て
価
値
表
を
掲
げ
、
世
界
の
意
味
と
目
的
と
を
示
し
、
人
間
生
活
に
衝
動
を
与
え
、

即
ち
一
言
で
い
う
と
世
界
観
を
樹
て
る
。
世
界
観
の
心
理
学
は
こ
の
よ
う
な
予
言
者
的
哲
学
と
は
反
対
の
性
質
の

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
没
価
値
的
な
、
世
界
観
的
に
無
前
提
な
、
普
遍
的
な
観
察
で
あ
っ
て
、
世
界
観
の
定
立
の

た
め
に
一
定
の
態
度
を
と
る
べ
き
も
の
で
な
い
。
こ
の
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
見
方
は
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
思
想

に
影
響
さ
れ
て
い
る
が
、
し
か
る
に
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
哲
学
を
予
言
者
的
な
も
の
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
哲
学

と
の
区
別
に
お
い
て
確
立
し
よ
う
と
し
た
科
学
の
理
念
そ
の
も
の
も
す
で
に
一
定
の
世
界
観
の
上
に
立
っ
て
い
る
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と
い
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ー
ラ
ー
も
述
べ
た
如
く
、
今
日
ひ
と
の
一
般
に
科
学
と
呼
ぶ
も
の
が

す
で
に
そ
れ
自
身
唯
一
つ
の
、
即
ち
西
洋
的
な
世
界
観
の
所
産
で
あ
り
、
た
だ
こ
の
よ
う
な
世
界
観
の
支
配
の
も

と
に
お
い
て
の
み
可
能
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
科
学
と
世
界
観
と
の
制
約
関
係
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
は
世
界
観
学
の
ひ
と
つ
の
重
要
な
課
題
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
世
界
観
の
心
理
学
も
世
界
観

的
に
無
前
提
な
の
で
な
く
、
い
わ
ゆ
る
実
存
哲
学
の
基
礎
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
彼
の
世
界
観
論
の
面
白

さ
も
こ
れ
に
か
か
っ
て
い
る
。
か
よ
う
に
し
て
一
般
に
如
何
な
る
世
界
観
学
も
、
そ
れ
が
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
い
う
よ

う
に
世
界
観
の
心
理
学
で
あ
る
に
し
て
も
、
或
い
は
マ
ン
ハ
イ
ム
な
ど
に
と
っ
て
の
如
く
知
識
社
会
学
の
一
領
域

で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
自
身
一
定
の
世
界
観
に
制
約
さ
れ
て
お
り
、
そ
し
て
そ
の
制
約
関
係
を
解
明
す
る
こ
と

が
ま
さ
に
世
界
観
学
の
問
題
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
す
れ
ば
、
世
界
観
学
は
究
極
に
お
い
て
心
理
学
で
も
社
会
学

で
も
な
く
、―
―
そ
れ
ら
の
価
値
は
も
と
よ
り
否
定
さ
る
べ
き
で
な
い
が
、―
―
デ
ィ
ル
タ
イ
の
い
う
よ
う
な
「
哲

学
の
哲
学
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
哲
学
の
哲
学
は
言
う
ま
で
も
な
く
ひ
と
つ
の
哲
学
で
あ
る
故
に
、

世
界
観
を
考
察
す
る
立
場
は
そ
れ
自
身
世
界
観
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
世
界
観
学
は
デ
ィ
ル
タ

イ
の
い
う
歴
史
的
自
省 geschichtliche Selbstbesinnung 
の
意
味
を
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
自
省
は
単
な
る
自
省

で
な
く
、
ど
こ
ま
で
も
歴
史
的
自
省
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
け
れ
ど
も
歴
史
的
自
省
は
デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
い
て
の
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よ
う
に
単
に
観
想
的
、
解
釈
学
的
な
立
場
に
と
ど
ま
る
べ
き
で
な
く
、
批
判
的
、
実
践
的
な
、
マ
ル
ク
ス
の
意
味

し
た
如
き
自
己
了
解 Selbstverständigung 

と
い
う
と
こ
ろ
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
世
界
観

学
と
世
界
観
定
立
と
の
間
に
積
極
的
な
関
係
は
成
り
立
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
簡
単
に
い
う
と
、
歴
史
的
自
省
は
弁

証
法
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
弁
証
法
的
に
自
覚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
世
界
観
学
は
循
環
的
で
あ
る
と

い
う
、
即
ち
世
界
観
学
は
み
ず
か
ら
一
定
の
世
界
観
的
前
提
に
立
っ
て
い
る
と
い
う
非
難
に
打
ち
克
ち
得
る
の
で

あ
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
弁
証
法
的
と
い
う
の
は
如
何
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
そ
れ
を
こ
こ
に
世
界
観
の

構
成
を
究
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
具
体
的
に
示
そ
う
と
思
う
。

二

さ
て
世
界
観 W

eltanschauung 

の
も
と
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
先
ず
こ
の
概

念
を
世
界
像 W

eltbild 

の
概
念
と
区
別
す
る
こ
と
か
ら
始
め
る
の
が
便
宜
で
あ
ろ
う
。
二
つ
の
概
念
を
明
瞭
に

区
別
し
て
用
い
た
も
の
に
デ
ン
ネ
ル
ト
の
如
き
が
あ
る
。＊

デ
ン
ネ
ル
ト
は
世
界
像
の
概
念
を
自
然
研
究
に
よ
っ
て

得
ら
れ
た
自
然
或
い
は
世
界
に
つ
い
て
の
経
験
の
全
体
と
い
う
意
味
に
規
定
し
た
。
従
っ
て
そ
れ
は
自
然
科
学
と

同
じ
範
囲
の
も
の
で
あ
っ
て
、
自
然
科
学
の
成
果
或
い
は
む
し
ろ
自
然
科
学
の
目
標
を
表
す
こ
と
に
な
る
。
世
界
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像
の
か
よ
う
な
意
味
に
相
応
し
て
、
我
々
が
現
在
も
っ
て
い
る
世
界
像
は
、
も
し
な
に
か
新
し
い
経
験
に
よ
っ
て

そ
の
或
る
誤
謬
が
発
見
さ
れ
る
や
否
や
、
い
つ
で
も
訂
正
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
世
界
像
は
動
揺
す
る
性
質

の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
悲
し
む
べ
き
こ
と
で
な
く
、
世
界
像
そ
の
も
の
の
本
性
の
う
ち
に
理
由
を
有
す
る
こ
と

で
あ
っ
て
、そ
れ
が
ま
た
研
究
の
進
歩
に
対
す
る
刺
戟
と
も
な
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
デ
ン
ネ
ル
ト
に
よ
る
と
、

世
界
像
は
世
界
の
説
明
で
は
な
い
。
こ
の
点
彼
は
、
自
然
科
学
の
任
務
は
自
然
の
う
ち
に
行
わ
れ
る
現
象
を
で
き

る
だ
け
完
全
に
、
で
き
る
だ
け
簡
単
に
記
述
す
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
た
キ
ル
ヒ
ホ
フ
の
見
方
に
従
っ
て
い
る
。

し
か
る
に
世
界
観
に
お
い
て
は
問
題
の
提
出
が
根
本
的
に
別
種
の
も
の
で
あ
り
、
即
ち
形
而
上
学
的
で
あ
る
。
世

界
観
は
世
界
を
そ
の
形
而
上
学
的
根
拠
か
ら
展
開
し
説
明
す
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
説
明
に
対
す
る
欲
求

は
、
デ
ン
ネ
ル
ト
の
意
見
に
よ
る
と
、
す
べ
て
の
思
惟
す
る
人
間
の
う
ち
に
存
し
、
従
っ
て
そ
れ
を
満
足
さ
せ
る

こ
と
は
ま
た
ま
こ
と
に
正
当
な
努
力
で
あ
る
。
世
界
観
の
思
惟
動
機
も
思
惟
手
段
も
自
然
科
学
に
お
け
る
と
同
じ

で
な
く
、
形
而
上
学
的
の
も
の
で
あ
る
。
世
界
像
は
「
世
界
に
つ
い
て
の
感
覚
的
経
験
の
ま
さ
に
現
在
の
総
量
」

を
含
み
、
こ
れ
に
反
し
て
世
界
観
は
「
世
界
像
か
ら
供
せ
ら
れ
た
材
料
を
い
わ
ば
形
而
上
学
的
に
一
つ
の
世
界
説

明
に
ま
で
加
工
す
る
」
の
で
あ
る
。
そ
の
世
界
説
明
は
記
述
的
で
あ
る
自
然
科
学
の
領
分
を
超
え
た
自
然
哲
学
に

ほ
か
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
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＊　
E. D

ennert, W
eltbild und W

eltanschauung, 1908.
自
然
科
学
の
仕
事
は
自
然
現
象
の
説
明
で
な
く
記
述
で
あ
る
と
す
る
キ
ル
ヒ
ホ
フ
流
の
考
え
方
に
つ
い
て
の
議

論
は
姑
ら
く
措
く
と
し
て
も
、
デ
ン
ネ
ル
ト
の
規
定
し
た
如
き
世
界
像
及
び
世
界
観
の
概
念
は
第
一
に
狭
き
に
過

ぎ
る
。
彼
が
世
界
像
と
い
う
の
は
自
然
科
学
の
範
囲
の
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
高
め
る
に
し

て
も
プ
ラ
ン
ク
の
い
わ
ゆ
る
物
理
的
世
界
像
の
如
き
も
の
で
あ
る
の
ほ
か
な
く
、
そ
れ
に
対
応
す
る
世
界
観
の
概

念
も
彼
に
お
い
て
は
自
然
哲
学
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
た
。
し
か
る
に
デ
ィ
ル
タ
イ
に
よ
っ
て
道
を
開
か
れ
た
世
界

観
学
の
明
ら
か
に
し
た
こ
と
は
、
単
に
理
論
的
な
哲
学
の
み
が
世
界
観
の
担
い
手
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ

る
領
域
の
文
化
が
世
界
観
を
含
む
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
か
よ
う
に
包
括
的
な
世
界
観
の
概
念
に
対
応
す
る
も

の
と
し
て
同
様
に
包
括
的
な
世
界
像
の
概
念
が
要
求
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
実
際
ひ
と
は
物
理
的
世
界
像
と
い

う
以
外
、
芸
術
的
世
界
像
な
ど
と
い
う
言
葉
を
用
い
、
更
に
哲
学
的
世
界
像
と
い
う
言
葉
を
さ
え
用
い
て
い
る
。

か
よ
う
な
事
情
に
お
い
て
私
は
、世
界
像
と
は
ロ
ゴ
ス
的
意
識
の
形
態
で
あ
る
と
い
う
定
義
を
与
え
よ
う
と
思
う
。

こ
こ
に
ロ
ゴ
ス
的
意
識
と
い
う
の
は
思
惟
と
か
理
性
と
か
い
う
も
の
に
限
ら
ず
、
す
べ
て
対
象
も
し
く
は
客
体
を

志
向
し
、
い
わ
ば
対
象
を
含
み
、
対
象
性
も
し
く
は
客
観
性
を
有
す
る
意
識
或
い
は
観
念
の
形
態
で
あ
る
。
あ
ら

ゆ
る
人
間
の
意
識
は
か
く
の
如
き
ロ
ゴ
ス
的
な
方
向
、
象
面
、
契
機
を
含
ん
で
い
る
。
そ
れ
だ
か
ら
単
に
自
然
科
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学
者
の
み
で
な
く
、
社
会
科
学
者
も
、
芸
術
家
も
、
み
な
何
等
か
の
世
界
像
を
も
ち
、
そ
し
て
日
常
の
人
間
も
、

彼
等
は
彼
等
で
自
然
的
な
世
界
像
を
も
っ
て
い
る
。
世
界
像
は
対
象
的
意
識
の
諸
内
容
の
総
体
で
あ
る
。
こ
れ
に

対
し
て
世
界
観
は
如
何
に
区
別
さ
れ
、
ま
た
何
故
に
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
場
合
デ
ン
ネ

ル
ト
が
自
然
哲
学
を
世
界
観
と
看
做
し
た
の
を
拡
張
し
て
、
哲
学
を
一
般
に
世
界
観
と
考
え
得
る
で
あ
ろ
う
か
。

し
か
し
そ
れ
は
少
な
く
と
も
不
精
密
で
あ
る
こ
と
を
免
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
論
理
学
の
如
き
も
の
は
除
く
に
し

て
も
、
哲
学
そ
の
も
の
に
お
い
て
な
お
世
界
像
的
な
も
の
と
世
界
観
的
な
も
の
と
を
区
別
し
得
る
の
で
あ
る
。
い

わ
ゆ
る
厳
密
科
学
と
し
て
の
哲
学
の
理
念
に
お
い
て
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
ひ
と
つ
の
世
界
像
、
即
ち
哲
学
的
世

界
像
で
あ
る
と
も
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
ロ
ゴ
ス
的
意
識
の
与
え
る
も
の
は
ど
こ
ま
で
も
世
界
像
で
あ
っ
て
、
そ

れ
が
よ
し
イ
デ
ア
的
世
界
即
ち
い
わ
ゆ
る m

undus intelligibilis

（
可
想
界
）
に
ま
で
至
る
に
し
て
も
な
お
世
界

像
と
考
え
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
『
厳
密
科
学
と
し
て
の
哲
学
』
と
い
う
論
文
の
中
で
、
デ
ィ
ル
タ

イ
の
批
判
に
関
聯
し
て
「
世
界
観
的
哲
学
」
と
「
科
学
的
哲
学
」
と
は
飽
く
ま
で
も
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
二

つ
の
イ
デ
ー
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
我
々
は
い
わ
ゆ
る
科
学
的
哲
学
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学

の
根
柢
に
も
な
お
世
界
観
的
な
も
の
を
見
出
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
重
要
な
の
は
む
し
ろ
世
界
像
と
世
界
観
と
を
区

別
し
、
両
者
の
統
一
と
共
に
、
世
界
像
（
哲
学
的
世
界
像
を
も
含
め
て
）
の
世
界
観
に
対
す
る
相
対
的
独
立
性
乃
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至
自
律
性
を
基
礎
附
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
哲
学
的
世
界
像
は
自
覚
的
な
世
界
観
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
い
う
教

養
の
世
界
観 B

ildungsw
eltanschauung 

の
定
立
と
特
別
の
関
係
が
あ
る
に
し
て
も
、
哲
学
的
世
界
像
が
す
な
わ

ち
世
界
観
で
あ
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
世
界
観
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
哲
学
に
と
っ
て
避
け
難
い
必
然
的

な
要
求
で
あ
る
に
し
て
も
、
哲
学
と
世
界
観
と
を
直
ち
に
同
一
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
ま

た
或
る
民
族
、
或
る
時
代
の
世
界
観
は
必
ず
し
も
つ
ね
に
哲
学
の
う
ち
に
最
も
よ
く
表
現
さ
れ
て
い
る
と
は
限
ら

ぬ
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
世
界
観
は
単
な
る
思
惟
の
産
物
で
な
く
、
我
々
の
心
的
全
体
の
構
造
か
ら
発
す
る

と
考
え
、
世
界
観
の
構
造
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
す
べ
て
の
世
界
観
は
、
生
の
謎
の
完
全
な
解

決
を
与
え
よ
う
と
企
て
る
場
合
、
規
則
的
に
同
一
の
構
造
を
含
ん
で
い
る
。
こ
の
構
造
は
い
つ
で
も
、
世
界
像
の

基
礎
の
上
に
世
界
の
意
義
及
び
意
味
に
関
す
る
問
題
が
決
定
さ
れ
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
行
動
に
と
っ
て
の
理
想
、

最
上
の
善
、
最
高
の
原
則
が
導
き
出
さ
れ
る
と
い
う
一
つ
の
聯
関
で
あ
る
。
そ
れ
は
心
的
法
則
性
に
よ
っ
て
規
定

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
よ
る
と
生
活
過
程
に
お
け
る
現
実
の
把
捉
は
状
態
及
び
対
象
の
快
不
快
、
適

不
適
、
認
否
認
に
お
け
る
価
値
判
断
の
土
台
で
あ
り
、
そ
し
て
次
に
こ
の
生
の
評
価
は
ま
た
意
志
決
定
に
と
っ
て

そ
の
下
層
を
形
作
っ
て
い
る
。」＊

世
界
観
は
単
な
る
認
識
の
要
求
か
ら
発
生
す
る
の
で
な
く
て
生
の
全
体
の
う
ち
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に
そ
の
根
源
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
デ
ィ
ル
タ
イ
の
説
は
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
世
界
観
の
理
解
は

当
然
こ
の
根
本
的
見
地
か
ら
出
立
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
に
し
て
も
、
問
題
は
そ
の
よ
う
な
生
を
如
何
に
見
る
か
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
場
合
我
々
は
デ
ィ
ル
タ
イ
に
追
随
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
一
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
生

を
有
機
体
説
的
に
解
釈
し
た
。
し
か
る
に
我
々
の
哲
学
的
規
定
に
よ
る
と
、
人
間
は
弁
証
法
的
な
も
の
即
ち
主
体

と
客
体
と
の
弁
証
法
的
統
一
で
あ
る
。
ま
た
デ
ィ
ル
タ
イ
が
生
と
い
う
と
き
、
そ
れ
は
心
理
的
な
も
の
と
理
解
さ

れ
た
の
に
反
し
て
、
我
々
に
と
っ
て
は
意
識
は
い
わ
ば
主
体
と
客
体
と
の
中
間
に
位
し
、
主
体
と
客
体
と
を
媒
介

し
て
人
間
が
主
体
と
客
体
と
の
弁
証
法
的
中
間
者
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
意
識
は
客
体
の
主

体
へ
の
方
向
に
お
け
る
極
限
で
あ
る
と
共
に
主
体
の
客
体
へ
の
方
向
に
お
け
る
極
限
で
あ
る
。
意
識
は
極
限
的
本

質
の
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
主
体
で
も
な
け
れ
ば
客
体
で
も
な
く
、
同
時
に
主
体
と
も
客
体
と
も
見
ら
れ

る
こ
と
が
で
き
る
。
二
、
こ
の
こ
と
に
相
応
し
て
意
識
そ
の
も
の
の
構
造
が
哲
学
上
弁
証
法
的
に
規
定
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
心
的
全
体
を
構
造
聯
関
と
し
て
捉
え
た
。
構
造
聯
関
と
い
う
の
は
彼
に
お
い
て
ひ
と

つ
の
有
機
体
説
的
概
念
で
あ
る
。
我
々
は
も
と
よ
り
ヒ
ュ
ー
ム
な
ど
の
心
理
学
の
如
き
原
子
論
的
な
見
方
を
却
け

ね
ば
な
ら
な
い
が
、
ま
た
か
く
の
如
き
有
機
体
説
的
な
見
方
を
取
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
我
々
の
哲
学
的
人
間
学

の
弁
証
法
的
な
立
場
は
人
間
の
意
識
そ
の
も
の
を
も
弁
証
法
的
に
、
即
ち
そ
れ
を
対
立
物
の
統
一
と
し
て
理
解
す
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る
こ
と
を
要
求
す
る
。
そ
し
て
我
々
は
意
識
の
構
成
を
ロ
ゴ
ス
的
意
識
と
パ
ト
ス
的
意
識
と
の
弁
証
法
に
よ
っ
て

考
え
る
。
ロ
ゴ
ス
と
パ
ト
ス
と
は
意
識
の
相
反
す
る
方
向
、
象
面
、
契
機
を
表
す
対
立
物
で
あ
る
。
前
者
が
客
体

を
そ
の
客
観
性
に
お
い
て
顕
に
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
後
者
は
主
体
を
そ
の
主
体
性
に
お
い
て
顕
に
す
る

も
の
で
あ
る
。
ロ
ゴ
ス
的
意
識
は
高
ま
る
に
応
じ
て
次
第
に
い
わ
ば
対
象
を
含
み
、対
象
性
を
得
る
の
に
反
し
て
、

パ
ト
ス
的
意
識
は
深
ま
る
に
従
っ
て
次
第
に
い
わ
ば
対
象
を
失
い
、
無
対
象
と
な
る
。
対
象
的
な
ロ
ゴ
ス
的
意
識

に
は
種
々
の
段
階
が
考
え
ら
れ
、
ギ
リ
シ
ア
哲
学
以
来
普
通
に
感
覚
か
ら
始
め
て
、
構
想
力
、
悟
性
、
理
性
と
い

う
よ
う
な
区
別
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
様
に
、
そ
し
て
恐
ら
く
そ
れ
に
相
応
し
て
、
パ
ト
ス

的
意
識
に
も
種
々
の
段
階
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
、
例
え
ば
こ
れ
を
感
覚
、
感
情
、
意
志
、
直
覚
と
い
う
よ
う

に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
ロ
ゴ
ス
と
パ
ト
ス
と
は
つ
ね
に
弁
証
法
的
に
結
合
し
て
い
る
。
そ

れ
だ
か
ら
我
々
は
客
体
と
直
接
に
結
び
附
い
た
ロ
ゴ
ス
的
方
向
の
意
識
を
感
覚
と
呼
ぶ
と
共
に
、
ま
た
同
様
の
パ

ト
ス
的
意
識
を
感
覚
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
即
ち
感
覚
的
と
い
う
こ
と
は
、
一
方
で
は
客
体
か
ら
受
取
る
最
初
の

対
象
的
な
意
識
を
表
す
と
同
時
に
、
他
方
で
は
客
体
に
直
接
結
び
附
い
た
主
体
的
な
意
識
、
欲
情
の
如
き
も
の
を

表
し
て
い
る
。
ド
イ
ツ
語
の Sinnlichkeit 

な
ど
に
し
て
も
同
様
で
あ
っ
て
、
こ
の
語
は
例
え
ば
カ
ン
ト
の
第
一

批
判
書
と
第
二
批
判
書
と
で
は
違
っ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
も
っ
て
使
わ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
か
よ
う
に
最
初
の
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段
階
に
お
い
て
直
接
的
統
一
的
で
あ
っ
た
ロ
ゴ
ス
的
意
識
と
パ
ト
ス
的
意
識
と
は
次
第
に
そ
の
間
の
対
立
を
明
瞭

に
現
し
て
く
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
両
者
が
全
く
無
関
係
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
な
い
こ
と
は
、
例
え
ば
思
惟
の

活
動
に
属
す
る
判
断
の
根
柢
に
も
、
現
代
の
判
断
論
に
お
い
て
や
か
ま
し
く
論
じ
ら
れ
た
よ
う
に
、
肯
定
も
し
く

は
否
定
、承
認
も
し
く
は
否
認
の
決
定
と
し
て
意
志
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

構
想
力 Einbildungskraft 
が
特
別
に
感
情
と
関
係
の
あ
る
こ
と
は
、
こ
れ
が
芸
術
の
能
力
と
考
え
ら
れ
る
こ
と

か
ら
も
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
そ
の
最
高
の
段
階
に
お
い
て
ロ
ゴ
ス
と
パ
ト
ス
と
が
如
何
な
る
関
係

に
あ
る
か
は
、
既
に
古
く
か
ら
存
す
る
認
識
と
愛
の
問
題
、
或
い
は
ま
た
い
わ
ゆ
る
知
的
直
観
の
問
題
等
に
関
係

し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
対
象
的
な
ロ
ゴ
ス
的
意
識
も
高
ま
る
に
従
っ
て
カ
ン
ト
の
純
粋
理
性
批

判
に
お
け
る
イ
デ
ー
の
如
く
或
る
主
観
性
を
得
て
く
る
し
、
主
体
的
な
パ
ト
ス
的
意
識
も
降
る
に
従
っ
て
感
覚
に

お
い
て
の
如
く
直
接
に
客
体
を
内
容
と
す
る
よ
う
に
な
る
。
主
観
性
に
昇
る
こ
と
が
前
者
の
要
求
で
あ
る
と
す
れ

ば
、
対
象
的
に
な
る
こ
と
は
後
者
の
要
求
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
そ
こ
に
弁
証
法
的
中
間
者
で
あ
る
人
間
の
意
識

の
真
の
姿
が
見
ら
れ
は
し
な
い
か
。
そ
こ
に
意
識
の
本
性
で
あ
る
緊
張
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

ロ
ゴ
ス
的
意
識
と
パ
ト
ス
的
意
識
と
の
弁
証
法
を
基
礎
と
す
る
新
し
い
精
神
現
象
学
の
建
設
は
世
界
観
学
に
と
っ

て
も
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
我
々
が
こ
こ
で
指
摘
し
よ
う
と
す
る
の
は
た
だ
一
般
に
意
識
の
弁
証
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法
的
な
構
造
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
我
々
は
意
識
に
関
す
る
原
子
論
、
特
に
有
機
体
説
に
反
対
し
よ
う
と
欲

す
る
の
で
あ
る
。
三
、
意
識
の
有
機
体
説
的
な
解
釈
に
関
聯
し
て
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
「
世
界
観
の
土
台
は
つ
ね
に

一
の
世
界
像
で
あ
る
」
と
い
っ
て
い
る
。
彼
は
な
お
伝
統
的
な
、
表
象
（
思
惟
）、
感
情
、
意
志
と
い
う
「
三
つ

の
意
識
の
層
」
を
考
え
、
如
何
な
る
世
界
観
も
そ
の
最
初
の
層
の
形
作
る
世
界
像
を
土
台
に
す
る
と
見
る
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
有
機
体
説
と
結
び
附
い
た
観
想
的
な
態
度
と
も
無
関
係
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ

と
は
反
対
に
、
我
々
は
世
界
観
に
お
け
る
土
台
的
な
も
の
は
パ
ト
ス
的
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
世
界
観
に
お

け
る
い
わ
ば
特
に
世
界
観
的
な
も
の
は
ロ
ゴ
ス
的
意
識
の
形
態
で
あ
る
世
界
像
で
は
な
く
て
パ
ト
ス
的
意
識
の
形

態
で
あ
る
。
し
か
る
に
既
に
述
べ
た
如
く
、
パ
ト
ス
は
深
ま
る
と
き
無
対
象
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
れ

は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
形
像
的 bildlich 
な
も
の
で
は
な
い
。
原
罪
の
意
識
、
運
命
の
意
識
な
ど
は
本
来
か
よ
う

な
無
対
象
な
パ
ト
ス
と
し
て
、
或
い
は
「
無
」
の
パ
ト
ス
と
し
て
説
明
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
も
と
よ
り
意

識
の
弁
証
法
に
従
っ
て
パ
ト
ス
は
ロ
ゴ
ス
と
結
び
附
き
、
そ
の
よ
う
な
パ
ト
ス
も
形
像
的
に
な
る
必
然
性
が
存
し

て
い
る
。
従
っ
て
如
何
な
る
世
界
観
も
つ
ね
に
世
界
像
を
含
む
こ
と
が
必
然
的
で
あ
る
に
し
て
も
、
世
界
観
に
と

っ
て
土
台
は
世
界
像
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
土
台
は
対
象
的
な
意
識
で
は
な
く
む
し
ろ
主
体
的
な
意
識
で
あ

る
。
故
に
も
し
世
界
と
い
う
も
の
が
単
に
客
体
的
な
も
の
を
い
う
な
ら
ば
、
世
界
観
に
お
け
る
本
来
的
な
も
の
は
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何
等
世
界
観
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
更
に
ま
た
デ
ィ
ル
タ
イ
の
よ
う
に
意
識
の
構
造
を
有

機
的
連
続
的
に
考
え
た
の
で
は
、
世
界
像
の
世
界
観
に
対
す
る
相
対
的
独
立
性
も
十
分
に
考
え
ら
れ
ず
、
か
く
て

は
科
学
が
相
対
的
に
は
世
界
観
か
ら
独
立
に
自
律
的
に
自
己
自
身
の
世
界
像
を
作
る
可
能
性
も
満
足
に
説
明
さ
れ

な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
は
ロ
ゴ
ス
と
パ
ト
ス
と
の
弁
証
法
的
な
非
連
続
を
認
め
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

＊　

V
gl. D

ilthey, W
eltanschauungslehre, W

W
. V

III, S. 82ff.

こ
の
よ
う
に
し
て
世
界
観
が
世
界
像
を
含
む
必
然
性
と
共
に
世
界
観
に
お
け
る
固
有
な
も
の
が
主
体
的
な
意
識

で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
後
に
、
我
々
は
世
界
観
の
本
来
の
性
質
を
世
界
像
と
対
立
す
る
方
面
か
ら
規
定
し
て
お

こ
う
。
一
、
世
界
像
は
ロ
ゴ
ス
的
意
識
の
形
態
で
あ
る
。
ロ
ゴ
ス
的
意
識
は
、
も
と
ロ
ゴ
ス
と
い
う
語
が
示
す

如
く
―
―
な
ぜ
な
ら lovgoV 

は levgw 
（
私
は
集
め
る
）
か
ら
出
て
い
る
―
―
、
結
合
す
る
と
い
う
性
質
を
有
し
、

結
合
或
い
は
統
一
の
方
向
に
お
い
て
高
ま
っ
て
ゆ
く
。
さ
き
に
も
い
っ
た
如
く
、ロ
ゴ
ス
的
意
識
は
普
通
に
感
覚
、

構
想
力
、
悟
性
、
理
性
と
い
う
よ
う
に
順
序
附
け
ら
れ
る
が
、
こ
の
区
別
は
カ
ン
ト
に
お
い
て
も
統
一
の
程
度
の

区
別
を
意
味
し
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
カ
ン
ト
に
よ
る
と
認
識
の
最
高
の
統
一
の
能
力
は
理
性
で
あ
る
。
理

性
の
統
一
を
表
す
も
の
は
イ
デ
ー
と
呼
ば
れ
る
。
そ
し
て
た
だ
イ
デ
ー
の
み
が
全
体
性
に
関
係
す
る
。
イ
デ
ー
は

カ
ン
ト
に
よ
る
と
「
一
切
の
自
然
認
識
の
体
系
的
統
一
の
規
制
的
原
理
の
図
式
」
で
あ
る
。＊

こ
こ
で
カ
ン
ト
が
イ
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デ
ー
に
与
え
た
図
式
と
し
て
の
深
い
意
味
を
解
釈
す
る
こ
と
は
措
く
に
し
て
も
、
と
も
か
く
我
々
の
ロ
ゴ
ス
的
認

識
は
イ
デ
ー
の
図
式
的
意
味
に
従
っ
て
体
系
的
統
一
を
求
め
る
。
体
系
性
は
世
界
像
の
理
念
で
あ
り
、
ま
た
実
際

に
世
界
像
は
客
体
的
認
識
と
し
て
つ
ね
に
何
等
か
体
系
性
を
含
ん
で
い
る
。
し
か
る
に
世
界
観
的
な
も
の
の
固
有

の
性
質
は
、
普
通
に
考
え
ら
れ
る
の
と
は
反
対
に
、
静
的
な
体
系
的
統
一
性
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
根
源

的
な
動
性
に
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。「
我
々
の
世
界
観
的
な
経
験
は
、
お
よ
そ
我
々
が
な
お
そ
の
よ
う
な
経

験
を
し
て
い
る
限
り
、
不
断
の
運
動
過
程
で
あ
る
。
我
々
が
世
界
、
現
実
、
目
的
を
固
定
的
に
且
つ
自
明
の
も
の

と
し
て
有
す
る
と
き
、
我
々
は
未
だ
嘗
て
世
界
観
的
諸
可
能
性
の
何
等
の
経
験
も
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
、
そ

れ
と
も
我
々
は
殻
の
中
で
堅
く
な
っ
て
、
も
は
や
何
等
そ
の
よ
う
な
経
験
を
し
な
い
の
で
あ
る
か
で
あ
る
。＊
＊」

二
、

世
界
像
は
客
体
に
関
す
る
も
の
と
し
て
客
体
の
担
う
根
源
的
な
「
既
に
」
の
性
質
に
従
い
、
本
来
的
な
現
在
性
、

そ
れ
故
に
ま
た
未
来
性
を
含
ま
な
い
。
私
が
今
日
或
る
物
理
の
法
則
を
発
見
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
「
既
に
」

そ
の
通
り
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
私
が
今
日
或
る
数
学
の
定
理
を
初
め
て
学
ん
だ
と
し
て
も
、

私
は
そ
の
定
理
が
そ
の
時
か
ら
妥
当
し
始
め
る
と
は
考
え
な
い
で
、「
既
に
」
そ
れ
は
そ
の
通
り
で
あ
っ
た
と
考

え
る
。
そ
こ
に
プ
ラ
ト
ン
の
い
う
イ
デ
ア
の
ア
ナ
ム
ネ
ー
シ
ス
説
【
想
起
説
】
の
深
い
意
味
が
あ
る
。
か
よ
う
な

世
界
像
に
対
し
て
世
界
観
こ
そ
真
の
現
在
に
、
ま
た
真
の
未
来
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
真
に
行
為
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世
界
観
構
成
の
理
論

と
結
び
附
い
た
も
の
で
あ
る
。
三
、
世
界
像
は
そ
の
本
性
に
お
い
て
性
格
的
で
あ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ

に
反
し
て
世
界
観
は
本
来
性
格
的
な
も
の
で
あ
る
。
性
格
的
な
も
の
は
パ
ト
ス
的
な
も
の
で
あ
る
。
性
格
的
と
個

人
的
と
は
同
じ
で
な
く
、
我
々
は
他
と
パ
ト
ス
を
共
に
す
る
こ
と Sym

pathie 

に
よ
っ
て
真
に
性
格
的
と
な
る
の

で
あ
る
。
世
界
観
は
決
し
て
単
に
個
人
的
な
も
の
で
な
く
、
或
る
団
体
の
、
或
る
民
族
の
、
或
る
階
級
の
世
界
観

で
も
あ
る
。
ひ
と
が
如
何
な
る
哲
学
を
と
る
か
は
彼
の
性
格
に
か
か
っ
て
い
る
、
と
い
う
風
な
こ
と
を
フ
ィ
ヒ
テ

が
い
っ
た
。
こ
れ
は
我
々
が
説
明
し
た
よ
う
な
意
味
で
は
全
く
正
し
い
。
し
か
し
哲
学
は
そ
の
あ
ら
ゆ
る
部
分
に

お
い
て
世
界
観
的
で
あ
る
の
で
は
な
く
世
界
像
的
な
部
分
も
あ
り
、
ま
た
ひ
と
は
他
と
パ
ト
ス
を
共
に
し
得
ぬ
も

の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
附
け
加
え
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

＊　

V
gl. K

ant, K
ritik der reinen Vernunft, B

 702.

＊
＊　

K
. Jaspers, Psychologie der W

eltanschauungen, 2te A
ufl. 1922, S. 7.

も
と
よ
り
世
界
像
と
世
界
観
と
は
単
に
抽
象
的
に
区
別
さ
る
べ
き
も
の
で
な
く
、
重
要
な
の
は
む
し
ろ
両
者
の

弁
証
法
的
関
係
を
把
握
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
先
ず
世
界
像
は
何
等
か
の
仕
方
で
世
界
観
に
よ
っ
て
制
約
さ

れ
て
い
る
。
尤
も
こ
れ
は
す
べ
て
の
場
合
に
自
覚
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
は
な
い
。
蓋
し
世
界
像
と
の
差
別
の
方
面

か
ら
見
る
限
り
、
世
界
観
は
根
源
的
に
は
主
体
的
事
実
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
他
の
場
合
に
述
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べ
た
如
く
、
主
体
的
事
実
は
単
に
意
識
に
お
い
て
自
己
を
表
出
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
に
先
立
っ
て

意
識
を
超
出
し
て
存
在
と
し
て
の
歴
史
（
ロ
ゴ
ス
と
し
て
の
歴
史
に
属
す
る
世
界
像
も
こ
の
と
き
存
在
と
し
て
の

歴
史
の
一
種
と
看
做
し
得
る
）
に
お
い
て
自
己
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
た
ひ
と
は
自

己
の
有
す
る
世
界
観
を
つ
ね
に
み
ず
か
ら
意
識
し
て
い
る
わ
け
で
な
く
、
彼
の
世
界
観
が
実
際
に
如
何
な
る
も
の

で
あ
る
か
は
却
っ
て
彼
の
行
う
と
こ
ろ
に
お
い
て
最
も
よ
く
知
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
次
に
現
実
の
世

界
観
は
何
等
か
の
世
界
像
を
含
む
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
そ
の
時
代
の
有
す
る
世
界
像
に
よ
っ
て
制

約
さ
れ
て
い
る
。
哲
学
的
世
界
観
に
つ
い
て
い
う
と
、
そ
れ
は
特
に
そ
の
時
代
の
科
学
の
状
態
に
よ
っ
て
制
約
さ

れ
て
い
る
。
そ
し
て
ま
た
現
実
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
世
界
観
は
何
よ
り
も
そ
の
時
代
の
科
学
的
世
界
像
に
結
び
附

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
間
は
単
に
主
体
的
事
実
で
な
く
同
時
に
客
体
的
存
在
で
あ
る
故
に
、
こ
の
要
求
は
根

本
的
で
あ
り
必
然
的
で
あ
る
。そ
れ
に
よ
っ
て
世
界
観
は
初
め
て
真
に
体
系
的
と
な
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

従
っ
て
世
界
観
の
発
展
の
た
め
に
は
科
学
的
世
界
像
の
発
展
が
必
要
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
世
界
像
の
世
界
観
か

ら
の
相
対
的
独
立
が
確
保
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
科
学
が
こ
の
よ
う
な
独
立
を
要
求
す
る
こ
と
は
正
当
で
あ
り
、
そ

れ
に
よ
っ
て
科
学
は
却
っ
て
真
に
世
界
観
の
発
展
に
役
立
つ
こ
と
が
で
き
る
。
自
然
的
な
世
界
観
に
お
い
て
は
世

界
像
と
世
界
観
と
は
直
接
的
な
統
一
を
な
し
て
い
る
。
そ
の
統
一
の
破
れ
る
こ
と
が
世
界
観
の
発
展
の
契
機
と
な
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世
界
観
構
成
の
理
論

る
の
で
あ
る
。
更
に
歴
史
的
に
見
る
と
、
社
会
の
均
衡
の
時
期
に
お
い
て
の
よ
う
に
世
界
像
と
世
界
観
と
の
間
に

有
機
的
連
続
が
与
え
ら
れ
て
い
る
場
合
、
世
界
観
は
ド
グ
マ
的
形
態
を
と
り
、
社
会
の
危
機
的
時
期
に
お
い
て
の

よ
う
に
世
界
観
が
世
界
像
か
ら
超
越
す
る
傾
向
の
存
す
る
場
合
、
世
界
観
は
ミ
ュ
ト
ス
的
形
態
を
と
る
と
い
う
こ

と
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
こ
で
は
も
は
や
こ
れ
以
上
内
容
的
な
問
題
に
立
ち
入
る
こ
と
を
や
め
て
、
最
後

に
再
び
世
界
観
学
の
立
場
に
つ
い
て
一
言
述
べ
て
お
こ
う
。
既
に
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
世
界
観
の
弁
証
法

的
構
成
で
あ
る
。
そ
れ
は
パ
ト
ス
的
意
識
と
ロ
ゴ
ス
的
意
識
と
の
弁
証
法
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
い
る
、
言
い
換

え
る
と
世
界
観
は
世
界
像
と
の
弁
証
法
的
関
係
に
お
い
て
構
成
さ
れ
且
つ
発
展
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
人
間

の
意
識
が
弁
証
法
的
で
あ
る
と
い
う
の
は
人
間
が
主
体
と
客
体
と
の
弁
証
法
的
統
一
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
か
よ

う
な
も
の
と
し
て
人
間
は
我
々
の
言
葉
に
よ
る
と
存
在
と
し
て
の
歴
史
に
属
す
る
と
共
に
事
実
と
し
て
の
歴
史
に

与
る
。
こ
の
二
重
の
意
味
に
お
け
る
歴
史
は
弁
証
法
的
関
係
に
立
っ
て
い
る
。
歴
史
的
自
省
は
か
く
の
如
き
弁
証

法
の
自
覚
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
と
歴
史
的
自
省
と
い
う
も
の
が
可
能
で
あ
る
の
も
、
二
つ
の
意
味
に
お
け

る
歴
史
の
関
係
が
弁
証
法
的
、
即
ち
単
に
連
続
的
で
な
く
、
連
続
的
で
あ
る
と
共
に
非
連
続
的
で
あ
る
か
ら
で
あ

る
。
世
界
観
は
根
本
に
お
い
て
事
実
と
し
て
の
歴
史
と
存
在
と
し
て
の
歴
史
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
そ
こ
か
ら
そ
れ
は
世
界
像
と
世
界
観
と
の
弁
証
法
的
構
成
を
含
み
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
弁
証
法
の
た
め
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に
も
と
歴
史
的
自
省
と
い
う
も
の
も
可
能
で
あ
り
、
ま
た
必
然
に
要
求
さ
れ
る
の
で
も
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
の
如

く
世
界
像
と
世
界
観
と
の
関
係
を
単
に
有
機
的
連
続
的
に
見
た
の
で
は
、
何
故
に
そ
こ
に
歴
史
的
自
省
が
可
能
で

あ
る
か
も
十
分
に
説
明
さ
れ
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
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人
間
学
と
歴
史
哲
学

人
間
学
と
歴
史
哲
学

一

人
間
学
の
性
質
が
学
問
上
如
何
に
考
え
ら
れ
る
に
し
て
も
、
こ
の
学
問
の
意
図
が
現
実
的
人
間
の
研
究
に
あ
る

こ
と
は
、
今
日
殆
ど
一
致
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
と
云
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
意
見
の
相
違
は
現
実
的
人
間
と
い

う
も
の
を
如
何
に
見
る
か
に
関
わ
っ
て
い
る
。
我
々
に
就
い
て
云
え
ば
、
現
実
的
と
い
う
語
は
こ
の
場
合
一
般
に

は
た
だ
歴
史
的
と
い
う
語
を
も
っ
て
置
き
換
え
る
こ
と
が
出
来
、
人
間
の
現
実
性
と
は
歴
史
性
に
ほ
か
な
ら
な
い

と
考
え
る
。
現
実
的
人
間
の
研
究
を
目
標
と
す
る
人
間
学
は
歴
史
に
於
け
る
人
間
の
研
究
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と

い
う
の
が
我
々
の
見
解
で
あ
る
。人
間
学
の
か
く
の
如
き
理
念
を
私
は
以
前
歴
史
的
人
間
学

0

0

0

0

0

0

と
名
付
け
て
お
い
た
。

現
実
的
と
い
う
語
は
固
よ
り
哲
学
の
根
本
概
念
の
一
つ
と
し
て
従
来
種
々
の
立
場
か
ら
種
々
に
理
解
さ
れ
て
い

る
。
や
が
て
我
々
自
身
こ
の
語
の
意
味
を
哲
学
的
に
規
定
す
べ
き
で
あ
る
に
し
て
も
、
最
初
に
考
慮
に
入
れ
ね
ば

な
ら
な
い
の
は
、
そ
の
よ
う
な
学
究
的
意
味
の
如
何
な
る
も
の
で
も
な
く
、
却
っ
て
そ
の
語
が
世
間
一
般
に
使
用

さ
れ
て
い
る
意
味
で
あ
る
。
現
実
的
と
云
え
ば
、普
通
に
は
「
実
際
的
」
と
い
う
意
味
に
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
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そ
れ
が
哲
学
の
歴
史
に
於
て
負
わ
さ
れ
て
来
た
種
々
の
学
究
的
意
味
に
も
拘
ら
ず
、
か
く
の
如
き
世
間
的
意
味
を

つ
ね
に
記
憶
す
る
こ
と
が
人
間
学
に
と
っ
て
は
こ
の
学
問
の
性
質
上
大
切
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
実
際
的
と
は
先
ず

「
行
為
的
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
現
実
的
人
間
を
研
究
す
る
人
間
学
は
こ
の
よ
う
に
行
為
的
人
間
の
研
究
で
あ

り
、
何
よ
り
も
行
為
の
立
場
に
立
つ
こ
と
を
要
求
さ
れ
て
い
る
。
次
に
実
際
的
は
「
日
常
的
」
と
い
う
意
味
を
含

む
で
あ
ろ
う
。
特
別
の
人
間
の
特
別
の
場
合
に
関
す
る
こ
と
で
な
く
、
日
常
の
人
間
の
日
常
の
場
合
に
関
す
る
こ

と
が
実
際
的
と
云
わ
れ
る
。
そ
し
て
人
間
学
に
就
い
て
語
る
と
き
当
然
そ
の
人
々
の
こ
と
が
真
先
に
想
い
起
さ
れ

る
。
フ
ラ
ン
ス
の
モ
ラ
リ
ス
ト
た
ち
が
彼
等
の
観
察
に
於
て
重
ん
じ
た
の
は
、
多
く
は
そ
の
よ
う
な
日
常
的
な
も

の
で
あ
っ
た
。
こ
の
尊
敬
す
べ
き
伝
統
に
従
っ
て
も
日
常
的
な
も
の
は
人
間
学
に
と
っ
て
重
要
な
主
題
で
あ
る
べ

き
筈
で
あ
る
。
人
間
学
は
自
己
の
研
究
の
足
場
を
絶
え
ず
日
常
的
な
も
の
の
う
ち
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

私
が
現
実
的
と
い
う
語
の
意
味
に
関
し
て
先
ず
そ
の
世
間
的
、
従
っ
て
日
常
的
意
味
に
注
意
を
向
け
た
の
も
、
実

は
そ
の
た
め
で
あ
っ
た
。
哲
学
に
於
て
他
の
場
合
に
は
無
視
乃
至
軽
視
さ
れ
る
の
を
つ
ね
と
す
る
日
常
的
な
も
の

こ
そ
人
間
学
の
耕こ
う
じ
ょ鋤
す
べ
き
土
地
で
あ
り
、
そ
の
豊
富
さ
は
ま
さ
に
ひ
と
の
想
像
以
上
で
あ
る
。
我
々
の
「
実
生

活
」
と
云
わ
れ
る
の
は
行
為
的
な
且
つ
日
常
的
な
生
活
の
こ
と
で
あ
る
が
、
か
か
る
実
生
活
の
意
味
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
が
人
間
学
の
任
務
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
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史
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か
く
て
人
間
学
は
、
カ
ン
ト
が
彼
の
書
物
を
名
付
け
た
よ
う
に
「
実
際
的
見
地
に
於
け
る
人
間
学
」

A
nthropologie in pragm

atischer H
insicht 

で
あ
る
べ
く
、
そ
の
理
念
は
実
際
的
人
間
学

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
と
云
わ
れ
る
で

あ
ろ
う
。
こ
の
人
間
学
は
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば「
自
由
に
行
為
す
る
者
」と
し
て
の
人
間
を
考
察
す
る
。
そ
れ
は「
自

然
の
所
作
に
属
す
る
産
物
と
し
て
の
人
間
種
族
に
就
い
て
の
知
識
」
の
こ
と
で
な
く
、「
世
界
市
民
と
し
て
の
人

間
の
認
識
」
を
謂
う
の
で
あ
る
。
尤
も
カ
ン
ト
は
人
間
学
の
う
ち
に
実
際
的
人
間
学
と
並
べ
て
自
然
学
的
人
間
学

を
も
含
め
て
考
え
た
。
然
し
後
の
も
の
は
そ
の
実
質
に
於
て
要
す
る
に
人
類
学
、
乃
至
民
族
学
、
乃
至
生
理
学
、

乃
至
自
然
科
学
的
心
理
学
、
等
の
諸
科
学
に
ほ
か
な
か
る
べ
く
、
従
っ
て
こ
れ
ら
人
間
に
関
す
る
各
名
称
の
諸
科

学
か
ら
区
別
さ
れ
て
「
人
間
学
」
な
る
固
有
の
名
を
保
持
し
得
る
も
の
は
、
実
際
的
人
間
学
の
み
と
な
る
で
あ
ろ

う
。
と
こ
ろ
で
我
々
に
と
っ
て
カ
ン
ト
の
人
間
学
に
於
け
る
主
要
な
欠
点
と
感
ぜ
ら
れ
る
の
は
、
歴
史
的
見
地
の

欠
如
で
あ
る
。「
世
界
市
民
と
し
て
の
人
間
の
認
識
」と
い
う
彼
の
規
定
は
、今
日
人
間
学
に
与
え
ら
れ
て
い
る
種
々

な
る
定
義
に
比
し
て
遥
か
に
適
切
な
も
の
で
あ
る
に
拘
ら
ず
、
我
々
は
こ
の
、
倫
理
学
を
初
め
カ
ン
ト
の
全
哲
学

に
対
し
て
基
礎
的
意
義
を
有
す
る
「
世
界
市
民
」W

eltbürger 

な
る
概
念
そ
の
も
の
の
非
歴
史
性
を
考
え
ざ
る
を

得
な
い
。
そ
し
て
我
々
は
歴
史
性
の
見
地
を
人
間
学
の
根
本
的
な
見
地
と
な
し
、
人
間
学
は
歴
史
に
於
て
行
為
す

る
人
間
の
研
究
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
主
張
す
る
。
そ
こ
で
問
題
は
、
実
際
的
見
地
と
歴
史
的
見
地
と
は
矛
盾
せ
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ず
、
歴
史
的
人
間
学
は
自
家
撞
着
に
陥
る
こ
と
な
し
に
実
際
的
人
間
学
の
見
地
に
承
認
を
与
え
、
そ
れ
と
結
合
し

得
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
に
ア
ポ
リ
ア
が
あ
る
。
実
際
的
人
間
学
本
来
の
見
地
が
日
常
的
な
も
の
を
重
ん
ず
る
こ
と
に
存
す
る
と
す

れ
ば
、
そ
れ
は
歴
史
的
人
間
学
の
主
張
と
相
容
れ
ぬ
か
の
如
く
見
え
る
。
歴
史
と
云
え
ば
、
何
か
偉
大
な
も
の
、

非
凡
な
も
の
、
お
よ
そ
何
か
非
日
常
的
な
も
の
が
理
解
さ
れ
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
歴
史
的
な
も
の
は
創
造
的
な

も
の
、
革
命
的
な
も
の
、
日
常
的
な
も
の
は
習
慣
的
な
も
の
、
自
然
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
歴
史
的
な
も
の

は
独
自
な
も
の
、
個
性
的
な
も
の
と
し
て
規
定
さ
れ
る
（
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
そ
の
他
）
に
反
し
、
日
常
的
な
も

の
は
凡
庸
な
も
の
、
平
均
的
な
も
の
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
（
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
そ
の
他
）。
日
常
的
行
為
は
歴

史
的
実
践
と
は
見
ら
れ
ず
、
日
常
的
人
間
は
歴
史
的
人
物
と
は
云
わ
れ
な
い
。
そ
の
差
異
が
学
問
的
原
理
的
に
ど

の
よ
う
に
規
定
さ
れ
る
に
せ
よ
、
両
者
の
間
に
一
定
の
区
別
が
認
め
ら
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
歴
史
学
も
成
立
し

得
ぬ
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
歴
史
学
に
と
っ
て
は
、
無
数
の
人
間
及
び
人
間
的
活
動
並
に
そ
の
生
産
物
の
中
か

ら
特
に
歴
史
的
な
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0das spezifisch H
istorische 

を
区
別
し
選
択
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
歴
史
学
の
認
識

目
的
が
無
駄
で
な
い
以
上
、
歴
史
的
な
も
の
と
日
常
的
な
も
の
と
の
間
に
は
決
し
て
抹
殺
し
て
し
ま
う
こ
と
を
許

さ
れ
な
い
差
異
が
存
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
限
り
、
日
常
的
な
も
の
は
歴
史
的
で
な
く
、
却
っ
て
ま
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さ
に
日
常
性

0

0

0

が
そ
の
本
質
規
定
で
あ
る
筈
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
、
か
く
の
如
き
意
味
に
於
て
日
常
性
に
対
立
す

る
歴
史
的
な
も
の
の
歴
史
性
は
恰あ
た
かも
世
界
歴
史
性

0

0

0

0

0

と
し
て
術
語
的
に
規
定
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
と
概
念

上
区
別
し
て
本
来
の
歴
史
性

0

0

0

が
考
え
ら
れ
得
、
ま
た
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
歴
史

性
に
関
し
て
、
歴
史
的
（
世
界
歴
史
的
）
な
も
の
が
歴
史
的
で
あ
る
の
は
勿
論
、
日
常
的
な
も
の
も
歴
史
的
で
あ

る
と
云
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
日
常
的
人
間
は
世
界
史
的
人
物
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
な
お
歴
史
的
人
間
で
あ
る
。

本
来
の
歴
史
性
と
世
界
歴
史
性
と
を
区
別
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
人
間
学
に
於
け
る
実
際
的

見
地
と
歴
史
的
見
地
と
の
間
に
存
す
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
撞
着
も
除
か
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
日
常
性
、
世
界
歴

史
性
及
び
歴
史
性
と
い
う
三
つ
の
概
念
は
我
々
の
人
間
学
に
於
け
る
一
聯
の
根
本
的
範
疇
で
あ
る
。
そ
の
区
別
並

に
聯
関
は
具
体
的
な
問
題
に
就
い
て
展
開
さ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
が
、
差
当
り
人
間
学
の
課
題
の
方
面
か
ら
簡
単

に
次
の
如
く
考
え
て
み
よ
う
。

人
間
学
は
歴
史
に
於
け
る
人
間
の
研
究
で
あ
る
と
云
っ
て
も
、
そ
れ
が
所
謂
人
間
歴
史 M

enschengeschichte 

の
研
究
で
な
く
、
寧
ろ
従
来
屡
々
云
わ
れ
た
よ
う
に
、
人
間
性
も
し
く
は
人
間
的
自
然 M

enschennatur 

の
研
究

で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
際
、人
間
的
自
然
は
従
来
多
く
人
間
心
理
の
意
味
に
解
さ
れ
、

人
間
学
は
心
理
学
と
同
じ
に
見
ら
れ
て
来
た
。
か
よ
う
な
見
方
に
我
々
は
容
易
に
同
意
し
得
な
い
に
し
て
も
、
人
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間
学
が
単
に
外
的
人
間
の
考
察
で
な
く
、
心
理
と
云
う
如
き
内
的
人
間
的
な
も
の
の
研
究
で
あ
る
べ
き
こ
と
は
承

認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
間
的
自
然
と
呼
ば
れ
る
の
は
人
間
の
内
的
自
然
で
あ
っ
て
、
外
に
見
ら
れ
る
一
切

の
人
間
的
活
動
並
に
そ
の
生
産
物
は
か
か
る
人
間
的
自
然
に
制
約
さ
れ
、
ま
た
前
者
は
後
者
を
表
現
す
る
と
い
う

風
に
見
ら
れ
て
い
る
。
然
る
に
我
々
は
実
に
か
く
の
如
き
人
間
的
自
然
の
一
般
的
な
根
本
的
な
規
定
が
歴
史
性
で

あ
る
と
主
張
す
る
。
人
間
的
自
然
は
歴
史
的
自
然
で
あ
る
。
歴
史
性
が
人
間
の
内
的
な
本
性
一
般
で
あ
る
と
す
れ

ば
、
所
謂
歴
史
が
か
か
る
歴
史
性
に
制
約
さ
れ
、
ま
た
そ
れ
を
表
現
す
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
く
、
日
常
的
な

も
の
も
人
間
的
な
も
の
と
し
て
既
に
そ
れ
に
制
約
さ
れ
、
ま
た
そ
れ
を
表
現
し
、
従
っ
て
歴
史
的
と
考
え
ら
れ
得

る
筈
で
あ
る
。
歴
史
的
な
も
の
と
は
区
別
さ
れ
る
日
常
的
な
も
の
の
根
柢
に
も
人
間
的
自
然
の
歴
史
性
が
認
め
ら

れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
に
人
間
を
歴
史
性
の
見
地
か
ら
―
―
世
界
歴
史
的
見
地
か
ら
で
な
く
―

―
解
明
す
る
人
間
学
を
歴
史
的
人
間
学
と
名
付
け
る
と
き
、
そ
れ
が
我
々
に
と
っ
て
人
間
学
の
一
種
に
過
ぎ
ぬ
が

如
き
も
の
で
な
い
こ
と
も
明
瞭
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
固
よ
り
人
間
的
自
然
を
直
に
心
理
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
な

い
。
人
間
的
活
動
並
に
そ
の
生
産
物
の
う
ち
に
表
現
さ
れ
る
の
は
単
に
心
理
の
み
で
な
く
、
ま
た
身
体
性
（
内
的

身
体
）
で
も
あ
り
、
即
ち
人
間
が
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
然
し
人
間
と
云
っ
て
も
外
的
人
間
の
こ
と
で
な
く
、

内
的
意
味
の
も
の
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
一
般
に
内
と
外
と
云
う
如
き
関
係
の
存
し
な
い
場
合
に
は
表
現
な
る
も
の
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も
存
し
な
い
。
内
的
人
間
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
心
理
よ
り
も
根
源
的
で
あ
っ
て
、
心
理
は
既
に
そ
れ
の
表
現
と
も

見
ら
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
と
も
か
く
人
間
が
い
わ
ば
一
重
の
も
の
で
な
く
、
内
的
人
間
及
び
外
的
人
間
と
云
う
が

如
く
二
重
の
も
の
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
に
、
歴
史
性
の
概
念
と
世
界
歴
史
性
の
概
念
と
の
区
別
さ
れ

る
最
初
の
理
由
が
あ
る
。
実
際
、
人
間
と
い
う
語
は
絶
え
ず
二
重
の
意
味
に
語
ら
れ
て
い
る
。「
彼
の
身
振
は
彼

の
人
間
を
い
か
に
も
よ
く
現
し
て
い
る
」、
な
ど
と
い
う
日
常
始
終
出
会
う
言
い
廻
し
に
於
て
も
、
外
的
人
間
と

内
的
人
間
と
が
区
別
さ
れ
、
一
が
他
の
表
現
と
見
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
他
方
、
人
間
は
そ
の
存
在
に

於
て
二
重
の
も
の
で
あ
る
故
に
、
も
と
歴
史
的
で
あ
る
の
で
も
あ
る
。
歴
史
も
二
重
の
も
の
で
あ
り
、
二
重
に
語

ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
私
は
こ
れ
を
歴
史
哲
学
の
書
物
で
は
事
実
と
し
て
の
歴
史
及
び
存
在
と
し
て
の
歴
史
と
い
う

風
に
規
定
し
て
お
い
た
。
い
ま
歴
史
性
と
世
界
歴
史
性
と
の
区
別
も
そ
れ
に
相
応
し
て
考
え
ら
れ
よ
う
。
歴
史
性

が
主
体
と
し
て
の
人
間
の
規
定
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
日
常
性
と
世
界
歴
史
性
と
は
寧
ろ
客
体
的
な
区
別
に
関
係
す

る
と
云
う
こ
と
も
出
来
る
。
固
よ
り
世
界
歴
史
的
な
も
の
も
日
常
的
な
も
の
も
、
そ
れ
ら
が
そ
の
よ
う
な
も
の
と

し
て
理
解
さ
れ
る
限
り
、
唯
客
体
的
に
で
な
く
既
に
主
体
的
に
把
握
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
世
界
歴
史
的
な
も

の
の
歴
史
性
が
人
間
の
根
源
的
な
歴
史
性
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
る
如
く
、
日
常
的
な
も
の
も
こ
の
根
柢
か
ら
理
解

さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
歴
史
性
が
示
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
の
み
で
な
く
、
日
常
性
と
世
界
歴
史
性
と
の
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区
別
の
基
礎
が
歴
史
性
そ
の
も
の
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
然
し
な
が
ら
ま
た
注
意
す

べ
き
は
、
単
な
る
内
的
歴
史
性
も
そ
れ
自
身
現
実
的
な
歴
史
性
で
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
内
と
外
と
が
結
び

付
く
と
こ
ろ
に
の
み
歴
史
は
現
実
的
に
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
歴
史
的
人
間
の
研
究
或
は
現
実
的
な
人
間
の
歴
史

性
の
研
究
を
目
差
す
人
間
学
は
ま
た
単
な
る
内
的
人
間
の
研
究
に
留
り
得
な
い
。
内
的
人
間 l’hom

m
e intérieur 

と
外
的
人
間 l’hom

m
e extérieur 

と
の
区
別
を
彼
の
人
間
学
の
基
礎
と
し
た
メ
ー
ヌ
・
ド
・
ビ
ラ
ン
も
、
全
体

的
人
間 l’hom

m
e tout entier 

の
研
究
を
も
っ
て
人
間
学
の
究
極
の
目
的
と
考
え
た
。
人
間
の
歴
史
性
は
そ
の
全

存
在
に
関
わ
る
。
そ
れ
は
日
常
性
、
世
界
歴
史
性
及
び
歴
史
性
と
い
う
三
つ
の
概
念
の
生
命
的
な
聯
関
を
展
開
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
現
実
的
に
解
明
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。

人
間
の
歴
史
性
は
云
う
ま
で
も
な
く
「
歴
史
哲
学
」
と
名
付
け
ら
れ
る
も
の
の
根
本
問
題
で
も
あ
る
。
然
し
歴

史
哲
学
の
場
合
、
研
究
の
手
引
と
な
る
の
は
何
よ
り
も
歴
史
（
世
界
歴
史
）
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
目
的

と
な
る
の
も
歴
史
、
そ
れ
故
に
ま
た
歴
史
学
的
認
識
の
問
題
の
究
明
で
あ
る
。
か
く
て
歴
史
哲
学
に
よ
っ
て
お
の

ず
か
ら
埒
外
に
置
か
れ
て
来
た
日
常
的
な
も
の
を
人
間
学
は
特
別
に
取
上
げ
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
て
い
る
。
歴
史

哲
学
の
課
題
が
デ
ィ
ル
タ
イ
の
い
う
「
歴
史
的
理
性
の
批
判
」
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
日
常
性
の
批
判
は
人
間
学
の

特
殊
な
課
題
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
批
判
は
日
常
的
な
も
の
の
根
柢
に
歴
史
性
を
究
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
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人
間
学
と
歴
史
哲
学

可
能
で
あ
る
。
人
間
の
歴
史
性
の
問
題
は
人
間
学
の
中
心
を
な
す
べ
き
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
考
察
の
地
盤
と
な

る
の
は
勿
論
、
或
る
意
味
で
は
そ
の
目
的
と
な
る
の
も
ま
た
日
常
性
で
あ
る
。
か
か
る
点
か
ら
、
歴
史
哲
学
が
世

界
歴
史
性
の
哲
学
で
あ
る
に
対
し
て
、
人
間
学
は
日
常
性
の
歴
史
哲
学

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
と
云
い
得
る
で
も
あ
ろ
う
。
我
々

は
固
よ
り
、
こ
の
よ
う
に
日
常
性
と
歴
史
性
と
を
関
係
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
の
所
謂
実
用
主
義
的
歴
史
観

即
ち
凡す
べ

て
の
歴
史
的
事
件
を
日
常
的
な
心
理
上
の
動
機
及
び
原
因
か
ら
説
明
す
る
こ
と
に
味
方
し
よ
う
と
す
る
の

で
な
く
、
乃
至
は
歴
史
に
於
け
る
英
雄
や
天
才
の
役
割
を
無
視
す
る
所
謂
集
団
主
義
的
歴
史
観
に
無
条
件
に
賛
成

し
よ
う
と
す
る
の
で
も
な
い
。
然
し
な
が
ら
我
々
は
、
歴
史
哲
学
が
絶
え
ず
閑
却
し
て
来
た
日
常
的
な
も
の
の
内

奥
に
歴
史
性
を
探
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
常
性
の
一
層
深
い
意
味
を
発
見
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
そ
れ
に

よ
っ
て
我
々
は
、
歴
史
的
な
も
の
と
日
常
的
な
も
の
と
の
抽
象
的
分
離
を
排
し
て
、
両
者
を
具
体
的
な
聯
関
に
於

て
把
握
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
抽
象
的
分
離
は
、
歴
史
並
に
人
間
の
歴
史
性
の
問
題
が
従
来
の
歴
史
哲

学
に
於
て
の
如
く
専
ら
歴
史
学
に
定
位
し
て
考
察
さ
れ
る
限
り
お
の
ず
か
ら
生
じ
て
来
る
。な
ぜ
な
ら
歴
史
学
は
、

認
識
は
事
実
の
選
択
で
あ
る
と
い
う
、
認
識
の
単
純
な
基
礎
的
な
条
件
か
ら
云
っ
て
も
、
そ
の
よ
う
な
分
離
抽
象

を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。
然
し
な
が
ら
哲
学
的
に
云
え
ば
、
歴
史
の
問
題
は
優
先
的
に
歴
史
学
的
認
識
の
方
面

か
ら
考
察
さ
る
べ
き
で
な
く
、
却
っ
て
人
間
の
歴
史
性
の
問
題
と
し
て
根
源
的
に
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
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か
る
根
源
的
な
歴
史
性
に
於
て
世
界
歴
史
性
と
日
常
性
と
は
相
関
聯
し
て
、
そ
の
区
別
に
於
け
る
統
一
に
於
て
把

握
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。

か
く
て
人
間
学
は
日
常
性
を
重
ん
ず
る
と
云
っ
て
も
、
そ
れ
が
立
場
と
し
て
乃
至
は
主
義
と
し
て
日
常
性
の
上

に
立
つ
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
得
な
い
。
そ
し
て
日
常
性
と
世
間
と
い
う
概
念
と
が
密
接
に
結
び
付
い
て
い
る
と

す
れ
ば
、
人
間
学
は
単
な
る
世
間
学

0

0

0

で
は
あ
り
得
な
い
。
も
し
我
々
の
人
間
学
の
立
場
に
就
い
て
訊
ね
ら
れ
る
な

ら
ば
、
我
々
は
歴
史
性
の
立
場
に
立
つ
と
答
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
は
、
日
常
性
の
概
念
も

一
の
方
法
論
的
意
味
の
も
の
で
あ
る
。
蓋
し
人
間
の
本
性
は
単
に
所
謂
歴
史
か
ら
の
み
で
な
く
、
ま
た
日
常
的
な

も
の
か
ら
解
明
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
重
の
方
面
か
ら
考
察
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
そ
れ
の

理
解
は
不
十
分
に
終
り
易
い
。
既
に
日
常
的
な
も
の
と
歴
史
的
な
も
の
と
が
区
別
さ
れ
る
限
り
、
両
者
に
於
て
人

間
の
歴
史
的
本
性
の
同
じ
方
面
が
同
じ
仕
方
で
現
れ
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
人
間
の
根
源
的
な

歴
史
性
の
完
全
な
理
解
は
、
歴
史
的
な
も
の
か
ら
の
そ
れ
の
理
解
と
日
常
的
な
も
の
か
ら
の
そ
れ
の
理
解
と
が
相

互
に
照
明
し
、
相
互
に
批
判
し
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
達
せ
ら
れ
る
。
先
ず
世
界
歴
史
性
は
日
常
性
を
通
し
て
批
判

さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
何
よ
り
も
世
界
歴
史
の
虚
栄
と
も
云
う
べ
き
も
の
―
―
「
ク
レ
オ
パ
ト
ラ
の
鼻
が
も
っ

と
低
か
っ
た
と
し
た
ら
、
地
上
の
全
相
貌
は
変
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
」
と
パ
ス
カ
ル
は
云
っ
た
―
―
が
暴
露
さ
れ
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人
間
学
と
歴
史
哲
学

る
で
あ
ろ
う
。
次
に
日
常
性
が
世
界
歴
史
性
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
何
よ
り

も
日
常
的
な
も
の
に
纏
わ
る
非
歴
史
性
の
外
観
―
―
と
い
う
の
は
、
日
常
的
な
も
の
は
或
る
自
然
的
な
も
の
と
見

ら
れ
る
性
質
を
自
己
自
身
の
う
ち
に
具
え
て
い
る
―
―
が
排
除
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
か
か
る
批
判
に
あ
っ

て
は
、
相
対
し
て
区
別
さ
れ
る
歴
史
的
な
も
の
と
日
常
的
な
も
の
と
が
直
接
に
批
判
し
合
う
と
い
う
よ
り
も
、
両

者
が
人
間
の
歴
史
性
の
根
源
に
於
て
対
質
す
る
と
い
う
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
か
く
て
初
め
て
そ
の
よ
う
な
相
互

批
判
乃
至
相
互
照
明
も
深
さ
と
確
か
さ
と
を
得
る
の
で
あ
る
。
人
間
学
は
日
常
性
を
特
別
に
取
上
げ
る
と
云
っ
て

も
単
に
日
常
的
な
も
の
の
う
ち
に
留
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
こ
の
も
の
を
そ
の
歴
史
性
か
ら
理
解
し
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
人
間
的
自
然
の
歴
史
性
の
解
明
が
人
間
学
の
問
題
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
世
界
歴
史
的
な
も
の
へ
の
関
係
付

け
は
ま
た
そ
れ
に
と
っ
て
欠
く
こ
と
の
出
来
ぬ
方
法
論
的
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
尤
も
こ
の
場
合
、
も
し
も
人
間

の
本
性
が
内
的
直
観
に
よ
っ
て
全
く
直
接
に
知
ら
れ
得
る
も
の
で
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
こ
の
種
の
迂
廻
は
無
用

で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
人
間
の
理
解
に
は
そ
の
表
現
を
通
ず
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

「
人
間
が
何
で
あ
る
か
は
た
だ
歴
史
の
み
が
語
る
。
歴
史
的
研
究
を
見
棄
て
る
こ
と
は
人
間
の
認
識
を
断
念
す
る

こ
と
で
あ
る
。」
と
デ
ィ
ル
タ
イ
は
云
っ
た
。
ま
こ
と
に
そ
の
通
り
で
あ
る
、
然
し
な
が
ら
た
だ
所
謂
歴
史
の
み

で
は
な
い
、
日
常
的
な
も
の
も
人
間
の
表
現
と
し
て
人
間
学
に
と
っ
て
は
極
め
て
重
要
な
研
究
の
手
引
で
あ
る
。
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日
常
的
な
も
の
と
歴
史
的
な
も
の
と
の
相
互
批
判
乃
至
相
互
照
明
に
よ
っ
て
人
間
の
本
性
を
究
明
す
る
と
い
う
の

が
我
々
の
道
で
あ
る
。
お
お
ま
か
に
云
え
ば
、
世
界
歴
史
性
に
定
位
す
る
の
を
つ
ね
と
す
る
ド
イ
ツ
流
の
歴
史
哲

学
と
日
常
性
に
定
位
す
る
の
を
慣
わ
し
と
す
る
フ
ラ
ン
ス
風
の
モ
ラ
リ
ス
ト
の
哲
学
と
の
綜
合
に
よ
っ
て
人
間
学

は
新
し
い
基
礎
に
立
た
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

二

一
、
日
常
性
は
或
る
意
味
で
は
歴
史
の
地
盤
と
考
え
ら
れ
得
る
。
歴
史
に
記
載
さ
れ
て
い
る
が
如
き
行
為
も
日

常
生
活
に
属
す
る
も
の
に
支
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
地
盤
に
於
て
動
い
て
い
る
。
日
常
性
は
我
々
の
生
活
の
よ
り

永
続
的
な
状
態
で
あ
る
。
我
々
は
我
々
の
生
存
の
こ
の
よ
う
な
、
よ
り
単
純
な
、
よ
り
恒
常
な
条
件
に
就
い
て
は

殆
ど
反
省
し
な
い
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
ひ
と
は
「
事
件
」
を
好
み
、事
件
に
よ
っ
て
刺
戟
さ
れ
る
こ
と
を
欲
す
る
。

こ
の
こ
と
は
人
間
の
存
在
が
そ
の
内
的
本
質
に
於
て
如
何
に
不
安
で
あ
る
か
を
示
し
て
い
る
。
日
常
的
な
も
の
は

事
件
性
に
乏
し
く
、
事
件
と
云
う
よ
り
も
状
態
と
云
わ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
歴
史
の
ア
マ
チ
ュ
ア

が
歴
史
の
う
ち
に
求
め
る
の
は
事
件
で
あ
る
。
歴
史
は
我
々
を
容
易
に
「
事
件
に
よ
っ
て
思
考
す
る
」 penser par 

événem
ents

（
ヴ
ァ
レ
リ
イ
）
よ
う
に
習
慣
付
け
る
。
所
謂
政
治
史
的
歴
史
は
と
り
わ
け
そ
う
で
あ
る
。
政
治
そ
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人
間
学
と
歴
史
哲
学

の
も
の
が
屡
々
虚
栄
で
無
益
で
あ
る
の
も
、
政
治
的
思
惟
が
事
件
に
よ
っ
て
思
考
す
る
傾
向
を
有
す
る
が
た
め
に

ほ
か
な
ら
な
い
。
歴
史
は
そ
の
ア
マ
チ
ュ
ア
を
し
て
日
常
的
な
も
の
を
軽
蔑
さ
せ
、
こ
の
も
の
の
深
い
意
味
の
理

解
を
妨
げ
が
ち
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
元
来
歴
史
的
事
件
に
属
せ
ず
、
歴
史
に
於
て
は
寧
ろ
た
だ
「
逸
話
」
と
し
て

伝
え
ら
れ
る
に
過
ぎ
ぬ
も
の
に
関
す
る
領
域
が
却
っ
て
人
間
の
実
生
活
で
あ
っ
て
、
歴
史
的
出
来
事
に
と
っ
て
も

そ
の
一
般
的
な
条
件
と
な
っ
て
い
る
。
逸
話
は
特
に
歴
史
的
な
も
の
の
範
囲
か
ら
逸
し
た
日
常
的
な
も
の
に
就
い

て
語
ら
れ
る
。
世
界
史
的
人
物
が
日
常
的
な
も
の
に
於
て
は
如
何
に
行
為
し
た
か
、
そ
し
て
彼
等
が
如
何
に
我
々

凡
庸
の
者
と
同
じ
人
間
ら
し
さ
を
有
し
た
か
、
な
ど
と
い
う
こ
と
を
知
ら
せ
る
と
こ
ろ
に
、
逸
話
の
主
な
る
興
味

が
あ
る
。
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
が
プ
ル
タ
ル
コ
ス
を
愛
し
た
の
も
、
プ
ル
タ
ル
コ
ス
が
英
雄
た
ち
の
稀
な
る
運
命
に
就

い
て
物
語
り
な
が
ら
、
彼
等
に
於
て
日
常
的
人
間
的
生
活
を
顕
し
、
彼
等
を
「
そ
の
日
常
性
に
於
て
」en leur à 

tous les jours 

示
す
こ
と
を
好
ん
だ
が
た
め
で
あ
っ
た
。
日
常
性
は
歴
史
の
平
凡
な
、
自
明
な
前
提
で
あ
る
だ
け
、

歴
史
家
の
眼
か
ら
逃
れ
易
く
、
ま
た
歴
史
叙
述
か
ら
抽
象
さ
れ
る
。
二
、
然
る
に
日
常
的
な
も
の
は
た
だ
歴
史
の

地
盤
と
い
う
の
み
で
な
く
、
そ
れ
自
身
既
に
歴
史
性
を
有
す
る
。
そ
れ
は
決
し
て
単
な
る
状
態
で
な
く
、
却
っ
て

「
出
来
事
」
で
あ
り
、
か
か
る
意
味
に
於
て
既
に
歴
史
性
を
具
え
て
い
る
（
歴
史 G

eschichte 

の
も
と
の
意
味
は

出
来
事 B

egebenheit 

で
あ
る
）。
そ
れ
は
歴
史
的
事
件
に
比
し
て
事
件
と
は
云
わ
れ
ぬ
が
如
き
も
の
で
あ
る
に
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せ
よ
、
な
お
行
為
的
な
も
の
で
あ
る
。
日
常
的
人
間
と
云
っ
て
も
千
篇
一
律
の
人
間
で
は
な
く
て
、
皆
そ
れ
ぞ
れ

の
性
格
、め
い
め
い
の
運
命
を
有
す
る
独
自
の
、個
性
的
な
人
間
で
あ
る
。彼
等
も
ま
た
屡
々
逸
話
の
持
主
で
あ
る
。

彼
等
の
逸
話
は
固
よ
り
直
に
歴
史
的
価
値
を
有
す
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。
然
し
逸
話
は
、
一
方
世
界
史
的
な
人

物
及
び
事
件
に
於
け
る
或
る
日
常
的
な
も
の
に
関
す
る
如
く
、
他
方
日
常
的
な
人
間
及
び
出
来
事
に
就
い
て
或
る

歴
史
的
意
義
を
含
む
も
の
に
関
し
て
い
る
。
歴
史
的
な
も
の
と
日
常
的
な
も
の
と
が
相
接
す
る
と
こ
ろ
に
逸
話
の

領
域
が
あ
る
と
云
わ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
逸
話
は
人
間
の
世
界
に
於
て
決
し
て
稀
な
も
の
で
な
く
、
注
意
と
理

解
と
に
富
め
る
心
は
到
る
処
に
逸
話
的
な
も
の
を
発
見
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
逸
話
と
い
う
語
に
附
帯
す
る
稀

少
性
の
意
味
を
離
れ
、
且
つ
そ
の
語
（anecdote, ajnevkdotoV,  inédit

）
が
歴
史
叙
述
の
、
従
っ
て
世
界
歴
史
性

の
立
場
か
ら
考
え
ら
れ
て
い
る
の
を
日
常
性
の
立
場
か
ら
考
え
る
と
き
、
逸
話
の
概
念
に
代
っ
て
「
時
事
」
と
い

う
概
念
が
現
れ
て
来
る
。
時
事
と
い
う
場
合
、
日
常
的
な
も
の
は
た
だ
日
常
性
に
於
て
考
え
ら
れ
る
の
で
な
く
、

却
っ
て
出
来
事
と
し
て
の
歴
史
性
が
顕
に
さ
れ
て
い
る
。
日
常
的
と
歴
史
的
と
が
相
接
す
る
と
こ
ろ
に
時
事
的
な

も
の
が
あ
る
。
人
間
の
実
生
活
の
現
実
性
は
、actualité 
と
い
う
語
が
同
時
に
意
味
す
る
よ
う
に
時
事
性

0

0

0

で
あ
る
。

し
か
も
我
々
は
か
か
る
時
事
性
を
所
謂
事
件
性
と
し
て
で
な
く
、
時
間
性
、
変
化
性
、
出
来
事
の
原
始
的
な
意
味

に
於
て
理
解
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
三
、
然
し
な
が
ら
ま
た
日
常
的
な
も
の
と
世
界
歴
史
的
な
も
の
と
の
間
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に
は
ど
こ
ま
で
も
区
別
が
あ
り
、
そ
し
て
前
者
が
後
者
の
地
盤
で
あ
る
と
云
っ
て
も
、
前
者
が
そ
の
ま
ま
後
者
の

原
因
乃
至
動
機
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
し
そ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
ひ
と
は
所

謂
実
用
主
義
的
歴
史
観 pragm

atische G
eschichtsauffassung 

に
陥
る
の
ほ
か
な
い
。
事
実
、
日
常
性
を
重
視
す

る
実
際
的
人
間
学
は
そ
の
歴
史
観
に
於
て
従
来
し
ば
し
ば
実
用
主
義
的
歴
史
観
に
終
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
我
々

は
か
か
る
歴
史
観
を
承
認
す
る
こ
と
が
出
来
ぬ
。
日
常
的
な
も
の
と
歴
史
的
な
も
の
と
は
原
因
結
果
の
関
係
に
立

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
前
者
は
後
者
に
と
っ
て
直
接
の
原
因
で
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
た
だ
間
接
の
原
因
で
す

ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
日
常
的
な
も
の
と
歴
史
的
な
も
の
と
は
直
線
的
に
繋
が
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
円
環
的

に
結
び
付
く
の
で
あ
る
。
日
常
的
な
も
の
は
一
方
確
か
に
歴
史
的
な
も
の
の
条
件
で
あ
り
、
且
つ
そ
れ
自
身
既
に

歴
史
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
他
方
ま
た
ど
こ
ま
で
も
歴
史
的
な
も
の
か
ら
区
別
さ
れ
、
こ
の
も
の
の

直
接
乃
至
更
に
間
接
の
原
因
と
も
見
ら
れ
得
な
い
と
す
れ
ば
、
両
者
が
円
環
的
に
結
び
付
く
と
い
う
こ
と
は
、
た

だ
如
何
な
る
意
味
を
有
し
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

右
の
如
き
問
題
情
況
に
相
応
し
て
更
に
他
の
方
面
か
ら
新
た
に
ア
ポ
リ
ア
が
見
出
さ
れ
る
。
一
、
日
常
性
は
歴

史
の
地
盤
と
考
え
ら
れ
る
の
み
で
な
く
、
寧
ろ
或
る
意
味
で
は
そ
の
目
的
で
す
ら
あ
る
。
従
っ
て
両
者
が
円
環
的

に
結
び
付
く
と
い
う
こ
と
は
単
に
、
世
界
歴
史
的
な
も
の
が
歴
史
の
中
心
で
あ
っ
て
、
日
常
的
な
も
の
は
そ
の
周
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辺
で
あ
る
と
い
う
が
如
き
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
単
に
か
く
の
如
く
見
る
こ
と
は
な
お
、
い
わ
ば
歴
史
哲
学

的
偏
見
を
脱
し
な
い
も
の
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
歴
史
と
文
化
と
は
屡
々
同
一
視
さ
れ
て
い
る
。
リ
ッ
カ
ー
ト
の

如
き
、
歴
史
的
な
も
の
を
爾
余
の
も
の
、
つ
ま
り
日
常
的
な
も
の
か
ら
区
別
す
る
規
準
と
し
て
文
化
価
値
の
概
念

を
掲
げ
た
。こ
の
よ
う
に
し
て
歴
史
を
重
視
す
る
者
は
一
切
の
人
間
的
な
も
の
を
偏
に
文
化
価
値
の
見
地
に
於
て
、

文
化
中
心
の
立
場
か
ら
評
価
す
る
傾
向
を
有
し
、
従
っ
て
日
常
的
な
も
の
は
そ
れ
自
身
の
価
値
に
於
て
彼
等
か
ら

正
当
に
取
扱
わ
れ
な
い
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
日
常
的
な
も
の
は
固
有
の
文
化
的
な
も
の
に
対
し
て
は
寧
ろ
或
る
自

然
的
な
も
の
と
見
ら
れ
る
性
質
を
具
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
文
化
を
日
常
的
な
も
の
に
す
る
と
い

う
こ
と
は
重
要
な
歴
史
的
活
動
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
歴
史
の
意
義
は
文
化
の
創
造
に
存
す
る
と
見
做

さ
れ
る
に
し
て
も
、
文
化
は
日
常
性
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
意
義
を
完
う
す
る
と
考
え
ら
れ
得
る
。
文
化
の

担
う
普
遍
妥
当
性
と
い
う
論
理
的
価
値
は
日
常
性
と
い
う
生
の
意
味
に
達
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
我
々
は
歴

史
哲
学
が
従
来
屡
々
陥
っ
た
が
如
き
、
日
常
性
か
ら
切
離
さ
れ
た
抽
象
的
な
文
化
主
義

0

0

0

0

に
同
意
す
る
こ
と
が
出
来

な
い
。
寧
ろ
日
常
性
が
人
間
の
実
生
活
と
し
て
歴
史
の
目
標
で
あ
る
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
二
、

と
こ
ろ
で
日
常
的
な
も
の
と
云
っ
て
も
不
変
の
も
の
で
な
く
、
変
化
す
る
。
し
か
も
そ
れ
は
歴
史
の
変
化
す
る
限

り
に
於
て
根
本
的
に
は
変
化
す
る
。
歴
史
的
な
も
の
は
日
常
的
な
も
の
に
作
用
す
る
限
り
真
に
歴
史
的
な
も
の
で
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も
あ
る
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
意
味
に
於
て
は
世
界
歴
史
的
な
も
の
が
ど
こ
ま
で
も
歴
史
の
中
心
で
あ
っ
て
、

日
常
的
な
も
の
は
そ
の
周
辺
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
日
常
的
な
も
の
を
意
欲
す
る
者
は
先
ず
世
界
歴
史

的
な
も
の
、
文
化
的
な
も
の
を
意
欲
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
三
、
然
る
に
文
化
固
有
の
立
場
と
日
常
性
の
立
場

と
は
同
一
で
な
い
。
そ
こ
に
は
科
学
と
常
識
と
の
間
に
於
け
る
が
如
き
相
違
が
あ
る
。
科
学
は
常
識
の
単
な
る
延

長
で
な
い
よ
う
に
、
常
識
も
科
学
の
単
な
る
延
長
で
な
く
、
そ
こ
に
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が ejpisthvmh 

と dovxa 

と
に
関
し
て
述
べ
た
が
如
き
相
違
が
あ
る
。
常
識
が
常
識
と
し
て
固
有
の
価
値
を
有
す
る
の
は
自
然
の
世
界
に
於

て
で
な
く
、
人
間
的
且
つ
日
常
的
行
為
の
領
域
に
於
て
で
あ
る
。
即
ち
常
識
は
日
常
性
と
有
機
的
に
結
び
付
い
た

知
識
で
あ
っ
て
、
常
識
の
性
質
、
そ
の
価
値
、
そ
の
限
界
は
、
日
常
性
の
本
質
を
究
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か

に
さ
れ
る
。こ
こ
に
従
来
の
認
識
論
が
科
学
的
知
識
の
批
判
と
し
て
取
残
し
て
来
た
常
識
の
批
判
の
問
題
が
あ
る
。

科
学
の
立
場
と
常
識
の
立
場
と
が
異
な
る
如
く
、
文
化
の
立
場
と
日
常
性
の
立
場
と
は
同
一
で
な
い
。
こ
れ
を
ば

同
一
で
あ
る
か
の
如
く
考
え
る
と
き
、ひ
と
は
文
化
に
関
し
て
悪
し
き
功
利
主
義
に
陥
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

ま
た
そ
の
と
き
に
は
二
つ
の
立
場
の
相
違
に
基
づ
い
て
生
れ
る
文
化
に
固
有
な
悲
劇
性

0

0

0

は
見
失
わ
れ
、
安
価
な
啓

蒙
主
義
に
陥
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
我
々
は
日
常
性
か
ら
切
離
さ
れ
た
抽
象
的
な
文
化
主
義
に
反
対

し
て
日
常
性
が
或
る
意
味
で
は
歴
史
の
目
的
で
あ
る
と
考
え
る
に
し
て
も
、
日
常
的
な
も
の
は
根
本
的
に
は
歴
史
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的
な
も
の
が
変
化
す
る
限
り
変
化
す
る
の
で
あ
っ
て
、し
か
も
文
化
の
立
場
と
日
常
性
の
立
場
と
は
同
じ
で
な
く
、

一
を
他
の
延
長
と
し
て
考
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
日
常
的
な
も
の
と
歴
史
的
な
も
の
と
は
直
線
的
に
で
な

く
円
環
的
に
結
び
付
く
と
云
っ
て
も
、
こ
の
関
係
は
単
な
る
相
互
作
用
の
関
係
と
は
見
ら
れ
得
な
い
。
相
互
作
用

を
な
す
も
の
の
基
礎
に
は
連
続
性
、
共
通
性
が
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
固
よ
り
確
か
に
、
日
常
的
な
も
の
は
歴

史
的
な
も
の
に
作
用
し
、
歴
史
的
な
も
の
は
日
常
的
な
も
の
に
作
用
し
、
そ
こ
に
相
互
作
用
の
関
係
が
認
め
ら
れ

る
。
然
し
な
が
ら
唯
そ
れ
だ
け
が
一
般
的
な
関
係
で
あ
る
の
で
な
く
、
両
者
の
間
に
は
全
く
相
絶
ち
、
相
通
ぜ
ざ

る
も
の
が
あ
る
。
凡
て
か
く
の
如
き
事
態
は
如
何
に
説
明
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

三

日
常
的
な
も
の
も
歴
史
的
で
あ
る
。
然
る
に
か
く
の
如
く
考
え
得
る
た
め
に
は
、
歴
史
の
概
念
そ
の
も
の
の
う

ち
へ
そ
の
内
的
要
素
と
し
て
或
る
自
然
0

0

の
概
念
を
導
き
入
れ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
蓋
し
日
常
性
の

概
念
は
何
等
か
の
自
然
の
概
念
な
く
し
て
は
基
礎
付
け
ら
れ
得
ぬ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
嘗
て
日
常
性
の
深
い
意
味

を
考
え
た
思
想
家
は
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
に
せ
よ
、
ま
た
ゲ
ー
テ
の
如
き
に
せ
よ
、
そ
れ
ぞ
れ
自
然
概
念
を
基
礎
と

し
た
。
東
洋
思
想
は
歴
史
的
見
方
を
欠
く
と
云
わ
れ
る
だ
け
日
常
性
を
重
ん
ず
る
こ
と
を
特
徴
と
し
て
い
る
が
、
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こ
の
場
合
に
於
て
も
そ
の
根
柢
と
な
っ
て
い
る
の
は
特
殊
な
自
然
概
念
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
日
常
的
な
も
の
に
纏

わ
る
自
然
性
の
外
観
を
排
除
す
べ
き
で
あ
る
だ
け
、
そ
れ
だ
け
深
く
歴
史
そ
の
も
の
の
う
ち
に
根
源
的
に
自
然
を

認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
点
、
自
然
科
学
と
歴
史
学
と
の
対
象
的
認
識
の
区
別
か
ら
出
発
す
る
現
代
の
多
く
の

歴
史
哲
学
が
自
然
と
歴
史
と
を
抽
象
的
に
分
離
し
、
ま
た
分
離
せ
ざ
る
を
得
ぬ
の
と
は
反
対
で
あ
る
。
我
々
の
云

う
の
は
、
固
よ
り
自
然
と
歴
史
と
が
客
観
的
に
如
何
に
関
係
す
る
か
で
な
く
、
却
っ
て
歴
史
の
内
的
な

0

0

0

契
機
と
し

て
の
自
然
で
あ
る
。
単
な
る
自
然
の
概
念
に
よ
っ
て
歴
史
が
基
礎
付
け
ら
れ
な
い
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
ま
た

単
な
る
自
由
の
概
念
に
よ
っ
て
も
歴
史
は
基
礎
付
け
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
ぬ
。
カ
ン
ト
的
な
道
徳
主
義

0

0

0

0

の
行
為
論

は
、
行
為
を
た
だ
自
由
の
概
念
に
よ
っ
て
基
礎
付
け
よ
う
と
し
た
。
か
く
て
は
行
為
の
「
出
来
事
」
と
し
て
の
意

味
は
理
解
さ
れ
ず
、
従
っ
て
ま
た
歴
史
的
行
為
の
意
味
は
理
解
さ
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
歴
史
の
根
本
的
な
意
味
は

出
来
事
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
出
来
事
の
意
味
を
有
す
る
に
は
、
行
為
は
私
が
為
す
も
の
で
あ
る
と
共
に
私
に
と

っ
て
成
っ
た
も
の
と
い
う
意
味
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
自
由
で
あ
る
と
共
に
運
命
で
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
そ
の
運
動
の
原
理
は
自
己
自
身
の
う
ち
に
あ
る
と
共
に
ま
た
自
己
自
身
の
う
ち
に
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
が
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
自
然
的
な
も
の
を
定
義
し
て
、
自
己
自
身
の
う
ち
に
運
動
の
原
理
を
有
す

る
も
の
と
云
っ
た
が
、
行
為
が
植
物
の
生
長
の
過
程
の
如
き
自
然
的
な
も
の
か
ら
区
別
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
の
う
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ち
に
は
、
そ
の
運
動
の
原
理
が
自
己
自
身
の
う
ち
に
な
い
と
い
う
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
勿
論
そ

れ
が
外
的
原
因
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
我
々
の
行
為
は
凡
て
因
果
の
連
鎖
に
繋
が

れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
も
し
ど
こ
ま
で
も
唯
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
行
為
と
云
う
べ
き
も
の
は
な
く
な

っ
て
し
ま
う
。
行
為
は
内
的
に
規
定
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
然
し
内
と
云
っ
て
も
単
に
意
識
の
こ
と

で
は
な
い
。
真
に
内
な
る
も
の
は
単
な
る
内
を
超
越
し
た
も
の
で
あ
る
。
お
よ
そ
行
為
は
単
な
る
内
在
の
立
場
に

於
て
は
考
え
ら
れ
ず
、
超
越
の
概
念
を
必
要
と
す
る
が
、
か
か
る
超
越
は
、
嘗
て
「
二
重
の
超
越
」
と
い
う
語
を

も
っ
て
現
し
た
如
く
、
外
に
於
け
る
超
越
と
共
に
内
に
於
け
る
超
越
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
行
為
は
か
く
の
如
き

意
味
に
於
け
る
内
と
外
と
の
統
一
で
あ
る
。
内
に
超
越
し
た
も
の
は
有
と
は
考
え
ら
れ
得
ぬ
も
の
で
あ
っ
て
、
客

体
の
有
に
対
し
て
は
無
と
称
せ
ら
れ
る
の
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。人
間
の
行
為
は
か
か
る
無
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
、

そ
こ
で
そ
の
運
動
の
原
理
が
自
己
の
う
ち
に
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。
無
か
ら
の
規
定
性
、
こ
の
受
動
性
が

我
々
の
い
う pavqoV 

で
あ
る
。パ
ト
ス
と
は
無
か
ら
打
た
れ
る
こ
と
で
あ
る
。こ
の
よ
う
に
し
て
行
為
は
運
命
の
、

出
来
事
の
意
味
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
歴
史
的
行
為
が
単
な
る
プ
ラ
ク
シ
ス
【
行
為
】
で
な
く
ポ
イ
エ
シ
ス
【
創
作
】

で
あ
る
と
云
わ
れ
る
の
も
、
か
く
の
如
き
意
味
に
よ
っ
て
で
あ
る
。

然
し
ま
た
、
ど
の
よ
う
な
自
然
的
な
行
為
の
根
柢
に
も
自
由
が
予
想
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
習
慣
は
日
常
性
の
基
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礎
に
属
す
る
と
見
ら
れ
、
日
常
的
な
も
の
は
習
慣
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
習
慣
は
機

械
的
で
あ
る
。
そ
の
運
動
の
系
列
を
形
造
る
一
と
他
と
は
必
然
的
に
決
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
自
然
の
う
ち
へ

挿
し
込
ま
れ
、
自
然
と
一
致
す
る
我
々
の
部
分
で
あ
る
、
そ
れ
は
自
然
そ
の
も
の
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

然
る
に
全
く
機
械
的
で
単
な
る
外
的
必
然
性
に
支
配
さ
れ
る
物
体
は
習
慣
と
い
う
も
の
を
有
し
な
い
。
習
慣
を
有

し
得
る
も
の
は
変
化
し
得
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
け
れ
ど
も
変
化
し
得
る
凡
て
の
も
の
が
唯
そ
れ
だ
け
の

理
由
で
習
慣
を
有
し
得
る
も
の
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
物
体
は
場
所
を
変
ず
る
、
然
し
ひ
と
が
ひ
と
つ
の
物
体
を

百
度
続
け
て
同
じ
方
向
に
同
じ
速
度
で
投
げ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
こ
の
た
め
に
習
慣
を
作
る
と
い
う
こ
と
は
な

い
で
あ
ろ
う
。
習
慣
は
単
に
一
の
状
態
で
な
く
、
却
っ
て
一
の
傾
向
性
で
あ
る
。
そ
れ
は
最
早
存
し
な
い
ま
た
未

だ
存
し
な
い
変
化
に
と
っ
て
、
即
ち
可
能
な
る
変
化
に
対
し
て
存
続
す
る
一
の
傾
向
性
で
あ
る
。
習
慣
は
単
に
可

変
性
を
含
む
の
み
で
な
く
、
傾
向
性
も
し
く
は
内
的
能
力
に
於
け
る
変
化
を
前
提
し
て
い
る
。
従
っ
て
可
能
性
と

現
実
性
、
内
と
外
と
い
う
が
如
き
区
別
が
そ
の
物
の
本
質
的
構
造
に
属
す
る
も
の
に
し
て
習
慣
を
作
る
と
云
う
こ

と
が
出
来
る
。
直
接
性
と
同
質
性
の
世
界
即
ち
機
械
的
秩
序
の
世
界
に
於
て
は
習
慣
は
存
し
得
な
い
。
習
慣
を
作

り
得
る
も
の
は
内
的
自
発
性
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
習
慣
は
観
念
聯
合
と
い
う
よ
う
な
機
械
的
原

理
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
も
の
で
な
く
、
逆
に
観
念
聯
合
と
い
う
こ
と
も
習
慣
の
原
理
か
ら
説
明
さ
れ
な
け
れ
ば
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二

な
ら
ぬ
。固
よ
り
絶
対
に
自
発
的
な
も
の
、能
動
的
な
も
の
、絶
対
に
自
由
な
も
の
も
習
慣
を
作
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

ラ
ヴ
ェ
ッ
ソ
ン
【Félix R

avaisson-M
ollien, 1813-1900

】
の
云
っ
た
如
く
、
習
慣
は
意
志
と
自
然
と
の
比
例
中
項
で

あ
る
。
自
然
は
意
識
の
う
ち
へ
喰
い
入
っ
て
い
る
、
然
し
ま
た
自
由
は
自
然
の
う
ち
へ
流
れ
込
ん
で
い
る
。
そ
こ

で
は
自
然
の
底
に
自
由
が
見
ら
れ
る
と
共
に
意
識
の
底
に
自
然
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
習
慣
を
破
り
得
る

も
の
の
み
が
習
慣
を
作
り
得
る
。
習
慣
と
云
っ
て
も
唯
静
的
な
も
の
で
な
く
て
動
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
自

然
と
自
由
、
受
動
性
と
能
動
性
と
の
中
間
で
あ
り
、
従
っ
て
習
慣
は
反
対
と
運
動
と
の
領
域
の
う
ち
に
閉
じ
込
め

ら
れ
て
い
る
、と
ラ
ヴ
ェ
ッ
ソ
ン
は
考
え
た
。
我
々
は
そ
こ
に
習
慣
そ
の
も
の
の
歴
史
性
を
認
め
得
る
で
あ
ろ
う
。

歴
史
は
反
対
と
運
動
と
に
於
て
あ
り
、
自
然
と
自
由
と
の
結
合
で
あ
る
。
習
慣
は
自
然
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ

は
直
接
性
と
同
質
性
の
世
界
即
ち
機
械
的
秩
序
に
於
け
る
自
然
に
は
属
せ
ず
、
習
慣
を
有
し
得
る
も
の
は
内
と
外

と
い
う
が
如
き
構
造
を
含
む
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
内
と
外
と
の
関
係
は
可
能
性
と
現
実
性
と
の
関
係
と
考

え
ら
れ
る
。
習
慣
は
一
の
内
的
傾
向
性
で
あ
り
、
習
慣
的
行
為
は
か
か
る
内
的
傾
向
性
の
実
現
と
し
て
可
能
性
と

現
実
性
と
の
関
係
に
於
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
然
る
に
そ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
み
で
は
、
習
慣
は

依
然
と
し
て
単
に
自
然
と
見
ら
れ
る
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
可
能
性
と
現
実
性
と
の
関
係
は
、
機
械
的
自
然
の
概

念
で
は
な
い
に
し
て
も
、
有
機
的
自
然
の
概
念
と
見
ら
れ
得
る
か
ら
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
自
然
的
な
も
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の
を
ま
さ
に
可
能
性
及
び
現
実
性
の
概
念
に
よ
っ
て
解
明
し
た
。
然
る
に
習
慣
は
単
に
自
然
で
な
く
、
行
為
的
な

も
の
で
あ
る
。
行
為
的
な
も
の
は
自
由
な
も
の
で
あ
り
、
習
慣
を
作
り
得
る
も
の
は
ま
た
習
慣
を
破
り
得
る
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
内
と
外
と
の
関
係
が
単
に
可
能
性
と
現
実
性
の
関
係
と
考
え
ら
れ
る
と
き
、
内
は
な
お
何

等
か
の
有
と
し
て
客
体
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
歴
史
の
原
理
は
時
間
で
あ
り
、
自
然
の
原
理
は
空
間
で
あ
っ
て
、
空
間
と
時
間
と
は
自
然
と
歴
史
と

の
区
別
を
現
す
も
の
と
見
做
さ
れ
て
い
る
。そ
れ
故
に
も
し
歴
史
の
内
的
な
契
機
と
し
て
自
然
を
考
え
る
な
ら
ば
、

空
間
性
の
規
定
を
歴
史
の
う
ち
に
認
め
る
こ
と
に
な
る
と
云
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
歴
史
的
な
も
の
は
単
に
時
間
的

な
も
の
で
な
く
、
時
間
的
・
空
間
的
な
も
の
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
自
然
と
歴
史
と
の
区
別
が
ど
こ
ま
で
も
認
め

ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
限
り
、
歴
史
の
原
理
は
ど
こ
ま
で
も
時
間
で
あ
っ
て
空
間
で
は
な
い
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
単

に
時
間
的
・
空
間
的
と
云
う
な
ら
ば
、
歴
史
ば
か
り
で
な
く
自
然
も
ま
た
そ
う
で
あ
ろ
う
。
日
常
的
な
も
の
も
歴

史
的
で
あ
る
限
り
、
根
本
に
於
て
時
間
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
基
礎
に
考
え
ら
れ
る
自
然
と
雖
も
、
ど
こ

ま
で
も
歴
史
的
自
然
で
あ
る
。
歴
史
は
単
に
時
間
的
・
空
間
的
と
云
わ
れ
る
の
で
な
く
、
空
間
は
歴
史
的
空
間
性

と
し
て
寧
ろ
時
間
の
一
方
向
と
見
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
か
か
る
方
向
を
有
す
る
こ
と
が
、
所

謂
「
空
間
化
さ
れ
た
時
間
」
乃
至
物
理
的
時
間
に
対
し
て
現
実
的
な
歴
史
的
時
間
の
特
徴
で
あ
る
。
時
間
の
標
識
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と
し
て
継
起
が
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
歴
史
的
時
間
は
単
に
直
線
的
な
も
の
で
な
く
、
ま
た
空
間
の
標
識
と
さ
れ
る

共
在
の
如
き
意
味
を
含
ん
で
円
環
的
な
も
の
で
あ
る
。
歴
史
的
時
間
的
な
も
の
は
直
線
的
に
と
同
時
に
円
環
的
に

限
定
さ
れ
て
い
る
。
現
実
の
歴
史
的
時
間
は
直
線
的
限
定
と
円
環
的
限
定
と
の
二
つ
の
方
向
を
包
ん
で
い
る
。
そ

れ
は Zeitraum

 
と
い
う
意
味
を
有
す
る
。
か
か
る
意
味
に
於
て
そ
れ
は
持
続
的
で
あ
る
が
、
決
し
て
単
な
る
持

続
で
な
く
、
却
っ
て
相
反
す
る
二
つ
の
方
向
を
含
む
も
の
と
し
て
本
来
動
的
で
あ
る
。
現
実
的
な
歴
史
的
時
間
は

固
よ
り
つ
ね
に
二
つ
の
方
向
を
含
み
つ
つ
、
し
か
も
い
ず
れ
か
の
方
向
に
於
て
充
実
0

0

さ
れ
る
。
そ
の
方
向
の
異
な

る
に
応
じ
て
、
我
々
は
そ
れ
ぞ
れ
の
時
間
概
念
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば période 

と époque 

の
区
別
で

あ
る
。
一
方
は
円
環
的
限
定
の
、
他
方
は
直
線
的
限
定
の
方
向
を
現
す
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
円
環
的
限
定
が
単
な

る
円
環
的
限
定
で
な
く
、
直
線
的
限
定
が
単
な
る
直
線
的
限
定
で
な
い
こ
と
は
、
ペ
ギ
【C

harles Péguy

】
の
如
き

が
こ
れ
ら
の
語
を
寧
ろ
反
対
に
、
即
ち
ペ
リ
オ
ー
ド
を
歴
史
の
過
渡
期
、
エ
ポ
ッ
ク
を
円
熟
期
の
意
味
に
用
い
た

と
こ
ろ
か
ら
も
知
ら
れ
よ
う
。
歴
史
的
時
間
は
円
環
の
外
に
円
環
を
作
り
つ
つ
進
む
。
円
環
の
結
ば
れ
る
と
こ
ろ

は
却
っ
て
既
に
新
た
な
る
円
環
に
移
り
つ
つ
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
円
環
の
毀
れ
る
と
こ
ろ
は
却
っ
て
既
に
新

た
な
る
円
環
の
結
ば
れ
つ
つ
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
円
環
的
限
定
と
直
線
的
限
定
の
方
向
の
区
別
は
、
ま
た
世
代 

G
eneration 

と
時
代 Zeitalter 

と
の
区
別
に
於
て
も
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
世
代
の
概
念
に
於
て
は
寧
ろ
共
在
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の
関
係
が
、
時
代
の
概
念
に
於
て
は
寧
ろ
直
線
的
推
移
の
関
係
が
現
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ

う
。歴

史
の
構
造
を
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
相
応
し
て
日
常
性
と
世
界
歴
史
性
と
の
区
別
も
考
え
ら

れ
よ
う
。
即
ち
日
常
性
は
円
環
的
限
定
の
方
向
に
見
ら
れ
、
世
界
歴
史
性
は
直
線
的
限
定
の
方
向
に
見
ら
れ
る
。

歴
史
が
直
線
的
に
考
え
ら
れ
る
場
合
、
主
と
し
て
世
界
歴
史
的
な
も
の
が
問
題
に
さ
れ
る
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ

は
ヘ
ー
ゲ
ル
と
シ
ェ
リ
ン
グ
と
を
対
照
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
特
徴
的
な
要
素
は
、
同
一
哲
学
の
東
洋
主
義
に
対
し

て
、
差
異
の
要
素
で
あ
り
、
彼
の
直
観
及
び
方
法
そ
の
も
の
の
形
式
は
単
に
排
他
的
な
時
間
で
あ
っ
て
、
同
時
に

ま
た
寛
容
的
な
空
間
で
な
く
、
彼
の
体
系
は
従
属
及
び
継
起
を
知
る
の
み
で
あ
っ
て
、
並
列
及
び
共
在
の
何
物
も

知
ら
な
い
、
と
述
べ
た
が
、
日
常
的
な
も
の
は
空
間
的
限
定
の
方
向
に
於
て
考
え
ら
れ
る
。
か
か
る
空
間
的
限
定

は
円
環
的
限
定
と
し
て
歴
史
的
時
間
の
一
つ
の
方
向
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
直
線
的
限
定
と
円
環
的
限
定
と
が
つ
ね

に
結
び
付
い
て
い
る
よ
う
に
、
世
界
歴
史
性
と
日
常
性
と
は
つ
ね
に
結
び
付
い
て
い
る
。
日
常
性
は
歴
史
の
淀
み

で
あ
り
、
溜
り
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
ま
た
世
界
歴
史
性
と
共
に
絶
え
ず
流
れ
る
の
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
、
如
何

な
る
歴
史
的
な
も
の
も
つ
ね
に
直
線
的
限
定
と
円
環
的
限
定
と
を
含
む
と
す
れ
ば
、
日
常
的
な
も
の
と
世
界
歴
史

的
な
も
の
と
の
区
別
は
如
何
に
し
て
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
我
々
は
歴
史
的
時
間
が
つ
ね
に
二
つ
の
方
向
を
含
み
な



一
〇
六

が
ら
、
い
ず
れ
か
の
方
向
に
於
て
充
実
0

0

す
る
と
述
べ
た
。
時
間
は
「
熟
す
る
」 zeitigen 

も
の
で
あ
り
、
歴
史
は

熟
す
る
時
間
に
於
て
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
か
る
時
熟
も
し
く
は
時
間
充
実
の
意
味
に
於
て
方
向
の
区
別
が

考
え
ら
れ
る
。
出
来
事
は
「
充
実
さ
れ
た
時
間
」erfüllte Zeit 

と
し
て
生
ず
る
。
出
来
事
に
は
時
熟
の
意
味
が
含

ま
れ
て
い
る
。
か
よ
う
な
充
実
さ
れ
た
時
間
、
熟
す
る
時
間
を
我
々
は kairovV 

と
い
う
語
を
も
っ
て
現
す
こ
と

が
出
来
る
。
カ
イ
ロ
ス
は
瞬
間
の
意
味
を
有
す
る
が
、
単
な
る
内
的
時
間
で
は
な
い
。
却
っ
て
内
と
外
と
は
カ
イ

ロ
ス
に
於
て
結
び
付
く
の
で
あ
る
。
行
為
は
出
来
事
の
意
味
に
於
て
カ
イ
ロ
ス
に
於
て
時
熟
す
る
の
で
あ
る
。
カ

イ
ロ
ス
は
運
命
の
意
味
を
有
す
る
が
、
然
し
そ
れ
は
単
な
る
外
的
運
命
を
現
す
の
で
な
い
よ
う
に
、
ま
た
単
な
る

内
的
運
命
を
現
す
の
で
も
な
い
。
内
と
外
と
が
結
び
付
く
歴
史
的
時
間
の
充
実
が
カ
イ
ロ
ス
で
あ
る
。
世
界
歴
史

的
な
も
の
と
日
常
的
な
も
の
と
の
区
別
は
カ
イ
ロ
ス
的
時
間
か
ら
考
え
ら
れ
る
。
然
し
な
が
ら
我
々
は
未
だ
問
題

論
究
の
単
な
る
端
緒
を
見
出
し
た
に
過
ぎ
ぬ
。
我
々
の
問
題
が
更
に
具
体
的
に
取
扱
わ
れ
る
た
め
に
は
「
世
界
」

の
意
味
の
闡せ
ん
め
い明

さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
蓋
し
世
界
歴
史
性
の
概
念
は
固
よ
り
、日
常
性
の
概
念
も
「
世
間
」

W
elt

（
世
界
）
と
繋
が
っ
て
お
り
、
共
に
世
界
概
念
と
不
可
分
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
両
者
の
共
通
性
が

あ
る
。
世
界
と
云
え
ば
、
客
体
的
な
も
の
、
特
に
自
然
的
対
象
界
が
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の

本
来
の
意
味
に
於
て
は
、W

elt=
w

ërlt, w
ëralt

（w
ër “M

ann” + alt “A
lter” “G

eneration”) 

の
示
す
如
く
、
人
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間
的
世
界
が
、
し
か
も
時
間
性
の
見
地
に
於
て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
か
る
世
界
の
概
念
に
関
し
て
、
日
常

性
と
世
界
歴
史
性
と
が
何
を
意
味
す
る
か
に
就
い
て
は
、
稿
を
更
め
て
論
ず
る
こ
と
と
し
て
、
ひ
と
ま
ず
擱
筆
す

る
。



一
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一

こ
れ
ま
で
美
学
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
は
、
根
本
に
於
て
ク
ラ
シ
ッ
ク
芸
術
の
様
式
心
理
学
的
な
解
釈
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
か
よ
う
な
ク
ラ
シ
ッ
ク
の
芸
術
現
象
の
前
提
と
し
て
美
の
概
念
が
考
え
ら
れ
、
美
学
は
そ
の
考
察
方

法
の
相
違
に
も
拘
ら
ず
い
ず
れ
も
美
の
概
念
を
定
義
す
る
こ
と
に
の
み
努
力
し
て
来
た
。
か
よ
う
な
美
学
が
そ
の

結
果
を
芸
術
の
全
範
囲
に
推
し
及
ぼ
し
、
か
の
美
の
概
念
と
は
全
く
異
な
る
前
提
を
含
む
芸
術
上
の
諸
事
実
を
も

説
明
し
得
た
と
信
ず
る
と
き
、
そ
の
利
益
は
害
悪
と
な
り
、
そ
の
支
配
は
越
権
と
な
る
。
そ
れ
故
に
美
学
と
客
観

的
な
芸
術
理
論
と
の
決
定
的
な
分
離
は
、
真
面
目
な
芸
術
的
研
究
に
と
っ
て
生
命
に
関
わ
る
必
要
で
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。
か
く
の
如
く
ウ
ォ
リ
ン
ガ
ー
は
ゴ
シ
ッ
ク
芸
術
の
形
式
の
問
題
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
述
べ
て
い
る
。
所

謂
美
学
は
ク
ラ
シ
ッ
ク
と
い
う
特
定
の
様
式
の
芸
術
を
基
礎
と
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
も
っ

て
他
の
様
式
の
芸
術
を
律
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
ゴ
シ
ッ
ク
芸
術
の
真
の
偉
大
さ
は
、
美
の
概
念
に
於
て
頂
点

に
達
す
る
普
通
の
芸
術
観
念
と
何
等
関
わ
り
あ
る
も
の
で
な
く
、
ゴ
シ
ッ
ク
的
価
値
を
現
す
も
の
と
し
て
美
の
概



一
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念
を
取
り
入
れ
る
こ
と
は
却
っ
て
混
乱
を
惹
き
起
す
こ
と
に
な
る
。
客
観
的
な
芸
術
理
論
は
自
己
を
美
学
か
ら
分

離
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
し
い
根
柢
の
上
に
立
た
ね
ば
な
ら
ぬ
と
ウ
ォ
リ
ン
ガ
ー
は
論
じ
て
い
る
。＊

＊　

W
ilhelm

 W
orringer, Form

problem
e der G

otik.

い
ま
同
様
の
こ
と
が
更
に
一
般
的
に
表
現
の
問
題
に
関
し
て
も
云
わ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
従
来
の
表
現
論
は
主

と
し
て
芸
術
を
基
礎
と
し
、
ま
た
特
に
美
学
に
定
位
を
と
っ
て
建
て
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
の
理
論
の
局

限
性
は
、
と
り
わ
け
そ
れ
が
芸
術
的
表
現
と
は
異
な
る
表
現
の
諸
事
実
に
ま
で
拡
張
さ
れ
る
と
き
明
ら
か
に
な
っ

て
来
る
。
し
か
も
従
来
の
表
現
論
が
芸
術
そ
し
て
美
学
に
定
位
を
と
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
単
に
外
に
現
れ

た
関
係
に
於
て
の
み
で
な
く
、
そ
の
理
論
の
内
的
構
造
そ
の
も
の
に
於
て
見
ら
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
れ

ば
、
そ
の
理
論
は
根
本
に
於
て
美
的
と
し
て
特
徴
付
け
ら
れ
得
る
構
造
を
含
ん
で
い
る
。
こ
こ
に
美
的
と
云
う
の

は
、
後
に
も
論
ず
る
如
く
、
表
現
に
於
け
る
内
と
外
と
の
関
係
を
連
続
的
に
考
え
る
こ
と
、
乃
至
表
現
を
可
能
性

と
現
実
性
と
の
関
係
に
於
て
考
え
る
こ
と
等
で
あ
る
。
現
代
の
表
現
論
に
最
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
デ
ィ
ル
タ

イ
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
所
謂
客
観
的
精
神
に
比
す
べ
き
「
生
の
客
観
化
」
の
概
念
に
於
て
、
表
現
の
問
題
を
広
く
芸

術
以
外
の
領
域
に
就
い
て
も
考
え
た
に
拘
ら
ず
、
そ
の
根
本
理
論
は
や
は
り
美
的
で
あ
っ
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
立
場

も
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
評
し
た
如
く
美
的
で
あ
っ
た
。
勿
論
新
し
い
芸
術
理
論
が
自
己
の
根
柢
か
ら
、
美
学
の
対



一
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象
と
さ
れ
る
ク
ラ
シ
ッ
ク
様
式
の
芸
術
を
も
十
分
に
説
明
し
得
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
よ
う
に
、
新
し
い
表

現
理
論
は
当
然
自
己
の
基
礎
に
於
て
芸
術
的
表
現
の
問
題
を
も
適
切
に
取
扱
い
得
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。と

こ
ろ
で
美
学
と
芸
術
理
論
と
の
決
定
的
な
分
離
を
要
求
し
た
ウ
ォ
リ
ン
ガ
ー
は
、
こ
の
よ
う
な
要
求
を
基
礎

付
け
且
つ
代
表
す
る
と
い
う
こ
と
が
コ
ン
ラ
ッ
ト
・
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
【K

onrad Fiedler

】
の
生
涯
の
仕
事
で
あ
っ
た

と
云
っ
て
い
る
。
然
る
に
か
く
の
如
き
見
地
か
ら
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
を
顧
み
る
と
き
、
我
々
は
従
来
の
美
学
の
根
本

概
念
が
「
美
」
で
あ
っ
た
に
対
し
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
の
芸
術
理
論
の
中
心
概
念
は
寧
ろ
「
真
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と

を
発
見
す
る
で
あ
ろ
う
。＊

彼
は
屡
々
「
芸
術
的
真
理
」（künstlerische W

ahrheit

）
に
就
い
て
述
べ
て
い
る
。
例

え
ば
遺
稿
の
中
で
曰
う
、「
芸
術
の
あ
ら
ゆ
る
考
察
、
あ
ら
ゆ
る
理
解
、
あ
ら
ゆ
る
評
価
に
と
っ
て
方
向
を
定
め

る
中
心
点
と
し
て
の
芸
術
的
真
理
の
概
念
。
そ
れ
を
種
々
な
る
種
類
の
芸
術
に
於
け
る
一
系
列
の
例
に
於
て
展
開

し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
今
日
単
に
外
面
的
に
体
系
的
で
あ
っ
て
内
面
的
に
は
方
法
的
で
な
い
芸
術
史
の
本

来
の
課
題
に
と
っ
て
も
規
準
的
で
あ
る
。
芸
術
的
真
理
に
於
け
る
実
質
の
み
が
芸
術
作
品
の
永
続
的
価
値
を
決
定

す
る
、
あ
ら
ゆ
る
他
の
性
質
は
副
次
的
で
あ
っ
て
、
一
時
的
な
効
果
を
基
礎
付
け
る
に
過
ぎ
な
い
」。
か
く
の
如

く
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
の
芸
術
理
論
は
美
の
概
念
よ
り
も
芸
術
的
真
理
の
概
念
を
中
心
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
従
来
の
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美
学
か
ら
自
己
を
区
別
し
よ
う
と
し
た
。
丁
度
そ
の
よ
う
に
新
し
い
表
現
理
論
は
美
的
な
見
方
を
し
て
来
た
従
来

の
表
現
論
に
対
し
て
表
現
に
於
け
る
真
理
の
概
念
を
問
題
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
を
確
立
し
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
と
考
え
ら
れ
る
。

＊　

特
に M

oderner N
aturalism

us und künstlerische W
ahrheit 

【in “K
onrad Fiedlers Schriften über K

unst”, vol. 1

】

と
い
う
論
文
及
び
遺
稿 A

phorism
en 

中
の K

ünstlerische W
ahrheit 

【in “K
onrad Fiedlers Schriften über K

unst”, 

vol. 2

】
の
項
を
見
よ
。

表
現
に
於
け
る
真
理
の
問
題
は
表
現
理
論
一
般
に
と
っ
て
方
法
論
的
に
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
お
よ
そ

表
現
理
論
の
意
義
を
方
法
論
的
に
価
値
付
け
た
こ
と
は
デ
ィ
ル
タ
イ
の
功
績
で
あ
る
が
、
彼
に
於
て
は
表
現
の
問

題
は
主
と
し
て
理
解
の
方
面
か
ら
捉
え
ら
れ
、
彼
の
表
現
論
は
解
釈
学
的
で
あ
っ
た
。
こ
の
場
合
解
釈
学
的
と
い

う
こ
と
は
特
定
の
含
蓄
の
も
の
で
あ
る
。
嘗
て
論
じ
た
如
く
、
か
よ
う
な
解
釈
学
は
、
歴
史
的
起
原
か
ら
云
っ
て

も
、
理
論
的
実
質
か
ら
云
っ
て
も
、
有
機
体
説
を
基
礎
と
し
、
従
っ
て
内
在
論
的
な
、
ま
た
美
的
な
立
場
に
立
っ

て
い
る
。
我
々
は
固
よ
り
表
現
理
論
か
ら
理
解
乃
至
解
釈
の
問
題
を
抽
象
し
て
し
ま
う
一
面
性
に
陥
っ
て
は
な
ら

な
い
が
、他
方
我
々
は
そ
の
場
合
に
於
て
も
所
謂
解
釈
学
的
立
場
の
内
在
論
的
な
見
方
を
取
る
こ
と
が
出
来
な
い
。

然
る
に
こ
の
よ
う
な
内
在
論
的
な
見
方
は
何
よ
り
も
理
解
も
し
く
は
解
釈
の
真
理
性
の
問
題
を
提
起
す
る
こ
と
に



一
一
二

よ
っ
て
破
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
蓋
し
真
理
の
概
念
は
超
越
の
概
念
を
含
み
、
真
理
は
つ
ね
に
超

越
的
な
も
の
に
関
係
付
け
ら
れ
て
い
る
。
か
く
の
如
き
超
越
的
な
も
の
は
先
ず
意
識
の
外
に
存
在
す
る
物
と
考
え

ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
真
理
は
物
の
う
ち
に
あ
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
思
惟
の
う
ち
に
、
特
に
判
断
の
う
ち
に
あ
る

と
云
わ
れ
て
来
た
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
語
を
用
い
れ
ば
、
真
と
し
て
の
存
在
（ w

JV ajlhqe;V o[n 

）
は
外
部
の

存
在
（ e[xw

 o[n 

）
で
な
く
て
思
惟
の
状
態
（ pavqoV th:V dianoivaV 

）
に
過
ぎ
な
い
。
然
し
な
が
ら
、
真
理
は

単
純
に
判
断
に
属
す
る
と
い
う
の
で
な
く
、
却
っ
て
判
断
が
物
と
一
致
す
る
限
り
に
於
て
判
断
に
属
す
る
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
真
理
は
思
惟
と
物
と
の
一
致
に
存
す
る
と
い
う
の
が
、
真
理
に
就
い
て
の
古
典
的
な
見
解
で

あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
分
離
さ
れ
て
い
る
も
の
を
分
離
さ
れ
て
い
る
と
、
結
合
さ
れ
て
い
る
も
の
を
結
合

さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
者
は
真
を
語
り
、
物
が
あ
る
の
と
は
反
対
に
考
え
る
者
は
偽
を
語
る
、
と
述
べ
た
。
近
世

に
於
て
認
識
理
論
を
変
革
し
た
と
称
せ
ら
れ
る
カ
ン
ト
も
、差
当
り
こ
れ
と
異
な
る
こ
と
を
考
え
た
の
で
は
な
い
。

彼
は
純
粋
理
性
批
判
の
先
験
的
論
理
学
へ
の
序
論
の
中
で
、「
真
理
と
は
何
か
」
と
問
い
、
そ
し
て
答
え
て
云
っ

て
い
る
、「
真
理
と
い
う
名
辞
の
規
定
、
真
理
は
則
ち
認
識
と
そ
の
対
象
と
の
一
致
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ

こ
で
は
与
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
前
提
さ
れ
る
、
け
れ
ど
も
ひ
と
は
各
々
の
認
識
の
真
理
の
普
遍
的
な
且
つ
確
実

な
規
準
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
知
ろ
う
と
欲
す
る
」。
真
理
が
認
識
と
そ
の
対
象
と
の
一
致
に
存
す
る
こ



一
一
三

表
現
に
於
け
る
真
理

と
は
、
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
た
の
で
な
く
、
寧
ろ
当
然
の
こ
と
と
し
て
前
提
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
彼
は

続
け
て
曰
う
、「
真
理
が
認
識
と
そ
の
対
象
と
の
一
致
に
存
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
対
象
は

他
の
も
の
か
ら
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
な
ぜ
な
ら
認
識
は
、
そ
れ
が
関
係
付
け
ら
れ
る
対
象
と
一
致
し
な
い
場

合
に
は
、
た
と
い
そ
れ
が
他
の
対
象
に
就
い
て
は
妥
当
し
得
る
よ
う
な
或
る
も
の
を
含
ん
で
い
る
と
し
て
も
、
偽

で
あ
る
」。
カ
ン
ト
も
真
理
は
判
断
と
物
と
の
一
致
に
存
す
る
と
い
う
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
規
定
を
認
め
た
の
で

あ
っ
て
、＊

彼
の
問
題
は
寧
ろ
そ
の
後
の
こ
と
に
あ
っ
た
。
真
理
は
単
に
意
識
の
内
部
で
考
え
ら
れ
得
る
も
の
で
な

く
、
つ
ね
に
意
識
を
超
越
す
る
も
の
へ
の
関
係
を
含
ん
で
い
る
。
真
理
が
人
生
に
と
っ
て
有
す
る
厳
し
さ
も
、
そ

れ
が
こ
の
よ
う
に
我
々
の
意
識
を
超
越
す
る
も
の
に
関
係
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
然
し
真
理
は
他
方
我
々
と
全
く

無
関
係
に
考
え
ら
れ
得
る
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
ま
た
我
々
の
思
惟
に
属
す
る
と
こ
ろ
に
、
そ
れ
が
人
生
に
と
っ

て
有
す
る
厳
し
さ
も
あ
る
の
で
あ
る
。
理
解
や
解
釈
に
就
い
て
も
同
じ
よ
う
に
云
わ
れ
よ
う
。
理
解
や
解
釈
に
就

い
て
も
そ
の
真
理
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
と
訊
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
は
も
は
や
単
な
る
意
識
の
、

内
在
の
立
場
に
留
ま
る
こ
と
が
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
真
理
は
こ
こ
で
も
何
等
か
超
越
的
な
も
の
へ
の
関
係
を
含

ま
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
、
こ
の
場
合
に
も
真
理
は
思
想
と
物
と
の
一
致
と
見

ら
れ
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
い
そ
う
で
あ
る
と
し
て
も
、そ
の
こ
と
は
精
密
に
は
何
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
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＊　
K

ant, K
ritik der reinen Vernunft, B

 82, 83.
真
理
の
概
念
に
於
け
る e[xw

 o[n 

（
外
部
の
存
在
）
へ
の
関
係
は
表
現
の
場
合
或
る
意
味
で
は
遥
か
に
大
き
い
。

な
ぜ
な
ら
表
現
的
な
も
の
は
本
来
単
な
る
観
念
で
な
く
、
寧
ろ
、
観
念
の
物
質
化
（m

atérialisation

）
で
あ
り
、

そ
し
て
そ
れ
に
就
い
て
は
、
単
に
そ
の
理
解
や
解
釈
ば
か
り
で
な
く
寧
ろ
根
源
的
に
は
表
現
的
な
も
の
そ
の
も
の

0

0

0

0

0

0

が
真
或
は
偽
と
語
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
尤
も
既
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
も
、
判
断
で
な
く
て
物
が
真
或
は
偽
と
語

ら
れ
る
こ
と
を
認
め
た
。
彼
は
真
及
び
偽
は
種
々
の
意
味
で
語
ら
れ
る
と
見
、
こ
れ
に
お
よ
そ
四
つ
の
根
本
的
な

意
味
を
、
詳
し
く
云
え
ば
、
一
、
結
合
と
分
離
を
含
む
判
断
が
真
或
は
偽
と
云
わ
れ
る
場
合
、
二
、
単
純
な
知
覚

ま
た
は
概
念
が
真
或
は
偽
と
云
わ
れ
る
場
合
、
三
、
真
な
る
物
或
は
偽
り
の
物
と
い
う
よ
う
に
物
が
真
も
し
く
は

偽
と
云
わ
れ
る
場
合
、
四
、
真
な
る
人
或
は
偽
り
の
人
と
い
う
よ
う
に
人
間
が
真
乃
至
偽
と
云
わ
れ
る
場
合
を
区

別
し
た
。
と
こ
ろ
で
こ
れ
ら
の
う
ち
後
の
二
つ
の
意
味
、
即
ち
物
と
人
間
と
が
真
と
語
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、

物
や
人
間
が
表
現
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
場
合
特
に
適
切
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
等
の
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
学
者
は
、
物
や
人
間
即
ち
存
在
が
真
と
語
ら
れ
る
の
は
、
固
有
な
意
味
に
於
け
る
真
、
言
い
換
え
れ

ば
判
断
の
真
に
対
す
る
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
従
っ
て
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
解
釈
の
問
題
は
別

と
し
て
、
物
や
人
間
が
表
現
的
な
も
の
の
意
味
に
於
て
真
と
語
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
単
に
か
く
の
如
き
ア
ナ



一
一
五

表
現
に
於
け
る
真
理

ロ
ジ
ー
に
よ
る
も
の
と
は
云
わ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
表
現
的
な
も
の
と
し
て
物
や
人
間
は
そ
の
も
の
が
直
接
に
、

根
源
的
に
、
本
来
的
な
意
味
に
於
て
真
と
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
所
謂
命
題
の
真
理
と
は
異
な
る
存
在
の
真
理

0

0

0

0

0

の

問
題
は
こ
の
よ
う
に
し
て
何
よ
り
も
先
ず
表
現
の
問
題
に
関
わ
っ
て
い
る
。
し
か
も
表
現
を
そ
の
も
の
と
し
て
真

と
語
る
こ
と
は
特
に
、
そ
れ
を
理
解
の
立
場
か
ら
で
な
く
制
作
0

0

の
立
場
か
ら
考
え
る
と
き
必
然
的
に
要
求
さ
れ
て

い
る
。
一
般
に
表
現
の
問
題
、
特
殊
的
に
は
表
現
に
於
け
る
真
理
の
問
題
は
、
根
本
的
に
制
作
の
立
場
か
ら
考
察

さ
れ
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
理
解
は
一
の
意
識
過
程
で
あ
っ
て
も
、
制
作
は
そ
う
で
な
い
。
制
作
は
た
だ
知
る

こ
と
で
な
く
て
作
る
こ
と
で
あ
り
、
作
る
こ
と
は
単
に
意
識
の
内
部
に
於
て
起
り
得
る
こ
と
で
な
く
、
作
る
た
め

に
は
我
々
は
身
体
を
必
要
と
し
、
外
部
の
存
在
に
働
き
か
け
て
、
我
々
の
外
部
に
作
品
が
出
来
上
る
と
い
う
こ
と

が
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
我
々
は
作
ら
れ
た
も
の
そ
の
も
の
に
就
い
て
真
で
あ
る
と
か
偽
で
あ
る
と
か
と
語
る
の

で
あ
る
。

然
ら
ば
か
く
の
如
き
表
現
の
真
理
に
就
い
て
も
、
真
理
は
物
と
思
想
と
の
一
致
で
あ
る
と
い
う
見
方
は
妥
当
す

る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
場
合
そ
の
見
方
は
、
表
現
は
単
な
る
観
念
で
な
く
観
念
の
物
質
化
と
し
て
或
る
客
観
的
な

も
の
で
あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
既
に
、
ア
ナ
ロ
ジ
ー
的
意
味
の
も
の
と
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
に
見
え
る
。
固
よ

り
表
現
は
単
に
客
観
的
な
も
の
で
な
く
、我
々
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
と
し
て
主
観
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。



一
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真
理
は
か
か
る
主
観
的
な
も
の
と
客
観
的
に
存
在
す
る
物
と
の
一
致
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
芸
術
の

真
理
性
を
強
調
し
、
芸
術
は
自
然
科
学
の
如
く
客
観
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
惟
し
た
十
九
世
紀
の
自
然
主
義

の
芸
術
家
は
、
そ
の
よ
う
に
考
え
た
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
芸
術
は
畢
竟
自
然
の
模
倣
と
な
る
の
ほ
か
な

い
。
け
れ
ど
も
一
個
の
作
品
が
「
真
に
迫
る
」
と
云
う
と
き
、
そ
れ
は
単
に
外
的
現
実
の
正
確
な
模
倣
で
あ
る
た

め
で
あ
ろ
う
か
。
却
っ
て
た
だ
与
え
ら
れ
た
現
実
を
忠
実
に
模
倣
し
た
に
過
ぎ
な
い
よ
う
な
も
の
は
真
に
迫
る
と

も
感
ぜ
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
表
現
の
迫
真
力

0

0

0

は
表
現
と
外
的
現
実
と
の
一
致
か
ら
は
説
明
さ
れ
ず
、
そ
し
て
か

よ
う
な
迫
真
力
を
除
い
て
表
現
に
於
け
る
真
理
は
考
え
ら
れ
ぬ
。
ま
た
芸
術
は
そ
の
本
質
上
創
作
で
あ
り
、
嘗
て

存
在
し
な
い
よ
う
な
新
し
い
作
品
を
作
り
出
す
も
の
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
い
っ
た
い
如
何
な
る
外
部
の
存
在
と
一

致
す
る
と
云
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
科
学
的
知
識
は
対
象
的
な
認
識
と
し
て
ど
こ
ま
で
も
外
部
の
存
在
の
模
写
と

い
う
意
味
を
離
れ
得
る
も
の
で
な
く
、
構
成
主
義
と
称
せ
ら
れ
る
カ
ン
ト
の
認
識
論
に
あ
っ
て
す
ら
、
問
題
は
思

惟
と
対
象
と
の
一
致
が
如
何
に
し
て
可
能
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
た
だ
彼
は
こ
の
問
題
が
従
来
の
模
写

説
の
前
提
に
於
て
は
解
決
さ
れ
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
問
題
そ
の
も
の
を
認
め
な
か
っ

た
の
で
は
な
い
と
も
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
然
る
に
芸
術
的
真
理
の
場
合
、
如
何
に
し
て
も
か
く
の
如
き
こ
と
は

云
わ
れ
得
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
は
自
然
主
義
の
芸
術
家
に
刺
戟
さ
れ
て
真
理
の
概
念
を
彼



一
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表
現
に
於
け
る
真
理

の
芸
術
理
論
の
中
に
据
え
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
然
し
ま
た
彼
ほ
ど
明
瞭
に
芸
術
が
現
実
の
模
倣
で
あ
る
と
い
う

思
想
に
反
対
し
た
者
も
な
い
。
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
芸
術
は
現
実
の
観
念
化
で
な
い
と
共
に
、
現
実
の
模

倣
で
な
い
、却
っ
て
芸
術
は
「
現
実
の
生
産
」（Produktion der W

irklichkeit

）
で
あ
る
。
芸
術
的
活
動
の
原
理
は
、

芸
術
的
活
動
に
於
て
現
実
が
一
定
の
方
向
に
於
て
存
在
を
、換
言
す
れ
ば
形
態
を
獲
得
す
る
と
い
う
意
味
に
於
て
、

現
実
の
生
産
で
あ
る
。
芸
術
は
こ
れ
を
生
産
す
る
芸
術
的
活
動
か
ら
出
発
し
て
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
し
て

こ
の
も
の
か
ら
出
発
す
る
と
き
美
は
芸
術
一
般
の
原
理
と
見
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
ず
、
寧
ろ
そ
の
第
二
次
的
な
効

果
を
現
す
に
過
ぎ
な
い
。
芸
術
は
現
実
の
生
産
で
あ
る
と
す
れ
ば
、「
芸
術
的
に
真
で
あ
る
こ
と
は
意
図
の
、
意

欲
（W

ollen

）
の
問
題
で
な
く
、
却
っ
て
才
能
の
、
能
力
（K

önnen

）
の
問
題
で
あ
る
」。
芸
術
的
活
動
の
本
質

は
外
的
現
実
の
模
倣
に
あ
る
の
で
な
い
か
ら
、
そ
れ
に
於
て
生
産
さ
れ
る
現
実
の
真
理
が
外
的
現
実
と
の
一
致
に

存
す
る
と
考
え
ら
れ
得
ぬ
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
然
し
ひ
と
は
、
芸
術
家
の
活
動
に
於
て
表
現
に
達
す

る
世
界
が
我
々
の
知
っ
て
い
る
現
実
と
一
致
し
な
い
か
ら
と
云
っ
て
、
そ
れ
が
非
現
実
的
で
あ
る
と
か
超
現
実
的

で
あ
る
と
か
と
考
え
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
現
実
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
現
実
は
外
部
に
自
己
と

一
致
す
る
も
の
を
有
せ
ず
し
て
そ
れ
自
身
が
真
理
で
あ
る
。
そ
れ
は
現
実
的
な
も
の
と
し
て
固
よ
り
客
観
的
な
も

の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
他
方
そ
れ
が
芸
術
的
活
動
に
於
て
生
産
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
こ
の
現
実
は
単
に
客
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観
的
な
も
の
と
は
考
え
ら
れ
ぬ
。
芸
術
作
品
は
内
部
か
ら
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
云
わ
れ
る
の
も
、
そ
れ
が
単

に
客
観
的
な
も
の
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。
尤
も
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
の
云
っ
た
如
く
、「
芸
術
作
品
は
感
情
で
作
ら
れ

る
の
で
な
い
、
だ
か
ら
そ
れ
を
理
解
す
る
に
も
感
情
で
は
足
り
な
い
」
で
あ
ろ
う
。
作
品
は
こ
れ
を
作
っ
た
芸
術

的
活
動
そ
の
も
の
か
ら
、
そ
れ
の
担
う
内
的
法
則
性
に
従
っ
て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
然
し
な
が
ら
フ
ィ
ー
ド

ラ
ー
の
い
う
芸
術
的
活
動
も
ウ
ォ
リ
ン
ガ
ー
の
い
う
が
如
き
芸
術
的
意
欲
を
離
れ
て
考
え
る
こ
と
が
出
来
ぬ
。
唯

一
つ
の
様
式
の
芸
術
が
存
在
す
る
の
で
な
く
、
種
々
な
る
様
式
の
芸
術
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
芸
術

理
論
に
と
っ
て
の
中
心
問
題
は
能
力
（K

önnen

）
で
な
く
、
却
っ
て
意
欲
（W

ollen

）
で
あ
り
、
意
欲
の
差
異
で

あ
る
、
能
力
に
関
し
て
は
寧
ろ
、
ひ
と
は
彼
が
欲
し
た
凡
て
の
こ
と
を
為
し
得
た
の
で
あ
っ
て
、
た
だ
彼
の
意
欲

の
方
向
に
存
し
な
か
っ
た
こ
と
を
の
み
為
し
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
公
理
と
し
て
認
め
ら
れ
ね
ば

な
ら
ぬ
、と
ウ
ォ
リ
ン
ガ
ー
は
論
じ
て
い
る
。
芸
術
は
意
欲
と
い
う
が
如
き
主
観
的
な
も
の
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
、

か
か
る
主
観
的
限
定
を
含
む
が
故
に
芸
術
は
表
現
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
芸
術
的
真
理
は
作
品
と
そ
の
根

柢
に
あ
る
意
欲
と
の
一
致
に
存
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
然
し
も
し
意
欲
が
主
観
的
な
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
か

く
の
如
き
主
観
的
な
も
の
と
一
致
す
る
こ
と
が
如
何
に
し
て
真
理
と
考
え
ら
れ
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
の
み
で

な
く
、
ウ
ォ
リ
ン
ガ
ー
が
公
理
と
し
て
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
と
云
っ
た
よ
う
に
、
芸
術
家
は
彼
の
欲
す
る
凡
て
の
こ



一
一
九

表
現
に
於
け
る
真
理

と
を
為
し
得
る
も
の
と
す
れ
ば
、
彼
の
意
欲
は
凡
て
作
品
に
於
て
顕
に
な
り
、
芸
術
作
品
を
離
れ
て
そ
の
根
柢
に

芸
術
的
意
欲
が
存
在
す
る
と
は
考
え
ら
れ
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
芸
術
的
意
欲
と
芸
術
的
活
動
と
は
、W

ollen 

と 
K

önnen 

と
は
、
別
の
も
の
で
な
い
。
意
欲
は
い
わ
ば
剰
す
と
こ
ろ
な
く
作
品
の
う
ち
に
入
り
込
み
、
そ
の
ほ
か

に
何
等
残
存
し
な
い
。
従
っ
て
表
現
と
そ
の
意
欲
と
の
一
致
に
就
い
て
語
る
こ
と
も
無
意
味
に
さ
れ
て
い
る
。
あ

ら
ゆ
る
芸
術
は
そ
れ
自
身
の
表
現
で
あ
る
。
真
理
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
、
こ
の
表
現
を
離
れ
て
も
存
在
す
る
が
如

き
或
る
も
の
の
表
現
で
な
い
、
と
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
は
云
っ
て
い
る
。＊

そ
れ
自
身
の
表
現
で
あ
る
も
の
が
真
理
な
の

で
あ
る
。
表
現
は
外
部
で
あ
っ
て
、
そ
れ
と
は
別
に
内
部
の
体
験
が
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
外
部

で
な
い
よ
う
な
内
部
も
な
く
、
内
部
で
な
い
よ
う
な
外
部
も
な
い
。
表
現
的
な
も
の
は
そ
れ
自
身
に
於
て
主
観
的

0

0

0

＝
客
観
的
な
も
の

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
か
か
る
も
の
と
し
て
そ
れ
は
独
立
な
も
の

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
表
現
的
な
も
の
は
、
そ
れ
の
外

部
に
自
己
の
一
致
す
べ
き
も
の
を
有
せ
ず
し
て
、ま
た
そ
れ
の
内
部
に
自
己
の
一
致
す
べ
き
も
の
を
有
せ
ず
し
て
、

真
理
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
、
も
し
か
く
の
如
く
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
真
理
の
概
念
に
と
っ
て
欠
く
べ
か
ら
ざ
る

も
の
と
主
張
さ
れ
た
超
越
的
な
も
の
は
何
処
に
あ
り
、
そ
し
て
如
何
に
こ
の
も
の
に
関
係
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
こ
の
根
本
的
な
問
題
に
答
え
る
た
め
に
、
我
々
は
そ
れ
に
先
立
っ
て
表
現
的
な
も
の
が
独
立
な
も
の

で
あ
る
と
云
っ
た
意
味
を
一
層
突
込
ん
で
考
え
て
み
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
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二
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遺
稿 W

irklichkeit und K
unst 

【in “K
onrad Fiedlers Schriften über K

unst”, vol. 2

】
を
参
照
せ
よ
。

二

分
り
易
く
す
る
た
め
に
、
結
論
に
於
て
は
違
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
に
拘
ら
ず
、
表
現
の
代
表
と
し
て
芸
術
の
場
合
を

と
っ
て
考
察
を
進
め
よ
う
。
芸
術
は
制
作
で
あ
り
、
従
っ
て
芸
術
的
に
真
で
あ
る
こ
と
は
意
欲
の
問
題
で
な
く
、

能
力
の
問
題
で
あ
る
と
云
わ
れ
た
。然
る
に
か
か
る
能
力
に
と
っ
て
技
術
は
最
も
重
要
な
要
素
を
な
す
で
あ
ろ
う
。

芸
術
に
於
け
る
技
術
の
重
要
性
は
ヴ
ァ
レ
リ
イ
や
ア
ラ
ン
の
如
き
も
努
め
て
力
説
し
た
こ
と
で
あ
っ
て
、
芸
術
家

は
職
人
の
よ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
天
才
は
た
だ
作
品
に
於
て
の
み
知
ら
れ
る
、
職
人
気
質
な
し
に
は
如
何
な

る
詩
的
天
才
も
な
い
、
と
彼
等
は
述
べ
た
。
技
術
は
物
に
就
い
て
の
客
観
的
知
識
を
予
想
す
る
。
大
理
石
に
働
き

か
け
る
芸
術
家
は
―
―
「
堅
い
石
を
装
う
者
は
幸
い
で
あ
る
」（
ア
ラ
ン
）
―
―
こ
の
石
の
性
質
に
就
い
て
、
そ

れ
と
彼
の
活
動
と
の
間
の
因
果
関
係
に
就
い
て
客
観
的
知
識
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
芸
術
は
観
念
の
物
質
化

で
あ
る
と
い
う
意
味
に
於
て
、
且
つ
表
現
に
於
て
素
材
と
形
式
と
を
、
ま
た
形
式
と
内
容
と
を
抽
象
的
に
区
別
す

る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
限
り
、
芸
術
に
と
っ
て
こ
の
よ
う
な
知
識
の
真
理
が
要
求
さ
れ
る
と
い
う
場
合
、
そ
の

真
理
は
思
惟
と
存
在
と
の
一
致
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
技
術
は
無
制
約
に
自
然
法
則
に
依
存
し
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表
現
に
於
け
る
真
理

て
い
る
。
然
し
な
が
ら
、
技
術
と
科
学
と
は
（
如
何
に
両
者
の
間
に
密
接
な
関
係
が
あ
る
に
せ
よ
）
区
別
さ
れ
、

芸
術
と
技
術
と
は
（
如
何
に
芸
術
に
も
技
術
的
な
と
こ
ろ
が
あ
る
に
せ
よ
）
異
な
り
、
更
に
技
術
と
云
っ
て
も
工

芸
に
於
け
る
技
術
と
芸
術
に
於
け
る
技
術
と
は
（
如
何
に
両
者
の
間
に
類
似
が
あ
る
に
せ
よ
）
同
じ
で
な
い
で
あ

ろ
う
。
表
現
の
本
質
を
把
握
す
る
た
め
に
は
こ
れ
ら
の
区
別
、
差
異
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

既
に
工
芸
的
技
術
に
於
て
も
、
技
術
は
固
よ
り
つ
ね
に
自
然
法
則
の
遂
行
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
単
に
そ
れ
だ
け

で
は
な
い
。
自
然
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
か
れ
て
も
自
己
の
法
則
を
遂
行
し
は
す
る
が
、
回
転
す
る
車
の
如
き
も

の
を
生
ぜ
し
め
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
技
術
の
存
在
に
は
自
然
法
則
の
要
素
の
ほ
か
に
第
二
の
要
素
と
し
て
人
間

の
意
欲
が
加
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
技
術
家
は
自
然
法
則
と
彼
の
意
欲
と
の
綜
合
を
求
め
る
。
そ
し
て
技
術
は

自
然
の
加
工
で
あ
り
、
こ
の
加
工
と
い
う
こ
と
が
技
術
の
存
在
の
第
三
の
要
素
で
あ
る
。
技
術
は
つ
ね
に
人
間
の

活
動
と
結
び
付
き
、
そ
の
限
り
そ
の
知
識
も
主
体
化
さ
れ
、
既
に
行
為
的
知
識
の
意
味
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の

よ
う
に
し
て
技
術
の
本
質
は
「
発
明
」
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
。＊

自
然
法
則
は
発
明
さ
れ
る
も
の
で
な
い
、
そ
れ
は

た
だ
「
発
見
」
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
技
術
に
就
い
て
も
発
見
と
云
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
に
し
て
も
、
そ
の
意
味
は

自
然
法
則
が
発
見
さ
れ
る
と
い
う
の
と
は
異
な
り
、
寧
ろ
発
見
に
対
し
発
明
と
し
て
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
技

術
の
本
質
は
発
明
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
存
在
し
な
か
っ
た
新
し
い
性
質
の
獲
得
で
あ
る
。
そ
れ
は
地
上
を
豊
富
な
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ら
し
め
る
。
そ
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
の
は
既
知
の
自
然
法
則
で
あ
る
と
し
て
も
、そ
の
発
明
は
意
想
外
の
も
の
、

ひ
と
を
驚
か
す
も
の
を
も
っ
て
い
る
。
技
術
は
単
な
る
発
見
で
な
く
て
発
明
の
意
味
を
有
す
る
故
に
、
技
術
に
よ

っ
て
作
ら
れ
た
も
の
が
既
に
表
現
の
意
味
を
有
し
得
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
ひ
と
は
制
作
的
に
働
く
こ
と
に
よ
っ

て
の
ほ
か
何
事
も
発
明
す
る
こ
と
が
出
来
ぬ
。

＊　

V
gl. Friedrich D

essauer, Philosophie der Technik.

工
芸
的
技
術
も
発
明
と
し
て
既
に
或
る
創
造
的
性
質
を
具
え
て
い
る
。け
れ
ど
も
技
術
は
な
お
ど
こ
ま
で
も「
発

明
」
と
し
て
も
と
「
創
造
」
と
云
わ
れ
る
芸
術
の
如
き
も
の
か
ら
区
別
さ
れ
る
。
創
造
物
で
あ
る
芸
術
作
品
は
発

明
物
で
あ
る
技
術
的
形
態
よ
り
も
表
現
的
な
も
の
と
認
め
ら
れ
て
い
る
。
本
来
の
意
味
に
於
て
表
現
的
で
あ
る
の

は
創
造
0

0

さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
技
術
的
形
態
が
表
現
的
と
見
ら
れ
る
の
も
、
技
術
が
既
に
或
る
創
造
的
性
質
を

有
す
る
た
め
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
表
現
的
な
も
の
は
独
立
な

0

0

0

も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
た
だ
独
立
な
も
の
の
生
産
の

み
が
創
造
と
云
わ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
工
芸
に
於
け
る
技
術
は
、
そ
の
根
源
に
溯
れ
ば
い
ず
れ
も
発
明
で
あ
る

に
し
て
も
、
繰
り
返
さ
れ
得
る
こ
と
に
於
て
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
発
明
は
一
回
的
で
な
く
、
工
場
に
於
て
繰
り

返
さ
れ
得
る
技
術
と
し
て
、
か
く
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
重
要
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
技
術
の
過
程
並

び
に
そ
の
生
産
物
は
個
性
的
な
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
一
般
の
例
の
意
味
を
有
す
る
に
過
ぎ
ぬ
。
然
る
に
芸
術
的



一
二
三

表
現
に
於
け
る
真
理

な
も
の
は
個
性
的
な

0

0

0

0

も
の
で
あ
る
、
そ
し
て
個
性
的
な
も
の
が
独
立
な
も
の
で
あ
り
、
か
か
る
も
の
が
表
現
的
で

あ
る
の
で
あ
る
。
技
術
と
芸
術
と
の
差
異
は
、
技
術
的
に
生
産
さ
れ
る
道
具
と
創
造
的
に
生
産
さ
れ
る
芸
術
作
品

と
の
区
別
を
観
察
す
る
と
き
、
次
の
如
き
点
に
於
て
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

一
、
道
具
は
一
定
の
技
術
的
課
題
に
応
ず
る
技
術
的
形
態
で
あ
る
。
こ
の
も
の
は
デ
ッ
サ
ウ
エ
ル
の
云
う
よ
う

に
そ
の
課
題
に
と
っ
て
予
定
さ
れ
た
唯
一
の
形
態
に
向
っ
て
完
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
か
か
る
完
成

へ
の
途
上
に
あ
る
種
々
の
形
態
に
於
け
る
道
具
も
、
み
な
道
具
の
意
味
を
有
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
的
時
代
に
於

て
そ
れ
ぞ
れ
道
具
と
し
て
の
機
能
を
営
む
こ
と
が
出
来
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
道
具
は
真
の
完
璧
性

0

0

0

を
有
す
る
も

の
で
な
い
。
完
璧
な
ら
ぬ
道
具
も
道
具
で
あ
る
、
寧
ろ
一
個
の
道
具
は
動
か
し
難
い
完
璧
性
に
達
し
た
場
合
、
既

に
古
び
て
し
ま
い
、
他
の
新
し
い
道
具
に
よ
っ
て
追
い
越
さ
れ
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
道
具
は
な
お
改
良
の
余
地

を
有
す
る
限
り
道
具
で
あ
る
と
も
云
い
得
よ
う
。
か
く
の
如
き
こ
と
は
道
具
の
機
能
が
主
と
し
て
有
用
性
に
関
わ

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
有
用
性
を
目
的
と
す
る
道
具
は
一
般
性
を
具
え
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
工
芸
的

技
術
も
既
に
行
為
的
な
も
の
と
し
て
単
に
一
般
的
な
も
の
で
あ
り
得
ず
、
道
具
は
い
ず
れ
も
個
別
的
な
形
態
の
も

の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
真
に
個
性
的
な
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
な
お
つ
ね
に
他
の
例
と
し
て
存
在
す
る
。
こ
れ
に

反
し
芸
術
作
品
は
個
性
的
な
、
一
回
的
な
も
の
で
あ
り
、
か
よ
う
な
も
の
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
完
璧
性
を
も
っ
て
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い
る
。

二
、
道
具
は
一
定
の
目
的
活
動
の
一
部
分
が
客
観
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
一
個
の
道
具
は
全
体
の
聯
関
あ
る

過
程
の
一
部
分
を
そ
の
形
態
の
意
味
内
容
と
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
内
容
が
或
ろ
根
源
的
な
目
的
活
動
の
一
部
分

で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
道
具
の
一
般
的
性
格
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
道
具
並
び
に
技
術
の
関
わ
る
制
作

が
客
観
的
対
象
的
な
過
程
で
あ
っ
て
、
ま
さ
に
か
よ
う
な
も
の
と
し
て
そ
れ
か
ら
一
部
分
を
抽
象
す
る
こ
と
、
或

は
そ
れ
を
諸
部
分
に
分
割
す
る
こ
と
が
有
意
味
で
あ
り
、
可
能
で
あ
る
の
み
で
な
く
ま
た
必
要
で
す
ら
あ
る
と
い

う
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
道
具
の
形
態
の
う
ち
に
客
観
化
さ
れ
て
い
る
意
味
は
根
本
に
於
て
部
分

的
で
あ
る
故
に
、
道
具
は
道
具
と
し
て
ど
こ
ま
で
も
手
段
た
る
の
性
質
を
も
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
反
し
芸
術
作
品

の
如
き
も
の
の
表
現
す
る
意
味
は
つ
ね
に
全
体
的

0

0

0

で
あ
っ
て
、
部
分
に
分
割
さ
れ
、
部
分
と
し
て
抽
象
さ
れ
て
は

毀
さ
れ
て
し
ま
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

三
、
固
よ
り
技
術
は
目
的
活
動
で
あ
り
、
一
の
道
具
と
他
の
道
具
、
或
は
そ
れ
と
人
間
の
身
体
的
活
動
と
は
、

合
目
的
々
な
聯
関
に
よ
っ
て
結
ば
れ
て
い
る
。
然
し
こ
の
合
目
的
性
は
芸
術
的
制
作
活
動
の
如
き
に
比
し
て
外
面

的
で
あ
り
、
目
的
論
は
そ
こ
で
は
外
面
化
さ
れ
て
い
る
。
技
術
の
目
的
論

0

0

0

は
外
面
化
さ
れ
た
目
的
論
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
場
合
に
は
目
的
論
は
因
果
論
の
逆
で
あ
る
と
い
う
見
解
も
成
立
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
技
術
に
於
て
は
目
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表
現
に
於
け
る
真
理

的
論
は
外
面
化
さ
れ
て
い
る
故
に
、
そ
の
全
体
の
聯
関
の
部
分
部
分
を
切
離
し
て
こ
れ
の
意
味
を
道
具
に
於
て
客

観
化
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
然
る
に
か
く
の
如
き
こ
と
は
と
り
も
な
お
さ
ず
技
術
の
対
象
界
が
ベ
ル
グ
ソ
ン

の
い
う
が
如
き
空
間
化
さ
れ
た
時
間
の
世
界
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
所
謂
技
術
的
知
性
の
関
わ
る
の
は
も

と
こ
の
よ
う
な
世
界
で
あ
る
。「
我
々
が
幾
何
学
者
と
し
て
生
れ
る
よ
う
に
我
々
は
職
工
と
し
て
生
れ
る
。
い
な
、

我
々
が
職
工
で
あ
る
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
の
み
我
々
は
幾
何
学
者
で
あ
る
の
で
あ
る
」、
と
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
書

い
て
い
る
。
技
術
と
科
学
と
の
間
に
は
本
質
的
な
聯
関
が
存
在
す
る
。
そ
れ
ら
は
客
観
的
世
界
に
関
係
し
、
然
る

に
こ
の
世
界
の
性
格
は
或
る
根
源
的
な
過
去
性
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
客
体
と
は
、
我
々
が
何
を

始
め
る
に
せ
よ
、
既
に
0

0

そ
こ
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
物
と
云
わ
れ
対
象
と
云
わ
れ
る
の
は
、
か
く
の
如
き
も
の
で

あ
る
。
こ
の
世
界
に
於
て
は
原
理
的
に
「
凡
て
は
与
え
ら
れ
て
い
る
」
の
で
あ
っ
て
、
本
来
の
意
味
に
於
け
る
創

造
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
真
の
創
造
は
過
去
か
ら
の
も
の
で
な
く
、
現
在
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。
芸
術

的
創
作
の
如
き
が
一
の
目
的
活
動
で
あ
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
が
、
こ
の
場
合
の
目
的
論
は
内
面
的
で
あ
っ

て
、
そ
し
て
真
に
内
面
的
な
目
的
論
は
「
目
的
な
き
目
的
論
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
何
等
因
果
論
の
逆
と
云
わ
れ
得

る
よ
う
な
も
の
で
な
い
。
職
人
は
彼
の
頭
の
中
に
予
め
存
在
す
る
イ
デ
ー
に
従
っ
て
仕
事
を
す
る
、
彼
の
製
作
は

対
象
的
製
作
で
あ
る
。
然
る
に
芸
術
家
の
仕
事
は
、
そ
れ
が
純
粋
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
無
か
ら
の
創
造
で
あ
る
、
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彼
の
イ
デ
ー
は
作
る
こ
と
の
う
ち
に
於
て
生
れ
て
来
る
の
で
あ
る
。

右
の
論
述
を
通
じ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
技
術
に
於
け
る
客
観
へ
の
拘
束

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
技
術
は
ど
こ
ま
で

も
客
観
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
。
固
よ
り
技
術
は
生
産
と
し
て
既
に
行
為
的
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
人
間
的
意
欲
と

結
び
付
か
な
い
技
術
は
存
在
し
な
い
。
然
る
に
客
観
へ
の
拘
束
か
ら
自
由
で
な
い
技
術
は
同
時
に
主
観
へ
の
拘
束

0

0

0

0

0

0

を
脱
却
し
な
い
も
の
で
あ
る
。技
術
的
形
態
は
そ
れ
を
作
っ
た
人
間
か
ら
ど
こ
ま
で
も
離
れ
得
な
い
も
の
で
あ
る
。

道
具
は
そ
の
本
性
上
完
璧
性
を
有
し
な
い
故
に
、
一
旦
作
ら
れ
る
や
否
や
、
も
は
や
動
か
し
難
い
も
の
と
な
る
の

で
な
く
、
寧
ろ
絶
え
ず
そ
れ
に
改
良
が
加
え
ら
れ
る
。
技
術
家
は
発
明
家
で
あ
る
と
共
に
改
良
家
で
あ
る
。
彼
は

自
分
の
作
っ
た
も
の
を
始
終
改
良
し
て
行
く
。と
こ
ろ
で
表
現
的
な
も
の
が
独
立
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

か
く
の
如
き
種
類
の
客
観
へ
の
拘
束
並
び
に
主
観
へ
の
拘
束
か
ら
自
由
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

芸
術
は
現
実
の
模
倣
で
な
く
、
世
界
の
変
更
を
直
接
に
目
差
す
の
で
な
く
、
実
際
上
の
有
用
性
を
目
的
と
す
る
の

で
も
な
く
、
却
っ
て
そ
れ
自
身
が
目
的
で
あ
る
故
に
、
客
観
へ
の
拘
束
か
ら
自
由
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
一
旦
作

ら
れ
る
や
否
や
、
作
者
自
身
で
す
ら
も
は
や
動
か
し
難
き
独
立
な
も
の
と
な
る
故
に
、
主
観
へ
の
拘
束
か
ら
も
自

由
で
あ
る
。
然
る
に
こ
の
よ
う
に
主
観
へ
の
拘
束
か
ら
自
由
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
実
は
そ
の
反
面
に
於
て
、

表
現
的
な
も
の
が
真
に
主
観
と
の
結
合

0

0

0

0

0

0

を
含
む
と
い
う
こ
と
を
現
し
て
い
る
。
一
人
の
芸
術
家
の
作
っ
た
完
璧
な
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表
現
に
於
け
る
真
理

作
品
は
他
の
者
が
手
を
加
え
る
こ
と
を
許
さ
ず
、
全
く
そ
の
芸
術
家
と
内
面
的
に
結
び
付
い
て
い
る
。
そ
れ
は
た

だ
一
般
に
彼
と
結
び
付
く
と
い
う
の
で
な
く
、彼
の
生
の
歴
史
の
個
別
的
な
時
間
と
個
別
的
に
結
び
付
い
て
い
る
。

こ
れ
に
反
し
一
個
の
技
術
的
形
態
は
、そ
の
発
明
者
自
身
に
よ
っ
て
は
固
よ
り
、同
時
代
ま
た
は
後
世
の
他
の
人
々

に
よ
っ
て
も
改
良
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
、ま
た
多
か
れ
少
な
か
れ
そ
の
よ
う
に
改
良
さ
れ
る
こ
と
を
待
っ
て
い
る
。

言
い
換
え
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
の
作
者
と
の
真
に
内
面
的
な
結
合
を
含
ま
な
い
。
そ
し
て
主
観
と
真
に
内
面
的
に
結

合
せ
る
も
の
が
真
に
表
現
的
な
も
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
表
現
に
於
て
、
主
観
に
拘
束
さ
れ
な
い
こ
と
が
却
っ
て

真
に
主
観
と
結
合
す
る
所
以
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
客
観
に
拘
束
さ
れ
な
い
こ
と
が
ま
た
却
っ
て
真
に
客
観
と
の
結

0

0

0

0

0

合0

を
含
む
所
以
で
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
技
術
の
関
わ
る
現
実
は
な
お
抽
象
的
で
あ
っ
て
、
芸
術
の
生
産
す
る
現
実

は
一
層
具
体
的
で
あ
る
と
云
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
し
て
も
そ
の
場
合
主
観
と
の
結
合
と
云
い
客
観
と
の
結
合
と

云
う
の
は
、
如
何
な
る
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
か
く
の
如
き
結
合
を
含
む
も
の
が
如
何
な
る
意
味
に
於
て
独
立

な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

表
現
的
な
も
の
は
創
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
か
よ
う
な
創
造
の
主
体
は
人
間
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ

う
。
芸
術
は
人
間
の
作
る
も
の
で
あ
る
。
単
に
芸
術
の
み
で
な
い
、
デ
ィ
ル
タ
イ
な
ど
の
表
現
論
に
於
て
云
わ
れ

る
よ
う
に
、
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
生
産
物
が
表
現
の
意
味
を
有
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
で
は
か
く
の
如
く
表
現



一
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八

的
な
も
の
を
作
る
人
間
0

0

そ
の
も
の
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
人
間
そ
の
も
の
が
ま
さ
に
表
現
で
あ
る
。
人
間
は
表
現

的
な
も
の
を
作
る
と
い
う
の
み
で
な
く
、
人
間
自
身
が
表
現
的
な
も
の
で
あ
る
の
で
あ
る
。
表
現
の
性
質
に
就
い

て
上
に
述
べ
て
来
た
凡
て
の
こ
と
が
何
よ
り
も
人
間
の
存
在
に
当
嵌
ま
る
の
を
ひ
と
は
見
出
す
で
あ
ろ
う
。
人
間

こ
そ
根
本
的
規
定
に
於
て
主
観
的
＝
客
観
的
な
も
の
で
あ
る
。
人
間
こ
そ
本
来
の
意
味
に
於
て
個
性
的
な
も
の
で

あ
る
。
人
間
こ
そ
原
理
的
に
独
立
な
も
の
で
あ
る
。
各
々
の
人
間
は
自
己
自
身
の
表
現
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
も
し

人
間
が
表
現
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
人
間
は
創
造
さ
れ
た
も
の
の
意
味
を
有
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
表

現
的
な
も
の
は
創
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
人
間
を
創
造
の
見
地

0

0

0

0

0

に
於
て
捉
え
る
こ
と
は
人
間
把
握

に
と
っ
て
根
本
的
に
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。人
間
は
主
体
的
に
把
握
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
屡
々
云
わ
れ
て
い
る
が
、

た
だ
主
体
的
に
把
握
す
る
と
云
っ
て
も
曖
昧
を
免
れ
な
い
。
人
間
の
主
体
的
把
握
は
創
造
の
見
地
に
於
て
人
間
を

創
造
さ
れ
た
も
の
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
主
体
的
に
把
握
す
る
と
云

っ
て
も
、
単
に
主
観
的
に
理
解
す
る
と
い
う
の
と
異
な
る
こ
と
な
く
、
ま
た
少
な
く
と
も
一
面
的
で
あ
る
こ
と
を

避
け
難
い
で
あ
ろ
う
。
人
間
を
主
体
的
に
把
握
す
る
こ
と
は
主
観
的
＝
客
観
的
な
も
の
と
し
て
の
人
間
を
全
体
と

し
て
把
握
す
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
よ
う
に
人
間
を
全
体
的
に
把
握
す
る
こ
と
は
創
造
の
見
地
に
於

て
可
能
で
あ
る
。
然
し
人
間
が
創
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
は
如
何
な
る
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
先
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表
現
に
於
け
る
真
理

ず
人
間
が
与
え
ら
れ
た
も
の
で
な
く
、
行
為
に
於
て
作
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
見
解
を
含
ん
で
い
る
。
行
為

は
凡
て
制
作
的
活
動
（ poivhsiV 

）
の
意
味
を
、
ま
た
表
現
作
用
乃
至
形
成
活
動
（B

ildung

）
の
意
味
を
担
う
。

教
育
と
か
教
養
と
か
考
え
ら
れ
る
人
間
の
ビ
ル
ド
ゥ
ン
グ
も
か
く
の
如
き
形
成
活
動
も
し
く
は
ポ
イ
エ
シ
ス
の
根

源
的
な
意
味
か
ら
理
解
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
恰
も
芸
術
作
品
が
芸
術
的
活
動
の
過
程
に
於
て
作
ら
れ

る
よ
う
に
、
人
間
そ
の
も
の
も
行
為
に
於
て
作
ら
れ
、
行
為
が
ポ
イ
エ
シ
ス
の
意
味
を
有
す
る
故
に
、
表
現
的
な

も
の
で
あ
る
。
か
か
る
行
為
に
於
て
凡
て
の
偶
然
的
な
も
の
は
必
然
化
さ
れ
、
凡
て
の
外
的
な
も
の
は
性
格
化
さ

れ
、
乃
至
運
命
化
さ
れ
、
表
現
と
し
て
の
人
間
が
形
作
ら
れ
る
。
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
が
「
芸
術
作
品
の
完
結
性
の
要

求
は
何
等
根
源
的
な
要
求
で
な
く
、
却
っ
て
そ
れ
は
芸
術
的
活
動
の
過
程
に
於
て
発
展
し
、
且
つ
た
だ
そ
の
場
合

に
の
み
価
値
を
有
す
る
」
と
云
っ
た
如
く
、
人
間
も
完
結
し
た
も
の
で
な
く
て
可
塑
的
な
も
の
で
あ
り
、
ポ
イ
エ

シ
ス
の
規
定
を
有
す
る
行
為
に
於
て
絶
え
ず
発
展
的
に
形
成
さ
れ
て
行
く
の
で
あ
る
。
芸
術
作
品
が
芸
術
的
活
動

の
本
質
か
ら
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
云
わ
れ
る
よ
う
に
、
人
間
の
存
在
も
か
よ
う
な
行
為
の
本
質
か
ら
把
握
さ

れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
人
間
を
行
為
の
立
場
に
於
て
捉
え
る
と
い
う
に
は
行
為
が
ポ
イ
エ
シ
ス
の
意
味
の
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、
そ
し
て
そ
れ
は
人
間
を
創
造
の
立
場
に
於
て
捉
え
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
人
間
を
全
体
と

し
て
捉
え
る
こ
と
は
、
人
間
が
生
れ
る

0

0

0

と
こ
ろ
か
ら
捉
え
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
主
体
的
把
握
と
云
う
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も
こ
れ
以
外
の
こ
と
を
謂
う
の
で
は
な
い
。
人
間
は
も
と
も
と
主
観
的
＝
客
観
的
な
も
の
と
し
て
生
れ
る
の
で
あ

る
。
我
々
が
こ
の
よ
う
に
語
る
の
は
、
人
間
の
存
在
を
芸
術
作
品
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
従
っ
て
考
え
よ
う
と
す
る

の
で
は
な
く
、
却
っ
て
人
間
の
行
為
は
根
源
的
に
ポ
イ
エ
シ
ス
の
規
定
を
有
し
、
芸
術
的
活
動
の
如
き
表
現
作
用

も
行
為
が
凡
て
ポ
イ
エ
シ
ス
の
規
定
を
有
す
る
故
に
可
能
で
あ
る
と
見
ら
る
べ
き
で
あ
る
。

然
る
に
人
間
は
主
観
的
＝
客
観
的
な
も
の
と
し
て
表
現
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
主
観
的
と
い
う
の
は
既
に
行

為
的
の
意
味
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
人
間
が
主
観
的
＝
客
観
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
単
に
人

間
が
意
識
と
身
体
と
か
ら
成
る
と
い
う
が
如
き
意
味
で
あ
り
得
な
い
。主
観
的
と
は
単
に
意
識
的
の
こ
と
で
な
く
、

行
為
的
の
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
人
間
は
主
観
的
＝
客
観
的
な
も
の
と
し
て
彼
に
於
て
行
為
と
存
在
と
は
不

可
分
で
あ
り
、
か
か
る
全
体
的
人
間
が
創
造
さ
れ
た
も
の
の
意
味
を
有
す
る
と
す
れ
ば
、
人
間
的
行
為
に
も
既
に

何
等
か
創
造
さ
れ
た
も
の
の
意
味
が
、
即
ち
行
為
は
固
よ
り
行
為
と
し
て
彼
が
為
す
0

0

と
い
う
意
味
を
ど
こ
ま
で
も

有
し
な
が
ら
同
時
に
彼
に
と
っ
て
為
さ
れ
る

0

0

0

0

と
い
う
意
味
を
ど
こ
ま
で
も
含
む
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
言
い

換
え
れ
ば
、
人
間
の
行
為
に
は
「
他
の
も
の
」
か
ら
規
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
い
ま
も
し
こ
の
他
の
も
の
が

客
観
的
な
存
在
或
は
「
有
」
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
行
為
に
は
主
体
的
意
味
が
な
く
な
り
、
従
っ
て
行
為
と
も

云
わ
れ
得
な
い
。
主
観
的
＝
客
観
的
な
も
の
は
単
に
客
観
的
な
も
の
か
ら
生
れ
る
こ
と
が
出
来
ぬ
。
ま
た
も
し
こ



一
三
一

表
現
に
於
け
る
真
理

の
他
の
も
の
が
イ
デ
ー
の
如
き
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
行
為
に
は
創
造
的
意
味
が
な
く
な
り
、
従
っ
て
芸

術
的
活
動
の
如
き
も
の
も
考
え
ら
れ
得
な
い
。
か
く
し
て
他
の
も
の
と
い
う
の
は
「
無
」
で
あ
る
の
ほ
か
な
い
で

あ
ろ
う
。
主
観
的
＝
客
観
的
な
も
の
は
無
か
ら
生
れ
る
、
能
産
的
自
然
（natura naturans

）
は
無
の
意
味
の
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
か
る
無
か
ら
の
規
定
性

0

0

0

0

0

0

0

が
我
々
の
パ
ト
ス
と
称
す
る
も
の
で
あ
る
。
人
間
的
行
為

の
底
に
は
パ
ト
ス
が
あ
る
。
創
造
に
は
凡
て
「
無
か
ら
の
創
造
」
の
意
味
が
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
無
か
ら
の
創
造

は
つ
ね
に
パ
ト
ス
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
パ
ト
ス
と
い
う
の
は
単
に
主
観
的
な
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
主
観
へ

の
拘
束
か
ら
自
由
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
我
々
は
真
に
パ
ト
ス
的
に
な
る
の
で
あ
る
。
行
為
が
真
に
パ
ト
ス
的
に

な
る
こ
と
は
真
に
主
観
と
の
結
合
を
含
む
所
以
で
あ
る
。
そ
の
と
き
行
為
は
真
に
主
体
的

0

0

0

と
云
わ
れ
得
る
か
ら
で

あ
る
。
蓋
し
人
間
が
主
体
で
あ
る
と
い
う
意
味
は
従
来
の
主
観
主
義

0

0

0

0

の
哲
学
に
於
け
る
が
如
き
考
え
方
か
ら
離
れ

て
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
我
々
の
行
為
は
ど
こ
ま
で
も
我
々
が
為
す
と
い
う
意
味
を
有
す
る
と
共
に

他
面
ど
こ
ま
で
も
我
々
に
と
っ
て
為
さ
れ
る
と
い
う
意
味
を
有
す
る
こ
と
が
却
っ
て
主
体
的
と
い
う
こ
と
で
あ

り
、
そ
こ
に
主
観
的
と
主
体
的
と
の
区
別
も
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
且
つ
こ
の
よ
う
に
行
為
を
規
定
す
る
も
の

が
外
に
於
て
我
々
を
超
越
す
る
も
の
で
な
く
却
っ
て
内
に
於
て
我
々
を
超
越
す
る
も
の
で
あ
る
故
に
、
行
為
は
そ

れ
に
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
於
て
主
体
的
意
味
を
失
わ
ず
、
ま
た
そ
の
意
味
に
於
け
る
客
観
性
を
除
い
て
主
体
的
と
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い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
ぬ
。
或
は
寧
ろ
行
為
は
内
へ
、
無
へ
超
越
せ
る
も
の
で
あ
り
、
か
か
る
超
越
に
よ
っ
て
外

の
超
越
も
可
能
に
さ
れ
る
。
そ
の
超
越
は
固
よ
り
単
な
る
超
越
で
な
く
て
同
時
に
内
在
で
あ
る
。
も
し
内
在
的
な

と
こ
ろ
が
な
い
な
ら
ば
、
為
さ
れ
る
こ
と
が
同
時
に
為
す
と
い
う
行
為
的
意
味
を
有
し
得
ず
、
こ
の
行
為
が
表
現

作
用
で
あ
る
こ
と
も
不
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
パ
ト
ス
は
パ
ト
ス
と
し
て
受
動
性
で
あ
る
と
共
に
能
動
性
で

あ
る
。

三

然
し
こ
こ
で
は
人
間
論
を
展
開
す
る
こ
と
が
目
的
で
な
く
、
我
々
の
問
題
に
戻
っ
て
考
え
よ
う
。
表
現
に
於
て

は
存
在
が
、
物
や
人
間
が
、
そ
の
も
の
と
し
て
真
と
語
ら
れ
る
。
こ
の
真
理
の
概
念
は
従
来
の
哲
学
に
於
て
普
通

に
考
え
ら
れ
た
真
理
の
概
念
と
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
時
と
し
て
「
純
粋
」
と
い
う
語
が
特
別
に
起

用
さ
れ
、
か
く
て
純
粋
性
（Echtheit

）
の
概
念
は
現
代
哲
学
に
於
け
る
一
題
目
を
現
し
て
い
る
。＊

純
粋
性
の
概

念
は
真
理
の
概
念
と
対
照
さ
れ
る
が
、
純
粋
と
い
う
の
は
な
お
真
と
い
う
が
如
き
も
の
で
あ
り
、
我
々
が
表
現
に

於
け
る
真
理
と
い
う
の
と
同
様
の
意
味
に
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
シ
ュ
テ
ル
ン
は
純
粋
性
の
概
念
に
於
て
は

価
値
論
的
と
存
在
論
的
と
が
結
び
付
き
、
存
在
と
意
味
と
の
分
ち
難
い
統
一
と
し
て
「
存
在
意
味
」（Seinssinn

）
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表
現
に
於
け
る
真
理

を
現
す
と
述
べ
て
い
る
が
、
表
現
と
は
か
く
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
シ
ュ
テ
ル
ン
は
純
粋
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は

領
域
的
に
中
立
的
で
あ
っ
て
、
判
断
、
生
命
あ
る
も
の
、
芸
術
作
品
等
、
種
々
な
る
領
域
の
凡
て
に
属
し
得
る
と

云
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
凡
て
の
も
の
に
そ
れ
が
属
す
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
も
の
が
表
現
的
な
も
の
と
し
て
で
あ

る
と
云
う
の
が
正
確
で
あ
ろ
う
。
更
に
シ
ュ
テ
ル
ン
は
純
粋
性
の
概
念
は
作
用
と
対
象
と
の
ア
ル
テ
ル
ナ
テ
ィ
ヴ

【alternative

】
の
外
に
立
ち
、
対
象
並
び
に
対
象
を
持
つ
作
用
に
属
し
、
従
っ
て
存
在
論
的
＝
論
理
的
中
立
性
を
有

す
る
と
論
じ
て
い
る
。
然
し
こ
の
よ
う
な
中
立
性
は
積
極
的
に
捉
え
ら
れ
て
、
表
現
的
な
も
の
は
主
観
的
＝
客
観

的
な
も
の
で
あ
り
、純
粋
性
は
か
か
る
も
の
に
就
い
て
語
ら
れ
る
と
見
ら
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
一
般
的
に
云
っ
て
、

シ
ュ
テ
ル
ン
に
於
て
も
純
粋
性
の
問
題
は
理
解
の
立
場
か
ら
取
扱
わ
れ
、
そ
れ
に
纏
わ
る
欠
陥
を
も
っ
て
い
る
。

表
現
の
真
理
を
所
謂
命
題
の
真
理
か
ら
区
別
し
て
純
粋
性
の
概
念
で
表
す
こ
と
は
不
適
当
で
は
な
い
に
し
て
も
、

そ
れ
に
よ
っ
て
表
現
の
真
理
に
含
ま
れ
る
根
本
的
な
問
題
が
見
逃
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
注
意
し
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。

＊　

カ
ー
ル
・
ヤ
ス
パ
ー
ス
、ニ
コ
ラ
イ
・
ハ
ル
ト
マ
ン
、そ
の
他
。
特
に  G

ünther Stern, U
eber das H

aben. 

を
見
よ
。

表
現
的
な
も
の
は
主
観
的
＝
客
観
的
な
も
の
と
し
て
、
そ
の
真
理
は
固
よ
り
根
本
に
於
て
一
つ
の
真
理
し
か
な

い
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
二
つ
の
要
素
に
分
っ
て
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
ア
ラ
ン
は
書
い
て
い
る
、「
そ
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れ
か
ら
一
つ
の
真
理
を
作
る
た
め
に
、
い
わ
ば
、
二
つ
の
真
理
が
、
物
の
真
理
（vérité de la chose

）
と
人
間
の

真
理
（vérité de l’hom

m
e

）
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
二
つ
の
真
理
が
一
つ
の
真
理
し
か
な
さ
な
い

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
規
則
は
人
間
の
真
理
で
あ
る
。
規
則
を
忘
れ
る
こ
と
は
自
分
で
自
分
を
忘
れ
る
こ
と
で
あ

り
、
そ
し
て
や
が
て
凡
て
を
忘
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
物
に
就
い
て
叩
い
て
も
無
駄
で
あ
る
。
物
は
君
を
必
要
と
し

な
い
、
そ
れ
は
作
り
直
す
こ
と
を
要
し
な
い
、
こ
れ
に
反
し
て
人
間
は
彼
自
身
を
大
い
に
必
要
と
す
る
」＊

。
人
間

の
真
理
と
い
う
の
は
制
作
的
活
動
に
関
し
て
云
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
か
よ
う
な
活
動
は
無
に
接
す
る
も
の

と
し
て
、
そ
の
根
柢
に
於
て
真
実
性

0

0

0

（W
ahrhaftigkeit

）
が
要
求
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
真
実
性
と
い
う
の
は
既
に

述
べ
た
意
味
に
於
て
真
に
パ
ト
ス
的
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
内
に
於
て
何
物
と
も
一
致
す
る
こ
と
な
く
し

て
真
で
あ
る
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
。
固
よ
り
単
に
主
観
的
な
こ
と
で
は
な
い
。
パ
ト
ス
と
は
無
か
ら
の
規
定
性

で
あ
る
が
、
た
だ
そ
れ
の
関
係
付
け
ら
れ
る
も
の
が
ど
こ
ま
で
も
無
の
意
味
を
有
す
る
故
に
、
そ
こ
で
は
一
致
に

就
い
て
は
語
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
無
は
内
に
於
て
主
観
的
＝
客
観
的
な
も
の
を
超
越
し
て
こ
れ
を
包
む
と
い
う

意
味
で
は
如
何
な
る
客
観
的
な
も
の
よ
り
も
更
に
客
観
的
で
あ
る
。
従
来
真
理
の
概
念
は
単
に
ロ
ゴ
ス
と
の
関
聯

に
於
て
考
え
ら
れ
て
来
た
け
れ
ど
も
、
ま
た
パ
ト
ス
と
の
関
聯
に
於
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ

は
真
理
に
就
い
て
の
対
象
的
な
見
方
の
制
限
を
破
っ
て
、
真
理
そ
の
も
の
を
行
為
の
立
場
に
於
て
捉
え
る
た
め
に
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表
現
に
於
け
る
真
理

必
要
で
あ
る
。
真
実
性
は
ポ
イ
エ
シ
ス
の
根
本
的
な
倫
理
で
あ
る
。
凡
て
表
現
的
な
も
の
は
パ
ト
ス
的
意
味
を
含

ん
で
い
る
。
そ
の
こ
と
は
単
に
表
現
が
感
情
の
表
現
で
あ
る
と
い
う
が
如
き
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
芸

術
作
品
は
感
情
の
表
現
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
人
間
が
表
現
で
あ
る
と
い
う
場
合
、
人
間
は
何
の
表
現
で
あ
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
見
方
か
ら
し
て
は
、
身
体
は
心
の
表
現
で
あ
る
と
い
う
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ワ
ー
的
乃
至
ク

ラ
ー
ゲ
ス
的
観
念
論
が
帰
結
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
然
る
に
身
体
が
心
の
表
現
と
見
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
心

は
身
体
の
表
現
で
あ
る
と
も
見
ら
れ
得
る
。
実
を
云
え
ば
、
身
体
的
＝
精
神
的
な
も
の
と
し
て
の
人
間
が
表
現
的

な
の
で
あ
る
。
作
品
の
う
ち
に
表
現
さ
れ
る
の
は
作
家
の
心
理
の
み
で
な
く
、
ま
た
作
家
の
身
体
が
、
か
く
て
作

家
の
人
間
が
表
現
さ
れ
る
。
し
か
も
作
家
は
自
己
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
自
己
を
出
来
る
だ

け
虚
し
く
し
て
な
お
お
の
ず
か
ら
表
現
さ
れ
て
い
る
も
の
が
作
家
の
人
間
で
あ
る
。
内
部
と
云
わ
れ
る
意
識
も
な

お
真
の
内
部
で
な
く
、
そ
れ
自
身
既
に
ひ
と
つ
の
表
現
で
あ
る
と
も
見
ら
れ
得
る
。
い
な
、
表
現
的
な
も
の
は
主

観
的
＝
客
観
的
な
も
の
と
し
て
本
来
た
だ
自
己
自
身
の

0

0

0

0

0

表
現
で
あ
る
。
表
現
的
な
も
の
は
独
立
な
も
の
と
し
て
た

だ
自
己
自
身
の
表
現
で
あ
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
よ
う
に
た
だ
自
己
自
身
の
表
現
で
あ
る
も
の
が
な
お
表
現
と

考
え
ら
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
無
の
表
現
の
意
味
を
有
す
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
か
く
て
形
あ
る
も
の
は
形
な

き
も
の
の
影
で
あ
る
と
も
云
わ
れ
、
ま
た
凡
て
表
現
的
な
も
の
は
象
徴
0

0

で
あ
る
と
も
云
わ
れ
る
。
蓋
し
何
物
か
の
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象
徴
と
考
え
ら
れ
る
も
の
は
真
の
象
徴
で
な
く
、
却
っ
て
比
喩
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
比
喩
的
意
味
を

越
え
た
真
の
象
徴
は
形
な
き
も
の
の
影
と
し
て
、
自
己
の
外
に
一
致
す
べ
き
何
物
を
も
有
せ
ず
、
た
だ
自
己
自
身

の
表
現
で
あ
る
。
表
現
を
感
情
も
し
く
は
体
験
の
表
現
と
見
る
こ
と
は
、
表
現
を
理
解
の
立
場
に
於
て
考
え
る
こ

と
に
伴
う
誤
謬
、
少
な
く
と
も
一
面
性
で
あ
る
。
ま
た
作
品
と
は
別
個
に
作
家
の
人
間
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、

そ
れ
が
作
品
の
う
ち
に
表
現
さ
れ
る
と
い
う
の
で
も
な
い
。
作
家
の
人
間
は
制
作
的
活
動
そ
の
も
の
に
於
て
作
ら

れ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
さ
に
そ
れ
故
に
こ
そ
彼
の
人
間
は
お
の
ず
か
ら
彼
の
作
品
の
う
ち
に
現
れ
る
の
で
あ
る
。

＊　

A
lain, Propos de littérature.

そ
れ
故
に
真
実
性
と
云
っ
て
も
、
制
作
的
活
動
を
離
れ
て
あ
る
の
で
な
く
、
こ
の
活
動
に
於
て
あ
か
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
ア
ラ
ン
が
人
間
の
真
理
を
規
則
と
云
っ
て
い
る
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。
規
則
と
云
っ
て
も
、
一
般
的

真
理
と
云
う
が
如
き
も
の
で
は
な
い
。
表
現
の
真
理
は
そ
の
本
質
上
つ
ね
に
個
別
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は

ゴ
ー
ガ
ル
テ
ン
が
福
音
（B

otschaft, Verkündigung
）
に
就
い
て
述
べ
て
い
る
の
と
同
様
の
意
味
が
あ
る
で
あ
ろ

う
。＊

即
ち
ゴ
ー
ガ
ル
テ
ン
に
よ
れ
ば
、
一
般
的
真
理
も
し
く
は
本
質
必
然
性
に
就
い
て
は
福
音
は
存
し
な
い
。
そ

れ
に
就
い
て
は
認
識
、
し
か
も
理
性
の
認
識
が
あ
る
。
こ
の
場
合
伝
達
は
原
理
的
に
必
要
な
こ
と
で
は
な
い
。
伝

達
乃
至
福
音
を
必
要
と
す
る
の
は
時
間
上
空
間
上
一
定
の
点
に
起
っ
た
こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば
歴
史
的
な
も
の
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表
現
に
於
け
る
真
理

で
あ
る
。
福
音
は
歴
史
の
福
音
で
あ
り
、
歴
史
と
は
そ
の
根
本
的
な
意
味
に
於
て
出
来
事
（Ereignis

）
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
凡
て
の
行
為
は
出
来
事
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
出
来
事
の
意
味
を
有
す
る
の
は
為
す
こ
と

が
同
時
に
為
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
単
に
為
す
と
い
う
だ
け
で
は
出
来
事
と
い
う
意
味
は
な
い
。
主

観
主
義
或
は
自
律
主
義
の
哲
学
に
よ
っ
て
は
歴
史
は
考
え
ら
れ
な
い
。
行
為
に
は
パ
ト
ス
的
な
と
こ
ろ
が
あ
る
か

ら
、
行
為
は
歴
史
的
で
あ
り
、
ま
た
表
現
的
で
あ
る
の
で
あ
る
。
表
現
を
要
求
す
る
の
は
一
般
的
真
理
で
な
く
、

歴
史
的
な
個
別
的
真
理
で
あ
る
。
か
か
る
真
理
は
そ
れ
自
身
が
象
徴
的
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
象
徴
と
は
個
別
的

な
も
の
が
一
般
的
な
も
の
を
象
徴
す
る
こ
と
で
は
な
い
、
か
く
の
如
き
意
味
の
象
徴
は
真
の
象
徴
で
な
く
、
寧
ろ

比
喩
に
過
ぎ
ぬ
。
表
現
は
た
だ
自
己
自
身
の
表
現
で
あ
る
。
し
か
も
表
現
は
孤
立
し
た
も
の
で
な
い
。「
あ
ら
ゆ

る
出
来
事
は
象
徴
で
あ
る
、
そ
し
て
そ
れ
は
自
己
自
身
を
完
全
に
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
爾
余
の
も
の
を
示

唆
す
る
」（
ゲ
ー
テ
）。
他
の
如
何
な
る
も
の
の
表
現
で
も
な
く
た
だ
自
己
自
身
の
表
現
で
あ
る
も
の
が
、
な
お
表

現
と
し
て
、
凡
て
無
の
表
現
の
意
味
を
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
爾
余
の
も
の
を
示
唆
し
得
る
の
で
あ
る
。
表
現

と
は
底
を
割
る
こ
と
で
あ
り
、
し
か
も
割
ら
れ
た
底
に
何
物
も
あ
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
公
で
あ
る
こ
と

（O
ffenheit

）
に
於
て
表
現
的
な
も
の
の
世
界
性
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。

＊　

Friedrich G
ogarten, Ich glaube an den dreieinigen G

ott.
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凡
そ
表
現
の
真
理
は
表
現
の
活
動
を
離
れ
て
考
え
る
こ
と
が
出
来
ぬ
。「
真
理
は
こ
の
活
動
の
産
物
、
即
ち
一

度
作
り
出
さ
れ
る
と
そ
れ
自
身
の
存
在
を
有
す
る
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
活
動
そ
の
も
の
が
真
理
と
呼
ば
れ
得
る

も
の
の
表
現
で
あ
る
」
と
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
も
云
っ
て
い
る
。
表
現
的
な
も
の
は
主
観
的
＝
客
観
的
な
も
の
で
あ
る

が
、
作
ら
れ
た
も
の
の
み
で
な
く
、
作
る
行
為
そ
の
も
の
が
既
に
主
観
的
＝
客
観
的
な
も
の
で
あ
る
。
制
作
的
活

動
は
純
粋
に
精
神
的
な
も
の
で
な
く
て
身
体
と
結
び
付
い
た
も
の
で
あ
る
。
純
粋
な
精
神
を
考
え
る
こ
と
は
却
っ

て
た
だ
観
想
の
立
場
に
於
て
の
み
可
能
で
あ
ろ
う
。
作
家
は
単
に
頭
を
も
っ
て
書
く
の
で
な
く
、
寧
ろ
「
身
を
も

っ
て
」書
く
の
で
あ
る
。ア
ラ
ン
が
そ
の
芸
術
論
に
於
て
、芸
術
家
の
能
力
と
さ
れ
る
創
造
的
想
像
力（im

agination 
créatrice

）
に
就
い
て
身
体
性
を
力
説
し
て
い
る
の
も
意
味
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
身
体
的
意
味
を
有
し
な
い
よ

う
な
行
為
は
な
い
。
勿
論
身
体
と
云
っ
て
も
主
体
的
意
味
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
と
こ
ろ
で
あ
ら
ゆ
る
制

作
に
技
術
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
。
原
理
的
に
考
え
る
な
ら
ば
、
人
間
の
一
切
の
行
為
が
技
術
的

0

0

0

な
も
の
で
あ
っ
て
、
行
為
が
凡
て
ポ
イ
エ
シ
ス
の
意
味
を
有
す
る
と
い
う
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。
技
術
が
ロ
ゴ

ス
的
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
つ
ね
に
行
為
と
結
び
付
い
た
も
の
と
し
て
理
論
的
知
識

と
は
異
な
っ
て
い
る
。
技
術
は
も
と
魔
術
と
一
緒
に
さ
れ
た
よ
う
に
、
工
芸
的
技
術
の
根
柢
に
も
既
に
或
る
デ
モ

ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
も
の
が
あ
る
。ま
た
デ
ー
モ
ン
の
協
力
な
く
し
て
如
何
な
る
芸
術
作
品
も
な
い
と
云
わ
れ
て
い
る
。
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表
現
に
於
け
る
真
理

か
く
の
如
く
技
術
的
な
も
の
の
根
柢
に
は
パ
ト
ス
的
な
も
の
が
あ
り
、
技
術
の
ロ
ゴ
ス
は
パ
ト
ス
に
よ
っ
て
規
定

さ
れ
て
い
る
。
技
術
的
な
、
そ
し
て
実
現
的
な
ロ
ゴ
ス
で
あ
る
と
こ
ろ
の
レ
ト
リ
ッ
ク
の
ロ
ゴ
ス
に
於
て
こ
の
こ

と
は
特
に
分
明
で
あ
る
。＊

表
現
的
な
も
の
は
技
術
的
な
も
の
で
あ
り
、
表
現
の
真
理
の
問
題
は
技
術
の
真
理
の
問

題
と
或
る
意
味
で
同
じ
で
あ
る
。
技
術
は
単
に
ロ
ゴ
ス
的
で
な
い
に
し
て
も
つ
ね
に
ロ
ゴ
ス
的
で
あ
る
故
に
、
表

現
の
真
理
は
単
に
真
実
性
の
み
か
ら
は
考
え
ら
れ
な
い
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
技
術
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
も
の
に

於
て
思
惟
（ novhsiV 

）
と
制
作
（ poivhsiV 

）
と
の
二
つ
の
過
程
を
区
別
し
た
が
、
ポ
イ
エ
シ
ス
は
ノ
エ
シ
ス

の
逆
の
過
程
と
い
う
が
如
き
も
の
で
な
く
、
創
造
的
意
味
を
有
す
る
ポ
イ
エ
シ
ス
に
於
て
は
、
ノ
エ
シ
ス
と
ポ
イ

エ
シ
ス
と
は
つ
ね
に
一
つ
に
結
び
付
い
て
い
る
。
か
よ
う
な
ノ
エ
シ
ス
に
は
直
観
的
な
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
そ
れ

に
於
て
は
ロ
ゴ
ス
と
パ
ト
ス
と
が
結
び
付
い
て
い
る
。
か
く
の
如
き
行
為
的
直
観
は
、
行
為
が
単
に
主
観
的
な
も

の
で
な
く
て
既
に
主
観
的
＝
客
観
的
意
味
を
有
し
、
換
言
す
れ
ば
行
為
が
同
時
に
出
来
事
の
意
味
を
有
し
、
或
は

行
為
が
単
に
精
神
的
の
も
の
で
な
く
て
既
に
精
神
的
＝
身
体
的
意
味
を
有
す
る
故
に
、
ロ
ゴ
ス
的
＝
パ
ト
ス
的
で

あ
る
。
技
術
に
於
て
習
熟
乃
至
習
慣
と
い
う
が
如
き
或
る
自
然
的
な
も
の
も
し
く
は
パ
ト
ス
的
な
も
の
が
重
要
な

意
味
を
有
す
る
の
も
か
く
の
如
き
関
係
か
ら
理
解
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
技
術
に
は
つ
ね
に
メ
チ
エ
【
技
能
・

流
儀
】
の
意
味
が
あ
り
、
ま
た
ア
ラ
ン
の
云
う
よ
う
に
あ
ら
ゆ
る
行
為
に
は
「
メ
チ
エ
の
保
証
」（assurance de 
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〇

m
étier

）
が
必
要
で
あ
る＊
＊。

＊　

拙
稿
「
レ
ト
リ
ッ
ク
の
精
神
」（『
人
間
学
的
文
学
論
』）〔
全
集
第
十
二
巻
収
録
〕
参
照
。

＊
＊　

A
lain, Entretiens au bord de la m

er, p. 251.

と
こ
ろ
で
人
間
は
主
体
的
な
も
の
と
し
て
無
へ
超
越
せ
る
も
の
で
あ
る
。
意
欲
が
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
性
格
を

有
す
る
の
も
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
い
る
。
人
間
の
「
動
物
的
衝
動
」
な
ど
と
云
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、
人
間
の
如
何

な
る
衝
動
と
雖
も
ま
さ
に
人
間
的
で
あ
っ
て
、
そ
の
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
性
格
と
人
格
性
と
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ

る
。
然
る
に
か
く
の
如
き
無
へ
の
超
越
或
は
主
体
的
超
越
に
よ
っ
て
同
時
に
客
体
の
超
越

0

0

0

0

0

は
可
能
に
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
我
々
に
と
っ
て
客
観
的
世
界
が
ま
さ
に
客
観
的
で
あ
る
の
は
、
我
々
が
主
体
的
に
無
へ
超
越
せ
る
も
の
で

あ
る
が
故
で
あ
る
。
超
越
は
同
時
的
に

0

0

0

0

二
重
の
超
越
で
あ
る
。
行
為
は
つ
ね
に
こ
の
よ
う
な
二
重
の
超
越
に
接
し

て
い
る
。
制
作
は
単
に
内
か
ら
動
か
さ
れ
る
の
で
な
く
、
ま
た
外
か
ら
動
か
さ
れ
る
。
普
通
に
私
が
主
観
と
し
て

他
の
凡
て
の
客
観
に
対
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
然
し
な
が
ら
人
間
が
人
間
に
対
す
る
場
合
、
私
が
単
に
主
観

と
し
て
他
の
人
間
が
単
に
客
観
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
私
が
主
体
で
あ
る
な
ら
ば
、
私
の
対
す
る
者
も
主
体
で
あ

る
。
客
観
に
対
す
る
と
い
う
こ
と
が
主
観
の
規
定
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
寧
ろ
主
体
は
主
体
に
対
す
る
と
い
う

こ
と
が
主
体
の
規
定
で
あ
る
。
行
為
の
主
体
と
し
て
の
私
に
対
す
る
も
の
は
単
な
る
客
観
と
い
う
が
如
き
も
の
で
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表
現
に
於
け
る
真
理

な
く
、
既
に
主
体
的
意
味
を
有
す
る
も
の
即
ち
既
に
表
現
的
意
味
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
行
為
の
立
場
に
於
て

我
々
に
対
す
る
客
観
的
世
界
と
云
わ
れ
る
も
の
は
既
に
表
現
的
世
界
で
あ
る
。
こ
の
世
界
に
於
て
物
は
個
別
的
な

も
の
、
独
立
な
も
の
と
し
て
既
に
表
現
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
世
界
に
於
け
る
一
切
の
も
の
は
創
造
さ
れ
た
も

の
の
意
味
を
有
す
る
。
そ
れ
ら
は
表
現
的
な
も
の
と
し
て
我
々
の
表
現
的
活
動
に
呼
び
掛
け
る
。
こ
の
呼
び
掛
け

に
絶
え
ず
応
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
我
々
の
表
現
的
活
動
は
現
実
性
を
、
従
っ
て
真
理
性
を
得
る
の
で
あ
る
。
か
か

る
意
味
に
於
て
現
実
に
忠
実
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
表
現
は
真
と
な
る
。
そ
の
こ
と
は
固
よ
り
現
実
を
単
に
模
倣
す

る
こ
と
で
は
な
い
。
寧
ろ
既
に
表
現
的
な
も
の
と
し
て
我
々
に
呼
び
掛
け
る
現
実
を
解
放
し
て
表
現
的
な
も
の
と

し
て
完
成
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
芸
術
が
「
第
二
の
創
造
」
と
云
わ
れ
る
の
も
そ
の
意
味
で
あ
る
。
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解
釈
学
と
修
辞
学

ギ
リ
シ
ア
人
の
産
出
し
た
文
化
の
一
つ
に
修
辞
学
が
あ
る
。
そ
れ
は
就な
か
ん
ず
く中

ア
テ
ナ
イ
文
化
に
於
て
―
―
プ

ラ
ト
ン
の
伝
え
る
よ
う
に
ア
テ
ナ
イ
人
は
言
葉
を
愛
し
、
多
く
語
る
こ
と
を
好
ん
だ
（φilovlogovV te kai; 

poluvlogoV 

）―
―
極
め
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
。し
か
し
今
日
、修
辞
学
は
殆
ど
全
く
閑
却
さ
れ
て
い
る
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
諸
著
作
の
う
ち
で
も
修
辞
学
に
関
す
る
書
は
恐
ら
く
最
も
研
究
さ
れ
な
い
も
の
に
属
し
て
い

る
。
こ
れ
に
対
し
て
現
代
の
哲
学
に
於
て
甚
だ
大
き
な
意
義
を
獲
得
す
る
に
至
っ
た
の
は
解
釈
学
で
あ
る
。
解
釈

学
は
も
と
文
献
学
の
方
法
で
あ
る
が
、
今
日
そ
れ
は
哲
学
の
一
般
的
方
法
に
ま
で
拡
げ
ら
れ
高
め
ら
れ
て
い
る
。

解
釈
学
も
ギ
リ
シ
ア
の
啓
蒙
時
代
に
修
辞
学
と
結
び
附
い
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
独
立
の
学
と
し

て
発
達
す
る
に
至
っ
た
の
は
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
時
代
の
文
献
学
に
於
て
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
修
辞
学
が

ギ
リ
シ
ア
文
化
の
開
花
期
の
産
物
で
あ
る
に
反
し
て
、
解
釈
学
は
ギ
リ
シ
ア
文
化
の
発
展
が
一
応
終
結
し
た
後
そ

の
黄
昏
に
い
わ
ゆ
る
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
の
梟
と
し
て
現
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
解
釈
学
の
性
質
に
相
応
し
て

い
る
。
即
ち
解
釈
学
は
既
に
作
ら
れ
た
も
の
、
出
来
上
っ
た
作
品
に
対
し
て
働
く
。
す
ぐ
れ
た
文
献
学
者
ベ
ッ
ク
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解
釈
学
と
修
辞
学

【A
ugust B

öckh

】
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
そ
れ
は
「
認
識
さ
れ
た
も
の
の
認
識
」（das Erkennen des  Erkannten

）

を
目
的
と
し
て
い
る
。
一
般
的
に
云
え
ば
、
解
釈
学
は
過
去
の
歴
史
の
理
解
の
方
法
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
修

辞
学
は
ギ
リ
シ
ア
の
活
溌
な
社
会
的
実
践
的
生
活
の
さ
な
か
に
発
達
さ
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
解
釈
学
が
主
と

し
て
書
か
れ
た
言
葉
、
誌
さ
れ
た
文
書
に
向
う
に
反
し
て
、
修
辞
学
は
主
と
し
て
話
さ
れ
る
言
葉
に
属
し
、
且
つ

そ
れ
は
法
廷
、
国
民
議
会
、
市
場
等
に
お
け
る
活
動
と
結
び
附
い
て
形
成
さ
れ
た
。
か
く
し
て
解
釈
学
も
修
辞
学

も
共
に
ロ
ゴ
ス
（
言
葉
）
に
関
係
す
る
に
し
て
も
、
お
の
ず
か
ら
そ
の
性
格
、
そ
の
実
質
を
異
に
し
て
い
る
。

現
代
に
於
け
る
解
釈
学
の
哲
学
へ
の
導
入
に
よ
っ
て
多
く
の
こ
と
が
為
し
遂
げ
ら
れ
た
の
は
否
定
す
る
こ
と
が

で
き
ぬ
。
そ
れ
は
特
に
、
従
来
の
、
自
然
科
学
に
定
位
し
た
方
法
乃
至
論
理
に
よ
っ
て
は
考
え
ら
れ
な
い
人
間
及

び
歴
史
に
関
す
る
哲
学
の
方
面
に
於
て
功
績
が
あ
っ
た
。
し
か
し
ま
た
今
日
、
解
釈
学
的
方
法
に
対
す
る
不
満
が

広
く
感
ぜ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
我
々
は
解
釈
学
の
立
場
を
超
え
る
こ
と
を
要
求
さ

れ
て
い
る
、
固
よ
り
我
々
は
解
釈
学
に
よ
っ
て
為
さ
れ
た
貴
重
な
諸
発
見
を
無
視
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
い
。
か

く
の
如
き
状
況
に
於
て
、
久
し
く
忘
却
さ
れ
て
き
た
修
辞
学
に
再
び
注
目
す
る
こ
と
は
何
等
か
の
意
義
を
有
し
得

な
い
で
あ
ろ
う
か
。
修
辞
学
を
導
き
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
代
の
哲
学
に
何
等
か
の
新
し
い
道
を
拓
く
こ
と
が

期
待
さ
れ
得
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
我
々
が
問
題
と
す
る
の
は
云
う
ま
で
も
な
く
方
法
と
し
て
の
修
辞
学
、
或
は
修
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辞
学
の
論
理
そ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
解
釈
学
が
哲
学
的
方
法
と
し
て
は
言
葉
の
解
釈
か
ら
現
実
の
存
在

の
解
釈
に
ま
で
転
化
発
展
さ
せ
ら
れ
た
よ
う
に
、
修
辞
学
も
哲
学
的
論
理
と
し
て
は
単
に
言
葉
の
み
で
な
く
現
実

の
存
在
そ
の
も
の
に
関
係
附
け
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

解
釈
学
的
方
法
に
対
す
る
主
要
な
反
対
は
、
そ
れ
が
理
解
の
、
従
っ
て
ま
た
観
想
の
立
場
に
立
っ
て
、
行
為
の
、

乃
至
は
実
践
の
立
場
に
立
つ
も
の
で
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
の
反
対
は
、
解
釈
学
が
も
と
既
に
作
ら
れ

た
も
の
の
理
解
の
方
法
と
し
て
発
達
さ
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
限
り
、
当
然
で
あ
る
。
解
釈
学
は
過
去
の
歴
史
に

対
す
る
場
合
自
己
の
固
有
の
力
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
解
釈
学
が
歴
史
の
方
法
で
あ
る
と
い
う
場
合
、
歴
史

と
は
出
来
上
っ
た
も
の
、
過
去
の
歴
史
を
意
味
し
て
い
る
。
然
る
に
歴
史
と
い
う
べ
き
も
の
は
本
来
現
在
の
歴
史

で
あ
り
、
我
々
自
身
が
現
在
の
行
為
に
於
て
作
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
解
釈
学
は
歴
史
の
論
理
と
し
て

不
十
分
で
あ
る
こ
と
を
免
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
解
釈
学
は
存
在
の
歴
史
性
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
が
、
歴
史
性
と

は
こ
の
場
合
主
と
し
て
過
去
か
ら
生
成
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
解
釈
学
は
歴
史
的
な
も
の
は

表
現
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
が
、
そ
れ
は
表
現
に
つ
い
て
も
理
解
の
立
場
に
立
っ
て
行

為
も
し
く
は
制
作
の
立
場
に
立
つ
の
で
は
な
い
。
表
現
の
概
念
は
理
解
乃
至
観
想
の
立
場
と
つ
ね
に
結
び
附
く
と

云
う
こ
と
は
で
き
ぬ
。
た
だ
解
釈
学
の
立
場
に
於
て
は
前
者
は
後
者
と
密
接
に
結
び
附
い
て
い
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
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解
釈
学
と
修
辞
学

は
体
験
、
表
現
、
理
解
と
い
う
三
つ
の
も
の
の
内
的
な
結
合
を
考
え
た
が
、
し
か
し
表
現
そ
の
も
の
は
単
な
る
体

験
と
は
異
な
る
行
為
の
立
場
か
ら
、
ま
た
単
な
る
理
解
と
は
異
な
る
制
作
の
立
場
か
ら
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き

る
。
歴
史
性
の
意
味
が
過
去
の
歴
史
と
そ
の
理
解
の
立
場
か
ら
現
在
に
於
て
歴
史
を
作
る
行
為
の
立
場
に
移
し
て

考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
に
、
表
現
の
意
味
も
解
釈
学
的
立
場
か
ら
離
れ
て
表
現
作
用
そ
の
も
の
の
立
場
に
於

て
捉
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

こ
の
場
合
修
辞
学
は
我
々
に
必
要
な
手
懸
り
を
与
え
得
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
修
辞
学
は
端
的
に
表
現
に
関
係

し
て
い
る
。
我
々
は
表
現
す
る
た
め
に
修
辞
学
を
用
い
る
の
で
あ
る
。
修
辞
学
は
表
現
の
理
解
に
関
係
す
る
の
で

な
く
、
却
っ
て
表
現
の
作
用
に
関
係
し
て
い
る
。
そ
こ
に
元
来
と
も
に
ロ
ゴ
ス
（
言
葉
）
に
関
係
す
る
も
の
で
あ

り
な
が
ら
解
釈
学
と
修
辞
学
と
の
性
格
的
な
相
違
が
認
め
ら
れ
る
。
次
に
修
辞
学
は
表
現
作
用
の
立
場
に
立
つ
も

の
と
し
て
表
現
の
技
術
性
に
つ
い
て
知
ら
せ
る
。
修
辞
学
は
何
よ
り
も
技
術
で
あ
る
。
そ
れ
は
表
現
的
で
あ
る
た

め
に
は
技
術
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
を
我
々
に
教
え
る
。
表
現
的
な
も
の
は
技
術
的
で
あ
る
と
い
う

こ
と
は
、
修
辞
学
に
と
っ
て
謂
わ
ば
公
理
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
実
に
表
現
の
本
質
に
関
わ
る
重
要
な
認
識
で

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
単
に
表
現
的
な
言
葉
の
み
で
は
な
い
、
あ
ら
ゆ
る
表
現
的
な
も
の
は
技
術
的
に
形
成
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。
自
然
の
如
き
も
表
現
的
な
も
の
と
し
て
技
術
的
で
あ
る
。
か
の
自
然
美
の
問
題
の
如
き
も
、
自
然
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の
技
術
性
を
基
礎
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
、
且
つ
こ
れ
と
芸
術
美
と
の
統
一
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
で

き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
修
辞
学
は
固
よ
り
単
に
美
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
修
辞
学
は
ギ
リ
シ
ア
に
於

て
単
に
言
葉
の
装
飾
や
美
化
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
の
で
な
く
、
寧
ろ
社
会
的
実
践
的
な
目
的
を
有
し
た
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
も
と
芸
術
と
特
殊
の
関
係
が
あ
っ
た
の
で
な
く
、
寧
ろ
社
会
的
政
治
的
活
動
と
密
接
に
結
び
附
い

て
い
た
。
市
場
や
法
廷
や
国
民
議
会
が
ギ
リ
シ
ア
に
於
け
る
修
辞
学
の
固
有
の
場
所
で
あ
っ
た
。
表
現
論
と
審
美

主
義
と
は
分
離
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
分
離
し
て
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
修
辞
学
は
何
か
特
別
の
も
の
で
あ

る
の
で
は
な
い
。
我
々
の
言
葉
は
す
べ
て
修
辞
学
的
で
あ
る
、
言
い
換
え
れ
ば
技
術
的
で
あ
る
。
言
葉
は
本
来
技

術
的
な
も
の
で
あ
る
故
に
表
現
的
な
の
で
あ
る
。
修
辞
学
は
意
識
的
に
用
い
ら
れ
る
の
み
で
な
く
、
日
常
の
言
葉

も
無
意
識
的
に
せ
よ
つ
ね
に
何
等
か
修
辞
学
的
で
あ
る
。
言
葉
は
人
間
の
本
質
に
属
す
る
と
云
わ
れ
る
が
、
そ
の

こ
と
は
表
現
性
が
人
間
存
在
の
根
本
規
定
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
人
間
存
在
の
表
現
性
は
そ
の
技
術
性
と
一
つ
の

も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

と
こ
ろ
で
人
間
は
技
術
的
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
デ
カ
ダ
ン
ス
に
陥
る
危
険
を
有
し
て
い
る
。
こ
の
関
係
は
修

辞
学
に
於
て
何
よ
り
も
明
瞭
に
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
言
葉
の
デ
カ
ダ
ン
ス
と
は
、
言
葉
が
そ
の
本
性
即
ち
存

在
を
存
在
そ
の
も
の
か
ら
顕
に
す
る
と
い
う
性
質
を
逸
し
て
、
存
在
と
の
内
的
な
繋
が
り
を
失
う
こ
と
で
あ
る
。



一
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七

解
釈
学
と
修
辞
学

言
葉
は
技
術
的
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
空
虚
に
な
り
易
い
。
プ
ラ
ト
ン
は
哲
学
者
の
眼
を
も
っ
て
、
当
時
の
文
化

の
う
ち
に
浸
潤
し
た
修
辞
学
に
伴
う
種
々
の
弊
害
を
洞
見
し
、
仮
借
す
る
こ
と
な
く
批
判
し
た
。
し
か
し
彼
は
、

就
中
パ
イ
ド
ロ
ス
に
於
て
は
、
た
だ
修
辞
学
を
非
難
す
る
に
止
ま
ら
な
い
で
、
自
分
自
身
、
哲
学
的
な
根
柢
に
立

つ
新
し
い
修
辞
学
の
綱
要
を
描
い
て
い
る
。
こ
れ
に
依
れ
ば
、
修
辞
学
は
一
方
で
は
弁
証
論
に
、
他
方
で
は
心
理

学
に
基
礎
を
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
説
得
の
技
術
と
し
て
の
目
的
を
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
話
す
人
は
先
ず
、
彼

が
そ
れ
に
就
い
て
話
す
物
に
関
す
る
真
の
認
識
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
認
識
は
弁
証
論
に
よ
っ
て
得
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
修
辞
学
が
詭
弁
を
意
味
す
べ
き
で
な
い
な
ら
ば
、
弁
証
論
は
修
辞
学
に
と
っ
て
自
己
の
論
拠
の

発
見
の
た
め
に
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
話
す
人
は
次
に
、聴
く
人
の
心
理
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

彼
は
人
間
の
心
の
差
別
、
そ
の
性
質
の
相
違
を
知
り
、
こ
れ
に
応
じ
て
説
得
に
最
も
適
し
た
言
葉
を
用
い
る
よ
う

に
心
掛
け
ね
ば
な
ら
ぬ
。
修
辞
学
は
聴
く
人
の
心
を
言
葉
に
よ
っ
て
一
定
の
方
向
に
導
く
こ
と
（ y

ucagw
giva 

tiV dia; lovgon 

）
で
あ
り
、
人
間
心
理
の
把
握
は
そ
の
基
礎
で
あ
る
。
か
く
て
プ
ラ
ト
ン
に
依
れ
ば
修
辞
学
は

論
理
で
あ
る
と
同
時
に
心
理
で
あ
る
と
云
う
こ
と
が
で
き
る
。
か
か
る
も
の
と
し
て
そ
れ
は
具
体
的
な
論
理
で
あ

る
。
修
辞
学
は
心
理
と
論
理
と
の
統
一
と
し
て
、
言
い
換
え
れ
ば
主
観
的
な
も
の
と
客
観
的
な
も
の
と
の
統
一
と

し
て
技
術
に
属
す
る
と
云
う
こ
と
が
で
き
る
。



一
四
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プ
ラ
ト
ン
が
パ
イ
ド
ロ
ス
の
中
で
与
え
た
示
唆
は
、
修
辞
学
に
対
す
る
一
層
積
極
的
な
評
価
の
も
と
に
、
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
っ
て
具
体
的
に
展
開
さ
れ
た
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
従
え
ば
、
修
辞
学
は
政
治
学
―
―
彼
に
於

て
は
倫
理
学
と
政
治
学
と
は
一
つ
の
も
の
で
あ
る
―
―
の
孫
で
あ
る
。
修
辞
学
は
人
間
の
社
会
的
存
在
と
密
接
な

関
係
を
有
し
て
い
る
。
言
葉
は
本
来
社
会
的
な
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
す
べ
て
の
言
葉
は
本
性
上
修
辞
学
的
で

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
現
実
の
言
葉
は
、
一
、
話
す
人
、
二
、
そ
れ
に
就
い
て
話
さ
れ
る
も
の
、
三
、
聴
く
人
、
と

い
う
三
要
素
を
含
み
、
こ
れ
に
構
造
附
け
ら
れ
た
一
全
体
で
あ
る
。
私
が
そ
の
人
に
向
っ
て
話
す
相
手
が
言
葉
の

テ
ロ
ス
（
目
的
）
で
あ
る
。
言
葉
の
テ
ロ
ス
は
私
で
な
く
、
却
っ
て
聴
き
手
即
ち
汝
で
あ
る
。
私
は
聴
き
手
を
説

得
す
る
こ
と
、
そ
の
信
を
得
る
こ
と
を
求
め
、
そ
の
た
め
に
修
辞
学
を
必
要
と
す
る
。
修
辞
学
に
於
け
る
信
憑
の

根
拠
と
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
三
つ
の
も
の
を
区
別
し
た
。
一
、話
し
手
の
エ
ー
ト
ス
（
性
格
）
に
依
る
証
明
。

そ
の
人
の
心
根
、
性
格
が
立
派
で
あ
る
場
合
、
我
々
は
容
易
に
彼
の
言
葉
を
信
じ
る
。
言
葉
の
有
す
る
信
憑
力
は

話
し
手
の
性
格
、
そ
の
倫
理
性
の
如
何
に
関
係
し
て
い
る
。
そ
こ
で
話
し
手
は
言
葉
の
技
術
に
よ
っ
て
自
己
の
エ

ー
ト
ス
に
対
す
る
相
手
の
信
を
作
り
出
す
よ
う
に
努
め
る
。
二
、
聴
き
手
の
パ
ト
ス
に
依
る
証
明
。
聴
き
手
に
於

て
パ
ト
ス
が
言
葉
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
る
と
き
、
聴
き
手
自
身
が
証
明
の
手
段
と
な
る
。
話
す
人
は
言
葉
の
技
術

に
よ
っ
て
相
手
を
心
の
一
定
の
状
態
に
お
く
よ
う
に
努
め
る
。
三
、
ロ
ゴ
ス
そ
の
も
の
に
依
る
証
明
。
語
る
こ
と



一
四
九

解
釈
学
と
修
辞
学

は
或
る
も
の
に
就
い
て
語
る
こ
と
で
あ
る
限
り
、
修
辞
学
も
一
定
の
論
理
的
証
明
を
含
ま
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
修

辞
学
は
倫
理
学
も
し
く
は
政
治
学
の
孫
で
あ
る
と
共
に
弁
証
論
の
孫
で
あ
る
、
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
云
っ
て

い
る
。
と
こ
ろ
で
演
繹
法
と
帰
納
法
と
は
論
理
の
二
つ
の
形
式
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
相
応
し
て
修
辞
学
に
於
て

は ejnquvmhma 
と paravdeigma 

と
が
あ
る
。
前
者
エ
ン
チ
ュ
メ
ー
マ
は
修
辞
学
的
な
推
理
（
シ
ュ
ロ
ギ
ス
モ
ス
）

で
あ
り
、
後
者
パ
ラ
デ
イ
グ
マ
即
ち
例
に
よ
る
証
明
は
修
辞
学
的
な
帰
納
法
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
。
純
粋
な
論
理

と
修
辞
学
的
な
論
理
と
の
間
に
差
異
が
存
在
す
る
の
は
、
修
辞
学
が
主
と
し
て
行
為
に
関
係
し
、
行
為
は
必
然
的

な
も
の
で
な
く
て
大
抵
は
そ
う
あ
る
（ w

JV ejpi; to; poluv 

）
も
の
で
あ
る
の
に
基
づ
い
て
い
る
。
修
辞
学
は
行

為
に
関
し
て
、
一
、
勧
告
し
若も
し

く
は
諫
止
す
る
こ
と
、
二
、
告
訴
し
若も
し

く
は
弁
護
す
る
こ
と
、
三
、
称
讃
し
若
く

は
非
難
す
る
こ
と
、
を
主
題
と
す
る
。
か
よ
う
に
行
為
に
関
係
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
修
辞
学
に
は
時
間
が
属
し
て

い
る
。
即
ち
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
依
れ
ば
、
右
の
第
一
の
種
類
は
未
来
に
、
第
二
の
種
類
は
過
去
に
、
第
三
の
種

類
は
現
在
に
関
係
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
三
つ
の
種
類
の
も
の
に
於
て
問
題
に
さ
れ
る
の
は
、
右
の
順
序
に

従
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
、
一
、
利
と
害
、
二
、
正
と
不
正
、
三
、
善
と
悪
で
あ
る
。
修
辞
学
に
就
い
て
の
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
の
分
析
が
如
何
に
具
体
的
な
点
に
触
れ
て
い
る
か
が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

か
く
し
て
修
辞
学
が
単
な
る
論
理
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
言
葉
が
単
に
ロ
ゴ
ス
的
な
も
の
で
あ
る
な



一
五
〇

ら
ば
修
辞
学
は
存
し
な
い
。
修
辞
学
は
一
面
論
理
で
あ
る
と
共
に
他
面
心
理
で
あ
る
。
こ
こ
に
心
理
と
い
う
の
は

パ
ト
ス
的
な
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。
修
辞
学
は
心
理
と
論
理
と
の
綜
合
で
あ
り
、
論
理
と
し
て
は
具
体
的
な
論
理

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
具
体
的
な
論
理
に
つ
い
て
は
、
論
理
の
基
礎
に
関
す
る
か
の
心
理
主
義
と
論
理
主
義
と
の

論
争
の
如
き
は
無
意
味
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
論
争
そ
の
も
の
が
抽
象
的
で
あ
る
と
云
え
る
。
修
辞
学
は
心

理
的
に
、
言
い
換
え
れ
ば
パ
ト
ス
的
に
制
約
さ
れ
て
い
る
。
ひ
と
が
誰
か
を
相
手
に
話
す
と
き
、
ひ
と
は
相
手
が

如
何
な
る
心
の
状
態
に
あ
る
か
を
、
彼
の
感
情
と
か
気
分
と
か
を
殆
ど
無
意
識
的
に
考
慮
し
、
言
葉
は
こ
れ
に
よ

っ
て
規
定
さ
れ
る
。
ひ
と
は
単
に
相
手
の
ロ
ゴ
ス
（
理
性
）
に
で
な
く
、ま
た
彼
の
パ
ト
ス
（
情
意
）
に
訴
え
る
。

ひ
と
は
相
手
を
自
分
の
意
見
に
対
し
て
受
取
り
易
く
、
注
意
深
く
且
つ
好
意
的
な
ら
し
め
る
―
―
こ
の
三
つ
の
点

は
古
代
の
修
辞
学
者
の
掲
げ
た
伝
統
的
な
規
則
に
属
し
て
い
る
―
―
た
め
に
、
言
葉
を
技
術
的
に
用
い
る
。
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
が
模
範
的
に
示
し
た
如
く
修
辞
学
は
パ
ト
ス
論
と
密
接
な
関
係
を
含
ん
で
い
る
。
修
辞
学
は
聴
く
人

の
パ
ト
ス
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
の
み
で
な
く
、
他
方
話
す
人
自
身
の
パ
ト
ス
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
。
そ
れ
は

各
人
の
パ
ト
ス
、
ま
た
エ
ー
ト
ス
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
、
性
格
的
な
も
の
で
あ
る
。
性
格
と
い
う
も
の
は
主
と
し

て
パ
ト
ス
的
な
も
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
パ
ト
ス
乃
至
エ
ー
ト
ス
に
基
づ
く
も
の
と
し
て
修
辞
学
は
表
現
的
で
あ

る
。
修
辞
学
は
何
よ
り
も
話
す
人
の
人
間
、
性
格
、
即
ち
主
体
的
な
も
の
を
現
す
。
文
は
人
な
り
と
い
う
の
は
よ



一
五
一

解
釈
学
と
修
辞
学

く
知
ら
れ
た
格
言
で
あ
る
。
修
辞
学
を
単
に
言
葉
の
問
題
と
し
て
で
な
く
思
考
の
問
題
と
し
て
見
て
―
―
思
考
の

仕
方
と
言
表
の
仕
方
と
の
間
に
於
け
る
内
面
的
な
一
致
な
し
に
真
の
修
辞
学
は
存
し
な
い
で
あ
ろ
う
―
―
、
こ
れ

と
純
粋
に
論
理
的
な
思
考
と
を
概
念
上
区
別
す
る
と
き
、
論
理
的
思
考
が
対
象
的
に
限
定
さ
れ
た
思
考
で
あ
る
に

反
し
て
、
修
辞
学
的
思
考
は
主
体
的
に
限
定
さ
れ
た
思
考
で
あ
る
。
前
者
が
真
理
性
（W

ahrheit

）
に
関
わ
る
に

反
し
て
、
後
者
は
真
実
性
（W

ahrhaftigkeit

）
に
関
わ
る
。
即
ち
修
辞
学
に
於
て
は
単
に
論
理
性
の
み
で
な
く
ま

た
倫
理
性
が
問
題
で
あ
る
。
表
現
に
於
て
は
真
理
性
で
な
く
て
純
粋
性
（Echtheit

）
が
問
題
で
あ
る
と
云
わ
れ

る
の
も
、
表
現
が
主
体
的
真
実
性
に
関
わ
る
こ
と
に
依
る
の
で
あ
る
。
パ
ス
カ
ル
は
書
い
て
い
る
、「
自
然
的
な

ス
タ
イ
ル
を
見
る
と
き
、
ひ
と
は
全
く
驚
喜
す
る
、
な
ぜ
な
ら
彼
は
ひ
と
り
の
著
者
を
見
る
と
思
っ
て
い
た
の
に
、

ひ
と
り
の
人
間
に
出
会
う
か
ら
で
あ
る
」。
一
冊
の
書
物
を
読
ん
で
、
ひ
と
り
の
著
者
で
な
く
ひ
と
り
の
人
間
を

見
出
す
と
き
、
我
々
の
悦
び
は
大
き
い
。
修
辞
学
は
抽
象
的
な
論
理
で
な
く
て
人
間
的
な
論
理
で
あ
り
、
そ
れ
は

心
理
と
論
理
と
の
統
一
で
あ
る
よ
う
に
論
理
と
倫
理
と
の
統
一
で
あ
る
。
そ
し
て
か
く
の
如
く
そ
れ
が
主
観
的
な

も
の
と
客
観
的
な
も
の
と
の
統
一
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、
修
辞
学
が
技
術
で
あ
る
べ
き
理
由
が
あ
る
。
蓋
し
技
術
に

於
て
は
主
観
的
な
も
の
が
客
観
化
さ
れ
、
客
観
的
な
も
の
が
主
観
化
さ
れ
、
主
観
的
な
も
の
と
客
観
的
な
も
の
と

の
統
一
と
い
う
こ
と
が
技
術
の
本
質
で
あ
る
。



一
五
二

修
辞
学
は
固
よ
り
単
に
心
理
の
技
術
で
は
な
い
。
そ
れ
は
す
で
に
言
葉
と
い
う
或
る
物
質
的
な
も
の
を
支
配
し

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
も
修
辞
学
は
単
に
言
葉
の
技
術
で
な
く
て
同
時
に
思
考
の
技
術
で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
が

考
え
た
よ
う
に
修
辞
学
の
根
柢
に
は
論
理
が
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
云
っ
た
よ
う
に
修
辞
学
は

弁
証
論
の
孫
で
あ
る
。
言
葉
と
思
考
と
は
も
と
一
つ
の
も
の
で
あ
る
。
思
考
の
真
に
基
づ
か
な
い
よ
う
な
も
の
は

真
の
修
辞
学
で
は
な
い
。
パ
ス
カ
ル
は
雄
弁
に
つ
い
て
云
っ
て
い
る
、「
快
適
と
真
と
が
必
要
で
あ
る
、
し
か
も

こ
の
快
適
は
そ
れ
自
身
真
か
ら
取
っ
て
来
ら
れ
た
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」。
真
で
あ
る
た
め
に
は
、
ひ
と
は
論

理
的
に
思
考
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
修
辞
学
は
論
理
を
包
む
外
套
の
如
き
も
の
で
な
く
、
真
の
修
辞
学
は
言
葉

の
形
式
と
思
考
の
形
式
と
の
内
面
的
統
一
に
存
す
る
と
す
れ
ば
、
修
辞
学
的
思
考
は
純
粋
に
論
理
的
な
思
考
か
ら

概
念
上
区
別
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
修
辞
学
の
主
題
は
行
為
で
あ
る
と
い
う
極
め
て
重
要

な
見
解
を
述
べ
て
い
る
。
修
辞
学
は
物
に
つ
い
て
の
思
考
で
あ
る
よ
り
も
行
為
に
つ
い
て
の
思
考
で
あ
る
。
言
葉

は
元
来
社
会
的
な
行
為
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
物
に
つ
い
て
の
思
考
も
社
会
的
に
伝
え
ら
れ
る
こ
と
を
欲
す
る

限
り
、
就
中
そ
れ
が
人
間
の
行
為
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
何
等
か
修
辞
学
的
で
あ
る
こ
と
を
要
求
さ
れ

て
い
る
。
修
辞
学
的
思
考
に
と
っ
て
固
有
な
領
域
は
物
で
な
く
て
行
為
で
あ
る
。
た
だ
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
行
為

を
十
分
主
体
的
に
捉
え
ず
、
な
お
対
象
的
客
体
的
に
見
た
。
そ
の
た
め
に
彼
は
、
行
為
は
必
然
的
な
も
の
で
な
く



一
五
三

解
釈
学
と
修
辞
学

て
大
抵
そ
う
あ
る
も
の
で
あ
り
、
修
辞
学
的
推
理
即
ち
エ
ン
チ
ュ
メ
ー
マ
も
必
然
的
な
も
の
か
ら
の
推
理
で
な
く

て
蓋
然
的
な
も
の
（ to; eijkovV 

）
か
ら
の
推
理
で
あ
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
行

為
は
単
に
客
観
的
に
捉
え
ら
れ
得
る
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
行
為
は
主
観
的
に
し
て
客
観
的
な
も
の
で
あ
り
、
か

か
る
も
の
と
し
て
そ
の
本
質
に
於
て
技
術
的
な
も
の
で
あ
る
。
行
為
は
技
術
的
な
も
の
で
あ
る
故
に
、
行
為
に
関

わ
る
修
辞
学
は
技
術
的
な
も
の
で
あ
り
、
修
辞
学
の
論
理
は
行
為
の
論
理
そ
の
も
の
を
現
す
と
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
。
し
か
し
修
辞
学
は
論
理
で
な
く
て
直
観
に
属
す
る
と
云
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
論
理
の
根
柢
に
は
直
観
が
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
す
れ
ば
、
何
よ
り
も
修
辞
学
的
論
理
の
根
柢
に
は
直
観
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
具
体

的
な
論
理
は
論
理
と
直
観
と
の
綜
合
で
あ
り
、
も
し
く
は
直
観
そ
の
も
の
の
う
ち
に
既
に
論
理
が
含
ま
れ
て
い
る

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
右
に
述
べ
た
如
く
修
辞
学
は
ロ
ゴ
ス
的
な
も
の
と
パ
ト
ス
的
な
も
の
と
の
統
一
で
あ
る

が
、
か
か
る
統
一
は
如
何
に
与
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
両
者
は
対
立
物
の
統
一
と
し
て
弁
証
法
的
統
一
を
な
す

と
云
っ
て
も
、
弁
証
法
の
根
柢
に
は
弁
証
法
的
直
観
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
修
辞
学
の

論
理
は
行
為
的
直
観
の
論
理
を
現
す
と
云
う
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
で
ロ
ゴ
ス
と
パ
ト
ス
と
の
統
一
は
構
想
力

に
於
て
与
え
ら
れ
て
い
る
。
フ
ン
ボ
ル
ト
に
依
れ
ば
、
構
想
力
は
矛
盾
す
る
性
質
を
結
合
し
得
る
我
々
の
唯
一
の

能
力
で
あ
る
。
そ
れ
は
矛
盾
す
る
本
性
を
突
然
の
奇
跡
に
よ
っ
て
の
如
く
驚
く
べ
き
調
和
に
も
た
ら
し
、
且
つ
そ



一
五
四

れ
は
イ
デ
ー
か
ら
借
り
て
来
ら
れ
た
の
で
な
く
て
感
性
の
中
か
ら
生
れ
た
然
も
イ
デ
ー
的
な
形
像
を
作
り
出
す
こ

と
に
よ
っ
て
そ
の
こ
と
を
為
す
の
で
あ
る
。修
辞
学
の
論
理
は
根
本
に
於
て
構
想
力
の
論
理
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

そ
し
て
こ
れ
は
言
葉
の
根
源
が
構
想
力
に
関
わ
る
と
い
う
こ
と
に
相
応
し
て
い
る
。
フ
ン
ボ
ル
ト
に
依
れ
ば
、
言

葉
は
人
間
の
感
性
的
・
精
神
的
本
性
の
現
れ
で
あ
る
。
言
葉
と
一
つ
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
精
神
と
い
う
の
は
彼

に
於
て
構
想
力
の
こ
と
で
あ
る
と
云
い
得
る
。
そ
し
て
修
辞
学
が
そ
の
端
初
の
本
質
に
従
っ
て
芸
術
の
領
域
か
ら

行
為
の
領
域
へ
連
れ
戻
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
に
、
構
想
力
の
論
理
も
美
学
の
領
域
か
ら
倫
理
学
（
政
治
学
）
の

領
域
へ
連
れ
戻
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
行
為
的
直
観
の
論
理
は
構
想
力
の
論
理
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
の
如
き
修

辞
学
の
論
理
の
構
造
を
解
釈
学
の
論
理
に
対
し
て
更
に
一
層
明
瞭
に
規
定
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。

私
は
従
来
種
々
の
場
合
に
現
代
哲
学
に
於
け
る
解
釈
学
の
論
理
が
有
機
体
説
に
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
と
を
論
じ
て
来

た
。
こ
れ
は
そ
の
成
立
の
歴
史
的
事
情
か
ら
考
え
て
既
に
そ
う
で
あ
る
。
解
釈
学
は
そ
の
対
象
で
あ
る
表
現
の
構

造
を
有
機
的
な
も
の
と
見
る
の
み
で
な
く
、
表
現
と
理
解
、
表
現
と
体
験
の
関
係
を
も
連
続
的
融
合
的
に
見
て
い

る
。
理
解
の
概
念
は
体
験
の
概
念
と
、
従
っ
て
ま
た
経
験
の
概
念
と
結
び
附
く
、
故
に
客
観
で
あ
る
表
現
と
主
観

に
属
す
る
理
解
乃
至
体
験
と
の
間
に
は
真
の
意
味
に
於
け
る
関
係
が
存
し
な
い
。
即
ち
経
験
と
い
う
場
合
客
観
を

ど
こ
ま
で
も
自
我
に
引
寄
せ
て
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
に
反
し
、
関
係
と
い
う
場
合
関
係
す
る
の
は
本
来
独



一
五
五

解
釈
学
と
修
辞
学

立
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
或
は
経
験
と
い
う
場
合
そ
の
関
係
は
出
来
事
の
意
味
を
有
し
な
い
、
出
来
事
は

独
立
の
も
の
の
間
の
関
係
と
し
て
生
じ
る
。
解
釈
学
の
論
理
が
な
お
経
験
の
論
理
で
あ
る
に
反
し
て
、
修
辞
学
の

論
理
は
関
係
の
論
理
で
あ
り
、
出
来
事
の
論
理
で
あ
る
。
修
辞
学
は
私
と
汝
の
関
係
を
基
礎
と
し
て
い
る
。
私
に

対
し
て
汝
が
独
立
の
も
の
で
な
い
な
ら
ば
修
辞
学
と
い
う
も
の
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
私
に
対
す
る
汝
が
独
立

の
も
の
で
な
い
な
ら
ば
修
辞
学
が
技
術
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
ひ
と
は
技
術
に
よ
っ
て
対
象
を

支
配
す
る
と
云
わ
れ
る
が
、
支
配
と
い
う
言
葉
は
対
象
が
否
定
的
に
（
敵
対
的
に
）
対
立
す
る
こ
と
を
現
し
て
い

る
。
固
よ
り
技
術
は
単
に
対
象
を
支
配
す
る
の
で
は
な
い
、
技
術
に
於
て
対
象
を
支
配
す
る
こ
と
は
対
象
と
協
同

す
る
こ
と
で
あ
る
、
対
象
と
の
協
同
な
し
に
は
如
何
な
る
技
術
も
存
し
得
な
い
。
技
術
は
支
配
で
あ
る
と
共
に
協

同
で
あ
る
。
技
術
に
於
け
る
支
配
と
協
同
と
の
弁
証
法
的
統
一
は
技
術
的
に
形
成
さ
れ
る
形
、
こ
の
超
越
的
な
も

の
、
こ
の
イ
デ
ー
的
な
も
の
に
於
て
成
就
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

修
辞
学
は
人
と
人
と
の
関
係
の
上
に
立
つ
も
の
と
し
て
根
源
的
に
社
会
的
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
修
辞
学
は
単

に
論
理
的
で
な
く
て
ま
た
倫
理
的
で
あ
り
、
そ
の
証
明
は
倫
理
的
証
明
を
含
む
と
云
う
こ
と
が
で
き
る
。
か
よ

う
な
証
明
の
要
素
は
真
実
性
で
あ
る
。「
ひ
と
つ
の
理
由
は
屡
々
論
理
的
な
も
の
と
し
て
で
な
く
寧
ろ
劇
的
な
も

の
と
し
て
、
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
れ
が
主
張
す
る
者
の
性
格
を
有
す
る
と
い
う
故
で
、
そ
れ
が
彼
自
身
の
奥
底



一
五
六

か
ら
生
れ
た
と
い
う
故
で
、
好
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら ad hom

inem
 

の
論
証
が
存
す
る
よ
う
に ex 

hom
ine 

の
論
証
が
存
す
る
か
ら
で
あ
る
」、
と
ジ
ュ
ー
ベ
ー
ル
【Joseph Joubert

】
は
書
い
て
い
る
。
そ
の
思
考
が

性
格
的
（ex hom

ine

）
で
あ
っ
て
、
彼
の
人
間
の
真
実
を
現
し
て
い
る
と
き
、
ひ
と
は
説
得
さ
れ
る
。
一
般
的

な
理
由
は
ひ
と
を
屈
服
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
に
し
て
も
、
心
服
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
ぬ
。
修
辞
学
は
つ
ね
に
一

般
的
な
も
の
の
特
殊
化
を
求
め
、
一
般
と
特
殊
と
の
綜
合
と
し
て
そ
れ
は
表
現
的
で
あ
る
。
我
々
は
自
分
の
理
由

に
よ
っ
て
他
の
者
を
屈
服
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
に
し
て
も
、
彼
自
身
の
理
由
に
よ
っ
て
の
ほ
か
他
の
者
を
心
服

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
従
っ
て
修
辞
学
は
相
手
の
人
間
の
心
理
や
性
格
を
考
慮
し
（ad hom

inem

）、
彼
等

が
そ
こ
に
彼
等
自
身
の
理
由
を
見
出
す
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
場
合
他
の
者
に
於
て
前
提
さ
れ
る
の

は
彼
等
の
真
実
性
で
あ
る
。
そ
し
て
我
々
の
真
実
性
の
み
が
彼
等
の
真
実
性
を
喚
び
起
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
な
が
ら
如
何
な
る
根
拠
に
基
づ
い
て
話
す
人
と
聴
く
人
と
は
一
致
し
得
る
で
あ
ろ
う
か
、
そ
の
一
致
が
単
に
主

観
的
な
も
の
に
過
ぎ
ぬ
も
の
で
な
い
と
い
う
こ
と
は
如
何
に
し
て
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
も
問
題
が
非
人
格
的

な
対
象
的
な
真
理
に
関
わ
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
か
よ
う
な
一
致
の
根
拠
は
対
象
そ
の
も
の
の
有
す
る
客
観
性
に

存
す
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
問
題
が
人
間
的
な
行
為
的
な
真
理
に
関
わ
り
そ
の
思
考

が
性
格
的
で
あ
る
こ
と
を
本
性
と
す
る
修
辞
学
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
解
決
は
単
に
そ
の
方
面
に
求
め
ら
れ
る
こ



一
五
七

解
釈
学
と
修
辞
学

と
が
で
き
ぬ
。
話
す
人
と
聴
く
人
と
が
社
会
的
に
パ
ト
ス
を
共
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
一
致
の
ひ
と
つ
の
根
拠
で

あ
る
に
相
違
な
い
が
、
そ
れ
の
み
で
は
客
観
性
の
保
証
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
修
辞
学
的
思
考
の
客

観
性
、
単
な
る
客
観
性
以
上
の
、
単
に
論
理
的
な
思
考
の
客
観
性
よ
り
も
更
に
深
い
意
味
に
於
け
る
客
観
性
の
根

拠
は
何
処
に
存
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
社
会
の
う
ち
に
あ
る
と
考
え
る
の
み
で
は
不
十
分
で
あ
る
、
一
致

の
客
観
性
の
根
拠
は
、
聴
く
者
が
た
だ
聴
く
者
で
な
く
ま
た
語
り
得
る
者
で
あ
り
、
そ
し
て
逆
に
語
る
者
が
た
だ

語
る
者
で
な
く
ま
た
聴
き
得
る
者
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
存
し
て
い
る
。
語
る
者
に
対
し
て
聴
く
者
は
単
に
聴

く
の
み
で
な
く
、
み
ず
か
ら
も
語
り
得
る
者
、
即
ち
独
立
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
汝
と
は
た
だ
聴
く
者

で
な
く
同
時
に
ま
た
自
身
語
り
得
る
者
の
こ
と
で
あ
る
。聴
く
者
が
同
時
に
語
り
得
る
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

彼
が
語
る
者
に
対
し
て
否
定
の
可
能
性
を
有
す
る
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
か
く
の
如
き
汝
に

対
し
て
の
み
私
は
真
に
私
で
あ
り
、
従
っ
て
語
る
者
は
単
に
語
る
の
み
で
な
く
ま
た
聴
き
得
る
者
で
あ
り
、
か
く

し
て
ま
た
自
己
否
定
の
可
能
性
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
修
辞
学
の
論
理
は
弁
証
法
で
あ
る
。

人
間
は
ど
こ
ま
で
も
社
会
的
で
あ
る
と
共
に
こ
の
社
会
に
於
て
ど
こ
ま
で
も
独
立
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が

修
辞
学
的
思
考
の
基
礎
で
あ
る
。

修
辞
学
は
弁
証
法
を
根
柢
と
す
る
形
の
論
理
で
あ
る
。
修
辞
学
的
な
形
は
弁
証
法
的
な
形
で
あ
る
。
か
か
る
も



一
五
八

の
と
し
て
そ
れ
は
単
に
私
に
属
す
る
こ
と
な
き
超
越
的
な
も
の
で
あ
る
。「
魂
が
語
る
や
、
す
で
に
も
は
や
魂
は

語
ら
な
い
」（Spricht die Seele, so spricht, ach, schon die Seele nicht m

ehr.

）。
言
葉
が
ロ
ゴ
ス
と
い
わ
れ
る

の
は
、
そ
れ
が
パ
ト
ス
に
対
す
る
意
味
に
於
け
る
ロ
ゴ
ス
で
あ
る
こ
と
を
謂
う
の
で
な
く
、
却
っ
て
そ
れ
が
超
越

的
な
イ
デ
ー
（
形
）
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
解
釈
学
は
デ
ィ
ル
タ
イ
に
於
て
の
如
く

全
体
性
の
概
念
を
明
ら
か
に
し
た
が
、
そ
の
全
体
性
は
、
そ
の
内
在
論
の
立
場
と
も
関
聯
し
て
、
自
我
乃
至
体
験

の
全
体
性
の
領
域
に
近
く
止
ま
っ
て
い
る
に
反
し
、
最
近
の
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
心
理
学
に
於
て
は
全
体
性
は
対
象
的

な
も
の
、
客
観
的
な
も
の
、
従
っ
て
ま
た
或
る
超
越
的
な
も
の
と
見
ら
れ
て
い
る
と
考
え
得
る
と
す
れ
ば
（V

gl. 

M
artin Scheerer, D

ie Lehre von der G
estalt, 1931.

）、
修
辞
学
の
論
理
は
か
く
の
如
く
解
釈
学
的
立
場
の
内
在

論
を
破
っ
て
超
出
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
言
葉
は
人
と
人
と
の
「
間
に
」
落
ち
る
、
そ
れ
は
私
と
汝
と

の
間
に
於
け
る
出
来
事
で
あ
る
。
言
葉
は
単
に
ロ
ゴ
ス
的
な
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
エ
ル
ト
マ
ン
が
言
葉
に
つ
い

て
そ
の
概
念
的
内
容
、
副
意
味
、
感
情
的
価
値
或
は
気
分
的
内
容
と
い
う
三
つ
の
も
の
を
区
別
し
て
い
る
よ
う
に

（K
arl O

tto Erdm
ann, D

ie Bedeutung des W
ortes, D

ritte A
uflage 1922.

）、
言
葉
は
根
本
に
於
て
ロ
ゴ
ス
的
意

味
と
パ
ト
ス
的
意
味
と
を
含
む
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
言
葉
は
純
粋
な
精
神
で
な
く
、
却
っ
て
シ
ュ
ナ
イ

デ
ル
の
云
う
よ
う
に
言
葉
に
於
て
言
葉
の
体
（W

ortleib

）
と
言
葉
の
心
（W

ortseele

）
と
を
区
別
す
る
こ
と
も
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解
釈
学
と
修
辞
学

で
き
る
（W

ilhelm
 Schneider

【1885-1979

】, K
leine deutsche Stilkunde, D

ritte A
uflage 1929.

）。
ま
さ
に
か

か
る
も
の
と
し
て
言
葉
は
表
現
的
で
あ
る
。
言
葉
の
精
神
と
考
え
ら
れ
る
構
想
力
は
ロ
ゴ
ス
と
パ
ト
ス
と
の
統
一

を
謂
わ
ば
ロ
ゴ
ス
の
勝
利
と
し
て
イ
デ
ー
的
な
も
の
に
於
て
形
成
す
る
作
用
で
あ
り
、
か
く
の
如
き
構
想
力
は
本

来
超
越
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
言
葉
は
私
に
属
し
或
は
汝
に
属
す
る
と
い
う
よ
り
も
私
と
汝
と
の
「
間

に
」
於
け
る
出
来
事
と
し
て
、
汝
と
私
と
を
関
係
附
け
る
一
般
者
と
考
え
ら
れ
る
社
会
の
表
現
で
あ
る
。
社
会
は

語
る
も
の
で
あ
る
と
共
に
聴
く
も
の
で
あ
る
、
言
葉
は
社
会
か
ら
出
て
社
会
に
落
ち
る
。
し
か
し
社
会
は
自
己
を

言
葉
に
於
て
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
を
個
人
に
於
て
表
現
す
る
。
人
間
は
言
葉
と
共
に
社
会
か
ら
、
し
か

も
独
立
の
も
の
と
し
て
生
れ
る
の
で
あ
る
。
人
間
は
社
会
で
あ
る
と
同
時
に
個
人
で
あ
る
如
く
、
言
葉
は
社
会
的

な
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
個
人
的
な
も
の
で
あ
る
。
言
葉
は
人
間
存
在
の
社
会
性
の
基
礎
で
あ
る
と
共
に
そ
の
個

人
性
の
基
礎
で
あ
る
。
私
は
汝
に
対
し
て
語
り
、
汝
に
対
し
て
自
己
を
表
現
す
る
の
で
あ
り
、
汝
は
私
に
対
し
て

表
現
的
な
も
の
で
あ
る
。
す
べ
て
表
現
的
な
も
の
は
表
現
的
な
も
の
に
対
し
て
表
現
を
行
う
と
い
う
の
が
表
現
の

根
本
的
構
造
で
あ
る
。然
る
に
こ
の
よ
う
な
表
現
の
根
本
的
構
造
は
単
に
人
と
人
と
の
関
係
に
於
て
の
み
で
な
く
、

ま
た
人
と
物
と
の
関
係
に
於
て
も
存
在
し
て
い
る
。
修
辞
学
に
於
け
る
現
実
の
言
葉
の
要
素
と
し
て
話
す
人
、
聴

く
者
、
そ
れ
に
つ
い
て
話
さ
れ
る
物
が
挙
げ
ら
れ
た
が
、
こ
の
第
三
の
要
素
即
ち
そ
れ
に
つ
い
て
話
さ
れ
る
も
の
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も
本
来
他
の
要
素
と
共
に
表
現
的
な
も
の
で
あ
り
、
表
現
作
用
の
関
係
の
う
ち
に
入
っ
て
い
る
。
表
現
的
な
も
の

が
表
現
的
な
我
々
の
言
葉
を
喚
び
起
す
の
で
あ
る
。
認
識
と
い
わ
れ
る
も
の
も
根
本
に
於
て
は
表
現
作
用
の
一
つ

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
全
く
無
意
味
な
物
に
向
っ
て
我
々
の
認
識
作
用
が
働
く
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
て
、

物
は
何
等
か
の
意
味
―
―
そ
れ
が
物
理
学
的
意
味
の
如
き
も
の
で
あ
る
に
し
て
も
―
―
を
表
現
す
る
も
の
と
し
て

我
々
に
呼
び
掛
け
る
と
こ
ろ
か
ら
我
々
の
認
識
作
用
が
始
ま
る
の
で
あ
る
。
す
べ
て
の
認
識
（Erkennen

）
は
か

く
の
如
き
表
現
的
な
も
の
の
承
認
（A

nerkennen

）
で
あ
る
。
認
識
が
承
認
で
あ
る
と
い
う
に
は
、
そ
の
対
象
は

認
識
作
用
か
ら
独
立
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
表
現
的
な
も
の
は
か
か
る
も
の
と
し
て
認
識
で
あ
る
表
現

作
用
を
喚
び
起
す
の
で
あ
る
。
表
現
的
な
も
の
は
承
認
の
要
求
を
含
み
、
汝
の
性
格
を
具
え
て
い
る
。
修
辞
学
の

固
有
の
領
域
は
単
な
る
物
で
な
く
て
行
為
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
斯
く
の
如
き
関
係
は
最
も
具
体
的
で
あ

る
。
修
辞
学
に
於
て
は
論
理
と
倫
理
と
は
一
つ
の
も
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
表
現
的
な
も
の
は
表
現
的
な
も
の
に

対
し
、
表
現
は
表
現
を
喚
び
起
し
、
凡
て
は
表
現
的
世
界
に
於
て
あ
る
。
表
現
的
な
も
の
は
自
己
を
表
現
す
る
と

同
時
に
凡
て
世
界
を
表
現
し
、
か
く
し
て
相
互
に
表
現
し
合
っ
て
い
る
。
表
現
的
世
界
と
い
う
の
は
単
に
芸
術
的

世
界
と
い
う
が
如
き
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
日
常
的
世
界
が
表
現
的
で
あ
る
の
で
あ
る
。
修
辞
学
は
日
常
的
な
も

の
で
あ
る
。
歴
史
的
世
界
と
い
っ
て
も
日
常
的
世
界
を
離
れ
て
あ
る
の
で
は
な
い
。
解
釈
学
は
歴
史
的
意
識
を
明



一
六
一

解
釈
学
と
修
辞
学

ら
か
に
し
た
と
称
せ
ら
れ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
理
解
の
立
場
に
立
っ
て
行
為
の
立
場
に
立
つ
こ
と
な
く
、
出
来

事
と
し
て
の
歴
史
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
修
辞
学
の
論
理
は
解
釈
学
に
欠
け
て
い
た

社
会
的
意
識
を
獲
得
す
る
の
み
で
な
く
、
修
辞
学
の
論
理
は
歴
史
的
世
界
の
論
理
を
具
体
的
に
解
明
す
る
で
あ
ろ

う
。



一
六
二

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
哲
学
的
基
礎

一

現
代
に
於
け
る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
根
本
問
題
は
人
間
再
生

0

0

0

0

の
問
題
で
あ
る
。
私
は
こ
の
こ
と
を
数
年
来
繰
り

返
し
説
い
て
き
た
。
か
よ
う
に
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
根
本
的
な
意
味
を
人
間
再
生
の
問
題
の
う
ち
に
捉
え
る
と

い
う
こ
と
は
歴
史
的
に
見
て
も
理
由
の
な
い
こ
と
で
な
い
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
云
え
ば
歴
史
的
に
は
差
当
り

ル
ネ
サ
ン
ス
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
が
、「
ル
ネ
サ
ン
ス
」
は
何
よ
り
も
人
間
の
再
生
を
意
味
し
、
か
か
る
根
本

的
な
意
味
に
於
て
そ
れ
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
で
あ
っ
た
（V

gl. K
. B

urdach, Reform
ation, Renaissance, 

H
um

anism
us, 1926.

）。
現
代
に
於
け
る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
も
ま
さ
に
こ
の
人
間
再
生
の
要
求
乃
至
課
題
か
ら
根

源
的
に
把
握
さ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
論
議
は
こ
の
中
心
点
に
結
合
さ
れ
ね

ば
な
ら
ぬ
。
か
か
る
人
間
再
生
の
要
求
乃
至
課
題
は
歴
史
的
社
会
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
あ
の
ル
ネ
サ
ン
ス
時

代
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
封
建
社
会
の
崩
壊
に
伴
う
近
代
的
人
間
の
誕
生
と
繋
が
る
よ
う
に
、
現
代
ヒ
ュ
ー
マ
ニ

ズ
ム
は
近
代
的
社
会
の
解
体
に
伴
う
新
し
い
人
間
の
誕
生
と
関
係
を
も
っ
て
い
る
。



一
六
三

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
哲
学
的
基
礎

か
く
て
今
日
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
最
初
に
そ
し
て
根
源
的
に
人
間
再
生
の
要
求
乃
至
課
題
を
意
味
す
る
。
こ
の

要
求
乃
至
課
題
が
今
日
の
歴
史
的
社
会
的
状
況
に
於
て
絶
対
的
で
あ
る
限
り
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
も
無
制
約
的

0

0

0

0

で

あ
る
。
現
代
に
於
け
る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
は
か
か
る
人
間
再
生
の
歴
史
的
な
要
求
乃
至
課
題
を
無
制
約
的
に
承
認

す
る
者
の
こ
と
で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
種
々
の
制
限
を
加
え
た
上
で
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
承
認
し
よ
う
と

す
る
態
度
は
、
人
間
再
生
の
要
求
乃
至
課
題
の
絶
対
性
を
遺
失
し
、
隠
蔽
し
或
は
制
限
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
は
な

ら
ぬ
。
そ
れ
は
固
よ
り
抽
象
的
に
絶
対
的
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
歴
史
的
行
為
が
絶
対
的
で
あ

る
と
い
う
意
味
に
於
て
絶
対
的
で
あ
る
の
で
あ
る
。
云
う
ま
で
も
な
く
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
概
念
は
思
想
史
的
文

化
史
的
に
特
定
の
意
味
を
有
し
、
そ
の
意
味
も
歴
史
的
に
種
々
変
遷
し
て
い
る
が
故
に
、
今
日
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム

を
主
張
し
よ
う
と
欲
す
る
者
は
そ
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
正
確
に
は
如
何
な
る
意
味
の
も
の
で
あ
る
か
を
限
定
す

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
併
し
同
時
に
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
特
に
現
代
に
於
て
単
に
思
想
や
文
化
に
就
い
て
の
論

議
で
は
な
い
。
そ
れ
は
何
よ
り
も
人
間
再
生
の
問
題
と
し
て
人
間
の
存
在
そ
の
も
の
、
我
々
の
生
と
死
と
に
関
わ

る
問
題
で
あ
る
。
思
想
や
文
化
の
問
題
も
人
間
再
生
の
根
源
的
な
要
求
に
関
聯
し
て
人
間
的
に
、
主
体
的
に
捉
え

ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
思
想
は
人
間
化
さ
れ
、
文
化
は
主
体
化
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
問
題
を
か
く
の
如
く
主
体
的
に

0

0

0

0

捉
え
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
本
質
が
あ
る
。
も
し
そ
の
こ
と
が
主
観
主
義
と
称
せ
ら
れ
る
な
ら



一
六
四

ば
、
主
観
主
義
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
と
っ
て
決
定
的
な
要
素
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
種
々
の
形
態
に
於
け
る
現

代
の
客
観
主
義
、
特
に
問
題
を
た
だ
客
観
的
社
会
的
に
説
明
し
て
個
人
の
人
格
的
責
任
に
於
て
引
受
け
よ
う
と
は

し
な
い
客
観
主
義
、
ま
た
そ
の
実
際
的
帰
結
に
於
て
人
間
の
能
動
性
を
抹
殺
し
て
し
ま
う
所
謂
現
実
主
義
や
弁
証

法
に
対
し
て
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
主
観
性
の
昂
揚
を
今
日
の
重
要
な
任
務
と
考
え
る
。
人
間
再
生
の
要
求
が
飽

く
ま
で
も
主
体
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
凡
て
の
問
題
は
こ
の
要
求
に
関
係
付
け
ら
れ
る
限
り
、
現
代
の
客
観

主
義
に
対
し
て
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
そ
の
主
観
主
義
を
強
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
実
体
が
人
間
再
生
の
要
求
に
根
差
す
と
す
れ
ば
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
理
論
以
前
の
問
題

で
あ
る
。
併
し
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
決
し
て
理
論
、
思
想
や
文
化
を
軽
視
す
る
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
そ
れ
に
大

き
な
意
味
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
が
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
本
来
の
立
場
で
あ
る
。
即
ち
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
理
論

以
前
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
を
重
ん
ず
る
と
共
に
、
理
論
を
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
の
重
要
な
モ
メ
ン
ト
と
考
え
る
。
非

文
化
的
野
蛮
は
単
に
文
化
の
敵
と
し
て
の
み
で
な
く
、
ま
さ
に
人
間
性
に
対
す
る
敵
と
し
て
排
斥
さ
れ
ね
ば
な
ら

ぬ
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
文
化
に
対
し
て
人
間
を
重
ん
ず
る
こ
と
に
於
て
単
な
る
文
化
主
義
で
あ
り
得
な
い
と
同

時
に
、
文
化
を
人
間
性
の
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
要
素
と
認
め
る
こ
と
に
於
て
単
な
る
生
命
主
義
で
も
あ
り
得
な
い
。

人
間
再
生
の
問
題
そ
の
も
の
が
既
に
ひ
と
つ
の
理
論
的
な
、
文
化
的
な
問
題
で
あ
る
。
新
し
い
文
化
は
新
し
い
人
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ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
哲
学
的
基
礎

間
に
よ
っ
て
生
れ
る
と
共
に
、
新
し
い
人
間
が
作
ら
れ
る
た
め
に
は
新
し
い
思
想
が
生
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
現

代
に
於
け
る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
そ
の
実
体
が
人
間
再
生
の
要
求
に
根
差
す
と
い
う
意
味
に
於
て
「
人
本
主
義
」

と
云
わ
れ
得
る
に
し
て
も
、
か
か
る
人
本
主
義
は
必
ず
し
も
人
間
主
義
乃
至
人
間
中
心
主
義
で
あ
る
こ
と
を
要
し

な
い
。
ま
た
そ
れ
は
根
源
的
に
は
人
間
再
生
の
見
地
か
ら
文
化
を
重
ん
ず
る
と
す
れ
ば
、
か
か
る
意
味
に
於
け
る

「
人
文
主
義
」
は
普
通
に
考
え
ら
れ
る
文
化
主
義
と
同
じ
で
な
い
で
あ
ろ
う
。
現
代
の
歴
史
的
状
況
の
特
殊
性
に

相
応
し
て
現
代
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
過
去
の
如
何
な
る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
も
等
し
く
あ
り
得
ぬ
こ
と
は
当
然

で
あ
る
。
伝
統
的
な
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
如
何
様
に
批
評
し
、
制
限
す
る
も
好
い
。
併
し
ひ
と
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス

ト
と
し
て
現
代
に
於
け
る
人
間
再
生
の
歴
史
的
命
令
を
無
制
約
的
に
承
認
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

固
よ
り
現
代
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
も
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
し
て
過
去
の
種
々
の
形
態
に
於
け
る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ

ム
と
思
想
的
に
何
等
か
の
共
通
点
を
有
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。そ
の
間
の
類
縁
と
差
異
と
が
問
題
で
あ
る
。

し
か
も
そ
れ
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
根
本
的
立
場
に
従
っ
て
、
人
間
の
本
性
及
び
世
界
に
於
け
る
人
間
の
位
置

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に

就
い
て
の
考
察
の
う
ち
か
ら
明
ら
か
に
さ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
哲
学
的
基
礎
は
そ
こ
に
求

め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
と
こ
ろ
で
こ
の
場
合
世
界
と
い
う
も
の
は W

elt

（w
orld

）
と
い
う
語
が
語
原
的
に
は
も

と
自
然
で
な
く
て
人
間
世
界
を
意
味
し
た
よ
う
に
社
会
の
意
味
に
も
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
世
界



一
六
六

に
於
け
る
人
間
の
位
置
の
問
題
は
や
が
て
社
会
と
個
人
と
の
問
題
と
も
な
り
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
今
日
特
に
こ

の
問
題
に
就
い
て
自
己
の
見
解
を
要
求
さ
れ
て
い
る
。
も
し
も
世
界
と
い
う
も
の
が
単
に
存
在
者
の
全
体
を
意
味

す
る
の
み
で
な
く
、
ま
た
存
在
者
の
存
在
の
仕
方

0

0

0

0

0

を
意
味
す
る
と
す
れ
ば
、
人
間
の
集
団
た
る
社
会
も
ま
さ
に
か

よ
う
な
世
界
の
性
格
を
有
す
る
が
故
に
他
の
動
物
の
集
団
と
は
区
別
さ
れ
て
「
社
会
」
と
呼
ば
れ
得
る
の
で
あ
る
。

二

実
際
、
世
界
0

0

と
い
う
概
念
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
と
っ
て
重
要
な
根
本
概
念
で
あ
る
。
そ
れ
は
先
ず
何
等
ヒ
ュ

ー
マ
ニ
ズ
ム
が
所
謂
世
界
主
義
で
あ
る
こ
と
を
い
う
の
で
な
く
、
却
っ
て
世
界
の
概
念
こ
そ
人
間
の
本
性
を
現
す

も
の
で
あ
る
。
所
謂
世
界
主
義
も
か
く
の
如
き
人
間
の
本
性
に
基
づ
く
も
の
と
し
て
説
明
さ
れ
、
限
定
さ
れ
ね
ば

な
ら
ぬ
。

人
間
は
環
境
に
於
て
あ
り
、
環
境
は
人
間
の
存
在
か
ら
分
つ
こ
と
の
で
き
ぬ
も
の
で
あ
る
。
併
し
な
が
ら
独
り

人
間
の
み
で
な
く
凡
て
生
命
あ
る
も
の
は
環
境
に
於
て
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
際
人
間
の
特
殊
性
は
如
何
な
る
も

の
で
あ
ろ
う
か
。
か
よ
う
に
人
間
存
在
の
特
殊
性
に
就
い
て
問
う
こ
と
は
人
間
主
義
乃
至
人
間
中
心
主
義
と
同
じ

で
な
い
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
し
て
飽
く
ま
で
人
間
存
在
の
特
殊
性
の
承
認

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
上
に
立
つ
こ



一
六
七

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
哲
学
的
基
礎

と
が
必
要
で
あ
る
。従
来
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
そ
の
た
め
に
人
間
主
義
の
誤
謬
を
犯
し
た
か
ら
と
云
っ
て
、我
々

は
人
間
存
在
の
特
殊
性
の
問
題
を
提
起
す
る
こ
と
を
怠
っ
て
は
な
ら
ぬ
。
人
間
存
在
の
特
殊
性
に
就
い
て
問
う
べ

き
動
機
を
有
せ
ず
ま
た
事
実
そ
の
特
殊
性
を
認
め
な
い
も
の
は
広
義
に
於
け
る
自
然
主
義
で
あ
っ
て
、
ヒ
ュ
ー
マ

ニ
ズ
ム
は
か
よ
う
な
自
然
主
義
に
対
立
す
る
。
世
界
の
概
念
を
一
つ
の
中
心
概
念
と
す
る
と
い
う
意
味
に
於
て
新

し
い
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
哲
学
は
「
世
界
哲
学
」
と
呼
ば
れ
得
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
人
間
存
在
の
特
殊
性
の
抹

殺
に
終
っ
て
い
る
従
来
の
世
界
哲
学
乃
至
実
体
哲
学
に
反
対
す
る
。
蓋
し
人
間
は
あ
ら
ゆ
る
生
命
あ
る
も
の
と
同

様
に
環
境
に
於
て
あ
る
の
で
あ
る
が
、
環
境
は
人
間
に
と
っ
て
特
に
世
界
の
性
格
を
有
し
て
い
る
。
環
境
が
世
界

の
性
格
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
直
立
し
て
自
由
に
運
動
す
る
こ
と
、
手
を
有
す
る
こ
と
、
言
葉
を
有
す
る
こ

と
、
等
、
相
互
に
関
聯
し
て
い
る
特
性
に
よ
っ
て
他
の
動
物
か
ら
区
別
さ
れ
る
人
間
の
特
殊
性
に
属
し
て
い
る
。

人
間
に
と
っ
て
環
境
は U

m
w

elt

（
周
囲
の
世
界
0

0

）
と
し
て
一
つ
の
世
界
で
あ
る
が
、
他
の
も
の
に
と
っ
て
は
環

境
は
こ
れ
と
区
別
し
て
寧
ろum

feld

（
周
囲
の
場0

）
と
云
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
世
界
の
概
念
と
場
の

概
念
と
を
区
別
す
る
と
き
、
前
者
は
開
い
た
も
の

0

0

0

0

0

の
性
格
を
有
し
、
後
者
は
こ
れ
に
反
し
て
閉
じ
た
も
の

0

0

0

0

0

の
性
格

を
有
す
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
開
い
た
も
の
と
閉
じ
た
も
の
と
の
差
異
は
量
的
で
な
く
て
質
的
で
あ
る
。

そ
れ
は
人
間
に
と
っ
て
環
境
が
動
物
に
と
っ
て
よ
り
も
一
層
広
い
と
い
う
が
如
き
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
な
く
、



一
六
八

却
っ
て
両
者
の
存
在
の
構
造
に
於
け
る
性
質
的
な
相
違
を
現
し
て
い
る
。
閉
じ
た
も
の
は
一
つ
の
中
心
を
有
す
る

円
と
し
て
表
象
さ
れ
得
る
よ
う
に
、
動
物
の
生
き
方
は
中
心
的
で
あ
る
。
し
か
も
場
に
於
て
は
中
心
と
周
囲
と
は

同
じ
秩
序
に
属
す
る
も
の
と
見
ら
れ
る
、
動
物
は
そ
の
環
境
と
融
合
的
に
生
き
る
と
云
わ
れ
て
い
る
。
然
る
に
開

い
た
も
の
に
は
中
心
が
な
く
、
も
し
そ
れ
を
円
と
し
て
表
象
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
到
る
処
が
中
心
で
あ
り
得

る
よ
う
な
円
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
人
間
の
生
き
方
は
単
に
中
心
的
で
あ
る
の
で
な
く
て
、
一
派
の
人
々
の

用
語
に
従
え
ば
寧
ろ
離
心
的
で
あ
る
（V

gl. H
. Plessner

【1892-1985

】, D
ie Stufen des O

rganischen und der 
M

ensch, 1928.

）。
人
間
は
環
境
に
於
て
中
心
で
あ
り
な
が
ら
、
こ
の
中
心
を
離
れ
て
謂
わ
ば
環
境
の
外
に
立
つ

こ
と
が
で
き
る
。
彼
は
環
境
に
対
し
て
単
に
融
合
的
で
な
く
、距
離
の
関
係
に
立
っ
て
い
る
。
か
く
し
て
環
境
は
、

世
界
と
し
て
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
人
間
は
自
己
の
意
識
を
す
ら
内
的
「
世
界
」
と
し
て
見
出
す
こ
と
が
で
き

る
。
か
よ
う
に
離
心
的
で
あ
る
こ
と
或
は
距
離
の
関
係
に
立
つ
と
い
う
こ
と
は
人
間
に
於
け
る
客
体
か
ら
主
体
へ

の
超
越
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
人
間
は
世
界
に
開
か
れ
た w

eltoffen 

も
の
と
な
り
、
世
界
は
開
い

た
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
人
間
は
単
に
存
在
的
中
心

0

0

0

0

0

で
あ
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
離
心
的
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ

て
存
在
論
的
中
心

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
か
か
る
も
の
と
し
て
人
間
は
環
境
に
対
し
て
独
立
の
も
の
と
な
り
、
存
在
的
中
心
と

し
て
の
自
己
の
位
置
を
自
由
に
決
定
し
得
る
に
至
る
。
人
間
は
環
境
に
対
し
て
距
離
の
関
係
に
立
つ
が
故
に
彼
の



一
六
九

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
哲
学
的
基
礎

活
動
に
は
「
態
度
を
取
る
」
と
か
「
関
係
す
る
」
と
か
い
う
こ
と
が
属
し
、
か
く
の
如
き
こ
と
が
行
為
の
性
質
に

と
っ
て
構
成
的
で
あ
る
。

然
る
に
こ
の
よ
う
に
考
え
て
ゆ
く
場
合
、
世
界
は
単
に
客
観
的
な
も
の
、
単
に
対
象
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る

で
あ
ろ
う
。
そ
の
と
き
人
間
は
主
観
と
し
て
世
界
の
外
に
立
ち
、
世
界
の
中
に
入
っ
て
い
な
い
こ
と
に
な
り
得
る

で
あ
ろ
う
。
併
し
先
ず
確
認
さ
る
べ
き
こ
と
は
、
人
間
に
於
て
現
れ
る
主
体
と
客
体
と
の
対
立
乃
至
分
裂
の
存
在

論
的
意
味
で
あ
る
。
主
客
同
一
も
し
く
は
主
客
相
即
の
哲
学
は
動
物
の
哲
学
で
な
け
れ
ば
神
の
哲
学
で
あ
る
。
ヒ

ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
哲
学
は
か
よ
う
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
こ
の
も
の
は
主
客
同
一
も
し
く
は
主
客
相
即

の
哲
学
か
ら
見
れ
ば
一
見
抽
象
的
で
あ
ろ
う
。
併
し
と
も
か
く
抽
象
的
に
な
り
得
る
と
い
う
こ
と
が
人
間
の
動
物

や
神
と
は
異
な
る
特
性
で
あ
る
。
環
境
が
人
間
に
と
っ
て
世
界
と
し
て
開
か
れ
る
と
い
う
こ
と
は
人
間
が
環
境
を

客
観
的
に
認
識
し
得
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
同
時
に
反
面
に
於
て
人
間
が
環
境
の
外
に
出
て
主
観
的
に

な
り
得
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
客
観
主
義
と
主
観
主
義
と
は
考
え
ら
れ
る
ほ
ど
遠
い
も
の
で
は
な
い
。
人
間
は

客
観
主
義
的
乃
至
主
観
主
義
的
抽
象
性
に
陥
り
得
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
弁
証
法
的
に
真
の
具
体
性
に
達
す
る

こ
と
も
で
き
る
。
弁
証
法
は
人
間
に
と
っ
て
現
実
で
あ
る
と
共
に
課
題
で
あ
る
。
ひ
と
は
先
ず
対
象
的
な
も
の
、

客
観
的
な
も
の
の
意
味
を
十
分
に
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
客
観
性
は
世
界
が
開
い
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
欠



一
七
〇

く
べ
か
ら
ざ
る
要
素
で
あ
る
。
ま
た
対
象
論
理
を
含
み
得
な
い
も
の
は
真
に
弁
証
法
的
な
論
理
で
あ
り
得
な
い
で

あ
ろ
う
。
問
題
は
、
上
に
述
べ
た
よ
う
な
人
間
存
在
の
所
謂
離
心
性
か
ら
の
み
で
は
客
観
的
な
世
界
の
概
念
は
基

礎
付
け
ら
れ
得
な
い
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
人
間
は
離
心
的
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
世
界
の
外
に
立

つ
、そ
の
こ
と
は
人
間
が
有
の
上
に
立
つ
の
で
な
く
却
っ
て
虚
無
の
上
に
立
た
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

離
心
性
を
説
く
哲
学
は
か
く
し
て
現
代
の
虚
無
主
義
に
動
機
を
与
え
て
い
る
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
か
か
る
虚
無

主
義
か
ら
の
人
間
再
建
の
哲
学
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
離
心
性
の
哲
学
は
世
界
の
客
観
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

が
で
き
ぬ
。
世
界
が
そ
の
客
観
性
に
於
て
示
さ
れ
る
た
め
に
は
、
逆
に
人
間
が
主
体
と
し
て
、
我
々
の
謂
う
存
在

論
的
中
心
と
し
て
確
立
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
人
間
を
単
に
世
界
超
越
的
と
考
え
る
こ
と
に

よ
っ
て
は
不
可
能
で
あ
る
。
人
間
は
ど
こ
ま
で
も
世
界
の
中
に
入
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
併
し
そ
れ
は
人
間
が
場
的
存

在
に
な
る
こ
と
で
な
く
、
場
に
対
し
て
ど
こ
ま
で
も
超
越
的
で
あ
り
得
る
人
間
を
自
己
の
中
に
包
み
得
る
よ
う
な

世
界
の
概
念
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
真
に
開
い
た
も
の
と
は
か
よ
う
な
人
間
を
自

己
の
中
に
成
立
せ
し
め
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

三



一
七
一

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
哲
学
的
基
礎

併
し
な
が
ら
人
間
の
具
体
的
な
存
在
の
仕
方
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
た
め
に
は
先
ず
そ
の
抽
象
的
な
存
在
の
仕
方

の
意
味
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
既
に
云
っ
た
如
く
抽
象
的
に
な
り
得
る
と
い
う
こ
と

が
人
間
の
存
在
の
特
殊
性
に
属
し
て
い
る
。
そ
し
て
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
人
間
の
存
在
の
特
殊
性
の
認
識
の
上
に

成
立
つ
も
の
と
す
れ
ば
、
か
か
る
抽
象
性
の
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
が
そ
れ
に
と
っ
て
何
よ
り
も
必
要
で
あ
る
。

人
間
の
達
し
得
る
具
体
的
な
存
在
の
仕
方
も
彼
の
そ
の
よ
う
な
特
殊
な
存
在
の
仕
方
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
動
物
の
存
在
は
即
自
的
に
は
人
間
の
存
在
よ
り
も
具
体
的
で
あ
る
。
人
間
の
存
在
の
抽
象
性
に
若
し

何
等
特
殊
の
、
重
要
な
意
味
が
存
し
な
い
と
し
た
な
ら
ば
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
い
う
も
の
は
成
立
ち
得
な
い
で

あ
ろ
う
。

一
般
に
人
間
の
存
在
の
特
殊
性
は
客
体
か
ら
主
体
へ
の
超
越

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
し
て
規
定
さ
れ
る
。
か
よ
う
に
主
体
へ
超
越
し

た
も
の
と
し
て
人
間
の
存
在
は
抽
象
的
で
あ
る
。
即
ち
人
間
は
純
粋
に
主
観
的
に
な
り
得
る
も
の
で
あ
る
。
併
し

そ
の
こ
と
は
同
時
に
人
間
が
純
粋
に
客
観
的
に
な
り
得
る
と
い
う
こ
と
を
も
含
ん
で
い
る
。
世
界
は
我
々
に
超
越

的
で
あ
る
故
に
我
々
は
世
界
を
客
観
的
に
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
世
界
が
我
々
に
超
越
的
で
あ
る
の

は
我
々
が
世
界
に
超
越
的
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
世
界
の
超
越
性
の
根
拠
は
人
間
存
在
の
超
越
性
で
あ
る
。
人
間

に
於
け
る
客
体
か
ら
主
体
へ
の
超
越
は
世
界
が
そ
の
客
観
性
に
於
て
人
間
に
開
か
れ
る
根
拠
で
あ
る
。
世
界
が
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我
々
に
超
越
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
単
に
よ
く
云
わ
れ
る
よ
う
に
存
在
が
我
々
の
意
識
を
超
越
し
て
そ
の
外
部

に
あ
る
と
い
う
が
如
き
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
唯
物
論
者
に
よ
っ
て
そ
の
テ
ー
ゼ
と
し
て
掲
げ
ら
れ
る

か
よ
う
な
見
解
は
、
自
己
自
身
す
で
に
観
念
論
的
な
意
識
哲
学
と
偏
見
を
共
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
且
つ
自
己
自

身
す
で
に
認
識
論
的
偏
見
に
囚
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
認
識
の
主
観
は
単
な
る
意
識
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
も
で
き

る
で
あ
ろ
う
。
併
し
行
為
の
主
体
は
身
体
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
身
体
的
な
自
己
に
対
し
て
世
界
が
超

越
的
で
な
い
な
ら
ば
行
為
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
行
為
に
は
「
関
係
す
る
」
と
か
「
態
度
を
取
る
」
と
か

と
い
う
こ
と
が
属
す
る
か
ら
で
あ
る
。
行
為
の
立
場
に
於
て
は
存
在
は
単
に
我
々
の
意
識
の
み
で
な
く
ま
た
我
々

の
身
体
を
超
越
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
世
界
の
超
越
性
は
我
々
の
全
体
の
存
在
の
存
在
の
仕
方
に
よ
っ

て
基
礎
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
世
界
が
我
々
に
超
越
的
で
あ
る
と
い
う
根
拠
は
我
々
に
於
け

る
客
体
か
ら
主
体
へ
の
超
越
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
主
観
的
に
な
り
得
る
も
の
で
な
け
れ
ば
客
観
的
に
も
な
り
得

な
い
。
純
粋
に
主
観
的
に
な
り
得
る
も
の
に
し
て
初
め
て
純
粋
に
客
観
的
に
な
り
得
る
。
か
く
し
て
従
来
の
哲
学

に
於
て
云
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
主
観
と
客
観
と
は
ど
こ
ま
で
も
相
関
的
で
あ
る
。
併
し
な
が
ら
こ
の
相
関
は
単
な

る
相
関
関
係
と
し
て
で
な
く
、
弁
証
法
的
な
相
関
関
係
と
し
て
捉
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
ひ
と
は
主
観
的
で
あ
る

こ
と
を
や
め
る
の
で
な
け
れ
ば
客
観
的
に
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
点
全
く
客
観
主
義
者
の
力
説
す
る
通
り
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で
あ
る
。
た
だ
客
観
主
義
者
は
そ
の
主
張
に
於
て
、
主
観
的
に
な
り
得
る
も
の
で
な
け
れ
ば
客
観
的
に
も
な
り
得

な
い
と
い
う
根
源
的
な
関
係
を
屡
々
忘
れ
て
い
る
。
主
観
的
に
な
り
得
る
も
の
に
し
て
初
め
て
、
そ
の
自
己
否
定

を
通
じ
て
、
客
観
的
に
な
り
得
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
世
界
が
我
々
に
超
越
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
単
に
所
謂
存
在
が
意
識
の
外
部
に
あ
る
と
い
う
意
味

に
理
解
さ
る
べ
き
で
な
い
よ
う
に
、
客
体
か
ら
主
体
へ
の
超
越
に
於
て
人
間
が
主
観
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
認

識
論
的
に
の
み
理
解
さ
る
べ
き
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
人
間
の
全
存
在
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
人

間
的
な
も
の
は
そ
れ
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
我
々
は
客
観
的
に
、
従
っ
て
ロ
ゴ
ス
的
に
な
り
得
る

の
み
で
な
く
、
我
々
の
パ
ト
ス
も
凡
て
そ
れ
に
よ
っ
て
特
殊
な
性
質
を
担
っ
て
い
る
。
即
ち
人
間
の
パ
ト
ス
は
ど

こ
ま
で
も
主
観
的

0

0

0

で
あ
り
、
そ
れ
故
に
抽
象
的

0

0

0

で
あ
る
。
抽
象
的
な
欲
望
、
抽
象
的
な
感
情
を
有
し
得
る
と
い
う

こ
と
が
人
間
の
特
殊
性
に
属
し
て
い
る
。
人
間
の
欲
望
は
抽
象
的
で
あ
る
故
に
、
動
物
の
欲
望
の
よ
う
に
環
境
に

於
て
見
出
さ
れ
る
も
の
に
よ
っ
て
直
接
的
に
満
足
さ
せ
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
与
え
ら
れ
た
如
何
な
る
も
の
に
よ
っ

て
も
決
し
て
直
接
的
に
満
足
さ
せ
ら
れ
な
い
と
い
う
無
限
性
を
有
し
て
い
る
。
か
か
る
も
の
と
し
て
人
間
の
欲
望

は
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
で
あ
る
。
蓋
し
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
も
の
と
は
無
限
性
を
有
す
る
感
性
的
な
も
の
の
こ
と
で

あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
人
間
的
な
も
の
は
か
く
の
如
き
性
質
を
有
し
て
い
る
。
ひ
と
は
人
間
の
動
物
的
衝
動
、
人
間
の
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動
物
的
欲
望
な
ど
と
云
う
。
併
し
如
何
な
る
人
間
の
衝
動
も
欲
望
も
本
来
決
し
て
動
物
的
で
な
く
、
却
っ
て
ど
こ

ま
で
も
人
間
的

0

0

0

で
あ
る
。
か
よ
う
な
根
本
的
見
解
に
立
つ
と
こ
ろ
に
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
基
礎
が
あ
る
。
例
え
ば

若
し
芸
術
の
起
原
を
人
間
の
性
的
欲
望
か
ら
説
明
す
る
こ
と
に
何
等
か
の
真
理
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
こ
の

欲
望
が
よ
く
云
わ
れ
る
よ
う
に
動
物
的
で
あ
る
の
で
な
く
て
ま
さ
に
人
間
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
言
い
換
え
れ

ば
そ
れ
が
抽
象
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
従
っ
て
す
で
に
人
間
存
在
の
超
越
性
に
制
約
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

に
よ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ま
た
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
や
パ
ス
カ
ル
な
ど
の
な
し
た
よ
う
に
宗
教
の
根
源
を

人
間
の
幸
福
に
対
す
る
欲
望
か
ら
説
明
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
間
違
っ
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
然
る
に
か
く
の
如

き
こ
と
も
、
人
間
の
幸
福
に
対
す
る
欲
望
が
決
し
て
動
物
に
於
け
る
も
の
と
等
し
く
な
く
、
人
間
的
な
も
の
の
特

性
と
し
て
抽
象
性
、
無
限
性
等
を
有
す
る
故
に
考
え
ら
れ
得
る
こ
と
で
あ
る
。

四

か
よ
う
に
し
て
主
観
的
と
客
観
的
と
が
抽
象
的
に
分
裂
し
対
立
す
る
と
い
う
こ
と
が
人
間
存
在
の
特
殊
性
に
属

す
る
故
に
、
人
間
に
於
て
は
ま
た
主
観
的
と
客
観
的
と
の
統
一
、
綜
合
に
対
す
る
要
求
も
そ
れ
だ
け
激
し
い
の
で

あ
る
。
生
と
は
主
観
的
と
客
観
的
と
の
統
一
で
あ
る
。
主
観
的
と
客
観
的
と
の
統
一
が
存
す
る
限
り
、
ま
た
そ
の
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統
一
が
打
ち
建
て
ら
れ
る
限
り
、
生
は
あ
る
。
そ
こ
か
ら
人
間
の
生
が
根
本
的
に
技
術
的

0

0

0

で
あ
る
と
い
う
こ
と
が

生
ず
る
。
蓋
し
技
術
と
は
主
観
的
と
客
観
的
と
の
統
一
で
あ
り
、
客
観
的
な
も
の
を
主
観
的
に
し
、
主
観
的
な
も

の
を
客
観
的
に
す
る
と
い
う
こ
と
が
技
術
で
あ
る
。
如
何
に
動
物
的
と
い
わ
れ
る
欲
望
も
、
人
間
は
そ
れ
を
技
術

的
に
満
足
さ
せ
よ
う
と
求
め
る
点
に
、
そ
れ
が
動
物
の
欲
望
と
は
異
な
る
特
殊
性
が
見
出
さ
れ
る
。
何
故
に
技
術

に
対
す
る
要
求
は
人
間
に
於
て
か
く
も
甚
だ
し
い
の
で
あ
る
か
。
人
間
は
抽
象
的
な
存
在
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

彼
に
於
て
は
主
観
的
と
客
観
的
と
が
抽
象
的
に
分
裂
し
対
立
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
人
間
が
生
に
、
具
体
的
な

存
在
に
達
す
る
方
法
は
技
術
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

技
術
の
存
在
は
二
重
の

0

0

0

制
約
の
も
と
に
立
っ
て
い
る
。
そ
の
一
方
の
も
の
は
誰
も
が
注
意
し
強
調
し
て
い
る
け

れ
ど
も
、
そ
の
他
方
の
も
の
は
閑
却
さ
れ
忘
却
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
技
術
が
存
在
し
得
る
た
め
に
は
事
物
の
客
観

的
な
認
識
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
事
物
に
就
い
て
の
客
観
的
な
認
識
を
有
す
る
と
い
う
こ
と

が
技
術
の
第
一
の
条
件
で
あ
る
。
人
間
が
技
術
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
人
間
の
有
す
る
知
識
の
性
質
を
示
す
も

の
で
あ
る
。
併
し
技
術
と
は
本
来
主
観
的
な
も
の
と
客
観
的
な
も
の
と
の
統
一
で
あ
り
、
技
術
の
存
在
に
は
第
二

に
そ
の
主
観
的
条
件
が
必
要
で
あ
る
。
技
術
は
物
と
人
間
の
意
欲
、
目
的
と
の
統
一
を
求
め
る
。
人
間
が
技
術
的

で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
人
間
の
意
欲
の
性
質
を
示
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
人
間
の
意
欲
が
一
定
の
性
質

0

0

0

0

0

を
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有
す
る
の
で
な
け
れ
ば
技
術
は
存
在
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
即
ち
ま
さ
に
人
間
の
意
欲
は
抽
象
的
で
あ
る
故
に
技

術
は
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
技
術
は
人
間
の
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
性
質
に
基
づ
い
て
い
る
。
技
術
は
主
観
的
と
客

観
的
と
の
統
一
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
弁
証
法
的
で
あ
る
。
主
観
的
な
も
の
が
自
己
を
否
定
し
、
客
観

的
な
も
の
に
於
て
却
っ
て
自
己
を
見
出
す
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
技
術
は
真
に
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
生
と
は
主
観
的
と
客
観
的
と
の
統
一
で
あ
る
が
、
こ
の
統
一
は
人
間
に
於
て
勝
れ
て
技
術
的
な
も
の

で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
は B

ildung 

で
あ
る
。
こ
れ
が
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
根
本
思
想
に
属
し
て
い
る
。
外

的
な
も
の
を
内
的
に
し
、
内
的
な
も
の
を
外
的
に
し
、
か
く
し
て
自
己
を
形
成
し
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ヒ

ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
と
っ
て
生
と
は
か
く
の
如
き
自
己
形
成

0

0

0

0

を
意
味
し
て
い
る
。
然
る
に
自
己
形
成
は
同
時
に
世
界
0

0

形
成
0

0

で
あ
り
、
人
間
は
世
界
形
成
に
与
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
自
己
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
人
間
の
自
己

形
成
の
要
求
が
す
で
に
単
に
内
在
的
な
も
の
で
な
い
。
こ
の
要
求
は
人
間
と
世
界
と
の
一
定
の
関
係
、
世
界
に
於

け
る
人
間
の
一
定
の
存
在
の
仕
方
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
そ
れ
は
人
間
存
在
の
所
謂
離
心
性
、
抽
象

性
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
人
間
は
離
心
的
で
あ
る
故
に
、
彼
が
世
界
の
う
ち
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
単
に

在
る
の
で
な
く
て
出
て
き
て
あ
る
と
い
う
意
味
を
有
し
、
彼
は
そ
の
出
て
き
た
場
所
を
直
接
に
自
己
の
棲
家
と
す

る
の
で
な
く
却
っ
て
こ
れ
を
変
化
し
形
成
し
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
の
棲
家
を
作
る
の
で
あ
る
。
世
界
は
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我
々
に
と
っ
て
単
に
与
え
ら
れ
た
も
の
で
な
く
却
っ
て
我
々
の
作
る
も
の
で
あ
る
。
世
界
の
形
成
は
自
己
の
形
成

に
と
っ
て
必
要
で
あ
り
、
世
界
を
形
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
ほ
か
我
々
は
自
己
を
形
成
し
得
な
い
。
自
己
形
成

の
要
求
そ
の
も
の
が
世
界
に
於
け
る
人
間
の
特
殊
な
存
在
の
仕
方
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
人

間
は
離
心
的
存
在
性
を
有
す
る
故
に
、
彼
が
世
界
の
う
ち
へ
出
て
く
る
と
い
う
こ
と
は
彼
の
自
由
の
行
為
で
あ

る
。
併
し
一
方
我
々
は
す
で
に
、謂
わ
ば
自
ら
決
意
す
る
こ
と
な
し
に
世
界
の
う
ち
へ
出
て
き
て
し
ま
っ
て
い
る
。

言
い
換
え
れ
ば
我
々
は
世
界
の
う
ち
に
投
げ
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
限
り
我
々
が
世
界
の
う
ち
に
あ

る
と
い
う
こ
と
は
我
々
の
自
由
で
な
く
却
っ
て
運
命
で
あ
る
。
世
界
の
う
ち
へ
出
て
き
た
も
の
と
し
て
我
々
が
世

界
に
於
て
出
会
う
も
の
は tuvch 

（
も
と
出
会
う
と
い
う
意
味
の
語
に
由
来
す
る
【
運
命
・
ギ
リ
シ
ャ
の
運
命
の
女
神
】）

の
性
格
を
担
っ
て
い
る
。
然
る
に
世
界
に
於
け
る
あ
ら
ゆ
る
必
然
的
な
も
の
が
テ
ュ
ケ
ー
即
ち
あ
る
偶
然
的
な
も

の
の
意
味
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
他
面
に
於
て
、
我
々
が
自
覚
的
に
、
自
ら
決
意
し
て
世
界
の
う
ち
へ
出
て

く
る
こ
と
の
で
き
る
自
由
な
主
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
か
か
る
自
由
な
主
体
と
し
て
我
々
は

外
的
偶
然
的
な
も
の
、
外
的
運
命
的
な
も
の
を
内
的
必
然
的
な
も
の
、
内
的
運
命
的
な
も
の
に
変
じ
て
ゆ
く
。
こ

れ
に
よ
っ
て
人
間
は
世
界
を
自
己
の
表
現
と
な
し
、
真
に
現
実
的
に
自
由
な
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
世
界
の
外

に
出
る
こ
と
は
人
間
の
抽
象
的
な
自
由
で
あ
る
。
抽
象
的
な
自
由
は
死
に
等
し
い
。
生
と
は
世
界
の
う
ち
へ
出
る
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こ
と
、
真
に
外
へ
出
る
こ
と
で
あ
る
。
併
し
死
を
離
れ
て
人
間
の
生
は
考
え
ら
れ
な
い
。
世
界
の
外
に
出
る
こ
と

の
で
き
る
も
の
に
し
て
世
界
の
う
ち
に
真
に
自
由
に
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

人
間
は
世
界
を
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
世
界
の
う
ち
に
生
き
る
。
自
己
形
成
は
同
時
に
世
界
形
成
で
あ
り
、
世
界

形
成
は
同
時
に
自
己
形
成
で
あ
る
。
世
界
は
主
観
的
と
客
観
的
と
の
統
一
と
し
て
表
現
的
な
も
の
で
あ
り
、
文

化
的
世
界
で
あ
る
。
か
よ
う
な
世
界
は
デ
ィ
ル
タ
イ
に
従
っ
て
「
生
の
客
観
化
」
と
呼
ば
れ
る
で
あ
ろ
う
。
然
る

に
生
の
客
観
化
と
し
て
の
文
化
的
世
界
は
、
先
ず
そ
れ
が
ま
さ
に
生
の
0

0

客
観
化
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
於
て
単

に
客
観
的
な
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
主
観
的
な
も
の
と
客
観
的
な
も
の
と
の
統
一
と
し
て
表
現
的
な
も
の
で
あ

る
。
し
か
も
こ
の
場
合
主
観
的
な
も
の
が
一
定
の
性
質
、
即
ち
前
に
述
べ
た
抽
象
性
、
無
限
性
等
を
具
え
て
い

る
故
に
、
そ
こ
に
文
化
と
い
う
も
の
が
生
れ
得
る
の
で
あ
る
。
次
に
生
の
客
観
化
は
、
そ
れ
が
ま
さ
に
生
の
客
観
0

0

化0

で
あ
る
と
い
う
意
味
に
於
て
、
そ
れ
に
と
っ
て
は
デ
ィ
ル
タ
イ
の
所
謂
「
対
象
的
把
捉
」（gegenständliches 

A
uffassen

）
が
基
礎
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
が
対
象
的
把
捉
を
含
む
故
に
生
の
客
観
化
は
文
化
と
云
わ
れ
得

る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
第
三
に
、
文
化
的
世
界
は
単
に
我
々
に
対
し
て

0

0

0

あ
る
世
界
で
は
な
い
。
却
っ
て
我
々
は

そ
の
う
ち
に
棲
む
た
め
に
世
界
を
形
成
し
て
種
々
の
文
化
を
作
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
文
化
が
な
お
生

の
客
観
化
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
人
間
は
自
己
が
そ
の
う
ち
に
棲
む
世
界
の
外
に
出
る
根
源
的
な
可
能
性
を
有
す
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ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
哲
学
的
基
礎

る
か
ら
で
あ
る
。
人
間
は
単
に
文
化
的
な
も
の
で
な
く
、
ま
た
文
化
超
越
的
な
も
の
で
あ
る
、
単
に
世
界
的
な
も

の
で
な
く
、
ま
た
世
界
超
越
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
例
え
ば
ル
ネ
サ
ン
ス
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
そ
の
根
柢

に
お
い
て
レ
フ
ォ
ル
マ
チ
オ
ン
の
思
想
と
結
び
付
い
て
い
た
理
由
も
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
人
間
は
文
化
を
作

り
つ
つ
文
化
を
越
え
た
も
の
で
あ
る
。
文
化
を
越
え
た
も
の
に
し
て
初
め
て
文
化
を
作
る
こ
と
も
で
き
る
。
彼
は

ど
こ
ま
で
も
世
界
の
う
ち
に
あ
る
と
同
時
に
ま
た
ど
こ
ま
で
も
世
界
を
越
え
た
も
の
で
あ
る
。
世
界
を
越
え
た
も

の
に
し
て
初
め
て
世
界
の
形
成
者
で
あ
る
こ
と
も
で
き
る
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
決
し
て
単
な
る
文
化
主
義
で
は

な
い
。
文
化
破
壊
者
と
見
做
さ
れ
る
ニ
ー
チ
ェ
の
如
き
が
却
っ
て
真
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
文
化
は
生
の
客
観
化
と
し
て
そ
れ
自
身
生
で
あ
り
な
が
ら
人
間
は
こ
れ
を
越
え
た
も
の
で
あ
る
。

生
は
生
を
越
え
る
。
し
か
も
内
に
越
え
る
こ
と
は
外
に
越
え
る
こ
と
で
あ
る
。
人
間
は
無
限
に
人
間
を
超
越
す
る
。

人
間
は
世
界
を
形
成
し
、
文
化
を
生
産
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
う
ち
に
棲
家
を
見
出
し
、
生
を
得
る
。
文
化

は
生
の
存
在
形
式
で
あ
り
、
生
の
発
展
形
式
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
生
そ
の
も
の
は
文
化
よ
り
も
根
源
的
で
あ
る
。

生
の
発
展
形
式
で
あ
っ
た
も
の
は
や
が
て
生
の
否
定
と
な
り
、
生
に
対
す
る
桎
梏
と
な
る
。
文
化
は
生
の
客
観
化

と
い
う
よ
り
も
所
謂
人
間
の
「
自
己
疎
外
」
と
な
る
。
文
化
を
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
の
形
成
的
統
一
に
達
し

た
生
は
今
や
再
び
分
裂
と
対
立
と
に
陥
る
。
形
成
さ
れ
た
人
間
の
タ
イ
プ
は
破
壊
さ
れ
る
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
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は
か
よ
う
に
し
て
人
間
の
自
己
疎
外
に
対
す
る
人
間
解
放

0

0

0

0

の
要
求
で
あ
る
。
人
間
の
生
産
し
た
も
の
が
人
間
に
対

立
し
、
人
間
に
と
っ
て
桎
梏
に
な
る
と
い
う
こ
と
の
必
然
性
の
う
ち
に
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
へ
の
要
求
は
基
礎
を
有

す
る
の
で
あ
る
。
文
化
が
一
方
人
間
存
在
の
発
展
形
式
で
あ
る
と
共
に
他
方
そ
の
桎
桔
に
転
化
す
る
と
い
う
弁
証

法
的
な
関
係
に
於
て
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
文
化
に
対
す
る
関
係
が
規
定
さ
れ
る
。
も
し
人
間
が
世
界
の
外
に
出
る

こ
と
の
で
き
る
も
の
で
な
い
な
ら
ば
人
間
は
世
界
を
変
革
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
併
し
た
だ
世
界
の

外
に
出
る
こ
と
は
死
を
意
味
す
る
。
真
に
内
に
超
越
す
る
こ
と
は
外
に
超
越
す
る
こ
と
で
あ
る
。
古
い
文
化
を
越

え
て
新
し
い
文
化
を
生
産
し
、
古
い
世
界
を
越
え
て
新
し
い
世
界
を
形
成
し
て
ゆ
く
と
こ
ろ
に
真
の
生
が
あ
る
。

五

同
様
の
仕
方
で
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
立
場
か
ら
人
間
と
社
会
と
の
関
係
も
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
人
間
は
孤

立
し
た
も
の
で
な
く
、
つ
ね
に
社
会
的
に
結
合
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
団
体
主
義
者
の
云
う
通
り

で
あ
る
。
抽
象
的
な
人
間
が
あ
る
の
で
な
く
、
彼
は
つ
ね
に
親
に
対
す
る
子
、
妻
に
対
す
る
夫
、
友
人
に
対
す
る

友
人
、
学
生
に
対
す
る
教
師
、
売
手
に
対
す
る
買
手
、
等
々
で
あ
る
。
即
ち
人
間
は
つ
ね
に
一
定
の
間
柄
、
関

係
、
一
定
の
資
格
、
役
割
に
於
け
る
人
間
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
全
く
そ
の
通
り
で
あ
る
の
で
あ
る
が
、
併
し
も
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ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
哲
学
的
基
礎

し
人
間
が
単
に
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
い
う
も
の
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ

う
。
そ
の
よ
う
な
関
係
に
於
け
る
人
間
が
世
間
も
し
く
は
世
の
中
を
作
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
人
間
は
単
に
世
間

的
で
な
く
て
世
間
超
越
的
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
世
間
の
人
で
あ
る

こ
と
が
人
間
の
具
体
的
な
存
在
の
仕
方
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
人
間
は
世
間
の
外
に
出
て
抽
象
的

0

0

0

に
な
り
得
る
と
い

う
こ
と
が
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
最
初
の
基
礎
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
蓋
し
間
柄
に
於
け
る
人
間
、
役
割
に
於
け
る

人
間
は
そ
れ
自
体
に
於
て
は personage 

で
あ
る
に
し
て
も
未
だ
真
の personality 

と
は
云
い
得
な
い
。
彼
は
所

謂 provsw
pon

（persona

）
で
あ
っ
て
、
面
を
被
っ
て
一
定
の
役
割
を
演
ず
る
俳
優
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
俳
優

の
こ
と
を
ギ
リ
シ
ア
語
で
は uJpokrith:V 
と
い
う
が
、
こ
の
語
は
新
約
聖
書
に
於
て
ヒ
ポ
ク
リ
ッ
ト
と
い
う
言
葉

が
現
在
普
通
に
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
意
味
、
即
ち
偽
善
者
と
い
う
意
味
に
転
化
し
た
。
こ
の
転
化
は
甚
だ
重

要
で
あ
る
。
役
割
に
於
け
る
人
間
は
謂
わ
ば
偽
り
の
人
間
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
役
割
、
資
格
を
脱
し
、
す
べ
て
の

間
柄
、
関
係
の
外
に
出
て
、
赤
裸
々
な
人
間
と
し
て
神
に
対
す
る
と
き
人
間
は
真
の
人
間
、
人
格
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
た
の
で
あ
る
。
も
し
人
間
が
世
間
の
外
に
出
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
な
い
な
ら
ば
、
人
格
と
い
う
も
の
は

考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
人
格
は
人
間
の
世
間
超
越
性
、
世
間
の
外
に
出
る
可
能
性
、
間
柄
を
否
定
し
得
る
自

由
か
ら
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
限
り
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
個
人
主
義
で
あ
り
、
団
体
主
義
と
対
立
し
て
い
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る
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
人
間
存
在
の
抽
象
性
に
そ
れ
自
身
の
重
要
な
意
味
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
。

併
し
な
が
ら
人
間
は
社
会
を
離
れ
て
生
き
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
生
き
る
た
め
に
は
我
々
は
社
会
の
中
に
出
て

ゆ
き
、
関
係
に
入
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
関
係
の
外
に
考
え
ら
れ
る
人
格
は
抽
象
的
で
あ
っ
て
真
の
人
格
と
は
云

い
難
く
、
真
の
人
格
は
同
時
に
ま
た
役
割
に
於
け
る
人
間
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
人
間
は
団
体
の
外
に
出
る
こ
と

の
で
き
る
自
由
な
主
体
と
し
て
自
ら
結
合
の
関
係
を
限
定
し
、
団
体
を
形
成
し
得
る
も
の
で
あ
る
。
社
会
は
人
間

に
と
っ
て
単
に
与
え
ら
れ
た
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
人
間
の
作
る
も
の
で
あ
る
。
社
会
を
超
越
し
得
る
も
の
に
し

て
初
め
て
社
会
を
形
成
0

0

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
関
係
の
外
に
立
ち
関
係
を
否
定
し
得
る
自
由
を
有
す
る
も
の
に
し

て
初
め
て
人
格
的

0

0

0

結
合
を
形
作
る
こ
と
が
で
き
る
。
団
体
主
義
者
は
団
体
を
自
然
的
な
も
の
と
考
え
、
そ
れ
が
歴

史
的
に
人
間
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
な
い
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
然
る
に
社
会
形
成
は
同

時
に
人
格
形
成
で
あ
る
。
社
会
の
形
成
を
離
れ
て
人
格
の
形
成
は
存
し
得
な
い
。
人
格
形
成
は
た
だ
社
会
形
成
に

於
て
の
み
可
能
で
あ
り
、
た
だ
社
会
形
成
を
通
じ
て
の
み
人
格
は
実
現
さ
れ
る
。
真
に
独
立
な
人
格
は
た
だ
社
会

の
中
に
於
て
の
み
存
し
得
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
社
会
は
人
間
の
存
在
形
式
、
発
展
形
式
で
あ
る
が
、
併
し
そ

の
よ
う
な
社
会
が
や
が
て
人
間
の
否
定
、
人
間
に
対
す
る
桎
梏
に
転
化
す
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
こ
の
よ
う
に
桎
梏
に
化
し
た
社
会
か
ら
の
人
間
の
解
放
の
要
求
と
し
て
現
れ
る
。
固
よ
り
単
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ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
哲
学
的
基
礎

に
社
会
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
は
現
実
的
に
自
由
に
な
り
得
る
も
の
で
な
い
。
人
間
が
真
に
解
放

さ
れ
る
た
め
に
は
古
い
社
会
を
変
化
し
て
新
し
い
社
会
を
形
成
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
併
し
新
し
い
社
会
を

形
成
す
る
た
め
に
は
人
間
は
古
い
社
会
か
ら
解
放
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
勿
論
、
凡
そ
社
会
か
ら
自
由
に
な
り

得
る
も
の
に
し
て
、
従
っ
て
ま
た
社
会
の
外
に
出
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
に
し
て
初
め
て
真
に
社
会
を
変
化
し
形

成
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
一
定
の
社
会
形
態
が
人
間
の
自
己
疎
外
と
し
て
人
間
に
対
立
し
、
人
間
が
抽

象
的
な
存
在
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
社
会
変
化
の
出
立
点
で
あ
る
。
か
よ
う
な
意
味
に
於
て
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は

人
間
が
社
会
か
ら
自
由
に
な
り
得
る
と
い
う
抽
象
的
な
こ
と
に
重
要
な
意
味
を
認
め
る
。
そ
れ
が
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ

ム
の
恰
も
個
人
主
義
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
ら
れ
る
所
以
で
あ
る
。
併
し
な
が
ら
社
会
か
ら
自
由
に
な
る
と
い
う

こ
と
が
そ
れ
自
身
目
的
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
死
を
目
的
と
す
る
に
等
し
い
で
あ
ろ
う
。
社
会
か
ら
自
由

に
な
り
得
る
も
の
に
し
て
初
め
て
社
会
を
形
成
0

0

し
得
る
と
い
う
こ
と
が
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
認
識
で
あ
る
。
人

間
解
放
の
た
め
に
社
会
を
変
化
す
る
必
要
の
あ
る
こ
と
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
も
当
然
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
で
あ

る
。
人
間
は
社
会
の
う
ち
に
於
て
の
み
現
実
的
に
自
由
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
そ
の
よ
う
な
社
会
の
変
化

は
そ
の
前
提
と
し
て
、
謂
わ
ば
そ
の
内
在
的
条
件
と
し
て
、
人
間
が
社
会
か
ら
自
由
に
な
り
得
る
と
い
う
こ
と
を

含
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
と
こ
ろ
に
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
特
殊
な
立
場
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
固
よ
り
我
々
が
単
に
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社
会
の
外
に
い
て
ま
た
社
会
の
中
に
い
な
い
な
ら
ば
、
我
々
は
社
会
を
変
化
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
ど
こ
ま
で
も

社
会
の
中
に
入
っ
て
い
る
と
共
に
ど
こ
ま
で
も
社
会
の
外
に
出
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
に
し
て
初
め
て
社
会
を
変

化
し
、
社
会
を
形
成
し
得
る
の
で
あ
る
。

尤
も
人
間
は
絶
対
に
自
由
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
社
会
は
単
に
我
々
の
自
由
の
所
産
で
あ
る
の
で
な
く
、
却
っ

て
我
々
に
と
っ
て
運
命
で
あ
る
。
我
々
は
社
会
の
中
に
産
れ
落
ち
る
、
我
々
は
既
に
あ
る
社
会
の
う
ち
へ
投
げ
出

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
か
よ
う
な
運
命
と
考
え
ら
れ
る
も
の
は
と
り
わ
け
「
運
命
共
同
体
」
と
い
わ
れ
る
民
族
社
会

の
如
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
社
会
が
運
命
で
あ
る
の
は
我
々
自
身
が
自
由
で
な
く
運
命
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
運
命

と
は
必
然
的
な
も
の
、
我
々
が
そ
れ
か
ら
脱
す
る
こ
と
の
で
き
ぬ
も
の
で
あ
る
。
併
し
な
が
ら
単
に
必
然
的
な
も

の
は
運
命
と
は
考
え
ら
れ
ぬ
。
運
命
は
テ
ュ
ケ
ー
と
し
て
我
々
が
世
界
へ
出
て
く
る
こ
と
に
於
て
偶
々
出
会
う
も

の
で
あ
る
。
固
よ
り
単
に
偶
然
的
な
も
の
も
運
命
で
は
な
い
。
必
然
的
な
も
の
が
偶
然
的
な
も
の
の
意
味
を
有
し
、

そ
し
て
偶
然
的
な
も
の
が
必
然
的
な
も
の
の
意
味
を
有
す
る
と
こ
ろ
に
運
命
は
あ
る
。
運
命
と
自
由
と
の
関
係
も

同
様
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
も
し
我
々
が
全
く
自
由
で
な
い
な
ら
ば
我
々
は
運
命
で
あ
る
こ
と
も
な
い
で

あ
ろ
う
。
自
由
の
中
に
必
然
が
喰
い
入
り
、
必
然
の
中
に
自
由
が
流
れ
込
ん
で
い
る
と
こ
ろ
に
運
命
は
考
え
ら
れ

る
。
か
よ
う
に
し
て
運
命
は
自
然
的
な
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
歴
史
的
な
も
の
で
あ
る
。
シ
ェ
リ
ン
グ
の
云
っ
た
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よ
う
に
単
な
る
自
由
に
よ
っ
て
も
単
な
る
必
然
に
よ
っ
て
も
歴
史
は
考
え
ら
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
運
命
は
歴
史
の

原
理
で
あ
り
、
歴
史
的
な
も
の
は
運
命
的
で
あ
る
と
云
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
民
族
社
会
の
如
き
も
自
然
的
な
も
の

で
な
く
て
歴
史
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
運
命
で
あ
る
限
り
、
そ
れ
は
「
場
」
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
併
し

そ
れ
が
同
時
に
自
由
に
属
す
る
限
り
、
そ
れ
は
「
世
界
」
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
人
間
に
と
っ
て
環
境
と
考
え

ら
れ
る
如
何
な
る
も
の
も
現
実
に
於
て
は
こ
の
よ
う
に
場
と
世
界
と
の
弁
証
法
的
な
統
一
で
あ
る
。
歴
史
的
な
形

成
作
用
の
意
味
は
場
を
世
界
に
変
化
す
る
こ
と
、
場
に
於
て
世
界
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
に
存
す
る
と
云
い
得
る
で

あ
ろ
う
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
理
念
は
世
界
で
あ
る
。

六

然
る
に
場
と
世
界
と
は
秩
序
を
異
に
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
い
う「
閉
じ
た
心
」と「
開
い
た
心
」

と
の
間
に
於
け
る
が
如
き
根
本
的
な
差
異
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。場
は
そ
れ
を
如
何
に
拡
げ
て
も
世
界
と
は
な
ら
ぬ
。

社
会
は
諸
個
人
の
和
に
過
ぎ
ぬ
も
の
で
な
く
、
ま
た
諸
個
人
の
関
係
に
尽
き
る
も
の
で
も
な
い
よ
う
に
、
世
界
は

諸
国
家
の
和
或
い
は
諸
国
家
の
関
係
に
ほ
か
な
ら
ぬ
も
の
で
は
な
い
。
社
会
に
は
諸
個
人
の
和
或
い
は
諸
個
人
の

関
係
以
上
の
実
在
性
が
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
に
、
世
界
に
は
諸
国
家
の
和
或
い
は
諸
国
家
の
関
係
以
上
の
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実
在
性
が
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
世
界
主
義

0

0

0

0

は
国
際
主
義

0

0

0

0

と
は
同
一
で
な
い
。
国
際
主
義
と
い
う
自
由
主
義
的

理
念
は
た
か
だ
か
世
界
主
義
の
実
現
の
一
つ
の
形
式
に
留
ま
っ
て
い
る
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
と
っ
て
本
質
的
な

立
場
は
世
界
主
義
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
つ
ね
に
国
際
主
義
で
あ
る
こ
と
を
要
し
な
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
我
々
は
こ
れ
ま
で
文
化
と
社
会
と
を
同
様
の
仕
方
で
取
扱
っ
て
き
た
。
そ
し
て
ま
た
多
く
の
哲
学
者

に
よ
っ
て
そ
れ
ら
は
同
様
の
仕
方
で
取
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
併
し
な
が
ら
厳
密
に
考
え
る
な
ら
ば
、
両
者

の
間
に
は
同
等
と
共
に
差
異
が
存
し
、
こ
の
差
異
を
考
え
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
文
化
は
所
謂
生
の
客
観
化
で

あ
り
、
か
か
る
も
の
と
し
て
生
に
対
立
す
る
と
い
う
こ
と
が
謂
わ
ば
そ
れ
の
本
性
に
属
し
て
い
る
。
こ
れ
に
反
し

て
社
会
の
本
質
は
人
間
に
対
す
る
と
い
う
よ
り
も
寧
ろ
人
間
を
包
む
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
実
際
、
社
会
が
社

会
と
し
て
の
本
質
的
な
機
能
を
発
揮
し
て
い
る
限
り
、
人
間
は
社
会
の
う
ち
に
包
ま
れ
、
そ
の
有
機
的
な
部
分
と

し
て
そ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
固
よ
り
前
に
述
べ
た
如
く
人
間
は
社
会
の
外
に
出
る
こ
と
の
で
き
る

可
能
性
を
有
し
て
い
る
。
併
し
彼
が
社
会
の
外
に
出
る
の
は
そ
の
社
会
が
社
会
と
し
て
の
本
質
的
な
機
能
を
営
み

得
な
い
場
合
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
の
社
会
が
崩
壊
し
つ
つ
あ
る
場
合
で
あ
る
。
そ
れ
の
み
で
な
く
人
間
は
究
極
に

於
て
社
会
の
外
に
出
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
特
定
の
社
会
の
外
に
出
た
と
考
え
ら
れ
る
人

間
も
な
お
「
世
界
」
の
う
ち
に
包
ま
れ
て
い
る
。
世
界
は
主
観
的
な
人
間
よ
り
も
な
お
内
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
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故
に
ま
た
絶
対
に
外
の
も
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
云
っ
た
如
く
人
間
は
彼
の
民
族
を
飛
び
越
え
る
こ
と
が
で
き

な
い
と
い
う
の
は
真
で
な
い
に
し
て
も
、
彼
の
民
族
を
飛
び
越
え
た
人
間
も
な
お
世
界
の
外
に
出
る
こ
と
は
で
き

ぬ
。
我
々
が
そ
れ
を
超
越
し
得
る
社
会
は
世
界
の
表
現
と
し
て
、
世
界
の
客
観
化
と
し
て
世
界
の
う
ち
に
客
観
的

に
限
定
さ
れ
た
社
会
で
あ
っ
て
、
世
界
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
個
人
主
義
者
と
云
わ
れ
る
ニ
ー
チ
ェ
も
「
世
界
は

深
い
」
と
叫
ば
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
我
々
が
こ
こ
で
意
味
す
る
「
世
界
」
は
勿
論
普
通
に
云
わ
れ
る
世
界
の
こ

と
で
は
な
い
。
後
者
は
却
っ
て
前
者
の
一
つ
の
歴
史
的
限
定
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
所
謂
世
界
は
あ
の
世
界
史
の

示
す
如
く
一
つ
の
時
代
か
ら
他
の
時
代
へ
歴
史
的
に
変
化
し
発
展
し
て
ゆ
く
。
か
よ
う
な
世
界
史
の
発
展
を
通
じ

て
実
現
さ
れ
て
ゆ
く
の
は
「
世
界
」
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
世
界
史
は
自
由
の
意
識
に
於
け
る
進
歩
で
あ
る
と
云

っ
た
が
、
我
々
は
世
界
史
と
は
ま
さ
に
「
世
界
」
の
実
現
の
過
程
で
あ
る
と
云
い
得
る
で
あ
ろ
う
。

特
定
の
社
会
は
、
そ
れ
が
社
会
と
し
て
の
本
質
的
な
機
能
を
発
揮
し
て
い
る
限
り
、
何
等
か
の
世
界
性
を
有
し

て
い
る
。
即
ち
独
立
な
人
間
が
そ
の
中
に
包
ま
れ
、
そ
の
中
に
於
て
自
由
に
働
い
て
い
る
。
人
間
は
そ
の
外
に
出

る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
然
る
に
個
人
と
社
会
と
の
関
係
は
弁
証
法
的
で
あ
る
。
個
人
と
社
会
と
の
間
の
矛
盾
か

ら
社
会
は
動
い
て
ゆ
く
。
併
し
社
会
の
運
動
と
発
展
は
単
に
そ
れ
の
み
か
ら
は
考
え
ら
れ
な
い
。
た
だ
無
数
の
独

立
な
個
人
が
社
会
の
中
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
の
み
か
ら
社
会
の
運
動
の
弁
証
法
は
考
え
ら
れ
ぬ
。
無
数
の
絶



一
八
八

対
に
独
立
な
個
人
が
社
会
の
中
に
含
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
は
寧
ろ
、
あ
の
哲
学
者
が coincidentia oppositorum

 
【
対
立
す
る
も
の
の
一
致
】
と
い
っ
た
よ
う
に
そ
れ
自
身
一
つ
の
調
和
に
ほ
か
な
ら
ず
、
最
大
の
調
和
と
一
致
を
意
味

し
て
い
る
。
社
会
の
う
ち
に
現
実
的
に
矛
盾
が
現
れ
、
運
動
の
過
程
が
生
ず
る
と
い
う
に
は
、
多
数
の
人
間
が
相

対
立
す
る
二
つ
の
階
級
の
如
き
も
の
に
否
定
的
に
統
一

0

0

0

0

0

0

さ
れ
て
相
対
立
す
る
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

階
級
は
人
間
の
否
定
的
統
一
で
あ
る
。
そ
れ
が
否
定
的
統
一
で
あ
る
故
に
階
級
の
対
立
は
社
会
の
運
動
の
推
進
力

と
な
る
の
で
あ
る
。
階
級
社
会
は
人
間
の
自
己
疎
外
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
も
人
間
は
単
に
階
級
的

な
も
の
で
な
く
ま
た
階
級
を
越
え
た
も
の
で
あ
る
故
に
階
級
の
対
立
と
い
う
こ
と
が
社
会
の
発
展
の
契
機
と
な
る

の
で
あ
る
。
階
級
に
於
て
人
間
は
否
定
的
に
統
一
さ
れ
て
い
る
、
弁
証
法
は
か
く
の
如
き
否
定
に
重
要
な
意
味
を

認
め
る
。
併
し
こ
の
否
定
的
な
も
の
が
否
定
的
な
も
の
と
し
て
歴
史
の
動
力
と
な
り
得
る
の
は
、
階
級
が
ま
さ
に

人
間
の
否
定
的
統
一
と
し
て
人
間
は
つ
ね
に
こ
れ
を
越
え
た
も
の
で
あ
る
故
で
あ
る
。
現
実
の
人
間
は
ど
こ
ま
で

も
階
級
の
う
ち
に
あ
る
と
同
時
に
ど
こ
ま
で
も
階
級
を
越
え
た
も
の
で
あ
っ
て
、
さ
も
な
け
れ
ば
階
級
が
社
会
の

発
展
の
力
と
な
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
階
級
の
対
立
か
ら
社
会
が
変
化
さ
れ
る
場
合
、
そ
こ
に
生
ず
る
社
会
は

再
び
多
数
の
独
立
な
個
人
が
そ
の
中
に
於
て
自
由
に
働
く
社
会
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
し
て
こ
の
社
会
は
一

層
高
い
段
階
に
於
て
世
界
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
個
人
の
否
定
的
統
一
は
同
時
に
個
人
と
社
会
と
の
矛
盾
を
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意
味
し
、
階
級
と
階
級
と
の
対
立
は
そ
の
反
面
に
於
て
つ
ね
に
社
会
と
個
人
と
の
矛
盾
を
含
ん
で
い
る
。

か
よ
う
に
し
て
社
会
は
社
会
を
越
え
て
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
。そ
の
こ
と
は
世
界
の
自
己
形
成
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

世
界
は
自
己
自
身
の
う
ち
に
社
会
を
形
成
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
人
間
は
社
会
的
で
あ
る
と
同
時
に
社
会
を
越
え

得
る
も
の
と
し
て
か
く
の
如
き
世
界
の
自
己
形
成
に
参
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
社
会
的
に
し
て
個
人
的
で
あ
る

弁
証
法
的
存
在
と
し
て
の
人
間
の
自
己
形
成
は
世
界
の
自
己
形
成
に
参
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
。
歴

史
の
発
展
は
人
間
の
社
会
化
へ
の
道
で
あ
る
と
共
に
個
人
化
へ
の
道
で
あ
る
。
真
に
個
人
的
に
な
る
こ
と
が
真
に

社
会
的
に
な
る
こ
と
で
な
い
と
し
た
な
ら
ば
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
理
念
は
無
駄
で
あ
ろ
う
。



一
九
〇

人
間
主
義

一

人
間
主
義
と
い
う
の
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
（hum

anism
, H

um
anism

us, hum
anism

e

）
と
い
う
語
の
訳
語
で
あ

り
、
こ
の
語
は
ま
た
人
本
主
義
な
ど
と
も
訳
さ
れ
て
い
る
。
人
間
主
義
即
ち
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
と
っ
て
基
礎
を

な
す
の
は
人
間
性
即
ち
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
（hum

anity, H
um

anität, hum
anité

）
の
概
念
で
あ
り
、
も
と
ラ
テ
ン

語
の hum

anitas 

か
ら
出
て
い
る
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
と
い
う
語
は
二
重
の
意
味
に
用
い
ら
れ
る
。
そ
れ
は
先
ず
、

あ
ら
ゆ
る
人
間
的
な
も
の
、
人
間
に
自
然
的
に
属
す
る
一
切
の
も
の
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お

い
て
テ
レ
ン
テ
ィ
ウ
ス
（Terentius,190
―159 B

. C
.)

の
有
名
な
、「
私
は
人
間
で
あ
る
、
人
間
的
な
も
の
の
何

一
つ
と
し
て
私
に
無
関
係
で
あ
る
と
思
わ
な
い
」（hom

o sum
; hum

ani nihil a m
e alienum

 puto.

）と
い
う
句
は
、

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
即
ち
人
間
主
義
者
の
モ
ッ
ト
ー
で
あ
る
と
い
わ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
人
間
主
義
者
は
あ
ら
ゆ
る

人
間
的
な
も
の
、
従
っ
て
「
人
間
的
な
、
余
り
に
人
間
的
な
」
も
の
、
人
間
の
弱
さ
や
醜
さ
を
現
す
よ
う
な
も
の

を
も
、
人
間
的
な
も
の
で
あ
る
故
を
も
っ
て
、
な
お
か
つ
愛
す
る
こ
と
を
知
れ
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
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人
間
主
義

し
次
に
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
と
い
う
語
は
人
間
の
現
実
か
ら
進
ん
で
人
間
の
理
想
を
意
味
し
て
い
る
。
人
間
性

と
は
人
間
を
人
間
と
な
す
も
の
（quidditas, qua hom

o est, quod est.

）
即
ち
人
間
の
本
質
（hom

inis essentia

）

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
れ
は
人
間
が
人
間
と
し
て
動
物
か
ら
区
別
さ
れ
る
よ
り
高
い
存
在
で
あ

る
所
以
の
も
の
、
従
っ
て
人
間
の
人
間
と
し
て
あ
る
べ
き
姿
、
人
間
の
価
値
と
品
位
と
を
形
作
る
も
の
、
一
言
で

い
う
と
人
間
理
想
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
人
間
性
と
い
う
語
は
、
一
方
、
人
間
の

自
然
、
現
実
を
意
味
す
る
と
共
に
、
他
方
、
人
間
の
当
為
、
理
想
を
意
味
す
る
。
こ
れ
ら
二
重
の
意
味
は
、
一
は

他
へ
推
移
し
、
互
い
に
交
錯
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
人
間
主
義
の
多
彩
な
像
が
描
き
出
さ
れ
る
の

で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
一
つ
の
概
念
が
中
心
概
念
と
し
て
現
れ
、
一
つ
の
思
想
が
形
成
さ
れ
る
と
い
う
に
は
歴
史
的
事
情
が

あ
る
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
も
歴
史
の
一
定
の
時
期
に
出
現
し
、
一
定
の
歴
史
的
条
件
に
も
と
づ
い
て
発
展
し
た
も

の
で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
も
と
古
典
的
古
代
の
概
念
と
密
接
に
結
び
附
い
て
お
り
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
の

概
念
そ
の
も
の
も
元
来
ひ
と
つ
の
古
代
的
概
念
で
あ
る
。
そ
れ
は
何
よ
り
も
ギ
リ
シ
ア
の
生
活
文
化
の
う
ち
に
そ

の
源
泉
を
有
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
成
立
し
た
の
で
は
な
く
、
却
っ
て
ロ
ー
マ
に
お
い

て
、
し
か
も
キ
ケ
ロ
時
代
の
ロ
ー
マ
に
お
い
て
、
即
ち
ギ
リ
シ
ア
的
教
養
に
対
す
る
欲
求
が
ロ
ー
マ
に
お
い
て
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広
汎
に
現
れ
始
め
た
時
代
に
、
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
キ
ケ
ロ
（C

icero, 106

―43 B
.C

.

）
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ

（hum
anitas

）
の
概
念
の
本
来
の
創
造
者
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
時
代
及
び
キ
ケ
ロ
に
と
っ
て
そ
れ

は
ロ
ー
マ
の
生
活
理
想
と
し
て
の
ギ
リ
シ
ア
の
生
活
文
化
を
意
味
し
た
。
こ
の
ギ
リ
シ
ア
の
生
活
文
化
は
ギ
リ
シ

ア
人
自
身
に
あ
っ
て
は
反
省
の
対
象
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
ギ
リ
シ
ア
人
は
ギ
リ
シ
ア
的
人
間
を
生
き
た
の
で
あ

る
。
ギ
リ
シ
ア
的
人
間
の
内
的
な
高
さ
か
ら
距
っ
て
い
る
の
を
感
じ
た
ロ
ー
マ
人
が
初
め
て
、
ギ
リ
シ
ア
的
人
間

を
人
間
理
想
と
し
て
感
じ
、
そ
れ
か
ら
崇
拝
の
対
象
を
作
り
出
し
た
の
で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
と
は
教
養
の

乏
し
さ
を
認
め
た
ロ
ー
マ
人
が
ギ
リ
シ
ア
人
の
う
ち
に
見
出
し
た
教
養
あ
る
人
間
性
の
総
体
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
の
総
体
は
キ
ケ
ロ
に
よ
っ
て
体
系
化
さ
れ
、
ま
た
そ
の
具
体
的
要
素
に
分
解
さ
れ
た
。
キ
ケ
ロ
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ

テ
ィ
の
哲
学
は
、
彼
の
時
代
の
よ
り
高
い
も
の
を
求
め
つ
つ
あ
る
ロ
ー
マ
人
が
高
貴
な
意
味
に
お
け
る
人
間
で
あ

る
た
め
に
は
何
に
向
っ
て
努
力
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
と
い
う
問
、
言
い
換
え
る
と
、
人
間
の
高
い
理
念
を
実
現
す
る

た
め
に
は
人
間
は
何
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
か
と
い
う
問
に
対
す
る
答
で
あ
る
。

実
に
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
の
理
念
は
キ
ケ
ロ
の
哲
学
論
文
の
中
心
を
な
し
て
い
る
。
例
え
ば
彼
は
、
二
つ
の
種
類

の
戦
が
あ
る
、
と
い
う
。
一
は
動
物
に
お
い
て
の
よ
う
に
力
の
直
接
的
な
使
用
で
あ
る
、
他
は
人
間
に
特
有
な
も

の
で
あ
っ
て
、
誓
約
に
対
す
る
尊
敬
を
含
む
と
こ
ろ
の
宣
言
に
先
だ
た
れ
た
正
義
の
戦
争
で
あ
る
。
或
い
は
ま
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た
二
つ
の
種
類
の
社
会
、
動
物
的
社
会
と
本
来
の
人
間
的
社
会
と
が
あ
り
、
後
者
の
最
も
強
い
二
つ
の
紐
帯
は
、

理
性
（ratio
）
と
言
語
（oratio

）
で
あ
る
。
更
に
快
楽
に
対
す
る
抵
抗
は
動
物
に
は
知
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、

反
対
に
人
間
を
品
位
あ
ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
雄
弁
を
濫
用
す
る
こ
と
は
非
人
間
的
で
あ
る
、
と
キ
ケ
ロ
は
い

う
。
ま
た
宴
会
で
物
を
考
え
る
こ
と
は
公
の
場
所
で
唄
を
歌
う
の
と
同
様
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
に
反
す
る
こ
と
で
あ

る
、
と
彼
は
い
っ
て
い
る
。
一
言
で
い
う
と
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
と
は
、
礼
儀
作
法
か
ら
初
め
て
、
敵
の
間
で
も

守
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
正
義
の
規
則
に
至
る
ま
で
、
動
物
的
本
能
を
文
化
的
慣
習
に
変
ず
る
一
切
の
も
の
を
意
味
し

て
い
る
。
か
く
て
キ
ケ
ロ
に
あ
っ
て
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
は
人
間
の
単
な
る
自
然
の
こ
と
で
な
く
、
却
っ
て
人
間
の

理
性
的
理
念
も
し
く
は
理
性
的
人
間
の
理
念
に
適
応
す
る
も
の
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
場
合
、
教
養
―
―
ギ
リ

シ
ア
人
の
間
で
極
め
て
重
要
な
位
置
を
占
め
た
あ
の paideia

―
―
が
重
視
さ
れ
、
し
か
も
教
養
と
は
主
と
し
て

人
文
的
教
養
、
即
ち
古
典
的
な
詩
人
、
修
辞
学
者
、
歴
史
家
等
の
諸
著
作
の
理
解
及
び
そ
の
理
解
に
必
要
な
諸
知

識
か
ら
生
ず
る
教
養
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
フ
マ
ニ
タ
ス
と
い
う
語
は
こ
の
よ
う
な
教
養
並
び
に
そ
の
結
果
と
し
て

の
高
尚
な
趣
味
、
品
格
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
我
々
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
す
で
に
キ
ケ
ロ
に
お
い
て

特
に
人
文
主
義
と
い
う
べ
き
意
味
を
有
す
る
こ
と
を
見
出
す
で
あ
ろ
う
。
か
く
の
如
き
人
文
主
義
の
観
念
は
ル
ネ

サ
ン
ス
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
お
い
て
発
展
さ
せ
ら
れ
、
後
に
は
就
中
ド
イ
ツ
に
お
け
る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
精
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神
か
ら
生
れ
た
人
文
主
義
的
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム（H

um
anistisches G

ym
nasium

）の
教
育
理
想
の
う
ち
に
継
承
さ
れ
、

今
日
に
至
る
ま
で
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
多
か
れ
少
な
か
れ
特
徴
附
け
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
一
般
的
に

解
す
る
と
、
キ
ケ
ロ
の
い
う
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
は
教
養
に
よ
っ
て
浄
化
さ
れ
た
人
格
の
理
想
で
あ
り
、
ギ
リ
シ
ア

的
・
ロ
ー
マ
的
文
化
人
の
理
想
で
あ
っ
た
。

か
よ
う
に
し
て
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
の
概
念
は
ギ
リ
シ
ア
の
生
活
文
化
に
対
す
る
ロ
ー
マ
人
の
反
省
か
ら
形
成
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
何
物
も
附
け
加
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
普
遍
的
人
間
性
の
意
味
に

お
け
る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
の
理
想
は
む
し
ろ
実
に
ス
ト
ア
哲
学
（stoicism

, Stoizism
us, stoïcism

e

）
に
よ
っ
て

基
礎
を
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ア
人
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
（A

ristoteles, 384

―322 B
.C

.

）
に
よ
っ

て
な
お
代
表
さ
れ
て
い
る
如
く
、
自
己
と
野
蛮
人
と
の
間
に
、
ま
た
市
民
と
正
当
視
さ
れ
た
奴
隷
と
の
間
に
、
人

間
的
価
値
の
区
別
を
立
て
た
の
で
あ
る
が
、
ス
ト
ア
哲
学
者
は
か
よ
う
な
区
別
を
克
服
さ
れ
た
も
の
と
し
て
排
除

し
た
。
当
時
の
社
会
的
政
治
的
事
情
に
相
応
し
て
、
ス
ト
ア
哲
学
者
は
世
界
主
義
を
唱
え
、
世
界
市
民
の
理
念
を

樹
て
、
人
間
性
の
共
通
普
遍
を
主
張
し
た
。
か
く
し
て
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
の
概
念
は
あ
ら
ゆ
る
人
間
に
通
ず
る
人

間
性
を
意
味
し
、
そ
こ
か
ら
ま
た
そ
の
語
は
普
遍
的
な
人
間
愛
（philanthropia

）、
博
愛
を
意
味
す
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
歴
史
的
概
念
と
し
て
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
含
ま
れ
る
こ
の
世
界
主
義
的
傾
向
、
人
類
的
傾
向
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主
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に
も
ま
た
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
る
に
、
か
く
の
如
く
ス
ト
ア
哲
学
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
人
類
の
意
味

に
お
け
る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
の
理
念
は
実
に
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
に
よ
っ
て
一
層
深
い
意
味
と
一
層
大
き
な
力
と

を
獲
得
す
る
に
至
っ
た
。

普
通
に
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
ギ
リ
シ
ア
主
義
即
ち
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
精
神
と
対
立
さ
せ
ら
れ
、

特
に
今
日
の
弁
証
法
的
神
学
（D

ialektische Theologie

）
の
如
き
は
神
学
的
立
場
と
人
間
主
義
的
立
場
と
の
差

異
を
力
説
す
る
こ
と
に
力
を
注
い
で
い
る
。
確
か
に
両
者
の
間
に
は
種
々
の
根
本
的
な
区
別
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

キ
リ
ス
ト
教
が
超
越
論
的
立
場
に
立
つ
に
反
し
て
従
来
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
内
在
論
的
立
場
に
止
ま
っ
て
い

る
。
世
俗
的
文
化
を
重
ん
ず
る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
超
世
俗
的
な
宗
教
と
相
容
れ
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
原
罪

を
説
く
キ
リ
ス
ト
教
と
人
間
性
に
対
す
る
信
頼
の
上
に
立
つ
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
は
相
矛
盾
す
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
し
か
し
こ
れ
ら
及
び
そ
の
他
の
点
に
お
け
る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
対
立
が
如
何
に
考
え
ら

れ
る
に
せ
よ
、
西
洋
の
歴
史
に
お
け
る
二
大
勢
力
と
し
て
の
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
と
キ
リ
ス
ト
教
と
は
事
実
に
お
い
て
相

互
に
影
響
し
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
発
展
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
い
ま
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
側

に
つ
い
て
見
る
と
、
す
で
に
人
類
の
理
念
の
意
味
に
お
け
る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
の
理
念
は
キ
リ
ス
ト
教
に
、
そ
し

て
政
治
的
現
実
的
に
は
ロ
ー
マ
の
世
界
的
帝
国
の
成
立
に
負
う
て
い
る
。
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し
か
し
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
世
界
史
的
な
意
味
を
得
る
に
至
っ
た
の
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
以
来
で
あ
る
、
ヒ
ュ
ー

マ
ニ
ズ
ム
の
基
本
的
な
概
念
規
定
は
こ
の
時
代
に
求
め
ら
れ
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
ル
ネ
サ
ン
ス
は
近
代
社
会
の

成
立
期
に
あ
た
り
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
近
代
的
思
想
の
先
駆
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
中
世
の
封
建
的
社
会
に
お
け

る
人
間
性
の
抑
圧
、
歪
曲
に
対
す
る
人
間
性
の
尊
重
、
人
間
性
の
解
放
の
思
想
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
時
代
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
う
ち
に
ま
ず
認
め
ら
れ
る
の
は
キ
ケ
ロ
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
の
理
想
の
復
活

で
あ
る
。
ル
ネ
サ
ン
ス
は
学
芸
の
復
興
（R

evival of Learning

）
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
古
代
の
、
ギ
リ
シ
ア

及
び
ロ
ー
マ
の
文
化
の
復
興
で
あ
り
、
そ
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
は
真
の
教
養
を
得
る
た
め
に
古
代
に
還
ろ
う
と
し

た
の
で
あ
る
。
ペ
ト
ラ
ル
カ
（Petrarca, 1304
―1374

）
は
書
い
て
い
る
、「
私
に
は
私
自
身
の
時
代
が
あ
ま
り

に
も
気
に
入
ら
な
い
故
に
、
私
は
古
代
を
研
究
す
る
。
現
代
を
忘
れ
る
た
め
に
、
私
は
心
の
な
か
で
他
の
時
代
に

身
を
置
き
換
え
よ
う
と
努
め
る
。」
即
ち
人
文
主
義
者
は
中
世
的
封
建
的
要
素
が
な
お
多
く
残
存
し
て
い
た
彼
等

の
現
代
を
却
け
る
た
め
に
、
古
代
を
呼
び
起
し
た
の
で
あ
る
。
彼
等
は
熱
情
を
も
っ
て
古
典
の
発
見
と
蒐
集
と
に

努
め
た
。
し
か
し
重
要
な
の
は
、
彼
等
が
如
何
に
そ
れ
を
読
ん
だ
か
と
い
う
態
度
で
あ
る
。
聖
ア
ン
ブ
ロ
シ
ウ
ス
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人
間
主
義

（A
m

brosius, C
. 340

―397

）
と
人
文
主
義
者
エ
ラ
ス
ム
ス
（Erasm

us, C
. 1466

―1536

）
と
が
知
っ
て
い
た
の

は
キ
ケ
ロ
の
同
じ
『
義
務
論
』（D

e officiis

）
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
ア
ン
ブ
ロ
シ
ウ
ス
は
そ
こ
に
聖
職
者
の
た
め

の
規
則
を
求
め
、
エ
ラ
ス
ム
ス
は
そ
こ
に
自
律
的
な
、
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
独
立
な
道
徳
を
見
出
す
、
こ
の
テ
キ
ス

ト
を
聖
書
の
説
明
に
一
致
さ
せ
る
こ
と
は
も
は
や
問
題
で
な
く
、
そ
れ
を
そ
れ
自
身
に
お
い
て
理
解
す
る
こ
と
が

問
題
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
根
本
的
な
態
度
の
相
違
は
ル
ネ
サ
ン
ス
を
単
に
学
芸
の
復
興
と
解
す
る

の
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
せ
る
で
あ
ろ
う
。
ル
ネ
サ
ン
ス
（R

enaissance, R
inascim

ento

）
と
い
う
語
は

も
と
「
再
生
」
を
意
味
し
て
い
る
。
し
か
も
こ
の
語
を
そ
の
時
代
に
最
初
に
用
い
た
人
々
は
、
ギ
リ
シ
ア
的
・
ロ

ー
マ
的
古
代
の
再
生
の
こ
と
を
特
に
考
え
た
の
で
な
く
、
死
し
た
る
文
化
の
復
興
、
破
壊
さ
れ
た
る
世
界
の
再
興

の
こ
と
を
思
っ
た
の
で
は
な
い
。
そ
の
人
々
は
む
し
ろ
自
分
自
身
の
こ
と
を
、
自
身
の
自
己
と
自
身
の
現
在
の
生

の
こ
と
を
、
自
身
の
人
間
的
再
生
、
自
己
の
人
間
性
の
革
新
の
こ
と
を
考
え
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
ル
ネ
サ
ン
ス

は
何
よ
り
も
人
間
の
理
想
的
タ
イ
プ
に
向
っ
て
の
、
新
し
い
人
間
的
価
値
、
新
し
い
人
間
像
に
向
っ
て
の
努
力
で

あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
が
ま
た
実
に
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
運
動
の
本
質
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
ダ
ン
テ
（D

ante, 

1265

―1321

）
の
一
作
品
が
名
附
け
ら
れ
た
よ
う
な
「
新
生
」（V

ita nuova

）
の
像
は
夙
に
こ
の
時
代
を
支
配
し

て
い
た
。
新
し
い
人
間
性
の
探
求
、
発
見
、
確
立
が
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
、
ま
た
ル
ネ
サ
ン
ス
の
根
源
的
な
要
求



一
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で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
古
代
文
化
の
復
興
な
く
し
て
も
、
ル
ネ
サ
ン
ス
と
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
は
当
時

に
お
け
る
社
会
の
変
化
と
人
間
の
意
欲
と
に
促
さ
れ
て
現
れ
た
に
相
違
な
い
。
も
と
よ
り
事
実
と
し
て
古
典
的
古

代
が
こ
れ
ら
の
運
動
を
指
導
し
、そ
し
て
多
彩
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
は
無
視
さ
れ
な
い
意
味
を
も
っ
て
い
る
。

新
し
い
人
間
は
旧
い
桎
梏
か
ら
、
人
間
性
を
歪
曲
す
る
も
の
か
ら
自
己
を
解
放
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
れ
ね
ば

な
ら
な
い
。
か
く
し
て
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
解
放
の
精
神
で
あ
り
、
多
か
れ
少
な
か
れ
反
抗
的
精
神
を
含
ん
で
い

る
。
す
で
に
教
養
に
関
し
て
も
、
ル
ネ
サ
ン
ス
は
単
に
学
芸
の
復
興
で
あ
っ
た
の
で
な
く
、
同
時
に
学
芸
の
解
放

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
従
来
久
し
く
僧
侶
に
独
占
さ
れ
て
い
た
学
芸
は
い
ま
や
解
放
さ
れ
、
市
民
に
と
っ
て
自
由

に
享
受
さ
れ
得
る
も
の
と
な
さ
れ
た
。
こ
の
時
代
に
お
け
る
印
刷
術
の
発
明
は
特
権
階
級
に
よ
る
学
問
の
独
占
を

打
破
し
、
教
育
の
方
法
を
一
変
し
、
知
識
の
普
及
に
貢
献
し
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
学
芸
の
解
放
は
ま
た
特
に

教
会
的
権
威
か
ら
の
世
俗
的
文
化
の
解
放
を
意
味
し
て
い
る
。
キ
ケ
ロ
の
時
代
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
の
理
想
と
ル

ネ
サ
ン
ス
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
の
理
想
と
の
間
に
は
、
心
理
的
に
見
て
も
、
歴
史
的
に
見
て
も
、
根
本
的
な
相
違

が
あ
る
。即
ち
そ
の
間
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
成
立
と
い
う
世
界
史
的
な
出
来
事
が
両
者
を
全
く
拒
て
て
い
る
。

ル
ネ
サ
ン
ス
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
キ
リ
ス
ト
教
の
生
の
解
釈
、
生
の
評
価
に
対
し
て
私
か
に
、
ま
た
顕
に
反
抗

す
る
。
そ
れ
は
そ
の
新
し
い
人
間
観
、
人
間
理
想
を
キ
リ
ス
ト
教
と
の
対
立
に
お
い
て
古
代
と
結
び
附
く
こ
と
に
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よ
っ
て
形
成
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
か
か
る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を
我
々
は
少

し
詳
し
く
見
て
お
こ
う
。

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
は
自
己
の
個
性
を
重
ん
じ
、
自
己
の
生
の
価
値
を
意
識
し
た
。
ペ
ト
ラ
ル
カ
は
「
最
初
の
近

代
的
人
間
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
彼
は
わ
が
名
の
不
朽
を
望
み
、
彼
の
仕
事
の
目
標
が
名
誉
に
存
す
る
こ
と
を

率
直
に
述
べ
て
い
る
。
彼
は
自
己
自
身
に
つ
い
て
、
自
己
の
身
体
的
特
徴
、
自
己
の
知
的
性
質
、
自
己
の
才
能
に

つ
い
て
語
っ
て
い
る
。「
ひ
と
は
各
々
そ
の
容
貌
、
身
振
、
声
、
言
葉
に
、
何
か
個
人
的
な
特
殊
な
も
の
を
も
っ

て
い
る
。
こ
れ
を
変
更
す
る
よ
り
も
、
こ
れ
を
育
成
す
る
こ
と
が
容
易
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
は
ま
た
必

要
で
、善
い
考
で
あ
る
。」
か
よ
う
に
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
は
「
特
殊
な
人
間
」（l’uom

o singolare

）
で
あ
る
こ
と
、

自
己
の
個
性
に
価
値
を
認
め
て
こ
れ
を
尊
重
し
、
こ
れ
を
強
大
な
ら
し
め
る
こ
と
に
努
め
た
。
謙
遜
や
節
制
や
禁

制
を
掟
と
し
た
中
世
的
人
間
と
は
反
対
に
、
現
世
の
肯
定
、
自
己
の
力
に
対
す
る
信
頼
、
高
い
自
己
感
情
、
他
に

卓
越
し
よ
う
と
す
る
名
誉
欲
な
ど
が
近
代
的
人
間
を
性
格
附
け
て
い
る
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
は
強
大
な
個
性
で
あ

ろ
う
と
す
る
と
共
に
多
面
的
な
人
間
で
あ
ろ
う
と
し
た
。ペ
ト
ラ
ル
カ
は
同
時
に
抒
情
詩
人
、叙
事
詩
人
、歴
史
家
、

地
理
学
者
、
モ
ラ
リ
ス
ト
、
宗
教
作
家
、
論
争
家
で
あ
り
、
そ
の
上
な
お
美
術
の
愛
好
者
、
素
人
画
家
、
歌
い
手

と
し
て
そ
の
才
能
を
示
し
て
い
る
。
リ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
（Lionardo da V

inci, 1452

―1519

）
の
驚
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嘆
す
べ
き
多
方
面
な
天
才
は
あ
ま
り
に
も
有
名
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
個
性
の
発
展
に
努
め
た
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス

ト
は
「
普
遍
的
人
間
」（l’uom

o universale

）
の
理
念
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
る
。
教
養
は
多
面
的
で
あ
る
こ
と
、

普
遍
的
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
自
己
を
い
わ
ゆ
る
「
全
人
」
に
作
り
上
げ
る
こ
と
が
目
的
と
な
さ
れ
た
。
専

ら
神
に
の
み
沈
潜
し
よ
う
と
し
た
中
世
に
お
け
る
「
聖
者
」
の
理
念
と
は
異
な
る
新
し
い
人
間
理
想
が
そ
こ
に
認

め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

中
世
的
人
間
と
ル
ネ
サ
ン
ス
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
と
は
人
間
の
解
釈
の
仕
方
を
異
に
し
て
い
る
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス

ト
は
あ
ら
ゆ
る
超
越
的
な
表
象
を
排
し
て
、
生
を
生
そ
の
も
の
か
ら
理
解
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は

中
世
的
人
間
に
は
存
し
得
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
中
世
的
人
間
に
と
っ
て
は
生
も
死
も
或
る
他
の
も
の
の
う
ち
に

そ
の
意
味
を
有
す
る
。
病
み
悩
み
も
そ
れ
自
身
か
ら
理
解
さ
れ
得
る
よ
う
な
も
の
で
な
い
。
彼
が
自
分
に
つ
い
て

知
る
こ
と
、
彼
の
自
己
認
識
は
、
人
類
の
超
越
的
に
定
め
ら
れ
た
運
命
の
直
観
に
お
い
て
初
め
て
そ
の
真
の
意
味

に
達
す
る
。
言
い
換
え
る
と
、
彼
の
生
は
人
間
の
普
遍
的
本
質
、
ア
ダ
ム
と
の
関
聯
に
お
い
て
の
み
理
解
さ
れ
る

こ
と
が
で
き
る
。
ひ
と
り
の
個
人
の
生
と
死
と
は
、
彼
の
生
、
彼
の
死
で
な
い
、
そ
れ
は
自
分
固
有
の
も
の
で
な
く
、

あ
ら
ゆ
る
者
の
一
の
生
、
一
の
死
で
あ
り
、
人
間
が
共
通
の
運
命
に
よ
っ
て
結
合
さ
れ
た
共
同
体
の
一
員
と
し
て

感
ず
る
と
き
に
の
み
理
解
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
。
中
世
的
人
間
に
と
っ
て
は
自
己
の
認
識
は
自
己
の
運
命
を
ア
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ダ
ム
の
子
孫
た
る
人
類
の
普
遍
的
運
命
か
ら
認
識
す
る
こ
と
を
意
味
し
た
。
そ
こ
か
ら
中
世
文
学
の
顕
著
な
特
色
、

そ
の
一
様
性
、
匿
名
的
傾
向
、
不
動
性
等
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
る
に
新
し
い
人
間
は
自
己
の
生
を

直
接
に
捉
え
、
自
己
の
体
験
を
神
及
び
ア
ダ
ム
の
子
孫
と
し
て
の
人
類
と
い
う
超
越
的
な
も
の
に
関
係
さ
せ
る
こ

と
な
く
、
そ
れ
自
身
に
関
係
さ
せ
る
。
生
は
生
そ
の
も
の
か
ら
内
在
的
に
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
か
よ
う
な

内
在
論
的
傾
向
が
中
世
の
人
間
解
釈
に
お
け
る
超
越
論
的
傾
向
と
対
立
し
て
い
る
。
ル
ネ
サ
ン
ス
的
人
間
も
運
命

の
暗
い
力
を
感
じ
な
か
っ
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
運
命
」（fortuna

）
の
概
念
は
こ
の
時
代
の
文
学
や
思
想
に

お
け
る
重
要
な
概
念
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
彼
の
心
は
そ
れ
か
ら
超
越
的
な
摂
理
の
思
想
に
出
て
ゆ
く
こ
と
を

し
な
い
。
生
は
そ
れ
自
身
に
お
い
て
有
意
味
的
な
も
の
と
し
て
体
験
せ
ら
れ
、
か
よ
う
な
も
の
と
し
て
自
己
表
現

に
達
す
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
例
え
ば
ボ
ッ
カ
チ
オ
（Boccaccio, 1313

―1375

）
に
と
っ
て
は
、
運
命
は
一

方
人
間
の
不
幸
を
醸
す
暗
い
力
で
あ
る
と
共
に
、、
他
方
そ
れ
は
人
生
の
出
来
事
を
そ
の
豊
富
な
多
様
性
に
お
い
て

現
し
、
そ
の
芸
術
的
叙
述
に
対
し
て
新
し
い
刺
戟
を
与
え
、
尽
き
せ
ぬ
材
料
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。

新
し
い
人
間
は
個
人
の
自
己
意
識
、
自
己
感
情
を
も
っ
て
生
れ
た
。
か
よ
う
な
自
己
感
情
か
ら
主
観
性
の
詩
、

新
し
い
抒
情
詩
が
現
れ
た
。
主
観
的
な
、
抒
情
的
な
流
が
ま
ず
新
し
い
時
代
の
う
ち
に
漲
り
、
そ
れ
が
特
殊
な
価

値
領
域
を
形
作
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
注
目
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
限
定
さ
れ
た
イ
デ
オ
ロ
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ギ
ー
と
し
て
生
れ
た
の
で
な
く
、
却
っ
て
ま
ず
特
殊
な
生
の
感
情
、
生
の
雰
囲
気
と
し
て
現
れ
た
の
で
あ
る
。
個

人
の
自
己
意
識
に
も
と
づ
い
て
、
こ
の
時
代
に
お
い
て
は
ま
た
数
多
く
の
自
叙
伝
的
作
物
の
書
か
れ
て
い
る
の
が

見
出
さ
れ
る
。
各
人
は
彼
の
特
殊
な
生
を
有
し
、
い
ず
れ
も
み
な
語
る
べ
き
も
の
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
た
。
か

よ
う
な
意
識
か
ら
出
発
す
る
「
人
間
の
解
剖
」
の
文
学
と
し
て
ル
ネ
サ
ン
ス
を
代
表
し
て
い
る
の
は
モ
ン
テ
ー
ニ

ュ
（M

ontaigne, 1533
―1592

）
の
『
エ
セ
』（Essais

）
で
あ
ろ
う
。
彼
は
形
而
上
学
者
や
神
学
者
の
説
く
超
越

的
な
も
の
、
超
自
然
的
な
も
の
に
対
し
て
適
度
な
懐
疑
を
向
け
る
。「
私
に
何
が
分
っ
て
い
よ
う
」、
と
彼
は
い
う
。

彼
に
と
っ
て
は
人
間
は
ひ
と
つ
の
自
然
で
あ
り
、
自
然
以
下
の
も
の
で
も
自
然
以
上
の
も
の
で
も
な
い
。
し
か
し

そ
の
こ
と
は
彼
に
と
っ
て
人
間
を
自
己
の
生
の
体
験
に
お
け
る
意
味
に
従
っ
て
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。「
私
が

描
く
の
は
自
己
で
あ
る
。
…
…
私
自
身
が
私
の
書
物
の
材
料
で
あ
る
。」「
世
間
の
人
は
対む
か

い
合
っ
て
見
る
。
私
は
、

私
の
眼
を
内
部
に
向
け
る
。
…
…
各
人
は
自
分
の
前
を
見
る
。
私
は
、
私
の
内
部
を
見
る
。」
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の

描
く
の
は
対
象
的
に
見
ら
れ
た
人
間
で
は
な
く
て
、
主
体
的
に
捉
え
ら
れ
た
人
間
の
内
的
な
自
然
で
あ
る
。
各
個

人
は
「
彼
の
形
式
」
を
も
っ
て
い
る
、
し
か
も
こ
の
彼
の
形
式
は
ま
た
「
人
間
的
状
態
の
全
体
の
形
式
」
で
あ
る

と
い
う
思
想
に
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
達
し
た
の
で
あ
っ
た
。

自
己
の
個
性
的
な
も
の
に
対
す
る
関
心
は
お
の
ず
か
ら
他
の
人
間
に
お
い
て
見
ら
れ
る
特
性
的
な
も
の
に
対
す
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る
興
味
と
結
び
附
く
で
あ
ろ
う
。
か
よ
う
に
し
て
人
間
の
感
情
、
気
質
、
性
格
等
の
生
き
生
き
と
し
た
特
性
的
表

現
を
含
む
種
々
の
文
学
が
出
現
し
、
キ
ケ
ロ
や
セ
ネ
カ
（Seneca, C. 4 B.C.

―65

）
の
意
味
に
お
け
る
道
徳
哲
学

的
論
文
が
流
行
し
た
。
新
た
な
現
実
的
な
感
覚
を
も
っ
て
人
間
、
そ
の
心
的
生
活
の
生
理
的
制
約
、
諸
激
情
の
力
、

諸
気
質
、
個
人
の
性
格
の
相
違
等
が
研
究
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
実
際
生
活
上
の
諸
帰
結
が
導
き
出
さ
れ
る
。
古
代
の

著
作
家
た
ち
は
絶
え
ず
引
用
さ
れ
、
単
に
ス
ト
ア
哲
学
者
の
み
で
な
く
、
中
世
に
と
っ
て
は
異
教
的
不
信
仰
の
典

型
の
如
く
考
え
ら
れ
る
エ
ピ
ク
ロ
ス
（Epikouros, C

. 341

―270 B
.C

.

）
ま
で
が
復
活
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
す

で
に
ポ
ヂ
オ
（Poggio, 1380
―1459

）
は
ス
ト
ア
の
厳
格
主
義
と
エ
ピ
ク
ロ
ス
の
快
楽
主
義
と
の
中
間
を
歩
も

う
と
し
た
が
、
ヴ
ァ
ラ
（Laurentius Valla, 1406

―1457

）
は
更
に
徹
底
し
て
、
人
生
の
最
高
の
善
が
快
楽
に
あ

る
こ
と
を
説
き
、
し
か
も
そ
の
快
楽
は
単
に
精
神
的
快
楽
の
み
で
な
く
、
実
に
ま
た
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
肉
体
的
快

楽
を
も
意
味
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
我
々
は
人
間
の
も
ろ
も
ろ
の
情
念
（passion

）
に
対
す
る
新
し

い
評
価
が
現
れ
た
の
を
見
出
す
。
中
世
に
お
い
て
は
情
念
は
人
間
を
神
か
ら
遠
ざ
け
、
救
済
と
善
行
と
を
妨
げ
る

悪
と
考
え
ら
れ
た
。
し
か
る
に
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
お
け
る
生
の
肯
定
は
何
よ
り
も
情
念
の
積
極
的
評
価
と
な
っ

た
。
情
念
も
ま
た
人
間
的
自
然
と
い
う
意
味
で
認
め
ら
れ
、
そ
の
積
極
性
が
肯
定
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

か
よ
う
に
し
て
超
越
的
な
表
象
を
排
し
て
生
を
生
そ
の
も
の
か
ら
理
解
し
よ
う
と
い
う
生
の
内
在
的
解
釈
は
、
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人
間
を
人
間
的
自
然
か
ら
理
解
し
よ
う
と
い
う
生
の
自
然
的
解
釈
と
な
っ
て
来
る
。
そ
し
て
最
初
の
、
生
の
体
験

的
主
観
的
な
、
自
己
反
省
的
な
立
場
は
、
人
間
の
歴
史
的
社
会
的
な
、
客
観
的
な
観
察
に
移
る
こ
と
が
可
能
に
さ

れ
る
。
ペ
ト
ラ
ル
カ
が
人
間
の
自
己
解
剖
の
文
学
の
先
駆
者
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
（M

achiavelli, 
1469

―1527
）
は
後
の
立
場
の
代
表
的
人
物
と
い
わ
れ
得
よ
う
。
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
は
古
代
の
歴
史
家
ポ
リ
ュ
ビ
オ

ス
（Polybios, C

. 200
―120 B

.C
.

）
を
愛
読
し
、
自
己
の
時
代
の
社
会
に
対
し
て
鋭
い
観
察
を
下
し
た
。
彼
は

同
時
代
の
人
文
主
義
者
の
多
く
の
よ
う
に
完
全
に
異
教
徒
で
あ
っ
た
。
彼
は
キ
リ
ス
ト
教
の
意
識
的
な
反
対
者
で

あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
犀
利
な
歴
史
的
批
判
を
加
え
た
。「
キ
リ
ス
ト
教
は
我
々
を
し
て
世
間
の
名
誉
を
軽
く
評

価
さ
せ
、そ
れ
に
よ
っ
て
我
々
を
温
順
柔
和
な
ら
し
め
る
。
し
か
る
に
古
代
人
は
こ
の
名
誉
を
最
高
の
善
と
考
え
、

そ
の
た
め
に
彼
等
の
行
為
と
彼
等
の
犠
牲
と
に
お
い
て
大
胆
で
あ
っ
た
。
の
み
な
ら
ず
古
代
の
宗
教
は
、
軍
隊
の

統
帥
者
や
国
家
の
支
配
者
の
如
き
、
世
間
的
栄
誉
に
充
ち
た
人
間
の
み
が
幸
福
で
あ
る
と
し
た
。
我
々
の
宗
教
は

行
動
的
人
間
よ
り
も
謙
遜
な
観
想
的
人
間
を
輝
か
し
め
る
。
そ
れ
は
最
高
の
善
を
謙
遜
、
下
賤
、
地
上
的
な
も
の

の
軽
蔑
に
お
き
、
古
代
の
宗
教
は
こ
れ
を
精
神
の
偉
大
、
身
体
の
強
力
、
そ
の
他
す
べ
て
人
間
を
勇
気
あ
ら
し
め

る
に
適
し
た
も
の
に
お
い
た
。
我
々
の
宗
教
は
強
者
が
勇
気
あ
る
行
為
を
為
す
よ
り
も
苦
悩
す
る
こ
と
を
要
求
す

る
。
か
よ
う
に
し
て
世
界
は
悪
人
ど
も
の
獲
物
と
な
っ
た
、
人
間
は
天
国
に
入
ら
ん
が
た
め
に
彼
等
に
復
讐
す
る
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人
間
主
義

よ
り
も
彼
等
の
虐
待
に
堪
え
忍
ぶ
こ
と
を
考
え
て
い
る
が
故
に
、
彼
等
は
確
実
に
世
界
を
支
配
す
る
こ
と
が
で
き

る
。」
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
は
宗
教
を
、
内
面
的
な
生
に
対
す
る
意
味
に
従
っ
て
で
な
く
、
た
だ
そ
れ
の
国
家
並
び
に

国
家
の
必
要
と
す
る
道
徳
に
対
す
る
作
用
に
従
っ
て
評
価
し
た
。
宗
教
は
何
等
超
自
然
的
な
も
の
で
な
く
、
却
っ

て
人
間
の
案
出
し
た
も
の
に
過
ぎ
ぬ
。
彼
は
道
徳
も
国
家
か
ら
与
え
ら
れ
る
と
考
え
た
。
道
徳
も
政
治
も
仮
借
す

る
こ
と
な
く
世
俗
化
さ
れ
る
。
彼
に
よ
る
と
、
社
会
は
諸
情
念
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
、
し
か
し
諸
情
念
は
計
算

さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
、
な
ぜ
な
ら
人
間
的
自
然
は
同
一
で
あ
る
か
ら
。
人
間
性
（
人
間
的
自
然
）
の
同
一
と
い

う
こ
と
が
彼
の
根
本
思
想
で
あ
っ
た
。「
如
何
に
な
る
か
を
予
見
す
る
た
め
に
は
、
如
何
に
あ
っ
た
か
を
考
察
せ

ね
ば
な
ら
ぬ
。
蓋
し
世
界
の
大
舞
台
に
お
い
て
行
動
す
る
人
物
、
人
間
は
つ
ね
に
同
一
の
諸
情
念
を
有
す
る
、
従

っ
て
同
一
の
原
因
は
つ
ね
に
同
一
の
結
果
を
生
ぜ
ね
ば
な
ら
ぬ
」。
こ
の
根
本
思
想
の
上
に
政
治
的
科
学
の
可
能

性
は
基
礎
附
け
ら
れ
て
お
り
、
従
っ
て
ま
た
歴
史
を
利
用
す
る
こ
と
も
、
将
来
を
予
言
す
る
こ
と
も
可
能
に
さ
れ

て
い
る
。
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
に
見
ら
れ
る
歴
史
の
「
実
用
主
義
的
」pragm

atisch 

な
解
釈
は
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
に
よ

っ
て
繰
り
返
さ
れ
た
。
道
徳
、
法
律
及
び
宗
教
の
原
理
は
、
幸
福
へ
の
関
心
か
ら
人
間
の
共
同
生
活
に
お
け
る
諸

情
念
の
活
動
機
構
を
計
算
す
る
知
性
の
う
ち
に
あ
る
。
人
間
の
本
性
の
核
心
を
な
す
の
は
諸
衝
動
、
諸
情
念
で
あ

る
。
国
家
を
支
配
せ
ん
と
す
る
者
は
、
そ
れ
ら
の
自
然
的
諸
力
を
よ
く
計
算
し
て
、
ひ
と
つ
の
情
念
を
、
他
の
一
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層
強
い
情
念
を
惹
き
起
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
抑
制
す
る
よ
う
に
心
が
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
か
よ
う
に
人
間
的
自
然

の
同
一
性
の
思
想
は
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
の
学
説
の
基
礎
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
彼
の
関
心
は
体
系
家
で
あ
る
こ
と
に

な
く
、
む
し
ろ
彼
は
体
系
的
演
繹
的
思
惟
に
対
し
て
嫌
悪
を
抱
い
て
い
た
。
彼
の
新
し
い
見
方
は
政
治
的
に
行
動

す
る
人
間
の
実
務
の
う
ち
で
発
達
さ
せ
ら
れ
た
も
の
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
彼
の
見
出
し
た
の
は
実
際
的
悟
性
の

「
実
務
の
論
理
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
生
と
歴
史
の
材
料
に
つ
い
て
の
観
察
、
帰
納
、
比
較
、
一
般
化
の
う
ち
に
あ

る
。
彼
は
現
実
的
な
観
察
者
と
し
て
、
人
間
性
の
同
一
に
も
と
づ
い
て
生
の
出
来
事
の
有
す
る
規
則
性
に
も
拘
ら

ず
、
そ
こ
に
な
お
一
般
的
に
計
り
得
ぬ
も
の
、
合
理
的
に
捉
え
難
い
も
の
の
存
在
す
る
こ
と
を
見
た
。
運
命
の
偶

然
、
不
思
議
に
つ
い
て
の
意
識
は
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
の
人
生
観
の
背
景
を
な
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
人
間
は
運
命
に

対
し
て
全
く
無
力
な
の
で
は
な
い
。
人
間
は
彼
に
供
せ
ら
れ
た
歴
史
的
状
況
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
規
定

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
真
の
政
治
家
は
与
え
ら
れ
た
歴
史
的
位
相
を
認
識
し
、
機
会
に
応
じ
て
行
動
す
る
勇
気
を

も
っ
て
い
る
。
運
命
は
我
々
の
行
為
の
半
分
を
支
配
す
る
が
、
他
の
半
分
を
我
々
自
身
に
委
ね
る
、
と
マ
キ
ア
ヴ

ェ
リ
は
述
べ
た
。

こ
こ
に
我
々
は
ル
ネ
サ
ン
ス
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
お
け
る
一
つ
の
極
め
て
重
要
な
特
色
を
見
出
す
こ
と
が
で

き
る
で
あ
ろ
う
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
は
行
動
的
人
間
を
思
想
的
人
間
の
上
に
お
い
て
い
る
。
中
世
に
お
け
る
聖
者
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人
間
主
義

の
理
想
は
禁
欲
に
よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
情
念
を
鎮
め
、ひ
た
す
ら
神
的
な
も
の
の
観
想
に
没
頭
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

観
想
が
行
動
に
対
し
て
上
位
を
占
め
て
い
る
。
し
か
る
に
ル
ネ
サ
ン
ス
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
は
行
動
的
人
間
、
あ

ら
ゆ
る
種
類
の
実
際
家
、
芸
術
家
、
工
作
人
、
技
術
家
を
、
観
想
家
や
思
弁
家
に
対
し
て
重
ん
じ
て
い
る
。
人
間

の
新
し
い
観
念
は
ひ
と
が
考
え
る
こ
と
よ
り
も
ひ
と
が
実
行
す
る
こ
と
に
お
い
て
示
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
固
有
の

意
味
に
お
け
る
哲
学
者
は
、
当
時
、
政
治
家
や
芸
術
家
に
比
し
て
甚
だ
光
彩
に
乏
し
い
存
在
で
あ
っ
た
。
し
か
も

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
に
と
っ
て
行
動
的
人
間
は
つ
ね
に
何
等
か
の
意
味
に
お
け
る
技
術
家
と
し
て
理
解
さ
れ
た
と
い

う
こ
と
に
特
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
同
時
に
画
家
、
技
師
、
数
学
者
、
物
理
学
者
で
あ
っ
た
リ
オ
ナ
ル
ド
・

ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
は
そ
の
よ
う
な
人
間
の
最
も
完
成
し
た
タ
イ
プ
を
現
し
て
い
る
。
し
か
し
当
時
、
同
時
に
医
者
或

い
は
少
な
く
と
も
占
星
学
者
―
―
技
術
の
魔
術
的
形
態
に
属
す
る
―
―
で
な
か
っ
た
よ
う
な
哲
学
者
は
ほ
と
ん
ど

存
し
な
か
っ
た
。
こ
の
時
代
に
お
け
る
多
く
の
技
術
的
発
明
が
芸
術
家
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
顕
著

な
事
実
で
あ
り
、
芸
術
家
は
同
時
に
工
作
人
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
人
文
主
義
者
は
、
思
索
家
で
あ
る
前
に
、
古

典
の
テ
キ
ス
ト
を
復
旧
す
る
方
法
に
心
を
煩
わ
し
た
文
献
学
の
技
術
家
で
あ
っ
た
。
ブ
ル
ッ
ク
ハ
ル
ト
（Jakob 

B
ruckhardt, 1818

―1897

）
は
ル
ネ
サ
ン
ス
の
国
家
を
「
芸
術
品
と
し
て
の
国
家
」
と
し
て
叙
述
し
て
い
る
が
、

国
家
も
芸
術
品
の
如
く
見
ら
れ
、
政
治
家
は
こ
れ
を
造
形
す
る
芸
術
家
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
、
芸
術
家
は
技
術
家
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で
あ
っ
た
。
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
の
政
治
学
は
イ
タ
リ
ア
の
君
主
の
た
め
の
技
術
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
か
く
の

如
く
ル
ネ
サ
ン
ス
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
お
い
て
我
々
は
技
術
的
思
惟
の
浸
透
を
到
る
処
に
認
め
る
こ
と
が
で
き

る
。
技
術
家
と
は
も
と
よ
り
た
だ
単
に
行
為
す
る
者
の
こ
と
で
な
く
、
知
識
を
も
っ
て
行
為
す
る
者
の
こ
と
で
あ

る
。「
知
は
力
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
は
ま
こ
と
に
こ
の
時
代
の
標
語
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
。
知
識
に
対
す
る
渇

望
が
漲
っ
て
い
た
。
し
か
る
に
技
術
に
と
っ
て
用
を
な
す
知
識
は
物
を
そ
れ
自
身
に
お
い
て
認
識
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
達
せ
ら
れ
る
。
中
世
の
神
学
者
が
古
代
人
の
書
を
聖
書
の
立
場
か
ら
読
む
に
反
し
て
、
人
文
主
義
者
は
そ

れ
を
そ
の
も
の
と
し
て
研
究
し
、
か
く
し
て
文
献
学
の
新
し
い
方
法
が
発
達
し
た
。
ま
た
特
に
、
神
学
の
支
配
の

も
と
に
最
も
甚
だ
し
く
圧
迫
さ
れ
て
い
た
自
然
研
究
が
い
ま
や
解
放
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
そ
し
て
古
代
人
の
概
念

的
方
法
に
対
し
て
新
し
い
自
然
研
究
の
方
法
と
し
て
の
実
験
の
意
味
を
見
出
し
た
の
は
実
に
リ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・

ヴ
ィ
ン
チ
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ル
ネ
サ
ン
ス
の
哲
学
は
カ
ル
ダ
ー
ノ
（C

ardano, 1501

―1576

）、
テ
レ
シ
オ

（Telesio, 1508

―1588

）、
ブ
ル
ー
ノ
（B

runo, 1548

―1600

）、
カ
ン
パ
ネ
ラ
（C

am
panella, 1568

―1639

）

等
の
自
然
哲
学
的
諸
体
系
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
、
こ
こ
に
哲
学
史
上
ギ
リ
シ
ア
の
自
然
哲
学
期
に
対
し
て
第
二
の

自
然
哲
学
期
を
現
出
し
た
が
、
他
方
こ
の
時
代
の
中
か
ら
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
（C

opernicus, 1473

―1543

）、
ケ
プ

ラ
ー
（K

epler, 1571

―1630

）、
ガ
リ
レ
オ
（G

alileo, 1564
―1642

）
等
に
よ
っ
て
近
代
自
然
科
学
が
発
展
し
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主
義

つ
つ
あ
っ
た
。

三

十
四
世
紀
か
ら
十
六
世
紀
に
か
け
て
主
と
し
て
イ
タ
リ
ア
で
花
を
開
い
た
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
述
べ
た

後
、
新
人
文
主
義
或
い
は
第
二
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
称
せ
ら
れ
る
十
八
世
紀
末
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
ヒ
ュ
ー
マ

ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
語
る
に
先
だ
っ
て
、
そ
の
間
に
立
つ
啓
蒙
（A

ufklärung

）
時
代
の
思
想
に
つ
い
て
簡
単
に
論

じ
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
特
に
イ
ギ
リ
ス
及
び
フ
ラ
ン
ス
の
も
の
と
い
わ
れ
る
啓
蒙
思
想
は
ル
ネ
サ
ン
ス

の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
発
展
で
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
近
代
思
想
」
の
代
表
的
な
特
徴
は
こ
の
啓
蒙
思
想
の
う
ち

に
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
こ
と
か
ら
逆
に
啓
蒙
思
想
と
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
を
同
一
視

し
、
前
者
の
特
徴
を
そ
の
ま
ま
後
者
の
う
ち
へ
持
ち
込
ん
で
後
者
の
本
質
を
規
定
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
間
違
っ

て
い
る
。
む
し
ろ
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
啓
蒙
思
想
と
は
区
別
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
と
り
わ
け
ヒ
ュ
ー
マ
ニ

ズ
ム
の
現
代
的
意
義
を
考
え
よ
う
と
す
る
場
合
、
こ
の
区
別
は
大
切
で
あ
る
。
今
日
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
対
す
る

非
難
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
啓
蒙
思
想
と
を
混
同
す
る
と
こ
ろ
か
ら
生
じ
て
い
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
け
れ
ど

も
啓
蒙
思
想
と
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
は
同
じ
で
な
い
。
啓
蒙
思
想
は
一
方
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
発
展
さ
せ
は
し
た
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が
、
他
方
ま
た
こ
れ
を
抽
象
化
し
た
。
啓
蒙
思
想
の
抽
象
性
に
反
対
し
て
現
れ
た
の
が
ド
イ
ツ
に
お
け
る
第
二
の

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
で
あ
っ
た
。
そ
こ
か
ら
し
て
も
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
啓
蒙
思
想
と
を
同
じ
に
見
て
ヒ
ュ
ー
マ
ニ

ズ
ム
を
論
ず
る
こ
と
が
思
想
の
歴
史
的
聯
関
を
無
視
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ

ズ
ム
は
ル
ネ
サ
ン
ス
に
お
い
て
限
定
さ
れ
た
思
想
体
系
と
し
て
現
れ
た
の
で
な
く
、
む
し
ろ
生
活
感
情
、
生
活
意

欲
と
し
て
現
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
封
建
的
な
も
の
か
ら
自
己
を
解
放
し
つ
つ
あ
る
近
代
的
人
間
の
心
的
態

度
で
あ
っ
た
。
か
よ
う
な
も
の
と
し
て
そ
れ
は
明
確
な
論
理
的
規
定
を
欠
い
て
い
る
が
、
し
か
し
そ
れ
だ
け
豊
富

で
、
生
命
的
で
、
動
的
で
、
具
体
的
で
あ
っ
た
。
啓
蒙
思
想
に
お
い
て
如
何
に
そ
れ
が
抽
象
化
さ
れ
た
か
を
、
い

ま
二
三
の
点
に
つ
い
て
見
て
お
こ
う
。

ま
ず
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
個
性
を
尊
重
し
強
大
な
個
人
を
求
め
は
し
た
が
、
必
ず
し
も
「
個
人
主
義
」
で
は
な

か
っ
た
。
そ
れ
が
個
人
主
義
の
思
想
に
ま
で
発
展
し
た
の
は
啓
蒙
思
想
に
お
い
て
で
あ
る
。
ル
ネ
サ
ン
ス
は
人
間

の
解
放
の
時
代
で
あ
る
と
共
に
民
族
の
解
放
の
時
代
で
も
あ
っ
た
。
イ
タ
リ
ア
の
す
べ
て
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
は

彼
等
の
時
代
の
め
ざ
ま
し
い
文
化
運
動
を
蛮
民
か
ら
の
イ
タ
リ
ア
国
民
の
解
放
と
し
て
理
解
し
て
い
る
。
ヒ
ュ
ー

マ
ニ
ズ
ム
の
出
現
は
イ
タ
リ
ア
人
の
国
民
的
意
識
の
覚
醒
と
結
び
附
い
て
い
た
。
中
世
を
支
配
し
た
の
は
地
上
に

お
け
る
神
の
国
の
観
念
、
あ
ら
ゆ
る
民
族
的
、
社
会
的
、
文
化
的
差
異
を
超
え
た
統
一
的
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
的
な
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人
間
主
義

普
遍
的
文
化
の
観
念
で
あ
る
。
ル
ネ
サ
ン
ス
に
お
け
る
現
象
は
か
よ
う
な
神
の
国
の
観
念
の
没
落
と
統
一
的
カ
ト

リ
ッ
ク
的
文
化
の
互
い
に
競
い
合
う
独
立
の
国
民
的
文
化
へ
の
分
裂
で
あ
る
。
中
世
の
普
遍
的
言
語
で
あ
っ
た
ラ

テ
ン
語
に
対
し
て
国
語
の
解
放
―
―
ダ
ン
テ
の
『
俗
語
論
』（D

e vulgari eloquentia

）
―
―
が
始
ま
っ
た
。
か

く
し
て
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
時
代
は
「
国
民
文
学
」
の
誕
生
の
時
代
で
あ
っ
た
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
単
な
る
個

人
主
義
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。こ
の
時
代
の
求
め
た
の
は
個
人
の
自
由
で
あ
る
と
共
に
国
民
の
自
由
で
あ
り
、

従
っ
て
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
ま
た
単
な
る
「
自
由
主
義
」
で
も
な
か
っ
た
。
自
由
主
義
の
思
想
は
資
本
主
義
の
発

達
に
伴
っ
て
啓
蒙
思
想
の
発
展
の
う
ち
に
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

啓
蒙
思
想
の
特
徴
と
せ
ら
れ
る
の
は
「
合
理
主
義
」
で
あ
る
。
し
か
る
に
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
は
も
と
よ
り
知
性

を
重
ん
じ
、
知
識
を
愛
し
は
し
た
が
、
単
な
る
合
理
主
義
者
で
は
な
か
っ
た
。
人
間
的
な
感
情
と
情
念
と
の
解
放

を
求
め
た
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
単
な
る
合
理
主
義
者
で
あ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
と

っ
て
は
人
間
の
抽
象
的
本
質
が
問
題
で
あ
る
の
で
な
く
、
全
体
的
な
「
人
間
像
」
が
問
題
で
あ
る
の
で
あ
る
。
抽

象
的
な
理
性
を
人
間
の
本
質
と
考
え
た
の
は
啓
蒙
思
想
で
あ
っ
た
。
悟
性
が
十
七
・
八
世
紀
の
啓
蒙
主
義
者
の
能

力
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ル
ネ
サ
ン
ス
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
の
能
力
は
そ
の
豊
富
な
想
像
力
（
構
想
力
）
で
あ
る
。

こ
こ
に
何
よ
り
も
文
学
、
美
術
の
花
が
開
い
た
の
み
で
な
く
、
ル
ネ
サ
ン
ス
の
文
化
は
全
体
と
し
て
美
的
文
化
と
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特
徴
附
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
服
装
や
流
行
、
社
交
や
祝
祭
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
う
ち
に
美
的
要
求
が
現
れ
、

人
間
形
成
の
理
想
が
美
に
求
め
ら
れ
た
の
み
で
な
く
国
家
の
如
き
も
芸
術
品
と
見
ら
れ
た
。
そ
し
て
芸
術
と
技
術

と
が
分
離
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
、
直
観
と
知
性
と
も
分
離
さ
れ
ず
、
ま
た
科
学
と
技
術
と
も
分
離
さ
れ
な
か
っ

た
。
直
観
と
知
性
と
を
対
立
さ
せ
、
科
学
を
技
術
か
ら
引
き
離
す
と
い
う
抽
象
的
な
見
方
は
啓
蒙
時
代
の
も
の
で

あ
る
。
ル
ネ
サ
ン
ス
の
代
表
的
な
哲
学
は
放
胆
な
構
想
に
成
る
自
然
哲
学
で
あ
っ
た
。
こ
の
自
然
哲
学
は
機
械
論

で
な
く
て
目
的
論
を
原
理
と
し
て
い
る
。
ま
た
ル
ネ
サ
ン
ス
の
時
代
は
、「
発
明
と
発
見
の
時
代
」
と
い
わ
れ
る

こ
の
時
代
の
環
境
に
よ
っ
て
想
像
力
を
刺
戟
さ
れ
て
、
社
会
に
関
し
て
も
多
く
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
が
描
か
れ
た
時
代

で
あ
る
。
カ
ン
パ
ネ
ラ
の
『
太
陽
国
』（C

ivitas Solis

）、ト
マ
ス
・
モ
ー
ア
（Thom

as M
ore, 1478

―1535

）
の
『
ユ

ー
ト
ピ
ア
』（U

topia

）、
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ベ
ー
コ
ン
（Francis B

acon, 1561

―1626

）
の
『
ニ
ュ
ー
・
ア
ト
ラ
ン

テ
ィ
ス
』（N

ew
 A

tlantis

）
等
は
有
名
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
う
ち
に
社
会
主
義
的
傾
向
の
認
め
ら

れ
る
こ
と
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

と
こ
ろ
で
ド
イ
ツ
に
お
け
る
第
二
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
啓
蒙
思
想
の
抽
象
的
悟
性
、
そ
の
機
械
的
世
界
観
に

反
対
し
て
現
れ
た
も
の
で
あ
る
。
い
ま
こ
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
述
べ
る
に
あ
た
り
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ

ム
と
宗
教
改
革
（R

eform
ation

）
と
の
関
係
を
一
応
顧
み
る
必
要
が
あ
る
。
す
で
に
い
っ
た
如
く
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
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人
間
主
義

ズ
ム
の
人
間
中
心
主
義
、
そ
の
内
在
論
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
超
越
論
、
そ
の
原
罪
説
や
恩
寵
説
と
対
立
し
て
い

る
。
し
か
し
ル
ネ
サ
ン
ス
と
同
じ
く
中
世
か
ら
近
世
へ
の
推
移
を
現
す
宗
教
改
革
は
ル
ネ
サ
ン
ス
と
如
何
な
る
関

係
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
北
方
の
宗
教
改
革
も
南
方
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
同
様
、
む
し
ろ
更
に
露
骨
な
、
熱

烈
な
、
教
会
に
対
す
る
反
対
者
で
あ
っ
た
。
宗
教
改
革
の
人
々
も
封
建
的
な
も
の
か
ら
の
解
放
の
た
め
に
闘
っ
た

の
で
あ
る
。
前
に
い
っ
た
如
く
ル
ネ
サ
ン
ス
と
い
う
語
は
「
再
生
」
を
意
味
す
る
が
、
再
生
の
観
念
は
元
来
宗
教

的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
ル
ネ
サ
ン
ス
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
そ
の
最
も
内
面
的
な
感
情
に
お
い
て
宗
教
改

革
と
一
致
す
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
も
と
よ
り
宗
教
改
革
と
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
の
間
に
は
根
本

的
に
相
容
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。
両
者
の
対
立
は
北
欧
の
人
文
主
義
者
エ
ラ
ス
ム
ス
と
ル
タ
ー
（M

artin Luther, 
1483

―1546

）
と
の
対
立
に
お
い
て
極
め
て
性
格
的
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
良
心
と
内
面
的
自
由

を
説
く
宗
教
改
革
の
精
神
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
発
展
に
と
っ
て
決
定
的
に
重
要
な
契
機
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

近
代
に
お
け
る
自
由
の
哲
学
、
人
格
の
哲
学
、
内
面
性
の
哲
学
は
宗
教
改
革
の
影
響
な
く
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
。

啓
蒙
を
完
成
す
る
と
共
に
克
服
し
た
と
称
せ
ら
れ
る
カ
ン
ト
（Im

m
anuel K

ant, 1724

―1804

）
の
主
観
主
義
の

哲
学
、
人
格
の
哲
学
は
ル
タ
ー
の
宗
教
改
革
の
精
神
と
相
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
こ
の
カ
ン
ト
の
哲
学
、
特

に
美
と
自
然
目
的
論
の
問
題
を
論
じ
た
彼
の
『
判
断
力
批
判
』（K

ritik der U
rteilskraft

）
は
ド
イ
ツ
の
ヒ
ュ
ー
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マ
ニ
ズ
ム
に
深
い
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。

ル
ネ
サ
ン
ス
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
思
想
体
系
と
い
う
よ
り
も
新
し
い
生
の
感
情
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
ド
イ
ツ

の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
も
新
し
い
生
の
感
情
か
ら
出
て
い
る
。
即
ち
そ
の
初
め
に
あ
る
の
は
シ
ュ
ト
ゥ
ル
ム
・
ウ
ン

ト
・
ド
ゥ
ラ
ン
グ
（Sturm

 und D
rang

）
と
呼
ば
れ
る
運
動
で
あ
る
。
こ
の
運
動
は
新
興
市
民
階
級
の
政
治
意
識

と
結
び
附
い
た
封
建
的
な
も
の
か
ら
の
人
間
性
の
解
放
の
青
年
的
な
、
感
激
的
な
、
浪
漫
的
な
運
動
で
あ
っ
た
。

こ
こ
に
生
の
新
し
い
評
価
が
始
ま
っ
た
。
啓
蒙
思
想
に
と
っ
て
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
は
そ
の
価
値
を
そ
の
合
理
性
の

う
ち
に
有
し
て
い
る
。
そ
れ
は
理
性
の
前
に
お
い
て
そ
の
合
理
性
に
よ
っ
て
正
当
と
せ
ら
れ
る
。
し
か
る
に
生
そ

の
も
の
、
人
間
の
自
然
的
素
質
、
個
性
は
単
に
合
理
的
で
な
い
の
み
で
な
く
、
合
理
的
概
念
を
も
っ
て
は
捉
え
ら

れ
な
い
。
そ
れ
で
は
何
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
す
べ
て
の
も
の
は
そ
の
価
値
を
得
る
の
で
あ
る
か
。
こ
こ
に
シ
ュ
ト
ゥ

ル
ム
・
ウ
ン
ト
・
ド
ゥ
ラ
ン
グ
の
運
動
に
お
け
る
生
の
本
質
の
最
も
内
面
的
な
体
験
が
あ
る
。
そ
れ
は
即
ち
、
生

と
そ
の
個
性
的
な
表
現
と
が
価
値
を
有
す
る
の
は
、
生
が
そ
の
も
の
と
し
て
神
的
性
質
を
有
し
、
そ
の
あ
ら
ゆ
る

根
源
的
な
個
性
の
う
ち
に
神
的
な
も
の
の
啓
示
を
有
す
る
故
で
あ
る
、
生
は
単
に
生
と
し
て
で
な
く
、
更
に
ま

た
神
的
な
も
の
と
し
て
体
験
さ
れ
、
他
方
神
そ
の
も
の
も
生
と
し
て
理
解
さ
れ
た
。
こ
こ
に
「
生
」（Leben

）
の

概
念
は
最
も
含
蓄
的
な
意
味
を
も
っ
て
現
れ
た
。
生
の
無
限
性
の
体
験
、
生
の
宗
教
、
こ
の
浪
漫
主
義
が
ド
イ
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人
間
主
義

ツ
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
前
提
と
な
っ
た
。
カ
ン
ト
の
主
観
主
義
を
徹
底
さ
せ
た
フ
ィ
ヒ
テ
（Johann G

ottlieb 
Fichte, 1762

―1814

）
の
自
我
哲
学
が
浪
漫
主
義
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
こ
の
場
合
も

と
よ
り
浪
漫
主
義
を
克
服
し
て
古
典
主
義
で
あ
ろ
う
と
は
し
た
が
、
な
お
浪
漫
主
義
の
色
彩
が
濃
厚
で
あ
る
。
こ

の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
の
は
主
観
主
義
、
観
念
論
で
あ
り
、
し
か
も
生
と
世
界
と
の
神
化
の

宗
教
か
ら
生
れ
た
汎
神
論
的
観
念
論
で
あ
る
。
た
だ
レ
ッ
シ
ン
グ
（G

otthold Ephraim
 Lessing, 1729

―1781

）

の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
こ
れ
に
対
し
文
学
上
に
お
い
て
、
あ
た
か
も
哲
学
上
に
お
け
る
カ
ン
ト
が
後
の
浪
漫
主
義

の
観
念
論
或
い
は
汎
神
論
に
対
す
る
の
と
同
様
の
位
置
に
立
っ
て
い
る
。
ル
ネ
サ
ン
ス
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
も

主
観
的
な
と
こ
ろ
、
浪
漫
的
な
と
こ
ろ
さ
え
も
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
「
主
観
主
義
」
で
は
な
か
っ
た
。
ル
ネ
サ
ン

ス
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
宗
教
と
の
対
立
を
感
じ
た
に
反
し
、
ド
イ
ツ
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
そ
の
主
観
主
義
と

汎
神
論
と
に
お
い
て
宗
教
と
融
合
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
勿
論
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
し
て

単
な
る
主
観
主
義
、
浪
漫
主
義
で
あ
り
得
な
い
。
そ
こ
に
は
主
観
主
義
か
ら
客
観
主
義
へ
の
、
浪
漫
主
義
か
ら
古

典
主
義
へ
の
移
り
行
き
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
場
合
ド
イ
ツ
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
と
っ
て
重
要
な
契
機
と

な
っ
た
の
は
、
や
は
り
古
代
文
化
の
新
し
い
認
識
、
古
代
的
人
間
理
想
の
再
生
、
キ
ケ
ロ
的
な
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ

の
復
活
で
あ
っ
た
。
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さ
て
レ
ッ
シ
ン
グ
か
ら
フ
ン
ボ
ル
ト
（W

ilhelm
 von H

um
boldt, 1767

―1835

）
に
至
る
ド
イ
ツ
の
ヒ
ュ
ー

マ
ニ
ズ
ム
に
お
い
て
も
人
間
性
の
尊
重
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
と
り
わ
け
こ
こ
で

は
人
格
の
観
念
が
形
作
ら
れ
た
。
ゲ
ー
テ
（Johann W
olfgang von G

oethe, 1749

―1832

）
に
よ
る
と
、
人
格

は
「
地
の
子
ら
の
最
高
の
幸
福
」
で
あ
る
。
人
間
は
自
己
自
身
の
う
ち
に
内
面
的
な
形
成
法
則
を
も
っ
て
い
る
。

各
々
の
者
は
内
か
ら
限
り
な
く
発
展
し
つ
つ
厳
密
な
限
定
に
達
す
る
個
性
で
あ
る
。
個
性
と
は
、
再
び
ゲ
ー
テ
の

言
葉
に
よ
る
と
、「
生
き
て
発
展
す
る
特
質
的
な
形
」（G

eprägte Form
, die lebend sich entw

ickelt

）
で
あ
る
。

か
よ
う
な
形
の
思
想
、
彫
塑
的
と
い
わ
れ
る
ギ
リ
シ
ア
の
古
典
哲
学
の
中
心
を
な
し
た
形
（idea, eidos

）
の
思

想
を
生
命
化
し
つ
つ
導
き
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
浪
漫
主
義
に
打
ち
克
っ
た
。
こ
の
時
代

に
と
っ
て
古
代
へ
の
新
し
い
眼
を
開
い
た
の
は
誰
よ
り
も
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
（Johann Joachim

 W
inckelm

ann, 

1717

―1768

）
で
あ
り
、彼
の
古
代
文
化
の
解
釈
―
―
古
代
的
形
式
は
「
高
貴
な
単
純
さ
と
静
か
な
偉
大
さ
」（edle 

Einfalt und stille G
rösse

）
で
あ
る
と
い
う
彼
の
規
定
は
有
名
で
あ
る
―
―
は
こ
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
古
典
主

義
に
と
っ
て
指
導
的
な
関
係
に
立
っ
て
い
る
。
普
通
に
そ
の
代
表
者
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
フ
ン
ボ
ル
ト
は
、
い
わ

ゆ
る
人
文
主
義
的
教
育
思
想
を
述
べ
て
ド
イ
ツ
の
教
育
に
深
い
痕
跡
を
と
ど
め
る
に
至
っ
た
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム

は
教
養
を
重
ん
じ
た
が
、
教
養
と
は
単
な
る
博
識
の
こ
と
で
な
く
、
却
っ
て
人
間
の
形
成
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
。
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人
間
主
義

ゲ
ー
テ
の
『
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
マ
イ
ス
テ
ル
』（W

ilhelm
 M

eister

【W
ilhelm

 M
eisters Lehrjahre

】）
は
こ
の
よ
う
な

教
養
小
説
の
金
字
塔
で
あ
る
。
彼
に
あ
っ
て
特
に
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
彼
が
技
術
の
教
養
的
価
値
に
目
を
留
め

た
こ
と
で
あ
る
。「
人
間
の
自
然
的
素
質
の
規
整
さ
れ
た
発
展
を
助
け
る
手
工
業
、
技
術
が
存
在
す
る
の
を
知
る

こ
と
が
早
け
れ
ば
早
い
だ
け
人
間
は
そ
れ
だ
け
幸
福
で
あ
る
、」
と
ゲ
ー
テ
は
書
い
て
い
る
。
ゲ
ー
テ
や
フ
ン
ボ

ル
ト
に
と
っ
て
の
人
間
理
想
は
個
性
と
い
う
こ
と
と
共
に
全
体
性
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
完
全
な
個
性
は
「
全

人
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
心
的
能
力
は
発
達
さ
せ
ら
れ
て
調
和
あ
る
全
体
的
な
統
一
に
形
成

さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
お
け
る
人
格
の
観
念
は
こ
の
個
性
と
全
体
性
と
の
観
念
に
よ
っ
て
な
お

抽
象
的
な
理
性
を
人
格
の
本
質
と
見
た
カ
ン
ト
に
お
け
る
人
格
の
観
念
か
ら
区
別
さ
れ
る
。
特
に
倫
理
的
な
カ
ン

ト
の
人
格
主
義
に
対
し
て
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
教
養
的
人
間
の
観
念
は
特
に
美
的
と
し
て
特
徴
附
け
ら
れ
得
る
で

あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
個
性
と
は
単
な
る
特
殊
の
こ
と
で
は
な
い
。「
特
殊
は
種
々
な
る
条
件
の
も
と
に
現
れ
て
い

る
普
遍
で
あ
る
、」
と
ゲ
ー
テ
は
書
い
て
い
る
。
か
よ
う
な
思
想
に
も
と
づ
い
て
こ
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
お
け

る
普
遍
人
間
性
の
観
念
は
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
抽
象
的
な
普
遍
で
な
く
て
生
け
る
普
遍
を
い
う
の
で

あ
る
。
ヘ
ー
ン
（V

iktor H
ehn, 1813

―1890

）
に
よ
る
と
、
ゲ
ー
テ
が
好
ん
で
描
い
た
の
は
「
人
間
生
活
の
自

然
形
態
」、「
我
々
の
種
族
の
常
住
な
自
然
形
態
」
で
あ
る
。「
こ
れ
ら
の
形
態
は
単
純
で
直
接
的
で
あ
り
、
快
活
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で
あ
る
と
共
に
真
面
目
で
、
喜
劇
的
で
も
悲
劇
的
で
も
な
い
、
そ
れ
は
最
も
遠
い
古
代
と
最
も
近
い
現
代
と
を
結

合
し
、
実
に
そ
れ
は
高
等
の
動
物
世
界
と
人
間
世
界
と
に
共
通
で
あ
る
。
す
べ
て
の
特
殊
な
も
の
は
、
か
よ
う
に

そ
し
て
こ
の
基
礎
の
上
で
観
察
さ
れ
て
、
容
易
に
そ
し
て
抑
止
な
し
に
普
遍
的
な
も
の
へ
解
消
す
る
、
そ
れ
は
こ

の
も
の
に
よ
っ
て
絶
え
ず
繰
り
返
し
て
引
き
戻
さ
れ
る
。
風
習
や
社
交
的
秩
序
の
諸
要
求
は
単
に
自
然
的
な
生
活

の
諸
過
程
と
し
て
現
れ
る
、
そ
れ
の
支
配
は
制
定
さ
れ
る
の
で
な
い
、
そ
れ
は
感
ぜ
ら
れ
な
い
、
そ
れ
は
す
べ
て

の
も
の
を
、
そ
う
あ
る
ほ
か
な
く
、
そ
れ
に
反
抗
す
る
こ
と
は
無
意
味
で
あ
る
よ
う
に
、
い
と
も
静
か
に
包
む
の

で
あ
る
。」ゲ
ー
テ
の
関
心
し
た
の
は
人
間
性
に
お
け
る
普
遍
的
な
も
の
、恒
常
な
も
の
で
あ
っ
た
。か
く
し
て
我
々

は
ゲ
ー
テ
の
人
間
観
が
彼
の
自
然
哲
学
に
つ
ら
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

ル
ネ
サ
ン
ス
の
時
代
が
自
然
哲
学
の
時
代
で
も
あ
っ
た
こ
と
は
す
で
に
記
し
て
お
い
た
が
、
ド
イ
ツ
の
ヒ
ュ
ー

マ
ニ
ズ
ム
の
時
代
が
ま
た
新
し
い
自
然
哲
学
の
時
代
で
あ
っ
た
こ
と
は
興
味
深
い
事
実
で
あ
る
。
ゲ
ー
テ
の
自
然

哲
学
と
シ
ェ
リ
ン
グ
（Friedrich W

ilhelm
 Joseph von Schelling, 1775

―1854

）
の
自
然
哲
学
と
は
そ
の
最
も

重
要
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
す
で
に
あ
の
ブ
ル
ー
ノ
に
お
い
て
見
ら
れ
る
よ
う
な
発
展
史
的
汎
神
論
の
上
に

立
っ
て
い
る
、
詩
人
ゲ
ー
テ
が
自
然
哲
学
へ
移
っ
て
い
っ
た
に
対
し
て
、
哲
学
者
シ
ェ
リ
ン
グ
は
哲
学
の
器
官
は

芸
術
で
あ
る
と
考
え
、
美
的
観
念
論
を
樹
て
た
。
シ
ュ
ト
ゥ
ル
ム
・
ウ
ン
ト
・
ド
ゥ
ラ
ン
グ
の
運
動
に
お
け
）
人
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人
間
主
義

間
性
の
解
放
は
ル
ソ
ー
（Jean Jacques R

ousseau, 1712

―1778

）
的
な
自
然
の
観
念
と
結
び
附
い
て
い
た
が
、

ゲ
ー
テ
は
そ
の
自
然
哲
学
に
お
い
て
こ
の
浪
漫
主
義
を
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
自
然
哲
学
に
お
い
て
克
服
し

た
。
そ
の
青
年
時
代
に
み
ず
か
ら
シ
ュ
ト
ゥ
ル
ム
・
ウ
ン
ト
・
ド
ゥ
ラ
ン
グ
を
体
験
し
た
ゲ
ー
テ
は
抽
象
的
な
悟

性
と
機
械
的
な
自
然
観
と
に
強
い
反
撥
を
感
じ
て
い
た
。
彼
は
直
観
と
思
惟
と
を
抽
象
的
に
分
離
す
る
こ
と
を
欲

し
な
い
。「
世
界
の
う
ち
へ
注
意
深
く
眺
め
入
る
す
べ
て
の
場
合
に
お
い
て
我
々
は
す
で
に
理
論
し
て
い
る
の
で

あ
る
。」「
自
己
を
対
象
と
最
も
親
密
に
同
一
と
な
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
本
来
の
理
論
と
な
る
や
さ
し
い
経
験
が
あ

る
。
精
神
的
能
力
の
こ
の
よ
う
な
高
昇
は
し
か
る
に
教
養
の
高
い
時
代
に
属
し
て
い
る
。」
彼
は
自
然
を
目
的
論

的
な
も
の
と
見
、
ま
た
形
の
変
化
（M

etam
orphose

）
の
思
想
に
よ
っ
て
自
然
を
発
展
史
的
に
捉
え
た
。
彼
の
自

然
哲
学
そ
の
も
の
が
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
で
あ
っ
た
。「
自
然
の
核
心
は
人
の
心
の
う
ち
に
あ
る
の
で
な
い

か
、」
と
彼
は
い
う
。
彼
は
自
然
の
う
ち
に
も
形
成
の
衝
動
（B

ildungstrieb

）
が
根
本
的
に
働
い
て
い
る
と
見
た
。

自
然
的
形
成
過
程
も
一
種
の
人
文
的
形
成
過
程
、
即
ち
い
わ
ば
教
養
と
見
ら
れ
、
し
か
し
ま
た
人
間
の
教
養
の
過

程
も
ひ
と
つ
の
自
然
的
形
成
過
程
と
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

ゲ
ー
テ
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
自
然
哲
学
に
対
し
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
と
し
て
歴
史
哲
学
を
書
い
た

の
は
ヘ
ル
デ
ル
（Johann G

ottfried H
erder, 1744

―1803

）
で
あ
る
。
そ
の
歴
史
哲
学
的
理
念
は
ほ
か
な
ら
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ぬ
「
人
類
」
の
理
念
で
あ
る
。
す
で
に
レ
ッ
シ
ン
グ
は
人
類
の
歴
史
を
「
人
間
種
族
の
教
育
」（Erziehung des 

M
enschengeschlechts

）と
し
て
統
一
的
に
把
握
し
よ
う
と
し
た
。
ヘ
ル
デ
ル
の『
人
類
の
歴
史
の
哲
学
考
』（Ideen 

zur Philosophie der G
eschichte der M

enschheit

）
に
お
い
て
特
徴
的
な
こ
と
は
人
間
の
哲
学
を
自
然
の
人
間
的

解
釈
の
上
に
、
或
い
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
の
哲
学
を
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
自
然
観
の
上
に
築
こ
う
と
し
た

こ
と
で
あ
る
。
彼
は
天
文
学
的
諸
関
係
か
ら
地
球
の
本
性
を
、
地
球
の
本
性
か
ら
そ
の
生
物
の
本
性
を
展
開
し
、

生
物
の
内
部
に
お
け
る
人
間
の
位
置
か
ら
人
間
の
本
性
を
、
人
間
の
本
性
か
ら
彼
の
本
来
の
規
定
を
演
繹
し
よ
う

と
し
た
。
こ
の
規
定
は
人
間
の
単
に
自
然
的
な
存
在
で
な
く
却
っ
て
彼
の
歴
史
の
過
程
に
お
い
て
初
め
て
人
間
は

こ
の
規
定
の
高
さ
に
達
す
る
の
で
あ
る
。
ヘ
ル
デ
ル
に
よ
る
と
、
諸
民
族
の
歴
史
は
個
性
的
に
異
な
る
出
発
点
を

と
り
な
が
ら
一
つ
の
同
じ
大
き
な
目
標
即
ち
人
間
の
一
般
的
規
定
、
言
い
換
え
る
と
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
の
実
現
に

向
う
の
で
あ
る
。
こ
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
の
内
容
は
ヘ
ル
デ
ル
に
よ
る
と
理
性
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
啓
蒙
哲

学
の
抽
象
的
な
理
性
と
は
異
な
り
、
生
命
的
な
理
性
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
こ
の
理
性
を
哲
学
的
に
解
明
す
る
こ
と

は
ヘ
ル
デ
ル
に
と
っ
て
不
可
能
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
却
っ
て
カ
ン
ト
の
行
っ
た
理
性
批
判
を
通
じ
て
可
能
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
尤
も
カ
ン
ト
の
理
性
も
、
特
に
実
践
理
性
に
関
し
て
、
感
性
と
抽
象
的
に
対
立
さ
せ
ら
れ
て
お
り
、

か
よ
う
な
抽
象
性
は
カ
ン
ト
主
義
的
で
あ
っ
た
シ
ラ
ー
（Friedrich von Schiller, 1759

―1805

）
に
よ
っ
て
す
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人
間
主
義

で
に
感
ぜ
ら
れ
た
。
感
性
と
理
性
、
傾
向
性
と
義
務
と
が
お
の
ず
か
ら
調
和
し
て
一
つ
に
な
っ
た
性
格
を
意
味
す

る
シ
ラ
ー
の
「
美
し
き
魂
」（Schöne Seele

）
の
思
想
は
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
人
間
理
想
を
現
し
て
い
る
。
美

し
き
魂
に
お
い
て
は
そ
の
一
々
の
行
為
が
道
徳
的
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
全
性
格
が
道
徳
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
カ
ン
ト
の
理
性
は
ド
イ
ツ
思
想
に
お
い
て
極
め
て
含
蓄
的
な
意
味
を
有
す
る
「
精
神
」（G

eist

）
の
概
念
に

お
い
て
生
命
化
さ
れ
、
内
容
化
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
精
神
は
感
性
か
ら
抽
象
的
に
分
離
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。

フ
ン
ボ
ル
ト
に
よ
る
と
人
間
は
感
性
的
・
精
神
的
本
質
の
も
の
で
あ
る
が
、矛
盾
す
る
諸
性
質
を
結
合
し
得
る
我
々

の
唯
一
の
能
力
は
構
想
力
（Einbildungskraft

）
で
あ
る
と
彼
は
考
え
た
。
認
識
及
び
意
志
規
定
の
う
ち
に
無
制

約
的
に
支
配
す
る
理
性
と
直
観
及
び
感
覚
と
を
突
然
の
奇
蹟
に
よ
っ
て
驚
く
べ
き
調
和
に
も
た
ら
し
、
二
つ
の
避

け
難
く
矛
盾
す
る
本
性
を
一
つ
の
形
に
統
一
す
る
も
の
は
構
想
力
で
あ
る
。
フ
ン
ボ
ル
ト
に
と
っ
て
精
神
と
は
構

想
力
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
悟
性
と
直
観
、
精
神
と
自
然
と
の
二
元
論
的
分
離
の
間
に
橋
渡
し
を
し
た
カ
ン
ト

の
本
来
の
「
天
才
的
な
」
著
作
『
判
断
力
批
判
』
の
思
想
を
発
展
さ
せ
た
も
の
と
見
ら
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ

ろ
で
フ
ン
ボ
ル
ト
は
そ
の
歴
史
哲
学
に
お
い
て
、
歴
史
的
に
重
要
な
人
物
と
い
う
の
は
、
彼
の
民
族
の
特
徴
的
な

諸
性
質
を
特
別
な
強
さ
と
純
粋
さ
と
に
お
い
て
表
現
す
る
者
の
こ
と
で
あ
り
、
彼
は
「
民
族
精
神
」（Volksgeist

）

の
具
現
で
あ
る
と
考
え
た
。
各
々
の
民
族
は
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
で
あ
る
。
個
性
の
価
値
に
対
す
る
フ
ン
ボ
ル
ト
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の
感
覚
は
、
そ
の
形
而
上
学
的
確
信
に
お
い
て
は
ヘ
ー
ゲ
ル
（G
eorg W

ilhelm
 Friedrich H

egel, 1770

―1831

）

と
の
間
に
一
致
が
存
す
る
に
も
拘
ら
ず
、
後
者
の
思
弁
的
歴
史
哲
学
に
、
即
ち
「
現
実
の
生
の
美
し
い
多
様
性
を

若
干
の
少
数
の
理
性
的
理
念
の
う
ち
に
沈
没
さ
せ
よ
う
と
す
る
」
こ
と
に
反
対
し
た
。
民
族
精
神
の
概
念
は
彼
の

歴
史
哲
学
と
言
語
哲
学
と
を
結
び
附
け
る
。
言
語
は
何
よ
り
も
そ
れ
に
よ
っ
て
国
民
が
完
全
な
個
性
と
し
て
現
れ

る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
言
語
は
諸
民
族
の
精
神
の
外
的
な
現
れ
で
あ
る
、
彼
等
の
言
語
は
彼
等
の
精
神
で
あ

り
、
彼
等
の
精
神
は
彼
等
の
言
語
で
あ
る
、
と
フ
ン
ボ
ル
ト
は
い
っ
て
い
る
。
か
よ
う
に
し
て
ま
た
我
々
は
ヒ
ュ

ー
マ
ニ
ズ
ム
が
単
な
る
個
人
主
義
と
い
う
が
如
き
も
の
で
な
い
こ
と
を
認
め
得
る
で
あ
ろ
う
。

四

さ
て
過
去
に
お
い
て
現
れ
た
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
代
表
的
な
形
態
に
つ
い
て
述
べ
た
後
、
い
ま
や
我
々
は
現
代

に
お
け
る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
。す
で
に
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
そ
の
も
の
が
多
彩
で
あ
る
上
に
、

現
代
の
そ
れ
は
な
お
さ
ら
明
確
な
形
を
有
し
て
い
な
い
。
そ
れ
が
明
確
な
形
を
有
し
て
い
る
場
合
、
そ
れ
に
は
却

っ
て
特
に
現
世
紀
的
な
も
の
が
乏
し
く
、
現
代
文
化
の
諸
根
本
問
題
に
対
す
る
普
遍
的
な
関
係
を
欠
い
て
い
る
。

例
え
ば
ア
メ
リ
カ
の
バ
ビ
ッ
ト（Irving B

abitt, 1865

―1933
）の
提
唱
し
た「
ニ
ュ
ー
・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」（N

ew
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三

人
間
主
義

H
um

anism

）
で
あ
る
。
こ
れ
は
ル
ソ
ー
的
自
然
の
自
然
主
義
的
人
間
観
と
浪
漫
主
義
と
を
排
斥
し
て
、
伝
統
の

権
威
と
古
典
精
神
に
お
け
る
節
度
と
限
定
と
を
強
調
し
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
本
質
的
に
新
し
い
も
の
が
認
め
ら

れ
な
い
。
ま
た
例
え
ば
ド
イ
ツ
の
イ
ェ
ー
ゲ
ル（W

erner Jaeger, 1888

―【1961

】）の
説
く
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
も
、

古
代
の
精
神
的
現
在
を
論
じ
て
、
現
代
の
教
育
乃
至
教
養
の
理
念
を
ギ
リ
シ
ア
の
古
典
的
文
化
の
う
ち
に
求
め
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
人
文
主
義
的
教
育
思
想
の
伝
統
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
っ
て
、
現
世
紀
的
色

彩
は
稀
薄
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

そ
こ
で
ま
ず
注
目
す
べ
き
も
の
は
、
十
九
世
紀
末
か
ら
今
世
紀
の
初
め
に
現
れ
、
ト
ル
ス
ト
イ
主
義
と
称
せ
ら

れ
る
ト
ル
ス
ト
イ
（Leo N

ikolaievitch Tolstoi, 1828

―1910

）
に
よ
っ
て
唱
え
ら
れ
た
人
道
主
義
的
ヒ
ュ
ー
マ

ニ
ズ
ム
で
あ
る
。
彼
は
西
欧
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
文
化
の
諸
害
悪
を
経
験
し
、
人
生
の
問
題
に
つ
い
て
苦
悩
を
重
ね
、

ま
た
農
民
に
対
す
る
愛
か
ら
人
道
主
義
を
唱
え
た
。
そ
れ
は
原
始
福
音
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
っ
て
無
抵
抗
と
隣
人
愛

と
を
説
き
、
無
政
府
主
義
的
傾
向
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
封
建
的
社
会
主
義
」
と
も
評
せ
ら
れ
て
い
る
。
ト

ル
ス
ト
イ
の
人
道
主
義
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
第
一
に
、
そ
れ
が
と
も
か
く
資
本

主
義
文
化
の
諸
弊
害
に
対
す
る
批
判
か
ら
出
発
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
彼
は
そ
の
諸
弊
害
の

原
因
を
こ
の
社
会
の
科
学
的
分
析
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
は
せ
ず
、
従
っ
て
ま
た
そ
の
諸
弊
害
を
除
去
す
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べ
き
科
学
的
方
法
を
知
ら
な
か
っ
た
。
た
だ
彼
は
無
抵
抗
の
愛
の
う
ち
に
救
済
を
求
め
た
の
で
あ
る
。「
愛
は
人

間
の
唯
一
の
理
性
的
な
活
動
で
あ
る
、
愛
は
魂
の
最
も
理
性
的
な
、
最
も
光
に
充
ち
た
状
態
で
あ
る
。
…
…
愛
は

真
の
善
、
最
高
の
善
で
あ
り
、
生
の
す
べ
て
の
矛
盾
を
無
く
し
、
死
の
恐
怖
を
払
う
の
み
で
な
く
、
ま
た
人
間
を

し
て
他
人
の
た
め
に
自
己
を
犠
牲
に
せ
し
め
る
。…
…
愛
は
自
己
を
犠
牲
に
す
る
場
合
に
の
み
そ
の
名
に
値
す
る
。

そ
し
て
純
粋
な
愛
は
個
人
的
な
幸
福
が
彼
に
と
っ
て
達
し
得
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
人
間
が
理
解
す
る
場
合
に

の
み
現
実
に
な
る
。」
次
に
ト
ル
ス
ト
イ
は
資
本
主
義
文
化
を
否
定
す
る
こ
と
か
ら
あ
ら
ゆ
る
文
化
の
否
定
に
至

り
、
素
樸
な
原
始
的
な
生
活
を
憧
憬
し
た
。
こ
れ
は
も
と
よ
り
間
違
っ
て
い
る
に
し
て
も
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が

単
な
る
教
養
主
義
、
文
化
主
義
に
陥
り
易
い
こ
と
に
対
し
て
反
省
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
。「
も
し
お
前
が
お
前
の

ギ
リ
シ
ア
人
に
凝
り
固
ま
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
お
前
は
決
し
て
健
全
に
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
お
前
に
と
っ
て
今

日
の
生
活
に
対
す
る
こ
の
不
安
と
こ
の
無
関
心
と
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
の
は
彼
等
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ア
語
が
死

語
と
呼
ば
れ
る
の
は
理
由
の
な
い
こ
と
で
な
い
、
そ
の
影
響
は
精
神
を
殺
す
も
の
で
あ
る
。」
第
三
に
、
ト
ル
ス

ト
イ
の
反
文
化
的
な
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
を
民
衆
に
お
い
て
見
た
。
す
で
に
ル
ネ
サ
ン
ス
の
ヒ

ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
、ま
た
ド
イ
ツ
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
教
養
の
貴
族
主
義
或
い
は
精
神
の
貴
族
主
義（A

ristokratie 

des G
eistes

）
と
い
わ
れ
る
文
化
的
貴
族
主
義
の
傾
向
を
具
え
て
い
た
の
に
対
し
、
ト
ル
ス
ト
イ
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
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人
間
主
義

ズ
ム
が
民
衆
に
関
心
し
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
彼
は
「
仕
事
に
い
そ
し
む
民
衆
の
生
活
が
生
活
そ
の
も
の
で
あ

り
、
こ
の
生
活
に
含
ま
れ
る
意
味
が
真
理
で
あ
る
」
こ
と
を
理
解
し
た
。「
今
日
の
一
切
の
悪
は
、
い
わ
ゆ
る
文

化
人
が
―
―
学
者
や
芸
術
家
が
彼
等
を
助
け
て
い
る
の
で
あ
る
が
―
―
僧
侶
と
同
様
、
一
の
特
権
階
級
で
あ
る
と

い
う
こ
と
に
由
来
す
る
。
そ
し
て
こ
の
カ
ス
ト
【K

aste

カ
ー
ス
ト
】
は
い
ず
れ
の
カ
ス
ト
で
も
の
あ
ら
ゆ
る
過
失

を
有
し
て
い
る
。」
し
か
る
に
「
将
来
の
芸
術
は
現
在
の
芸
術
を
継
続
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
他
の
基
礎
の

上
に
立
て
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。」
未
来
に
お
い
て
は
「
す
べ
て
の
才
能
あ
る
人
間
が
芸
術
家
で
あ
り
得
る
で
あ
ろ

う
。」「
私
は
私
の
話
し
方
や
書
き
方
を
変
え
た
。
民
衆
の
言
葉
は
詩
人
が
語
る
べ
き
す
べ
て
の
こ
と
を
表
現
す
る

た
め
に
音
を
も
っ
て
い
る
、
私
は
そ
れ
を
非
常
に
愛
す
る
。
そ
れ
は
最
良
の
詩
人
の
測
度
器
で
あ
る
。」
そ
し
て

「
芸
術
は
暴
力
を
抑
圧
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
た
だ
そ
れ
の
み
が
こ
れ
を
為
し
得
る
。
芸
術
の
使
命
は
神
の
国
或
い
は

む
し
ろ
愛
の
国
を
復
活
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。」
ト
ル
ス
ト
イ
の
人
道
主
義
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
世
界
の
各
国

に
お
い
て
人
々
の
良
心
に
訴
え
た
が
、
な
か
に
も
今
日
の
代
表
的
な
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
の
一
人
ロ
マ
ン
・
ロ
ー
ラ

ン
（R

om
ain R

olland, 1866

―
【1944

】）
は
ト
ル
ス
ト
イ
か
ら
影
響
さ
れ
て
い
る
。
ロ
ー
ラ
ン
に
お
い
て
も
平

和
主
義
、
人
類
愛
、
民
衆
か
ら
の
芸
術
の
新
し
い
基
礎
附
け
が
唱
え
ら
れ
て
お
り
、
な
お
彼
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム

は
理
想
主
義
的
傾
向
を
有
し
て
い
る
。
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し
か
し
現
代
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
問
題
に
と
っ
て
最
も
内
面
的
な
関
係
を
有
す
る
の
は
ニ
ー
チ
ェ

（Friedrich N
ietzsche, 1844

―1900

）
で
あ
る
。
蓋
し
現
代
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
と
っ
て
の
問
題
は
ギ
リ
シ
ア

的
な
人
間
観
が
も
は
や
自
明
の
も
の
で
な
く
な
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
生
じ
て
い
る
。
ギ
リ
シ
ア
的
な
人
間
観
は
理
性

（
ロ
ゴ
ス
）
を
も
っ
て
人
間
の
本
質
と
な
す
い
わ
ゆ
る
理
性
人
間
（hom

o sapiens

）
の
人
間
観
で
あ
る
。
し
か
る

に
い
ま
や
こ
の
人
間
観
の
動
揺
が
始
ま
っ
た
。
ド
イ
ツ
観
念
論
哲
学
の
伝
統
に
種
々
に
つ
ら
な
っ
て
い
る
デ
ィ
ル

タ
イ
（W

ilhelm
 D

ilthey, 1833

―1911

）
で
さ
え
な
お
次
の
如
く
書
い
て
い
る
。「
合
理
主
義
的
立
場
は
今
日
カ

ン
ト
の
学
派
に
よ
っ
て
主
と
し
て
通
用
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
立
場
の
父
は
デ
カ
ル
ト
で
あ
っ
た
。
彼
が
最

初
に
知
性
の
主
権
に
勝
利
に
み
ち
た
表
現
を
与
え
た
。
こ
の
主
権
は
そ
の
支
持
者
を
彼
の
時
代
の
全
体
の
宗
教
的

ま
た
は
形
而
上
学
的
立
場
の
う
ち
に
も
っ
て
い
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
ガ
リ
レ
オ
や
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
と
同
様
に

ロ
ッ
ク
や
ニ
ュ
ー
ト
ン
に
お
い
て
存
し
た
。こ
の
も
の
に
従
う
と
理
性
は
ま
さ
に
世
界
の
構
成
の
原
理
で
あ
っ
て
、

挿
話
的
な
地
上
の
事
実
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
今
日
で
は
、
こ
の
宏
大
な
宗
教
的
・
形
而
上
学
的
背
景
が
も
は
や

自
明
で
な
い
と
い
う
こ
と
は
何
人
の
眼
も
遁
れ
得
な
い
。
多
く
の
も
の
が
こ
の
方
向
に
お
い
て
は
た
ら
い
た
。
自

然
の
分
析
は
そ
れ
の
原
理
と
し
て
の
構
成
的
理
性
を
漸
次
不
必
要
な
ら
し
め
る
よ
う
に
見
え
る
。
ラ
プ
ラ
ス
と
ダ

ー
ウ
ィ
ン
と
は
最
も
簡
明
に
こ
の
変
化
を
代
表
す
る
。
ま
た
人
間
の
自
然
の
分
析
は
同
様
に
今
日
の
科
学
的
常
識
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人
間
主
義

に
と
っ
て
こ
の
自
然
の
よ
り
高
い
秩
序
と
の
聯
関
を
不
必
要
な
ら
し
め
る
よ
う
に
見
え
る
。
二
つ
の
変
化
の
う
ち

に
第
三
の
も
の
と
し
て
、
創
造
者
と
被
造
物
と
の
間
の
宗
教
的
聯
関
は
我
々
に
と
っ
て
も
は
や
何
等
証
明
力
あ
る

事
実
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
す
べ
て
の
こ
と
が
ら
か
ら
し
て
、
デ
カ
ル
ト
の
主
権
的

な
知
性
を
地
球
及
び
恐
ら
く
他
の
星
の
表
面
に
お
け
る
自
然
の
一
の
暫
時
的
な
、単
一
な
生
産
物
と
見
る
見
解
は
、

も
は
や
最
初
か
ら
却
け
ら
る
べ
き
も
の
で
な
い
と
い
う
こ
と
が
生
ず
る
。
多
数
の
我
々
の
哲
学
者
た
ち
は
こ
の
見

解
を
駁
撃
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
彼
等
の
如
何
な
る
者
に
と
っ
て
も
全
体
の
世
界
の
聯
関
の
背
景
と
し
て
の
理
性

は
自
明
で
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
て
実
在
を
思
惟
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
支
配
す
る
と
い
う
こ
の
理
性
の
能
力
は
仮

説
も
し
く
は
要
請
と
な
る
。」
こ
の
よ
う
に
理
性
人
間
の
人
間
観
に
か
わ
っ
て
現
れ
て
き
た
の
は
一
つ
の
実
証
主

義
的
な
人
間
観
即
ち
工
作
人
間
（hom

o faber

）
の
人
間
観
で
あ
る
。
こ
の
も
の
は
人
間
を
ば
「
道
具
を
作
る
動

物
」と
し
て
規
定
す
る
、人
間
の
本
質
は
生
産
と
技
術
と
に
あ
る
。人
間
は
何
等
か
神
的
な
理
性
に
よ
っ
て
で
な
く
、

却
っ
て
生
産
に
よ
っ
て
動
物
か
ら
区
別
さ
れ
る
。
知
性
と
は
純
粋
に
知
識
の
た
め
に
知
識
を
求
め
、
永
遠
の
真

理
を
観
想
す
る
叡
智
的
知
性
で
な
く
て
「
技
術
的
知
性
」（Technische Intelligenz

）
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
工

作
人
間
の
人
間
観
は
十
九
世
紀
後
半
に
現
れ
廿
世
紀
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
マ
ル
ク
ス
（K

arl M
arx, 1818

―

1883

）
の
思
想
の
う
ち
に
、
明
瞭
に
認
め
ら
れ
る
。
し
か
る
に
現
代
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
と
っ
て
ニ
ー
チ
ェ
の
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有
す
る
意
義
は
、
彼
が
新
し
い
人
間
観
を
確
立
し
た
こ
と
に
あ
る
の
で
な
く
、
む
し
ろ
理
性
人
間
の
人
間
観
の
崩

壊
を
内
面
的
に
体
験
し
、
か
く
し
て
来
る
べ
き
世
代
を
予
言
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
彼
の
理
性
批
判
―
―
カ
ン
ト

に
お
い
て
理
性
批
判
と
は
理
性
の
主
権
の
基
礎
附
け
で
あ
っ
た
の
に
反
し
、
こ
こ
で
は
理
性
批
判
と
は
理
性
の
批

判
的
破
壊
を
意
味
し
て
い
る
―
―
は
ダ
ー
ウ
ィ
ン
説
に
影
響
さ
れ
、
生
物
学
的
実
証
主
義
の
色
彩
が
濃
厚
で
あ
る

に
し
て
も
、
彼
の
哲
学
の
有
す
る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
意
味
は
理
性
の
崩
壊
に
よ
る
人
間
の
危
機
を
主
体

的
に
根
源
的
に
体
験
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。

ニ
ー
チ
ェ
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
も
ま
ず
時
代
批
判
と
結
び
附
い
て
い
る
。
彼
は
現
代
社
会
の
弊
害
を
主
と
し
て

抽
象
的
な
理
性
の
支
配
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
支
配
と
の
う
ち
に
見
た
。
こ
れ
ら
の
支
配
の
た
め
に
抑
圧
さ
れ
或
い

は
歪
曲
さ
れ
た
人
間
性
を
回
復
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
彼
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は

彼
に
と
っ
て
も
根
本
的
に
は
人
間
の
再
生
の
要
求
で
あ
っ
て
、
教
養
主
義
や
文
化
主
義
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。

彼
は
却
っ
て
教
養
あ
る
俗
物
（
フ
ィ
リ
ス
テ
ル
）
を
嘲
笑
し
、
文
芸
上
の
エ
ピ
ゴ
ー
ネ
ン
ト
ゥ
ム
（
亜
流
者
風
）

を
非
難
し
、
現
実
と
そ
の
問
題
を
回
避
す
る
エ
ス
テ
ー
テ
ン
ト
ゥ
ム
（
唯
美
主
義
者
風
）
及
び
リ
テ
ラ
ー
テ
ン
ト

ゥ
ム
（
文
士
風
）
を
排
斥
し
た
。
彼
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
批
判
が
キ
リ
ス
ト
教
批
判
と
結
び
附
け
ら
れ
て
い
る
こ
と

は
特
徴
的
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
は
生
の
価
値
を
否
定
し
、
弱
者
の
道
徳
、
奴
隷
の
道
徳
を
説
く
も
の
と
し
て
攻
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撃
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
彼
は
生
が
た
だ
生
と
し
て
有
す
る
価
値
を
肯
定
し
、
強
大
な
る
個
人
、
高
貴
な
る
個

人
を
要
求
し
、
そ
の
倫
理
的
理
想
を
超
人
の
神
話
の
う
ち
に
表
現
し
た
。
彼
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
も
ま
た
古
代
ギ

リ
シ
ア
に
源
泉
を
見
出
そ
う
と
し
た
。
こ
こ
に
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
的
な
古
代
解
釈
と
は
全
く
異
な
る
古
代
解
釈
が

現
れ
る
。
ド
イ
ツ
に
お
け
る
古
代
解
釈
は
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
―
―
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
（Friedrich H

ölderlin 1770

―

1843

）
―
―
ニ
ー
チ
ェ
へ
と
変
化
を
経
て
い
る
。
ニ
ー
チ
ェ
が
理
想
と
し
た
の
は
特
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
（Sokrates, 

C
. 470

―399 B
.C

.

）
以
前
の
ギ
リ
シ
ア
、
言
い
換
え
る
と
、
ア
テ
ナ
イ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
以
前
の
貴
族
主
義
的

な
古
代
ギ
リ
シ
ア
、
偉
大
な
る
個
人
の
時
代
で
あ
る
。
彼
は
古
代
解
釈
に
お
い
て
ア
ポ
ロ
ン
的
な
も
の
（das 

A
pollinische

）
に
対
し
て
デ
ィ
オ
ニ
ソ
ス
的
な
も
の
（das D

ionysische

）、
即
ち
、
知
的
な
も
の
、
ロ
ゴ
ス
的

な
も
の
、
形
あ
る
も
の
、
彫
塑
的
な
も
の
に
対
し
て
情
意
的
な
も
の
、
パ
ト
ス
的
な
も
の
、
自
然
的
な
も
の
、
形

な
き
も
の
、
悲
劇
的
な
も
の
、
音
楽
的
な
も
の
を
強
調
し
た
。
あ
ら
ゆ
る
形
式
を
破
っ
て
自
己
を
増
大
す
る
根
源

的
生
、
形
式
に
よ
っ
て
馴
ら
さ
れ
て
い
な
い
原
始
的
生
の
価
値
が
主
張
さ
れ
た
。
理
性
も
生
の
価
値
に
従
っ
て
評

価
さ
れ
、
実
用
主
義
的
な
も
の
と
解
釈
さ
れ
た
。
理
性
と
は
む
し
ろ
言
語
で
あ
り
―
―
ギ
リ
シ
ア
語
の
ロ
ゴ
ス
は

も
と
言
語
を
意
味
し
て
い
る
―
―
、
言
語
は
衝
動
の
記
号
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
見
ら
れ
た
。

ニ
ー
チ
ェ
の
「
生
の
哲
学
」
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
「
生
」
の
概
念
を
普
及
さ
せ
る
に
最
も
力
が
あ
っ
た
。
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彼
の
い
う
生
は
無
限
定
な
も
の
で
あ
っ
た
だ
け
そ
れ
だ
け
人
々
の
心
を
多
面
的
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の

生
の
概
念
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
意
義
は
、
あ
ら
ゆ
る
固
定
し
た
形
式
か
ら
人
間
性
を
解
放
し
よ
う
と
し

た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
現
代
文
化
の
病
的
な
も
の
か
ら
癒
さ
れ
る
た
め
に
原
始
的
な
も
の
に
健
康
を
求
め
る
人
々
に

と
っ
て
ニ
ー
チ
ェ
の
哲
学
は
刺
戟
と
な
り
、
基
礎
と
な
っ
た
。
か
よ
う
に
し
て
そ
れ
は
現
代
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト

の
一
人
ア
ン
ド
レ
・
ジ
ー
ド
（A

ndré G
ide, 1869

―
【1951

】）
に
影
響
し
て
、
彼
の
「
美
的
無
道
徳
主
義
」
と

な
っ
て
現
れ
、
或
い
は
ま
た
文
化
の
病
弊
に
感
染
さ
れ
て
い
な
い
無
産
大
衆
の
う
ち
に
ニ
ー
チ
ェ
的
な
根
源
的
生

を
認
め
、
そ
の
解
放
か
ら
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
文
化
の
革
新
を
期
待
す
る
ソ
レ
ル
（G

eorges  Sorel, 1847

―1922

）
の

サ
ン
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
に
影
響
し
た
。
一
般
に
知
識
の
反
省
と
精
神
の
形
式
と
に
よ
っ
て
歪
曲
さ
れ
て
い
な
い
原
始

的
自
然
的
な
も
の
の
う
ち
に
完
全
な
、
霊
肉
合
致
の
人
間
性
を
求
め
よ
う
と
す
る
傾
向
は
現
代
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ

ム
の
一
つ
の
流
と
し
て
広
く
存
在
し
て
い
る
。
ロ
ー
レ
ン
ス
（D

avid H
erbert Law

rence, 1885

―1930

）
の
異

教
主
義
の
如
き
、
そ
の
注
目
す
べ
き
も
の
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
現
代
文
化
の
頽
廃
に
対
す
る
顕
な

乃
至
暗
黙
の
批
判
を
含
ん
で
い
る
限
り
、
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
健
康
へ
の
要
求
で

あ
る
。

生
の
哲
学
は
十
九
世
紀
の
終
り
か
ら
廿
世
紀
の
初
め
に
か
け
て
流
行
哲
学
と
な
っ
た
。
し
か
し
生
の
哲
学
、
必
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ず
し
も
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
い
わ
れ
る
た
め
に
は
、
人
間
性
の
解
放
の

立
場
か
ら
現
代
社
会
に
対
す
る
批
判
を
含
み
、
人
間
理
想
を
一
つ
の
像
と
し
て
描
き
出
そ
う
と
す
る
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
デ
ィ
ル
タ
イ
の
哲
学
は
生
の
哲
学
の
最
も
豊
富
な
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。「
生
を
生
そ
の
も
の
か
ら

理
解
す
る
」
と
い
う
内
在
論
を
と
り
、
人
間
の
個
性
と
全
体
性
と
を
重
視
し
、
全
人
的
立
場
に
立
た
う
と
し
た
限

り
、
彼
は
明
ら
か
に
ド
イ
ツ
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
伝
統
に
つ
な
が
っ
て
は
い
る
が
、
し
か
し
彼
を
ヒ
ュ
ー
マ
ニ

ス
ト
と
呼
ぶ
こ
と
に
は
困
難
が
あ
る
。
彼
の
哲
学
は
人
間
主
義
で
は
あ
る
が
、
固
有
な
意
味
に
お
け
る
ヒ
ュ
ー
マ

ニ
ズ
ム
と
は
い
い
得
な
い
で
あ
ろ
う
。ド
イ
ツ
の
古
典
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
却
っ
て
デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
い
て「
人

間
学
」（A

nthropologie

）
に
解
消
さ
れ
た
。
し
か
る
に
ま
た
す
べ
て
の
人
間
学
が
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
わ

け
で
は
な
い
。
か
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
お
け
る
人
間
の
無
限
性
の
意
識
は
彼
に
お
い
て
も
は
や
失
わ
れ
、
人
間

学
は
よ
り
経
験
的
な
記
述
的
・
分
析
的
心
理
学
或
い
は
理
解
心
理
学
と
な
っ
た
。
こ
の
人
間
学
は
何
等
か
人
間
の

理
想
的
な
タ
イ
プ
を
構
想
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
人
間
の
歴
史
性
を
強
調
し
た
こ
と
は
デ
ィ
ル
タ
イ
の

功
績
で
あ
る
に
し
て
も
、
彼
は
歴
史
に
お
け
る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
の
理
念
を
何
等
か
構
想
し
よ
う
と
し
た
の
で
は

な
く
、
却
っ
て
彼
の
歴
史
哲
学
は
歴
史
的
相
対
主
義
に
終
っ
た
の
で
あ
る
。

人
間
学
は
今
日
の
流
行
哲
学
と
な
っ
て
い
る
。
我
々
は
そ
れ
が
如
何
な
る
事
情
か
ら
生
じ
た
か
を
顧
み
な
け
れ
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ば
な
ら
ぬ
。
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ー
ラ
ー
（M

ax Scheler, 1874

―1928

）
は
こ
の
点
に
つ
い
て
明
瞭
に
書
い
て
い

る
、「
如
何
な
る
時
代
に
お
い
て
も
人
間
の
本
質
及
び
起
源
に
関
す
る
見
解
が
我
々
の
時
代
に
お
け
る
よ
り
も
一

層
不
確
か
で
、
曖
昧
で
、
多
様
で
あ
っ
た
こ
と
は
な
い
。
―
―
永
年
精
細
に
人
間
の
問
題
を
研
究
し
た
結
果
は
著

者
（
シ
ェ
ー
ラ
ー
）
に
か
く
主
張
す
る
権
利
を
十
分
に
与
え
る
。
我
々
は
ほ
ぼ
一
万
年
に
亙
る
歴
史
に
お
い
て
人

間
が
徹
底
的
に
『
問
題
的
』
に
な
っ
た
最
初
の
時
代
で
あ
る
。
こ
の
時
代
に
お
い
て
人
間
は
彼
が
何
で
あ
る
か
を

も
は
や
知
ら
な
い
、
し
か
し
同
時
に
ま
た
彼
が
そ
れ
を
知
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。」
即
ち
あ
ら
ゆ
る

人
に
と
っ
て
自
明
の
も
の
と
し
て
前
提
さ
れ
得
る
よ
う
な
人
間
の
本
質
規
定
が
失
わ
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
人
間
学
が

「
人
間
学
」
と
し
て
特
殊
な
意
味
を
有
し
得
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
人
間
の
タ
イ
プ
は
崩
れ
人
間
像
は
分
裂
し
、

こ
こ
に
ニ
ー
チ
ェ
の
予
言
し
た
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」（D

er europäische N
ihilism

us

）
が
到
来
し
た
。

「
嘗
て
ひ
と
は
彼
の
神
の
た
め
に
人
間
を
犠
牲
に
し
た
。
…
…
次
に
人
類
の
道
徳
的
な
時
代
に
お
い
て
ひ
と
は
彼

の
神
の
た
め
に
彼
の
有
し
た
最
も
強
い
諸
本
能
を
、
彼
の
『
自
然
』
を
犠
牲
に
し
た
。
…
…
最
後
に
、
何
が
な
お

犠
牲
に
す
べ
く
残
っ
た
か
。
…
…
ひ
と
は
神
そ
の
も
の
を
犠
牲
に
し
、
そ
し
て
、
自
己
自
身
に
対
す
る
冷
酷
さ
か

ら
…
…
重
力
を
、
運
命
を
、
無
を
崇
拝
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
な
い
か
。
無
の
た
め
に
神
を
犠
牲
に
す
る
―

―
終
局
の
冷
酷
さ
の
こ
の
パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
な
秘
密
が
今
ま
さ
に
現
れ
て
来
る
種
族
に
貯
え
て
お
か
れ
た
。
我
々
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す
べ
て
の
者
は
そ
れ
に
つ
い
て
す
で
に
少
し
は
知
っ
て
い
る
。」
か
よ
う
な
虚
無
主
義
は
と
り
わ
け
世
界
大
戦
後

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
普
遍
的
な
現
象
と
な
っ
た
が
、
こ
れ
を
予
感
し
た
と
こ
ろ
に
ニ
ー
チ
ェ
の
現
代
ヒ
ュ
ー
マ

ニ
ズ
ム
の
問
題
に
対
す
る
最
も
深
い
関
係
が
あ
る
。
人
間
像
は
形
を
消
し
、
人
格
は
分
解
し
、
そ
の
自
意
識
の
う

ち
に
与
え
ら
れ
た
虚
無
主
義
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
「
不
安
の
哲
学
」
が
現
れ
た
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
（M

artin H
eidegger, 1889

―
【1976

】）
の
人
間
学
的
哲
学
は
あ
た
か
も
か
よ
う
な
情
況
に
相

応
し
て
い
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
が
ド
イ
ツ
の
古
典
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
伝
統
に
つ
な
が
る
に
対
し
て
ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
は
ニ
ー
チ
ェ
や
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
を
通
じ
て
古
代
に
つ
ら
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
彼
も
十
分
な
意
味
に
お
い

て
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
と
は
い
い
難
い
。
ニ
ー
チ
ェ
と
共
に
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル　
（Soeren K

ierkegaard, 1813

―

1855

）
が
彼
に
深
い
影
響
を
与
え
た
。
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
現
代
の
弁
証
法
的
神
学
に
お
い
て
そ
の
意
義
を
発
見

さ
れ
た
思
想
家
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
哲
学
に
お
け
る
根
本
概
念
は
、
不
安
、
関
心
、
歴
史
性
、
無
等
と
共

に
、
人
間
存
在
の
有
限
性
の
概
念
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
す
で
に
彼
は
ド
イ
ツ
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
伝
統

と
離
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
人
間
存
在
の
有
限
性
と
無
限
性
と
い
う
問
題
は
現
代
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
と
っ

て
重
要
な
問
題
の
一
つ
で
あ
る
。
し
か
も
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
弁
証
法
的
神
学
の
如
く
超
越
論
的
立
場
に
立
つ
の
で

な
く
、
む
し
ろ
デ
ィ
ル
タ
イ
と
同
様
に
内
在
論
的
立
場
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
内
在
と
超
越
の
問
題
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も
現
代
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
と
っ
て
重
要
な
問
題
の
一
つ
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ニ
ー
チ
ェ
が
あ
ら
ゆ
る
価
値

の
転
換
を
叫
び
、
結
局
は
虚
無
主
義
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
と
も
か
く
も
超
人
の
神
話
に
お
い
て
人

間
の
新
し
い
タ
イ
プ
を
考
え
よ
う
と
し
た
の
に
対
し
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
ま
た
デ
ィ
ル
タ
イ
と
同
様
に
解
釈
学
的

立
場
に
止
ま
っ
て
い
る
。し
か
し
真
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
は
単
に
理
解
し
解
釈
す
る
に
止
ま
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
は
フ
ラ
ン
ス
の
批
評
家
ク
レ
ミ
ュ
ー
（B

enjam
in C

rém
ieux, 1888

―
【1944

】）
の
言
葉
を

藉
れ
ば
「
不
安
か
ら
再
建
へ
」
の
道
を
歩
む
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
彼
は
新
し
い
人
間
の
タ
イ
プ
を
発
見
し
確

立
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
情
熱
と
知
性
と
の
間
に
正
し
い
秩
序
を
見
出
し
、
そ
れ
ら

を
全
体
的
に
調
和
し
統
一
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
ク
レ
ミ
ュ
ー
に
と
っ
て
も
人
間

の
全
体
性
を
求
め
る
全
体
主
義
（totalism

e
）
で
あ
る
。
不
安
の
思
想
は
一
面
的
に
パ
ト
ス
的
で
あ
る
こ
と
を
特

徴
と
し
て
い
る
。
そ
の
克
服
の
た
め
に
は
ロ
ゴ
ス
が
加
わ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
情
況

に
お
い
て
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
特
に
今
日
知
性
を
重
ん
ず
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
知
性
と

情
熱
と
の
統
一
は
如
何
な
る
哲
学
的
基
礎
に
お
い
て
可
能
で
あ
る
か
が
問
題
で
あ
る
。フ
ェ
ル
ナ
ン
デ
ス（R

am
on 

Fernandez, 1894

―
【1944

】）
は
、
現
代
の
哲
学
の
大
部
分
は
認
識
の
哲
学
を
装
う
創
造
の
哲
学
で
あ
る
と
い
っ

て
い
る
。
認
識
の
要
求
に
も
と
づ
く
哲
学
が
ロ
ゴ
ス
的
で
あ
る
に
対
し
て
、
創
造
の
要
求
に
も
と
づ
く
哲
学
は
パ
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ト
ス
的
で
あ
り
、
創
造
に
は
ま
た
つ
ね
に
無
か
ら
の
創
造
と
い
う
意
味
が
あ
る
。「
私
に
は
認
識
の
哲
学
と
創
造

の
哲
学
と
の
間
に
何
等
か
の
関
係
が
可
能
で
あ
る
か
ど
う
か
分
ら
な
い
。
だ
が
こ
う
い
う
こ
と
は
よ
く
分
っ
て
い

る
。
即
ち
、
価
値
の
創
造
者
と
し
て
の
情
熱
の
機
能
、
絶
え
ず
そ
の
定
義
か
ら
逃
れ
る
一
の
世
界
に
お
け
る
理
性

の
機
能
、
こ
の
二
つ
の
機
能
を
解
剖
し
、
測
定
し
て
し
ま
わ
な
い
限
り
、
如
何
な
る
秩
序
も
哲
学
的
宇
宙
を
支
配

し
得
な
い
で
あ
ろ
う
、」
と
彼
は
書
い
て
い
る
。
も
と
よ
り
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
と
っ
て
単
に
理
性
と
情
熱
と
を

解
剖
し
測
定
す
る
こ
と
が
問
題
で
あ
る
の
で
な
く
、
両
者
を
如
何
に
し
て
統
一
し
、
人
間
を
一
全
体
と
し
て
形
成

し
得
る
か
が
問
題
で
あ
る
。
フ
ェ
ル
ナ
ン
デ
ス
は
い
わ
ゆ
る
行
動
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
唱
え
た
。
世
間
は
人
物

を
ま
ず
彼
の
外
的
行
為
に
よ
っ
て
知
り
、
彼
自
身
は
ま
ず
彼
の
内
部
生
活
の
様
態
に
よ
っ
て
自
分
を
知
る
、
し
か

る
に
彼
の
現
実
性
（
リ
ア
リ
テ
ィ
）
は
、
彼
の
行
為
に
よ
っ
て
も
、
彼
の
内
面
的
テ
ー
マ
に
よ
っ
て
も
、
そ
れ
ら

が
互
い
に
分
離
さ
れ
て
い
る
限
り
、
完
全
に
表
現
さ
れ
な
い
。
彼
の
現
実
性
は
い
わ
ば
両
者
の
間
の
媒
介
も
し
く

は
両
者
の
組
立
の
結
果
で
あ
る
。
こ
の
組
立
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
観
客
の
誤
と
役
者
の
誤
と
を
互
い
に
相
殺

し
得
る
よ
う
な
或
る
理
想
的
な
場
所
に
坐
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
役
者
は
つ
ね
に
多
か
れ
少
な

か
れ
彼
の
感
情
に
よ
っ
て
欺
か
れ
、
観
客
は
ま
ず
彼
の
眼
に
映
る
外
的
行
為
に
よ
っ
て
多
か
れ
少
な
か
れ
騙
さ
れ

る
か
ら
。
と
こ
ろ
で
小
説
家
は
彼
が
小
説
家
で
あ
る
限
り
こ
の
問
題
が
解
決
さ
れ
た
も
の
と
前
提
す
る
。
小
説
家
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は
役
者
の
自
分
自
身
に
つ
い
て
の
意
見
及
び
観
客
の
役
者
に
つ
い
て
の
意
見
と
共
に
、
こ
れ
ら
二
つ
の
も
の
か
ら

組
立
て
ら
れ
た
第
三
の
意
見
を
我
々
に
伝
え
る
。
こ
の
第
三
の
意
見
は
決
し
て
余
計
に
附
け
加
え
ら
れ
た
判
断
で

な
く
て
、
創
造
の
行
為
そ
の
も
の
、
人
物
の
本
源
的
行
動
で
あ
る
。
小
説
の
人
物
は
彼
の
内
部
生
活
と
外
に
見
ら

れ
る
生
活
と
の
間
に
一
致
が
存
在
し
な
い
以
上
、
存
在
し
な
い
。
真
の
小
説
家
は
こ
の
一
致
を
本
能
的
に
打
ち
樹

て
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
フ
ェ
ル
ナ
ン
デ
ス
は
か
よ
う
に
考
え
て
、そ
こ
か
ら
小
説
上
の
人
物
の
み
で
な
く
、我
々

の
現
実
の
人
格
に
関
し
て
も
、
人
間
の
存
在
の
両
面
、
外
部
と
内
部
と
を
同
時
に
見
得
る
一
つ
の
観
点
、
い
わ
ば

「
小
説
的
観
点
」
が
存
在
す
る
と
論
結
す
る
。
か
よ
う
な
観
点
は
行
動
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
。「
こ
の
行
動
の
観

点
は
個
的
人
間
を
彼
の
全
体
性
に
お
い
て
と
同
時
に
彼
の
独
自
な
現
実
性
に
お
い
て
統
覚
し
得
る
唯
一
の
観
点
で

あ
る
、」
と
フ
ェ
ル
ナ
ン
デ
ス
は
主
張
し
て
い
る
。
い
ま
彼
の
い
う
小
説
的
観
点
と
は
ま
さ
に
構
想
力
に
属
す
る

も
の
と
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
行
動
の
立
場
に
立
た
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
フ
ェ
ル
ナ

ン
デ
ス
の
い
う
通
り
で
あ
る
が
、
た
だ
彼
の
い
う
行
動
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
（H

enri B
ergson, 1859

―
【1941

】）
的

な
内
在
論
に
立
っ
て
お
り
、
し
か
る
に
内
在
論
か
ら
は
現
実
の
行
動
は
考
え
ら
れ
ず
、
そ
こ
に
彼
の
思
想
の
制
限

が
存
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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こ
こ
に
お
い
て
我
々
は
右
の
叙
述
を
回
顧
し
つ
つ
現
代
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
問
題
に
つ
い
て
若
干
の
点
か
ら

要
約
し
て
お
こ
う
。

一
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
い
う
の
は
人
間
性
と
人
間
理
想
と
に
か
か
わ
る
一
定
の
思
想
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
間

の
尊
厳
を
考
え
、
人
間
の
品
位
を
重
ん
ず
る
。
し
か
し
こ
れ
だ
け
で
は
歴
史
的
意
味
に
お
け
る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム

を
規
定
す
る
こ
と
は
で
き
ぬ
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
し
て
現
れ
る
の
は
つ
ね
に
一
定
の
歴
史

的
時
代
も
し
く
は
一
定
の
歴
史
的
情
況
に
お
い
て
で
あ
る
。
蓋
し
人
間
の
作
っ
た
も
の
が
人
間
に
対
立
し
、
や
が

て
人
間
を
束
縛
し
抑
圧
す
る
に
至
る
と
い
う
こ
と
は
歴
史
の
根
本
法
則
で
あ
る
。
人
間
が
作
る
も
の
は
も
と
人
間

の
発
展
の
た
め
に
作
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
や
が
て
人
間
に
と
っ
て
桎
梏
に
転
化
す
る
に
至
る
。
こ
の
と

き
人
間
の
解
放
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
そ
の
よ
う
な
時
代
に
お
け
る
人
間
の
態
度
で

あ
る
。
ル
ネ
サ
ン
ス
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
封
建
的
な
も
の
か
ら
の
人
間
の
解
放
で
あ
っ
た
し
、
ド
イ
ツ
の
ヒ
ュ

ー
マ
ニ
ズ
ム
も
新
興
市
民
階
級
の
政
治
意
識
と
結
び
附
い
た
シ
ュ
ト
ゥ
ル
ム
・
ウ
ン
ト
・
ド
ゥ
ラ
ン
グ
の
運
動
か

ら
出
た
の
で
あ
る
。
現
代
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
現
代
が
社
会
の
一
つ
の
転
形
期
で
あ
る
と
い
う
事
情
に
相
応
す

る
の
で
あ
ろ
う
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
解
放
の
要
求
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
解
放
さ
る
べ
き
人
間
性
は
「
自
然
」
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と
考
え
ら
れ
、
人
間
主
義
で
あ
る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
と
っ
て
の
根
本
概
念
が
却
っ
て
「
自
然
」
で
あ
る
と
い
う

こ
と
も
生
じ
、
か
く
し
て
単
な
る
人
間
主
義
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
で
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
生
じ
る
。
な
ぜ

な
ら
解
放
は
つ
ね
に
何
物
か
か
ら
の
解
放
で
あ
り
、
そ
れ
か
ら
人
間
性
の
解
放
さ
る
べ
き
も
の
は
既
存
の
伝
統
、

形
式
、
文
化
で
あ
る
に
対
し
て
人
間
そ
の
も
の
は
む
し
ろ
自
然
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
我
々
は
ヒ
ュ
ー
マ

ニ
ズ
ム
が
絶
え
ず
自
然
の
思
想
と
結
び
附
い
て
現
れ
た
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
自
然
に
つ
い
て
の
新

し
い
見
方
が
新
し
い
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
基
礎
に
な
る
と
さ
え
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
自
然
と
人
間
と
を
抽
象
的
に

分
離
し
て
単
な
る
人
間
主
義
と
し
て
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
考
え
よ
う
と
す
る
こ
と
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
伝
統
に

反
す
る
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

二
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
人
間
の
解
放
を
求
め
る
の
で
あ
る
が
、
解
放
を
求
め
る
の
は
少
数
者
の
特
権
階
級
に

対
す
る
大
衆
で
あ
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
ル
ネ
サ
ン
ス
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
市
民
階
級
の
擡
頭
と
結
び
附
い
て

い
る
。
従
っ
て
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
そ
の
本
来
の
精
神
に
お
い
て
民
衆
の
側
に
立
つ
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ゴ

ー
リ
キ
ー
（M
aksim

 G
orkii, 1868

―1936

）
等
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
い
う
も
の
が
考
え
ら

れ
る
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
単
な
る
人
間
解
放
の
要
求
で
な
く
、
人
間
再
生
の
要

求
で
あ
り
、
こ
の
要
求
は
一
の
内
面
的
な
主
体
的
な
問
題
で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
単
な
る
政
治
主
義
で
あ
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り
得
な
い
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。
も
と
よ
り
人
間
は
孤
立
し
て
存
在
す
る
も
の
で
な
く
、
人
間
は
環
境
か
ら
作

ら
れ
る
の
で
あ
る
、
或
い
は
人
間
は
社
会
か
ら
生
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
人
間
が
新
た
に
生
れ
る
た
め
に
は
社

会
が
新
た
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
る
に
人
間
は
単
に
社
会
か
ら
規
定
さ
れ
る
の
み
で
な
く
、
独
立
な
も
の
と

し
て
逆
に
社
会
に
働
き
か
け
、
こ
れ
を
変
化
す
る
。
も
し
も
人
間
が
環
境
の
産
物
に
過
ぎ
な
い
な
ら
ば
、
ヒ
ュ
ー

マ
ニ
ズ
ム
の
い
う
よ
う
な
人
間
の
品
位
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
人
間
は
社
会
か
ら
作
ら
れ
る
と
共
に
、
逆

に
社
会
を
作
る
。
か
よ
う
に
し
て
人
間
が
新
た
に
生
れ
る
た
め
に
は
社
会
に
働
き
か
け
て
こ
れ
を
変
化
し
、
こ
の

新
た
に
な
っ
た
社
会
か
ら
人
間
は
新
た
に
生
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
人
間
の
革
新
と

社
会
の
革
新
と
を
弁
証
法
的
統
一
に
お
い
て
把
握
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

三
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
問
題
は
人
間
形
成
で
あ
る
故
に
、
そ
れ
は
単
な
る
解
釈
の
立
場
で
な
く
て
行
為
の
立

場
に
立
つ
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
人
間
は
行
為
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
真
に
自
己
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
し
か
も
人
間
が
自
己
を
形
成
し
得
る
の
は
つ
ね
に
社
会
に
お
い
て
で
あ
る
。「
性
格
は
た
だ
世
界
の
流
の
う

ち
に
お
い
て
の
み
形
成
さ
れ
る
、」
と
ゲ
ー
テ
は
い
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
社
会
的
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
ヒ
ュ

ー
マ
ニ
ス
ト
に
と
っ
て
自
己
を
失
う
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。「
生
あ
る
も
の
は
も
ろ
も
ろ
の
外
的
影
響
の
最
も

多
様
な
条
件
に
自
己
を
適
応
さ
せ
、
し
か
も
或
る
一
定
の
獲
得
さ
れ
た
独
立
性
を
失
わ
な
い
と
い
う
天
賦
を
有
す
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る
、」
と
ゲ
ー
テ
は
ま
た
書
い
て
い
る
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
と
も
す
れ
ば
非
行
動
的
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
注

意
を
要
す
る
。
も
と
よ
り
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
単
な
る
闘
争
主
義
で
な
く
、
平
和
や
調
和
を
愛
す
る
け
れ
ど
も
、

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
単
な
る
平
和
主
義
と
見
る
こ
と
は
間
違
っ
て
い
る
。
し
か
し
ま
た
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
に
と
っ

て
如
何
な
る
行
動
も
つ
ね
に
内
面
的
な
人
格
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。そ
こ
に
は
良
心
と
正
義
の
問
題
が
あ
る
。

と
こ
ろ
で
行
為
の
立
場
は
単
な
る
内
在
論
で
あ
り
得
な
い
。
こ
の
点
に
お
い
て
従
来
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
哲
学

に
は
重
大
な
制
限
が
あ
り
、
そ
れ
が
行
動
的
で
な
く
て
観
想
的
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
こ
の
点
に
関
係
し
て
い

る
で
あ
ろ
う
。
自
己
の
外
に
し
か
も
単
に
自
己
の
意
識
の
外
に
と
い
う
の
み
で
な
く
む
し
ろ
自
己
の
身
体
の
外
に

超
越
的
な
も
の
、
独
立
な
る
も
の
を
認
め
る
の
で
な
け
れ
ば
、
行
為
と
い
う
も
の
は
考
え
ら
れ
な
い
。
し
か
る
に

か
よ
う
に
外
に
お
い
て
超
越
が
あ
る
の
は
自
己
が
内
に
お
い
て
主
体
へ
超
越
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
内
に
お
け

る
超
越
が
な
け
れ
ば
主
体
的
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
主
体
的
な
と
こ
ろ
が
な
け
れ
ば
行
為
と
い
う
も
の
は

考
え
ら
れ
な
い
。
行
為
は
二
重
の
超
越
に
お
い
て
可
能
に
な
る
。
し
か
も
内
に
お
け
る
主
体
へ
の
超
越
は
外
に
お

け
る
客
体
の
超
越
の
根
拠
で
あ
り
、
両
者
は
対
立
で
あ
る
と
共
に
統
一
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
し
て
ま
た
内
在
と
超

越
と
が
弁
証
法
的
に
対
立
で
あ
る
と
共
に
統
一
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
人
間
存
在
の
有

限
性
と
無
限
性
と
い
う
こ
と
も
同
じ
よ
う
に
し
て
弁
証
法
的
に
把
握
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
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四
。
先
に
述
べ
た
如
く
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
当
初
一
定
の
思
想
形
態
と
し
て
で
な
く
む
し
ろ
一
定
の
生
の
感

情
、
一
定
の
心
的
態
度
と
し
て
現
れ
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
ま
た
何
等
か
主
観
的
な
と
こ
ろ
、
浪

漫
的
な
と
こ
ろ
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
す
で
に
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
古
典
主
義
と
同
一
視
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
も
と
よ
り
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
か
よ
う
な
主
観
的
な
も
の
、
浪
漫
的
な
も
の
、
無
限
定
な
も
の

に
限
定
を
与
え
形
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
れ
を
客
観
的
に
し
よ
う
と
す
る
要
求
を
含
ん
で
い
る
。
そ
の
意
味

に
お
い
て
そ
れ
は
古
典
的
で
あ
り
、
さ
も
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
は
い
わ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
求
め
ら
れ
る
形
は
必
ず
し
も
ギ
リ
シ
ア
的
古
典
主
義
で
あ
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
ル
ネ
サ
ン
ス
に

お
い
て
も
人
々
は
単
に
古
代
の
再
生
の
こ
と
を
考
え
た
の
で
は
な
い
。
ヴ
ァ
サ
ー
リ
（Vasari, 1511

―1574

）
は
、

ジ
ョ
ッ
ト
ー
（G

iotto, C
. 1266

―1337
）
が
イ
タ
リ
ア
美
術
を
再
生
せ
し
め
た
の
は
、
古
代
の
作
品
を
模
倣
し

た
た
め
で
な
く
却
っ
て
自
然
を
模
倣
し
た
た
め
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
問
題
は
自
己
自
身
の
再
生
で
あ
り
、
古

代
も
ま
た
こ
の
現
在
か
ら
初
め
て
蘇
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ギ
リ
シ
ア
的
形
式
の
み
が
芸
術
の
唯
一
の
完

成
形
式
で
な
い
こ
と
は
リ
ー
グ
ル
（A

lois R
iegl, 1858

―1905

）
一
派
の
美
術
史
家
の
論
じ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
が
、
形
は
歴
史
に
お
い
て
変
化
す
る
も
の
で
あ
り
、
形
の
変
化
す
る
と
こ
ろ
に
歴
史
は
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
は
人
間
、
社
会
、
文
化
の
新
し
い
歴
史
的
な
形
を
求
め
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
旧
い
形
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に
固
執
す
る
こ
と
は
真
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
の
態
度
で
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
従
来
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ

ム
が
古
代
的
形
式
に
つ
な
が
ろ
う
と
し
た
こ
と
に
も
意
味
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
伝

統
の
問
題
が
あ
る
。
伝
統
を
全
く
否
定
す
る
こ
と
は
文
化
を
否
定
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
立

場
で
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
も
と
よ
り
伝
統
主
義
で
は
な
い
。
伝
統
と
創
造
と

の
相
撃
つ
激
し
い
場
面
に
身
を
お
い
て
新
し
い
形
を
形
成
し
て
ゆ
く
こ
と
が
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
の
正
し
い
態
度
で

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

五
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
つ
ね
に
教
養
を
重
要
視
し
て
来
た
。
け
れ
ど
も
教
養
は
単
に
博
識
や
趣
味
の
た
め
に

求
め
ら
れ
る
の
で
な
く
、
人
間
形
成
と
い
う
根
本
的
立
場
に
お
い
て
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
従
来
の
ヒ

ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
陥
り
が
ち
で
あ
っ
た
教
養
の
貴
族
主
義
に
対
し
て
注
意
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
真
の
ヒ
ュ

ー
マ
ニ
ズ
ム
は
却
っ
て
教
養
乃
至
文
化
の
解
放
を
目
的
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ル
ネ
サ
ン
ス
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ

ム
の
意
義
は
、
そ
れ
ま
で
僧
侶
と
い
う
特
権
階
級
に
よ
っ
て
独
占
さ
れ
て
い
た
学
芸
を
市
民
の
間
に
解
放
し
た
こ

と
に
あ
る
。
と
こ
ろ
で
教
養
に
関
し
て
特
に
現
代
的
教
養
と
い
う
べ
き
も
の
は
科
学
的
教
養
で
あ
る
。
従
来
の
ヒ

ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
い
わ
ゆ
る
人
文
主
義
的
教
育
の
思
想
に
囚
わ
れ
て
科
学
を
蔑
視
し
て
来
た
こ
と
は
間
違
っ
て
い

る
。
サ
ー
ト
ン
（G

eorge Sarton

）
な
ど
が
新
し
い
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
し
て
特
に
科
学
的
教
養
の
必
要
を
力
説
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人
間
主
義

し
て
い
る
の
は
正
当
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
と
り
わ
け
非
合
理
的
な
も
の
が
力
を
得
て
い
る
時
代
に
お
い

て
は
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
科
学
的
精
神
を
強
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
文
化
の
諸

領
域
が
孤
立
す
る
こ
と
な
く
相
互
の
間
に
聯
関
を
打
ち
樹
て
つ
つ
発
展
す
る
こ
と
を
求
め
る
。
過
去
に
お
け
る
代

表
的
な
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
時
代
が
実
に
そ
う
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
文
化
を
重
ん
ず
る
け

れ
ど
も
単
な
る
文
化
主
義
で
あ
り
得
な
い
。
そ
れ
に
と
っ
て
は
何
よ
り
も
人
間
の
解
放
が
問
題
で
あ
る
の
で
あ

る
。
し
か
し
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
は
文
化
が
人
間
の
品
位
を
形
作
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
堅
く
信
じ
、
単
な
る
政
治

主
義
に
反
対
し
、
文
化
を
破
壊
す
る
野
蛮
に
対
し
て
文
化
擁
護
の
立
場
に
立
つ
で
あ
ろ
う
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
は

ま
た
文
化
の
国
際
性
を
信
じ
る
。「
世
界
文
学
」
の
理
念
を
述
べ
た
の
は
ほ
か
な
ら
ぬ
ゲ
ー
テ
で
あ
っ
た
。
彼
は

一
八
二
七
年
に
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。「
私
が
フ
ラ
ン
ス
の
諸
雑
誌
か
ら
与
え
た
諸
報
告
は
単
に
私
及
び
私

の
仕
事
に
対
す
る
記
憶
を
喚
起
す
る
た
め
の
意
図
を
も
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
私
は
一
つ
の
よ
り
高
い
も
の

を
目
的
と
し
、
差
し
当
り
そ
れ
を
指
示
し
よ
う
と
欲
す
る
の
で
あ
る
。
ひ
と
は
到
る
処
で
人
間
種
族
の
進
歩
、
世

界
関
係
及
び
人
間
関
係
の
よ
り
広
い
展
望
に
つ
い
て
聞
き
も
読
み
も
し
て
い
る
。
そ
れ
が
果
た
し
て
全
体
に
お
い

て
如
何
な
る
状
態
で
あ
ろ
う
と
も
、
そ
れ
を
検
討
し
て
精
密
に
決
定
す
る
こ
と
は
私
の
職
分
で
は
な
い
。
し
か
し

私
が
私
の
側
面
か
ら
諸
友
に
注
意
を
喚
起
し
た
い
こ
と
は
、
我
々
ド
イ
ツ
人
に
名
誉
あ
る
役
目
が
保
留
さ
れ
て
い
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る
こ
と
、
一
般
的
世
界
文
学
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
を
、
私
が
確
信
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
べ
て
の
国

民
が
我
々
の
方
を
顧
み
て
い
る
。
彼
等
は
我
々
を
称
讃
し
、
非
難
し
、
摂
取
し
、
排
除
し
、
模
倣
し
、
醜
化
し
、

理
解
し
或
い
は
誤
解
し
、
彼
等
の
心
を
開
き
或
い
は
閉
ざ
す
。
我
々
は
こ
れ
ら
す
べ
て
の
こ
と
を
沈
着
に
受
取
ら

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
我
々
に
は
全
体
が
大
き
い
価
値
の
あ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
。
我
々
は
実
際
こ
れ
と
同
じ
こ

と
を
我
々
自
身
の
同
国
人
か
ら
経
験
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
し
て
同
市
民
が
相
互
に
一
致
し
な
い
と
す
れ
ば
、

ど
う
し
て
諸
国
民
が
相
互
の
間
に
一
致
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
理
が
あ
ろ
う
。
我
々
は
文
学
的
意
味
に
お
い
て
は
遥

か
に
他
国
民
に
優
っ
て
い
る
。
彼
等
は
も
っ
と
多
く
我
々
を
尊
重
す
る
こ
と
を
学
ぶ
で
あ
ろ
う
。
た
と
い
そ
れ
が

感
謝
な
き
借
用
で
あ
り
、
認
知
な
き
利
用
に
過
ぎ
ぬ
と
し
て
も
。
し
か
し
一
国
民
の
軍
事
的
物
的
の
力
が
そ
の
内

面
的
統
一
か
ら
発
展
す
る
よ
う
に
、
ま
た
道
義
的
審
美
的
な
力
が
同
様
の
一
致
か
ら
漸
次
に
発
生
せ
ず
に
は
い
ら

れ
な
い
。
し
か
し
こ
れ
は
た
だ
時
間
に
よ
っ
て
成
就
さ
れ
得
る
の
み
で
あ
る
。
私
は
多
年
の
間
一
当
事
者
と
し
て

如
何
に
ド
イ
ツ
文
学
が
、
矛
盾
扞か
ん
か
く格

し
な
い
ま
で
も
、
な
お
異
種
類
の
要
素
か
ら
組
成
さ
れ
る
か
を
回
顧
し
ま
た

観
察
し
て
い
る
。
こ
れ
は
本
来
た
だ
一
つ
の
言
葉
に
よ
っ
て
綴
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
み
に
よ
っ
て
一
つ
に

な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
全
く
異
な
る
素
質
や
才
能
、
思
念
や
行
為
、
批
判
や
創
始
か
ら
漸
次
に
民
族
の
内
部
を
明

ら
か
に
し
て
来
て
い
る
の
で
あ
る
。」
即
ち
ゲ
ー
テ
は
自
己
が
親
し
く
参
加
し
、
ま
た
観
察
し
て
来
た
ド
イ
ツ
国
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五

人
間
主
義

民
文
学
の
成
立
か
ら
一
歩
を
進
め
て
世
界
文
学
の
成
立
を
考
え
た
の
で
あ
る
。
種
々
異
な
る
個
人
の
素
質
、才
能
、

思
念
、
批
判
の
う
ち
か
ら
漸
次
に
一
民
族
一
国
民
の
統
一
的
な
内
的
生
命
を
開
示
す
る
よ
う
な
国
民
文
学
が
成
立

し
て
く
る
如
く
、
各
国
民
文
学
は
差
し
当
り
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
性
情
、
才
能
、
思
想
に
も
と
づ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
異

な
る
出
発
点
を
有
す
る
よ
う
に
見
え
る
に
し
て
も
、
や
が
て
漸
次
に
そ
れ
が
人
類
に
共
通
普
遍
の
道
義
的
審
美
的

な
力
か
ら
生
れ
る
世
界
文
学
の
成
立
に
向
っ
て
発
展
す
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
個
性

を
重
ん
ず
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
抽
象
的
に
文
化
の
国
際
性
を
考
え
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
各
民
族
の
文
化
が
め
い

め
い
個
性
を
有
す
る
こ
と
を
認
め
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
各
々
個
性
を
有
す
る
人
間
を
包
む
民
族
の
中
か
ら
統

一
的
な
国
民
的
文
化
が
現
れ
て
来
る
よ
う
に
、
各
々
個
性
を
有
す
る
民
族
を
包
ん
で
こ
れ
を
超
え
る
世
界
的
文
化

の
現
れ
て
来
る
可
能
性
を
信
じ
、
そ
の
到
来
を
想
望
す
る
の
で
あ
る
。
歴
史
は
「
世
界
」
の
理
念
の
実
現
さ
れ
て

ゆ
く
過
程
で
あ
る
と
い
う
の
が
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
の
信
念
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。

六
。
従
来
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
審
美
主
義
的
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
も
と
よ
り
全
体
性
を
重
ん
ず
る
と
い
う
そ

の
正
し
い
態
度
と
結
び
附
い
て
い
る
の
で
あ
る
が
、そ
こ
に
そ
の
一
つ
の
制
限
の
存
す
る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。

し
か
し
我
々
は
す
で
に
ル
ネ
サ
ン
ス
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
お
い
て
、
ま
た
ゲ
ー
テ
に
お
い
て
、
技
術
が
重
要
な

意
味
を
有
し
た
こ
と
を
特
に
記
し
て
お
い
た
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
お
け
る
審
美
主
義
の
弁
証
法
的
止
揚
は
技
術
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の
概
念
の
正
し
い
把
握
と
拡
張
と
に
俟
つ
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
技
術
の
意
味
を
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
は
、
今

日
、
技
術
の
発
達
は
ま
さ
に
人
間
性
の
歪
曲
を
来
す
も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
思
想
が
繰
り
返
し
現
れ
て
お
り
、

か
く
し
て
ボ
イ
メ
ル
（G

ertrud B
äum

er

【1873-1954

】）
な
ど
が
技
術
的
文
化
の
問
題
の
解
決
の
う
ち
に
新
し
い

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
出
発
点
を
と
っ
て
い
る
よ
う
な
事
情
に
鑑
み
て
特
に
必
要
で
あ
る
。
こ
の
と
き
技
術
と
社
会

と
の
関
係
が
考
え
ら
れ
、
技
術
の
概
念
の
社
会
的
技
術
へ
の
拡
張
が
考
え
ら
れ
、
更
に
理
性
人
間
と
工
作
人
間
と

の
統
一
が
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
ま
た
全
体
性
の
概
念
に
関
し
て
構
想
力
が
重
要
な
意
味
を
有
す
る
こ
と
に
つ

い
て
は
、
す
で
に
二
三
の
箇
所
に
お
い
て
暗
示
し
て
お
い
た
が
、
構
想
力
は
こ
の
場
合
何
よ
り
も
技
術
の
う
ち
に

求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
行
為
を
根
本
的
に
制
作
的
表
現
的
と
見
る
「
制
作
人
間
」
―

―
理
性
人
間
と
工
作
人
間
と
の
統
一
と
し
て
―
―
の
哲
学
並
び
に
構
想
力
の
哲
学
に
よ
っ
て
新
し
い
ヒ
ュ
ー
マ
ニ

ズ
ム
の
基
礎
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
我
々
の
見
解
を
展
開
す
る
こ
と
は
こ
こ
で
は
断
念
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

た
だ
私
は
ゲ
ー
テ
以
後
恐
ら
く
西
田
哲
学
が
こ
の
問
題
に
関
し
て
最
も
深
い
思
想
を
述
べ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に

対
し
て
読
者
の
注
意
を
喚
起
し
て
お
こ
う
。
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ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
倫
理
思
想

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
倫
理
思
想

一

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
倫
理
思
想
の
中
心
を
な
す
の
は
い
う
ま
で
も
な
く
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
の
思
想
で
あ
る
。
そ

の
特
色
は
次
の
よ
う
な
観
点
か
ら
考
察
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
と
い
う
の
は
人
間
性
或
い
は
人
間
の
自
然
で
あ
る
。
そ
こ
で
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
人
間
の
自

然
を
抑
圧
す
る
も
の
、
歪
曲
す
る
も
の
に
対
し
て
、
人
間
性
の
擁
護
を
主
張
し
、
人
間
性
の
解
放
を
要
求
す
る
思

想
で
あ
る
。
人
間
の
自
然
を
抑
圧
乃
至
歪
曲
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
一
般
的
に
い
う
と
、
人
間
を
超
え

た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
ず
宗
教
、
特
に
超
越
的
な
も
の
、
彼
岸
的
な
も
の
を
強
調
す
る
宗
教
が
か
よ
う
な
も

の
と
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
此
岸
的
な
或
い
は
内
在
的
な
立
場
に
立
つ
で
あ

ろ
う
。
こ
の
内
在
的
な
立
場
と
い
う
も
の
が
従
来
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
一
般
的
な
特
徴
で
あ
る
。
こ
の
特
徴
は
、

神
と
い
う
如
き
も
の
を
考
え
る
場
合
に
お
い
て
も
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
特
徴
と
し
て
保
存
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
そ

の
場
合
、
神
は
超
越
的
な
も
の
と
し
て
で
な
く
、
内
在
的
な
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
神
は
人
間
の
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う
ち
に
あ
る
も
の
と
見
ら
れ
、
人
間
性
と
神
性
と
は
連
続
的
融
合
的
に
考
え
ら
れ
る
。

次
に
人
間
を
超
え
た
も
の
と
見
ら
れ
る
も
の
に
社
会
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
既
存
の
社
会
や
制
度
は

人
間
性
の
自
由
な
発
現
と
発
達
を
阻
害
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
に
対
す
る
批
判
と
し
て
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム

が
主
張
さ
れ
、
そ
し
て
そ
の
も
の
か
ら
の
人
間
性
の
解
放
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
際
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は

お
の
ず
か
ら
個
人
の
価
値
と
自
由
と
を
力
説
す
る
個
人
主
義
の
形
を
と
る
で
あ
ろ
う
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
の
尊
重

は
個
人
の
尊
重
と
な
る
。
個
人
は
自
由
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
自
由
は
全
く
肆し

い意
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
こ
と

が
で
き
る
。
と
り
わ
け
既
存
の
社
会
秩
序
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
を
求
め
る
立
場
に
お
い
て
は
お
の
ず
か
ら
個
人

の
絶
対
的
な
自
由
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
自
由
を
単
に
全
く
肆
意
的
な
も
の
と
考
え
る
こ
と
な

く
、
そ
こ
に
必
然
性
、
法
則
性
を
認
め
る
場
合
に
お
い
て
も
、
こ
の
も
の
を
超
越
的
な
も
の
と
は
見
な
い
で
、
内

面
的
な
必
然
性
、
内
在
的
な
法
則
性
と
考
え
る
の
が
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
つ
ね
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
己
必
然
性
、

自
己
法
則
性
で
あ
っ
て
、
か
よ
う
な
も
の
が
自
由
と
考
え
ら
れ
る
。
人
間
は
そ
れ
ぞ
れ
特
殊
的
な
も
の
、
個
性
的

な
も
の
、
多
様
な
も
の
で
あ
る
。
人
間
性
の
解
放
を
要
求
す
る
も
の
と
し
て
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
重
ん
ず
る
の
は

人
間
の
個
性
、
多
様
性
で
あ
る
。

も
と
よ
り
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
と
っ
て
社
会
が
全
く
問
題
で
な
い
の
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
お
よ
そ
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不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
お
い
て
特
に
強
調
さ
れ
る
の
は
人
類
或
い
は
人
類
社
会
で
あ
る
。

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
は
人
類
を
意
味
し
て
い
る
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
個
々
の
民
族
を
超
え
て
世
界
同
胞
性
を
主
張

す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
世
界
主
義
、
人
道
主
義
、
博
愛
主
義
等
の
形
を
と
る
で
あ
ろ
う
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は

単
な
る
個
人
の
立
場
に
立
つ
の
で
な
く
社
会
の
立
場
に
立
つ
に
し
て
も
、
そ
の
社
会
は
何
よ
り
も
人
類
社
会
で
あ

り
、
し
か
も
こ
の
も
の
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
本
質
的
な
内
在
的
見
方
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
、
か
く
し
て
各
々
の

個
人
に
内
在
的
な
も
の
と
見
ら
れ
る
。
即
ち
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
人
間
の
人
類
性
を
力
説
す
る
の
で
あ
る
。
社
会

は
個
人
の
う
ち
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
或
い
は
社
会
と
個
人
と
は
連
続
的
融
合
的
に
見
ら
れ
、
或
い
は
社
会
と
個

人
と
は
一
つ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
人
間
性
を
意
味
す
る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
は
か
く
し
て
普
遍
人
間
性
を
意
味

す
る
こ
と
に
な
る
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
は
単
に
人
間
の
自
然
を
意
味
す
る
こ
と
か
ら
進
ん
で
、
人
間
の
人
間
で
あ

る
所
以
の
も
の
、
人
間
の
本
質
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
り
、
か
よ
う
な
本
質
は
あ
ら
ゆ
る
人
間
に
共
通
の
も
の
、

普
遍
的
な
も
の
、
人
類
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
際
も
と
よ
り
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
個
性
の
概

念
を
抛
棄
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
個
性
は
単
に
特
殊
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
真
の
意

味
に
お
け
る
個
性
は
特
殊
的
な
も
の
と
一
般
的
な
も
の
と
の
統
一
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
ヒ
ュ
ー
マ

ニ
ズ
ム
は
必
ず
し
も
民
族
と
い
う
如
き
も
の
を
無
視
す
る
の
で
は
な
い
。
い
な
、
自
然
を
尊
重
す
る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
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ズ
ム
は
、
社
会
の
う
ち
自
然
的
な
社
会
と
い
う
特
質
を
有
す
る
民
族
と
い
う
如
き
も
の
を
或
る
意
味
で
は
大
い
に

尊
重
す
る
の
で
あ
る
。
民
族
の
生
活
の
中
で
自
然
生
長
的
に
発
達
し
た
文
学
の
価
値
と
重
要
性
を
発
見
し
た
の
は

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
で
あ
っ
た
ヘ
ル
デ
ル
で
あ
っ
た
。
し
か
し
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
民
族
を
重
ん
ず
る
に
し
て
も
、

こ
の
も
の
に
お
い
て
強
調
さ
れ
る
の
は
そ
の
個
性
で
あ
り
、
そ
の
単
な
る
特
殊
性
で
は
な
く
て
そ
の
人
類
性
、
普

遍
人
間
性
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
は
人
間
の
人
間
で
あ
る
も
の
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
が
、
か
よ
う
な
も
の
と
考
え

ら
れ
る
の
は
文
化
で
あ
る
。
人
間
は
文
化
を
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
で
あ
る
。
そ
こ
で
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
は

学
芸
或
い
は
文
化
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
い
わ
ゆ
る
人
文
主
義
と
な
る
の
で
あ
る
。
文

化
は
普
遍
性
を
有
す
る
も
の
と
し
て
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
根
本
的
な
要
求
と
合
致
す
る
で
あ
ろ
う
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ

ズ
ム
は
既
存
の
社
会
に
対
し
て
人
間
性
の
解
放
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
も
と
よ
り
あ
ら
ゆ
る
伝
統
を

無
視
し
否
定
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
か
く
の
如
き
は
お
よ
そ
無
意
味
で
あ
る
。
む
し
ろ
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
或
る

点
に
お
い
て
は
極
め
て
伝
統
主
義
的
で
あ
る
。
即
ち
そ
れ
は
何
よ
り
も
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
の
伝
統
に
つ
な
が
り
、

こ
の
伝
統
の
復
興
を
図
る
の
で
あ
る
。一
つ
の
伝
統
と
戦
う
も
の
は
他
の
伝
統
に
よ
っ
て
戦
う
の
が
つ
ね
で
あ
る
。

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
の
伝
統
に
お
い
て
見
た
古
典
的
な
文
化
は
特
に
人
間
的
な
文
化
で
あ
る
。
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こ
れ
に
よ
っ
て
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
先
ず
超
越
的
な
観
念
を
基
礎
と
し
た
中
世
の
宗
教
的
文
化
と
戦
っ
た
。
そ
れ

は
文
化
に
つ
い
て
も
超
越
的
な
見
方
を
排
し
て
、
人
間
的
な
、
内
在
的
な
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ

ム
の
中
心
は
つ
ね
に
人
間
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
た
人
文
主
義
と
し
て
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
お
い
て
重
ん
じ
ら
れ

る
の
は
教
養
で
あ
り
、
そ
れ
は
教
養
人
の
理
想
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
る
に
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
普
遍
人
間
性
を

重
ん
ず
る
の
で
あ
る
か
ら
、
教
養
に
お
い
て
重
ん
じ
ら
れ
る
の
は
専
門
や
職
業
を
超
え
た
普
遍
的
教
養
で
あ
る
。

普
遍
的
教
養
と
い
う
も
の
は
二
重
の
意
味
に
解
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
一
方
普
遍
的
に
教
養

を
も
つ
こ
と
、即
ち
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
人
間
的
文
化
的
な
も
の
に
つ
い
て
教
養
を
も
つ
こ
と
を
意
味
す
る
と
共
に
、

他
方
普
遍
的
な
も
の
に
つ
い
て
教
養
を
も
つ
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
よ
う
に
普
遍
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の

は
何
よ
り
も
哲
学
で
あ
る
。
従
っ
て
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
専
門
的
な
、
実
際
的
な
諸
科
学
に
対
し
て
哲
学
を
偏
重

す
る
と
い
う
傾
向
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
は
人
間
の
自
然
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
が
、
人
間
の
自
然
と
い
う
も
の
に
も
種
々
の
も
の
が

考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
感
性
も
人
間
の
自
然
で
あ
れ
ば
、
理
性
も
人
間
の
自
然
で
あ
る
。
理
性
は
啓
示
の
如
き

超
自
然
的
な
も
の
に
対
し
て
自
然
的
な
も
の
で
あ
る
。
既
存
の
社
会
や
秩
序
に
対
し
て
人
間
性
の
解
放
を
求
め
る

と
き
、
ま
ず
主
張
さ
れ
る
の
は
感
性
の
権
利
で
あ
ろ
う
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
感
性
の
解
放
を
要
求
す
る
。
し
か
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し
理
性
も
人
間
の
自
然
で
あ
り
、
特
に
人
間
の
人
間
で
あ
る
所
以
の
も
の
を
重
ん
ず
る
立
場
に
お
い
て
は
理
性
が

重
ん
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
し
て
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
特
色
は
、
人
間
に
お
い
て
感
性
を
貶へ
ん

す
る
こ
と

な
く
、
感
性
と
理
性
と
を
共
に
人
間
的
な
も
の
と
し
て
重
ん
ず
る
と
い
う
こ
と
、
し
か
も
両
者
を
絶
対
的
に
対
立

し
絶
対
的
に
相
容
れ
な
い
も
の
と
見
る
こ
と
な
く
、
却
っ
て
両
者
を
連
続
的
融
合
的
に
考
え
る
と
い
う
と
こ
ろ
に

あ
る
。
理
想
と
さ
れ
る
の
は
感
性
と
理
性
と
の
調
和
で
あ
る
。
し
か
し
理
想
と
い
っ
て
も
超
越
的
な
当
為
と
か
規

範
と
か
考
え
ら
れ
る
の
で
な
く
、
理
想
と
い
う
も
の
も
や
は
り
内
在
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
理
想

は
人
間
の
自
然
に
対
立
す
る
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
人
間
の
自
然
を
発
揮
す
る
こ
と
が
理
想
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で

感
性
を
重
ん
じ
、
と
り
わ
け
感
性
と
理
性
と
の
調
和
を
説
く
こ
と
に
お
い
て
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
美
的
な
立
場
に

立
つ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
能
力
が
美
し
い
調
和
に
お
い
て
発
達
す
る
こ
と
を
要
求

す
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
ま
た
普
遍
的
教
養
の
理
想
と
一
致
す
る
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
美
的
・
哲
学
的
文
化

の
理
念
と
結
び
附
い
て
い
る
。
し
か
る
に
こ
の
美
的
な
立
場
は
芸
術
的
な
立
場
と
し
て
形
成
作
用
を
中
心
と
し
て

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
お
い
て
重
ん
じ
ら
れ
る
教
養
乃
至
教
育
は
形
成
を
意
味

し
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
人
間
の
形
成
、
特
に
新
し
い
人
間
の
形
成
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
人
間

は
一
個
の
芸
術
作
品
の
如
く
見
ら
れ
る
。
完
全
な
個
性
或
い
は
全
体
的
な
人
間
の
形
成
が
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
理
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想
で
あ
る
。二

歴
史
的
に
見
る
と
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
大
き
な
現
象
と
し
て
現
れ
た
の
は
、
ま
ず
ル
ネ
サ
ン
ス
の
ヒ
ュ
ー
マ

ニ
ズ
ム
で
あ
り
、
次
に
第
二
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
ド
イ
ツ
の
浪
漫
主
義
の
文
学
及
び
哲
学
と

結
び
附
い
た
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
。
ル
ネ
サ
ン
ス
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
根
源
的
な
形

を
示
す
も
の
と
し
て
代
表
的
で
あ
る
が
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
一
層
体
系
的
な
思
想
は
ド
イ
ツ
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ

ム
に
お
い
て
求
め
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

ル
ネ
サ
ン
ス
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
中
世
の
社
会
及
び
文
化
に
対
し
て
人
間
性
の
解
放
を
求
め
た
の
で
あ
る

が
、
ド
イ
ツ
の
シ
ュ
ト
ゥ
ル
ム
・
ウ
ン
ト
・
ド
ゥ
ラ
ン
グ
の
浪
漫
主
義
的
運
動
も
元
来
封
建
的
な
も
の
に
対
す
る

近
代
市
民
的
社
会
の
意
識
を
地
盤
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。ル
ネ
サ
ン
ス
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
個
性
の
独
自
性
、

根
源
性
の
自
覚
か
ら
天
才
崇
拝
と
な
っ
た
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
の
浪
漫
主
義
も
天
才
運
動
の
形
を
と
っ
た
。
か
よ
う

な
天
才
崇
拝
は
主
観
的
な
も
の
の
高
い
評
価
を
意
味
し
て
い
る
。
ド
イ
ツ
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
と
っ
て
は
カ
ン

ト
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
、
フ
ィ
ヒ
テ
に
よ
っ
て
発
展
さ
せ
ら
れ
た
主
観
主
義
の
哲
学
が
そ
の
世
界
観
的
基
礎
と
な
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り
、
他
方
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー
が
そ
の
個
性
尊
重
の
思
想
に
対
し
て
哲
学
的
基
礎
を
与
え
た
。
ヒ
ュ

ー
マ
ニ
ズ
ム
は
根
源
的
に
体
験
さ
れ
た
生
の
感
情
か
ら
出
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
ド
イ
ツ
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の

特
色
は
、
生
が
そ
の
も
の
と
し
て
無
限
な
も
の
の
、
神
的
な
も
の
の
性
格
を
有
し
、
あ
ら
ゆ
る
根
源
的
な
個
性
は

無
限
な
も
の
の
、
神
的
な
も
の
の
顕
現
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
生
は
単
に
生
と
し
て
で
な
く
更
に

神
的
な
も
の
と
し
て
感
じ
ら
れ
、
神
そ
の
も
の
は
し
か
し
生
と
し
て
理
解
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ル
ネ
サ
ン
ス
の
ヒ

ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
と
っ
て
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
と
っ
て
も
自
然
の
思
想
が
重

要
な
基
礎
と
な
っ
た
。
シ
ュ
ト
ゥ
ル
ム
・
ウ
ン
ト
・
ド
ゥ
ラ
ン
グ
の
運
動
は
ル
ソ
ー
的
な
自
然
の
思
想
に
拠
っ
て

封
建
的
な
も
の
か
ら
の
解
放
を
求
め
た
の
で
あ
る
が
、
や
が
て
ヘ
ル
デ
ル
の
自
然
哲
学
に
お
い
て
体
系
的
な
形
を

と
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ヘ
ル
デ
ル
は
自
然
の
人
間
的
解
釈
の
上
に
人
間
の
哲
学
を
建
て
た
、
言
い
換
え
る
と
、
ヒ

ュ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
自
然
観
の
上
に
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
の
哲
学
を
建
て
た
。
ヘ
ル
デ
ル
に
よ
る
と
、
諸
民
族

の
歴
史
は
個
性
的
に
異
な
る
出
発
点
を
と
る
一
つ
の
世
界
過
程
で
あ
り
、
一
つ
の
同
じ
大
き
な
目
標
即
ち
人
間
の

普
遍
的
な
規
定
、
ほ
か
な
ら
ぬ
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
に
向
う
も
の
で
あ
る
。
ル
ネ
サ
ン
ス
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
元

来
ひ
と
つ
の
哲
学
で
あ
る
よ
り
も
ひ
と
つ
の
抒
情
的
な
心
情
か
ら
出
立
し
た
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ

ム
も
シ
ュ
ト
ゥ
ル
ム
・
ウ
ン
ト
・
ド
ゥ
ラ
ン
グ
の
浪
漫
的
心
情
か
ら
出
立
し
た
が
、
や
が
て
次
第
に
浪
漫
主
義
を
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ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
倫
理
思
想

克
服
し
て
古
典
的
な
形
を
と
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
と
共
に
哲
学
的
に
も
完
成
さ
れ
た
。
こ
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム

に
哲
学
的
完
成
を
与
え
た
の
は
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
フ
ォ
ン
・
フ
ン
ボ
ル
ト
で
あ
る
。
そ
こ
で
我
々
は
特
に
フ
ン
ボ

ル
ト
に
つ
い
て
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
倫
理
思
想
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。

フ
ン
ボ
ル
ト
の
倫
理
学
の
出
発
点
は
カ
ン
ト
で
あ
っ
た
。
カ
ン
ト
は
倫
理
的
価
値
を
一
切
の
外
的
な
も
の
か
ら

離
れ
て
人
間
自
身
の
内
部
に
お
い
た
。
彼
は
人
間
が
倫
理
的
な
自
己
目
的
で
あ
る
こ
と
を
説
い
た
。
そ
し
て
フ
ン

ボ
ル
ト
は
「
人
間
の
目
的
は
人
間
の
う
ち
に
、
彼
の
内
的
な
形
成
の
う
ち
に
存
す
る
」
と
い
っ
て
い
る
。
し
か
し

フ
ン
ボ
ル
ト
は
こ
の
思
想
に
他
の
思
想
を
附
け
加
え
る
。
ま
ず
力
強
く
発
達
さ
せ
ら
れ
た
感
性
の
価
値
が
強
調
さ

れ
る
、
感
性
は
窒
息
さ
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
反
対
に
個
性
的
に
強
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
と

関
聯
し
て
次
に
、
フ
ン
ボ
ル
ト
は
カ
ン
ト
の
よ
う
に
感
性
的
傾
向
性
と
道
徳
的
当
為
と
の
間
に
自
然
必
然
的
な
闘

争
関
係
を
認
め
な
い
。
む
し
ろ
彼
は
感
性
的
な
も
の
と
道
徳
的
な
も
の
と
の
間
の
美
的
な
予
定
調
和
を
信
ず
る
。

こ
の
点
に
お
い
て
彼
は
根
本
悪
の
思
想
を
認
め
ず
、
全
く
オ
プ
テ
ィ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
で
あ
る
。
実
際
こ
の
根
本
悪 

das R
adikal-B

öse 

の
問
題
は
、
ひ
と
が
単
な
る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
立
場
に
止
ま
れ
得
る
か
否
か
に
と
っ
て
決

定
的
に
重
要
な
問
題
で
あ
ろ
う
。
フ
ン
ボ
ル
ト
は
根
本
悪
と
い
う
も
の
を
信
じ
な
か
っ
た
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
お
け
る
自
然
の
思
想
は
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
を
と
っ
て
い
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
フ
ン
ボ
ル
ト
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は
シ
ャ
フ
ツ
ベ
リ
や
ル
ソ
ー
と
同
じ
よ
う
に
書
い
て
い
る
、「
徳
は
人
間
の
根
源
的
な
傾
向
性
と
一
致
し
、
愛
や

協
調
や
正
義
の
感
情
は
或
る
甘
美
な
も
の
を
有
し
、
か
く
し
て
有
徳
の
行
為
の
た
め
に
は
、
た
だ
す
で
に
お
の
ず

か
ら
心
の
う
ち
に
存
す
る
も
の
に
自
由
な
、
妨
げ
ら
れ
な
い
活
動
を
与
え
る
ほ
か
、
新
し
い
動
機
を
捜
し
出
す
こ

と
を
少
し
も
必
要
と
し
な
い
の
で
あ
る
。」
カ
ン
ト
は
道
徳
を
最
高
の
純
粋
性
に
お
い
て
示
す
た
め
に
幸
福
説
を

斥
け
た
。
し
か
る
に
フ
ン
ボ
ル
ト
は
カ
ン
ト
が
そ
の
よ
う
に
幸
福
の
関
心
と
徳
と
を
対
立
さ
せ
、
彼
岸
に
お
い
て

初
め
て
一
致
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
た
こ
と
に
反
対
す
る
。「
各
人
に
と
っ
て
彼
の
本
性
上
固
有
で
あ
る
も

の
は
、
彼
に
と
っ
て
最
も
善
い
も
の
、
最
も
甘
美
な
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
ま
た
理
性
に
従
う
生
活
は
、
そ
の
点

に
最
も
多
く
人
間
が
成
立
す
る
以
上
、
人
間
を
最
も
幸
福
に
す
る
も
の
で
あ
る
。」
尤
も
フ
ン
ボ
ル
ト
は
そ
こ
に

分
裂
の
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
全
く
否
定
し
た
の
で
は
な
い
。
し
か
し
彼
は
、
カ
ン
ト
が
徳
と
幸
福
と
の
一
致
を

彼
岸
に
求
め
る
と
い
う
超
越
的
な
道
を
と
っ
た
の
に
反
し
て
、
他
の
調
和
の
道
即
ち
美
的
教
育
の
道
を
認
め
た
の

で
あ
る
。
道
徳
的
完
成
は
「
冷
い
理
性
」
か
ら
は
、
倫
理
的
・
個
性
的
な
こ
と
が
ら
に
対
し
て
つ
ね
に
あ
ま
り
に

粗
野
な
悟
性
か
ら
は
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
道
徳
法
に
対
す
る
人
間
的
力
の
不
適
合
の
感
情
は
、
こ
の
倫
理

的
関
係
を
崇
高 Erhabenheit 

と
い
う
美
的
理
念
の
も
と
に
人
間
に
対
し
て
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
緩
和
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
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ヒ
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マ
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倫
理
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か
よ
う
に
し
て
フ
ン
ボ
ル
ト
の
倫
理
学
は
、
そ
の
方
法
に
お
い
て
も
そ
の
内
容
に
お
い
て
も
、
美
的 ästhetisch 

と
し
て
特
色
附
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
先
ず
感
性
の
価
値
を
強
調
し
、
感
性
と
理
性
と
の
調
和
を
説
く
点

に
お
い
て
美
的
で
あ
っ
た
。
カ
ン
ト
の
倫
理
学
に
お
け
る
形
式
主
義
は
問
題
の
論
理
的
な
取
扱
い
方
の
必
然
の
帰

結
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
形
式
的
な
道
徳
法
を
諸
衝
動
に
お
い
て
与
え
ら
れ
た
内
容
に
適
用
す
る
と

い
う
問
題
は
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
残
さ
れ
た
問
題
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
フ
ン
ボ
ル
ト
は
、

ま
さ
に
こ
の
問
題
を
彼
の
倫
理
学
の
目
標
と
し
た
。
し
か
も
彼
に
と
っ
て
一
般
的
法
則
の
も
と
へ
の
特
殊
的
な
場

合
の
包
摂
は
単
に
論
理
的
で
な
く
、
却
っ
て
美
的
で
あ
っ
た
。
言
い
換
え
る
と
、
彼
は
実
践
理
性
を
感
情
と
結
合

し
よ
う
と
企
て
た
の
で
あ
る
。
シ
ラ
ー
は
い
っ
て
い
る
、「
私
の
信
ず
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
美
的
理
想
と
道
徳

的
理
想
と
の
区
別
は
、
前
者
は
多
様
な
例
に
お
い
て
、
こ
れ
に
反
し
て
後
者
は
た
だ
唯
一
の
例
に
お
い
て
実
現
さ

れ
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
こ
こ
に
私
が
美
的
理
想
を
広
い
意
味
に
解
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。」
こ
の
場

合
倫
理
は
全
く
カ
ン
ト
的
な
意
味
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
、
即
ち
何
人
も
遁
れ
る
こ
と
の
で
き
ぬ
合
理
的
な
根
本
性

格
を
有
す
る
無
制
約
的
な
道
徳
的
命
令
が
存
在
し
、
こ
の
命
令
の
実
現
が
道
徳
的
価
値
を
形
作
っ
て
い
る
。
し
か

し
こ
の
条
件
を
認
め
た
上
で
、
シ
ラ
ー
並
び
に
フ
ン
ボ
ル
ト
に
と
っ
て
、
こ
の
単
に
倫
理
的
な
価
値
を
超
え
る
一

つ
の
価
値
が
存
在
す
る
。
こ
の
よ
り
以
上
の
も
の
は
美
的
性
質
の
も
の
、
美
的
根
源
の
も
の
で
あ
る
。「
義
務
を
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超
え
る
道
徳
的
な
超
え
方
は
な
い
が
、
美
的
な
超
え
方
が
あ
る
。」
と
シ
ラ
ー
は
い
っ
て
い
る
。
カ
ン
ト
の
倫
理

学
を
超
え
る
も
の
は
個
性
で
あ
る
。
そ
し
て
フ
ン
ボ
ル
ト
が
強
調
す
る
の
も
個
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
個
性
は
独

立
の
権
利
を
有
す
る
存
在
で
あ
り
、
概
念
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
得
る
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
概
念
に
よ
っ
て
把
捉

さ
れ
得
る
も
の
で
も
な
い
。そ
れ
故
に
現
実
的
に
道
徳
的
な
も
の
は
つ
ね
に
必
然
的
に
美
的
性
質
の
も
の
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
つ
ね
に
必
然
的
に
構
成
す
る
こ
と
の
で
き
ぬ
一
般
的
法
則
を
具
体
的
直
観
に
お
い
て
表
現
す
る

も
の
で
あ
る
か
ら
。
倫
理
的
立
場
の
規
範
性
は
芸
術
的
創
造
の
そ
れ
と
同
じ
く
先
験
的
に
証
明
す
る
こ
と
が
で
き

ぬ
、
そ
れ
は
か
く
の
如
き
人
間
が
現
に
存
在
す
る
と
い
う
事
実
と
共
に
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
倫
理

的
生
産
の
天
才
性
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
道
徳
的
価
値
は
人
間
の
品
位
を
形
作
る
け
れ
ど
も
、
な
お
我
々
の
本
質

の
一
部
分
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
人
間
性
の
理
想
の
全
体
を
尽
す
も
の
で
は
な
い
。
人
間
性
の
形
成
は
単
に
道
徳

的
形
成
と
見
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
真
に
理
想
的
な
形
成
は
道
徳
的
形
成
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
。
理
想
的
性
格
は

ひ
と
つ
の
芸
術
作
品
で
あ
る
。
個
性
の
研
究
は
倫
理
学
者
に
と
っ
て
も
大
切
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。

か
よ
う
に
し
て
フ
ン
ボ
ル
ト
の
倫
理
学
は
心
理
学
或
い
は
人
間
学
と
結
び
附
い
て
い
る
。
個
性
も
し
く
は
性
格

は
先
験
的
に
構
成
さ
れ
得
る
も
の
で
な
く
、
与
え
ら
れ
た
事
実
に
つ
い
て
の
心
理
学
的
乃
至
人
間
学
的
研
究
に
よ

っ
て
認
識
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
。
人
間
学
の
任
務
は
個
性
も
し
く
は
性
格
の
研
究
に
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
歴
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史
的
研
究
と
結
び
附
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
人
間
学
の
研
究
は
我
々
を
倫
理
的
に
豊
富
に
す
る
も
の
と
し
て
重
要
で
あ

る
。
フ
ン
ボ
ル
ト
は
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
ギ
リ
シ
ア
研
究
が
大
切
で
あ
る
と
考
え
た
。
そ
れ
は
人
間
の
認

識
を
拡
張
す
る
の
み
で
な
く
、
ま
た
彼
の
性
格
を
向
上
さ
せ
、
改
善
す
る
。
そ
こ
に
歴
史
的
研
究
の
倫
理
的
価
値

が
存
し
て
い
る
。「
知
ろ
う
と
す
る
者
は
つ
ね
に
或
る
仕
方
で
自
己
を
彼
が
知
ろ
う
と
す
る
も
の
に
等
し
く
な
さ

ね
ば
な
ら
ぬ
。」
ひ
と
つ
の
国
民
の
知
識
は
人
間
の
個
々
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
豊
富
に
す
る
の
み
で
な
く
、
彼
の
全

体
の
主
観
的
本
質
を
動
か
し
、
か
く
し
て
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
へ
の
準
備
と
な
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
「
個
々
の
努
力

を
一
つ
の
全
体
に
、
そ
し
て
ま
さ
に
最
も
高
貴
な
目
的
の
統
一
に
、
人
間
の
最
も
高
い
且
つ
最
も
調
和
し
た
発
達

に
結
合
す
る
た
め
に
」
特
に
必
要
で
あ
る
。「
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
個
々
の
研
究
と
教
養
の
ほ
か
に
、
な
お
一
つ
の

全
く
独
特
な
、
い
わ
ば
全
体
の
人
間
を
結
合
し
、
彼
を
単
に
こ
の
も
し
く
は
か
の
方
面
に
お
い
て
よ
り
有
能
に
、

よ
り
強
く
、
よ
り
善
く
す
る
の
み
で
な
く
、
む
し
ろ
一
般
に
よ
り
偉
大
な
、
よ
り
高
貴
な
人
間
に
す
る
と
こ
ろ
の

教
養
が
存
在
す
る
。
こ
の
教
養
は
、
惟
う
に
、
偉
大
な
そ
し
て
ま
さ
に
こ
の
点
に
お
い
て
驚
歎
す
べ
き
人
間
の
研

究
、
一
言
で
い
う
と
ギ
リ
シ
ア
人
の
研
究
に
よ
っ
て
最
も
よ
く
促
進
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。」
物
を
知
る
た
め

に
は
我
々
は
そ
の
物
と
等
し
く
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
、
従
っ
て
物
を
知
る
こ
と
は
我
々
自
身
を
豊
富
に
す
る
。
ヒ
ュ

ー
マ
ニ
テ
ィ
の
模
範
で
あ
る
と
こ
ろ
の
ギ
リ
シ
ア
人
の
研
究
は
倫
理
的
に
も
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
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か
く
し
て
フ
ン
ボ
ル
ト
に
と
っ
て
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
は
個
性
、
普
遍
性
、
全
体
性
を
意
味
し
て
い
る
。
個
性
と

普
遍
性
と
は
相
反
す
る
も
の
で
は
な
い
。
精
神
の
本
質
は
多
様
の
統
一
で
あ
る
。「
よ
り
多
く
の
内
容
を
形
式
に

転
化
す
れ
ば
す
る
だ
け
、
よ
り
多
く
の
多
様
を
統
一
に
転
化
す
れ
ば
す
る
だ
け
、
彼
は
よ
り
豊
富
で
、
よ
り
生
命

的
で
、
よ
り
力
強
く
、
よ
り
生
産
的
で
あ
る
。」
こ
の
よ
う
に
し
て
カ
ン
ト
の
倫
理
学
の
中
心
概
念
で
あ
っ
た
人

間
の
自
己
目
的
性
は
フ
ン
ボ
ル
ト
に
お
い
て
美
的
に
転
釈
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
倫
理
学
が
人
間
の
活
動

性
を
強
調
し
た
の
に
対
し
て
、
フ
ン
ボ
ル
ト
は
活
動
性
と
共
に
感
受
性
を
強
調
し
、
二
つ
の
方
面
を
統
一
的
に
見

よ
う
と
し
た
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
の
理
念
は
抽
象
的
な
同
一
性
を
求
め
る
の
で
な
く
、
も
ろ
も
ろ
の
個
性
的
な
完

全
性
の
豊
か
さ
を
求
め
る
の
で
あ
る
。
か
よ
う
な
人
格
の
社
会
が
最
高
の
倫
理
的
社
会
で
あ
る
。
人
類
の
理
念
は

諸
個
人
の
全
体
の
う
ち
に
お
い
て
の
ほ
か
現
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。「
た
だ
総
体
の
人
間
の
み
が
自

然
を
認
識
す
る
、
た
だ
総
体
の
人
間
の
み
が
人
間
的
な
も
の
を
生
活
す
る
。」
と
ゲ
ー
テ
は
い
っ
た
。
し
か
る
に

こ
の
よ
う
に
し
て
個
人
の
拡
張
は
同
時
に
人
類
の
拡
張
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
ま
た
フ
ン

ボ
ル
ト
は
い
っ
て
い
る
。「
た
だ
社
会
的
に
の
み
人
類
は
そ
の
最
高
の
頂
上
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て

人
類
は
、
単
に
力
の
増
加
に
よ
っ
て
よ
り
大
き
な
、
よ
り
持
続
的
な
仕
事
を
な
す
た
め
に
ば
か
り
で
な
く
、
む
し

ろ
ま
た
主
と
し
て
、
素
質
の
よ
り
大
き
な
多
様
性
に
よ
っ
て
そ
の
本
性
を
そ
の
真
の
豊
富
さ
に
お
い
て
、
そ
の
全
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体
の
拡
が
り
に
お
い
て
示
す
た
め
に
、
多
数
人
の
結
合
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。」
こ
の
よ
う
に
空
間
的
・
社

会
的
に
拡
張
さ
れ
た
人
類
の
理
念
は
時
間
的
・
歴
史
的
に
も
拡
張
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。「
人
類
の
全
体

の
歴
史
か
ら
人
間
の
精
神
と
性
格
の
形
像
は
引
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
、こ
の
も
の
は
如
何
な
る
個
々
の
世
紀
に
も
、

如
何
な
る
個
々
の
国
民
に
も
決
し
て
等
し
く
な
く
、
し
か
し
す
べ
て
の
も
の
は
こ
の
も
の
に
対
し
て
協
働
す
る
の

で
あ
る
。」

フ
ン
ボ
ル
ト
に
よ
る
と
、
宇
宙
の
う
ち
に
は
一
つ
の
形
成
的
な
原
理
が
働
い
て
い
る
。
有
機
体
の
う
ち
に
、
ま

た
芸
術
作
品
の
う
ち
に
働
い
て
い
る
の
と
同
じ
も
の
が
精
神
的
個
性
の
う
ち
に
も
働
い
て
い
る
。「
生
命
が
不
断

の
創
造
と
し
て
、
そ
し
て
性
格
が
そ
の
結
果
と
し
て
現
れ
る
限
り
、
生
命
は
芸
術
の
如
く
、
性
格
は
芸
術
作
品
の

如
く
、
見
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
見
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。」
宇
宙
の
諸
形
成
に
お
け
る
生
命
的
原
理
は
イ

デ
ー
で
あ
る
。
イ
デ
ー
は
動
か
ぬ
存
在
と
し
て
で
な
く
、
却
っ
て
衝
動
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
。
全
宇
宙
は
こ
の
衝

動
に
よ
っ
て
存
在
す
る
。
人
間
の
核
心
で
あ
る
生
命
衝
動
は
、
人
類
の
イ
デ
ー
を
表
現
し
そ
し
て
自
覚
す
る
こ
と

に
向
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
全
体
的
に
充
実
的
に
人
間
で
あ
ろ
う
と
す
る
衝
動
で
あ
り
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
へ
の
衝

動
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
衝
動
は
無
限
な
も
の
、
神
的
な
も
の
へ
の
形
而
上
学
的
憧
憬
で
あ
る
。「
性
格
の
理

念
性
は
、
彼
を
感
動
さ
せ
る
憧
憬
の
深
さ
と
種
類
に
最
も
多
く
依
存
し
て
い
る
。」
し
か
る
に
こ
の
無
限
な
も
の
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へ
の
憧
憬
は
形
成
的
な
作
用
で
あ
り
、
個
性
的
完
成
に
対
す
る
衝
動
で
あ
る
。
個
性
の
形
成
は
宇
宙
の
究
極
の
目

的
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
我
々
は
フ
ン
ボ
ル
ト
に
お
い
て
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
諸
動
機
が
洗
煉
さ
れ
て
一
つ
の
調
和
あ

る
組
織
に
統
一
さ
れ
て
い
る
の
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
元
来
一
つ
の

体
系
で
あ
る
よ
り
も
一
つ
の
生
感
情
で
あ
り
、
一
つ
の
心
的
態
度
で
あ
る
。
そ
れ
は
体
系
と
し
て
よ
り
も
、
む
し

ろ
そ
の
根
源
的
な
発
現
に
お
い
て
重
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
根
源
的
な
生
感
情
と

し
て
、
人
間
価
値
の
自
覚
と
し
て
、
人
間
性
を
抑
圧
す
る
も
の
、
歪
曲
す
る
も
の
に
対
し
て
、
人
間
性
の
解
放
を

要
求
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
よ
う
な
解
放
の
思
想
と
し
て
、
従
っ
て
ま
た
反
抗
の
思
想
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
社

会
も
文
化
も
人
間
の
作
り
出
す
も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
人
間
が
自
己
の
生
の
発
展
の
た
め
に
作
り
出
し
た
も
の

が
や
が
て
逆
に
人
間
に
と
っ
て
桎
梏
と
な
り
、
人
間
を
圧
迫
す
る
に
至
る
と
い
う
の
が
歴
史
の
法
則
で
あ
る
。
か

く
し
て
新
し
い
社
会
や
文
化
に
対
す
る
要
求
は
ま
ず
人
間
性
の
解
放
に
対
す
る
要
求
と
し
て
現
れ
る
で
あ
ろ
う
。

一
般
的
に
い
う
と
、
そ
こ
に
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
根
源
が
あ
る
。
そ
れ
は
死
滅
せ
ん
と
す
る
形
式
に
対
す
る
生
の

内
容
の
根
源
的
な
体
験
に
出
発
す
る
の
で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
根
本
概
念
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
で
あ
る
。

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
と
い
う
も
の
は
も
と
よ
り
種
々
に
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
し
、す
べ
て
の
哲
学
、
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す
べ
て
の
世
界
観
は
つ
ね
に
そ
れ
ぞ
れ
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
解
釈
を
含
む
と
い
う
こ
と
も
で

き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
の
あ
ら
ゆ
る
解
釈
が
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
の
で
な
く
、

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
に
つ
い
て
一
定
の
解
釈
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る

か
に
つ
い
て
は
す
で
に
初
め
に
一
般
的
に
述
べ
て
お
い
た
。
こ
の
解
釈
に
対
し
て
は
種
々
の
批
判
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
で
あ
ろ
う
。
従
来
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
種
々
の
制
限
が
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
が
理

論
と
し
て
如
何
に
批
判
さ
れ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
根
源
的
な
生
感
情
と
し
て
人
間
の
う
ち
に
毀
し
難
く
存
在
し

て
い
る
。
も
し
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
一
般
に
歴
史
の
法
則
に
従
っ
て
人
間
の
作
っ
た
も
の
が
人
間
を
圧
迫
す
る
こ

と
に
対
す
る
人
間
性
の
解
放
を
意
味
す
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
歴
史
の
発
展
に
お
い
て
具
体

的
に
種
々
の
形
を
と
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
従
来
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
呼
ば
れ
た
も
の
は
、
中

世
的
全
体
主
義
的
文
化
に
対
す
る
人
間
性
の
解
放
を
意
味
し
た
。
そ
の
場
合
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
内
在
論
と
か
、

主
観
主
義
と
か
、
個
人
主
義
と
か
、
文
化
主
義
と
か
の
形
を
と
っ
た
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
現
代
に
お

い
て
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
に
し
て
発
達
し
た
近
代
的
文
化
が
却
っ
て
人
間
を
抑
圧
す
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
と

す
れ
ば
、
今
日
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
従
来
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
は
全
く
異
な
る
新
し
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
な
お
何
故
に
我
々
は
そ
れ
を
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
称
し
得
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る
の
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
ま
ず
人
間
の
解
放
の
思
想
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
次
に
今
日
近
代
的
文
化
の
転
換
期
に

あ
た
っ
て
反
動
的
に
封
建
的
全
体
主
義
的
文
化
の
復
活
す
る
傾
向
が
あ
る
の
に
対
し
て
、
そ
れ
は
そ
の
点
に
関
し

て
近
代
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
同
様
の
立
場
に
立
た
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
第
三
に
、
新
し

い
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
近
代
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
す
ぐ
れ
た
遺
産
を

継
承
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
限
り
そ
れ
は
ま
た
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
称
せ
ら
れ
る
こ
と
が
可

能
で
あ
る
。
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精
神
史
と
い
う
言
葉
は
普
通
に
は
種
々
の
意
味
に
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
従
っ
て
先
ず
そ
の
意
味
を
区

別
す
る
こ
と
が
、
精
神
史
の
概
念
を
明
確
に
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
思
う
。
精
神
史
と
い
う
言
葉
は
差
当
り

歴
史
の
一
領
域
を
表
す
た
め
に
用
い
ら
れ
る
。
即
ち
政
治
史
、
経
済
史
な
ど
と
並
ん
で
精
神
史
と
い
う
も
の
が
歴

史
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
区
分
の
原
理
が
内
容
に
関
わ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ

う
い
う
場
合
、
な
る
ほ
ど
政
治
史
と
か
経
済
史
と
か
と
精
神
史
と
の
区
別
は
一
見
明
瞭
で
あ
る
に
し
て
も
、
精
神

史
と
文
化
史
と
の
区
別
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
と
り
わ
け
観
念
的
な
文
化
即
ち
精
神
文
化
と
称
せ
ら
れ
る
も
の
の

歴
史
、
特
に
哲
学
史
と
か
思
想
史
と
か
と
精
神
史
と
の
区
別
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
哲
学
史
と
か
思
想
史
と
か
、

或
い
は
ま
た
宗
教
史
と
か
文
学
史
と
か
美
術
史
と
か
は
特
殊
史
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
精
神
史
は
一
般
史
の
関

係
に
あ
る
と
い
わ
れ
る
な
ら
ば
、
か
か
る
精
神
史
と
一
般
文
化
史
と
の
関
係
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
更

に
文
化
の
概
念
を
徹
底
し
て
広
く
解
す
る
な
ら
ば
、
経
済
史
は
も
と
よ
り
、
政
治
史
も
文
化
史
の
一
つ
と
見
る
こ

と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
、
政
治
史
と
文
化
史
と
の
区
別
は
な
お
如
何
な
る
も
の
で
あ
り
得
る
で
あ
ろ



二
六
六

う
か
。
こ
こ
に
単
に
内
容
上
の
区
別
の
ほ
か
に
、
方
法
論
上
の
区
別
が
重
要
な
も
の
と
し
て
現
れ
て
く
る
。
そ
の

こ
と
は
、
逆
に
文
化
史
の
問
題
は
政
治
史
の
埒
内
で
解
決
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
、
政
治
史
が
歴
史
学
の
本
来
の
領

域
で
あ
る
と
い
う
主
張
が
存
在
す
る
と
こ
ろ
か
ら
見
て
も
、
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
政
治
史
か
文
化
史
か
と

い
う
問
題
は
、
往
年
史
学
界
に
お
い
て
活
溌
に
闘
わ
れ
た
一
つ
の
方
法
論
的
論
争
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
今
そ
の

論
争
に
立
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
う
い
う
場
合
、
精
神
史
の
概
念
が
政
治
史
の
概
念
よ
り
も
文
化
史
の
概

念
に
接
近
し
て
い
る
こ
と
は
容
易
に
想
像
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
更
に
注
意
を
要
す
る
の
は
、
す
べ
て
の
方
法

論
的
論
争
が
究
極
は
哲
学
に
、
史
観
と
称
せ
ら
れ
る
も
の
に
関
係
す
る
こ
と
で
あ
る
。
政
治
史
か
文
化
史
か
と
い

う
論
争
に
し
て
も
、
歴
史
を
動
か
す
力
を
主
と
し
て
個
人
と
見
る
か
、
そ
れ
と
も
主
と
し
て
集
団
と
見
る
か
、
ま

た
歴
史
を
一
層
多
く
活
動
的
な
も
の
と
見
る
か
、
そ
れ
と
も
一
層
多
く
状
態
的
な
も
の
と
見
る
か
と
い
う
よ
う
な

歴
史
哲
学
的
問
題
に
関
係
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
精
神
史
の
概
念
も
単
に
内
容
に
関
わ
る
の
み
で
な
く
、
一
定
の

方
法
論
的
、
従
っ
て
ま
た
哲
学
的
立
場
を
含
み
、
こ
れ
に
よ
っ
て
他
の
歴
史
概
念
か
ら
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

精
神
史
の
概
念
に
と
っ
て
基
礎
的
な
関
係
を
有
す
る
も
の
が
精
神
の
概
念
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
で

あ
ろ
う
。
し
か
る
に
精
神
の
概
念
に
最
も
含
蓄
的
な
意
味
を
与
え
た
の
は
ヘ
ー
ゲ
ル
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
彼

は
後
の
時
代
の
歴
史
学
に
対
し
て
極
め
て
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
依
る
と
、
精
神
は
イ
デ
ー
の
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よ
り
高
い
表
現
で
あ
る
。
か
く
て
イ
デ
ー
は
単
な
る
実
体
で
な
く
、
生
け
る
実
体
で
あ
る
、
そ
れ
は
精
神
と
し
て

実
体
と
い
う
よ
り
も
主
体
で
あ
る
。
イ
デ
ー
が
主
体
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
そ
れ
が
単
に
主
観
的
な
も
の
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
そ
れ
が
生
命
的
な
も
の
、
運
動
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
元
来
、
ヘ

ー
ゲ
ル
の
い
う
イ
デ
ー
は
我
々
の
意
識
に
依
存
す
る
も
の
で
な
く
、
絶
対
的
に
在
る
も
の
で
あ
る
。
精
神
と
い
っ

て
も
単
に
主
観
的
な
も
の
で
な
く
、
自
己
を
客
観
化
す
る
と
い
う
こ
と
が
却
っ
て
精
神
の
本
質
に
属
し
て
い
る
。

精
神
は
自
己
を
客
観
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
豊
富
に
さ
れ
て
自
己
に
遷
る
、
自
覚
と
い
う
こ
と
に
は
客
観
化
が
そ

の
必
然
的
契
機
と
し
て
含
ま
れ
る
。
か
よ
う
に
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
イ
デ
ー
も
し
く
は
精
神
は
先
ず
何
よ
り
も
全
体

性
の
概
念
で
あ
る
。
そ
れ
は
多
様
な
も
の
に
対
し
て
こ
の
も
の
か
ら
分
離
さ
れ
た
抽
象
的
普
遍
で
は
な
く
、
多
様

な
も
の
と
の
結
合
に
お
い
て
こ
の
も
の
を
生
か
し
て
い
る
統
一
と
し
て
の
具
体
的
普
遍
で
あ
る
。
多
様
な
も
の
の

統
一
に
お
け
る
総
括
が
精
神
の
本
質
で
あ
る
。
次
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
イ
デ
ー
も
し
く
は
精
神
は
運
動
す
る
も
の
、
運

動
に
お
い
て
自
己
を
実
現
す
る
も
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
、
そ
れ
は
弁
証
法
的
な
も
の
で
あ
る
。
精
神
は
自

己
の
内
面
を
外
部
に
措
定
し
、
そ
う
し
て
こ
の
も
の
の
う
ち
に
自
己
を
認
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
対
象
を
自

己
の
う
ち
へ
取
り
戻
し
、
こ
れ
に
お
い
て
自
己
に
還
っ
て
来
る
の
で
あ
る
。
第
三
に
、
こ
の
よ
う
な
精
神
は
超
越

的
な
も
の
で
な
く
、
世
界
に
内
在
す
る
も
の
で
あ
る
。
精
神
は
、
自
己
を
も
ろ
も
ろ
の
特
殊
な
契
機
、
形
態
に
分
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化
し
、
そ
の
す
べ
て
に
お
い
て
自
己
同
一
に
と
ど
ま
り
つ
つ
、
現
実
の
う
ち
に
啓
示
さ
れ
る
。
歴
史
は
イ
デ
ー
が

自
己
を
顕
現
す
る
最
も
固
有
な
領
域
で
あ
る
。「
世
界
史
は
時
間
に
お
け
る
精
神
の
開
示
で
あ
る
」、
と
ヘ
ー
ゲ
ル

は
い
っ
て
い
る
。
か
よ
う
な
歴
史
観
は
一
つ
の
宗
教
的
前
提
、
即
ち
汎
神
論
的
前
提
を
も
っ
て
い
た
。
そ
の
具
体

的
な
表
象
に
お
け
る
イ
デ
ー
は
神
で
あ
る
。「
神
は
世
界
を
支
配
す
る
、
そ
の
支
配
の
内
容
、
そ
の
計
画
の
遂
行

が
世
界
史
で
あ
る
。」
こ
の
も
の
を
哲
学
は
把
握
し
よ
う
と
す
る
。
神
的
イ
デ
ー
の
純
な
る
光
の
前
に
は
、
世
界

が
気
違
染
み
た
、
愚
か
な
出
来
事
で
あ
る
か
の
如
き
外
観
は
消
え
失
せ
る
。
哲
学
は
神
的
イ
デ
ー
の
現
実
性
を
認

識
し
、
賤い
や
しし
め
ら
れ
た
現
実
を
弁
明
す
る
と
考
え
ら
れ
た
。

ヘ
ー
ゲ
ル
の
精
神
の
概
念
は
精
神
史
の
概
念
の
成
立
に
大
き
な
寄
与
を
な
し
た
で
あ
ろ
う
。
精
神
は
実
在
的
な

も
の
と
し
て
歴
史
に
お
け
る
根
本
的
な
力
で
あ
る
と
い
う
思
想
は
こ
こ
に
明
瞭
に
言
い
表
さ
れ
た
。
精
神
史
の
概

念
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
は
先
ず
、
精
神
が
単
に
内
部
の
も
の
で
な
く
、
自
己
を
外
化
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
の
い
わ
ゆ
る
客
観
精
神
の
概
念
は
精
神
史
の
概
念
の
成
立
に
基
礎
を
与
え
た
も
の
と
い
え
る
。
次
に
重

要
な
こ
と
は
、
精
神
が
運
動
す
る
も
の
、
発
展
す
る
も
の
と
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
理
性
を
超
歴
史
的

な
も
の
と
考
え
る
従
来
の
見
方
に
反
対
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
理
性
そ
の
も
の
の
う
ち
に
歴
史
を
持
ち
込
ん
だ
こ
と

は
精
神
史
の
概
念
に
対
す
る
基
礎
的
な
貢
献
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
精
神
の
概
念
及
び
そ
の
歴
史
哲
学
は
方
法
論
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的
に
も
精
神
史
の
発
達
に
対
し
て
種
々
の
寄
与
を
な
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
先
ず
精
神
は
全
体

的
な
も
の
、
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る
。
精
神
史
に
お
い
て
は
歴
史
上
の
個
々
の
特
殊
な
事
実
は
ば
ら
ば
ら
な
も
の

と
し
て
見
ら
れ
る
の
で
な
く
、
そ
の
す
べ
て
を
貫
く
普
遍
的
な
も
の
、
全
体
的
な
も
の
、
即
ち
ま
さ
に
そ
の
精
神

が
問
題
で
あ
る
。
事
実
の
羅
列
が
問
題
で
な
く
、
一
つ
の
事
実
を
他
の
も
ろ
も
ろ
の
事
実
と
の
結
合
に
お
い
て
統

一
す
る
も
の
が
問
題
で
あ
る
。
精
神
は
統
一
で
あ
る
と
共
に
区
別
で
あ
る
、
そ
れ
は
全
体
で
あ
る
と
共
に
も
ろ
も

ろ
の
肢
体
の
う
ち
に
現
れ
る
。
そ
れ
故
に
第
二
に
、
精
神
史
に
お
い
て
は
種
々
の
文
化
が
そ
れ
ぞ
れ
孤
立
的
に
見

ら
れ
る
の
で
な
く
、
そ
れ
ら
相
互
の
聯
関
を
、
し
か
も
そ
の
根
柢
に
あ
る
精
神
の
統
一
か
ら
考
察
す
る
の
で
あ
る
。

か
よ
う
な
精
神
の
統
一
と
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
民
族
精
神
或
い
は
時
代
精
神
と
い
う
も
の
を
考
え
た
。
そ
れ
は
歴
史

に
お
け
る
精
神
の
規
定
性
で
あ
る
。こ
の
規
定
性
に
お
い
て
精
神
は
具
体
的
な
も
の
と
し
て
そ
の
意
識
と
意
欲
の
、

そ
の
全
体
の
現
実
性
の
あ
ら
ゆ
る
方
面
を
表
現
す
る
。
即
ち
そ
れ
は
民
族
の
宗
教
、
そ
の
政
治
組
織
、
そ
の
道
徳
、

そ
の
法
律
体
系
、
そ
の
慣
習
、
ま
た
そ
の
科
学
、
芸
術
及
び
技
術
の
共
通
の
特
質
で
あ
る
。
種
々
の
文
化
は
相
互

に
聯
関
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
聯
関
は
そ
れ
ら
が
一
つ
の
共
通
の
根
柢
即
ち
時
代
精
神
を
表
現
す
る
と
こ
ろ
に
あ

る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
第
三
に
、
精
神
は
全
体
的
な
も
の
、
普
遍
的
な
も
の
を
意
味
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

精
神
史
の
概
念
は
普
遍
史
も
し
く
は
世
界
史
の
概
念
に
つ
ら
な
っ
て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
民
族
精
神
に
甚
だ
重
要



二
七
〇

な
意
味
を
認
め
た
。
し
か
し
彼
は
浪
漫
主
義
者
の
民
族
精
神
の
概
念
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
世
界
精
神
と
い
う

も
の
を
考
え
た
。
各
々
の
民
族
精
神
は
世
界
精
神
の
発
展
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
契
機
或
い
は
段
階
を
現
し
て
い

る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
依
る
と
、
世
界
史
の
各
々
の
時
代
に
お
い
て
普
遍
的
精
神
の
そ
の
時
々
の
発
展
段
階
を
担
っ
て

い
る
世
界
史
的
民
族
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ
う
し
て
こ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
民
族
は
絶
対
的
権
利
を
も
っ
て
い
る

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
に
対
し
て
は
他
の
諸
民
族
の
諸
精
神
は
何
等
の
権
利
も
も
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
も

そ
の
民
族
に
せ
よ
、
世
界
史
の
新
し
い
時
代
が
来
る
と
、
世
界
精
神
の
新
し
い
段
階
が
現
れ
る
と
、
も
は
や
自
己

の
任
務
を
終
っ
た
も
の
と
し
て
世
界
史
の
舞
台
か
ら
退
場
し
て
他
の
新
し
い
世
界
史
的
民
族
に
席
を
譲
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
、
民
族
精
神
は
世
界
精
神
の
計
画
の
遂
行
の
た
め
の
道
具
に
過
ぎ
な
い

こ
と
に
な
る
。
個
人
に
つ
い
て
も
同
じ
よ
う
に
い
え
る
の
で
あ
っ
て
、
実
際
ヘ
ー
ゲ
ル
は
世
界
史
的
個
人
を
「
世

界
精
神
の
業
務
担
当
者
」
と
称
し
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
歴
史
に
お
け
る
個
性
的
な
も
の
の
独
自
の

価
値
、
固
有
の
権
利
は
奪
わ
れ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
精
神
史
は
世
界
史
的
考
察
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し

な
が
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
観
に
お
け
る
か
よ
う
な
欠
点
は
訂
正
を
要
す
る
の
で
あ
る
。
第
四
に
、
精
神
史
が
発
展

史
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
精
神
は
運
動
す
る
も
の
、
発
展
す
る
も
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル

は
こ
の
発
展
を
弁
証
法
の
論
理
に
従
う
も
の
と
見
、
そ
の
汎
論
理
主
義
の
立
場
か
ら
歴
史
の
発
展
過
程
が
純
粋
に
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論
理
的
に
構
成
さ
れ
得
る
も
の
の
如
く
考
え
た
。
そ
こ
で
彼
に
と
っ
て
は
現
実
の
歴
史
は
イ
デ
ー
の
発
展
の
影
の

如
き
も
の
と
な
り
、
そ
の
論
理
的
諸
範
疇
の
図
解
に
過
ぎ
ぬ
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
経
験
的
事
実
は
論
理
的
構

成
の
た
め
に
暴
力
を
加
え
ら
れ
、
歪
曲
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
精
神
史
は
発
展
史
的
考
察
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
如
き
論
理
的
構
成
的
立
場
を
去
っ
て
、
経
験
を
尊
重
し
、
経
験
的
事
実
の
う

ち
に
沈
潜
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

精
神
史
の
概
念
の
成
立
に
と
っ
て
重
要
な
関
係
が
あ
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
歴
史
的
イ
デ
ー
論
で
あ
る
。
こ
の
も

の
は
イ
デ
ー
を
歴
史
的
力
と
考
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
的
構
成
が
現
実
の
歴
史
と
乖
離

し
た
の
に
対
し
て
、
一
般
に
よ
り
経
験
的
な
態
度
を
と
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
イ
デ
ー
論
の
代
表
者
と

し
て
特
に
挙
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
、
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
フ
ォ
ン
・
フ
ン
ボ
ル
ト
で
あ
る
。
フ
ン
ボ
ル
ト
に
と
っ
て
、

そ
の
名
に
値
す
る
歴
史
家
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
出
来
事
を
一
つ
の
全
体
の
部
分
と
し
て
叙
述
す
る
者
で
あ
る
。
こ
れ

が
歴
史
一
般
の
形
式
で
あ
る
。歴
史
の
目
標
は
、人
類
を
通
じ
て
現
れ
る
イ
デ
ー
の
、あ
ら
ゆ
る
方
面
に
向
っ
て
の
、

あ
ら
ゆ
る
形
態
に
お
い
て
の
、
実
現
で
あ
る
。
歴
史
家
の
課
題
は
、
そ
の
最
後
の
、
し
か
し
最
も
単
純
な
解
決
に

お
い
て
は
、
イ
デ
ー
が
現
実
の
う
ち
に
存
在
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
努
力
の
叙
述
で
あ
る
。
こ
の
イ
デ
ー
は
豊
富

な
出
来
事
そ
の
も
の
の
中
か
ら
現
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
言
い
換
え
る
と
、
純
粋
な
歴
史
的
感
覚
を
も
っ
て
な
さ
れ
た
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出
来
事
の
考
察
を
通
じ
て
我
々
の
心
に
浮
び
出
て
く
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
歴
史
に
対
し
て
外
部
か
ら
何

等
か
の
イ
デ
ー
を
押
し
附
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
哲
学
的
歴
史
と
称
す
る
も
の
の
陥
っ
た
誤
謬
で
あ
る
。
イ
デ
ー

は
出
来
事
の
聯
関
の
う
ち
に
お
い
て
の
み
示
さ
れ
得
る
。
イ
デ
ー
と
は
関
係
の
全
体
性
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
の

本
質
は
、
形
式
原
理
と
し
て
多
数
の
も
の
を
連
結
し
、
こ
れ
を
統
一
に
形
成
し
、
か
よ
う
に
し
て
多
数
の
も
の
を

初
め
て
全
体
に
な
す
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
イ
デ
ー
は
全
体
の
形
態
で
あ
り
、
同
時
に
一
つ
の
発
展
の
必
然
性
と

そ
の
性
格
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
す
べ
て
の
与
え
ら
れ
た
も
の
は
究
極
は
一
つ
の
根
源
的
な
根
柢
を
有

す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
イ
デ
ー
は
唯
一
の
根
源
的
イ
デ
ー
（
ウ
ル
イ
デ
ー
）
の
も
ろ
も
ろ
の
特
殊
化
、

諸
表
現
、
諸
内
容
で
あ
る
。「
世
界
史
は
世
界
統
治
な
し
に
は
理
解
さ
れ
な
い
」、
と
フ
ン
ボ
ル
ト
は
い
っ
て
い
る
。

イ
デ
ー
の
概
念
は
全
体
の
世
界
史
の
統
一
的
な
見
方
を
可
能
に
す
る
の
で
あ
る
。
フ
ン
ボ
ル
ト
の
歴
史
的
イ
デ
ー

論
の
根
柢
に
も
神
学
的
観
念
が
存
す
る
こ
と
は
右
の
言
葉
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
彼
は
イ
デ
ー

を
生
命
的
な
も
の
と
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
的
構
成
的
態
度
を
斥
け
て
む
し
ろ
芸
術
的
直
観
的
態

度
を
と
っ
た
。「
あ
ら
ゆ
る
関
係
の
根
元
の
点
」
で
あ
る
と
こ
ろ
の
イ
デ
ー
の
把
捉
は
芸
術
的
統
覚
の
作
用
で
あ

る
。
歴
史
は
シ
ェ
リ
ン
グ
の
い
わ
ゆ
る
「
歴
史
的
芸
術
」、
経
験
的
特
殊
的
な
も
の
と
絶
対
的
全
体
的
な
も
の
と

の
綜
合
で
あ
り
、
フ
ン
ボ
ル
ト
に
依
る
と
「
観
照
」
に
よ
っ
て
全
体
は
捉
え
ら
れ
、「
必
然
性
を
呼
吸
す
る
形
式
」
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の
う
ち
に
注
ぎ
込
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
豊
富
な
諸
関
係
を
「
少
な
く
と
も
瞬
間
的
に
そ
の
根
源
的
な
統
一
に
結
合

す
る
こ
と
は
、
た
だ
構
想
力
に
の
み
許
さ
れ
て
い
る
」、
と
フ
ン
ボ
ル
ト
は
い
う
。
諸
関
係
の
複
合
の
全
体
性
の

直
観
と
し
て
の
イ
デ
ー
に
相
応
す
る
唯
一
の
方
法
は
芸
術
的
統
覚
で
あ
る
と
さ
れ
た
。

次
に
フ
ン
ボ
ル
ト
の
歴
史
的
イ
デ
ー
論
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
対
し
て
、
個
別
的
な
も
の
に
独
自
の
歴
史
的
意
義
を

認
め
よ
う
と
し
た
。
イ
デ
ー
は
個
性
の
う
ち
に
現
れ
る
。
こ
の
場
合
、
個
性
と
い
う
の
は
、
単
に
個
人
を
い
う
の

で
は
な
く
、
ま
た
個
々
の
国
民
乃
至
国
家
を
い
う
の
で
あ
る
、
国
民
乃
至
国
家
も
個
性
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
う

し
て
あ
ら
ゆ
る
個
性
は
現
象
の
う
ち
に
根
差
し
て
い
る
イ
デ
ー
で
あ
る
。
し
か
も
若
干
の
個
性
に
あ
っ
て
は
、
イ

デ
ー
は
、
恰
も
そ
の
う
ち
に
自
己
を
顕
現
す
る
た
め
に
個
性
の
形
式
を
と
っ
た
か
の
よ
う
に
、
特
に
勝
れ
て
輝
き

出
る
。
こ
れ
は
一
つ
の
力
の
産
出
で
あ
り
、
随
伴
し
て
い
る
諸
情
況
か
ら
導
来
す
る
こ
と
の
で
き
ぬ
天
才
的
な
も

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
偉
大
な
個
性
は
「
そ
の
独
自
性
の
力
に
よ
っ
て
人
間
精
神
に
そ
れ
ま
で
発
見
さ
れ
ず
に

い
た
方
向
へ
の
新
し
い
飛
躍
」
を
与
え
る
。
あ
ら
ゆ
る
時
代
に
、
芸
術
や
科
学
や
哲
学
に
お
い
て
自
己
の
民
族
に

一
つ
の
違
っ
た
方
向
を
与
え
た
個
人
、
宗
教
や
法
律
や
道
徳
に
突
然
の
変
化
を
生
ぜ
し
め
た
改
革
者
が
現
れ
た
。

し
か
る
に
フ
ン
ボ
ル
ト
に
依
る
と
、イ
デ
ー
は
こ
の
よ
う
に
個
性
と
し
て
現
れ
る
と
共
に
、他
方
に
お
い
て
は
「
イ

デ
ー
的
形
態
」
と
し
て
現
れ
る
。
個
性
と
イ
デ
ー
的
形
態
と
は
イ
デ
ー
が
自
己
を
現
す
二
つ
の
道
で
あ
る
。
前
の
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場
合
に
お
い
て
は
イ
デ
ー
は
い
わ
ば
突
然
に
、
優
越
的
に
現
れ
る
の
に
反
し
て
、
後
の
場
合
に
お
い
て
は
最
初
は

微
か
に
、
し
か
し
次
第
に
明
ら
か
に
な
り
、
そ
う
し
て
遂
に
は
多
く
の
場
所
、
違
っ
た
事
情
の
う
ち
に
不
可
抗
的

に
侵
入
す
る
の
で
あ
る
。
イ
デ
ー
的
形
態
は
純
粋
な
個
性
に
対
し
て
型
（
タ
イ
プ
）
的
な
も
の
と
見
る
こ
と
が
で

き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
人
間
的
個
性
そ
の
も
の
で
な
く
、
た
だ
間
接
に
こ
の
も
の
に
関
係
す
る
。
例
え
ば
言
語

は
イ
デ
ー
的
形
態
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
う
し
て
言
語
は
精
神
の
活
動
の
産
物
と
い
う
よ
り
も
そ
の
無
意
的
な
流
出

物
で
あ
り
、
民
族
の
仕
事
と
い
う
よ
り
も
そ
の
内
的
運
命
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
賜
物
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し

て
フ
ン
ボ
ル
ト
は
歴
史
家
に
対
し
て
、
如
何
な
る
場
合
に
も
イ
デ
ー
を
探
る
べ
き
こ
と
、
し
か
し
こ
の
イ
デ
ー
は

出
来
事
そ
の
も
の
に
お
い
て
認
識
さ
れ
得
る
こ
と
、
自
分
の
手
で
作
っ
た
イ
デ
ー
を
現
実
に
対
し
て
想
定
し
て
は

な
ら
ぬ
こ
と
、
そ
う
し
て
ま
た
全
体
の
聯
関
の
探
求
の
た
め
に
個
々
の
も
の
の
生
命
的
な
豊
富
さ
の
何
物
を
も
犠

牲
に
し
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
を
要
求
し
た
。

ラ
ン
ケ
が
ヘ
ー
ゲ
ル
に
反
対
し
た
の
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
見
解
に
お
い
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
は
イ
デ
ー
の
影
も

し
く
は
図
解
に
過
ぎ
ぬ
も
の
と
な
り
、
人
類
の
継
起
す
る
諸
時
代
は
相
互
に
い
わ
ば
中
和
さ
れ
て
、
そ
れ
自
身
の

意
義
を
も
た
ぬ
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。「
し
か
る
に
私
は
主
張
す
る
、
あ
ら
ゆ
る
時
代
は
直
接
に

神
の
も
と
に
あ
り
、
そ
う
し
て
そ
の
価
値
は
そ
れ
か
ら
出
て
く
る
も
の
に
存
す
る
の
で
な
く
、
そ
の
存
在
そ
の
も
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の
に
、
そ
の
自
身
の
自
己
に
存
す
る
の
で
あ
る
」、
と
ラ
ン
ケ
は
い
っ
て
い
る
。
も
と
よ
り
彼
も
単
な
る
個
性
の

叙
述
を
も
っ
て
満
足
す
る
も
の
で
は
な
い
、彼
の
世
界
史
的
眼
光
は
そ
こ
に
止
ま
る
こ
と
を
許
さ
な
い
で
あ
ろ
う
、

彼
も
ま
た
歴
史
の
う
ち
に
内
在
す
る
イ
デ
ー
を
捉
え
よ
う
と
し
た
。「
歴
史
は
、
出
来
事
の
系
列
的
継
起
を
で
き

る
だ
け
鋭
く
且
つ
正
確
に
展
示
し
、
そ
う
し
て
そ
の
各
々
の
色
彩
と
形
態
と
を
再
現
し
よ
う
と
、
如
何
に
甚
だ
努

力
す
る
に
せ
よ
、そ
れ
は
こ
の
仕
事
に
止
ま
る
の
で
な
く
、人
類
を
導
く
生
命
の
最
も
深
い
最
も
秘
密
の
活
動
（
フ

ン
ボ
ル
ト
の
イ
デ
ー
）
に
ま
で
貫
き
入
る
こ
と
を
求
め
る
の
で
あ
る
。」
こ
の
よ
う
に
し
て
彼
も
ま
た
歴
史
の
「
指

導
的
イ
デ
ー
」、「
各
々
の
時
代
に
お
け
る
支
配
的
傾
向
」
を
捉
え
よ
う
と
し
た
。
も
ち
ろ
ん
歴
史
家
は
ど
こ
ま
で

も
客
観
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。「
ひ
と
は
歴
史
に
、
過
去
を
審
判
し
、
将
来
の
利
益
の
た
め
に
同
時
代
の
人
々

に
教
訓
す
る
と
い
う
役
目
を
与
え
た
。こ
の
試
み
は
か
く
の
如
き
仕
事
を
敢
え
て
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
、

そ
れ
は
た
だ
元
来
如
何
に
あ
っ
た
か
を
語
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
」、
と
ラ
ン
ケ
は
述
べ
て
い
る
。
即
ち
歴
史
家

の
仕
事
は
歴
史
を
評
価
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
た
だ
そ
れ
を
認
識
す
る
こ
と
で
あ
る
。
歴
史
の
指
導
的
イ
デ
ー
或

い
は
支
配
的
傾
向
に
関
し
て
も
、
彼
は
そ
れ
を
評
価
し
よ
う
と
欲
す
る
こ
と
な
く
、
た
だ
そ
れ
を
理
解
す
る
こ
と

に
努
む
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。

い
っ
た
い
歴
史
の
イ
デ
ー
的
見
方
は
、
従
っ
て
ま
た
精
神
史
的
見
方
は
、
何
処
に
そ
の
根
拠
を
も
っ
て
い
る
で
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あ
ろ
う
か
。
嘗
て
サ
ヴ
ィ
ニ
イ
【Friedrich C

arl von Savigny

】
は
い
っ
た
、「
私
が
正
し
い
と
考
え
る
方
法
に
依
る
と
、

歴
史
が
提
供
す
る
多
様
な
も
の
の
う
ち
に
、
よ
り
高
い
統
一
、
個
々
の
現
象
が
そ
れ
か
ら
説
明
さ
る
べ
き
生
命
原

理
が
探
求
さ
れ
、
そ
う
し
て
か
よ
う
に
し
て
物
質
的
に
与
え
ら
れ
た
も
の
は
絶
え
ず
よ
り
多
く
精
神
化
さ
れ
る
の

で
あ
る
」。
こ
の
よ
う
な
方
法
が
経
験
的
因
果
の
表
面
を
通
じ
て
形
而
上
学
的
本
質
の
深
み
へ
導
き
入
れ
ら
れ
得

る
探
針
で
あ
る
。
経
験
主
義
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
に
依
る
と
、
有
限
な
も
の
を
因
果
性
に
従
っ
て
現
実
と
し
て
考
察

す
る
、
し
か
る
に
単
な
る
因
果
性
の
追
求
は
本
質
に
導
か
な
い
、
こ
れ
は
た
だ
絶
対
的
な
認
識
の
仕
方
の
み
が
為

し
得
る
こ
と
で
あ
る
、
経
験
主
義
、
因
果
性
、
悟
性
に
対
し
て
、
本
質
、
知
的
直
観
、
イ
デ
ー
が
立
っ
て
い
る
。

単
な
る
因
果
的
見
方
は
全
体
と
い
う
も
の
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
全
体
と
部
分
と
の
関
係
は
単
な
る
因
果

性
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
、
そ
こ
に
自
然
的
因
果
性
に
対
し
て
形
而
上
学
的
因
果
性
と
も
い
う
べ

き
も
の
が
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
フ
ン
ボ
ル
ト
に
と
っ
て
イ
デ
ー
と
は
部
分
を
全
体
に
形
成
す
る
原

理
、
聯
関
を
建
立
す
る
原
理
で
あ
り
、
個
々
の
も
の
の
全
体
か
ら
の
理
解
の
機
関
で
あ
る
。
そ
れ
は
機
械
的
、
生

物
学
的
或
い
は
心
理
学
的
説
明
を
伴
わ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
し
か
し
決
し
て
こ
れ
に
解
消
さ
れ
得
る
も
の
で
は
な

い
。
イ
デ
ー
的
見
方
は
全
体
的
見
方
で
あ
り
、
こ
の
全
体
と
い
う
も
の
が
機
械
的
因
果
的
に
捉
え
ら
れ
得
る
も
の

で
な
い
と
こ
ろ
に
そ
の
根
拠
が
あ
る
の
で
あ
る
。
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さ
て
ド
イ
ツ
歴
史
学
派
の
伝
統
を
同
化
し
つ
つ
現
代
に
お
い
て
精
神
史
方
法
論
に
最
も
重
要
な
影
響
を
及
ぼ
し

た
の
は
デ
ィ
ル
タ
イ
で
あ
る
。
彼
の
精
神
科
学
論
の
モ
ッ
ト
ー
と
し
て
、
我
々
は
フ
ン
ボ
ル
ト
の
次
の
言
葉
を
掲

げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。「
世
界
史
の
う
ち
に
働
い
て
い
る
一
切
の
も
の
は
ま
た
人
間
の
内
部
に
お
い
て

動
い
て
い
る
」、
と
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
歴
史
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
精
神
の
表
現
で
あ
る
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
ま
た
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
歴
史
的
な
も
の
の
一
切
を
通
じ
て
我
々
の
内
部
に
お
い
て
体
験
さ

れ
る
も
の
が
理
解
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
お
よ
そ
歴
史
の
理
解
は
、
歴
史
の
う
ち
に
働
い
て
い
る
一
切
の

も
の
が
ま
た
人
間
の
内
部
に
お
い
て
動
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ

イ
は
歴
史
的
世
界
の
構
造
を
体
験
、
表
現
、
理
解
と
い
う
三
つ
の
も
の
の
聯
関
に
お
い
て
捉
え
た
。
体
験
、
表
現
、

理
解
の
聯
関
は
到
る
処
に
お
い
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
類
が
精
神
科
学
的
対
象
と
し
て
我
々
に
と
っ
て
そ
こ
に
あ

る
と
こ
ろ
の
手
続
で
あ
る
。
精
神
科
学
は
ま
さ
に
こ
の
聯
関
に
お
い
て
基
礎
附
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ド
イ

ツ
歴
史
学
派
に
お
け
る
イ
デ
ー
論
は
、
い
わ
ゆ
る
記
述
的
・
分
析
的
心
理
学
を
基
礎
と
す
る
デ
ィ
ル
タ
イ
の
精
神

科
学
論
に
よ
っ
て
一
層
経
験
的
な
基
礎
に
お
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
精
神
科
学
の
方
法
は
理
解
の
方
法
、
解
釈

学
的
方
法
で
あ
る
。
理
解
と
は
外
部
か
ら
内
部
を
捉
え
る
こ
と
で
あ
り
、
外
部
と
い
う
の
は
表
現
で
あ
っ
て
内
部

と
い
う
の
は
体
験
で
あ
る
。
体
験
は
外
部
に
表
現
さ
れ
る
、
表
現
は
理
解
に
よ
っ
て
内
部
に
関
係
附
け
ら
れ
る
、
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そ
う
し
て
体
験
は
表
現
と
い
う
客
観
的
に
現
れ
た
も
の
の
理
解
に
よ
っ
て
拡
大
さ
れ
、
ま
た
そ
の
客
観
性
を
得
る

の
で
あ
る
。
歴
史
は
精
神
科
学
的
方
法
に
依
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
歴
史
は
精
神
史
で
あ
る
と
い
う
こ

と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

精
神
は
デ
ィ
ル
タ
イ
に
と
っ
て
全
体
的
な
も
の
を
意
味
し
て
い
る
。
全
体
が
概
念
的
に
構
成
さ
れ
た
も
の
で
な

く
、
却
っ
て
第
一
次
的
な
事
実
と
し
て
体
験
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
我
々
の
精
神
生
活
の
根
本
的
事
実
で
あ
る
。

そ
う
し
て
フ
ン
ボ
ル
ト
に
お
い
て
イ
デ
ー
が
関
係
の
全
体
性
を
意
味
し
た
よ
う
に
、
こ
の
精
神
的
全
体
は
デ
ィ
ル

タ
イ
に
依
る
と
構
造
聯
関
も
し
く
は
作
用
聯
関
で
あ
る
。
そ
れ
は
要
素
か
ら
合
成
さ
れ
た
も
の
で
な
く
、
聯
関
は

精
神
生
活
に
お
い
て
根
源
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
、
我
々
は
こ
の
聯
関
の
背
後
に
溯
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
聯
関
は

実
に
「
生
そ
の
も
の
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
概
念
」
で
あ
っ
て
、
我
々
の
思
惟
が
そ
こ
に
持
ち
込
ん
だ
若
く
は
附
け

加
え
た
概
念
で
は
な
い
。
精
神
生
活
の
構
造
が
絶
え
ず
作
用
し
、
意
識
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
る
諸
過
程
は
つ
ね
に

そ
れ
に
制
約
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
諸
過
程
は
孤
立
さ
れ
分
離
さ
れ
た
要
素
で
な
く
、
全
体
に
お
け

る
一
つ
の
機
能
或
い
は
仕
事
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
全
体
が
体
験
さ
れ
る
事
実
で
あ
り
、
そ
う
し
て
精
神
的
構
造

の
中
心
を
な
す
の
は
諸
衝
動
と
諸
感
情
の
束
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
精
神
生
活
の
基
本
的
関
係
と
し
て
の
全
体
と

部
分
の
関
係
は
、
意
味
の
範
疇
や
合
目
的
性
の
範
疇
を
基
礎
附
け
る
。
生
の
範
疇
と
し
て
の
発
展
の
概
念
も
そ
こ
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に
与
え
ら
れ
る
、
発
展
も
ま
た
構
造
の
聯
関
が
根
柢
に
あ
る
と
こ
ろ
に
お
い
て
の
み
考
え
ら
れ
る
。
意
味
、
合
目

的
性
、
発
展
等
が
「
生
の
範
疇
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
ら
が
先
験
的
に
生
に
対
し
て
適
用
さ
れ
る
も
の

で
な
く
、
生
そ
の
も
の
の
本
質
の
う
ち
に
横
た
わ
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
来
の
説
明
的

も
し
く
は
構
成
的
心
理
学
は
、
精
神
現
象
を
一
義
的
に
規
定
さ
れ
た
一
定
数
の
要
素
に
よ
っ
て
因
果
関
係
に
従
属

さ
せ
よ
う
と
し
た
。
精
神
生
活
の
構
造
聯
関
は
こ
の
よ
う
な
認
識
方
法
を
拒
絶
す
る
。
こ
の
も
の
は
た
だ
分
析
さ

れ
記
述
さ
れ
得
る
の
み
で
あ
る
。
精
神
生
活
に
お
い
て
は
聯
関
が
第
一
次
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
、

自
然
認
識
と
心
理
学
的
認
識
と
の
根
本
的
差
異
が
あ
る
。

し
か
る
に
内
部
に
お
い
て
体
験
さ
れ
る
精
神
生
活
は
外
部
に
お
い
て
表
現
に
達
す
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
こ
の
も

の
を
「
生
の
客
観
化
」
と
称
し
た
。
生
は
自
己
の
う
ち
に
無
限
の
内
化
の
傾
向
を
含
む
と
共
に
無
限
の
外
化
の
傾

向
を
蔵
し
て
い
る
。
最
も
縁
な
き
も
の
と
見
ゆ
る
外
物
も
体
験
に
引
き
入
れ
ら
れ
る
可
能
性
を
有
す
る
と
共
に
、

意
識
の
照
し
得
ぬ
最
も
深
き
内
奥
も
表
現
に
顕
れ
る
可
能
性
を
有
す
る
。
一
切
の
歴
史
的
な
も
の
は
こ
の
よ
う
な

生
の
客
観
化
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
言
語
、
神
話
、
文
芸
、
美
術
そ
の
他
一
切
の
歴
史
的
形
成
物
に
お
い
て
、
我
々
は

い
わ
ば
対
象
的
と
な
っ
た
心
的
生
活
を
も
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
客
観
的
な
諸
形
態
は
心
的
作
用
に
よ
っ
て
、
そ

の
法
則
に
従
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、「
精
神
生
活
の
構
造
は
、
精
神
的
諸
統
一
体
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の
協
働
か
ら
生
ず
る
一
切
の
歴
史
的
過
程
に
対
す
る
図
式
、
い
わ
ば
輪
廓
を
自
己
の
う
ち
に
含
む
」、
と
い
っ
て

い
る
。
精
神
生
活
は
一
つ
の
聯
関
で
あ
る
故
に
、
芸
術
、
宗
教
そ
の
他
の
も
の
は
歴
史
に
お
い
て
つ
ね
に
構
造
的

聯
関
に
立
っ
て
い
る
。デ
ィ
ル
タ
イ
は
生
の
客
観
化
に
お
い
て
文
化
の
諸
体
系
と
外
的
諸
組
織
と
を
区
別
し
た
が
、

両
者
は
た
だ
相
対
的
に
独
立
で
あ
っ
て
、
現
実
に
お
い
て
は
生
け
る
聯
関
を
な
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う

に
あ
ら
ゆ
る
客
観
的
歴
史
的
形
態
は
精
神
生
活
の
表
現
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
外
か
ら
内
へ
の
理
解
は
現
実
的

に
可
能
で
あ
る
。
理
解
は
生
に
対
し
て
外
か
ら
持
ち
込
ま
れ
た
見
方
に
基
づ
く
の
で
は
な
く
、
生
そ
の
も
の
の
う

ち
に
基
礎
附
け
ら
れ
て
い
る
。
我
々
は
単
な
る
精
神
で
な
く
て
身
体
を
具
え
、
い
わ
ゆ
る
精
神
物
理
的
統
一
で
あ

る
と
い
う
と
こ
ろ
に
我
々
に
と
っ
て
内
と
外
と
の
関
係
は
与
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
我
々
は
到
る
処
に
移
し
入

れ
る
。
外
部
と
内
部
と
い
う
一
対
の
概
念
の
意
味
は
む
し
ろ
理
解
に
よ
っ
て
初
め
て
解
明
さ
れ
て
与
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
概
念
は
理
解
に
お
い
て
生
の
感
性
的
現
象
と
こ
の
も
の
を
生
産
し
そ
の
う
ち
に
自
己
を
顕
現

す
る
も
の
と
の
間
に
成
立
す
る
関
係
を
意
味
し
て
い
る
。
た
だ
理
解
の
達
す
る
限
り
に
お
い
て
の
み
外
部
と
内
部

と
の
関
係
は
成
立
す
る
。
理
解
に
と
っ
て
物
的
な
も
の
と
心
的
な
も
の
と
の
対
立
は
外
部
と
内
部
と
の
対
立
に
な

る
の
で
あ
る
。
歴
史
に
お
い
て
感
性
的
に
与
え
ら
れ
た
も
の
か
ら
理
解
は
、
感
性
に
現
れ
る
こ
と
な
く
し
か
も
外

的
な
も
の
の
う
ち
に
自
己
を
表
現
す
る
も
の
に
還
っ
て
ゆ
く
。
理
解
す
る
と
は
追
体
験
す
る
こ
と
、
共
に
体
験
す
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神
史
方
法
論

る
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
デ
ィ
ル
タ
イ
に
依
る
と
理
解
の
対
象
は
型
（
タ
イ
プ
）
で
あ
る
。
理
解
は
型
の
認
識

で
あ
る
。
型
は
一
般
的
な
も
の
で
な
く
て
個
性
的
な
も
の
で
あ
る
、
も
と
よ
り
単
に
特
殊
的
な
も
の
で
な
く
、
む

し
ろ
特
殊
的
な
も
の
と
一
般
的
な
も
の
と
の
統
一
で
あ
る
。型
は
一
般
と
特
殊
と
の
概
念
的
対
立
の
彼
方
に
あ
り
、

物
的
と
心
的
と
の
内
容
的
対
立
の
彼
方
に
あ
る
。
そ
れ
は
外
的
で
あ
る
と
同
時
に
内
的
な
も
の
、
一
般
的
で
あ
る

と
同
時
に
特
殊
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
よ
う
な
規
定
は
、
概
念
の
産
物
で
は
な
く
、
生
の
産
物
で
あ
る
。

か
よ
う
に
し
て
デ
ィ
ル
タ
イ
に
と
っ
て
精
神
史
は
次
の
如
き
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
先
ず
精
神
と
は
、
そ
の

内
在
的
な
合
目
的
性
に
従
っ
て
、
自
己
自
身
か
ら
限
定
し
、
形
成
し
、
客
観
化
す
る
生
で
あ
る
。
精
神
は
発
展
す

る
生
そ
の
も
の
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
方
法
は
理
解
の
方
法
即
ち
解
釈
学
的
方
法
で
あ
る
。
生

は
構
造
聯
関
で
あ
っ
て
、
精
神
は
そ
の
諸
客
観
化
の
聯
関
の
う
ち
に
お
い
て
認
識
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
理
解

の
方
法
は
一
般
化
的
方
法
で
な
く
て
型
の
認
識
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
型
は
精
神
の
構
造
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
も

ろ
も
ろ
の
可
能
性
と
し
て
精
神
の
構
造
そ
の
も
の
に
お
い
て
基
礎
附
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
し
て
精
神
史
と
し
て

は
宗
教
、
哲
学
、
文
芸
、
美
術
等
の
歴
史
は
聯
関
を
な
し
、
一
般
精
神
史
の
一
部
分
と
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。「
美

術
は
単
に
形
式
的
な
課
題
や
問
題
の
解
決
と
発
展
に
存
す
る
の
で
は
な
い
、
そ
れ
は
ま
た
つ
ね
に
そ
し
て
何
よ
り

も
人
類
を
支
配
す
る
イ
デ
ー
の
表
現
で
あ
り
、
そ
の
歴
史
は
、
宗
教
、
哲
学
或
い
は
文
芸
の
歴
史
に
劣
ら
ず
、
一
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般
精
神
史
の
一
部
分
で
あ
る
」、
と
ド
ゥ
ヴ
ォ
ル
シ
ャ
ッ
ク
【M

ax D
vořák

】
は
い
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
精
神
史
と
い
わ
れ
る
も
の
は
二
つ
の
主
要
な
方
向
に
お
い
て
研
究
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
は
問
題

史
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
型
の
歴
史
、
形
式
或
い
は
様
式
の
歴
史
で
あ
る
。

既
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
問
題
史
的
方
向
を
と
っ
て
い
る
。
彼
に
依
る
と
、
イ
デ
ー
は
弁
証
法
的
に
発
展
す
る
も
の
で

あ
る
が
、
そ
の
動
力
と
な
る
の
は
矛
盾
で
あ
り
、
か
よ
う
な
も
の
と
し
て
矛
盾
は
最
も
生
命
的
な
も
の
で
あ
る
。

こ
の
思
想
は
問
題
史
的
精
神
史
の
基
礎
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
も
し
問
題
及
び
そ
の
解
決
の
仕
方
が
物
そ

の
も
の
の
本
質
に
従
っ
て
若
干
の
可
能
な
型
に
分
た
れ
る
と
す
れ
ば
、
問
題
史
は
類
型
史
的
見
方
と
結
び
附
く
で

あ
ろ
う
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
影
響
の
も
と
に
多
く
の
問
題
史
的
歴
史
が
書
か
れ
た
。
例
え
ば
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
の
哲

学
史
の
如
き
は
そ
れ
で
あ
る
。
ま
た
ウ
ン
ゲ
ル
は
、
文
学
は
生
の
解
釈
で
あ
る
と
い
う
デ
ィ
ル
タ
イ
の
思
想
か
ら

出
発
し
て
、
問
題
史
と
し
て
の
文
学
史
の
主
張
を
掲
げ
た
。
も
し
も
文
学
が
生
の
諸
問
題
に
つ
い
て
の
形
成
的
解

釈
或
い
は
解
釈
的
形
成
と
し
て
現
れ
る
な
ら
ば
、
文
学
史
も
こ
れ
ら
諸
問
題
に
つ
い
て
の
学
以
外
の
何
物
で
も
な

い
、
と
彼
は
い
っ
て
い
る
。

問
題
史
と
し
て
の
精
神
史
が
精
神
の
意
味
を
特
に
内
容
的
に
解
す
る
と
す
れ
ば
、
型
の
歴
史
、
形
式
或
い
は
様

式
の
歴
史
と
し
て
の
精
神
史
は
そ
れ
を
特
に
形
式
と
し
て
捉
え
る
。
精
神
は
一
方
勝
れ
て
内
容
で
あ
る
と
共
に
他
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神
史
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方
勝
れ
て
形
式
で
あ
る
。
し
か
も
内
容
と
形
式
と
は
抽
象
的
に
分
離
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
限
り
、
問
題
史
が
同
時

に
型
の
歴
史
で
あ
る
よ
う
に
、
形
式
史
乃
至
様
式
史
も
精
神
史
と
し
て
は
同
時
に
問
題
史
的
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。

形
式
は
ま
さ
に
精
神
の
形
式
と
し
て
単
な
る
形
式
で
あ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
形
式
或
い
は
様
式
は
単
な
る
種
類
を

表
す
概
念
で
な
く
、
寧
ろ
イ
デ
ー
で
あ
り
、
イ
デ
ー
的
型
で
あ
る
。
精
神
史
と
し
て
の
様
式
史
の
意
味
を
理
解
す

る
た
め
に
、
こ
こ
に
リ
ー
グ
ル
の
「
芸
術
意
欲
」
の
理
論
を
取
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
芸
術
意
欲
の

概
念
は
様
式
（
ス
タ
イ
ル
）
と
い
う
全
く
具
体
的
な
現
象
の
説
明
の
た
め
に
導
き
入
れ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
お

よ
そ
美
術
史
の
方
法
の
問
題
は
、
材
料
と
し
て
与
え
ら
れ
た
美
術
作
品
の
生
成
の
根
源
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う

課
題
か
ら
生
ず
る
。
作
品
は
、
創
造
的
な
精
神
の
過
程
か
ら
切
り
離
し
て
単
に
そ
れ
だ
け
と
し
て
見
れ
ば
、
死
せ

る
産
物
に
過
ぎ
ぬ
。
そ
れ
は
根
源
的
な
体
験
統
一
の
一
つ
の
極
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
他
の
極
が
問
題
で
あ
る
。
そ
う

し
て
こ
れ
が
作
品
の
根
源
で
あ
っ
て
、
美
術
史
は
美
術
作
品
の
現
象
を
そ
の
根
源
か
ら
基
礎
附
け
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
で
あ
ろ
う
。
芸
術
意
欲
と
い
う
も
の
は
こ
の
問
題
に
関
聯
し
て
い
る
。
我
々
は
美
術
の
歴
史
に
お
い
て
形
式
が

変
化
す
る
こ
と
、
そ
の
性
格
、
そ
の
様
式
が
変
化
す
る
こ
と
を
直
接
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
如
何
な
る
力
が
形

式
を
変
化
さ
せ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
様
式
の
表
面
が
変
化
す
る
場
合
、
何
が
そ
の
根
柢
に
お
い
て
変
化
す
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
様
式
と
い
う
も
の
は
従
属
変
数
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
何
が
独
立
変
数
で
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
リ
ー
グ
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ル
【A

lois R
iegl

】
が
外
面
的
な
様
式
性
格
と
様
式
原
理
と
を
区
別
し
た
よ
う
に
、
二
つ
の
問
題
は
同
等
で
は
な
い
。

そ
う
し
て
リ
ー
グ
ル
は
そ
の
独
立
変
数
は
芸
術
意
欲
の
方
向
で
あ
る
と
答
え
る
の
で
あ
る
。
様
式
は
こ
の
内
面
的

な
構
造
原
理
の
従
属
変
数
で
あ
る
。
リ
ー
グ
ル
は
か
よ
う
な
芸
術
意
欲
の
本
質
上
可
能
な
諸
方
向
、
そ
の
根
本
的

な
型
を
考
え
よ
う
と
し
た
。
そ
れ
は
デ
ィ
ル
タ
イ
が
精
神
生
活
の
構
造
に
基
づ
い
て
世
界
観
の
本
質
上
可
能
な
型

を
考
え
よ
う
と
し
た
の
に
類
似
し
て
い
る
。
様
式
史
は
精
神
史
と
し
て
単
な
る
形
式
の
歴
史
で
あ
る
こ
と
が
で
き

ず
、そ
の
根
柢
に
リ
ー
グ
ル
の
芸
術
意
欲
の
如
き
も
の
が
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
類
型
学
的
研
究
は
、

或
る
場
合
に
は
よ
り
形
而
上
学
的
で
あ
り
他
の
場
合
に
は
よ
り
経
験
的
比
較
論
的
で
あ
る
と
い
う
別
は
あ
る
に
し

て
も
、
現
代
に
お
け
る
精
神
史
の
最
も
大
き
な
方
向
を
現
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
リ
ー
グ
ル
の
芸
術
意
欲
の
理
論
は
精
神
史
の
問
題
に
と
っ
て
更
に
他
の
重
要
な
示
唆
を
与
え
て
い
る

と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
既
に
ヴ
ォ
リ
ン
ゲ
ル
は
そ
の
理
論
を
基
礎
に
し
て
、
従
来
の
美
学
の
殆
ど
自
明
の
前
提
に

な
っ
て
い
た
古
典
的
美
の
観
念
を
批
判
し
て
、
そ
れ
は
た
だ
芸
術
意
欲
の
一
つ
の
方
向
を
現
す
も
の
に
過
ぎ
ず
、

そ
れ
と
は
違
っ
た
芸
術
意
欲
の
方
向
に
お
い
て
は
古
典
的
美
と
は
全
く
別
の
芸
術
性
が
考
え
ら
れ
得
る
と
主
張
し

て
い
る
。
か
よ
う
に
し
て
彼
は
人
間
の
外
界
に
対
す
る
関
係
或
い
は
態
度
の
相
違
に
従
っ
て
、
人
間
性
の
根
本
的

な
型
と
し
て
、
原
始
的
人
間
、
古
典
的
人
間
、
東
方
的
人
間
の
別
を
考
え
た
。
そ
れ
ら
に
お
い
て
芸
術
意
欲
が
そ
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れ
ぞ
れ
別
の
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
様
式
の
発
展
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
精
神
史
は
世
界

史
的
見
方
に
立
た
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
従
来
世
界
史
と
い
わ
れ
た
も
の
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
の
歴
史
で
あ
り
、
従

っ
て
精
神
史
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
精
神
の
歴
史
を
中
心
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
東
洋
精
神
は
そ
の
発
展
の
低
い
段
階

に
属
す
る
も
の
の
如
く
見
ら
れ
、
根
本
的
に
異
な
る
型
と
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
今
や
こ
の
よ
う
な
見
方
が
破
ら

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
こ
と
は
、
東
洋
精
神
と
西
洋
精
神
と
を
単
に
抽
象
的
に
対
立
さ
せ

て
そ
の
優
劣
を
論
ず
る
と
い
う
が
如
き
こ
と
で
あ
り
得
な
い
の
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
単
な
る
比
較
類
型
学
的
研
究

に
止
ま
る
こ
と
で
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
。
本
来
世
界
史
的
で
あ
る
べ
き
精
神
史
は
、
東
洋
精
神
と
西
洋
精
神
と
に
お

い
て
根
本
的
な
型
の
相
違
を
認
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
独
自
の
法
則
性
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
同
時
に
そ

れ
ら
を
ま
さ
に
人
間
精
神
の
型
と
し
て
、
人
間
精
神
の
根
本
的
構
造
か
ら
統
一
的
に
把
握
す
る
こ
と
に
努
力
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
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充
足
的
経
験
論

一

近
代
哲
学
の
根
本
問
題
は
経
験
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ロ
ッ
ク
や
ヒ
ュ
ー
ム
の
問
題
が
そ

う
で
あ
っ
た
し
、
カ
ン
ト
の
問
題
も
そ
う
で
あ
っ
た
。
今
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
哲
学
の
問
題
も
ま
た
そ
う
で
あ
る
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
『
形
而
上
学
入
門
』
の
最
後
に
、
哲
学
は
充
足
的
経
験 expérience intégrale 

と
定
義

さ
れ
得
る
と
彼
は
書
い
て
い
る
。
充
足
的
と
は
完
全
も
し
く
は
全
的
の
意
味
で
あ
る
。
そ
こ
で
我
々
は
彼
の
哲
学

の
立
場
を
充
足
的
経
験
論 em

pirism
e intégral 

と
呼
ん
で
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。実
際
パ
ロ
デ
ィ
や
パ
コ
ッ
ト【Julien 

Pacotte

】
な
ど
は
そ
の
よ
う
に
名
附
け
て
い
る
。
充
足
的
経
験
論
は
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
と
ジ
ェ
ー
ム
ズ
と
の
間
に
類

似
が
存
在
す
る
限
り
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
い
わ
ゆ
る
根
本
的
経
験
論 radical em

piricism
 

に
類
似
す
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
経
験
の
哲
学
の
発
展
と
見
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
、
真
の
経
験
論
は
真
の
形
而
上
学
で

あ
る
、
と
も
い
っ
て
い
る
。

経
験
論
の
祖
と
称
せ
ら
れ
る
の
は
ベ
ー
コ
ン
で
あ
る
。
し
か
る
に
彼
に
お
い
て
経
験
は
外
的
経
験
に
過
ぎ
な
か
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充
足
的
経
験
論

っ
た
。
人
間
精
神
が
そ
の
能
力
を
自
然
に
対
し
て
適
用
す
る
場
合
、
そ
の
観
念
は
こ
の
自
然
の
対
象
に
適
合
し
、

こ
れ
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
限
定
さ
れ
る
が
、
そ
れ
が
網
の
巣
を
作
る
蜘
蛛
の
よ
う
に
、
自
己
自
身
に
還
り
自
己
を

反
省
す
る
場
合
、
何
物
も
そ
れ
を
制
限
せ
ず
、
そ
の
観
点
を
限
定
し
な
い
、
そ
れ
が
組
立
て
る
説
は
織
目
の
美
し

さ
と
細
か
さ
に
驚
か
れ
る
蜘
蛛
の
網
に
似
て
い
る
が
、
薄
く
て
用
を
な
さ
ぬ
細
工
物
に
属
す
る
、
と
ベ
ー
コ
ン

は
学
問
の
進
歩
に
つ
い
て
の
彼
の
著
作
の
中
で
い
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
彼
に
は
、
反
省
の
作
用
、
内
的
な
観

点
或
い
は
自
己
、
デ
カ
ル
ト
が
そ
こ
に
あ
ら
ゆ
る
明
証
の
本
来
の
そ
し
て
唯
一
の
源
泉
を
見
出
し
た
も
の
は
、
一

種
の
眩
暈
、
無
益
な
観
念
の
遊
戯
と
思
わ
れ
た
。
彼
は
学
問
が
経
験
或
い
は
観
察
の
方
法
に
基
づ
い
て
大
き
な
成

功
を
収
め
得
る
こ
と
に
注
目
し
た
が
、
そ
れ
に
気
を
取
ら
れ
て
そ
の
よ
う
な
外
的
経
験
と
は
全
く
異
な
る
内
的

経
験
の
考
察
に
対
し
て
無
関
心
で
、
軽
蔑
を
さ
え
示
し
た
。
彼
は
先
ず
初
め
に
知
識
の
一
切
の
根
源
が
外
的
経
験

の
う
ち
に
あ
る
こ
と
を
前
提
し
て
、
そ
れ
を
証
明
す
る
こ
と
に
努
力
し
な
い
。
原
理
を
説
明
し
分
析
す
る
こ
と
よ

り
も
、
そ
の
適
用
の
広
く
て
有
効
で
あ
る
こ
と
を
ア
・
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
に
論
証
す
る
こ
と
が
彼
に
は
重
要
で
あ
っ

た
。
経
験
の
原
理
を
説
明
し
分
析
し
よ
う
と
し
た
ロ
ッ
ク
は
、
観
念
の
源
泉
と
し
て
感
覚
と
反
省
と
の
二
つ
を
考

え
た
。
し
か
し
彼
の
理
論
に
お
い
て
は
、
反
省
は
根
柢
を
も
つ
こ
と
が
で
き
ぬ
。
メ
ー
ヌ
・
ド
ゥ
・
ビ
ラ
ン
に
依

る
と＊

、
ロ
ッ
ク
は
先
ず
我
々
の
観
念
の
二
つ
の
源
泉
を
十
分
な
理
由
な
し
に
余
り
に
分
離
し
て
い
る
、
彼
が
感
覚
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の
単
純
観
念
と
称
す
る
も
の
の
う
ち
に
本
質
的
に
反
省
的
な
部
分
が
含
ま
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
感
覚
そ
の
も
の
に

お
け
る
観
念
を
形
作
っ
て
い
る
の
を
知
る
こ
と
は
困
難
で
は
な
い
。
次
に
彼
は
屡
々
二
つ
の
源
泉
を
混
同
し
、
彼

自
身
が
単
純
な
も
の
と
認
め
そ
し
て
反
省
の
み
に
よ
る
ほ
か
そ
う
で
あ
り
得
な
い
観
念
に
お
い
て
感
覚
と
反
省
と

を
協
力
さ
せ
て
い
る
。
更
に
ロ
ッ
ク
の
説
は
一
方
の
根
源
と
他
方
の
根
源
と
か
ら
来
る
要
素
の
間
に
何
等
積
極
的

な
境
界
線
を
設
け
て
い
な
い
。
反
省
の
単
純
観
念
か
ら
出
発
す
る
と
い
い
な
が
ら
、
実
際
に
は
な
お
そ
れ
が
何
処

か
ら
来
る
か
と
尋
ね
得
る
よ
う
な
観
念
か
ら
出
発
し
て
い
る
、
即
ち
彼
は
そ
れ
を
原
始
的
事
実
と
し
て
示
さ
な

い
か
、
そ
れ
と
も
か
く
告
げ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
権
利
を
十
分
に
正
当
附
け
な
い
の
で
あ
る
。
尤
も
彼
の
説
は
部

分
的
に
は
先
験
的
哲
学
と
経
験
論
の
哲
学
と
を
調
和
さ
せ
る
正
し
い
道
程
に
あ
る
、
と
ビ
ラ
ン
は
認
め
て
い
る
。

『
人
間
悟
性
論
』
の
著
者
は
感
覚
の
限
界
に
止
ま
ら
な
い
で
、
感
覚
の
単
純
観
念
の
う
ち
に
も
内
的
統
覚
を
考
え

た
。
精
神
は
、
感
覚
し
或
い
は
活
動
す
る
の
は
自
己
で
あ
る
と
現
実
に
意
識
す
る
限
り
に
お
い
て
の
ほ
か
、
感
覚

す
る
と
か
活
動
す
る
と
か
と
い
わ
れ
ず
、
こ
の
現
実
的
も
し
く
は
可
能
的
統
覚
の
限
界
外
に
あ
る
一
切
の
も
の
は

精
神
に
属
せ
し
め
る
こ
と
が
で
き
ぬ
、
と
彼
は
い
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
ベ
ー
コ
ン
の
経
験
論
に
は
存
し
な
い
デ
カ

ル
ト
的
な
純
粋
に
反
省
的
な
観
点
が
始
ま
る
。
し
か
し
な
が
ら
ロ
ッ
ク
は
そ
こ
に
蹈ふ

み
停
ま
ら
な
い
で
、
直
ち
に

外
的
経
験
の
場
に
移
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
も
し
彼
が
分
析
を
究
極
ま
で
推
し
進
め
た
な
ら
ば
、
彼
の
い
う
知
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充
足
的
経
験
論

識
の
二
つ
の
源
泉
が
唯
一
つ
の
源
泉
の
う
ち
に
、
一
つ
の
同
じ
原
始
的
事
実
の
う
ち
に
結
合
さ
れ
て
い
る
の
を
見

た
で
あ
ろ
う
、
と
ビ
ラ
ン
は
論
じ
て
い
る
。
ロ
ッ
ク
は
内
的
経
験
と
内
的
感
覚
の
事
実
を
認
め
た
に
し
て
も
、
そ

の
優
位 prim

auté 

を
認
め
な
か
っ
た
。
ビ
ラ
ン
が
彼
の
心
理
学
或
い
は
形
而
上
学
の
基
礎
と
し
た
の
は
こ
の
内

的
経
験 expérience intérieure 

或
い
は
内
的
感
覚
の
事
実 faits de sens intim

e 

で
あ
る
。
人
間
は
単
に
感
覚
す

る
或
い
は
知
覚
す
る percevoir 

能
力
を
有
す
る
の
み
で
な
く
、
彼
が
感
覚
し
て
い
る
事
を
統
覚
す
る apercevoir 

能
力
を
有
し
て
い
る
、
―
―
即
ち
人
間
は
自
己
意
識
を
有
し
、
自
覚
的
で
あ
る
、
―
―
そ
し
て
我
々
の
内
的
感
覚

は
、
そ
れ
の
み
が
直
接
的
な
も
の
と
し
て
、
物
を
内
部
か
ら
捉
え
る
も
の
と
し
て
、
物
を
知
る
最
も
完
全
な
仕
方

で
あ
り
、
こ
れ
に
反
し
て
我
々
の
感
官
か
ら
来
る
知
識
は
間
接
的
で
表
面
的
で
あ
る
、
と
ビ
ラ
ン
は
書
い
て
い
る
。

デ
カ
ル
ト
は
「
私
は
考
え
る
、
故
に
私
は
在
る
」
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
ゆ
る
知
識
の
原
理
と
し
た
。
ビ
ラ
ン
が
出

発
点
と
し
た
の
も
こ
の
自
覚
の
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
彼
は
デ
カ
ル
ト
を
抽
象
的
で
あ
る
と
し
、「
私
は
考
え
る
」

je pense 

を
、「
私
は
欲
す
る
」je veux 

或
い
は
「
私
は
動
く
」je m

eus 

に
よ
っ
て
置
き
換
え
た
。
内
的
感
覚
の

真
の
原
始
的
事
実 fait prim

itif 

は
努
力 effort 

と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
自
己
は
こ
の
活
動
的
な
力 force 

agissante 

と
全
く
一
つ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
力
の
存
在
は
そ
れ
が
働
く
限
り
に
お
い
て
の
ほ
か
自
己
に
と
っ

て
事
実
で
な
く
、
そ
し
て
そ
れ
は
抵
抗
す
る
も
し
く
は
惰
性
的
な
極
に
適
用
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
の
ほ
か
働
か
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な
い
。
即
ち
力
は
そ
の
適
用
の
極
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
の
ほ
か
限
定
乃
至
現
実
化
さ
れ
ず
、
同
じ
く
後
者
は

そ
れ
を
動
か
す
現
実
的
な
力
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
の
ほ
か
抵
抗
す
る
も
し
く
は
惰
性
的
な
も
の
と
し
て
限
定

さ
れ
な
い
。
こ
の
傾
向
の
事
実
が
努
力
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
事
実
の
う
ち
に
主
観
と
客
観
と
の
原
始

的
二
元
性
も
与
え
ら
れ
て
い
る
。
デ
カ
ル
ト
が
原
理
と
し
た
「
私
は
考
え
る
」
に
お
け
る
根
本
的
な
意
識
は
サ
ン

チ
マ
ン sentim

ent
（
感
知
）
で
あ
る
。
こ
の
全
く
内
面
的
な
サ
ン
チ
マ
ン
は
個
性
或
い
は
人
格
的
存
在
の
そ
れ

で
あ
る
。
我
々
に
と
っ
て
の
原
始
的
事
実
は
単
な
る
感
覚
で
な
く
、
感
覚
的
印
象
が
自
己
の
人
格
的
個
性
と
協
力

す
る
限
り
に
お
い
て
の
ほ
か
存
在
し
な
い
感
覚
の
イ
デ
（
観
念
）
で
あ
る
、
と
ビ
ラ
ン
は
述
べ
て
い
る
。
彼
に
依

る
と
、
カ
ン
ト
の
先
験
的
統
覚
も
し
く
は
先
験
的
自
己
は
反
省
よ
り
も
抽
象
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は

知
識
の
形
式
の
現
実
的
な
起
原
を
尋
ね
る
代
り
に
、
そ
れ
を
先
験
的
自
己
も
し
く
は
思
惟
す
る
叡
知
体
へ
送
り
返

し
、
そ
し
て
そ
れ
は
経
験
に
先
立
っ
て
存
在
す
る
と
仮
定
さ
れ
た
に
も
拘
ら
ず
、
外
的
経
験
に
お
い
て
の
ほ
か
働

き
も
せ
ず
知
ら
れ
も
し
な
い
と
考
え
ら
れ
た
。カ
ン
ト
の
自
己
は
現
実
的
な
個
人
的
自
己
か
ら
の
抽
象
物
で
あ
り
、

彼
は
意
識
の
事
実
の
分
析
の
う
ち
に
一
に
し
て
同
一
な
る
主
観
と
多
に
し
て
変
化
す
る
客
観
と
の
原
始
的
二
元
性

を
明
ら
か
に
し
な
い
で
、
単
に
主
観
と
客
観
と
の
二
つ
の
抽
象
物
を
設
定
す
る
に
止
ま
っ
て
い
る
。
統
一
性
、
同

一
性
、
実
体
、
因
果
等
の
観
念
は
い
ず
れ
も
内
的
感
覚
の
原
始
的
事
実
の
表
現
で
あ
り
、
種
々
の
抽
象
的
な
名
目
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充
足
的
経
験
論

の
も
と
に
再
生
さ
れ
た
同
じ
事
実
か
ら
の
直
接
的
演
繹
で
あ
る
。
従
っ
て
原
理
の
学
は
こ
の
事
実
の
学
に
解
消
さ

れ
、
心
理
学
は
形
而
上
学
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
心
理
学
の
立
場
に
お
い
て
ビ
ラ
ン
は
、
デ
カ
ル
ト
、
ラ
イ
プ
ニ

ッ
ツ
、
カ
ン
ト
な
ど
の
先
験
的
哲
学
と
ベ
ー
コ
ン
、
ロ
ッ
ク
、
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
な
ど
の
経
験
の
哲
学
と
を
調
和

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
。
内
的
経
験
を
基
礎
に
す
る
も
の
と
し
て
ビ
ラ
ン
の
立
場
は
そ
れ
自
身
一
個
の

経
験
論
と
称
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ゆ
る
経
験
論
は
、
カ
ン
ト
の
経
験
理
論
も
、
一
般
的
に
見
て
、
外
的
経
験

の
哲
学
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
ビ
ラ
ン
の
哲
学
は
、
内
的
感
覚
の
事
実
を
基
礎
に
す
る
と
い
う
意
味
で
、
実

証
主
義
と
呼
ぶ
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
も
と
よ
り
コ
ン
ト
的
実
証
主
義
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
コ
ン

ト
の
そ
れ
は
む
し
ろ
ベ
ー
コ
ン
の
立
場
に
逆
戻
っ
た
も
の
と
い
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
テ
ー
ヌ
や
ミ
ル
の
い
わ
ゆ
る

経
験
論
に
反
対
し
て
ベ
ル
グ
ソ
ン
が
真
の
経
験
論
と
称
す
る
も
の
は
、
こ
の
よ
う
な
ビ
ラ
ン
の
経
験
論
も
し
く
は

実
証
主
義
に
連
ら
な
っ
て
い
る
。

＊　

M
aine de B

iran, Essai sur les fondem
ents de la psychologie et sur ses rapports avec l’étude de la nature. 

Œ
uvres, par Tisserand, V

III, IX
.

十
九
世
紀
を
通
じ
て
フ
ラ
ン
ス
に
は
デ
カ
ル
ト
の
コ
ギ
ト
の
心
理
学
的
解
釈
に
出
発
点
を
と
っ
た
一
つ
の
顕
著

な
哲
学
的
潮
流
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
我
々
が
我
々
自
身
に
お
い
て
、
意
識
の
固
有
な
作
用
の
う
ち
に
見
出
す
或
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る
直
接
的
な
直
観
を
、
あ
ら
ゆ
る
哲
学
の
唯
一
の
原
始
的
所
与
と
し
て
認
め
る
の
で
あ
る
。
特
に
メ
ー
ヌ
・
ド
ゥ
・

ビ
ラ
ン
が
そ
の
方
法
を
深
化
し
た
。
ラ
ヴ
ェ
ッ
ソ
ン
が
そ
れ
を
拡
張
し
、
ラ
シ
ュ
リ
エ
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
た
。

ベ
ル
グ
ソ
ン
の
哲
学
も
こ
の
伝
統
を
継
ぐ
も
の
で
あ
る
。
彼
の
最
初
の
著
作
が『
意
識
の
直
接
所
与
に
関
す
る
論
』

と
名
附
け
ら
れ
た
の
も
偶
然
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
彼
の
哲
学
は
ラ
ヴ
ェ
ッ
ソ
ン
が
将
来
の
哲
学
の
一
般
的
性
格

と
し
て
予
言
し
た
現
実
主
義
或
い
は
唯
心
論
的
実
証
主
義 réalism

e ou positivism
e spiritualiste 

の
最
も
輝
か

し
い
形
態
で
あ
る
。
こ
の
「
新
し
い
実
証
主
義
」
が
充
足
的
経
験
論
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。

二

哲
学
は
実
在
の
認
識
を
目
差
し
て
い
る
。
哲
学
に
お
い
て
経
験
と
い
う
も
の
も
実
在
の
捕
捉
で
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
真
の
経
験
論
は
で
き
る
だ
け
近
く
原
物
そ
の
も
の
に
接
近
し
、
そ
の
生
命
の
中
に
深
く
入
り
、
一
種
の
精
神

的
聴
診
に
よ
っ
て
、
そ
の
魂
の
脈
搏
を
感
じ
る
こ
と
を
企
て
る
も
の
で
あ
る
、
と
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
い
う
。
こ
の
仕

事
は
甚
だ
困
難
で
あ
る
、
な
ぜ
な
ら
思
惟
が
日
常
の
用
務
に
使
っ
て
い
る
出
来
合
い
の
概
念
の
如
何
な
る
も
の
も

も
は
や
役
に
立
た
な
い
か
ら
。
自
己
は
多
様
で
あ
る
と
か
、
自
己
は
統
一
で
あ
る
と
か
、
乃
至
、
自
己
は
多
と
一

と
の
綜
合
で
あ
る
と
か
、
と
言
う
こ
と
ほ
ど
容
易
な
こ
と
は
な
い
。
統
一
性
や
多
様
性
は
こ
の
場
合
物
に
合
わ
せ
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充
足
的
経
験
論

て
裁
た
ね
ば
な
ら
ぬ
表
象
で
は
な
く
、
既
に
製
造
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
堆
積
の
中
か
ら
選
び
さ
え
す
れ
ば
よ
い
も

の
で
あ
る
、
そ
れ
は
ピ
エ
ー
ル
に
も
ポ
ー
ル
に
も
合
う
既
製
品
の
服
で
あ
る
、
そ
れ
が
彼
等
に
合
う
と
い
う
の
は
、

そ
れ
が
二
人
の
い
ず
れ
の
体
に
も
合
わ
せ
て
作
ら
れ
て
い
な
い
た
め
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
し
か
る
に
そ
の
名
に
値
す

る
経
験
論
、
体
に
合
わ
せ
て
し
か
裁
縫
し
な
い
経
験
論
は
、
そ
の
研
究
す
る
各
々
の
新
し
い
対
象
に
対
し
て
、
全

く
新
た
な
努
力
を
要
す
る
の
で
あ
る
。そ
れ
は
物
に
対
し
て
そ
の
物
に
の
み
適
合
す
る
概
念
を
裁
つ
の
で
あ
っ
て
、

か
よ
う
な
概
念
は
そ
の
物
に
し
か
適
用
さ
れ
ぬ
故
に
、
殆
ど
概
念
と
も
い
い
得
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
商
売

さ
れ
て
い
る
観
念
の
組
合
わ
せ
で
処
置
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
の
目
差
す
の
は
固
有
の
、
単
純
な
表
象
で
あ
る
。

尤
も
こ
れ
が
一
度
形
作
ら
れ
る
と
、
何
故
に
こ
れ
が
統
一
性
、
多
様
性
等
々
の
枠
に
は
ま
り
得
る
か
は
容
易
に
理

解
し
得
る
こ
と
で
あ
る
、
こ
れ
ら
の
枠
の
す
べ
て
は
そ
の
表
象
よ
り
も
遥
か
に
広
い
も
の
で
あ
る
か
ら
。
か
よ
う

に
充
足
的
経
験
と
定
義
さ
れ
る
哲
学
は
、
概
念
を
選
択
し
た
り
或
る
学
派
に
味
方
し
た
り
す
る
の
で
な
く
、
固
有

の
直
観
を
求
め
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
人
格
が
統
一
を
有
す
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
、
し
か
し
か
よ
う
な
断
定
は
人

格
と
い
わ
れ
る
統
一
の
固
有
の
性
質
に
つ
い
て
何
等
教
え
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
我
々
の
自
己
が
多
で
あ
る
こ
と
は

否
定
さ
れ
な
い
、
し
か
し
こ
の
多
様
性
が
如
何
な
る
他
の
も
の
と
も
共
通
に
有
し
な
い
も
の
を
知
る
こ
と
が
問
題

で
あ
る
。
哲
学
に
と
っ
て
真
に
重
要
な
こ
と
は
、
そ
れ
が
如
何
な
る
統
一
で
あ
る
か
、
如
何
な
る
多
様
で
あ
る
か
、
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人
格
に
お
け
る
多
様
の
統
一
が
抽
象
的
な
一
と
多
を
超
え
た
如
何
な
る
実
在
で
あ
る
か
を
知
る
こ
と
で
あ
る
。
そ

し
て
こ
れ
は
自
己
に
よ
る
自
己
の
単
純
な
直
観
に
よ
っ
て
捉
え
る
の
で
な
け
れ
ば
知
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の

直
観
の
頂
上
か
ら
再
び
降
り
て
ゆ
く
と
、
ひ
と
が
人
格
の
動
的
生
命
を
そ
れ
に
よ
っ
て
定
義
す
る
こ
と
を
企
て
る

統
一
性
と
か
多
様
性
と
か
の
概
念
に
達
す
る
に
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
概
念
の
如
何
な
る
混
合
も
持
続
す
る
生
命
に

類
似
す
る
何
物
を
も
与
え
得
な
い
の
で
あ
る
。「
直
観
か
ら
分
析
に
移
る
こ
と
は
で
き
る
、
し
か
し
分
析
か
ら
直

観
に
移
る
こ
と
は
で
き
な
い
」。
哲
学
は
充
足
的
経
験
と
し
て
直
観
に
依
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。「
形
而
上
学
は
観
念
の

遊
戯
に
過
ぎ
な
い
か
、
そ
れ
と
も
、
も
し
精
神
の
真
面
目
な
仕
事
で
あ
る
な
ら
ば
、
直
観
に
達
す
る
た
め
に
概
念

を
超
越
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」、
と
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
『
形
而
上
学
入
門
』
の
中
で
書
い
て
い
る
。
同
じ
思
想
は
到

る
処
に
見
出
さ
れ
る
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
哲
学
は
、
彼
自
身
の
い
う
如
く
、
サ
ン
チ
マ
ン
と
い
う
語
を
十
七
世
紀
が

そ
れ
に
与
え
た
意
味
に
取
り
、
そ
こ
に
あ
ら
ゆ
る
直
接
的
で
直
観
的
な
知
識
を
理
解
す
る
な
ら
ば
、
サ
ン
チ
マ
ン

の
哲
学
で
あ
る
と
い
い
得
る
。＊

直
観
は
知
的
共
感 sym

pathie intellectuelle 

で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
我
々

は
自
己
を
物
の
内
部
に
運
び
込
み
、
物
の
固
有
な
も
の
、
従
っ
て
言
表
す
る
こ
と
の
で
き
ぬ
も
の
と
一
つ
に
な
る

の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
概
念
的
知
識
は
物
の
周
囲
を
ま
わ
る
の
み
で
内
部
に
入
る
こ
と
な
く
、
そ
の
場
合
ひ

と
が
取
る
観
点
と
ひ
と
が
用
い
る
記
号
と
に
依
存
し
、
従
っ
て
相
対
的
な
も
の
に
止
ま
っ
て
い
る
。
分
析
の
与
え
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充
足
的
経
験
論

る
の
は
翻
訳
で
あ
っ
て
原
典
で
は
な
い
。
思
惟
は
分
析
し
、
し
か
る
後
結
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
認
識
し
よ
う
と

す
る
の
が
慣
わ
し
で
あ
る
。「
哲
学
す
る
と
い
う
の
は
思
惟
の
仕
事
の
こ
の
習
慣
的
な
方
向
を
逆
に
す
る
こ
と
で

あ
る
」。
真
の
経
験
論
は
既
製
の
概
念
に
頼
っ
て
な
ら
ぬ
よ
う
に
、
既
製
の
直
観
に
頼
っ
て
は
な
ら
ぬ
。
既
製
の

直
観
と
い
う
も
の
も
あ
る
の
で
あ
る＊
＊。
真
の
直
観
は
創
造
的
で
あ
り
、
発
明
的
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
固
定
し

た
概
念
は
動
的
に
さ
れ
、
範
疇
は
絶
え
ず
鋳
直
さ
れ
、
実
在
を
そ
の
あ
ら
ゆ
る
曲
折
に
お
い
て
追
跡
し
、
物
の
内

的
生
命
の
運
動
そ
の
も
の
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
と
き
哲
学
は
、
学
派
間
の
争
か
ら
解
放
さ
れ
、
問
題

を
立
て
る
た
め
に
ひ
と
が
選
ん
だ
人
為
的
な
言
葉
か
ら
自
由
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
問
題
は
自
然
に
解
決
さ
れ

て
、
前
進
的
な
哲
学 philosophie progressive 

に
な
る
。
そ
の
と
き
哲
学
は
、
実
証
科
学
と
同
じ
よ
う
に
、
一

度
得
ら
れ
た
成
果
を
一
つ
一
つ
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
絶
え
ず
進
歩
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
か
よ
う
に

し
て
哲
学
は
大
な
る
綜
合
で
あ
る
と
僣
称
す
る
こ
と
な
し
に
、
大
な
る
綜
合
的
努
力
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
。

＊　

Pascal, Pensées, 282.

「
我
々
は
真
理
を
、
単
に
理
性
に
よ
っ
て
の
み
で
な
く
、
ま
た
心
情 cœ

ur 

に
よ
っ
て
知
る
。

我
々
が
第
一
原
理
を
知
る
の
は
こ
の
後
の
仕
方
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
そ
し
て
理
性
が
そ
れ
に
支
え
ら
れ
、
そ
こ
に

そ
の
す
べ
て
の
議
論
を
基
づ
け
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
こ
の
心
情
と
本
能
の
知
識
で
あ
る
」。
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＊
＊　
「
確
か
に
大
多
数
の
人
間
は
既
製
の
観
念
に
よ
っ
て
思
考
す
る
。
習
い
覚
え
た
観
念
に
よ
っ
て
。
し
か
し
ま
た

確
か
に
、
同
じ
よ
う
に
そ
し
て
到
る
処
、
大
多
数
の
人
間
が
既
製
の
直
観
に
よ
っ
て
見
る
と
い
う
こ
と
も
確
か
で

あ
る
。
習
い
覚
え
た
直
観
に
よ
っ
て
。
普
遍
的
な
そ
し
て
い
わ
ば
疲
れ
を
知
ら
ぬ
怠
惰
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
疲

れ
る
仕
事
で
あ
る
、
し
か
し
怠
惰
は
、
し
か
し
疲
労
は
、
疲
れ
な
い
。
こ
の
怠
惰
の
、
こ
の
疲
労
の
、
こ
の
不
断

の
主
知
主
義
の
告
発
が
ベ
ル
グ
ソ
ン
的
発
明
の
入
口
に
あ
る
」。C

harle Péguy, N
ote sur M

. B
ergson, 【N

O
TE SU

R 

M
. BERG

SO
N

 ET LA PH
ILO

SO
PH

IE BERG
SO

N
IEN

N
E

】1914. p. 36.

い
わ
ゆ
る
経
験
論
も
合
理
論
も
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
依
る
と
、
同
じ
幻
想
に
欺
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
い
ず
れ

も
分
析
の
観
点
と
直
観
の
観
点
と
を
混
同
し
て
い
る
。
前
者
が
心
理
的
分
析
は
自
己
に
お
い
て
、
心
理
的
諸
状
態

以
上
の
何
物
も
発
見
し
な
い
と
い
う
の
は
当
然
で
あ
る
。
そ
れ
が
実
に
分
析
の
機
能
な
の
で
あ
り
、
定
義
で
さ
え

あ
る
の
で
あ
る
。
心
理
学
者
は
人
間
を
分
析
し
て
諸
状
態
に
解
消
す
る
、
彼
は
高
々
こ
れ
ら
の
状
態
に
「
自
己
」

と
い
う
札
を
貼
っ
て
、「
自
己
の
状
態
」
と
い
う
に
過
ぎ
な
い
。
か
か
る
心
理
学
の
平
面
に
お
い
て
は
「
自
己
」

は
記
号
で
あ
り
、
言
葉
で
あ
っ
て
、
こ
の
平
面
に
止
ま
り
な
が
ら
、
言
葉
の
背
後
に
物
を
見
出
し
得
る
と
信
じ
る

の
は
大
き
な
誤
謬
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
状
態
を
如
何
に
並
べ
よ
う
と
も
、
自
己
は
常
に
取
り
逃
が
さ
れ
る
。
ヒ
ュ
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充
足
的
経
験
論

ー
ム
に
と
っ
て
自
己
は
観
念
の
束
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
経
験
論
の
哲
学
は
翻
訳
の
う
ち
に
原
典
を
求
め
る
も
の
で

あ
り
、
そ
れ
が
翻
訳
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
な
い
と
い
う
口
実
の
も
と
に
原
典
を
否
定
す
る
に
い
た
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
合
理
論
も
経
験
論
と
同
じ
混
同
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
経
験
論
と
同
じ
よ
う
に
、
合
理
論
は
心
理
的
諸
状

態
を
ば
そ
れ
を
再
び
統
一
す
る
自
己
の
切
り
離
さ
れ
た
断
片
の
よ
う
に
見
る
。
い
ず
れ
も
部
分
的
観
念
を
実
在
的

部
分
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
経
験
論
と
同
じ
よ
う
に
、
合
理
論
も
そ
れ
ら
の
断
片
を
互
い
に
結
び
直
す
こ
と
に

よ
っ
て
人
格
の
統
一
を
作
ろ
う
と
す
る
。
し
か
し
如
何
に
努
力
を
繰
り
返
し
て
も
、
人
格
の
統
一
は
幽
霊
の
よ
う

に
限
り
な
く
逃
げ
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
経
験
論
が
戦
い
疲
れ
て
遂
に
心
理
的
諸
状
態
の
多
様
以
外
何
物

も
存
し
な
い
と
宣
言
す
る
に
反
し
て
、
合
理
論
は
人
格
の
統
一
を
肯
定
し
続
け
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
に
と
っ
て
は

人
格
の
統
一
は
純
粋
に
消
極
的
な
或
る
物
、
あ
ら
ゆ
る
限
定
の
な
い
も
の
に
な
る
の
ほ
か
な
い
。
そ
の
分
析
に
お

い
て
は
、
心
理
的
諸
状
態
は
必
然
的
な
も
の
と
見
ら
れ
、
内
容
と
考
え
ら
れ
る
一
切
の
も
の
で
あ
り
、「
自
己
の

統
一
」
は
内
容
の
な
い
形
式
に
過
ぎ
ぬ
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
絶
対
的
な
無
限
定
、
空

虚
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
形
式
」
は
実
は
無
定
形
で
あ
っ
て
、
生
き
た
具
体
的
な
人
格
を
性
格
附
け
る
こ
と

が
で
き
ず
、
ピ
エ
ー
ル
と
ポ
ー
ル
と
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
そ
こ
で
人
格
か
ら
こ
の
「
形
式
」
を
分
離

し
た
哲
学
者
は
、
そ
れ
が
一
人
の
人
間
を
限
定
し
得
な
い
の
を
見
て
、
彼
等
の
空
虚
な
自
己
を
ポ
ー
ル
に
も
ピ
エ
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ー
ル
に
も
属
し
な
い
と
こ
ろ
の
、
或
い
は
全
人
類
、
或
い
は
神
、
或
い
は
存
在
一
般
に
対
す
る
無
底
の
托た
く

【
台
座
】

と
考
え
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
テ
ー
ヌ
の
そ
れ
の
如
き
い
わ
ゆ
る
経
験
論
と
ド
イ
ツ
の
思
弁
哲
学
と
の
距
離
は

想
像
さ
れ
る
ほ
ど
大
き
く
は
な
い
。
生
命
的
自
己
は
た
だ
直
観
に
よ
っ
て
の
み
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
も

し
私
が
持
続 durée 
を
分
析
し
よ
う
と
企
て
る
な
ら
ば
、
即
ち
そ
れ
を
既
製
の
概
念
に
分
解
し
よ
う
と
企
て
る
な

ら
ば
、
私
は
概
念
と
分
析
と
の
本
性
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
、
持
続
一
般
に
つ
い
て
二
つ
の
相
反
す
る
見
方
を
取
り
、

次
に
そ
れ
を
再
び
結
合
す
る
と
い
う
の
ほ
か
な
い
。
例
え
ば
、
私
は
、
一
方
意
識
の
継
起
す
る
諸
状
態
の
多
様
が

存
在
す
る
と
い
い
、
他
方
そ
れ
ら
を
結
び
附
け
る
統
一
が
存
在
す
る
と
い
う
で
あ
ろ
う
。
持
続
は
こ
の
統
一
性
と

こ
の
多
様
性
と
の
「
綜
合
」
で
あ
る
で
あ
ろ
う
、
こ
の
綜
合
は
実
に
神
秘
的
な
作
用
で
あ
っ
て
、
し
か
も
そ
れ
が

如
何
に
し
て
種
々
の
陰
影
や
度
合
い
を
容
れ
る
か
は
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
そ
こ
に
は
持
続
一
般
と
い
う
唯

一
つ
の
も
の
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
抽
象
的
な
多
様
性
と
抽
象
的
な
統
一
性
と
の
間
に
結
合
が
可
能
で
あ
る
と
し

て
も
、
そ
れ
は
算
術
に
お
け
る
与
え
ら
れ
た
数
の
加
算
と
同
じ
よ
う
に
何
等
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
も
容
れ
な
い
も
の
で

あ
る
。
し
か
る
に
持
続
を
分
析
す
る
―
―
そ
れ
は
概
念
で
綜
合
す
る
こ
と
で
あ
る
―
―
と
称
す
る
代
り
に
、
直
観

の
努
力
に
よ
っ
て
先
ず
そ
の
中
に
身
を
置
く
な
ら
ば
、
我
々
は
全
く
限
定
さ
れ
た
緊
張
の
サ
ン
チ
マ
ン
を
も
つ
の

で
あ
り
、こ
の
限
定
そ
の
も
の
が
可
能
な
持
続
の
無
限
の
う
ち
の
一
つ
の
選
択
の
如
く
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。我
々
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は
無
数
の
持
続
の
す
べ
て
が
そ
れ
ぞ
れ
全
く
異
な
っ
て
い
る
の
を
感
知
す
る
、
た
だ
そ
れ
を
概
念
に
還
元
す
る
場

合
、
即
ち
外
面
か
ら
相
反
す
る
二
つ
の
観
点
に
お
い
て
見
る
場
合
、
そ
の
各
々
が
つ
ね
に
多
と
一
と
の
同
じ
無
限

定
な
結
合
に
帰
す
る
の
で
あ
る
。「
固
定
し
た
概
念
は
我
々
の
思
惟
に
よ
っ
て
動
く
実
在
か
ら
抽
出
さ
れ
る
こ
と

が
で
き
る
、
し
か
し
概
念
の
固
定
性
を
も
っ
て
実
在
の
動
性
を
再
構
成
す
る
如
何
な
る
手
段
も
存
し
な
い
の
で
あ

る
」。こ

の
よ
う
に
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
実
在
の
完
全
な
認
識
は
直
観
に
依
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
た
が
、
彼
は
決
し
て
科

学
を
排
斥
し
た
の
で
は
な
い
。
却
っ
て
哲
学
は
絶
え
ず
科
学
と
接
触
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
の
が
彼
の
意
見

で
あ
っ
た
。
既
製
の
概
念
や
範
疇
や
い
わ
ゆ
る
問
題
を
将
棊
の
駒
の
よ
う
に
い
ろ
い
ろ
と
並
べ
た
り
組
合
わ
せ
た

り
し
て
い
る
哲
学
と
は
異
な
り
、
科
学
は
つ
ね
に
物
に
触
れ
て
、
経
験
的
に
、
実
証
的
に
研
究
し
て
い
る
。
で
き

る
だ
け
近
く
物
に
接
近
し
よ
う
と
す
る
哲
学
、
真
の
経
験
論
の
哲
学
は
、
科
学
と
接
触
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。

自
己
の
自
己
と
の
直
接
の
接
触
の
如
き
単
純
な
、
特
別
の
場
合
に
お
い
て
さ
え
、
判
明
な
決
定
的
な
直
観
の
努
力

は
、
多
く
の
心
理
学
的
分
析
を
統
合
し
全
面
的
に
対
質
さ
せ
る
の
で
な
け
れ
ば
不
可
能
で
あ
る
、
と
彼
は
述
べ
て

い
る
。
し
か
し
形
而
上
学
的
直
観
は
、
科
学
的
知
識
と
結
び
附
く
こ
と
に
よ
っ
て
の
ほ
か
達
せ
ら
れ
得
な
い
に
し

て
も
、
科
学
的
知
識
の
要
約
と
も
綜
合
と
も
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
形
而
上
学
が
充
足
的
経
験
と
い
わ
れ
る
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の
は
、
経
験
を
科
学
よ
り
も
更
に
一
般
化
す
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
科
学
と
哲
学
と
は
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
依

る
と
、
経
験
の
二
つ
の
異
な
る
仕
方
で
あ
る
。
も
し
も
経
験
が
二
つ
の
異
な
る
様
相
の
も
と
に
、
即
ち
、
一
方
で

は
互
い
に
並
列
し
、
殆
ど
繰
り
返
し
、
殆
ど
互
い
に
量
ら
れ
、
判
別
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
多
様
性
と
空
間
性
の
方
向

に
展
開
さ
れ
る
事
実
の
形
式
の
も
と
に
、
他
方
で
は
法
則
と
計
量
を
拒
む
と
こ
ろ
の
純
粋
持
続
で
あ
る
相
互
滲
透

の
形
式
の
も
と
に
我
々
に
現
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
科
学
と
哲
学
と
い
う
二
つ
の
認
識
の
仕
方
は
存
在
し
得
な
い

で
あ
ろ
う
、
と
彼
は
論
じ
て
い
る
。
二
つ
の
場
合
、
経
験
は
意
識
を
意
味
す
る
、
し
か
し
第
一
の
場
合
に
お
い
て

は
意
識
は
外
部
に
拡
散
し
、外
的
な
物
を
並
列
的
に
見
る
範
囲
に
お
い
て
自
己
を
自
己
自
身
に
対
し
て
外
化
す
る
、

第
二
の
場
合
に
お
い
て
は
意
識
は
自
己
に
還
り
、
自
己
を
再
び
捉
え
、
自
己
の
う
ち
に
深
化
す
る
の
で
あ
る
。
経

験
の
二
つ
の
相
反
す
る
方
向
は
言
い
換
え
る
と
精
神
と
物
質
と
で
あ
る
。
形
而
上
学
は
精
神
を
対
象
と
し
、
科
学

は
物
質
を
対
象
と
す
る
。
し
か
も
精
神
と
物
質
と
が
相
触
れ
る
よ
う
に
、
形
而
上
学
と
科
学
と
は
相
互
の
接
触
を

俟
っ
て
生
産
的
に
な
る
、
と
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
い
っ
て
い
る
。
哲
学
は
直
観
で
あ
り
、
生
命
的
跳
躍
で
あ
る
、
科
学

は
概
念
的
分
析
的
で
あ
り
、
空
間
化
さ
れ
た
も
の
、
量
的
な
も
の
、
繰
り
返
す
も
の
の
認
識
で
あ
る
。
科
学
的
知

識
の
こ
の
性
質
は
、
そ
れ
が
行
動
と
実
用
と
に
関
係
す
る
の
に
依
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
科
学
も
そ
の
根

源
に
溯
る
と
直
観
で
あ
っ
て
、
運
動
と
持
続
に
近
づ
く
こ
と
に
よ
っ
て
進
歩
す
る
。
近
代
科
学
は
運
動
を
独
立
な
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実
在
と
し
て
立
て
た
時
に
始
ま
っ
た
。
そ
れ
は
ガ
リ
レ
イ
が
高
み
か
ら
低
み
へ
の
運
動
を
、
高
い
と
か
低
い
と
か

の
概
念
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
運
動
を
そ
れ
に
よ
っ
て
説
明
し
得
る
と
信
じ
た
よ
う
な
二
つ
の
不
動
の
も
の
に

そ
の
原
理
を
求
め
な
い
で
、
そ
の
も
の
と
し
て
、
そ
れ
自
身
に
お
い
て
研
究
す
る
こ
と
を
決
心
し
た
時
に
始
ま
っ

た
。
こ
れ
は
科
学
の
歴
史
に
お
い
て
孤
立
し
た
事
実
で
な
く
、
多
く
の
大
発
見
、
少
な
く
と
も
実
証
科
学
を
変
形

さ
せ
或
い
は
そ
の
新
し
い
も
の
を
創
造
し
た
よ
う
な
大
発
見
は
、
い
ず
れ
も
純
粋
持
続
の
う
ち
に
測
深
錘
を
投
げ

入
れ
た
の
で
あ
る
。
科
学
の
用
い
る
一
定
の
方
法
の
根
源
に
は
直
観
が
あ
る
。
近
代
数
学
に
お
け
る
微
積
分
は
既

製
の
も
の
に
出
来
つ
つ
あ
る
も
の
を
置
き
代
え
、
大
い
さ
の
生
成
を
追
跡
し
、
運
動
を
外
部
か
ら
そ
の
並
べ
ら
れ

た
結
果
に
お
い
て
で
な
く
、
内
部
か
ら
そ
の
変
化
へ
の
傾
向
に
お
い
て
捉
え
よ
う
と
す
る
努
力
で
あ
る
。
し
か
し

そ
れ
は
一
定
の
記
号
の
発
明
に
よ
る
の
ほ
か
そ
の
驚
く
べ
き
適
用
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
そ
の
発
明
の
根
源

に
は
直
観
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
適
用
に
は
記
号
が
介
入
し
て
く
る
。
科
学
は
行
動
の
た
め
の
有
用
性
を
目

的
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
一
度
直
観
が
得
ら
れ
る
と
、
科
学
は
我
々
の
思
惟
の
習
慣
に
適
合
し
、
固
定
し

た
概
念
に
お
い
て
我
々
が
行
動
の
た
め
に
必
要
と
す
る
固
定
し
た
支
点
を
供
す
る
と
こ
ろ
の
表
現
や
適
用
の
様
式

を
見
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
一
般
化
と
論
理
的
完
成
の
仕
事
は
幾
世
紀
も
の
間
追
求
さ
れ
る
が
、
か
の
方

法
の
生
成
作
用
は
一
瞬
間
し
か
持
続
し
な
い
。
そ
の
た
め
に
我
々
は
そ
の
根
源
に
あ
る
直
観
を
忘
れ
て
、
科
学
の
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論
理
的
装
備
を
科
学
そ
の
も
の
の
如
く
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
直
観
の
忘
却
か
ら
科
学
的
知
識
の
相
対
性

が
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
固
定
し
た
も
の
か
ら
動
く
も
の
へ
ゆ
く
既
存
の
概
念
に
よ
る
記
号
的
認
識
は
相
対
的

で
あ
る
が
、
動
く
も
の
の
う
ち
に
腰
を
据
え
て
物
の
生
命
そ
の
も
の
を
掴
む
直
観
的
認
識
は
そ
う
で
は
な
い
。
こ

の
直
観
は
絶
対
的
な
も
の
に
達
す
る
。
科
学
と
形
而
上
学
と
は
直
観
に
お
い
て
結
び
附
く
、
と
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
書

い
て
い
る
。
斯
様
に
し
て
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
と
っ
て
真
理
は
発
明
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
彼
は
ジ

ェ
ー
ム
ズ
に
つ
い
て
述
べ
て
、
伝
統
的
な
見
方
に
依
る
と
、
真
理
は
既
に
存
在
す
る
も
の
と
の
一
致
と
し
て
定
義

さ
れ
る
が
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
に
と
っ
て
は
真
理
は
既
に
存
在
す
る
も
の
を
摸
写
す
る
の
で
な
く
、
発
明
で
あ
る
、
と

い
っ
て
い
る
。
コ
ロ
ン
ブ
ス
が
ア
メ
リ
カ
を
発
見
し
た
よ
う
に
、
真
理
は
発
見
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
他
の
説
に

と
っ
て
は
新
し
い
真
理
は
一
つ
の
発
見 découverte 

で
あ
る
が
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
に
と
っ
て
は
そ
れ
は
一

つ
の
発
明 invention 

で
あ
る
。
発
明
は
創
造
的
で
あ
り
、
発
見
は
既
に
存
在
す
る
も
の
の
た
だ
覆
わ
れ
て
い
た

の
を
顕
に
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
ま
た
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
ク
ロ
ー
ド
・
ベ
ル
ナ
ー
ル
に
つ
い
て
述
べ
た
際
に
も
、
発
明

は
到
る
処
に
、
事
実
の
最
も
謙
虚
な
探
求
の
う
ち
に
ま
で
、
最
も
単
純
な
経
験
の
う
ち
に
ま
で
存
在
す
る
、
と
い

っ
て
い
る
。
人
格
的
な
、
独
自
的
な
努
力
の
存
在
し
な
い
処
に
は
、
科
学
の
始
め
さ
え
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
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三

と
こ
ろ
で
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
い
う
経
験
は
意
識
で
あ
り
、
従
っ
て
彼
の
哲
学
は
心
理
学
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
で

あ
ろ
う
。
こ
の
心
理
学
は
如
何
に
し
て
宇
宙
論
的
意
味
を
有
す
る
に
至
る
で
あ
ろ
う
か
。
パ
ロ
デ
ィ
は
、
ラ
シ
ュ

リ
エ
が
心
理
学
を
形
而
上
学
に
還
元
し
た
の
と
は
反
対
に
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
形
而
上
学
を
心
理
学
に
連
れ
戻
そ
う

と
し
た
、
と
述
べ
て
い
る
が
、
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
如
何
に
し
て
考
え
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ

こ
に
我
々
は
カ
ン
ト
の
経
験
理
論
に
お
け
る
図
式
論
を
想
起
す
る
。
カ
ン
ト
の
図
式
論
は
時
間
を
図
式
と
し
て
経

験
の
構
成
を
論
ず
る
も
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
に
依
る
と
時
間
は
内
官
の
形
式
で
あ
る
が
、
そ
の
図
式
論
の
出
発
点

と
な
っ
て
い
る
の
は
、
我
々
の
あ
ら
ゆ
る
表
象
は
心
の
変
様
と
し
て
時
間
の
形
式
の
制
約
の
も
と
に
あ
る
と
い
う

思
想
で
あ
る
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
お
い
て
意
識
を
意
味
す
る
経
験
は
時
間
で
あ
る
。
経
験
の
二
つ
の
様
相
と
い
わ
れ

る
も
の
は
時
間
の
二
つ
の
様
相
、
流
れ
る
時
間
と
流
れ
た
時
間
、
純
粋
持
続
と
し
て
の
時
間
と
空
間
化
さ
れ
た
時

間
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
そ
こ
で
我
々
は
カ
ン
ト
の
図
式
論
を
媒
介
に
し
て
ベ
ル
グ
ソ
ン
哲
学
の
問
題
を
追
求
し
て
ゆ

こ
う
。＊

＊　

ベ
ル
グ
ソ
ン
が
実
際
に
カ
ン
ト
の
図
式
論
か
ら
影
響
さ
れ
た
か
否
か
は
決
定
す
る
こ
と
の
で
き
ぬ
問
題
で
あ
る
。

「
す
べ
て
の
起
原
は
秘
密
で
あ
る
。」Toutes les origines sont des secrets. （
ア
ミ
エ
ル
）。
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我
々
の
表
象
は
、
そ
れ
が
如
何
な
る
根
源
を
有
す
る
に
せ
よ
、
そ
れ
を
惹
き
起
す
も
の
が
外
物
の
影
響
で
あ
る

に
せ
よ
内
的
原
因
で
あ
る
に
せ
よ
、
そ
の
成
立
が
先
験
的
で
あ
る
に
せ
よ
経
験
的
で
あ
る
に
せ
よ
、
心
の
変
様
と

し
て
内
官
に
属
し
、
そ
し
て
か
よ
う
な
も
の
と
し
て
我
々
の
す
べ
て
の
認
識
は
け
っ
き
ょ
く
内
官
の
形
式
的
制
約

即
ち
時
間
に
従
属
し
て
い
る
、
そ
れ
は
す
べ
て
時
間
に
お
い
て
整
序
さ
れ
、
結
合
さ
れ
、
互
い
に
関
係
さ
せ
ら
れ

ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
、
と
カ
ン
ト
は
書
い
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
彼
の
図
式
論
の
基
礎
的
な
出
発
点
で
あ

っ
た
。
カ
ン
ト
の
図
式
論
は
時
間
の
規
定
を
図
式
と
し
て
感
性
と
悟
性
と
の
結
合
を
企
て
る
も
の
で
あ
る
が
、
彼

に
と
っ
て
は
経
験
が
こ
の
よ
う
に
図
式
化
さ
れ
た
悟
性
概
念
即
ち
範
疇
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

は
、
我
々
の
可
能
な
経
験
の
範
囲
が
現
象
で
あ
っ
て
物
自
体
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
物
自
体

は
時
間
の
制
約
を
脱
し
た
も
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
い
う
経
験
は
単
に
現
象
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
充
足
的

経
験
論
は
経
験
の
こ
の
よ
う
な
見
方
に
止
ま
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
尤
も
カ
ン
ト
が
概
念
的
知
識
の
範
囲
を
現
象
に

局
限
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
依
る
と
、
一
つ
の
新
し
い
哲
学
、
直
観
の
最
高
の
努
力
に
よ
っ
て
知

識
の
知
性
外
の
内
容
の
う
ち
に
腰
を
据
え
る
新
し
い
哲
学
に
道
を
開
い
た
も
の
で
あ
る
。こ
の
直
観
は
物
自
体
を
、

絶
対
的
な
も
の
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
、
そ
こ
に
カ
ン
ト
の
い
う
経
験
と
は
異
な
る
種
類
の
経
験
が
あ
る
の
で

あ
る
。
し
か
る
に
「
カ
ン
ト
の
眼
に
は
、
経
験
は
二
つ
の
異
な
る
そ
し
て
恐
ら
く
反
対
の
方
向
に
、
即
ち
一
は
知
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充
足
的
経
験
論

性
の
方
向
に
適
合
す
る
、
他
は
こ
れ
と
反
対
の
方
向
に
、
動
か
な
い
。
彼
に
と
っ
て
は
一
つ
の
経
験
し
か
存
在
し

な
い
、
そ
し
て
知
性
は
そ
の
全
範
囲
を
覆
う
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
が
我
々
の
す
べ
て
の
直
観
は
感
性
的
で
あ
る
、

或
い
は
、
他
の
言
葉
で
い
う
と
、
知
性
下
の
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
の
は
、
こ
の
こ
と
を
表
し
て
い
る
」。
知
性

と
こ
の
直
観
そ
の
も
の
と
の
間
に
は
本
質
的
な
差
異
は
存
し
な
い
。感
性
的
知
識
の
内
容
と
そ
の
形
式
と
の
間
の
、

並
び
に
ま
た
感
性
の
「
純
粋
形
式
」
と
悟
性
の
範
疇
と
の
間
の
柵
は
低
く
な
る
。
知
性
的
知
識
（
そ
の
固
有
の
対

象
に
制
限
さ
れ
た
）の
内
容
と
形
式
と
は
、知
性
は
物
体
性
に
調
子
を
合
わ
せ
、物
体
性
は
知
性
に
調
子
を
合
わ
せ
、

互
い
に
適
応
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
互
い
に
他
を
生
む
の
で
あ
る
。＊

か
よ
う
に
し
て
、
カ
ン
ト
は
時
間
の
規
定
を

図
式
と
し
て
直
観
と
概
念
と
の
結
合
を
企
て
た
が
、
こ
の
結
合
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
依
る
と
当
然
約
束
さ
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
は
そ
の
時
間
が
実
は
空
間
化
さ
れ
た
時
間
で
あ
る
の
に
基
づ
い
て
い
る
。
悟
性
の
概

念
が
働
く
の
は
か
よ
う
に
空
間
化
さ
れ
た
時
間
、
流
れ
る
時
間
で
な
く
て
流
れ
た
時
間
に
お
い
て
で
あ
る
。
カ
ン

ト
は
時
間
は
現
象
の
制
約
で
あ
っ
て
、
物
自
体
は
時
間
の
形
式
を
脱
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
が
、
物
自
体
が
時

間
の
形
式
を
脱
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
空
間
化
さ
れ
た
時
間
の
形
式
を
脱
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、

物
自
体
は
却
っ
て
本
来
の
時
間
そ
の
も
の
、
純
粋
持
続
で
あ
る
。
こ
の
絶
対
的
な
も
の
は
直
観
に
よ
っ
て
捉
え
ら

れ
る
。
こ
の
直
観
は
超
知
性
的
な
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
こ
に
二
つ
の
異
な
る
秩
序
の
直
観
が
存
在
す
る
こ
と
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に
な
る
、
超
知
性
的
直
観
は
知
性
下
の
直
観
の
方
向
の
逆
転
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
カ
ン
ト

が
直
観
の
こ
の
よ
う
な
二
元
性
を
認
め
る
こ
と
を
欲
せ
ず
ま
た
認
め
得
な
か
っ
た
の
は
、
彼
の
い
う
経
験
が
科
学

の
客
観
的
経
験
に
限
ら
れ
、
彼
に
と
っ
て
は
一
つ
の
経
験
し
か
存
在
し
な
か
っ
た
―
―
し
か
も
彼
は
科
学
を
数
学

的
自
然
科
学
と
し
て
の
み
考
え
た
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
。『
純
粋
理
性
批
判
』
を
注
意
深
く
読
む
者
は
、
カ
ン

ト
に
と
っ
て
科
学
で
あ
る
の
は
一
種
の
普
遍
数
学 m

athém
atique universelle 

で
あ
り
、
こ
の
僅
か
に
修
正
さ
れ

た
プ
ラ
ト
ニ
ス
ム
が
彼
に
と
っ
て
の
形
而
上
学
で
あ
る
、
と
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
い
っ
て
い
る
。
実
際
、
普
遍
数
学
の

夢
は
す
で
に
そ
れ
自
身
プ
ラ
ト
ニ
ス
ム
の
名
残
で
あ
る
。
普
遍
数
学
は
、
イ
デ
ア
は
物
の
う
ち
に
で
な
く
関
係
或

い
は
法
則
の
う
ち
に
存
す
る
と
仮
定
す
る
な
ら
ば
、
イ
デ
ア
の
世
界
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
も
し
我
々
の
科

学
が
そ
の
あ
ら
ゆ
る
部
分
に
お
い
て
同
等
の
客
観
性
を
現
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
感
性
的
即
ち
知
性
下
の
直

観
し
か
認
め
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
反
対
に
、
科
学
は
、
物
理
的
な
も
の
か
ら
、
生
命
的
な
も
の
を
通
っ

て
、
心
的
な
も
の
に
行
く
に
従
っ
て
、
次
第
に
少
な
く
客
観
的
に
な
り
、
次
第
に
多
く
象
徴
的
に
な
る
と
す
る
な

ら
ば
、
そ
の
場
合
に
は
、
物
を
象
徴
す
る
に
至
る
た
め
に
は
物
を
何
等
か
の
仕
方
で
よ
く
知
覚
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
か
ら
、
そ
こ
に
心
的
な
も
の
の
、
よ
り
一
般
的
に
は
生
命
的
な
も
の
の
直
観
が
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
、
こ
の

直
観
は
、
知
性
は
も
と
よ
り
そ
れ
を
翻
訳
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
知
性
を
超
越
す
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
そ
こ
に
超
知
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充
足
的
経
験
論

性
的
直
観
が
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
直
観
が
存
在
す
れ
ば
、
精
神
の
自
己
自
身
に
よ
る
把
握
、
そ
し
て
単
に

外
面
的
で
現
象
的
で
な
い
知
識
は
可
能
で
あ
る
。

＊　

L’évolution créatrice, pp. 387

―390.

と
こ
ろ
で
も
し
こ
の
よ
う
に
し
て
、
カ
ン
ト
が
経
験
の
外
に
、
内
官
の
形
式
で
あ
る
時
間
の
外
に
残
し
た
と
見

え
る
物
自
体
を
も
、
カ
ン
ト
の
い
う
直
観
や
時
間
や
経
験
と
は
反
対
の
方
向
に
お
い
て
で
あ
る
に
せ
よ
、
直
観
や

時
間
や
経
験
で
あ
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
こ
に
あ
ら
ゆ
る
実
在
論
の
影
は
失
せ
て
純
粋
な
観
念
論
が
生
ず
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
実
際
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
充
足
的
経
験
論
は
或
る
意
味
に
お
い
て
イ
ギ
リ
ス
の
経
験
論
の

う
ち
に
存
し
た
観
念
論
的
傾
向
を
徹
底
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。「
あ
ら
ゆ
る
実
在
が
意
識

と
親
縁
性
、
類
似
性
、
要
す
る
に
関
係
を
有
す
る
こ
と
は
、
我
々
が
物
を
『
形
像
』im

ages 

と
呼
ぶ
ま
さ
に
そ

の
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
が
観
念
論
に
譲
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
如
何
な
る
哲
学
説
も
、
自
家
撞
着
に

終
ら
ざ
る
限
り
、
こ
の
結
論
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
ぬ
」、
と
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
い
っ
て
い
る
。＊

彼
に
依
る
と
、
バ

ー
ク
リ
ー
が
物
質
の
二
次
的
性
質
は
一
次
的
性
質
と
少
な
く
と
も
同
じ
だ
け
の
実
在
性
を
有
す
る
こ
と
を
立
証
し

た
と
き
、
哲
学
は
一
つ
の
大
き
な
進
歩
を
な
し
た
。
し
か
る
に
ロ
ッ
ク
に
お
け
る
一
次
的
性
質
と
二
次
的
性
質
と

の
区
別
は
、
経
験
論
の
合
理
論
或
い
は
先
験
的
哲
学
に
対
す
る
譲
歩
に
基
づ
く
と
見
ら
れ
得
る
故
に
、
バ
ー
ク
リ
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ー
に
依
る
そ
の
区
別
の
撤
廃
を
大
き
な
進
歩
と
見
る
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
哲
学
は
経
験
論
の
徹
底
で
あ
る
と
い
い
得
る

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
彼
に
依
る
と
、
バ
ー
ク
リ
ー
の
誤
謬
は
、
そ
の
区
別
の
撤
廃
の
た
め
に
物
質
を
精
神
の
内
部

に
移
し
、
そ
れ
を
単
な
る
観
念
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
信
じ
た
点
に
あ
る
。
と
こ
ろ
で
も
し
我
々
が
ヒ
ュ
ー
ム

に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
実
体
概
念
の
批
評
は
、
バ
ー
ク
リ
ー
が
桜
の
実
に
つ
い
て
考
え
た
こ
と
を
精

神
に
つ
い
て
も
考
え
、
精
神
と
い
う
も
の
も
観
念
の
束
に
ほ
か
な
ら
ぬ
と
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
に
と
っ
て
は

物
質
を
自
己
の
内
部
に
移
し
入
れ
得
る
精
神
の
如
き
も
の
は
も
は
や
存
在
し
得
な
い
の
を
見
出
す
で
あ
ろ
う
。
彼

に
と
っ
て
は
物
質
も
精
神
も
、
一
切
が
観
念
で
あ
り
、
そ
し
て
観
念
そ
の
も
の
は
も
は
や
物
的
と
も
心
的
と
も
い

い
得
ぬ
も
の
に
な
る
。
こ
の
結
論
は
近
代
哲
学
の
発
展
に
と
っ
て
重
要
な
関
係
を
有
し
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
い
わ

ゆ
る
経
験
批
判
論 em

pirio-criticism
 

も
考
え
ら
れ
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
根
本
的
経
験
論
も
理
解
さ
れ
、
ベ
ル
グ
ソ

ン
の
充
足
的
経
験
論
も
説
明
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ジ
ェ
ー
ム
ズ
や
ベ
ル
グ
ソ
ン
が
最
も
強
く
排
斥
し
た
の

は
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
「
判
別
さ
れ
得
る
も
の
は
分
離
さ
れ
得
る
」（W

hat is distinguishable is separable.

）
と
い

う
根
本
思
想
に
基
づ
く
原
子
論
的
心
理
学
で
あ
っ
た
。
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
根
本
的
経
験
論
の
根
本
原
理
は
、
経
験
を

結
合
す
る
関
係
も
そ
れ
自
身
経
験
さ
れ
た
関
係
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
知
る
も
の
と
知
ら
れ
る
も
の
、
主

観
と
客
観
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
、
経
験
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
と
し
て
経
験
の
う
ち
に
含
ま
れ
、
知
識
と
い
う
も
の
は
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充
足
的
経
験
論

そ
の
経
験
さ
れ
た
関
係
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
い
ま
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
充
足
的
経
験
論
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
有
す
る

と
思
わ
れ
る
の
は
、
彼
が
特
に
彼
の
最
も
豊
富
で
最
も
示
唆
的
な
著
作
『
物
質
と
記
憶
』
の
中
で
論
じ
て
い
る
イ

マ
ー
ジ
ュ im

age
（
形
像
）
の
説
で
あ
る
。
物
は
形
像
で
あ
る
、
と
彼
は
い
う
。
我
々
の
身
体
も
環
境
に
あ
る
物

と
同
じ
く
形
像
で
あ
り
、
形
像
の
中
の
形
像
以
外
の
も
の
で
は
な
い
。
世
界
は
形
像
の
世
界
で
あ
る
。
か
よ
う
に

物
が
形
像
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
既
に
記
し
た
如
く
、
観
念
論
に
類
似
す
る
が
、
単
な
る
観
念
論
で
は
な
い
。

物
は
我
々
の
観
念
或
い
は
表
象
に
過
ぎ
ぬ
の
で
は
な
い
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
が
形
像
と
称
す
る
も
の
は
、
彼
の
い
う
と

こ
ろ
で
は
、
観
念
論
者
が
表
象
と
呼
ぶ
も
の
よ
り
は
よ
り
多
い
、
し
か
し
実
在
論
者
が
物
と
呼
ぶ
も
の
よ
り
は
よ

り
少
な
い
或
る
存
在
で
あ
り
、
い
わ
ば
「
物
」
と
「
表
象
」
と
の
中
途
に
位
す
る
存
在
で
あ
る
。
そ
し
て
物
は
実

は
か
よ
う
な
形
像
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
我
々
が
赤
い
薔
薇
を
見
る
と
き
、
赤
い
色
は
単
な
る
観
念
と
し
て

我
々
の
う
ち
に
あ
る
の
で
な
く
、
蕎
薇
の
う
ち
に
あ
る
の
で
あ
る
、
そ
れ
は
我
々
の
精
神
の
状
態
で
な
く
、
薔
薇

の
存
在
を
構
成
す
る
要
素
で
あ
る
。
こ
の
色
や
形
な
ど
の
背
後
に
物
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
ぬ
、
形
像
が
直
ち
に

物
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
観
念
論
で
は
な
く
、
直
接
経
験
の
レ
ア
リ
ス
ム
で
あ
る
。
充
足
的
経
験
論
は
唯
物
論
で

も
観
念
論
で
も
な
い
。「
唯
物
論
を
反
駁
す
る
一
つ
の
、
そ
し
て
唯
一
つ
の
手
段
が
あ
る
、
そ
れ
は
物
質
が
絶
対

に
そ
の
現
れ
る
が
如
く
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
立
証
す
る
こ
と
で
あ
る
」、
と
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
書
い
て
い
る
。
尤
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も
こ
れ
は
厳
密
に
は
彼
が
純
粋
と
称
す
る
知
覚
に
つ
い
て
い
わ
れ
得
る
こ
と
で
あ
る
。
我
々
の
知
識
は
何
よ
り
も

行
動
の
た
め
の
実
用
的
な
目
的
を
有
し
て
い
る
、
我
々
は
我
々
に
利
害
関
係
を
有
す
る
部
分
、
言
い
換
え
る
と
、

我
々
に
お
い
て
或
い
は
我
々
の
側
か
ら
の
行
動
を
喚
び
起
し
得
る
も
の
し
か
注
意
し
な
い
、
こ
れ
が
我
々
の
意
識

的
に
知
覚
す
る
も
の
で
あ
る
。
知
覚
は
権
利
上
は
全
体
の
形
像
で
あ
る
が
、
事
実
上
は
我
々
に
利
害
関
係
を
有
す

る
も
の
に
限
ら
れ
て
い
る
。
我
々
の
意
識
的
な
知
覚
は
こ
の
よ
う
に
我
々
の
行
動
の
必
要
に
従
っ
て
切
断
さ
れ
、

聯
合
さ
れ
、
組
織
さ
れ
た
直
観
で
あ
る
。
か
く
て
「
物
質
の
う
ち
に
は
、
現
実
に
与
え
ら
れ
た
も
の
よ
り
も
よ
り

以
上
の
或
る
物
が
存
在
す
る
が
、
そ
れ
と
は
異
な
る
或
る
物
は
存
在
し
な
い
」。
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
依
る
と
、
我
々

の
知
覚
の
う
ち
に
は
つ
ね
に
記
憶
が
入
っ
て
い
る
。
物
質
は
、
そ
の
本
質
的
な
も
の
に
お
い
て
、
純
粋
知
覚
と
一

致
す
る
が
、
し
か
し
記
憶
が
、
実
際
に
は
知
覚
と
不
可
分
の
も
の
で
あ
っ
て
、
過
去
を
現
在
の
う
ち
に
挿
入
し
、

ま
た
唯
一
の
直
観
の
う
ち
に
持
続
の
多
様
の
瞬
間
を
収
縮
し
、か
く
て
記
憶
は
そ
の
二
重
の
操
作
に
よ
っ
て
、我
々

が
権
利
上
は
物
質
を
そ
の
も
の
に
お
い
て
知
覚
す
る
場
合
に
、
事
実
上
は
そ
れ
を
我
々
に
お
い
て
知
覚
す
る
原
因

で
あ
る
。
記
憶
の
な
い
意
識
は
存
在
し
な
い
、
現
在
の
直
観
に
過
去
の
瞬
間
の
記
憶
を
加
え
る
こ
と
な
し
に
一
つ

の
状
態
の
連
続
は
存
在
し
な
い
。
現
在
の
う
ち
に
お
け
る
こ
の
過
去
の
残
存
な
し
に
は
持
続
は
存
在
せ
ず
、
単
な

る
即
時
性 instantanéité 

が
存
在
す
る
に
過
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が m

ens instantanea 

と
い
っ
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た
よ
う
に
物
質
は
持
続
と
は
没
交
渉
の instantanéité pure 

で
あ
り
、
こ
れ
に
反
し
て
意
識
は
記
憶
で
あ
る
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
意
識
は
単
に
記
憶
で
な
く
、
ま
た
未
来
の
予
料
で
あ
る
。「
持
続
は
未
来
を
咬
ん
で

前
進
し
な
が
ら
膨
脹
す
る
と
こ
ろ
の
過
去
の
連
続
的
進
行
で
あ
る
」。
過
去
は
自
分
自
身
で
、
自
働
的
に
保
存
さ

れ
る
。
記
憶
は
意
識
の
底
に
お
い
て
外
部
に
出
る
機
会
を
待
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
条
件
が
与
え
ら
れ
る

や
否
や
、
感
覚
と
結
び
附
い
て
自
己
を
現
実
化
す
る
。「
我
々
が
物
を
見
る
場
合
我
々
が
我
々
に
与
え
る
の
は
、

現
実
の
框
の
中
へ
挿
入
さ
れ
た
一
種
の
幻
覚 hallucination 

で
あ
る
」、
と
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
い
っ
て
い
る
。
そ
う

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ま
さ
に
そ
の
意
味
に
お
い
て
直
観
は
イ
マ
ー
ジ
ュ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
彼
の
哲
学

は
イ
マ
ジ
ナ
シ
オ
ン
の
哲
学
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う＊
＊。

尤
も
今
い
う
構
想
力
は
記
憶
の
方
向
に

考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
再
生
的
で
あ
っ
て
、
創
造
的
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
創
造
的
構
想
力
は
む
し
ろ
未
来

の
予
料
の
方
向
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
や
が
て
述
べ
る
如
く
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
か
よ
う
な
も
の
を
考
え

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
彼
の
時
間
哲
学
は
構
想
力
の
哲
学
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

＊　

M
atière et m

ém
oire, p. 256.

＊
＊　

拙
著
『
構
想
力
の
論
理
』
第
一
、七
六
頁
〔
全
集
第
八
巻
〕
以
下
【
第
一
章
「
神
話
」
第
九
項
】
参
照
。

こ
こ
に
我
々
は
先
ず
再
び
カ
ン
ト
を
想
起
し
よ
う
。
カ
ン
ト
は
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
先
験
的
演
繹
論
に
お
い
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て
、
あ
ら
ゆ
る
認
識
に
対
し
て
先
験
的
に
根
柢
に
存
す
る
と
こ
ろ
の
人
間
の
心
の
根
本
能
力
と
し
て
純
粋
構
想
力

を
考
え
た
。
感
性
と
悟
性
と
い
う
両
端
は
構
想
力
の
こ
の
先
験
的
機
能
を
媒
介
と
し
て
必
然
的
に
聯
関
し
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
カ
ン
ト
に
お
い
て
構
想
力
は
時
間
の
い
わ
ば
生
成
的
原
理
で
あ
り
、
図
式
は
構
想
力
の
図
式

で
あ
っ
て
、
一
方
知
性
的
で
あ
る
と
共
に
他
方
感
性
的
で
あ
り
、
か
よ
う
な
も
の
と
し
て
悟
性
と
感
性
と
を
媒
介

す
る
表
象
で
あ
る
と
見
ら
れ
た
。「
現
象
と
そ
の
単
な
る
形
式
に
関
す
る
我
々
の
悟
性
の
こ
の
シ
ェ
マ
テ
ィ
ス
ム

ス
は
人
間
の
心
の
深
底
に
お
け
る
隠
れ
た
技
術
で
あ
り
、
そ
の
真
の
技
巧
を
自
然
か
ら
探
知
し
、
そ
れ
を
ま
の
あ

た
り
顕
に
す
る
こ
と
は
我
々
に
と
っ
て
困
難
で
あ
る
」、
と
彼
は
書
い
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
も
し
、
カ
ン
ト
は
彼

の
経
験
理
論
の
上
に
述
べ
た
よ
う
な
制
約
乃
至
制
限
に
基
づ
い
て
構
想
力
を
一
方
悟
性
に
従
属
さ
せ
は
し
た
が
、

し
か
し
他
方
そ
の
固
有
の
機
能
を
も
認
め
て
い
る
と
い
う
我
々
の
解
釈
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、＊

こ
の
構
想
力
の
固

有
の
機
能
は
何
よ
り
も
彼
の
『
判
断
力
批
判
』
の
う
ち
に
尋
ね
ら
る
べ
き
理
由
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
我
々

は
そ
れ
を
こ
の
書
に
お
け
る
「
自
然
の
技
術
」
の
思
想
の
う
ち
に
、
ま
た
特
に
天
才
論
の
う
ち
に
追
求
す
る
こ
と

が
で
き
る
と
思
う＊
＊。
構
想
力
は
人
間
に
お
け
る
―
―
単
に
少
数
の
天
才
的
人
間
の
み
で
な
く
、
少
な
く
と
も
権
利

上
は
あ
ら
ゆ
る
人
間
に
お
け
る
―
―
本
来
天
才
的
な
能
力
で
あ
る
。
天
才
は
、
カ
ン
ト
に
依
る
と
、
構
想
力
の
独

創
性
で
あ
る
、
天
才
に
は
独
創
的
な
構
想
力
が
属
す
る
、
構
想
力
の
み
が
創
造
的
で
あ
る
、
と
彼
は
述
べ
て
い
る
。
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尤
も
構
想
力
の
自
由
な
戯
れ
は
、
そ
れ
が
概
念
と
一
致
す
る
場
合
、
言
い
換
え
る
と
、
悟
性
に
適
っ
て
い
る
場
合
、

規
則
に
合
っ
て
い
る
場
合
、
天
才
と
称
せ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
で
な
い
場
合
に
は
単
な
る
空
想
も
し
く
は

妄
想
に
過
ぎ
ぬ
。
し
か
し
そ
の
一
致
は
決
し
て
悟
性
或
い
は
規
則
の
拘
束
の
も
と
に
立
て
ら
れ
た
も
の
で
な
く
、

全
く
自
由
に
、
全
く
自
然
的
に
立
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
悟
性
は
天
才
の
作
品
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
後
か
ら
そ
こ
に
規
則
を
認
識
す
る
の
で
あ
る
。
天
才
は
自
然
と
し
て
芸
術
に
規
則
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
カ
ン

ト
は
第
三
批
判
書
に
お
い
て
天
才
を
芸
術
に
関
し
て
の
み
認
め
た
が
、
人
間
学
に
お
い
て
は
あ
ら
ゆ
る
発
明
―
―

発
見
と
発
明
と
の
上
に
い
っ
た
よ
う
な
区
別
は
す
で
に
カ
ン
ト
も
明
瞭
に
述
べ
て
い
る
―
―
に
関
し
て
天
才
を
認

め
た
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
が
直
観
は
創
造
的
で
あ
る
と
い
い
、
或
い
は
真
理
は
発
明
で
あ
る
と
い
う
と
き
、
そ
れ
は
か

よ
う
な
構
想
力
の
独
創
性
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
直
観
は
超
知
性
的
で
あ
る
と
い
う

が
、
そ
れ
は
反
知
性
的
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
、
直
観
は
単
に
非
合
理
的
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
も
し
そ
れ
が
単

に
非
合
理
的
な
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、彼
は
科
学
の
根
柢
に
直
観
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

多
く
の
点
に
お
い
て
ベ
ル
グ
ソ
ン
と
類
似
す
る
セ
ア
イ
ユ
は
、天
才
の
概
念
を
彼
の
生
命
の
哲
学
の
中
心
に
置
き
、

そ
し
て
創
造
的
構
想
力
を
内
面
的
天
才
と
称
し
て
い
る
。
イ
マ
ジ
ナ
シ
オ
ン
は
自
然
と
思
惟
と
の
絶
え
ざ
る
交
通

を
、
そ
の
一
方
か
ら
他
方
へ
導
く
不
断
の
運
動
を
我
々
に
示
す
、
そ
れ
は
延
長
と
非
延
長
と
の
間
の
深
い
溝
を
突
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破
し
、
精
神
と
身
体
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
解
決
し
難
い
問
題
を
解
決
す
る
、
精
神
は
身
体
と
な
り
、
身
体
は
精

神
と
な
る
、
イ
マ
ー
ジ
ュ
は
な
お
感
覚
で
あ
る
、
し
か
も
す
で
に
そ
れ
か
ら
区
別
さ
れ
る
、
そ
の
起
原
に
依
る
と

物
質
で
あ
り
、
そ
の
全
く
内
面
的
な
生
命
に
依
る
と
精
神
で
あ
る
、
そ
れ
は
世
界
と
思
惟
と
を
結
合
す
る
、
と
セ

ア
イ
ユ
は
論
じ
て
い
る＊
＊
＊。

こ
の
よ
う
な
構
想
力
が
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
哲
学
の
根
柢
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

＊　

拙
稿
「
経
験
」、
本
誌
二
月
号
及
び
続
稿
〔
全
集
第
八
巻
〕
参
照
。

＊
＊　

簡
単
に
は
拙
稿
「
論
理
と
直
観
」（『
知
性
』
三
月
号
）〔
全
集
第
四
巻
収
録
〕
及
び
「
天
才
論
」（
同
四
月
号
）〔
全

集
第
十
四
巻
収
録
〕
を
看
よ
。

＊
＊
＊　

G
abreiel Séailles, Essai sur le génie dans L’art, P. 124.

四

ベ
ル
グ
ソ
ン
は
、
直
観
か
ら
分
析
に
移
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
し
か
し
分
析
か
ら
直
観
に
移
る
こ
と
は
で
き
ぬ

と
か
、
固
定
し
た
概
念
は
我
々
の
思
惟
に
よ
っ
て
動
く
実
在
か
ら
抽
出
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
し
か
し
概
念

の
固
定
性
を
も
っ
て
実
在
の
動
性
を
再
構
成
す
る
如
何
な
る
手
段
も
存
在
し
な
い
と
か
、
と
い
っ
て
い
る
。
尤
も

彼
も
持
続
を
分
析
す
る
と
、
一
方
そ
れ
は
多
様
性
で
あ
り
、
他
方
そ
れ
は
統
一
性
で
あ
る
、
即
ち
テ
ー
ゼ
と
ア
ン
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チ
テ
ー
ゼ
と
が
出
て
く
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
そ
こ
で
持
続
は
そ
れ
ら
相
反
す
る
も
の
の
綜
合
で
あ
る
と
い
わ

れ
る
で
あ
ろ
う
。
多
く
の
場
合
ひ
と
は
か
よ
う
な
概
念
的
分
析
と
再
構
成
を
弁
証
法
と
称
し
て
い
る
。
そ
し
て
運

動
は
相
反
す
る
も
の
の
綜
合
と
し
て
弁
証
法
的
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
依
る
と
、
運
動
そ
の
も

の
は
分
析
に
よ
っ
て
は
捉
え
る
こ
と
が
で
き
ぬ
、
そ
れ
は
直
観
に
よ
っ
て
初
め
て
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ア
ン

チ
ノ
ミ
ー
の
テ
ー
ゼ
と
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
を
同
時
に
、
同
じ
平
面
に
お
い
て
承
認
す
る
如
何
な
る
手
段
も
存
在
し

な
い
。
そ
れ
は
直
観
に
よ
っ
て
超
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
哲
学
す
る
と
は
ま
さ
に
、
カ
ン
ト
の
批
判
が
そ
れ
に
つ

い
て
外
部
か
ら
テ
ー
ゼ
と
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
の
二
つ
の
相
反
す
る
見
方
を
し
た
と
こ
ろ
の
具
体
的
実
在
の
内
部

に
、
直
観
の
努
力
に
よ
っ
て
、
身
を
置
く
こ
と
で
あ
る
、
と
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
い
う
。
し
か
る
に
一
度
直
観
が
得
ら

れ
る
と
、
そ
れ
を
反
省
し
て
分
析
的
に
思
惟
す
る
場
合
そ
こ
か
ら
弁
証
法
的
概
念
が
出
て
来
ざ
る
を
得
な
い
も
の

と
す
れ
ば
、
か
よ
う
な
直
観
は
弁
証
法
的
直
観
と
し
て
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
分
析

的
或
い
は
反
省
的
弁
証
法
の
根
柢
に
は
つ
ね
に
弁
証
法
的
直
観
が
存
在
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
も
の
は
成
立
す

る
と
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
の
み
で
な
く
我
々
は
更
に
進
ん
で
、
か
よ
う
な
直
観
の
う
ち
に

そ
れ
自
身
の
論
理
、
分
析
的
論
理
に
対
す
る
原
始
論
理
、
反
省
的
弁
証
法
に
対
す
る
原
始
弁
証
法
と
も
い
う
べ
き

も
の
を
考
え
得
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
、我
々
の
概
念
は
固
形
体
の
形
像
に
従
っ
て
作
ら
れ
て
お
り
、
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我
々
の
論
理
は
何
よ
り
も
固
形
体
の
論
理 logique des solides 

で
あ
る
、
と
い
っ
て
い
る
。
し
か
し
弁
証
法
は

自
己
の
主
張
す
る
如
く
運
動
の
論
理
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
し
か
し
ま
た
運
動
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
主
張
す
る
如
く
直

観
に
よ
っ
て
の
み
捉
え
ら
れ
得
る
と
す
れ
ば
、弁
証
法
は
概
念
的
論
理
で
あ
る
に
先
立
っ
て
直
観
の
論
理
で
あ
り
、

概
念
的
弁
証
法
は
直
観
的
弁
証
法
の
分
析
的
反
省
か
ら
出
て
く
る
と
見
ら
れ
得
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
こ
の

直
観
的
弁
証
法
と
し
て
構
想
力
の
論
理
が
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

ベ
ル
グ
ソ
ン
は
か
よ
う
な
見
方
を
認
め
な
い
で
あ
ろ
う
。
彼
に
と
っ
て
は
論
理
は
知
性
の
論
理
で
あ
り
、
固
形

体
の
論
理
で
あ
る
。知
性
は
惰
性
的
な
物
体
、特
に
固
形
体
に
関
係
す
る
、そ
し
て
そ
れ
は
知
性
が
行
動
に
関
係
し
、

行
動
に
と
っ
て
有
用
な
知
識
を
求
め
る
た
め
で
あ
る
、
固
形
体
に
お
い
て
我
々
の
行
動
は
支
点
を
、
我
々
の
労
働

は
そ
の
仕
事
の
道
具
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
し
か
し
我
々
の
行
動
は
つ
ね
に
た
だ
有
用
性
の
み
を
目
差
す
も
の
で

あ
ろ
う
か
。
さ
し
あ
た
り
我
々
は
芸
術
的
制
作
の
如
き
有
用
性
と
は
関
わ
り
の
な
い
行
動
の
存
在
す
る
こ
と
を
知

っ
て
い
る
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
生
命
の
最
も
具
体
的
な
姿
を
意
識
或
い
は
精
神
に
お
い
て
見
た
。
意
識
は
純
粋
持
続

で
あ
り
、「
動
く
も
の
」
と
考
え
ら
れ
た
。
こ
の
動
く
も
の
は
真
に
具
体
的
に
動
く
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
真
に
具

体
的
に
動
く
も
の
は
物
質
に
触
れ
て
動
く
も
の
、
行
為
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
が
純
粋
に

動
く
も
の
と
考
え
た
の
は
却
っ
て
抽
象
的
な
も
の
で
あ
る
。
彼
に
依
る
と
、物
質
は
精
神
に
対
す
る
「
逆
の
運
動
」
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で
あ
る
。
精
神
が
緊
張
で
あ
る
の
に
対
し
て
物
質
は
弛
緩
で
あ
り
、
精
神
が
上
昇
す
る
の
に
対
し
て
物
質
は
下
降

す
る
。
物
質
は
精
神
の
解
体
で
あ
る
、
即
ち
そ
れ
は
不
動
化
さ
れ
、
分
割
さ
れ
、
反
覆
さ
れ
る
。
精
神
が
時
間
で

あ
る
の
に
対
し
て
物
質
は
空
間
で
あ
る
。「
時
間
は
発
明
で
あ
る
、さ
も
な
け
れ
ば
そ
れ
は
全
く
何
物
で
も
な
い
」、

と
彼
は
い
う
。
し
か
し
物
質
に
触
れ
る
こ
と
の
な
い
精
神
は
発
明
的
で
あ
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
単
に

流
れ
る
の
み
の
時
間
は
形
を
と
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
し
か
る
に
生
命
は
形
の
あ
る
も
の
を
作
り
出
す
、
創
造
と
い

う
の
は
形
の
あ
る
も
の
を
作
り
出
す
こ
と
で
あ
る
。
生
命
的
な
形
は
動
的
・
静
的
な
も
の
、
時
間
的
・
空
間
的
な

も
の
、
精
神
的
・
物
質
的
な
も
の
、
要
す
る
に
弁
証
法
的
な
も
の
で
あ
る
。
単
に
動
く
も
の
は
動
く
と
も
い
い
得

な
い
で
あ
ろ
う
。
生
命
は
単
に
時
間
的
な
も
の
で
な
く
、
同
時
に
空
間
的
な
も
の
で
あ
る
。
真
に
時
間
的
な
も
の

は
永
遠
に
触
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
生
命
的
な
も
の
は
動
い
て
止
ま
る
も
の
、
止
ま
っ
て
動
く
も
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
生
命
の
論
理
は
直
観
的
弁
証
法
的
で
あ
る
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
固
形
体
の
論
理
、
物
質
の
論
理

の
み
を
認
め
て
、
精
神
の
論
理
を
認
め
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
彼
の
い
う
精
神
、「
動
く
も
の
」
が
抽
象
的
な

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
依
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
物
質
に
触
れ
て
形
成
的
に
働
く
精
神
の
運
動
は
直
観
的
論
理

的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

彼
自
身
、
或
る
箇
所
で
物
質
と
意
識
と
の
関
係
に
つ
い
て
次
の
如
く
述
べ
て
い
る
。＊

物
質
は
先
ず
分
割
し
、
厳
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密
化
す
る
も
の
で
あ
る
。
思
想
そ
の
ま
ま
で
は
要
素
の
相
互
的
内
包
で
あ
っ
て
、
そ
の
要
素
が
一
で
あ
る
か
多
で

あ
る
か
は
い
う
こ
と
が
で
き
ぬ
、
そ
れ
は
ひ
と
つ
の
連
続
で
あ
り
、
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
連
続
の
う
ち
に
は
混
乱
が

あ
る
。
思
想
が
判
明
に
な
る
た
め
に
は
、
思
想
は
言
語
に
お
い
て
拡
散
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
よ
う
に
物
質
は

生
命
の
根
源
的
跳
躍
の
う
ち
に
混
在
し
て
い
た
諸
傾
向
を
区
別
し
、
分
離
し
、
個
別
性
に
、
そ
し
て
遂
に
人
格
性

に
解
体
す
る
。
他
方
、
物
質
は
努
力
を
喚
び
起
し
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
思
想
で
し
か
な
い
思
想
、

構
想
で
し
か
な
い
美
術
作
品
、
夢
で
し
か
な
い
詩
は
、
未
だ
労
苦
を
要
し
な
い
。
努
力
を
要
求
す
る
の
は
、
詩
の

言
語
に
お
け
る
、
美
術
的
構
想
の
彫
刻
或
い
は
画
幅
に
お
け
る
物
質
的
実
現
で
あ
る
。
努
力
は
苦
痛
で
あ
る
が
、

し
か
し
ま
た
尊
い
、そ
れ
は
そ
れ
の
達
す
る
作
品
よ
り
も
な
お
尊
い
も
の
で
あ
る
、な
ぜ
な
ら
、努
力
の
お
か
げ
で
、

ひ
と
は
自
己
か
ら
自
己
が
有
し
た
よ
り
以
上
の
も
の
を
引
き
出
し
た
の
で
あ
り
、
自
己
を
自
己
自
身
の
上
に
高
め

た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
努
力
は
物
質
な
し
に
は
可
能
で
な
い
。
物
質
が
反
対
す
る
抵
抗
に
よ
っ
て
、
我
々

が
そ
れ
を
そ
こ
へ
連
れ
て
く
る
こ
と
が
で
き
る
従
順
に
よ
っ
て
、
物
質
は
障
礙
で
あ
る
と
同
時
に
、
道
具
で
あ
り
、

刺
戟
で
あ
る
。
物
質
は
我
々
の
力
を
試
練
す
る
、
そ
の
形
跡
を
保
存
し
、
そ
の
強
度
化
を
促
す
の
で
あ
る
。
生
命

と
い
う
も
の
は
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
努
力
、「
自
己
か
ら
自
己
が
有
す
る
よ
り
以
上
の
も
の
を
引
き
出
し
、
自
己

を
自
己
自
身
の
上
に
高
め
る
」
努
力
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
人
生
は
労
苦
で
あ
る
。
し
か
し
物
質
に
撞
着
し
て
そ
こ
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に
自
己
の
形
跡
を
遺
す
こ
の
努
力
こ
そ
真
に
創
造
的
と
い
い
得
る
の
で
あ
る
。

＊　

L’énergie spirituelle, pp. 23, 24.

と
こ
ろ
で
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
他
の
箇
所
で
、
知
的
努
力
に
つ
い
て
ま
た
次
の
如
く
論
じ
て
い
る
。
知
的
努
力
の
サ

ン
チ
マ
ン
は
図
式 schém

a 

か
ら
形
像 im

age 

へ
の
道
程
に
お
い
て
生
ず
る
。
こ
の
過
程
の
発
端
に
あ
る
の
は
図

式
で
あ
る
。
図
式
は
全
体
の
表
象
で
あ
る
、
そ
れ
は
抜
抄
で
も
な
け
れ
ば
要
約
で
も
な
い
、
そ
れ
は
概
念
の
如
き

も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
や
が
て
形
像
が
そ
れ
を
互
い
に
並
列
的
な
外
的
諸
部
分
に
お
い
て
展
開
す
る
と

こ
ろ
の
も
の
を
相
互
的
含
蓄
の
状
態
に
お
い
て
含
ん
で
い
る
。
知
的
努
力
が
図
式
か
ら
形
像
へ
の
仕
事
で
あ
る
こ

と
は
と
り
わ
け
発
明
の
努
力
に
つ
い
て
明
瞭
に
認
め
ら
れ
る
。
リ
ボ
ー
が
『
創
造
的
想
像
力
』
の
中
で
い
っ
て
い

る
よ
う
に
、
想
像
的
に
創
造
す
る
こ
と
は
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
問
題
は
、
そ
れ
を
先
ず
解
決
さ
れ

た
も
の
と
し
て
想
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
ほ
か
如
何
に
し
て
解
決
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
リ
ボ
ー
に
依
る
と
、

ひ
と
は
先
ず
理
想
を
、
即
ち
或
る
獲
得
さ
れ
た
結
果
を
表
象
し
、
そ
し
て
次
に
如
何
な
る
要
素
の
結
合
に
よ
っ
て

こ
の
結
果
が
獲
得
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
を
尋
ね
る
。
ひ
と
は
先
ず
一
躍
し
て
完
全
な
結
果
に
、
彼
が
実
現
し
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
目
的
の
う
ち
に
身
を
運
び
込
む
、
あ
ら
ゆ
る
発
明
の
努
力
は
そ
の
と
き
ひ
と
が
そ
の
上
を
飛
び
越
え

た
中
間
を
充
満
さ
せ
、
そ
し
て
新
た
に
、
今
度
は
手
段
の
連
続
的
な
糸
を
辿
っ
て
そ
の
同
じ
目
的
に
達
し
よ
う
と
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す
る
試
み
で
あ
る
。
し
か
し
如
何
に
し
て
こ
の
場
合
手
段
な
し
に
目
的
が
表
象
さ
れ
、
部
分
な
し
に
全
体
が
表
象

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
形
像
の
形
式
の
も
と
に
お
い
て
で
あ
り
得
な
い
、
な
ぜ
な
ら
結
果
が
成
就
さ
れ
つ

つ
あ
る
こ
と
を
我
々
に
見
さ
せ
る
形
像
は
我
々
に
、
こ
の
形
像
そ
の
も
の
に
内
面
的
に
、
こ
の
結
果
を
成
就
す
る

手
段
を
示
す
も
の
で
あ
る
か
ら
。
そ
れ
故
に
全
体
は
図
式
と
し
て
提
供
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
そ
し
て

発
明
は
ま
さ
に
こ
の
図
式
を
形
像
に
転
化
す
る
こ
と
に
存
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
図
式
は
既
に
い

っ
た
如
く
知
性
の
概
念
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
図
式
は
直
観
的
な
も
の
で
あ
る
。「
図
式
は
、
開
い
た
状
態
に
お

い
て
、
形
像
が
閉
じ
た
状
態
に
お
い
て
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
生
成 devenir 

の
言
葉
に
お
い
て
、

動
的
に
、形
像
が
既
製 tout fait 
の
も
の
と
し
て
、静
的
状
態
に
お
い
て
我
々
に
与
え
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
現
す
」、

と
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
い
っ
て
い
る
。＊

今
こ
の
よ
う
に
概
念
的
に
で
な
く
直
観
的
に
全
体
の
表
象
を
予
料
的
に
与
え
る

図
式
は
ま
さ
に
構
想
力
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
創
造
的
構
想
力
が
あ
る
。
ベ

ル
グ
ソ
ン
が
経
験
に
二
つ
の
経
験
を
、
直
観
に
二
つ
の
直
観
を
考
え
た
よ
う
に
、
構
想
力
に
も
二
つ
の
も
の
が
あ

る
、
即
ち
一
方
に
は
こ
の
よ
う
な
創
造
的
構
想
力
が
、
他
方
に
は
物
質
の
形
像
を
与
え
る
構
想
力
が
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
両
者
は
形
成
的
創
造
に
お
い
て
結
び
附
く
の
で
あ
る
。
図
式
か
ら
形
像
へ
の
転
化
は
、

ベ
ル
グ
ソ
ン
に
従
う
と
、
精
神
か
ら
物
質
の
方
向
に
お
け
る
転
化
で
あ
る
、
知
性
は
こ
の
種
類
の
形
像
の
上
に
働
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き
、
そ
の
上
に
し
か
働
き
得
な
い
。
と
こ
ろ
で
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
い
う
物
質
は
自
然
的
物
質
で
あ
っ
て
歴
史
的
物
質

で
は
な
か
っ
た
。
歴
史
的
物
質
は
表
現
的
で
あ
り
、そ
の
う
ち
に
は
精
神
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
、

図
式
は
形
像
を
喚
び
起
す
仕
事
の
う
ち
に
現
在
し
て
働
き
、
そ
し
て
一
度
形
像
が
喚
び
起
さ
れ
る
と
、
そ
の
仕
事

を
終
っ
た
も
の
と
し
て
、
背
後
に
消
え
失
せ
る
と
い
う
が
、
む
し
ろ
反
対
に
、
図
式
は
物
質
の
う
ち
に
形
と
し
て

表
現
さ
れ
て
生
き
る
の
で
あ
る
。
物
質
は
精
神
化
さ
れ
、精
神
は
物
質
化
さ
れ
る
。
そ
こ
に
歴
史
的
経
験
が
あ
る
。

そ
こ
に
セ
ア
イ
ユ
の
い
う
如
く
構
想
力
が
考
え
ら
れ
る
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
が
「
動
く
も
の
」
と
い
う
の
は
物
を
作
る

運
動
で
は
な
か
っ
た
。
彼
の
直
観
の
哲
学
は
根
本
に
お
い
て
観
想
的
に
止
ま
っ
て
い
る
。
カ
ン
ト
は
天
才
を
、
物

を
理
解
す
る
能
力
に
つ
い
て
で
な
く
、
物
を
作
る
能
力
に
つ
い
て
の
み
認
め
た
が
、
構
想
力
は
そ
の
よ
う
に
形
成

的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
充
足
的
経
験
論
は
歴
史
的
経
験
の
経
験
論
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

＊　

L’énergie spirituelle, p. 199.
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一　
近
代
思
想
と
し
て
の
自
然
主
義

自
然
主
義
の
流
れ
は
思
想
の
歴
史
を
貫
い
て
存
在
す
る
。
そ
れ
は
デ
ィ
ル
タ
イ
の
如
く
世
界
観
の
一
つ
の
根
本

類
型
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
自
然
主
義
は
も
と
よ
り
単
に
近
代
の
も
の
で
は
な
く
、
古
代
に
お
い
て

も
存
在
し
た
。
例
え
ば
ソ
フ
ィ
ス
ト
の
倫
理
思
想
、
或
い
は
デ
モ
ク
リ
ト
ス
の
倫
理
思
想
、
或
い
は
ス
ト
ア
の
倫

理
思
想
等
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
に
お
い
て
自
然
主
義
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
自
然
と
い
う
言
葉
は
種
々
の
意
味
を

有
し
、
そ
れ
に
従
っ
て
自
然
主
義
に
も
種
々
の
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
自
然
主
義
は
特
に
近
代

に
お
い
て
最
も
含
蓄
的
な
意
味
を
も
っ
て
現
れ
た
。
自
然
は
い
わ
ば
近
代
の
合
言
葉
で
あ
る
。
何
故
に
そ
の
よ
う

に
自
然
主
義
は
近
代
に
お
い
て
特
殊
な
重
要
性
を
有
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

自
然
と
い
う
言
葉
は
何
よ
り
も
啓
示
と
い
う
言
葉
に
対
し
て
い
る
。
啓
示
は
超
自
然
的
な
も
の
で
あ
る
、
超
越

的
な
も
の
で
あ
る
。
中
世
の
思
想
が
原
理
と
し
た
の
は
か
か
る
超
越
的
な
、
超
自
然
的
な
、
啓
示
の
真
理
で
あ
っ

た
。
こ
れ
に
対
し
て
近
代
へ
の
転
換
期
を
な
す
ル
ネ
サ
ン
ス
に
お
い
て
基
礎
的
な
意
味
を
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
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の
は
自
然
の
思
想
で
あ
る
。
そ
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
中
心
概
念
は
自
然
で
あ
る
。
そ
の
古
代
復
興
に
お
い
て
再

生
し
た
の
は
古
代
哲
学
に
お
け
る
自
然
の
思
想
で
あ
っ
た
。
ル
ネ
サ
ン
ス
は
自
然
哲
学
の
時
代
で
あ
っ
た
。
あ
ら

ゆ
る
超
越
的
な
表
象
を
排
し
て
世
界
を
世
界
そ
の
も
の
か
ら
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
が
こ
の
自
然
哲
学
の
一
般
的

な
特
徴
で
あ
っ
た
。
自
然
の
思
想
は
か
よ
う
に
内
在
的
な
見
方
に
立
っ
て
い
る
。
ル
ネ
サ
ン
ス
に
お
け
る
倫
理
思

想
の
根
柢
と
な
っ
た
の
も
自
然
で
あ
っ
て
、
我
々
は
そ
の
一
つ
の
代
表
的
な
場
合
を
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
に
お
い
て
見

る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
も
と
よ
り
ル
ネ
サ
ン
ス
は
古
代
の
単
な
る
再
生
で
は
な
い
。
そ
の
自
然
の
思
想
の
う
ち
に
は
全
く
新
し

い
も
の
が
含
ま
れ
て
い
た
。
こ
の
新
し
い
も
の
は
実
に
近
代
の
自
然
科
学
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ

こ
に
は
先
ず
世
界
観
的
な
転
換
が
あ
っ
た
。
近
代
科
学
は
自
然
か
ら
神
性
を
除
き
去
っ
た
。
こ
の
世
界
観
的
な
変

革
は
し
か
る
に
同
時
に
方
法
論
的
な
変
革
を
意
味
し
た
。
ガ
リ
レ
オ
そ
の
他
の
近
代
科
学
の
先
駆
者
た
ち
に
よ
っ

て
発
見
さ
れ
確
立
さ
れ
た
自
然
研
究
の
方
法
は
従
来
の
思
弁
的
な
方
法
に
対
し
て
全
く
新
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。

近
代
自
然
科
学
の
成
立
は
世
界
史
的
な
出
来
事
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
新
し
い
自
然
観
こ
そ

近
代
の
自
然
主
義
に
動
機
を
与
え
、
そ
の
絶
え
ざ
る
源
泉
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
、
正
当
に
せ
よ

不
当
に
せ
よ
、
近
代
自
然
科
学
と
の
結
合
が
近
代
に
お
け
る
自
然
主
義
の
根
本
的
な
特
徴
を
な
し
て
い
る
。
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自
然
科
学
の
目
覚
ま
し
い
成
功
は
近
代
哲
学
に
全
面
的
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
す
べ
て
の
哲
学
は
何
等
か
そ
の

方
法
か
ら
学
び
取
ろ
う
と
し
た
。
と
こ
ろ
で
自
然
科
学
の
方
法
は
二
つ
の
要
素
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
と
見
る
こ

と
が
で
き
る
。
近
代
科
学
は
経
験
科
学
で
あ
る
と
共
に
数
学
的
科
学
で
あ
ろ
う
と
す
る
。
一
方
ど
こ
ま
で
も
経
験

的
で
あ
る
と
共
に
他
方
ど
こ
ま
で
も
経
験
の
数
学
化
を
求
め
る
。
一
方
ど
こ
ま
で
も
実
証
的
で
あ
る
と
共
に
他
方

ど
こ
ま
で
も
合
理
的
或
い
は
論
理
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
。
即
ち
近
代
自
然
科
学
に
お
け
る
方
法
は
経
験
的
実
証
性

と
論
理
的
合
理
性
と
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
近
代
科
学
か
ら
そ
の
方

法
と
精
神
と
を
取
り
入
れ
よ
う
と
し
た
哲
学
は
、
一
方
で
は
そ
の
経
験
的
或
い
は
実
証
的
方
面
を
力
説
す
る
こ
と

に
な
り
、
他
方
で
は
そ
の
数
学
的
も
し
く
は
合
理
的
方
面
を
強
調
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
近
代
哲
学
に
お
け
る
経

験
論
と
合
理
論
と
の
対
立
は
か
く
の
如
き
も
の
と
見
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
自
然
主
義
の
思
想
は
特

に
そ
の
よ
う
な
経
験
論
の
方
向
に
お
い
て
発
展
し
た
の
で
あ
る
。

イ
ギ
リ
ス
の
経
験
論
哲
学
は
そ
の
倫
理
思
想
に
お
い
て
す
で
に
自
然
主
義
的
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ベ
ン
サ
ム
や
ミ
ル
の
功
利
主
義
に
発
展
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
が
、
功
利
主
義
は
広
い
意
味

に
お
い
て
は
自
然
主
義
に
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
そ
れ
は
す
ぐ
れ
た
意
味
に
お
い
て
は
自
然
主
義
と
は

い
わ
れ
な
い
。
経
験
論
の
哲
学
は
そ
の
認
識
論
的
出
発
点
と
も
関
係
し
て
元
来
人
間
学
的
で
あ
っ
た
。
こ
の
人
間
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自
然
主
義
の
倫
理
思
想

学
は
実
質
的
に
は
心
理
学
で
あ
っ
た
。
そ
の
人
間
学
或
い
は
心
理
学
は
、
先
験
哲
学
的
立
場
か
ら
見
る
と
、
自
然

主
義
的
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
を
含
む
に
し
て
も
、
そ
の
哲
学
が
人
間
学
的
或
い
は
心
理
学
的
に
止
ま
っ
て
い

る
限
り
な
お
す
ぐ
れ
た
意
味
に
お
い
て
は
自
然
主
義
と
は
い
い
難
い
で
あ
ろ
う
。
す
ぐ
れ
た
意
味
に
お
け
る
自
然

主
義
が
成
り
立
っ
た
め
に
は
、
い
わ
ば
人
間
学
的
見
地
か
ら
宇
宙
論
的
見
地
へ
の
転
換
が
必
要
で
あ
る
。
か
よ
う

な
意
味
に
お
い
て
ヒ
ュ
ー
ム
乃
至
ミ
ル
よ
り
も
ホ
ッ
ブ
ス
の
思
想
が
自
然
主
義
と
呼
ば
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
で
あ

ろ
う
。

こ
こ
に
お
い
て
我
々
は
近
代
の
自
然
主
義
が
先
ず
特
に
唯
物
論
の
形
態
を
と
っ
て
現
れ
た
の
を
見
る
こ
と
が
で

き
る
。
ホ
ッ
ブ
ス
の
哲
学
が
す
で
に
こ
の
よ
う
な
唯
物
論
に
数
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ロ
ッ
ク
の
認
識
論
に
お
け

る
感
覚
論
的
傾
向
は
フ
ラ
ン
ス
に
渡
っ
て
大
き
な
影
響
を
与
え
、
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
等
の
い
わ
ゆ
る
イ
デ
オ
ロ
ジ

ー
（
観
念
学
）
を
展
開
さ
せ
た
。
こ
の
よ
う
な
感
覚
論
と
結
び
附
い
て
十
八
世
紀
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
唯
物
論
が

現
れ
た
。
ラ
・
メ
ト
リ
ー
、
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
、
ド
ル
バ
ッ
ク
、
デ
ィ
ド
ゥ
ロ
、
等
が
そ
の
代
表
者
で
あ
る
。『
精

神
の
自
然
史
』
の
著
者
ラ
・
メ
ト
リ
ー
に
よ
る
と
、
あ
ら
ゆ
る
表
象
は
感
覚
に
由
来
す
る
。「
感
覚
が
な
け
れ
ば

観
念
も
な
い
。」「
感
覚
が
少
け
れ
ば
少
な
い
ほ
ど
観
念
も
少
な
い
。」
か
く
し
て
精
神
は
本
質
的
に
身
体
の
器
官

に
依
存
し
て
い
る
。
経
験
と
観
察
は
我
々
の
唯
一
の
指
導
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
ラ
・
メ
ト
リ
ー
は
い
う
。
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我
々
は
そ
れ
を
哲
学
者
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
医
者
に
お
い
て
見
出
す
の
で
あ
っ
て
、
医
者
で
な
か
っ
た
と
こ
ろ
の

哲
学
者
に
お
い
て
見
出
す
こ
と
が
で
き
ぬ
。「
人
間
は
す
な
わ
ち
機
械
」l’hom

m
e m

achine 

で
あ
る
。
人
間
は

専
ら
言
語
を
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
動
物
か
ら
区
別
さ
れ
る
。
し
か
し
言
語
と
は
何
で
あ
る
か
。
恰
も
ヴ
ァ
イ
オ

リ
ン
の
弦
を
撃
つ
と
音
を
発
す
る
よ
う
に
、
脳
髄
の
弦
は
音
の
感
覚
で
打
た
れ
る
と
言
語
を
生
ず
る
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
種
々
の
物
の
記
号
が
与
え
ら
れ
る
や
否
や
、
脳
髄
は
、
よ
く
組
織
さ
れ
た
眼
が
見
ざ
る
を
得
な
い
の
と

同
じ
必
然
性
を
も
っ
て
、
そ
れ
ら
の
記
号
を
比
較
し
、
そ
の
関
係
に
注
意
し
始
め
る
。
種
々
の
対
象
の
類
似
は
そ

の
概
括
を
生
ぜ
し
め
、
そ
し
て
こ
れ
に
よ
っ
て
数
を
生
ぜ
し
め
る
。
我
々
の
あ
ら
ゆ
る
観
念
は
そ
れ
に
相
応
す
る

言
語
或
い
は
記
号
と
固
く
結
び
附
い
て
い
る
。
心
に
お
い
て
生
ず
る
す
べ
て
の
も
の
は
構
想
力
の
活
動
に
帰
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
最
も
多
く
の
構
想
力
を
有
す
る
者
は
従
っ
て
最
大
の
精
神
と
見
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
ヒ

ュ
ー
ム
に
お
い
て
の
如
く
ラ
・
メ
ト
リ
ー
に
お
い
て
も
精
神
或
い
は
悟
性
は
構
想
力
と
同
じ
に
考
え
ら
れ
た
。
こ

の
感
覚
論
は
機
械
論
的
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
一
般
に
機
械
論
的
と
い
う
こ
と
が
こ
の
時
代
に
お
け
る
自
然
主
義
或

い
は
唯
物
論
の
特
徴
で
あ
る
。『
自
然
の
体
系
』
の
著
者
ド
ル
バ
ッ
ク
に
よ
る
と
、「
人
間
は
た
だ
自
然
を
知
ら
な

い
故
に
の
み
不
幸
で
あ
る
。」
あ
ら
ゆ
る
出
来
事
は
自
然
の
根
本
的
力
に
帰
せ
ら
れ
る
。
引
力
と
斥
力
と
は
こ
の

よ
う
な
力
で
あ
り
、
物
体
に
お
け
る
諸
部
分
の
結
合
と
分
離
の
一
切
は
そ
こ
か
ら
生
ず
る
。
そ
れ
ら
は
、
既
に
エ
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自
然
主
義
の
倫
理
思
想

ン
ペ
ド
ク
レ
ス
が
考
え
た
よ
う
に
、
道
徳
的
世
界
に
お
い
て
は
愛
と
憎
み
の
如
き
関
係
に
立
っ
て
い
る
。
そ
し
て

こ
れ
ら
の
結
合
と
分
離
は
ま
た
厳
格
な
法
則
に
従
っ
て
規
制
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
近
代
に
お
け
る
自
然
主
義
は
自
然
科
学
そ
の
も
の
に
お
け
る
劃
期
的
な
発
見
に
よ
っ
て
新
た
に
動
機

を
与
え
ら
れ
る
に
至
っ
た
。
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
進
化
論
が
そ
れ
で
あ
る
。
進
化
論
の
刺
戟
の
も
と
に
新
し
い
自
然
哲

学
が
現
れ
た
。
そ
れ
は
あ
の
ル
ネ
サ
ン
ス
に
お
け
る
ブ
ル
ー
ノ
な
ど
の
自
然
哲
学
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
い
わ
ゆ
る
発

展
史
的
汎
神
論
か
ら
、
そ
の
神
性
を
去
り
つ
つ
全
く
科
学
的
に
宇
宙
の
発
展
史
を
考
え
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
よ

う
に
見
え
た
。
こ
こ
に
お
い
て
近
代
の
自
然
主
義
は
進
化
論
の
形
態
を
と
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
進
化
論
は
人

間
を
生
物
進
化
の
過
程
に
お
い
て
生
じ
た
も
の
と
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
す
ぐ
れ
た
意
味
に
お
け
る
自
然
主
義
の
基

礎
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
進
化
論
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
生
存
競
争
説
は
直
接
に
倫
理
学
に
適
用
さ
れ

得
る
も
の
と
信
ぜ
ら
れ
た
。
尤
も
ダ
ー
ウ
ィ
ン
は
マ
ル
サ
ス
を
読
ん
で
そ
の
説
に
想
到
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
よ
う

に
、
生
存
競
争
の
思
想
は
直
接
に
社
会
現
象
の
観
察
か
ら
既
に
何
程
か
得
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
ダ
ー

ウ
ィ
ン
の
進
化
論
は
こ
れ
に
科
学
的
な
一
般
的
な
基
礎
を
与
え
得
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
か
く
し
て
生
存
競
争
と

か
適
者
生
存
と
か
い
う
こ
と
の
上
に
倫
理
上
の
諸
原
則
が
樹
立
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
何
よ
り
も
社
会
に
お
け
る
進
歩
、
道
徳
に
お
け
る
進
歩
で
さ
え
も
が
説
明
さ
れ
得
る
も
の
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と
看
做
さ
れ
た
。
尤
も
進
化
論
者
の
す
べ
て
が
い
わ
ゆ
る
弱
肉
強
食
の
極
端
な
自
然
主
義
的
個
人
主
義
の
道
徳
を

認
め
た
の
で
は
な
い
。
進
化
論
の
普
及
に
大
き
な
功
績
の
あ
っ
た
ハ
ッ
ク
ス
リ
ー
は
『
進
化
論
と
倫
理
』
の
中
で

む
し
ろ
次
の
如
く
い
っ
て
い
る
。「
し
か
る
に
社
会
の
進
化
に
対
す
る
宇
宙
的
過
程
の
影
響
は
そ
の
文
化
が
原
始

的
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
大
き
い
。
社
会
の
進
歩
は
あ
ら
ゆ
る
一
歩
に
お
い
て
宇
宙
的
過
程
を
抑
制
す
る
こ
と
、
こ

れ
を
倫
理
的
過
程
と
も
呼
び
得
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
も
っ
て
代
替
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
の
目
的
は
現

存
す
る
諸
条
件
の
全
体
に
関
し
て
、
た
ま
た
ま
最
適
の
者
の
生
存
で
は
な
く
、
倫
理
的
に
最
善
の
者
の
生
存
で
あ

る
。」「
法
律
や
道
徳
的
教
訓
は
宇
宙
的
過
程
を
曲
げ
て
、
個
人
を
し
て
社
会
に
対
す
る
彼
の
義
務
を
想
起
さ
せ
る

と
い
う
目
的
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。」「
社
会
の
倫
理
的
進
歩
は
、
宇
宙
的
過
程
を
模
倣
す
る
こ
と
に
で
は
な
く
、

同
様
に
ま
た
そ
れ
か
ら
逃
避
す
る
こ
と
に
で
も
な
く
、
却
っ
て
そ
れ
と
戦
う
こ
と
に
依
存
し
て
い
る
。」
し
か
し

な
が
ら
そ
の
こ
と
は
如
何
に
し
て
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
適
者
生
存
が
宇
宙
的
過
程
の
法
則
で
あ
る
と
し
た
な

ら
ば
、
こ
の
過
程
に
お
け
る
一
産
物
に
過
ぎ
ぬ
人
間
、
自
然
の
一
物
に
ほ
か
な
ら
ぬ
人
間
が
、
こ
の
一
般
的
法
則

を
脱
却
し
得
る
と
考
え
る
こ
と
は
矛
盾
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
自
然
と
倫
理
と
の
間
に
お
け
る
こ
の
矛
盾
は
、

ノ
ヴ
ィ
コ
フ
の
い
っ
た
よ
う
に
、
社
会
を
一
つ
の
有
機
体
と
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
そ
の
場
合
に
は
、
自
然
の
法
則
に
反
す
る
こ
と
な
し
に
、
生
存
競
争
説
の
示
唆
す
る
利
己
主
義
と
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自
然
主
義
の
倫
理
思
想

倫
理
の
要
請
で
あ
る
利
他
主
義
と
は
調
和
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

か
く
し
て
進
化
論
的
自
然
主
義
の
一
つ
の
代
表
的
な
形
態
は
ス
ペ
ン
サ
ー
に
お
い
て
見
ら
れ
る
よ
う
な
有
機
体

説
的
な
自
然
観
並
び
に
社
会
観
で
あ
る
。
そ
の
論
理
は
機
械
論
で
は
な
く
て
有
機
体
説
で
あ
る
。
ミ
ル
の
功
利
主

義
の
倫
理
学
の
基
礎
は
ヒ
ュ
ー
ム
以
来
の
根
強
い
伝
統
で
あ
っ
た
聯
合
説 associationism

 

或
い
は
聯
想
心
理
学

で
あ
っ
た
。
聯
合
説
は
原
子
論
的
、
従
っ
て
ま
た
機
械
論
的
で
あ
る
。
今
や
道
徳
的
感
情
の
生
長
に
関
す
る
聯
合

説
的
説
明
は
、
有
機
的
進
化
の
思
想
に
よ
っ
て
変
更
さ
れ
る
の
み
で
な
く
、
行
為
の
善
い
ま
た
悪
い
傾
向
を
決
定

す
る
た
め
の
ベ
ン
サ
ム
の
基
準
や
方
法
は
押
し
退
け
ら
れ
る
。
即
ち
そ
れ
は
「
苦
痛
を
超
過
す
る
快
楽
の
バ
ラ
ン

ス
」
と
い
う
観
念
に
或
る
よ
り
客
観
的
な
生
物
学
的
観
念
、
例
え
ば
「
人
類
社
会
の
保
存
」
或
い
は
「
人
間
種

族
」
の
保
存
、
或
い
は
よ
り
一
般
的
に
、「
生
命
の
量
」
の
増
大
と
い
う
如
き
観
念
を
置
き
換
え
、
行
為
や
性
格

は
こ
の
目
的
に
向
っ
て
評
価
さ
れ
る
。
経
験
心
理
学
的
基
礎
に
立
つ
功
利
主
義
に
対
し
て
、
進
化
論
的
自
然
主
義

は
生
物
学
的
、
か
く
て
ま
た
宇
宙
論
的
基
礎
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
客
観
的
な
、
よ
り
科
学
的
な
学
説
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
経
験
心
理
学
的
な
功
利
主
義
的
推
理
は
生
物
学
的
或
い
は
社
会
学
的
法
則
か
ら
の
道
徳
的

規
則
の
演
繹
を
も
っ
て
置
き
換
え
ら
れ
る
。
こ
の
手
続
は
「
科
学
的
基
礎
に
お
け
る
道
徳
の
樹
立
」
と
も
称
せ
ら

れ
る
も
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
進
化
論
的
自
然
主
義
も
経
験
的
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
し
か
し
宇
宙
論
的
な
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ス
ペ
ン
サ
ー
の
進
化
思
想
は
厳
密
に
い
う
と
帰
納
的
で
も
な
く
演
繹
的
で
も
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
む
し
ろ
類
推 

analogy 
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た
綜
合
的
体
系
で
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
経
験
的
直
観
的
な
有

機
体
説
の
論
理
は
類
推
の
論
理
で
あ
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
こ
の
自
然
主
義
は
生
物
進
化
の
思
想
を
基
礎
と
す
る

と
こ
ろ
か
ら
根
本
に
お
い
て
生
物
学
主
義
で
あ
る
。こ
こ
に
倫
理
の
根
本
概
念
と
し
て「
生
命
」の
概
念
が
現
れ
る
。

こ
の
生
命
は
も
と
よ
り
元
来
は
生
物
学
的
意
味
の
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
ま
た
功
利
主
義
に
お
け
る
如
き

快
楽
と
か
幸
福
と
か
い
う
も
の
と
結
び
附
け
て
考
え
ら
れ
た
。
功
利
主
義
に
お
け
る
快
楽
説
乃
至
幸
福
説
は
も
と

自
然
主
義
的
な
観
念
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
ス
ペ
ン
サ
ー
に
よ
る
と
、
生
命
と
は
「
外
的
諸
関

係
に
対
す
る
内
的
諸
関
係
の
連
続
的
な
適
応
」
で
あ
る
。
有
機
体
と
そ
の
環
境
と
の
間
に
お
け
る
作
用
と
反
作
用

は
如
何
に
し
て
効
果
的
な
適
応
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
か
。
こ
の
問
に
対
し
て
ス
ペ
ン
サ
ー
は
、
あ
ら
ゆ
る
変
化

は
力
の
均
衡
に
向
っ
て
お
り
、
力
の
均
衡
が
達
せ
ら
れ
る
ま
で
は
や
ま
な
い
、
と
答
え
る
。「
集
合
体
が
従
え
ら

れ
る
不
均
衡
な
力
は
、
そ
れ
を
全
然
滅
す
種
類
の
も
の
で
な
い
限
り
、
均
衡
が
も
た
ら
さ
れ
る
に
至
る
ま
で
、
そ

の
集
合
体
の
状
態
を
変
更
し
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。」
か
よ
う
に
し
て
「
あ
ら
ゆ
る
有
機
体
に
お
い
て
、
機
能

と
構
造
の
一
定
の
変
化
―
―
そ
れ
ら
に
附
随
す
る
力
に
お
け
る
変
化
に
直
接
伴
う
と
こ
ろ
の
―
―
が
生
ず
る
、
こ

の
内
的
変
化
に
よ
っ
て
外
部
の
変
化
は
均
衡
化
さ
れ
、
そ
し
て
平
衡
が
再
建
さ
れ
る
の
で
あ
る
。」
こ
こ
に
見
ら
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れ
る
よ
う
に
、
有
機
体
説
に
お
い
て
は
平
衡
或
い
は
均
衡
、
従
っ
て
調
和
の
観
念
が
支
配
的
で
あ
る
。
そ
し
て
こ

れ
は
有
機
体
説
の
論
理
の
然
ら
し
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
進
化
も
こ
の
場
合
調
和
に
よ
る
進
化
で
あ
る
。
自
然
淘

汰
の
説
も
ス
ペ
ン
サ
ー
に
よ
っ
て
ま
さ
に
か
く
の
如
き
意
味
に
解
釈
さ
れ
た
。
自
然
淘
汰
と
呼
ば
れ
る
過
程
は
適

者
生
存
を
意
味
し
て
い
る
。
し
か
る
に
そ
れ
は
「
外
部
の
諸
作
用
に
対
す
る
諸
機
能
の
運
動
的
な
均
衡 m

oving 
equilibrium

 

の
維
持
で
あ
る
、
そ
し
て
そ
れ
は
生
存
し
得
な
い
も
の
の
不
安
定
な
均
衡
と
対
照
し
て
相
対
的
に
安

定
し
た
均
衡
の
所
有
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。」
ス
ペ
ン
サ
ー
は
「
社
会
有
機
体
」social organism

 

と
い
う
観

念
を
普
及
す
る
に
最
も
力
が
あ
っ
た
。
社
会
を
有
機
体
と
見
る
こ
と
は
或
る
意
味
に
お
い
て
プ
ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
と
共
に
古
い
が
、
ス
ペ
ン
サ
ー
は
そ
れ
を
最
も
綿
密
に
生
物
学
的
細
目
と
の
類
比
に
お
い
て
論
じ
た
最

初
の
人
で
あ
る
。
彼
は
政
治
を
動
物
の
中
枢
神
経
系
統
と
、
農
業
や
産
業
を
そ
の
栄
養
系
統
と
、
交
通
や
交
換
を

そ
の
循
環
系
統
と
結
び
附
け
、
そ
し
て
個
体
的
有
機
体
と
同
じ
よ
う
に
社
会
は
生
長
し
、
よ
り
複
雑
に
な
り
、
増

大
し
て
ゆ
く
相
互
関
係
、
そ
の
諸
部
分
の
間
に
お
け
る
分
業
及
び
相
互
依
存
を
示
し
、
そ
し
て
そ
の
構
成
単
位
の

生
命
に
比
較
す
る
と
遥
か
に
長
い
生
命
を
も
っ
て
い
る
と
考
え
た
。
尤
も
ス
ペ
ン
サ
ー
は
社
会
現
象
の
記
述
に
当

っ
て
「
超
有
機
的
」super-organic 

と
い
う
語
を
導
き
入
れ
、
生
物
学
的
範
疇
は
社
会
学
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る

場
合
変
更
を
要
す
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
彼
の
哲
学
が
既
に
い
っ
た
如
く
生
物
学
的
な
類
推
或
い
は
類
比
の
論
理
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に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
い
る
こ
と
は
争
わ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
彼
は
社
会
と
個
体
的
有
機
体
と
の
間
に
次

の
四
つ
の
主
要
な
平
行
関
係
を
指
摘
し
た
。
一
、
小
さ
な
集
合
体
と
し
て
出
立
し
て
両
者
は
い
ず
れ
も
大
き
く
な

る
。
二
、
そ
れ
ら
が
生
長
す
る
に
従
っ
て
最
初
比
較
的
単
純
で
あ
っ
た
も
の
が
次
第
に
複
雑
な
構
造
の
も
の
に
な

る
。
三
、
分
化
が
増
大
す
る
に
従
っ
て
、
構
成
部
分
の
相
互
依
存
も
増
大
し
、
か
く
て
各
部
分
の
生
命
と
正
常
の

機
能
は
全
体
の
生
命
に
依
存
す
る
よ
う
に
な
る
。
四
、
全
体
の
生
命
は
構
成
単
位
の
生
命
か
ら
独
立
に
な
り
、
こ

の
も
の
よ
り
も
遥
か
に
長
い
も
の
に
な
る
。
全
体
と
部
分
と
の
間
に
お
け
る
か
く
の
如
き
有
機
的
関
係
を
含
む
も

の
と
し
て
社
会
は
有
機
体
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ス
ペ
ン
サ
ー
の
進
化
論
的
自
然
主
義
は
普
遍
性
を
求
め
た
。
彼
の
企
図
し
た
の
は
「
綜
合
哲
学
」synthetic 

philosophy 

で
あ
る
。
そ
れ
は
ド
イ
ツ
観
念
論
に
お
け
る
シ
ェ
リ
ン
グ
や
ヘ
ー
ゲ
ル
の
発
展
史
的
汎
神
論
哲
学
の

イ
ギ
リ
ス
的
対
照
物
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
或
い
は
そ
れ
は
パ
ウ
ル
・
バ
ル
ト
の
言
葉
に
依
る
と「
社

会
学
と
し
て
の
歴
史
哲
学
」
で
あ
る
。
ス
ペ
ン
サ
ー
は
恐
ら
く
、
哲
学
の
課
題
は
諸
々
の
特
殊
科
学
に
よ
っ
て
得

ら
れ
た
知
識
を
斉
合
的
な
体
系
に
統
合
す
る
に
あ
る
と
考
え
た
ヴ
ン
ト
の
見
解
に
賛
成
す
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
の

如
き
綜
合
性
に
お
い
て
す
で
に
彼
は
正
統
の
経
験
論
者
と
違
っ
て
い
た
。
ミ
ル
は
コ
ン
ト
が
諸
科
学
の
統
一
を
企

て
た
の
を
非
難
し
た
こ
と
が
あ
る
。
彼
の
見
地
に
お
い
て
は
、
彼
の
先
蹤
者
ヒ
ュ
ー
ム
が
明
ら
か
に
見
た
如
く
、
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そ
の
よ
う
な
普
遍
的
綜
合
は
不
可
能
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ス
ペ
ン
サ
ー
は
ま
た
経
験
論
者
と
違
っ
て
、
知
識
を

カ
ン
ト
が
主
観
の
先
験
的
形
式
と
呼
ん
だ
も
の
―
―
彼
は
ハ
ミ
ル
ト
ン
の
著
作
を
通
じ
て
批
判
哲
学
か
ら
影
響
を

受
け
て
い
た
―
―
に
よ
っ
て
基
礎
附
け
よ
う
と
企
て
た
。
我
々
の
す
べ
て
の
知
識
は
思
惟
の
基
本
的
機
能
を
前
提

し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
機
能
は
個
人
的
経
験
の
結
果
で
は
な
い
。
し
か
し
ス
ペ
ン
サ
ー
は
、
進
化
論
を
適
用
し
て
、

そ
れ
ら
を
種
族
的
経
験
の
産
物
と
し
て
説
明
し
、
か
く
て
直
覚
説
と
経
験
論
と
の
調
和
を
経
験
論
の
側
か
ら
試
み

た
。
思
惟
の
過
程
は
関
係
、
差
別
及
び
類
似
を
基
礎
と
し
、
こ
れ
ら
を
容
れ
な
い
も
の
は
認
識
す
る
こ
と
の
で
き

ぬ
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
絶
対
者
、
第
一
原
因
、
無
限
者
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
何

物
に
も
類
似
せ
し
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
何
物
か
ら
も
差
別
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
。
も
と
よ
り
我
々
は
事

物
を
つ
ね
に
絶
対
者
に
関
係
附
け
る
こ
と
が
で
き
る
、
否
、
相
対
的
な
も
の
、
有
限
な
も
の
は
絶
対
者
を
つ
ね

に
前
提
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
絶
対
者
そ
の
も
の
は
何
物
に
も
関
係
附
け
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
従

っ
て
そ
れ
は
知
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
ス
ペ
ン
サ
ー
が
ハ
ミ
ル
ト
ン
と
同
様
に
不
可
知
論 

agnosticism
 

を
述
べ
た
の
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
ス
ペ
ン
サ
ー
が
い
わ
ゆ
る
綜
合
哲
学
の
体
系
を
樹
立
し
た
の
に
対
し
て
、
既
に
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て

は
コ
ン
ト
が
「
実
証
哲
学
」philosophie positive 

の
体
系
を
建
設
し
て
い
た
。
実
証
主
義
は
ま
た
近
代
の
自
然
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主
義
の
代
表
的
な
形
態
で
あ
る
。
こ
の
も
の
も
普
遍
性
を
目
差
し
て
い
る
。
コ
ン
ト
は
諸
科
学
を
分
類
し
て
階
層

的
に
系
統
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
綜
合
を
企
て
た
。
ス
ペ
ン
サ
ー
の
体
系
が
よ
り
自
然
哲
学
的
で
あ
る
の
に

対
し
て
、
コ
ン
ト
の
体
系
は
よ
り
歴
史
哲
学
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
も
の
は
ド
イ
ツ

観
念
論
の
歴
史
哲
学
に
対
す
る
フ
ラ
ン
ス
的
対
照
物
で
あ
る
。
コ
ン
ト
は
人
類
歴
史
の
進
歩
は
人
間
知
識
の
進

歩
に
お
い
て
最
も
明
瞭
に
現
れ
る
と
考
え
、
い
わ
ゆ
る
三
段
階
の
法
則
を
樹
て
た
。
即
ち
人
間
知
識
は
神
学
的
状

態
、
形
而
上
学
的
状
態
を
経
て
、
今
や
実
証
的
段
階
に
達
す
る
と
見
ら
れ
る
。
実
証
的
と
は
何
を
意
味
す
る
で
あ

ろ
う
か
。
そ
れ
は
先
ず
神
学
者
や
形
而
上
学
者
が
そ
の
解
決
を
空
し
く
求
め
た
よ
う
な
問
題
の
立
て
方
を
変
更
す

る
こ
と
で
あ
る
。
我
々
は
如
何
な
る
現
象
の
「
何
故
に
」
を
も
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
し
、「
如
何
な

る
存
在
の
内
的
本
性
」
を
も
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
こ
れ
を
探
ね
る
こ
と
を
や
め
て
、
我
々

の
努
力
を
人
間
的
に
可
能
な
こ
と
に
局
限
す
べ
き
で
あ
る
。
我
々
は
我
々
の
精
神
が
表
象
す
る
ま
ま
の
現
象
の
法

則
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
法
則
と
い
う
の
は
「
継
起
と
類
似
の
不
変
の
関
係
」
で
あ
っ
て
、
我
々
の
精
神

が
捉
え
る
ま
ま
の
対
象
を
結
合
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
規
則
性
と
恒
常
性
を
現
す
。
そ
れ
は
絶
対

性
を
僣
す
る
も
の
で
は
な
い
、
そ
れ
を
立
て
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
方
法
は
か
か
る
こ
と
を
許
し
は
し
な
い
で
あ

ろ
う
。
そ
こ
で
第
二
に
実
証
性
の
条
件
と
し
て
の
方
法
は
、
計
算
と
経
験
と
の
二
つ
で
あ
る
。
計
算
は
、
与
え
ら
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れ
た
原
理
か
ら
結
果
す
る
帰
結
が
問
題
で
あ
る
場
合
に
使
用
さ
れ
、
経
験
は
、
法
則
の
決
定
の
依
存
す
る
事
実
が

問
題
で
あ
る
場
合
に
実
行
さ
れ
る
。
先
験
的
推
理
は
想
像
と
同
じ
よ
う
に
避
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
と
よ
り

科
学
は
事
実
の
単
な
る
堆
積
で
は
な
く
、
統
制
さ
れ
た
法
則
の
全
体
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
法
則
は
経
験
に
よ
っ

て
示
さ
れ
且
つ
検
証
さ
れ
得
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
第
三
に
、
実
証
性
の
徴
表
は
法
則
の
相
対
的
性
質
で

あ
る
。
法
則
に
は
相
対
的
価
値
以
外
の
も
の
を
与
え
る
べ
き
で
は
な
い
。
世
界
は
客
観
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
し

て
我
々
が
そ
れ
に
つ
い
て
表
象
す
る
も
の
は
主
観
的
な
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
「
知
的
均
衡
は
主
観
的
な
も
の

を
客
観
的
な
も
の
に
従
属
さ
せ
る
こ
と
に
存
し
て
い
る
。」「
こ
の
従
属
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
、
我
々

の
理
論
は
決
し
て
外
界
を
完
全
な
正
確
さ
を
も
っ
て
現
す
も
の
で
な
く
、
の
み
な
ら
ず
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
我
々

の
欲
望
の
要
求
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。」「
我
々
の
す
べ
て
の
知
識
は
、
一
方
で
は
、
我
々
に
対
し
て
作
用
し
得
る

限
り
に
お
け
る
環
境
に
相
対
的
で
あ
り
、
そ
し
て
他
方
で
は
、
こ
の
作
用
に
感
じ
得
る
限
り
に
お
け
る
有
機
体
に

相
対
的
で
あ
る
。
第
四
に
、
知
識
の
探
求
は
そ
の
目
的
を
そ
れ
自
身
に
お
い
て
有
す
る
も
の
で
は
な
い
。
知
る
こ

と
が
関
心
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
の
は
、
知
る
こ
と
が
予
知
す
る
こ
と
で
あ
り
、
予
知
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
有
効
に

行
動
し
得
る
た
め
で
あ
る
。
コ
ン
ト
は
学
問
に
お
け
る
不
生
産
的
な
博
識
、
利
用
す
べ
か
ら
ざ
る
煩
瑣
に
反
対
し

た
。
実
証
的
で
あ
る
た
め
に
は
、
人
間
と
し
て
適
用
し
得
る
も
の
の
ほ
か
に
心
を
煩
わ
し
て
は
な
ら
な
い
。
我
々
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は
「
我
々
の
実
際
的
必
要
の
全
体
に
よ
っ
て
命
ぜ
ら
れ
た
正
確
さ
の
程
度
」
を
求
め
さ
え
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。

か
よ
う
に
し
て
実
証
性
を
力
説
し
た
コ
ン
ト
の
説
の
う
ち
に
も
ス
ペ
ン
サ
ー
に
お
い
て
と
同
じ
く
一
種
の
不
可
知

論
的
乃
至
相
対
主
義
的
思
想
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
に

も
拘
ら
ず
、
コ
ン
ト
が
知
識
の
実
証
性
の
一
つ
の
特
徴
と
し
て
、「
見
る
こ
と
は
予
見
す
る
こ
と
で
あ
り
」（voir 

c’est prévoir.

）、
ま
た
「
知
る
こ
と
は
能
う
こ
と
で
あ
る
」（savoir c’est pouvoir.

）
と
い
う
近
代
科
学
の
根
本

精
神
を
捉
え
て
、
理
論
と
実
践
と
を
結
び
附
け
た
と
い
う
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。

し
か
ら
ば
綜
合
的
体
系
と
し
て
の
実
証
哲
学
は
社
会
を
如
何
に
見
た
で
あ
ろ
う
か
。
コ
ン
ト
に
と
っ
て
社
会
学

は
科
学
の
階
層
的
体
系
に
お
い
て
最
高
の
地
位
を
占
め
る
も
の
で
あ
る
が
、
彼
は
そ
れ
を
「
大
い
な
る
存
在
」le 

G
rand Être 

の
科
学
と
呼
ん
で
い
る
。
社
会
学
は
生
物
学
の
延
長
で
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
コ
ン
ト
も
社
会
と
有
機

体
と
の
間
に
種
々
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
認
め
た
。
有
機
体
は
、
一
、
生
け
る
要
素
、
二
、
結
締
組
織
、
三
、
器
官
、

を
含
ん
で
い
る
。
社
会
も
同
様
に
、
一
、
真
の
社
会
的
要
素
で
あ
る
と
こ
ろ
の
家
族
、
二
、
社
会
的
結
締
組
織
で

あ
る
と
こ
ろ
の
氏
族
或
い
は
カ
ス
ト
、
三
、
社
会
的
器
官
で
あ
る
と
こ
ろ
の
都
市
、
を
含
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う

に
社
会
と
有
機
体
と
を
関
係
附
け
る
こ
と
は
有
益
で
、
示
唆
的
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
を
無
理
に
押
し
て
は
な
ら
な

い
。
実
際
、
第
一
に
、
生
物
学
的
有
機
体
を
作
っ
て
い
る
要
素
は
抽
象
に
よ
っ
て
の
ほ
か
分
離
す
る
こ
と
が
で
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き
な
い
。
し
か
る
に
社
会
を
作
っ
て
い
る
要
素
は
実
在
的
な
仕
方
で
分
離
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
第
二

に
、
有
機
体
に
お
い
て
は
意
識
は
唯
一
つ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
社
会
に
お
い
て
は
個
人
の
数
が
あ
る

だ
け
そ
れ
だ
け
多
く
の
意
識
が
あ
る
。
こ
れ
は
最
も
重
要
な
差
別
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
社
会
学
は
「
生
物

学
の
単
な
る
附
録
」
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
「
そ
れ
に
固
有
な
基
礎
の
上
に
直
接
立
て
ら
れ
た
全
く
別

の
科
学
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
「
大
い
な
る
存
在
」
の
科
学
で
あ
る
社
会
学
は
コ
ン
ト

に
依
る
と
社
会
静
学
と
社
会
動
学
と
に
分
れ
る
。
先
ず
社
会
静
学 statique sociale 

と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る

か
。
既
に
述
べ
た
如
く
社
会
は
社
会
的
要
素
、
社
会
的
結
締
組
織
、
社
会
的
器
官
の
三
つ
の
も
の
か
ら
作
ら
れ
て

い
る
。
そ
れ
ら
の
も
の
に
関
係
し
て
、
各
時
代
に
お
い
て
、
多
様
な
組
織
が
展
開
さ
れ
る
。
あ
ら
ゆ
る
社
会
に
或

る
一
定
の
分
業
が
生
じ
、
種
々
の
部
分
の
連
帯
性
を
作
り
出
す
。
同
時
に
政
治
的
、
経
済
的
、
宗
教
的
、
法
律
的
、

軍
事
的
諸
制
度
が
作
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
す
べ
て
の
も
の
は
、
歴
史
の
各
々
の
時
期
に
お
い
て
、
各
々
の
集
団
に
お

い
て
、
多
か
れ
少
な
か
れ
持
続
的
な
一
定
の
秩
序
、
一
定
の
均
衡
を
形
づ
く
っ
て
い
る
。
社
会
静
学
は
こ
の
意
味

に
お
け
る
「
秩
序
の
学
」
で
あ
る
。
各
々
の
社
会
に
お
い
て
芽
生
え
る
種
々
の
組
織
は
相
互
作
用
の
関
係
に
立
っ

て
お
り
、
そ
こ
に
社
会
的
生
命
を
保
存
す
る
と
こ
ろ
の
交
感 consensus 　

が
存
在
し
て
い
る
。
静
学
の
対
象
は

こ
の
交
感
の
研
究
で
あ
る
。
し
か
し
人
類
は
単
に
秩
序
を
の
み
目
的
と
す
る
る
の
で
は
な
い
。
社
会
は
絶
え
ざ
る
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進
歩
の
う
ち
に
あ
る
。
そ
し
て
社
会
の
運
動
は
あ
ら
ゆ
る
他
の
も
の
と
同
様
に
法
則
を
も
っ
て
い
る
。
社
会
動
学 

dynam
ique sociale 

が
研
究
す
る
の
は
こ
の
法
則
で
あ
る
。
社
会
静
学
が
秩
序
の
理
論
で
あ
る
に
対
し
て
、
社
会

動
学
は
進
歩
の
理
論
で
あ
る
。
実
に
コ
ン
ト
は
社
会
に
お
い
て
秩
序 ordre 

と
進
歩 progrès 

と
の
二
つ
の
も
の

を
求
め
た
の
で
あ
っ
て
、
秩
序
と
進
歩
と
を
調
和
さ
せ
る
こ
と
が
彼
の
関
心
で
あ
っ
た
。
如
何
に
し
て
そ
の
調
和

は
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
コ
ン
ト
に
と
っ
て
有
機
体
説
的
立
場
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
っ
た
の
で

あ
る
。

と
こ
ろ
で
他
方
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
絶
頂
に
達
し
た
ド
イ
ツ
観
念
論
は
、
い
わ
ゆ
る
青
年
ヘ
ー
ゲ
ル
派
に
お
い

て
唯
物
論
的
傾
向
に
転
化
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
哲
学
は
こ
の
傾
向
に
属
し
て
い
る
。
彼

の
哲
学
も
自
然
を
根
本
概
念
と
し
、
感
覚
論
的
で
あ
っ
た
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
影
響
を
受
け
て
マ
ル
ク
ス
主

義
が
出
て
き
た
。
こ
の
も
の
も
或
る
意
味
で
は
自
然
主
義
の
一
つ
の
代
表
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
こ
の
唯
物
論
は
機
械
論
的
で
も
、
或
い
は
有
機
体
説
的
で
も
な
く
、
そ
の
論
理
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
観
念
弁
証
法

を
裏
返
し
に
し
た
と
い
わ
れ
る
唯
物
弁
証
法
で
あ
る
。
そ
こ
に
そ
の
決
定
的
に
重
要
な
特
色
が
存
し
て
い
る
。
弁

証
法
的
唯
物
論
は
む
し
ろ
、
近
代
に
お
け
る
自
然
主
義
が
行
き
着
い
た
と
こ
ろ
の
、
自
然
主
義
の
上
に
立
ち
な
が

ら
同
時
に
自
然
主
義
を
超
え
た
と
こ
ろ
の
一
つ
の
代
表
的
な
形
態
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
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進
化
論
的
自
然
主
義
は
ド
イ
ツ
に
お
い
て
新
し
い
形
態
を
と
っ
た
。
ヘ
ッ
ケ
ル
の
モ
ニ
ズ
ム
が
か
か
る
も
の

で
あ
る
。
既
に
コ
ン
ト
や
ス
ペ
ン
サ
ー
の
思
想
の
う
ち
に
も
モ
ニ
ズ
ム
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
（D

e 
R

oberty, Auguste C
om

te et H
erbert Spencer.

）。
更
に
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
ニ
ー
チ
ェ
が
進
化
論
の
影
響
を
受

け
て
独
特
の
自
然
主
義
的
倫
理
学
を
述
べ
た
。
し
か
し
ニ
ー
チ
ェ
の
哲
学
も
単
純
に
自
然
主
義
と
見
る
こ
と
は
で

き
ず
、
む
し
ろ
現
代
の
い
わ
ゆ
る
「
生
の
哲
学
」
或
い
は
実
存
哲
学
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
生
命
の
概
念
は
す
で

に
ス
ペ
ン
サ
ー
の
倫
理
学
に
お
い
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
が
、
ニ
ー
チ
ェ
は
進
化
論
的
な
生
物
学
主
義
的

傾
向
を
含
み
つ
つ
同
時
に
そ
の
生
命
を
遥
か
に
内
面
的
に
、実
存
的
に
把
握
し
た
。
一
般
に
現
代
の
「
生
の
哲
学
」

は
自
然
主
義
か
ら
出
て
同
時
に
自
然
主
義
を
超
え
た
も
の
の
一
つ
の
代
表
的
な
形
態
で
あ
る
。
こ
の
方
向
に
属
す

る
も
の
に
フ
ラ
ン
ス
の
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
哲
学
が
あ
る
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
哲
学
も
ス
ペ
ン
サ
ー
の
進
化
論
的
哲
学
の

影
響
を
受
け
、
そ
の
中
に
は
生
物
学
主
義
が
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
単
な
る
自
然
主
義
を
超
え
た
も
の
で
あ
る
。
ニ

ー
チ
ェ
は
そ
の
生
物
学
的
自
然
主
義
に
お
い
て
、
コ
ン
ト
や
ス
ペ
ン
サ
ー
な
ど
と
は
む
し
ろ
逆
に
、
非
合
理
的
な

も
の
を
強
調
し
た
が
、
そ
れ
が
現
代
に
お
け
る
フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
の
哲
学
に
影
響
し
て
い
る
こ
と
も
注
目
す
べ
き
で

あ
ろ
う
。
フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
の
民
族
主
義
的
倫
理
の
根
柢
に
は
生
物
学
主
義
が
含
ま
れ
て
い
る
。

近
代
に
お
け
る
自
然
主
義
の
う
ち
に
現
れ
た
一
つ
の
重
要
な
変
化
は
人
間
観
の
変
革
で
あ
り
、
そ
の
倫
理
思
想
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は
こ
の
人
間
観
の
変
革
に
よ
っ
て
根
本
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
変
革
は
理
性
人
間 hom

o sapiens 

の
人

間
学
か
ら
工
作
人
間 hom

o faber 

の
人
間
学
へ
の
推
移
で
あ
る
。
も
と
よ
り
そ
れ
は
近
代
の
自
然
主
義
の
発
展

に
お
い
て
徐
々
に
前
面
に
現
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
変
革
の
意
義
が
明
確
に
把
握
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

の
は
比
較
的
新
し
い
こ
と
で
あ
る
。
我
々
は
か
よ
う
な
工
作
人
間
の
人
間
学
を
特
に
マ
ル
ク
ス
主
義
に
お
い
て
明

瞭
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
人
間
観
の
変
革
も
近
代
科
学
及
び
技
術
を
地
盤
に
し
て
現
れ
て
き

た
も
の
で
あ
る
。
工
作
人
間
の
人
間
学
を
根
柢
に
す
る
哲
学
は
一
般
的
に
い
っ
て
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
傾
向
を

と
る
で
あ
ろ
う
。
ニ
ー
チ
ェ
や
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
哲
学
を
初
め
、
現
代
の
生
の
哲
学
の
う
ち
に
は
つ
ね
に
何
等
か
プ

ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
。
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
は
ア
メ
リ
カ
の
主
流
哲
学
で
あ
り
、
そ
れ
は
イ

ギ
リ
ス
の
経
験
論
を
継
承
し
発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
は
実
に
近
代
自
然
主
義
が
辿
り
つ

い
た
一
つ
の
代
表
的
な
傾
向
で
あ
る
。

近
代
自
然
主
義
は
近
代
自
然
科
学
と
結
び
附
き
、
そ
こ
に
そ
の
特
色
も
あ
れ
ば
、
そ
の
根
強
さ
も
あ
る
。
そ
れ

は
科
学
の
上
に
立
ち
、
科
学
的
方
法
に
拠
る
べ
き
こ
と
を
説
い
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
従
来
の
形
而
上
学
に
対
す
る

不
信
、
更
に
否
定
を
宣
言
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
形
而
上
学
を
否
定
し
た
実
証
主
義
の
如
き
も
そ

れ
自
身
一
つ
の
形
而
上
学
に
終
っ
て
い
る
。
か
く
し
て
実
証
主
義
は
そ
の
発
展
に
お
い
て
世
界
観
的
な
要
求
を
断
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念
し
、
純
粋
に
科
学
的
な
考
察
に
自
己
を
制
限
す
る
と
い
う
方
向
を
と
っ
た
。
道
徳
に
つ
い
て
い
う
と
、
道
徳
を

社
会
的
に
与
え
ら
れ
た
事
実
と
見
て
、
こ
れ
を
飽
く
ま
で
も
実
証
的
な
科
学
的
な
方
法
で
研
究
す
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
道
徳
科
学
」
の
思
想
が
現
れ
た
。
こ
の
科
学
は
主
と
し
て
社
会
学
的
傾
向
を
と
っ
た
。
道

徳
的
事
象
に
関
す
る
研
究
が
純
粋
に
科
学
の
範
囲
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
限
り
、
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
自
然
主
義
と
称

せ
ら
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
人
間
と
か
社
会
と
か
道
徳
と
か
に
関
す
る
科
学
が
そ
の
よ
う
に
純

粋
に
科
学
的
に
と
ど
ま
る
と
い
う
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
そ
の
科
学
は
自
然
に
関
す
る
科
学
に
比
し
て
一
層
直

接
に
世
界
観
と
結
び
附
い
て
い
る
。
か
く
し
て
純
粋
に
科
学
と
な
る
代
り
に
科
学
主
義 scientism

e 

が
、
科
学
主

義
的
自
然
主
義 naturalism

e scientiste 
が
生
じ
た
。
テ
ー
ヌ
が
そ
の
第
一
人
者
で
あ
る
。
彼
は
ミ
ル
や
ペ
イ
ン

な
ど
イ
ギ
リ
ス
の
心
理
学
者
の
例
に
倣
っ
て
、
観
察
と
経
験
に
基
づ
い
て
彼
の
知
性
論
を
立
て
た
。
と
り
わ
け
彼

は
人
間
の
形
成
に
つ
い
て
の
十
八
世
紀
の
観
念
を
革
新
し
よ
う
と
し
た
。
す
べ
て
の
人
間
は
生
れ
た
と
き
持
っ
て

き
た
遺
伝
と
、
彼
に
対
し
て
作
用
す
る
自
然
的
並
び
に
社
会
的
環
境
と
、
彼
の
生
活
す
る
処
に
お
け
る
人
文
的
要

素
と
の
協
働
か
ら
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
彼
は
「
人
間
の
植
物
学
」
を
建
て
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る

と
見
た
。
尤
も
起
原
の
問
題
や
世
界
の
運
命
の
問
題
の
如
き
が
解
決
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
た
点
に

お
い
て
、
彼
は
不
可
知
論
の
実
証
主
義
と
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
彼
は
徹
底
し
た
決
定
論
を
と
り
、
こ
れ
を
自
然
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界
に
対
し
て
と
同
様
に
道
徳
界
に
適
用
し
た
。
彼
に
よ
る
と
徳
や
悪
は
究
極
の
分
析
に
お
い
て
は
「
砂
糖
や
硫
酸

塩
の
如
く
」
説
明
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
科
学
主
義
的
自
然
主
義
と
進
化
論
的
自
然
主
義
乃
至
実
証
主
義
と
の
差

異
は
、
後
者
が
形
而
上
学
的
な
モ
ニ
ズ
ム
の
傾
向
を
有
す
る
の
に
対
し
て
、
前
者
は
自
然
科
学
の
帰
結
と
考
え
ら

れ
た
決
定
論
の
普
遍
的
な
適
用
を
企
て
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
一
方
が
諸
科
学
の
内
容
的
な

綜
合
を
求
め
た
の
に
対
し
て
、
他
方
は
む
し
ろ
そ
の
方
法
論
的
帰
結
と
思
わ
れ
た
も
の
の
普
遍
的
な
適
用
を
試
み

た
。
そ
こ
で
と
り
わ
け
道
徳
の
説
明
に
あ
た
っ
て
遺
伝
決
定
論
と
か
環
境
決
定
論
が
と
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

自
然
主
義
は
近
代
思
想
に
お
け
る
主
要
な
潮
流
の
一
つ
で
あ
る
。
我
々
は
右
に
そ
の
綜
合
的
な
体
系
と
し
て
実

証
主
義
と
進
化
論
的
自
然
主
義
と
を
挙
げ
、
別
に
唯
物
論
と
科
学
主
義
的
自
然
主
義
と
を
挙
げ
た
。
も
と
よ
り
自

然
主
義
の
潮
流
は
そ
れ
ら
四
つ
に
限
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
極
め
て
多
岐
に
亙
っ
て
近
代
思
想
の
う
ち
に
入

り
込
ん
で
い
る
。
例
え
ば
、
我
々
は
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
い
て
一
つ
の
代
表
的
な
形
而
上
学
的
自
然
主
義
を
考
え
る
こ

と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
自
然
と
い
う
語
は
そ
の
よ
う
に
種
々
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
ま
た
例
え

ば
、
自
然
主
義
が
一
方
ニ
ー
チ
ェ
の
如
き
非
合
理
主
義
或
い
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
如
き
創
造
の
哲
学
と
な
る
に
至
っ

た
と
共
に
、
他
方
科
学
主
義
―
―
唯
物
論
も
或
る
意
味
で
は
こ
れ
に
加
え
ら
れ
得
る
―
―
の
如
き
決
定
論
或
い
は

合
理
主
義
と
な
る
に
至
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
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自
然
主
義
の
倫
理
思
想

二　
自
然
主
義
と
社
会
思
想

既
に
い
っ
た
如
く
自
然
の
概
念
は
ル
ネ
サ
ン
ス
に
お
い
て
中
世
思
想
と
の
対
立
に
お
い
て
重
要
性
を
獲
得
し

た
。
か
く
し
て
近
代
に
お
い
て
は
デ
ィ
ル
タ
イ
の
い
わ
ゆ
る
「
精
神
科
学
の
自
然
的
体
系
」
が
現
れ
た
。
す
で
に

マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
の
思
想
、
或
い
は
ホ
ッ
ブ
ス
の
思
想
、
或
い
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
思
想
等
は
か
く
の
如
き
も
の
で
あ
っ

た
。
こ
れ
ら
の
人
々
の
思
想
は
後
の
自
然
主
義
の
倫
理
思
想
に
い
ず
れ
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。

精
神
科
学
の
自
然
的
体
系
の
特
色
は
、
人
間
を
全
く
自
然
物
の
如
く
取
扱
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
の
際
人
間

の
自
然
と
し
て
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
情
念 affectus 

で
あ
る
。
従
っ
て
情
念
論
が
そ
の
倫
理
学
、
或
い
は
政

治
学
、
或
い
は
国
家
論
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
場
合
人
間
性
の
考
察
は
全
く
因
果
論
的
立
場
に

立
つ
の
で
あ
る
。
例
え
ば
い
わ
ゆ
る
現
実
政
治 R

ealpolitik 

の
首
唱
者
と
見
ら
れ
る
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
の
政
治
学

の
根
本
概
念
は
「
国
家
の
理
性
」ragione di stato, Staatsräson 

で
あ
る
が
、
こ
れ
は
何
等
観
念
論
哲
学
に
お

い
て
考
え
ら
れ
る
理
性
の
如
き
も
の
で
な
く
、
む
し
ろ
国
家
の
利
害
の
関
心 Staatsinteresse 

と
い
う
如
き
も

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
何
等
規
範
的
当
為
的
な
も
の
で
な
く
、
む
し
ろ
自
然
的
必
然
的
な
も
の
、
国
家
の
必
然
性 

Staatsnotw
endigkeit 

で
あ
る
。
そ
れ
は
国
家
の
自
己
保
存
と
自
己
発
展
の
自
然
的
な
生
命
力
で
あ
る
。
も
と
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よ
り
そ
こ
に
倫
理
的
な
も
の
が
全
く
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
。
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
の
思
想
に
お
い
て
徳 

virtù 
の
概
念
は
重
要
な
地
位
を
占
め
て
い
る
。
し
か
し
徳
は
彼
に
と
っ
て
力 fòrza 

を
意
味
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、

徳
は
力
で
あ
る
に
し
て
も
、
徳
そ
の
も
の
が
一
つ
の
力
で
あ
り
得
る
の
で
あ
っ
て
、
国
家
は
力
を
求
め
る
上
か
ら

い
っ
て
も
道
徳
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
も
そ
の
こ
と
を
理
解
し
た
。

か
く
し
て
「
国
家
の
理
性
」
は
力
と
道
徳
と
の
間
の
、
権
力
欲
に
従
っ
て
の
行
動
と
道
徳
的
責
任
に
従
っ
て
の
行

動
と
の
間
の
、
橋
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
に
お
い
て
そ
の
生
存
の
最
上
を
達
す
る
た
め
に
国
家
は
何

を
為
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
の
考
量
で
あ
る
。
し
か
る
に
こ
の
考
量
は
現
実
的
な
基
礎
の
上
に
立
た
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
れ
は
何
よ
り
も
人
間
の
自
然
、
即
ち
情
念
に
注
目
し
、
こ
の
も
の
が
つ
ね
に
同
一
で
あ
る
こ
と
を
考
え
て
、

そ
の
因
果
関
係
の
認
識
を
基
礎
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
未
来
を
予
見
し
よ
う
と
欲
す
る
者
は
過
去
を
見
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
な
ぜ
な
ら
地
上
に
お
け
る
一
切
の
も
の
は
つ
ね
に
過
去
の
も
の
と
の
類
似
を
有
す
る
か
ら
、
と

利
口
な
人
々
が
い
う
の
を
つ
ね
と
す
る
の
は
、
無
思
慮
な
こ
と
で
も
理
由
の
な
い
こ
と
で
も
な
い
。
そ
れ
は
、
そ

れ
ら
の
も
の
が
つ
ね
に
同
一
の
情
念
を
有
し
ま
た
有
し
た
人
間
に
よ
っ
て
為
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
、
従
っ
て
結
果

も
ま
た
つ
ね
に
同
一
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
に
依
る
の
で
あ
る
。」
そ
こ
に
科
学
と
し
て
の
政
治
学
の

可
能
性
、
未
来
の
予
言
及
び
歴
史
の
利
用
の
可
能
性
が
存
し
て
い
る
。
か
く
の
如
き
経
験
科
学
的
・
歴
史
的
認
識
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に
基
づ
い
て
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
は
「
国
家
の
技
術
」
を
考
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

ス
ピ
ノ
ザ
の
政
治
学
も
精
神
科
学
の
自
然
的
体
系
の
一
つ
の
場
合
で
あ
る
。
彼
も
ま
た
人
間
学
的
基
礎
の
上
に

国
家
論
を
立
て
よ
う
と
し
た
。「
こ
の
科
学
の
領
域
を
数
学
の
領
域
と
同
様
の
公
平
無
私
を
も
っ
て
探
究
せ
ん
が

た
め
に
、
私
は
人
間
的
諸
活
動
を
笑
わ
ず
、
歎
か
ず
、
ま
た
蔑
む
こ
と
な
く
、
認
識
す
る
こ
と
に
熱
心
に
努
め
た
。

そ
こ
で
私
は
愛
、
憎
、
怒
、
嫉
妬
、
功
名
心
、
同
情
及
び
そ
の
他
の
心
の
激
動
の
如
き
人
間
的
諸
情
念
を
、
人
間

的
本
性
の
過
誤
と
し
て
で
は
な
く
、
恰
も
熱
、
寒
、
嵐
、
雷
及
び
そ
の
他
こ
の
種
の
も
の
が
空
気
の
本
性
に
属
す

る
よ
う
に
、
人
間
的
本
性
に
属
す
る
性
質
と
し
て
観
察
し
た
。」
と
ス
ピ
ノ
ザ
は
『
政
治
論
文
』
の
序
論
の
中
で

い
っ
て
い
る
。
人
間
も
自
然
の
一
部
分
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
し
て
自
然
の
法
則
及
び
規
則
は
到
る
処
つ
ね
に
同
一

で
あ
る
。
従
っ
て
ま
た
あ
ら
ゆ
る
物
の
本
性
を
認
識
す
る
仕
方
も
同
一
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ス
ピ
ノ
ザ
に
と

っ
て
は
国
家
も
一
つ
の
自
然
物 res naturalis 
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
で
あ
ら
ゆ
る
物
は
で
き
る
限
り

自
己
の
有
に
固
執
し
よ
う
と
努
め
る
。
こ
の
い
わ
ゆ
る
自
己
保
存
の
努
力
が
人
間
の
一
切
の
道
徳
的
生
活
の
中
心

を
な
し
て
い
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
に
よ
る
と
、
こ
の
努
力
は
各
々
の
物
の
本
質
で
あ
り
、
本
質
と
力
と
は
同
一
で
あ
り
、

更
に
徳
と
力
と
は
同
一
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
存
在
論
の
根
本
思
想
か
ら
従
っ
て
来
る
。
即
ち
物
の

本
質
は
神
の
様
態
と
し
て
神
の
本
質
を
或
る
一
定
の
仕
方
で
表
現
す
る
が
、
神
の
本
質
と
力
と
は
同
一
で
あ
る
故
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に
、
そ
れ
は
神
の
力
を
或
る
一
定
の
仕
方
で
表
現
す
る
。
法
も
し
く
は
権
利
の
観
念
も
そ
こ
か
ら
考
え
ら
れ
る
。

い
ず
れ
の
自
然
物
も
そ
れ
が
存
在
及
び
活
動
に
対
し
て
力
を
有
す
る
だ
け
そ
れ
だ
け
自
然
権
を
有
す
る
、
な
ぜ
な

ら
自
然
物
が
そ
れ
に
よ
っ
て
存
在
し
且
つ
活
動
す
る
力
は
絶
対
に
自
由
な
神
の
力
以
外
の
何
物
で
も
な
い
か
ら
。

神
即
自
然 D

eus sive natura 

と
い
う
の
が
ス
ピ
ノ
ザ
の
形
而
上
学
の
根
本
思
想
で
あ
っ
た
。
か
く
て
各
人
は
力

を
有
す
る
だ
け
そ
れ
だ
け
権
利
を
有
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
各
人
は
、
賢
愚
を
問
わ
ず
、
何
を
為
す
に
せ
よ
、
自

然
の
十
分
な
権
利
を
も
っ
て
為
す
こ
と
に
な
る
。
自
然
法
は
何
人
も
が
欲
せ
ず
何
人
も
が
為
し
得
な
い
こ
と
の
ほ

か
何
事
も
禁
じ
な
い
。
単
に
理
性
の
み
で
な
く
情
念
も
、
人
間
の
自
己
保
存
の
努
力
と
結
び
附
い
て
い
る
限
り
、

自
然
権
を
も
っ
て
い
る
。
情
念
に
自
然
権
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
我
々
の
自
然
の
法
則
の
見
地
に
お
い
て
は

不
条
理
で
あ
る
に
し
て
も
、
全
自
然
の
法
則
の
見
地
に
お
い
て
は
何
等
不
条
理
で
は
な
い
。
即
ち
ス
ピ
ノ
ザ
の
自

然
法
思
想
は
宇
宙
的
な
も
の
に
定
位
を
と
っ
て
い
る
。
彼
は
人
間
の
自
然
権
か
ら
出
発
し
て
い
わ
ゆ
る
自
然
状
態

を
規
定
し
た
。
人
間
は
自
然
の
一
部
分
に
過
ぎ
な
い
が
、
自
然
の
こ
の
部
分
は
す
ぐ
れ
た
意
味
に
お
い
て
自
然
、

力
で
あ
る
。
人
間
は
詭
計
や
狡
智
に
お
い
て
、
従
っ
て
力
に
お
い
て
他
の
す
べ
て
の
動
物
に
ま
さ
っ
て
い
る
。
そ

れ
だ
か
ら
ま
た
人
間
は
互
い
に
と
っ
て
最
大
の
程
度
に
お
い
て
危
険
で
あ
る
。
彼
等
は
怒
、
憎
、
嫉
妬
な
ど
に
自

然
的
に
従
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
人
間
は
自
然
上
互
い
に
敵
で
あ
る
。
人
間
の
自
然
状
態
に
お
い
て
は
各
人
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義
の
倫
理
思
想

は
各
人
に
対
し
て
敵
で
あ
る
。
自
然
状
態
に
お
い
て
は
人
間
は
全
く
「
自
己
の
権
利
の
も
と
に
」sui juris 

あ
る
。

し
か
る
に
権
利
は
力
と
一
致
す
る
か
ら
、
そ
の
場
合
各
人
は
自
己
を
他
人
の
侵
害
に
対
し
て
保
証
し
得
る
限
り
自

己
の
権
利
の
も
と
に
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
自
然
状
態
に
お
い
て
は
一
切
人
は
一
切
人
に
対
し
て
敵
で
あ
る
故
に
、

各
々
の
個
人
は
自
分
だ
け
で
他
の
す
べ
て
の
個
人
に
対
し
て
空
し
く
自
己
を
守
り
得
る
の
み
で
あ
る
。
か
く
て
個

人
の
自
然
権
は
、
そ
れ
が
単
に
個
人
の
そ
れ
で
あ
り
そ
し
て
彼
の
力
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
間
は
、
ゼ
ロ
に
等
し

い
。
自
然
状
態
に
お
い
て
は
い
ず
れ
の
個
人
も
全
く
「
自
己
の
権
利
の
も
と
に
」
あ
る
の
で
あ
る
が
、
か
か
る
個

人
の
絶
対
的
な
自
然
権
は
全
く
抽
象
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
他
人
に
よ
っ
て
絶
え
ず
危
く
さ
れ
、
現
実
に
お
い
て
は

ゼ
ロ
に
等
し
い
。
そ
の
場
合
各
人
が
全
く
「
自
己
の
権
利
の
も
と
に
」
あ
る
と
い
う
こ
と
は
全
く
「
他
の
権
利
の

も
と
に
」alterius juris 

あ
る
と
い
う
こ
と
と
同
一
で
あ
る
。
人
間
は
互
い
に
敵
で
あ
り
、
他
を
恐
れ
る
理
由
を

も
っ
て
い
る
。
し
か
し
我
々
は
我
々
の
存
在
の
保
存
の
た
め
に
我
々
以
外
の
も
の
を
必
要
と
す
る
。
我
々
の
外
に

は
我
々
に
と
っ
て
有
用
な
種
々
の
も
の
が
あ
る
。
そ
の
中
で
考
え
得
べ
き
最
も
価
値
あ
る
も
の
は
我
々
の
本
性
と

全
く
一
致
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。「
そ
れ
だ
か
ら
人
間
に
と
っ
て
人
間
ほ
ど
有
用
な
も
の
は
な
い
。」
人
間

に
と
っ
て
最
大
の
敵
で
あ
る
人
間
は
、
同
時
に
人
間
に
と
っ
て
最
大
の
必
要
で
あ
る
。

既
に
い
っ
た
如
く
、自
然
状
態
に
お
け
る
個
々
の
人
間
の
自
然
権
は
全
く
抽
象
的
で
あ
っ
て
、無
に
等
し
い
。「
人
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間
種
族
に
固
有
な
も
の
と
し
て
の
自
然
権
に
つ
い
て
は
、
本
来
た
だ
、
人
間
が
共
同
の
権
利
を
有
し
、
彼
等
が
一

緒
に
彼
等
の
住
み
且
つ
耕
し
得
る
土
地
を
自
分
の
も
の
と
し
て
要
求
し
、
自
分
を
守
り
、
一
切
の
暴
力
を
斥
け
そ

し
て
全
体
の
共
同
の
意
志
に
従
っ
て
生
活
す
る
こ
と
の
で
き
る
場
合
に
お
い
て
の
み
、
語
ら
れ
得
る
。
蓋
し
よ
り

多
く
の
者
が
か
よ
う
な
仕
方
で
一
に
結
合
す
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
よ
り
多
く
彼
等
は
全
体
に
権
利
を
有
す
る
こ
と
に

な
る
。
ス
コ
ラ
哲
学
者
た
ち
が
人
間
は
自
然
状
態
に
お
い
て
は
殆
ど
全
く
自
己
の
権
利
の
も
と
に
あ
り
得
な
い
と

い
う
理
由
で
人
間
を
社
会
的
動
物 anim

al sciale 

と
呼
ぼ
う
と
欲
す
る
な
ら
ば
、
私
は
彼
等
に
反
対
す
べ
き
何
物

も
有
し
な
い
。」
と
ス
ピ
ノ
ザ
は
書
い
て
い
る
。
人
間
の
力
は
、
た
だ
国
家
ま
た
は
社
会
の
力
と
し
て
の
み
、
人

間
の
力
と
し
て
存
在
す
る
。
個
人
の
自
然
権
は
個
人
の
も
の
と
し
て
は
全
く
抽
象
的
で
あ
っ
て
、
た
だ
「
共
同
の

権
利
」jus com

m
une 

と
し
て
の
み
現
実
的
で
あ
る
。「
人
間
は
法
的
共
同
体
の
外
で
は
生
活
し
得
ぬ
よ
う
に
作

ら
れ
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
か
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
人
間
は
社
会
的
動
物
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
国
家
の
存
在
は

自
然
的
に
従
っ
て
来
る
。
国
家
は
自
然
の
外
に
立
つ
の
で
な
く
、
ど
こ
ま
で
も
自
然
的
な
全
体
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ

ス
は
い
っ
た
、「
動
物
に
お
い
て
の
一
致
は
自
然
の
業
で
あ
る
、
人
間
の
あ
い
だ
で
は
し
か
し
一
致
は
人
為
の
業

で
あ
り
、
諸
契
約
の
結
果
で
あ
る
。」
ホ
ッ
ブ
ス
は
国
家
を
法
律
的
規
範
的
に
構
成
し
た
。
彼
は status naturalis 

と status civilis 

と
の
間
に
絶
対
的
な
差
別
を
考
え
た
。
彼
の
国
家
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
言
葉
を
用
い
る
と
「
国
家
の
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う
ち
に
お
け
る
国
家
」im

perium
 in im

perio 

で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
ス
ピ
ノ
ザ
に
と
っ
て
は
国
家
は
自
然
物
で

あ
り
、
彼
の
企
て
は
ど
こ
ま
で
も
「
国
家
の
原
因
及
び
自
然
的
基
礎
を
人
間
の
共
通
の
本
性
も
し
く
は
状
態
か
ら

導
き
出
す
」
こ
と
に
存
し
た
。
個
人
の
自
然
権
は
機
械
的
に
国
家
へ
譲
渡 übertragen 

さ
れ
る
の
で
な
く
、
む
し

ろ
弁
証
法
的
に
国
家
へ
移
行 übergehen 

す
る
の
で
あ
る
。
即
ち
自
然
状
態
に
お
い
て
人
間
は
絶
対
に
「
自
己
の

権
利
の
も
と
に
」
あ
る
と
共
に
絶
対
に
「
他
の
権
利
の
も
と
に
」
あ
る
と
い
う
矛
盾
か
ら
、
自
然
権
は
必
然
的
に

国
家
へ
移
り
行
く
の
で
あ
る
。
個
人
に
対
す
る
国
家
の
権
利
は
、
個
々
別
々
の
多
数
人
に
対
す
る
結
合
さ
れ
た
多

数
人
の
力
と
同
一
で
あ
る
。
個
人
は
国
家
に
対
し
て
「
他
の
権
利
の
も
と
に
」
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
個
人
は
国
家

の
う
ち
に
お
い
て
何
等
「
自
己
の
権
利
の
も
と
に
」
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
国
民
は
国
家
に
対
す
る
関
係
で
は
他

の
権
利
の
も
と
に
あ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
他
の
関
係
で
は
自
然
人
よ
り
も
一
層
高
い
程
度
に
お
い
て
自
己
の
権

利
の
も
と
に
あ
る
。
国
家
に
お
い
て
は
個
人
の
権
利
と
共
同
の
権
利
と
が
調
和
さ
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
国
家
の
終
局
目
的
は
支
配
す
る
こ
と
で
な
く
、
人
間
を
恐
怖
せ
し
め
る
こ
と
で
も
な
く
、
他
の
権
力
の
も
と
に

従
わ
し
め
る
こ
と
で
も
な
く
、
反
対
に
ひ
と
を
恐
怖
か
ら
解
放
し
、
か
く
て
彼
が
で
き
る
だ
け
安
全
に
生
活
す
る

よ
う
に
す
る
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
、
生
存
に
対
す
る
彼
の
自
然
権
を
自
身
及
び
他
人
の
損
害
な
し
に
最
も
よ
く
維

持
す
る
よ
う
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
国
家
の
目
的
は
人
間
を
理
性
的
な
も
の
か
ら
動
物
ま
た
は
自
働
機
械
に
す
る
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こ
と
で
な
く
、
反
対
に
彼
等
の
精
神
及
び
身
体
が
そ
の
力
を
安
全
に
発
達
さ
せ
、
彼
等
自
身
が
自
由
に
理
性
を
使

用
し
、
そ
し
て
彼
等
が
憎
や
怒
や
詭
計
を
も
っ
て
互
い
に
争
う
こ
と
な
く
、
互
い
に
敵
愾
心
を
も
っ
て
対
す
る
こ

と
の
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
国
家
の
目
的
は
実
に
自
由
で
あ
る
。」
人
間
は
理
性
に
従
い
、
彼
自
身
の

権
利
と
共
同
の
権
利
と
を
一
致
せ
し
め
る
と
き
に
の
み
国
家
に
お
い
て
本
来
自
由
な
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
彼
は

「
他
の
権
利
の
も
と
に
」
あ
る
と
共
に
「
自
己
の
権
利
の
も
と
に
」
あ
る
。
自
由
と
は sui juris 

と alieni juris 

と
の
一
致
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
国
家
の
力
は
そ
の
国
民
の
性
質
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、

か
よ
う
に
自
由
な
個
人
か
ら
成
る
国
家
は
そ
の
基
礎
が
最
も
鞏
固
で
あ
り
、そ
の
権
利
は
最
も
大
き
い
筈
で
あ
る
。

「
蓋
し
国
家
の
権
利
は
恰
も
一
つ
の
精
神
に
よ
っ
て
の
如
く
導
か
れ
る
多
数
人
の
力
に
従
っ
て
決
定
さ
れ
る
。」「
し

か
る
に
こ
の
よ
う
な
精
神
の
統
一
は
、
国
家
が
主
と
し
て
、
健
全
な
理
性
が
あ
ら
ゆ
る
人
間
に
有
用
で
あ
る
と
教

え
る
も
の
を
追
求
す
る
場
合
に
の
み
、
考
え
得
る
。」「
理
性
に
基
礎
を
有
し
、
理
性
に
導
か
れ
る
国
家
は
最
も
力

が
あ
り
、
最
も
独
立
で
あ
る
。」
と
ス
ピ
ノ
ザ
は
書
い
て
い
る
。

か
よ
う
に
し
て
我
々
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
う
ち
に
ル
ソ
ー
の
一
般
意
志 volonté générale 

に
類
す
る
思
想
を
見
出

す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ル
ソ
ー
の
思
想
の
根
柢
を
な
し
て
い
る
の
も
一
つ
の
自
然
の
概
念
で
あ
る
。
彼

は
文
化
と
自
然
と
を
対
立
さ
せ
、
自
然
を
擁
護
し
た
。「
物
の
創
造
者
の
手
か
ら
出
た
と
き
す
べ
て
は
善
か
っ
た
、



三
五
一

自
然
主
義
の
倫
理
思
想

人
間
の
手
の
間
で
す
べ
て
の
も
の
は
堕
落
す
る
。」
と
い
う
句
で
『
エ
ミ
ー
ル
』
は
始
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
ル

ソ
ー
の
生
徒
で
あ
る
エ
ミ
ー
ル
は
社
会
の
中
で
生
活
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。人
間
の
自
然
状
態
は
如
何
に
自
由
で
、

如
何
に
善
い
に
し
て
も
、
人
間
に
と
っ
て
社
会
状
態
は
必
然
的
で
あ
る
。
そ
こ
で
問
題
は
、
如
何
に
し
て
社
会
状

態
の
一
定
の
利
益
と
自
然
状
態
の
そ
れ
と
を
統
合
す
る
か
に
あ
る
。『
エ
ミ
ー
ル
』
の
問
題
は
、
自
然
状
態
の
あ

ら
ゆ
る
無
邪
気
と
徳
、
人
間
に
生
れ
つ
い
た
あ
ら
ゆ
る
善
意
を
失
わ
せ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
な
教
育
制
度
を
見
出

す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
同
様
に
人
間
は
結
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
こ
で
『
社
会
契
約
論
』
の
問
題
は
、
個

人
が
自
然
に
よ
っ
て
有
す
る
平
等
と
自
由
と
を
保
存
す
る
よ
う
な
結
合
の
形
式
を
見
出
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

『
エ
ミ
ー
ル
』
に
依
る
と
、
自
然
の
状
態
に
お
い
て
は
、
人
間
は
人
間
に
で
な
く
物
に
し
か
依
存
し
な
い
、
そ
し

て
こ
の
依
存
は
彼
の
自
由
を
害
す
る
も
の
で
は
な
い
。
か
く
し
て
「
人
間
の
代
り
に
法
律
を
置
き
換
え
、
一
般
意

志
を
す
べ
て
の
特
殊
的
な
意
志
の
活
動
に
優
越
す
る
現
実
的
な
力
に
よ
っ
て
武
装
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
も
し
国

家
の
法
律
が
、
自
然
の
法
則
と
同
様
に
、
如
何
な
る
人
間
的
力
も
打
ち
克
つ
こ
と
の
で
き
ぬ
不
屈
性
を
有
す
る
な

ら
ば
、
人
間
へ
の
依
存
は
再
び
物
へ
の
依
存
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
と
き
ひ
と
は
国
家
に
お
い
て
自
然
状
態
の

す
べ
て
の
利
益
を
社
会
状
態
の
そ
れ
に
結
合
し
、
悪
を
離
れ
た
人
間
の
保
有
す
る
自
由
に
彼
を
徳
に
高
め
る
道
徳

を
結
合
す
る
で
あ
ろ
う
。」
エ
ミ
ー
ル
の
教
師
は
彼
の
生
徒
が
「
物
の
力
」force des choses 

に
よ
っ
て
の
ほ
か
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教
え
ら
れ
な
い
よ
う
に
一
切
を
処
置
す
る
の
で
あ
る
。
ル
ソ
ー
は
社
会
に
つ
い
て
も
、
あ
ら
ゆ
る
情
念
と
そ
れ
か

ら
生
ず
る
争
を
有
す
る
個
人
と
個
人
と
の
直
接
的
な
関
係
を
除
い
て
、
こ
れ
を
物
の
如
く
没
人
格
的
で
固
定
し
た

法
則
に
対
す
る
共
同
の
関
係
に
よ
っ
て
置
き
換
え
よ
う
と
し
た
。
ル
ソ
ー
は
あ
の
有
名
な
百
科
全
書
の
中
の
デ
ィ

ド
ゥ
ロ
の
執
筆
に
成
る
『
自
然
権
』D

roit naturel 

の
項
に
お
い
て
一
般
意
志
と
い
う
観
念
を
見
出
し
た
。
こ
れ

に
よ
る
と
、一
般
意
志
は
「
各
個
人
に
お
け
る
情
念
の
沈
黙
に
お
い
て
思
慮
す
る
悟
性
の
純
粋
な
作
用
」
で
あ
る
、

そ
れ
は
「
つ
ね
に
善
い
、そ
れ
は
決
し
て
欺
か
な
か
っ
た
し
、ま
た
決
し
て
欺
か
な
い
で
あ
ろ
う
」、そ
れ
は
「
我
々

の
す
べ
て
の
義
務
の
限
界
を
決
定
す
る
。」
ル
ソ
ー
に
と
っ
て
一
般
意
志
は
つ
ね
に
共
同
の
利
害
に
従
う
も
の
で

あ
る
、
そ
れ
故
に
つ
ね
に
正
し
く
、
決
し
て
誤
り
得
な
い
。
彼
に
お
い
て
一
般
意
志
は
総
体
意
志 volonté de 

tous 

か
ら
区
別
さ
れ
る
。
後
者
は
特
殊
的
意
志
の
総
和
に
過
ぎ
ず
、
特
殊
的
利
害
に
関
心
す
る
の
に
反
し
て
、
前

者
は
一
般
共
通
の
利
害
を
目
差
す
も
の
で
あ
り
、
相
剋
す
る
個
人
的
差
異
を
除
い
て
残
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
る

に
も
し
こ
の
よ
う
な
一
般
意
志
を
認
め
る
な
ら
ば
、
彼
が
彼
の
本
の
全
体
の
表
題
と
し
た
よ
う
な
社
会
契
約
の
思

想
は
如
何
な
る
意
義
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
一
般
意
志
の
観
念
は
契
約
説
に
関
係
な
し
に
完
全
に
理
解
し
得
る

も
の
で
あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
い
て
も
契
約
と
い
う
語
は
現
れ
て
い
る
に
し
て
も
重
要
性
を
有
し
て
い
な
い
。
ル

ソ
ー
は
百
科
全
書
の
『
自
然
権
』
に
お
け
る
説
を
批
評
し
て
、
そ
れ
は
一
般
意
志
の
観
念
で
は
な
い
、
そ
れ
は
単
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に
反
省
さ
れ
た
利
己
主
義
の
戯
れ
に
よ
っ
て
勝
た
し
め
ら
れ
る
よ
う
な
観
念
に
過
ぎ
な
い
、
と
い
っ
て
い
る
。
そ

こ
で
問
題
は
、
如
何
に
し
て
一
般
意
志
を
効
果
的
に
活
動
的
に
す
る
か
で
あ
る
。
契
約
説
は
こ
の
問
に
対
す
る
答

で
あ
る
。
も
し
種
々
異
な
る
利
害
が
な
い
な
ら
、
ひ
と
は
共
同
の
利
害
を
感
ず
る
こ
と
が
な
い
で
あ
ろ
う
、
な
ぜ

な
ら
こ
の
も
の
は
障
碍
に
出
会
う
こ
と
が
な
い
か
ら
。
す
べ
て
は
お
の
ず
か
ら
行
わ
れ
、
政
治
は
技
術
で
あ
る
こ

と
を
や
め
る
で
あ
ろ
う
。そ
こ
で
一
般
意
志
を
自
由
に
働
か
せ
る
た
め
に
は
障
碍
を
除
け
ば
足
り
る
の
で
あ
る
が
、

契
約
は
ル
ソ
ー
に
と
っ
て
ま
さ
に
こ
の
障
碍
を
除
く
も
の
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
ル
ソ
ー
の
社
会
契
約
は
、
こ
の

も
の
を
も
っ
て
予
め
存
在
す
る
社
会
的
関
係
を
強
め
る
に
過
ぎ
な
い
と
す
る
ロ
ッ
ク
や
百
科
全
書
家
た
ち
の
そ
れ

と
異
な
っ
て
い
る
。
社
会
契
約
に
よ
っ
て
個
人
的
意
志
は
自
己
を
棄
て
る
の
で
あ
る
。
我
々
自
身
を
一
般
意
志
の

最
高
の
指
導
の
も
と
に
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
契
約
は
、
特
殊
的
意
志
か
ら
生
ず
る
障
碍
を
除
き
去
る
の
で
あ
り
、

か
く
し
て
そ
れ
は
社
会
的
体
を
作
り
、
こ
れ
に
そ
の
自
己
を
与
え
る
の
で
あ
る
。

同
時
代
の
唯
物
論
者
に
と
っ
て
も
社
会
の
観
念
は
重
要
で
あ
っ
た
。
ド
ル
バ
ッ
ク
に
よ
る
と
、
人
間
は
物
質
の

集
合
で
あ
る
。
彼
の
活
動
の
唯
一
の
法
則
は
、
快
楽
を
愛
し
苦
痛
を
恐
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
彼
と
は

異
な
り
そ
し
て
彼
等
の
間
に
お
い
て
同
じ
で
な
い
感
覚
的
存
在
に
よ
っ
て
取
巻
か
れ
て
い
る
。
し
か
る
に
こ
の
よ

う
に
人
間
は
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
て
い
る
故
に
互
い
に
他
を
必
要
と
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
彼
等
が
他
人
の
幸
福
に
寄
与
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す
る
の
は
、
ひ
と
が
彼
等
を
快
楽
に
よ
っ
て
そ
の
よ
う
に
決
定
す
る
場
合
で
あ
り
、
彼
等
を
苦
し
め
る
や
否
や
彼

等
は
そ
れ
に
寄
与
す
る
こ
と
を
拒
む
で
あ
ろ
う
。
道
徳
は
他
人
の
幸
福
を
意
欲
す
る
こ
と
に
あ
る
。
し
か
る
に
そ

れ
は
、
ド
ル
バ
ッ
ク
に
よ
る
と
、
社
会
的
作
用
の
自
然
的
な
結
果
で
は
な
い
。
反
対
に
地
上
の
権
力
が
報
酬
と
苦

痛
と
に
よ
っ
て
道
徳
に
助
け
を
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
道
徳
の
問
題
は
そ
れ
故
に
行
政
の
問
題
で
あ
る
。
即
ち

人
間
を
快
楽
に
よ
っ
て
道
徳
的
な
行
為
、
言
い
換
え
る
と
他
の
人
々
に
と
っ
て
有
用
な
行
為
を
為
さ
し
め
る
よ
う

に
駆
り
立
て
る
組
織
を
作
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
従
っ
て
道
徳
の
問
題
は
政
治
上
の
再
組
織
を
前
提
す
る
、
そ
し

て
そ
こ
で
は
特
に
教
育
権
が
僧
侶
の
手
か
ら
離
れ
て
、
人
間
の
行
為
の
動
機
と
共
に
社
会
的
有
用
性
を
認
識
し
て

い
る
と
こ
ろ
の
啓
蒙
さ
れ
た
、
偏
見
を
も
た
ぬ
俗
人
の
手
に
渡
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
社
会
的
拘
束
な
し
に
道
徳
は

な
い
。
こ
の
見
解
は
、
ド
ル
バ
ッ
ク
及
び
そ
の
一
統
を
、
外
見
上
の
類
似
に
も
拘
ら
ず
、
社
会
か
ら
全
く
孤
立
し

て
い
た
エ
ピ
ク
ロ
ス
主
義
か
ら
完
全
に
分
離
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
唯
物
論
者
た
ち
は
社
会
的
見
地
か
ら

何
よ
り
も
宗
教
に
鋭
い
批
判
を
向
け
た
。
そ
し
て
彼
等
は
教
育
の
意
義
を
強
調
し
た
。
と
り
わ
け
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ

ス
は
そ
の
『
人
間
論
』
に
お
い
て
教
育
の
力
を
力
説
し
て
い
る
。
彼
に
よ
る
と
、
無
知
（
宗
教
的
偏
見
を
意
味
す

る
）
は
国
民
の
忠
誠
を
保
証
す
る
も
の
で
は
な
い
。
真
理
を
知
る
こ
と
は
つ
ね
に
有
益
で
あ
り
、
真
理
を
示
す
こ

と
は
決
し
て
国
家
の
害
に
な
る
も
の
で
は
な
い
。
人
間
の
精
神
は
教
育
に
依
存
し
、
教
育
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
。
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と
こ
ろ
で
デ
ィ
ド
ゥ
ロ
、
ル
ソ
ー
等
の
思
想
は
あ
の
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
こ
の
革
命
以
来
、

フ
ラ
ン
ス
の
社
会
は
悩
ん
で
い
る
、と
コ
ン
ト
は
我
々
に
い
う
。
そ
れ
は
「
次
第
に
拡
が
っ
た
深
い
無
政
府
状
態
」

の
餌
食
に
な
っ
て
い
る
。
如
何
に
か
し
て
「
革
命
的
時
期
を
閉
じ
」
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
し
て
コ
ン
ト
の
実

証
哲
学
の
目
的
は
社
会
の
再
組
織
に
存
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
を
可
能
に
す
る
も
の
は
知
的
革
新
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
た
。
彼
に
よ
る
と
、
フ
ー
リ
エ
や
サ
ン
・
シ
モ
ン
の
徒
が
欲
す
る
よ
う
な
直
接
的
な
実
践
的
活
動
は
間
違
っ
た

手
続
で
あ
る
。
何
よ
り
も
先
ず
知
性
に
、
人
間
精
神
の
進
歩
の
状
態
に
適
合
し
た
新
し
い
習
慣
を
与
え
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。
即
ち
コ
ン
ト
は
社
会
の
統
一
を
精
神
に
お
け
る
統
一
、
思
想
の
統
一
に
よ
っ
て
達
し
よ
う
と
し
た
の
で

あ
る
。
こ
の
思
想
は
彼
に
と
っ
て
は
言
う
ま
で
も
な
く
実
証
哲
学
で
あ
る
。
社
会
の
再
組
織
に
成
功
す
る
た
め
に

は
、
秩
序
と
進
歩
と
が
同
時
に
も
た
ら
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
或
る
人
々
は
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
の
神
学
的
、

政
治
的
、軍
事
的
諸
観
念
の
復
活
に
よ
っ
て
社
会
に
必
要
な
均
衡
を
求
め
て
い
る
。
こ
れ
は
大
き
な
誤
解
で
あ
る
。

そ
れ
ら
の
観
念
は
も
と
よ
り
歴
史
の
一
定
の
時
期
に
お
い
て
は
価
値
を
も
っ
て
い
た
。
し
か
し
今
日
の
要
求
に
は

も
は
や
適
合
し
な
く
な
っ
て
い
る
。
彼
等
は
秩
序
を
救
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
、
そ
の
た
め
に
は
精
神
を
一
致
さ
せ

ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
理
解
し
た
。
け
れ
ど
も
如
何
に
し
て
「
す
で
に
久
し
い
以
前
か
ら
、
そ
の
最
も
す
ぐ
れ
た
注

釈
者
た
ち
に
す
ら
、
も
は
や
十
分
に
理
解
さ
れ
な
い
と
こ
ろ
の
老
衰
し
た
理
論
に
よ
っ
て
、
社
会
を
再
組
織
す
る
」
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こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
他
方
、
革
命
主
義
も
ま
た
同
様
に
間
違
っ
て
い
る
。
革
命
の
理
論
や
方
法
は
破
壊

す
る
た
め
に
は
す
ぐ
れ
て
い
た
。
し
か
し
建
設
す
る
た
め
に
は
無
価
値
で
あ
る
。
言
論
の
無
制
限
な
自
由
は
、
過

去
の
制
度
を
顛
覆
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
時
代
に
お
い
て
は
、た
し
か
に
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
な
し
に
は
、「
如
何
な
る
真
の
再
組
織
も
準
備
さ
れ
得
な
か
っ
た
。」
し
か
し
そ
れ
で
建
設
は
で
き
る
か
。
コ

ン
ト
は
「
個
人
的
理
性
以
外
の
精
神
的
権
威
を
、
と
り
わ
け
本
質
的
な
問
題
に
関
し
て
、
承
認
し
な
い
」
こ
と
を

も
っ
て
「
西
欧
的
病
気
」
で
あ
る
と
し
た
。
そ
こ
に
「
種
族
に
対
す
る
個
人
の
精
神
的
反
逆
」
が
あ
る
。
こ
の
病

気
が
癒
ら
な
い
限
り
社
会
の
均
衡
は
再
建
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
よ
う
に
し
て
コ
ン
ト
は
ド
ゥ
・
メ
ー
ス
ト
ル
、

ボ
ナ
ー
ル
流
の
伝
統
主
義
或
い
は
復
古
主
義
と
サ
ン
・
シ
モ
ン
流
の
革
命
主
義
と
が
調
和
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考

え
た
。
前
者
は
秩
序
の
、
後
者
は
進
歩
の
観
念
を
持
ち
出
し
た
限
り
に
お
い
て
正
し
い
。
し
か
し
そ
の
い
ず
れ
の

た
め
に
も
他
が
犠
牲
に
さ
る
べ
き
で
な
く
、
却
っ
て
秩
序
と
進
歩
と
が
調
和
さ
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
こ

の
問
題
を
解
決
す
る
も
の
は
実
証
哲
学
で
あ
る
。
そ
の
基
本
と
な
る
の
は
「
進
歩
は
秩
序
の
発
展
で
あ
る
」
と
い

う
思
想
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
実
証
的
な
道
徳
は
想
像
に
で
は
な
く
観
察
に
基
づ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
人
間
を

あ
る
が
ま
ま
に
考
察
す
る
。
そ
れ
は
歴
史
の
教
え
る
幾
世
紀
も
の
間
に
人
間
が
そ
の
傾
向
と
行
動
の
動
機
と
に
つ

い
て
与
え
た
証
拠
を
基
礎
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
実
証
的
な
道
徳
は
相
対
的
で
あ
る
。
我
々
の
知
識
の
相
対
性
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か
ら
必
然
的
に
道
徳
の
相
対
性
が
従
っ
て
く
る
。

人
類
は
進
歩
の
法
則
に
従
っ
て
時
間
に
お
い
て
発
展
す
る
。
従
っ
て
カ
ン
ト
が
考
え
た
よ
う
な
普
遍
妥
当
的
な

道
徳
は
存
し
得
な
い
。
コ
ン
ト
は
そ
の
進
歩
の
思
想
か
ら
道
徳
の
相
対
性
の
観
念
を
引
き
出
し
た
の
で
あ
る
。
相

対
的
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
善
悪
の
区
別
が
な
く
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
我
々
の
知
識
は
相
対
的
で
あ
る
に
も

拘
ら
ず
、
真
偽
の
区
別
が
存
在
す
る
よ
う
に
、
善
は
神
学
的
な
或
い
は
形
而
上
学
的
な
最
高
の
実
在
で
な
く
、
却

っ
て
無
限
定
に
接
近
さ
れ
る
終
局
に
向
っ
て
の
「
進
歩
」
と
考
え
ら
れ
る
に
し
て
も
、善
悪
の
区
別
は
存
在
す
る
。

相
対
主
義
は
実
証
的
方
法
に
と
っ
て
必
然
的
な
帰
結
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
実
証
的
な
道
徳
は
新
し
き
も
独
創
性
も

要
求
す
る
も
の
で
は
な
い
。
す
で
に
実
証
的
科
学
は
「
公
衆
の
理
性
の
延
長
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
そ
の
本
性
に
お

い
て
単
純
な
良
識
と
異
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
こ
の
も
の
に
そ
の
本
質
的
な
観
念
を
負
う
の
で
あ
っ
て
、
た
だ
そ
れ

ら
の
観
念
は
科
学
に
お
い
て
一
層
抽
象
的
な
性
格
と
体
系
的
な
厳
密
性
を
得
る
の
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
実
証
的

な
道
徳
は
自
然
的
な
道
徳
の
延
長
で
あ
る
。
実
際
、
秩
序
と
進
歩
と
を
調
和
さ
せ
よ
う
と
し
た
コ
ン
ト
の
倫
理
学

は
一
種
の
常
識
主
義
に
陥
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
道
徳
の
問
題
は
コ
ン
ト
に
と
っ
て
、
同
情
的

或
い
は
利
他
的
本
能
を
利
己
的
衝
動
に
、
社
会
性 sociabilité 
を
個
人
性 personnalité 

に
勝
た
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
両
者
を
調
和
さ
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
人
間
の
本
性
は
利
他
的
本
能
を
含
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
要
請
で
は
な
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く
、
事
実
で
あ
る
。
こ
の
本
能
な
し
に
は
社
会
は
存
続
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
人
間
を
特
に
理
性
に
よ
っ
て
活
動

す
る
存
在
と
考
え
た
形
而
上
学
者
は
、
社
会
を
契
約
者
の
一
致
の
上
に
成
立
す
る
も
の
と
考
え
た
。
し
か
し
事
実

と
し
て
人
間
は
何
よ
り
も
彼
等
の
傾
向
性
に
従
っ
て
生
活
す
る
の
で
あ
っ
て
、
彼
等
が
社
会
に
お
い
て
生
活
し
て

い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
彼
等
の
感
情
に
よ
っ
て
そ
こ
に
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
利
他
的
傾
向

性
が
な
い
な
ら
ば
、
社
会
は
な
く
、
道
徳
も
な
い
。
も
と
よ
り
利
己
的
本
能
が
存
在
し
、
且
つ
甚
だ
強
力
で
あ
る
。

こ
れ
に
利
他
的
本
能
を
対
抗
さ
せ
、
後
者
に
よ
っ
て
前
者
を
支
配
す
る
た
め
に
は
好
都
合
な
条
件
に
よ
っ
て
助
け

ら
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
る
に
人
間
が
社
会
に
お
い
て
、
即
ち
同
類
の
も
の
と
の
不
断
の
関
係
に
お
い

て
、
生
活
す
る
と
い
う
事
実
そ
の
も
の
は
、
社
会
的
感
情
を
発
達
さ
せ
る
結
果
に
な
る
の
で
あ
る
。
社
会
的
生
活

の
発
達
と
利
他
主
義
の
発
達
と
は
、
互
い
に
条
件
と
な
り
結
果
と
な
る
。
更
に
利
他
的
感
情
は
そ
れ
自
身
に
お
い

て
尽
き
る
こ
と
の
な
い
満
足
を
も
っ
て
い
る
。
ひ
と
は
働
く
こ
と
に
倦
む
、
ひ
と
は
考
え
る
こ
と
に
さ
え
倦
む
、

し
か
し
人
は
愛
す
る
こ
と
に
は
倦
ま
な
い
、
と
コ
ン
ト
は
い
っ
て
い
る
。
道
徳
的
完
全
性
は
、
他
人
の
た
め
に
生

き
る
と
い
う
原
理
に
従
っ
て
、
相
互
的
な
善
意
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
人
間
の
あ
い
だ
に
実
現
さ
れ
る
調
和
で
あ

り
、
そ
れ
は
ま
た
同
時
に
各
個
人
の
精
神
に
お
い
て
利
己
主
義
を
利
他
的
感
情
に
従
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
さ

れ
る
調
和
で
あ
る
。
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コ
ン
ト
に
と
っ
て
の
よ
う
に
、
ス
ペ
ン
サ
ー
に
と
っ
て
も
、
道
徳
は
個
人
と
社
会
と
の
間
の
調
和
に
存
す
る
。

し
か
し
こ
の
調
和
の
内
容
は
文
化
の
発
展
の
各
々
の
段
階
に
お
い
て
変
化
す
る
。
し
か
も
そ
れ
は
個
人
が
絶
え
ず

一
層
完
全
に
な
り
そ
し
て
相
互
の
依
存
が
絶
え
ず
一
層
大
き
く
な
る
と
い
う
方
向
に
向
っ
て
い
る
。
コ
ン
ト
に
比

し
て
ス
ペ
ン
サ
ー
は
よ
り
多
く
個
人
主
義
的
色
彩
を
も
っ
て
い
る
。
彼
は
社
会
と
個
人
と
の
間
の
有
機
的
聯
関
を

力
説
し
た
が
、
ミ
ル
の
『
自
由
論
』
に
似
た
確
信
を
有
し
た
。
社
会
主
義
的
理
想
に
つ
い
て
は
、
ス
ペ
ン
サ
ー
は
、

そ
れ
が
人
間
的
諸
関
係
を
愈
々
多
く
機
械
化
し
、
社
会
倫
理
的
な
も
の
に
対
し
て
社
会
技
術
的
な
も
の
を
重
視
す

る
の
を
見
て
、
こ
れ
に
反
対
し
た
。
彼
は
人
類
が
発
達
す
る
と
共
に
個
人
的
自
由
に
対
す
る
社
会
或
い
は
国
家
の

干
渉
が
次
第
に
減
ず
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
と
共
に
幸
福
が
愈
々
増
し
て
ゆ
く
こ
と
を
、
歴
史
的
に
証
明
す
る
こ

と
が
で
き
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

元
来
自
然
主
義
は
近
代
思
想
と
し
て
封
建
的
な
も
の
の
束
縛
に
対
し
て
人
間
の
自
然
の
解
放
を
求
め
た
。
封
建

的
全
体
主
義
に
対
し
て
人
間
の
自
然
の
解
放
へ
の
要
求
は
先
ず
個
人
主
義
と
し
て
現
れ
た
。
そ
の
場
合
人
間
の
自

然
と
考
え
ら
れ
た
も
の
が
さ
し
あ
た
り
本
能
、
衝
動
、
情
念
の
如
き
も
の
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
自
然
主
義
は
封

建
的
な
思
想
や
制
度
を
克
服
す
る
も
の
と
し
て
つ
ね
に
進
歩
的
意
義
を
有
し
た
。
し
か
し
そ
の
進
歩
は
主
と
し
て

破
壊
に
存
し
た
。
建
設
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
や
否
や
、
コ
ン
ト
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、
進
歩
の
み
で
な
く
秩
序
が
問
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題
に
な
る
や
否
や
、
自
然
主
義
も
そ
の
本
能
主
義
や
個
人
主
義
か
ら
何
等
か
の
転
換
を
求
め
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ

ろ
う
。
個
人
は
つ
ね
に
環
境
の
う
ち
に
生
き
て
い
る
。
か
く
て
個
人
と
環
境
、
個
人
と
社
会
の
関
係
が
問
題
に
な

ら
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
関
係
を
単
に
個
人
と
個
人
と
の
機
械
的
関
係
と
見
れ
ば
、
ホ
ッ
ブ
ス
の
如
き
社
会
契
約

説
が
従
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
コ
ン
ト
や
ス
ペ
ン
サ
ー
は
そ
れ
を
有
機
体
説
的
に
理
解
し
た
。
し
か
し
ル
ソ
ー
に

お
い
て
一
般
意
志
の
思
想
が
現
れ
た
。
こ
の
思
想
は
す
で
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
社
会
倫
理
を
準
備
し
た
も
の
と
見
ら
れ

る
で
あ
ろ
う
。
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形
而
上
学
の
現
象
学

形
而
上
学
の
現
象
学

―
―
現
代
に
於
け
る
世
界
観
説
の
歴
史
と
理
論
―
―

一

ア
ド
ル
フ
・
ト
レ
ン
デ
レ
ン
ブ
ル
ク
の
名
は
今
日
我
々
一
般
に
と
っ
て
力
強
い
響
を
も
っ
て
い
な
い
。
彼
の
弟

子
デ
ィ
ル
タ
イ
は
そ
の
七
十
の
誕
生
日
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
当
時
を
回
顧
し
、
師
に
つ
い
て
語
っ
て
曰
う
、「
私

は
今
こ
こ
に
、
私
に
最
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
こ
ろ
の
私
の
教
師
ト
レ
ン
デ
レ
ン
ブ
ル
ク
を
何
よ
り
も
想
い

起
す
。
彼
の
権
勢
に
つ
い
て
ひ
と
は
今
日
も
は
や
何
等
の
観
念
も
も
た
な
い
。
こ
の
権
勢
は
、
彼
が
哲
学
の
歴
史

の
注
意
深
く
研
究
さ
れ
た
諸
事
実
を
一
の
全
体
に
結
合
し
、
か
く
て
そ
れ
が
活
け
る
力
と
し
て
彼
の
聴
講
者
た
ち

の
う
ち
に
作
用
し
た
と
こ
ろ
に
存
し
た
。
彼
は
自
己
の
う
ち
に
、
哲
学
の
全
体
の
歴
史
が
、
事
物
の
理
念
的
聯
関

に
関
す
る
意
識
を
基
礎
付
け
る
た
め
に
、
こ
れ
ま
で
存
在
し
た
し
、
な
お
進
行
す
る
と
い
う
確
信
を
具
現
し
た
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
プ
ラ
ト
ン
と
が
そ
れ
に
つ
い
て
の
根
柢
で
あ
っ
た
。」
彼
の
人
格
と
学
説
と
の
影
響
は
多
方
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面
に
及
ん
で
い
る
。
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
近
代
の
哲
学
者
の
う
ち
ト
レ
ン
デ
レ
ン
ブ
ル
ク
ほ
ど
私
を
益
し
た
者

は
な
い
、
と
告
白
し
た
。
そ
し
て
彼
は
こ
の
人
を
「
健
全
に
思
惟
し
、
ギ
リ
シ
ア
的
精
神
に
よ
っ
て
仕
合
せ
に
影

響
さ
れ
て
い
る
人
」
と
し
て
特
性
付
け
て
い
る
。
ト
レ
ン
デ
レ
ン
ブ
ル
ク
の
生
涯
の
業
績
、
そ
し
て
そ
れ
に
関
聯

し
て
近
代
に
於
け
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
研
究
の
歴
史
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
の
運
命
を
一
般
的
に
追
求
す
る
こ

と
は
他
の
場
所
に
譲
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
、
私
は
彼
が
千
八
百
四
十
七
年
ベ
ル
リ
ン
の
ア
カ
デ
ミ
ー

で
読
ん
だ
『
諸
哲
学
体
系
の
終
局
的
差
異
に
つ
い
て
』＊

と
い
う
論
文
に
向
っ
て
人
々
の
注
意
を
促
し
た
い
と
思
う
。

＊　

A
dolf Trendelenburg, U

eber den letzten U
nterschied der philosophischen System

e (H
istorische Beiträge zur 

Philosophie, II. B
d. 1855, S. 1

―30.)

我
々
に
対
し
て
現
れ
る
甚
だ
多
様
な
る
哲
学
体
系
に
面
し
て
、
我
々
は
、
単
に
歴
史
家
と
し
て
ば
か
り
で
な
く
、

ま
た
体
系
家
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
の
も
の
を
一
定
の
秩
序
に
整
え
纏
め
る
必
要
に
迫
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
と

き
先
ず
種
々
の
外
面
的
な
見
地
が
導
き
入
れ
ら
れ
る
。
ひ
と
は
諸
の
哲
学
を
、
国
や
民
族
に
従
っ
て
、
更
に
年
代

の
順
序
に
従
っ
て
、
区
分
す
る
。
次
に
体
系
そ
の
も
の
の
内
面
的
性
質
を
何
等
か
特
徴
付
け
る
た
め
に
、
様
々
な

名
称
が
用
い
ら
れ
る
。
こ
こ
に
於
て
人
々
は
、
例
え
ば
、
名
目
論
と
実
在
論
、
唯
物
論
と
唯
心
論
、
経
験
論
と
先

験
哲
学
、
二
元
論
と
一
元
論
、
有
神
論
的
と
無
神
論
的
、
人
格
神
論
的
と
汎
神
論
的
、
独
断
論
的
と
懐
疑
論
的
、
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形
而
上
学
の
現
象
学

批
判
的
と
弁
証
法
的
体
系
、
等
々
に
つ
い
て
語
る
。
そ
れ
ら
の
も
の
は
、
或
い
は
個
々
の
結
論
ま
た
は
前
提
の
、

或
い
は
方
法
の
、
或
い
は
神
学
的
標
準
の
見
地
か
ら
取
っ
て
来
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
、
謂
わ
ば
合
言
葉

0

0

0

で
あ
る
。
そ

れ
ら
の
も
の
は
合
言
葉
と
し
て
、
そ
の
内
容
の
何
で
あ
る
か
が
厳
密
に
把
握
さ
れ
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し

ろ
そ
れ
ら
の
も
の
で
も
っ
て
体
系
に
対
す
る
評
価
0

0

の
方
が
明
ら
さ
ま
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
そ

れ
ら
の
名
称
が
多
か
れ
少
な
か
れ
判
明
に
諸
哲
学
体
系
の
特
性
を
顕
に
し
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
の
も
の
に

よ
っ
て
諸
哲
学
体
系
の
終
局
的
な
差
異
が
示
さ
れ
て
い
る
と
見
做
す
こ
と
は
出
来
ぬ
で
あ
ろ
う
。
ト
レ
ン
デ
レ
ン

ブ
ル
ク
の
求
め
る
の
は
「
終
局
的
な
」
差
異
で
あ
る
。
終
局
的
な
差
異
と
は
、
最
も
一
般
的
な
要
素
並
び
に
関
係

に
於
て
基
礎
付
け
ら
れ
、
爾
余
の
諸
差
異
を
み
ず
か
ら
の
う
ち
に
取
り
入
れ
そ
し
て
支
配
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で

あ
る
。
こ
の
も
の
か
ら
し
て
初
め
て
諸
哲
学
体
系
は
一
の
有
意
味
な
る
秩
序
に
纏
め
ら
れ
、
通
覧
さ
れ
る
こ
と
が

出
来
る
。

か
か
る
終
局
的
な
差
異
が
見
出
さ
れ
る
た
め
に
は
、
諸
の
体
系
は
先
ず
歴
史
的
経
過
の
外
面
的
な
諸
聯
関
の
中

か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
、
そ
の
内
面
的
な
親
和
性
に
於
て
問
題
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
次
に
ト
レ
ン
デ
レ

ン
ブ
ル
ク
は
哲
学
の
諸
の
方
法
0

0

の
う
ち
に
横
た
わ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
諸
差
異
を
退
け
よ
う
と
す
る
。
方
法
は
単

に
我
々
が
如
何
に
物
に
到
る
か
の
道
に
関
係
し
て
お
り
、
し
か
る
に
道
は
つ
ね
に
物
に
於
て
そ
の
目
的
を
も
っ
て
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い
る
。
方
法
は
そ
れ
が
捕
捉
し
若
く
は
保
証
し
よ
う
と
す
る
対
象
の
た
め
に
そ
こ
に
あ
る
。
従
っ
て
我
々
が
諸
体

系
の
終
局
的
な
差
異
を
求
め
る
場
合
に
は
、我
々
は
こ
の
も
の
を
方
法
に
於
て
で
は
な
く
、「
物
の
要
素
の
う
ち
に
」

（in den Elem
enten der Sache

）
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
物
の
要
素
と
い
う
の
は
ト
レ
ン
デ
レ
ン
ブ
ル
ク
に

と
っ
て
は
諸
根
本
概
念
と
い
う
の
に
等
し
い
。
一
の
哲
学
の
全
体
の
体
系
を
一
の
概
念
に
還
帰
さ
せ
る
こ
と
の
可

能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
ひ
と
が
一
の
哲
学
を
そ
の
終
局
的
な
核
心
に
還
元
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
ひ
と
が
そ
の

最
も
深
き
処
に
於
て
出
会
う
も
の
は
実
に
概
念
0

0

で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
は
彼
に
と
っ
て
何
等
疑
わ
し
き
こ
と
で
な

か
っ
た
。「
哲
学
の
種
々
な
る
形
態
の
う
ち
に
は
、
種
々
な
る
根
本
概
念
を
終
局
的
な
も
の
と
し
て
、
ま
た
創
造

的
な
も
の
と
し
て
主
張
し
、
そ
れ
ら
の
力
を
相
互
に
試
そ
う
と
い
う
企
図
が
横
た
わ
っ
て
い
る
」、
と
彼
は
云
っ

て
い
る
。
そ
れ
ら
の
概
念
は
実
に
「
実
存
的
な
原
理
」
で
あ
る
。
し
か
る
に
我
々
の
対
立
0

0

（G
egensatz

）
と
呼

ぶ
も
の
に
於
て
つ
ね
に
概
念
の
最
も
離
れ
た
る
差
異
が
現
れ
る
。
普
遍
的
な
も
の
の
内
部
に
於
て
対
立
は
最
も
隔

っ
た
終
点
を
現
す
。
そ
れ
故
に
他
の
諸
概
念
を
制
約
し
、
生
産
し
、
か
く
て
一
の
体
系
の
中
心
で
あ
る
に
適
す
る

と
こ
ろ
の
、
か
く
の
如
き
諸
概
念
の
う
ち
に
於
け
る
最
大
の
対
立
は
、
諸
哲
学
体
系
の
終
局
的
な
差
異
を
規
定
す

る
で
あ
ろ
う
。
体
系
の
間
の
種
々
な
る
対
立
は
二
つ
の

0

0

0

対
立
す
る
根
本
概
念
の
間
に
行
わ
れ
る
終
局
的
な
闘
争
に

帰
せ
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
な
ぜ
な
ら
、
多
く
の
こ
の
よ
う
な
対
立
を
仮
定
し
よ
う
、
そ
の
場
合
そ
れ
ら
の
も
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形
而
上
学
の
現
象
学

の
の
う
ち
に
あ
っ
て
互
い
に
何
等
直
接
的
な
対
立
に
立
た
ぬ
が
如
き
諸
概
念
は
、
哲
学
そ
の
も
の
の
有
す
る
普
遍

的
な
課
題
の
故
に
、
互
い
に
牽
引
し
従
属
す
る
と
い
う
努
力
を
示
し
、
そ
の
結
果
、
種
々
な
る
対
立
は
二
つ
の
終

局
的
な
概
念
に
集
中
さ
れ
、
こ
の
も
の
に
そ
の
力
を
移
渡
す
る
に
到
る
で
あ
ろ
う
。

ト
レ
ン
デ
レ
ン
ブ
ル
ク
は
か
く
の
如
き
終
局
的
な
対
立
を
定
め
る
た
め
に
就
中
三
つ
の
例
を
取
り
上
げ
た
。
第

一
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
哲
学
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
質
料
と
形
相
、
運
動
と
目
的
な
る
四
つ
の
概
念
、
そ
し
て
二

つ
の
対
立
が
現
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
こ
れ
ら
の
も
の
は
終
極
は
力
と
思
想
な
る
一
の
対
立
を
な
す
二
つ
の
概
念

に
帰
せ
ら
れ
得
る
、
と
ト
レ
ン
デ
レ
ン
ブ
ル
ク
は
考
え
る
。
第
二
は
カ
ン
ト
以
来
の
ド
イ
ツ
哲
学
で
あ
る
。
こ
こ

で
は
主
観
的
な
も
の
と
客
観
的
な
も
の
と
い
う
概
念
に
於
て
一
の
大
い
な
る
対
立
が
形
作
ら
れ
て
い
る
。
し
か
る

に
ト
レ
ン
デ
レ
ン
ブ
ル
ク
に
よ
れ
ば
、
こ
の
対
立
は
認
識
と
世
界
、
或
い
は
、
思
惟
と
存
在
と
の
そ
れ
に
ほ
か
な

ら
ぬ
。
思
惟
に
と
っ
て
そ
の
対
象
は
そ
の
も
の
自
身
が
思
惟
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
若
く
は
規
定
さ
れ
て
い
る
程
度

に
応
じ
て
一
層
親
和
的
で
あ
る
。
そ
れ
が
思
惟
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
て
い
る
と
き
、
そ
れ
は
思
惟
に
と
っ
て
一
層

よ
く
認
識
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
存
在
は
思
惟
か
ら
最
も
遠
き
距
離
に
あ
る
、
そ
こ
に
於
て
そ

れ
は
思
惟
に
対
し
て
他
人
と
し
て
立
ち
、
思
想
か
ら
で
は
な
く
自
己
自
身
か
ら
規
定
さ
れ
て
あ
る
と
い
う
要
求
を

担
っ
て
い
る
。
我
々
は
存
在
を
こ
の
関
係
に
於
て
盲
目
な
る
力
と
名
付
け
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
主
観
的
な
も
の
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と
客
観
的
な
も
の
と
の
対
立
は
思
想
と
力
と
の
対
立
を
意
味
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
概
念
の
対
立
の

第
三
の
例
と
な
る
も
の
は
、
ト
レ
ン
デ
レ
ン
ブ
ル
ク
に
従
え
ば
、
物
理
学
と
倫
理
学
と
の
対
立
で
あ
る
。
物
理
学

に
あ
っ
て
我
々
は
単
に
力
を
我
々
の
前
に
も
つ
、
し
か
も
こ
の
力
た
る
や
、
そ
の
本
質
を
思
想
は
写
し
は
す
る
が
、

そ
の
本
質
そ
の
も
の
は
思
想
で
は
な
い
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
倫
理
学
に
於
て
は
反
対
の
関
係
に
あ
る
。
そ
こ

で
は
活
動
は
そ
れ
を
指
導
す
る
思
想
か
ら
分
離
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
一
般
に
力
と
思
想
と
の
根
本
関
係
に

帰
入
せ
ざ
る
が
如
き
如
何
な
る
対
立
も
示
さ
れ
難
い
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
感
官
の
領
域
に
現
れ
る
諸
対
立
、
明

と
闇
、
固
体
と
流
動
体
、
の
如
き
は
か
の
根
本
関
係
に
於
け
る
一
の
項
た
る
力
の
範
囲
に
属
す
る
。
他
の
項
即
ち

思
想
の
う
ち
に
現
れ
る
も
の
に
は
、
思
惟
と
知
覚
、
普
遍
者
と
個
別
者
、
等
の
諸
対
立
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

か
く
て
上
に
述
べ
た
意
味
に
於
て
思
想
と
力

0

0

0

0

（G
edanke und K

raft

）
は
最
も
包
括
的
な
、
終
局
的
な
対
立
で

あ
る
、そ
し
て
そ
こ
に
同
時
に
諸
哲
学
体
系
の
終
局
的
な
差
異
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
い
ま
我
々
が
力
と
思
想（
盲

目
な
力
と
意
識
さ
れ
た
思
想
）
を
対
立
せ
し
め
、
そ
し
て
そ
の
統
一
の
方
向
を
前
提
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
相
互

の
関
係
の
三
つ
の
可
能
性
が
生
ず
る
。
或
い
は
、
力
が
思
想
の
先
に
立
ち
、
か
く
て
思
想
は
根
源
的
な
も
の
で
な

く
、
却
っ
て
盲
目
な
る
力
の
結
果
、
産
物
、
属
性
で
あ
る
か
、
―
―
或
い
は
、
思
想
が
力
の
先
に
立
ち
、
か
く
て

盲
目
な
る
力
は
そ
れ
自
身
根
源
的
な
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
思
想
の
流
出
物
で
あ
る
か
、
―
―
或
い
は
最
後
に
、
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形
而
上
学
の
現
象
学

思
想
と
力
と
は
根
柢
に
於
て
同
一
で
あ
り
、
た
だ
我
々
の
見
解
に
於
て
の
み
区
別
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
。
思
想

と
力
と
の
こ
れ
ら
三
つ
の
地
位
が
あ
り
得
る
ば
か
り
で
あ
る
、
と
ト
レ
ン
デ
レ
ン
ブ
ル
ク
は
考
え
る
。
そ
し
て
注

意
す
べ
き
こ
と
に
は
、
彼
は
、「
こ
れ
ら
三
つ
の
可
能
な
る
地
位
の
う
ち
唯
一
つ
の
も
の
の
み
が
現
実
的
な
も
の
、

真
な
る
も
の
で
あ
り
得
る
。
従
っ
て
そ
れ
ら
は
相
互
に
闘
争
の
う
ち
に
横
た
わ
っ
て
い
る
。」
と
い
う
文
章
を
附

け
加
え
て
記
し
て
い
る
。

か
の
第
一
の
可
能
性
、
力
を
根
源
的
な
も
の
と
し
て
思
想
の
先
に
お
く
立
場
は
、
唯
物
論
的
諸
体
系
に
当
て
填

ま
る
。
そ
れ
ら
は
思
想
を
否
定
す
る
の
で
は
な
い
が
、
し
か
し
思
想
を
ば
、
そ
れ
自
身
物
質
的
な
力
の
産
物
た
る

人
間
の
う
ち
に
於
て
、
物
質
的
要
素
か
ら
結
合
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
生
成
す
る
と
見
做
す
。
古
代
の
原
子
論
的

諸
体
系
、
就
中
デ
モ
ク
リ
ッ
ト
が
こ
の
立
場
を
代
表
す
る
で
あ
ろ
う
。
思
想
を
根
源
的
な
も
の
と
し
て
力
の
先
に

立
て
る
と
こ
ろ
の
他
の
可
能
性
は
、
観
念
論
的
諸
体
系
に
於
て
実
現
さ
れ
る
。
そ
の
一
部
分
は
た
だ
思
想
の
力
の

み
を
認
め
、
物
質
の
力
を
も
っ
て
単
に
こ
の
も
の
の
反
映
に
過
ぎ
ぬ
と
す
る
。
プ
ラ
ト
ン
を
尖
端
に
有
す
る
大
部

分
の
哲
学
者
た
ち
は
世
界
を
神
的
な
る
思
想
の
実
在
的
な
反
映
、
イ
デ
ー
の
実
現
乃
至
表
現
と
見
做
し
、
力
の
方

向
の
根
柢
に
形
成
的
、
建
築
家
的
な
る
思
想
を
据
え
る
の
で
あ
る
。
第
三
の
可
能
性
、
即
ち
思
想
と
力
と
の
同
一

性
の
上
に
立
つ
立
場
は
ス
ピ
ノ
ザ
哲
学
に
於
て
代
表
的
に
現
れ
て
い
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
延
長
と
思
惟
と
を
一
の
実
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体
の
属
性
と
し
て
把
握
し
、
両
者
は
相
互
に
因
果
の
関
係
に
あ
る
こ
と
な
く
、
単
に
悟
性
が
無
限
な
る
実
体
の
本

質
を
表
象
す
る
と
こ
ろ
の
二
つ
の
必
然
的
な
る
仕
方
で
あ
る
と
説
い
た
。
こ
の
よ
う
な
見
方
に
あ
っ
て
は
本
来
力

は
延
長
せ
る
思
想
で
あ
り
、
思
想
は
緊
張
せ
る
力
で
あ
る
。
か
く
て
ト
レ
ン
デ
レ
ン
ブ
ル
ク
は
こ
れ
ら
三
つ
の
可

能
性
を
、
各
々
の
歴
史
的
代
表
者
の
名
に
従
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
デ
モ
ク
リ
ッ
ト
主
義

0

0

0

0

0

0

0

0

（D
em

okritism
us

）
プ0

ラ
ト
ン
主
義

0

0

0

0

0

（Platonism
us

）
ス
ピ
ノ
ザ
主
義

0

0

0

0

0

0

（Spinozism
us

）
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。

さ
て
こ
れ
ら
三
つ
の
も
の
は
哲
学
の
い
わ
ゆ
る
理
念
型
（Idealtypus

）
を
表
現
す
る
名
と
見
做
さ
れ
る
こ
と

が
出
来
る
。
そ
れ
が
実
際
に
諸
体
系
の
終
局
的
な
差
異
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
一
方
で
は
一
切
の
体
系
が
そ
の

う
ち
に
落
ち
来
り
、
凡
て
が
一
若
く
は
他
の
立
場
に
帰
属
さ
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
し
て
他
方
で
は
こ
れ
ら
の

最
も
一
般
的
な
差
異
の
う
ち
に
特
殊
な
る
発
展
の
萌
芽
、
新
し
き
分
化
の
可
能
性
が
横
た
わ
っ
て
い
る
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
ト
レ
ン
デ
レ
ン
ブ
ル
ク
は
哲
学
の
歴
史
に
現
れ
た
主
要
な
る
諸
体
系
、
殊
に

そ
の
所
属
の
疑
わ
し
き
も
の
を
一
々
検
閲
し
、
三
つ
の
立
場
の
う
ち
い
ず
れ
か
に
配
属
し
た
。
個
々
の
場
合
に
於

て
そ
れ
が
無
理
な
し
に
成
功
し
て
い
る
か
否
か
は
い
ま
我
々
に
と
っ
て
問
題
に
な
ら
な
い
。
我
々
の
問
題
に
し
て

い
る
の
は
原
理
的
な
も
の
に
関
係
す
る
。
力
と
思
想
と
の
二
つ
の
根
本
概
念
を
そ
れ
ぞ
れ
基
礎
と
す
る
力
の
体
系

と
思
想
の
体
系
と
は
哲
学
の
両
極
の
可
能
性
を
形
作
り
、
そ
し
て
原
理
的
に
は
第
三
の
可
能
性
と
し
て
思
想
と
力
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形
而
上
学
の
現
象
学

と
を
同
一
視
す
る
体
系
型
式
が
存
在
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
既
に
述
べ
た
。
こ
の
第
三
の
可
能
性
は
原
理
的
に
は

他
の
二
つ
の
も
の
と
同
列
に
あ
る
と
見
做
さ
れ
得
る
筈
で
あ
る
。
し
か
る
に
ト
レ
ン
デ
レ
ン
ブ
ル
ク
に
よ
れ
ば
、

こ
の
も
の
は
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
現
実
の
形
態
に
於
て
は
、
そ
の
遂
行
に
当
っ
て
退
引
な
ら
ず
、
こ
の
固
有
な
る
立

場
を
放
棄
さ
せ
ら
れ
、
時
と
し
て
は
第
一
の
可
能
性
の
側
に
、
時
と
し
て
は
第
二
の
可
能
性
の
側
に
傾
く
。
彼
は

こ
の
立
場
に
於
て
或
る
種
の
「
一
層
高
き
統
一
」
を
認
め
た
に
も
拘
ら
ず
、
し
か
も
な
お
そ
れ
を
も
っ
て
謂
わ
ば

或
る
第
二
次
的
な
も
の
と
見
做
し
た
の
で
あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
決
定
論
を
唱
え
る
、
ヤ
コ
ビ
は
彼
の
哲
学
を
そ
れ

の
最
も
徹
底
し
た
も
の
と
し
て
目
的
原
因
を
説
く
諸
体
系
に
対
立
さ
せ
た
。
そ
の
限
り
に
於
て
ス
ピ
ノ
ザ
は
デ
モ

ク
リ
ッ
ト
主
義
の
範
疇
に
這
入
る
。
け
れ
ど
も
ス
ピ
ノ
ザ
の
学
説
は
か
の
「
神
の
知
的
愛
」
に
於
て
頂
点
に
達
す

る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
於
て
理
想
的
な
も
の
を
再
び
獲
得
し
よ
う
と
し
て
い
る
限
り
で
は
、
そ
れ
は
プ
ラ
ト
ン

主
義
的
傾
向
を
含
ん
で
い
る
。
か
く
て
哲
学
の
歴
史
は
究
極
は
力
の
体
系
と
思
想
の
体
系
と
の
大
い
な
る
闘
争
で

あ
る
。
若
し
ひ
と
が
こ
の
闘
争
を
追
求
し
、
し
か
も
そ
れ
を
単
に
完
結
せ
る
体
系
に
於
て
で
な
く
、
む
し
ろ
更
に

多
く
こ
の
も
の
が
人
間
の
頭
脳
に
及
ぼ
す
は
た
ら
き
に
於
て
辿
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
ト
レ
ン
デ
レ
ン
ブ
ル
ク
に

従
え
ば
、
お
し
な
べ
て
物
理
学
と
倫
理
学
と
の
間
の
闘
争
と
見
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
力
の
体
系
は
倫
理
を
自

然
の
う
ち
へ
組
み
入
れ
、
そ
し
て
思
想
の
体
系
は
自
然
の
形
成
物
を
倫
理
的
な
も
の
の
前
曲
と
考
え
る
。
一
方
は
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倫
理
を
自
然
化
し
、
他
方
は
或
る
意
味
で
自
然
を
倫
理
化
す
る
の
で
あ
る
。

二

ト
レ
ン
デ
レ
ン
ブ
ル
ク
の
右
の
論
文
は
現
代
に
於
け
る
世
界
観
説

0

0

0

0

（W
eltanschauungslehre

）
の
先
蹤
を
な
す

も
の
と
し
て
極
め
て
重
要
な
る
歴
史
的
意
義
を
有
す
る
。＊

我
々
は
そ
れ
を
他
の
世
界
観
説
と
関
係
づ
け
る
に
先
立

っ
て
、
そ
れ
の
特
殊
性
を
示
し
、
同
時
に
そ
れ
の
限
界
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
を
批
評
し
て
お
か

ね
ば
な
ら
ぬ
。

＊　

V
gl. J. W

ach, D
ie Typenlehre Trendelenburgs und ihr Einfluss auf D

ilthey, Tübingen 1926.

第
一
、
ト
レ
ン
デ
レ
ン
ブ
ル
ク
が
諸
哲
学
体
系
の
核
心
を
な
す
と
見
做
し
た
力
と
思
想
な
る
根
本
概
念
は
根
源

的
に
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の duvnamiV 

と logoV 

を
現
す
。
そ

し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
於
て
デ
ュ
ナ
ミ
ス
は u{lh 
（
物
質
）
と
、
ロ
ゴ
ス
は nou:V 

（
精
神
）
と
本
質
的
に
つ

な
が
っ
て
い
た
。
即
ち
我
々
は
こ
こ
で
は
哲
学
体
系
の
類
型
学
（Typologie

）
が
そ
れ
自
身
一
定
の
類
型
に
属
す

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

べ
き
体
系
の
見
地
に
於
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
換
言
す
れ
ば
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
者
た
る
ト
レ
ン
デ
レ
ン
ブ
ル
ク
の
場
合
で
は

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
哲
学
の
見
地
に
於
て
、
形
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
先
ず
確
認
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
こ
に
既
に
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形
而
上
学
の
現
象
学

こ
の
類
型
学
が
構
成
的

0

0

0

で
あ
る
と
こ
ろ
の
ひ
と
つ
の
理
由
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
者
ト
レ

ン
デ
レ
ン
ブ
ル
ク
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
よ
り
も
一
層
構
成
的
な
哲
学
者
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
更
に
甚
し
く
な

る
。
彼
は
物
の
要
素
を
概
念
と
同
一
視
し
た
。
彼
に
よ
れ
ば
哲
学
の
終
局
的
な
核
心
は
概
念
で
あ
る
。
世
界
の
う

ち
に
は
二
つ
の
原
理
の
極
を
な
す
対
立
が
存
在
論
的
に

0

0

0

0

0

―
―
方
法
論
的
に
で
は
な
く
―
―
存
在
す
る
。
如
何
な
る

哲
学
も
そ
れ
に
対
し
て
態
度
を
取
り
、二
つ
の
原
理
の
う
ち
の
一
つ
に
優
位
を
認
め
る
こ
と
に
傾
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。

こ
の
よ
う
に
し
て
我
々
は
ト
レ
ン
デ
レ
ン
ブ
ル
ク
に
あ
っ
て
世
界
観
の
類
型
学
が
一
定
の
形
而
上
学

0

0

0

0

0

0

0

と
結
び
付
い

て
構
成
さ
れ
て
い
る
の
を
見
出
す
の
で
あ
る
。

第
二
、
既
に
か
か
る
特
殊
性
に
応
じ
て
、
我
々
は
こ
の
類
型
学
の
も
と
に
歴
史
上
の
一
切
の
哲
学
体
系
を
所
属

せ
し
め
る
困
難
を
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
は
ギ
リ
シ
ア
的
な
、
存
在
論
的
な
、
形
而
上
学
の
基
礎
の
上
で
構

成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
そ
れ
は
認
識
論
的

0

0

0

0

問
題
を
中
心
と
す
る
哲
学
に
対
し
て
行
詰
り
、
少
な
く
と

も
或
る
窮
屈
さ
を
感
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
。
例
え
ば
ト
レ
ン
デ
レ
ン
ブ
ル
ク
が
ロ
ッ
ク
の
哲
学
を
如
何
に
取
扱
っ
て

い
る
か
を
見
よ
う
。
ロ
ッ
ク
は
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
彼
の
見
解
に
従
っ
て
―
―
こ
の
関
係
に
於
て
は
彼
は
第
二

の
類
型
に
属
す
る
―
―
で
は
な
く
、
却
っ
て
彼
の
経
験
論
の
理
由
と
帰
結
に
従
っ
て
測
ら
る
べ
き
で
あ
る
、
と
ト

レ
ン
デ
レ
ン
ブ
ル
ク
は
云
う
。
ロ
ッ
ク
の
如
く
、
人
間
の
精
神
を
白
紙
と
な
し
、
外
物
を
も
っ
て
そ
れ
に
字
を
書
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く
者
と
な
す
人
は
、
か
く
て
ロ
ッ
ク
の
如
く
、
物
質
的
な
力
に
権
力
を
与
え
る
人
は
、
思
想
を
も
っ
て
物
を
根
源

的
に
規
定
す
る
も
の
と
見
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
の
諸
原
理
が
ヒ
ュ
ー
ム
に
於
て
懐
疑
論
に
、
そ
し

て
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
た
ち
に
於
て
遂
に
は
「
自
然
の
体
系
」（systèm

e de la nature

）
に
ま
で
導
か
れ
た
こ
と

を
見
れ
ば
、
ロ
ッ
ク
の
見
方
の
本
来
の
衝
動
が
デ
モ
ク
リ
ッ
ト
主
義
的
方
向
に
あ
っ
た
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
然

し
な
が
ら
我
々
は
観
念
論
者
バ
ー
ク
リ
ー
、
さ
て
は
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
の
方
向
に
於
て
ロ
ッ
ク
を
眺
め
る
こ
と
も

出
来
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
我
々
は
ロ
ッ
ク
、
ヒ
ュ
ー
ム
、
カ
ン
ト
の
方
向
を
辿
る
こ
と
も
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
ト

レ
ン
デ
レ
ン
ブ
ル
ク
は
カ
ン
ト
以
後
の
ド
イ
ツ
観
念
論
の
根
本
概
念
を
主
観
的
な
も
の
（das Subjective

）
と
客

観
的
な
も
の
（das O

bjective

）
と
の
二
つ
の
概
念
に
於
て
見
、
そ
れ
ら
を
彼
の
根
本
概
念
た
る
思
想
と
力
と
に

還
元
す
る
。
か
く
て
は
カ
ン
ト
の
劃
期
的
な
事
業
の
意
義
も
見
失
わ
れ
、
そ
の
認
識
論
的
動
機
も
埋
没
し
て
し
ま

う
。
近
代
に
於
け
る
主
観
・
客
観
の
概
念
の
意
味
が
ギ
リ
シ
ア
的
な
思
想
・
力
の
概
念
の
そ
れ
と
如
何
に
異
な
る

か
は
、前
者
が
哲
学
の
歴
史
の
過
程
に
於
て
蒙
っ
た
意
味
の
転
化
を
見
て
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
主
観
的
な
も
の
、

即
ち
ラ
テ
ン
語
の subjectum

 

に
当
る
ギ
リ
シ
ア
語
は uJpokeivmenon 

で
あ
り
、
こ
の
も
の
こ
そ u{lh 

（
物
質
）、

ま
た duvnamiV 

（
力
）
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
に
於
け
る
主
観
の
概
念
は
単
に
思
想
の
概
念
で
な
く
、

却
っ
て
実
に
「
自
我
」
の
概
念
で
あ
り
、そ
れ
は
ま
た
認
識
論
的
意
味
を
離
れ
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。



三
七
三

形
而
上
学
の
現
象
学

彼
以
後
の
形
而
上
学
は
自
我
の
形
而
上
学
で
あ
り
、ま
た
或
る
意
味
で
は
批
判
的
形
而
上
学
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
自
身
ギ
リ
シ
ア
的
な
形
而
上
学
を
根
柢
と
す
る
ト
レ
ン
デ
レ
ン
ブ
ル
ク
の
類
型
学

は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
哲
学
の
歴
史
に
於
て
、
ギ
リ
シ
ア
思
想
と
並
ん
で
最
も
決
定
的
な
影
響
を
有
し
た
と
こ
ろ
の
、

キ
リ
ス
ト
教

0

0

0

0

0

の
意
義
を
ば
、
正
当
に
理
解
し
、
評
価
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
彼
に
あ
っ
て
は
キ
リ
ス
ト
教
的
哲

学
は
い
わ
ゆ
る
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
一
種
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
い
か
に
も
中
世
の
キ
リ
ス
ト
教
的
哲
学
は
ギ
リ
シ

ア
的
諸
概
念
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
宏
大
な
る
体
系
に
組
織
さ
れ
得
た
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
よ
っ

て
同
時
に
キ
リ
ス
ト
教
的
信
仰
の
本
来
の
深
さ
、
そ
の
固
有
な
る
内
面
性
が
哲
学
的
世
界
観
の
内
部
に
於
て
表
現

さ
れ
る
こ
と
が
制
限
さ
れ
、
抑
圧
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
も
事
実
で
あ
る
。
イ
デ
ー
の
哲
学
で
な
く
、
自
我

の
哲
学
に
し
て
初
め
て
、
キ
リ
ス
ト
教
的
体
験
を
哲
学
的
に
表
現
す
る
と
い
う
世
界
史
的
課
題
を
解
決
し
得
る
よ

う
に
見
え
る
。
こ
の
事
情
を
考
慮
す
る
と
き
、
ク
ロ
ー
ナ
ー
が
一
切
の
哲
学
を
「
自
我
哲
学
」（Ichphilosophie

）

と
「
世
界
哲
学
」（W

eltphilosophie

）
と
に
分
っ
た
こ
と
に
は
多
く
の
理
由
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。＊

彼
に
従
え
ば
、

カ
ン
ト
以
前
の
哲
学
は
凡
て
自
我
無
き
世
界
哲
学
で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
中
世
並
び
に
近
代

に
至
る
ま
で
の
彼
等
の
後
継
者
た
ち
の
、
神
を
把
握
し
よ
う
と
い
う
企
て
は
、
単
に
神
を
一
の
自
我
無
き
実
体
、

一
の
存
在
す
る
イ
デ
ー
に
な
す
こ
と
に
終
っ
て
い
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
神
の
概
念
に
つ
い
て
シ
ェ
リ
ン
グ
は
正
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当
に
も
云
っ
て
い
る
、「
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
あ
っ
て
は
そ
こ
に
在
る
と
こ
ろ
の
凡
て
の
も
の
は
、
そ
れ
に
於
て
一

切
の
否
定
の
ほ
か
な
る
あ
ら
ゆ
る
実
在
性
が
結
合
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
神
で
す
ら
も
、
非
我
で
あ
る
。
批
判
的

体
系
に
従
え
ば
自
我
が
凡
て
で
あ
る
。＊
＊」

同
じ
こ
と
は
カ
ン
ト
以
前
の
あ
ら
ゆ
る
神
の
概
念
に
つ
い
て
云
わ
れ
得

る
で
あ
ろ
う
。
カ
ン
ト
が
初
め
て
自
我
哲
学
を
確
立
し
た
。
そ
こ
に
「
内
面
性
の
哲
学
」
の
地
盤
が
そ
の
十
分
な

る
拡
が
り
に
於
て
開
拓
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
哲
学
の
全
体
の
歴
史
に
於
て
カ
ン
ト
以
前
の
哲
学
と
カ
ン
ト

以
後
の
哲
学
と
を
区
別
す
る
こ
と
は
、
単
に
認
識
論
的
見
地
か
ら
、
独
断
哲
学
と
批
判
哲
学
と
を
区
別
す
る
こ
と

以
上
の
更
に
重
大
な
る
意
味
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、「
私
の
意
見
に
よ
れ
ば
、
凡
て
は
、
真
な
る

も
の
を
実
体
と
し
て
で
な
く
、
却
っ
て
恰
も
ま
さ
に
主
体
と
し
て
把
握
し
そ
し
て
表
現
す
る
、
こ
と
に
か
か
っ
て

い
る
」、と
云
っ
た
。
我
々
は
ク
ロ
ー
ナ
ー
に
倣
っ
て
、カ
ン
ト
以
前
の
哲
学
を
実
体
哲
学（Substanzphilosophie

）

と
呼
び
、彼
以
後
の
哲
学
を
主
体
哲
学

0

0

0

0

（Subjektphilosophie

）と
名
付
け
て
区
別
す
る
こ
と
も
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

＊　

V
gl. R

ichard K
roner, Von K

ant bis H
egel, I. B

d. Tübingen 1921. SS 35

―45, 

な
お
拙
稿
、「
唯
物
論
と
そ
の

現
実
形
態
」（『
社
会
科
学
の
予
備
概
念
』
一
九
四
―
一
九
六
頁
〔
全
集
第
三
巻
三
四
九
―
三
五
一
頁
〕【「
唯
物
論
と

そ
の
現
実
形
態
」
第
三
項
】
参
照
。
尤
も
哲
学
を
自
我
哲
学
と
世
界
哲
学
と
に
区
別
す
る
見
方
に
対
し
て
は
、
そ
れ

が
既
に
一
定
の

0

0

0

宗
教
的
立
場
と
関
係
し
て
可
能
で
あ
る
こ
と
を
我
々
は
指
摘
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
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形
而
上
学
の
現
象
学

こ
の
分
け
方
の
制
限
が
あ
る
。
カ
ン
ト
は
特
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ス
ム
ス
の
哲
学
者
で
あ
っ
た
。
彼
の
自
我
哲

学
は
ル
タ
ー
の
宗
教
思
想
と
本
質
的
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。（
例
え
ば B

. B
auch, K

ant und Luther. 

参
看
）。
そ
れ

だ
か
ら
、
カ
ト
リ
チ
ス
ム
ス
の
色
彩
を
有
す
る
フ
ッ
サ
ー
ル
の
純
粋
意
識
の
現
象
学
の
如
き
は
ク
ロ
ー
ナ
ー
の
図

式
の
中
へ
入
れ
る
こ
と
が
困
難
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
世
界
哲
学
、
自
我
哲
学
の
い
ず
れ
の
範
疇
へ
も
摂
め
ら
れ
る

こ
と
を
拒
絶
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

＊
＊　

Schelling, Säm
tliche W

erke, I. B
d. S. 215.

第
三
、
ト
レ
ン
デ
レ
ン
ブ
ル
ク
の
学
説
を
哲
学
体
系
の
類
型
学
と
見
る
と
き
、
そ
れ
は
更
に
次
の
如
き
欠
陥
を

も
っ
て
い
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
彼
の
掲
げ
た
三
つ
の
可
能
性
は
、
本
質
的
に
は
凡
て
同
等
の
位
置
に
あ
る

の
で
な
く
、却
っ
て
そ
の
う
ち
第
三
の
可
能
性
は
他
の
二
つ
に
比
し
て
謂
わ
ば
第
二
次
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。

純
粋
に
類
型
学
的
な
見
地
に
於
て
か
く
の
如
く
考
え
る
こ
と
の
許
さ
れ
な
い
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
の
み
な
ら
ず
、
ト
レ
ン
デ
レ
ン
ブ
ル
ク
は
進
ん
で
こ
れ
ら
三
つ
の
立
場
に
つ
い
て
究
極
は
、
唯
そ
の
一
つ
の

0

0

0

も
の
0

0

に
の
み
権
利
ま
た
は
真
理
性
が
属
し
得
る
と
い
う
確
信
を
も
っ
て
貫
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
彼
の
叙
述
の

中
で
は
デ
モ
ク
リ
ッ
ト
主
義
的
立
場
に
対
す
る
貶へ
ん
ち
つ黜

の
響
が
聞
え
て
い
る
。
彼
が
彼
自
身
そ
れ
に
傾
い
て
い
た
と
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こ
ろ
の
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
形
而
上
学
に
於
て
真
理
を
承
認
し
た
と
い
う
こ
と
は
疑
わ
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。＊

然
し

な
が
ら
純
粋
に
類
型
学
的
な
立
場
に
と
ど
ま
る
限
り
、哲
学
体
系
の
種
々
な
る
可
能
性
に
つ
い
て
そ
の
一
を
賞
し
、

そ
の
他
を
貶
す
る
と
い
う
こ
と
は
理
由
な
き
こ
と
で
あ
り
、
許
し
難
き
こ
と
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。

＊　

ト
レ
ン
デ
レ
ン
ブ
ル
ク
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
者
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
彼
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
い
わ
ゆ
る

プ
ラ
ト
ン
主
義
的
体
系
の
う
ち
に
数
え
た
。
し
か
る
に
人
々
は
時
と
し
て
プ
ラ
ト
ン
主
義

0

0

0

0

0

0

と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主

0

0

0

0

0

0

0

0

義0

と
を
哲
学
に
於
け
る
二
大
対
立
者
を
現
す
名
と
し
て
用
い
る
。
―
―
ひ
と
は
プ
ラ
ト
ン
主
義
者
で
あ
る
か
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
主
義
者
で
あ
る
か
で
あ
る
、
と
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
は
云
っ
た
。
―
―
デ
ィ
ル
タ
イ
は
ト
レ
ン
デ
レ
ン
ブ

ル
ク
を
彼
の
謂
う
「
客
観
的
観
念
論
」
の
思
想
家
の
列
に
入
れ
て
お
り
、
そ
し
て
こ
の
も
の
は
、
後
に
も
説
く
よ

う
に
、
ト
レ
ン
デ
レ
ン
ブ
ル
ク
の
い
わ
ゆ
る
ス
ピ
ノ
ザ
主
義
に
相
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
が
か
く
見

る
こ
と
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
が
ス
ピ
ノ
ザ
主
義
と
親
和
し
易
く
、
そ
し
て
ト
レ
ン
デ
レ
ン
ブ
ル
ク
が
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
主
義
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
無
理
も
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
（
な
お Trendelenburg, Logische 

U
ntersuchungen, II. Bd. K

ap. X
X

III. Idealism
us und R

ealism
us 

参
照
）。
し
か
し
ト
レ
ン
デ
レ
ン
ブ
ル
ク
は
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
者
ヘ
ー
ゲ
ル
に
比
し
て
な
お
一
層
プ
ラ
ト
ン
主
義
的
で
あ
っ
た
の
も
事
実
で
あ
ろ
う
。
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形
而
上
学
の
現
象
学

第
四
、
し
か
る
に
か
く
の
如
き
関
係
は
ト
レ
ン
デ
レ
ン
ブ
ル
ク
の
求
め
た
も
の
が
諸
哲
学
体
系
の
「
終
局
的
な

差
異
」
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
も
連
繋
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
終
局
的
な
差
異
が
問
題
で
あ
る
が
故
に
、

哲
学
の
歴
史
に
於
け
る
連
続
性

0

0

0

の
方
面
は
顧
み
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
却
っ
て
歴
史
上
の
諸
形
態
は
勢
い
分
離
的
に

比
較
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。
ト
レ
ン
デ
レ
ン
ブ
ル
ク
の
類
型
学
は
発
展
史

0

0

0

の
見
地
を
全
く
除
外
し
て
い
る
。
そ
れ

は
一
般
に
歴
史
的
な
方
法
に
従
っ
て
分
析
的
に
出
来
て
い
る
の
で
な
く
、
む
し
ろ
形
而
上
学
的
に
構
成
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
歴
史
に
よ
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
概
念
0

0

に
よ
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
問
題
は
果
た
し
て
概

念
が
、
ト
レ
ン
デ
レ
ン
ブ
ル
ク
の
考
え
る
如
く
、
哲
学
体
系
に
と
っ
て
「
創
造
的
」
な
も
の
で
あ
り
、
生
産
的
な

力
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
「
物
の
要
素
の
う
ち
に
」（in den Elem

enten der Sache

）
諸
体

系
の
終
局
的
な
差
異
が
基
礎
付
け
ら
れ
て
い
る
と
云
う
。
し
か
る
に
こ
こ
に
謂
う
物
と
は
何
で
あ
る
か
が
問
題
で

あ
る
。
彼
は
こ
の
物
そ
の
も
の
を
根
源
的
に
吟
味
す
る
こ
と
な
く
、
哲
学
の
諸
根
本
概
念
を
恰
も
そ
れ
ら
が
直
接

に
物
の
諸
要
素
で
あ
る
か
の
如
く
に
取
扱
っ
て
い
る
。
然
し
な
が
ら
我
々
は
こ
れ
ら
の
諸
概
念
に
と
ど
ま
る
こ
と

な
く
、
却
っ
て
実
に
、
現
代
の
現
象
学
の
要
求
す
る
よ
う
に
、「
物
そ
の
も
の
に
還
っ
て
ゆ
く
」（auf die “Sachen 

selbst” zurückgehen

）
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
物
と
は
一
般
に
そ
こ
か
ら
概
念
の
発
す
る
源
泉
で
あ
る
。
我
々

は
そ
こ
に
於
て
概
念
が
誕
生
し
、
生
長
す
る
に
到
る
と
こ
ろ
の
概
念
の
地
盤

0

0

0

0

0

を
考
え
、
こ
の
も
の
と
の
関
係
に
於



三
七
八

て
哲
学
を
認
識
す
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
か
か
る
地
盤
か
ら
游
離
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
ト
レ
ン
デ
レ
ン

ブ
ル
ク
の
考
察
は
更
に
ま
た
他
の
欠
陥
を
も
っ
て
い
る
。
彼
の
考
察
の
仕
方
は
諸
の
哲
学
を
分
離
的
に
見
る
こ
と

に
な
る
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
哲
学
そ
の
も
の
を
科
学
、
芸
術
、
宗
教
等
の
他
の
諸
の
文
化
形
態
と
の
生
け
る
聯

関
か
ら
全
く
切
り
離
し
て
見
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。か
く
し
て
ト
レ
ン
デ
レ
ン
ブ
ル
ク
の Typologie

（
類
型
学
）

は
単
な
る Schem

atism
us

（
図
式
）
と
な
り
、M

orphologie

（
形
態
学
）
と
は
な
ら
ぬ
。
発
展
史
的
見
地
と
結

び
つ
く
こ
と
な
き
類
型
学
に
於
て
哲
学
の M

etam
orphose

（
転
態
）
が
問
題
と
な
り
得
な
い
の
は
勿
論
で
あ
る
。

さ
て
ト
レ
ン
デ
レ
ン
ブ
ル
ク
に
対
す
る
右
の
批
判
に
よ
っ
て
我
々
は
彼
の
弟
子
デ
ィ
ル
タ
イ
の
い
わ
ゆ
る
「
形

而
上
学
の
現
象
学
」（Phänom

enologie der M
etaphysik

）
の
意
義
を
理
解
し
、
評
価
す
る
た
め
の
準
備
を
な
し

得
た
と
思
う
。
そ
こ
で
我
々
は
次
に
デ
ィ
ル
タ
イ
の
形
而
上
学
の
現
象
学
の
内
容
を
闡
明
し
、
特
に
こ
の
も
の
と

デ
ィ
ル
タ
イ
の
世
界
観
説
と
の
関
係
を
究
め
、
そ
れ
ら
の
批
判
に
移
っ
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。

―
―
（
未
完
）
―
―



三
七
九

倫
理
と
人
間

倫
理
と
人
間

一

倫
理
は
普
通
な
に
か
義
務
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
は
強
制
を
含
み
、
命
令
と
し
て
存
在
す
る
。
こ
の
よ
う
な

倫
理
は
格
率
に
お
い
て
示
さ
れ
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
我
々
は
こ
れ
を
格
率
的
倫
理
と
称
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

倫
理
と
通
常
い
わ
れ
る
も
の
は
諸
格
率
の
一
体
系
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
倫
理
を
そ
の
純
粋
な
姿
に
お
い
て
観
察
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
特
性
は
、
そ
れ
が
ま
さ
に
格
率
的
で

あ
っ
て
、
没
人
格
的
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
見
出
さ
れ
る
。
格
率
的
な
倫
理
は
二
重
の
意
味
に
お
い
て
没
人
格

的
或
い
は
没
人
間
的
で
あ
ろ
う
。
先
ず
一
方
に
お
い
て
、
そ
れ
に
と
っ
て
は
実
際
に
我
々
に
向
っ
て
或
る
格
率
に

服
従
す
る
こ
と
を
命
ず
る
者
自
身
が
倫
理
的
に
如
何
な
る
種
類
の
人
間
で
あ
る
か
は
問
題
に
な
ら
な
い
。
不
徳
の

人
も
有
徳
の
人
も
他
に
対
し
て
同
じ
よ
う
に
命
令
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
命
令
す
る
人
間
の
人
間
如
何
は
、
そ
こ

で
は
多
く
の
問
題
に
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
れ
を
命
令
す
る
も
の
が
究
極
に
お
い
て
は
個
々
の
人
間
で
は

な
く
社
会
で
あ
っ
て
、
個
人
は
い
わ
ば
た
だ
こ
の
社
会
を
代
表
す
る
資
格
で
命
令
す
る
に
過
ぎ
ぬ
と
い
う
こ
と
を
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現
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
格
率
は
非
人
称
的
な
命
題
で
あ
る
。
そ
し
て
他
方
に
お
い
て
、
格
率
的
な
倫
理
は
個
々

の
人
間
、
個
性
に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ
個
性
的
な
関
係
を
含
む
の
で
な
く
、
す
べ
て
の
人
間
に
向
っ
て
一
様
に
命
令

す
る
。
人
間
は
個
性
と
し
て
で
な
く
、
む
し
ろ
社
会
と
し
て
見
ら
れ
て
い
る
。
か
よ
う
な
社
会
的
人
間
と
し
て
人

間
は「
ひ
と
」で
あ
る
。「
ひ
と
は
し
か
じ
か
の
こ
と
を
為
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
」と
い
う
よ
う
に
格
率
は
命
じ
て
い
る
。

格
率
的
倫
理
に
お
い
て
は「
ひ
と
」と
い
う
範
疇
が
支
配
的
で
あ
る
。
こ
の「
ひ
と
」は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
的
な “das 

M
an” 

で
あ
っ
て
、
日
常
性
に
お
け
る
、
或
い
は
平
均
性
ま
た
は
凡
庸
性
に
お
け
る
人
間
で
あ
る
。
格
率
的
倫
理

は
そ
の
意
味
で
日
常
倫
理
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
か
よ
う
に
し
て
格
率
的
倫
理
は
ま
さ
に
そ
の
没
人
格
性
の
た
め
に

法
則
性
も
し
く
は
普
遍
性
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
倫
理
の
命
ず
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
仔
細
に
見
る
と
、
個
々
独
立
で
な
く
、
相
互
に
繁
り
合
う
の

で
あ
る
。
も
ろ
も
ろ
の
義
務
は
ひ
と
つ
の
有
機
的
組
織
を
形
作
る
。
個
々
の
義
務
は
、
も
し
そ
れ
を
そ
れ
だ
け
と

し
て
離
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
強
制
力
は
微
々
た
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
つ
ね
に
か
よ
う
な
組

織
の
一
部
分
と
し
て
、
組
織
の
全
体
に
よ
っ
て
力
と
権
威
と
を
賦
与
さ
れ
て
い
る
。
格
率
的
倫
理
は
諸
命
令
の
一

体
系
と
し
て
存
在
す
る
。
体
系
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
本
来
決
し
て
合
理
的
な
、
論
理
的
関
係
に
お
け
る
組
織
を

意
味
す
る
の
で
は
な
い
、
倫
理
は
そ
の
根
源
に
従
え
ば
パ
ト
ス
的
な
も
の
に
属
し
、
ロ
ゴ
ス
の
こ
と
で
は
な
い
か
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倫
理
と
人
間

ら
で
あ
る
。
も
ろ
も
ろ
の
義
務
或
い
は
命
令
が
ひ
と
つ
の
体
系
を
な
し
て
い
る
の
は
、
か
よ
う
な
倫
理
は
も
と
社

会
的
諸
要
求
に
応
ず
る
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
か
よ
う
な
社
会
は
ひ
と
つ
の
有
機
的
組
織
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。

そ
の
意
味
に
お
い
て
そ
れ
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
い
う
社
会
的
倫
理
に
ほ
か
な
ら
ず
、
彼
の
意
味
に
お
け
る
社
会
的
倫

理
は
格
率
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
場
合
、
社
会
的
と
い
う
こ
と
は
正
確
に
規
定
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
倫
理
的
強
制

の
根
柢
に
は
社
会
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
そ
の
社
会
と
い
う
も
の
は
、
彼
に
よ
る
と
、
諸
習
慣
の
体
系
と
見
る
こ

と
が
で
き
る
。
倫
理
的
と
さ
れ
る
種
類
の
習
慣
は
、
直
接
的
に
か
間
接
的
に
か
、
社
会
的
必
要
或
い
は
要
求
に
応

ず
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
す
べ
て
相
互
に
支
持
し
合
い
、
か
く
て
相
倚
っ
て
一
塊
を
成
し
て
い
る
。
ひ
と
つ

び
と
つ
と
し
て
は
小
さ
い
も
の
に
過
ぎ
ぬ
習
慣
に
よ
る
強
制
の
沢
山
の
も
の
が
一
般
的
社
会
的
強
制
の
全
体
を
形

作
る
部
分
と
な
り
、
そ
し
て
こ
の
全
体
が
そ
の
各
部
分
に
全
体
と
し
て
有
す
る
権
威
を
授
け
、「
そ
れ
は
義
務
だ
」

と
い
う
形
式
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
人
間
の
社
会
は
蟻
や
蜂
の
巣
と
比
較
さ
れ
て
宜
い
も
の
で
あ
る
、
と
ベ
ル
グ

ソ
ン
は
考
え
る
。
た
だ
、
か
し
こ
で
は
本
能
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
が
、
こ
こ
で
は
習
慣
に
委
ね
ら
れ
る
。
倫
理
的

と
い
わ
れ
る
習
慣
の
各
々
は
、
そ
れ
だ
け
と
し
て
は
偶
然
的
と
考
え
ら
れ
る
に
し
て
も
、
そ
の
総
体
、
い
わ
ば
そ

れ
ら
の
諸
習
慣
を
養
う
習
慣
は
、
社
会
の
根
柢
に
あ
っ
て
そ
の
存
在
を
制
約
し
、
そ
の
強
度
に
お
い
て
も
、
そ
の
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規
則
性
に
お
い
て
も
、
本
能
の
そ
れ
に
比
す
べ
き
力
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
も
の
が
強
制
の
全
体
を
意
味
し
、
そ

れ
が
個
々
の
義
務
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
強
制
の
本
質
は
理
性
の
要
求
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
、
と
ベ

ル
グ
ソ
ン
は
い
う
。
主
知
主
義
的
乃
至
合
理
主
義
的
見
解
の
如
何
な
る
も
の
も
倫
理
の
事
実
に
合
致
す
る
も
の
で

は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
社
会
の
成
立
に
お
い
て
習
慣
が
甚
だ
大
き
な
役
割
を
演
ず
る
と
い
う
こ
と
は
注
目
を
要
す
る
事
実

で
あ
る
。
一
般
に
フ
ラ
ン
ス
思
想
の
流
に
お
い
て
重
要
な
位
置
を
占
め
る
習
慣
の
問
題
に
つ
い
て
深
く
研
究
す
る

こ
と
は
興
味
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
と
思
う
。
我
々
は
こ
こ
に
そ
れ
ら
の
問
題
に
立
ち
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

当
面
の
関
聯
に
お
い
て
は
恐
ら
く
次
の
如
く
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
本
能
と
等
価
的
に
見
ら
れ
る
習
慣
は
、
も

と
、
広
い
意
味
に
お
け
る
パ
ト
ス
的
な
も
の
の
一
形
態
に
属
す
る
で
あ
ろ
う
。
パ
ト
ス
は
主
体
性
の
意
識
で
あ

る
、
し
か
る
に
習
慣
と
い
う
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
は
、
主
体
は
い
わ
ば
客
体
の
う
ち
に
縛
ら
れ
も
し
く
は
埋
れ

て
、
両
者
は
有
機
的
融
合
的
な
関
係
に
あ
る
。
人
間
は
単
に
主
体
で
な
く
同
時
に
客
体
で
あ
り
、
そ
し
て
習
慣
的

で
あ
る
の
は
い
わ
ば
主
体
と
客
体
と
が
有
機
的
融
合
的
な
場
合
で
あ
る
。
そ
の
と
き
人
間
は
固
有
な
意
味
に
お
い

て
「
世
界
」
の
う
ち
に
あ
る
と
い
い
得
る
。
と
こ
ろ
で
世
界
の
「
う
ち
に
あ
る
」inter-esse

（sich dazw
ischen 

befinden, beiw
ohnen

）
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
に
と
っ
て Interesse

（
関
心
、
イ
ン
テ
レ
ス
ト
）
を
も
つ
と
い
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倫
理
と
人
間

う
仕
方
に
お
い
て
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
世
界
の
う
ち
に
あ
る
人
間
が
単
な
る
客
体
で

な
く
て
同
時
に
主
体
で
あ
る
こ
と
を
現
す
。
し
か
し
ま
た
イ
ン
テ
レ
ス
ト
と
い
う
も
の
は
「
生
の
被
制
約
性
の
感

情
」（
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
）、
言
い
換
え
る
と
主
体
的
な
生
の
客
体
的
「
世
界
」（
特
に
「
世
間
」
と
い
う
意
味
に
お

い
て
も
）
へ
の
依
存
を
現
す
で
あ
ろ
う
。
か
よ
う
に
し
て
習
慣
は
存
在
的
・
存
在
論
的
意
味
に
お
け
る
イ
ン
テ
レ

ス
ト
と
結
び
附
い
て
い
る
。
従
っ
て
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
い
う
社
会
的
倫
理
、
我
々
の
言
葉
で
は
格
率
的
倫
理
の
根
柢

に
は
つ
ね
に
イ
ン
テ
レ
ス
ト
が
あ
る
。
イ
ン
テ
レ
ス
ト
と
い
う
と
、
普
通
に
全
く
個
人
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る

傾
向
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
必
ず
し
も
そ
う
で
な
く
、
そ
れ
は
根
本
的
に
は
人
間
が
世
界
の
う
ち
に
あ
る interesse 

こ
と
の
存
在
的
・
存
在
論
的
意
味
を
現
す
も
の
と
し
て
、
む
し
ろ
も
と
社
会
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

こ
の
よ
う
な
倫
理
は
強
制
を
伴
っ
て
い
る
が
、
そ
の
強
制
は
正
確
に
い
う
と
決
し
て
単
に
外
部
か
ら
来
る
の
で
は

な
い
。
我
々
の
各
々
の
者
は
自
己
自
身
に
属
す
る
と
同
様
に
社
会
に
属
し
て
い
る
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
い
う
と
こ
ろ

に
よ
る
と
、
我
々
の
意
識
は
、
深
み
に
探
り
入
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
降
れ
ば
降
る
ほ
ど
、
愈
々
独
自
の
、
他
の
者

と
通
約
す
る
こ
と
の
で
き
ぬ
人
格
を
我
々
に
顕
に
す
る
に
し
て
も
、
我
々
は
我
々
自
身
の
表
面
に
よ
っ
て
、
互
い

に
類
似
し
互
い
に
依
存
し
互
い
に
結
合
さ
れ
て
い
る
他
の
人
々
と
連
続
的
で
あ
る
。
社
会
は
外
面
化
さ
れ
た
諸
人

格
か
ら
織
り
合
わ
さ
れ
た
目
の
詰
ん
だ
織
物
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
、
我
々
の
自
己
は
そ
の
表
面
に
お
い
て
そ



三
八
四

れ
に
接
合
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
結
び
附
け
ら
れ
て
い
る
点
に
お
い
て
我
々
自
身
は
社
会
化
さ
れ

て
い
る
。
従
っ
て
我
々
が
人
間
の
あ
い
だ
の
連
繋
と
し
て
表
象
す
る
倫
理
的
義
務
は
、
先
ず
我
々
の
各
々
の
者
を

彼
自
身
に
繋
ぐ
の
で
あ
っ
て
、
単
な
る
外
部
に
繋
ぐ
の
で
は
な
い
。
も
し
も
我
々
の
う
ち
に
社
会
の
何
物
も
な
い

な
ら
ば
、
社
会
は
我
々
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
格
率
的
倫
理
は
社
会
的
倫
理
で
あ
る
が
、

そ
の
場
合
に
い
う
社
会
が
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
言
葉
に
よ
る
と
「
外
面
化
さ
れ
た
諸
人
格
の
目
の
詰
ん
だ
織
物
」
で
あ

り
、
我
々
は
「
我
々
の
表
面
に
お
い
て
」
そ
れ
に
織
り
合
わ
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
そ
こ
で
は
人
間
に
お
い

て
主
体
と
客
体
と
が
有
機
的
融
合
的
で
あ
っ
て
、
主
体
が
い
わ
ば
客
体
の
う
ち
に
縛
ら
れ
、
埋
れ
て
い
る
と
い

う
意
味
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
応
じ
て
人
間
は
「
ひ
と
」
と
い
う
性
格
を
得
て
く
る
。「
ひ
と
」

と
い
う
の
は
個
人
の
こ
と
で
な
く
、
世
間
、
社
会
の
こ
と
で
あ
る
。「
ひ
と
が
し
か
じ
か
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
」

と
い
え
ば
、
世
間
で
そ
う
言
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
格
率
的
倫
理
は
「
ひ
と
の

道
」
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
倫
理
は
す
べ
て
我
々
の
イ
ン
テ
レ
ス
ト
に
結
び
附
い
て
い
る
。
格
率
的
倫
理
の
根
柢

を
な
す
も
の
は interesse 

と
い
う
人
間
の
存
在
的
・
存
在
論
的
規
定
で
あ
る
。「
ひ
と
」
と
い
う
の
は
社
会
も
し

く
は
人
間
の
社
会
性
を
現
す
一
つ
の
範
疇
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
社
会
の
範
疇
的
関
係
は
単
に
「
ひ
と
」
と
い

う
こ
と
に
限
ら
れ
ず
、
ほ
か
に
「
わ
れ
わ
れ
」
及
び
「
我
と
汝
」
と
い
う
如
き
社
会
的
範
疇
を
考
え
る
こ
と
が
で
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倫
理
と
人
間

き
る
し
、
ま
た
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
我
々
は
社
会
を
単
に
我
々
の
表
面
に
お
い
て
の
み
考
え
る
こ

と
に
賛
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
だ
か
ら
我
々
は
社
会
的
倫
理
と
い
う
語
を
避
け
て
格
率
的
倫

理
と
い
う
語
を
用
い
て
き
た
。
社
会
は
客
体
的
方
向
に
お
い
て
ば
か
り
で
な
く
、
主
体
的
方
向
に
お
い
て
も
考
え

ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

と
こ
ろ
で
も
し
右
に
述
べ
た
如
く
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
格
率
的
倫
理
は
根
本
に
お
い
て
ド
ク
サ
的
倫
理
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
ド
ク
サ
と
い
う
の
は
我
々
の
定
義
に
よ
る
と
、
主
体
と
客
体
と
の
有
機
的
融
合
的
統
一
の
状
態
に
お

け
る
人
間
意
識
の
形
態
で
あ
る
。
ド
ク
サ
的
倫
理
は
、
い
ず
れ
の
者
も
他
の
者
に
類
似
し
、
互
い
に
依
存
し
合
う

人
間
、
即
ち
ベ
ル
グ
ソ
ン
的
な
意
味
で
社
会
化
さ
れ
た
人
間
を
繋
ぐ
。
こ
の
よ
う
な
社
会
に
結
び
附
い
た
人
間
は

安
固
で
あ
る
、
彼
の
安
固
性 solidité 
は
こ
の
よ
う
な
連
帯
性 solidarité 

の
う
ち
に
あ
る
。
ひ
と
が
そ
の
倫
理
に

従
う
限
り
、ま
た
従
い
得
る
限
り
、彼
は
安
固
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、そ
の
倫
理
の
ド
ク
サ
的
性
質
が
現
れ
る
。

こ
の
安
固
は
安
易
と
も
な
る
、
ド
ク
サ
的
倫
理
に
は
精
神
的
な
不
安
も
内
面
的
な
懐
疑
も
属
し
な
い
。
既
に
い
っ

た
如
く
、
ド
ク
サ
的
倫
理
も
そ
の
根
源
は
理
性
の
要
求
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
な
く
む
し
ろ
パ
ト
ス
で
あ
る
。
パ

ト
ス
は
本
来
主
体
的
な
意
識
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
場
合
に
は
パ
ト
ス
は
い
わ
ば
客
体
的
な
も
の
に
近
く
、
そ

れ
に
接
続
し
て
い
る
。Interesse 

は
真
に
主
体
的
な
結
合
を
現
す
の
で
な
く
、
イ
ン
テ
レ
ス
ト
は
深
い
パ
ト
ス
と
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は
い
い
得
な
い
。
従
っ
て
こ
の
倫
理
に
お
い
て
は
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
理
智
の
は
た
ら
き
が

多
く
加
わ
り
、
多
く
の
理
智
が
混
じ
て
い
る
。
こ
の
倫
理
は
種
々
の
ロ
ゴ
ス
的
意
識
の
要
素
を
含
ん
で
い
る
。
か

よ
う
に
し
て
特
に
悟
性
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
ド
ク
サ
的
倫
理
は
容
易
に
ド
グ
マ
化
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
し
て
そ
れ

は
種
々
の
格
率
の
形
を
と
っ
て
存
在
す
る
に
至
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
倫
理
が
本
質
的
に
格
率
的
な
も

の
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
た
だ
こ
の
種
の
倫
理
は
、
ド
グ
マ
化
さ
れ
て
格
率
的
な
も
の
と
し
て
現
れ
る
に
至
る
自

然
的
な
必
然
的
な
傾
向
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。こ
の
倫
理
は
悟
性
的
に
合
理
化
さ
れ
て
存
在
す
る
に
し
て
も
、

も
と
合
理
的
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
根
柢
に
は
つ
ね
に
イ
ン
テ
レ
ス
ト
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。

格
率
的
な
倫
理
の
ド
ク
サ
的
性
質
は
そ
れ
が
関
係
す
る
も
の
か
ら
も
知
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
倫
理
的
強
制

の
底
に
は
社
会
的
要
求
が
あ
る
、
し
か
し
そ
の
社
会
は
如
何
な
る
社
会
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
社
会
は
ベ
ル
グ
ソ
ン

の
言
葉
に
よ
る
と
「
閉
じ
た
社
会
」la sciété close 

で
あ
っ
て
、
家
と
か
国
と
か
い
う
如
き
も
の
で
あ
る
。
社
会

的
倫
理
は
つ
ね
に
、
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
広
い
も
の
で
あ
る
に
し
て
も
、
ひ
と
つ
の
閉
じ
た
社
会
を
目
標
と
し
て
い

る
、
と
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
考
え
る
。
そ
れ
は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
全
人
類
を
目
標
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
国
家
と

人
類
と
の
間
に
は
有
限
か
ら
無
限
へ
と
い
う
よ
う
な
距
離
が
あ
る
、
閉
じ
た
も
の
と
開
い
た
も
の
と
の
差
異
が
あ

る
。人
類
は
い
わ
ば「
開
い
た
社
会
」la société ouverte 

で
あ
る
。市
民
的
道
徳
の
修
行
は
家
庭
に
お
い
て
行
わ
れ
、
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倫
理
と
人
間

同
様
に
、
彼
の
祖
国
を
愛
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
種
族
を
愛
す
る
よ
う
に
準
備
さ
れ
る
、
と
い
う
風
に
ひ
と
は

よ
く
語
っ
て
い
る
。
我
々
の
同
情
心
は
こ
の
よ
う
に
連
続
的
な
進
歩
に
よ
っ
て
拡
ま
り
、
同
じ
も
の
に
と
ど
ま
り

な
が
ら
大
き
く
な
り
、
遂
に
全
人
類
を
抱
擁
す
る
に
至
る
も
の
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
か

よ
う
に
考
え
る
こ
と
は
単
に
ア
・
プ
リ
オ
リ
の
推
論
に
過
ぎ
ず
、
心
に
つ
い
て
の
全
く
の
主
知
主
義
的
な
見
解
か

ら
出
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
、
と
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
主
張
す
る
。
閉
じ
た
も
の
は
ど
れ
ほ
ど
そ
の
周
辺
を
拡
げ
て
も
開

い
た
も
の
に
は
な
ら
な
い
。「
閉
じ
た
心
」と「
開
い
た
心
」と
は
ど
こ
ま
で
も
性
質
的
に
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

ひ
と
は
家
族
及
び
国
家
を
越
え
て
段
階
的
に
人
類
に
達
す
る
こ
と
は
で
き
ぬ
、
そ
こ
に
は
飛
躍
が
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。
格
率
的
倫
理
は
閉
じ
た
社
会
を
目
差
し
て
い
る
、
そ
こ
か
ら
そ
の
ド
ク
サ
的
性
質
が
従
っ
て
来

る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
倫
理
は
い
わ
ゆ
る
家
族
倫
理
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
国
民
道
徳
で
あ
る
。
国
民
道
徳
等
々
の
も

の
は
お
し
な
べ
て
ド
ク
サ
的
倫
理
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
は
つ
ね
に
種
々
の
格
率
が
掲
げ
ら
れ
、
数
え
ら
れ

る
。
そ
の
倫
理
は
ド
ク
マ
化
さ
れ
て
我
々
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
ひ
と
の
道
と
し
て
説
か
れ
る
も
の
も

真
に
人
類
的
な
倫
理
で
な
く
、
実
は
ド
ク
マ
的
倫
理
で
あ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。

い
ま
歴
史
的
社
会
的
見
地
を
導
き
入
れ
て
見
る
と
、ド
グ
マ
的
倫
理
は
社
会
の
均
衡
の
状
態
に
相
応
し
て
い
る
。

そ
れ
は
歴
史
に
お
け
る
有
機
的
時
期
に
一
致
す
る
。
そ
の
よ
う
な
状
態
、
そ
の
よ
う
な
時
期
に
お
い
て
は
、
格
率
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的
倫
理
は
そ
の
ド
ク
サ
的
性
質
に
従
っ
て
或
る
自
明
性
を
も
っ
て
妥
当
す
る
。
そ
れ
は
常
識
的
な
自
明
性
を
担
っ

て
い
る
。
し
か
る
に
ひ
と
た
び
社
会
に
お
け
る
矛
盾
が
激
化
し
、
危
機
的
時
期
が
来
る
と
、
ド
ク
サ
的
倫
理
は
そ

の
自
明
性
を
喪
失
す
る
、
そ
し
て
そ
れ
に
対
す
る
懐
疑
や
否
定
が
生
じ
て
来
る
。
そ
の
自
明
性
は
元
来
イ
デ
ア
的

な
明
証
性
に
基
づ
く
の
で
な
い
。
そ
の
倫
理
の
根
柢
は
パ
ト
ス
的
な
も
の
で
あ
る
。
我
々
が
習
慣
的
に
繰
り
返
さ

れ
る
仕
方
で
行
動
し
得
る
の
は
常
態
を
有
す
る
社
会
、
従
っ
て
均
衡
あ
る
社
会
に
お
い
て
で
あ
る
。
即
ち
ド
ク
サ

的
倫
理
は
静
的
倫
理
で
あ
っ
て
動
的
倫
理
で
は
な
い
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
い
っ
て
い
る
如
く「
社
会
的
倫
理
」と「
人

類
的
倫
理
」
と
の
間
に
は
静
止
と
運
動
と
い
う
よ
う
な
区
別
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
静
止
を
い
く
ら
加
え
て
も
運
動

に
は
な
ら
ぬ
。
格
率
的
倫
理
と
人
間
的
倫
理
と
―
―
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
い
う
人
類
的
倫
理
を
格
率
的
と
い
う
語
に
対

し
て
「
人
間
的
」
と
呼
ぼ
う
、
―
―
の
差
は
程
度
上
の
も
の
で
な
く
、
性
質
上
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
人
間

的
倫
理
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

二

格
率
的
倫
理
が
没
人
格
的
或
い
は
没
人
間
的
で
あ
る
の
に
反
し
て
、
人
間
的
倫
理
の
中
心
に
は
ま
さ
に
人
間 

personnes 

が
立
っ
て
い
る
。
い
つ
の
時
に
も
こ
の
倫
理
を
具
現
し
て
い
る
よ
う
な
人
間
が
存
在
す
る
。
イ
ス
ラ
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倫
理
と
人
間

エ
ル
の
予
言
者
、
ギ
リ
シ
ア
の
賢
人
、
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
者
な
ど
は
そ
の
著
し
い
例
で
あ
る
。
格
率
的
倫
理
は
、

そ
れ
が
没
人
格
的
な
定
式
に
帰
せ
ら
れ
る
に
応
じ
て
よ
り
純
粋
で
、
よ
り
完
全
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
人
間
的
倫
理

は
、
そ
れ
が
十
分
に
自
分
自
身
で
あ
る
た
め
に
は
、
模
範
と
な
る
よ
う
な
特
別
の
人
格
に
お
い
て
化
身
さ
れ
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
。
前
者
の
一
般
性
は
一
つ
の
法
則
が
人
々
に
よ
っ
て
普
遍
的
に
受
け
容
れ
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
存

し
、
後
者
の
一
般
性
は
一
人
の
模
範
に
人
々
が
共
通
に
従
う
と
い
う
こ
と
に
か
か
っ
て
い
る
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
言

葉
を
用
い
る
と
、
格
率
的
倫
理
は
「
没
人
格
的 im

personnelles 

な
社
会
的
諸
要
求
に
よ
っ
て
命
ぜ
ら
れ
た
命
令 

ordres 

の
体
系
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
人
間
的
倫
理
は
「
人
間
性
の
う
ち
に
存
す
る
最
も
善
い
も
の
を
現
す
人

間
に
よ
っ
て
我
々
の
各
々
の
良
心
に
投
げ
ら
れ
た
呼
び
掛
け appels 

の
総
体
」
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
大
部
分
の
倫
理
学
は
主
と
し
て
格
率
的
倫
理
を
問
題
に
し
て
き
た
。
そ
こ
で
は
多
く
は
ド
グ
マ
的
倫

理
が
問
題
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
ベ
ル
グ
ソ
ン
が
命
令
で
は
な
く
人
間
を
中
心
と
す
る
よ
う
な
倫
理
を
取
り

上
げ
、
そ
の
重
要
な
意
味
を
認
め
た
の
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
と
思
う
。
倫
理
は
一
般
に
格
率
的
な
も
の
で

あ
る
と
見
る
の
は
偏
見
に
過
ぎ
な
い
。
ま
た
命
令
的
で
な
け
れ
ば
倫
理
的
で
な
い
と
考
え
て
は
な
ら
ぬ
、
命
令
は

む
し
ろ
特
定
の
倫
理
の
と
る
形
で
あ
る
。
人
間
的
倫
理
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
い
う
よ
う
に
命
令
で
は
な
く
て
呼
び
掛

け
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
倫
理
が
強
制
も
し
く
は
圧
迫 pression 
を
含
む
の
で
は
な
い
、
人
間
的
倫
理
は
却
っ
て
ベ
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ル
グ
ソ
ン
の
い
う
よ
う
に
希
求 aspiration 

で
あ
る
。
我
々
に
と
っ
て
模
範
で
あ
る
よ
う
な
人
間
は
、
我
々
に
向

っ
て
命
令
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
た
だ
彼
が
そ
こ
に
在
る
と
い
う
こ
と
で
我
々
に
呼
び
掛
け
る
。
我
々
は
彼
に
ま

で
高
ま
ろ
う
と
憧
れ
、
彼
に
等
し
く
な
ろ
う
と
求
め
、
彼
に
応
じ
、
彼
に
従
う
。
彼
は
命
令
に
よ
っ
て
我
々
に
倫

理
的
に
は
た
ら
き
か
け
る
の
で
は
な
い
、
彼
の
存
在
そ
の
も
の
が
我
々
の
う
ち
に
倫
理
的
な
希
求
を
喚
び
起
す
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
彼
の
人
間
、
彼
の
存
在
は
、
格
率
の
体
系
に
分
解
し
て
し
ま
う
こ
と
の
到
底
で
き
な
い
も

の
で
あ
る
。
人
間
的
倫
理
が
抽
象
的
一
般
的
な
も
の
で
な
く
て
性
格
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

も
と
よ
り
格
率
的
倫
理
も
抽
象
的
一
般
的
な
も
の
で
は
な
く
、
い
わ
ゆ
る
閉
じ
た
社
会
の
倫
理
と
し
て
性
格
的
な

も
の
で
あ
る
。
国
民
と
か
民
族
と
か
い
う
も
の
も
そ
れ
ぞ
れ
性
格
的
で
あ
る
。
お
よ
そ
倫
理
は
性
格
的
な
も
の
と

し
て
倫
理
的
で
あ
る
。
エ
ー
ト
ス
と
い
う
語
は
も
と
性
格
を
意
味
し
た
。
性
格
的
な
も
の
は
パ
ト
ス
的
な
も
の
で

あ
っ
て
、単
に
ロ
ゴ
ス
的
な
も
の
で
は
な
い
。
格
率
的
倫
理
も
人
間
的
倫
理
も
共
に
パ
ト
ス
を
根
柢
と
し
て
い
る
。

し
か
し
二
つ
の
倫
理
が
区
別
さ
れ
る
限
り
、
そ
こ
に
何
等
か
パ
ト
ス
の
種
類
の
区
別
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の

区
別
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

ベ
ル
グ
ソ
ン
は
感
情 ém

otion 

に
二
つ
の
種
類
も
し
く
は
変
化
、
も
し
く
は
表
出
形
態
を
区
別
し
て
い
る
。
第

一
の
も
の
に
お
い
て
は
、
感
情
は
ひ
と
つ
の
観
念
ま
た
は
表
象
に
継
続
す
る
。
こ
の
場
合
感
情
的
状
態
は
、
こ
れ
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倫
理
と
人
間

に
何
等
負
う
こ
と
な
く
自
分
自
身
で
足
り
て
い
る
ひ
と
つ
の
知
的
状
態
か
ら
従
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
そ
こ
に
落
ち

て
き
た
表
象
に
よ
っ
て
喚
び
起
さ
れ
た
感
受
性
の
震
動
で
あ
る
。
し
か
る
に
表
象
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
の
で
な

い
他
の
種
類
の
感
情
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
そ
れ
に
伴
う
知
的
状
態
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
、
結
果
で
な
く
む
し

ろ
原
因
で
あ
る
。
そ
れ
は
表
象
を
産
む
も
の
で
あ
っ
て
、
表
象
か
ら
生
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
第
一
の
性
質
の
感

情
は
知
性
下 infra-intellectuelle 

の
も
の
と
呼
ば
れ
、
第
二
の
性
質
の
感
情
は
超
知
性 supra-intellectuelle 

の

も
の
と
称
せ
ら
れ
る
。
即
ち
、
表
象
の
結
果
で
あ
り
、
表
象
に
附
け
加
わ
る
感
情
の
ほ
か
に
、
表
象
に
先
立
ち
、

表
象
を
潜
在
的
に
含
み
そ
し
て
或
る
点
ま
で
表
象
の
原
因
で
あ
る
よ
う
な
感
情
が
あ
る
、
と
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
い
っ

て
い
る
。
彼
の
種
類
の
感
情
は
創
造
的
で
あ
る
。
創
造
は
何
よ
り
も
感
情
を
意
味
す
る
。
単
に
文
学
や
美
術
の
み

で
な
く
、
科
学
上
の
発
見
に
つ
い
て
も
そ
の
よ
う
に
い
う
こ
と
が
で
き
る
、
そ
し
て
倫
理
に
関
し
て
も
ま
た
そ
う

で
あ
る
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
よ
る
と
、
人
類
的
倫
理
は
こ
の
よ
う
な
起
知
性
的
な
感
情
に
か
か
わ
り
、
こ
れ
に
反
し

て
社
会
的
倫
理
は
む
し
ろ
知
性
下
的
な
感
情
に
関
係
し
て
い
る
。
そ
こ
で
我
々
の
言
葉
を
用
い
て
説
明
す
る
と
こ

う
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
倫
理
は
パ
ト
ス
の
う
ち
に
あ
る
、
パ
ト
ス
は
客
体
と
は
ど
こ
ま
で
も
秩
序
を
異
に
す
る

主
体
の
主
体
性
の
意
識
と
し
て
根
源
的
で
あ
り
、
従
っ
て
深
い
パ
ト
ス
は
表
象
に
よ
っ
て
土
台
附
け
ら
れ
て
い
る

と
い
う
如
き
も
の
で
は
な
い
。人
間
的
倫
理
は
本
来
こ
の
よ
う
な
深
い
パ
ト
ス
に
根
差
す
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
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け
れ
ど
も
主
体
は
客
体
と
弁
証
法
的
な
関
係
に
あ
り
、
主
体
の
側
に
根
源
性
は
存
し
な
が
ら
し
か
も
主
体
が
客
体

か
ら
規
定
さ
れ
る
方
面
が
あ
る
よ
う
に
、
パ
ト
ス
的
意
識
に
は
ま
た
ロ
ゴ
ス
的
意
識
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
方
面

が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
関
係
に
お
い
て
パ
ト
ス
に
も
段
階
、
そ
の
深
浅
の
別
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
主
体
的
に
な
る

こ
と
に
よ
っ
て
パ
ト
ス
は
愈
々
深
く
な
り
、
こ
れ
に
反
し
て
知
性
下
的
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
感
情
は
客
体
の
方
向

に
浮
ん
だ
、
表
面
化
さ
れ
た
浅
い
パ
ト
ス
で
あ
る
。
格
率
的
倫
理
も
倫
理
で
あ
る
限
り
パ
ト
ス
に
か
か
わ
る
も
の

で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
パ
ト
ス
は
む
し
ろ
知
性
下
的
な
も
の
で
あ
る
。
主
体
と
客
体
と
は
も
と
ど
こ
ま
で
も
秩
序

を
異
に
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
主
体
が
い
わ
ば
客
体
に
縛
ら
れ
、
そ
の
う
ち
に
埋
れ
て
い
る
よ
う
な
場
合
、
格
率

的
倫
理
の
場
合
に
お
い
て
は
、
パ
ト
ス
は
知
性
下
的
で
あ
る
の
に
反
し
て
、
超
知
性
的
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
深
い

パ
ト
ス
に
根
差
し
た
人
間
的
倫
理
の
場
合
に
お
い
て
は
、
主
体
は
客
体
に
対
し
て
内
在
的
連
続
的
で
な
く
、
超
越

的
非
連
続
的
関
係
に
立
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
社
会
的
倫
理
と
人
類
的
倫
理
と
の

差
別
は
程
度
上
の
も
の
で
な
く
、
閉
じ
た
も
の
と
開
い
た
も
の
と
い
う
よ
う
な
性
質
上
の
も
の
で
あ
り
、
両
者
の

関
係
は
飛
躍
的
非
連
続
的
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
は
原
理
的
に
は
主
体
と
客
体
と
を
全
く
秩
序
の

異
な
る
も
の
と
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
理
解
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
人
間
的
倫
理
に
お
い
て
は
主
体
の
客
体
に
対
す
る
超
越
或
い
は
非
連
続
の
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倫
理
と
人
間

関
係
が
含
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
か
よ
う
な
意
識
を
私
は
ミ
ュ
ト
ス
的
意
識
と
名
附
け
る
。
格
率
的
倫
理

が
ド
ク
サ
的
倫
理
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
人
間
的
倫
理
は
ミ
ュ
ト
ス
的
倫
理
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ

う
。
人
間
的
倫
理
の
中
心
に
立
っ
て
い
る
模
範
の
意
味
を
有
す
る
よ
う
な
人
間
は
つ
ね
に
多
か
れ
少
な
か
れ
ミ
ュ

ト
ス
化
さ
れ
て
い
る
。
か
よ
う
な
人
間
は
英
雄
（
こ
の
語
の
伴
い
得
る
種
々
の
通
俗
的
意
味
を
離
れ
て
）
と
呼
ば

れ
得
る
。
人
間
的
倫
理
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
い
う
よ
う
に
英
雄
の
呼
び
掛
け l’appel du héros 

に
よ
っ
て
生
ず
る
。

英
雄
と
い
う
の
は
客
観
的
に
与
え
ら
れ
た
ま
ま
の
存
在
で
は
な
い
。
例
え
ば
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
今
も
我
々
に
と
っ
て

模
範
の
意
味
を
有
す
る
限
り
、
彼
は
単
に
過
去
の
存
在
で
な
く
、
現
在
な
お
生
き
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

し
か
る
に
こ
の
こ
と
が
あ
る
の
は
ミ
ュ
ト
ス
化
が
行
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
我
々
は
我
々
の
模
範
を
我
々
の
間
に

求
め
る
こ
と
も
で
き
れ
ば
、
千
年
も
前
の
過
去
に
見
出
す
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
一
般
に
可
能
で

あ
る
の
は
、
他
の
機
会
に
論
じ
た
如
く
、
主
体
と
客
体
と
が
、
従
っ
て
私
の
い
う
事
実
と
し
て
の
歴
史
と
存
在
と

し
て
の
歴
史
と
が
、
単
に
内
在
的
連
続
的
で
な
く
、
ま
た
超
越
的
非
連
続
的
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
に
ひ
と
は
彼

の
生
命
の
燃
焼
せ
る
事
実
と
し
て
の
歴
史
の
立
場
か
ら
存
在
と
し
て
の
歴
史
の
秩
序
に
お
け
る
如
何
な
る
時
へ
も

自
由
に
降
り
立
ち
得
る
か
ら
の
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
パ
ト
ス
に
よ
っ
て
ミ
ュ
ト
ス
化
が
行
わ
れ
る
の
は
こ

の
よ
う
な
関
係
に
お
い
て
で
あ
る
。
英
雄
は
単
に
客
観
的
に
与
え
ら
れ
た
も
の
で
な
く
、同
時
に
主
体
的
に
、我
々
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の
深
い
パ
ト
ス
か
ら
創
造
さ
れ
た
も
の
、
つ
ね
に
新
た
に
創
造
さ
れ
つ
つ
あ
る
も
の
で
あ
る
。
か
よ
う
な
も
の
と

し
て
彼
は
現
在
に
生
き
て
い
る
。
パ
ト
ス
は
そ
の
深
み
に
お
い
て
真
に
動
的
な
も
の
、
真
に
現
在
的
な
も
の
で
あ

る
。
ベ
ル
ト
ラ
ム
は
ニ
ー
チ
ェ
に
関
す
る
彼
の
書
物
の
な
か
で
、
あ
ら
ゆ
る
出
来
事
の
う
ち
歴
史
と
し
て
存
続
す

る
の
は
、つ
ね
に
究
極
は
―
―
教
会
的
な
、浪
漫
的
な
、或
い
は
伝
奇
的
な
附
随
的
意
味
を
離
れ
て
、レ
ゲ
ン
デ
（
ミ

ュ
ト
ス
）【Legende
レ
ジ
ェ
ン
ド
】
で
あ
る
、
と
い
っ
て
い
る
。「
か
く
の
如
き
教
会
的
意
味
を
離
れ
た
意
味
で
の

レ
ゲ
ン
デ
は
、歴
史
的
伝
承
の
最
も
生
命
的
な
形
態
で
あ
る
。
そ
の
最
も
原
始
的
な
同
時
に
そ
の
最
も
究
極
的
な
、

同
時
に
ま
た
そ
の
最
も
古
い
、
そ
し
て
そ
の
最
も
深
い
形
態
で
あ
る
。
ひ
と
り
そ
れ
の
み
が
、
つ
ね
に
は
た
ら
け

る
も
の
と
し
て
、
太
古
と
今
日
と
を
真
に
結
合
す
る
、
た
だ
そ
れ
の
み
が
聖
者
と
民
衆
と
を
、
英
雄
と
農
民
と
を

結
合
す
る
、予
言
者
と
後
代
と
は
た
だ
こ
こ
に
お
い
て
の
み
出
会
う
。」
ベ
ル
ト
ラ
ム
に
よ
る
と
、過
去
の
人
格
は
、

過
ぎ
去
っ
た
も
の
の
知
識
及
び
認
識
と
し
て
で
は
な
く
た
だ
ミ
ュ
ト
ス
と
し
て
の
み
生
き
て
歴
史
に
伝
わ
る
の
で

あ
る
。
か
よ
う
な
見
方
は
も
と
よ
り
科
学
と
し
て
の
歴
史
の
立
場
に
お
い
て
は
そ
の
ま
ま
承
認
す
る
こ
と
は
許
さ

れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
少
な
く
と
も
倫
理
の
立
場
に
と
っ
て
は
よ
り
真
で
あ
り
得
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
た
だ
、
我
々
は
ベ
ル
ト
ラ
ム
の
如
き
根
本
に
お
い
て
有
機
体
説
的
な
歴
史
観
―
―
そ
こ
で
は
歴
史
も
結
局
自

然
と
な
る
―
―
を
承
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
共
に
、
ミ
ュ
ト
ス
を
歴
史
的
伝
承
の
形
式
と
い
う
風
に
の
み
考
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え
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
真
に
倫
理
的
な
意
味
を
有
す
る
ミ
ュ
ト
ス
は
単
に
歴
史
的
伝
承
的
な
も
の
で
は
な
く
、
む

し
ろ
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
い
う
よ
う
な
前
進
的 la m

arche en avant 

の
も
の
で
あ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ミ
ュ
ト
ス
は

パ
ト
ス
か
ら
生
れ
る
の
で
あ
る
が
、
パ
ト
ス
的
な
も
の
は
動
的
な
も
の
、
現
在
的
な
も
の
、
未
来
が
そ
の
う
ち
に

喰
い
入
れ
る
現
在
的
な
も
の
で
あ
る
。
パ
ト
ス
は
根
源
的
に
は
客
体
的
存
在
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
の
で
な
く
、

真
に
深
い
パ
ト
ス
は
主
体
的
事
実
を
根
源
的
に
表
出
す
る
。
し
か
る
に
事
実
は
存
在
に
対
し
て
存
在
の
根
拠
の
意

味
を
も
っ
て
い
る
、
そ
れ
故
に
倫
理
的
な
ミ
ュ
ト
ス
は
生
成
し
た
人
間
を
現
す
よ
り
も
む
し
ろ
人
間
の
生
成
原
理

を
現
す
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。「
人
類 l’hum

anité 

を
愛
す
る
力
を
汲
み
取
る
と
ひ
と
が
感
じ
た
の
は
つ
ね

に
人
類
の
生
成
原
理 le principe générateur de l’espèce hum

aine 

と
の
接
触
に
お
い
て
で
あ
る
」、
と
ベ
ル
グ

ソ
ン
も
い
っ
て
い
る
。
人
間
的
倫
理
は
深
ま
る
に
従
っ
て
存
在
の
根
拠
と
も
い
う
べ
き
主
体
的
事
実
、
事
実
と
し

て
の
歴
史
に
接
触
す
る
。
か
よ
う
な
も
の
と
し
て
そ
れ
は
そ
の
純
粋
な
姿
に
お
い
て
は
伝
統
的
で
あ
る
よ
り
も
創

造
的
で
あ
る
。

こ
こ
に
社
会
的
歴
史
的
見
地
を
入
れ
て
見
る
と
、
人
間
的
倫
理
の
ミ
ュ
ト
ス
的
性
格
は
一
層
明
瞭
に
な
る
で
あ

ろ
う
。
ミ
ュ
ト
ス
的
意
識
は
社
会
の
危
機
に
お
け
る
、
歴
史
の
転
形
期
に
お
け
る
意
識
形
態
と
し
て
特
殊
な
意
味

を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
時
期
に
お
い
て
は
倫
理
は
多
く
ミ
ュ
ト
ス
的
形
態
を
と
る
、
そ
し
て
そ
れ
が
お
の
ず
か
ら
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英
雄
主
義
的
な
も
の
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
我
々
の
屡
々
現
実
の
歴
史
に
お
い
て
経
験
す
る
こ
と
で
あ
る
。
多

難
の
時
代
に
は
英
雄
が
現
れ
る
、
と
い
う
風
に
い
わ
れ
る
。
こ
れ
は
種
々
の
意
味
に
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
で

あ
ろ
う
が
、
そ
の
理
由
の
ひ
と
つ
が
、
か
よ
う
な
時
代
に
は
人
間
の
ミ
ュ
ト
ス
化
の
傾
向
が
著
し
く
な
る
と
こ
ろ

に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
否
め
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
と
き
ひ
と
は
彼
等
の
行
動
に
お
い
て
何
人
か
に
呼
び
掛
け
ら

れ
、
彼
に
従
い
、
彼
に
つ
い
て
ゆ
く
こ
と
を
欲
す
る
。
何
人
か
が
多
か
れ
少
な
か
れ
ミ
ュ
ト
ス
化
さ
れ
て
英
雄
に

な
る
。
倫
理
は
格
率
的
で
な
く
、
人
間
的
に
な
る
の
で
あ
る
。
危
機
の
意
識
に
お
い
て
格
率
的
倫
理
が
揺
り
動
か

さ
れ
る
と
き
、
人
間
的
倫
理
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
倫
理
的
な
ミ
ュ
ト
ス
は
ど
の
よ
う
な
ミ
ュ

ト
ス
で
も
な
く
、
人
間
の
ミ
ュ
ト
ス
、
ミ
ュ
ト
ス
的
人
格
で
あ
り
、
そ
こ
に
こ
の
ミ
ュ
ト
ス
の
倫
理
性
が
あ
る
。

尤
も
ど
の
よ
う
な
パ
ト
ス
的
意
識
も
ロ
ゴ
ス
的
意
識
と
結
び
附
い
て
い
る
、
従
っ
て
深
い
パ
ト
ス
か
ら
発
し
た
倫

理
も
や
が
て
或
る
教
義
に
、
知
性
に
お
け
る
説
明
的
な
表
象
に
ま
で
展
開
さ
れ
る
に
至
る
方
面
の
あ
る
こ
と
は
当

然
で
あ
ろ
う
。

人
間
的
倫
理
は
つ
ね
に
性
格
的
で
あ
る
。
も
と
よ
り
そ
れ
が
単
に
個
人
的
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
そ

れ
は
人
間
の
ミ
ュ
ト
ス
を
求
め
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
す
で
に
個
人
的
で
あ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
多
数
の
者
が

ひ
と
つ
の
世
代
、
ひ
と
つ
の
民
族
が
ひ
と
り
の
人
間
を
模
範
と
し
て
行
動
す
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
場
合
も
、
む
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し
ろ
そ
の
よ
う
な
場
合
こ
そ
倫
理
は
性
格
的
で
あ
る
。
パ
ト
ス
は
本
来
性
格
的
で
あ
り
、
性
格
的
な
も
の
は
パ
ト

ス
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
単
に
個
人
的
な
も
の
は
真
に
性
格
的
で
な
く
、
ひ
と
は
他
と
パ
ト
ス
を
共
に
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
真
に
性
格
的
と
な
る
。
そ
の
意
味
で
は
倫
理
は
パ
ト
ス
の
う
ち
に
あ
る
と
い
う
よ
り
も
シ
ュ
ム
パ

テ
ィ
ア
（
パ
ト
ス
が
共
な
る
こ
と
）
の
う
ち
に
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
パ
ト
ス
は
根
源
的
な
も

の
と
し
て
人
間
に
属
し
て
い
る
。
人
間
は
そ
の
根
本
的
規
定
に
お
い
て
単
に
客
体
で
な
く
、
同
時
に
主
体
で
あ
る

か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
パ
ト
ス
に
深
浅
の
別
が
あ
り
、
そ
の
ミ
ュ
ト
ス
化
に
程
度
の
差
が
あ
る
に
し
て
も
、
我
々

は
つ
ね
に
多
か
れ
少
な
か
れ
他
の
人
間
を
ミ
ュ
ト
ス
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
倫
理
的
小
英
雄
は
つ
ね
に
我
々
の

傍
に
あ
る
。
子
供
の
親
に
対
す
る
場
合
が
既
に
そ
う
で
あ
る
。
ミ
ュ
ト
ス
的
倫
理
は
一
定
の
歴
史
的
場
合
に
お
い

て
特
に
顕
著
に
な
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
つ
ね
に
何
等
か
の
仕
方
で
日
常
の
生
活
の
う
ち
に
含
ま
れ
、
自
覚
し
て

い
る
と
否
と
に
拘
ら
ず
、
そ
れ
に
よ
っ
て
我
々
の
現
実
の
倫
理
的
生
活
は
生
命
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
ベ
ル

グ
ソ
ン
の
い
う
よ
う
に
習
慣
を
基
礎
に
す
る
格
率
的
倫
理
が
生
命
的
な
も
の
と
な
り
得
る
の
も
、
そ
れ
が
人
間
的

倫
理
と
結
び
附
く
か
ら
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
格
率
的
倫
理
が
創
造
性
を
欠
く
の
に
反
し
て
、
人
間
的
倫
理
は
創
造

的
で
あ
る
。
創
造
の
根
源
は
パ
ト
ス
で
あ
る
。
従
来
の
倫
理
学
に
お
い
て
多
く
問
題
と
さ
れ
て
い
な
い
倫
理
的
文

化
に
お
け
る
創
造
性
に
注
意
を
払
う
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
思
う
。
倫
理
も
歴
史
的
な
も
の
で
あ
る
。
倫
理
的
英
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雄
た
ち
、
小
英
雄
た
ち
の
ジ
ー
ニ
ヤ
ス
―
―
彼
等
の
パ
ト
ス
が
彼
等
の
ジ
ー
ニ
ヤ
ス
で
あ
る
―
―
に
よ
っ
て
倫
理

上
の
大
小
の
諸
創
造
は
つ
ね
に
行
わ
れ
て
き
た
し
、
ま
た
絶
え
ず
行
わ
れ
つ
つ
あ
る
。
タ
ル
ド
も
模
倣
論
の
中
で

い
っ
て
い
る
、「
諸
義
務
は
、
久
し
い
以
前
か
ら
そ
れ
を
実
行
し
て
い
る
者
に
は
い
か
に
も
単
純
な
も
の
に
見
え

る
に
し
て
も
、
す
べ
て
そ
の
出
発
点
に
お
い
て
は
個
人
的
な
独
創
的
な
発
明
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
発
明
は
他
の

発
明
と
同
じ
よ
う
に
次
々
に
現
れ
、
そ
し
て
次
々
に
伝
播
し
た
の
で
あ
る
。」
ド
グ
マ
的
と
な
っ
て
格
率
と
し
て

存
在
す
る
倫
理
に
も
そ
の
根
源
に
溯
る
と
創
造
的
な
も
の
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
人
間
的
倫
理
は
つ
ね
に
何
等
か

の
程
度
に
お
い
て
創
造
的
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
模
範
と
な
る
人
間
が
模
倣
さ
れ
る
よ
う
に
い
わ
れ
る
が
、
そ
れ
が

人
間
的
倫
理
で
あ
る
限
り
模
倣
は
決
し
て
単
な
る
模
倣
で
な
く
、必
ず
そ
こ
に
は
創
造
の
方
面
が
含
ま
れ
て
い
る
。

根
源
的
な
パ
ト
ス
の
創
造
性
が
何
等
か
動
い
て
い
な
い
限
り
倫
理
は
真
に
人
間
的
で
あ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
単
な

る
模
倣
の
過
程
に
お
い
て
は
倫
理
は
反
対
に
ド
ク
マ
化
さ
れ
、
格
率
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
右
に
述
べ
た
限
り
で
は
人
間
的
倫
理
と
い
う
も
の
が
な
お
種
々
の
曖
昧
さ
を
も
っ
て
い
る
こ
と

は
争
わ
れ
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
一
方
で
は
英
雄
主
義
的
乃
至
ニ
ー
チ
ェ
流
の
超
人
的
倫
理
に
、
他
方
で
は
神

秘
主
義
に
陥
る
危
険
を
免
れ
難
い
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
が
人
類
的
倫
理
と
し
て
説
く
と
こ
ろ
の
も
の
に
実
際
に
か
よ
う

な
曖
昧
さ
、
か
よ
う
な
危
険
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
彼
は
み
ず
か
ら
進
ん
で
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そ
の
倫
理
の
英
雄
主
義
及
び
神
秘
性
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
倫
理
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
見
方
が
全
部
は
間
違

っ
て
い
な
い
に
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
と
思
う
。
そ
れ
故
に
我
々
は
格
率
的
倫
理
に
対
す
る
関

係
に
お
い
て
人
間
的
倫
理
と
い
う
も
の
を
一
般
的
に
は
認
め
な
が
ら
、
こ
の
も
の
を
い
ま
少
し
仔
細
に
考
察
し
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
人
間
的
倫
理
は
そ
の
本
性
に
お
い
て
強
制
で
は
な
く
希
求
で
あ
る
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
人

類
的
倫
理
は
義
務
の
倫
理
で
な
く
て
希
求
の
倫
理
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
し
か
ら
ば
希
求
的
で
あ
る
よ
う
な
パ

ト
ス
は
本
来
如
何
な
る
種
類
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
プ
ラ
ト
ン
的
な
エ
ロ
ス
で
あ
る
と
我
々
は
考
え
る
。

人
間
的
倫
理
の
パ
ト
ス
は
格
率
的
な
倫
理
の
場
合
の
よ
う
に
単
な
る
イ
ン
テ
レ
ス
ト
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
人
間

の
在
り
方
は
単
に
あ
の interesse 

で
な
く
、
す
で
に
主
体
的
な
方
向
に
深
ま
っ
て
い
る
。
客
体
に
対
す
る
主
体

の
な
に
ほ
ど
か
の
超
越
の
関
係
が
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
倫
理
は
一
般
に
人
間
的
で
あ
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
。

イ
ン
テ
レ
ス
ト
の
倫
理
は
人
間
的
倫
理
で
あ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
こ
の
も
の
は
エ
ロ
ス
の
倫
理
で
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
エ
ロ
ス
の
根
本
的
性
質
は
プ
ラ
ト
ン
も
い
っ
た
よ
う
に
希
求
で
あ
る
。
人
間
的
倫
理
は
も

と
命
令
す
る
の
で
な
く
、
説
教
す
る
の
で
す
ら
な
い
。
そ
こ
で
は
「
人
間
」
は
自
分
を
示
す
だ
け
で
よ
い
の
で
あ

る
。
彼
の
現
在
は
そ
れ
だ
け
で
他
の
人
間
を
倫
理
的
に
動
か
す
に
足
り
る
、
人
々
は
彼
の
状
態
に
向
っ
て
希
求
す
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る
。
す
べ
て
こ
れ
ら
の
こ
と
は
イ
ン
テ
レ
ス
ト
よ
り
も
深
い
エ
ロ
ス
の
は
た
ら
き
に
属
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
更

に
エ
ロ
ス
の
根
本
的
性
質
は
、
こ
れ
ま
た
、
エ
ロ
ス
に
つ
い
て
嘗
て
最
も
深
い
思
索
を
め
ぐ
ら
し
た
プ
ラ
ト
ン
が

論
じ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
中
間
者
的
性
質
で
あ
る
。
エ
ロ
ス
は
中
間
者
的
性
質
を
有
す
る
も
の
と
し
て
、
そ
の

根
本
的
規
定
に
お
い
て
中
間
者
で
あ
る
よ
う
な
存
在
の
優
越
な
在
り
方
を
現
し
て
い
る
。
そ
し
て
人
間
は
ま
さ
に

中
間
者
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
人
間
的
な
倫
理
は
エ
ロ
ス
―
―
我
々
は
こ
の
語
を
つ
ね
に
プ
ラ
ト
ン
的
な
広
さ

と
深
さ
と
に
お
い
て
理
解
す
る
―
―
に
も
と
づ
く
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
中
間
的

と
い
う
こ
と
は
あ
た
か
も
中
間
的
と
し
て
或
る
曖
昧
さ
を
含
む
で
あ
ろ
う
。
人
間
と
い
う
も
の
は
曖
昧
な
存
在
で

あ
る
。
我
々
が
人
間
的
倫
理
と
い
っ
て
き
た
も
の
が
曖
昧
で
あ
る
の
も
偶
然
で
は
な
く
、
む
し
ろ
人
間
の
存
在
の

根
本
的
な
曖
昧
さ
、
そ
し
て
エ
ロ
ス
の
中
間
者
的
性
質
に
も
と
づ
く
の
で
あ
る
。
人
間
的
倫
理
は
単
な
る
人
間
的

倫
理
と
し
て
は
曖
昧
で
あ
る
こ
と
を
免
れ
な
い
。
格
率
的
倫
理
は
或
る
自
明
性
を
担
っ
て
い
る
、
け
れ
ど
も
そ
れ

は
ま
さ
に
格
率
的
で
あ
っ
て
人
間
的
で
は
な
い
。
エ
ロ
ス
は
イ
ン
テ
レ
ス
ト
と
は
異
な
っ
て
い
る
、
エ
ロ
ス
に
は

す
で
に
客
体
か
ら
の
主
体
の
、
主
体
の
方
向
に
お
け
る
超
越
も
し
く
は
深
化
が
含
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
ま
た
エ

ロ
ス
は
主
体
の
ど
こ
ま
で
も
主
体
的
な
も
の
に
向
う
愛
で
は
な
く
、
主
体
の
す
で
に
客
体
的
な
も
の
に
向
う
愛
で

あ
る
。
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倫
理
と
人
間

三

右
の
如
く
人
間
的
倫
理
に
は
或
る
根
本
的
な
曖
昧
さ
が
含
ま
れ
る
の
に
反
し
て
、
格
率
的
倫
理
は
何
か
明
瞭
な

も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
こ
こ
で
は
倫
理
は
ド
グ
マ
化
さ
れ
、
概
念
化
さ
れ
て
、
い
く
つ
か
の
徳
目
、

従
っ
て
ま
た
不
徳
目
が
数
え
ら
れ
、
明
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
倫
理
は
格
率
に
お
い
て
類
型
化
さ
れ
て
お
り
、
人

間
を
類
型
化
す
る
。
そ
の
こ
と
は
い
わ
ゆ
る
倫
理
的
文
学
即
ち
勧
善
懲
悪
の
文
学
に
お
け
る
人
間
の
タ
イ
プ
を
見

て
も
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
種
の
文
学
に
お
い
て
は
徳
目
、
そ
れ
故
に
ま
た
不
徳
目
に
従
っ
て
、
そ
れ
を
原
理

と
し
て
、
人
間
の
タ
イ
プ
が
構
成
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
し
て
構
成
さ
れ
た
タ
イ
プ
は
類
型
的
な
も
の
で

あ
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
か
よ
う
な
文
学
が
善
い
意
味
に
お
い
て
も
悪
い
意
味
に
お
い
て
も
通
俗
性
を
有
す
る
の

は
、
そ
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
倫
理
が
格
率
的
倫
理
で
あ
っ
て
、
こ
の
も
の
が
上
に
述
べ
た
意
味
に
お
い
て
通
俗

倫
理
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。
格
率
的
倫
理
は
人
間
を
類
型
化
す
る
が
、
そ
れ
は
主
体
の
側
面
か
ら
見
る
と
や
は
り

ま
た
曖
昧
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
範
疇
は
「
ひ
と
」
で
あ
っ
た
。「
ひ
と
」
と
は
誰
で
あ
る
か
。
我
の
こ
と
で
も

な
く
汝
の
こ
と
で
も
な
く
、
そ
し
て
我
の
こ
と
で
も
あ
り
汝
の
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
こ
に
こ
の
倫
理
の
曖
昧
さ
が

あ
る
。
こ
の
倫
理
は
格
率
に
お
い
て
客
観
的
な
概
念
的
な
明
瞭
性
を
与
え
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
そ
の
根
源
は
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ベ
ル
グ
ソ
ン
の
説
く
よ
う
に
習
慣
で
あ
る
。
格
率
的
倫
理
は
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
で
あ
る
。
コ
ン
ヴ
ェ

ン
シ
ョ
ン
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
人
間
の
生
活
は
単
に
本
能
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
知
性
の
は
た
ら
き
が

加
わ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
こ
の
と
き
知
性
は
倫
理
の
明
瞭
性
を
規
定
す
る
も
の
で
な
く
、
主

と
し
て
実
用
主
義
的
な
も
の
で
あ
る
。
習
慣
は
イ
ン
テ
レ
ス
ト
に
も
と
づ
き
、
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
は
パ
ト
ス
に

担
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
通
用
す
る
の
で
あ
る
。
格
率
的
倫
理
は
家
族
と
か
国
民
と
か
に
関
係
し
て
い
る
。
そ
れ

は
い
わ
ゆ
る
閉
じ
た
社
会
と
し
て
客
観
的
に
見
る
と
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
主
体
的
に
見
る
と
な
お
限
定

さ
れ
ぬ
も
の
を
含
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
パ
ト
ス
的
な
結
合
で
あ
る
。
例
え
ば
民
族
と
い
う
も
の
は
血
と
か
地
と
か

を
基
礎
と
し
て
考
え
ら
れ
る
が
、
血
や
地
は
単
に
客
観
的
自
然
的
な
も
の
と
し
て
で
な
く
、
或
る
主
体
的
自
然
的

な
も
の
、
従
っ
て
パ
ト
ス
的
な
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

格
率
的
倫
理
に
お
け
る
「
ひ
と
」
が
曖
昧
な
も
の
で
あ
る
よ
う
に
、
人
間
的
倫
理
に
お
け
る
「
人
間
」
も
曖
昧

な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
英
雄
と
い
う
意
味
で
ミ
ュ
ト
ス
化
さ
れ
、
神
秘
化
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
倫
理
も
主
体
的

に
見
る
と
な
お
曖
昧
な
も
の
で
あ
っ
て
、
我
々
は
そ
の
根
柢
と
し
て
エ
ロ
ス
を
見
出
し
た
。
エ
ロ
ス
は
如
何
に
し

て
限
定
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
エ
ロ
ス
は
プ
ラ
ト
ン
に
お
い
て
の
よ
う
に
イ
デ
ア
に
向
う
も
の
と
さ
れ
、
イ
デ

ア
の
限
定
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
イ
デ
ア
の
限
定
は
要
す
る
に
対
象
的
な
限



四
〇
三

倫
理
と
人
間

定
に
ほ
か
な
ら
ず
、そ
の
よ
う
な
限
定
に
よ
っ
て
は
倫
理
は
人
間
的
倫
理
と
し
て
の
特
性
を
失
う
ば
か
り
で
な
く
、

主
体
的
に
は
依
然
と
し
て
限
定
さ
れ
ぬ
も
の
を
残
し
て
い
る
。
プ
ラ
ト
ン
に
よ
る
と
エ
ロ
ス
は
デ
モ
ン
で
あ
る
。

主
体
的
限
定
の
根
拠
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
倫
理
は
根
本
に
お
い
て
限
定
さ
れ
得
る
も
の
で
な
い
。

そ
こ
で
対
象
的
に
イ
デ
ア
的
な
も
の
を
考
え
る
の
で
な
く
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
の
よ
う
に
主
観
的
に
実
践
理
性
と

い
う
も
の
を
考
え
た
な
ら
ば
、
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
は
何
等
の
イ
ン
テ
レ
ス
ト
に
も
関
わ
ら
な
い
純
粋
な

意
志
の
倫
理
を
確
立
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
彼
の
説
く
人
格
の
倫
理
に
も
不
十
分
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
カ
ン
ト

は
な
お
倫
理
は
一
般
に
格
率
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
偏
見
に
囚
わ
れ
、
倫
理
を
い
わ
ゆ
る
断
言
的
命
令
の

形
で
現
し
た
。
断
言
的
命
令
は
、「
汝
の
意
志
の
格
率
が
つ
ね
に
同
時
に
ま
た
一
般
的
立
法
の
原
理
と
し
て
妥
当

し
得
る
よ
う
に
行
為
せ
よ
」
と
い
う
。
か
よ
う
な
形
式
に
よ
っ
て
は
倫
理
は
非
個
性
的
、
従
っ
て
没
人
格
的
と
な

ら
ざ
る
を
得
ず
、
人
格
の
意
味
は
カ
ン
ト
の
意
図
に
反
し
て
否
定
さ
れ
て
し
ま
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
カ

ン
ト
に
と
っ
て
人
格
と
は
理
性
的
存
在
を
意
味
す
る
が
、
理
性
は
す
べ
て
の
人
間
に
お
い
て
共
通
な
普
遍
的
な
要

素
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
基
礎
と
し
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
人
格
の
固
有
性
或
い
は
独
自
性
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ

る
。
自
由
な
人
格
の
結
合
と
考
え
ら
れ
た
カ
ン
ト
の
い
わ
ゆ
る
目
的
の
王
国
の
基
礎
は
単
な
る
理
性
に
求
め
る
こ

と
が
で
き
ぬ
。
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こ
の
よ
う
に
し
て
イ
デ
ア
の
限
定
に
よ
っ
て
も
、
理
性
の
限
定
に
よ
っ
て
も
、
倫
理
は
限
定
さ
れ
得
な
い
と
す

れ
ば
、
如
何
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
倫
理
の
含
む
根
本
的
な
曖
昧
さ
は
客
観
的
な
限
定
に
よ
っ
て
は
克
服

さ
れ
得
な
い
も
の
で
あ
る
。
真
に
主
体
的
な
も
の
の
方
向
に
お
け
る
倫
理
的
限
定
は
如
何
に
考
え
ら
る
べ
き
で
あ

ろ
う
か
。
こ
こ
に
エ
ロ
ス
的
愛
よ
り
も
深
い
ア
ガ
ペ
的
愛
の
問
題
が
あ
る
。
ア
ガ
ペ
は
パ
ト
ス
的
な
も
の
で
あ
る

が
、
ま
た
同
時
に
ロ
ゴ
ス
的
な
も
の
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
感
覚
と
い
う
場
合
、
そ
れ
は
一
方
原
初
的
な
対
象
的
意

識
を
現
す
と
同
時
に
、
他
方
感
覚
的
と
い
う
こ
と
は
肉
欲
的
と
い
う
よ
う
に
対
象
と
直
接
に
結
び
附
い
た
パ
ト
ス

的
な
も
の
を
現
す
の
と
同
様
で
あ
る
。
感
覚
が
客
体
的
方
向
の
極
限
に
お
け
る
ロ
ゴ
ス
と
パ
ト
ス
の
統
一
で
あ
る

と
す
れ
ば
、
ア
ガ
ペ
は
主
体
的
方
向
の
極
限
に
お
け
る
パ
ト
ス
と
ロ
ゴ
ス
の
統
一
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ア
ガ
ペ

の
限
定
に
よ
っ
て
初
め
て
倫
理
は
真
に
限
定
さ
れ
得
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ア
ガ
ペ
は
主
体
的
に
限
定
さ
れ
た
我

と
汝
の
関
係
と
し
て
成
立
す
る
。
エ
ロ
ス
が
対
象
に
連
続
的
融
合
的
に
結
合
し
よ
う
と
す
る
の
に
対
し
て
、
ア
ガ

ペ
は
我
に
附
い
た
も
の
と
し
て
汝
を
内
容
に
、
対
象
に
も
つ
と
い
う
の
で
は
な
い
。
我
と
汝
は
絶
対
に
非
連
続
的

で
あ
る
。
ア
ガ
ペ
は
我
の
体
験
と
い
う
形
式
に
入
る
も
の
で
は
な
い
。
ア
ガ
ペ
は
我
と
汝
の
間
に
0

0

生
ず
る
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
ア
ガ
ペ
に
至
る
ま
で
は
人
間
的
倫
理
は
ど
こ
ま
で
も
曖
昧
に
と
ど
ま
る
で
あ
ろ
う
。
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道
徳
の
理
念

道
徳
の
理
念

一

マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
『
職
業
と
し
て
の
政
治
』
と
い
う
講
演
の
中
で
政
治
と
倫
理
と
の
関
係
を
論
じ
、

そ
の
さ
い
心
情
倫
理 G

esinnungsethik 

と
責
任
倫
理 Verantw

ortungsethik 

と
を
区
別
し
て
い
る
。
心
情
倫
理

は
行
為
に
お
け
る
心
情
の
純
粋
性
を
重
ん
じ
、
行
為
の
結
果
に
つ
い
て
は
問
わ
な
い
。
し
か
る
に
責
任
倫
理
は
行

為
の
結
果
を
問
題
に
し
、
こ
れ
に
対
し
て
責
任
を
負
う
べ
き
も
の
と
考
え
る
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
る
と
、
す
べ
て

の
倫
理
的
行
為
は
二
つ
の
根
本
的
に
異
な
る
格
率
の
も
と
に
立
つ
こ
と
が
可
能
で
あ
る
、
即
ち
ひ
と
は
彼
の
行
為

に
お
い
て
心
情
倫
理
的
立
場
を
と
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
責
任
倫
理
的
立
場
を
と
る
こ
と
も
で
き
る
。
心
情
倫
理

的
な
格
率
の
も
と
に
自
己
が
正
し
い
と
信
ず
る
行
い
を
し
て
結
果
は
顧
み
な
い
か
、
そ
れ
と
も
責
任
倫
理
的
な
格

率
の
も
と
に
自
己
の
行
為
の
結
果
に
対
し
て
責
任
を
負
う
か
と
い
う
こ
と
は
、
我
々
の
道
徳
的
態
度
に
お
い
て
深

い
対
立
を
形
作
っ
て
い
る
。

ウ
ェ
ー
バ
ー
の
責
任
倫
理
の
観
念
は
重
要
な
意
味
を
有
し
得
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
従
来
の
倫
理
学
に
お
い
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て
結
果
説
と
い
わ
れ
る
も
の
の
新
た
な
評
価
を
可
能
に
す
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
そ
こ
で
は
行
為
の
結
果
は
単
な
る

功
利
主
義
の
立
場
を
離
れ
て
、
責
任
と
い
う
道
徳
の
根
本
概
念
の
も
と
に
置
か
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
自
己
の
行

為
を
社
会
的
に
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
必
然
的
と
な
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
社
会
的
存
在
で
あ
る
故
に
我
々
の

行
為
の
結
果
に
対
し
て
責
任
を
負
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
結
果
を
慮
る
と
い
う
こ
と
は
個
人
的
立
場
に
お
い
て
必
要
と

さ
れ
る
の
で
な
く
、
自
己
の
行
為
の
他
の
人
々
に
及
ぼ
す
影
響
を
考
え
る
社
会
的
立
場
に
お
い
て
要
求
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
人
間
は
社
会
的
存
在
と
し
て
社
会
に
対
し
て
責
任
を
負
う
て
い
る
。
し
か
る
に
行
為
の
結
果
を
問
わ
な

い
心
情
倫
理
は
社
会
に
対
し
て
無
責
任
に
な
り
易
い
。
自
己
の
心
情
の
純
粋
性
を
守
る
こ
と
の
み
が
問
題
で
あ
る

な
ら
ば
、
為
す
よ
り
も
為
さ
ぬ
こ
と
の
適
当
で
あ
る
場
合
が
尠
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
心
情
倫
理
は
歴
史

の
重
大
な
瞬
間
に
お
い
て
自
己
に
逃
避
し
、
何
等
の
行
動
に
も
出
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
行
為
の
結
果
が
全

く
問
題
で
な
い
な
ら
ば
、
我
々
は
何
故
に
行
為
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
の
理
由
も
理
解
し
難
い
で
あ
ろ
う
。
し
か

る
に
本
質
的
に
実
践
的
な
社
会
の
立
場
か
ら
見
る
と
、
或
る
事
を
為
さ
な
い
の
は
結
果
に
お
い
て
他
の
事
を
為
し

た
の
に
等
し
く
、
従
っ
て
ひ
と
は
そ
の
為
さ
な
い
こ
と
に
対
し
て
責
任
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
心
情
倫
理
が
行

為
の
結
果
を
問
わ
な
い
の
は
、
結
果
は
種
々
の
外
的
な
事
情
に
依
存
す
る
と
考
え
る
た
め
で
あ
る
。
善
い
意
志
に

も
拘
ら
ず
悪
い
結
果
の
生
ず
る
こ
と
は
我
々
の
し
ば
し
ば
経
験
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
善
い
も
の
か
ら
善
い
も
の
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が
、
悪
い
も
の
か
ら
悪
い
も
の
が
結
果
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
結
果
は
我
々
の
意
志
に
と
っ
て
外
的
な
も
の
に
左

右
さ
れ
、
従
っ
て
結
果
を
考
え
る
行
為
は
他
律
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
確
か
に
結
果

は
意
志
に
と
っ
て
外
的
な
も
の
に
依
存
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
外
的
な
も
の
が
ま
た
決
し
て
単
に
外
的
な
も
の

で
な
い
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
我
々
の
行
為
の
結
果
を
左
右
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
は
一
般
に

我
々
の
環
境
で
あ
り
、
し
か
る
に
環
境
は
生
命
を
有
す
る
も
の
の
存
在
に
欠
く
こ
と
の
で
き
ぬ
も
の
で
あ
る
。
人

間
は
つ
ね
に
環
境
に
お
い
て
生
き
て
い
る
。
環
境
は
彼
の
歴
史
的
存
在
に
と
っ
て
い
わ
ば
構
成
的
で
あ
る
。
行
為

の
結
果
を
た
だ
外
的
な
も
の
と
考
え
る
こ
と
は
こ
の
根
本
的
な
事
実
を
理
解
し
な
い
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
で

あ
ろ
う
。
結
果
は
意
志
の
内
容
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
結
果
を
問
わ
な
い
心
情
倫
理
は
カ
ン
ト
に
お
い
て
の
如
く
、

―
―
制
限
な
し
に
善
と
考
え
ら
れ
得
る
も
の
は
善
き
意
志
の
み
で
あ
る
、
と
は
カ
ン
ト
の
有
名
な
命
題
で
あ
る
、

―
―
形
式
主
義
に
陥
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
み
で
な
く
、
人
間
を
具
体
的
に
環
境
に
お
け
る
存
在
と
し
て
把
握
し
て

い
な
い
と
い
う
欠
点
を
も
っ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
他
方
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
心
情
倫
理
と
責
任
の
観
念
と
を
分
離
し
た
こ
と
は
事
実
に
合
致
し
な
い
で

あ
ろ
う
。
心
情
倫
理
も
責
任
を
重
視
す
る
こ
と
は
カ
ン
ト
の
倫
理
学
等
に
お
い
て
見
ら
れ
る
通
り
で
あ
る
。
た
だ

こ
の
場
合
、
い
わ
ゆ
る
責
任
倫
理
が
他
に
対
す
る
、
社
会
に
対
す
る
責
任
を
問
題
に
す
る
の
に
反
し
て
、
心
情
倫
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理
は
自
己
に
対
す
る
、
自
己
の
良
心
に
対
す
る
責
任
を
重
ん
ず
る
と
い
う
差
異
が
あ
る
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
道

徳
論
の
リ
ゴ
リ
ズ
ム
の
示
す
如
く
、
心
情
の
純
粋
性
を
尊
ぶ
と
い
う
の
は
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
で
は
な
く
、
自

己
の
良
心
に
忠
実
で
あ
る
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
。
し
か
る
に
結
果
を
重
視
す
る
責
任
倫
理
は
こ
の
点
に
お
い
て

は
却
っ
て
無
責
任
に
な
り
易
い
。
も
し
結
果
の
み
が
問
題
で
あ
る
な
ら
ば
、
ひ
と
は
必
ず
し
も
良
心
的
に
行
為
す

る
こ
と
を
要
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
良
心
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
と
む
し
ろ
悪
い
結
果
に
な
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
の

で
あ
る
。
結
果
は
手
段
を
神
聖
に
す
る
と
い
う
こ
と
が
我
々
の
道
徳
で
あ
る
な
ら
ば
、
所
期
の
結
果
に
達
す
る
た

め
に
は
あ
ら
ゆ
る
非
良
心
的
な
手
段
を
用
い
て
差
支
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
そ
れ
は
自
己
の
人
格
を
抛
棄

し
て
自
己
を
単
な
る
物
と
し
て
取
扱
う
こ
と
で
あ
る
。
良
心
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
自
己
の
人
格
に
対
し
て
責

任
を
負
う
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
結
果
は
未
来
に
属
す
る
。
し
か
る
に
人
格
は
現
在
の
も
の
で
あ
る
。

未
来
の
た
め
に
現
在
を
問
わ
な
い
こ
と
は
自
己
の
人
格
を
無
視
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
人
格
は
責
任
の
主

体
で
あ
っ
て
、
人
格
的
な
行
為
と
い
う
の
は
自
己
に
対
し
て
責
任
を
負
う
行
為
で
あ
る
。
心
情
倫
理
が
行
為
の
自

律
性
を
原
理
に
す
る
の
も
、
自
己
に
対
す
る
責
任
を
重
ん
ず
る
た
め
で
あ
る
。

責
任
は
道
徳
の
根
本
観
念
で
あ
る
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
責
任
倫
理
と
心
情
倫
理
と
の
区
別
は
、
一
方
が
責
任
を
問

題
に
す
る
の
に
反
し
て
他
方
は
こ
れ
を
問
題
に
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
あ
る
の
で
な
く
、
前
者
が
社
会
に
対
す
る
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責
任
を
問
題
に
す
る
の
に
反
し
て
後
者
は
自
己
の
人
格
に
対
す
る
責
任
を
問
題
に
す
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
と
考

え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
る
に
そ
の
い
ず
れ
も
一
面
的
、
抽
象
的
で
あ
る
。
人
間
は
自
己
に
対
し
て
責
任
を
有

す
る
と
同
時
に
社
会
に
対
し
て
責
任
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
従
来
の
人
格
主
義
の
道
徳
が
個
人
主
義
に
陥
っ
た
と

す
れ
ば
、
最
近
の
全
体
主
義
の
道
徳
は
自
己
の
人
格
に
対
す
る
責
任
を
軽
視
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
人
間
は
自
己

に
対
す
る
責
任
を
有
す
る
と
同
時
に
社
会
に
対
す
る
責
任
を
有
す
る
と
い
う
の
は
如
何
な
る
意
味
で
あ
り
、
ま
た

そ
れ
は
如
何
な
る
根
拠
に
よ
っ
て
然
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

二

既
に
い
っ
た
如
く
人
間
は
つ
ね
に
環
境
に
お
い
て
在
り
、
彼
の
あ
ら
ゆ
る
行
為
は
環
境
に
対
す
る
適
応
の
意
味

を
も
っ
て
い
る
。
生
活
す
る
こ
と
は
環
境
に
適
応
し
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
る
。
行
為
は
す
べ
て
環
境
に
対
す
る
適
応

の
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
行
為
に
と
っ
て
結
果
は
決
し
て
無
関
係
で
あ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
適
応
す
る

と
い
う
の
は
一
定
の
結
果
に
達
す
る
こ
と
で
あ
る
。こ
の
適
応
の
仕
方
は
人
間
の
場
合
す
ぐ
れ
て
技
術
的
で
あ
る
。

人
間
は
技
術
的
に
環
境
を
形
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
環
境
に
適
応
し
て
ゆ
く
。
環
境
に
適
応
す
る
こ
と
は
環
境
を

形
成
し
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
る
。
し
か
る
に
環
境
を
形
成
し
て
ゆ
く
こ
と
は
同
時
に
自
己
を
形
成
し
て
ゆ
く
こ
と
で
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あ
る
。
人
間
は
働
く
こ
と
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
環
境
の
形
成
が
同
時
に
自
己
の
形
成
で
あ
る
と
い
う

に
は
、
人
間
は
環
境
に
働
き
掛
け
る
こ
と
に
お
い
て
同
時
に
環
境
か
ら
働
き
掛
け
ら
れ
る
と
い
う
関
係
が
存
在
す

る
の
み
で
な
く
、
こ
の
よ
う
に
環
境
か
ら
働
き
掛
け
ら
れ
な
が
ら
同
時
に
自
己
を
失
う
こ
と
な
く
ど
こ
ま
で
も
独

立
な
、
自
律
的
な
、
自
己
集
中
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
関
係
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
言
い
換
え
る
と
、

人
間
の
行
為
は
一
方
環
境
に
対
す
る
適
応
で
あ
る
と
同
時
に
他
方
自
己
自
身
に
対
す
る
適
応
で
あ
る
。
一
方
は
自

己
と
環
境
と
が
一
つ
に
な
る
こ
と
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
他
方
は
自
己
が
自
己
と
同
一
に
留
ま
る
こ
と
で
あ
る
。
前

の
関
係
の
み
あ
っ
て
後
の
関
係
が
な
い
な
ら
ば
、
我
々
は
独
立
の
個
体
で
あ
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ

れ
ら
の
同
一
の
関
係
は
共
に
単
に
静
的
な
も
の
で
な
く
て
動
的
発
展
的
な
も
の
で
あ
る
。
環
境
に
適
応
し
て
ゆ
く

こ
と
が
環
境
を
形
成
し
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
、
自
己
に
適
応
し
て
ゆ
く
こ
と
は
自
己
を
形
成
し
て
ゆ
く
こ

と
で
あ
る
。
人
間
の
行
為
は
環
境
形
成
的
で
あ
る
と
同
時
に
自
己
形
成
的
で
あ
る
。

い
ま
行
為
は
す
べ
て
か
く
の
如
き
性
質
の
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ひ
と
は
古
典
哲
学
に
お
い
て
徳 ajrethv 

と

仕
事 e[rgon 

が
結
び
附
け
て
考
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に
重
要
な
意
味
を
認
め
得
る
で
あ
ろ
う
。プ
ラ
ト
ン
の『
ポ

リ
テ
イ
ア
』
の
中
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
先
ず
眼
の
徳
に
つ
い
て
語
り
、眼
は
自
己
に
属
す
る
仕
事
を
善
く
為
す
場
合
、

即
ち
す
ぐ
れ
た
視
力
を
有
す
る
場
合
、
徳
を
有
す
る
と
い
わ
れ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
各
々
の
も
の
に
は
固
有
の
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徳
が
あ
る
、
な
ぜ
な
ら
視
る
こ
と
は
眼
の
み
の
為
し
得
る
仕
事
で
あ
る
如
く
、
各
々
の
も
の
は
自
己
の
み
が
、
或

い
は
他
よ
り
も
自
己
が
最
も
善
く
為
し
得
る
仕
事
を
有
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
語
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
よ

る
と
、
生
命
は
霊
魂
の
仕
事
で
あ
る
。
自
己
に
属
す
る
仕
事
を
善
く
為
す
霊
魂
は
善
い
霊
魂
で
あ
り
、
そ
の
固
有

の
徳
を
欠
く
霊
魂
は
悪
い
霊
魂
で
あ
る
。
為
さ
ぬ
こ
と
は
徳
で
あ
り
得
ず
、
徳
と
は
為
す
こ
と
、
善
く
為
す
こ
と

で
あ
る
。
徳
は
活
動
と
、
活
動
は
仕
事
、
自
己
に
固
有
の
仕
事
と
結
び
附
い
て
い
る
。
徳
と
活
動
或
い
は
行
為
が

こ
の
よ
う
に
仕
事
と
結
び
附
け
て
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
徳
と
技
術
と
が
ま
た
結
び
附
け
て
考
え
ら
れ
た
。

『
ゴ
ル
ギ
ア
ス
』
の
中
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
建
築
術
、
造
船
術
、
医
術
等
に
絶
え
ず
関
係
附
け
な
が
ら
、
善
と
は

何
で
あ
る
か
を
解
明
し
て
い
る
。
例
え
ば
善
い
建
築
家
即
ち
徳
を
有
す
る
建
築
家
と
い
う
の
は
、
自
己
の
形
成
す

る
も
の
に
正
し
い
形 ei\doV 

を
与
え
る
者
で
あ
る
。
彼
は
役
に
立
つ
家
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
。
役
に
立
つ
家
と

い
う
の
は
秩
序
を
有
す
る
家
の
こ
と
で
あ
る
。
身
体
や
霊
魂
に
つ
い
て
も
同
じ
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
身
体
の
う

ち
に
秩
序
が
具
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
健
康
そ
の
他
の
身
体
の
徳
を
作
り
出
し
得
る
者
が
善
い
医
者
で
あ
る
。
霊
魂

の
徳
と
い
う
の
も
霊
魂
の
う
ち
に
作
ら
れ
る
秩
序
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
に
行
為
も
し
く
は
実
践

と
技
術
的
領
域
に
お
け
る
仕
事
と
が
同
様
の
構
造
を
有
す
る
と
す
れ
ば
、
徳
は
知
で
あ
る
と
い
う
ソ
ク
ラ
テ
ス
的

命
題
の
決
し
て
抽
象
的
な
も
の
で
な
い
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
善
い
建
築
家
は
た
ま
た
ま
秩
序
を
有
す
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る
家
を
作
る
と
い
う
の
で
な
く
、
知
識
に
基
づ
い
て
つ
ね
に
こ
の
よ
う
な
家
を
作
り
得
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ

が
建
築
家
の
徳
で
あ
る
。
徳
は
仕
事
に
お
け
る
有
能
性
に
ほ
か
な
ら
ず
、
知
識
の
有
無
は
建
築
家
の
徳
不
徳
に
と

っ
て
決
定
的
で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
に
見
ら
れ
る
右
の
如
き
考
え
方
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
っ
て
一
層
発
展
さ

せ
ら
れ
た
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
も
徳
は
活
動
と
、
そ
し
て
仕
事
と
結
び
附
け
ら
れ
、
更
に
そ
れ
は
目
的 

tevloV 

の
概
念
と
結
び
附
け
て
考
え
ら
れ
た
。
目
的
と
い
う
の
は
、
例
え
ば
建
築
家
が
形
成
す
る
煉
瓦
、
木
材
等

の
う
ち
に
実
現
し
て
く
る
家
の
形
で
あ
り
、
こ
の
目
的
に
達
す
る
と
き
彼
の
制
作
的
過
程
は
終
末
に
達
す
る
。
過

程
の
終
末
に
あ
る
も
の
が
目
的
で
あ
る
。
そ
の
活
動
が
終
末
に
、
従
っ
て
結
果
に
達
す
る
こ
と
の
な
い
建
築
家
は

悪
い
建
築
家
で
あ
る
。
善
い
建
築
家
、
徳
の
あ
る
建
築
家
と
い
う
の
は
現
実
に
家
を
作
り
上
げ
て
結
果
に
達
し
得

る
者
の
こ
と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
あ
ら
ゆ
る
行
為
が
す
で
に
述
べ
た
如
く
形
成
的
な
意
味
を
有
す
る
と
す
れ
ば
、
か
よ
う
に
行
為
と
制

作 poivhsiV 

と
を
関
係
附
け
て
考
え
る
こ
と
は
単
な
る
比
論
以
上
の
意
味
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

無
内
容
な
、
そ
れ
故
に
仕
事
で
な
い
よ
う
な
行
為
は
た
だ
抽
象
的
に
考
え
ら
れ
得
る
の
み
で
あ
る
。
仕
事
に
お
け

る
有
能
性
を
離
れ
て
道
徳
を
考
え
る
こ
と
は
抽
象
的
で
あ
る
。
環
境
形
成
的
に
せ
よ
、
自
己
形
成
的
に
せ
よ
、
形

成
の
意
味
を
有
し
な
い
よ
う
な
、
従
っ
て
制
作
の
意
味
を
有
し
な
い
よ
う
な
行
為
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
我
々
の
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現
実
の
生
活
は
環
境
形
成
的
で
あ
り
、
自
己
形
成
的
で
あ
り
、
こ
れ
な
し
に
は
生
命
は
存
続
し
得
な
い
。
環
境
の

形
成
は
同
時
に
自
己
の
形
成
で
あ
り
、
自
己
の
形
成
は
同
時
に
環
境
の
形
成
で
あ
る
。
自
己
の
仕
事
を
善
く
為
す

こ
と
に
努
力
す
る
よ
り
も
自
己
の
形
成
に
と
っ
て
大
切
な
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
人
間
と
仕
事
を
別
の
も
の
と

考
え
る
こ
と
は
抽
象
的
で
あ
る
。
も
と
よ
り
我
々
の
行
為
の
す
べ
て
が
家
や
寝
床
の
如
き
物
を
作
る
行
為
で
あ
る

と
い
う
の
で
は
な
い
。
し
か
し
物
を
作
る
と
は
い
わ
れ
ぬ
行
為
も
人
間
を
作
る
と
い
わ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

は
我
々
自
身
の
人
間
を
作
る
の
で
あ
り
、
ま
た
他
の
人
々
に
働
き
掛
け
て
彼
等
の
人
間
を
作
る
の
で
あ
っ
て
、
そ

の
意
味
に
お
い
て
形
成
的
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
際
他
の
人
々
は
自
己
の
環
境
と
見
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
環
境

に
働
き
掛
け
る
こ
と
に
お
い
て
自
己
は
逆
に
こ
の
環
境
か
ら
働
き
掛
け
ら
れ
、
環
境
の
形
成
は
同
時
に
自
己
の
形

成
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

か
よ
う
に
我
々
の
行
為
を
す
べ
て
制
作
的
或
い
は
形
成
的
活
動
と
考
え
る
こ
と
に
困
難
を
感
ず
る
者
も
な
い
で

は
な
い
。
尤
も
そ
の
困
難
は
右
に
述
べ
た
二
つ
の
点
に
注
意
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
差
当
り
除
か
れ
得
る
こ
と
で
あ

る
。
即
ち
先
ず
生
命
あ
る
も
の
は
す
べ
て
環
境
に
適
応
す
る
と
共
に
自
己
に
適
応
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
活
す
る

と
い
う
こ
と
、
次
に
人
間
の
形
成
も
根
本
的
な
意
味
に
お
い
て
は
ひ
と
つ
の
制
作
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
実
践
と
制
作
と
は
な
お
区
別
を
要
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
る
ほ
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ど
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
如
き
も
両
者
の
差
異
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
先
ず
共
に
観
想
か
ら
区
別
さ
れ

る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
る
と
、
観
想
の
対
象
が
恒
に
あ
る
も
の
、
不
変
な
も
の
で
あ
る
の
に
反
し
て
、
制
作

と
実
践
と
は
他
の
よ
う
に
で
も
あ
り
得
る
も
の
、
変
ず
る
も
の
を
対
象
と
す
る
点
に
お
い
て
同
じ
で
あ
る
。
後
の

二
者
の
差
異
は
、
制
作
に
お
い
て
は
目
的
は
活
動
そ
の
も
の
で
は
な
く
て
他
の
も
の
即
ち
そ
れ
に
よ
っ
て
作
ら
れ

る
作
品
で
あ
る
の
に
反
し
て
、
実
践
に
お
い
て
は
活
動
そ
の
も
の
が
目
的
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
前
の

場
合
目
的
は
活
動
の
外
に
あ
る
の
に
反
し
て
、
後
の
場
合
そ
れ
は
活
動
の
内
に
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
実
践
と
制

作
と
は
そ
の
対
象
の
性
質
が
同
じ
で
あ
る
以
上
、如
何
に
し
て
こ
の
よ
う
な
差
異
が
考
え
ら
れ
得
る
で
あ
ろ
う
か
。

『
形
而
上
学
』
第
九
巻
第
六
章
に
お
い
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
キ
ネ
シ
ス
と
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
と
を
区
別
し
て
い
る
。

キ
ネ
シ
ス
は
運
動
を
意
味
す
る
が
、
そ
れ
は
テ
ロ
ス
（
終
末
、
目
的
）
に
な
い
運
動
で
あ
る
。
例
え
ば
、
家
を
建

て
る
こ
と
は
ひ
と
つ
の
運
動
で
あ
る
。
家
を
建
て
た
と
き
こ
の
運
動
は
テ
ロ
ス
に
達
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と

共
に
こ
の
運
動
は
終
り
、
こ
れ
が
運
動
に
あ
る
限
り
テ
ロ
ス
に
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
家
を
建
て
る
と
同
時
に

建
て
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
ぬ
。
し
か
る
に
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
と
呼
ば
れ
る
す
ぐ
れ
た
意
味
の
運
動
に
お
い
て
は
、

例
え
ば
、
視
る
と
同
時
に
視
た
、
考
え
る
と
同
時
に
考
え
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
視
る
こ
と
の

目
的
は
視
る
こ
と
の
ほ
か
に
な
く
、
考
え
る
こ
と
の
目
的
は
考
え
る
こ
と
の
ほ
か
に
な
く
、
即
ち
活
動
そ
の
も
の
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の
ほ
か
に
活
動
の
目
的
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
家
を
建
て
る
活
動
に
お
い
て
は
こ
の
活
動
そ
の
も

の
で
は
な
く
建
て
た
家
が
目
的
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
実
践
と
制
作
と
を
区
別
し
て
実
践

に
お
い
て
は
活
動
そ
の
も
の
が
目
的
で
あ
る
と
い
う
場
合
、
そ
の
実
践
は
視
る
と
か
考
え
る
と
か
い
う
こ
と
、
要

す
る
に
テ
オ
リ
ア
（
観
想
）
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
ま
こ
と
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
観
想
は
ひ
と
つ
の
実
践

で
あ
る
の
み
で
な
く
、
最
高
の
実
践
で
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
制
作
と
実
践
と
を
区
別
し
よ
う
と
し
た
彼
は

観
想
そ
の
も
の
を
実
践
と
見
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
際
行
為
と
見
ら
れ
る
も
の
の
対
象
は
他
の
よ
う

に
で
も
あ
り
得
る
も
の
で
は
な
く
、
不
変
な
も
の
、
永
遠
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
我
々
は
む
し
ろ
観
想
を

も
制
作
的
活
動
の
一
種
と
見
よ
う
と
欲
す
る
も
の
で
あ
る
。
今
そ
の
こ
と
は
別
に
し
て
、
少
な
く
と
も
実
践
の
対

象
が
制
作
の
対
象
と
同
じ
く
他
の
よ
う
に
で
も
あ
り
得
る
も
の
、
変
ず
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
行
為
は
す
べ
て
制

作
的
行
為
で
あ
る
と
考
え
て
然
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
実
践
は
人
間
を
対
象
と
す
る
と
い
っ
て
も
、
人
間
も

ま
た
他
の
よ
う
に
で
も
あ
り
得
る
も
の
、
変
ず
る
も
の
、
即
ち
可
塑
的
な
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
実
践
を
制
作
と
考
え
る
こ
と
に
は
な
お
困
難
が
感
じ
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の

困
難
の
最
も
深
い
理
由
は
、
人
間
は
主
体
で
あ
り
、
実
践
は
本
質
的
に
主
体
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
に
横
た

わ
っ
て
い
る
。
ギ
リ
シ
ア
哲
学
は
実
体
哲
学
で
あ
っ
て
、
主
体
哲
学
で
は
な
か
っ
た
。
技
術
と
実
践
と
の
区
別
に
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関
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
実
践
は
「
人
間
に
と
っ
て
善
な
る
も
の
と
悪
な
る
も
の
」
の
見
地
に
立
つ
と
述
べ

て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
善
と
か
悪
は
人
間
と
行
為
を
主
体
的
に
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
得
る
も
の
で

あ
る
。
イ
デ
ア
の
哲
学
は
主
観
の
哲
学
に
代
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
お
い
て
カ
ン
ト
の
倫
理
学
は

重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
カ
ン
ト
の
人
格
の
概
念
は
な
お
抽
象
的
で
あ
る
。
彼
の
い
う
主
観

と
我
々
の
意
味
す
る
主
体
と
は
同
じ
で
は
な
い
。
主
体
は
単
な
る
主
観
を
い
う
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
ヘ
ー
ゲ
ル

の
い
わ
ゆ
る
実
体
に
し
て
主
観
で
あ
る
も
の
が
主
体
で
あ
る
。
即
ち
い
わ
ば
主
観
の
概
念
と
実
体
の
概
念
と
の
統

一
と
し
て
主
体
の
概
念
が
考
え
ら
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
行
為
と
制
作
と
を
一
つ
に
考
え
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
、

す
べ
て
の
行
為
は
制
作
の
意
味
を
有
す
る
と
い
い
得
る
の
で
あ
る
。
人
間
が
単
に
主
観
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る

限
り
、
道
徳
的
行
為
と
制
作
と
は
別
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
ほ
か
な
い
。
し
か
し
制
作
も
決
し
て
単
に
客
観
的

な
過
程
で
な
い
よ
う
に
、
道
徳
的
行
為
も
決
し
て
単
に
主
観
的
な
作
用
で
は
な
い
。
制
作
は
主
観
的
な
も
の
と
客

観
的
な
も
の
と
の
統
一
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
我
々
の
行
為
に
は
す
べ
て
そ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
制
作
に
お

け
る
主
観
と
客
観
と
の
統
一
も
決
し
て
単
に
直
接
的
な
も
の
で
は
な
い
。
道
徳
的
行
為
は
自
覚
的
で
あ
る
と
い
わ

れ
る
と
す
れ
ば
、
制
作
も
ま
た
自
覚
的
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
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三

我
々
は
主
体
と
し
て
独
立
な
も
の
、
自
律
的
な
も
の
、
自
由
な
も
の
で
あ
る
。
か
よ
う
な
主
体
は
何
よ
り
も
責

任
の
主
体
で
あ
る
。
我
々
は
自
己
の
如
何
な
る
行
為
の
責
任
を
も
脱
れ
得
る
も
の
で
は
な
い
。
自
己
の
行
為
の
責

任
を
他
に
転
嫁
す
る
こ
と
は
自
己
の
人
格
を
抛
棄
す
る
こ
と
で
あ
る
。
我
々
は
つ
ね
に
自
己
に
対
し
て
責
任
を
負

う
て
い
る
。
我
々
は
自
己
の
行
為
に
お
い
て
良
心
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
真
の
良
心
は
自
己
の
行
為
の
動
機

に
つ
い
て
の
み
で
な
く
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
も
責
任
を
感
じ
る
で
あ
ろ
う
。
結
果
に
対
す
る
責
任
を
除
い
て
真

の
責
任
と
い
う
も
の
は
考
え
ら
れ
な
い
。
行
為
の
動
機
に
対
し
て
の
み
責
任
を
負
お
う
と
す
る
者
は
完
全
に
責
任

を
負
う
者
で
な
く
、
真
に
良
心
的
で
あ
る
と
は
い
え
ぬ
。
行
為
の
結
果
に
対
し
て
責
任
を
負
う
と
い
う
こ
と
は
単

に
自
己
の
外
部
に
対
し
て
責
任
を
負
う
こ
と
で
な
く
、
ま
た
自
己
自
身
に
対
し
て
責
任
を
負
う
こ
と
で
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
す
べ
て
の
行
為
は
自
己
を
形
成
す
る
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
か
ら
。
自
己
に
対
し
て
責
任
を
有
す
る

と
い
う
こ
と
は
自
己
の
形
成
に
対
し
て
責
任
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
間
は
歴
史
的
な
も
の
と
し
て
不

変
な
も
の
で
な
く
、
行
為
に
お
い
て
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
、
行
為
は
制
作
の
意
味
を
有
す
る
故
に
人
間
は
行

為
に
お
い
て
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
行
為
を
制
作
的
行
為
と
解
す
る
こ
と
に
反
対
す
る
者
は
、
人
間
を
歴
史
的

な
も
の
と
見
な
い
で
、
永
久
に
不
変
な
人
格
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
あ
る
か
の
如
く
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
行
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為
は
自
己
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
る
故
に
、
為
す
こ
と
、
善
く
為
す
こ
と
に
対
し
て
我
々
は
責
任
を
有
し
て
い
る
。

も
し
行
為
の
結
果
が
自
己
の
人
格
に
関
わ
り
の
な
い
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
我
々
の
良
心
は
行
為
の
結
果
に
対
し

て
責
任
を
負
う
こ
と
を
要
し
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
何
故
に
一
般
に
為
す
こ
と
が
為
さ
ぬ
こ
と
よ
り
も
善
い
か

の
理
由
も
理
解
し
難
い
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
人
間
は
環
境
を
形
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
行
為
す
る
と
い
う
の

は
心
の
う
ち
に
留
ま
る
こ
と
で
な
く
、
身
体
を
介
し
て
外
へ
出
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
る
。
人
間
は
つ
ね
に
環
境
に
お

け
る
存
在
で
あ
り
、
環
境
は
彼
の
存
在
に
と
っ
て
い
わ
ば
構
成
的
で
あ
る
。
環
境
は
絶
え
ず
我
々
に
影
響
を
及
ぼ

し
、
我
々
の
存
在
と
行
為
と
を
規
定
す
る
。
従
っ
て
環
境
を
形
成
す
る
こ
と
は
自
己
を
形
成
す
る
こ
と
で
あ
り
、

環
境
を
形
成
す
る
こ
と
な
し
に
は
自
己
は
形
成
さ
れ
得
な
い
。
我
々
の
行
為
に
よ
っ
て
環
境
は
変
化
さ
れ
て
新
た

に
な
り
、
か
よ
う
に
新
た
に
な
っ
た
環
境
は
逆
に
我
々
の
人
間
を
新
た
に
形
成
す
る
こ
と
に
働
く
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
な
が
ら
何
故
に
我
々
は
環
境
に
対
し
て
責
任
を
負
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
か
。
環
境
の
形
成
な
く
し
て
自

己
の
形
成
は
あ
り
得
ず
、
従
っ
て
自
己
の
形
成
に
対
し
て
責
任
を
有
す
る
者
は
環
境
の
形
成
に
対
し
て
も
責
任
を

有
す
る
と
い
わ
れ
る
に
し
て
も
、
か
く
の
如
き
意
味
に
お
け
る
環
境
に
対
す
る
責
任
は
結
局
自
己
に
対
す
る
責
任

以
外
の
も
の
で
な
く
、
環
境
そ
の
も
の
に
対
す
る
責
任
と
は
い
い
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
自
己
に
対
す
る
責
任
を
通
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じ
て
の
ほ
か
我
々
は
環
境
に
対
し
て
責
任
を
有
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

も
し
環
境
が
た
だ
い
わ
ゆ
る
環
境
の
意
味
の
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
す
れ
ば
、
我
々
は
環
境
に
対
し
て
本
来
的
な

責
任
を
有
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
環
境
に
対
し
て
我
々
が
責
任
を
有
す
る
と
い
う
に
は
、
環
境
は
単
な
る
環
境
で
な

く
却
っ
て
主
体
の
意
味
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
主
体
は
他
の
主
体
に
対
し
て
の
み
責
任
を
有
す
る
。
我
々
の

環
境
は
我
々
と
同
様
に
主
体
で
あ
る
と
こ
ろ
の
他
の
人
間
、
他
の
人
格
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
我
々
は
責
任
を

有
す
る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
彼
等
は
主
体
と
し
て
独
立
な
も
の
、自
律
的
な
も
の
で
あ
り
、

か
く
て
彼
等
は
彼
等
自
身
に
対
し
て
銘
々
責
任
を
有
す
る
と
い
わ
れ
る
に
し
て
も
、
或
い
は
い
わ
れ
る
限
り
、
何

故
に
我
々
は
彼
等
に
対
し
て
責
任
を
負
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
た
と
い
我
々
は
彼
等
の
個
々
の

個
人
に
対
し
て
責
任
を
有
す
る
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
は
我
々
が
社
会
に
対
し
て
責
任
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
と

同
じ
で
あ
ろ
う
か
。
社
会
は
各
々
の
個
人
の
い
ず
れ
と
も
、
諸
々
の
個
人
の
和
と
も
等
し
く
な
い
。
社
会
を
単
に

個
人
と
個
人
と
の
関
係
と
考
え
る
こ
と
も
、
社
会
か
ら
そ
の
実
体
性
を
奪
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

社
会
は
我
々
の
存
在
の
根
拠
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
、
人
間
は
社
会
か
ら
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
恰
も
家

や
寝
床
が
我
々
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
よ
う
に
、
人
間
は
社
会
か
ら
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
作
ら
れ

た
も
の
に
と
っ
て
運
動
の
原
因
は
自
己
の
う
ち
に
な
い
。
家
が
作
ら
れ
る
場
合
、
運
動
の
原
因
は
家
に
あ
る
の
で
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な
く
て
人
間
に
あ
る
。
し
か
し
他
方
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
も
い
っ
た
よ
う
に
家
は
家
か
ら
生
ず
る
と
見
る
こ
と
が
で

き
る
。
技
術
に
よ
っ
て
出
て
く
る
の
は
そ
の
形
が
技
術
家
の
心
の
う
ち
に
あ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で

形
は
各
々
の
も
の
の
本
質
で
あ
る
。
従
っ
て
家
は
家
か
ら
生
ず
る
と
い
わ
れ
る
。
家
は
建
築
家
の
活
動
か
ら
生
ず

る
と
い
わ
れ
る
と
共
に
家
は
家
か
ら
生
ず
る
と
も
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
恰
も
そ
の
よ
う
に
、
人
間
は
自
己
自
身

か
ら
形
成
さ
れ
る
と
い
い
得
る
と
共
に
人
間
は
社
会
か
ら
形
成
さ
れ
る
と
も
い
い
得
る
の
で
あ
る
。
人
間
は
作
ら

れ
た
も
の
と
し
て
家
の
如
き
も
の
で
な
く
、
独
立
な
主
体
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
独
立
な
主
体
を
作
る
も
の
は
環

境
と
見
ら
れ
る
社
会
で
な
く
、
主
体
と
し
て
の
社
会
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
普
通
に
我
々
が
主
体
で
あ
っ
て
社
会

は
我
々
の
環
境
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
我
々
が
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
限
り
我
々
は
主
体
で
あ

る
よ
り
も
客
体
で
あ
り
、
環
境
と
い
わ
れ
る
社
会
の
一
部
分
に
過
ぎ
な
い
。
我
々
は
す
べ
て
こ
の
環
境
的
社
会
と

も
い
う
べ
き
も
の
に
属
し
て
お
り
、
そ
の
際
主
体
と
考
え
ら
る
べ
き
も
の
は
む
し
ろ
こ
の
環
境
的
社
会
を
作
る
社

会
で
あ
る
。環
境
的
社
会
に
属
す
る
も
の
と
し
て
の
我
々
に
と
っ
て
そ
の
よ
う
な
主
体
的
社
会
は
超
越
的
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
人
間
は
独
立
な
も
の
と
し
て
作
ら
れ
、
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
共
に
作
る
も
の
と
し
て
働
く
主

体
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
主
体
と
し
て
の
我
々
に
と
っ
て
環
境
的
社
会
は
ま
さ
に
環
境
で
あ
り
、
我
々
の
作
る
も

の
で
あ
る
。
即
ち
環
境
に
対
し
て
形
成
的
に
働
く
こ
と
に
よ
っ
て
我
々
は
主
体
的
社
会
或
い
は
創
造
的
社
会
の
一
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要
素
と
し
て
働
く
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
我
々
は
自
己
の
主
体
的
超
越
の
根
柢
に
お
い
て
創
造
的
社
会
と
一
つ
で

あ
る
。
か
く
の
如
き
超
越
な
く
し
て
主
体
は
考
え
ら
れ
ず
、
行
為
も
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
人
間
が
社
会
に
対

し
て
責
任
を
有
す
る
と
い
う
の
は
何
よ
り
も
か
く
の
如
き
創
造
的
社
会
に
対
し
て
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
場
合

社
会
に
対
す
る
責
任
は
同
時
に
自
己
に
対
す
る
責
任
で
あ
る
か
ら
。
そ
の
場
合
我
々
は
自
己
に
対
す
る
責
任
を
介

し
て
社
会
に
対
す
る
責
任
を
有
す
る
の
で
な
く
、
む
し
ろ
社
会
に
対
す
る
責
任
を
介
し
て
自
己
に
対
す
る
責
任
を

有
す
る
の
で
あ
る
。
我
々
が
他
の
個
人
に
対
し
て
責
任
を
有
す
る
の
も
、
か
よ
う
な
社
会
に
対
す
る
責
任
を
介
し

て
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
、
我
々
は
創
造
的
社
会
の
要
素
と
し
て
互
い
に
対
し
て
責
任
を
負
う
て
お
り
、
互
い

の
呼
び
掛
け
に
応
え
る
義
務
を
有
し
て
い
る
。
他
の
人
間
の
呼
び
掛
け
に
応
え
る
こ
と
は
こ
の
社
会
の
呼
び
掛
け

に
応
え
る
こ
と
で
あ
る
。
我
々
は
社
会
の
創
造
に
参
加
す
べ
き
責
任
を
有
し
て
い
る
。
環
境
的
社
会
を
変
化
し
形

成
し
て
ゆ
く
主
体
的
社
会
の
創
造
に
参
加
し
、
環
境
的
社
会
を
変
化
し
形
成
し
て
ゆ
く
こ
と
が
我
々
の
行
為
の
課

題
で
あ
る
。
も
と
よ
り
環
境
的
社
会
と
創
造
的
社
会
と
は
抽
象
的
に
分
離
さ
る
べ
き
も
の
で
な
く
、
存
在
す
る
の

は
一
つ
の
社
会
の
自
己
形
成
で
あ
り
、
自
己
発
展
で
あ
っ
て
、
我
々
の
自
己
形
成
、
自
己
発
展
も
そ
の
中
に
包
ま

れ
て
い
る
。
か
よ
う
な
社
会
の
発
展
に
協
力
す
る
こ
と
が
我
々
互
い
の
任
務
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
格
の
問
題
で
あ

る
と
共
に
仕
事
の
問
題
で
あ
り
、
良
心
の
問
題
で
あ
る
と
共
に
有
能
性
の
問
題
で
あ
り
、
意
志
の
問
題
で
あ
る
と
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共
に
知
性
の
問
題
で
あ
る
。



解
題

第
五
巻
編
者
久
野
収
に
よ
る
と
本
巻
は
、「
マ
ル
ク
ス
主
義
の
哲
学
的
把
握
を
と
お
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
逆
に
自
分
の
哲

学
に
目
ざ
め
は
じ
め
た
著
者
が
、『
歴
史
哲
学
』
を
出
発
点
と
し
て
、
ず
っ
と
向
こ
う
に
自
分
の
哲
学
体
系
の
成
立
を
予
想

し
な
が
ら
、
書
き
つ
づ
け
た
試
論
的
諸
著
作
が
収
め
ら
れ
る
。」
著
者
の
三
十
歳
代
後
半
か
ら
四
十
歳
代
前
半
ま
で
の
、
壮

年
期
の
哲
学
論
文
で
あ
る
、
と
言
う
こ
と
で
す
。

各
論
文
の
初
出
は
、

危
機
意
識
の
哲
学
的
解
明
：『
理
想
』
第35
号
（「
思
想
的
危
機
の
検
討
」
特
集
）1932

（
昭
和
７
）
年11

月
、
後
、

論
文
集
『
危
機
に
於
け
る
人
間
の
立
場
』1933
年
６
月
（
鉄
塔
書
院
）、『
哲
学
ノ
ー
ト
』1941

（
昭
和16

）
年11

月
（
河
出
書
房
）
に
再
録
。

形
而
上
学
の
将
来
性
に
つ
い
て
：『
宗
教
研
究
』
第10

巻
第
１
号1932

（
昭
和
７
）
年12

月
、
原
題
「
形
而
上
学
の
将

来
性
の
問
題
」。
後
、
論
文
集
『
危
機
に
於
け
る
人
間
の
立
場
』、『
哲
学
ノ
ー
ト
』
に
再
録
。



世
界
観
構
成
の
理
論
：『
理
想
』
第39

号1933

（
昭
和
８
）
年
４
月
。『
哲
学
ノ
ー
ト
』
に
再
録
。

人
間
学
と
歴
史
哲
学
：『
理
想
』
第55

号1935

（
昭
和10

）
年
５
月
。

表
現
に
於
け
る
真
理
：『
思
想
』
第160

号1935

（
昭
和10

）
年
９
月
。

解
釈
学
と
修
辞
学：
波
多
野
精
一
先
生
献
呈
論
文
集『
哲
学
及
び
宗
教
と
其
歴
史
』1938

（
昭
和13

）年
９
月（
岩
波
書
店
）。

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
哲
学
的
基
礎
：『
思
想
』
第173,174

号
（「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
特
集
）1936

（
昭
和11

）
年

10

、11

月
。

人
間
主
義：『
廿
世
紀
思
想
』第
七
巻『
人
間
主
義
』1938

（
昭
和13

）年
５
月（
河
出
書
房
）。
後
、『
新
版
現
代
哲
学
辞
典
』（
日

本
評
論
社
）
の
一
項
目
「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
と
し
て
、お
よ
び
『
続
哲
学
ノ
ー
ト
』
に
再
録
。
な
お
辞
典
収
録
時
に
、

一
、
起
源　

二
、
ル
ネ
サ
ン
ス
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム　

三
、
ド
イ
ツ
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム　

四
、
現
代
の
ヒ
ュ
ー
マ

ニ
ズ
ム　

五
、
現
代
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
問
題　

と
い
う
目
次
が
付
け
加
わ
っ
た
。

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
倫
理
思
想：
岩
波
講
座『
倫
理
学
』第15

冊1941

（
昭
和16

）年12

月
。『
続
哲
学
ノ
ー
ト
』1942

（
昭

和17

）
年
４
月
（
河
出
書
房
）
に
再
録
。

精
神
史
方
法
論
：
理
想
社
刊
『
世
界
精
神
史
講
座
』
第
二
巻
「
世
界
精
神
史
の
諸
問
題
」1941

（
昭
和16

）
年
３
月
。

充
足
的
経
験
論
：『
思
想
』
第227

号
（
ベ
ル
グ
ソ
ン
特
集
）1941
（
昭
和16

）
年
４
月
。



自
然
主
義
の
倫
理
思
想
：
岩
波
講
座
『
倫
理
学
』
第14

冊1941

（
昭
和16

）
年12

月
。

形
而
上
学
の
現
象
学
：『
理
想
』
第12

号
（「
現
代
思
想
研
究
」
特
集
）1929

（
昭
和
４
）
年10

月
。

倫
理
と
人
間
：『
思
想
』
第133

号
（「
ケ
ー
ベ
ル
先
生
記
念
」
特
集
）1933

（
昭
和
８
）
年
６
月
。
論
文
集
『
人
間
学
的

文
学
論
』1934
（
昭
和
９
）
年
７
月
（
改
造
社
『
文
芸
復
興
叢
書
』）、『
哲
学
ノ
ー
ト
』
に
再
録
。

道
徳
の
理
念
：『
理
想
』
第79

号1937

（
昭
和12

）
年12

月
。
原
題
「
新
道
徳
の
理
念
」、『
哲
学
ノ
ー
ト
』
に
再
録
。
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