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凡
例

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

〜68

、1986

年
）
よ
り
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
以
下

の
よ
う
な
改
定
を
施
し
て
い
る
。

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

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

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

・「
帰き
ち
ゃ
く著

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

と
し
た
。「
愈
い
よ
い
よ」「

益
ま
す
ま
す」

も
「
愈
々
」「
益
々
」
と
。

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

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

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

れ
ら
の
区
別
は
し
て
い
な
い
。

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

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

ベ
ッ
トI, II, IV, X

で
代
用
し
て
い
る
。

・
ギ
リ
シ
ャ
文
字
はTekniaG

reek font

を
使
っ
て
い
る
。
但
しφι

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



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

は
特
別
の
他
示
さ
な
い
。
明
確
な
誤
記
・
誤
植
以
外
は
原
形
を
保
存
す
る
。
歴
史

的
意
義
を
持
つ
初
期
著
作
は
原
形
の
ま
ま
収
録
し
、
各
種
発
表
さ
れ
た
た
ぐ
い
の

も
の
は
、
分
類
し
年
代
順
に
配
列
し
た
。」
と
あ
る
。

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

大
内　

兵
衛

東
畑　

精
一

羽
仁　

五
郎

桝
田
啓
三
郎

久
野　
　

收
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七

序
序

今
私
の
手
か
ら
離
れ
た
ば
か
り
の
こ
の
書
の
内
容
そ
の
も
の
に
就
い
て
、
私
は
こ
こ
に
特
に
語
る
べ
き
こ
と
を

も
た
な
い
。
云
お
う
と
欲
す
る
こ
と
は
こ
の
書
の
う
ち
の
何
処
か
で
何
か
の
形
に
於
て
既
に
述
べ
て
お
い
た
筈
で

あ
る
。
他
日
こ
の
書
の
内
容
そ
の
も
の
が
私
に
と
っ
て
「
歴
史
的
な
も
の
」
と
な
っ
た
と
き
、
私
自
身
こ
れ
に
就

い
て
更
め
て
語
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
も
と
叢
書
の
中
の
一
冊
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
た
た
め
に
、
紙
幅
の
関
係
か

ら
し
て
も
論
ず
べ
く
し
て
そ
こ
に
論
ぜ
ら
れ
得
な
か
っ
た
問
題
は
多
い
。
そ
れ
ら
に
関
し
て
は
今
後
他
の
形
式
で

論
述
さ
れ
、
究
明
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
歴
史
哲
学
と
し
て
も
こ
の
書
は
寧
ろ
そ
の
序
論
的
部
分
に
過
ぎ
ぬ
。
歴
史

の
問
題
は
我
々
の
国
に
於
て
は
従
来
あ
ま
り
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
今
や
事
情
は
全
く
変
化
し
た
。

し
か
も
な
お
こ
の
方
面
に
関
す
る
著
述
の
殆
ど
全
く
欠
け
て
い
る
場
合
、
こ
の
書
も
幾
分
の
存
在
理
由
を
有
し
得

る
も
の
と
期
待
し
て
よ
か
ろ
う
か
。

私
が
歴
史
哲
学
上
の
諸
問
題
に
関
心
す
る
の
は
、私
の
京
都
帝
国
大
学
哲
学
科
在
学
の
頃
以
来
の
こ
と
で
あ
る
。



八

今
自
分
の
思
想
を
一
応
、
も
と
よ
り
ほ
ん
の
一
応
、
こ
の
書
の
形
で
纏
め
、
こ
の
後
の
研
究
の
ひ
と
つ
の
蹈
石
た

ら
し
め
よ
う
と
考
え
る
に
際
し
、
私
は
自
分
の
と
に
か
く
こ
こ
ま
で
歩
ん
で
来
た
の
は
ひ
と
え
に
師
友
の
指
導
と

刺
戟
と
に
よ
る
こ
と
を
思
い
、
こ
こ
ろ
か
ら
な
る
感
謝
を
捧
げ
る
。
巻
末
に
附
し
た
索
引
は
池
島
重
信
君
の
力
に

な
る
も
の
で
あ
る
。
君
が
貴
重
な
研
究
の
時
間
を
割
い
て
こ
の
面
倒
な
仕
事
に
あ
た
っ
て
く
れ
た
の
に
対
し
特
に

謝
意
を
表
明
す
る
。〔
編
者
注
―
―
索
引
は
本
全
集
で
は
省
略
し
た
。〕

千
九
百
三
十
二
年
一
月
三
十
一
日　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
京
に
於
て

三
木　

清



九

第
一
章　

歴
史
の
概
念

第
一
章　

歴
史
の
概
念

一

こ
こ
に
考
察
さ
れ
る
対
象
を
表
す
と
こ
ろ
の「
歴
史
」と
い
う
語
は
、普
通
に
二
重
の
意
味
を
負
わ
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
我
々
に
先
立
っ
て
歴
史
の
問
題
に
就
い
て
探
求
し
た
人
々
に
よ
っ
て
注
意
さ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
て
、
既
に

ヘ
ー
ゲ
ル
の
如
き
も
、
そ
れ
を
こ
の
語
の
含
む
主
観
的
及
び
客
観
的
方
面
と
し
て
区
別
し
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、

歴
史
と
い
う
語
は
、
多
く
の
国
語
に
於
て
、
我
々
の
国
語
も
例
外
を
な
す
こ
と
な
く
、
一
方
で
は
主
観
的
に
、「
出

来
事
の
叙
述
」historia rerum

 gestarum
 

の
意
味
に
於
て
、
そ
し
て
他
方
で
は
客
観
的
に
、「
出
来
事
」 res gestae 

そ
の
も
の
の
意
味
に
於
て
、
用
い
ら
れ
て
い
る
。
後
者
は
ま
さ
に
存
在
と
し
て
の
歴
史

0

0

0

0

0

0

0

0

に
ほ
か
な
ら
ず
、
こ
れ
に

反
し
前
者
は
か
か
る
存
在
と
し
て
の
歴
史
に
就
い
て
の
知
識
及
び
叙
述
で
あ
り
、
ロ
ゴ
ス
と
し
て
の
歴
史

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
呼
ば

れ
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
か
く
の
如
き
二
重
の
意
味
に
相
応
し
て
、
我
々
は
歴
史
を
経
験
す
る
、
な
ど
と
云
わ
れ

る
と
共
に
、
我
々
は
歴
史
を
書
く
、
な
ど
と
も
云
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

い
ま
歴
史
に
関
す
る
考
察
を
始
め
る
に
際
し
、
先
ず
、
歴
史
の
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
概
念
を
区
別
し
て
お
く
こ



一
〇

と
が
大
切
で
あ
る
。
そ
れ
が
必
要
な
だ
け
十
分
に
区
別
さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
、
思
想
の
曖
昧
と
混
乱
と
を
惹
き

起
し
、
多
く
の
議
論
も
的
無
き
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
決
し
て
稀
で
は
な
い
。
両
者
の
区
別
は
、

例
え
ば
、
次
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
よ
う
。
も
し
も
東
ロ
ー
マ
の
著
述
家
た
ち
が
彼
等
の
隣

人
に
対
し
て
活
溌
な
関
心
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
と
し
た
な
ら
ば
、
歴
史
家
の
云
う
如
く
、
ロ
シ
ア
人
、
ハ
ン
ガ

リ
ア
人
、セ
ル
ビ
ア
人
、ク
ロ
ア
チ
ア
人
及
び
ブ
ル
ガ
リ
ア
人
の
早
期
に
就
い
て
の
我
々
の
歴
史
的
知
識
は「
白
紙
」

で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
然
し
な
が
ら
、
伝
記
者
が
書
き
留
め
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
か
ら
独
立
に
行
わ
れ
る
客
観

的
な
出
来
事
の
見
地
か
ら
す
る
な
ら
ば
、「
歴
史
無
き
」
如
何
な
る
民
族
も
存
し
な
い
。
歴
史
は
必
ず
し
も
つ
ね

に
歴
史
と
し
て
記
し
伝
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
記
し
伝
え
ら
れ
ぬ
歴
史
と
い
う
こ
と
は
歌
わ
ぬ
詩
人
と
い
う
こ

と
ほ
ど
の
矛
盾
も
含
ん
で
い
な
い
。
そ
こ
で
ロ
ゴ
ス
と
し
て
の
歴
史
と
存
在
と
し
て
の
歴
史
と
の
間
に
は
或
る
距

離
、
或
る
乖
離
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
て
、
こ
の
距
離
と
こ
の
乖
離
と
に
留
意
す
る
こ
と
が
我
々

に
対
し
て
先
ず
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
固
よ
り
か
く
の
如
き
乖
離
は
両
者
の
関
係
の
一
面
で
あ
る
。
一
つ
の
語

「
歴
史
」G

eschichte, histoire, history 

が
歴
史
の
二
つ
の
意
味
を
自
然
的
に
結
合
し
て
含
む
と
こ
ろ
に
表
現
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
、
存
在
と
し
て
の
歴
史
と
ロ
ゴ
ス
と
し
て
の
歴
史
と
の
間
に
は
、
他
面
に
於
て
、
或
る
統
一
の
関

係
が
あ
る
。
け
れ
ど
も
我
々
は
、
後
に
至
っ
て
こ
の
よ
う
な
統
一
の
関
係
を
一
層
明
瞭
に
認
識
し
、
そ
れ
の
性
質



一
一

第
一
章　

歴
史
の
概
念

を
一
層
明
確
に
規
定
す
る
た
め
に
、
最
初
に
両
者
の
間
の
乖
離
の
関
係
を
十
分
に
理
解
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
事
物
の
本
性
に
従
う
な
ら
ば
、
存
在
と
し
て
の
歴
史
は
も
ち
ろ
ん
ロ
ゴ
ス
と
し
て
の
歴
史
の
出
発
点

で
あ
る
。
前
者
は
後
者
に
先
行
し
、
或
る
歴
史
的
事
件
の
行
わ
れ
た
後
に
於
て
初
め
て
、
そ
れ
に
就
い
て
の
歴
史

叙
述
も
成
立
し
得
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
然
る
に
ロ
ゴ
ス
と
し
て
の
歴
史
即
ち
歴
史
叙
述
の
立
場
か
ら
云
う

な
ら
ば
、
存
在
と
し
て
の
歴
史
は
自
己
の
出
発
点
で
は
な
く
、
寧
ろ
自
己
の
到
着
点
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
普
通

で
あ
る
。
歴
史
叙
述
は
殆
ど
凡す
べ

て
の
場
合
、
出
来
事
を
そ
れ
が
行
わ
れ
て
い
る
間
に
直
接
に
観
察
す
る
こ
と
を
許

さ
れ
て
い
な
い
、
そ
れ
は
却
っ
て
出
来
事
の
残
し
て
行
っ
た
痕
跡
を
研
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
間
接
に

知
る
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
痕
跡
は
一
般
に
史
料
0

0

と
称
せ
ら
れ
て
い
る
。
恰あ
た
かも

史
料
が
、―
―Q

uellen

（
源
泉
）

と
い
う
そ
れ
に
当
る
語
の
表
し
て
い
る
よ
う
に
、
―
―
歴
史
学
に
と
っ
て
の
出
発
点
で
あ
る
。
然
し
史
料
は
、
―

―docere

（
知
ら
せ
る
、
教
え
る
）
か
ら
出
た
と
こ
ろ
の docum

ents

（
史
料
）
と
い
う
語
が
示
し
て
い
る
よ
う

に
、
―
―
出
来
事
そ
の
も
の
で
あ
る
の
で
な
く
、
出
来
事
に
就
い
て

0

0

0

知
ら
せ
る
も
の
で
あ
り
、
歴
史
家
は
史
料
の

も
と
に
来
た
っ
て
出
来
事
に
就
い
て
問
い
合
わ
せ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
史
料
と
出
来
事
そ
の
も
の
と
の
間
に
は

距
離
が
あ
る
。
歴
史
叙
述
に
と
っ
て
は
、「
史
料
、
そ
れ
は
出
発
点
で
あ
る
。
過
去
の
事
実
、
そ
れ
が
到
着
点
で



一
二

あ
る
。」＊

と
云
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
こ
で
我
々
は
史
料
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
一
般
的
位
置
を
規
定
す
る
こ

と
が
出
来
よ
う
。
そ
れ
は
存
在
と
し
て
の
歴
史
と
ロ
ゴ
ス
と
し
て
の
歴
史
と
の
丁
度
中
間
に
位
す
る
。
歴
史
に
関

す
る
考
察
に
と
っ
て
有
害
な
混
乱
の
生
じ
な
い
た
め
に
、
史
料
の
こ
の
よ
う
な
中
間
的
位
置
を
正
し
く
認
識
し
て

お
く
こ
と
が
ま
た
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
こ
と
に
か
く
の
如
き
位
置
に
相
応
し
て
、
史
料
は
、
一
方
で
は

或
る
意
味
に
於
て
存
在
と
し
て
の
歴
史
の
性
質
を
担
い
、
そ
し
て
他
方
で
は
或
る
意
味
に
於
て
ロ
ゴ
ス
と
し
て
の

歴
史
の
性
質
を
具
え
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
或
は
そ
れ
が
出
来
事
そ
の
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
或
は
そ
れ
の

羅
列
が
歴
史
叙
述
そ
の
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
見
做
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
起
り
得
る
。
然
し
な
が
ら
史
料

は
そ
の
い
ず
れ
と
も
等
し
く
な
い
。
そ
れ
と
存
在
と
し
て
の
歴
史
と
の
間
に
は
或
る
距
離
乃
至
乖
離
の
あ
る
た
め

に
、
そ
こ
か
ら
し
て
歴
史
家
が
史
料
の
「
批
判
」
と
称
す
る
も
の
も
飛
び
出
し
て
来
る
の
で
あ
る
。
ま
た
史
料
は

歴
史
叙
述
の
端
初
で
こ
そ
あ
れ
、
そ
れ
の
目
標
で
は
な
い
。
歴
史
的
研
究
に
於
て
史
料
が
突
き
合
わ
さ
れ
、
相
互

の
聯
関
が
尋
ね
ら
れ
る
と
い
う
の
は
、
史
料
が
こ
の
研
究
の
目
標
で
あ
る
か
ら
で
は
な
く
、
却
っ
て
か
く
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
史
料
の
背
後
に
あ
る
も
の
が
探
り
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
史
料
の
研
究
は
こ
の
も
の
を
光
に

持
ち
来
た
す
た
め
の
「
地
下
の
仕
事
」（
ニ
ー
ブ
ー
ル
）
で
あ
る
。
歴
史
叙
述
に
と
っ
て
は
そ
の
素
材
を
意
味
す
る

と
こ
ろ
の
史
料
の
背
後
に
な
お
存
在
と
し
て
の
歴
史
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
歴
史
的
研
究
は
史
料
に
結
び
付
き
、
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そ
れ
を
把
握
す
る
こ
と
を
通
じ
て
ま
さ
に
こ
の
背
後
の
も
の
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

＊　

Langlois et Seignobos,Introduction aux études historiques, p.44.

史
料
と
い
わ
れ
る
も
の
に
は
色
々
な
種
別
が
あ
り
、
歴
史
理
論
家
に
よ
っ
て
種
々
に
区
分
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ

は
も
ち
ろ
ん
言
語
及
び
文
字
を
も
っ
て
伝
え
ら
れ
た
も
の
に
限
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
古
器
物
、
古
泉
、
紋
章
、
そ

の
他
ま
こ
と
に
様
々
な
る
も
の
を
含
ん
で
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
中
に
於
て
言
語
及
び
文
字
即
ち
ロ
ゴ
ス
に
よ
る

も
の
が
、
最
も
重
要
な
、
且
つ
最
も
優
越
な
位
置
を
占
め
る
と
い
う
こ
と
は
争
わ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
他
の
凡
て

の
種
類
の
遣
物
の
理
解
ま
た
は
解
釈
は
こ
の
も
の
を
前
提
し
、
こ
の
も
の
に
指
示
を
求
め
て
い
る
、
と
さ
え
云
わ

れ
得
る
。
そ
れ
だ
か
ら
ラ
ン
ケ
の
如
き
も
、
凡
て
の
歴
史
は
文
書
と
共
に
初
め
て
始
ま
る
、
と
云
っ
た
。
ロ
ゴ
ス

的
史
料
の
欠
け
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
歴
史
叙
述
の
実
際
上
の
可
能
性
も
ま
た
存
し
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
か
く
の

如
き
事
情
か
ら
歴
史
家
は
時
に
思
想
そ
の
も
の
が
主
と
し
て
歴
史
を
支
配
す
る
と
考
え
る
観
念
論
的
偏
見
に
誘
い

込
ま
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
か
か
る
偏
見
を
離
れ
て
も
ロ
ゴ
ス
が
史
料
と
し
て
占
め
る
特
に
勝
れ
た
位
置
は
認
め

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
い
ま
我
々
に
と
っ
て
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
ロ
ゴ
ス
と
し
て
の
歴
史
が

絶
え
ず
こ
の
よ
う
な
ロ
ゴ
ス
的
史
料
の
位
置
へ
移
っ
て
行
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
そ
の
当
時
に
あ
っ
て
は

そ
れ
み
ず
か
ら
が
一
の
歴
史
叙
述
で
あ
り
、
一
の
歴
史
書
で
あ
っ
た
も
の
が
、
後
世
の
歴
史
家
に
と
っ
て
は
一
の
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史
料
と
な
る
。ロ
ゴ
ス
的
史
料
の
う
ち
に
は
嘗
て
の
歴
史
書
が
そ
の
注
目
す
べ
き
一
部
分
と
し
て
含
ま
れ
て
い
る
。

云
う
ま
で
も
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
他
の
種
類
の
史
料
と
同
じ
く
、
歴
史
書
も
史
料
と
し
て
、
存
在
と
し
て
の
歴
史
と

決
し
て
等
し
く
は
な
い
。
ロ
ゴ
ス
と
し
て
の
歴
史
は
史
料
の
位
置
に
ま
で
移
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
存
在
と
し
て

の
歴
史
の
位
置
に
ま
で
来
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
し
か
も
ロ
ゴ
ス
と
し
て
の
歴
史
が
史
料
の
位
置
に
移
る
と
い
う

こ
と
は
、
明
ら
か
に
一
定
の
条
件
の
も
と
に
於
て
、
即
ち
そ
れ
が
新
た
な
る
歴
史
叙
述
、
換
言
す
れ
ば
、
ロ
ゴ
ス

と
し
て
の
歴
史
の
も
と
に
従
属
さ
せ
ら
れ
る
と
き
に
於
て
、
生
じ
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
我
々
は
、
史
料
の
概

念
を
媒
介
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ロ
ゴ
ス
と
し
て
の
歴
史
と
存
在
と
し
て
の
歴
史
と
が
歴
史
の
二
つ
の
根
本
概

念
で
あ
る
こ
と
、
且
つ
両
者
の
間
に
は
、
そ
こ
に
史
料
の
概
念
が
介
在
す
る
よ
う
な
距
離
の
あ
る
こ
と
、
を
明
ら

か
に
し
得
た
と
思
う
。
史
料
は
両
者
の
中
間
に
あ
っ
て
、
ロ
ゴ
ス
と
し
て
の
歴
史
か
ら
云
え
ば
、
な
お
歴
史
以
下

の
も
の
で
あ
り
、
存
在
と
し
て
の
歴
史
か
ら
云
え
ば
、
既
に
歴
史
以
上
の
も
の
で
あ
る
。

然
る
に
我
々
が
丁
度
今
指
摘
し
た
こ
と
、
ロ
ゴ
ス
と
し
て
の
歴
史
が
史
料
の
位
置
へ
移
る
と
い
う
こ
と
は
、
既

に
或
る
重
要
な
問
題
を
含
ん
で
い
る
。そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
歴
史
が
書
き
更
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

歴
史
は
様
々
な
条
件
の
も
と
に
於
て
書
き
更
え
ら
れ
る
に
到
る
。
ひ
と
は
か
か
る
条
件
と
し
て
何
よ
り
も
史
料
の

状
態
を
挙
げ
る
で
あ
ろ
う
。
従
来
の
歴
史
叙
述
の
基
礎
と
な
っ
て
い
た
史
料
の
虚
偽
ま
た
は
不
確
実
の
暴
露
、
新
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た
な
る
史
料
、
特
に
こ
れ
ま
で
用
い
ら
れ
た
史
料
と
矛
盾
す
る
よ
う
な
史
料
の
発
見
、
等
々
が
歴
史
の
書
き
更
え

ら
れ
る
条
件
に
数
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
然
し
も
し
史
料
の
状
態
に
何
等
か
く
の
如
き
変
化
が
生
じ
な
か
っ
た
と

し
た
な
ら
ば
、
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
と
き
に
も
な
お
歴
史
は
書
き
更
え
ら
れ
る
に
到
る
。
書
き
更
え
ら
れ
る

と
い
う
こ
と
は
歴
史
の
内
面
的
な
、
必
然
的
な
性
質
に
属
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
歴
史
が
書
き
更
え
ら
れ
る
か
く

の
如
き
内
面
的
な
、必
然
的
な
条
件
と
は
そ
も
そ
も
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
我
々
の
歴
史
は
途
上
に
あ
る
。

そ
れ
は
既
に
完
結
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
く
、
な
お
つ
ね
に
進
行
し
つ
つ
あ
る
。
絶
え
ず
新
た
に
生
起
す
る
歴

史
的
事
件
は
絶
え
ず
新
た
な
歴
史
叙
述
を
促
し
、
要
求
す
る
。
け
れ
ど
も
唯
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、

歴
史
は
書
き
加
え
0

0

ら
れ
る
と
し
て
も
、
本
質
的
に
書
き
更
え
0

0

ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
単
に
一
が
去
っ
て
他
が
来
た

る
と
い
う
こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば
、
今
が
絶
え
ず
昔
に
な
る
と
い
う
こ
と
、
こ
の
よ
う
に
歴
史
の
運
動
の
時
間
が

直
線
的
に
表
象
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
は
、
歴
史
の
書
き
更
え
の
内
面
的
な
理
由
は
見
出
さ
れ
な
い
ば
か
り
で
な
く
、

一
般
に
事
物
が
歴
史
的
な
も
の
と
し
て
受
取
ら
れ
る
こ
と
さ
え
も
不
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
単
に
今
が
昔
に

な
る
ば
か
り
で
な
く
、
昔
が
ま
た
今
で
あ
る
と
こ
ろ
に
歴
史
は
あ
る
。
昔
が
今
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
単
に
過
ぎ

去
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
で
な
く
、
今
に
な
お
働
き
、
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
エ
ド
ゥ
ア
ル
ト
・
マ

イ
ヤ
ー
は
歴
史
的
な
も
の
を
「
影
響
あ
る
も
の
」w

irksam
 

と
規
定
し
て
い
る
。
歴
史
的
関
心
の
対
象
と
な
る
一
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個
人
、
一
民
族
、
一
国
家
、
一
文
化
、「
こ
れ
ら
の
対
象
の
如
何
な
る
も
の
も
、
そ
れ
が
嘗
て
ひ
と
た
び
世
界
の

う
ち
に
在
り
も
し
く
は
在
っ
た
と
い
う
理
由
で
純
粋
に
そ
れ
自
身
の
た
め
に
関
心
を
喚
び
起
す
の
で
は
な
く
、
却

っ
て
唯
そ
れ
が
及
ぼ
し
た
且
つ
な
お
及
ぼ
し
つ
つ
あ
る
影
響
の
た
め
に
関
心
を
喚
び
起
す
の
で
あ
る
。」「
現
存
す

る
諸
状
態
は
そ
れ
自
身
と
し
て
決
し
て
歴
史
の
対
象
で
な
く
、
却
っ
て
唯
そ
れ
が
歴
史
的
に
影
響
あ
る
限
り
に
於

て
の
み
、
歴
史
の
対
象
と
な
る
。」＊

然
る
に
事
物
の
影
響
と
い
う
も
の
は
そ
の
当
時
に
尽
き
る
こ
と
な
く
、
ま
た

そ
の
当
時
に
於
て
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
な
く
、
寧
ろ
後
世
に
至
っ
て
初
め
て
顕
に
な
る
こ
と
が
屡
々
で
あ
り
、
か

か
る
事
物
こ
そ
却
っ
て
真
に
影
響
力
あ
る
も
の
、
従
っ
て
真
に
歴
史
的
な
も
の
と
云
わ
れ
得
る
。
そ
う
で
あ
る
な

ら
ば
、
歴
史
は
対
象
の
影
響
が
後
に
於
て
次
第
に
顕
に
な
る
に
従
っ
て
書
き
更
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
く
な
り
は
し

な
い
か
。
然
し
な
が
ら
唯
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
歴
史
が
書
き
更
え
ら
れ
る
必
然
性
は
な
お
十
分

で
は
な
か
ろ
う
。
も
し
歴
史
的
な
も
の
が
影
響
す
る
仕
方
に
し
て
、
ひ
と
つ
の
源
か
ら
発
し
た
水
が
次
第
に
河
床

を
穿
ち
、
他
の
流
を
合
せ
て
進
む
に
従
っ
て
、
附
近
の
土
地
を
潅
漑
し
て
行
く
と
い
う
が
如
き
も
の
で
あ
る
と
す

る
な
ら
ば
、
そ
の
と
き
歴
史
は
書
き
加
え
ら
れ
こ
そ
す
れ
、
書
き
更
え
ら
れ
る
必
要
は
本
質
的
に
は
存
し
な
い
で

あ
ろ
う
。
書
き
更
え
ら
れ
る
必
然
性
が
内
在
し
て
い
る
た
め
に
は
、
歴
史
的
な
も
の
の
影
響
の
仕
方
は
こ
の
よ
う

に
唯
ひ
と
む
き
な
る
進
行
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
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歴
史
が
書
き
更
え
ら
れ
る
条
件
は
同
時
に
歴
史
が
書
か
れ
る
条
件
で
あ
る
。そ
れ
が
書
き
更
え
ら
れ
る
条
件
は
、

そ
れ
が
そ
も
そ
も
書
か
れ
る
条
件
で
あ
る
故
に
、
内
在
的
な
、
必
然
的
な
も
の
で
あ
る
の
で
あ
る
。

第
一
、
歴
史
を
書
く
こ
と
は
そ
れ
を
繰
り
返
す

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
伝
え
ら
れ
た
も
の
は
な
お
歴
史
で
は
な

い
。
伝
え
ら
れ
た
も
の
を
い
ま
一
度
繰
り
返
す
と
こ
ろ
に
歴
史
が
あ
る
。
こ
の
場
合
繰
り
返
す
と
い
う
こ
と
は
伝

え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
違
っ
た
新
た
な
も
の
で
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
伝
え
ら
れ
る
と
い
う

と
き
、
昔
か
ら
次
第
に
今
へ
と
伝
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
は
違
っ
て
繰
り
返
す
と
い
う
こ
と
は
本
来
手
繰
0

0

り
寄
せ
る

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
繰
り
返
す
と
い
う
こ
と
が
手
繰
り
寄
せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
歴
史
は
あ

る
の
で
あ
る
。
伝
え
ら
れ
る
と
い
う
と
き
、
端
初
は
過
去
に
あ
る
。
然
し
手
繰
り
寄
せ
る
と
い
う
と
き
、
端
緒
は

自
分
の
手
元
に
、
従
っ
て
現
在
に
あ
る
。
歴
史
の
端
初
は
、
外
見
上
そ
う
あ
る
よ
う
に
、
過
去
に
あ
る
の
で
は
な

い
。
歴
史
的
研
究
の
行
程
は
寧
ろ
、
ヒ
ッ
ペ
ル
が
嘗
て
小
説
に
於
て
取
ろ
う
と
も
く
ろ
ん
だ
も
の
に
似
て
い
る
、

即
ち
彼
は
後
方
に
向
っ
て
、
次
第
に
深
く
過
去
の
う
ち
へ
、
死
か
ら
誕
生
へ
、
結
果
か
ら
原
因
へ
と
、
彼
の
道
を

取
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
現
在
が
歴
史
の
端
初
で
あ
る
故
に
、
歴
史
に
は
書
き
更
え
ら
れ
る
必
然
性
が
内
面
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的
に
属
す
る
。
も
し
そ
の
端
初
が
過
去
で
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
歴
史
は
本
質
的
に
は
唯
書
き
加
え
ら
れ
る
の
み

で
、
書
き
更
え
ら
れ
は
し
な
い
。
固
よ
り
伝
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
繰
り
返
す
と
い
う
こ
と
も
な
い

で
あ
ろ
う
。
然
し
我
々
は
伝
え
ら
れ
た

0

0

0

0

0

も
の
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
を
後
に
伝
え
0

0

得
る
の
で
あ
る
。

第
二
、
歴
史
叙
述
に
は
選
択
が
必
要
で
あ
る
。
如
何
な
る
歴
史
叙
述
も
過
去
の
無
数
の
出
来
事
を
そ
の
ま
ま
模

写
す
る
こ
と
が
出
来
ず
、
よ
し
出
来
た
と
し
て
も
そ
れ
は
無
意
味
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
無
数
の
伝
え
ら
れ
た
も
の

の
中
か
ら
伝
え
る
に
足
り
、
伝
え
る
を
要
す
る
も
の
を
選
択
し
て
繰
り
返
す
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
な

選
択
は
何
に
基
礎
を
も
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。「
こ
こ
で
も
ま
た
唯
現
代
の
み
が
答
を
与
え
得
る
。」
と
マ
イ
ヤ
ー
は

云
う
。「
選
択
は
、
現
代
が
或
る
影
響
、
発
展
の
結
果
に
就
い
て
も
つ
歴
史
的
関
心
を
基
礎
と
し
、
こ
の
関
心
の

た
め
に
現
代
は
そ
れ
を
招
致
し
た
諸
機
因
を
探
索
す
る
と
い
う
要
求
を
感
ず
る
の
で
あ
る
。
如
何
な
る
領
域
に
こ

の
関
心
が
高
い
度
合
に
於
て
向
け
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
現
代
の
構
成
に
依
存
し
て
い
る
、
前
景
に
現
れ
る

の
は
、
或
る
時
は
此
の
、
或
る
時
は
彼
の
方
面
、
即
ち
、
或
は
政
治
史
、
或
は
宗
教
史
、
或
は
経
済
史
、
或
は
文
学
、

或
は
美
術
、
等
々
で
あ
る
。」＊

か
の
歴
史
に
於
て
繰
り
返
す
と
い
う
こ
と
は
、
選
択
的
に
繰
り
返
す
と
い
う
こ
と

で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
既
に
単
に
繰
り
返
す
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
得
ず
、
そ
れ
は
手
繰
り
寄
せ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
故
に
、
か
か
る
選
択
の
原
理
は
現
代
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
歴
史
叙
述
に
於
て
こ
の
よ
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う
に
し
て
選
び
出
さ
れ
る
の
は
、
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
も
の
が
特
に
歴
史
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
た
め
で
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
い
ず
れ
の
歴
史
叙
述
も
そ
れ
の
現
代
の
立
場
か
ら
歴
史
的
に
重
要
と
見
え
る
事
件
及
び
関
係
を
取
り

上
げ
て
叙
述
す
る
。
こ
の
叙
述
に
取
り
残
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
も
の
が
特
に
歴
史
的
な
も
の
と
は
見
ら
れ
て
い
な

い
か
ら
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
限
り
に
於
て
ロ
ゴ
ス
と
し
て
の
歴
史
と
存
在
と
し
て
の
歴
史
と
は
統
一
さ
れ

て
い
る
と
云
わ
れ
よ
う
。
こ
の
統
一
を
成
立
せ
し
め
る
も
の
は
そ
れ
ぞ
れ
の
現
代
で
あ
る
。
然
る
に
か
く
の
如
く

両
者
の
統
一
の
基
礎
と
な
る
も
の
は
同
時
に
両
者
の
乖
離
の
基
礎
と
な
る
。
何
が
歴
史
的
に
重
要
な
も
の
と
見
ら

れ
る
か
と
い
う
こ
と
に
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
現
代
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
各
々
の
新
し
い
現
代
は

過
去
の
歴
史
叙
述
が
特
に
歴
史
的
な
も
の
と
見
た
と
こ
ろ
の
も
の
を
も
は
や
か
か
る
も
の
と
は
見
做
さ
ず
、
却
っ

て
他
の
も
の
を
歴
史
的
に
重
要
な
も
の
と
見
る
に
到
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
と
き
従
来
叙
述
さ
れ
た
の
と
は
異
な
る

対
象
、
関
係
、
側
面
が
新
た
に
歴
史
的
な
も
の
と
見
ら
れ
、
こ
こ
に
ロ
ゴ
ス
と
し
て
の
歴
史
と
存
在
と
し
て
の
歴

史
と
の
距
離
が
顕
に
な
り
、
両
者
の
間
に
乖
離
が
生
じ
る
。
新
し
い
史
料
の
発
見
な
ど
い
う
こ
と
も
か
か
る
条
件

の
も
と
に
於
て
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
こ
か
ら
し
て
歴
史
は
各
々
の
新
し
い
現
代
と
共
に
絶
え
ず
書
き
更
え

ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
が
起
る
の
で
あ
る
。
固
よ
り
歴
史
が
過
去
の
出
来
事
の
そ
の
ま
ま
の
模
写
で
あ
る

と
し
た
な
ら
ば
こ
の
こ
と
も
あ
り
得
な
い
の
で
あ
っ
て
、
歴
史
を
書
く
と
い
う
こ
と
が
選
択
す
る
と
い
う
こ
と
で



二
〇

あ
る
が
た
め
に
、
そ
の
こ
と
も
行
わ
れ
得
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。

＊　

O
p. cit., S. 44.

第
三
、
歴
史
が
書
か
れ
る
た
め
に
は
何
等
か
の
全
体
が
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
い
限
り
、

真
の
歴
史
叙
述
は
不
可
能
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
個
々
の
出
来
事
、
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
は
、
全
体
と
結
び
付
け
ら
れ
、

全
体
の
中
で
、
全
体
に
対
す
る
関
係
に
於
て
考
察
さ
れ
る
と
き
初
め
て
、
そ
の
独
自
性
に
於
て
も
、
ま
た
そ
の
必

然
性
に
於
て
も
認
識
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
然
る
に
か
か
る
全
体
が
与
え
ら
れ
る
た
め
に
は
、
歴
史

の
過
程
が
何
等
か
の
仕
方
で
完
結
し
た
も
の
と
し
て
表
象
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
限
り
に
於
て
、「
ミ

ネ
ル
バ
の
梟
は
侵
い
来
る
薄
暮
と
共
に
初
め
て
そ
の
飛
翔
を
始
め
る
。」
と
云
っ
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
葉
は
真
で
あ

る
。
然
し
な
が
ら
歴
史
は
一
つ
の
時
代
の
終
り
を
告
げ
る
の
を
待
っ
て
、
唯
そ
の
と
き
に
書
か
れ
る
と
い
う
よ
う

な
も
の
で
は
な
い
。人
間
が
歴
史
を
書
く
と
い
う
こ
と
は
彼
の
存
在
の
根
本
的
な
存
在
の
仕
方
の
ひ
と
つ
に
属
し
、

歴
史
は
日
々
に
絶
え
ず
書
か
れ
つ
つ
あ
る
。
そ
し
て
歴
史
そ
の
も
の
は
つ
ね
に
停
ま
る
こ
と
な
く
無
限
な
る
進
行

を
続
け
て
い
る
で
は
な
い
か
。
一
の
時
代
の
終
る
と
こ
ろ
に
は
既
に
他
の
時
代
の
萌
結
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の

場
合
か
く
の
如
き
不
断
の
過
程
を
丁
度
完
結
せ
し
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
歴
史
の
一
の
全
体
が
与
え
ら
れ
る
よ
う

な
絶
対
的
な
時
間
点
が
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ま
さ
に
現
在
を
措
い
て
の
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
歴
史
の
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端
初
が
過
去
で
な
く
現
在
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
歴
史
の
初
め
と
終
り
と
は
一
致
し
、
か
く
し
て
全
体
な
る
も

の
が
与
え
ら
れ
得
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
全
体
が
形
作
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
各
々
の
も
の
は
任
意
の
も

の
、
偶
然
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
や
め
て
、「
丁
度
時
を
得
て
」kairovV

来
た
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
歴

史
的
認
識
を
特
徴
付
け
る
も
の
は
そ
れ
がkairovV

か
ら
の
認
識
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
は

現
在
が
絶
対
的
な
も
の
と
し
て
絶
え
ず
移
行
す
る
時
間
を
一
の
完
結
的
な
全
体
に
形
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
達
せ
ら

れ
る
。
然
る
に
歴
史
的
認
識
の
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
条
件
で
あ
る
と
こ
ろ
の
全
体
を
成
立
せ
し
め
る
も
の
が
現
在
で

あ
る
と
す
る
と
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
新
し
い
現
在
は
そ
れ
ぞ
れ
の
新
た
な
る
全
体
を
形
作
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
と
き

各
々
の
歴
史
的
な
も
の
は
そ
の
中
に
於
て
新
た
に
認
識
さ
れ
直
す
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
歴
史
は
書
き
更
え
ら
れ
ざ

る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

簡
単
に
云
え
ば
、
歴
史
は
つ
ね
に
唯
「
現
在
の
時
間
の
パ
ー
ス
ペ
ク
チ
ヴ
」Zeitperspektive der G

egenw
art 

か
ら
し
て
の
み
書
か
れ
る
こ
と
が
出
来
る
、
と
も
云
わ
れ
よ
う
。＊

然
し
歴
史
が
書
か
れ
る
こ
の
条
件
は
同
時
に
そ

れ
が
書
き
更
え
ら
れ
る
条
件
で
も
あ
っ
た
。
か
か
る
現
在
は
、
ロ
ゴ
ス
と
し
て
の
歴
史
と
存
在
と
し
て
の
歴
史
と

を
統
一
す
る
と
共
に
、
ま
た
乖
離
せ
し
め
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
歴
史
は
現
在
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
こ
と
を
理
解
し
な
い
人
は
、
史
料
に
の
み
固
執
し
て
、
そ
れ
を
ば
或
は
存
在
と
し
て
の
歴
史
、
或
は
ロ
ゴ
ス
と



二
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し
て
の
歴
史
と
思
い
誤
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
我
々
の
次
の
問
題
は
か
く
の
如
き
現
在
と
は
何
で
あ
る
か

を
出
来
る
だ
け
明
瞭
に
規
定
す
る
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

＊　

V
gl. Eduard Spranger, D

er Sinn der Voraussetzungslosigkeit in den G
eistesw

issenschaften, 1929.
二

問
題
は
か
く
の
如
き
現
在
が
存
在
と
し
て
の
歴
史
の
秩
序
に
属
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
存
在
と

し
て
の
歴
史
の
秩
序
に
於
け
る
現
在
は
普
通
に
「
現
代
」
と
称
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
歴
史
学
者
の
所
謂
時
代
区
分

に
於
て
、
古
代
、
中
世
、
近
世
、
そ
し
て
現
代
と
区
別
さ
れ
る
場
合
に
於
け
る
現
代
で
あ
る
。
い
ま
我
々
が
最
も

重
要
な
概
念
と
し
て
取
り
出
し
た
現
在
は
こ
の
よ
う
な
現
代
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
歴
史
叙
述
に
と
っ
て
の
そ
れ

の
重
要
性
を
主
張
し
た
人
々
の
多
く
は
、こ
の
問
に
対
し
て
肯
定
的
な
態
度
を
と
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
否
、

彼
等
は
こ
の
点
に
就
い
て
寧
ろ
明
確
な
自
覚
を
も
た
ず
、
曖
昧
の
ま
ま
に
し
て
い
る
の
が
普
通
で
あ
る
、
と
云
っ

た
方
が
よ
い
。
我
々
も
こ
れ
ま
で
「
現
代
」
と
「
現
在
」
と
い
う
二
つ
の
語
を
区
別
せ
ず
に
用
い
て
来
た
。
然
し

今
や
両
者
を
術
語
的
に
区
別
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
我
々
の
い
う
現
在
は
現
代
、
即
ち
存
在
と
し
て
の
歴
史

の
秩
序
に
於
て
現
在
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
我
々
は
そ
れ
を
、
存
在
と
し
て
の
歴
史
に
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対
し
て
、
事
実
と
し
て
の
歴
史

0

0

0

0

0

0

0

0

と
呼
ぼ
う
と
思
う
。
か
く
て
我
々
は
歴
史
の
ま
さ
に
第
三
の
概
念
と
し
て
、
事
実

と
し
て
の
歴
史
な
る
概
念
を
得
る
。
こ
の
も
の
を
他
の
二
つ
の
歴
史
の
概
念
、
就
な
か
ん
ず
く中

存
在
と
し
て
の
歴
史
の
概
念

か
ら
区
別
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
マ
イ
ヤ
ー
が
「
歴
史
家
の
現
代
は
如
何
な
る
歴
史
叙
述
か
ら
も
排
除
さ
れ

得
な
い
一
の
契
機
で
あ
る
」
と
云
っ
た
場
合
、
こ
の
現
代
は
存
在
と
し
て
の
歴
史
の
秩
序
に
於
け
る
「
現
代
」
で

は
な
く
、
却
っ
て
「
現
在
」
の
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ク
ロ
ー
チ
ェ
も
現
代
性
が
あ
ら
ゆ
る
歴
史
の
本
来

の
性
格
で
あ
り
、
凡
て
の
歴
史
は
現
代
の
歴
史
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
も
し
こ
こ
に
い
わ
れ
た
現
代
に
し
て

存
在
と
し
て
の
歴
史
の
秩
序
に
於
け
る
現
代
を
意
味
す
る
な
ら
ば
、
古
代
の
歴
史
、
中
世
の
歴
史
、
等
は
、
明
ら

か
に
古
代
の
歴
史
、
中
世
の
歴
史
、
等
の
ほ
か
の
も
の
で
な
く
、
そ
れ
が
凡
て
現
代
の
歴
史
で
あ
る
な
ど
と
は
も

ち
ろ
ん
云
わ
れ
得
な
い
筈
で
あ
る
。
従
っ
て
彼
の
い
う
現
代
性contem

poraneità 

は
も
と
現
在
性
の
こ
と
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
凡
て
の
歴
史
は
ま
さ
に
現
在
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
、
現
在
に
よ
っ
て
一
の
全
体

に
形
作
ら
れ
る
が
故
に
、
そ
れ
は
同
時
性
と
い
う
意
味
で
の contem

poraneità 

の
性
格
を
も
得
る
こ
と
が
出
来

る
の
で
あ
る
。
我
々
は
様
々
な
点
か
ら
現
代
と
現
在
と
の
両
概
念
を
区
別
し
得
る
。
先
ず
さ
き
に
歴
史
が
書
か
れ

且
つ
書
き
更
え
ら
れ
る
条
件
と
し
て
挙
げ
た
も
の
に
関
し
て
述
べ
よ
う
。

一
、
我
々
は
歴
史
を
繰
り
返
す
と
い
う
こ
と
が
手
繰
り
寄
せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
云
っ
た
。
歴
史
の
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端
緒
は
現
在
で
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
過
去
が
手
繰
り
寄
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
今
か
ら
昔
へ
の
こ
の
順
序
は
明
ら

か
に
存
在
と
し
て
の
歴
史
の
進
行
と
は
逆
で
あ
る
。
後
者
は
古
代
、
中
世
、
近
世
、
そ
し
て
現
代
へ
と
進
む
。
従

っ
て
そ
の
順
序
に
於
て
は
現
代
は
ど
こ
ま
で
も
後
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
後
の
も
の
で
あ
る
の
ほ
か
な
く
、
そ
れ

が
歴
史
の
端
初
で
あ
る
な
ど
と
は
考
え
ら
れ
得
な
い
。歴
史
の
端
初
で
あ
る
現
在
は
こ
の
よ
う
な
現
代
で
は
な
く
、

お
よ
そ
存
在
と
し
て
の
歴
史
と
は
異
な
る
秩
序
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
が
事
実
と
し
て
の
歴
史
の
秩

序
で
あ
る
。
二
、
歴
史
的
な
も
の
の
選
択
は
現
在
を
基
礎
に
有
す
る
。
然
る
に
そ
の
と
き
も
し
こ
の
現
在
に
し
て

現
代
の
こ
と
で
あ
り
、
現
代
の
見
地
か
ら
選
択
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
と
き
に
は
、
マ
ル
ク
ス

の
非
難
し
た
如
き
、「
最
後
の
形
態
が
過
去
の
諸
形
態
を
自
己
自
身
へ
の
諸
段
階
と
見
、
そ
れ
を
つ
ね
に
一
面
的

に
把
握
す
る
」
と
い
う
誤
謬
、
或
は
「
一
切
の
歴
史
的
差
異
を
拭
い
消
し
、
一
切
の
社
会
形
態
の
う
ち
に
市
民
的

社
会
形
態
を
見
る
経
済
学
者
」
に
類
す
る
誤
謬
に
陥
る
と
い
う
こ
と
も
免
れ
難
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
と
き
こ
そ
歴

史
叙
述
は
所
謂
パ
ー
ス
ペ
ク
チ
ヴ
ィ
ズ
ム Perspektivism

us 

に
伴
う
種
々
な
る
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
。
そ
う
で

は
な
く
て
、
現
在
に
立
ち
な
が
ら
、
し
か
も
諸
時
代
の
そ
れ
ぞ
れ
の
独
自
性
、
そ
の
間
の
本
質
的
な
差
異
が
認
識

さ
れ
得
る
の
は
、
こ
の
現
在
が
現
代
の
こ
と
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
歴
史
的
認
識
は
単
に
現

代
と
そ
れ
以
前
の
時
代
と
の
比
較
と
い
う
が
如
き
外
面
的
な
も
の
で
な
く
、
一
の
内
面
的
な
統
一
を
含
む
こ
と
も
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出
来
る
の
で
あ
る
。
三
、真
の
歴
史
的
認
識
が
成
立
す
る
た
め
に
は
ひ
と
つ
の
全
体
が
与
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
全
体
を
与
え
る
も
の
は
現
在
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
現
代
は
歴
史
的
時
代
の
一
つ
と
し
て
、
寧
ろ
か
く
の

如
き
全
体
の
一
つ
の
部
分
で
あ
る
に
過
ぎ
ぬ
。
古
代
、
中
世
、
近
世
と
並
ん
で
同
じ
秩
序
に
於
て
一
つ
の
部
分
で

あ
る
も
の
が
全
体
を
形
作
る
原
理
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
か
か
る
原
理
は
存
在
と
し
て

の
歴
史
と
は
異
な
る
秩
序
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
が
事
実
と
し
て
の
歴
史
で
あ
る
。
歴
史
は
現
在
の

時
間
の
パ
ー
ス
ペ
ク
チ
ヴ
か
ら
し
て
の
み
書
か
れ
る
、
と
云
わ
れ
た
が
、
こ
の
パ
ー
ス
ペ
ク
チ
ヴ
の
原
理
た
る
現

在
は
存
在
と
し
て
の
歴
史
の
秩
序
に
属
さ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
こ
と
も
な
お
十
分
厳
密
に
語
ら
れ
て
は
い

な
い
の
で
あ
る
。
歴
史
は
現
代
0

0

を
理
解
せ
し
め
る
、
と
一
般
に
云
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
固
よ
り
そ
の
通
り
で
あ

る
。
然
し
ひ
と
は
同
時
に
、
現
在
0

0

は
歴
史
を
理
解
せ
し
め
る
、
と
い
う
更
に
深
い
真
理
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

か
く
て
現
代
と
現
在
と
い
う
二
つ
の
概
念
が
区
別
せ
ら
れ
る
。
し
か
も
そ
れ
ら
は
同
じ
秩
序
に
於
て
区
別
せ
ら

れ
る
も
の
で
は
な
く
、
全
く
異
な
っ
た
秩
序
に
属
す
る
も
の
と
し
て
区
別
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
現
在

は
現
代
と
同
じ
列
に
続
き
そ
の
最
先
端
に
位
す
る
と
考
え
ら
れ
る
意
味
に
於
け
る
所
謂
「
瞬
間
」
で
あ
る
の
で
は

な
い
。
そ
れ
は
一
年
、
一
時
間
、
一
分
な
ど
と
計
量
さ
れ
る
時
間
の
最
小
な
る
も
の
と
し
て
の
瞬
間
で
あ
る
の
で

は
な
い
。
も
し
も
現
在
が
現
代
と
同
じ
秩
序
に
於
て
連
続
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
現
在
に
最
も
密
接
に
関
係
す
る
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の
は
古
代
や
中
世
な
ど
で
あ
り
得
ず
、
ま
さ
に
現
代
で
あ
る
の
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
然
る
に
真
実
を
云
え
ば
、

ひ
と
は
歴
史
に
於
て
屡
々
現
代
に
対
し
て
全
く
よ
そ
よ
そ
し
く
覚
え
、
却
っ
て
遥
か
な
る
過
去
に
対
し
て
最
も
親

密
を
感
じ
る
こ
と
が
あ
る
。
か
の
ル
ネ
サ
ン
ス
時
代
の
人
々
は
彼
等
に
対
し
て
一
層
近
き
過
去
た
る
中
世
を
葬
っ

て
、一
層
遠
き
過
去
た
る
古
代
に
彼
等
の
現
在
の
活
動
を
結
び
付
け
た
の
で
あ
っ
た
。
凡
て
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、

現
在
が
存
在
と
し
て
の
歴
史
の
秩
序
の
も
の
で
な
く
、高
次
の
秩
序
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
る
。

現
在
は
た
と
い
瞬
間
と
呼
ば
れ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
決
し
て
計
量
さ
れ
る
時
間
の
百
年
、
十
年
な
ど
と
の
比
較

に
於
て
か
く
呼
ば
れ
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。そ
れ
は
一
般
に
計
量
さ
れ
得
る
時
間
の
秩
序
に
属
し
て
い
な
い
。

普
通
に
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
歴
史
と
は
過
ぎ
去
っ
た
も
の
、
既
に
在
っ
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。

あ
ら
ゆ
る
も
の
は
歴
史
と
な
る
、
な
ど
と
云
わ
れ
る
と
き
、
歴
史
は
こ
の
よ
う
に
過
去
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
存
在
と
し
て
の
歴
史
は
唯
過
去
の
も
の
と
し
て
あ
る
。
そ
れ
が
こ
の
歴
史
概
念
の
本
質

的
な
規
定
で
あ
っ
て
、
歴
史
と
い
う
こ
と
が
存
在
と
し
て
の
歴
史
を
意
味
す
る
限
り
、
歴
史
の
概
念
と
過
去
の
概

念
と
は
離
れ
難
く
結
び
付
い
て
い
る
。
こ
の
場
合
所
謂
現
代
と
雖
も
固
よ
り
例
外
を
な
し
得
な
い
。
存
在
と
し
て

の
歴
史
の
秩
序
に
属
す
る
限
り
、現
代
も
ま
た
ひ
と
つ
の
過
去
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
ひ
と
が
屡
々
「
歴
史
」
と
「
現

代
」
と
を
対
立
さ
せ
て
い
る
の
は
、
不
精
密
で
あ
る
と
云
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
あ
ら
ゆ
る
過
去
に
対
立
す
る
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も
の
は
唯
現
在
の
み
で
あ
る
。
現
代
が
存
在
と
し
て
の
歴
史
に
属
す
る
の
に
対
し
て
、
そ
れ
と
区
別
さ
れ
た
現
在

は
事
実
と
し
て
の
歴
史
で
あ
る
。
後
者
の
立
場
か
ら
す
る
な
ら
ば
、前
者
に
於
け
る
現
代
も
何
等
現
在
で
は
な
く
、

な
お
ひ
と
つ
の
過
去
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
一
般
的
に
云
っ
て
、
歴
史
と
は
凡
て
過
去
の
こ
と
で
あ
る
と
せ
ら
れ

る
の
は
、
存
在
と
し
て
の
歴
史
の
立
場
に
於
て
で
な
く
、
唯
事
実
と
し
て
の
歴
史
の
立
場
に
立
っ
て
の
こ
と
で
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
健
全
な
常
識
が
歴
史
と
は
凡
て
過
去
の
こ
と
で
あ
る
と
す
る
の
は
、
存
在
と
し
て
の
歴
史
と
は

異
な
る
秩
序
の
事
実
と
し
て
の
歴
史
の
あ
る
こ
と
を
率
直
に
語
る
も
の
で
あ
る
。
か
く
て
真
の
現
在
た
る
事
実
と

し
て
の
歴
史
は
、
最
も
近
き
現
代
を
も
要
す
る
に

0

0

0

0

歴
史
で
あ
り
、
過
去
で
あ
る
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
葬
る
。
然

し
こ
の
同
じ
事
実
と
し
て
の
歴
史
は
、
最
も
遠
き
過
去
を
も
手
繰
り
寄
せ
、
全
体
の
う
ち
に
包
む
こ
と
に
よ
っ
て

活
か
す
。
死
の
み
あ
っ
て
生
の
な
き
と
こ
ろ
に
も
、
生
の
み
あ
っ
て
死
の
な
き
と
こ
ろ
に
も
、
共
に
歴
史
は
な
く
、

歴
史
と
は
死
と
生
と
の
統
一
で
あ
る
。
事
実
と
し
て
の
歴
史
は
、
そ
れ
が
過
去
の
歴
史
を
活
か
す
も
の
で
あ
る
限

り
ま
さ
し
く
「
歴
史
的
な
も
の
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
こ
の
も
の
を
葬
る
も
の
で
あ
る
限
り
却
っ
て
「
非
歴
史
的

な
も
の
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
歴
史
的
な
も
の
で
あ
る
と
共
に
非
歴
史
的
な
も
の
で
あ
る
。「
非
歴
史
的
な
も
の
と

歴
史
的
な
も
の
と
は
同
様
に
、
一
個
人
、
一
民
族
、
一
文
化
の
健
康
に
と
っ
て
必
要
で
あ
る
」（
ニ
ー
チ
ェ
）。
と

こ
ろ
で
事
実
と
し
て
の
歴
史
は
ま
た
屡
々
「
生
」
と
称
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
場
合
、
丁
度
歴
史
と
現
代
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と
が
対
立
さ
せ
ら
れ
た
如
く
、
歴
史
と
生
と
が
対
立
さ
せ
ら
れ
る
。
か
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
理
由
の
あ
る
こ
と

で
あ
る
と
し
て
も
、我
々
は
な
お
注
意
す
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
真
の
生
は
死
と
生
と
の
統
一
で
あ
る
。

生
は
歴
史
を
生
あ
ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
歴
史
を
葬
る
も
の
も
生
で
あ
る
。
ま
た
生
と
い
わ
れ
る
も

の
は
本
来
二
重
の
も
の
、
即
ち
一
方
存
在
と
し
て
の
生
、
他
方
事
実
と
し
て
の
生
で
あ
る
。
前
者
は
伝
記
に
叙
述

さ
れ
る
よ
う
な
「
生
涯
」
で
あ
る
。
従
っ
て
歴
史
に
対
立
さ
せ
ら
れ
た
生
は
存
在
と
し
て
の
生
で
は
な
く
、
事
実

と
し
て
の
生
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
む
ろ
ん
こ
の
よ
う
に
対
立
す
る
か
ら
と
い
っ
て
、
事
実
と
し
て
の
生
が
歴
史

で
な
い
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
事
実
と
し
て
の
歴
史
0

0

で
あ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
一
般
的
に
次
の
如
く
云
わ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
、
―
―
事
実
は
存
在
に
先
立
つ
。
こ
れ
は
一
の
最
も
原
理

的
な
命
題
で
あ
る
。
も
し
事
実
に
し
て
存
在
に
先
立
つ
な
ら
ば
、
事
実
こ
そ
ま
さ
し
く
形
而
上
学
的
な
も
の
で
あ

る
。
も
と
形
而
上
学 M
etaphysik 

と
い
う
語
は
ギ
リ
シ
ア
語
のta; meta; ta; fusikav

に
由
来
す
る
。
こ
の
不
思

議
な
名
称
は
、
そ
のmeta;

（
後
に
）
が trans
（
越
え
て
）
の
意
味
に
解
釈
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
物
理
的
な
も
の

或
は
自
然
を
越
え
る
も
の
を
現
す
。
形
而
上
学
的
な
も
の
は
か
か
る
も
の
と
し
て
本
質
存
在
も
し
く
は
イ
デ
ー
で

あ
っ
た
り
、
意
識
の
領
域
で
あ
っ
た
り
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
自
然
の
存
在
、
或
は
ま
た
歴
史
の
存
在
、
一
般
に

存
在
0

0

を
越
え
る
も
の
を
何
等
か
の
存
在
0

0

と
考
え
る
と
き
、
我
々
は
旧
き
形
而
上
学
に
陥
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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史
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概
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形
而
上
学
的
な
も
の
は
寧
ろ
あ
ら
ゆ
る

0

0

0

0

存
在
を
越
え
る
も
の
と
い
う
意
味
で
事
実
0

0

で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
か
る

事
実
と
し
て
の
歴
史
は
、
存
在
と
し
て
の
歴
史
を
越
え
る
も
の
と
し
て
原
始
歴
史 U

r-G
eschichte

（
オ
ー
ヴ
ァ
ベ

ッ
ク
【Franz C

am
ille O

verbeck

】）
と
呼
ば
れ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
事
実
が
形
而
上
学
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る

に
し
て
も
、
そ
れ
は
こ
の
も
の
が
不
易
不
動
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
絶
え
ず
運

動
し
、
発
展
す
る
。
旧
き
形
而
上
学
が
存
在
を
も
っ
て
変
化
的
な
現
象
と
な
し
、
こ
れ
を
越
え
る
も
の
を
常
住
不

変
な
も
の
と
見
做
し
た
の
と
は
反
対
に
、
事
実
こ
そ
真
に
動
的
な
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
存
在
は
寧
ろ
一

面
に
於
て
事
実
の
否
定
と
し
て
固
定
的
な
も
の
と
云
わ
れ
よ
う
。
存
在
の
運
動
と
発
展
と
は
根
源
的
に
は
事
実
の

運
動
と
発
展
と
に
も
と
づ
く
と
見
ら
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

存
在
の
概
念
は
い
つ
で
も
領
域
の
概
念
と
結
び
付
い
て
い
る
。
あ
ら
ゆ
る
存
在
は
領
域
的
と
考
え
ら
れ
る
。
従

っ
て
一
切
の
存
在
論
は
そ
の
性
質
上
領
域
的
存
在
論
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
ま
た
普
通
に
歴
史
と
自
然
と
が

区
別
さ
れ
る
の
は
、
存
在
の
秩
序
に
於
て
領
域
の
区
別
と
し
て
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
或
は
自
然
と
精
神
（
デ
ィ

ル
タ
イ
等
）、或
は
自
然
と
文
化（
リ
ッ
カ
ー
ト
等
）、な
ど
と
区
別
さ
れ
る
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
歴
史
と
自
然
と
は
、

存
在
と
し
て
、
た
し
か
に
、
そ
れ
ぞ
れ
ひ
と
つ
の
領
域
を
形
作
る
も
の
と
見
ら
れ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
事
実
と
い

う
も
の
は
何
等
領
域
的
な
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
存
在
と
事
実
と
の
ひ
と
つ
の
最
も
重
要
な
相
違
が
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横
た
わ
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
何
等
領
域
的
な
も
の
で
な
い
故
に
、
か
か
る
歴
史
は
、
そ
れ
が
領
域
の
意

味
に
於
け
る
自
然
で
な
い
と
同
じ
よ
う
に
、
領
域
と
し
て
の
自
然
に
対
す
る
領
域
と
し
て
の
歴
史
の
意
味
に
於
け

る
歴
史
で
も
な
い
。
事
実
と
し
て
の
歴
史
は
自
然
か
ら
区
別
さ
れ
た
歴
史
で
な
い
。
こ
の
意
味
に
於
て
は
そ
れ
は

寧
ろ
自
然
と
歴
史
と
の
統
一
で
あ
る
と
云
わ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
高
次
の
自
然
で
あ
っ
て
高
次
の
歴
史
で
あ

る
。
事
実
と
し
て
の
歴
史
は
、
単
な
る
歴
史
で
も
な
く
、
単
な
る
自
然
で
も
な
く
、
却
っ
て
も
と
も
と
事
実
の
歴

0

0

0

0

史
性
0

0

の
こ
と
で
あ
る
。
原
始
的
意
味
に
於
け
る
歴
史
的
な
も
の
と
自
然
的
な
も
の
と
の
統
一
が
単
な
る
統
一
で
な

く
、
実
に
弁
証
法
的
統
一
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、
事
実
の
歴
史
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。

三

先
ず
事
実
と
し
て
の
歴
史
は
行
為
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
人
間
は
歴
史
を
作
る
と
云
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
歴
史
を
作
る
行
為
そ
の
も
の
が
事
実
と
し
て
の
歴
史
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
対
し
て
作
ら
れ
た
歴
史
が

存
在
と
し
て
の
歴
史
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
作
る
こ
と
は
作
ら
れ
た
も
の
よ
り
も
根
源
的
で
あ
り
、

作
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
作
ら
れ
た
も
の
も
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
意
味
に
於
て
事
実
と
し
て
の
歴
史
は
存
在

と
し
て
の
歴
史
に
先
行
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
ま
た
実
際
、
作
る
こ
と
と
作
ら
れ
た
も
の
と
は
対
立
す
る
。
作
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史
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概
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ら
れ
た
も
の
は
固
定
し
た
、
限
界
せ
ら
れ
た
形
態
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
作
ら
れ
る
や
否
や
、
作
る
こ

と
に
対
し
て
他
者
と
な
る
。「
魂
が
語
る
0

0

や
否
や
、
既
に
魂0

は
も
は
や
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。」Spricht die 

Seele, so spricht, ach, schon die Seele nicht m
ehr. 

と
い
う
句
は
、
単
に
言
語
に
就
い
て
ば
か
り
で
な
く
、
あ

ら
ゆ
る
歴
史
的
な
も
の
に
就
い
て
云
わ
れ
得
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
存
在
と
し
て
の
歴
史
は
事
実
と
し
て
の

歴
史
に
対
し
て
、
一
方
固
よ
り
そ
れ
の
実
現
で
あ
る
と
共
に
、
他
方
そ
れ
の
否
定
で
も
あ
る
。
行
為
は
た
し
か
に

歴
史
的
認
識
の
基
礎
と
も
な
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
歴
史
的
認
識
が
成
立
す
る
た
め
に
は
或
る
全
体
が
与
え
ら
れ

ね
ば
な
ら
な
い
が
、
か
か
る
全
体
は
絶
え
ず
移
行
す
る
歴
史
の
過
程
を
切
断
す
る
こ
と Entscheidung 

に
よ
っ
て

初
め
て
形
作
ら
れ
得
る
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
決
心
す
る
こ
と Entscheidung 

が
必
要
で
あ
る
。
認
識
し
よ

う
と
欲
す
る
者
は
決
心
す
る
こ
と
を
避
け
る
こ
と
が
出
来
な
い
。と
こ
ろ
で
凡
て
の
行
為
は
自
由
を
含
ん
で
い
る
。

如
何
な
る
自
由
も
な
い
と
こ
ろ
に
は
、
本
来
行
為
と
い
わ
る
べ
き
も
の
は
な
い
。
そ
の
限
り
に
於
て
事
実
と
し
て

の
歴
史
は
ま
さ
に
自
由
で
あ
る
。

然
し
な
が
ら
行
為
と
い
う
と
き
、
行
為
す
る
「
も
の
」
が
考
え
ら
れ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
の
如
き
観
念
論
の
立
場
に

立
た
な
い
限
り
、か
か
る
「
も
の
」
を
離
れ
て
行
為
を
考
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
哲
学
的
に
云
っ
て
か
か
る
「
も

の
」
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
は
こ
の
「
も
の
」
を
「
存
在
」
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
解
決
さ
れ
得
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二

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
単
に
認
識
の
場
合
に
限
ら
ず
、
我
々
は
一
般
に
何
等
か
の
意
味
で
主
体
＝
客
体
―
―
認

識
論
的
意
味
に
於
て
主
観
＝
客
観
と
い
わ
れ
る
の
は
そ
の
ひ
と
つ
の
場
合
で
あ
る
―
―
な
る
概
念
を
欠
く
こ
と
が

出
来
ず
、
両
者
は
ど
こ
ま
で
も
区
別
さ
れ
る
。
認
識
論
者
が
如
何
に
し
て
も
客
観
化
さ
れ
得
ぬ
も
の
が
主
観
で
あ

る
と
云
う
よ
う
に
、
如
何
に
し
て
も
客
体
の
秩
序
に
属
し
得
な
い
と
こ
ろ
に
主
体
の
本
性
が
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら

ぬ
。
我
々
は
自
己
の

0

0

0

存
在
を
も
行
為
の
客
体
と
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
だ
か
ら
と
て
、
我
々
は
主
体
乃
至
主

観
が
純
粋
自
我
で
あ
る
と
か
、
凡
そ
意
識
で
あ
る
と
か
と
云
う
の
で
は
な
い
。
我
々
は
自
己
の
意
識
の
存
在
0

0

を
さ

え
行
為
の
客
体
と
な
し
得
る
。
従
っ
て
主
体
を
客
体
と
同
じ
意
味
で
存
在
と
呼
ぶ
こ
と
は
出
来
な
い
。
主
体
は
同

時
に
客
体
で
あ
り
、
我
々
は
主
体
客
体
の
統
一
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
或
る
意
味
で
は
全
く
正
し
い
こ
と
で
あ

る
に
し
て
も
、か
か
る
統
一
は
な
お
主
体
と
客
体
と
の
区
別
を
予
想
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
我
々
は
「
行
為
す
る
も
の
」

を
事
実
と
称
す
る
。そ
こ
で
は
行
為
と
物
と
が
二
つ
で
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、そ
れ
は
事
実 Tat-Sache 

と
云
わ
れ
る
。

事
実
と
し
て
の
主
体
を
前
提
し
た
上
で
主
体
も
初
め
て
客
体
的
存
在
で
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。
固
よ
り
事
実
と
存

在
と
は
全
く
無
関
係
で
は
な
い
。
事
実
の
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
も
存
在
を
通
じ
て
で
な
け
れ
ば
客
観
的
に
認

識
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
ぬ
。

我
々
は
ロ
ゴ
ス
と
し
て
の
歴
史
と
存
在
と
し
て
の
歴
史
と
を
区
別
し
て
来
た
。
然
る
に
い
ま
事
実
と
し
て
の
歴
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史
と
い
う
優
越
な
見
地
に
立
つ
と
き
、
ロ
ゴ
ス
と
し
て
の
歴
史
も
や
は
り
存
在
と
し
て
の
歴
史
に
属
す
る
も
の
と

見
ら
れ
得
る
。
歴
史
叙
述
は
、
芸
術
、
法
律
等
と
並
ん
で
文
化
の
一
形
態
で
あ
り
、
か
か
る
も
の
と
し
て
存
在
と

し
て
の
歴
史
の
中
に
数
え
ら
れ
る
。
歴
史
叙
述
も
作
ら
れ
た
歴
史
の
一
種
で
あ
り
、
そ
れ
を
作
る
行
為
と
見
ら
れ

る
限
り
に
於
け
る
事
実
と
し
て
の
歴
史
の
産
物
で
あ
る
。
芸
術
を
作
る
こ
と
が
時
に
芸
術
的
「
実
践
」
と
呼
ば
れ

て
い
る
よ
う
に
、歴
史
を
書
く
こ
と
は
ひ
と
つ
の
実
践
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
う
だ
か
ら
と
云
っ
て
、

も
ち
ろ
ん
ロ
ゴ
ス
と
し
て
の
歴
史
と
存
在
と
し
て
の
歴
史
と
の
区
別
が
な
く
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
芸
術
そ
の

も
の
と
そ
れ
に
就
い
て
の
歴
史
叙
述
た
る
芸
術
史
と
が
区
別
さ
れ
る
よ
う
に
、
歴
史
叙
述
そ
の
も
の
が
文
化
の
ひ

と
つ
と
し
て
、
存
在
と
し
て
の
歴
史
と
見
ら
れ
る
場
合
に
も
、
そ
れ
と
は
区
別
さ
れ
て
か
か
る
歴
史
叙
述
に
就
い
0

0

て
の
0

0

歴
史
叙
述
即
ち
史
学
史
な
る
も
の
が
存
し
得
る
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、
歴
史
を
叙
述
す
る
と
い
う
こ
と
は
人

間
の
行
為
の
最
も
根
本
的
な
も
の
に
属
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
類
の
最
も
古
き
伝
説
乃
至
神
話
も
既
に
そ
れ
自

身
の
仕
方
に
於
て
ひ
と
つ
の
歴
史
叙
述
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ヴ
ィ
コ
は
最
古
の
諸
神
話
は
政
治
的
真
理
を
含
ん

で
お
り
、
そ
し
て
そ
れ
だ
か
ら
最
初
の
諸
民
族
の
歴
史
を
表
現
し
て
い
る
と
考
え
た
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
神
話

を
愛
す
る
者φιlovmuqoV

は
或
る
意
味
で
は
智
を
愛
す
る
者φιlovsofoV

即
ち
哲
学
者
で
あ
る
と
云
っ
た
が
、我
々

は
こ
の
言
葉
を
移
し
て
、
神
話
を
愛
す
る
者
は
或
る
意
味
で
は
歴
史
家
で
あ
る
と
も
云
い
得
よ
う
。
と
こ
ろ
で
問
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題
は
、
何
故
に
人
間
の
行
為
の
最
も
特
色
あ
る
且
つ
最
も
根
本
的
な
も
の
の
ひ
と
つ
が
歴
史
を
書
く
こ
と
で
あ
る

か
と
い
う
こ
と
、
こ
の
全
く
単
純
な
意
味
に
於
て
既
に
何
故
に
人
間
の
行
為
が
歴
史
的

0

0

0

行
為
で
あ
る
か
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
と
き
も
し
ひ
と
が
歴
史
を
書
く
こ
と
は
認
識
で
あ
っ
て
行
為
で
は
な
い
と
い
う
一
面
に
於
て
は

固
よ
り
正
し
い
反
対
を
な
す
な
ら
ば
、
我
々
は
こ
れ
に
答
え
て
、
歴
史
の
認
識
そ
の
も
の
と
雖
も
右
に
記
し
た
如

く
行
為
を
前
提
す
る
と
云
い
得
る
で
あ
ろ
う
し
、
更
に
歴
史
が
書
か
れ
る
と
い
う
こ
と
は
純
粋
な
認
識
で
な
く
そ

の
た
め
に
は
ペ
ン
や
紙
な
ど
が
必
要
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
古
来
歴
史
は
「
か
が
み
」
と
云
わ
れ
た
よ
う
に
人

間
は
ま
こ
と
に
屡
々
実
践
上
の
目
的
か
ら
歴
史
を
認
識
す
る
の
で
あ
る
と
云
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
人
間
は
彼
等
の

現
在
の
行
為
を
過
去
の
歴
史
に
結
び
付
け
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
凡
て
人
間
の
行
為
そ
の
も
の
の
根
本
的
な
規
定

に
も
と
づ
く
筈
で
あ
り
、
か
か
る
規
定
は
そ
の
行
為
の
歴
史
性
を
現
す
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
問
題
は

こ
の
よ
う
な
歴
史
性
が
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
言
い
換
え
れ
ば
、
何
故
に
行
為
が
事
実
と
し
て
の
歴0

史0

と
呼
ば
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
我
々
は
次
の
こ
と
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

第
一
、
我
々
は
事
実
と
し
て
の
歴
史
を
現
在
と
称
し
て
来
た
。
然
る
に
我
々
に
と
っ
て
行
為
の
概
念
は
未
来
と

い
う
時
間
概
念
と
結
び
付
い
て
い
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
我
々
の
行
為
は
絶
え
ず
未
来
へ
の
関
係
を
含
む
。
こ
の

よ
う
に
現
在
は
未
来
へ
の
関
係
を
含
む
が
故
に
、
我
々
に
と
っ
て
現
在
は
「
永
遠
」
で
な
く
、
却
っ
て
「
瞬
間
」
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で
あ
る
の
で
あ
る
。
永
遠
は
時
間
で
な
く
超
時
間
的
で
あ
る
。
現
在
が
瞬
間
で
あ
る
と
こ
ろ
に
時
間
が
あ
る
。
従

っ
て
時
間
の
最
も
重
要
な
契
機
は
未
来
で
あ
る
。
そ
の
限
り
時
間
の
特
性
は
予
料 A

ntizipation 

で
あ
り
、
時
間

は
本
来
予
料
的
時
間
で
あ
る
と
云
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
と
っ
て
現
在
は
瞬
間
で
あ
る
か
ら
、
我
々
の
行

為
は
歴
史
的
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
永
遠
は
超
歴
史
的
で
あ
っ
て
、歴
史
的
で
は
な
か
ろ
う
。

そ
し
て
現
在
が
瞬
間
で
あ
る
故
に
、実
に
ま
た
我
々
の
行
為
に
は「
決
心
す
る
」と
い
う
こ
と
が
属
す
る
の
で
あ
る
。

我
々
は
上
に
於
て
、
歴
史
は
現
在
か
ら
書
か
れ
る
と
述
べ
て
お
い
た
が
、
今
や
進
ん
で
、
歴
史
は
未
来
か
ら
書
か

れ
る
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
然
る
に
か
く
の
如
く
現
在
が
永
遠
で
な
く
瞬
間
で
あ
る
の
は
、
そ
こ
に
否

定
的
な
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
現
在
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
未
来
が
現
在
に
対

し
て
否
定
的
な
も
の
の
意
味
を
担
っ
て
い
る
た
め
に
、
現
在
は
瞬
間
で
あ
る
の
で
あ
る
。
瞬
間
と
云
わ
れ
る
最
も

特
殊
な
時
間
概
念
は
こ
の
よ
う
に
否
定
的
な
も
の
を
離
れ
て
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
単
に
未
来
を
予
料
す
る
と
い

う
こ
と
だ
け
か
ら
は
現
在
が
瞬
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
生
じ
て
来
な
い
。
行
為
は
未
来
に
於
て
実
現
さ
れ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
然
し
な
が
ら
単
に
実
現
と
い
う
関
係
だ
け
で
は
行
為
的
現
在
が
瞬
間
で
あ
る
こ
と
は
な
く
、
か
か

る
実
現
は
同
時
に
否
定
で
あ
る
が
た
め
に
、
現
在
は
瞬
間
で
あ
る
の
で
あ
る
。
事
実
と
し
て
の
歴
史
は
存
在
と
し

て
の
歴
史
と
な
る
必
然
性
を
含
む
。
か
く
な
る
と
い
う
こ
と
は
一
面
実
現
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
事
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実
と
し
て
の
歴
史
と
存
在
と
し
て
の
歴
史
と
は
、
既
に
云
っ
た
よ
う
に
、
対
立
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、

後
者
は
他
面
に
於
て
前
者
の
否
定
で
あ
る
。
未
来
が
現
在
の
否
定
ま
た
は
死
で
あ
る
故
に
、
未
来
を
予
料
す
る
現

在
は
ま
さ
に
瞬
間
で
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
於
て
時
間
の
本
性
は
終
末
観
的 eschatologisch 

時
間
で
あ

る
と
も
云
わ
れ
よ
う
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
人
間
の
行
為
は
決
心
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
の
で
あ
る
。
か
く
の
如

き
瞬
間
が
常
識
の
考
え
る
よ
う
な
計
量
的
時
間
の
最
小
な
る
も
の
と
は
全
く
異
な
る
こ
と
は
前
に
云
っ
た
通
り
で

あ
る
。
現
在
た
る
瞬
間
は
未
来
を
含
む
ば
か
り
で
な
く
、
過
去
を
も
包
み
得
る
、
過
去
の
歴
史
を
包
ん
で
活
か
す

も
の
は
現
在
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
た
。
ま
こ
と
に
か
か
る
も
の
と
し
て
瞬
間
は
時
間
の
う
ち
に
あ
り
な
が
ら
永
遠

の
相
を
現
し
て
い
る
。

第
二
、
然
る
に
も
し
現
在
の
予
料
す
る
未
来
が
現
在
に
対
し
て
否
定
的
な
方
面
を
有
す
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ

の
こ
と
は
現
在
そ
の
も
の
が
否
定
的
な
も
の
を
そ
の
ひ
と
つ
の
契
機
と
す
る
こ
と
を
証
し
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。
現
在
そ
の
も
の
が
既
に
否
定
的
な
契
機
を
含
む
が
故
に
、
否
定
的
な
方
面
を
有
す
る
未
来
を
含
ま
ざ
る
を

得
な
い
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
行
為
は
絶
対
的
に
自
由
な
も
の
で
な
く
、
ま
た
必
然
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、

行
為
は
歴
史
的
な
の
で
あ
る
。
歴
史
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
も
論
じ
た
如
く
、
絶
対
的
な
自
由
を
も
っ
て
も
、
絶
対
的

な
必
然
を
も
っ
て
も
成
立
す
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
唯
両
者
の
結
合
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
。＊

こ
の
よ
う
な
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必
然
の
原
理
は
自
然
と
呼
ば
れ
る
。
そ
れ
は
固
よ
り
存
在
と
し
て
の
自
然
で
は
な
く
、
事
実
の
う
ち
に
含
ま
れ
る

自
然
的
な
も
の
を
意
味
す
る
。
い
ま
か
か
る
自
然
的
な
も
の
は
我
々
の
行
為
に
必
然
的
に
結
び
付
い
て
い
る
と
こ

ろ
の
感
性
的
な
も
の
、
特
に
身
体
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
我
々
は
事
実
を
ば
領
域
的
な
ら
ぬ

も
の
と
し
て
規
定
し
た
が
、
哲
学
の
歴
史
に
於
て
領
域
的
な
ら
ぬ
も
の
を
発
見
し
た
の
は
カ
ン
ト
で
あ
っ
た
と
見

ら
れ
得
る
。
彼
の
い
う
自
我
が
そ
れ
で
あ
る
。
彼
は
こ
れ
に
よ
っ
て
旧
来
の
存
在
論
、
形
而
上
学
を
破
壊
し
た
。

カ
ン
ト
の
自
我
は
純
粋
に
実
践
的
な
も
の
に
徹
底
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
フ
ィ
ヒ
テ
の
所
謂
事
行
と
な
っ
た
。
然

し
な
が
ら
我
々
の
い
う
事
実
と
し
て
の
歴
史
は
カ
ン
ト
の
自
我
は
も
と
よ
り
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
事
行
と
も
決
し
て
等

し
く
な
い
。
そ
れ
は
フ
ィ
ヒ
テ
に
於
け
る
が
如
き
純
粋
な
行
為
で
な
く
し
て
、
却
っ
て
感
性
的
な
も
の
、
身
体
的

な
も
の
と
結
び
付
い
た
実
践
で
あ
る
。
そ
れ
は Tathandlung

（
事
行
）
で
は
な
く
、
ま
さ
に Tatsache

（
事
実
）

で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
は　

Tat

―
―
し
か
も H

andlung 

よ
り
一
層
客
観
的
な
意
味
に
於
け
る
行
為
―
―

で
あ
る
と
共
に
、 Sache 

―
―
し
か
も Tat 

よ
り
も
一
層
客
観
的
な
意
味
に
於
け
る
物
―
―
の
意
味
を
も
っ
て
い

る
。
行
為
が
物
の
意
味
を
も
つ
の
は
、
そ
れ
が
身
体
的
、
感
性
的
で
あ
る
が
た
め
で
あ
る
。
蓋
し
も
し
事
実
と
し

て
の
歴
史
が
単
に
行
為
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
な
ら
ば
、
こ
の
行
為
の
主
体
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
が
提
起
さ

れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
行
為
の
主
体
は
何
等
か
の
「
存
在
」
で
あ
り
、
行
為
に
先
立
っ
て
そ
れ
の
予
想
を
な
す
も
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の
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
そ
う
か
と
い
っ
て
、
我
々
は
フ
ィ
ヒ
テ
の
如
き
立
場
を
認
め
る
こ
と
は
な
お
さ

ら
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
い
ず
れ
で
も
な
く
て
、
歴
史
の
基
礎
で
あ
る
と
こ
ろ
の
行
為
に
於
て
は
行
為
が
直

ち
に
物
の
意
味
を
も
ち
、行
為
が
即
ち
事
実
で
あ
る
の
で
あ
る
。
固
よ
り
物
も
ま
た
行
為
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
、

そ
う
で
な
け
れ
ば
物
は
事
実
（Tat-sache

）
と
は
云
わ
れ
な
い
。
物
が
行
為
を
前
提
す
る
の
で
も
な
く
、
行
為
が

物
を
前
提
す
る
の
で
も
な
く
、
行
為
と
物
と
が
一
つ
で
あ
る
の
で
あ
る
。
感
性
は
身
体
的
な
も
の
と
し
て
決
し
て

単
に
受
容
的
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
寧
ろ
行
為
的
、
実
践
的
で
あ
る
。
感
性
の
か
く
の
如
き
実
践
的
性
質
を
認
め
、

力
説
し
た
の
は
マ
ル
ク
ス
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
身
体
的
、
感
性
的
で
あ
る
た
め
に
、
人
間
の
行
為
は
必
然
的

に
自
然
の
存
在
或
は
存
在
と
し
て
の
自
然
に
結
び
付
く
。
身
体
は
単
に
自
然
の
存
在
で
あ
る
の
で
は
な
い
、
―
―

そ
れ
だ
か
ら
し
て
そ
れ
は
外
的
自
然
に
対
し
て
内
的
自
然
と
も
、
人
間
の
自
然
と
も
呼
ば
れ
得
る
の
で
あ
る
、
―

―
身
体
は
同
時
に
事
実
と
し
て
の
自
然
的
な
も
の
で
あ
る
。
我
々
は
身
体
を
通
じ
て
外
的
自
然
に
つ
ら
な
る
。
何

等
か
の
自
然
の
存
在
に
結
び
付
く
こ
と
が
な
い
如
何
な
る
行
為
も
歴
史
的
と
は
云
わ
れ
な
い
。
歴
史
は
決
し
て
自

然
の
存
在
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
も
の
で
な
く
、
こ
れ
と
最
も
密
接
に
聯
関
し
て
展
開
す
る
の
で
あ
る
。

＊　

V
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と
こ
ろ
で
第
三
に
、
こ
の
よ
う
に
身
体
と
見
ら
る
べ
き
も
の
は
、
単
に
個
人
的
身
体
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
他



三
九

第
一
章　

歴
史
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概
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方
に
於
て
、
ま
た
社
会
的
身
体
と
も
云
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
か
よ
う
な
社
会
的
身
体
を
我
々
は
、
思
想
の
歴
史

の
伝
統
に
従
っ
て
、
種
族 G

attung 

と
い
う
語
を
も
っ
て
表
そ
う
と
思
う
。
こ
こ
に
謂
う
種
族
は
人
間
と
い
う
類

概
念
の
こ
と
で
は
な
く
、
ま
た
人
類
学
や
民
族
学
な
ど
の
対
象
で
あ
る
よ
う
な
存
在
と
し
て
の
種
族
の
こ
と
で
も

な
く
、
人
間
の
社
会
的
自
然
の
こ
と
で
あ
り
、
一
切
の
人
間
が
も
つ
と
考
え
ら
れ
得
る
社
会
的
身
体
の
こ
と
で
あ

る
。
そ
し
て
我
々
の
見
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
か
よ
う
な
社
会
的
身
体
の
概
念
を
除
い
て
如
何
な
る
社
会
概
念
も

基
礎
付
け
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
社
会
の
成
立
以
来
、
近
代
的
な
考
え
方
は
社
会
概
念
の
解
明

に
あ
た
っ
て
個
人
か
ら
出
発
す
る
の
を
つ
ね
と
す
る
。＊

ル
ソ
ー
的
の
社
会
契
約
説
は
固
よ
り
、
カ
ン
ト
的
な
人
格

の
共
同
体
と
し
て
の
社
会
の
概
念
、
現
代
の
社
会
学
の
諸
学
説
に
至
る
ま
で
、
殆
ど
凡
て
が
そ
れ
で
あ
る
。
然
し

な
が
ら
こ
の
よ
う
に
し
て
は
社
会
は
人
為
的
な
も
の
と
な
り
、
或
は
現
実
的
な
ら
ぬ
倫
理
的
当
為
と
な
っ
て
し
ま

い
、
社
会
の
現
実
性
と
根
源
性
と
は
失
わ
れ
て
し
ま
う
。
そ
う
で
は
な
く
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
は
事
実
と
し
て

社
会
的
身
体
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
具
え
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
に
人
間
は
社
会
の
存
在
、
従
っ
て
存

在
と
し
て
の
歴
史
に
自
己
を
結
び
付
け
る
の
で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
は
『
シ
ュ
ム
ポ
ジ
オ
ン
』
の
中
で
ア
リ
ス
ト
パ

ネ
ス
を
し
て
、
昔
男
女
は
一
つ
の
全
体
の
身
体
で
あ
っ
た
が
、
二
分
さ
れ
て
そ
の
各
々
の
半
分
が
男
と
な
り
女
と

な
っ
た
の
で
あ
る
た
め
に
、
今
男
と
女
と
は
相
求
め
、
相
愛
し
合
う
の
で
あ
る
と
い
う
ひ
と
つ
の
神
話
を
語
ら
し
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め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
人
間
は
社
会
的
身
体
を
有
す
る
が
故
に
、
社
会
の
存
在
も
作
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
彼
の

凡
て
の
行
為
は
存
在
と
し
て
の
歴
史
に
結
び
付
か
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
人
間
に

は
彼
の
最
も
特
色
あ
る
活
動
の
ひ
と
つ
と
し
て
歴
史
を
書
く
と
い
う
こ
と
も
属
し
な
い
で
あ
ろ
う
。「
種
族
」
は

人
間
の
社
会
的
「
事
実
」
で
あ
る
。
個
人
的
身
体
の
保
存
と
発
達
と
の
た
め
に
自
然
物
が
消
費
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ

よ
う
に
、
種
族
即
ち
社
会
的
身
体
の
保
存
と
発
達
と
に
と
っ
て
は
個
人
の
死
滅
す
る
と
い
う
こ
と
が
必
要
な
の
で

あ
る
。
種
族
は
個
人
の
犠
牲
を
要
求
す
る
。
個
人
が
社
会
の
た
め
に
喜
ん
で
犠
牲
に
な
ろ
う
と
い
う
の
は
、
種
族

が
彼
の
社
会
的
身
体
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。
シ
ェ
リ
ン
グ
は
云
っ
て
い
る
、「
如
何
な
る
犠
牲
も
、
ひ
と
が
そ
れ

に
属
す
る
種
族
は
、
進
歩
す
る
こ
と
を
決
し
て
や
め
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
う
確
信
な
し
に
は
可
能
で
な
い
と

す
れ
ば
、
い
っ
た
い
こ
の
確
信
は
、
も
し
も
そ
れ
が
唯
専
ら
自
由
の
上
に
築
か
れ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
如
何

に
し
て
可
能
で
あ
ろ
う
か
。」
人
類
の
歴
史
が
犠
牲
の
歴
史
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、
我
々
は
事
実
と
し
て
の
歴
史
の

う
ち
に
或
る
必
然
的
な
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
の
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
種
族
は
か
か
る
必
然
的
な
も
の
を
現

す
の
で
あ
る
。
云
う
ま
で
も
な
く
、
我
々
は
種
族
の
概
念
を
も
っ
て
社
会
の
階
級
的
構
成
を
否
定
し
、
国
民
主
義
、

民
族
主
義
、人
類
主
義
、等
々
に
加
担
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
。
我
々
の
問
題
に
し
て
い
る
の
は
一
般
に
種
々

な
る
社
会
の
存
在
が
成
立
す
る
に
至
る
哲
学
的
基
礎
で
あ
る
。
即
ち
我
々
は
、
何
故
に
一
般
に
人
間
は
自
己
を
社
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歴
史
の
概
念

会
の
存
在
に
結
び
付
け
る
か
と
問
う
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
定
の
構
造
を
有
す
る
社
会
の
存
在
が
人
間
に
一
定
の

影
響
を
及
ぼ
し
、
そ
の
た
め
に
人
間
が
一
定
の
仕
方
で
結
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
例
え
ば
階
級
な
る
も
の
も
成
立

す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
既
に
人
間
が
一
般
に
自
己
を
社
会
の
存
在
に
結
び
付
け
る
と
い
う
事
実
の
必
然

性
を
前
提
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
こ
で
も
事
実
と
し
て
の
歴
史
が
存
在
と
し
て
の
歴
史
を
作
る
の
で
あ
る
。
固

よ
り
ま
た
逆
に
存
在
と
し
て
の
歴
史
が
事
実
と
し
て
の
歴
史
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
な
け
れ
ば
階
級
な
ど
い
う

も
の
も
構
成
さ
れ
な
い
。
両
者
の
こ
の
よ
う
な
弁
証
法
的
関
係
に
就
い
て
は
更
に
後
に
詳
論
さ
れ
る
筈
で
あ
る
。

＊　

拙
著『
観
念
形
態
論
』一
九
八
頁
以
下〔
全
集
第
三
巻
収
録
〕【
第
11
巻
収
録「
文
学
形
態
論
」第
一
節
半
ば
付
近
】参
照
。

四

事
実
と
し
て
の
歴
史
の
含
む
否
定
の
契
機
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
こ
こ
に
な
お
ひ
と
つ
の
概
念
を
持
ち
出

そ
う
。
我
々
は
従
来
の
歴
史
哲
学
の
う
ち
に
於
て
運
命 Schicksal 

の
概
念
が
ひ
と
つ
の
重
要
な
役
割
を
絶
え
ず

演
じ
て
来
た
の
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
実
際
、
現
実
的
な
歴
史
的
思
惟
は
唯
或
る
特
殊
な
運
命
の
感
情
の
背

景
の
も
と
に
於
て
の
み
発
展
し
得
る
と
さ
え
見
え
る
。
歴
史
上
の
大
人
物
が
屡
々
運
命
の
直
接
的
な
干
渉
、
の
み

な
ら
ず
そ
の
神
託
的
な
啓
示
に
対
す
る
特
殊
に
色
づ
け
ら
れ
た
信
仰
を
も
っ
て
い
る
如
く
、
歴
史
的
思
惟
も
ま
た
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運
命
の
感
情
、
従
っ
て
特
殊
な
運
命
の
概
念
に
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
。
ひ
と
は
運
命
の
概
念
の
変
遷
に
於
て
歴

史
的
意
識
の
変
化
の
洞
見
へ
の
ひ
と
つ
の
大
切
な
手
懸
り
を
捉
え
得
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
個
人
主
義
的
思
惟

か
ら
歴
史
的
思
惟
へ
の
、
早
期
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
へ
の
決
定
的
な
転
換
は
、
実
に
運
命
の
感
情
の
変

遷
の
う
ち
に
表
現
さ
れ
て
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
早
期
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
の
熱
烈
な
信
仰
告
白
書
、
シ
ュ
ラ
イ
エ

ル
マ
ッ
ハ
ー
の
『
モ
ノ
ロ
ー
ゲ
ン
』
に
於
て
は
、
運
命
は
単
に
永
久
に
敵
対
す
る
「
世
界
の
過
程
」、
自
由
な
る

自
我
が
そ
れ
に
対
し
て
反
抗
す
る
と
こ
ろ
の
粗
野
な
、
外
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
個
人
は
こ
の
「
世
界
」
に
対

し
て
永
久
の
敵
対
関
係
に
あ
り
、
そ
こ
に
彼
の
自
由
の
意
識
が
あ
る
。
か
よ
う
な
運
命
の
暴
圧
の
最
後
の
残
余
ま

で
滅
ぼ
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
が
自
由
の
最
高
の
勝
利
で
あ
る
。「
か
く
の
如
き
（
即
ち
自
由
な
る
）
意
志
の
思

惟
に
あ
っ
て
は
運
命
の
概
念
は
消
え
失
せ
る
」＊

、と
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
は
云
っ
て
い
る
。ヘ
ー
ゲ
ル
は
夙
に
、

運
命
の
思
想
を
深
く
表
現
せ
る
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
に
よ
っ
て
、
歴
史
的
思
惟
に
導
き
入
れ
ら
れ
た
。
彼
は
既
に
『
キ

リ
ス
ト
教
の
精
神
と
そ
の
運
命
』
の
中
に
於
て
運
命
の
概
念
に
就
い
て
の
甚
だ
深
い
哲
学
的
思
索
を
示
し
た
が
、

『
精
神
の
現
象
学
』
の
一
章
に
於
て
も
「
罪
と
運
命
」
に
就
い
て
取
扱
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
に

あ
っ
て
は
運
命
は
も
は
や
粗
野
な
、
不
可
抗
的
な
、
外
的
な
力
で
は
な
く
、
却
っ
て
深
い
、
内
的
な
必
然
性
を
意

味
す
る
。「
運
命
と
は
単
に
一
定
の
個
人
が
自
体
に
於
て
内
的
な
根
源
的
な
規
定
性
と
し
て
あ
る
も
の
の
現
象
で
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史
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概
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あ
る＊
＊」、
と
彼
は
云
う
。
運
命
は
或
る
全
く
内
的
な
も
の
、
肆し

い意
を
完
全
に
脱
し
た
或
る
も
の
と
な
っ
た
。
ヘ
ー

ゲ
ル
は
そ
の
た
め
に
パ
ト
ス Pathos 

と
い
う
特
色
あ
る
概
念
を
見
出
し
た
。
悲
劇
に
於
け
る
人
間
は
、「
実
際
生

活
に
於
け
る
凡
俗
な
行
為
に
伴
う
言
語
の
よ
う
に
、
無
意
識
的
に
、
自
然
的
に
、
素
樸
に
彼
等
の
決
意
と
行
動
と

の
外
的
な
も
の
を
表
白
す
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
内
的
な
本
質
を
発
表
し
、
彼
等
の
行
為
の
権
利
を
証
明
し
、
彼

等
が
属
す
る
と
こ
ろ
の
パ
ト
ス
を
、
偶
然
的
な
事
情
や
個
人
の
特
性
か
ら
自
由
に
、
そ
の
一
般
的
な
個
性
に
於
て

思
慮
深
く
主
張
し
、
明
確
に
表
白
す
る
の
で
あ
る
。＊
＊
＊」

と
彼
は
書
い
て
い
る
。
こ
の
場
合
パ
ト
ス
と
は
内
的
必
然

性
と
し
て
解
さ
れ
た
運
命
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
更
に
シ
ェ
リ
ン
グ
は
ま
た
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
、

「
歴
史
家
に
と
っ
て
悲
劇
は
諸
々
の
偉
大
な
観
念
及
び
そ
れ
に
向
っ
て
彼
が
訓
練
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と

こ
ろ
の
崇
高
な
考
え
方
の
真
の
源
泉
で
あ
る
。
＊
＊
＊
＊」

ヘ
ー
ゲ
ル
も
、
シ
ェ
リ
ン
グ
も
、
悲
劇
と
云
え
ば
ギ
リ
シ
ア
悲

劇
の
こ
と
を
考
え
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
殊
に
シ
ェ
リ
ン
グ
に
於
て
運
命
の
概
念
が
彼
の
歴
史
の
見
方
に
対
し
決

定
的
に
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
、
彼
が
世
界
史
の
哲
学
的
構
成
に
あ
た
り
、
世
界
史
を
運
命
、
自
然
、

摂
理
と
い
う
三
つ
の
時
代
に
区
分
し
た
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
も
窺
い
知
り
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

＊   Schleierm
acher, M

onologen, H
rsg. v. F. M

. Schiele, S. 54.

＊
＊ H

egel, Phänom
enologie des G

eistes, W
W

. II, S. 236.
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＊
＊
＊ Ibid. S. 550.

＊
＊
＊
＊ Schelling, Vorlesungen über die M

ethode des akadem
ischen Studium

s, W
W

. I. 5, S. 312

い
ま
我
々
は
種
族
の
或
る
概
念
、
即
ち
氏
族
の
概
念
が
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
の
ひ
と
つ
の
中
心
概
念
で
あ
っ
た
こ

と
を
想
い
起
す
。
即
ち
祖
先
の
罪
過
の
遺
伝
に
よ
り
子
孫
が
故
な
く
し
て
罰
せ
ら
れ
る
運
命
に
お
か
れ
る
と
い

う
こ
と
が
そ
れ
の
主
な
る
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
は
氏
族
や
民
族
等
を
遥
か
に
越
え
て
人
間
種
族 

M
enschengattung 

即
ち
人
類 M

enschheit 

の
理
念
を
発
見
し
た
。
あ
ら
ゆ
る
人
間
は
ア
ダ
ム
の
子
で
あ
り
、
彼

の
罪
を
凡
て
遺
伝
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
哲
学
の
根
本
的
前
提
で
あ
っ
た
。
後
の
歴
史
哲
学

の
多
く
は
こ
の
思
想
を
受
け
継
い
で
い
る
の
で
あ
っ
て
、
思
索
は
か
く
の
如
き
種
族
及
び
運
命
を
哲
学
的
に
如
何

に
理
解
す
べ
き
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
向
け
ら
れ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
そ
れ
を
全
く
精
神
的
な
も
の
の
方
向
に
解

釈
し
よ
う
と
し
た
。
か
く
し
て
彼
は
種
族
を
説
明
し
て
云
う
、「
生
命
的
な
も
の
そ
の
も
の
に
於
て
種
族
0

0

で
あ
る

と
こ
ろ
の
も
の
は
、
精
神
的
な
も
の
に
於
て
は
合
理
性

0

0

0Vernünftigkeit 

で
あ
る
。
蓋
し
種
族
は
既
に
理
性
的
な

も
の
に
属
す
る
と
こ
ろ
の
内
的
普
遍
性
と
い
う
規
定
を
も
っ
て
い
る
。
種
族
と
理
性
的
な
も
の
と
の
こ
の
よ
う
な

統
一
の
う
ち
に
、
生
涯
の
過
程
に
於
て
現
れ
る
精
神
的
諸
現
象
が
こ
の
過
程
に
於
て
発
達
す
る
個
人
の
身
体
的
諸

変
化
に
一
致
す
る
と
い
う
こ
と
の
理
由
が
横
た
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。」＊

こ
の
よ
う
に
種
族
と
理
性
的
な
も
の
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史
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概
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と
の
統
一
を
考
え
る
と
こ
ろ
か
ら
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学
に
於
て
は
種
族
の
概
念
は
次
第
に
自
己
の
影
を
潜
め

て
、
民
族
精
神
及
び
世
界
精
神
の
概
念
が
立
ち
現
れ
る
。
彼
は
種
族
と
い
う
身
体
的
な
も
の
、
自
然
的
な
も
の

と
、
理
性
的
な
も
の
、
イ
デ
ー
的
な
も
の
と
の
対
立
の
方
面
を
没
却
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
彼
の
体
系
に
於
て

一
般
に
イ
デ
ー
に
対
す
る
自
然
の
根
源
性
が
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
照
応
す
る
。
こ
の
点
に
関
し
て

私
は
彼
が
現
象
学
の
中
で
運
命
の
概
念
に
解
明
を
与
え
て
パ
ト
ス
と
な
し
、
且
つ
精
神
を
さ
え
パ
ト
ス
と
呼
ん
で

い
る
の
に
興
味
を
覚
え
、
重
要
な
意
味
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
曰
く
、「
精
神
は
個
人
に
於
て
彼
の
普
遍
者
と

し
て
、
個
人
が
そ
れ
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
彼
の
力
と
し
て
、
そ
れ
に
身
を
委
せ
て
彼
の
自
己
意
識
が
自
由
を
失

う
と
こ
ろ
の
彼
の
パ
ト
ス
と
し
て
あ
る
。＊
＊」
我
々
は
こ
の
パ
ト
ス
、
即
ち
情
熱
と
も
訳
さ
れ
る
言
葉
を
ば
、
か
の

甚
だ
屡
々
引
用
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
彼
の
歴
史
哲
学
の
中
の
、「
世
界
に
於
け
る
如
何
な
る
大
い
な
る
も
の
も
熱
情 

Leidenschaft 

な
し
に
は
成
就
さ
れ
な
か
っ
た
。」
と
い
わ
れ
た
句
に
於
け
る
ラ
イ
デ
ン
シ
ャ
フ
ト
か
ら
区
別
し
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
我
々
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
ラ
イ
デ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
個
人
的
身
体
に
結
合
し
、
パ
ト
ス
は
社
会
的

身
体
に
結
合
す
る
。
歴
史
に
於
け
る
如
何
な
る
大
い
な
る
も
の
も
ラ
イ
デ
ン
シ
ャ
フ
ト
な
し
に
は
、
然
し
ま
た
パ

ト
ス
な
し
に
は
為
し
遂
げ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
凡
て
の
歴
史
的
行
為
は
個
人
的
身
体
と
社
会
的
身
体
と
に

結
び
付
い
て
い
る
。
精
神
が
格
別
超
個
人
的
で
あ
っ
て
、
身
体
は
単
に
個
人
的
で
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
身
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体
は
個
人
的
な
方
面
と
共
に
社
会
的
な
方
面
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

＊　
　

H
egel, Encyclopaedie § 396 Zusatz.

＊
＊　

Phänom
enologie des G

eistes, W
W

. II, S. 530.

そ
こ
で
我
々
は
運
命
の
概
念
に
於
て
表
現
さ
れ
る
哲
学
的
な
も
の
が
何
で
あ
る
か
を
一
層
明
確
に
規
定
し
て
お

こ
う
と
思
う
。
運
命
が
先
ず
或
る
必
然
的
な
も
の
を
現
す
と
い
う
こ
と
は
上
の
叙
述
か
ら
し
て
明
ら
か
で
あ
る
。

然
し
な
が
ら
単
に
必
然
的
な
も
の
は
な
お
運
命
的
と
は
云
わ
れ
得
な
い
。
因
果
必
然
的
な
も
の
を
我
々
は
運
命
的

な
も
の
と
は
考
え
な
い
の
で
あ
る
。
寧
ろ
因
果
と
運
命
と
は
根
本
的
に
対
立
す
る
概
念
で
あ
る
。
ヘ
ル
ダ
ー
が
運

命
を
ば
「
歴
史
の
骰
子
投
げ
」W

urf der G
eschichte 

と
云
っ
た
よ
う
に
、
運
命
は
或
る
偶
然
的
な
も
の
の
意
味

を
も
ち
、
因
果
法
則
の
概
念
と
は
相
容
れ
な
い
。
し
か
も
固
よ
り
単
に
偶
然
的
な
も
の
は
な
お
運
命
的
な
も
の
で

は
な
い
の
で
あ
る
。
偶
然
的
な
も
の
が
必
然
的
な
も
の
の
意
味
を
含
む
と
こ
ろ
に
運
命
の
概
念
は
成
り
立
つ
。
然

し
こ
の
こ
と
は
如
何
に
し
て
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
偶
然
的
な
も
の
が
必
然
的
な
も
の
の
意
味
を
含
む
こ
と
に
よ
っ

て
運
命
的
な
も
の
と
な
る
の
は
、
か
か
る
偶
然
的
な
も
の
が
、
普
通
偶
然
的
と
云
わ
れ
る
も
の
の
よ
う
に
、
単
に

附
帯
的
な
も
の
、
副
次
的
な
も
の
で
は
な
く
て
、
偶
然
的
な
も
の
こ
そ
却
っ
て
原
理
的
に
根
源
的
な
も
の
で
あ
る

か
ら
で
あ
り
、
そ
し
て
次
に
、
か
く
の
如
く
偶
然
的
な
も
の
が
否
定
の
原
理
を
自
己
自
身
に
於
て
担
っ
て
い
る
か
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ら
で
あ
る
。
運
命
と
は
或
る
否
定
的
な
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
運
命
は
、
そ
れ
が
偶
然
性
を
予
想
し
つ
つ
し
か

も
偶
然
性
の
否
定
と
し
て
の
必
然
性
で
あ
る
よ
う
に
、
実
践
的
な
も
の
の
上
に
立
つ
実
践
的
な
も
の
の
否
定
で
あ

る
。
そ
れ
故
も
し
歴
史
的
思
惟
が
或
る
運
命
の
概
念
を
欠
き
得
な
い
と
す
れ
ば
、
歴
史
が
単
な
る
行
動
主
義
の
立

場
に
於
て
成
立
し
得
ぬ
こ
と
も
ま
た
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
歴
史
は
我
々
が
作
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
我
々
に
と

っ
て
作
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
行
為
が
同
時
に
物
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
歴
史
は
あ
る
。
為
す
こ
と
が

同
時
に
為
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
と
こ
ろ
に
歴
史
は
あ
る
。
従
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
が
運
命
を
パ
ト
ス
―
―pavscw

（
働

き
か
け
ら
れ
る
）
か
ら
来
たpavqoV
―
―
と
呼
ん
だ
の
は
意
味
深
き
こ
と
で
あ
っ
て
、
出
来
事
が
、pavqhma

―
―

パ
ト
ス
と
同
じ
語
原
を
有
す
る
こ
の
言
葉
は
、
実
際
、
ギ
リ
シ
ア
語
に
於
て
出
来
事 Ereignis 

の
意
味
を
有
し
た

―
―
の
意
味
を
も
つ
と
こ
ろ
に
歴
史
は
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
運
命
の
概
念
は
勝
れ
て
悲
劇
と
い
う
美
的
観
想
的
な

も
の
の
中
心
概
念
と
も
な
り
得
る
の
で
あ
る
。
然
し
そ
れ
は
決
し
て
純
粋
に
観
想
的
な
も
の
を
現
す
の
で
な
く
、

寧
ろ
実
践
的
な
も
の
を
予
想
し
つ
つ
こ
れ
の
否
定
と
し
て
の
観
想
的
な
も
の
で
あ
る
。
更
に
運
命
の
概
念
が
歴
史

の
概
念
に
対
し
て
有
す
る
重
要
な
意
味
は
、
前
者
が
後
者
に
と
っ
て
本
質
的
な
時
間
の
概
念
と
最
も
内
面
的
に
つ

な
が
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
見
ら
れ
る
。
因
果
の
概
念
は
時
間
的
前
後
の
関
係
を
除
外
し
得
る
ば
か
り
で
な
く
、

時
間
の
関
係
を
除
外
す
る
と
い
う
こ
と
が
因
果
的
な
概
念
構
成
の
理
想
で
あ
る
と
も
見
ら
れ
得
よ
う
。
因
果
に
対
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し
て
運
命
は
た
し
か
に
或
る
時
間
的
な
も
の
を
現
す
。時
間
の
関
係
は
そ
れ
に
と
っ
て
決
定
的
な
意
味
を
有
す
る
。

否
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
「
時
間
は
自
身
に
於
て
完
結
し
て
い
な
い
精
神
の
運
命
で
あ
り
、
必
然
性
で
あ
る
。」
と
云
っ

た
如
く
、
時
間
こ
そ
運
命
的
な
も
の
で
あ
り
、
凡
て
の
運
命
的
な
も
の
の
象
徴
で
あ
る
。「
唯
本
来
の
時
間
性
―

―
そ
れ
は
同
時
に
有
限
的
で
あ
る
―
―
の
み
が
、
運
命
と
い
う
よ
う
な
或
る
も
の
、
即
ち
本
来
の
歴
史
性
を
可
能

な
ら
し
め
る
。」
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
も
書
い
て
い
る
。＊

＊　

M
artin H

eidegger, Sein und Zeit, Erste H
älfte 1927, S. 385.

か
く
て
運
命
と
は
一
般
的
に
云
っ
て
否
定
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
歴
史
は
か
く
の
如
き
否
定
的
な
も
の
を
離
れ

て
考
え
ら
れ
得
な
い
。
我
々
は
運
命
の
概
念
が
従
来
負
わ
さ
れ
て
来
た
重
要
な
役
割
に
鑑
み
て
、
こ
こ
に
な
お
次

の
こ
と
を
附
け
加
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
オ
ス
ワ
ル
ト
・
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
は
か
の
セ
ン
セ
イ
シ
ョ

ン
を
惹
き
起
し
た
書
物『
西
洋
の
没
落
』の
中
で
自
然
と
歴
史
と
を
区
別
す
る
も
の
と
し
て「
因
果
の
原
理
」と「
運

命
の
理
念
」
と
を
掲
げ
た
。＊

こ
の
こ
と
は
或
る
程
度
ま
で
た
し
か
に
正
し
い
も
の
を
含
ん
で
い
る
。
然
し
な
が
ら

歴
史
と
云
っ
て
も
、
事
実
と
し
て
の
歴
史
及
び
存
在
と
し
て
の
歴
史
と
い
う
二
重
の
も
の
で
あ
っ
て
、
運
命
的
と

考
え
ら
る
べ
き
は
本
来
前
者
で
あ
り
、そ
し
て
こ
の
も
の
に
於
て
も
そ
れ
は
な
お
一
つ
の

0

0

0

契
機
で
あ
る
に
過
ぎ
ず
、

他
方
そ
こ
に
は
行
為
或
は
自
由
の
契
機
が
含
ま
れ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
運
命
は
行
為
と
自
由
と
を
予
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想
し
て
の
否
定
的
な
も
の
で
あ
る
。
且
つ
事
実
と
し
て
の
歴
史
に
於
け
る
運
命
的
な
も
の
は
自
然
的
な
も
の
と
見

ら
れ
得
る
の
で
あ
り
、
自
然
と
は
区
別
さ
れ
た
歴
史
、
即
ち
存
在
と
し
て
の
歴
史
に
就
い
て
云
え
ば
、
そ
れ
の
認

識
は
よ
し
因
果
の
認
識
に
尽
き
な
い
と
し
て
も
、
決
し
て
因
果
の
原
理
と
相
容
れ
ぬ
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
因
果

の
原
理
を
欠
く
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
。存
在
と
し
て
の
歴
史
は
も
と
運
命
的
な
も
の
で
あ
る
の
で
は
な
い
。

シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
は
、
上
に
記
し
た
如
く
、「
世
界
」
ま
た
は
「
世
界
の
過
程
」
を
、
従
っ
て
我
々
の
い

う
存
在
と
し
て
の
歴
史
を
運
命
と
考
え
た
。
そ
し
て
我
々
の
普
通
の
意
識
も
こ
の
よ
う
に
存
在
と
し
て
の
歴
史
を

運
命
と
見
做
し
て
い
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
本
来
的
な
運
命 Schicksal 

と
云
わ
る
べ
き
も
の
は
唯

事
実
と
し
て
の
歴
史
で
あ
っ
て
、
存
在
と
し
て
の
歴
史
は
寧
ろ
非
本
来
的
な
、
そ
れ
故
に
外
的
な
運
命 G

eschick 

で
あ
る
に
過
ぎ
ぬ
。
し
か
も
そ
れ
が
、
た
と
い
非
本
来
的
な
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
な
お
運
命
と
考
え
ら
れ
る
の

は
、存
在
と
し
て
の
歴
史
の
根
源
で
あ
る
と
こ
ろ
の
事
実
と
し
て
の
歴
史
が
も
と
運
命
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。我
々

は
本
来
―
―
事
実
と
し
て
の
歴
史
と
し
て
―
―
運
命
で
あ
る
が
故
に
、
世
界
ま
た
は
世
界
の
過
程
も
我
々
に
と
っ

て
運
命
の
意
味
を
得
て
来
る
の
で
あ
る
。

＊ V
gl. O

sw
ald Spengler, D

er U
ntergang des Abendlandes, I, 1923, S.154 ff.
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さ
て
事
実
そ
の
も
の
の
中
に
於
て
「
基
礎
経
験
」
と
我
々
の
称
す
る
も
の
が
自
己
自
身
を
浮
き
上
が
ら
せ
る
。

事
実
と
し
て
の
歴
史
の
中
に
於
て
歴
史
の
基
礎
経
験

0

0

0

0

0

0

0

が
浮
き
出
て
来
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
左
の
如
く
観
察

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
瞭
に
な
ろ
う
。
既
に
シ
ェ
リ
ン
グ
に
よ
っ
て
、
或
は
ロ
ッ
ツ
ェ
に
よ
っ
て
言
い
表
さ
れ
た

如
く
、
歴
史
の
思
想
は
も
と
ギ
リ
シ
ア
に
な
く
、
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
っ
て
初
め
て
人
類
に
与
え
ら
れ
た
、
と
見
做

さ
れ
て
い
る
。＊

シ
ェ
リ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
ギ
リ
シ
ア
の
神
々
は
よ
り
高
き
自
然
の
存
在
で
あ
り
、
常
住
不
変
な
る

諸
々
の
姿
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、「
キ
リ
ス
ト
教
は
そ
の
最
も
内
的
な
精
神
に
従
っ
て
且
つ
そ
の
最
も
高
き

意
味
に
於
て
歴
史
的
で
あ
る
。」
時
間
の
各
々
の
特
殊
な
瞬
間
は
神
の
一
の
特
殊
な
方
面
の
顕
示
で
あ
り
、
そ
の

各
々
に
於
て
神
は
絶
対
的
で
あ
る
、「
ギ
リ
シ
ア
の
宗
教
が
同
時
的
と
し
て
も
っ
た
も
の
を
キ
リ
ス
ト
教
は
継
起

的
と
し
て
も
つ
の
で
あ
る
。」
と
こ
ろ
で
、
も
し
も
ロ
ゴ
ス
と
し
て
の
歴
史
の
見
地
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
固
よ
り

ギ
リ
シ
ア
に
も
立
派
な
歴
史
が
あ
っ
た
。
ヘ
ロ
ド
ト
ス
は
歴
史
学
の
父
と
呼
ば
れ
、
ツ
キ
デ
ィ
デ
ス
は
歴
史
叙
述

の
古
典
的
な
も
の
と
見
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
も
し
も
存
在
と
し
て
の
歴
史
の
見
地
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
ギ
リ
シ
ア

人
こ
そ
最
も
輝
か
し
き
歴
史
を
作
っ
た
民
族
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
ギ
リ
シ
ア
に
は
歴
史
の
思
想
が
な
か
っ

た
と
云
わ
れ
る
と
き
、
歴
史
と
い
う
語
は
前
者
の
意
味
に
於
て
で
も
な
く
、
ま
た
後
者
に
関
係
し
て
で
も
な
く
、
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歴
史
の
概
念

却
っ
て
或
る
他
の
意
味
に
於
て
、
他
の
も
の
に
関
係
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
或

は
ま
た
十
七
世
紀
は
非
歴
史
的
で
あ
っ
た
と
云
わ
れ
て
い
る
。
近
代
に
於
け
る
歴
史
的
な
見
方
は
ヘ
ル
ダ
ー
か
ら

出
て
、
十
九
世
紀
に
於
て
成
熟
し
た
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
世
紀
は
「
歴
史
の
世
紀
」
と
も
称
せ
ら
れ
る
。
更
に
ま

た
今
日
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
は
非
歴
史
的
な
見
解
を
も
ち
、
こ
れ
に
反
し
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
歴
史
的
な
立

場
に
立
つ
、
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
凡
て
歴
史
と
い
う
こ
と
が
ロ
ゴ
ス
と
し
て
の
歴
史
及
び
存

在
と
し
て
の
歴
史
の
い
ず
れ
に
で
も
な
く
、
却
っ
て
或
る
他
の
も
の
に
関
係
し
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
ろ
う
。
し
か
も
そ
れ
が
特
に
或
る
優
越
な
意
味
に
於
け
る
歴
史
の
概
念
で
あ
る
こ
と
も
同
時
に
明
ら
か
で
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
、
他
の
見
方
か
ら
は
一
様
に
歴
史
的
と
見
ら
れ
て
い
る
も
の
に
就
い
て
な
お

歴
史
的
と
非
歴
史
的
と
を
区
別
す
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
或
る
規
範
的
な
意
味
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
歴
史
の
思
想
は
、
我
々
は
こ
れ
を
歴
史
的
意
識

0

0

0

0

0

と
呼
び
慣
わ
し
て
い
る＊
＊。

そ
こ
で
我
々
は
、
ギ
リ
シ
ア
に

は
歴
史
的
意
識
が
な
か
っ
た
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
歴
史
的
意
識
を
有
す
る
、
な
ど
と
語
る
の
で
あ
る
。
歴
史

的
意
識
を
与
え
る
も
の
は
根
源
的
に
は
事
実
と
し
て
の
歴
史
の
ほ
か
な
か
ろ
う
。
―
―
一
般
に
存
在
の
概
念
か
ら

は
規
範
的
な
、
価
値
評
価
的
な
意
識
の
成
立
は
説
明
さ
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
説
明
す
る
た
め
に
も
我
々

の
い
う
如
き
事
実
の
概
念
が
必
要
で
あ
る
。
―
―
然
し
事
実
の
凡
て
が
歴
史
的
意
識
と
い
わ
れ
る
優
越
な
、
規
範
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的
な
意
味
に
於
け
る
歴
史
の
意
識
を
与
え
る
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
事
実
と
し
て
の
歴
史
は
存
在
と
し
て

の
歴
史
の
如
何
な
る
歴
史
的
時
代
の
根
柢
に
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
に
拘
ら
ず
、
歴
史
的
意
識
は
唯
一

定
の
歴
史
的
時
代
に
於
て
、
唯
一
定
の
関
係
の
も
と
に
於
て
の
み
、
与
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
に

事
実
と
し
て
の
歴
史
に
就
い
て
特
に
歴
史
的
意
識
を
与
え
る
事
実
そ
の
も
の
が
区
別
さ
れ
得
、
ま
た
区
別
さ
る
べ

き
で
あ
っ
て
、
私
は
か
か
る
優
越
な
意
味
に
於
け
る
―
―
固
よ
り
唯
歴
史
的
意
識
と
の
関
係
に
於
て
の
み
―
―
事

実
を
歴
史
の
基
礎
経
験
と
名
付
け
る
。

＊　

こ
の
点
に
関
し
て
全
く
異
論
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
我
々
は
注
意
し
て
お
こ
う
。
例
え
ば
、
ブ
ル
ン
ナ

ー
は
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
の
教
義
は
歴
史
的
思
惟
と
は
鋭
い
、
意
識
的
な
対
立
を
な
す
と
主
張
す
る
。
我
々
は
こ

こ
で
こ
の
問
題
に
深
入
り
す
る
こ
と
を
必
要
と
し
な
い
。
唯
ブ
ル
ン
ナ
ー
が
そ
の
場
合
、
歴
史
に
就
い
て
我
々
の

如
き
弁
証
法
的
な
考
え
方
の
あ
る
こ
と
を
顧
み
な
い
で
、
歴
史
的
思
惟
は
直
ち
に
有
機
体
説
的
発
展
の
思
想
で
あ

る
と
解
し
て
い
る
こ
と
を
云
っ
て
お
け
ば
足
り
る
。V

gl. Em
il B

runner, Erlebnis, Erkenntnis und G
laube 1923, 

S.105 ff.

＊
＊　

歴
史
的
意
識
に
関
し
て
は
拙
著『
観
念
形
態
論
』に
於
け
る「
歴
史
主
義
と
歴
史
」〔
全
集
第
三
巻
収
録
〕を
見
よ
。

か
く
て
優
越
な
も
の
の
意
味
を
担
う
歴
史
的
意
識
は
、
事
実
と
し
て
の
歴
史
、
特
に
そ
の
優
越
な
も
の
で
あ
る
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史
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と
こ
ろ
の
歴
史
の
基
礎
経
験
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
与
え
ら
れ
る
。
歴
史
的
意
識
は
、
そ
れ
が
意
識
の
名
を
も
っ

て
称
せ
ら
れ
る
に
し
て
も
、
ロ
ゴ
ス
と
し
て
の
歴
史
と
同
位
の
も
の
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
却
っ
て
こ
れ
の
根
柢

に
あ
っ
て
こ
れ
を
規
定
す
る
の
で
あ
る
。
前
者
は
後
者
に
対
し
て
は
根
源
的
な
、
従
っ
て
哲
学
的
と
云
わ
れ
得
る

意
識
で
あ
る
。
然
し
ま
た
歴
史
的
意
識
は
存
在
と
し
て
の
歴
史
に
就
い
て
そ
れ
を
そ
の
存
在
に
於
て
示
し
、
そ
の

本
来
の
歴
史
性
に
於
て
顕
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
歴
史
的
意
識
は
存
在
の
歴
史
性
そ
の
も
の
を
初
め
て
発
見
せ
し

め
る
。
い
ま
歴
史
叙
述
が
か
よ
う
な
哲
学
的
な
、
世
界
観
的
な
意
識
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
一
般

に
如
何
な
る
意
味
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
歴
史
的
意
識
は
根
源
的
に
は
事
実
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
。
然
る
に

事
実
は
存
在
に
対
し
て
主
体
的
な
も
の
の
意
味
を
担
う
。
従
っ
て
こ
の
哲
学
的
な
意
識
に
於
け
る
固
有
な
る
も
の

は
、
そ
れ
が
主
体
的
事
実
を
表
出
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
て
歴
史
叙
述
は
一
方
に
於

て
存
在
と
し
て
の
歴
史
を
模
写
す
る
関
係
を
通
じ
て
客
観
的
存
在
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
共
に
、
他
方
に
於
て

歴
史
的
意
識
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
関
係
を
通
じ
て
主
体
的
事
実
を
表
出
す
る
。
ロ
ゴ
ス
と
し
て
の
歴
史
は
存
在

と
し
て
の
歴
史
を
模
写
0

0

す
る
と
同
時
に
事
実
と
し
て
の
歴
史
を
表
出
0

0

す
る
。
し
か
も
そ
れ
が
如
何
に
前
者
を
模
写

す
る
か
と
い
う
仕
方
は
そ
れ
に
於
て
表
出
さ
れ
る
後
者
に
よ
っ
て
根
源
的
に
規
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
事
実
は
意

識
に
と
っ
て
超
越
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
意
識
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
事
実
と
し
て
の
歴
史
も
そ
れ
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が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
は
歴
史
的
意
識
を
俟
っ
て
初
め
て
顕
に
な
る
に
し
て
も
、
こ
の
よ
う
に
事
実
を
照
ら

し
返
す
光
で
あ
る
と
こ
ろ
の
意
識
は
そ
の
根
源
に
於
て
既
に
事
実
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
事
実
と
い
う
も
の
は
単
に
意
識
で
は
な
い
。
寧
ろ
事
実
は
意
識
を
生
む
も
の
な
の
で
あ
る
。
歴
史
は
生
れ
た

0

0

0

意
識
か
ら
始
ま
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
意
識
が
生
れ
る

0

0

0

と
い
う
と
こ
ろ
に
こ
そ
歴
史
の
端
初
は
あ
る
。
意
識
そ
の

も
の
も
ま
た
歴
史
的
で
あ
る
の
で
あ
る
。

我
々
は
歴
史
的
な
も
の
が
何
で
あ
る
か
に
就
い
て
様
々
に
理
解
さ
れ
て
い
る
の
を
見
出
す
で
あ
ろ
う
。
例
え

ば
、
フ
ン
ボ
ル
ト
は
云
っ
て
い
る
、「
歴
史
の
目
的
は
唯
、
人
類
を
通
じ
て
表
現
さ
る
べ
き
イ
デ
ー
の
、
あ
ら
ゆ

る
方
面
に
向
っ
て
の
、
有
限
な
形
式
が
そ
れ
に
於
て
イ
デ
ー
と
結
合
さ
れ
得
る
あ
ら
ゆ
る
姿
態
に
於
て
の
、
実
現

で
の
み
あ
る
こ
と
が
出
来
る
、
そ
し
て
諸
々
の
出
来
事
の
過
程
は
唯
、
両
者
が
互
い
に
も
は
や
貫
き
合
う
こ
と
の

出
来
ぬ
場
合
に
の
み
中
断
し
得
る
。」「
歴
史
家
の
仕
事
は
そ
の
最
後
の
、
然
し
最
も
簡
単
な
解
決
に
於
て
、
現
実

の
う
ち
で
存
在
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
イ
デ
ー
の
努
力
の
叙
述
で
あ
る
。」「
あ
ら
ゆ
る
出
来
事
の
う
ち
に
直
接
に

知
覚
し
得
ぬ
イ
デ
ー
が
支
配
す
る
と
い
う
こ
と
、
然
し
こ
の
イ
デ
ー
は
唯
諸
々
の
出
来
事
そ
の
も
の
に
於
て
の
み

認
識
さ
れ
得
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
研
究
の
行
程
の
固
持
し
よ
う
と
努
め
て
来
た
二
つ
の
事
柄
で
あ
る
。」＊

か

く
て
フ
ン
ボ
ル
ト
は
「
世
界
歴
史
は
（
神
の
）
世
界
統
治
な
し
に
は
理
解
さ
れ
な
い
」
と
い
う
有
名
な
言
葉
を
語
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史
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概
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る
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
の
見
方
に
対
し
て
、
然
し
、
マ
ル
ク
ス
は
そ
の
唯
物
論
的
な
見
地
か
ら
反
対
し
、
批
評
し

つ
つ
云
う
で
あ
ろ
う
、「
従
来
の
凡
て
の
歴
史
観
は
、
歴
史
の
こ
の
現
実
的
な
土
台
を
全
然
顧
慮
せ
ず
に
お
い
た

か
、
さ
も
な
け
れ
ば
、
単
に
そ
れ
を
歴
史
の
過
程
と
は
全
く
何
等
の
関
聯
を
も
も
た
ぬ
一
の
附
随
物
と
見
做
し
て

来
た
。
そ
れ
だ
か
ら
、
歴
史
は
い
つ
も
、
歴
史
の
外
に
横
た
わ
れ
る
規
準
に
従
っ
て
記
述
さ
れ
ざ
る
を
得
ず
、
現

実
的
な
生
活
の
生
産
が
非
歴
史
的
な
も
の
と
し
て
現
れ
、
こ
れ
に
反
し
て
歴
史
的
な
る
も
の
が
普
通
の
生
活
か
ら

離
れ
た
格
別
超
世
俗
的
な
も
の
と
し
て
現
れ
る
の
で
あ
る
。」
そ
し
て
彼
は
自
分
の
立
場
を
主
張
し
て
云
う
、「
こ

の
よ
う
に
し
て
、
道
徳
、
宗
教
、
形
而
上
学
及
び
そ
の
他
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
並
び
に
そ
れ
ら
に
相
応
す
る
諸
々

の
意
識
形
態
は
、
も
は
や
独
立
性
の
外
観
を
保
持
し
な
い
。
そ
れ
ら
の
も
の
は
何
等
歴
史
を
も
た
な
い
、
そ
れ
ら

の
も
の
は
何
等
発
展
を
も
た
な
い
。
却
っ
て
彼
等
の
物
質
的
生
産
と
彼
等
の
物
質
的
交
通
と
を
発
展
せ
し
め
つ
つ

あ
る
人
間
が
、
こ
の
よ
う
な
彼
等
の
現
実
と
共
に
ま
た
彼
等
の
思
惟
と
彼
等
の
思
惟
の
生
産
物
と
を
一
緒
に
変
化

す
る
の
で
あ
る
。
意
識
が
生
活
を
規
定
す
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
生
活
が
意
識
を
規
定
す
る
。」
フ
ン
ボ
ル
ト
と

マ
ル
ク
ス
と
に
於
て
は
か
く
の
如
く
歴
史
を
理
解
す
る
立
場
が
異
な
っ
て
い
る
。
然
し
フ
ン
ボ
ル
ト
は
近
代
の
歴

史
的
意
識
を
豊
か
に
表
現
し
た
人
と
見
ら
れ
て
お
り
、
マ
ル
ク
ス
も
ま
た
固
よ
り
発
達
せ
る
歴
史
的
意
識
を
体
現

せ
る
人
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
歴
史
的
意
識
は
歴
史
を
単
に
平
面
的
な
も
の
と
し
て
で
は
な
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く
寧
ろ
つ
ね
に
立
体
的
な
も
の
と
し
て
考
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
は
歴
史
の
う
ち

に
、
或
は
イ
デ
ー
と
そ
の
現
象
、
或
は
下
部
建
築
た
る
物
質
的
生
産
的
生
活
と
上
部
建
築
た
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と

い
う
風
に
、
い
わ
ば
階
層
組
織
を
考
え
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
我
々
の
意
見
に
よ
れ
ば
、
根
本
的
に
は
、
歴
史

が
事
実
と
し
て
の
歴
史
と
存
在
と
し
て
の
歴
史
と
い
う
二
重
の
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
来
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の

二
重
の
も
の
の
一
定
の
史
観
に
も
と
づ
く
解
釈
と
し
て
現
れ
る
の
で
あ
る
。
フ
ン
ボ
ル
ト
の
よ
う
な
歴
史
の
見
方

は
観
念
論
的
な
史
観
と
云
わ
れ
、
マ
ル
ク
ス
の
如
き
歴
史
の
把
握
の
仕
方
は
唯
物
論
的
な
史
観
と
云
わ
れ
る
。
二

人
の
史
観
は
か
く
対
立
せ
る
に
も
拘
ら
ず
、共
に
歴
史
的
意
識
を
有
し
た
と
云
わ
れ
得
る
な
ら
ば
、「
歴
史
的
意
識
」

の
概
念
が
「
史
観
」
の
概
念
に
対
し
て
或
る
形
式
的
な
意
味
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
丁
度
ヘ

ー
ゲ
ル
は
観
念
論
者
で
あ
り
、
マ
ル
ク
ス
は
唯
物
論
者
で
あ
る
が
、
共
に
弁
証
家
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
両
者
に

共
通
な
弁
証
法
一
般
の
理
論
と
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
、
且
つ
か
か
る
弁
証
法
一
般
の
理
論
が
打
ち
建
て
ら
れ
得

る
よ
う
に
、
我
々
は
ヘ
ー
ゲ
ル
、
フ
ン
ボ
ル
ト
等
の
観
念
論
的
な
史
観
及
び
マ
ル
ク
ス
主
義
の
唯
物
論
的
な
史
観

に
共
通
な
歴
史
的
意
識
一
般
の
理
論
と
い
う
も
の
を
考
え
る
こ
と
が
出
来
、
且
つ
こ
の
よ
う
な
理
論
を
打
ち
建
て

る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
歴
史
哲
学

0

0

0

0

と
は
か
か
る
歴
史
的
意
識
の
理
論
で
あ
る
、
と
定
義
さ
れ
て
も
よ
い
。
こ
の
理

論
は
哲
学
的
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
第
一
に
、
歴
史
的
意
識
は
個
々
の
規
定
さ
れ
た
史
観
に
対
し
て
形
式
的
な
意
味
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歴
史
の
概
念

を
も
ち
、
こ
の
よ
う
な
形
式
性
乃
至
一
般
性
は
哲
学
的
認
識
の
ひ
と
つ
の
特
徴
を
な
し
て
い
る
。
第
二
に
、
歴
史

的
意
識
は
規
範
的
な
意
味
を
担
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
規
範
的
な
性
質
も
ま
た
哲
学
的
認
識
の
ひ
と
つ

の
特
徴
に
属
す
る
。
第
三
に
、
歴
史
的
意
識
は
ロ
ゴ
ス
と
し
て
の
歴
史
即
ち
歴
史
学
と
同
位
の
も
の
で
な
く
、
却

っ
て
そ
れ
の
根
柢
に
あ
っ
て
そ
れ
を
規
定
す
る
。
歴
史
哲
学
は
か
か
る
歴
史
的
意
識
の
理
論
と
し
て
ベ
ル
ン
ハ
イ

ム
、
セ
イ
ニ
オ
ボ
等
の
論
述
し
た
が
如
き
歴
史
学
方
法
論
と
は
異
な
る
独
自
の
理
論
で
あ
り
得
る
。
弁
証
法
の
理

論
が
弁
証
法
は
観
念
論
的
で
あ
る
べ
き
か
唯
物
論
的
で
あ
る
べ
き
か
を
決
定
す
る
よ
う
に
、
歴
史
的
意
識
の
理
論

は
史
観
が
唯
物
論
的
で
あ
る
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
観
念
論
的
で
あ
る
べ
き
か
を
決
定
す
る
。
然
し
歴
史
哲
学
が
単

に
何
か
一
定
の
史
観
そ
の
も
の
の
叙
述
と
は
異
な
る
或
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。

＊　

W
ilhelm

 von H
um

boldt, U
eber die Aufgabe des G

eschichtschreibers, D
ie sprachphilosophischen W

erke 

W
ilhelm

’s von H
um

boldt, H
rsg. v. H

. Steinthal 1884, SS. 143, 144.

我
々
は
既
に
史
観
0

0

と
い
う
語
を
用
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
こ
の
概
念
を
他
の
歴
史
の
諸
概
念
に
対
す
る

秩
序
及
び
関
係
に
於
て
規
定
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
史
観
は
歴
史
的
意
識
と
特
に
呼
ば
れ

た
も
の
と
同
じ
秩
序
に
位
す
る
。
そ
れ
は
主
と
し
て
事
実
と
し
て
の
歴
史
を
自
己
の
う
ち
に
表
出
す
る
。
ロ
ゴ
ス

と
し
て
の
歴
史
は
そ
の
根
柢
に
於
て
史
観
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
、
こ
の
こ
と
を
通
じ
て
、
そ
れ
は
単
に
存
在
と
し
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て
の
歴
史
を
模
写
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ま
た
主
体
的
事
実
を
自
己
の
う
ち
に
表
出
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
歴
史

叙
述
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

0

0

0

0

0

0

と
し
て
の
性
格
を
と
る
に
至
る
根
源
は
こ
こ
に
存
し
て
い
る
。
史
観
が
歴
史
的
意
識
の

概
念
に
対
し
て
一
面
或
る
内
容
的
な
も
の
を
意
味
す
る
こ
と
は
既
に
云
わ
れ
た
。
全
く
異
な
っ
た
史
観
を
有
す
る

フ
ン
ボ
ル
ト
も
マ
ル
ク
ス
も
共
に
歴
史
的
意
識
の
上
に
立
っ
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。
然
し
今
や
他
面
に
於
て
史
観

の
概
念
の
範
囲
を
拡
張
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
蓋
し
我
々
の
規
定
し
た

と
こ
ろ
で
は
、
歴
史
的
意
識
は
優
越
な
意
味
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
与
え
る
の
は
優
越
な
意
味
を
有
す
る
事

実
、
即
ち
歴
史
の
基
礎
経
験
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
事
実
と
し
て
の
歴
史
は
唯
或
る
一
定
の
歴
史
的
時
代
に
の
み

あ
っ
て
、
他
の
歴
史
的
時
代
に
は
な
い
と
い
う
が
如
き
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
つ
ね
に
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
他

方
に
於
て
あ
ら
ゆ
る
歴
史
的
時
代
に
、
従
っ
て
規
範
的
な
意
味
に
於
け
る
歴
史
的
意
識
か
ら
は
非
歴
史
的
と
見
ら

れ
る
時
代
に
も
、
ロ
ゴ
ス
と
し
て
の
歴
史
即
ち
歴
史
叙
述
が
存
在
し
、
且
つ
そ
れ
の
根
柢
に
は
歴
史
に
就
い
て
の

一
定
の
見
方
が
横
た
わ
っ
て
そ
れ
を
規
定
し
て
い
る
の
が
認
め
ら
れ
る
。
例
え
ば
か
の
啓
蒙
時
代
は
非
歴
史
的
で

あ
っ
た
と
云
わ
れ
て
い
る
。
然
し
こ
の
時
代
に
も
種
々
な
る
歴
史
叙
述
が
あ
っ
た
し
、
そ
し
て
こ
の
も
の
は
歴
史

に
就
い
て
の
一
定
の
見
方
を
含
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
の
見
方
の
代
表
を
我
々
は
、
歴
史
哲
学 

philosophie de l’histoire 

な
る
語
を
初
め
て
用
い
た
人
と
し
て
知
ら
れ
、
当
時
最
も
広
く
影
響
を
与
え
た
ヴ
ォ
ル
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歴
史
の
概
念

テ
ー
ル
に
於
て
見
出
し
得
よ
う
。
か
れ
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
は
就
中
次
の
こ
と
を
記
し
て
い
る
、「
歴
史
の
利
益
は
主

と
し
て
、
一
政
治
家
、
一
市
民
が
外
国
の
法
ま
た
風
俗
を
自
分
の
国
の
そ
れ
ら
と
比
較
し
得
る
と
こ
ろ
に
存
す
る
、

こ
れ
は
芸
術
に
於
て
、
農
業
に
於
て
、
商
業
に
於
て
近
代
の
諸
国
民
の
競
争
心
を
刺
戟
す
る
こ
と
で
あ
る
。
過
去

の
諸
々
の
大
な
る
過
失
は
凡
て
の
種
類
の
人
に
と
っ
て
大
い
に
役
立
つ
。
ひ
と
は
罪
や
不
幸
を
ど
れ
ほ
ど
新
た
に

考
え
直
さ
せ
ら
れ
て
も
過
ぎ
る
こ
と
は
な
か
ろ
う
、
ひ
と
は
、
何
に
せ
よ
、
こ
の
両
者
の
い
ず
れ
を
も
予
め
防
ぐ

こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。」
そ
の
後
様
々
な
運
命
に
出
会
っ
た
歴
史
哲
学
と
い
う
語
は
、
こ
こ
で
は
ひ
と
が
歴

史
か
ら
教
訓
も
し
く
は
指
導
と
し
て
引
出
し
て
来
る
助
言
を
意
味
し
た
の
で
あ
っ
た
。
か
く
の
如
き
歴
史
の
見
方

は
本
来
の
歴
史
的
意
識
を
も
た
ぬ
、
或
は
不
十
分
に
し
か
も
た
ぬ
も
の
と
正
当
に
批
評
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
け
れ

ど
も
そ
れ
は
屡
々
繰
り
返
し
て
現
れ
て
い
る
歴
史
に
関
す
る
一
定
の
見
方
で
あ
っ
て
、
史
観
の
一
形
態
と
見
做
さ

れ
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。
実
際
そ
れ
は
「
実
用
主
義
的
」
と
名
付
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
史
観
に
属
し
て
い
る
。
こ

の
よ
う
に
見
る
な
ら
ば
、
我
々
は
史
観
の
概
念
を
ば
、
凡
て
の
歴
史
叙
述
の
根
柢
に
つ
ね
に
含
ま
れ
る
或
る
哲
学

的
な
も
の
と
し
て
規
定
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
一
般
的
な
意
味
で
の
史
観
は
い
ず
れ
の
時
代
に
も
あ
り
、
且

つ
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
於
て
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る
。
非
歴
史
的
な
見
地
に
立
つ
と
云
わ
れ
る
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ

ー
も
、
非
歴
史
的
と
し
て
特
徴
付
け
ら
れ
る
史
観
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
史
観
に
は
歴
史
的
意
識
な
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き
史
観
と
歴
史
的
意
識
を
含
む
史
観
と
が
あ
る
。

然
し
な
が
ら
一
層
重
要
な
点
は
、
等
し
く
歴
史
的
意
識
を
含
む
と
せ
ら
れ
る
史
観
に
就
い
て
、
唯
物
論
的
と
観

念
論
的
と
が
区
別
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
区
別
は
存
在
と
し
て
の
歴
史
に
於
て
何
が

優
越
な
意
味
に
於
け
る
存
在
と
し
て
決
定
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
に
関
係
す
る
。
或
は
非
感
性
的
な
イ
デ
ー
が
、

或
は
感
性
的
な
物
質
が
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
決
定
せ
ら
れ
る
。
即
ち
存
在
論
的
決
定
と
我
々
の
称
す
る
も
の

が
各
々
の
史
観
の
う
ち
に
は
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
も
の
が
史
観
の
性
質
を
規
定
す
る
。
然
る
に
い

わ
ば
客
観
の
側
に
於
け
る
「
存
在
論
的
決
定
」
に
主
観
の
側
に
於
て
は
「
人
間
学
」
が
対
応
す
る
。
一
定
の
人
間

学
は
必
ず
一
定
の
存
在
論
的
決
定
と
結
び
付
く
。
こ
の
意
味
に
於
て
は
、主
観
が
客
観
を
規
定
す
る
の
で
も
な
く
、

ま
た
客
観
が
主
観
を
規
定
す
る
の
で
も
な
く
、
却
っ
て
事
実
と
い
う
も
の
が
主
観
と
客
観
と
を
共
に
規
定
す
る
の

で
あ
る
。
即
ち
主
観
の
側
に
於
け
る
人
間
学
と
客
観
の
側
に
於
け
る
存
在
論
的
決
定
と
は
共
に
事
実
と
し
て
の
歴

史
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
、
従
っ
て
両
者
は
ま
た
つ
ね
に
対
応
の
関
係
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。
史
観
の
問
題
と
い
う

空
漠
な
問
題
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
人
間
学
及
び
存
在
論
的
決
定
の
問
題
と
し
て
そ
の
哲
学
的
内
容
を
明
ら
か

に
さ
れ
る
。
そ
こ
で
歴
史
哲
学
に
と
っ
て
の
一
の
重
要
な
課
題
は
、
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ー
ラ
ー
が
そ
の
論
文
『
人

間
と
歴
史
』
の
中
で
企
て
た
が
如
き
、
史
観
と
人
間
学
と
の
聯
関
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、
然
し
と
り
わ
け
優
越
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史
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概
念

な
も
の
の
意
味
を
有
す
る
歴
史
的
意
識
を
構
成
す
る
が
如
き
歴
史
の
人
間
学

0

0

0

0

0

0

と
は
何
で
あ
る
か
、
歴
史
の
存
在
論

0

0

0

0

0

0

的
決
定

0

0

0

と
は
何
で
あ
る
か
、
を
示
す
こ
と
で
あ
る
。
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
立
場
か
ら
は
甚
だ
不
十
分
に
し
か
解
決
さ
れ

得
な
か
っ
た
こ
れ
ら
の
問
題
に
就
い
て
は
、
後
の
章
に
於
て
つ
ま
び
ら
か
に
論
究
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
し
て
我
々
は
我
々
の
歴
史
哲
学
の
体
系
の
基
礎
と
な
る
べ
き
若
干
の
根
本
概
念
を
さ
し
あ
た
り
必

要
な
限
り
分
析
し
、
且
つ
そ
の
一
々
を
秩
序
付
け
て
来
た
。
中
で
も
重
要
な
の
は
事
実
と
し
て
の
歴
史
、
存
在
と

し
て
の
歴
史
及
び
ロ
ゴ
ス
と
し
て
の
歴
史
と
い
う
三
つ
の
概
念
で
あ
る
。
も
し
こ
れ
ら
三
つ
の
概
念
に
相
応
す
る

も
の
を
他
に
求
め
る
と
す
れ
ば
、
デ
ィ
ル
タ
イ
が
そ
の
『
精
神
科
学
に
於
け
る
歴
史
的
世
界
の
構
成
』
と
い
う
勝

れ
た
る
論
文
の
中
で
生
の
三
つ
の
契
機
と
し
て
挙
げ
た
体
験
、
表
現
及
び
理
解
と
い
う
三
つ
の
概
念
が
あ
る
で
あ

ろ
う
。＊

私
は
読
者
の
理
解
を
容
易
な
ら
し
め
る
た
め
に
こ
こ
に
こ
の
こ
と
を
特
に
記
し
て
お
こ
う
。
そ
れ
に
も
拘

ら
ず
我
々
の
思
想
と
デ
ィ
ル
タ
イ
の
思
想
と
の
間
に
は
種
々
な
る
、
決
し
て
重
大
で
な
く
は
な
い
対
立
が
あ
る
の

で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
は
彼
の
い
う
体
験
が
心
理
的
乃
至
意
識
的
な
も
の
で
あ
る
に
反
し
て
、
我
々
の
い
う
事
実

と
し
て
の
歴
史
が
単
に
こ
の
よ
う
な
も
の
で
な
い
と
こ
ろ
に
於
て
既
に
明
瞭
で
あ
る
。
一
般
的
に
云
え
ば
、
彼
の

歴
史
哲
学
は
解
釈
学
的
思
想
に
よ
っ
て
導
か
れ
て
い
る
。
解
釈
学
の
論
理
は
有
機
体
説
的
論
理
で
あ
る
。
そ
こ
で

デ
ィ
ル
タ
イ
は
体
験
、表
現
、理
解
の
間
の
聯
関
を
一
の
構
造
聯
関
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
れ
と
は
反
対
に
、我
々
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の
歴
史
哲
学
を
導
く
も
の
は
弁
証
法
的
思
想
で
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
及
び
彼
の
先
輩
た
ち
は
従
来
歴
史
的
意
識
の

発
達
に
対
し
て
甚
だ
貢
献
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
我
々
は
も
ち
ろ
ん
彼
等
の
功
績
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

然
し
な
が
ら
今
や
彼
等
の
歴
史
観
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
解
釈
学
的
、
有
機
体
説
的
思
想
を
批
判
し
、
克
服
す
る
こ

と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
と
思
う
。
こ
れ
よ
り
後
我
々
は
歴
史
を
構
成
す
る
三
つ
の
契
機
と
し
て
の
事
実
と
し
て
の

歴
史
、
存
在
と
し
て
の
歴
史
、
ロ
ゴ
ス
と
し
て
の
歴
史
の
間
に
於
け
る
弁
証
法
的
な
関
係
を
更
に
詳
細
に
究
明
す

る
に
際
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
機
会
の
与
え
ら
れ
る
に
従
っ
て
、
デ
ィ
ル
タ
イ
及
び
彼
の
先
せ
ん
し
ょ
う蹤

者
た
ち
の
批
判
に
も
立

ち
入
る
で
あ
ろ
う
。

＊　

V
gl. W

ilh. D
ilthey, D

er Aufbau der geschichtlichen W
elt in den G

eistesw
issenschaften, G

esam
m

elte 

Schriften, V
II. B

and 1927. 

な
お
拙
著
『
史
的
観
念
論
の
諸
問
題
』
に
於
け
る
「
デ
ィ
ル
タ
イ
の
解
釈
学
」〔
全
集

第
二
巻
収
録
〕
参
照
。
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存
在
の
歴
史
性

一

我
々
は
歴
史
の
概
念
に
就
い
て
論
じ
、
三
つ
の
も
の
を
そ
の
主
要
な
る
概
念
と
し
て
区
別
し
て
来
た
。
い
ま
次

第
に
問
題
に
深
入
り
す
る
に
際
し
、
さ
し
あ
た
り
存
在
と
し
て
の
歴
史
の
概
念
を
手
懸
り
と
し
て
我
々
の
研
究
を

進
め
よ
う
と
思
う
。
そ
し
て
我
々
は
、
存
在
と
し
て
の
歴
史
は
そ
の
存
在
に
於
て
何
か
、
と
尋
ね
る
。
存
在
の
歴

史
性
の
問
題
が
そ
れ
で
あ
る
。
研
究
の
か
く
の
如
き
手
続
は
事
物
の
秩
序
そ
の
も
の
に
従
っ
て
与
え
ら
れ
る
と
見

え
る
。
な
ぜ
な
ら
存
在
と
し
て
の
歴
史
は
、
事
実
と
し
て
の
歴
史
及
び
ロ
ゴ
ス
と
し
て
の
歴
史
に
対
し
、
秩
序
上

丁
度
中
間
に
立
つ
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
手
懸
り
と
し
て
研
究
を
進
め
る
こ
と
に
よ
り
、
我
々
は
他
の
二
つ
の

も
の
に
対
す
る
見
通
し
を
得
つ
つ
、
区
別
さ
れ
た
歴
史
の
三
つ
の
概
念
を
そ
れ
ら
相
互
の
聯
関
に
於
て
統
一
的
に

把
握
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
然
し
そ
の
た
め
に
は
、
存
在
と
し
て
の
歴
史
が
そ
れ
に

ふ
さ
わ
し
く
根
本
的
に
取
扱
わ
れ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。
現
代
の
歴
史
哲
学
の
通
弊
で
あ
る
如
く
、
こ
の

も
の
が
歴
史
叙
述
乃
至
歴
史
学
的
概
念
構
成
の
方
面
か
ら
一
面
的
に
見
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
特
に
慎
ま
れ
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な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
我
々
は
リ
ッ
カ
ー
ト
の
如
く
、
我
々
の
歴
史
哲
学
を
何
よ
り
も
歴
史
的
認
識
の
問
題
に
結

び
付
け
る
の
で
な
く
、
ま
し
て
こ
の
問
題
を
、
彼
が
そ
の
主
著
を
名
付
け
た
よ
う
に
、『
自
然
科
学
的
概
念
構
成

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
限
界

0

0

0

』
の
意
味
に
於
て
そ
の
方
面
か
ら
考
察
す
る
の
で
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
我
々
は
ま
た
存
在
と
し
て
の
歴

史
を
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
如
く
、『
精
神
科
学
に
於
け
る

0

0

0

0

0

0

0

0

歴
史
的
世
界
の
構
成
』
の
意
味
に
於
て
何
よ
り
も
精
神
科

学
的
認
識
の
側
面
か
ら
問
題
に
す
る
の
で
も
な
い
。
現
代
哲
学
の
う
ち
に
何
等
か
の
仕
方
で
共
通
に
現
れ
て
い
る

こ
の
よ
う
な
「
認
識
論
的
偏
見
」
は
、
先
ず
我
々
の
研
究
か
ら
遠
く
に
推
し
退
け
ら
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
存

在
と
し
て
の
歴
史
を
何
よ
り
も
そ
の
存
在
に
於
て

0

0

0

0

0

0

0

問
う
と
い
う
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

歴
史
は
そ
の
存
在
に
於
て
何
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
に
対
し
て
我
々
は
、
歴
史
は
そ
の
存
在
に
於
て
現
実
存
在

で
あ
る
、
と
答
え
る
。
こ
の
答
は
一
見
あ
ま
り
に
平
凡
で
あ
り
、
陳
腐
で
あ
る
。
歴
史
的
な
も
の
が
現
実
的
な
も

の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
殆
ど
凡
て
の
場
合
に
認
め
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
と
云
っ
て
よ
い
。
歴
史
を
軽
蔑
し
た

十
八
世
紀
の
哲
学
者
た
ち
に
於
て
そ
う
で
あ
っ
た
。
彼
等
は
恰
も
歴
史
を
現
実
的
な
も
の
と
見
做
し
た
が
故
に
、

法
則
、
恒
常
的
な
も
の
、
一
般
的
な
も
の
を
探
求
す
る
哲
学
者
に
は
ふ
さ
わ
し
か
ら
ぬ
も
の
と
し
て
、
そ
れ
を
軽

蔑
し
た
の
で
あ
っ
た
。
史
的
唯
物
論
の
立
場
に
立
つ
者
が
歴
史
を
現
実
的
な
も
の
と
考
え
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も

な
く
、
そ
の
歴
史
的
諸
著
作
に
於
て
歴
史
の
行
程
に
対
す
る
イ
デ
ー
の
影
響
を
高
調
し
た
ラ
ン
ケ
も
、「
単
に
イ
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デ
ー
が
独
立
な
る
生
命
を
も
ち
、
凡
て
の
人
間
は
自
己
を
イ
デ
ー
を
も
っ
て
充
す
単
な
る
影
ま
た
は
幻
で
あ
る
」、

か
の
よ
う
に
見
る
ヘ
ー
ゲ
ル
学
派
の
見
解
に
反
対
し
、
歴
史
の
指
導
的
イ
デ
ー
と
い
う
も
の
を
、「
各
々
の
世
紀

に
於
け
る
支
配
的
な
る
傾
向
」
と
し
て
解
釈
し
、
規
定
し
た
の
で
あ
る
。＊

か
く
の
如
く
、
歴
史
は
現
実
的
な
或
る

も
の
、
少
な
く
と
も
そ
の
本
性
に
於
て
現
実
的
な
も
の
と
の
必
然
的
な
つ
な
が
り
を
含
む
或
る
も
の
と
し
て
理
解

さ
れ
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
そ
こ
で
歴
史
学
は
ま
た
時
に
「
現
実
科
学
」W

irklichkeitsw
issenschaft 

と
も
称
せ

ら
れ
る
（
ジ
ン
メ
ル
）。
歴
史
と
現
実
と
い
う
こ
と
が
こ
の
よ
う
に
一
緒
に
語
ら
れ
ざ
る
を
得
な
い
も
の
で
あ
る

に
し
て
も
、
所
謂
現
実
と
は
そ
の
存
在
に
於
て
何
で
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
し
て
明
瞭
に
規
定
さ
れ
な
い
限
り
、

そ
の
こ
と
も
な
お
殆
ど
全
く
何
事
も
語
っ
て
い
な
い
に
等
し
い
。
現
実
的
な
も
の
と
は
感
性
的
な
も
の
で
あ
る
、

と
無
雑
作
に
云
っ
て
し
ま
え
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
反
対
に
「
唯
イ
デ
ー
の
み
が
現
実
的
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
で
あ

ろ
う
。
そ
れ
故
に
、
歴
史
は
そ
の
存
在
に
於
て
現
実
存
在
で
あ
る
と
い
う
我
々
の
命
題
は
、
答
で
あ
る
と
同
時
に

問
の
意
味
を
負
わ
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
現
実
存
在
と
は
何
で
あ
る
か
を
根
本
的
に
解
明
し
、
そ
し
て
そ
こ

か
ら
存
在
と
し
て
の
歴
史
の
諸
規
定
を
統
一
的
に
、
原
理
的
に
展
開
す
る
と
い
う
こ
と
が
我
々
に
対
し
て
要
求
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

＊　

V
gl. Leopold v. R

anke, U
eber die Epochen der neueren G

eschichte, M
ünchen und Leipzig, 1921, S. 18.
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現
実
的
な
如
何
な
る
も
の
も
そ
の
現
実
存
在
の
理
由
を
も
っ
て
い
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
定
式
化
し
て
云
っ
た

よ
う
に
、「
理
由
な
し
に
は
何
物
も
存
在
し
な
い
。」
現
実
存
在 existentia 

は
、
他
の
場
合
に
述
べ
て
お
い
た
如

く
。＊

「
出
て
来
て
し
ま
っ
た
」existit 

も
の
と
し
て
在
り
、
そ
れ
に
と
っ
て
は
つ
ね
に
「
そ
れ
の
出
て
来
る
も
と
」

が
予
想
さ
れ
る
。
即
ち
そ
れ
に
於
て
は
「
存
在
」
と
「
存
在
の
根
拠
」
と
が
区
別
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
現
実

存
在
の
根
本
的
規
定
で
あ
る
。
現
実
的
な
も
の
は
凡
て
こ
の
よ
う
に
自
己
の
存
在
と
は
区
別
せ
ら
れ
た
存
在
の
理

由
ま
た
は
根
拠
の
上
に
立
つ
の
で
あ
る
か
ら
、
世
界
―
―
歴
史
的
世
界
も
固
よ
り
―
―
の
一
切
の
存
在
は
、
神
学

的
な
意
味
を
離
れ
て
も
、creatures  【
生
き
物
・
所
産
】
―
―
ス
コ
ラ
哲
学
者
は
世
界
の
存
在
を ens creatum

 【
被
造
物
】

と
し
て
特
性
付
け
た
―
―
と
呼
ば
る
べ
き
意
味
を
担
っ
て
い
る
。
神
を
除
き
、
あ
ら
ゆ
る
現
実
的
な
も
の
に
於
て

そ
の
存
在
と
存
在
の
根
拠
と
は
一
つ
で
な
い
。
そ
れ
ら
は
自
己
の
存
在
の
根
拠
を
自
己
の
う
ち
に
含
ま
ず
、
却
っ

て
他
の
も
の
の
う
ち
に
有
す
る
。
こ
れ
が
現
実
存
在
に
関
す
る
従
来
の
存
在
論
の
伝
統
的
な
、
然
し
今
で
は
殆
ど

棄
て
て
顧
み
ら
れ
な
い
根
本
思
想
で
あ
る
。
我
々
に
と
っ
て
必
要
な
の
は
、
こ
の
伝
統
的
な
思
想
を
再
び
取
り
上

げ
、
新
た
に
理
解
し
直
す
こ
と
で
あ
る
、
と
信
ぜ
ら
れ
る
。

 

＊　

拙
稿
「
弁
証
法
の
存
在
論
的
解
明
」、
国
際
ヘ
ー
ゲ
ル
聯
盟
日
本
版
『
ヘ
ー
ゲ
ル
と
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
』〔
全
集
第
四

巻
収
録
〕
参
照
。
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歴
史
的
な
も
の
に
し
て
現
実
存
在
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
か
ら
従
っ
て
来
る
第
一
の
こ
と
は
、
歴
史
的

な
も
の
は
そ
の
本
性
に
於
て
偶
然
性
を
含
む
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
歴
史
が
或
る
偶
然
的
な
も
の
を

含
む
と
い
う
こ
と
は
、
否
定
さ
れ
難
き
我
々
の
根
本
的
な
経
験
に
属
す
る
。
然
し
こ
の
よ
う
な
偶
然
性
の
本
来
何

で
あ
る
か
が
十
分
に
透
察
さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
、
歴
史
の
偶
然
性
と
い
う
こ
と
は
果
て
し
な
き
、
無
効
果
な
る

論
争
の
種
と
な
っ
て
い
る
。
我
々
は
こ
こ
で
も
新
た
な
る
理
解
の
も
と
に
従
来
の
存
在
論
に
結
び
付
く
こ
と
が

出
来
る
と
思
う
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
偶
然
的
な
も
の
と
は
そ
れ
の
現
実
存
在
と
現
実
存
在
の
理
由
と
が
一
な
ら

ぬ
も
の
を
謂
う
の
で
あ
る
。
ヴ
ォ
ル
フ
は
次
の
如
き
定
義
を
与
え
た
、„ens necessarium

 est, cuius existentia 

absolute necessaria, contingens, quod rationem
 existentiae suae extra se habet.“  

即
ち
偶
然
的
な
存
在
と
は

自
己
の
現
実
存
在
の
理
由
を
自
己
の
外
に
有
す
る
も
の
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
必
然
的
な
存
在
と
は
こ
れ
に
反
し
、

そ
れ
に
於
て
は
現
実
存
在
と
現
実
存
在
の
理
由
と
が
一
つ
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
も
こ
の
よ

う
な
規
定
を
踏
襲
し
て
、「
偶
然
的
な
も
の
と
は
一
般
に
、
そ
の
存
在
の
根
拠
を
自
己
自
身
の
う
ち
に
で
な
く
、

却
っ
て
他
の
も
の
の
う
ち
に
も
て
る
が
如
き
も
の
で
あ
る
」、
と
語
っ
て
い
る
。＊

か
く
て
神
以
外
の
一
切
の
現
実

的
な
も
の
は
凡
て
偶
然
的
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
と
わ
る
ま
で
も
な
く
、
偶
然
性
に
就
い
て
の
か
く

の
如
き
規
定
は
、
現
実
的
な
も
の
の
そ
の
存
在
に
於
け
る
規
定
で
あ
っ
て
、
今
日
普
通
に
な
さ
れ
る
如
き
、
認
識
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の
見
地
か
ら
、
従
っ
て
法
則
、
殊
に
因
果
法
則
の
見
地
か
ら
偶
然
性
を
規
定
す
る
の
と
は
全
く
異
な
っ
た
仕
方
に

於
け
る
規
定
で
あ
る
。
ひ
と
は
こ
の
場
合
に
も
先
ず
認
識
論
的
偏
見
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て

は
な
ら
ぬ
。

＊　

H
egel, Encyclopaedie § 145 Zusatz.  

哲
学
の
歴
史
に
通
じ
て
い
る
者
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
そ
の
論
理
学
に
於
て
如

何
に
多
く
の
場
合
従
来
の
存
在
論
の
諸
規
定
を
踏
襲
し
、
新
し
い
解
釈
を
賦
与
し
つ
つ
、
彼
自
身
の
立
場
に
於
て

統
一
し
た
か
を
知
っ
て
い
る
。
こ
の
態
度
は
学
ば
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

そ
れ
で
は
如
何
よ
う
に
し
て
我
々
は
、
現
実
存
在
並
び
に
そ
れ
の
偶
然
性
に
関
す
る
右
の
如
き
伝
統
的
な
存
在

論
の
思
想
を
新
た
な
る
理
解
に
も
た
ら
し
、
我
々
の
歴
史
哲
学
の
内
容
と
な
そ
う
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

第
一
、
自
己
の
存
在
の
根
拠
を
自
己
自
身
の
う
ち
に
で
な
く
、
却
っ
て
他
の
も
の
の
う
ち
に
有
す
る
も
の
は
、

存
在
す
る
こ
と
も
存
在
せ
ぬ
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
見
ら
れ
得
る
。
そ
の
限
り
に
於
て
偶
然
的
な
も
の
は
、
ト
レ

ン
デ
レ
ン
ブ
ル
ク
の
定
義
し
た
如
く
、「
在
ら
ぬ
こ
と
の
出
来
る
も
の
」quod potest non esse 

で
あ
る
。＊

然
し

な
が
ら
在
ら
ぬ
こ
と
の
出
来
る
も
の
と
云
っ
て
も
、
決
し
て
そ
れ
が
現
実
に
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
な
い
。

寧
ろ
正
反
対
に
、偶
然
的
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
凡
て
の
場
合
に
於
て
既
に
0

0

現
実
に
現
れ
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

既
に
0

0

そ
こ
に
あ
る
の
で
な
い
も
の
は
、
も
と
も
と
偶
然
的
と
は
云
わ
れ
な
い
。
こ
の
特
殊
な
「
既
に
」
が
凡
て
の
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偶
然
的
な
も
の
を
性
格
付
け
て
い
る
。
そ
れ
は
何
等
か
の
既
に
そ
こ
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
恰
も
現
実
的

な
も
の
と
し
て
「
現
に
」
そ
こ
に
あ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
「
現
に
」
と
い
う
こ
と
が
真
の
「
現
在
」
を
意
味
す

る
の
で
な
く
、
却
っ
て
「
既
に
」
の
意
味
を
担
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
偶
然
性
を
そ
の
根
本
的
規
定
と
す
る
現
実

存
在
の
特
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、「
現
に
あ
る
」が「
今
あ
る
」と
言
い
換
え
ら
れ
る
場
合
に
於
て
も
、

何
等
変
り
は
な
い
。「
今
」
は
決
し
て
真
の
「
現
在
」
で
な
く
、「
既
に
」
の
意
味
を
含
む
「
現
に
」
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
か
く
し
て
現
実
的
な
も
の
に
就
い
て
は
、
い
わ
ば
そ
の
現
存
在
が
同
時
に
既
存
在
の
意
味
を
含
ん
で
い

る
の
で
あ
る
。
固
よ
り
、
前
に
述
べ
た
如
く
、
偶
然
的
な
も
の
は
在
る
こ
と
も
在
ら
ぬ
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
故
に
、
そ
の
限
り
に
於
て
我
々
は
、
ロ
ー
ゼ
ン
ク
ラ
ン
ツ
に
従
い
、「
偶
然
と
は
単
に
可
能
性
の
価
値

を
有
す
る
現
実
で
あ
る
」、
と
云
う
こ
と
も
出
来
よ
う
。
然
し
偶
然
的
な
も
の
は
単
に
可
能
的
で
な
く
、
ど
こ
ま

で
も
現
実
的
で
あ
る
。
ど
こ
ま
で
も
現
実
的
で
あ
る
も
の
が
単
に
可
能
性
の
価
値
を
有
す
る
に
過
ぎ
な
い
の
は
、

そ
の
現
実
性
が
真
の
現
在
で
な
く
、「
既
に
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
の
如
き

存
在
に
対
し
て
、
そ
れ
か
ら
区
別
せ
ら
れ
る
存
在
の
根
拠
は
真
の
意
味
に
於
け
る
現
在
と
し
て
区
別
せ
ら
れ
る
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
と
こ
ろ
で
我
々
は
事
実
と
し
て
の
歴
史
を
か
か
る
「
現
在
」
と
し
て
規
定
し
た
。
歴
史
は

そ
の
存
在
に
於
て
現
実
存
在
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
と
き
、
そ
れ
に
於
て
は
存
在
と
存
在
の
根
拠
と
が
二
つ
で
な
け
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れ
ば
な
ら
な
い
が
、こ
の
と
き
存
在
の
根
拠
と
見
ら
る
べ
き
も
の
は
真
の
現
在
た
る
事
実
と
し
て
の
歴
史
で
あ
る
。

＊ A
. Trendelenburg, Logische U

ntersuchungen 1870, II, S. 218.

第
二
、
近
代
に
於
て
は
、
自
然
科
学
的
思
惟
の
優
勢
な
支
配
の
も
と
に
、
存
在
の
根
拠
と
云
え
ば
、
直
ち
に
所

謂
「
原
因
」
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
か
く
て
必
然
性
と
い
う
こ
と
も
因
果
必
然
性
の
意
味
に
解
さ
れ
、
従
っ
て

偶
然
的
な
も
の
と
は
因
果
必
然
的
で
な
い
も
の
と
見
ら
れ
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
歴
史
的
な
も
の
は
偶
然
的
で
あ

る
と
云
わ
れ
る
場
合
に
起
る
喧
し
い
論
争
も
多
く
は
こ
れ
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
然
る
に
本
来
、
現
実
存
在
及
び

そ
れ
の
存
在
根
拠
と
い
う
問
題
は
、
因
果
的
な
見
方
と
は
全
く
秩
序
を
異
に
す
る
見
方
か
ら
問
題
に
さ
れ
る
の
で

あ
り
、
従
っ
て
現
実
存
在
の
偶
然
性
と
い
う
こ
と
も
一
切
の
存
在
の
因
果
法
則
的
決
定
性
と
い
う
こ
と
と
何
等
牴

触
す
る
も
の
で
な
い
。
ヴ
ォ
ル
フ
に
よ
れ
ば
、
全
因
果
連
鎖
も
、
全
く
偶
然
的
な
諸
要
素
か
ら
結
合
さ
れ
た
も
の

と
し
て
、
そ
れ
自
身
偶
然
的
で
あ
る
。
凡
て
の
そ
れ
の
出
来
事
を
含
め
て
全
世
界
は
、
丁
度
異
な
っ
た
仕
方
で
も

仕
掛
け
ら
れ
得
た
で
あ
ろ
う
時
計
の
歩
み
の
如
く
、
偶
然
的
と
み
ら
れ
る
。
ひ
と
は
カ
ン
ト
の
う
ち
に
も
不
思
議

に
同
じ
思
想
が
残
さ
れ
て
い
る
の
に
出
会
う
。
即
ち
彼
は
同
様
の
理
由
か
ら
、「
現
存
在
に
於
け
る
制
約
さ
れ
た

る
も
の
は
一
般
に
偶
然
的
と
云
わ
れ
る
」、
と
記
し
、
ま
さ
に
因
果
的
に
制
約
さ
れ
た
る
も
の
を
ば
偶
然
的
な
も

の
と
見
做
し
た
の
で
あ
る
。＊

こ
の
よ
う
な
こ
と
は
如
何
に
理
解
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
因
果
的
な
見
方
に
於
て
、
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存
在
の
根
拠
が
所
謂
「
原
因
」
と
考
え
ら
れ
る
と
き
、
存
在
の
根
拠
0

0

は
や
は
り
存
在
0

0

で
あ
る
と
見
ら
れ
る
。
一
の

原
因
で
あ
る
も
の
は
他
の
結
果
で
あ
り
、
一
の
結
果
で
あ
る
も
の
は
他
の
原
因
で
あ
る
と
見
ら
れ
、
存
在
と
存
在

の
根
拠
と
が
同
じ
秩
序
に
属
す
る
と
い
う
こ
と
が
因
果
的
な
見
方
を
特
徴
付
け
て
い
る
。
従
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
が
悪

し
き
無
限
の
例
と
し
た
よ
う
に
、
因
果
の
系
列
は
直
線
に
象
ら
れ
得
る
。
そ
こ
で
は
現
実
的
な
も
の
は
い
わ
ば
一

重
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
い
ま
問
題
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
見
方
は
平
面
的
で
な
く
、
却
っ
て
立
体

的
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
現
実
的
な
も
の
は
寧
ろ
二
重
の
も
の
で
あ
る
。
即
ち
こ
の
場
合
、
存
在
と
存
在
の
根
拠
と

が
区
別
せ
ら
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
両
者
は
同
じ
秩
序
の
も
の
で
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
或
る
も
の
の
存
在
の
根

拠
は
再
び
存
在
の
秩
序
に
属
す
る
他
の
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
の
で
な
け
れ
ば
、
因
果
的
な
見
方
に
対
し
て
こ

の
よ
う
な
見
方
の
独
自
性
は
基
礎
付
け
ら
れ
な
い
。
然
る
に
存
在
の
根
拠
は
再
び
存
在
で
あ
り
得
な
い
、
と
い
う

こ
と
は
、
全
く
原
理
的
に
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
現
実
存
在
の
根
拠
は
、
従
来
の
存
在
論
が
考
え
た

よ
う
に
、
現
実
存
在
と
は
異
な
る
他
の
存
在
、
即
ち
本
質
存
在
或
は
イ
デ
ア
的
存
在
で
あ
っ
て
も
な
ら
ぬ
。
も
し

も
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
か
か
る
存
在
の
根
拠
の
上
に
立
つ
現
実
存
在
は
偶
然
的
と
は
云
わ
れ
な
い
筈
で

あ
る
。
一
般
に
存
在
の
根
拠
が
何
等
か
の
存
在
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
限
り
、
偶
然
的
な
も
の
は
な
く
、
そ
こ
に

は
単
に
必
然
性
の
関
係
が
あ
る
の
み
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
如
何
な
る
意
味
に
於
て
も
存
在
と
い
わ
れ
な
い
も
の
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は
唯
「
事
実
」
の
あ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
の
存
在
の
根
拠
が
事
実
と
し
て
の
歴
史
で
あ
る
が
故
に
、
存
在
と
し

て
の
歴
史
の
根
本
的
規
定
は
偶
然
性
で
あ
る
の
で
あ
る
。
事
実
と
し
て
の
歴
史
と
存
在
と
し
て
の
歴
史
と
が
秩
序

を
異
に
す
る
こ
と
は
屡
々
述
べ
て
来
た
通
り
で
あ
る
。
し
か
も
存
在
の
根
拠
た
る
事
実
は
み
ず
か
ら
の
う
ち
に
否

定
の
契
機
を
含
む
故
に
、
存
在
は
偶
然
的
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
現
実
的
な
も
の
を
二
重
の
も
の
と
し
て
立
体
的

に
把
握
し
、
存
在
と
存
在
の
根
拠
と
を
秩
序
に
於
て
区
別
さ
れ
る
二
つ
の
も
の
と
見
る
見
方
が
、
後
に
示
さ
れ
る

如
く
、
弁
証
法
的
な
見
方
の
特
徴
を
な
す
。
ま
さ
に
か
か
る
も
の
と
し
て
弁
証
法
的
な
見
方
は
因
果
的
な
見
方
と

は
秩
序
を
異
に
し
て
い
る
。

＊　

V
gl. W

. W
indelband, D

ie Lehren vom
 Zufall, 1870, S.74.  

な
お
ジ
ン
メ
ル
が
現
存
在
の
自
然
法
則
的
決
定
性

の
限
界
に
就
い
て
論
じ
て
い
る
の
を
参
照
せ
よ
。G

. Sim
m

el, D
ie Problem

e der G
eschichtsphilosophie, 1922, 

SS.130, 131. 

ジ
ン
メ
ル
に
従
え
ば
、
世
界
の
現
存
す
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
が
も
と
も
と
一
定
の
形
態
を
有
す
る

も
の
と
し
て
現
存
す
る
こ
と
、
否
、
自
然
法
則
の
「
現
存
」Existenz 

と
い
う
こ
と
で
さ
え
も
、「
或
る
単
に
現
実

的
な
も
の
、法
則
か
ら
は
理
解
さ
れ
得
ぬ
も
の
で
あ
り
、寧
ろ
一
の
歴
史
的
事
実
」
で
あ
る
。
我
々
の
い
う
「
既
に
」

が
そ
れ
の
現
存
を
性
格
付
け
る
で
あ
ろ
う
。
然
る
に
現
存
の
問
題
、
所
謂
事
実
の
確
定

0

0

0

0

0

の
問
題
が
歴
史
家
に
と
っ

て
は
ど
こ
ま
で
も
第
一
次
的
な
問
題
で
あ
る
。
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第
三
、
存
在
の
根
拠
は
再
び
存
在
の
秩
序
に
属
し
得
な
い
、
と
い
う
原
理
的
な
命
題
は
、
存
在
の
根
拠
が
「
主

体
」
と
し
て
把
握
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
限
り
に
於
て
弁
証
法
を
確
立
し
た
と
云
わ

れ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
が
、「
私
の
意
見
に
よ
れ
ば
、
凡
て
は
、
真
な
る
も
の
を
実
体 Substanz 

と
し
て
で
な
く
、
却
っ

て
恰
も
ま
さ
に
主
体 Subjekt 

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
の
は
、

ま
こ
と
に
正
し
い
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
我
々
が
存
在
と
事
実
と
を
「
客
体
的
存
在
」
及
び
「
主
体
的
事
実
」
と

し
て
規
定
し
て
来
た
こ
と
に
照
応
す
る
。
従
来
の
存
在
論
が
存
在
の
根
拠
を
「
実
体
」
と
し
て
何
等
か
客
体
的
な

も
の
と
考
え
た
の
と
は
反
対
に
、
我
々
に
よ
っ
て
存
在
の
根
拠
と
見
ら
れ
る
事
実
は
却
っ
て
主
体
的
な
も
の
で
あ

る
。
そ
れ
が
主
体
的
な
も
の
で
あ
る
と
云
っ
て
も
、
所
謂
主
観
的
な
も
の
の
よ
う
に
、
そ
れ
が
客
観
的
な
も
の
に

比
し
て
い
わ
ば
存
在
の
量
に
於
て
劣
る
と
か
、
個
人
的
な
も
の
で
あ
る
と
か
、
い
う
こ
と
で
あ
り
得
な
い
の
は
も

ち
ろ
ん
で
あ
る
。
か
か
る
意
味
に
於
て
は
寧
ろ
主
体
的
な
事
実
こ
そ
客
観
的
で
あ
り
、
存
在
的
で
あ
り
、
超
個
人

的
で
さ
え
あ
る
。
そ
う
で
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
が
存
在
の
根
拠
0

0

で
あ
る
な
ど
と
は
そ
も
そ
も
云
わ
れ
な
い
筈
で
あ

る
。
主
体
と
し
て
把
握
さ
れ
た
イ
デ
ー
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
て
も
そ
れ
が ens realissim

um
 【

最
も
現
実
的
な
存
在
】
を

意
味
し
た
。
然
し
固
よ
り
我
々
の
い
う
事
実
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
イ
デ
ー
と
は
決
し
て
等
し
く
な
い
。
そ
れ
が
如
何
な

る
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
一
般
に
イ
デ
ー
的
な
も
の
の
根
拠
の
上
に
於
て
は
存
在
の
偶
然
性
な
る
も
の
は
基
礎
付
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け
ら
れ
得
な
い
。
我
々
の
規
定
し
た
意
味
に
於
け
る
事
実
は
そ
の
う
ち
に
否
定
的
な
も
の
、
自
然
的
な
も
の
を
含

む
が
故
に
、
事
実
を
自
己
の
存
在
の
根
拠
と
す
る
存
在
は
偶
然
的
で
あ
る
の
で
あ
る
。
認
識
論
に
於
て
論
ぜ
ら
れ

る
如
く
、主
観
は
ど
こ
ま
で
も
客
観
化
さ
れ
な
い
或
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
け
れ
ど
も
そ
れ
だ
か
ら
と
て
、

主
体
的
な
も
の
は
必
ず
純
粋
な
自
我
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
か
、
或
は
何
か
意
識
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
か
、
な

ど
と
は
云
わ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
必
ず
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
主
体
と
客
体
と
が
同
じ
秩
序
の
も
の
で

あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
条
件
は
観
念
論
的
立
場
に
於
て
の
ほ
か
充
さ
れ
な
い
と
い

う
が
如
き
も
の
で
は
な
い
。
事
実
は
主
体
と
し
て
、
ど
こ
ま
で
も
客
体
的
存
在
の
秩
序
に
属
さ
な
い
け
れ
ど
も
、

我
々
は
意
識
を
指
し
て
事
実
と
云
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
寧
ろ
我
々
に
よ
れ
ば
、
意
識
も
ま
た
ひ
と

つ
の
存
在
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
殊
に
フ
ッ
サ
ー
ル
の
説
く
よ
う
に
、
意
識
が
ノ
エ
シ
ス
・
ノ
エ
マ
的

構
造
を
含
む
と
す
れ
ば
、
そ
の
こ
と
は
ま
さ
に
意
識
も
そ
れ
自
身
な
お
ひ
と
つ
の
存
在
と
見
ら
れ
得
る
こ
と
を
示

す
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
と
き
自
我
の
無
限
な
る
反
省
可
能
と
い
う
有
名
な
思
想
を
持
ち
出
し
て
、
如
何

な
る
意
味
に
於
て
も
存
在
と
は
云
わ
れ
な
い
事
実
と
は
畢
竟
か
か
る
自
我
の
ほ
か
あ
り
得
な
い
で
は
な
い
か
、
と

ひ
と
は
論
ず
る
か
も
知
れ
な
い
。
然
し
な
が
ら
自
我
の
無
限
な
る
反
省
可
能
と
い
う
こ
と
も
、
か
の
ボ
ル
ツ
ァ
ー

ノ
に
於
け
る
真
理
は
無
限
に
多
く
あ
る
と
い
う
論
証
と
同
様
に
、
或
る
形
式
的
な
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
少
な
く
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存
在
の
歴
史
性

と
も
歴
史
を
考
え
る
立
場
に
と
っ
て
は
或
る
空
虚
な
も
の
で
あ
り
得
る
。
そ
う
で
あ
る
べ
き
で
な
い
限
り
、
わ
れ

が
わ
れ
を
省
み
る
と
い
う
こ
と
は
、
か
の
発
心
ま
た
は
更
生
と
い
わ
れ
る
場
合
の
如
く
、
わ
れ
が
新
た
に
生
れ
る

と
い
う
意
味
を
も
つ
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
然
る
に
か
く
の
如
き
こ
と
は
、
宗
教
家
が
そ
れ
を
神
の
恩
寵
に
帰

し
て
説
明
す
る
よ
う
に
、
純
粋
に
内
在
的
な
立
場
か
ら
は
真
に
理
解
さ
れ
得
な
い
。
そ
こ
で
は
ま
さ
に
わ
れ
そ
の

も
の
、
意
識
そ
の
も
の
が
新
た
に
生
れ
る
こ
と
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
、

歴
史
は
わ
れ
そ
の
も
の
、
意
識
そ
の
も
の
の
生
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
わ
れ
と
い
わ
れ
、
意
識
と
い
わ
れ
る

も
の
も
、
生
れ
た
も
の
、
作
ら
れ
た
も
の
と
し
て
は
存
在
と
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
よ
う
に
わ
れ
そ

の
も
の
を
作
り
、
意
識
そ
の
も
の
を
生
む
と
こ
ろ
の
も
の
こ
そ
ま
さ
し
く
我
々
が
事
実
と
呼
ぶ
も
の
で
あ
る
。
わ

れ
は
事
実
に
於
て
絶
え
ず
新
た
に
作
ら
れ
つ
つ
あ
る
。
そ
し
て
意
識
を
生
む
も
の
は
固
よ
り
意
識
に
内
在
的
な
も

の
で
あ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
事
実
は
寧
ろ
意
識
を
絶
え
ず
破
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
事
実
は
ま
こ
と
に
超

越
的
な
も
の
で
あ
る
。
た
と
い
存
在
が
或
る
意
味
で
は
内
在
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
し
て
も
、
事

実
は
決
し
て
内
在
的
と
考
え
ら
れ
得
な
い
も
の
で
あ
る
。

二
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さ
て
以
上
の
叙
述
が
歴
史
の
考
察
に
と
っ
て
何
か
縁
遠
い
こ
と
で
あ
る
か
の
如
き
外
観
を
惹
き
起
さ
な
い
た
め

に
、
我
々
は
こ
こ
に
一
二
の
現
実
的
な
問
題
の
研
究
を
試
み
よ
う
。
歴
史
的
な
も
の
は
一
般
に
状
況
0

0

に
於
て
あ

る
も
の
と
云
わ
れ
得
る
。
歴
史
的
な
も
の
は
単
に
大
抵
の
場
合
或
る
状
況
に
於
て
あ
る
と
い
う
の
で
な
く
、
こ
の

よ
う
に
状
況
に
於
て
あ
る
こ
と
は
歴
史
的
な
も
の
に
と
っ
て
構
成
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
数
学
的
存
在
は
本

来
状
況
性
を
担
う
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
凡
そ
本
質
も
し
く
は
本
質
存
在
な
る
も
の
は
状
況
性
を
有
し
な
い

か
、
も
し
状
況
性
を
有
す
る
と
し
て
も
状
況
性
は
そ
の
も
の
に
と
っ
て
構
成
的
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で

あ
る
。
我
々
の
普
通
見
る
赤
は
赤
旗
の
赤
、
ま
た
赤
い
部
屋
の
赤
で
あ
る
。
然
し
赤
の
本
質
、
赤
の
自
体
に
と
っ

て
は
旗
と
か
部
屋
と
か
は
単
に
附
帯
的
な
も
の
と
見
做
さ
れ
る
。
従
っ
て
色
の
本
質
の
研
究
に
於
て
は
こ
の
よ
う

な
も
の
は
括
弧
に
入
れ
ら
れ
、
か
く
て
色
の
幾
何
学
と
し
て
「
色
の
空
間
」Farbenraum

 

の
理
論
（
マ
イ
ノ
ン
グ

【A
lexius M

einong

】）
も
考
え
ら
れ
得
る
。
然
る
に
歴
史
的
な
も
の
は
そ
の
本
性
上
か
く
の
如
き
い
わ
ば
純
粋
な
存

在
で
は
な
く
、
却
っ
て
つ
ね
に
一
定
の
状
況
に
於
て
あ
る
と
い
う
こ
と
を
そ
の
最
も
根
本
的
な
規
定
と
し
て
含
ん

で
い
る
。
状
況
性
は
そ
れ
に
と
っ
て
構
成
的
な
範
疇
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
何
等
か
の
状
況
の
う
ち
に
な
い
も
の
は

歴
史
的
と
は
云
わ
れ
な
い
。
状
況
性
は
存
在
の
歴
史
性
の
基
本
的
な
も
の
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
歴
史
学

に
於
て
は
こ
の
よ
う
な
状
況
は
一
般
に
「
ミ
リ
ュ
ウ
」（
環
境
）m

ilieu 

な
る
名
称
を
も
っ
て
知
ら
れ
て
い
る
。
凡
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の
歴
史
性

て
歴
史
的
な
も
の
は
つ
ね
に
或
る
環
境
に
於
て
あ
る
の
で
あ
る
。

ミ
リ
ュ
ウ
の
概
念
及
び
そ
の
理
論
は
特
に
フ
ラ
ン
ス
の
学
者
に
よ
っ
て
有
名
に
さ
れ
た
。
就
中
テ
ー
ヌ
が
そ
の

『
英
文
学
史
』
の
序
に
於
て
、
歴
史
的
研
究
の
方
法
を
規
定
し
つ
つ
、
歴
史
を
作
る
に
与
る
三
つ
の
主
要
な
力
と

し
て
人
種  race
、
環
境 m

ilieu 

及
び
時
代 m

om
ent 

を
挙
げ
た
こ
と
は
著
名
で
あ
る
。＊

そ
れ
ら
の
も
の
は
、
内
部

の
弾
力
、
外
部
か
ら
の
圧
力
及
び
既
に
習
得
さ
れ
た
動
力
を
意
味
し
、
歴
史
の
実
存
的
な
原
因
で
あ
る
ば
か
り
で

な
く
、
そ
れ
の
運
動
の
可
能
な
る
す
べ
て
の
原
因
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
テ
ー
ヌ
は
環
境
の
理
論
に
就
い
て
、

或
は
ボ
ダ
ン
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ウ
に
於
て
、
或
は
コ
ン
ト
に
於
て
そ
の
先
蹤
者
を
も
っ
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
で
は

既
に
ベ
ー
コ
ン
が
こ
の
思
想
を
唱
え
た
。
も
と
も
と
、
地
理
的
状
況
、
土
壌
の
性
状
、
気
候
等
の
も
の
が
そ
の
地

方
の
住
民
の
性
質
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
い
う
発
見
は
極
め
て
古
く
、
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
は
夙
に
様
々
な
観
察
を
基
礎

と
し
多
く
の
実
例
を
も
っ
て
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ド
イ
ツ
に
於
て
ヘ
ル
ダ
ー
は
単
に
諸
民
族
の
存
在
ば
か

り
で
な
く
、
ま
た
そ
の
思
惟
、
活
動
、
即
ち
歴
史
は
、
そ
の
状
況
、
そ
の
物
理
的
環
境
に
依
存
す
る
と
い
う
こ
と

を
詳
細
に
論
述
し
た
。
彼
の
古
典
的
な
著
作
の
冒
頭
に
は
次
の
如
く
書
か
れ
て
い
る
、「
人
類
歴
史
に
就
い
て
の

我
々
の
哲
学
は
、
そ
れ
が
い
わ
ば
こ
の
名
に
値
す
べ
き
で
あ
る
な
ら
ば
、
天
体
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。＊
＊」

な
ぜ
な
ら
我
々
の
歴
史
の
行
わ
れ
る
地
球
は
「
諸
々
の
星
の
う
ち
に
於
け
る
一
つ
の
星
」
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
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ヘ
ル
ダ
ー
の
思
想
は
カ
ー
ル
・
リ
ッ
タ
ー
に
よ
っ
て
科
学
的
に
展
開
さ
れ
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ラ
ッ
ツ
ェ
ル
に
至

っ
て
所
謂
「
人
文
地
理
学
」A

nthropogeographie 

と
し
て
発
展
さ
せ
ら
れ
た
。
こ
の
も
の
は
人
間
を
、「
彼
が

地
球
の
空
間
的
諸
関
係
に
依
存
し
も
し
く
は
影
響
さ
れ
る
限
り
に
於
て
」、
地
理
学
の
対
象
の
中
に
引
き
入
れ
る
。

そ
し
て
ラ
ッ
ツ
ェ
ル
は
「
宗
教
、
科
学
及
び
詩
は
大
部
分
人
間
の
精
神
に
於
て
反
射
さ
れ
た
自
然
の
諸
反
映
で
あ

る＊
＊
＊」

と
ま
で
云
っ
て
い
る
。

＊ H
. Taine, H

istoire de la littérature anglaise.

＊
＊　

H
erder, Ideen zur Philosophie der G

eschichte der M
enschheit.

＊
＊
＊　

F. R
atzel,  Anthropogeographie oder G

rundzüge der Anw
endung der Erdkunde auf die G

eschichte, I. 

Teil, zw
eite A

uflage, S.21.

環
境
に
関
す
る
諸
理
論
の
内
容
に
立
入
っ
て
詮
議
を
試
み
る
と
い
う
こ
と
は
我
々
の
さ
し
あ
た
っ
て
の
仕
事
で

は
な
い
。
一
般
に
環
境
な
る
概
念
の
哲
学
的
意
味
を
ば
、
し
か
も
歴
史
は
そ
の
存
在
に
於
て
現
実
存
在
で
あ
る
と

い
う
我
々
の
主
張
及
び
現
実
存
在
に
就
い
て
の
我
々
の
規
定
の
仕
方
と
の
関
係
に
於
て
、
闡せ
ん
め
い明

す
る
と
い
う
こ
と

が
我
々
の
今
の
課
題
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
ミ
リ
ュ
ウ
と
い
う
語
も
色
々
に
使
わ
れ
て
い
る
。
普
通
に
そ
れ
は
気

候
乃
至
風
土
等
、
地
理
的
或
は
自
然
的
環
境
の
意
味
に
用
い
ら
れ
る
。
け
れ
ど
も
環
境
の
意
味
は
こ
れ
に
限
ら
れ
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歴
史
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な
い
の
で
あ
る
。
テ
ー
ヌ
も
ミ
リ
ュ
ウ
な
る
概
念
の
う
ち
に
種
々
な
る
も
の
を
包
括
せ
し
め
た
。
彼
は
こ
の
表
現

の
も
と
に
時
に
は
主
と
し
て
自
然
の
諸
影
響
を
考
え
、他
の
場
合
に
は
こ
の
も
の
を
特
に
風
土 clim

at 

と
呼
ん
で
、

寧
ろ
文
化
的
な
或
は
社
会
的
な
諸
要
素
を
ミ
リ
ュ
ウ
と
称
し
て
い
る
。
そ
れ
だ
か
ら
彼
の
ミ
リ
ュ
ウ
説
は
次
の
如

き
形
を
も
と
る
。「
か
く
て
我
々
は
遂
に
次
の
規
則
を
立
て
る
、
即
ち
芸
術
作
品
、
芸
術
家
、
芸
術
家
の
団
体
を

理
解
す
る
た
め
に
は
、
彼
等
が
属
し
た
時
代
の
精
神
及
び
風
習
の
一
般
的
状
態
を
正
確
に
思
い
浮
べ
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。
そ
こ
に
最
後
の
説
明
が
見
出
さ
れ
る
、
そ
こ
に
爾
余
の
も
の
を
決
定
す
る
根
源
的
原
因
が
存
す
る
。」

と
テ
ー
ヌ
は
云
う
。＊

『
英
文
学
史
』
の
序
に
於
て
は
風
土
、
政
治
的
事
情
、
社
会
的
状
態
の
三
つ
が
ミ
リ
ュ
ウ
の

概
念
の
内
容
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
歴
史
的
勢
力
と
し
て
の
風
土
の
意
義
を
重
要
視
し
、「
歴
史
は
諸
時
代

及
び
諸
民
族
の
運
動
せ
し
め
ら
れ
た
地
理
学
以
外
の
も
の
で
な
い
」、
と
云
っ
た
ヘ
ル
ダ
ー
も
、
歴
史
理
解
の
範

疇
と
し
て
「
状
況
」U
m

stände 

な
る
概
念
を
掲
げ
、「
最
も
広
き
意
味
に
於
け
る
一
民
族
の
政
治
的
状
態
、
法
律
、

政
府
、
習
俗
、
市
民
的
運
命
」
を
こ
の
よ
う
な
状
況
と
見
做
し
た
。
然
る
に
自
然
的
環
境
と
い
う
こ
と
が
天
体
か

ら
人
間
の
生
理
的
性
状
に
至
る
ま
で
あ
ら
ゆ
る
自
然
的
な
も
の
の
上
に
拡
張
さ
れ
得
る
よ
う
に
、
文
化
的
或
は
社

会
的
環
境
と
い
う
こ
と
も
言
語
、
習
慣
及
び
風
習
、
道
徳
及
び
宗
教
、
職
業
、
商
業
、
芸
術
、
科
学
、
法
律
及
び

憲
法
、
経
済
的
及
び
社
会
的
諸
関
係
の
一
切
を
含
む
こ
と
が
出
来
る＊
＊。
ア
ン
リ
・
ベ
ル
の
如
き
は
な
お
「
論
理
的
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環
境
」m

ilieu logique 

と
い
う
こ
と
を
さ
え
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る＊
＊
＊。

蓋
し
彼
に
よ
れ
ば
、
思
想
の
発
見
と
雖

も
空
に
懸
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
思
想
は
思
想
に
つ
ら
な
る
。
発
明
的
天
才
は
集
団
的
、
国
家
的
、
社
会
的
で
な

く
、
人
間
的
で
、
非
人
格
的
な
ミ
リ
ュ
ウ
、
即
ち
論
理
的
ミ
リ
ュ
ウ
の
う
ち
に
属
す
る
、
こ
の
も
の
は
「
意
識
に

反
射
さ
れ
意
識
に
よ
っ
て
解
釈
さ
れ
た
実
在
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
実
際
、
環
境
と
い
う
概
念
は
あ
ら

ゆ
る
存
在
を
そ
の
中
に
包
摂
し
得
る
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
恐
ら
く
世
界
0

0

と
い
う
こ
と
と
同
意
義

の
も
の
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
か
く
の
如
く
普
遍
的
な
意
味
を
有
し
得
る
環
境
な
る
も
の
の
最
も
一

般
的
な
且
つ
最
も
根
本
的
な
規
定
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

＊　

H
. Taine,  Philosophie de l’art, I, p. 8.

＊
＊　

V
gl. E. B

ernheim
, Lehrbuch der historischen M

ethode und der G
eschichtsphilosophie, 1914 ,S. 634 u. 

S. 677 ff. 

フ
ラ
ン
ス
の
学
者
は
「
自
然
的
環
境
」m

ilieu naturel 

と
「
人
為
的
環
境
」m

ilieu artificiel 

と
の
区
別

を
立
て
て
い
る
。P. Lafargue, Le m

atérialism
e économ

ique de C
harles M

arx.

【Le m
atérialism

e économ
ique de 

K
arl M

arx

】 Ch. Seignobos, La m
éthode historique appliquée aux sciences sociales.  

等
参
照
。

＊
＊
＊　

H
enri B

err, La synthèse en histoire, p. 215.

普
通
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
は
環
境
と
は
一
般
に
或
る
外
的
な
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
我
々
も
ま
た
多
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歴
史
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く
の
場
合
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
無
雑
作
に
受
け
容
れ
て
い
る
。
然
し
な
が
ら
、
既
に
述
べ
た
如
く
、
環
境
は
歴

史
的
な
も
の
に
と
っ
て
構
成
的
な
意
味
を
有
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
単
に
外
的
な
も
の
と
は
云
わ
れ
得
な
い
。

ア
ン
リ
・
ベ
ル
の
如
き
が
論
理
的
ミ
リ
ュ
ウ
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
認
め
た
の
も
、
あ
ら
ゆ
る
歴
史
的
な
も
の
は

そ
の
本
性
上
ミ
リ
ュ
ウ
の
う
ち
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
ま
た
デ
ュ

ル
ケ
ー
ム
は
「
内
的
社
会
的
環
境
」m

ilieu social interne 

と
い
う
語
を
用
い
、「
何
等
か
の
重
要
性
あ
る
凡
て
の

社
会
過
程
の
最
初
の
起
原
は
内
的
社
会
的
環
境
の
構
造
の
う
ち
に
尋
ね
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
」、
と
云
っ
て
い
る
。＊

社
会
の
形
態
を
特
性
付
け
る
に
あ
ず
か
る
種
々
な
る
要
素
が
内
的
社
会
的
ミ
リ
ュ
ウ
を
構
成
す
る
。
か
か
る
要
素

と
し
て
就
中
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
が
社
会
の
容
積 volum

e 

と
呼
ぶ
も
の
即
ち
社
会
単
位
の
数
、
及
び
彼
が
社
会
の
密

度 densité 

と
称
す
る
も
の
即
ち
人
口
の
集
中
の
度
が
挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
単
に
外
的
と
い
う
こ

と
は
環
境
の
根
本
的
な
規
定
で
あ
り
得
な
い
。た
と
い
そ
れ
を
或
る
外
的
な
も
の
と
し
て
規
定
し
得
る
と
し
て
も
、

問
題
は
寧
ろ
、
外
的
と
は
何
を
意
味
す
る
か
、
外
的
な
も
の
に
対
立
せ
し
め
ら
れ
る
内
的
な
も
の
と
は
如
何
な
る

も
の
で
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
こ
で
我
々
は
一
層
原
理
的
に
次
の
よ
う
に
考
え
ね
ば
な

ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

＊　

E. D
urkheim

, Les règles de la m
éthode sociologique, p.138 .

【
田
辺
訳
『
社
会
学
的
方
法
の
規
準
』】
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第
一
、
環
境
の
概
念
は
或
る
偶
然
性
の
概
念
を
含
ん
で
い
る
。
凡
て
の
も
の
が
他
と
悉
く
絶
対
的
に
必
然
的
な

関
係
に
於
て
つ
な
が
り
合
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
も
と
も
と
環
境
と
云
わ
る
べ
き
も
の
は
あ
り
得
な
い
。
従
っ

て
数
学
の
世
界
に
於
て
は
固
よ
り
、
ラ
プ
ラ
ス
の
考
え
た
が
如
き
世
界
型
式
、
一
般
に
自
然
科
学
的
世
界
像
の
う

ち
に
於
て
は
環
境
な
る
も
の
は
そ
の
固
有
の
意
味
で
は
考
え
ら
れ
得
な
い
。
必
然
性
の
網
の
中
に
は
環
境
と
し
て

示
さ
る
べ
き
如
何
な
る
場
所
も
な
い
の
で
あ
る
。
尤も
っ
とも

こ
こ
に
い
う
偶
然
性
は
決
し
て
必
然
性
と
相
容
れ
な
い
も

の
で
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
。
環
境
と
考
え
ら
れ
る
も
の
は
そ
れ
自
身
に
於
て
現
実
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
存
在
に

於
て
現
実
存
在
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
、
上
に
云
っ
た
如
く
、
そ
の
存
在
の
根
拠
か
ら
抽
象
さ
れ
て
単
に
そ
の

存
在
に
於
て
見
ら
れ
る
限
り
、言
う
ま
で
も
な
く
他
の
一
切
の
も
の
と
の
必
然
性
の
連
鎖
の
う
ち
に
立
っ
て
い
る
。

然
し
な
が
ら
か
か
る
も
の
と
し
て
は
そ
れ
は
も
は
や
環
境
と
し
て
の
意
味
を
失
い
、
凡
そ
歴
史
的
な
も
の
の
領
域

の
う
ち
に
這
入
っ
て
来
る
こ
と
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
必
然
的
な
も
の
が
そ
の
存
在
の
根
拠
と
の
関
係

に
於
て
偶
然
的
と
し
て
受
取
ら
れ
た
と
き
初
め
て
、
そ
れ
は
環
境
の
意
味
を
担
う
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
故
に
事

実
と
し
て
の
歴
史
の
立
場
に
於
て
の
み
環
境
な
る
も
の
は
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
主
体
的
事
実
と
の
関
係
に
於
て

客
体
的
存
在
は
凡
て
環
境
と
見
ら
れ
得
る
の
で
あ
る
。

第
二
、
も
と
ミ
リ
ュ
ウ m

ilieu 

と
い
う
語
は
「
中
央
」
を
意
味
し
、
そ
こ
か
ら
こ
の
も
の
の
「
周
囲
」
を
意
味
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存
在
の
歴
史
性

す
る
。
何
物
か
が
中
央
と
な
る
の
で
な
け
れ
ば
環
境
な
る
も
の
も
あ
り
得
な
い
。
こ
の
と
き
中
央
に
あ
る
も
の
と

は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
こ
の
も
の
に
し
て
限
定
さ
れ
な
い
な
ら
ば
何
が
環
境
で
あ
る
か
も
規
定
さ

れ
な
い
筈
で
あ
る
。
中
央
に
あ
る
も
の
と
は
、
純
経
済
過
程
、
純
法
律
過
程
、
な
ど
い
う
よ
う
な
何
等
か
「
純
粋

な
も
の
」
で
あ
ろ
う
か
。
よ
し
そ
の
よ
う
に
純
粋
な
も
の
を
抽
象
し
て
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
ま
た
一
定

の
学
問
上
の
目
的
か
ら
必
要
で
あ
る
と
し
て
も
、
か
か
る
も
の
は
も
は
や
現
実
的
に
歴
史
的
な
も
の
で
は
な
い

故
に
、
そ
こ
に
於
て
は
環
境
に
就
い
て
語
る
こ
と
は
無
意
味
に
さ
れ
て
お
り
、
否
、
環
境
的
要
素
と
の
絶
縁
と
い

う
こ
と
こ
そ
か
か
る
学
問
的
抽
象
の
目
的
で
あ
る
の
で
あ
る
。
現
実
の
歴
史
に
於
て
は
寧
ろ
、
法
律
、
政
治
、
宗

教
等
の
諸
々
の
文
化
は
相
互
に
作
用
し
合
い
一
の
作
用
聯
関
を
形
作
っ
て
い
る
と
見
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ

う
。
こ
の
場
合
、
例
え
ば
文
学
史
を
書
く
者
が
そ
の
認
識
目
的
の
上
か
ら
文
学
を
中
心
と
し
て
そ
れ
以
外
の
文
化

的
諸
要
素
を
そ
れ
に
対
す
る
環
境
と
見
做
す
こ
と
が
出
来
る
。
然
し
な
が
ら
実
際
に
於
て
環
境
の
概
念
は
単
に
こ

の
よ
う
な
科
学
的
概
念
構
成
に
於
て
初
め
て
作
ら
れ
た
と
は
見
ら
れ
な
い
現
実
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
そ
こ

で
環
境
に
対
し
て
中
央
に
あ
る
も
の
と
は
「
働
く
も
の
」
と
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
説
明
は
尤も
っ
とも

ら

し
く
見
え
る
。
人
間
は
働
く
も
の
で
あ
り
、
彼
等
の
周
囲
の
自
然
は
彼
等
に
よ
っ
て
働
き
か
け
ら
れ
る
も
の
と
し

て
環
境
と
い
わ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
然
る
に
思
想
の
歴
史
に
於
て
は
寧
ろ
反
対
に
、
環
境
理
論
は
人
間
が
自
然
に
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よ
っ
て
働
き
か
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
、
従
っ
て
環
境
は
働
き
か
け
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
主
張
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
発
展
し
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
自
然
の
人
間
に
及
ぼ
す
影
響
の
重
大
性
を
説
く
ラ
ッ
ツ
ェ
ル
な
ど

の
人
文
地
理
学
が
一
面
的
で
あ
る
こ
と
は
免
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
対
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
人
文
地
理
学 

géographie hum
aine 

は
自
然
に
働
き
か
け
る
人
間
の
研
究
を
重
要
視
す
る
。
人
間
は
自
然
に
働
き
か
け
る
と
同

時
に
自
然
か
ら
働
き
か
け
ら
れ
る
。
個
人
に
対
し
て
社
会
が
環
境
と
考
え
ら
れ
る
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
そ
れ
故

に
環
境
が
そ
れ
に
と
っ
て
環
境
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
が
働
く
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
環
境
と
は
異
な

っ
た
秩
序
の
或
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
こ
で
ひ
と
は
こ
の
場
合
カ
ン
ト
の
思
想

を
想
い
起
す
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
畢
竟
カ
ン
ト
の
云
う
よ
う
な
自
然
の
「
終
局
目
的
」Endzw

eck 

の
概
念
を
立

て
る
の
で
な
け
れ
ば
、
環
境
の
概
念
を
基
礎
付
け
得
な
い
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
か
か

る
終
局
目
的
は
自
然
の
範
囲
内
に
は
な
く
、
そ
れ
と
は
全
く
秩
序
を
異
に
す
る
自
由
の
王
国
に
属
す
る
。
人
間
も

自
然
的
存
在
と
見
ら
れ
る
限
り
自
然
の
終
局
目
的
で
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
っ
て
、
彼
が
道
徳
の
主
体
で
あ
る
と

き
初
め
て
、
一
切
の
自
然
が
そ
れ
に
従
属
せ
し
め
ら
れ
る
終
局
目
的
で
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。＊

実
際
、
カ
ン
ト
に

於
て
の
如
く
、
自
然
の
秩
序
と
は
全
く
異
な
る
自
由
の
秩
序
の
う
ち
に
自
然
の
終
局
目
的
を
立
て
る
な
ら
ば
、
た

し
か
に
環
境
の
概
念
は
基
礎
付
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
然
し
な
が
ら
、
よ
し
カ
ン
ト
的
な
二
元
論
が
正
し
い
と
し
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存
在
の
歴
史
性

て
も
、
そ
の
と
き
に
は
ま
た
環
境
の
概
念
の
う
ち
へ
こ
の
概
念
の
含
む
以
上
の
も
の
が
投
げ
込
ま
れ
る
こ
と
に
な

る
。
我
々
の
、
そ
し
て
歴
史
家
の
有
す
る
環
境
の
概
念
は
か
く
の
如
き
道
徳
的
、
価
値
的
な
見
方
か
ら
は
遥
か
に

遠
い
。
か
く
し
て
、
要
す
る
に
、
現
実
的
な
環
境
の
概
念
を
基
礎
付
け
る
も
の
は
事
実
と
し
て
の
歴
史
の
ほ
か
な

い
で
あ
ろ
う
。
環
境
的
存
在
と
は
秩
序
を
異
に
し
、そ
れ
を
成
立
せ
し
め
る
も
の
は
事
実
と
し
て
の
歴
史
で
あ
る
。

一
切
の
歴
史
的
な
も
の
の
中
心
は
事
実
と
し
て
の
歴
史
で
あ
る
。
主
体
的
事
実
に
と
っ
て
は
あ
ら
ゆ
る
客
体
的
存

在
、
所
謂
世
界
は
凡
て
環
境
の
意
味
を
も
つ
こ
と
が
出
来
る
。
我
々
が
歴
史
の
中
心
た
る
事
実
そ
の
も
の
の
上
に

立
つ
と
き
、
凡
て
の
も
の
は
悉
く
環
境
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

＊　

拙
著
『
史
的
観
念
論
の
諸
問
題
』
五
九
頁
以
下
〔
全
集
第
二
巻
収
録
〕【「
批
判
哲
学
と
歴
史
哲
学
」
第
６
節
後
か
ら

二
段
落
目
】
参
照
。

第
三
、
環
境
的
な
も
の
は
既
に
0

0

あ
る
も
の
、
与
え
ら
れ
た

0

0

0

0

0

も
の
の
性
格
を
担
っ
て
い
る
。
如
何
な
る
種
類
の
も

の
で
あ
れ
、
我
々
が
何
等
か
の
活
動
を
始
め
る
に
あ
た
っ
て
は
、
必
ず
つ
ね
に
そ
こ
に
既
に
何
物
か
が
見
出
さ
れ

る
。
こ
れ
は
全
く
原
理
的
な
関
係
で
あ
っ
て
、
こ
の
関
係
こ
そ
実
に
我
々
が
中
央
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
で

あ
り
、
従
っ
て
そ
こ
に
環
境
な
る
も
の
が
与
え
ら
れ
る
。
か
く
中
央
に
あ
る
も
の
に
と
っ
て
は
環
境
は
最
も
広
い

意
味
に
於
け
る
手
段
と
な
る
。
そ
こ
で M

ittel

（
手
段
）
な
る
概
念
は M

itte

（
中
央
）
と
い
う
概
念
な
く
し
て
は
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存
し
得
な
い
。
然
る
に
環
境
と
い
わ
れ
る
も
の
は
「
既
に
」
の
性
格
を
も
つ
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
或
る
意
味

で
過
去
の
も
の
で
あ
る
。
テ
ー
ヌ
は
彼
が
風
土
と
区
別
し
た
ミ
リ
ュ
ウ
を
「
以
前
の
諸
世
代
の
影
響
」
と
も
云
っ

て
い
る
。
け
れ
ど
も
こ
こ
に
影
響
と
云
わ
れ
て
い
る
如
く
、
環
境
は
そ
れ
が
過
去
の
も
の
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ

れ
が
現
在
に
影
響
し
て
い
る
限
り
、
そ
れ
は
単
に
過
ぎ
去
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
で
な
く
、
今
な
お
在
る
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
環
境
的
な
も
の
は
現
に
在
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
以
前
の
諸
世
代
に
限
ら
れ
ず
、
現

世
代
も
な
お
環
境
で
あ
り
得
る
。
然
し
な
が
ら
そ
れ
は
「
現
に
」
あ
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
ま
さ
に
環
境
と

し
て
「
既
に
」
そ
こ
に
在
る
と
い
う
性
格
を
ど
こ
ま
で
も
担
っ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に

し
て
、
一
方
で
は
過
去
の
も
の
を
現
に
そ
こ
に
在
る
も
の
た
ら
し
め
る
と
共
に
、
然
し
他
方
で
は
現
に
そ
こ
に
在

る
も
の
に
「
既
に
」
の
性
格
を
担
わ
せ
る
も
の
は
、
事
実
と
し
て
の
歴
史
の
ほ
か
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
我
々

が
他
の
箇
所
に
於
て
現
代
を
過
去
と
し
て
現
す
も
の
が
事
実
と
し
て
の
歴
史
で
あ
る
と
述
べ
て
お
い
た
こ
と
を
想

い
起
し
て
み
よ
。

右
の
如
く
に
し
て
我
々
は
環
境
の
概
念
が
根
源
的
に
は
事
実
と
し
て
の
歴
史
、
即
ち
存
在
と
し
て
の
歴
史
の
存

在
の
根
拠
の
基
礎
の
上
に
於
て
成
立
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
し
て
事
実
と
し
て
の
歴
史
の
見
地
か
ら
す

れ
ば
、
単
に
外
的
自
然
ば
か
り
で
な
く
、
人
間
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
凡
て
の
も
の
、
ひ
と
り
他
の
人
間
に
よ
っ
て
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存
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の
歴
史
性

の
み
な
ら
ず
自
分
自
身
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
さ
え
が
環
境
の
意
味
を
含
ん
で
い
る
。
実
際
、
普
通
な
さ
れ

る
如
く
、
自
然
的
環
境
の
ほ
か
に
社
会
的
環
境
な
ど
い
う
も
の
が
数
え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
い
っ
た
い
環
境
で
あ

り
得
な
い
よ
う
な
如
何
な
る
「
存
在
」
が
あ
ろ
う
。
如
何
に
し
て
も
環
境
と
は
考
え
ら
れ
ぬ
も
の
は
唯
「
事
実
」

の
み
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
単
に
存
在
と
し
て
の
歴
史
、
従
っ
て
こ
の
も
の
に
結
び
付
く
と
こ
ろ
の
歴
史
叙
述
の
立

場
に
於
て
は
、環
境
の
概
念
は
寧
ろ
無
用
で
あ
る
と
も
云
わ
れ
よ
う
。
ベ
ル
ン
ハ
イ
ム
は
環
境
と
い
う
語
を
避
け
、

歴
史
の
「
要
素
」
と
し
て
、
自
然
的
要
素
、
心
理
的
要
素
―
―
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
我
々
の
謂
う
事
実
と
し
て
の
歴

史
の
こ
と
で
は
な
い
―
―
及
び
文
化
的
要
素
の
三
つ
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
と
き
人
間
と
自
然
、
或
は
社
会
と
自

然
と
を
対
立
せ
し
め
―
―
両
者
は
存
在
の
領
域
0

0

と
し
て
は
区
別
さ
れ
―
―
、
人
間
に
対
し
て
自
然
を
環
境
と
見
做

す
こ
と
が
、
な
お
有
意
味
且
つ
必
要
で
あ
る
と
し
て
も
、
重
要
な
の
は
、
マ
ル
ク
ス
の
考
え
た
如
く
、
こ
の
対
立

が
一
の
弁
証
法
的
な
対
立
で
あ
り
、
従
っ
て
弁
証
法
的
な
統
一
を
な
し
、
か
く
て
人
間
と
自
然
と
の
相
互
作
用
の

過
程
は
全
体
と
し
て
一
の
「
自
己
変
化
」Selbstveränderung 

と
し
て
把
握
さ
れ
得
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。＊

然

し
な
が
ら
固
よ
り
環
境
の
概
念
は
我
々
の
現
実
的
な
歴
史
的
活
動
に
と
っ
て
も
、
我
々
の
現
実
的
な
歴
史
的
思
惟

に
と
っ
て
も
、
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
し
て
含
ま
れ
て
い
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
明
ら
か
に
歴
史

が
二
重
の
も
の
、
即
ち
存
在
と
し
て
の
歴
史
及
び
事
実
と
し
て
の
歴
史
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
換
言
す
れ
ば
、
主
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体
的
事
実
と
客
体
的
存
在
と
が
秩
序
を
異
に
す
る
に
よ
り
環
境
の
概
念
は
生
れ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
環
境
は

ま
た
屡
々
運
命
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
然
し
そ
れ
が
本
来
的
な
運
命
で
な
く
、
却
っ
て
本
来
運
命
的
な
も
の

を
予
想
す
る
非
本
来
的
な
運
命
と
見
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
我
々
が
他
の
箇
所
で
運
命
の
二
重
の
意
義
に
就

い
て
述
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
明
瞭
で
あ
ろ
う
。

＊　

拙
訳
『
ド
イ
ッ
チ
ェ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
岩
波
文
庫
旧
版
三
二
頁
参
照
【
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
関
す
る
テ
ー
ゼ
第

三
】。
同
書
五
四
頁
に
我
々
は
次
の
文
章
を
読
む
、「
大
評
判
の
『
人
間
と
自
然
と
の
統
一
』
な
る
も
の
は
産
業
に
於

て
既
に
以
前
か
ら
成
立
し
て
お
り
、
し
か
も
各
々
の
時
代
に
於
て
産
業
の
発
達
の
大
小
に
応
じ
て
異
な
っ
た
程
度

で
成
立
し
て
い
た
、
同
じ
よ
う
に
、
人
間
の
生
産
力
が
そ
れ
に
適
応
せ
る
基
礎
の
上
に
発
達
す
る
に
至
る
ま
で
は
、

人
間
と
自
然
と
の
『
闘
争
』
も
ま
た
そ
の
よ
う
で
あ
っ
た
。」【
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
文
章
で{6b=9}

に
あ
る
。】

三

単
に
環
境
と
い
わ
ず
、
一
般
に
存
在
と
し
て
の
歴
史
は
、
そ
れ
自
身
と
し
て
見
ら
れ
る
限
り
、
云
う
ま
で
も
な

く
、
因
果
必
然
性
の
連
鎖
の
う
ち
に
立
っ
て
い
る
。
従
っ
て
存
在
と
し
て
の
歴
史
を
直
接
の
対
象
と
す
る
歴
史
学

に
と
っ
て
は
、
先
ず
こ
の
も
の
の
因
果
的
認
識
が
必
要
で
あ
る
。
歴
史
学
は
決
し
て
因
果
的
認
識
を
全
く
排
斥
す
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存
在
の
歴
史
性

る
の
で
な
く
、
却
っ
て
そ
れ
を
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
条
件
と
す
る
。
因
果
的
認
識
に
よ
っ
て
初
め
て
、
そ
れ
は
或
る

歴
史
的
な
も
の
が
存
在
0

0

し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
必
然
性
を
把
握
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
因
果
法
則
に
合
致
し
な
い
何

物
か
が
見
出
さ
れ
る
場
合
、
歴
史
家
が
そ
れ
の
歴
史
的
真
理
を
否
定
す
る
と
い
う
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
然
し
な

が
ら
我
々
は
、
歴
史
的
認
識
が
因
果
的
認
識
以
上
の
或
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
多
く
の
勝
れ
た
歴
史
家
た
ち
及

び
歴
史
理
論
家
た
ち
の
認
め
た
の
を
知
っ
て
い
る
。
因
果
的
認
識
は
真
の
歴
史
的
認
識
に
と
っ
て
欠
く
べ
か
ら
ざ

る
条
件
0

0

で
あ
る
と
し
て
も
、
終
局
的
な
も
の
で
な
い
。
因
果
的
必
然
性
は
真
の
歴
史
的
必
然
性
に
対
す
る
条
件
で

あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
は
な
お
高
次
の
必
然
性

0

0

0

0

0

0

と
も
い
う
べ
き
も
の
が
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
に
よ
っ

て
真
の
歴
史
的
認
識
が
成
立
す
る
高
次
の
必
然
性
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
即
ち
、
全
体
と
部
分

と
の
関
係
に
於
て
規
定
さ
れ
る
必
然
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
特
殊
な
出
来
事
、
特
殊
な
段
階
は
、
そ

れ
が
全
体
の
部
分
と
し
て
全
体
に
対
す
る
内
面
的
な
関
係
の
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
、
そ
の
真

の
歴
史
的
必
然
性
に
於
て
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
真
の
歴
史
的
必
然
性
は
、
或
る
も
の
が
抽
象
的
な
法
則
的
普

遍
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
で
は
な
く
、寧
ろ
そ
れ
が
具
体
的
な
全
体
的
普
遍
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
、

か
か
る
全
体
を
つ
ね
に
自
己
の
う
ち
に
写
し
出
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
然
る
に
こ
の
よ
う
な
、
部
分
の
全
体

に
対
す
る
関
係
は
、
実
に
「
意
味
」B

edeutung 

の
範
疇
を
基
礎
付
け
る
。
歴
史
の
最
も
重
要
な
範
疇
の
一
な
る
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意
味
の
範
疇
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
述
べ
た
如
く
、
一
般
に
、
部
分
の
全
体
に
対
す
る
関
係
の
う
ち
に
横
た
わ
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。＊

歴
史
的
な
も
の
は
凡
て
有
意
味
的 bedeutsam

 

で
あ
る
。
歴
史
的
認
識
は
そ
の
本
性
に
於
て
事

物
の
有
意
味
性
か
ら
の
認
識
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
こ
れ
ら
の
こ
と
を
哲
学
的
に
把
握
す
る
た
め
に
は
、
次
の
こ
と

ど
も
が
明
瞭
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
う
。

＊ V
gl. W

. D
ilthey, G

esam
m

elte Schriften, V
II. B

and, S.232 ff.

一
、
存
在
と
し
て
の
歴
史
に
属
す
る
も
の
は
悉
く
因
果
必
然
的
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
も
の
は
そ
の
ま
ま
で
高

次
の
必
然
性
た
る
意
味
必
然
性
、
即
ち
全
体
と
部
分
と
の
関
係
に
於
て
規
定
さ
れ
る
必
然
性
の
秩
序
へ
這
入
っ
て

行
く
こ
と
が
出
来
な
い
。
二
つ
の
異
な
る
必
然
性
の
秩
序
が
あ
る
場
合
、
何
等
か
の
も
の
は
、
そ
の
一
つ
の
秩
序

に
於
け
る
必
然
性
の
資
格
の
ま
ま
で
直
ち
に
他
の
秩
序
に
於
け
る
必
然
性
を
担
う
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ

る
。
そ
れ
に
は
、
論
理
的
過
程
と
し
て
は
、
因
果
必
然
的
な
も
の
が
な
お
偶
然
的
と
見
ら
れ
る
こ
と
が
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
も
の
の
意
味
必
然
的
と
し
て
把
握
さ
れ
る
た
め
の
地
盤
が
与
え
ら
れ
る
。
と

こ
ろ
で
上
に
論
じ
た
如
く
、
因
果
必
然
的
な
存
在
が
な
お
偶
然
的
と
見
ら
れ
る
の
は
、
事
実
の
立
場
か
ら
、
事
実

と
の
関
係
に
於
て
で
あ
る
。
事
実
と
し
て
の
歴
史
は
先
ず
存
在
と
し
て
の
歴
史
よ
り
そ
の
必
然
性
を
奪
い
去
る
。

二
、
然
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
に
そ
の
必
然
性
を
奪
い
去
る
と
い
う
こ
と
は
次
に
こ
の
も
の
に
高
次
の
必
然
性
を
与
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存
在
の
歴
史
性

え
ん
が
た
め
で
あ
る
。
か
か
る
高
次
の
必
然
性
た
る
意
味
必
然
性
は
、
一
の
現
実
的
な
全
体
が
形
作
ら
れ
、
各
々

の
歴
史
的
な
も
の
が
そ
の
部
分
と
し
て
、
そ
れ
の
う
ち
に
そ
れ
ぞ
れ
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
。

絶
え
ず
移
行
し
て
停
止
す
る
こ
と
な
き
歴
史
の
過
程
を
丁
度
完
結
せ
し
め
、
一
の
全
体
を
形
作
り
つ
つ
、
こ
れ
を

担
う
も
の
は
事
実
と
し
て
の
歴
史
以
外
の
も
の
で
あ
り
得
な
い
。こ
れ
我
々
が
既
に
示
し
て
お
い
た
通
り
で
あ
る
。

存
在
と
し
て
の
歴
史
に
於
て
形
作
ら
れ
る
全
体
は
、
つ
ね
に
事
実
と
し
て
の
歴
史
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
か
ら
、生
け
る

0

0

0

全
体
で
あ
る
。全
体
は
生
け
る
も
の
と
し
て
初
め
て
全
体
と
も
云
わ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。三
、

我
々
は
部
分
の
全
体
に
対
す
る
関
係
が
意
味
の
範
疇
を
基
礎
付
け
る
こ
と
を
述
べ
た
。
実
際
、
単
な
る
存
在
の
概

念
か
ら
し
て
は
意
味
と
い
う
が
如
き
も
の
は
出
て
来
な
い
の
で
あ
っ
て
、
存
在
は
事
実
に
対
す
る
関
係
を
含
む
こ

と
に
よ
っ
て
の
み
有
意
味
的
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
。
因
果
必
然
的
な
存
在
と
し
て
の
歴
史
を
全
体
と
部
分
と
の

関
係
に
構
成
す
る
も
の
が
ま
さ
に
事
実
と
し
て
の
歴
史
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
部
分
の
全
体
に
対
す
る
関
係
が
有

意
味
性
を
担
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
歴
史
的
な
も
の
を
因
果
的
必
然
性
と
は
異
な
る
意
味
的
必
然
性
に

於
て
認
識
す
る
基
礎
と
な
る
の
は
事
実
と
し
て
の
歴
史
で
あ
る
。
歴
史
的
認
識
は
事
実
と
し
て
の
歴
史
の
立
場
か

ら
の
、
事
実
と
し
て
の
歴
史
に
関
係
付
け
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
、
存
在
と
し
て
の
歴
史
の
認
識
で
あ
る
。

な
お
事
実
と
し
て
の
歴
史
と
存
在
と
し
て
の
歴
史
と
の
関
係
に
就
い
て
起
り
易
い
誤
解
を
防
ぐ
た
め
に
、
我
々
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は
更
に
詳
し
く
こ
の
関
係
を
規
定
し
て
お
こ
う
。
こ
の
場
合
多
く
の
者
は
恐
ら
く
そ
れ
を
内
的
な
も
の
と
外
的
な

も
の
と
の
関
係
と
見
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
の
如
く
見
る
こ
と
が
或
る
正
し
い
も
の
を
現
し
て
い
る
と
し
て
も
、
そ

の
こ
と
が
ま
た
種
々
な
る
危
険
を
伴
い
易
い
こ
と
も
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
普
通
理
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
は
、

外
的
な
も
の
と
は
感
官
に
落
ち
て
来
る sinnfällig 

も
の
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
こ
れ
に
対
し
て
内
的
な
も

の
と
考
え
ら
れ
た
事
実
は
何
等
か
純
粋
に
精
神
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
感
官
の
意
味
を
も
た
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

我
々
は
寧
ろ
そ
の
反
対
の
こ
と
を
主
張
し
て
来
た
。
事
実
と
し
て
の
歴
史
は
感
性
的
な
も
の
の
意
味
を
含
む
。
こ

の
こ
と
は
ヘ
ー
ゲ
ル
が
内
的
必
然
性
と
し
て
の
運
命
を
パ
ト
ス
と
云
っ
た
の
に
就
い
て
我
々
が
さ
き
に
与
え
た
解

釈
を
想
い
起
し
て
み
て
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
デ
カ
ル
ト
に
於
て
、
機
械
論
的
に
歪
め
ら
れ
て
い
る
に
せ
よ
、
明

瞭
に
言
い
表
さ
れ
た
如
く
、
古
典
的
な
心
理
学
乃
至
人
間
学
は
情
念 passions 

を
凡
て
身
体
的
な
も
の
の
基
礎
の

上
に
於
て
理
解
し
て
い
る
。
我
々
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
い
う
パ
ト
ス
を
事
実
と
し
て
の
社
会
的
身
体
に
結
び
付
け
て
解

釈
し
た
。
我
々
が
事
実
と
称
す
る
も
の
は
さ
し
あ
た
り
内
面
性
の
問
題
と
は
か
か
わ
り
を
も
た
ぬ
。
事
実
と
存
在

と
は
、
そ
れ
が
精
神
的
な
も
の
と
感
性
的
な
も
の
と
し
て
対
立
す
る
の
で
な
い
よ
う
に
、
ま
た
単
に
主
観
的
な
も

の
と
客
観
的
な
も
の
と
し
て
対
立
す
る
の
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
考
え
る
こ
と
も
ま
た
固
よ
り
全
く
間
違
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
。
我
々
自
身
「
主
体
的
事
実
」
及
び
「
客
体
的
存
在
」
な
る
語
を
用
い
て
来
た
。
然
し
な
が
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存
在
の
歴
史
性

ら
主
観
的
及
び
客
観
的
と
い
う
語
は
種
々
な
る
歴
史
的
重
荷
を
担
っ
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
た

と
い
事
実
が
主
観
的
と
呼
ば
れ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
決
し
て
個
人
的
、
非
現
実
的
な
ど
い
う
意
味
に
於
て
主
観

的
な
の
で
は
な
い
、
こ
の
意
味
に
於
て
は
そ
れ
は
却
っ
て
客
観
的
で
あ
る
。
或
は
ま
た
事
実
は
如
何
な
る
意
味
に

於
て
も
「
物
」
の
意
味
を
も
た
ぬ
と
考
え
ら
れ
て
主
観
的
と
云
わ
れ
る
の
で
も
な
い
。
こ
の
意
味
に
於
て
は
そ
れ

は
寧
ろ
存
在
で
あ
る
。
行
為
が
直
ち
に
物
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
も
の
が
事
実
と
云
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故

に
我
々
は
こ
と
さ
ら
に
「
主
観
的
」
と
い
う
語
を
避
け
て
「
主
体
的
」
と
い
う
語
を
用
い
た
。
け
れ
ど
も
事
実
は

「
存
在
」
と
同
じ
意
味
に
於
て
存
在
と
は
云
わ
れ
得
ず
、
両
者
は
ど
こ
ま
で
も
秩
序
を
異
に
す
る
。
我
々
は
両
者

の
関
係
を
存
在
と
存
在
の
根
拠
と
の
関
係
と
し
て
示
し
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
ま
た
歴
史
の
主
体
が
純
粋
に
精
神

的
な
も
の
で
な
い
か
ら
と
云
っ
て
、
そ
れ
を
所
謂
精
神
物
理
的
統
一
体
で
あ
る
と
す
る
こ
と
を
も
っ
て
満
足
す
る

こ
と
の
出
来
な
い
の
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
フ
ン
ボ
ル
ト
が
歴
史
の
主
体
た
る
人
類
を
「
精
神
的
・
感
性
的
性
質
」

geistig-sinnliche N
atur 

の
も
の
と
考
え
た
こ
と
は
有
名
で
あ
り
、
近
く
は
デ
ィ
ル
タ
イ
が
歴
史
の
基
礎
た
る
人

間
を
精
神
物
理
的
統
一
体
と
し
て
規
定
し
た
の
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
か
く
見
る
こ
と
が
或
る
意
味
で
は
正
し

い
と
し
て
も
、精
神
物
理
的
統
一
体
と
考
え
ら
れ
た
所
謂
全
体
的
人
間
は
我
々
の
い
う
事
実
の
秩
序
に
属
す
る
か
、

そ
れ
と
も
存
在
の
秩
序
に
属
す
る
か
が
問
題
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
人
間
は
現
実
存
在
と
し
て
固
よ
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り
そ
れ
自
身
二
つ
の
秩
序
に
同
時
に
属
し
て
い
る
。
一
切
の
現
実
存
在
に
就
い
て
そ
の
存
在
と
存
在
の
根
拠
と
が

区
別
せ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
然
る
に
こ
の
場
合
精
神
物
理
的
統
一
体
と
考
え
ら
れ
た
も
の
を
再
び
分
割
し
て
精

神
を
所
謂
内
的
な
事
実
、
身
体
を
所
謂
外
的
な
存
在
と
見
做
す
こ
と
は
出
来
な
か
ろ
う
。
そ
れ
の
み
で
な
く
、
身

体
と
云
っ
て
も
、
我
々
に
よ
れ
ば
、
二
重
の
も
の
、
即
ち
存
在
及
び
事
実
と
し
て
見
ら
れ
得
、
ま
た
見
ら
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
来
る
な
ら
ば
、
デ
ィ
ル
タ
イ
が
そ
の
『
精
神
科
学
概
論
』
に
於

け
る
精
神
物
理
的
統
一
体
と
し
て
の
全
体
的
人
間
を
高
調
し
た
立
場
か
ら
、『
精
神
科
学
に
於
け
る
歴
史
的
世
界

の
構
成
』
に
於
て
は
体
験
、
表
現
と
い
う
語
を
使
っ
て
二
つ
の
秩
序
を
区
別
す
る
方
向
を
取
っ
た
の
は
、
ひ
と
つ

の
進
歩
と
云
わ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
た
し
か
に
体
験
及
び
表
現
と
い
う
こ
と
は
こ
れ
ま
で
挙
げ
た
い
ず
れ
の
言
葉
よ

り
も
適
切
に
事
実
と
し
て
の
歴
史
と
存
在
と
し
て
の
歴
史
と
の
関
係
を
規
定
し
得
る
よ
う
に
見
え
る
。
然
し
な
が

ら
そ
こ
に
は
な
お
種
々
な
る
問
題
が
あ
る
。

一
、
体
験
と
云
わ
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
意
識
を
意
味
す
る
。
然
ら
ば
こ
の
意
識
の
内
容
を
な
す
も
の
は
如
何
な

る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
何
等
か
の
存
在
で
あ
る
と
答
え
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
そ
れ
が
特
に

体
験
と
名
付
け
ら
れ
る
限
り
、
そ
れ
は
単
に
「
対
象
的
な
」
意
識
で
な
く
、
寧
ろ
主
観
的
に
色
ど
ら
れ
、
そ
れ
の

う
ち
に
は
主
観
的
な
も
の
が
に
じ
み
出
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
筈
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
体
験
は
感
情
的
な
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も
の
、
気
分
的
な
も
の
を
含
む
。
こ
の
こ
と
は
根
本
的
に
は
、
体
験
と
い
う
も
の
が
単
に
い
わ
ば
前
面
に
於
て
客

体
的
な
存
在
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
背
後
に
於
て
主
体
的
な
事
実
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
意
味
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
か
る
関
係
は
就
中
創
造
の
体
験
、
或
は
ま
た
運
命
の
感
情
に
於
て

顕
に
さ
れ
て
与
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
も
の
は
、
我
々
の
意
識
に
は
存
在
な
ら
ぬ
事
実
に
よ
っ
て
規
定

さ
れ
る
方
面
の
あ
る
こ
と
を
認
め
る
の
で
な
け
れ
ば
、
十
分
に
理
解
さ
れ
な
い
。
そ
れ
は
一
般
に
「
無
」
の
体
験

と
云
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
う
か
と
云
っ
て
そ
こ
に
何
物
も
無
く
、
空
無
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
無
の
体
験
と

も
考
え
ら
れ
る
創
造
の
体
験
は
却
っ
て
最
も
積
極
的
な
も
の
を
孕
む
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
無
を
現
存
在
の
有
限
性

か
ら
解
釈
し
た
。＊

こ
れ
に
よ
っ
て
運
命
な
ど
い
わ
れ
る
も
の
、
即
ち
事
実
と
し
て
の
歴
史
の
含
む
否
定
的
契
機
、

の
体
験
は
説
明
さ
れ
る
に
し
て
も
、
同
じ
く
無
の
体
験
と
呼
ば
れ
得
る
と
こ
ろ
の
創
造
な
ど
い
う
も
の
、
即
ち
事

実
と
し
て
の
歴
史
の
含
む
肯
定
的
契
機
の
体
験
は
説
明
さ
れ
な
い
。
無
は
単
に
意
識
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
。

事
実
が
存
在
に
対
し
て
無
と
云
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
事
実
は
意
識
で
な
く
、
却
っ
て
意
識
を
規
定
し
、
自
己
を
そ

の
う
ち
に
表
出
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
の
考
え
た
如
く
、
有
と
無
と
の
対
立
及
び
統
一
が
弁
証

法
の
根
本
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
存
在
と
事
実
と
は
か
か
る
意
味
に
於
て
弁
証
法
的
関
係
を
な
し
て
い
る
。
然

し
こ
の
こ
と
は
後
に
譲
ろ
う
。



九
六

＊　
V

gl. M
. H

eidegger, W
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etaphysik? 1929.
二
、
然
る
に
体
験
及
び
表
現
と
云
う
と
き
、
対
立
的
関
係
は
現
さ
れ
な
い
。
そ
れ
は
単
に
連
続
的
関
係
を
現
す

の
で
あ
っ
て
、
両
者
の
間
に
於
け
る
非
連
続
性
の
方
面
は
認
め
ら
れ
な
い
。
寧
ろ
そ
の
よ
う
な
対
立
的
、
非
連
続

的
な
関
係
を
認
め
な
い
と
こ
ろ
に
、
そ
れ
を
表
現
の
関
係
と
し
て
現
す
理
由
が
あ
る
。
け
れ
ど
も
実
際
は
如
何
で

あ
ろ
う
か
。
事
実
と
し
て
の
歴
史
は
一
面
存
在
と
し
て
の
歴
史
に
於
て
そ
の
実
現
に
達
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
か

か
る
実
現
の
関
係
は
表
現
と
い
う
語
を
も
っ
て
表
さ
れ
得
る
け
れ
ど
も
、
後
者
が
主
と
し
て
芸
術
的
な
も
の
に
就

い
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
に
よ
っ
て
事
実
が
行
為
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
の
隠
さ
れ
易
い
こ
と
に
注
意
せ

ね
ば
な
ら
ぬ
。
然
し
他
面
に
於
て
存
在
は
事
実
の
否
定
で
あ
る
。
表
現
と
い
う
語
を
も
っ
て
は
か
く
の
如
き
両
者

の
間
の
関
係
は
表
さ
れ
得
な
い
。
人
間
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
が
、
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
逆
に
、
そ

れ
を
作
る
人
間
に
作
用
し
、
圧
迫
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
経
験
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ

を
一
般
的
に
且
つ
根
本
的
に
考
察
す
る
な
ら
ば
、
存
在
と
し
て
の
歴
史
は
事
実
と
し
て
の
歴
史
に
対
し
て
否
定
的

に
対
立
す
る
方
面
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
存
在
と
事
実
と
は
連
続
的
な
も
の
で
な
く
、
両
者
の
間

に
は
秩
序
の
差
異
が
あ
る
と
い
う
ば
か
り
で
も
な
く
、
そ
こ
に
は
更
に
根
源
的
な
対
立
及
び
矛
盾
の
関
係
が
横
た

わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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の
歴
史
性

三
、
事
実
と
し
て
の
歴
史
を
体
験
と
云
う
と
き
、
こ
の
体
験
が
自
己
を
表
現
す
る
場
合
、
何
故
に
必
ず
つ
ね
に

自
己
を
自
然
の
存
在
、
及
び
、
過
去
並
び
に
現
代
の
歴
史
的
な
も
の
に
結
び
付
け
ね
ば
な
ら
ぬ
か
の
必
然
性
は
理

解
さ
れ
な
い
。
体
験
と
表
現
と
い
う
関
係
は
全
く
自
己
充
足
的
な
過
程
と
見
ら
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
然
る

に
実
際
に
於
て
は
、
現
在
の
体
験
は
そ
の
表
現
に
あ
た
っ
て
必
ず
つ
ね
に
自
己
を
既
に
そ
こ
に
あ
る
も
の
に
結
び

付
け
る
。
ど
の
よ
う
な
根
源
的
な
体
験
内
容
と
雖
も
自
己
を
表
現
す
る
に
際
し
、
先
ず
歴
史
に
於
て
既
に
与
え
ら

れ
た
形
式
の
或
る
も
の
を
取
っ
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
固
よ
り
そ
れ
自
身
の
形
式
を
自
己
の
う
ち
に
含

ん
で
い
る
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
先
ず
自
己
を
歴
史
の
う
ち
に
既
に
あ
る
何
等
か
の
も
の
に
結
び
付
け
る
こ
と
な

く
し
て
は
、
そ
れ
は
か
か
る
自
己
に
内
在
的
な
形
式
を
も
発
展
さ
せ
る
こ
と
も
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
人
間
は

絶
え
ず
歴
史
に
学
ぶ
。
そ
れ
故
に
何
等
か
の
模
範
的
な
も
の
、「
古
典
的
な
も
の
」
を
つ
ね
に
有
す
る
と
い
う
こ

と
は
歴
史
の
根
本
的
な
規
定
の
一
つ
で
あ
り
、「
古
典
的
な
も
の
」
と
い
う
の
は
存
在
の
歴
史
性
を
表
す
一
の
範

疇
的
な
も
の
と
見
ら
れ
得
る
。
然
る
に
か
く
の
如
く
現
在
の
行
為
（
認
識
の
活
動
、
芸
術
的
制
作
等
を
含
め
て
）
が

必
然
的
に
他
の
既
に
そ
こ
に
あ
る
も
の
に
自
己
を
結
び
付
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
も
し
事
実
に
し
て
純
粋
意
志

な
ど
い
う
が
如
き
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
説
明
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
は
事
実
そ
の
も
の

が
否
定
的
な
も
の
を
自
己
の
契
機
と
す
る
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
事
実
は
否
定
的
な
も
の
を
含
む
故
に
、
自
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己
を
実
現
す
る
に
際
し
て
過
去
の
歴
史
に
結
び
付
か
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
事
実

も
自
己
を
生
か
し
、
自
己
を
発
展
せ
し
め
得
る
。
然
し
な
が
ら
同
時
に
過
去
の
歴
史
は
事
実
を
制
限
し
、
抑
圧

す
る
も
の
で
も
あ
る
。「
我
々
は
凡
て
過
去
に
よ
っ
て
生
き
、
そ
し
て
過
去
に
於
て
滅
ぶ
」W

ir alle leben vom
 

Vergangenen und gehen am
 Vergangenen zu G

runde. 

と
ゲ
ー
テ
が
書
い
て
い
る i

。

一
般
に
次
の
如
く
云
わ
れ
得
よ
う
。
存
在
と
し
て
の
歴
史
と
事
実
と
し
て
の
歴
史
と
の
対
立
は
存
在
と
存
在
の

根
拠
と
の
対
立
で
あ
る
。
し
か
も
両
者
は
、
存
在
と
存
在
の
根
拠
と
し
て
互
い
に
相
俟
ち
、
対
立
で
あ
り
な
が

ら
統
一
で
あ
る
。
如
何
な
る
現
実
的
な
も
の
も
そ
の
現
実
存
在
と
現
実
存
在
の
理
由
と
の
二
つ
の
契
機
を
含
む
統

一
で
あ
る
。
か
か
る
対
立
に
於
け
る
統
一
、
統
一
に
於
け
る
対
立
は
弁
証
法
的
と
し
て
規
定
さ
れ
る
。
従
っ
て
一

切
の
現
実
的
な
も
の
は
弁
証
法
的
で
あ
る
。
事
実
と
し
て
の
歴
史
は
自
己
の
対
立
物
た
る
存
在
と
し
て
の
歴
史
に

於
て
自
己
を
実
現
す
る
。
こ
の
場
合
そ
れ
は
過
去
の
存
在
と
し
て
の
歴
史
に
結
び
付
く
こ
と
を
通
じ
て
自
己
の

存
在
を
規
定
す
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
な
し
に
は
そ
れ
は
み
ず
か
ら
を
発
展
せ
し
め
得
な
い
。
そ
の
限
り
に
於
て
存

在
と
し
て
の
歴
史
は
事
実
と
し
て
の
歴
史
の
発
展
形
式
で
あ
る
。
然
し
存
在
と
し
て
の
歴
史
は
ど
こ
ま
で
も
事
実

と
し
て
の
歴
史
の
対
立
物
で
あ
り
、
前
者
は
や
が
て
後
者
に
対
す
る
桎
梏
に
転
化
す
る
。
か
く
て
一
切
の
現
実

i　

G
oethe

の M
axim

en und Reflexionen. A
phorism

en und A
ufzeichnungen.
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史
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的
な
も
の
は
矛
盾
に
陥
る
べ
き
運
命
を
有
す
る
。
事
実
と
し
て
の
歴
史
は
そ
の
と
き
旧
き
存
在
形
式
を
破
壊
し
、

新
た
な
る
存
在
形
式
へ
と
発
展
す
る
。
ニ
ー
チ
ェ
が
、「
現
存
在
は
た
だ
一
の
間
断
な
き
既
存
在
で
あ
る
、
自
己

自
身
を
否
定
し
、
食
い
尽
し
、
自
己
自
身
に
矛
盾
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
き
る
物
で
あ
る
。」D

asein ist nur ein 

ununterbrochnes G
ew

esensein 

【ist

】, ein D
ing, das davon lebt, sich selbst zu verneinen und zu verzehren, 

sich selbst zu w
idersprechen. 【『

時
代
は
ず
れ
の
考
察
』】
と
記
し
て
い
る
の
は
、
か
く
の
如
き
消
息
を
伝
え
る
で
あ

ろ
う
。
弁
証
法
は
存
在
の
歴
史
性
に
対
す
る
最
も
根
本
的
な
且
つ
最
も
包
括
的
な
表
現
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
こ

に
一
の
原
理
的
な
命
題
が
あ
る
。
―
―
存
在
と
存
在
の
根
拠
と
の
間
に
於
け
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

弁
証
法
的
関
係
は
存
在
そ
の
も
の

0

0

0

0

0

0

の
う
ち
に
現
れ
る

0

0

0

0

0

0

0

弁
証
法
的
関
係
の
基
礎
で
あ
る
。
存
在
と
し
て
の
歴
史
そ
の
も
の
の
う
ち
に
は
弁
証
法
的
関
係

が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
か
よ
う
な
弁
証
法
的
関
係
の
根
柢
と
な
っ
て
そ
れ
を
現
出
せ
し
め
る
も
の
は
、
も

と
も
と
事
実
と
し
て
の
歴
史
と
存
在
と
し
て
の
歴
史
と
の
間
に
於
け
る
弁
証
法
的
関
係
で
あ
る
。
こ
れ
は
後
の
章

に
於
て
示
さ
る
べ
き
根
本
命
題
で
あ
る
、
そ
の
準
備
の
意
味
を
も
含
め
、
今
は
こ
れ
ま
で
述
べ
て
来
た
こ
と
と
の

聯
関
に
於
て
次
の
こ
と
を
記
す
に
と
ど
め
よ
う
。

第
一
、
事
実
と
し
て
の
歴
史
に
就
い
て
云
え
ば
、
そ
れ
が
原
理
的
な
根
源
性
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
存
在
に

対
し
て
自
己
が
存
在
の
根
拠
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
於
て
既
に
根
源
的
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
他
の
意
味
に
於



一
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て
も
ま
た
根
源
的
で
あ
る
。
即
ち
存
在
と
し
て
の
歴
史
は
事
実
と
し
て
の
歴
史
に
対
立
し
、
こ
れ
に
働
き
か
け
、

こ
れ
を
圧
迫
す
る
性
質
を
有
す
る
、
け
れ
ど
も
後
者
は
、
前
者
に
よ
っ
て
ど
れ
ほ
ど
抑
圧
さ
れ
よ
う
と
も
、
そ
の

た
め
に
決
し
て
馴
ら
さ
れ
て
し
ま
い
、
萎
え
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
の
な
い
原
始
的
な
も
の
で
あ
る
。
弁
証
法

的
に
矛
盾
す
る
も
の
は
、
い
わ
ば
同
等
の
力
を
も
っ
て
対
立
す
る
の
で
な
く
、
か
く
矛
盾
す
る
も
の
の
一
方
が
究

極
的
な
根
源
性
を
有
す
る
が
故
に
、
そ
こ
に
弁
証
法
的
発
展
な
る
も
の
も
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。
唯
物
史
観
に
於

て
生
産
力
と
生
産
関
係
と
が
弁
証
法
的
な
関
係
を
な
す
と
云
わ
れ
る
と
き
、
生
産
力
に
就
い
て
か
く
の
如
き
根
源

性
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
生
産
力
は
生
産
関
係
の
存
在
に
対
す
る
存
在
の
根
拠
と
見
ら
れ
て
か

か
る
根
源
性
を
有
す
る
の
で
あ
る
。

第
二
、
存
在
と
し
て
の
歴
史
と
事
実
と
し
て
の
歴
史
と
の
関
係
は
「
有
」
と
「
無
」
と
の
関
係
と
し
て
一
般
に

規
定
さ
れ
得
る
。
前
者
が
後
者
に
対
し
て
有
と
し
て
性
格
付
け
ら
れ
る
の
は
、
如
何
な
る
存
在
も
「
形
態
」
あ
る

も
の
で
あ
り
、「
範
疇
」
の
う
ち
に
現
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
も
の
に
対
す
る
関
係
に
於

て
は
、事
実
は
寧
ろ
無
と
呼
ば
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
性
格
を
具
え
て
い
る
。
そ
れ
が
無
と
称
せ
ら
れ
る
に
し
て
も
、

も
ち
ろ
ん
そ
れ
が
空
無
で
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
却
っ
て
根
源
的
な
も
の
と
し
て
あ
る
の
で
あ
る
け

れ
ど
も
、
そ
れ
を
名
付
け
る
た
め
に
は
我
々
は
存
在
の
言
葉
に
よ
る
の
ほ
か
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
身
に
於
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存
在
の
歴
史
性

て
は
無
と
云
わ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
丁
度
生
産
関
係
の
言
葉
が
「
経
済
的
範
疇
」
で
あ
る
に
対
し
て
、
生
産
力
を

現
実
的
に
表
す
言
葉
は
な
く
、
そ
れ
を
現
実
的
に
表
そ
う
と
す
れ
ば
生
産
関
係
の
言
葉
を
通
ず
る
の
ほ
か
な
い
の

と
同
様
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
し
て
我
々
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
倣
っ
て
、
弁
証
法
の
一
般
的
な
も
の
は
有
と
無
と
の
弁

証
法
で
あ
る
と
も
云
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
否
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
い
う
有
と
無
と
の
弁
証
法
は
、
我
々
の
如
く
、
存
在

と
存
在
の
根
拠
と
の
弁
証
法
と
解
す
る
と
き
、
初
め
て
現
実
的
に
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
無
の
根
源
性

が
認
め
ら
る
べ
き
は
当
然
で
あ
る
。

第
三
、
存
在
と
し
て
の
歴
史
に
就
い
て
云
え
ば
、
そ
れ
は
固
よ
り
事
実
と
し
て
の
歴
史
を
そ
の
存
在
の
根
拠
と

す
る
け
れ
ど
も
、
し
か
も
そ
れ
自
身
の
論
理
と
法
則
性
と
を
有
す
る
。
も
し
そ
れ
が
そ
れ
自
身
の
論
理
と
法
則
性

と
を
も
た
な
か
っ
た
と
し
た
な
ら
ば
、
如
何
に
し
て
そ
れ
は
、
根
源
的
な
勢
力
で
あ
る
と
こ
ろ
の
事
実
と
し
て
の

歴
史
に
対
し
て
真
面
目
な
対
立
物
と
し
て
、
こ
れ
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
出
来
よ
う
。
従
っ
て
存
在
と
し
て
の

歴
史
は
事
実
と
し
て
の
歴
史
の
単
な
る
「
反
映
」
で
あ
る
と
か
、「
表
現
」
に
過
ぎ
ぬ
と
か
と
考
え
ら
れ
得
な
い

或
る
も
の
で
あ
る
。
生
産
関
係
は
自
己
自
身
の
含
む
必
然
性
に
従
っ
て
み
ず
か
ら
発
展
せ
ん
と
す
る
内
面
的
な
傾

向
を
有
す
れ
ば
こ
そ
、
生
産
力
に
対
し
て
矛
盾
す
る
も
の
と
も
な
る
の
で
あ
る
。
一
般
に
こ
の
よ
う
な
関
係
が
あ

れ
ば
こ
そ
、
科
学
に
於
て
叙
述
さ
れ
る
も
の
が
「
諸
範
疇
の
転
化
」
で
も
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
マ
ル
ク
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ス
の
『
資
本
』
に
於
て
叙
述
さ
れ
て
い
る
の
は
経
済
的
諸
範
疇
、
即
ち
生
産
関
係
を
表
す
諸
概
念
、
の
転
化
で
あ

る
。
―
―
科
学
の
直
接
の
対
象
と
な
る
の
は
一
般
に
「
存
在
」
で
あ
る
。
―
―
そ
の
と
き
諸
範
疇
は
恰
も
自
己
自

身
の
含
む
矛
盾
に
よ
っ
て
そ
れ
自
身
だ
け
で
発
展
す
る
か
の
よ
う
に
現
れ
る
。
然
し
諸
範
疇
の
こ
の
よ
う
な
転
化

も
、
根
源
的
に
見
れ
ば
、
我
々
が
後
に
詳
説
す
べ
き
根
本
命
題
と
し
て
掲
げ
て
お
い
た
も
の
に
従
っ
て
、
本
来
存

在
と
存
在
の
根
拠
と
の
弁
証
法
に
も
と
づ
く
。
経
済
的
諸
範
疇
の
自
己
変
化
と
し
て
現
れ
る
も
の
は
、
も
と
も
と

生
産
力
と
生
産
関
係
と
の
弁
証
法
に
由
来
す
る
の
で
あ
る
。

さ
て
ジ
ン
メ
ル
は
『
現
代
文
化
の
葛
藤
』
に
就
い
て
論
ず
る
に
際
し
、
次
の
如
く
云
う
。「
生
が
単
に
動
物
的

な
も
の
を
越
え
て
精
神
の
段
階
に
進
み
、
そ
し
て
精
神
が
そ
れ
自
身
文
化
の
段
階
に
進
む
や
否
や
、
生
の
う
ち
に

於
て
ひ
と
つ
の
内
的
な
対
立
が
顕
に
な
る
、
こ
の
対
立
の
発
展
、
調
停
、
新
た
な
る
生
成
が
文
化
の
全
体
の
道
を

形
作
っ
て
い
る
。
即
ち
明
ら
か
に
我
々
は
、
生
の
創
造
的
な
運
動
が
或
る
生
産
物
を
作
り
出
し
、
そ
れ
ら
の
も
の

に
於
て
こ
の
運
動
が
自
己
の
表
現
、
自
己
の
実
現
の
諸
形
式
を
見
出
し
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
も
の
が
そ
れ
自
身
ま

た
後
に
来
る
生
の
潮
を
自
己
の
う
ち
に
受
け
入
れ
、
こ
れ
に
内
容
と
形
式
、
活
動
範
囲
と
秩
序
と
を
与
え
る
と
き
、

文
化
に
就
い
て
語
る
、
社
会
制
度
、
芸
術
作
品
、
宗
教
、
科
学
的
認
識
、
技
術
、
市
民
的
法
律
及
び
無
数
の
他
の

も
の
は
か
く
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
こ
れ
ら
生
の
過
程
の
生
産
物
は
、
そ
れ
が
そ
の
生
成
の
瞬
間
に
於
て
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性

既
に
自
己
自
身
の
確
固
た
る
存
立
性
を
も
ち
、
こ
の
存
立
性
た
る
や
、
生
そ
の
も
の
の
休
み
無
き
律
動
、
そ
の
生

起
と
没
落
、
そ
の
絶
え
ざ
る
更
新
、
そ
の
不
断
の
分
裂
と
再
結
合
と
は
も
は
や
何
等
関
係
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
、

特
有
な
も
の
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
そ
れ
を
再
び
見
棄
て
去
る
と
こ
ろ
の
創
造
的
な
生
の
殻
で
あ
り
、
そ
し

て
遂
に
は
そ
の
う
ち
に
も
は
や
宿
を
借
り
な
い
と
こ
ろ
の
後
か
ら
流
れ
て
来
る
生
の
殻
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
そ
れ

を
創
造
し
た
生
の
運
動
に
対
す
る
或
る
種
の
分
離
と
独
立
と
に
於
て
、
そ
れ
自
身
の
論
理
と
法
則
性
、
そ
れ
自
身

の
意
味
と
抵
抗
力
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
創
造
の
瞬
間
に
於
て
は
そ
れ
は
恐
ら
く
生
に
相
応
し
て
い
る
で
あ
ろ

う
、
然
し
生
が
更
に
発
展
す
る
程
度
に
応
じ
て
そ
れ
は
生
に
対
す
る
凝
固
し
た
無
関
聯
、
実
に
対
立
性
に
陥
る
の

を
つ
ね
と
す
る
。
と
こ
ろ
で
こ
こ
に
文
化
が
歴
史
0

0

を
有
す
る
と
い
う
こ
と
の
究
極
の
根
源
が
存
し
て
い
る
。」＊

ま

た
彼
は
云
う
。「
生
は
唯
自
己
の
反
対
物
の
形
式
に
於
て
の
み
、
換
言
す
れ
ば
、
一
の
形
式
0

0

に
於
て
の
み
現
実
の

う
ち
に
現
れ
る
と
い
う
こ
と
と
離
れ
難
く
結
び
付
い
て
い
る
。
こ
の
矛
盾
は
、
我
々
が
唯
生
そ
の
も
の
と
呼
び
得

る
の
み
な
る
か
の
内
面
性
が
、
そ
の
造
形
さ
れ
ぬ
強
さ
に
於
て
自
己
を
主
張
す
る
程
度
に
応
じ
て
、
他
方
で
は
形

式
が
そ
の
凝
固
せ
る
自
己
存
立
性
、
そ
の
時
効
に
か
か
る
こ
と
な
き
権
利
の
要
求
に
於
て
自
己
を
我
々
の
生
存
の

本
来
の
意
味
も
し
く
は
価
値
と
し
て
告
知
す
る
程
度
に
応
じ
て
、
そ
れ
故
に
恐
ら
く
文
化
の
生
長
し
た
程
度
に
応

じ
て
、
愈
々
激
し
く
な
り
、
調
和
し
難
く
見
え
る
の
で
あ
る
。＊
＊」
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G

. Sim
m

el, D
er K

onflikt der m
odernen K

ultur, 1921, S. 3. 

な
お
同
じ
く Sim

m
el, D

ie Transzendenz des 

Lebens in der ”Lebensanschauung“, 1918. 

を
参
照
せ
よ
。

＊
＊　

O
p. cit., S. 28.

我
々
は
こ
れ
ら
の
文
章
の
う
ち
に
所
謂
生
の
哲
学
の
智
慧
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
し
て
読
者
は
、
か
か

る
ジ
ン
メ
ル
の
、
且
つ
多
く
の
生
の
哲
学
者
た
ち
が
同
じ
く
種
々
な
る
形
で
繰
り
返
し
た
思
想
と
、
我
々
の
述
べ

た
と
こ
ろ
と
の
間
に
、
容
易
に
類
似
点
を
見
出
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
に
か
く
の
如
き
生
の
哲
学
と
我
々
の

主
張
と
の
間
の
そ
れ
に
も
劣
ら
ぬ
根
本
的
な
対
立
点
の
一
二
を
、
既
に
こ
の
箇
所
に
於
て
指
摘
し
、
後
の
論
述
の

た
め
に
準
備
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
思
う
。
最
初
に
、
生
の
哲
学
が
そ
の
根
源
的
な
生
を
何
等
か
の
仕

方
で
内
在
的
―
―
ジ
ン
メ
ル
の
い
う
「
内
面
性
」
―
―
と
考
え
る
に
反
し
、
我
々
の
意
見
に
よ
れ
ば
、
寧
ろ
、
存

在
は
何
等
か
の
仕
方
で
内
在
的
と
考
え
ら
る
べ
き
も
の
と
し
て
も
、
存
在
の
根
拠
で
あ
る
と
こ
ろ
の
根
源
的
な
事

実
は
超
越
的
な
も
の
で
あ
る
。
次
に
、
文
化
―
―
我
々
の
い
う
存
在
と
し
て
の
歴
史
―
―
は
、
ジ
ン
メ
ル
の
説
く

如
く
、
い
か
に
も
そ
れ
自
身
の
論
理
と
法
則
性
と
を
も
っ
て
い
る
。
然
し
な
が
ら
そ
れ
は
生
（
も
し
事
実
と
し
て

の
歴
史
を
か
く
呼
ぶ
な
ら
ば
）
の
新
た
な
る
発
展
に
対
し
て
孤
立
し
、
無
関
係
な
の
で
な
く
、
却
っ
て
生
は
一
面

過
去
の
文
化
に
結
び
付
く
こ
と
な
し
に
は
自
己
を
発
展
せ
し
め
得
な
い
。
ま
た
文
化
は
単
に
凝
結
し
、
固
定
せ
る
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存
在
の
歴
史
性

も
の
で
な
く
、
却
っ
て
生
の
発
展
が
要
求
す
る
に
従
っ
て
運
動
せ
し
め
ら
れ
、
過
去
の
文
化
も
蘇
る
に
至
る
。
そ

れ
故
か
の
「
復
興
」
ま
た
は
「
再
生
」（
ル
ネ
サ
ン
ス
）
と
い
う
こ
と
は
歴
史
に
と
っ
て
全
く
本
質
的
な
現
象
で
あ

る
。
歴
史
は
絶
え
ず
古
く
な
る veralten 

と
同
時
に
絶
え
ず
若
返
る verjüngen 

も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
歴
史
の

弁
証
法
的
な
運
動
の
姿
が
見
ら
れ
る
。＊

ヘ
ー
ゲ
ル
も
歴
史
の
範
疇
と
し
て
の
「
変
化
」
に
就
い
て
論
じ
、
そ
れ
は

一
面
没
落
を
意
味
す
る
と
共
に
、
他
面
更
生
を
意
味
す
る
と
云
っ
て
い
る＊
＊。

尤
も
ジ
ン
メ
ル
の
説
く
如
く
、
文
化

が
自
己
自
身
の
存
立
性
と
法
則
性
と
を
有
し
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
歴
史
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
、
も
し
彼
の

云
う
よ
う
に
、
生
の
発
展
に
伴
っ
て
文
化
の
形
態
が
単
に
凝
固
し
た
無
関
係
と
独
立
性
と
に
陥
る
に
過
ぎ
な
い
と

す
れ
ば
、
或
は
そ
れ
が
創
造
的
な
る
生
の
殻
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
ま
た
歴
史
と
い
う
も
の

は
な
い
で
あ
ろ
う
。
然
し
固
定
へ
の
傾
向
を
含
む
存
在
と
し
て
の
歴
史
が
一
般
に
運
動
す
る
の
は
、
根
源
的
に
は

そ
れ
が
事
実
と
し
て
の
歴
史
に
よ
っ
て
担
わ
れ
、
動
か
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
前
者
は
後
者
と
の
弁
証
法
的
関
係

に
於
て
の
み
発
展
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
故
に
我
々
は
、
生
の
哲
学
に
対
す
る
批
評
の
見
地
を
一
層
明
瞭
な

ら
し
め
る
た
め
に
、
今
や
歴
史
的
発
展
の
問
題
の
考
察
に
這
入
っ
て
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。

＊　

私
は
こ
の
よ
う
な
関
係
を
嘗
て
「
生
の
歴
史
性
」
及
び
「
歴
史
の
生
命
性
」
と
い
う
語
で
表
し
た
。
拙
著
『
社
会

科
学
の
予
備
概
念
』
一
三
三
頁
〔
全
集
第
三
巻
二
九
一
頁
〕【「
理
論　

歴
史　

政
策
」
第
４
節
】
以
下
参
照
。
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歴
史
的
発
展

一

歴
史
の
概
念
は
就
中
発
展
の
概
念
と
最
も
一
般
的
に
且
つ
最
も
根
源
的
に
結
び
付
い
て
い
る
。
こ
の
こ
と

は
ジ
イ
ベ
ル
【H

einrich von Sybel

】、
ド
ロ
イ
セ
ン
【Johann G

ustav D
roysen

】
を
始
め
、
ベ
ル
ン
ハ
イ
ム
【Ernst 

B
ernheim

】、
ベ
ロ
ウ
【G

eorg von B
elow

】
に
至
る
ま
で
、
殆
ど
凡
て
の
人
々
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
、
明
ら
さ
ま
に

言
い
表
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
種
々
な
る
説
明
の
仕
方
の
う
ち
こ
こ
に
一
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。
ク
セ
ノ
ポ
ル

は
現
象
の
二
つ
の
種
類
を
区
別
し
、一
方
を
「
共
在
的
現
象
」phénom

enès coexistants 

ま
た
は
「
反
覆
的
事
実
」

faits de répétition 

と
呼
び
、
他
方
を
「
継
起
的
現
象
」phénom

ènes successifs 

と
称
し
、
前
者
が
自
然
科
学
の

対
象
で
あ
る
に
対
し
て
、
歴
史
学
は
唯
後
者
に
の
み
関
係
す
る
、
と
説
い
て
い
る
。
そ
し
て
彼
に
よ
れ
ば
、
自
然

科
学
が
法
則
を
求
め
る
科
学
で
あ
る
に
反
し
、
歴
史
学
の
固
有
な
る
任
務
は
「
段
階
」séries 

を
叙
述
す
る
に
あ

る
。＊

即
ち
歴
史
的
と
い
わ
れ
る
も
の
の
特
殊
性
は
、
継
起
的
な
形
式
を
と
り
、
段
階
を
な
し
て
発
展
す
る
と
こ
ろ

に
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ド
ロ
イ
セ
ン
は
ク
セ
ノ
ポ
ル
に
先
立
っ
て
、
こ
の
人
と
殆
ど
全
く
同
じ
思



一
〇
八

想
を
述
べ
、「
継
起
」N

acheinander 

と
「
並
立
」N

ebeneinander 

と
を
も
っ
て
、
歴
史
と
自
然
と
を
区
別
す
る

最
も
基
本
的
な
表
徴
と
見
做
し
た＊
＊。

＊　

A
. D

. X
énopol, La théorie de l’histoire.

＊
＊　

J. G
. D

roysen, N
atur und G

eschichte, B
eilage zum

 „G
rundriss der H

istorik“.

然
し
な
が
ら
発
展
と
い
う
こ
と
を
歴
史
的
な
も
の
の
最
も
基
礎
的
な
規
定
と
見
る
こ
と
に
反
対
す
る
者
が
あ

る
。
リ
ッ
カ
ー
ト
の
如
き
は
そ
れ
で
あ
っ
て
、
彼
は
発
展
の
概
念
に
就
い
て
論
じ
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い

る
。「
こ
の
規
定
も
ま
た
我
々
は
も
ち
ろ
ん
、
ク
セ
ノ
ポ
ル
と
は
反
対
に
、
歴
史
的
な
も
の
の
純
粋
に
論
理
的
な

規
定
の
た
め
に
用
い
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
、
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
自
然
と
歴
史
と
の
基
礎
的
な

0

0

0

0

論
理
的
対
立
を

現
す
の
で
な
く
、
却
っ
て
第
二
次
的
な
も
の
で
あ
る
、
即
ち
そ
れ
は
一
回
的
な
、
個
別
的
な

0

0

0

0

現
実
に
就
い
て
の
科

学
の
概
念
か
ら
し
て
初
め
て
従
っ
て
来
る

0

0

0

0

0

の
で
あ
る
。」＊

リ
ッ
カ
ー
ト
に
従
え
ば
、
歴
史
的
な
も
の
の
最
も
基
礎

的
な
規
定
は
個
性
的
な
も
の
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
個
性
の
概
念
は
、
彼
に
よ
れ
ば
、
科
学
的
に
妥
当
し
得
る
論

理
的
構
造
に
於
て
は
、
実
践
的
な
価
値
評
価
と
は
区
別
さ
れ
る
「
価
値
へ
の
理
論
的
な
関
係
付
け
」
に
よ
っ
て
初

め
て
形
作
ら
れ
得
る
。
然
る
に
い
ま
発
展
に
し
て
ど
の
よ
う
な
発
展
で
で
も
な
く
、
特
に
「
歴
史
的
」
発
展
の
こ

と
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
個
性
的
な
も
の
の
概
念
を
含
ま
ね
ば
な
ら
ず
、
従
っ
て
歴
史
的
概
念
構



一
〇
九

第
三
章　

歴
史
的
発
展

成
の
原
理
と
し
て
の
、
価
値
へ
の
理
論
的
な
関
係
付
け
を
基
礎
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
単
に
生
成

と
か
、
変
化
と
か
、
継
起
と
か
、
発
展
と
か
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
歴
史
に
於
て
と
同
様
に
自
然
に
於
て

も
見
出
さ
れ
得
、
そ
れ
が
そ
れ
だ
け
と
し
て
自
然
と
歴
史
と
を
区
別
す
る
基
礎
的
な
規
定
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ

得
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
リ
ッ
カ
ー
ト
は
云
っ
て
い
る
。

＊　

H
. R

ickert, D
ie G

renzen der naturw
issenschaftlichen Begriffsbildung 1921, S. 301.

け
れ
ど
も
我
々
は
リ
ッ
カ
ー
ト
と
は
丁
度
正
反
対
の
こ
と
を
主
張
す
る
こ
と
が
出
来
、
ま
た
そ
う
し
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
と
思
う
。
リ
ッ
カ
ー
ト
は
、
発
展
な
る
も
の
は
自
然
の
う
ち
に
も
歴
史
の
う
ち
に
も
共
に
存
す
る
の
で
あ

る
か
ら
、
そ
れ
は
歴
史
を
自
然
か
ら
区
別
す
る
基
礎
的
な
規
定
で
は
あ
り
得
な
い
と
云
っ
て
い
る
が
、
然
し
自
然

が
発
展
的
と
し
て
把
握
さ
れ
る
場
合
、
そ
れ
は
ほ
か
な
ら
ぬ
自
然
史0 N

aturgeschichte

と
称
せ
ら
れ
、
ひ
と
つ
の

歴
史
と
見
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
か
く
の
如
く
、
自
然
の
領
域
に
就
い
て
と
雖
も
、
そ
れ
が
見
出
さ
れ
る

限
り
、
な
お
一
種
の
歴
史
と
考
え
ら
れ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
規
定
こ
そ
、
本
来
歴
史
の
最
も
一
般
的
な
、
最
も

基
礎
的
な
規
定
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
だ
か
ら
ラ
ッ
ツ
ェ
ル
の
如
き
は
、
歴
史
的
科
学
即
ち
「
発
展
の
科

学
」Entw

icklungsw
issenschaft 

で
あ
る
と
も
云
っ
た
の
で
あ
る
。＊

同
様
に
、『
ド
イ
ッ
チ
ェ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』

の
中
に
は
記
さ
れ
て
い
る
、「
我
々
は
唯
一
つ
の
科
学
、
即
ち
歴
史
の
科
学
を
知
る
の
み
で
あ
る
。
歴
史
は
二
つ



一
一
〇

の
方
面
か
ら
見
ら
れ
て
自
然
の
歴
史
と
人
間
の
歴
史
と
に
区
分
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
け
れ
ど
こ
の
二
つ
の
方

面
は
分
離
す
べ
き
で
な
い
、
人
間
が
生
存
す
る
限
り
、
自
然
の
歴
史
と
人
間
の
歴
史
と
は
相
互
に
制
約
し
合
う
。」

こ
の
場
合
歴
史
の
科
学
と
は
明
ら
か
に
発
展
の
科
学
を
意
味
す
る
。
発
展
の
概
念
は
歴
史
的
な
も
の
の
最
も
基
礎

的
な
規
定
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
、
リ
ッ
カ
ー
ト
の
歴
史
理
論
を
認
め
な
い
者
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
他
ど
の

よ
う
に
種
々
異
な
る
歴
史
理
論
を
も
て
る
者
も
、殆
ど
凡
て
が
一
致
し
て
つ
ね
に
承
認
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

我
々
は
こ
の
概
念
の
基
礎
的
な
地
位
を
ど
こ
ま
で
も
認
め
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
こ
に
問
題
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
問
題

は
寧
ろ
、
そ
れ
が
真
に
歴
史
的

0

0

0

発
展
の
概
念
で
あ
る
た
め
に
は
、
発
展
は
如
何
な
る
本
質
の
も
の
と
し
て
把
握
さ

る
べ
き
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
個
性
的
な
も
の
が
歴
史
的
と
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
も
発
展
の
概
念
を

基
礎
と
し
て
初
め
て
可
能
な
の
で
な
か
ろ
う
か
。リ
ッ
カ
ー
ト
が
個
性
的
な
も
の
と
云
う
と
き
、そ
れ
は
単
に
個
々

の
も
の
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
。
然
し
そ
れ
が
単
に
個
々
の
も
の
以
上
の
或
る
も
の
を
意
味
す
る
な
ら

ば
、
そ
の
と
き
そ
れ
は
そ
の
根
本
的
な
規
定
と
し
て
何
よ
り
も
発
展
の
概
念
を
含
ま
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
否
、
自
己
自
身
の
う
ち
に
発
展
を
含
ま
ぬ
も
の
は
も
と
個
性
的
と
も
考
え
ら
れ
な
い
。
か
の
個
別
的
実

体
の
概
念
を
立
て
た
と
こ
ろ
の
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
モ
ナ
ド
説
に
於
て
示
さ
れ
た
如
く
、
個
性
の
概
念
は
発
展
の
概

念
を
基
礎
と
し
て
の
み
成
立
し
得
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
は
反
対
の
こ
と
を
考
え
る
よ
う
な
リ
ッ
カ
ー
ト
の
哲
学
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的
立
場
に
於
て
は
個
性
的
な
も
の
の
概
念
も
十
分
に
基
礎
付
け
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
ぬ＊
＊。
云
う
ま
で
も
な
く
、
彼

も
ま
た
発
展
と
い
う
も
の
を
全
然
認
め
な
い
の
で
は
な
い
。
然
し
彼
が
そ
れ
を
第
二
次
的
な
も
の
と
見
做
し
た
の

は
、
彼
が
歴
史
を
そ
の
存
在
に
於
て
根
本
的
に
把
握
し
な
か
っ
た
の
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
歴
史
は
そ
の
存
在
に

於
て
発
展
的
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
よ
う
な
発
展
は
リ
ッ
カ
ー
ト
の
哲
学
の
論
理
た
る
所
謂
他
立
法 H

eterologie 

に
よ
っ
て
は
考
え
ら
れ
得
な
い
。
本
来
の
歴
史
的
発
展
を
考
え
る
論
理
は
弁
証
法
の
あ
る
の
み
で
あ
る
。
弁
証
法

が
歴
史
の
論
理
で
あ
る
。

＊　

F. R
atzel, Raum

 und Zeit in G
eographie und G

eologie, 1907, S. 53.

＊
＊　

拙
著
『
社
会
科
学
の
予
備
概
念
』
一
〇
一
ー
一
一
三
頁
〔
全
集
第
三
巻
二
五
九
ー
二
六
一
頁
〕【「
理
論　

歴
史

　

政
策
」
第
１
節
】
に
就
き
リ
ッ
カ
ー
ト
の
歴
史
哲
学
に
対
す
る
批
評
を
見
よ
。

い
ま
他
立
法
に
於
て
は
一
者
と
他
者
と
い
う
、
従
っ
て
ま
た
同
一
性
と
差
異
性
と
い
う
関
係
が
最
も
基
本
的
で

あ
る
。
リ
ッ
カ
ー
ト
に
よ
れ
ば
、
異
他
性
と
い
う
も
の
よ
り
も
論
理
的
に
な
お
一
層
根
源
的
な
も
の
は
考
え
ら
れ

る
こ
と
が
出
来
ぬ
。
異
他
性
は
否
定
に
論
理
上
先
行
す
る
。
こ
れ
に
反
し
弁
証
法
に
よ
れ
ば
、
矛
盾
こ
そ
根
本
的

な
も
の
、
生
命
的
な
も
の
で
あ
り
、
矛
盾
或
は
否
定
が
運
動
乃
至
発
展
の
根
源
で
あ
る
。
こ
こ
に
ヘ
ー
ゲ
ル
を
し

て
こ
の
上
な
く
深
き
言
葉
を
語
ら
し
め
よ
う
。「
一
切
の
事
物
は
自
己
自
身
に
於
て
矛
盾
的
で
あ
る
」、
と
彼
は
云



一
一
二

う
。「
然
る
に
矛
盾
が
同
一
性
ほ
ど
本
質
的
な
、
内
在
的
な
規
定
で
な
い
か
の
よ
う
に
見
る
の
は
、
従
来
の
論
理

学
の
、
そ
し
て
普
通
の
考
え
方
の
根
本
的
偏
見
の
一
で
あ
る
。
否
、
も
し
位
階
が
問
題
で
あ
り
且
つ
二
つ
の
規
定

が
分
れ
た
も
の
と
し
て
固
持
さ
る
べ
き
な
ら
ば
、
矛
盾
こ
そ
よ
り
深
き
も
の
、
よ
り
本
質
的
な
も
の
と
見
ら
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
同
一
性
は
矛
盾
に
比
し
て
は
唯
単
純
に
直
接
的
な
も
の
の
、
死
せ
る
存
在
の
規
定
で
あ

る
、
然
る
に
矛
盾
は
一
切
の
運
動
及
び
生
命
性
の
根
源
で
あ
る
。
唯
或
る
も
の
が
自
己
自
身
の
う
ち
に
矛
盾
を
有

す
る
限
り
に
於
て
の
み
、
そ
の
も
の
は
運
動
し
、
衝
動
と
活
動
と
を
有
す
る
。」「
矛
盾
は
存
在
し
な
い
、
そ
れ
は

現
存
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
主
張
に
関
し
て
云
え
ば
、
我
々
は
こ
の
よ
う
な
断
言
を
意
に
介
す
る
こ
と
を

要
し
な
い
。
本
質
の
絶
対
的
な
規
定
は
凡
て
の
経
験
の
う
ち
に
、
凡
て
の
現
実
的
な
も
の
の
う
ち
に
、
並
び
に
あ

ら
ゆ
る
概
念
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
…
…
普
通
の
経
験
は
、
少
な
く
と
も
沢
山
の
矛
盾
す
る
事

物
、
矛
盾
す
る
制
度
、
等
々
が
存
在
し
、
こ
の
矛
盾
は
単
に
外
面
的
な
反
省
に
於
て
で
は
な
く
、
却
っ
て
そ
れ
ら

の
も
の
そ
の
も
の
の
う
ち
に
現
存
す
る
と
い
う
こ
と
を
、
自
分
で
言
い
表
し
て
い
る
。
然
し
更
に
矛
盾
は
単
に
此

処
彼
処
に
於
て
の
み
現
れ
る
よ
う
な
異
常
性
と
見
ら
る
べ
き
で
は
な
く
、
却
っ
て
否
定
的
な
も
の
は
そ
の
本
質
的

な
規
定
に
於
て
、否
定
的
な
も
の
の
叙
述
に
於
て
の
ほ
か
存
し
な
い
と
こ
ろ
の
凡
て
の
自
己
運
動
の
原
理
で
あ
る
。

外
的
な
感
性
的
な
運
動
そ
の
も
の
は
そ
れ
の
直
接
的
な
定
有
で
あ
る
。
或
る
も
の
は
唯
、
そ
れ
が
此
の
今
に
は
此



一
一
三

第
三
章　

歴
史
的
発
展

処
に
あ
り
そ
し
て
他
の
今
に
は
彼
処
に
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
却
っ
て
そ
れ
が
同
一
の
今
に
於
て
此
処

に
且
つ
此
処
に
で
な
く
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、そ
れ
が
此
の
此
処
に
於
て
同
時
に
あ
り
且
つ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、

運
動
す
る
の
で
あ
る
。
ひ
と
は
昔
の
弁
証
家
た
ち
に
対
し
て
、
彼
等
が
運
動
の
う
ち
に
示
し
て
い
る
諸
矛
盾
を
認

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
然
し
な
が
ら
そ
の
こ
と
か
ら
し
て
、
そ
れ
だ
か
ら
運
動
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
従
っ

て
来
る
の
で
は
な
く
、
寧
ろ
、
運
動
は
定
有
的
矛
盾 der daseiende W

iderspruch 

そ
の
も
の
で
あ
る
、
と
い
う

こ
と
が
従
っ
て
来
る
の
で
あ
る
。」＊

＊　

H
egel, W

issenschaft der Logik, W
W

. IV, SS. 67, 68, 69.

と
こ
ろ
で
我
々
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
一
切
の
事
物
は
自
己
自
身
に
於
て
矛
盾
的
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
現
実
的

な
も
の
の
凡
て
に
於
て
そ
の
存
在
と
存
在
の
根
拠
と
が
一
な
ら
ぬ
こ
と
を
意
味
す
る
。
あ
ら
ゆ
る
現
実
的
な
も
の

は
い
わ
ば
一
重
の
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
そ
の
存
在
と
存
在
の
根
拠
と
か
ら
成
る
二
重
の
も
の
で
あ
る
。
然
る
に

他
立
法
な
ど
い
う
も
の
は
平
面
的
な
論
理
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
は
か
く
の
如
き
立
体
的
な
も
の
は
思
惟
さ
れ

得
な
い
。
我
々
は
既
に
弁
証
法
的
な
見
方
の
立
体
的
性
質
を
因
果
的
な
見
方
に
比
較
し
て
説
明
し
て
お
い
た
。
歴

史
的
な
も
の
の
発
展
の
根
源
は
存
在
と
し
て
の
歴
史
と
事
実
と
し
て
の
歴
史
と
の
間
に
於
け
る
矛
盾
の
う
ち
に
横

た
わ
っ
て
い
る
。
蓋
し
両
者
は
存
在
と
存
在
の
根
拠
と
し
て
統
一
で
あ
る
と
共
に
対
立
で
あ
る
。
そ
し
て
我
々
は
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ま
さ
に
こ
の
関
係
の
う
ち
に
凡
て
の
歴
史
的
な
も
の
が
運
動
的
発
展
的
で
あ
る
こ
と
の
根
柢
が
存
す
る
と
主
張
す

る
。
こ
の
我
々
の
主
張
は
、読
者
が
不
用
意
に
読
み
過
す
こ
と
を
許
さ
ぬ
も
の
を
含
ん
で
い
る
と
思
う
。
そ
れ
は
、

少
し
精
密
に
考
え
て
み
れ
ば
、
一
般
に
は
発
展
に
就
い
て
、
特
殊
に
は
弁
証
法
的
発
展
に
就
い
て
普
通
行
わ
れ
る

見
解
と
は
異
な
る
或
る
も
の
を
含
む
と
信
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

二

今
日
な
お
広
く
行
わ
れ
る
の
は
有
機
的
発
展
の
思
想
で
あ
る
。
こ
の
思
想
は
甚
だ
支
配
的
で
あ
っ
て
、
発
展
と

云
え
ば
、
意
識
的
ま
た
は
無
意
識
的
に
つ
ね
に
有
機
的
発
展
の
こ
と
が
理
解
さ
れ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
弁
証
法

的
発
展
に
就
い
て
語
ら
れ
る
場
合
で
さ
え
、
そ
れ
は
元
来
有
機
的
発
展
に
対
立
す
べ
き
で
あ
る
に
拘
ら
ず
、
な
お

そ
の
中
へ
こ
の
思
想
の
或
る
も
の
が
忍
び
込
ん
で
い
る
こ
と
も
決
し
て
稀
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
有
機
的
発
展
の

思
想
は
、
周
知
の
如
く
、
歴
史
学
及
び
歴
史
哲
学
の
内
部
に
於
て
も
非
常
な
勢
力
を
占
め
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、

一
面
、
発
展
の
概
念
が
近
代
に
於
て
、
生
物
学
上
の
進
化
学
説
の
影
響
の
も
と
に
社
会
及
び
歴
史
に
関
す
る
考
察

の
う
ち
へ
導
き
入
れ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に
も
関
係
す
る
。
然
し
な
が
ら
そ
れ
は
何
よ
り
も
、
他
方
に
於
て
、
発

展
の
思
想
が
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
時
代
の
哲
学
及
び
文
化
に
よ
っ
て
豊
富
に
さ
れ
、
且
つ
普
遍
化
さ
れ
る
に
至
り
、
そ
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し
て
こ
の
と
き
発
展
は
恰
も
有
機
的
発
展
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
う
事
情
に
も
と
づ
く
の
で
あ
る
。「
ロ
マ
ン
テ

ィ
ク
期
に
於
て
は
、
発
展
の
概
念
は
も
は
や
孤
独
な
、
聞
く
者
な
き
哲
学
者
の
思
想
た
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
一
般

的
な
確
信
に
ま
で
拡
げ
ら
れ
た
。
そ
れ
は
も
は
や
こ
っ
そ
り
と
暗
示
さ
れ
て
、
或
は
文
化
の
他
の
諸
契
機
と
の
矛

盾
に
於
て
現
れ
た
の
で
な
く
、
そ
の
形
、
連
繋
、
力
、
優
勢
な
る
支
配
を
獲
得
し
た
。」（
ク
ロ
ー
チ
ェ
）。
こ
の

よ
う
な
影
響
は
今
日
に
至
る
ま
で
持
続
し
、
か
く
て
発
展
と
い
え
ば
直
ち
に
何
等
か
の
有
機
的
発
展
と
同
一
視
さ

れ
る
と
い
う
有
様
で
あ
る
。
然
る
に
既
に
こ
こ
に
二
重
の
影
響
の
根
源
が
指
摘
さ
れ
た
如
く
、
有
機
的
発
展
の
思

想
と
云
わ
れ
る
も
の
に
も
様
々
な
傾
向
が
あ
り
、
極
め
て
多
彩
な
る
形
態
が
含
ま
れ
る
。
そ
れ
故
に
我
々
は
先
ず

一
般
に
有
機
的
と
し
て
特
徴
付
け
ら
れ
得
る
発
展
の
思
想
の
種
々
な
る
方
向
を
区
別
し
、
次
に
そ
れ
ら
に
共
通
の

前
提
及
び
基
礎
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
と
の
対
立
に
於
て
我
々
の
見
解
を
明
瞭
な
ら
し
め
る
こ
と
に
努

め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

そ
の
第
一
の
方
向
を
我
々
は
古
典
的

0

0

0

と
名
付
け
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
運
動
及
び
発
展
に
就
い
て
述
べ
た
最

初
の
偉
大
な
る
哲
学
者
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
で
あ
っ
た
と
云
わ
れ
る
。
こ
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、「
運
動
と

は
、
可
能
性
に
あ
る
も
の
の
、
か
か
る
も
の
で
あ
る
限
り
に
於
け
る
、
現
実
性
で
あ
る
」＊hJ tou: dunavmei o[ntoV 

ejnteleceia, h|/ toiou:ton, kivnhsivV ejstin

と
定
義
し
た
。
か
く
規
定
さ
れ
た
運
動
の
概
念
は
人
間
思
想
の
歴
史
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に
と
っ
て
決
定
的
な
意
味
を
有
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
後
に
於
け
る
運
動
及
び
発
展
に
関
す
る
諸
思
想
の
多
く

の
も
の
は
、
根
本
的
に
は
凡
て
こ
の
公
式
に
還
元
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
発
展
と
は
実
現
可

能
的
な
る
も
の
の
、
実
現
可
能
的
で
あ
る
限
り
に
於
け
る
、
実
現
で
あ
る
。
然
る
に
こ
の
よ
う
に
把
握
さ
れ
た
発

展
の
概
念
は
云
う
ま
で
も
な
く
弁
証
法
的
で
な
い
。
な
ぜ
な
ら
一
般
に
可
能
的
と
現
実
的
と
い
う
関
係
は
連
続
の

関
係
で
こ
そ
あ
れ
、
対
立
ま
た
は
矛
盾
の
関
係
で
な
い
、
可
能
性
と
現
実
性
と
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
於
て
質
料

的
な
も
の
と
形
相
的
な
も
の
と
を
意
味
し
た
が
、
質
料
と
形
相
と
の
関
係
は
固
よ
り
何
等
矛
盾
的
で
は
あ
り
得
な

い
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
寧
ろ
有
機
的
な
発
展
の
概
念
が
あ
る
。
我
々
は
、
そ
も
そ
も
有
機
的
発
展
の
思
想
の
最

も
基
礎
的
な
特
徴
は
、
発
展
な
る
も
の
を
根
本
的
に
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
に
、
即
ち
何
等
か
の
意
味
で
可
能
性

と
現
実
性
と
の
関
係
と
し
て
把
握
す
る
と
こ
ろ
に
見
出
さ
れ
る
、
と
云
う
こ
と
が
出
来
る
。
有
機
的 organisch 

と
い
う
語
が
元
来
こ
の
よ
う
な
意
味
に
関
係
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
語
は
も
と
道
具
的
或
は
器
官
的organikovV

と
い
う
こ
と
を
意
味
し
た
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
れ
ば
、
植
物
、
動
物
な
ど
の
諸
部
分
は
道
具
ま
た
は
器
官
の

意
味
を
有
し
、
そ
れ
ら
の
も
の
の
自
然
的
な
身
体
は
器
官
的
即
ち
有
機
的
と
見
ら
れ
る
。
こ
こ
に
「
自
然
的
」
と

い
う
の
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
規
定
に
従
え
ば
、
自
分
自
身
の
う
ち
に
運
動
と
静
止
の
原
理
を
蔵
す
る
も
の
の

謂
で
あ
る
。
か
よ
う
な
性
質
の
自
然
的
な
身
体
は
可
能
性
に
於
て
「
生
命
」
を
有
す
る
。
そ
し
て
精
神
と
い
う
の
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は
か
く
の
如
き
自
然
的
な
身
体
の
現
実
性
で
あ
る
。
現
実
性
即
ち
形
相
で
あ
る
と
こ
ろ
の
精
神
に
対
し
て
身
体
は

そ
の
質
料
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
も
し
眼
が
生
命
あ
る
も
の
と
す
れ
ば
、
精
神
は
こ
の
も
の
の
視
作
用
の
如
き

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
眼
の
形
相
で
あ
り
、
そ
し
て
眼
は
視
作
用
の
質
料
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
は
有
機
的
生
命
に
於
け
る
身
体
と
精
神
と
の
関
係
を
把
握
し
た＊
＊。

そ
し
て
我
々
は
彼
の
哲
学
の
根
本
概
念
で
あ

り
、
そ
の
適
用
は
有
機
的
自
然
に
限
ら
れ
ず
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
存
在
の
上
に
拡
げ
ら
れ
、
可
能
性
と
現
実
性
と
の

関
係
と
し
て
規
定
さ
れ
た
運
動
の
概
念
が
、
彼
に
あ
っ
て
根
源
的
に
は
、
歴
史
や
社
会
に
於
て
で
な
く
、
却
っ
て

そ
の
著
『
フ
ュ
ジ
カ
』【『
自
然
学
』】
の
中
で
自
然
、
特
に
有
機
的
自
然
の
領
域
に
於
て
解
明
さ
れ
て
与
え
ら
れ
た

の
を
想
い
起
さ
ね
ば
な
ら
ぬ＊
＊
＊。
こ
の
こ
と
は
、
そ
の
後
の
思
想
の
歴
史
に
最
も
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
彼
の
運

動
及
び
発
展
の
概
念
を
批
判
的
に
理
解
す
る
た
め
に
、
殊
に
注
意
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
発

展
の
概
念
は
様
々
に
姿
を
変
え
て
ま
こ
と
に
種
々
な
る
哲
学
の
う
ち
へ
這
入
っ
て
行
っ
た
。
我
々
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の

哲
学
に
於
て
さ
え
判
然
と
そ
の
影
響
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
ゲ
ー
テ
の
自
然
説
も
そ
の
最
も
輝
か
し
き
表
現

の
ひ
と
つ
で
あ
ろ
う
。
然
し
近
代
に
於
て
誰
よ
り
も
ド
ロ
イ
セ
ン
が
明
ら
さ
ま
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
思
想
を
そ

の
歴
史
理
論
の
中
へ
取
り
入
れ
た
。
ド
ロ
イ
セ
ン
の
努
力
は
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
を
純
粋
な
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
に

引
き
戻
す
こ
と
に
あ
っ
た
と
も
見
ら
れ
得
る
の
で
あ
る
。
実
際
、
も
し
ひ
と
が
彼
の
『
史
学
綱
要
』
を
少
し
精
密



一
一
八

に
繙
く
な
ら
ば
、
ひ
と
は
彼
が
如
何
に
多
く
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
か
ら
取
っ
て
来
て
い
る
か
に
驚
く
で
あ
ろ
う
。

ド
ロ
イ
セ
ン
に
よ
れ
ば
、
歴
史
は
一
の
連
続
、
そ
こ
で
は
各
々
の
先
な
る
も
の
が
後
な
る
も
の
に
於
て
継
続
さ
れ
、

補
充
さ
れ
、
拡
張
さ
れ
、
各
々
の
後
な
る
も
の
が
先
な
る
も
の
の
結
果
、
充
実
、
高
昇
と
し
て
現
れ
る
一
の
連
続

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
連
続
は
自
己
に
還
り
来
た
る
円
環
、
繰
り
返
さ
れ
る
時
代
の
連
続
の
如
き
も
の
で
な
く
、

各
々
の
新
し
き
も
の
の
う
ち
に
既
に
更
に
次
の
新
し
き
も
の
が
芽
生
え
、生
長
す
る
と
い
う
よ
う
な
過
程
で
あ
る
。

彼
は
か
か
る
過
程
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
言
葉
を
借
り
て
「
自
己
み
ず
か
ら
へ
の
高
昇
」ejpivdosiV eijV aujtov

と

し
て
表
現
し
た
。
物
が
発
展
す
る
と
は
自
己
自
身
の
本
性
に
向
っ
て
高
昇
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
然
る
に
こ

れ
は
即
ち
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
説
明
に
よ
れ
ば
、「
現
実
性
へ
の
高
昇
」ejpivdosiV eijV ejntelevceian

と
い
う

こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ド
ロ
イ
セ
ン
は
実
に
こ
れ
を
も
っ
て
歴
史
的
発
展
の
根
本
形
式
と
見
做
し
、「
こ
の
休

む
こ
と
な
き
前
後
継
起
に
於
て
、
こ
の
自
己
み
ず
か
ら
へ
高
昇
し
て
ゆ
く
連
続
に
於
て
時
間
の
一
般
的
表
象
は

我
々
が
歴
史
0

0

な
る
語
を
も
っ
て
総
括
す
る
と
こ
ろ
の
そ
の
内
的
な
内
容
を
得
る
。
＊
＊
＊
＊」
と
書
い
て
い
る
。

＊　

Physica Γ. c. 1, 201a 10f.

＊
＊　

D
e anim

a, B
. 1, 2.

＊
＊
＊　

拙
稿
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
」、
岩
波
講
座
『
世
界
思
潮
』、〔
全
集
第
九
巻
収
録
〕
参
照
。
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D
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istorik, 1875, S. 69.

第
二
の
方
向
は
浪
漫
的

0

0

0

と
し
て
特
色
付
け
ら
れ
る
。
こ
の
方
向
の
代
表
的
哲
学
者
と
し
て
最
も
影
響
の
大
き
か

っ
た
の
は
シ
ェ
リ
ン
グ
で
あ
っ
た
。
シ
ェ
リ
ン
グ
に
於
て
は
、
世
界
の
各
々
の
過
程
は
観
念
的
な
も
の
と
実
在
的

な
も
の
と
の
二
つ
の
極
性
か
ら
形
作
ら
れ
、
段
階
か
ら
段
階
或
は
展
相
か
ら
展
相
を
追
う
て
遂
に
は
絶
対
者
に
於

け
る
両
者
の
同
一
性
の
完
全
な
知
的
直
観
に
終
る
。
各
々
の
展
相
或
は
段
階
に
於
て
観
念
的
な
も
の
と
実
在
的
な

も
の
と
の
一
の
個
性
的
な
生
命
統
一
、
も
し
く
は
世
界
を
大
規
模
に
於
て
表
現
す
る
全
有
機
体
の
小
規
模
に
於
け

る
模
写
で
あ
る
と
こ
ろ
の
一
の
有
機
的
な
生
命
全
体
が
形
作
ら
れ
る
。
展
相
か
ら
展
相
へ
、
有
機
体
か
ら
有
機
体

へ
の
高
揚
力
は
そ
の
際
、
運
動
の
論
理
的
性
質
の
う
ち
に
で
な
く
、
却
っ
て
自
己
把
捉
の
無
意
識
的
な
状
態
か
ら

絶
え
ず
明
瞭
な
、
意
識
的
な
状
態
へ
向
う
同
一
性
の
努
力
の
う
ち
に
、
そ
れ
故
に
有
機
的
宇
宙
の
一
の
合
目
的
的

な
根
本
衝
動
の
う
ち
に
横
た
わ
っ
て
い
る
。
自
然
と
精
神
と
の
発
展
の
間
に
は
深
い
切
れ
目
は
存
せ
ず
、
寧
ろ
自

然
は
直
ち
に
精
神
の
世
界
へ
移
り
行
き
、
後
者
は
畢
竟
高
い
段
階
に
於
け
る
ひ
と
つ
の
自
然
過
程
で
あ
る
。
精
神

の
発
展
の
う
ち
に
も
或
る
植
物
的
な
も
の
及
び
動
物
的
な
も
の
が
残
存
し
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
そ
れ
は
一
層

容
易
に
直
観
的
と
な
る
。
そ
こ
で
発
展
は
神
及
び
世
界
の
本
質
か
ら
論
理
的
に
構
成
さ
れ
、
そ
し
て
何
よ
り
も
世

界
法
則
と
し
て
見
ら
れ
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
そ
れ
は
直
観
さ
れ
、
芸
術
的
感
覚
を
も
っ
て
共
感
さ
れ
、
そ
し
て
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何
よ
り
も
個
々
の
歴
史
的
有
機
体
に
於
て
か
か
る
直
観
に
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
思
想
は
ヘ
ー

ゲ
ル
に
比
し
て
た
し
か
に
放
漫
で
あ
り
、
無
規
定
的
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
主
義
的
な
傾
向
及

び
鋭
い
体
系
を
嫌
っ
て
直
観
的
経
験
的
な
も
の
を
目
差
し
、
し
か
も
概
念
を
必
要
と
し
た
歴
史
家
た
ち
に
と
っ
て

は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
哲
学
は
近
づ
き
易
く
、
親
し
み
易
い
も
の
と
し
て
迎
え
ら
れ
た
。
ア
ダ
ム
・
ミ
ュ
ー
ラ
ー
が

そ
の
影
響
の
も
と
に
立
っ
た
。
ミ
ュ
ー
ラ
ー
を
初
め
、
一
般
に
「
ド
イ
ツ
歴
史
学
派
」
に
属
す
る
人
々
が
そ
の
学

的
活
動
に
於
て
実
践
し
た
有
機
体
説
に
哲
学
的
背
景
を
与
え
た
の
は
、
誰
よ
り
も
シ
ェ
リ
ン
グ
で
あ
っ
た
と
云
わ

れ
得
る
。
人
々
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
イ
デ
ー
の
代
り
に
生
の
概
念
を
、構
成
さ
れ
た
生
成
の
代
り
に
直
観
的
な
生
成
を
、

生
命
的
な
発
展
の
理
念
を
置
き
換
え
た
。
歴
史
的
発
生
的
問
題
は
自
然
的
な
も
の

0

0

0

0

0

0

、
自
由
な
る
も
の

0

0

0

0

0

0

、
原
生
的
な

0

0

0

0

る
も
の

0

0

0

に
向
け
ら
れ
る
。＊

歴
史
学
派
の
全
運
動
の
一
の
最
も
本
質
的
な
思
想
は
内
容
と
形
式
と
の
調
和
と
い
う
こ

と
で
あ
り
、従
っ
て
美
的
な
見
地
は
こ
こ
で
は
普
遍
的
で
あ
っ
た
。
歴
史
学
は
悟
性
で
な
く
直
観
の
こ
と
で
あ
り
、

理
解
の
技
術

0

0

0

0

0

と
し
て
問
題
に
さ
れ
た
。
そ
こ
で
こ
の
学
派
は
か
か
る
理
解
の
技
術
た
る
解
釈
学
を
発
達
さ
せ
る
こ

と
と
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。
我
々
は
近
代
の
解
釈
学
が
か
く
て
も
と
有
機
体
説
の
基
礎
の
上
に
立
っ
て
い
る
こ
と

に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
有
機
体
説
の
こ
の
方
向
は
、
と
り
わ
け
、
ド
イ
ツ
歴
史
学
派
の
雰
囲
気

の
中
で
生
長
し
た
デ
ィ
ル
タ
イ
の
影
響
を
通
じ
て
、
現
代
の
哲
学
に
も
深
く
浸
潤
し
て
い
る
。
或
は
ひ
と
は
今
日
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解
釈
学
を
方
法
と
し
て
そ
の
ま
ま
受
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
根
柢
を
な
す
有
機
体
説
を
も
無
意
識
的
に
一
緒
に

受
容
れ
た
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

＊　

V
gl. E. Troeltsch, ”D

ie deutsche historische Schule,“ D
ie D

ioskuren, Erster B
and 1922.

【D
ie D

ioskuren 

Jahrbuch für G
eistesw

issenschaften, Erster B
and, S. 174~

】

第
三
の
方
向
は
生
物
学
的
乃
至
実
証
主
義
的

0

0

0

0

0

と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
近
代
の
実
証
主
義
は
ロ
マ
ン
テ
ィ

ク
に
対
す
る
闘
争
に
も
拘
ら
ず
な
お
有
機
体
説
を
根
本
的
に
克
服
し
得
ず
、
寧
ろ
多
か
れ
少
な
か
れ
そ
れ
に
よ
っ

て
貫
か
れ
て
い
る
。
例
え
ば
著
名
な
実
証
主
義
者
ス
ペ
ン
サ
ー
は
社
会
を
有
機
体
と
見
做
し
、
有
機
体
に
関
す
る

生
物
学
的
原
理
は
社
会
の
進
化
の
場
合
に
も
適
用
さ
れ
得
る
と
主
張
し
た
。
彼
は
書
い
て
い
る
、「
社
会
は
絶
え

ざ
る
生
長
を
受
け
る
。
そ
れ
が
生
長
す
る
に
伴
っ
て
、
そ
れ
の
諸
部
分
は
不
等
と
な
る
、
そ
れ
は
構
造
の
増
大
を

示
す
。
不
等
な
る
諸
部
分
は
同
時
に
不
等
な
る
種
類
の
諸
活
動
を
と
る
。
こ
れ
ら
の
諸
活
動
は
単
に
相
異
な
る
ば

か
り
で
な
く
、
そ
の
諸
差
異
は
一
が
他
を
可
能
な
ら
し
め
る
と
い
う
よ
う
に
関
聯
し
て
い
る
。
相
互
の
扶
助
は
か

く
し
て
諸
部
分
の
相
互
的
依
存
を
惹
き
起
す
。
そ
し
て
相
互
に
依
存
す
る
諸
部
分
は
、
互
い
に
他
に
よ
っ
て
ま
た

他
の
た
め
に
生
活
す
る
こ
と
に
よ
り
、
個
体
的
有
機
体
と
同
じ
一
般
的
原
理
の
上
に
形
作
ら
れ
た
一
の
集
合
体
を

形
作
る
の
で
あ
る
。」＊

か
か
る
原
理
と
は
綜
合
ま
た
は
統
一 integration 

及
び
分
化
ま
た
は
多
様 differentiation 
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の
原
理
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
実
証
主
義
的
な
有
機
的
発
展
の
思
想
も
ま
た
今
日
に
至
る
ま
で
広
く
行
わ
れ
て
い

る
。
例
え
ば
ハ
ン
ス
・
ド
リ
ー
シ
ュ
が
最
も
一
般
的
な
意
味
に
於
け
る
発
展
の
概
念
を
定
義
し
て
、「
同
一
な
る

0

0

0

0

全
体
0

0

と
見
ら
れ
る
物
も
し
く
は
物
の
複
合
体
の
、
そ
れ
を
通
じ
て
そ
の
物
も
し
く
は
そ
の
複
合
体
が
よ
り
少
な
く

多
様
な
状
態
か
ら
よ
り
多
く
多
様
な
状
態
へ
導
か
れ
る
と
こ
ろ
の
、
諸
変
化
の
系
列
で
あ
る
。
多
様
性

0

0

0

の
標
準
は

全
く
一
般
的
に
云
っ
て
相
異
な
れ
る
も
の
に
於
け
る
数
で
あ
る
。」
と
云
う
と
き
、
そ
の
根
柢
を
な
す
も
の
は
明

ら
か
に
な
お
こ
の
種
の
見
方
で
あ
る＊
＊。

そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
ひ
と
は
歴
史
的
発
展
に
関
す
る
ベ
ル
ン
ハ
イ
ム
の
規

定
の
う
ち
に
も
同
様
の
思
想
が
言
い
表
さ
れ
て
い
る
の
を
見
出
す
で
あ
ろ
う
。
曰
く
、「
我
々
は
有
機
的
な
も
の

0

0

0

0

0

0

一
般
0

0

の
領
域
に
於
け
る
発
展
を
ば
、
統
一
的
な
諸
主
体
に
於
て
知
覚
さ
れ
得
る
継
起
的
な
諸
変
化
の
系
列
が
結
び

合
わ
さ
れ
る
統
一
的
な
過
程
と
し
て
定
義
す
る
、
こ
れ
ら
諸
変
化
の
根
拠
は
諸
主
体
の
本
質
の
う
ち
に
存
す
る
の

で
あ
っ
て
、
か
く
て
こ
の
本
質
に
よ
っ
て
、
そ
の
形
式
に
於
て
一
層
多
様
で
あ
り
且
つ
新
し
い
諸
性
質
及
び
諸
機

能
を
示
す
と
こ
ろ
の
新
形
成
物
の
意
味
に
於
け
る
諸
変
化
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。
歴
史
学

0

0

0

の
領
域
に
於
て
問
題
に

さ
れ
る
有
機
的
発
展
は
、
一
般
的

0

0

0

な
生
物
学
的
な
発
展
か
ら
、
社
会
的
本
質
と
し
て
の
人
間
、
即
ち
、
そ
の
本
質

の
う
ち
に
は
絶
え
ず
よ
り
高
め
ら
れ
た
且
つ
よ
り
拡
め
ら
れ
た
意
識
を
も
っ
て
目
的
定
立
的
に
活
動
す
る
と
い
う

こ
と
が
存
す
る
主
体
の
諸
活
動
が
取
扱
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
。」
も
ち
ろ
ん
、
歴
史
的
発
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展
は
生
物
学
的
発
展
と
は
相
違
す
る
け
れ
ど
も
、
如
何
な
る
歴
史
家
も
自
然
科
学
的
に
訓
練
さ
れ
た
哲
学
者
に
導

か
れ
て
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
主
義
に
よ
っ
て
重
要
と
な
っ
た
生
物
学
的
発
展
概
念
を
研
究
す
る
こ
と
を
怠
っ
て
は
な
ら

な
い
、
と
ベ
ル
ン
ハ
イ
ム
は
記
し
て
い
る
。

＊　

H
. Spencer, The Principles of Sociology, I, p. 462.

＊
＊　

H
. D

riesch, Logische Studien über Entw
icklung, 1918, S. 5.

第
四
の
方
向
と
し
て
更
に
我
々
は
形
態
学
的

0

0

0

0

と
も
称
せ
ら
れ
得
る
も
の
を
区
別
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
ろ
う
。

尤
も
ひ
と
は
こ
の
も
の
を
浪
漫
的
な
有
機
体
説
の
一
種
、
し
か
も
そ
の
頽
廃
し
た
形
態
と
も
見
做
す
で
あ
ろ
う
。

け
れ
ど
も
そ
れ
は
古
く
か
ら
屡
々
現
れ
て
お
り
、
或
る
意
味
で
は
常
識
化
し
て
い
る
見
方
で
あ
る
。
近
く
は
『
世

界
史
の
段
階
構
造
及
び
諸
法
則
』
の
著
者
ク
ル
ト
・
ブ
ラ
イ
シ
ヒ
【K

urt B
reysig, 1866-1940

】
に
於
て
見
ら
れ
る

も
の
の
如
き
が
そ
の
ひ
と
つ
の
場
合
で
あ
る
。彼
は
こ
の
書
の
中
で
、世
界
史
的
聯
関
を
秩
序
付
け
る
た
め
に
度
々

持
ち
出
さ
れ
て
い
る
三
つ
の
可
能
な
る
見
地
、
即
ち
、
時
、
場
所
、
人
種
の
い
ず
れ
も
が
用
い
る
べ
か
ら
ざ
る
も

の
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
後
、
み
ず
か
ら
「
発
達
年
齢
の
生
物
学
的
思
想
」
を
述
べ
た
。
そ
れ
は
地
上
に
於
け
る

あ
ら
ゆ
る
民
族
の
歴
史
を
、
そ
れ
ら
の
凡
て
に
共
通
な
諸
々
の
状
態
の
形
象
の
移
り
行
き
に
従
っ
て
整
序
す
る
こ

と
を
求
め
る
。
丁
度
植
物
の
生
活
に
於
て
芽
と
蕾
、
花
と
実
が
相
次
い
で
現
れ
、
相
承
け
て
発
展
す
る
よ
う
に
、
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民
族
の
生
活
に
於
て
も
、
原
始
時
代
の
幼
年
期
、
古
代
の
少
年
期
、
中
世
の
青
年
期
、
近
世
の
壮
年
期
、
最
近
世

の
老
年
期
が
互
い
に
相
従
う
、と
ブ
ラ
イ
シ
ヒ
は
云
う
。
世
界
史
の
内
容
を
な
す
こ
の
よ
う
な
諸
状
態
の
系
列
は
、

あ
ら
ゆ
る
民
族
及
び
民
族
部
分
に
あ
っ
て
同
じ
順
序
に
於
て
継
起
す
る
の
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
唯
人
類
の

個
々
の
部
分
は
こ
の
よ
う
な
系
列
に
就
い
て
甚
だ
不
同
な
る
長
さ
の
道
の
り
を
経
過
す
る
と
い
う
差
異
が
あ
る
ば

か
り
で
あ
る
。
そ
こ
で
人
類
の
或
る
部
分
が
今
日
な
お
幼
年
期
に
と
ど
ま
る
と
き
、他
の
も
の
は
活
溌
な
少
年
期
、

花
咲
け
る
青
年
期
に
、
更
に
他
の
も
の
は
力
強
き
壮
年
期
に
達
し
て
お
り
、
然
る
に
二
三
の
も
の
は
重
々
し
い
老

年
期
に
ま
で
、
生
の
高
頂
に
ま
で
推
し
進
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
ブ
ラ
イ
シ
ヒ
は
歴
史
的
事
象
を
生

物
の
形
態
学
的
構
造
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
於
て
観
察
し
た
。
発
展
と
い
う
こ
と
は
こ
の
場
合
そ
の
本
質
的
な
内
容

に
於
て
何
よ
り
も
「
生
長
」W

achstum
 

と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
或
は
ま
た
ひ
と
は
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー

の『
西
洋
の
没
落
』に
於
て
他
の
ひ
と
つ
の
種
類
の
形
態
学
的
思
想
に
出
会
う
で
あ
ろ
う
。彼
は
あ
か
ら
さ
ま
に「
世

界
史
の
形
態
学
」
に
就
い
て
語
っ
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
諸
々
の
文
化
―
―
そ
し
て
唯
複
数
の
文
化
の
み
が
あ
る
―

―
は
地
球
上
の
種
々
な
る
地
帯
に
分
布
さ
れ
て
い
る
諸
々
の
有
機
体
で
あ
る
。
そ
の
各
々
は
一
定
の
限
ら
れ
た
地

域
に
植
物
的
に
結
び
付
け
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
地
盤
の
上
に
於
て
生
長
し
、
花
咲
き
、
老
衰
し
、
死
滅
す
る
。
ひ

と
は
或
る
植
物
に
就
い
て
、
そ
れ
が
そ
の
諸
部
分
の
凡
て
に
於
て
且
つ
そ
の
生
存
の
凡
て
の
段
階
に
於
て
あ
ら
ゆ
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る
他
の
種
類
の
植
物
か
ら
区
別
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
ひ
と
り
そ
れ
に
の
み
固
有
な
外
形
、
性
状
、
過
程
等
を
そ
の

植
物
の
習
性
と
呼
ぶ
。
こ
の
概
念
は
歴
史
と
い
う
大
き
な
有
機
体
に
も
適
用
さ
れ
得
る
の
で
あ
っ
て
、
我
々
は
イ

ン
ド
的
文
化
、
エ
ジ
プ
ト
的
文
化
、
古
代
的
文
化
、
等
々
の
習
性
に
就
い
て
語
る
こ
と
が
出
来
る
。
然
る
に
有
機

体
の
習
性
に
は
ま
た
一
定
の
寿
命
或
は
生
存
期
間
と
発
達
の
一
定
の
テ
ン
ポ
と
が
属
し
て
い
る
。
そ
こ
で
シ
ュ
ペ

ン
グ
ラ
ー
に
従
え
ば
、
各
々
の
文
化
は
そ
れ
ぞ
れ
独
自
な
る
形
態
、
発
達
の
テ
ン
ポ
、
生
存
期
間
を
有
す
る
有
機

体
で
あ
る
。
そ
れ
が
そ
の
少
年
期
、
青
年
期
、
壮
年
期
、
老
年
期
を
順
次
に
経
過
す
る
と
見
ら
れ
る
こ
と
は
ブ
ラ

イ
シ
ヒ
な
ど
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
。

我
々
は
今
や
か
く
の
如
き
種
々
な
る
形
態
に
於
け
る
有
機
的
発
展
の
思
想
の
根
本
構
造
を
探
り
出
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
我
々
は
そ
れ
ら
の
種
々
な
る
思
想
を
そ
の
前
提
に
於
て
且
つ
そ
の
帰
結
に
於
て
捉
え

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

一
、
有
機
的
発
展
の
思
想
は
根
源
的
に
は
一
の
自
然
概
念
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
こ
こ
に
繰
り
返
す
ま
で
も
な

く
右
の
叙
述
を
顧
み
る
と
き
お
の
ず
か
ら
明
瞭
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
本
来
一
の
自
然
概
念
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
基

礎
の
上
で
は
固
有
な
る
意
味
に
於
け
る
歴
史
的

0

0

0

発
展
の
概
念
は
成
立
つ
こ
と
が
出
来
な
い
。
そ
こ
で
は
寧
ろ
自
然

と
歴
史
と
は
連
続
的
或
は
統
一
的
に
把
握
さ
れ
、
歴
史
も
何
等
か
の
自
然
的
な
も
の
、
自
然
の
ひ
と
つ
の
高
き
段
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階
と
見
ら
れ
、
価
値
評
価
の
方
面
に
於
て
も
、
原
生
的
な
も
の
、
自
然
生
長
的
な
も
の
ほ
ど
純
粋
に
歴
史
的
な
も

の
と
し
て
よ
り
高
く
評
価
さ
れ
る
。
然
し
な
が
ら
自
然
と
歴
史
或
は
自
然
と
人
間
―
―
な
ぜ
な
ら
人
間
の
存
在
が

自
然
に
対
し
固
有
な
る
意
味
に
於
け
る
歴
史
の
領
域
の
中
心
を
な
し
て
い
る
―
―
と
の
間
に
は
非
連
続
性
ま
た
は

対
立
性
が
あ
る
。
固
よ
り
両
者
の
間
に
は
連
続
的
ま
た
は
統
一
的
の
側
面
も
あ
る
。
自
然
と
歴
史
と
の
こ
の
よ
う

に
連
続
的
で
あ
る
と
同
時
に
対
立
的
な
関
係
は
有
機
的
発
展
の
概
念
を
も
っ
て
は
基
礎
付
け
ら
れ
ず
、
こ
れ
を
基

礎
付
け
得
る
も
の
は
た
だ
弁
証
法
の
み
で
あ
る
。
尤
も
自
然
と
云
っ
て
も
多
義
で
あ
る
。
今
の
場
合
こ
の
概
念
の

最
も
特
徴
的
な
意
味
が
何
で
あ
る
か
は
次
第
に
明
瞭
に
な
ろ
う
。

二
、
有
機
的
発
展
の
思
想
は
根
本
的
に
は
人
間
に
於
け
る
観
想
的
態
度
と
連
繋
し
て
い
る
。
こ
の
思
想
の
古
典

的
な
代
表
者
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
哲
学
が
か
か
る
観
想
的
な
世
界
観
の
模
範
的
な
表
現
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
他
の

機
会
に
説
明
し
て
お
い
た
通
り
で
あ
る
。
ひ
と
が
ブ
ル
ー
ノ
や
ゲ
ー
テ
の
如
き
詩
人
的
哲
学
者
乃
至
哲
学
者
的
詩

人
に
於
て
有
機
体
説
の
最
も
鮮
か
な
表
現
に
出
会
う
の
も
偶
然
で
は
な
か
ろ
う
。
か
く
有
機
体
説
が
観
想
的
態
度

と
結
び
付
く
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
基
礎
の
上
に
於
て
は
屡
々
歴
史
は
芸
術
作
品
の
如
く
見
ら
れ
、
歴
史
学
も
ま
た

芸
術
と
内
面
的
な
関
係
に
お
か
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
シ
ェ
リ
ン
グ
は
歴
史
を
汚
れ
た
る
手
の
触
れ
る
に
堪

え
ぬ
「
神
的
悟
性
の
永
遠
な
る
詩
」
で
あ
る
と
考
え
た
。
そ
し
て
彼
に
よ
れ
ば
、歴
史
学
の
絶
対
的
な
立
場
は
「
歴
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史
的
芸
術
」
の
立
場
で
あ
る
。
蓋
し
真
の
歴
史
学
は
与
え
ら
れ
た
も
の
、
現
実
的
な
も
の
と
観
念
的
な
も
の
と
の

綜
合
の
上
に
立
つ
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
哲
学
に
よ
っ
て
で
は
な
い
、
哲
学
は
寧
ろ
現
実
を
止
揚
し
て
全
然
観
念
的

で
あ
る
。
然
る
に
歴
史
学
は
全
く
現
実
の
う
ち
に
あ
り
、
し
か
も
同
時
に
観
念
的
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
は
芸
術
に
於
て
の
ほ
か
何
処
に
於
て
も
可
能
で
な
い
、
芸
術
は
現
実
的
な
も
の
を
、
舞
台
が
諸
々
の
実
在
の
事

件
或
は
歴
史
を
そ
の
ま
ま
に
存
立
さ
せ
、
然
し
一
の
完
結
態
と
統
一
態
と
に
於
て
表
現
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
そ
れ

ら
が
最
高
の
諸
観
念
の
表
現
と
な
る
如
く
、
全
く
そ
の
ま
ま
に
存
立
さ
せ
る
。
そ
れ
故
に
実
に
芸
術
に
よ
っ
て
歴

史
学
は
、
現
実
的
な
も
の
そ
の
も
の
に
就
い
て
の
学
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
現
実
的
な
も
の
を
越
え
て
学
の
位

す
る
観
念
的
な
も
の
の
よ
り
高
い
領
域
に
ま
で
引
き
上
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
歴
史
学
の
対
象
は
「
自
由
の
客
観

的
有
機
体
」
即
ち
国
家
の
形
成
で
あ
る
と
せ
ら
れ
、
国
家
は
「
芸
術
作
品
」
と
し
て
現
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
せ
ら

れ
る
。
ま
た
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
歴
史
は
全
体
と
し
て
叙
事
詩
の
様
式
に
従
っ
て
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
も
、
或

は
歴
史
的
文
体
の
第
一
の
原
型
は
原
始
的
な
形
に
於
け
る
叙
事
詩
、
及
び
悲
劇
で
あ
る
と
も
云
っ
て
い
る
。＊

同
じ

線
に
沿
う
て
、
我
々
は
例
え
ば
ブ
ル
ッ
ク
ハ
ル
ト
が
、
科
学
者
と
し
て
一
層
実
証
的
な
立
場
に
立
ち
つ
つ
、
然
し

同
様
の
美
的
歴
史
観
を
次
の
如
く
あ
か
ら
さ
ま
に
述
べ
て
い
る
の
を
見
出
す
で
あ
ろ
う
。「
ひ
と
つ
の
形
象
0

0

を
私

の
内
部
か
ら
紙
の
上
に
持
ち
出
せ
な
い
よ
う
な
場
合
に
は
」、「
私
が
直
観
か
ら
出
立
し
得
な
い
場
合
に
は
、
私
は
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何
事
も
為
遂
げ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。」「
私
が
歴
史
的
に
組
立
て
る
も
の
は
、
批
評
や
思
弁
の
結
果
で
な
く
、
直

観
の
間
隙
を
充
そ
う
と
す
る
想
像
の
結
果
で
あ
る
。
歴
史
は
私
に
と
っ
て
な
お
つ
ね
に
大
部
分
詩
で
あ
る
、
そ
れ

は
私
に
と
っ
て
一
列
の
最
も
美
し
い
絵
画
的
構
図
で
あ
る
。
―
―
私
の
全
歴
史
研
究
は
、
私
の
風
景
ス
ケ
ッ
チ
及

び
私
の
美
術
研
究
と
同
じ
よ
う
に
、
直
観
に
対
す
る
甚
大
な
渇
望
か
ら
生
れ
た
。」
と
こ
ろ
で
美
的
観
想
的
な
態

度
に
と
っ
て
内
容
と
な
る
の
は
主
と
し
て
類
型
的
な
も
の
、
個
性
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
法
則
で
は
あ
り
得
な
い
。

逆
に
云
え
ば
、
歴
史
的
研
究
の
目
的
を
何
等
か
の
法
則
で
な
く
類
型
的
な
も
の
或
は
個
性
的
な
も
の
の
認
識
に
お

く
思
想
の
根
柢
に
は
、
有
機
体
説
が
、
そ
し
て
美
的
観
想
的
な
態
度
が
含
ま
れ
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
然
し
な
が

ら
、か
よ
う
な
観
想
的
な
態
度
は
究
極
に
於
て
発
展
の
思
想
と
相
容
れ
ぬ
も
の
を
も
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

観
想
の
要
求
す
る
も
の
は
特
に
形
象
で
あ
る
。
光
に
輝
け
る
形
象
は
然
る
に
直
観
に
と
っ
て
既
に
或
る
過
去
の
意

味
を
担
う
形
象
、
真
の
現
在
の
否
定
よ
り
生
れ
る
形
象
で
あ
る
。
直
観
が
真
の
現
在
に
対
し
て
否
定
的
で
あ
る
の

は
、
い
ず
れ
の
現
在
も
完
了
さ
れ
ぬ
生
成
で
あ
り
、
そ
れ
が
直
観
の
要
求
す
る
如
き
形
象
を
与
え
ぬ
た
め
で
あ
る
。

唯
完
了
的
な
も
の
の
み
が
形
象
と
な
る
。
そ
れ
故
に
過
去
の

0

0

0

歴
史
は
観
想
に
と
っ
て
好
ま
し
き
対
象
を
な
す
で
あ

ろ
う
。
け
れ
ど
も
か
く
の
如
く
観
想
は
時
間
の
主
要
契
機
な
る
現
在
を
否
定
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
れ
に
と
っ
て

発
展
と
い
う
こ
と
は
真
に
現
実
的
な
意
味
を
も
つ
こ
と
が
出
来
な
い
。
真
の
歴
史
は
過
去
の
意
味
を
有
す
る
歴
史
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で
な
く
、
現
在
の
歴
史
で
あ
り
、
こ
の
も
の
は
事
実
と
し
て
の
歴
史
と
し
て
一
切
の
歴
史
的
発
展
の
根
源
で
あ
る
。

然
る
に
ブ
ル
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
如
き
は
却
っ
て
時
間
的
な
見
方
を
こ
そ
排
斥
し
た
の
で
あ
る
。
曰
く
、「
時
間
的
に

や
っ
て
ゆ
く
歴
史
哲
学
は
―
―
相
継
起
し
た
諸
時
代
及
び
諸
民
族
の
間
に
於
け
る
諸
々
の
対
立
に
寧
ろ
重
き
を
お

き
、
我
々
は
諸
々
の
同
一
と
類
似
と
に
寧
ろ
重
き
を
お
く
。
彼
処
で
は
他
の
も
の
と
成
る
こ
と
が
寧
ろ
問
題
で
あ

り
、
此
処
で
は
相
似
て
在
る
こ
と
が
問
題
で
あ
る
。」「
歴
史
哲
学
者
は
過
去
の
も
の

0

0

0

0

0

を
我
々
発
展
し
た
も
の
に
対

す
る
対
立
及
び
前
階
と
し
て
観
察
す
る
。
―
―
我
々
は
繰
り
返
す
も
の

0

0

0

0

0

0

、
恒
常
な
も
の

0

0

0

0

0

、
類
型
的
な
も
の

0

0

0

0

0

0

を
観
察

す
る
。＊
＊」
然
し
こ
の
よ
う
な
観
察
の
仕
方
が
歴
史
を
ま
た
何
等
か
の
自
然
的
な
も
の
と
見
る
結
果
に
な
る
こ
と
は

争
わ
れ
な
い
。
時
間
的
な
ら
ぬ
如
何
な
る
歴
史
的
な
も
の
も
な
く
、
繰
り
返
す
も
の
は
寧
ろ
自
然
で
あ
る
。
い
ず

れ
に
せ
よ
、
有
機
的
発
展
の
形
式
に
よ
っ
て
は
本
来
の
意
味
に
於
け
る
時
間
、
発
展
、
歴
史
な
ど
い
う
も
の
は
考

え
ら
れ
得
な
い
。
こ
れ
ら
の
も
の
は
根
本
的
に
は
実
践
的
態
度
と
結
び
付
い
て
い
る
弁
証
法
的
発
展
の
論
理
の
基

礎
の
上
に
於
て
の
み
十
分
に
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。

＊　

Schelling, Vorlesungen über die M
ethode des akadem

ischen Studium
s, W

W
. I 5. S, 309ff.

＊
＊　

Jakob B
urckhardt, W

eltgeschichtliche Betrachtungen, SS. 4, 82.

三
、
有
機
的
発
展
の
思
想
は
つ
ね
に
或
る
完
結
的
な
全
体
の
理
念
と
結
合
し
て
い
る
。
し
か
も
か
か
る
全
体
は
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こ
の
場
合
何
等
か
の
意
味
で
与
え
ら
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
哲
学
に
於
け
る
か
の
テ
ロ
ス

の
概
念
が
既
に
こ
の
よ
う
な
方
向
を
示
し
て
い
た
。
我
々
は
有
機
的
発
展
の
思
想
が
歴
史
と
芸
術
と
を
親
和
的
に

見
る
こ
と
に
就
い
て
述
べ
た
が
、
実
際
、
芸
術
が
特
に
完
結
的
な
全
体
の
理
念
に
結
び
付
く
こ
と
は
多
く
の
人
々

に
よ
っ
て
屡
々
語
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
が
そ
れ
自
身
に
於
て
完
成
し
た
も
の
で
あ
る
点
に

芸
術
の
他
の
諸
文
化
に
異
な
る
特
殊
性
が
見
出
さ
れ
る
と
さ
え
信
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
発
展
の
思
想
に
関
し
て
云
え

ば
、
一
般
に
観
想
的
態
度
は
発
展
が
一
の
何
等
か
の
仕
方
で
完
了
的
な
全
体
と
し
て
与
え
ら
れ
た
も
の
と
見
ら
れ

る
と
こ
ろ
に
現
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
観
想
は
、
そ
れ
に
と
っ
て
対
象
が
一
の
与
え
ら
れ
た
完
了
的
な
全
体
と
し
て
眺

め
ら
れ
る
と
き
、
観
想
と
し
て
完
成
す
る
。
然
る
に
か
く
の
如
き
何
等
か
の
与
え
ら
れ
た
完
結
的
な
全
体
が
こ
の

場
合
か
の
「
具
体
的
普
遍
」
の
名
称
を
も
っ
て
知
ら
れ
る
論
理
的
概
念
の
内
容
を
な
し
て
い
る
。
こ
の
と
き
「
与

え
ら
れ
た
」
と
い
う
こ
と
と
「
完
結
的
な
」
と
い
う
こ
と
と
に
同
時
に
ア
ク
セ
ン
ト
が
お
か
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
具

体
的
普
遍
の
概
念
は
、
普
通
云
わ
れ
る
の
と
は
反
対
に
、
弁
証
法
に
固
有
な
も
の
で
な
く
、
寧
ろ
有
機
体
説
に
属

す
る
。
具
体
的
普
遍
と
は
有
機
的
な
構
造
を
有
す
る
普
遍
で
あ
る
。
有
機
体
説
に
於
て
は
、
具
体
物
は
、
純
粋
に

連
続
的
な
る
、
い
わ
ば
無
意
識
か
ら
の
生
成
を
も
ち
、
普
遍
と
特
殊
と
の
各
々
の
場
合
に
於
て
全
く
個
性
的
な
結

合
と
し
て
の
全
体
で
あ
る
、
し
か
も
か
か
る
全
体
は
何
等
か
の
与
え
ら
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
認0
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識0

さ
れ
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
理
解
0

0

さ
れ
る
。
従
っ
て
有
機
的
発
展
の
思
想
を
根
柢
と
す
る
歴
史
学
に
あ
っ
て
は

理
解
の
技
術
た
る
解
釈
学
が
最
も
基
礎
的
な
方
法
で
あ
る
。
か
く
て
ま
た
具
体
的
普
遍
の
概
念
は
特
に
解
釈
学
の

概
念
で
あ
る
。
然
る
に
こ
こ
に
見
逃
し
得
ぬ
こ
と
は
、
有
機
的
発
展
の
思
想
が
、
人
々
の
批
評
す
る
如
く
、
或
る

相
対
主
義
に
、
即
ち
歴
史
的
相
対
主
義
な
る
か
の
歴
史
主
義

0

0

0

0

に
陥
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
発
展
の
思
想
は
歴
史

的
な
る
生
の
形
態
の
相
対
性
の
認
識
と
必
然
的
に
結
び
付
く
と
云
わ
れ
る
。
け
れ
ど
発
展
の
思
想
が
一
般
に
相
対

主
義
的
で
あ
る
の
で
な
く
、
た
だ
有
機
的
発
展
の
思
想
が
歴
史
主
義
と
結
び
付
く
の
で
あ
る
。
こ
の
思
想
の
基
礎

の
上
で
は
歴
史
に
於
て
存
在
す
る
も
の
は
凡
て
等
し
く
そ
の
意
味
を
認
め
ら
れ
、
い
ず
れ
を
絶
対
的
と
し
て
立
て

る
こ
と
も
出
来
ず
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
悉
く
相
対
的
価
値
の
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
上
に
云

っ
た
如
く
、
有
機
的
発
展
の
思
想
は
根
柢
に
於
て
つ
ね
に
ひ
と
つ
の
自
然
概
念
で
あ
り
、
そ
れ
は
要
す
る
に
一
個

の
自
然
主
義
だ
か
ら
で
あ
る
。
然
し
ま
た
有
機
的
発
展
の
思
想
が
歴
史
主
義
に
陥
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
は
後
に
説

く
如
く
そ
こ
で
は
事
実
と
し
て
の
歴
史
（
存
在
の
根
拠
）
と
存
在
と
し
て
の
歴
史
（
存
在
）
と
が
単
に
連
続
的
に

把
握
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
由
来
す
る
。
そ
し
て
事
実
と
存
在
と
が
連
続
的
と
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
全
体
は

与
え
ら
れ
た
も
の
の
意
味
を
も
つ
に
至
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
具
体
的
普
遍
が
与
え
ら
れ
た
完
結
的
な
全
体
を
意

味
し
、
且
つ
こ
れ
が
観
想
と
結
び
付
く
こ
と
を
述
べ
た
。
然
る
に
観
想
と
云
う
と
き
、
美
的
及
び
理
論
的
の
二
重
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の
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。
美
的
と
理
論
的
と
は
、
固
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
独
自
な
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
等
し
く
観
想

的
と
し
て
特
徴
付
け
ら
れ
得
る
共
通
な
も
の
を
含
み
、
か
か
る
も
の
と
し
て
一
緒
に
実
践
的
に
対
立
す
る
。＊

理
論

的
の
場
合
に
あ
っ
て
は
具
体
的
普
遍
の
概
念
は
特
に
体
系
0

0

の
思
想
と
結
合
す
る
で
あ
ろ
う
。
完
結
的
な
全
体
と
は

理
論
的
意
味
に
於
て
は
体
系
の
こ
と
で
あ
り
、
し
か
も
か
か
る
全
体
は
そ
の
際
与
え
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る

と
こ
ろ
か
ら
、
こ
の
体
系
は
ま
た
何
等
か
先
験
的
に
構
成
さ
れ
得
る
も
の
と
信
ぜ
ら
れ
る
こ
と
と
も
な
る
。
そ
こ

か
ら
し
て
体
系
の
優
位
を
固
執
し
た
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
て
そ
の
弁
証
法
は
抑
圧
さ
れ
て
有
機
体
説
へ
の
接
近
が
現
れ

る
。
こ
の
こ
と
は
彼
の
哲
学
が
絶
対
的
な
観
想
の
哲
学
で
あ
っ
た
こ
と
に
関
係
し
て
い
る
。
然
し
ま
た
そ
れ
は
、

他
の
場
合
に
論
じ
て
お
い
た
如
く
、
本
来
、
彼
の
哲
学
が
存
在
と
存
在
の
根
拠
と
の
一
つ
で
あ
る
と
こ
ろ
の
絶
対

者
の
哲
学
で
あ
ろ
う
と
し
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。
あ
れ
ほ
ど
度
々
非
難
の
対
象
と
な
っ
た
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
け

る
有
名
な
歴
史
主
義
な
る
も
の
は
、
彼
の
哲
学
の
含
む
こ
の
よ
う
な
有
機
体
説
的
傾
向
に
基
因
す
る
。
か
く
て
一

般
に
有
機
的
発
展
の
思
想
に
於
け
る
最
も
決
定
的
な
も
の
は
、
そ
れ
が
存
在
と
存
在
の
根
拠
と
を
、
そ
れ
故
に
存

在
と
し
て
の
歴
史
と
事
実
と
し
て
の
歴
史
と
を
単
に
連
続
的
な
も
の
と
考
え
る
と
こ
ろ
に
横
た
わ
っ
て
い
る
。
と

こ
ろ
で
有
機
的
発
展
は
更
に
目
的
論
的
発
展
で
あ
る
と
云
わ
れ
て
い
る
。
具
体
的
普
遍
は
目
的
論
的
構
造
の
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
然
る
に
こ
の
目
的
論
に
於
て
は
、
事
実
と
存
在
と
が
単
に
連
続
的
と
見
ら
れ
て
い
る
た
め
に
、
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目
的
は
与
え
ら
れ
た
も
の
の
意
味
を
有
す
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
い
わ
ば
目
的
あ
る
目
的
論
と
し
て
、
真
に
行
為
の

立
場
に
立
つ
弁
証
法
が
寧
ろ
目
的
な
き
目
的
論
で
あ
る
の
と
反
対
で
あ
る
。

＊　

か
く
て
例
え
ば
リ
ッ
カ
ー
ト
の
如
き
も
哲
学
の
体
系
的
編
制
の
問
題
を
論
ず
る
に
際
し
、
観
想
と
活
動
な
る
見

地
を
持
ち
出
し
、
前
者
の
う
ち
に
理
論
的
観
想
と
美
的
観
想
と
を
含
ま
せ
て
、
道
徳
的
行
為
と
解
せ
ら
れ
た
後
者

に
対
置
し
た
。
つ
い
で
な
が
ら
、
彼
に
よ
れ
ば
、
前
者
に
あ
っ
て
は
形
式
が
内
容
を
抱
擁
す
る
に
反
し
て
、
後
者

に
於
て
は
形
式
が
内
容
を
貫
徹
す
る
。
即
ち
、
理
論
と
芸
術
と
に
あ
っ
て
は
形
式
は
共
に
「
観
想
的
・
抱
擁
的
形

式
」kontem

plativ-um
schliessende Form

 

で
あ
り
、
道
徳
に
於
て
は
形
式
は
「
活
動
的
・
貫
徹
的
形
式
」aktiv-

durchdringende Form
 

で
あ
る
。V

gl. H
. R

ickert, System
 der Philosophie, I, 1921, S. 365ff.

四
、
有
機
体
説
の
最
も
基
本
的
な
規
定
は
、
そ
こ
で
は
発
展
な
る
も
の
が
何
等
か
の
仕
方
で
可
能
性
と
現
実
性

と
の
関
係
と
し
て
理
解
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
於
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
哲
学
は
こ
の
場
合

つ
ね
に
模
範
的
で
あ
る
。
例
え
ば
、
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
の
次
の
文
章
を
読
め
。「
私
は
ひ
と
つ
の
文
化
の
理
念
0

0

、

即
ち
そ
れ
の
内
的
な
可
能
性
の
総
体
を
、
成
就
さ
れ
た
実
現
と
し
て
の
歴
史
の
形
象
に
於
け
る
そ
れ
の
感
性
的
な

現
象
0

0

か
ら
区
別
す
る
。
そ
れ
は
魂
が
生
け
る
身
体
、
即
ち
我
々
の
眼
の
光
の
世
界
の
ま
な
か
に
於
け
る
そ
れ
の
表0

現0

に
対
す
る
関
係
で
あ
る
。
ひ
と
つ
の
文
化
の
歴
史
は
そ
れ
の
可
能
的
な
る
も
の
の
進
み
行
く
実
現
で
あ
る
。
完
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成
は
終
末
と
同
意
義
で
あ
る
。」
ひ
と
は
こ
の
文
章
に
於
て
種
々
な
る
相
違
に
も
拘
ら
ず
な
お
根
本
的
に
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
的
な
思
想
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
可
能
的
な
も
の
と
現
実
的
な
も
の
と
の
関
係
は
決
し
て
対
立

乃
至
矛
盾
の
関
係
で
な
く
、
却
っ
て
連
続
的
な
生
成
の
関
係
で
あ
る
。
表
現
、
或
る
意
味
で
は
ま
た
実
現
と
い
う

語
は
両
者
の
間
の
こ
の
よ
う
な
連
続
的
な
関
係
を
表
す
に
ふ
さ
わ
し
い
。
有
機
体
説
は
そ
れ
故
に
一
般
的
に
表
現
0

0

の
哲
学

0

0

0

と
し
て
特
色
付
け
ら
れ
得
る
。
か
か
る
も
の
と
し
て
そ
れ
は
或
る
美
的
な
も
の
の
性
格
を
帯
び
る
。
キ
ェ

ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
を
も
美
的
な
弁
証
法
で
あ
る
と
云
っ
て
非
難
し
て
い
る
。
こ
れ
は
ヘ
ー
ゲ
ル

の
哲
学
が
究
極
に
於
て
そ
の
存
在
と
存
在
の
根
拠
と
の
一
つ
で
あ
る
と
こ
ろ
の
絶
対
者
の
哲
学
で
あ
っ
た
の
に
も

と
づ
く
。
か
よ
う
な
絶
対
者
を
考
え
な
く
と
も
、
何
等
か
の
も
の
の
存
在
と
存
在
の
根
拠
と
が
単
に
連
続
的
と
見

ら
れ
る
場
合
に
は
、
両
者
の
関
係
は
根
本
に
於
て
可
能
的
な
も
の
と
現
実
的
な
も
の
と
の
関
係
、
従
っ
て
表
現
の

関
係
と
し
て
有
機
体
説
的
に
見
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
我
々
は
さ
き
に
存
在
の
根
拠
の
意
味
を
も
つ
事

実
が
そ
の
否
定
的
契
機
と
し
て
自
然
的
な
も
の
を
含
み
、
無
の
性
格
を
担
い
、
こ
れ
に
対
し
存
在
が
形
式
も
し
く

は
範
疇
に
現
れ
た
も
の
で
あ
る
と
語
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
我
々
自
身
ま
た
何
等
か
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な

考
え
方
を
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
可
能
性
を
質
料
と
、
現
実
性
を
形
相
と
見

做
し
た
。
然
し
な
が
ら
我
々
の
い
う
事
実
は
、
就
中
、
先
ず
そ
れ
が
主
体
的
な
も
の
で
あ
っ
て
客
体
的
な
も
の
で
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な
い
と
い
う
点
に
於
て
、
従
っ
て
次
に
そ
れ
が
「
既
に
そ
こ
に
あ
る
も
の
」uJpokeivmenon

で
な
く
、
却
っ
て
真

の
現
在
的
な
も
の
で
あ
る
点
に
於
て
、
第
三
に
そ
れ
の
含
む
自
然
的
な
も
の
は
根
源
的
な
「
否
定
」
で
あ
っ
て
、

単
な
る
「
欠
乏
」stevrhsiV

の
意
味
の
も
の
と
見
ら
れ
得
な
い
点
に
於
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
質
料
と
は
本

質
的
に
異
な
っ
て
い
る
。
ま
た
我
々
の
い
う
存
在
は
一
面
事
実
の
実
現
乃
至
表
現
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
他
面

事
実
の
否
定
の
意
味
を
有
す
る
。

か
く
て
要
す
る
に
有
機
的
発
展
の
思
想
は
存
在
の
根
拠
と
存
在
、
即
ち
事
実
と
し
て
の
歴
史
と
存
在
と
し
て
の

歴
史
と
の
関
係
が
唯
単
に

0

0

0

連
続
的
、
内
在
的
に
の
み
把
捉
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
。
そ
こ
に
於
て
も
存
在
と

は
異
な
る
事
実
が
或
る
仕
方
で
認
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
で
な
い
限
り
、
そ
も
そ
も
発
展
に
就
い
て
語
ら
れ
は
し

な
い
で
あ
ろ
う
。
蓋
し
発
展
は
単
な
る
変
化
で
な
く
、
有
意
味
的
な
変
化
で
あ
る
。
如
何
に
理
論
家
が
そ
れ
を
排

除
し
よ
う
と
す
る
に
せ
よ
、
発
展
の
概
念
が
現
実
に
於
て
或
る
有
意
味
性
を
含
む
こ
と
は
否
定
さ
れ
得
な
い
。
然

る
に
有
意
味
性
な
る
も
の
は
単
に
客
体
的
な
存
在
の
範
囲
内
に
於
て
は
考
え
ら
れ
得
ず
、
主
体
的
な
事
実
と
の
関

係
に
於
て
初
め
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
苟
も
発
展
が
考
え
ら
れ
る
限
り
、
存
在
は
単
な
る
存
在
と
し
て

で
は
な
く
、
そ
の
根
柢
に
於
て
事
実
に
つ
な
が
る
も
の
と
し
て
把
捉
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
有
機
体
説
に
あ
っ

て
は
主
体
的
な
も
の
と
客
体
的
な
も
の
と
が
唯
単
に
連
続
的
内
在
的
に
見
ら
れ
る
。
従
っ
て
そ
こ
で
は
自
然
の
存
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在
も
純
粋
に
存
在
と
し
て
で
は
な
く
、
寧
ろ
絶
え
ず
事
実
の
意
味
に
解
釈
さ
れ
て
受
取
ら
れ
る
。
こ
こ
に
こ
の
自

然
概
念
の
特
徴
が
生
ず
る
。
そ
れ
が
運
命
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
も
こ
の
た
め
で
あ
る
、
ひ
と
は
こ
の
思
想

が
シ
ェ
リ
ン
グ
や
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
等
に
於
て
の
如
く
特
に
運
命
の
観
念
と
結
び
付
く
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
然

し
ま
た
そ
こ
で
は
事
実
も
絶
え
ず
存
在
の
意
味
に
理
解
さ
れ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
自
然
と
歴
史
と
の
間
の
非
連
続
性

も
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
存
在
と
し
て
の
歴
史
が
運
命
と
し
て
受
取
ら
れ
る
の
は
、
も
と
事
実
と
し
て

の
歴
史
の
う
ち
に
運
命
的
な
も
の
が
含
ま
れ
る
た
め
で
あ
る
。
我
々
は
か
か
る
運
命
的
な
も
の
を
事
実
と
し
て
の

歴
史
の
含
む
否
定
の
契
機
と
解
し
た
。
我
々
は
そ
れ
を
ば
、
自
由
を
予
想
し
つ
つ
そ
れ
の
否
定
と
し
て
の
必
然
的

な
も
の
、
実
践
を
前
提
し
つ
つ
そ
れ
の
否
定
と
し
て
の
観
想
的
な
も
の
と
考
え
た
。
こ
れ
ら
凡
て
の
こ
と
を
想
い

合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
有
機
体
説
的
傾
向
は
事
実
と
し
て
の
歴
史
へ
の
或
る
一
定
の
関
係
を
含
む
こ
と
に
よ
っ
て
成

立
す
る
と
い
う
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
そ
れ
は
事
実
と
し
て
の
歴
史
と
存
在
と
し
て
の
歴
史
と
の
関
係
を
唯
単

に
連
続
的
統
一
的
に
把
捉
す
る
、
―
―
然
し
両
者
の
間
に
は
同
時
に
ま
た
非
連
続
的
な
、
超
越
的
な
関
係
が
存
す

る
こ
と
を
我
々
は
力
説
し
て
来
た
、
―
―
前
者
が
後
者
に
結
び
付
く
の
は
前
者
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
自
然
も
し
く

は
否
定
の
契
機
の
た
め
で
あ
る
と
い
う
の
が
我
々
の
意
見
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
両
者
の
関
係
を
連
続
的
統
一
的
に

見
る
有
機
体
説
的
傾
向
の
う
ち
に
は
事
実
と
し
て
の
歴
史
の
寧
ろ
否
定
的
な
方
面
が
表
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
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な
ろ
う
。

我
々
は
発
展
が
有
意
味
的
な
変
化
で
あ
る
と
云
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
簡
単
に
か
の
進
歩
0

0

の
観
念
に
論

及
し
て
お
く
の
が
適
当
で
あ
る
と
思
う
。
こ
の
観
念
は
変
化
が
単
な
る
変
化
で
な
く
、
価
値
の
増
大
な
る
こ
と
を

表
す
。
然
し
こ
の
観
念
に
於
け
る
特
殊
な
も
の
は
、
そ
こ
で
は
か
か
る
価
値
の
増
大
が
直
線
的
な

0

0

0

0

向
上
と
し
て
表

象
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
継
起
及
び
連
続
と
い
う
こ
と
が
そ
れ
の
重
要
な
概
念
内
容
を
な
し
て
い

る
。「
幾
世
紀
の
久
し
き
に
亙
る
人
類
の
全
継
続
は
、
恒
久
に
生
存
し
不
断
に
習
得
す
る
唯
一
人
の
人
間
の
如
く

見
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。」
と
い
う
パ
ス
カ
ル
の
句
が
進
歩
の
思
想
の
モ
ッ
ト
ー
と
し
て
引
か
れ
る
の
も
、
そ
こ
で

は
直
線
的
な
向
上
が
考
え
ら
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
故
ま
た
進
歩
の
観
念
は
旧
き
も
の
を
絶
え
ず
推
し
退

け
て
行
く
新
し
き
も
の
の
生
成
を
意
味
し
、
か
く
て
そ
こ
で
は
現
在
の
歴
史
の
過
去
の
歴
史
に
対
す
る
内
面
的
な

関
係
は
顧
み
ら
れ
な
い
。
然
る
に
こ
の
よ
う
に
直
線
的
に
進
行
す
る
時
間
は
、
後
に
説
く
如
く
、
事
実
か
ら
抽
象

さ
れ
る
限
り
に
於
け
る
存
在
と
し
て
の
歴
史
の
時
間
で
あ
る
故
に
、
進
歩
の
思
想
は
事
実
を
認
め
ず
寧
ろ
存
在
の

立
場
に
立
ち
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
従
っ
て
そ
の
と
き
価
値
の
向
上
と
い
う
こ
と
も
外
面
的
に
考
え
ら
れ
る
ほ
か
な

い
。
こ
れ
ら
凡
て
の
こ
と
を
思
想
の
歴
史
が
示
し
て
い
る
。
即
ち
「
進
歩
の
観
念
」idée de progrès

は
特
に
近

代
の
も
の
、
就
中
デ
カ
ル
ト
の
合
理
主
義
的
哲
学
を
生
ん
た
十
七
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
に
於
て
現
れ
た
も
の
で
あ
っ
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た
。
そ
し
て
そ
れ
は
実
証
主
義
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
、
そ
の
際
進
歩
の
目
標
と
さ
れ
た
の
は
最
も
屡
々
科
学
の
発

展
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
内
面
的
な
有
意
味
性
は
事
実
と
存
在
と
の
結
合
に
於
て
与
え
ら
れ
る
。
事
実
の
立
場

に
立
つ
と
き
単
な
る
進
歩
の
観
念
は
排
棄
さ
れ
て
そ
れ
と
は
区
別
さ
れ
る
発
展
の
思
想
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。

三

い
ま
存
在
と
し
て
の
歴
史
に
目
を
放
つ
と
き
、
そ
こ
に
は
発
展
が
あ
り
、
且
つ
こ
の
も
の
は
弁
証
法
的
発
展
と

見
ら
れ
る
。
然
る
に
一
般
に
存
在
と
し
て
の
歴
史
は
諸
範
疇
に
於
て
現
れ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
を
根
本
的
な
規
定
と
す

る
。
こ
こ
に
諸
範
疇
と
云
っ
た
も
の
は
、
或
は
「
諸
関
係
」
―
―
マ
ル
ク
ス
は
「
資
本
は
一
の
社
会
的
な
生
産
関

係
で
あ
る
」
と
云
い
、
資
本
は
ま
た
一
の
「
経
済
的
範
疇
」
で
あ
る
と
も
云
わ
れ
る
―
―
、
或
は
ま
た
「
諸
形
式
」

―
―
例
え
ば
ジ
ン
メ
ル
が
文
化
を
生
に
対
し
て
形
式
と
呼
ぶ
場
合
―
―
と
も
称
せ
ら
れ
る
。
凡
そ
物
が「
現
れ
る
」

と
い
う
と
き
、
物
は
必
ず
諸
形
式
に
於
て
、
諸
関
係
に
於
て
、
諸
範
疇
に
於
て
現
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
現

れ
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
我
々
が
存
在
と
し
て
の
歴
史
の
根
本
的
な
性
格
と
し
て
指
摘
し
た
か
の
「
既
に
」
を
意

味
す
る
の
で
あ
る
。
真
の
現
在
た
る
事
実
と
し
て
の
歴
史
は
こ
れ
に
反
し
そ
れ
自
身
と
し
て
は
も
と
「
現
れ
る
」

も
の
と
云
わ
れ
な
い
。
そ
れ
は
「
現
象
」
で
な
く
、
寧
ろ
「
実
体
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
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客
体
的
な
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
「
主
体
」
で
あ
る
。
然
る
に
存
在
は
現
象
と
し
て
の
性
格
を
含
み
、
存
在
に
於

て
事
実
は
自
己
を
現
す
。
事
実
は
意
識
の
う
ち
に
自
己
を
表
出
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
寧
ろ
い
わ
ば
意
識
せ
ら
れ

る
よ
り
も
先
に
存
在
と
な
る
。
事
実
は
意
識
に
内
在
的
で
な
く
、
却
っ
て
意
識
を
突
き
破
る
も
の
で
あ
る
。
存
在

は
諸
範
疇
に
於
て
現
れ
、
そ
こ
で
ま
た
存
在
と
し
て
の
歴
史
の
発
展
の
過
程
は
諸
範
疇
の
変
化
と
し
て
現
れ
る
で

あ
ろ
う
。
弁
証
法
的
な
科
学
の
内
容
を
な
す
の
は
諸
範
疇
の
変
化
の
叙
述
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
体

系
の
如
何
な
る
部
分
も
こ
の
よ
う
な
諸
範
疇
の
変
化
と
し
て
叙
述
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
の
主
張
に
従
え

ば
、
諸
範
疇
の
変
化
と
い
う
こ
と
は
諸
範
疇
の
自
己
0

0

変
化
に
ほ
か
な
ら
ず
、
一
の
範
疇
が
自
己
自
身
に
内
在
す
る

矛
盾
に
追
い
立
て
ら
れ
て
他
の
範
疇
へ
移
行
す
る
過
程
で
あ
る
。
彼
の
こ
の
主
張
は
、
弁
証
法
を
承
認
す
る
立
場

に
あ
る
者
が
普
通
考
え
る
如
く
、
文
字
通
り
に
承
諾
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
ま
た
承
認
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
か
。

問
題
は
、
範
疇
の
弁
証
法
的
運
動
の
根
源
と
せ
ら
れ
、
且
つ
範
疇
そ
の
も
の
に
内
在
す
る
と
せ
ら
れ
る
矛
盾
は

如
何
に
し
て
あ
り
得
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
我
々
は
、
範
疇
が
か
か
る
矛
盾
を
い
わ
ば

自
己
自
身
の
力
に
よ
っ
て
自
己
の
う
ち
に
内
在
せ
し
め
る
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
出
来
ぬ
と
思
う
。
よ
し
範

疇
に
ど
の
よ
う
な
力
が
賦
与
さ
れ
て
い
る
に
し
て
も
、
従
っ
て
た
と
い
範
疇
が
歴
史
を
支
配
し
、
歴
史
を
創
造
す

る
力
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
は
不
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
場
合
範
疇
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
と
称
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せ
ら
れ
る
矛
盾
も
、
ほ
か
な
ら
ぬ
範
疇
の
う
ち
に
包
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
矛
盾
は
真
の
矛

盾
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
得
な
い
。
蓋
し
範
疇
は
或
る
形
相
的
な
も
の
、
イ
デ
ー
的
な
も
の
で
あ
り
、
か
か
る
イ

デ
ー
的
な
も
の
の
基
礎
の
上
に
於
て
は
一
般
に
矛
盾
な
る
も
の
は
成
立
し
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。範
疇
は
ま
た「
形

式
」
で
あ
る
と
も
云
わ
れ
る
。
尤
も
弁
証
法
に
於
て
は
形
式
は
単
な
る
形
式
で
な
い
。
そ
こ
で
は
範
疇
は
単
に
形

式
で
な
く
、
ま
た
実
質
的
な
内
容
で
あ
り
、
云
う
べ
く
ん
ば
、
存
在
論
的
意
味
の
も
の
で
あ
る
。
も
し
そ
う
だ
と

す
れ
ば
、
範
疇
そ
の
も
の
の
う
ち
に
内
在
す
る
と
称
せ
ら
れ
る
矛
盾
は
、
こ
の
よ
う
な
内
容
と
形
式
と
の
矛
盾
に

よ
っ
て
、
範
疇
の
う
ち
に
内
在
せ
し
め
ら
れ
る
の
で
も
あ
ろ
う
か
。
然
し
な
が
ら
範
疇
形
式
と
範
疇
内
容
と
が
互

い
に
矛
盾
す
る
も
の
と
は
考
え
ら
れ
得
な
い
。
一
般
に
形
式
と
内
容
と
が
区
別
さ
れ
る
場
合
、
両
者
は
真
の
対
立 

A
ntithesis 

を
な
す
の
で
な
く
、却
っ
て
唯
他
立 H

eterothesis 

の
関
係
に
あ
る
の
み
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
こ
に
は
、

リ
ッ
カ
ー
ト
の
説
く
よ
う
に
、
弁
証
法
は
な
く
、
寧
ろ
他
立
法
が
あ
る
ば
か
り
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
は
な
く
て
、

も
し
形
式
と
内
容
と
が
相
矛
盾
す
る
も
の
な
る
場
合
が
あ
る
べ
き
で
あ
れ
ば
、
そ
の
と
き
内
容
と
見
ら
れ
る
の
は

所
謂
「
範
疇
内
容
」
の
意
味
を
超
越
す
る
或
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
し
も
内
容
と
呼
ぶ
こ
と
を

欲
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
範
疇
内
容
が
い
わ
ば
第
二
次
の
内
容
で
あ
る
に
対
し
、
第
一
次
の
内
容
と
も
称
せ
ら
る

べ
き
で
あ
る
。
弁
証
法
に
あ
っ
て
は
内
容
と
形
式
と
は
抽
象
的
に
区
別
さ
れ
ず
、
弁
証
法
は
内
容
の
論
理
学
と
考
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え
ら
れ
る
と
き
、
こ
こ
に
い
う
第
一
次
の
内
容
な
る
も
の
は
、
か
か
る
意
味
の
内
容
と
形
式
と
を
共
に
超
越
す
る

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
、「
内
容
と
形
式
」
と
云
わ
れ
る
場
合
、
両
者
に
対
し
て
同
時
に
超
越
的
で

あ
る
。
そ
れ
は
「
存
在
を
超
越
す
る
」
と
我
々
が
云
う
の
は
恰
も
こ
の
意
味
で
あ
る
。
存
在
を
超
越
す
る
第
一
次

の
内
容
は
、
内
容
と
い
う
よ
り
も
事
実
と
云
わ
れ
る
が
適
当
で
あ
る
。
そ
れ
は
何
等
か
の
存
在
で
な
く
、
却
っ
て

存
在
の
根
拠
で
あ
る
。
弁
証
法
の
意
味
に
於
け
る
範
疇
に
内
在
的
な
も
の
と
し
て
現
れ
る
矛
盾
は
、
ま
さ
に
か
く

の
如
き
事
実
に
よ
っ
て
そ
の
う
ち
に
内
在
せ
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
存
在
と
事
実
と
の
間
に
於

け
る
根
源
的
な
矛
盾
の
故
に
か
く
内
在
せ
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
範
疇
に
、
従
っ
て
存
在
の
う
ち
に
か

く
内
在
せ
し
め
ら
れ
る

0

0

0

0

0

0

も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
が
所
謂
「
内
在
的
矛
盾
」
と
し
て
、
即
ち
内
在
す
る
0

0

も
の
と

し
て
現
れ
る
の
は
、
事
実
が
ま
さ
に
存
在
の
根
拠
で
あ
り
、
そ
の
限
り
に
於
て
両
者
の
間
に
は
連
続
的
な
、
内
在

的
な
方
面
が
あ
り
、
い
わ
ば
両
者
相
合
し
て
現
実
的
な
も
の
を
形
作
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

再
び
弁
証
法
的
な
唯
物
史
観
に
よ
り
右
の
事
態
を
例
解
し
よ
う
。
マ
ル
ク
ス
は
『
賃
労
働
と
資
本
』
の
中
で
書

い
て
い
る
、「
個
人
が
そ
の
う
ち
に
於
て
生
産
す
る
と
こ
ろ
の
社
会
的
関
係
、
即
ち
社
会
的
な
生
産
関
係
は
そ
れ

故
に
変
化
し
、
物
質
的
生
産
手
段
の
、
生
産
力
の
変
化
と
発
展
と
に
つ
れ
て
転
化
す
る
。
そ
の
総
体
に
於
け
る
生

産
関
係
は
、
社
会
関
係
、
社
会
と
呼
ば
れ
る
も
の
を
作
り
、
し
か
も
一
定
の
、
歴
史
的
発
展
段
階
に
於
け
る
社
会
、
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即
ち
特
有
な
る
、
区
別
さ
れ
た
性
格
を
有
す
る
社
会
を
作
る
の
で
あ
る
。
古
代
的
社
会
、
封
建
的
社
会
、
有
産
者

的
社
会
は
か
く
の
如
き
生
産
関
係
の
総
体
で
あ
っ
て
、
そ
の
各
々
は
同
時
に
人
類
の
歴
史
に
於
け
る
ひ
と
つ
の
特

殊
な
発
展
段
階
を
現
し
て
い
る
。」
即
ち
マ
ル
ク
ス
は
こ
の
箇
所
で
人
類
歴
史
の
発
展
段
階
を
古
代
的
、
封
建
的

及
び
有
産
者
的
社
会
と
し
て
掲
げ
、
そ
し
て
社
会
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
生
産
関
係
の
総
体
に
ほ
か
な
ら
ぬ
と
云
っ

て
い
る
。
丁
度
そ
の
よ
う
に
、
普
通
に
歴
史
と
称
せ
ら
れ
る
の
は
諸
範
疇
の
総
体
と
し
て
現
れ
る
存
在
と
し
て
の

歴
史
の
こ
と
で
あ
る
。
然
る
に
生
産
関
係
の
変
化
及
び
発
展
、
従
っ
て
社
会
の
変
化
と
発
展
と
は
こ
の
も
の
自
身

の
含
む
矛
盾
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
と
見
え
る
。
け
れ
ど
も
そ
の
根
源
に
従
っ
て
云
え
ば
、
か
く
の
如
き
変
化
は
唯

生
産
力
の
発
展
に
つ
れ
て
の
み
生
ず
る
の
で
あ
る
。
一
層
正
確
に
云
え
ば
、
生
産
関
係
、
従
っ
て
社
会
的
経
済
的

範
疇
に
内
在
的
と
し
て
現
れ
、
社
会
の
発
展
の
動
力
た
る
矛
盾
は
、
も
と
も
と
生
産
力
と
生
産
関
係
と
の
間
に
於

け
る
矛
盾
に
よ
っ
て
生
産
関
係
の
う
ち
に
内
在
せ
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
丁
度
そ
の
よ
う
に
、
歴
史
と
称
せ
ら

れ
る
も
の
に
内
在
的
と
し
て
現
れ
、
歴
史
に
於
け
る
発
展
の
根
源
た
る
矛
盾
は
、
本
来
、
事
実
と
し
て
の
歴
史
と

存
在
と
し
て
の
歴
史
と
の
間
に
於
け
る
矛
盾
に
よ
っ
て
後
者
の
う
ち
に
内
在
せ
し
め
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な

ら
ぬ
。
か
か
る
矛
盾
が
所
謂
歴
史
に
於
け
る
内
在
的
矛
盾
と
見
ら
れ
る
の
は
、
事
実
と
し
て
の
歴
史
が
存
在
と
し

て
の
歴
史
の
存
在
の
根
拠
で
あ
り
、
そ
の
限
り
に
於
て
両
者
の
間
に
は
連
続
的
な
、
内
在
的
な
方
面
が
あ
る
故
で
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あ
る
。

従
来
一
般
に
発
展
は
た
だ
純
粋
な
内
在
の
立
場
に
於
て
の
み
考
え
ら
れ
得
る
と
云
わ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
そ
れ

は
つ
ね
に
全
体
の
概
念
と
結
び
付
く
と
せ
ら
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
か
か
る
全
体
は
具
体
的
普
遍
の
概
念
に
よ
っ

て
論
理
的
に
闡
明
し
得
る
と
せ
ら
れ
る
。
蓋
し
具
体
的
普
遍
の
概
念
は
純
粋
な
内
在
の
立
場
と
結
び
付
き
、
そ
の

基
礎
の
上
に
於
て
十
分
な
意
味
を
有
し
得
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
実
際
、
発
展
が
有
機
的
発
展
の
こ
と
で
あ
れ

ば
、
こ
の
よ
う
な
主
張
は
凡
て
正
し
い
。
或
は
寧
ろ
内
在
の
立
場
に
立
つ
と
き
、
発
展
は
有
機
的
発
展
の
概
念
と

な
る
。
然
る
に
我
々
が
確
か
め
た
弁
証
法
的
発
展
な
る
も
の
は
内
在
と
共
に
超
越
の
あ
る
と
こ
ろ
に
存
す
る
。
そ

れ
故
に
我
々
の
立
場
は
単
な
る
「
史
的
一
元
論
」
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
単
な
る
一
元
論
の
立
場
で
は
発
展
と
か

弁
証
法
と
か
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
今
我
々
は
右
の
論
述
を
回
顧
し
つ
つ
、
有
機
体
説
と
の
対
立
に
於
て
、

弁
証
法
的
発
展
に
就
き
特
に
次
の
こ
と
を
強
調
し
て
記
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。

一
、
有
機
的
発
展
の
思
想
は
存
在
と
し
て
の
歴
史
と
事
実
と
し
て
の
歴
史
と
の
関
係
を
唯
単
に
連
続
的
と
見
る

と
こ
ろ
に
成
立
す
る
。
そ
こ
に
そ
れ
の
純
粋
な
内
在
の
立
場
が
生
れ
る
。
こ
れ
に
反
し
弁
証
法
で
は
両
者
の
間
に

内
在
の
関
係
の
み
で
な
く
超
越
の
関
係
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
存
在
と
事
実
と
を
区
別
し
て
見
る
と

き
、
前
者
は
そ
れ
自
身
に
於
て
寧
ろ
連
続
の
性
格
を
負
い
、
後
者
は
そ
れ
自
身
に
於
て
寧
ろ
非
連
続
の
性
格
を
担
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う
。
超
越
的
な
事
実
は
非
連
続
的
に
存
在
へ
喰
い
入
る
。
存
在
は
こ
の
切
断
を
絶
え
ず
繕
っ
て
連
続
を
恢
復
す
る
。

そ
こ
に
弁
証
法
の
面
影
が
あ
る
。
か
く
の
如
き
発
展
は
固
よ
り
テ
ロ
ス
的
で
な
く
、
従
っ
て
そ
れ
は
目
的
あ
る
目

的
論
の
過
程
で
な
い
。
然
し
真
の
行
為
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
目
的
あ
る
目
的
論
は
寧
ろ
観
想
的
な
も
の
と
云
わ
れ

よ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
存
在
の
根
拠
で
あ
る
も
の
は
存
在
に
と
っ
て
連
続
的
な
側
面
を
含
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
。
さ
も
な

い
限
り
、
そ
れ
が
存
在
の
根
拠
で
あ
る
と
も
云
わ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
存
在
と
事
実
と
の
関
係

は
内
在
的
で
あ
る
と
同
時
に
超
越
的
で
あ
る
を
も
っ
て
、そ
の
間
の
矛
盾
は
弁
証
法
的
と
云
わ
れ
得
る
の
で
あ
る
。

二
、
存
在
と
し
て
の
歴
史
そ
の
も
の
の
う
ち
に
現
れ
る
矛
盾
は
、
根
源
的
に
は
、
存
在
と
事
実
と
の
間
に
於
け

る
矛
盾
に
よ
っ
て
存
在
の
う
ち
に
内
在
せ
し
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
有
機
体
説
に
於
て
は
存
在
と
事
実

と
が
単
に
連
続
的
な
も
の
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
発
展
は
何
等
か
の
矛
盾
に
よ
っ
て
生
ず
る
と
い
う
よ
り

も
、
寧
ろ
発
出
論
的
な
性
格
を
と
る
。
弁
証
法
に
で
は
な
く
、
有
機
体
説
に
属
す
る
と
こ
ろ
の
具
体
的
普
遍
の
論

理
は
そ
こ
か
ら
し
て
「
発
出
論
的
論
理
」
と
し
て
特
徴
付
け
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
よ
う
な
発
出
性
が
単

な
る
存
在
の
平
面
に
於
て
考
え
ら
れ
得
な
い
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
存
在
の
根
拠
と
い
う
優
越
な
意
味
に
於

て
働
く
も
の
、
作
る
も
の
な
る
事
実
を
認
め
、
こ
れ
と
存
在
と
を
純
粋
に
連
続
的
に
見
る
と
こ
ろ
か
ら
発
出
性
な

る
も
の
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
事
実
と
存
在
と
を
連
続
的
な
も
の
と
し
て
表
す
の
は
ま
さ
に
表
現
と
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い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
具
体
的
普
遍
の
論
理
は
や
が
て
表
現
の
論
理
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
た
そ
れ
は
美
的
な
論

理
で
あ
っ
て
も
行
為
の
論
理
で
あ
り
得
な
い
。
行
為
の
論
理
は
弁
証
法
で
あ
る
。
弁
証
法
が
発
出
論
的
論
理
で
な

い
の
は
、
そ
れ
に
あ
っ
て
は
存
在
と
存
在
の
根
拠
と
の
非
連
続
も
し
く
は
超
越
の
関
係
が
重
ん
ぜ
ら
れ
る
た
め
で

あ
る
。

三
、
然
る
に
存
在
の
う
ち
に
含
ま
せ
ら
れ
る
も
の
が
恰
も
矛
盾
で
あ
る
の
は
、
存
在
の
根
拠
た
る
事
実
が
純
粋

な
イ
デ
ー
、
光
で
な
く
、
却
っ
て
自
己
の
う
ち
に
否
定
、
闇
の
契
機
を
含
む
か
ら
で
あ
る
。
も
し
も
そ
う
で
な
い

な
ら
ば
、
事
実
が
存
在
と
矛
盾
す
る
と
い
う
こ
と
も
理
解
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
イ
デ
ー
的
な
も
の
の
基
礎
に
於

て
は
一
般
に
矛
盾
な
る
も
の
は
考
え
ら
れ
な
い
。
我
々
は
最
初
に
事
実
と
し
て
の
歴
史
を
主
体
的
な
も
の
、
行
為

的
な
も
の
と
し
て
規
定
し
、
ま
た
か
か
る
も
の
と
し
て
の
そ
れ
が
つ
ね
に
自
己
を
存
在
と
し
て
の
歴
史
に
結
び
付

け
る
と
い
う
必
然
性
は
、
事
実
と
し
て
の
歴
史
の
含
む
否
定
的
な
も
の
に
も
と
づ
く
こ
と
を
論
述
し
た
。
ま
こ
と

に
我
々
が
行
為
す
る
と
き
、
我
々
は
絶
え
ず
自
己
を
既
に
そ
こ
に
見
出
さ
れ
る
存
在
に
結
び
付
け
る
。
事
実
は
存

在
に
結
び
付
く
こ
と
な
し
に
は
自
己
自
身
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
も
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
ま
た
行
為
の

立
場
は
唯
単
に
目
的
な
き
目
的
論
で
あ
る
こ
と
が
出
来
ず
、
事
実
が
自
己
を
存
在
に
結
び
付
け
る
べ
き
必
然
性
の

存
す
る
限
り
、
そ
れ
は
同
時
に
目
的
あ
る
目
的
論
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
よ
う
に
し
て
現
実
的
な
行
為
の
弁
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証
法
は
、
目
的
な
き
目
的
論
と
目
的
あ
る
目
的
論
と
の
弁
証
法
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
根
本
的
に
は
、
存
在
と

事
実
と
の
内
在
的
で
あ
る
と
共
に
超
越
的
で
あ
る
と
い
う
弁
証
法
的
関
係
に
も
と
づ
く
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
一

般
的
に
云
っ
て
、
真
の
「
現
在
」
た
る
事
実
と
し
て
の
歴
史
は
つ
ね
に
必
ず
「
現
代
」
の
歴
史
に
自
己
を
結
び
付

け
る
わ
け
で
は
な
く
、
却
っ
て
任
意
の

0

0

0

（
存
在
の
根
拠
と
の
関
係
を
抽
象
し
て
存
在
の
秩
序
か
ら
の
み
見
ら
れ
る

限
り
）
存
在
と
し
て
の
歴
史
に
自
己
を
結
び
付
け
る
。
事
実
と
し
て
の
歴
史
の
要
求
す
る
に
従
っ
て
古
き
過
去
の

歴
史
も
若
返
り
、
新
た
に
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
関
係
が
あ
れ
ば
こ
そ
歴
史
の
発
展
は
直
線
的
で
な
く
、
弁
証
法

的
で
あ
る
と
云
わ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
歴
史
の
運
動
が
か
く
の
如
き
姿
を
と
る
と
い
う
こ
と
は
、
事
実
が

存
在
に
対
し
て
超
越
的
な
方
面
を
有
す
る
限
り
に
於
て
可
能
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
存
在
と
存
在
の
根
拠
と

を
唯
単
に
連
続
的
と
見
る
有
機
的
発
展
の
思
想
に
於
て
は
、
何
故
に
現
在
の
行
為
が
屡
々
自
己
を
遥
か
な
る
過
去

に
結
び
付
け
る
か
は
十
分
に
説
明
さ
れ
ず
、
却
っ
て
歴
史
の
運
動
は
直
線
的
と
考
え
ら
れ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ

る
。
蓋
し
存
在
の
時
間
は
過
去
か
ら
未
来
へ
直
線
的
に
進
行
す
る
、
有
機
体
説
は
事
実
と
存
在
と
を
単
に
連
続
的

に
捉
え
る
か
ら
、
そ
こ
で
は
事
実
は
絶
え
ず
存
在
の
意
味
に
理
解
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
か
く
て
発
展
も
究
極
に

於
て
直
線
的
と
考
え
ら
れ
ざ
る
を
得
な
い
。そ
し
て
も
し
も
歴
史
が
こ
の
よ
う
に
直
線
的
に
発
展
す
る
と
す
れ
ば
、

相
対
主
義
は
歴
史
の
立
場
に
と
っ
て
避
け
難
き
も
の
で
あ
る
。
有
機
的
発
展
の
思
想
が
歴
史
主
義
に
陥
る
理
由
は
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こ
こ
に
あ
る
。「
現
在
は
過
去
を
含
み
未
来
を
孕
む
」Le présent est plein du passé et gros de l’avenir 

と
い
う

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
言
葉
は
、
深
き
洞
察
と
し
て
好
ん
で
口
に
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
は
た
し
か
に
或
る
真

理
を
表
し
て
い
る
。
然
し
我
々
は
そ
れ
が
ま
た
有
機
的
発
展
の
思
想
に
つ
ら
な
っ
て
い
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な

ら
ぬ
。
即
ち
そ
こ
に
現
さ
れ
る
の
は
連
続
性
の
原
理
で
あ
る
。
然
る
に
過
去
が
唯
現
在
の
う
ち
に
包
ま
れ
て
い
る

と
す
れ
ば
過
去
の
独
自
性
は
認
め
ら
れ
な
い
。
過
去
は
過
去
と
し
て
死
で
あ
る
と
い
う
特
殊
性
が
認
め
ら
れ
ね
ば

な
ら
ぬ
。
ま
た
未
来
が
唯
現
在
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
未
来
の
独
自
性
は
認
め
ら
れ
な
い
。
未
来
は

現
在
の
中
か
ら
の
み
生
れ
る
の
で
な
く
、
寧
ろ
未
来
は
未
来
か
ら
生
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
有
機
的

発
展
の
思
想
に
於
て
は
過
去
も
未
来
も
そ
の
独
自
性
に
於
て
認
識
さ
れ
な
い
。
弁
証
法
に
と
っ
て
こ
の
こ
と
が
可

能
で
あ
る
の
は
、
事
実
と
存
在
と
の
間
に
於
け
る
超
越
の
方
面
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

四
、
我
々
は
さ
き
に
歴
史
的
認
識
の
必
然
性
が
全
体
と
部
分
と
の
関
係
に
於
て
規
定
さ
れ
る
必
然
性
で
あ
る
こ

と
に
就
い
て
語
っ
た
。
果
た
し
て
そ
の
通
り
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
か
か
る
必
然
性
は
恰
も
有
機
体
説
を
基
礎
と
せ

ね
ば
な
ら
ず
、
か
く
て
我
々
は
こ
こ
に
説
い
た
弁
証
法
的
発
展
の
思
想
と
矛
盾
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
の
で
は
な

か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
即
ち
全
体
と
部
分
と
の
関
係
に
於
て
規
定
さ
れ
る
必
然
性
を
基
礎
付
け
る
も
の
は
具
体
的

普
遍
の
概
念
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
し
て
こ
の
概
念
は
、
我
々
自
身
の
確
定
し
た
よ
う
に
、
有
機
体
説
と
内
的
に
関
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聯
す
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
従
っ
て
ま
た
歴
史
学
の
方
法
は
も
と
弁
証
法
的
で
な
く
、
解
釈
学
的
で
あ
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
け
れ
ど
も
我
々
は
そ
の
際
同
時
に
具
体
的
普
遍
の
概
念
に
あ
っ
て
全
体
が
或
る
与
え
ら
れ

0

0

0

0

た0

も
の
の
意
味
を
含
む
こ
と
を
述
べ
て
お
い
た
。
そ
れ
が
与
え
ら
れ
た
も
の
の
意
味
を
含
む
の
は
、
そ
こ
で
は
存

在
と
事
実
と
が
単
に
連
続
的
と
見
ら
れ
、
後
者
が
前
者
の
性
格
を
な
す
「
既
に
」
の
意
味
に
理
解
さ
れ
る
と
い
う

こ
と
に
関
係
し
て
い
る
。
然
る
に
我
々
は
特
に
両
者
の
間
の
非
連
続
的
、
超
越
的
方
面
を
力
説
す
る
。
こ
の
こ
と

に
関
聯
し
て
、
我
々
が
歴
史
的
認
識
に
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
認
め
る
全
体
の
概
念
は
、
与
え
ら
れ
た
も
の
と

い
う
よ
り
も
寧
ろ
課
せ
ら
れ
た

0

0

0

0

0

も
の
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
弁
証
法
が
実
践
的
態
度
と
つ

な
が
る
と
い
う
こ
と
と
関
係
す
る
。
全
体
は
与
え
ら
れ
た
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
事
実
と
し
て
の
歴
史
の
立
場
か

ら
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
新
た
に

0

0

0

作
ら
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
か
く
て
根
源
的
に
は
実
践
―
―
事
実
と
し
て
の

歴
史
は
行
為
的
な
も
の
で
あ
る
―
―
と
関
聯
し
て
形
作
ら
れ
る
全
体
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
弁
証
法
的
普
遍

0

0

0

0

0

0

と
し
て
具

体
的
普
遍
か
ら
明
確
に
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
部
分
の
全
体
に
対
す
る
関
係
が
歴
史
的
認
識
の
範
疇
と

し
て
重
要
な
意
味
の
範
疇
を
基
礎
付
け
る
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
全
体
は
何
等
か
与
え
ら
れ
た
も
の
で
な
く
、
絶

え
ず
新
た
に
作
ら
れ
、
従
っ
て
作
り
直
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
た
め
に
、
我
々
の
実
際
に
見
る
如
く
、
歴
史
的
な
も

の
の
意
味
が
歴
史
に
於
て
絶
え
ず
転
化
す
る
と
い
う
こ
と
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
有
機
体
説
的
傾
向
が
、
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こ
れ
と
結
び
付
く
観
想
的
に
し
て
特
に
理
論
的
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
場
合
、
格
別
に
体
系
の
概
念
と
関
係
あ

る
こ
と
を
述
べ
た
。
然
る
に
何
等
か
の
体
系
的
性
質
は
如
何
な
る
科
学
も
、
そ
れ
故
に
凡
そ
歴
史
学
が
科
学
で
あ

る
限
り
歴
史
学
も
ま
た
或
る
意
味
で
欠
き
得
ぬ
も
の
で
あ
る
か
の
如
く
見
え
る
。
弁
証
法
は
こ
の
点
に
関
し
て
如

何
に
考
え
る
で
あ
ろ
う
か
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
体
系
の
概
念
を
甚
だ
重
ん
じ
た
。
彼
は
絶
対
的
な
体
系
を
欲
し
、
そ
し
て
彼
自
身
の
哲
学
が
か
か

る
も
の
で
あ
る
と
信
じ
た
。
絶
対
的
な
体
系
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
無
前
提
的
な
、
絶
対
的
な
端
初
が
な
さ
れ

ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
ら
れ
る
。
然
る
に
注
意
す
べ
き
こ
と
に
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
批
評
家
と
し
て
重
要
な
位
置
を
占
め

る
人
々
は
皆
こ
の
点
に
就
い
て
彼
を
非
難
し
た
。
即
ち
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
、
マ
ル
ク
ス
及
び
エ
ン
ゲ
ル
ス
、
キ

ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
固
よ
り
銘
々
の
ヘ
ー
ゲ
ル
に
対
す
る
関
係
に
於
て
著
し
く
相
違
す
る
に
拘
ら
ず
、
体
系
、
従

っ
て
ま
た
端
初
に
関
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
想
を
否
認
す
る
こ
と
に
於
て
彼
等
は
皆
一
致
し
て
い
る
。
唯
物
論
者
フ

ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
云
う
、「
い
ず
れ
の
哲
学
も
、
一
定
の
時
間
の
現
象
と
し
て
、
一
の
前
提
0

0

を
も
っ
て
始
め
る
。

そ
れ
自
身
は
自
分
に
と
っ
て
は

0

0

0

0

0

0

0

も
ち
ろ
ん
無
前
提
的
と
し
て
現
れ
る
、
そ
れ
は
ま
た
以
前
の
諸
体
系
と
の
関
係
に

於
て
は
そ
の
通
り
で
あ
る
、
然
し
後
の
時
代
は
実
に
、
そ
れ
も
ま
た
一
の
前
提
、
換
言
す
れ
ば
、
絶
対
的
な
不
合

理
に
陥
る
こ
と
な
し
に
は
否
定
さ
れ
得
ぬ
と
こ
ろ
の
必
然
的
な

0

0

0

0

、
理
性
的
な

0

0

0

0

諸
前
提
と
は
異
な
っ
て
、
一
の
特
殊
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な
、
自
体
に
於
て
は

0

0

0

0

0

0

偶
然
的
な
前
提
を
な
し
た
と
い
う
こ
と
を
認
識
す
る
。
そ
れ
と
も
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
は
一
の
前

提
を
も
っ
て
始
め
な
い
の
で
も
あ
ろ
う
か
。『
否
、
そ
れ
は
純
粋
な
有
を
も
っ
て
始
め
る
。
そ
れ
は
何
等
特
殊
な

0

0

0

端
初
を
も
っ
て
で
は
な
く
、
却
っ
て
純
粋
に
無
規
定
的
な
も
の
を
も
っ
て
、
端
初
そ
の
も
の
を
も
っ
て
始
め
る
。』

そ
う
で
あ
る
か
。
然
し
そ
れ
な
ら
ば
、
哲
学
が
一
般
に
一
の
端
初
を
な
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
が
既
に
一
の

前
提
な
の
で
は
な
い
か
。『
い
ま
、
凡
て
の
も
の
は
実
に
始
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
い
う
こ
と
は
ま
こ
と
に
自

明
の
こ
と
で
あ
る
、
そ
れ
故
に
哲
学
も
ま
た
始
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。』
も
ち
ろ
ん
。
然
し
な
が
ら
こ
の
端

初
は
一
の
偶
然
的
な
、
任
意
的
な
端
初
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
哲
学
が
始
め
る
べ
き
端
初
は
特
殊
な

0

0

0

意
味
、
即
ち

自
体
に
於
て
も
し
く
は
学
問
的
に
第
一
の
も
の
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
然
る
に
私
は
ま
さ
に
、
何
故
に
一

般
に
か
く
の
如
き
端
初
を
な
す
か
、
と
問
う
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
っ
た
い
端
初
の
概
念
は
も
は
や
批
判
の
対
象

で
な
い
の
か
、
そ
れ
は
直
接
的
に
真
で
あ
り
、
一
般
的
に
妥
当
的
で
あ
る
の
か
。
何
故
に
私
は
端
初
に
於
て
ま
さ

に
端
初
の
概
念
を
癈
棄
し
得
べ
き
で
な
い
の
か
、
何
故
に
私
は
直
接
に
現
実
的
な
も
の
に
私
を
関
係
さ
せ
て
は
な

ら
な
い
の
で
あ
る
か
。」「
哲
学
は
自
分
の
ア
ン
テ
ィ
テ
ー
ゼ

0

0

0

0

0

0

0

、
自
分
の
他
我
0

0A
lter Ego 

を
も
っ
て
始
め
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
そ
う
で
な
い
場
合
そ
れ
は
つ
ね
に
主
観
的
に
、
つ
ね
に
自
我
の
う
ち
に
囚
え
ら
れ
て
と
ど
ま
る
。
何

物
も
前
提
し
な
い
哲
学
は
自
己
自
身

0

0

0

0

を
前
提
す
る
と
こ
ろ
の
、
直
接
に
自
己
自
身
を
も
っ
て
始
め
る
と
こ
ろ
の
哲
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学
で
あ
る
。＊

ヘ
ー
ゲ
ル
が
何
故
に
無
前
提
的
な
、
絶
対
的
な
端
初
を
求
め
た
か
と
云
え
ば
、
彼
は
思
惟
を
体
系
的

な
思
惟
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
云
う
、「
然
し
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
体
系

的
な
思
惟
は
思
惟
自
体

0

0

0

0

、
本
質
的
な

0

0

0

0

思
惟
で
な
く
、
却
っ
て
単
に
自
己
を
叙
述
す
る

0

0

0

0

思
惟
で
あ
る
。」
叙
述
乃
至

表
現
に
と
っ
て
は
端
初
は
本
質
的
な
関
係
を
も
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。「
叙
述
は
叙
述
の
前
に
意
識
さ
れ
た
も
の

か
ら
抽
象
す
る
。
そ
れ
は
絶
対
的
な
端
初
を
な
す
べ
き
で
あ
る
。
然
る
に
ま
さ
に
こ
の
点
に
於
て
直
ち
に
叙
述
の

限
界
0

0

が
顕
に
さ
れ
る
。
思
惟
は
思
惟
の
叙
述
に
先
立
つ

0

0

0

。
叙
述
に
於
け
る
端
初
は
唯
叙
述
に
と
っ
て
の
も
の
で
あ

り
、
思
惟
に
と
っ
て

0

0

0

0

0

0

第
一
の
も
の
で
は
な
い
0

0

。」
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
よ
れ
ば
、
体
系
は
思
想
の
表
現
、
従
っ

て
伝
達
の
た
め
の
手
段
で
あ
り
、
思
想
そ
の
も
の
と
内
的
な
、
本
質
的
な
聯
関
が
あ
る
の
で
は
な
い
。「
体
系
家

は
そ
れ
だ
か
ら
芸
術
家
で
あ
る
。」「
叙
述
的
な
、
体
系
的
な
哲
学
は
、
自
己
の
う
ち
に
向
け
ら
れ
た
実
質
的
な
思

惟
の
叙
情
詩
と
は
反
対
に
劇
的
な
、劇
場
的
な
哲
学
で
あ
る
。＊
＊」マ

ル
ク
ス
及
び
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
彼
等
の
弁
証
法
的
、

唯
物
論
的
考
察
の
仕
方
に
就
い
て
、
こ
の
考
察
の
仕
方
は
無
前
提
で
な
く
、
却
っ
て
現
実
的
な
前
提
か
ら
出
発
し
、

そ
れ
を
瞬
時
と
雖
も
離
れ
な
い
と
云
っ
て
い
る
。
更
に
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
次
の
如
く
論
ず
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
前

に
は
、
究
極
的
な
、
絶
対
的
な
、
神
聖
な
何
物
も
存
し
得
ず
、
一
切
の
物
は
自
己
の
消
滅
性
、
過
渡
的
性
質
を
示

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
こ
れ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
方
法
の
必
然
的
な
帰
結
で
あ
る
、
然
る
に
彼
自
身
が
こ
の
帰
結
を
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引
き
出
さ
な
か
っ
た
の
は
、
彼
が
体
系
を
作
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
弁

証
法
的
方
法
と
体
系
の
概
念
と
は
相
排
斥
す
る
と
し
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
絶
対
的
な
体
系
は
円
環
行
程
の
形
式
を
と

っ
て
い
る
。
そ
れ
は
か
か
る
も
の
と
し
て
有
限
と
無
限
と
の
統
一
た
る
真
の
無
限
な
る
も
の
を
現
す
と
考
え
ら
れ

る
。
然
る
に
何
よ
り
も
主
観
性
を
尊
重
し
た
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
本
来
有
限
な
存
在
者
た
る
人
間
に
と

っ
て
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
悪
し
き
無
限
と
し
て
軽
蔑
し
た
と
こ
ろ
の
限
り
な
き
進
行
の
無
限
こ
そ
最
高
の
も
の
で
あ

る
。
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
い
う
現
実
的
な
人
間
の
弁
証
法
た
る
「
性
質
的
弁
証
法
」
は
完
結
的
な
性
質
を
も
ち
得

ず
、
従
っ
て
体
系
の
概
念
と
は
根
本
的
に
相
容
れ
ぬ
も
の
を
含
ん
で
い
る
。

＊　

L. Feuerbach, W
W

. II, SS. 165, 208, 209, 230.

＊
＊　

O
p. cit., SS. 167,173,174,176.

か
く
て
我
々
に
と
っ
て
の
問
題
は
、
弁
証
法
的
発
展
の
概
念
は
一
般
に
体
系
の
概
念
と
相
容
れ
ぬ
も
の
か
ど
う

か
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
体
系
の
概
念
が
或
る
完
結
性
及
び
絶
対
性
な
る
も
の
を
含
む
と
す

れ
ば
、
問
題
は
、
弁
証
法
的
発
展
の
基
礎
で
は
何
等
の
意
味
に
於
て
も
絶
対
的
な
も
の
、
完
結
的
な
も
の
が
考
え

ら
れ
得
な
い
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
こ
の
問
に
し
て
単
に
否
定
的
に
し
か
答
え
ら

れ
得
な
い
な
ら
ば
、
弁
証
法
の
概
念
は
究
極
に
於
て
科
学
の
概
念
と
も
相
容
れ
ぬ
こ
と
と
な
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
科
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学
の
科
学
性
の
ひ
と
つ
に
は
体
系
的
性
質
が
属
す
る
か
ら
で
あ
る
。
既
に
論
じ
た
如
く
、
事
実
と
し
て
の
歴
史
は

自
己
の
発
展
が
要
求
す
る
に
従
っ
て
存
在
と
し
て
の
歴
史
の
如
何
な
る
も
の
に
も
自
己
を
結
び
付
け
る
。
従
っ
て

単
に
存
在
の
秩
序
に
関
す
る
限
り
に
於
て
見
れ
ば
、
絶
対
的
な
端
初
は
な
く
、
寧
ろ
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
云
っ

た
よ
う
に
、
端
初
は
偶
然
的
な
、
任
意
の
端
初
で
あ
る
。
そ
し
て
科
学
に
と
っ
て
は
端
初
は
か
か
る
端
初
で
あ
る

よ
う
に
見
え
る
。
な
ぜ
な
ら
科
学
は
つ
ね
に
直
接
に
は
存
在
を
対
象
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
然
し
こ
の
よ
う
な
端

初
は
、
事
実
と
し
て
の
歴
史
、
即
ち
行
為
的
な
も
の
と
の
関
係
に
於
て
は
、
決
し
て
偶
然
的
で
な
く
、
却
っ
て
必

要
的
な
、
絶
対
的
な
意
味
を
有
す
る
。
体
系
の
概
念
は
全
体
の
概
念
か
ら
分
離
さ
れ
得
な
い
。
然
る
に
我
々
は
ま

た
存
在
と
し
て
の
歴
史
に
於
け
る
全
体
が
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
於
て
事
実
と
し
て
の
歴
史
の
立
場
か
ら
作
ら
れ
る

こ
と
を
述
べ
た
。
そ
こ
で
弁
証
法
的
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
体
系
も
与
え
ら
れ
た
も
の
で
な
く
、
事
実
と
し
て
の
歴

史
の
根
拠
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
作
ら
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
体
系
は
、
単
に
存
在
の
秩
序
に

関
す
る
限
り
、
絶
対
的
な
も
の
で
あ
り
得
な
い
け
れ
ど
も
、
事
実
と
の
関
係
に
於
て
は
、
絶
対
的
な
、
完
結
的
な

意
味
を
担
う
。
体
系
は
固
よ
り
存
在
に
於
て
の
み
形
作
ら
れ
得
る
。
な
ぜ
な
ら
存
在
は
事
実
に
対
し
、或
は「
既
に
」

の
性
格
を
具
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
或
は
ま
た
特
に
連
続
性
を
含
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
自
身
体
系
的
性
質
を

も
っ
て
い
る
。
存
在
の
歴
史
性
は
事
実
に
対
し
体
系
的
歴
史
性

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
と
も
云
わ
れ
得
る
。
こ
れ
に
反
し
事
実
は
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寧
ろ
非
連
続
的
で
あ
り
、
瞬
間
的
で
あ
る
。
事
実
の
歴
史
性
は
瞬
間
的
歴
史
性

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
も
し
か
よ
う
に
二
つ
の

歴
史
性
が
区
別
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
体
系
に
対
す
る
要
求
は
凡
そ
事
実
と
し
て
の
歴
史
が
存
在
と
し
て
の
歴
史
に

自
己
を
結
び
付
け
る
と
い
う
必
然
性
を
前
提
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
然
し
単
に
存
在
と
し
て
の
歴
史
の

立
場
に
於
て
は
、
如
何
な
る
絶
対
的
な
も
の
、
究
極
的
な
も
の
も
あ
り
得
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
自
分
の
観
念
論
の

立
場
か
ら
凡
て
の
歴
史
を
、
従
っ
て
唯
物
論
そ
の
も
の
を
も
統
一
的
に
、
根
本
的
に
説
明
し
、
展
開
し
得
る
と
信

じ
た
。
然
し
マ
ル
ク
ス
主
義
は
反
対
に
、
自
分
の
唯
物
論
の
立
場
か
ら
一
切
の
歴
史
を
、
従
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
及
び

そ
の
他
の
観
念
論
的
な
史
観
そ
の
も
の
を
も
統
一
的
に
、
根
本
的
に
説
明
し
、
展
開
し
得
る
と
主
張
す
る
。
い
ず

れ
の
歴
史
理
論
も
、
ま
さ
に
理
論
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
絶
対
性
、
体
系
的
性
質
に
対
す
る
要
求
を
含
ん
で
い
る
。

け
れ
ど
も
広
く
歴
史
を
見
渡
す
と
き
、
如
何
な
る
歴
史
理
論
も
変
化
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
の
相
対
的
性
質
は

疑
わ
れ
る
こ
と
が
出
来
ぬ
。
存
在
と
し
て
の
歴
史
に
於
て
は
凡
て
が
相
対
的
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
有
機
的
発
展
の

思
想
に
於
て
の
よ
う
に
事
実
と
存
在
と
が
単
に
連
続
的
に
見
ら
れ
、内
在
的
統
一
を
な
す
と
解
せ
ら
れ
る
な
ら
ば
、

歴
史
的
な
も
の
の
相
対
性
は
救
わ
れ
得
ず
、
歴
史
主
義
は
そ
れ
の
必
然
的
な
る
帰
結
で
あ
る
。
絶
対
性
は
存
在
と

し
て
の
歴
史
と
は
秩
序
を
異
に
す
る
事
実
と
し
て
の
歴
史
に
関
係
し
て
、
そ
れ
故
に
客
体
的
な
も
の
で
な
く
主
体

的
な
も
の
の
立
場
か
ら
、
観
想
で
な
く
実
践
の
立
場
か
ら
、
作
ら
れ
た
歴
史
で
な
く
歴
史
を
作
る
立
場
か
ら
定
め
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ら
れ
る
の
で
あ
る
。
事
実
が
存
在
に
対
し
て
非
連
続
的
、
超
越
的
方
面
を
有
す
れ
ば
こ
そ
、
我
々
は
ま
た
現
在
の

事
実
の
立
場
か
ら
過
去
の
諸
体
系
の
中
へ
も
自
由
に
降
り
て
行
き
、
そ
れ
に
そ
の
独
自
性
と
絶
対
性
と
を
認
め
得

る
の
で
あ
る
。
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
は
云
う
、「
体
系
を
も
つ
と
い
う
こ
と
も
ま
た
体
系
を
も
た
ぬ

と
い
う
こ
と
も
精
神
に
と
っ
て
同
様
に
致
命
的
で
あ
る
。
精
神
は
そ
れ
故
に
実
に
二
つ
の
こ
と
を
結
合
す
る
こ
と

を
決
心
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。」
我
々
は
こ
の
ま
こ
と
に
正
し
い
言
葉
に
多
少
と
も
満
足
な
説
明
を
与

え
得
た
と
信
ず
る
。
即
ち
そ
こ
に
言
い
表
さ
れ
た
の
は
存
在
と
事
実
と
の
、
体
系
的
歴
史
性
と
瞬
間
的
歴
史
性
と

の
弁
証
法
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
我
々
は
目
的
論
に
就
い
て
も
同
様
の
関
係
を
見
た
。
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一

歴
史
的
な
も
の
は
時
間
的
な
も
の
で
あ
る
。
時
間
的
な
ら
ぬ
も
の
は
非
歴
史
的
も
し
く
は
超
歴
史
的
と
考
え
ら

れ
る
。
歴
史
的
な
も
の
は
本
来
「
時
間
か
ら
理
解
さ
れ
る
こ
と
を
欲
す
る
事
物
」
で
あ
る
。
蓋
し
そ
れ
は
運
動

的
、
発
展
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
に
於
て
は
歴
史 G

eschichte 

は
出
来
事 G

eschehen 

で
あ
っ
て
、
存

在 Sein 

で
は
な
い
と
も
云
わ
れ
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。＊

歴
史
は
在
る
の
で
な
く
、
成
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
運

動
及
び
発
展
は
時
間
と
い
う
も
の
を
離
れ
て
考
え
ら
れ
な
い
。
か
く
て
時
間
は
、
空
間
に
対
し
て
、
歴
史
を
自
然

か
ら
区
別
す
る
と
こ
ろ
の
最
も
本
質
的
な
規
定
で
あ
る
と
さ
え
見
ら
れ
て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
云
っ
て
い
る
、「
そ

れ
だ
か
ら
世
界
歴
史
は
一
般
に
、
恰
も
空
間
に
於
て
イ
デ
ー
は
自
己
を
自
然
と
し
て
開
示
す
る
如
く
、
時
間
に
於

け
る
精
神
の
開
示
で
あ
る
。」
歴
史
的
科
学
を
「
発
展
の
科
学
」
と
呼
ん
だ
ラ
ッ
ツ
ェ
ル
は
そ
れ
を
ま
た
「
時
間

の
科
学
」Zeitw

issenschaft 

と
も
称
し
た
。
ド
ロ
イ
セ
ン
も
ま
た
次
の
よ
う
に
書
い
た
の
で
あ
る
。「
我
々
は
我
々

の
言
語
の
う
ち
に
自
然
及
び
歴
史
な
る
語
を
見
出
す
。
そ
し
て
何
人
も
、
歴
史
と
い
う
語
に
直
ち
に
過
程
の
表
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象
、
時
間
的
な
る
も
の
の
表
象
が
結
び
付
け
ら
れ
る
こ
と
を
、
一
致
し
て
認
め
て
い
る
で
あ
ろ
う
。」
そ
し
て
ひ

と
は
彼
が
多
少
カ
ン
ト
的
な
言
い
廻
し
を
も
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
上
の
命
題
を
繰
り
返
し
て
い
る
の
に
出
会
う
で
あ

ろ
う
。
曰
く
、「
我
々
は
た
し
か
に
諸
現
象
の
総
体
を
ば
、
我
々
が
そ
れ
を
空
間
及
び
時
間

0

0

0

0

0

0

に
従
っ
て
秩
序
付
け

ら
れ
た
も
の
と
し
て
考
え
る
と
き
、
即
ち
、
我
々
が
自
然
及
び
歴
史

0

0

0

0

0

0

と
云
う
と
き
、
包
括
す
る
こ
と
が
出
来
る
。＊
＊」

と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
に
歴
史
的
な
も
の
が
時
間
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
思
う
と
き
、
ま
さ
に
時
間
の
驚
歎
す
べ

き
性
質
の
た
め
に
、
歴
史
は
我
々
に
と
っ
て
愈
々
不
思
議
な
も
の
と
し
て
現
れ
る
の
で
あ
る
。
時
間
に
就
い
て
嘗

て
恐
ら
く
最
も
深
き
思
索
を
め
ぐ
ら
し
た
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
語
る
、「
然
ら
ば
時
間
と
は
何
か
。
も
し
誰
も

私
に
尋
ね
な
い
な
ら
ば
、
私
は
知
っ
て
い
る
。
も
し
私
が
尋
ね
る
者
に
説
明
し
よ
う
と
欲
す
る
な
ら
ば
、
私
は
知

ら
な
い
。
＊
＊
＊」quid est ergo tem
pus? si nem

o ex m
e quaerat, scio ; si quaerenti explicare velim

, nescio. 

歴
史
の

秘
密
は
時
間
の
秘
密
で
あ
る
。
時
間
の
問
題
は
歴
史
哲
学
の
中
心
に
立
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
故
に
我
々
は
こ
れ

ま
で
に
於
て
も
種
々
な
る
場
合
に
時
間
に
関
し
て
述
べ
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
い
ま
必
要
な
る
限
り

そ
れ
を
補
う
た
め
に
更
め
て
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

＊　

V
gl. F. G

ottl, D
ie G

renzen der G
eschichte, 1904.

＊
＊　

J. G
. D

roysen, G
rundriss der H

istorik, 1875, S. 64. u. S. 67.
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歴
史
に
於
け
る
時
間
の
問
題
は
特
に
「
歴
史
的
時
間
」
の
問
題
と
し
て
提
出
さ
れ
る
。
そ
し
て
ひ
と
は
歴
史
的

時
間
の
問
題
は
、
或
は
自
然
科
学
的
時
間
と
の
区
別
に
於
て
、
或
は
所
謂
空
間
化
さ
れ
た
時
間
と
の
対
立
に
於
て

取
扱
わ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
る
。
こ
の
こ
と
自
体
に
固
よ
り
間
違
い
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
然
し
な
が
ら
そ
れ
は

少
な
く
と
も
不
精
密
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
先
ず
、同
じ
く
自
然
的
と
云
っ
て
も
、「
自
然
科
学
的
時
間
」

と
「
自
然
的
時
間
」
と
が
区
別
さ
れ
得
る
し
、
ま
た
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
我
々

が
後
に
至
っ
て
論
及
し
よ
う
と
す
る
「
世
代
」G

eneration 

と
い
う
概
念
の
如
き
は
、
も
と
自
然
的
時
間
を
表
す

け
れ
ど
も
、
そ
れ
だ
か
ら
と
て
そ
れ
は
本
来
の
自
然
科
学
的
時
間
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
然
る
に
も
し
人
間
の
歴

史
に
し
て
自
然
を
基
礎
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
何
等
か
の
仕
方
で
自
然
と
織
り
合
わ
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と

す
る
な
ら
ば
、
よ
し
自
然
科
学
的
時
間
の
問
題
は
歴
史
の
問
題
に
と
っ
て
没
交
渉
で
あ
る
と
し
て
も
、
自
然
的
時

間
の
問
題
は
決
し
て
そ
う
で
は
あ
り
得
な
い
筈
で
あ
る
。
そ
れ
と
共
に
ま
た
、
特
に
こ
の
よ
う
な
自
然
的
時
間
の

概
念
に
対
し
て
、
固
有
な
る
意
味
に
於
け
る
歴
史
的
時
間
の
概
念
―
―
こ
こ
で
は
「
世
代
」
の
概
念
と
の
区
別
に

於
て
「
時
代
」Zeitalter 

と
い
う
概
念
を
か
か
る
も
の
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
―
―
の
明
ら
か
に
さ
れ
る

こ
と
が
要
求
さ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
更
に
両
者
の
聯
関
の
示
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
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け
れ
ど
も
そ
れ
だ
け
で
な
お
問
題
は
全
く
透
明
に
さ
れ
た
わ
け
で
な
い
。
こ
の
不
透
明
は
歴
史
と
い
う
語
の
も

つ
両
義
性
に
関
係
し
て
い
る
も
の
の
如
く
に
見
え
る
。即
ち
我
々
は
最
初
に
歴
史
な
る
語
の
担
う
意
味
を
分
析
し
、

就
中
事
実
と
し
て
の
歴
史
と
存
在
と
し
て
の
歴
史
と
を
区
別
し
た
が
、
丁
度
こ
の
こ
と
に
相
応
し
て
、
自
然
的
時

間
か
ら
ひ
と
ま
ず
区
別
さ
れ
た
歴
史
的
時
間
の
概
念
に
於
て
も
ま
た
二
つ
の
意
味
が
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
そ
の
一
方
を
「
事
実
的
時
間
」
と
称
し
、
そ
の
他
方
を
特
に
固
有
な
る
意
味

に
於
け
る
「
歴
史
的
時
間
」
と
名
付
け
よ
う
。
と
こ
ろ
で
後
者
が
例
え
ば
時
代
の
概
念
と
し
て
歴
史
的
諸
科
学
に

於
て
そ
の
ロ
ゴ
ス
的
表
現
に
達
す
る
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
前
者
即
ち
事
実
的
時
間
は
何
処
に
於
て
自
己
を
ロ
ゴ

ス
的
に
表
現
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
我
々
は
か
よ
う
な
表
現
の
場
所
と
し
て
、
歴
史
的
諸
科
学
を
裏
付
け
し
て

い
る
史
観
な
る
も
の
を
示
す
こ
と
が
出
来
よ
う
か
と
思
う
。
こ
れ
史
観
の
う
ち
に
は
事
実
と
し
て
の
歴
史
が
自
己

を
表
出
す
る
と
い
う
こ
と
に
相
応
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
の
み
で
な
く
、
我
々
は
事
実
と
し
て
の
歴
史
と
存
在
と

し
て
の
歴
史
と
の
間
に
或
る
一
定
の
本
質
的
な
関
係
の
横
た
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
見
出
し
た
。
そ
こ
で
ま
た
そ
れ

に
相
応
し
て
歴
史
的
時
間
―
―
自
然
的
時
間
か
ら
区
別
さ
れ
た
そ
れ
―
―
の
二
つ
の
概
念
の
間
に
も
何
等
か
一
定

の
内
面
的
な
聯
関
が
存
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

か
く
て
時
間
の
問
題
が
歴
史
に
関
係
し
て
論
ぜ
ら
れ
る
と
き
、
そ
こ
に
は
必
ず
明
ら
か
に
さ
る
べ
き
三
つ
の
も



一
六
〇

の
の
関
係
の
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
自
然
的
時
間

0

0

0

0

0

、
歴
史
的
時
間

0

0

0

0

0

及
び
事
実
的
時
間

0

0

0

0

0

の
関
係
が
そ
れ

で
あ
っ
て
、
こ
の
も
の
を
解
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
時
間
の
全
構
造
は
、
歴
史
に
か
か
わ
る
限
り
、
明
瞭

に
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
も
し
か
く
の
如
く
現
実
の
歴
史
の
時
間
に
し
て
こ
れ
ら
三
つ
の
も
の
の
構
造
聯
関
に

於
て
成
立
せ
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
普
通
に
な
さ
れ
る
よ
う
に
唯
ひ
と
む
き
な
る
直
線
的
進
行

と
し
て
表
象
す
る
こ
と
が
如
何
に
誤
っ
て
い
る
か
は
明
白
で
あ
る
。
寧
ろ
歴
史
の
現
実
的
な
時
間
を
形
成
す
る
そ

れ
ら
三
つ
の
要
素
は
か
か
る
時
間
の
三
つ
の
次
元
と
見
ら
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
現
実
の
時
間
に
は
奥
行
も
あ
り
、

深
さ
も
あ
る
。
云
う
ま
で
も
な
く
時
間
形
成
的
な
三
要
素
の
形
作
る
構
造
聯
関
は
、時
間
の
本
性
上
動
的
で
あ
り
、

従
っ
て
現
実
的
な
時
間
は
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
於
て
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る
。
時
間
の
範
疇
そ
の
も
の
が
歴
史

的
で
あ
る
、
と
も
云
わ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
我
々
は
そ
こ
に
範
疇
の
歴
史
性
の
最
も
原
始
的
な
且
つ
最
も

根
源
的
な
形
態
に
出
会
う
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
歴
史
に
於
て
甚
だ
種
々
な
る
時
間
の
観
念
が
現
れ
て
い
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。
二
、三

の
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。
今
日
普
通
に
時
間
は
無
限
に
涯
な
く
前
進
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
然
る
に
こ
の
よ

う
な
時
間
の
観
念
は
古
代
人
に
は
殆
ど
全
く
縁
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
等
の
も
っ
て
い
た
の
は
却
っ
て
回
帰

的
時
間
の
観
念
で
あ
っ
た
。「
必
然
の
環
」
と
か
「
運
命
の
車
輪
」
な
ど
い
う
言
葉
、
プ
ラ
ト
ン
の
「
完
全
年
」
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の
思
想
等
が
こ
れ
を
示
し
て
い
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
も
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
運
動
の
う
ち
円
運
動
が
時
間
の
最
も

正
確
な
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
現
す
と
云
っ
た
。
そ
し
て
実
際
、
歴
史
が
円
環
行
程
を
形
作
る
と
い
う
こ
と
は
、
単
に
最

も
偉
大
な
ギ
リ
シ
ア
及
び
ロ
ー
マ
の
歴
史
家
た
ち
の
見
解
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
民
族
の
一
般
的
な
考

え
方
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
等
に
と
っ
て
歴
史
は
無
限
な
る
進
歩
を
過
程
す
る
と
い
う
思
想
ほ
ど
縁
遠
い
も
の

は
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
全
く
近
代
人
の
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
は
、
古
代
史
と

近
代
史
と
は
二
つ
の
全
く
異
な
っ
た
法
則
の
上
に
立
つ
そ
れ
ぞ
れ
の
全
体
で
あ
る
と
見
做
し
、
前
者
は
「
円
環
行

程
の
体
系
」
を
な
し
、
後
者
は
こ
れ
に
反
し
て
「
無
限
な
る
前
進
の
体
系
」
を
な
す
と
解
釈
し
た
。＊

然
る
に
原
始

キ
リ
ス
ト
教
の
場
合
に
於
て
は
如
何
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
信
徒
等
は
彼
等
の
感
激
に
於
て
固
よ
り
全
く

新
し
く
明
け
る
日
の
微
風
に
包
ま
れ
て
い
る
の
を
信
じ
た
が
、
然
し
そ
れ
は
同
時
に
こ
の
世
界
の
過
ぎ
去
る
最
後

の
審
判
の
日
で
あ
る
べ
き
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
パ
ウ
ロ
が
テ
ッ
サ
ロ
ニ
ケ
の
教
会
を
建
て
た
と
き
、
改
宗
者
た

ち
は
か
か
る
新
し
き
日
を
経
験
す
る
こ
と
な
く
死
ん
で
行
く
兄
弟
た
ち
の
た
め
に
憂
慮
し
た
、
そ
こ
で
パ
ウ
ロ
は

自
分
自
身
は
少
な
く
と
も
こ
の
日
を
肉
の
眼
を
も
っ
て
見
る
の
で
あ
る
と
い
う
希
望
を
仄
め
か
す
こ
と
に
よ
っ
て

彼
等
を
慰
め
た
と
云
わ
れ
る
。
古
代
的
な
回
帰
的
時
間
、
近
代
的
な
無
限
進
行
の
時
間
に
対
し
、
こ
こ
に
は
或
る

第
三
の
も
の
と
し
て
終
末
観
的
時
間
が
あ
る
。
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er.
か
く
の
如
き
時
間
が
そ
れ
ぞ
れ
の
史
観
の
う
ち
に
具
体
的
に
表
現
さ
れ
て
出
会
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ

る
。
例
え
ば
、
回
帰
的
時
間
は
歴
史
の
循
環ajnakuvklw

siV

の
思
想
と
し
て
、
古
代
に
あ
っ
て
既
に
ツ
キ
デ
ィ

デ
ス
の
う
ち
に
そ
の
萌
芽
が
見
ら
れ
、
ポ
リ
ビ
オ
ス
の
見
解
の
う
ち
に
於
て
残
り
な
く
発
達
せ
し
め
ら
れ
た
。
即

ち
諸
国
家
の
全
発
展
は
、
興
起
、
成
熟
及
び
死
滅
と
い
う
段
階
を
通
じ
て
運
動
し
、
か
く
て
次
に
再
び
繰
り
返
し

て
最
初
か
ら
こ
の
過
程
を
始
め
る
と
い
う
思
想
が
ポ
リ
ビ
オ
ス
の
歴
史
叙
述
を
内
的
に
も
外
的
に
も
制
約
し
た
の

で
あ
っ
た
。
或
は
ま
た
無
限
進
行
の
時
間
は
啓
蒙
時
代
に
於
け
る
人
類
の
完
成
の
無
限
な
る
可
能
と
い
う
思
想
の

う
ち
に
制
限
さ
れ
る
こ
と
な
く
表
現
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
そ
れ
は
、
十
七
世
紀
に
於
て
特
に
フ
ラ
ン
ス
に
生
れ
、

有
名
な
「
古
代
人
近
代
人
の
優
越
に
関
す
る
論
争
」querelle des anciens et des m

odernes 

と
な
っ
て
現
れ
、
近

代
的
な
史
観
の
支
配
的
な
特
徴
を
な
す
か
の
所
謂
「
進
歩
の
観
念
」idée de progrès 

と
結
び
付
い
て
い
る
。
然

る
に
こ
の
よ
う
な
時
間
が
客
体
的
な
時
間
、
換
言
す
れ
ば
存
在
と
し
て
の
歴
史
の
時
間
、
我
々
の
い
う
「
歴
史
的

時
間
」
と
は
異
な
る
或
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
最
も
極
端
な
場
合
を
観
察
す
る
と
き
、
容
易
に
理
解
さ
れ

る
で
あ
ろ
う
。
初
代
キ
リ
ス
ト
教
の
信
徒
た
ち
は
こ
の
世
界
の
終
末
が
全
く
間
近
に
迫
り
、
神
の
国
の
到
来
の
近

づ
い
た
こ
と
を
堅
く
信
じ
た
。
け
れ
ど
も
彼
等
の
信
仰
は
客
観
的
歴
史
的
に
は
実
現
さ
れ
は
し
な
か
っ
た
。
こ
の
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世
界
は
な
お
依
然
と
し
て
存
続
し
て
お
り
、
事
物
の
客
観
的
歴
史
的
過
程
は
そ
の
後
と
雖
も
連
続
し
て
行
わ
れ
て

い
る
。
こ
こ
に
い
ま
述
べ
た
よ
う
な
時
間
と
歴
史
的
時
間
と
の
間
の
乖
離
が
現
れ
て
来
る
。
そ
れ
だ
か
ら
と
云
っ

て
、
問
題
の
時
間
が
虚
妄
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
却
っ
て
そ
の
こ
と
は
二
つ
の
時
間
が
何
等
か
異
な
っ
た
秩
序
の

も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
に
過
ぎ
な
い
。
か
の
キ
リ
ス
ト
教
の
信
徒
等
は
恰
も
彼
等
が
生
き
た
よ
う
な
時
間
の
意

識
に
於
て
の
み
、ま
さ
に
彼
等
の
な
し
た
が
如
き
世
界
史
的
意
義
を
有
す
る
歴
史
的
活
動
を
な
し
得
た
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、か
か
る
時
間
は
歴
史
的
時
間
が
客
観
的
で
あ
る
に
対
し
て
た
し
か
に
主
観
的
な
意
味
を
含
ん
で
い
る
。

そ
の
故
を
も
っ
て
、
ひ
と
は
そ
れ
を
単
に
主
観
的
な
も
の
に
過
ぎ
ぬ
と
し
て
却
け
る
で
あ
ろ
う
か
。
然
し
こ
の
同

じ
人
は
、
彼
自
身
も
ま
た
、「
甲
は
過
去
に
生
き
て
い
る
」、「
乙
は
未
来
に
生
き
て
い
る
」、
な
ど
と
い
う
言
葉
を

口
に
す
る
こ
と
が
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
彼
が
こ
の
よ
う
に
語
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
客
観
的
な
歴
史
的
時
間
と

は
異
な
る
或
る
も
の
に
関
し
て
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
単
に
客
観
的
に
見
る
な
ら
ば
、
甲
も
乙
も

共
に
所
謂
現
在
即
ち
こ
の
一
九
三
一
年
に
生
き
て
い
る
こ
と
は
疑
わ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。し
か
も
な
お
か
つ「
現

在
に
生
き
よ
」
な
ど
と
命
令
さ
れ
、
そ
し
て
そ
れ
が
有
意
味
な
こ
と
と
し
て
受
取
ら
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
単
な
る

客
観
的
時
間
で
な
く
、
却
っ
て
こ
れ
と
は
秩
序
を
異
に
す
る
時
間
を
意
味
す
る
た
め
で
あ
る
。
或
は
ま
た
ブ
ル
ジ

ョ
ワ
ジ
ー
は
現
在
を
永
遠
化
し
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
こ
れ
を
過
渡
的
と
し
て
把
握
す
る
と
云
わ
れ
る
場
合
、
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そ
こ
に
意
味
さ
れ
て
い
る
の
は
も
と
客
観
的
な
歴
史
的
時
間
と
は
違
っ
た
も
の
の
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ

の
よ
う
に
し
て
い
ま
歴
史
の
問
題
に
関
係
し
て
云
え
ば
、
史
観
の
う
ち
に
現
れ
て
い
る
時
間
の
観
念
が
客
体
的
な

存
在
と
し
て
の
歴
史
の
時
間
と
は
異
な
る
秩
序
の
主
体
的
な
時
間
を
含
ん
で
表
出
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
、
史
観
の
う
ち
に
は
つ
ね
に
或
る
主
体
的
な
も
の
が
表
出
さ
れ
て
い

る
、
と
い
う
こ
と
に
相
応
す
る
。
我
々
に
よ
れ
ば
、
か
か
る
史
観
の
う
ち
に
表
出
さ
れ
る
時
間
の
観
念
は
、
存
在

と
し
て
の
歴
史
の
時
間
即
ち
固
有
な
る
「
歴
史
的
時
間
」
に
対
し
て
、
事
実
と
し
て
の
歴
史
の
時
間
即
ち
「
事
実

的
時
間
」、
も
し
く
は
こ
れ
の
変
形
で
あ
る
の
で
あ
る
。
事
実
的
時
間
の
概
念
が
こ
の
よ
う
に
し
て
歴
史
的
時
間

の
概
念
か
ら
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
そ
し
て
事
実
的
時
間
が
行
為
的
時
間
で
あ
る
と
い
う

こ
と
は
固
よ
り
論
ず
る
ま
で
も
な
か
ろ
う
と
思
う
。

我
々
は
事
実
と
し
て
の
歴
史
を
こ
れ
ま
で
「
現
在
」
と
し
て
規
定
し
て
来
た
。「
現
在
」
は
屡
々
「
今
」
と
も

言
い
換
え
ら
れ
る
。
然
る
に
普
通
用
い
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
は
、「
現
在
」
も
し
く
は
「
今
」
と
い
う
語
は
多
義
で

あ
っ
て
、
こ
こ
に
少
な
く
と
も
そ
の
三
つ
の
意
味
を
区
別
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
我
々
の
い
う
事
実

的
時
間
は
、
既
に
最
初
の
章
で
云
っ
た
如
く
、
ま
さ
に
「
瞬
間
」
と
し
て
規
定
せ
ら
れ
て
、
そ
れ
の
他
の
二
つ
の

意
味
、
即
ち
一
方
で
は
「
永
遠
」
そ
し
て
他
方
で
は
後
に
説
く
如
き
固
有
な
る
意
味
に
於
け
る
「
今
」
か
ら
区
別
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さ
れ
る
の
で
あ
る
。
瞬
間
は
先
ず
「
永
遠
」
と
い
う
こ
と
と
等
し
く
な
い
。
永
遠
も
ま
た
多
く
の
場
合
に
現
在
も

し
く
は
今
と
い
う
語
で
表
さ
れ
て
い
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
於
て
の
如
き
が
そ
う
で
あ
る
。
彼
は
云
う
、「
汝

の
年
は
一
日
で
あ
る
、
そ
し
て
汝
の
日
は
毎
日
で
な
く
、
今
日
で
あ
る
、
汝
の
今
日
は
明
日
に
移
る
の
で
な
く
、

ま
た
昨
日
に
継
ぐ
の
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
汝
の
今
日
は
永
遠
で
あ
る
。＊ hodiernus tuus aeternitas.

」
今
日

と
い
う
こ
と
は
こ
こ
で
永
遠
の
意
味
に
於
て
語
ら
れ
て
い
る
。
ニ
コ
ラ
ウ
ス
・
グ
ザ
ー
ヌ
ス
【N

icolaus C
usanus, 

1401-64

】
の
「
か
く
て
今
即
ち
現
在
は
時
間
を
包
む
」Ita nunc, sive praesens, com

plicat tem
pus 

と
い
う
有
名

な
言
葉
に
あ
っ
て
も
、
今
ま
た
は
現
在
が
永
遠
を
意
味
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
永
遠
で
あ

っ
て
、
時
間
で
は
な
い
。
然
る
に
か
よ
う
に
現
在
が
凡
て
の
時
間
的
な
も
の
を
包
む
と
い
う
思
想
は
ま
た
ア
ウ
グ

ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
彼
の
、
そ
し
て
一
般
に
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史

哲
学
の
最
も
雄
大
な
体
系
を
叙
述
し
た
『
神
の
国
』
の
中
で
、
時
間
は
運
動
及
び
変
化
と
い
う
も
の
な
し
に
は
考

え
ら
れ
な
い
と
述
べ
て
い
る
。「
ひ
と
は
正
当
に
も
永
遠
と
時
間
と
を
ば
、
時
間
は
何
か
変
化
し
運
動
す
る
も
の

な
し
に
は
な
く
、
然
る
に
永
遠
の
う
ち
に
は
何
等
の
変
化
も
な
い
と
い
う
点
で
区
別
す
る
。
そ
こ
で
も
し
も
そ
れ

に
於
て
運
動
に
よ
っ
て
或
る
変
化
が
行
わ
れ
る
被
造
物
が
生
じ
な
か
っ
た
と
し
た
な
ら
ば
、
明
ら
か
に
時
間
も
存

し
な
い
で
あ
ろ
う
。
蓋
し
時
間
は
両
者
同
時
に
存
し
得
ぬ
と
こ
ろ
の
一
の
状
態
が
他
の
状
態
に
所
を
譲
り
且
つ
継
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ぐ
場
合
、
こ
の
運
動
及
び
変
化
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
る
よ
り
短
い
或
は
よ
り
長
い
持
続
の
間
隔
か
ら
従
っ
て
来
る

の
で
あ
る
。＊
＊」
そ
れ
故
に
何
等
の
変
化
も
含
ま
ぬ
神
は
永
遠
で
あ
っ
て
時
間
的
で
な
く
、
却
っ
て
「
時
間
の
創
造

者
に
し
て
整
序
者
」creator et ordinator tem

porum
 

で
あ
る
。
永
遠
の
う
ち
に
あ
っ
て
は
何
物
も
過
ぎ
行
く
こ

と
な
く
、
却
っ
て
凡
て
は
つ
ね
に
現
在
的
で
あ
る
。
過
ぎ
去
り
し
も
の
及
び
来
ら
ん
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
、

永
遠
に
現
在
的
な
る
も
の
に
よ
っ
て
造
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
か
く
て
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
あ
っ
て
は
時
間

の
問
題
は
神
に
対
し
て
被
造
物
の
根
本
的
な
存
在
の
仕
方
の
問
題
に
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
が
そ

の
深
き
解
明
を
試
み
た
の
は
、
外
部
の
世
界
の
時
間
、
所
謂
「
世
界
時
間
」
の
問
題
で
は
な
く
、
寧
ろ
特
に
被
造

物
た
る
人
間
の
本
質
及
び
そ
れ
の
神
（
従
っ
て
永
遠
）
に
対
す
る
関
係
の
問
題
と
し
て
の
時
間
で
あ
っ
た
。
人
間

の
本
質
と
は
精
神 anim

a 

で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
し
て
彼
に
於
て
は
主
体
的
な
、内
面
的
な
時
間
が
問
題
に
さ
れ
る
。

こ
の
場
合
に
あ
た
り
我
々
は
凡
て
の
時
間
の
様
態
が
ま
さ
に
「
現
在
」
の
方
向
に
解
釈
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
注

目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
云
っ
て
い
る
、「
い
ま
や
次
の
こ
と
が
明
白
で
あ
り
、

明
瞭
で
あ
る
、
未
来
も
過
去
も
あ
る
の
で
な
く
、
ま
た
三
つ
の
時
、
過
去
、
現
在
及
び
未
来
、
が
あ
る
と
本
来
云

わ
る
べ
き
で
な
く
、
却
っ
て
恐
ら
く
本
来
、
三
つ
の
時
、
即
ち
過
去
せ
る
も
の
の
現
在 praesens de praeteritis

、

現
在
す
る
も
の
の
現
在 praesens de praesentibus

、
未
来
な
る
も
の
の
現
在 praesens de futuris 

が
あ
る
と
云
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わ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
＊
＊
＊」
彼
は
進
ん
で
時
間
の
諸
様
態
を
精
神
の
は
た
ら
き
に
関
係
し
て
説
明
を
企
て
た
。
未
来

と
現
在
と
過
去
と
は
そ
れ
ぞ
れ
期
待 expecto

、
直
観 attendo 

及
び
記
憶 m

em
ini 

と
い
う
精
神
の
三
つ
の
は
た

ら
き
か
ら
解
明
さ
れ
た
。
長
い
未
来
と
云
わ
れ
る
と
き
、
長
い
の
は
未
来
の
時
間
で
は
な
い
、
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は

未
だ
な
い
か
ら
。
却
っ
て
長
い
未
来
と
は
未
来
の
長
い
期
待
の
こ
と
で
あ
る
。
或
は
ま
た
長
い
の
は
過
去
の
時
間

で
は
な
い
、
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
既
に
な
い
か
ら
。
却
っ
て
長
い
過
去
と
は
過
去
の
長
い
記
憶
の
こ
と
で
あ
る＊
＊
＊
＊。

こ

の
よ
う
に
見
る
の
は
時
間
の
諸
様
態
を
特
に
現
在
か
ら
解
明
す
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。詳
し
く
言
え
ば
、

期
待
と
は
未
来
な
る
も
の
を
現
在
的
に
把
持
す
る
こ
と
で
あ
り
、
直
観
と
は
現
在
す
る
も
の
を
現
在
的
に
把
持
す

る
こ
と
で
あ
り
、
記
憶
と
は
過
去
せ
る
も
の
を
現
在
的
に
把
持
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
時
間
が

現
在
か
ら
解
明
を
受
け
る
と
き
、
こ
の
現
在
が
ま
た
永
遠
と
い
う
も
の
の
方
向
に
理
解
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
か
く
の
如
く
時
間
を
現
在
の
方
向
に
解
釈
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
の
観
想
的
も
し
く
は
瞑
想
的

態
度
と
内
的
に
つ
な
が
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
他
の
機
会
に
於
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
哲
学
の
ひ
と
つ
の

重
要
な
要
素
を
な
す
「
現
在
」
の
概
念
を
こ
の
哲
学
の
観
想
的
性
格
か
ら
説
明
し
て
お
い
た
。
か
よ
う
な
観
想
的

態
度
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
場
合
で
は
ま
た
時
間
が
客
体
的
に
解
釈
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
も
関
係
を
も
っ
て
い

る
。
彼
が
時
間
論
を
根
本
的
に
展
開
し
た
の
は
何
よ
り
も
そ
の
『
フ
ュ
ジ
カ
』
に
於
て
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
い
起
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し
て
み
よ
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
現
在
的
に
見
る video, intueor 

と
い
う
精
神
の
は
た
ら
き
の
基
礎
の
上
に

時
間
の
諸
様
態
を
考
え
る
。
従
っ
て
過
去
の
基
礎
も
現
在
で
あ
り
、
未
来
の
基
礎
も
ま
た
現
在
で
あ
る
と
云
わ
れ

る
。
疑
い
も
な
く
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
時
間
論
は
遥
か
に
内
面
化
さ
れ
て
い
る
。
彼
が
そ
れ
に
就
い
て
最
も
深

き
思
索
を
め
ぐ
ら
し
た
の
は
そ
の
『
コ
ン
フ
ェ
シ
ョ
ー
ネ
ス
』【C

onfessiones

『
告
白
』】
に
於
て
で
あ
っ
た
。
観
想

は
純
粋
に
内
に
向
け
ら
れ
た
観
想
で
あ
る
。
そ
れ
は
ギ
リ
シ
ア
的
な
「
観
想
的
生
」bivoV qew

rhtikovV

の
意
味

に
於
け
る
観
想
を
越
え
た
キ
リ
ス
ト
教
的
な
「
瞑
想
的
生
」 vita contem

plativa 

の
意
味
に
於
け
る
瞑
想
で
あ
り
、

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
哲
学
は
最
も
深
き
「
内
面
性
」
の
哲
学
を
代
表
す
る
。
従
っ
て
彼
に
於
て
は
、
未
来
な
る

も
の
、
現
在
す
る
も
の
、
過
去
せ
る
も
の
が
先
ず
あ
っ
て
、
然
る
後
そ
れ
に
就
い
て
の
期
待
、
直
観
及
び
記
憶
の

作
用
が
行
わ
れ
、
そ
こ
か
ら
時
間
の
諸
様
態
が
生
ず
る
と
考
え
ら
れ
た
と
見
ら
る
べ
き
で
な
く
、
寧
ろ
期
待
、
直

観
、
記
憶
の
作
用
と
共
に
時
間
の
諸
様
態
が
生
れ
、
そ
れ
と
共
に
未
来
な
る
も
の
、
現
在
す
る
も
の
、
過
去
せ
る

も
の
も
志
向
的
に
区
別
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
と
理
解
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
然
し
な
が
ら
そ
れ
に
し
て
も
、
彼
に

於
け
る
時
間
の
問
題
が
フ
ッ
サ
ー
ル
な
ど
の
い
う
「
内
的
時
間
意
識
」
の
問
題
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
考
え
る
こ
と

は
出
来
な
い
。
彼
に
於
て
意
識
の
問
題
も
被
造
物
た
る
人
間
の
本
質
的
な
存
在
の
仕
方
と
し
て
の
精
神
の
問
題
で

あ
り
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
神
に
つ
ら
な
る
問
題
で
あ
っ
た
。
彼
は
内
的
時
間
意
識
を
永
遠
な
る
神
を
も
っ
て
形
而
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上
学
的
に
裏
付
け
る
で
あ
ろ
う
。
彼
が
時
間
を
現
在
か
ら
解
釈
し
た
の
は
も
と
も
と
こ
れ
に
関
係
す
る
と
い
う
こ

と
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
か
く
て
一
般
的
に
こ
う
も
云
わ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
ギ
リ
シ
ア
的
な
永
遠
は
な
お
客
体

的
に
理
解
さ
れ
て
い
た
、
そ
れ
故
に
現
在
（
永
遠
と
い
う
意
味
を
含
め
て
）
も
な
お
過
去
の
、
即
ち
か
の
「
既
に
」

の
意
味
を
担
っ
て
い
た
。
―
―
プ
ラ
ト
ン
に
於
け
る
イ
デ
ア
の
憶
起ajnamnhsiV

【
ア
ナ
ム
ネ
ー
シ
ス
・
想
起
説
】
と

い
う
思
想
が
こ
の
こ
と
を
示
す
、
イ
デ
ア
は
「
存
在
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
―
―
こ
れ
に
対
し
て
ア
ウ
グ
ス
テ

ィ
ヌ
ス
は
現
在
（
永
遠
と
い
う
意
味
を
含
め
て
）
を
真
に
現
在
（
永
遠
的
）
と
し
て
把
握
す
る
方
向
に
進
ん
だ
の

で
あ
る
。

＊　

A
ugustinus, C

onfessiones, X
I, 16.

＊
＊　

D
e civitate D

ei, X
I, 6.

【『
神
の
国
』】

＊
＊
＊　

C
onfessiones, X

I, 26.

＊
＊
＊
＊　

Ibid. X
I, 28.

そ
の
い
ず
れ
と
も
異
な
っ
て
、
我
々
は
現
在
を
ば
「
瞬
間
」
と
し
て
性
格
付
け
、
説
明
す
る
。
我
々
は
一
方
キ

ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
と
共
に
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
、「
ギ
リ
シ
ア
的
情
熱
が
憶
起
に
集
中
せ
ら
れ
る
に
反
し
、
我
々
の
企

図
の
情
熱
は
瞬
間
に
集
中
せ
ら
れ
る
。」
け
れ
ど
他
方
我
々
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
如
く
時
間
を
現
在
か
ら
、
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従
っ
て
ま
た
永
遠
か
ら
解
釈
す
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
未
来
か
ら
規
定
す
る
。
瞬
間
は
固
よ
り
現
在
で
あ
り
、
今

で
あ
る
。
然
し
瞬
間
は
永
遠
が
い
わ
ば
現
在
的
現
在
で
あ
る
に
対
し
て
、
未
来
が
そ
の
う
ち
に
喰
い
入
れ
る
現
在

で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
が
ま
さ
に
瞬
間
で
あ
る
の
は
、
こ
の
未
来
が
普
通
考
え
ら
れ
る
如
く
単
に
可
能
な
も
の
と

い
う
意
味
ば
か
り
で
な
く
、
根
源
的
に
否
定
的
な
も
の
の
意
味
を
担
う
か
ら
で
あ
る
。
我
々
の
い
う
事
実
と
し
て

の
歴
史
は
純
粋
に
イ
デ
ー
的
な
も
の
で
な
く
、
そ
の
う
ち
に
否
定
の
契
機
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
。
然
る
に
一
般

に
否
定
の
原
理
な
し
に
運
動
は
な
く
、
運
動
を
離
れ
て
時
間
は
考
え
ら
れ
得
な
い
と
す
れ
ば
、
瞬
間
こ
そ
時
間
の

最
も
本
来
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
本
来
的
な
時
間
は
根
源
的
な
未
来
か
ら
時
来 sich zeitigen 

す
る
。

そ
し
て
行
為
的
時
間
は
永
遠
の
意
味
を
も
つ
現
在
と
し
て
で
は
な
く
、
唯
瞬
間
と
し
て
の
み
特
性
付
け
ら
れ
る
こ

と
が
出
来
る
。
現
在
が
瞬
間
で
あ
る
故
に
我
々
の
行
為
に
は
決
心
す
る
と
い
う
こ
と
が
属
す
る
。
尤
も
瞬
間
と
し

て
規
定
さ
れ
る
事
実
的
時
間
は
或
る
意
味
で
は
実
に
永
遠
の
相
を
具
え
て
い
る
。
蓋
し
事
実
と
し
て
の
歴
史
と
存

在
と
し
て
の
歴
史
と
の
関
係
は
単
に
連
続
的
で
な
く
、
却
っ
て
ま
た
非
連
続
的
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
一

方
で
は
、
事
実
的
時
間
は
瞬
間
で
あ
る
、
な
ぜ
な
ら
も
し
両
者
の
関
係
が
単
に
連
続
的
で
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
、

さ
き
に
述
べ
た
如
く
、
か
の
「
現
在
は
過
去
を
含
み
未
来
を
孕
む
」
と
い
う
こ
と
が
時
間
の
優
越
な
姿
を
現
す
こ

と
と
な
り
、
そ
し
て
か
く
て
は
瞬
間
な
る
も
の
の
固
有
な
る
意
味
は
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
然
し
そ
れ
だ
か
ら
こ
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そ
、
他
方
で
は
、
瞬
間
は
ま
た
永
遠
の
意
味
を
担
う
の
で
も
あ
る
、
な
ぜ
な
ら
事
実
と
し
て
の
歴
史
は
存
在
と
し

て
の
歴
史
に
対
し
て
超
越
的
な
方
面
を
有
す
る
故
に
、
我
々
は
前
者
の
立
場
か
ら
後
者
の
何
処
へ
で
も
降
り
て
行

き
、
か
く
て
自
己
を
最
も
近
き
過
去
の
歴
史
に
結
び
付
け
る
こ
と
も
出
来
れ
ば
、
最
も
遠
き
過
去
の
歴
史
に
結
び

付
け
る
こ
と
も
出
来
る
。
我
々
は
「
瞬
間
」
か
ら
「
歴
史
的
時
間
」
の
何
処
へ
で
も
降
り
立
ち
得
る
。
そ
の
意
味

で
存
在
と
し
て
の
歴
史
の
時
間
即
ち
歴
史
的
時
間
に
対
し
て
事
実
的
時
間
は
永
遠
の
意
味
を
担
う
も
の
と
も
云
わ

れ
る
こ
と
が
出
来
る
。「
瞬
間
は
本
来
時
間
の
原
子
で
は
な
く
、
却
っ
て
永
遠
の
原
子
で
あ
る
。」
と
キ
ェ
ル
ケ
ゴ

ー
ル
も
書
い
て
い
る
。
瞬
間
は
そ
れ
に
よ
っ
て
「
存
在
」
の
時
間
が
構
成
さ
れ
る
原
子
で
は
な
い
。
こ
の
意
味
で

は
そ
れ
は
寧
ろ
永
遠
の
原
子
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
瞬
間
は
そ
れ
自
身
永
遠
で
あ
る
の
で
な
い
、
ま
た
我
々
は
永

遠
か
ら
時
間
を
解
釈
す
る
の
で
も
な
く
、
反
対
に
永
遠
を
ば
主
体
的
行
為
的
時
間
と
し
て
の
瞬
間
か
ら
理
解
す
る

の
で
あ
る
。
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
云
う
、「
時
間
と
永
遠
と
が
接
触
す
べ
き
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
こ
と
は
唯
時

間
の
う
ち
に
於
て
の
み
行
わ
れ
得
る
―
―
か
く
て
い
ま
や
我
々
は
瞬
間
の
前
に
立
つ
の
で
あ
る
。」
更
に
彼
は
云

う
、「
永
遠
な
も
の
と
は
本
来
ひ
と
つ
の
物
、
ひ
と
つ
の
或
る
物
で
は
な
い
、
却
っ
て
そ
れ
は
ひ
と
が
そ
れ
を
得

る
仕
方
で
あ
る
。
永
遠
な
も
の
を
ひ
と
は
唯
一
つ
の
仕
方
で
得
る
、
そ
し
て
そ
れ
が
唯
一
つ
の
仕
方
で
得
ら
れ
る

こ
と
が
出
来
る
と
い
う
点
で
永
遠
な
も
の
は
ま
さ
に
他
の
凡
て
の
も
の
か
ら
区
別
さ
れ
る
。」
観
想
に
於
て
で
な
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く
、
行
為
に
於
て
我
々
は
永
遠
な
も
の
に
つ
な
が
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
の
仕
方
が
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
唯
一
つ
の

仕
方
し
か
な
い
と
こ
ろ
に
行
為
的
時
間
が
瞬
間
で
あ
る
理
由
が
あ
り
、
事
実
が
時
間
的
と
し
て
優
越
な
意
味
で
歴

史
と
呼
ば
れ
る
理
由
が
あ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
も
し
か
く
の
如
く
見
ら
れ
得
る
と
す
る
な
ら
ば
、
我
々
が
上

に
史
観
の
う
ち
に
表
出
さ
れ
て
い
る
と
し
た
時
間
の
種
々
な
る
形
態
の
う
ち
特
に
キ
リ
ス
ト
教
的
な
終
末
観
的
時

間
が
事
実
的
時
間
の
面
目
を
比
較
的
に
よ
く
現
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
歴
史
の
思
想
が
キ

リ
ス
ト
教
に
よ
っ
て
初
め
て
人
類
に
与
え
ら
れ
た
と
云
わ
れ
る
の
も
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
に

反
し
他
の
種
類
の
時
間
の
観
念
に
あ
っ
て
は
多
か
れ
少
な
か
れ
主
体
的
な
時
間
は
客
体
的
な
時
間
の
方
向
に
転
釈

さ
れ
、
も
し
く
は
前
者
は
後
者
の
う
ち
に
埋
没
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。

か
く
て
事
実
的
時
間
が
、
現
在
と
し
て
、
瞬
間
と
い
う
意
味
で
、
先
ず
永
遠
と
い
う
意
味
に
於
け
る
現
在
或
は

所
謂
「
永
遠
の
今
」
か
ら
区
別
せ
ら
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
が
次
に
客
体
的
な
時
間
に
於
け
る
現
在
か
ら
も

区
別
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
も
ま
た
お
の
ず
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。我
々
は
さ
き
に
そ
れ
を「
現

在
」
と
「
現
代
」
と
の
区
別
と
し
て
説
明
し
た
。
現
代
と
い
う
の
は
存
在
と
し
て
の
歴
史
の
時
間
、
即
ち
事
実
的

時
間
か
ら
区
別
せ
ら
れ
た
歴
史
的
時
間
の
意
味
に
於
け
る
現
在
で
あ
る
。
こ
こ
に
於
て
我
々
は
か
よ
う
な
歴
史
的

時
間
の
本
質
を
、
瞬
間
と
し
て
特
性
付
け
ら
れ
た
事
実
的
時
間
に
対
し
て
、
更
に
正
確
に
特
性
付
け
な
け
れ
ば
な
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ら
ぬ
と
思
う
。

二

歴
史
的
時
間
は
範
疇
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
範
疇
」
と
し
て
の
時
間
で
あ
る
。
さ
し
あ
た
り
こ
こ
に
こ
の

時
間
の
重
要
な
規
定
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
事
実
的
時
間
は
同
じ
意
味
で
は
決
し
て
範
疇
と
云
わ
れ
る
こ
と
が
出

来
な
い
。
も
し
強
い
て
そ
れ
を
範
疇
に
対
し
て
名
付
け
よ
う
と
欲
す
る
な
ら
ば
、
ひ
と
は
そ
れ
を
寧
ろ
ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
が K

ategorie

（
範
疇
）
と Existenzial

（
実
存
疇
）
と
を
区
別
し
た
の
に
従
い Existenzial 

と
呼
ぶ
の
が
適
当

で
あ
ろ
う
。
彼
に
よ
れ
ば Existenzial 
が D

asein

（
現
存
在
）に
対
す
る
関
係
は K

ategorie

が Vorhandensein

（
既

存
在
）
に
対
す
る
関
係
の
如
き
も
の
で
あ
る
。＊

我
々
の
い
う
事
実
は
固
よ
り
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
い
う
現
存
在
と
は

種
々
な
る
点
に
於
て
根
本
的
に
異
な
っ
て
い
る
が
、
然
し
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
も
そ
の
現
存
在
の
概
念
を
も
っ
て
我
々

と
同
じ
く
客
体
的
な
存
在
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
の
主
体
的
な
存
在
を
考
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
彼
の
存

在
論
が
従
来
の
存
在
論
と
は
異
な
る
最
も
重
要
な
特
色
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
事
実
的
時
間
は

普
通
考
え
ら
れ
る
範
疇
と
は
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
或
る
も
の
で
あ
る
。
蓋
し
範
疇
な
る
も
の
は
普
通
に
は

我
々
の
い
う
「
存
在
」、
即
ち
真
の
現
在
で
な
く
「
既
に
」
の
性
格
を
担
う
存
在
の
存
在
論
的
規
定
を
表
す
べ
き
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も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
歴
史
も
「
存
在
」
と
し
て
は
ま
こ
と
に
か
く
の
如
き
範
疇
的
関
係
を
含
み
、
時
間
は

そ
れ
の
主
な
る
ひ
と
つ
で
あ
る
。
事
実
的
時
間
に
対
し
こ
の
よ
う
な
範
疇
と
し
て
の
時
間
の
特
殊
性
は
何
で
あ
ろ

う
か
。

＊　

V
gl. M

. H
eidegger, Sein und Zeit, Erste H

älfte, S.54. 

云
う
ま
で
も
な
く
、
我
々
は
範
疇
と
い
う
語
を
か
か
る

制
限
を
離
れ
て
用
い
る
こ
と
も
出
来
、
本
書
に
於
て
も
屡
々
そ
の
よ
う
な
使
用
が
な
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
我
々

も
そ
れ
に
就
い
て
論
じ
た
「
意
味
」
な
る
も
の
を
デ
ィ
ル
タ
イ
は
「
生
の
範
疇
」
に
数
え
て
い
る
。
そ
し
て
ハ
イ

デ
ッ
ガ
ー
の
い
う Existenzial 
は
デ
ィ
ル
タ
イ
の
「
生
の
範
疇
」
の
純
化
し
徹
底
さ
れ
た
も
の
と
も
見
ら
れ
得
る
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
「
何
時
」potev
と
い
う
こ
と
を
「
時
間
」crovnoV

の
と
い
う
も
の
か
ら
区
別
し
た
。
彼

は
今
日
普
通
な
さ
れ
る
如
く
「
時
間
」
と
い
う
語
を
範
疇
の
意
味
に
用
い
ず
、
却
っ
て
彼
が
範
疇
と
し
て
掲
げ
た

の
は
つ
ね
に
「
何
時
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
時
間
そ
の
も
の
の
問
題
が
彼
に
よ
っ
て
研
究
さ
れ
た
の
は
範
疇

論
と
し
て
で
な
く
、
物
理
学
に
於
て
で
あ
っ
た
。「
何
時
」
と
は
「
限
定
さ
れ
た
時
間
」
で
あ
る
。
即
ち
「
何
時
」

は
関
係
の
限
定
を
包
む
。
そ
れ
は
一
定
の
時
間
点
を
ば
か
り
で
な
く
、「
何
時
か
ら
」「
何
時
ま
で
」
な
ど
と
い
う

場
合
に
於
け
る
「
何
時
」
を
も
現
す
。
も
ち
ろ
ん
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
於
て
「
時
間
」
と
「
何
時
」
と
は
無
関
係

で
あ
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
そ
う
あ
る
こ
と
も
出
来
な
い
。
物
理
学
に
於
て
解
明
さ
れ
る
よ
う
な
時
間
に
し
て
初
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め
て
、
後
に
述
べ
ら
れ
る
如
く
、「
何
時
」
と
い
う
範
疇
的
関
係
を
含
み
得
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
先
ず
、
範

疇
と
し
て
の
歴
史
的
時
間
は
こ
の
よ
う
な
「
何
時
」
と
い
う
こ
と
に
於
て
性
格
付
け
ら
れ
る
と
見
え
る
。
そ
こ
で

ジ
ン
メ
ル
の
如
き
も
『
歴
史
的
時
間
の
問
題
』
に
就
い
て
論
じ
、次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
、「
一
の
現
実
内
容
は
、

我
々
が
そ
れ
を
我
々
の
時
間
体
系
の
内
部
に
於
て
一
定
の
所
に
綴
じ
付
け
に
さ
れ
て
い
る
の
を
知
る
と
き
、
一
の

歴
史
的
な
も
の
で
あ
る
―
―
尤
も
こ
の
よ
う
な
限
定
は
そ
の
際
様
々
な
精
密
さ
の
度
合
を
も
ち
得
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
自
明
な
こ
と
且
つ
平
凡
な
こ
と
は
、
歴
史
的
な
も
の
に
関
す
る
よ
り
深
い
且
つ
よ
り
進
ん
だ
と
見
え
る
形
式

的
な
諸
定
義
に
比
し
て
実
に
よ
り
決
定
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。」
即
ち
単
に
一
般
に

時
間
に
於
て
あ
る
こ
と
で
な
く
、
一
定
の

0

0

0

時
間
に
於
て
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
歴
史
的
な
も
の
に
と
っ
て
の

根
本
的
な
規
定
に
属
し
て
い
る
。
一
言
で
云
え
ば
、
歴
史
的
な
も
の
に
就
い
て
は
「
何
時
」
と
い
う
こ
と
が
範
疇

的
で
あ
る
。
何
等
か
の
も
の
は
、
そ
れ
に
就
い
て
何
時
起
っ
た
か
と
問
う
こ
と
が
有
意
味
で
あ
り
、
何
時
起
っ
た

と
確
定
さ
れ
る
限
り
に
於
て
、
本
来
、
歴
史
的
な
或
る
も
の
で
あ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
年
代
記
と
い
う
も
の
が

歴
史
叙
述
の
最
も
原
始
的
な
、
然
し
ま
た
最
も
基
本
的
な
も
の
と
も
考
え
ら
れ
得
る
の
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
歴

史
も
年
代
の
前
後
関
係
に
従
っ
て
叙
述
さ
れ
る
。
い
ま
か
く
の
如
き
「
何
時
」
と
い
う
範
疇
的
関
係
を
成
立
せ
し

め
る
も
の
と
し
て
時
間
は
そ
れ
自
身
如
何
な
る
規
定
を
含
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
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V

gl. G
. Sim

m
el, D

as Problem
 der historischen Zeit (Zur Philosophie der K

unst, 1922.) 

【
こ
の
注
に
対
応
す
る

＊
は
底
本
に
な
い
が
、『
歴
史
的
時
間
の
問
題
』
を
指
す
。】

歴
史
的
時
間
も
或
る
意
味
で
は
永
遠
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
は
た
し
か
に
無
限
な
る
持
続
と
い

う
意
味
で
永
遠
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
「
恒
常
的
持
続
」duratio perm

anens 

で
あ
る
の
で

な
く
、却
っ
て
「
継
起
的
持
続
」duratio successiva 

で
あ
る
。
歴
史
的
時
間
に
あ
っ
て
は
、凡
て
が
同
時
で
あ
り
、

凡
て
が
全
体
で
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
凡
て
は
前
後
継
起
す
る
。
然
る
に
歴
史
的
時
間
が
継
起
的
持
続
で

あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
二
重
の
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
歴
史
的
時
間
に
あ
っ
て
は
先
ず
そ
の
如
何
な

る
部
分
に
於
て
も
「
前
後
」
の
関
係
が
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
し
て
次
に
か
く
の
如
き
そ
の
凡
て
の
部
分
に
於
て
見

出
さ
れ
る
前
後
の
関
係
は
歴
史
的
時
間
が
「
刻
み
」
を
含
む
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
存
在
す
る
。
そ
れ
だ
か
ら
こ

の
場
合
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
時
間
に
与
え
た
と
こ
ろ
の
、
か
の
古
典
的
な
定
義
が
十
分
に
適
用
さ
れ
得
る
。「
時

間
と
は
前
後
に
従
っ
て
の
運
動
の
数
で
あ
る
。」＊tou:to gavr ejstin oJ crovnoV, ajriqmo;V kinhvsew

vV kata; to; 

provteron kai; u{steron .

時
間
は
運
動
で
は
な
く
、
却
っ
て
た
だ
数
を
含
む
限
り
に
於
け
る
運
動
で
あ
る
。
こ
こ

に
数
と
は
数
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
我
々
の
い
う
「
刻
み
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

は
更
に
次
の
如
く
云
っ
て
い
る
、「
今to; nu:n

が
時
間
を
、
そ
れ
が
前
後
を
含
む
限
り
に
於
て
、
量
る
。」「
時
間
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歴
史
的
時
間

は
今
に
よ
っ
て
連
続
的
で
あ
る
と
共
に
今
に
従
っ
て
分
た
れ
る
。」
即
ち
時
間
は
先
の
今
、
今
の
今
、
次
の
今
、

と
い
う
風
に
刻
ま
れ
る
の
で
あ
る
。「
そ
れ
が
時
間
を
分
つ
限
り
に
於
て
、
今
は
つ
ね
に
異
な
っ
た
も
の
で
あ
る
、

そ
れ
が
結
合
す
る
限
り
に
於
て
、
今
は
つ
ね
に
同
一
で
あ
る
。」
時
間
は
今
、
今
、
今
、
と
い
う
同
一
の
今
の
連

続
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
事
実
と
し
て
の
時
間
を
特
性
付
け
る
も
の
が
「
瞬
間
」

で
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
存
在
と
し
て
の
時
間
を
特
性
付
け
る
も
の
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
従
っ
て
実
に
「
今
」

で
あ
る
と
云
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。
瞬
間
は
た
と
い
今
と
称
せ
ら
れ
る
に
し
て
も
、
か
く
の
如
き
今
と
は
根
本
的

に
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
さ
に
か
く
の
如
き
今
と
し
て
規
定
さ
れ
る
時
間
に
し
て
初
め
て
、
前
後
に

従
っ
て
刻
ま
れ
そ
の
う
ち
に
「
何
時
」
と
い
う
範
疇
的
関
係
が
現
れ
得
る
の
で
あ
る
。

＊　

A
ristoteles, Physica Δ. 11, 219b.

然
し
な
が
ら
右
の
如
く
に
し
て
歴
史
的
時
間
の
本
性
は
説
明
し
尽
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。
歴
史
的
な
も
の
に
と

っ
て
「
何
時
」
と
い
う
こ
と
が
ど
こ
ま
で
も
範
疇
的
な
意
味
を
有
す
る
限
り
、
歴
史
的
時
間
は
前
後
継
起
し
、
刻

ま
れ
、
根
本
的
に
は
「
今
」
と
し
て
性
格
付
け
ら
れ
る
方
面
を
欠
く
こ
と
が
出
来
な
い
。
も
し
そ
う
で
な
い
な
ら

ば
、
そ
れ
に
於
て
「
何
時
」
と
い
う
こ
と
を
語
る
こ
と
も
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
歴
史
的
時
間
が
存
在
0

0

と

し
て
の
歴
史
の
時
間
で
あ
る
以
上
、そ
れ
は
そ
の
よ
う
な
方
面
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
然
し
な
が
ら
そ
れ
は
、
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あ
ら
ゆ
る

0

0

0

0

存
在
が
、
従
っ
て
単
に
歴
史
の
存
在
に
限
ら
ず
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
説
明
し
た
よ
う
に
自
然
の
存
在

も
ま
た
、
そ
れ
が
運
動
す
る
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
る
限
り
、
そ
の
う
ち
に
あ
る
時
間
の
性
質
で
は
な
い
で
あ
ろ

う
か
。
そ
れ
故
に
歴
史
的
時
間
は
、
そ
れ
が
ま
さ
に
自
然
の
存
在
と
は
区
別
さ
れ
る
存
在
と
し
て
の
歴
史
0

0

の
時
間

で
あ
る
限
り
に
於
て
は
、
更
に
他
の
特
殊
な
方
面
を
含
ん
で
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
他
の

方
面
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ジ
ン
メ
ル
は
上
記
の
論
文
に
於
て
、
如
何
な
る
歴
史
的
な
も
の
も
一
定

の
時
間
の
う
ち
に
立
っ
て
い
る
と
云
っ
た
後
、
続
い
て
特
に
理
解
0

0

と
い
う
見
地
を
持
ち
出
し
、
次
の
よ
う
に
論
じ

て
い
る
。
疑
い
も
な
く
、
理
解
と
い
う
こ
と
は
一
の
現
実
内
容
を
歴
史
的
と
し
て
認
め
る
た
め
に
欠
く
べ
か
ら
ざ

る
条
件
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ひ
と
り
の
人
間
に
就
い
て
報
告
さ
れ
て
い
る
行
為
が
、
彼
の
他
の
知
ら
れ
て
い
る
性

格
に
関
係
し
て
我
々
に
と
っ
て
全
然
「
理
解
さ
れ
難
き
」
も
の
で
あ
る
と
き
に
は
、
そ
の
行
為
が
そ
れ
自
体
と
し

て
は
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
、
我
々
は
そ
れ
を
歴
史
的
事
実
と
し
て
認
め
る
こ
と
を
拒
む
の
で
あ
る
。
然
る
に
こ

こ
に
一
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
と
見
え
る
事
柄
が
生
ず
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
理
解
そ
の
も
の
は
歴
史
的
現
実
そ
の

も
の
と
何
等
か
か
わ
る
必
要
が
な
く
、
却
っ
て
全
然
無
時
間
的
な
或
る
も
の
で
あ
る
。
私
が
パ
ウ
ロ
も
し
く
は
モ

ー
リ
ッ
ツ
・
フ
ォ
ン
・
サ
ク
セ
ン
の
性
格
を
理
解
す
る
作
用
は
、
私
が
オ
セ
ロ
ま
た
は
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
マ
イ
ス

タ
ー
の
性
格
を
理
解
す
る
場
合
に
於
け
る
と
原
理
的
に
は
全
く
同
一
の
作
用
で
あ
る
。即
ち
ジ
ン
メ
ル
に
従
え
ば
、
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理
解
は
専
ら
観
念
的
な
内
容
に
向
う
。
私
は
パ
ウ
ロ
を
彼
の
歴
史
的
実
在
性
の
た
め
に
理
解
す
る
の
で
な
く
、
寧

ろ
い
わ
ば
逆
に
私
は
こ
の
歴
史
的
実
在
性
に
就
い
て
唯
観
念
的
に
そ
れ
か
ら
分
離
さ
れ
得
る
内
容
を
理
解
す
る
の

で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
歴
史
的
時
間
は
専
ら
現
実
性
の
形
式
で
あ
る
か
ら
、
理
解
は
ま
た
歴
史
的
時
間
か
ら
の
完
全

な
独
立
に
於
て
行
わ
れ
る
。
か
く
て
一
方
或
る
内
容
は
そ
れ
が
時
間
上
固
定
さ
れ
て
い
る
場
合
に
の
み
歴
史
的
と

認
め
ら
れ
得
る
の
で
あ
り
、
し
か
し
他
方
ま
た
実
に
そ
れ
が
他
の
も
の
と
一
緒
に
一
の
理
解
の
統
一
を
形
作
る
と

き
に
の
み
歴
史
的
と
し
て
認
め
ら
れ
得
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
理
解
の
統
一
な
る
も
の
は
、
理
解
を
規
定
す
る
の

は
専
ら
無
時
間
的
な
実
質
で
あ
る
故
に
、
理
解
を
何
等
減
ず
る
こ
と
な
し
に
、
任
意
の
時
間
点
に
お
か
れ
得
る
と

い
う
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
矛
盾
は
、
ジ
ン
メ
ル
に
よ
れ
ば
、
理
解
は
そ
れ
が
現
実
化
さ
れ
た
諸
内
容
の
総

体
を
自
己
の
う
ち
へ
関
係
付
け
た
と
き
初
め
て
完
全
で
あ
り
、
然
る
に
こ
の
理
解
的
に
秩
序
付
け
ら
れ
た
総
体
は

そ
れ
の
各
々
の
部
分
内
容
に
対
し
て
唯
一
つ
の

0

0

0

場
所
を
有
す
る
の
み
で
あ
る
こ
と
を
洞
察
す
る
と
き
、除
か
れ
る
。

「
一
の
出
来
事
は
、
そ
れ
が
実
質
的
な
、
そ
れ
の
時
間
点
に
対
し
て
全
然
無
関
係
な
諸
根
拠
か
ら
一
義
的
に
一
の

時
間
点
に
固
定
さ
れ
て
い
る
と
き
、
歴
史
的
で
あ
る
、
と
ひ
と
は
云
う
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
故
に
、
一
の
内
容

が
時
間
の
う
ち
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
そ
れ
を
歴
史
的
に
す
る
の
で
は
な
い
、
そ
れ
が
理
解
さ
れ
る
と
い
う
こ
と

が
そ
れ
を
歴
史
的
に
す
る
の
で
も
な
い
。
二
つ
の
事
柄
が
交
叉
す
る
と
き
、
即
ち
そ
れ
が
無
時
間
的
な
理
解
の
根
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拠
の
上
に
時
間
化
さ
れ
る
と
き
初
め
て
、
そ
れ
は
歴
史
的
で
あ
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
こ
の
こ
と
は
原
理
的
に
は

唯
理
解
が
諸
内
容
の
総
体
を
把
捉
す
る
場
合
に
の
み
行
わ
れ
る
、
な
ぜ
な
ら
唯
絶
対
的
な
全
体
の
聯
関
の
う
ち
に

於
て
の
み
個
々
の
も
の
は
真
に
理
解
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
し
て
、
時
間
化
と
い
う
こ
と
は
こ
の
場
合

唯
一
定
の

0

0

0

時
間
点
に
於
け
る
固
定
化
と
い
う
こ
と
を
の
み
意
味
す
る
こ
と
が
出
来
る
。」
真
の
理
解
の
た
め
に
要

求
さ
れ
る
歴
史
の
全
体
な
る
も
の
は
、
ま
さ
に
全
体
で
あ
る
故
に
時
間
を
超
越
す
る
、「
時
間
と
は
単
に
諸
々
の

歴
史
内
容
の
関
係
に
過
ぎ
な
い
」、
こ
れ
ら
の
諸
内
容
は
か
か
る
全
体
の
う
ち
に
於
て
理
解
的
に
全
く
一
義
的
に

決
定
さ
れ
た
位
置
を
占
め
る
も
の
と
し
て
、
ま
さ
に
そ
の
故
に
歴
史
的
と
云
わ
れ
る
。
こ
れ
が
ジ
ン
メ
ル
の
意
見

で
あ
る
。
然
し
そ
れ
は
彼
に
於
て
孤
立
せ
る
も
の
で
な
く
、
ま
た
他
の
多
く
の
歴
史
哲
学
の
明
か
ら
さ
ま
な
、
も

し
く
は
隠
さ
れ
た
前
提
を
な
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
我
々
は
こ
こ
に
そ
れ
に
対
し
て
若
干
の
批
評
を
加
え
て
お
く

こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
思
う
。

歴
史
の
全
体
は
我
々
に
と
っ
て
現
実
に
与
え
ら
れ
た
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
単
に
一
の
理
念
に
過
ぎ
な
い
。
そ

れ
故
に
も
し
も
歴
史
的
時
間
の
問
題
の
解
決
の
鍵
が
こ
の
よ
う
な
全
体
の
う
ち
に
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
歴
史
的

時
間
は
理
念
的
本
質
の
も
の
と
な
り
、
か
く
て
存
在
の
歴
史
性
と
い
う
こ
と
も
つ
ま
り
は
理
念
的
性
質
の
も
の
と

な
り
、
時
間
は
ま
さ
に
現
実
性
の
形
式
で
あ
り
、
存
在
の
歴
史
性
と
い
う
こ
と
も
そ
の
基
本
的
な
意
味
で
は
存
在
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歴
史
的
時
間

の
現
実
性
に
ほ
か
な
ら
ぬ
と
い
う
最
も
明
白
な
事
柄
に
矛
盾
す
る
こ
と
に
な
る
。
ジ
ン
メ
ル
の
云
う
よ
う
に
、
歴

史
の
全
体
が
恰
も
全
体
と
し
て
時
間
を
越
え
た
も
の
で
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
か
か
る
無
時
間
的
な
全
体
の
う
ち

に
於
て
一
定
の
場
所
を
決
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
如
何
に
し
て
現
実
的
に
時
間
的
の
意
味
を
も
つ
の
で
あ
ろ

う
か
。
絶
対
的
な
全
体
の
う
ち
に
於
て
一
義
的
に
位
置
付
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
時
間
的
な
事
物
が
永
遠
化

さ
れ
る
所
以
で
こ
そ
あ
っ
て
も
、
事
物
の
時
間
化
さ
れ
る
所
以
で
は
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
彼
の
い
う
理
解
の

統
一
と
し
て
の
全
体
は
イ
デ
ー
的
な
全
体
で
あ
る
が
、
単
に
イ
デ
ー
的
な
も
の
か
ら
は
時
間
は
説
明
さ
れ
な
い
。

時
間
的
が
考
え
ら
れ
る
た
め
に
は
、
全
体
は
永
久
に
絶
対
的
な
仕
方
で
自
己
自
身
の
う
ち
に
安
ら
え
る
も
の
で
な

く
、
却
っ
て
絶
え
ず
運
動
し
発
展
す
る
も
の
と
見
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
理
解
の
条
件
と
し
て
我
々
も
認
め
ね

ば
な
ら
ず
、
且
つ
実
際
に
認
め
て
来
た
と
こ
ろ
の
全
体
な
る
も
の
は
、
ジ
ン
メ
ル
の
説
く
如
き
何
等
か
の
仕
方
で

与
え
ら
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
絶
対
的
な
全
体
と
し
て
無
時
間
的
で
あ
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
我
々
の
さ
き
に
述

べ
た
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
課
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
形
作
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
故
に
、
そ
の
う
ち
に
一

義
的
に
位
置
付
け
ら
れ
た
も
の
は
時
間
的
の
意
味
を
も
つ
の
で
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
全
体
は
事
実
と
し
て

の
歴
史
の
立
場
か
ら
、
こ
れ
と
の
関
係
に
於
て
存
在
と
し
て
の
歴
史
に
於
て
形
作
ら
れ
る
。
従
っ
て
後
者
の
理
解

も
前
者
の
立
場
か
ら
、
前
者
と
の
関
係
に
於
て
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
ジ
ン
メ
ル
は
現
実
内
容
は
無
時
間
的
な
根
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拠
か
ら
時
間
化
さ
れ
る
と
云
う
が
、
こ
の
こ
と
は
我
々
に
よ
れ
ば
、
存
在
と
し
て
の
歴
史
の
秩
序
に
属
す
る
も
の

の
時
間
性
は
、
こ
れ
と
同
じ
秩
序
の
意
味
の
時
間
と
は
見
ら
れ
な
い
事
実
と
し
て
の
歴
史
の
根
拠
か
ら
規
定
さ
れ

る
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
然
し
事
実
も
そ
れ
自
身
時
間
的
で
あ
る
か
ら
、理
解
は
超
時
間
的
で
な
く
、

寧
ろ
時
間
的
で
あ
る
。
歴
史
的
時
間
は
こ
の
よ
う
に
し
て
事
実
的
時
間
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
方
面
を
も
っ
て
い

る
。
従
っ
て
そ
れ
は
単
に
直
線
的
な
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
全
体
と
部
分
と
い
う
形
式
を
と
る
。
こ
の
と
き
全
体

は
ど
こ
ま
で
も
課
せ
ら
れ
た
も
の
の
意
味
を
含
ん
で
い
る
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
そ
こ
に
時
間
が
考
え
ら
れ
得
る
の

で
あ
る
。
全
体
は
課
せ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
予
料
的
意
味
を
含
む
、
そ
し
て
コ
ー
ヘ
ン
の
云
っ
た
如
く
、
予
料
は

時
間
の
特
性
を
な
す
。
然
る
に
ジ
ン
メ
ル
は
真
に
主
体
的
な
事
実
的
時
間
の
概
念
を
知
ら
な
い
。
彼
の
知
る
の
は

客
体
的
な
存
在
の
時
間
の
概
念
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
彼
は
歴
史
的
時
間
の
問
題
を
現
実
的
に
解
決
す
る
こ
と

が
出
来
な
い
。
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
彼
は
理
解
の
統
一
た
る
全
体
の
概
念
を
持
ち
出
す
。
と
こ
ろ
で
一

般
的
に
見
て
、
歴
史
の
問
題
を
論
ず
る
に
際
し
、
歴
史
を
作
る
0

0

行
為
の
立
場
か
ら
で
な
く
、
歴
史
を
理
解
す
る

0

0

0

0

立

場
か
ら
そ
れ
に
近
づ
い
て
行
く
と
い
う
こ
と
は
、
現
代
の
哲
学
に
共
通
な
傾
向
で
あ
り
、
そ
れ
の
ひ
と
つ
の
偏
見

に
属
す
る
。
ひ
と
り
ジ
ン
メ
ル
の
み
で
な
い
、
デ
ィ
ル
タ
イ
に
於
て
も
歴
史
の
理
解
と
い
う
こ
と
が
何
よ
り
も
歴

史
の
問
題
へ
の
接
近
の
通
路
を
な
し
て
い
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
客
観
的
な
存
在
の
時
間
と
は
異
な
る「
内
的
時
間
」
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を
考
え
た
、
け
れ
ど
も
そ
れ
が
要
す
る
に
内
的
な
意
識
の
時
間
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
は
、
理
解
の
立
場
が
彼
の
哲

学
を
指
導
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
も
関
係
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
世
界
時
間
と
は
異
な
る
主
体
的
な
時
間
を
純
粋

に
取
り
上
げ
る
こ
と
に
全
努
力
を
傾
け
つ
つ
あ
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
あ
っ
て
さ
え
、
理
解
の
立
場
、
従
っ
て
解
釈

学
的
立
場
が
決
定
的
に
は
た
ら
い
て
い
る
。
然
る
に
一
般
に
解
釈
学
的
立
場
は
内
在
の
立
場
で
あ
り
、
そ
こ
で
は

時
間
は
結
局
意
識
の
時
間
に
と
ど
ま
る
。
こ
れ
に
反
し
新
し
い
歴
史
哲
学
は
何
よ
り
も
歴
史
そ
の
も
の
を
作
る
行

為
の
立
場
に
立
た
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
固
よ
り
人
間
は
凡
て
或
る
意
味
で
「
歴
史
家
」
で
あ
る
。
そ
の
限
り
に
於

て
、理
解
と
い
う
こ
と
は
彼
の
存
在
の
仕
方
に
根
本
的
に
属
し
て
い
る
。
然
し
そ
れ
よ
り
以
上
に
人
間
は
凡
て「
歴

史
人
」、
即
ち
歴
史
を
作
り
つ
つ
あ
る
人
間
で
あ
る
。
行
為
の
立
場
は
、
こ
れ
を
徹
底
す
る
と
き
、
意
識
の
立
場
、

従
っ
て
観
念
論
的
立
場
を
突
き
破
る
。
こ
の
こ
と
は
ひ
と
り
、
普
通
云
わ
れ
る
よ
う
に
、
行
為
の
立
場
は
行
為
の

対
象
と
し
て
意
識
を
超
越
す
る
「
存
在
」
を
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
み
で
は
な
い
。
そ
れ

は
単
に
前
面
に
於
て
意
識
を
超
越
す
る
客
体
を
ば
か
り
で
な
く
、
更
に
背
後
に
於
て
意
識
を
超
越
す
る
主
体
た
る

「
事
実
」
を
認
め
る
こ
と
な
し
に
は
真
に
行
為
の
立
場
で
あ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
か
く
の
如
き
い
わ
ば
二
重
の

0

0

0

超
越
0

0

が
初
め
て
行
為
の
立
場
を
成
立
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
ま
た
我
々
の
事
実
的
時
間
と
い
う

も
の
は
単
に
意
識
の
時
間
と
考
え
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
単
な
る
意
識
の
時
間
は
瞬
間
と
い
う
意
味
を
も
つ
こ
と
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が
出
来
な
い
。
寧
ろ
超
越
的
な
主
体
的
事
実
が
絶
え
ず
新
た
に
意
識
を
破
る
と
こ
ろ
に
瞬
間
な
る
も
の
の
面
影
が

あ
る
。
そ
し
て
行
為
の
立
場
に
立
つ
と
き
、
歴
史
的
時
問
が
事
実
的
時
間
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は

誰
に
と
っ
て
も
明
瞭
に
理
解
さ
れ
よ
う
。

歴
史
的
時
間
は
事
実
的
時
間
に
よ
っ
て
構
造
付
け
ら
れ
る
。
具
体
的
な
歴
史
的
時
間
と
は
ま
さ
に
か
く
の
如
き

も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
こ
に
そ
れ
が
特
に
歴
史
的

0

0

0

時
間
と
呼
ば
れ
る
特
性
が
あ
る
の
で
も
あ
る
。
我
々
は
さ
き

に
存
在
の
歴
史
性

0

0

0

に
就
い
て
論
じ
、
そ
れ
を
存
在
と
事
実
と
の
弁
証
法
的
関
係
に
於
て
見
出
し
た
。
そ
こ
か
ら
ま

た
我
々
は
歴
史
的
時
間
の
構
造
を
弁
証
法
的
と
し
て
規
定
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
即
ち
そ
れ
は
到
る
処
全
体
と
部

分
と
い
う
関
係
を
含
み
、
し
か
も
こ
の
全
体
は
つ
ね
に
事
実
と
し
て
の
歴
史
の
立
場
か
ら
新
た
に
課
せ
ら
れ
、
予

料
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
固
よ
り
歴
史
的
時
間
は
、
上
に
云
っ
た
如
く
、
ど
こ
ま
で
も
存
在
0

0

と
し
て
の
歴
史
の

時
間
で
あ
り
、
そ
の
限
り
前
後
の
関
係
に
於
て
刻
ま
れ
る
と
い
う
性
質
を
失
う
こ
と
が
出
来
な
い
。
け
れ
ど
も
よ

く
観
察
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
に
前
後
の
関
係
に
於
て
刻
ま
れ
る
仕
方
そ
の
も
の
が
そ
れ
自
身
既
に
事
実
的
時
間
に

よ
っ
て
構
造
付
け
ら
れ
て
い
る
の
が
見
出
さ
れ
る
。
い
ま
西
洋
に
於
け
る
年
代
計
算
に
眼
を
投
ず
る
な
ら
ば
、
そ

こ
に
は
キ
リ
ス
ト
の
誕
生
以
来
初
め
て
文
化
の
一
直
線
の
向
上
が
あ
る
と
い
う
、
そ
れ
以
前
の
凡
て
の
も
の
が
唯

そ
の
た
め
の
準
備
に
過
ぎ
ぬ
と
こ
ろ
の
一
回
的
な
行
為
に
よ
っ
て
、
完
成
に
向
っ
て
進
む
世
界
年
代
が
開
始
さ
れ
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た
と
い
う
、
一
定
の
見
方
、
史
観
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
見
ら
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
然
し
特
に
歴
史
的
時
間
を

表
す
も
の
と
し
て
時
代
な
る
概
念
が
あ
る
。
歴
史
は
時
代
的
に
区
分
さ
れ
、
刻
ま
れ
る
の
を
つ
ね
と
す
る
。
こ
の

こ
と
は
歴
史
的
時
間
が
刻
々
に
交
替
し
て
や
む
こ
と
な
き
時
間
で
な
く
、
却
っ
て
そ
れ
が
優
越
な
意
味
に
於
け
る

「
持
続
」D

auer 
を
含
み
、
時
間
が
「
期
間
」Zeitraum

 

で
あ
る
こ
と
を
現
す
。
こ
の
と
き
時
代
と
い
う
も
の
は

全
体
の
意
味
を
何
等
か
の
仕
方
で
担
わ
せ
ら
れ
て
い
る
。
か
の Periode 

と
い
う
語
は
も
と
こ
の
こ
と
を
表
す
べ

き
で
あ
る
の
で
あ
る
。
時
代
な
る
も
の
は
単
に
一
の
持
続
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、ま
た
一
の
全
体
概
念
で
あ
る
。

そ
れ
は
か
か
る
も
の
と
し
て
そ
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
諸
部
分
に
対
し
て
有
意
味
性
の
構
造
聯
関
に
立
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
時
代
の
概
念
は
単
に
存
在
と
し
て
の
歴
史
の
時
間
を
も
っ
て
は
考
え
ら
れ
ず
、
却
っ
て
そ
れ
は

事
実
的
時
間
に
よ
っ
て
構
造
付
け
ら
れ
て
い
る
。
歴
史
に
於
け
る
時
代
区
分
は
暦
の
時
間
に
従
っ
て
平
等
な
る
間

隔
を
も
っ
て
幾
何
か
に
区
切
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
ま
た
時
代
区
分
の
仕
方
は
史
観
の
異
な
る
に
応
じ
て
そ

れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
最
も
簡
単
な
例
を
と
ろ
う
。
今
日
な
お
普
通
に
行
わ
れ
る
古
代
、
中
世
、
近

世
な
る
時
代
区
分
は
ル
ネ
サ
ン
ス
時
代
の
子
供
で
あ
る
。
そ
の
当
時
盛
ん
に
な
っ
た
古
代
研
究
は
ロ
ー
マ
の
偉
大

を
知
っ
た
、
人
文
主
義
者
た
ち
は
千
年
以
前
に
没
落
し
た
こ
の
偉
大
を
復
興
し
得
る
も
の
と
考
え
た
、
か
く
て
か

の
没
落
と
こ
の
再
興
と
の
間
に
横
た
わ
る
期
間
は
、
い
わ
ば
冬
籠
り
の
時
期
と
し
て
、
陰
暗
な
中
間
時
代 m

edia 
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と
見
做
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
し
て
三
つ
の
時
代
が
区
分
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の

他
各
々
の
史
観
が
各
々
自
己
に
相
応
せ
る
時
代
区
分
を
立
て
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
こ
の
区
分
が
最
も
屡
々
三

分
法
で
あ
る
こ
と
―
―
五
分
法
を
と
っ
て
い
る
も
の
も
根
本
的
に
は
三
分
法
の
基
礎
の
上
に
立
ち
、
こ
の
も
の
に

還
元
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
―
―
な
ど
は
、
恐
ら
く
、
歴
史
的
時
間
は
凡
て
一
様
に
過
去
と
見
ら
れ
得
る
に
拘
ら
ず
、

そ
れ
が
事
実
的
時
間
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
、
構
造
付
け
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
現
実
的
な
時
間
の
含
む
過
去
、

現
在
、未
来
と
い
う
三
つ
の
時
間
契
機
が
そ
こ
に
写
し
出
さ
れ
る
こ
と
を
暗
示
す
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

ひ
と
は
歴
史
と
は
本
来
現
代
の
歴
史
で
あ
る
と
云
う
。そ
れ
自
身
固
よ
り
時
代
の
概
念
の
ひ
と
つ
で
あ
り
な
が
ら
、

現
代
と
い
わ
れ
る
も
の
が
か
く
の
如
く
優
越
な
意
味
を
負
わ
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
ま
さ
に
事
実
的
時
間
の
存
在

と
し
て
の
歴
史
の
時
間
の
う
ち
に
於
け
る
投
影
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
し
て
ま
た
、
か
の
根
本
的
に
は

三
分
法
の
上
に
立
つ
と
こ
ろ
の
古
代
、
中
世
、
近
世
な
る
時
代
区
分
に
あ
っ
て
も
、
な
お
近
世
の
う
ち
に
特
に
現

代
な
る
も
の
が
選
び
出
さ
れ
、
か
く
て
そ
れ
が
恰
も
古
代
、
中
世
、
近
世
、
現
代
な
る
四
分
法
を
と
る
か
の
如
き

外
観
を
呈
す
る
に
至
る
と
い
う
こ
と
が
起
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
四
分
法
の
外
観
は
、
そ
の
三
分
法
が
ま
さ
に
真

の
現
在
た
る
事
実
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
現
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
我
々
は
云
う
こ
と
が
出
来
る
。
―
―
第
一
、
歴
史
的
時
間
は
先
ず
存
在
0

0

と
し
て
の
歴
史
の
時
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間
と
し
て
、
事
実
的
時
間
に
対
し
て
は
つ
ね
に
或
る
過
去
の
意
味
を
担
う
。
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
延
長
さ
れ
る
に
し

て
も
い
つ
で
も
「
既
に
」
の
意
味
を
含
ん
で
い
る
。
然
し
な
が
ら
そ
の
こ
と
は
歴
史
的
時
間
が
回
顧
的
時
間
で
あ

る
と
い
う
こ
と
と
必
ず
し
も
等
し
く
は
な
い
の
で
あ
る
。
却
っ
て
そ
れ
は
歴
史
的
時
間
が
存
在
0

0

と
し
て
の
歴
史
の

時
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
根
本
的
に
関
係
す
る
。
即
ち
そ
れ
は
「
今
」
と
し
て
特
性
付
け
ら
れ
る
存
在
0

0

の
時
間

の
本
質
に
属
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
未
来
も
な
お
或
る
「
既
に
」
の
性
格
を
負
わ
さ
れ
る
、
未
来
も
「
次
の
今
」

で
あ
り
、「
今
」
は
真
の
現
在
で
な
く
「
既
に
」
の
意
味
を
含
ん
で
い
る
。
あ
ら
ゆ
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
、
存
在
と

し
て
の
歴
史
の
秩
序
に
於
て
考
え
ら
れ
る
限
り
、
つ
ま
り
過
去
の
像
で
あ
る
。
真
の
現
在
は
今
で
は
な
く
瞬
間
で

あ
る
。
然
る
に
こ
の
よ
う
に
未
来
も
な
お
「
既
に
」
の
意
味
を
も
つ
と
こ
ろ
で
は
、
発
明
、
発
見
、
創
造
な
ど
い

う
こ
と
も
そ
の
固
有
な
る
意
味
を
も
ち
得
ず
、
従
っ
て
真
の
歴
史
は
な
い
。
こ
れ
根
源
的
な
歴
史
が
存
在
と
は
区

別
さ
れ
る
事
実
に
於
て
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
所
以
で
あ
る
。

第
二
、
歴
史
的
時
間
は
次
に
存
在
と
し
て
の
歴
史
0

0

の
時
間
と
し
て
、
事
実
的
時
間
に
よ
っ
て
構
造
付
け
ら
れ
て

い
る
。「
今
」
の
時
間
は
何
よ
り
も
連
続
性
を
現
す
。
こ
れ
に
反
し
「
瞬
間
」
の
時
間
は
寧
ろ
非
連
続
性
を
現
し

て
い
る
。
事
実
的
時
間
に
於
て
は
時
は
一
瞬
一
瞬
に
消
え
、
一
瞬
一
瞬
に
生
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
根
源
的

な
歴
史
性
は
瞬
間
的
歴
史
性
で
あ
る
。
存
在
と
し
て
の
歴
史
は
こ
れ
に
対
し
寧
ろ
連
続
性
を
含
み
、
従
っ
て
そ
れ
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の
歴
史
性
は
体
系
的
歴
史
性
で
あ
る
と
も
言
わ
れ
よ
う
。
歴
史
と
云
え
ば
も
と
二
重
の
も
の
、
即
ち
事
実
と
し
て

の
歴
史
及
び
存
在
と
し
て
の
歴
史
で
あ
っ
た
。
両
者
は
存
在
と
存
在
の
根
拠
と
し
て
対
立
で
あ
る
と
共
に
統
一
で

あ
っ
た
。
か
く
て
そ
の
具
体
的
な
姿
に
於
て
歴
史
は
瞬
間
的
歴
史
性
と
体
系
的
歴
史
性
と
の
弁
証
法
で
あ
る
。
事

実
は
存
在
に
対
し
絶
え
ず
そ
の
連
続
性
を
破
ろ
う
と
す
る
。
然
し
存
在
は
か
く
破
ら
れ
た
連
続
性
を
絶
え
ず
綴
り

合
わ
そ
う
と
す
る
。
歴
史
的
時
間
は
事
実
的
時
間
に
よ
っ
て
構
造
付
け
ら
れ
た
も
の
と
し
て
現
実
的
に
歴
史
的
で

あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
の
体
系
的
歴
史
性
に
対
し
て
瞬
間
的
歴
史
性
を
高
調
し
た
の
は
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の

所
謂
性
質
的
弁
証
法
の
功
績
で
あ
っ
た
。然
し
ま
た
後
者
が
客
観
的
な
存
在
の
歴
史
を
無
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

却
っ
て
ま
た
他
の
意
味
で
は
歴
史
的
な
も
の
を
失
い
、
非
歴
史
的
な
見
方
に
陥
っ
た
と
い
う
こ
と
も
争
わ
れ
な
い

の
で
あ
る
。

第
三
、
存
在
の
時
間
は
過
去
か
ら
未
来
へ
と
流
れ
る
。
い
ま
こ
れ
が
事
実
的
時
間
に
よ
っ
て
構
造
付
け
ら
れ
る

と
き
、
そ
れ
は
逆
に
未
来
か
ら
過
去
へ
と
い
う
方
向
を
と
ら
せ
ら
れ
る
と
見
え
る
、
事
実
的
時
間
は
本
来
の
未
来

性
を
特
徴
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
コ
ー
ヘ
ン
的
に
云
う
な
ら
ば
継
起 Folge 

で
な
く
系
列 R

eihe 

の
形
式

を
と
る
こ
と
と
な
る
。＊

と
こ
ろ
で
過
去
か
ら
未
来
へ
の
時
間
が
因
果
的
な
見
方
に
相
応
す
る
な
ら
ば
、
未
来
か
ら

過
去
へ
の
時
間
は
目
的
論
的
な
見
方
に
相
応
す
る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
目
的
手
段
の
関
係
は
原
因
結
果
の
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関
係
の
逆
で
あ
る
と
普
通
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
歴
史
の
原
理
が
目
的
論
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
我
々
も
或
る
意

味
で
は
こ
れ
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
目
的
論
は
因
果
論
の
単
な
る
逆
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
蓋

し
既
に
云
っ
た
如
く
、
因
果
的
な
見
方
に
於
て
は
原
因
と
結
果
と
は
同
じ
く
存
在
の
秩
序
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
て

い
る
。
然
る
に
本
来
の
目
的
論
は
こ
の
よ
う
な
一
重
の
見
方
で
な
く
、
存
在
と
は
区
別
さ
れ
る
事
実
を
認
め
る
と

こ
ろ
に
成
立
す
る
。
目
的
論
的
関
係
は
、
因
果
的
関
係
の
如
く
存
在
と
存
在
と
の
間
に
於
て
で
な
く
、
主
体
的
事

実
と
客
体
的
存
在
と
の
間
に
於
て
の
み
成
立
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
も
両
者
が
単
に
連
続
的
で
な
く
、
却
っ

て
ま
た
非
連
続
的
で
あ
る
が
故
に
、
そ
こ
に
目
的
論
も
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
目
的
は
根
源
的
に
は
事

実
の
側
に
あ
る
。
従
っ
て
か
か
る
目
的
論
に
あ
っ
て
は
、
目
的
は
存
在
の
意
味
に
於
て
は
無
い
に
等
し
い
。
本
来

の
目
的
論
は
そ
の
限
り
目
的
な
き
目
的
論
で
あ
る
と
云
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
目
的
論
は
因
果
論
の
逆
で
あ
る

と
い
う
通
俗
の
見
方
に
と
っ
て
の
み
目
的
論
は
目
的
あ
る
目
的
論
で
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
ま
た
目

的
論
は
全
体
と
部
分
と
の
関
係
に
於
て
成
立
す
る
と
云
わ
れ
る
に
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
全
体
と
部
分
と
の
関
係

は
単
に
有
機
的
に
把
握
さ
る
べ
き
で
な
く
、
却
っ
て
我
々
の
述
べ
た
如
き
弁
証
法
の
基
礎
の
上
に
於
て
の
み
目
的

論
は
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

＊　

V
gl. H

. C
ohen, Logik der reinen Erkenntnis, zw

eite A
uflage 1914, S. 154.
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さ
て
従
来
自
然
的
時
間
と
し
て
注
意
さ
れ
て
来
た
の
は
自
然
環
境
の
時
間
で
あ
っ
た
。
即
ち
地
球
の
公
転
を
基

礎
と
す
る
所
謂
太
陽
暦
、
或
は
ま
た
太
陰
暦
な
ど
の
時
間
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
自
然
的
時
間
が
存
在
の

時
間
と
し
て
そ
れ
自
身
前
後
の
関
係
に
従
っ
て
刻
ま
れ
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
が
歴
史
に
と
っ
て
有

す
る
重
要
性
は
、
そ
れ
が
そ
の
規
則
性
、
就
中
そ
の
周
期
性
の
故
に
、
歴
史
的
時
間
を
刻
む
た
め
の
単
位
を
与
え

る
と
い
う
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
根
本
的
な
重
要
性
は
、
寧
ろ
、
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
歴
史
的
活
動
が
自
然
の
基
礎

の
上
に
於
て
行
わ
れ
、
従
っ
て
ま
た
つ
ね
に
自
然
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
方
面
を
有
す
る
と
い
う
所
に
存
し
て
い

る
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
の
よ
う
な
自
然
的
時
間
は
歴
史
的
時
間
に
と
っ
て
単
に
外
面
的
で
あ
る
以
上
に
深
い
関
係
を

有
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。歴
史
的
時
間
は
た
し
か
に
自
然
的
時
間
に
制
約
さ
れ
る
方
面
を
も
っ
て
い
る
。

然
る
に
か
く
の
如
き
人
間
の
歴
史
的
活
動
の
地
盤
乃
至
環
境
と
し
て
の
自
然
の
ほ
か
に
、
な
お
他
の
ひ
と
つ
の

自
然
が
あ
る
。
普
通
に
歴
史
的
活
動
の
主
体
と
見
ら
れ
て
い
る
人
間
そ
の
も
の
が
ま
さ
に
一
の
有
機
的
自
然
な
の

で
あ
る
。
人
間
的
有
機
的
自
然
の
時
間
の
統
一
は
「
世
代
」
と
い
う
概
念
を
も
っ
て
表
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の

よ
う
な
時
間
概
念
は
歴
史
に
と
っ
て
環
境
的
自
然
の
時
間
よ
り
も
遥
か
に
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
も
の
の
如
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く
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
世
代
は
、
環
境
的
自
然
の
時
間
の
よ
う
に
、
歴
史
を
外
部
か
ら
測
定
す
る
の
で
な
く
、

却
っ
て
ま
さ
に
歴
史
の
主
体
と
見
做
さ
れ
る
人
間
生
命
に
結
び
付
き
、
従
っ
て
歴
史
を
内
部
か
ら
測
定
す
る
よ
う

に
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
間
の
歴
史
的
活
動
に
於
て
も
、
自
然
的
環
境
か
ら
の
相
対
的
な
独
立
性
の
程

度
の
高
い
と
こ
ろ
の
所
謂
文
化
生
産
的
な
活
動
の
歴
史
に
と
っ
て
は
と
り
わ
け
重
要
な
も
の
で
あ
る
よ
う
に
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
特
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
歴
史
の
研
究
に
従
事
す
る
人
々
の
歴
史
理
論
の
中
へ
世
代

の
概
念
が
一
の
原
理
的
な
も
の
と
し
て
導
き
入
れ
ら
れ
る
に
至
っ
た
と
い
う
こ
と
は
偶
然
で
は
な
か
ろ
う
。
我
々

は
最
近
ド
イ
ツ
の
文
学
史
家
の
間
に
於
て
著
し
く
こ
の
傾
向
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
の
代
表
的
理
論
家
と

し
て
ユ
リ
ウ
ス
・
ペ
ー
タ
ー
ゼ
ン
な
ど
の
名
が
挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ペ
ー
タ
ー
ゼ
ン
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
に

よ
れ
ば
、
単
に
文
学
に
関
す
る
科
学
ば
か
り
で
な
く
、
人
間
及
び
彼
の
生
産
物
に
就
い
て
の
一
切
の
科
学
は
、
何

等
か
の
仕
方
で
世
代
の
問
題
に
関
係
す
る
の
で
あ
る
。＊

＊　

V
gl. Julius Petersen, D

ie literarischen G
enerationen in der ”Philosophie der Literaturw

issenschaft,“ H
rsg. v. 

E. Erm
atinger 1930.

世
代
の
概
念
は
、
云
う
ま
で
も
な
く
、
も
と
自
然
的
基
礎
の
上
に
立
っ
て
い
る
。
即
ち
そ
れ
は
個
々
の
家
族
の

系
列
の
内
部
に
於
け
る
生
殖
の
序
列
の
う
ち
か
ら
由
来
す
る
。
父
と
子
と
の
間
の
年
齢
の
相
違
に
於
て
規
則
的
に
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観
察
さ
れ
る
時
間
の
幅
が
世
代
の
概
念
を
形
作
る
。
既
に
ギ
リ
シ
ア
の
歴
史
家
ヘ
ロ
ド
ト
ス
は
、
エ
ジ
プ
ト
の
僧

侶
に
よ
っ
て
、
三
世
代
が
丁
度
一
世
紀
を
な
す
と
い
う
こ
と
を
教
え
ら
れ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
そ
の
よ

う
な
年
齢
の
相
違
は
平
均
三
十
三
年
三
分
の
一
に
あ
た
る
わ
け
で
あ
る
。
然
る
に
グ
ス
タ
フ
・
リ
ュ
メ
リ
ン
は『
世

代
の
概
念
及
び
期
幅
に
就
い
て
』＊

統
計
的
研
究
を
遂
げ
、
こ
の
よ
う
な
平
均
は
時
代
及
び
民
族
に
従
っ
て
そ
れ
ぞ

れ
異
な
っ
て
お
り
、
近
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
あ
っ
て
は
そ
れ
が
三
十
二
年
か
ら
三
十
九
年
（
当
時
の
ド
イ
ツ
で
は

三
十
六
年
二
分
の
一
、イ
ギ
リ
ス
で
は
三
十
五
年
二
分
の
一
、フ
ラ
ン
ス
で
は
三
十
四
年
二
分
の
一
）の
間
に
あ
り
、

従
っ
て
ヘ
ロ
ド
ト
ス
の
計
算
は
、
彼
の
時
代
に
と
っ
て
は
正
し
か
っ
た
と
し
て
も
、
決
し
て
不
変
な
、
一
般
的
に

妥
当
す
る
時
間
の
幅
を
示
す
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
結
論
に
達
し
た
の
で
あ
る
。
一
世
紀
を
三
世
代
と
す
る
と

い
う
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
に
統
計
的
に
必
ず
し
も
正
確
で
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
は
ま
た
歴
史
的
協
働
と
い

う
重
要
な
事
実
を
現
す
こ
と
が
出
来
な
い
。
人
類
に
於
け
る
世
代
の
継
起
に
あ
っ
て
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
力
説
し
た

如
く
、
或
る
種
の
動
物
に
見
ら
れ
る
の
と
は
異
な
り
、
親
の
死
が
子
供
の
誕
生
を
初
め
て
可
能
に
す
る
の
で
は
な

く
、
却
っ
て
親
と
子
供
と
は
同
じ
時
に
重
な
り
合
っ
て
生
活
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
一
世
紀
は
事
実
上
五
世
代

を
含
ん
で
い
る
。
単
に
両
親
の
み
で
な
く
、
祖
父
母
も
ま
た
、
彼
等
の
あ
ら
ゆ
る
生
活
経
験
を
子
や
孫
に
伝
え
得

る
。
そ
こ
で
一
世
代
を
三
分
の
一
世
紀
と
見
做
そ
う
と
す
る
人
々
は
、
自
分
の
主
張
を
ば
、
個
々
の
人
間
の
「
生
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活
活
動
」
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
維
持
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
生
活
活
動
は
、
一
世
紀
の
う
ち
に
含

ま
れ
る
五
世
代
の
う
ち
唯
三
世
代
に
の
み
属
す
る
。
人
間
の
歴
史
的
活
動
は
平
均
的
に
見
て
三
十
歳
を
も
っ
て
始

ま
り
、
六
十
歳
と
七
十
歳
と
の
間
に
終
る
、
そ
れ
だ
か
ら
曽
祖
父
及
び
孫
は
、
祖
父
、
父
、
子
と
同
じ
世
紀
の
う

ち
に
見
出
さ
れ
る
に
し
て
も
、
前
者
は
あ
ま
り
に
老
い
た
る
を
も
っ
て
、
後
者
は
あ
ま
り
に
幼
き
故
に
、
そ
の
生

活
活
動
は
こ
の
世
紀
の
う
ち
に
数
え
ら
れ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
有
名
な
歴
史
家
ラ
ン
ケ
の
弟
子
オ
ト
カ
ル
・

ロ
ー
レ
ン
ツ
は
、
か
く
の
如
き
家
族
系
図
学
的
年
数
計
算
の
基
礎
の
上
に
、『
歴
史
的
時
代
の
自
然
的
体
系
』
を

打
ち
建
て
よ
う
と
企
て
た＊
＊。
彼
に
従
え
ば
、
父
か
ら
孫
に
至
る
三
世
代
は
、
つ
ね
に
相
互
の
直
接
的
な
影
響
の
聯

関
に
立
ち
、
そ
の
う
ち
中
間
に
位
す
る
者
に
い
つ
で
も
、
彼
が
親
か
ら
継
い
だ
も
の
を
子
供
に
伝
え
、
そ
し
て
そ

こ
に
何
か
排
除
す
べ
き
も
の
が
あ
れ
ば
こ
れ
を
子
供
か
ら
遠
ざ
け
る
と
い
う
任
務
が
負
わ
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
歴

史
的
意
味
に
於
け
る
三
世
代
の
平
均
期
間
を
百
年
と
し
て
計
上
し
、
か
の
「
世
紀
」
な
る
概
念
の
有
す
る
重
要
な

意
味
は
、
そ
れ
が
原
本
的
な
「
三
世
代
の
法
則
」
に
も
と
づ
く
或
る
精
神
的
歴
史
的
統
一
を
現
し
て
い
る
と
こ
ろ

に
見
出
さ
れ
る
と
し
た
。
著
名
な
家
族
即
ち
君
王
家
の
歴
史
に
於
て
こ
の
法
則
が
明
瞭
に
認
め
ら
れ
る
ば
か
り
で

な
く
、
一
般
的
な
観
念
及
び
思
想
の
伝
播
ま
た
は
後
退
に
於
て
も
同
じ
法
則
が
見
ら
れ
る
、
と
ロ
ー
レ
ン
ツ
は
考

え
た
。
そ
れ
故
に
「
世
紀
」
な
る
も
の
は
「
一
切
の
歴
史
的
現
象
の
客
観
的
に
基
礎
付
け
ら
れ
た
時
間
単
位
」
で
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あ
る
。
歴
史
的
時
間
を
ば
世
紀
を
単
位
と
し
て
刻
む
と
い
う
こ
と
は
客
観
的
意
味
の
あ
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
け
れ
ど
も
歴
史
的
諸
事
件
の
長
い
系
列
に
と
っ
て
は
世
紀
は
あ
ま
り
に
小
さ
い
単
位
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
彼

は
次
に
高
い
単
位
と
し
て
、
丁
度
一
世
紀
が
三
世
代
か
ら
成
る
よ
う
に
、
三
世
紀
即
ち
三
百
年
を
と
り
、
更
に
三

世
紀
の
三
倍
を
と
っ
た
。
ロ
ー
レ
ン
ツ
は
そ
の
三
百
年
単
位
説
の
支
持
を
ド
イ
ツ
の
文
学
史
に
於
て
、
実
際
を
云

え
ば
、
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
か
の
波
動
説
の
う
ち
に
見
出
し
得
る
と
信
じ
た
。
こ
の
シ
ェ
ー
ラ
ー
に

よ
る
な
ら
ば
、
ド
イ
ツ
の
文
学
史
は
三
百
年
目
の
興
隆
と
三
百
年
目
の
衰
微
と
の
間
を
往
復
し
て
お
り
、
か
く
し

て
紀
元
六
〇
〇
年
、
一
二
〇
〇
年
、
一
八
〇
〇
年
の
三
つ
の
最
高
頂
を
経
験
し
た
と
さ
れ
る
。

＊　

V
gl. G

ustav R
üm

elin, U
eber den B

egriff und die D
auer einer G

eneration in den „ Reden und Aufsätze“  I, 

1875.

＊

＊　

V
gl. O

ttokar L
orenz, U

eber ein natürliches System
 geschichtlicher Perioden in  der 

„ G
eschichtsw

issenschaft in H
auptrichtungen und Aufgaben“ 1886.

尤
も
世
代
の
概
念
は
そ
れ
ほ
ど
新
奇
な
も
の
で
は
な
く
、
却
っ
て
我
々
の
普
通
の
歴
史
の
見
方
に
絶
え
ず
影
響

を
及
ぼ
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
国
家
の
統
治
者
の
家
系
に
従
っ
て
の
歴
史
叙
述
は
広
く
―
―
殊
に
日
本
や
支

那
な
ど
に
於
て
―
―
行
わ
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
に
し
て
我
々
は
ま
た
ペ
リ
ク
レ
ス
時
代
の
ア
テ
ナ
イ
、
ア
ウ
グ
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ス
ト
ゥ
ス
時
代
の
ロ
ー
マ
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
於
け
る
メ
デ
ィ
チ
家
時
代
、
或
は
エ
リ
ザ
ベ
ス
時
代
、
或
は
ル
イ

十
四
世
時
代
な
ど
と
い
う
言
葉
を
始
終
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

世
代
概
念
の
特
色
は
、
既
に
述
べ
た
如
く
、
そ
れ
が
自
然
的
時
間
の
概
念
で
あ
り
な
が
ら
、
歴
史
的
活
動
の
主

体
と
考
え
ら
れ
る
人
間
そ
の
も
の
に
関
係
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
ロ
ー
レ
ン
ツ
は
彼
の
所
謂
「
三
世
代
の
法

則
」
を
「
一
の
人
間
的
自
然
に
内
在
す
る
原
理
」
と
呼
ん
で
い
る
。
然
る
に
世
代
理
論
の
主
張
者
は
か
か
る
自
然

的
時
間
を
直
ち
に
歴
史
的
時
間
の
位
置
に
引
き
上
げ
、
そ
こ
に
一
切
の
歴
史
的
現
象
の
時
代
区
分
の
原
理
を
求
め

よ
う
と
す
る
。
こ
の
場
合
世
代
は
、
地
球
の
公
転
の
一
年
の
如
く
、
歴
史
的
時
間
測
定
の
一
の
外
的
な
単
位
に
と

ど
ま
る
の
で
な
く
、
そ
れ
自
身
が
本
質
的
に
時
代
区
分
を
形
作
っ
て
い
る
と
見
做
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
然
る

に
こ
の
こ
と
が
あ
る
の
は
、
そ
の
と
き
人
間
は
も
は
や
単
に
歴
史
的
活
動
の
基
体
と
し
て
の
自
然
の
存
在
と
し
て

で
は
な
く
、
寧
ろ
歴
史
的
活
動
そ
の
も
の
、
歴
史
そ
の
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
た
め
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

そ
こ
で
は
例
え
ば
文
化
の
蓄
積
及
び
伝
承
な
ど
い
う
歴
史
的
行
為
に
重
要
な
意
味
が
与
え
ら
れ
、
世
代
と
い
う
自

然
的
な
も
の
は
か
か
る
歴
史
的
行
為
と
有
機
的
な
結
合
を
保
ち
、
有
機
的
な
統
一
を
形
成
す
る
と
解
釈
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
ロ
ー
レ
ン
ツ
の
如
き
が
一
世
代
を
も
っ
て
歴
史
的
時
間
を
刻
む
こ
と
を
せ
ず
、
却
っ
て
か
の
三
世

代
の
法
則
を
立
て
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
の
も
、
根
本
的
に
は
そ
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
の
で
あ
る
。
か
く
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て
世
代
の
概
念
は
次
第
に
所
謂
精
神
科
学
的
意
味
の
も
の
に
解
釈
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
今
日
文
学
史
家
た
ち
に

よ
っ
て
開
拓
さ
れ
て
い
る
の
は
そ
れ
の
か
か
る
意
味
な
の
で
あ
る
。
既
に
デ
ィ
ル
タ
イ
が
こ
の
方
向
を
と
っ
た
。＊

デ
ィ
ル
タ
イ
は
世
代
の
概
念
を
年
齢 Lebensalter 

の
概
念
と
共
に
精
神
科
学
の
方
法
概
念
と
し
て
導
き
、
そ
れ

を
彼
の
『
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
伝
』【Leben Schleierm

achers

】
に
於
て
巧
に
使
用
し
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
世

代
と
は
「
諸
個
人
の
同
時
性
の
関
係
」
で
あ
る
。
い
わ
ば
相
並
ん
で
生
れ
た
る
、
即
ち
共
通
の
少
年
時
代
、
共
通

の
青
年
時
代
を
も
ち
、
そ
し
て
そ
の
壮
年
の
活
動
時
代
が
一
部
分
合
致
す
る
と
こ
ろ
の
人
々
は
、
同
一
の
世
代
と

呼
ば
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
人
々
は
ひ
と
つ
の
よ
り
深
い
関
係
に
よ
っ
て
結
ば
れ
て
い
る
。
彼
等
は
そ
の
感
受
性
の

最
も
強
い
年
頃
に
於
て
同
一
の
指
導
的
な
諸
影
響
を
受
け
る
。
彼
等
の
感
受
の
時
代
に
於
て
現
れ
た
同
じ
大
き
な

事
件
及
び
変
化
に
同
様
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
に
付
け
加
わ
っ
て
来
る
他
の
要
素
の
差
異
に
も

拘
ら
ず
、
一
の
同
質
的
な
全
体
に
結
び
合
わ
さ
れ
る
一
定
の
範
囲
の
個
人
は
、
一
個
の
世
代
を
形
作
る
。
こ
の
よ

う
な
世
代
を
、
例
え
ば
、
ア
ウ
グ
ス
ト
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
、
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
、
ア
レ

キ
サ
ン
ダ
ー
・
フ
ォ
ン
・
フ
ン
ボ
ル
ト
、
ヘ
ー
ゲ
ル
、
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
、
ヘ

ル
ダ
ー
リ
ン
、
ワ
ッ
ケ
ン
ロ
ー
デ
ル
、
テ
ィ
ー
ク
、
フ
リ
ー
ス
、
シ
ェ
リ
ン
グ
が
形
作
っ
て
い
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ

は
ひ
と
つ
の
世
代
の
知
的
活
動
に
は
た
ら
き
か
け
る
無
数
の
制
約
の
総
体
を
二
つ
の
群
に
分
っ
た
。先
ず
第
一
に
、
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世
代
が
形
作
ら
れ
る
と
き
、
そ
こ
に
与
え
ら
れ
て
見
出
さ
れ
る
知
的
文
化
の
資
産
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
あ
る
、

こ
の
資
産
よ
り
ひ
と
は
諸
々
の
進
歩
の
甚
だ
大
な
る
可
能
性
を
望
み
見
る
。
然
る
に
今
や
生
長
し
た
人
間
が
蓄
積

さ
れ
て
い
る
精
神
的
諸
内
容
を
占
有
し
、
そ
こ
か
ら
先
へ
前
進
し
よ
う
と
試
み
る
と
き
、
彼
は
第
二
の
群
の
制
約

の
影
響
の
も
と
に
お
か
れ
る
。
即
ち
周
囲
の
生
活
、
社
会
的
、
政
治
的
、
そ
の
他
種
々
様
々
な
文
化
状
態
、
特
に

新
た
に
加
わ
っ
て
来
る
知
的
諸
事
実
が
そ
れ
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
も
の
に
よ
っ
て
、
前
の
世
代
か
ら
与
え
ら
れ

た
よ
り
先
へ
の
進
歩
の
諸
々
の
可
能
性
に
対
し
て
一
定
の
限
界
が
お
か
れ
る
。
実
に
か
く
の
如
き
諸
制
約
の
影
響

の
も
と
に
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
同
質
的
な
諸
個
人
が
一
世
代
と
し
て
形
作
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
い
ま

ロ
ー
レ
ン
ツ
な
ど
の
世
代
概
念
に
対
し
デ
ィ
ル
タ
イ
に
於
け
る
同
じ
概
念
の
含
む
比
較
的
新
し
き
も
の
は
、
第
一

に
、
こ
こ
で
は
世
代
の
現
象
に
於
て
単
に
前
後
継
起
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
「
同
時
性
」
の
現
象
が
単
な
る
年
代

学
的
意
味
よ
り
も
一
層
深
き
意
味
を
得
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
世
代
の
概
念
は
、
一
方
遺

伝
学
的
乃
至
家
族
系
図
学
的
の
狭
い
地
盤
か
ら
解
放
さ
れ
て
よ
り
現
実
的
な
社
会
的
歴
史
的
現
象
の
う
ち
へ
引
き

入
れ
ら
れ
る
と
共
に
、
他
方
単
に
直
線
的
な
時
間
に
対
し
て
具
体
的
な
、
持
続
的
な
全
体
性
の
意
味
を
含
む
歴
史

的
時
間
を
考
え
る
こ
と
が
可
能
に
さ
れ
た
。
然
し
一
層
重
要
な
こ
と
は
、
第
二
に
、
デ
ィ
ル
タ
イ
が
世
代
の
問

題
に
関
心
し
た
の
は
、
彼
自
身
云
う
と
こ
ろ
に
従
え
ば
、
主
と
し
て
、
世
代
統
一
に
よ
っ
て
、
時
、
月
、
年
等
を
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基
礎
に
も
つ
と
こ
ろ
の
、
精
神
的
諸
運
動
の
過
程
の
普
通
の
単
に
外
的
な
足
場
が
、「
内
部
か
ら
測
ら
れ
る
表
象
」

に
よ
っ
て
置
き
換
え
ら
れ
得
る
た
め
で
あ
っ
た
。
世
代
統
一
は
精
神
的
諸
運
動
の
一
の
追
体
験
さ
れ
得
る
直
観
的

な
測
定
を
可
能
な
ら
し
め
る
と
考
え
ら
れ
た
。
デ
ィ
ル
タ
イ
に
於
け
る
新
し
き
も
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
量

的
に
測
ら
れ
得
る
時
間
と
唯
質
的
に
の
み
捉
え
ら
れ
得
る
内
的
な
体
験
時
間
と
の
区
別
で
あ
っ
た
。
世
代
は
彼
に

於
て
単
に
外
的
な
時
間
を
現
す
の
で
な
く
、
寧
ろ
内
的
な
時
間
を
現
す
べ
き
で
あ
っ
た
。

＊　

V
gl. W

ilh. D
ilthey, U

eber das Studium
 der G

eschichte der W
issenschaften vom

 M
enschen, der G

esellschaft 

und dem
 Staat 1875, G

esam
m

elte Schriften V. B
and, S. 38 ff.

然
し
な
が
ら
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
世
代
概
念
の
世
代
概
念
た
る
基
礎
的
な
意
味
は
ど
こ
ま
で
も
そ
れ
が
自
然
的

時
間
の
刻
み
を
現
す
と
こ
ろ
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
歴
史
理
論
と
し
て
の
世
代
理
論
の
担
う
べ
き
特
徴

は
、
か
く
の
如
き
自
然
的
時
間
の
刻
み
が
本
来
の
歴
史
的
時
間
の
刻
み
と
平
行
し
、
対
応
し
、
調
和
す
る
と
考
え

ら
れ
る
と
こ
ろ
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ロ
ー
レ
ン
ツ
は
こ
の
こ
と
を
主
張
し
た
。
詳
し
く
云
え
ば
、
世

代
理
論
に
あ
っ
て
は
、
一
方
で
は
世
代
が
我
々
の
時
計
の
時
間
の
如
く
歴
史
的
過
程
に
と
っ
て
外
的
な
も
の
で
な

く
、
一
の
内
的
な
且
つ
自
然
的
な
単
位
で
あ
り
、
そ
し
て
他
方
で
は
こ
の
よ
う
な
内
的
な
自
然
的
な
統
一
が
本
来

の
歴
史
的
進
行
と
一
致
す
る
、
と
見
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。「
精
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神
的
諸
運
動
及
び
科
学
的
諸
活
動
の
過
程
の
足
場
は
、
唯
外
部
か
ら
見
ら
れ
る
と
き
に
の
み
、
我
々
が
そ
れ
ら
を

秩
序
付
け
る
と
こ
ろ
の
時
、
月
、
年
、
十
年
と
い
う
体
系
の
う
ち
に
存
す
る
。
我
々
が
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
過
程

を
直
観
的
に
表
象
す
る
と
こ
ろ
の
統
一
は
、
こ
の
過
程
そ
の
も
の
の
う
ち
に
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
時
計
の

秒
や
分
と
内
的
な
心
理
学
的
な
時
間
と
の
間
の
関
係
に
、
歴
史
的
過
程
の
大
き
な
期
間
に
と
っ
て
は
、
十
年
、
百

年
と
そ
し
て
他
方
で
は
そ
の
中
間
の
平
均
に
於
け
る
及
び
そ
の
年
齢
の
継
起
に
於
け
る
人
間
生
活
と
の
間
の
関
係

が
対
応
す
る
。
と
い
う
の
は
、
人
間
生
活
の
経
過
の
う
ち
に
精
神
的
諸
運
動
の
歴
史
の
直
観
的
な
測
定
に
と
っ
て

の
自
然
的
な
統
一
が
与
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。」
即
ち
彼
は
外
的
な
時
間
と
内
的
な
時
間
ま
た
は
本
来
の

歴
史
的
時
間
と
を
区
別
し
な
が
ら
、
し
か
も
同
時
に
か
か
る
歴
史
的
時
間
と
人
間
的
自
然
の
時
間
と
を
統
一
的
に

見
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
が
「
人
間
生
活
」
と
い
う
の
は
か
か
る
統
一
の
基
礎
で
あ
る
。
彼
も
ま
た
一

世
代
を
約
三
十
年
で
あ
る
と
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
知
的
歴
史
は
、
そ
の
名
と
業
績
と
が
伝
わ
れ
る
最
初
の
科
学
的

研
究
者
た
る
タ
レ
ー
ス
以
来
、
彼
の
時
に
至
る
ま
で
僅
か
八
十
四
世
代
に
過
ぎ
な
い
、
と
云
っ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
に
し
て
世
代
理
論
の
根
本
思
想
を
な
す
の
は
、
我
々
が
か
の
浪
漫
的
有
機
体
説
を
特
徴
付
け
た
と
こ
ろ
の
も
の

に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
の
理
論
の
基
礎
に
は
、
自
然
的
な
も
の
と
精
神
的

な
も
の
、
実
在
的
な
も
の
と
観
念
的
な
も
の
、
外
的
な
も
の
と
内
的
な
も
の
、
と
の
調
和
、
連
続
乃
至
統
一
の
思



二
〇
〇

想
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
我
々
は
世
代
概
念
の
歴
史
理
論
的
特
性
を
有
機
体
説
的
と
し
て
規
定
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
こ
と

を
我
々
は
こ
の
概
念
の
歴
史
的
起
原
を
突
き
と
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
理
解
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
ロ
ー
レ
ン

ツ
の
権
威
に
従
え
ば
、
彼
の
師
ラ
ン
ケ
が
世
代
の
思
想
を
暗
示
し
た
と
云
う
。
ラ
ン
ケ
は
そ
の
『
ロ
マ
ン
的
・
ゲ

ル
マ
ン
的
諸
民
族
の
歴
史
』
の
改
訂
（
一
八
七
四
年
）【G

eschichte der rom
anischen und germ

anischen Völker von 1494 

bis 1514

】
に
際
し
、
屡
々
引
用
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
次
の
文
章
を
附
け
加
え
た
の
で
あ
る
。「
恐
ら
く
一
般
に
、
諸

世
代
を
ば
、
能
う
限
り
、
そ
れ
ら
が
世
界
史
の
舞
台
に
於
て
互
い
に
一
体
と
な
り
且
つ
互
い
に
区
別
さ
れ
る
有
様

に
従
っ
て
、
順
次
に
配
置
す
る
と
い
う
こ
と
が
課
題
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
ひ
と
は
そ
れ
ら
諸
世
代
の
各
々
を
完
全

に
公
平
に
取
扱
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
、
ひ
と
は
そ
の
時
々
に
そ
れ
ぞ
れ
互
い
に
最
も
密
接
な
関
係
を
も
ち
且

つ
そ
の
諸
対
立
に
於
て
世
界
発
展
が
更
に
進
展
す
る
と
こ
ろ
の
最
も
光
輝
あ
る
諸
形
態
の
系
列
を
叙
述
し
得
る
で

あ
ろ
う
、
そ
の
と
き
諸
事
件
は
そ
れ
の
本
性
に
一
致
す
る
。」
な
お
ロ
ー
レ
ン
ツ
の
伝
え
る
と
こ
ろ
で
は
、
ラ
ン

ケ
は
世
代
の
概
念
の
も
と
に
「
人
間
一
代
の
う
ち
に
は
た
ら
け
る
或
る
一
定
の
理
念
に
対
す
る
表
現
」
を
理
解
し

た
。
然
る
に
ラ
ン
ケ
も
根
本
的
に
は
例
外
を
な
さ
ず
、
一
般
に
、
広
義
に
於
け
る
ド
イ
ツ
歴
史
学
派
の
特
色
を
な

し
た
も
の
が
有
機
体
説
的
な
歴
史
理
論
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
さ
き
に
論
じ
た
通
り
で
あ
る
。
こ
の
学
派
は
そ
の
最
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初
の
形
而
上
学
的
傾
向
か
ら
次
第
に
実
証
主
義
的
方
向
へ
進
ん
で
行
っ
た
が
、
そ
れ
に
応
じ
て
そ
の
有
機
体
説
も

最
初
の
形
而
上
学
的
意
味
の
も
の
か
ら
実
証
主
義
的
意
味
の
も
の
に
変
化
し
た
。
こ
の
と
き
人
間
的
有
機
的
生
命

が
そ
の
歴
史
理
論
の
基
礎
に
お
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
最
も
自
然
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
、
こ
の

過
程
に
於
て
か
の
「
民
族
精
神
」
な
る
理
念
は
世
代
の
概
念
に
よ
っ
て
代
ら
れ
た
と
も
見
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。

そ
こ
で
ま
た
世
代
の
概
念
を
特
色
付
け
る
も
の
は
、
有
機
体
説
的
な
歴
史
の
論
理
と
実
証
主
義
と
の
混
合
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
実
際
、
ロ
ー
レ
ン
ツ
の
如
き
は
ラ
ン
ケ
的
な
歴
史
を
支
配
す
る
理
念
と
い
う
思
想
を
全
く
棄
て
去

っ
て
い
な
い
に
拘
ら
ず
、そ
の
世
代
の
理
論
を
生
物
学
上
の
遺
伝
説
に
よ
っ
て
基
礎
付
け
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

か
よ
う
に
し
て
、
世
代
理
論
は
ま
た
我
々
が
さ
き
に
有
機
的
発
展
の
思
想
に
就
い
て
掲
げ
た
種
々
な
る
性
格
を
具

え
て
い
る
。
例
え
ば
そ
れ
は
、
そ
の
実
証
主
義
的
意
図
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
有
機
体
説
的
な
理
論
に
制
約
さ
れ
て
、

歴
史
学
に
法
則
科
学
的
意
味
を
負
わ
せ
る
こ
と
が
出
来
ず
、
こ
れ
を
寧
ろ
形
態
学
的
に
見
る
の
ほ
か
な
い
。
従
っ

て
そ
こ
で
は
一
般
に
類
型
、
即
ち
テ
ュ
プ
ス
、
シ
ュ
テ
ィ
ル
【Typus, Stil

】
の
如
き
が
歴
史
学
の
中
心
概
念
と
な

ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
全
く
ペ
ー
タ
ー
ゼ
ン
な
ど
の
明
ら
さ
ま
に
主
張
し
て
い
る
通
り
で
あ
る
。

然
る
に
ロ
ー
レ
ン
ツ
は
彼
の
世
代
理
論
を
も
っ
て
歴
史
学
の
本
来
の
意
味
に
於
け
る
「
将
来
理
論
」
で
あ
る
と
主

張
し
た
。
同
じ
よ
う
に
フ
ラ
ン
ス
の
人
ジ
ュ
ス
タ
ン
・
ド
ロ
メ
ル
は
そ
の『
諸
革
命
の
法
則
』（
一
八
六
一
年
）【Justin 
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】
に
於
て
将
来
に
対
す
る
科
学
的
見
通
し
を
与
え
る
こ
と
を
公
言
し
た
の
で
あ
る
。

ド
ロ
メ
ル
に
よ
れ
ば
、
民
主
主
義
の
社
会
に
あ
っ
て
は
市
民
の
政
治
的
活
動
は
平
均
四
十
年
間
に
亙
る
が
、
こ
の

活
動
の
初
期
は
前
世
代
の
人
間
が
な
お
生
存
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
末
期
は
自
分
自
身
の
世
代
の
人
間

が
既
に
死
滅
し
つ
つ
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
共
に
制
限
を
受
け
る
。
そ
こ
で
各
世
代
は
た
だ
約
十
五
年
の
間
投
票

に
於
け
る
多
数
を
制
し
得
、
こ
れ
に
よ
っ
て
国
家
の
運
命
を
決
定
し
得
る
。
こ
の
法
則
は
フ
ラ
ン
ス
に
於
け
る
諸

変
革
が
一
七
八
九
、一
八
〇
〇
、一
八
一
五
、一
八
三
〇
、一
八
四
八
の
年
々
に
起
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
証
明
さ

れ
る
、
と
云
う
の
で
あ
る
。
今
か
り
に
ロ
ー
レ
ン
ツ
の
三
世
代
の
法
則
、
或
は
ド
ロ
メ
ル
の
十
五
年
説
―
―
こ
の

場
合
に
は
な
お
社
会
が
凡
て
の
時
代
に
民
主
主
義
的
議
会
主
義
的
で
あ
る
の
で
な
い
と
い
う
こ
と
を
勘
定
に
入
れ

な
い
で
―
―
が
事
実
に
適
合
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
何
等
本
来
の
意
味
に
於
け
る
法
則
で
あ
る
の
で
は
な
い
。

そ
れ
は
た
か
だ
か
歴
史
が
周
期
的
に
、
波
動
的
に
進
行
す
る
と
い
う
こ
と
を
記
述
的
に
表
す
の
み
で
あ
る
。
寧
ろ

我
々
は
世
代
理
論
の
特
徴
を
そ
の
有
機
体
説
的
方
向
に
、
そ
の
個
性
記
述
的
乃
至
類
型
記
述
的
理
論
の
方
向
に
求

む
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
世
代
理
論
は
美
的
な
、観
想
的
な
史
観
に
属
す
る
の
で
あ
っ
て
、

そ
れ
が
今
日
特
に
文
学
史
家
た
ち
の
間
に
喧
伝
さ
れ
て
い
る
の
も
偶
然
的
で
は
な
か
ろ
う
。

さ
て
我
々
は
事
実
的
時
間
、
歴
史
的
時
間
及
び
自
然
的
時
間
の
三
つ
を
区
別
し
て
来
た
。
後
の
二
つ
は
共
に
存
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在
の
時
間
で
あ
る
限
り
最
初
の
も
の
に
対
し
て
或
る
共
通
な
性
質
を
具
え
て
い
る
。
然
し
自
然
と
歴
史
と
が
存

在
と
し
て
区
別
さ
れ
る
限
り
両
者
の
間
に
は
ま
た
差
異
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
我
々
は
自
然
的
時
間
を
「
待
つ
」

w
ait 

時
間
と
し
て
、歴
史
的
時
間
を
「
期
待
す
る
」expect 

時
間
と
し
て
特
性
付
け
る
こ
と
も
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

自
然
は
繰
り
返
す
こ
と
或
は
循
環
す
る
こ
と
を
特
色
と
す
る
。
そ
こ
で
は
我
々
は
待
て
ば
よ
い
の
で
あ
る
、
待
て

ば
繰
り
返
し
て
来
る
の
で
あ
る
。
自
然
は
繰
り
返
す
も
の
と
考
え
ら
れ
、歴
史
は
こ
れ
に
反
し
繰
り
返
さ
ぬ
も
の
、

一
回
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
待
つ
の
で
な
く
期
待
す
る
と
い
う
こ
と
が
歴
史
的
時
間
の
特
色
で
あ
る
。
自
然

人
は
待
ち
、
文
化
人
は
期
待
す
る
。
既
に
述
べ
た
如
く
、
歴
史
的
時
間
の
歴
史
的
な
る
所
以
は
そ
れ
が
事
実
的
時

間
に
よ
っ
て
構
造
付
け
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
存
し
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
何
処
に
於
て
も
「
既
に
」
の

性
質
を
有
す
る
歴
史
的
時
間
に
或
る
未
来
性
が
負
わ
さ
れ
る
。
こ
の
特
殊
な
未
来
性
を
現
す
の
は
「
期
待
す
る
」

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
然
し
「
期
待
す
る
」
と
い
う
未
来
性
は
寧
ろ
非
本
来
的
な
未
来
性
に
過
ぎ
ぬ
。
本
来
的
な

未
来
性
は
ひ
と
り
事
実
的
時
間
の
性
格
で
あ
る
。
こ
れ
は
期
待
す
る
と
い
う
こ
と
で
な
く
、
寧
ろ
予
料
す
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
思
惟
の
意
味
に
於
て
予
料
す
る
と
い
う
の
で
な
く
、
却
っ
て
行
為
の
意
味
に
於
て
先
取
す
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
、
否
、
ま
さ
に
「
決
心
す
る
」decide 
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
期
待
す
る
と
い
う
未
来
性
の
う

ち
に
は
も
は
や
「
既
に
」
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
。
瞬
間
は
未
来
か
ら
時
来
す
る
と
云
っ
て
も
、
そ
れ
は
決
し
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て
期
待
す
る
時
間
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
三
つ
の
時
間
は
、
固
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
独
立
な
時
間
で
あ
る
の

で
な
く
、
却
っ
て
そ
れ
ら
は
真
に
現
実
的
な
時
間
を
構
成
す
る
三
つ
の
要
素
乃
至
次
元
と
見
ら
る
べ
き
で
あ
る
。

真
に
現
実
的
な
時
間
は
そ
れ
ら
の
も
の
の
構
造
聯
関
に
於
て
成
立
す
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
例
え
ば
、
観
想
的

態
度
は
自
然
的
時
間
に
優
位
を
与
え
る
。観
想
的
な
世
界
観
の
模
範
た
る
ギ
リ
シ
ア
思
想
に
於
て
そ
う
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
は
自
然
的
時
間
に
象
っ
て
歴
史
的
時
間
が
理
解
さ
れ
、
従
っ
て
歴
史
は
循
環
す
る
と
考
え
ら
れ
た
。
け
れ

ど
も
こ
れ
が
決
し
て
単
な
る
自
然
的
時
間
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
の
意
味
に
尽
き
る
も
の
で
な
く
、
ま
た
事
実
的
時
間
の

意
味
を
含
ん
で
い
た
こ
と
は
、
か
か
る
回
帰
的
時
間
が
ま
さ
に
運
命
的
な
も
の
を
意
味
し
た
と
い
う
こ
と
に
よ
っ

て
も
知
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
観
想
的
態
度
に
於
て
永
遠
は
「
円
環
」
を
も
っ
て
象
徴
さ
れ
る
の
を
つ

ね
と
す
る
。
或
は
時
間
を
「
包
む
」
と
い
う
こ
と
が
永
遠
の
本
性
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
然
る
に
実
践
的
態
度

に
あ
っ
て
は
自
然
的
時
間
に
対
す
る
歴
史
的
時
間
の
独
立
性
と
独
自
性
と
が
高
調
さ
れ
る
。
こ
の
と
き
瞬
間
こ
そ

永
遠
の
象
徴
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
。
瞬
間
は
凡
て
の
時
間
を
包
む
も
の
と
い
う
静
的
な
意
味
で
永
遠
で
あ
る
よ
り

も
、
寧
ろ
そ
れ
は
存
在
の
時
間
を
超
越
し
、
そ
こ
か
ら
存
在
の
時
間
の
何
処
に
で
も
つ
な
が
り
得
る
と
い
う
動
的

な
意
味
で
永
遠
の
相
を
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
然
し
実
践
的
態
度
は
歴
史
的
時
間
の
現
在
に
最
も
重
要
性
を
お

く
で
あ
ろ
う
、
し
か
も
そ
れ
は
未
来
を
期
待
す
る
と
い
う
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
く
、
却
っ
て
こ
の
こ
と
の
結
果
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で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
し
て
フ
ィ
ヒ
テ
が
そ
の
人
類
歴
史
の
哲
学
的
構
成
に
於
て
こ
れ
を
五
つ
の
時
代
に
分
ち
、
彼

の
現
代
は
ま
さ
し
く
そ
の
第
三
の
時
代
即
ち
「
罪
悪
の
完
成
し
た
状
態
」
に
あ
る
と
見
做
し
た
が
如
き
こ
と
も
一

部
分
説
明
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。＊

即
ち
現
代
を
最
大
の
危
機
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
代
の
決
定
的
な

重
大
性
が
力
説
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
な
お
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
は
古
代
史
は
円
環
行
程
の
体
系
を
な
し
、
近
代
史
は
無

限
な
る
前
進
の
体
系
を
な
す
と
述
べ
た
が
、
こ
の
こ
と
は
少
な
く
と
も
一
面
で
は
、
近
代
の
歴
史
的
発
展
に
於
て

歴
史
的
時
間
が
自
然
的
時
間
に
対
し
て
次
第
に
そ
の
相
対
的
独
立
性
を
増
大
し
て
来
た
こ
と
を
意
味
し
、
そ
し
て

こ
れ
は
人
間
の
自
然
に
対
す
る
は
た
ら
き
か
け
が
深
刻
に
な
り
、
拡
張
さ
れ
て
来
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
も
考
え

ら
れ
よ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
我
々
の
生
活
し
つ
つ
あ
る
真
に
現
実
的
な
時
間
は
い
わ
ば
一
音
の
も
の
で
な
く
、

却
っ
て
多
く
の
音
の
合
成
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
然
的
時
間
、
歴
史
的
時
間
及
び
事
実
的
時
間
の
そ
れ
ぞ
れ
具
体
的

な
構
造
聯
関
に
於
て
成
立
す
る
。
け
れ
ど
も
そ
こ
に
響
い
て
来
る
の
は
必
ず
し
も
つ
ね
に
美
し
い
シ
ュ
ム
フ
ォ
ニ

ー
で
は
な
い
。
こ
の
聯
関
は
何
よ
り
も
弁
証
法
的
に
構
造
付
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
存
在
と
事
実

と
の
弁
証
法
的
関
係
に
相
応
す
る
。
固
よ
り
事
物
の
運
動
そ
の
も
の
が
時
間
で
は
な
い
、
運
動
は
却
っ
て
時
間
の

う
ち
に
あ
る
の
で
あ
る
と
も
云
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
然
し
ま
た
事
物
の
運
動
を
離
れ
て
時
間
は
考
え
ら
れ
な
い
。

か
く
て
現
実
的
な
時
間
の
形
成
そ
の
も
の
が
動
的
で
あ
る
。
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史
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一

史
観
と
は
何
で
あ
る
か
に
就
い
て
、
先
ず
下
の
如
く
答
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
一
、
史
観
は
各
々
の

歴
史
叙
述
の
う
ち
に
含
ま
れ
、
こ
れ
を
そ
の
根
柢
に
於
て
規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ

は
、
そ
の
本
性
上
、
歴
史
科
学
的
研
究
の
後
に
そ
の
結
論
と
し
て
初
め
て
打
ち
建
て
ら
れ
た
一
般
的
原
理
と
い
う

が
如
き
も
の
で
な
い
。
そ
れ
は
も
と
個
々
の
研
究
の
結
果
を
総
括
し
概
観
せ
し
め
る
一
般
的
命
題
で
は
な
い
。
史

観
は
歴
史
科
学
に
と
っ
て
か
よ
う
な
結
論
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
寧
ろ
そ
れ
の
前
提
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
史
観
は

個
々
の
科
学
的
研
究
に
よ
っ
て
影
響
さ
れ
、
そ
れ
を
通
じ
て
科
学
的
な
形
態
に
形
作
ら
れ
る
に
至
る
の
で
あ
る
け

れ
ど
も
、
そ
の
根
源
に
従
え
ば
、
決
し
て
科
学
的
研
究
の
結
果
初
め
て
出
て
来
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
な
く
、

却
っ
て
そ
れ
に
先
行
し
、
そ
れ
に
対
し
予
め
一
定
の
方
向
を
指
定
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
歴
史
家

に
と
っ
て
多
く
の
場
合
自
覚
さ
れ
ぬ
無
意
識
的
な
前
提
と
し
て
は
た
ら
い
て
い
る
。
史
観
は
ロ
ゴ
ス
と
し
て
の
歴

史
よ
り
も
い
わ
ば
一
層
ロ
ゴ
ス
的
な
も
の
で
あ
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
い
わ
ば
一
層
ロ
ゴ
ス
的
で
な
い
も
の
で
あ
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る
。
前
者
は
後
者
よ
り
も
意
識
と
し
て
一
層
根
源
的
で
あ
る
。
第
二
に
、
そ
の
こ
と
と
関
係
し
て
、
史
観
が
歴
史

学
に
と
っ
て
或
る
前
提
的
な
も
の
を
意
味
す
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
単
に
歴
史
学
の
論
理
的
乃
至
方
法
論
的
前
提

に
過
ぎ
ぬ
と
い
う
が
如
き
も
の
で
は
な
い
。
史
観
は
単
に
ロ
ゴ
ス
的
前
提
的
な
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
存
在
0

0

に
関

係
し
て
前
提
的
な
も
の
で
あ
る
。
即
ち
史
観
の
問
題
は
、
根
本
的
に
は
、
歴
史
学
の
対
象
で
あ
り
、
そ
れ
に
就

い
て
科
学
的
方
法
論
的
研
究
が
な
さ
れ
る
存
在
と
し
て
の
歴
史
の
存
在
そ
の
も
の
の
把
捉
の
仕
方
に
関
係
し
て
い

る
。
そ
れ
だ
か
ら
、
例
え
ば
、
ひ
と
が
唯
物
史
観
に
於
け
る
唯
物
論
と
い
う
も
の
を
全
く
方
法
論
的
意
味
に
理
解

し
、
そ
れ
を
単
に
方
法
論
上
の
「
現
実
主
義
」
と
い
う
意
味
に
解
釈
す
る
が
如
き
は
誤
で
あ
る
と
云
わ
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。
固
よ
り
歴
史
学
の
対
象
た
る
存
在
が
、
そ
し
て
そ
れ
に
関
聯
し
て
ま
た
意
識
が
、
如
何
に
把
捉
さ
れ
る

か
と
い
う
こ
と
は
、
歴
史
学
の
論
理
的
、
方
法
論
的
立
場
に
と
っ
て
没
交
渉
で
は
な
い
。
然
し
史
観
の
問
題
は
決

し
て
後
者
の
意
味
に
尽
き
る
の
で
な
く
、
寧
ろ
前
者
に
関
係
し
て
決
定
的
な
重
要
性
を
も
っ
て
い
る
。
歴
史
学
の

方
法
論
そ
の
も
の
も
史
観
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
第
三
に
、
史
観
に
於
け
る
固
有
な
る

も
の
は
、
そ
れ
が
ロ
ゴ
ス
の
平
面
よ
り
も
深
く
存
在
の
問
題
に
関
係
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
寧
ろ
そ
れ
が
客
体
的

存
在
よ
り
も
更
に
深
く
主
体
的
事
実

0

0

0

0

0

に
関
係
す
る
と
こ
ろ
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
史
観
は
そ
の

根
源
に
於
て
事
実
と
し
て
の
歴
史
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
固
よ
り
存
在
と
し
て
の
歴
史
に
よ
っ
て



二
〇
九

第
五
章　

史
観
の
構
造

規
定
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
と
云
う
の
で
は
な
い
。
然
し
史
観
の
固
有
な
る
本
性
は
、
そ
れ
が
客
体
的
な
も
の
を
模

写
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
見
ら
る
べ
き
で
な
く
、
寧
ろ
主
体
的
な
も
の
を
自
己
の
う
ち
に
表
出
し
て
い
る
と
こ
ろ
に

捉
え
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
か
か
る
も
の
と
し
て
そ
れ
は
ロ
ゴ
ス
と
し
て
の
歴
史
よ
り
も
根
源
的
な
意
味
を
も
つ
意

識
な
の
で
あ
る
。
存
在
の
問
題
が
如
何
に
把
握
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
も
史
観
を
通
じ
て
事
実
と
し
て
の
歴
史
に

よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
歴
史
叙
述
は
そ
の
根
柢
に
於
て
史
観
に
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
と
し
て
の
性
格
を
担
わ
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
蓋
し
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
い
う
言
葉
は
、
ロ
ゴ
ス
が
単
に
客
体

的
な
も
の
を
模
写
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
同
時
に
主
体
的
な
も
の
を
自
己
の
う
ち
に
表
出
し
、
且
つ
そ
れ
が
如
何

に
前
者
を
模
写
す
る
か
の
仕
方
そ
の
も
の
が
か
か
る
主
体
的
な
も
の
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を

表
し
て
い
る
。
今
日
特
に
史
観
の
問
題
が
我
々
の
間
で
や
か
ま
し
く
論
ぜ
ら
れ
る
の
も
、
歴
史
叙
述
の
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
的
性
質
、
従
っ
て
そ
れ
の
主
体
的
制
約
の
暴
露
及
び
批
判
に
関
係
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
か
く
の
如
き
根
源
的
な
意
識
と
し
て
の
史
観
の
問
題
を
具
体
的
に
解
明
す
べ
き
場
所
は
何
処
に
求
め

ら
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
凡
て
の
史
観
が
共
通
に
立
っ
て
い
る
処
に
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
う
で
な

い
限
り
、
問
題
は
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
く
根
本
的
に
取
扱
わ
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
な
ぜ
な
ら
問
題
は
、
種
々
な

る
史
観
に
於
け
る
相
違
も
し
く
は
対
立
の
由
来
す
る
も
と
を
究
め
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
凡
て
の
史
観
が
共
通
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に
立
っ
て
い
る
処
こ
そ
恰
も
そ
れ
ら
の
間
に
於
け
る
相
違
も
し
く
は
対
立
の
出
て
来
る
源
の
存
す
る
処
で
あ
る
。

こ
の
問
題
の
解
明
に
際
し
、
我
々
は
先
ず
存
在
と
し
て
の
歴
史
に
手
懸
り
を
求
め
よ
う
と
思
う
。
そ
し
て
そ
の
と

き
我
々
は
何
よ
り
も
次
の
こ
と
を
見
出
す
で
あ
ろ
う
。存
在
と
し
て
の
歴
史
は
そ
れ
自
身
一
個
の
領
域
を
形
作
り
、

自
然
の
存
在
の
領
域
か
ら
自
己
を
区
別
す
る
。
こ
の
区
別
は
歴
史
の
領
域
の
中
心
に
は
人
間
が
立
っ
て
い
る
と
い

う
と
こ
ろ
に
根
本
的
に
横
た
わ
っ
て
い
る
。
歴
史
に
は
人
間
が
属
す
る
、歴
史
は
人
間
と
共
に
始
ま
り
ま
た
終
る
、

少
な
く
と
も
優
越
な
且
つ
決
定
的
な
意
味
で
は
そ
う
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
限
り
に
於
て
、
歴
史
と
云
え
ば

人
間
歴
史
の
こ
と
で
あ
る
。
然
る
に
こ
の
よ
う
に
歴
史
と
人
間
と
を
実
質
的
に
聯
関
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、
単

に
観
念
論
的
な
史
観
に
の
み
特
有
な
こ
と
な
の
で
な
く
、
唯
物
史
観
の
立
場
を
と
る
人
々
に
よ
っ
て
も
等
し
く
認

め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
即
ち
エ
ン
ゲ
ル
ス
も
、「
各
人
が
彼
自
身
の
、
意
識
的
に
意
欲
し
た
諸
目
的
を

追
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
は
そ
れ
が
ど
う
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
と
彼
等
の
歴
史
を
作
る
、
そ
し
て
種
々
な

る
方
向
に
は
た
ら
く
こ
の
多
数
の
意
志
及
び
こ
の
も
の
の
外
界
に
対
す
る
多
種
多
様
の
作
用
の
結
果
が
と
り
も
な

お
さ
ず
歴
史
で
あ
る
。」＊

と
書
い
て
い
る
。
歴
史
と
は
自
然
で
な
く
人
間
の
作
る
も
の
で
あ
る
。
或
は
人
間
自
身

は
自
然
か
ら
区
別
せ
ら
れ
て
歴
史
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
意
味
に
於
て
で
あ
れ
、
人
間
が
人
間
と
し
て
自
然
か
ら

区
別
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
な
い
な
ら
ば
、
存
在
と
し
て
の
歴
史
、
換
言
す
れ
ば
自
然
と
は
異
な
る
も
の
と
し
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て
の
歴
史
に
就
い
て
語
る
と
い
う
こ
と
は
無
意
味
に
さ
れ
て
い
る
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
優
越
な
、
固
有
な

意
味
に
於
け
る
歴
史
的
な
も
の
と
は
人
間
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
凡
て
の
史
観
に
よ
っ
て
何
等
か
の

仕
方
で
共
通
に
認
め
ら
れ
て
い
る
事
柄
で
あ
る
。

＊　

F. Engels, Ludw
ig Feuerbach und der Ausgang der klassischen Philosophie, M

arxistische B
ibliothek, S. 

56.

【
佐
野
文
夫
訳
『
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
論
』
第
四
節
半
ば
】

然
る
に
こ
こ
に
言
い
表
さ
れ
た
の
は
或
る
全
く
根
源
的
な
事
柄
で
あ
る
。
歴
史
と
人
間
と
を
か
く
の
如
く
結
合

す
る
と
い
う
こ
と
は
、
何
等
科
学
的
研
究
の
後
に
初
め
て
決
定
さ
れ
た
こ
と
で
は
な
い
。
歴
史
と
い
う
概
念
は
、

実
際
、
い
ず
れ
か
の
科
学
的
研
究
に
於
て
専
門
的
術
語
と
し
て
作
り
出
さ
れ
た
と
い
う
が
如
き
も
の
で
な
く
、
却

っ
て
そ
れ
は
も
と
も
と
生
の
う
ち
に
含
ま
れ
、そ
こ
に
与
え
ら
れ
て
い
る
概
念
で
あ
る
。
一
般
的
に
云
っ
て
、我
々

が
特
別
に
科
学
的
な
問
と
研
究
の
仕
方
と
を
も
っ
て
あ
か
ら
さ
ま
に
存
在
に
近
づ
く
に
先
立
ち
、
我
々
は
つ
ね
に

既
に
或
る
仕
方
に
於
て
存
在
理
解
の
う
ち
に
運
動
し
て
い
る
。
こ
の
い
わ
ば
日
常
的
な
、
含
蓄
的
な
存
在
理
解
は

ま
こ
と
に
生
の
ひ
と
つ
の
現
実
で
あ
る
。
か
よ
う
な
根
源
的
な
存
在
理
解
に
於
て
存
在
者
の
総
体
は
そ
の
種
々
な

る
区
域
に
従
っ
て
限
定
さ
れ
た
諸
々
の
事
象
領
域
の
区
劃
の
場
と
な
る
。
か
か
る
事
象
領
域
と
い
う
の
は
、
例
え

ば
、
自
然
、
歴
史
、
植
物
、
動
物
、
生
命
、
言
語
、
等
々
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
も
の
は
そ
れ
に
相
応
す
る
科
学
的
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研
究
に
於
て
所
謂
対
象
と
し
て
そ
の
研
究
の
テ
ー
マ
と
な
る
。
然
る
に
事
象
領
域
の
そ
の
諸
根
本
構
造
に
於
け
る

解
明
は
或
る
仕
方
で
既
に
か
く
の
如
き
先
科
学
的
な
経
験
及
び
存
在
理
解
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
て
い
る
の
が
つ
ね

で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
し
て
生
れ
る
諸
根
本
概
念
が
さ
し
あ
た
り
一
定
の
事
象
領
域
の
最
初
の
具
体
的
な

闡
明
に
際
し
科
学
的
研
究
に
と
っ
て
導
き
の
糸
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
今
述
べ
た
一
般
的
な
事
態
は
凡
そ
何

よ
り
も
歴
史
と
い
わ
れ
る
も
の
の
場
合
に
特
に
明
瞭
に
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
我
々
の
日
常
的
な
、
な

お
科
学
的
に
あ
か
ら
さ
ま
に
形
成
さ
れ
て
い
な
い
存
在
理
解
に
於
て
存
在
の
総
体
の
中
に
就
い
て
歴
史
の
領
域
を

区
切
り
、
そ
れ
の
諸
根
本
構
造
に
或
る
解
明
を
与
え
つ
つ
歴
史
の
諸
根
本
概
念
を
形
作
っ
て
も
っ
て
い
る
。
本
書

に
於
て
こ
れ
ま
で
取
扱
わ
れ
た
発
展
と
か
時
間
と
か
な
ど
い
う
も
の
は
、
も
と
歴
史
に
関
係
し
た
か
か
る
性
質
の

概
念
で
あ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
な
根
源
的
な
存
在
理
解
に
於
て
他
の
種
類
の
存
在
か
ら
区
別
さ
れ

て
特
に
「
歴
史
」
と
し
て
見
出
さ
れ
る
も
の
は
「
人
間
的
な
も
の
」
と
い
う
性
質
を
根
本
的
に
含
ん
で
い
る
。
例

え
ば
ひ
と
が
附
近
の
谷
間
を
散
歩
し
て
苔
む
し
た
岩
を
発
見
す
る
。
こ
の
場
所
に
於
て
専
門
科
学
者
と
し
て
の
歴

史
家
の
本
来
の
研
究
の
仕
事
は
、
何
時
の
時
代
に
、
如
何
な
る
目
的
の
た
め
に
、
何
人
の
手
が
こ
の
岩
に
働
き
か

け
た
か
を
確
定
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
歴
史
家
は
そ
れ
ら
の
問
題
に
就
い
て
一
定
の
解
釈
を
与
え
る
。
然
る
に
こ

の
よ
う
な
解
釈
に
於
て
、
精
密
に
観
察
す
れ
ば
、
二
つ
の
部
分
が
区
別
さ
れ
る
。
そ
し
て
い
ま
云
っ
た
よ
う
な
歴
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史
家
の
歴
史
家
と
し
て
の
解
釈
は
寧
ろ
そ
の
第
二
の
部
分
に
属
す
る
の
で
あ
り
、
第
一
の
部
分
が
つ
ね
に
既
に
そ

れ
に
先
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
解
釈
の
第
一
の
部
分
は
唯
単
に
、
そ
こ
に
一
般
に
人
間
の
手
が
働
い
た
、
即
ち

岩
の
表
面
が
平
に
さ
れ
、
滑
か
に
さ
れ
、
刻
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
の
理
解
に
ま
で
及
ぶ
の
み
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で

は
解
釈
は
我
々
に
と
っ
て
い
と
も
容
易
で
あ
り
、殆
ど
無
意
識
的
に
行
わ
れ
る
と
云
っ
て
よ
い
、そ
の
結
果
は
我
々

に
と
っ
て
殆
ど
全
く
直
接
的
な
印
象
に
等
し
い
。
そ
の
岩
に
於
け
る
特
殊
な
規
則
正
し
い
形
態
の
形
象
が
我
々
の

眼
に
対
し
全
体
の
眺
め
の
中
か
ら
お
の
ず
か
ら
自
分
を
浮
き
上
が
ら
せ
、
そ
こ
に
働
い
た
人
間
の
手
の
表
象
を
い

わ
ば
直
接
的
に
喚
び
起
す
。
そ
し
て
我
々
は
そ
れ
を
特
に
「
歴
史
的
な
も
の
」
と
し
て
そ
の
あ
た
り
に
見
ら
れ
る

多
く
の
他
の
諸
々
の
姿
の
岩
か
ら
自
然
的
に
区
別
す
る
。
我
々
が
何
等
か
の
も
の
を
歴
史
的
な
も
の
と
し
て
受
取

る
と
い
う
こ
と
は
、
直
接
的
に
、
自
然
的
に
行
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
か
か
る
理
解
は
歴
史
家
に
は
「
解
釈
」
と

は
考
え
ら
れ
ず
、
寧
ろ
単
な
る
「
事
実
」
と
見
做
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
然
し
な
が
ら
か
か
る
解
釈
こ
そ
歴
史
家
の

専
門
的
な
解
釈
に
先
行
し
、
そ
れ
に
地
盤
を
与
え
る
第
一
次
的
な
解
釈
で
あ
る
。
か
か
る
根
源
的
な
存
在
理
解
に

於
て
歴
史
と
人
間
と
が
一
緒
の
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
歴
史
的
な
も
の
が
人
間
的
な
も
の
で
あ
る
と
い

う
こ
と
は
、
ロ
ゴ
ス
と
し
て
の
歴
史
の
以
前
に
行
わ
れ
、
そ
れ
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
よ
う
な
存
在
理
解
の
範
囲

に
あ
る
。
然
る
に
そ
の
こ
と
は
か
か
る
根
源
的
な
意
識
に
と
っ
て
歴
史
的
な
も
の
が
何
よ
り
も
ま
た
つ
ね
に
主
体
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的
な
も
の
と
の
関
係
に
於
て
把
握
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
蓋
し
人
間
が
自
然
と
の
区

別
に
於
て
歴
史
と
結
び
付
け
ら
れ
る
と
き
、
自
然
か
ら
区
別
さ
れ
て
人
間
は
一
般
に
主
体
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
歴
史
は
主
体
的
な
も
の
と
し
て
の
人
間
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
歴
史
的
な
も

の
の
根
柢
に
は
我
々
自
身
の
根
柢
に
は
た
ら
け
る
も
の
と
同
一
の
も
の
が
は
た
ら
い
て
い
る
。
自
然
が
我
々
に
と

っ
て
よ
そ
よ
そ
し
き
も
の
と
思
わ
れ
る
に
反
し
、
歴
史
が
親
し
き
も
の
、
内
的
な
も
の
、
然
し
ま
た
腹
立
し
き
も

の
、
憎
む
べ
き
も
の
と
感
ぜ
ら
れ
る
の
も
こ
の
た
め
で
あ
る
。「
自
然
は
我
々
に
と
っ
て
疎
遠
で
あ
る
。
な
ぜ
な

ら
そ
れ
は
我
々
に
と
っ
て
単
に
外
部
で
あ
っ
て
、
内
部
で
な
い
か
ら
。
社
会
は
我
々
の
世
界
で
あ
る
。
そ
の
う
ち

に
於
け
る
諸
々
の
交
互
作
用
の
活
動
を
我
々
は
我
々
の
全
存
在
の
あ
ら
ゆ
る
力
を
も
っ
て
一
緒
に
体
験
す
る
、
な

ぜ
な
ら
我
々
は
我
々
自
身
の
う
ち
に
内
部
か
ら
、
最
も
生
々
し
た
運
動
に
於
て
、
社
会
の
体
系
が
そ
れ
か
ら
構
成

さ
れ
る
と
こ
ろ
の
諸
々
の
状
態
及
び
力
を
知
覚
す
る
の
で
あ
る
か
ら
。」（
デ
ィ
ル
タ
イ
）。
自
然
は
単
な
る
客
体

と
し
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
、
歴
史
は
単
な
る
客
体
と
し
て
は
一
般
に
与
え
ら
れ
な
い
も

の
で
あ
る
。
歴
史
は
単
な
る
存
在
で
な
く
、
同
時
に
事
実
で
あ
り
、
単
な
る
外
部
で
な
く
、
同
時
に
内
部
で
あ
る
。

存
在
と
し
て
の
歴
史
が
一
般
に
歴
史
と
し
て
理
解
さ
れ
る
の
も
、
主
体
的
事
実
と
の
関
係
に
於
て
で
あ
る
。
そ
し

て
か
く
理
解
さ
れ
る
こ
と
は
、
歴
史
は
我
々
自
身
の
作
っ
た
も
の
と
し
て
両
者
の
間
に
同
一
の
も
の
が
含
ま
れ
て
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い
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
り
、
且
つ
直
接
的
自
然
的
に
行
わ
れ
る
。

こ
の
場
合
す
ぐ
さ
ま
次
の
よ
う
な
問
題
が
生
じ
て
来
る
で
あ
ろ
う
。
歴
史
は
、
好
ん
で
用
い
ら
れ
る
比
喩
に
よ

れ
ば
、
そ
の
内
容
が
人
間
の
諸
運
命
で
あ
る
と
こ
ろ
の
芝
居
に
見
立
て
ら
れ
る
。
芝
居
に
は
舞
台
が
あ
り
、
ま
た

役
者
が
あ
る
。
歴
史
の
舞
台
は
我
々
の
棲
息
す
る
地
球
で
あ
り
、
歴
史
の
役
者
は
我
々
人
間
で
あ
る
。
然
る
に

地
球
は
そ
れ
自
身
地
球
の
発
達
史
を
も
っ
て
お
り
、
次
に
人
間
も
ま
た
人
間
の
発
展
史
を
そ
の
背
後
に
負
う
て

い
る
。
そ
し
て
後
者
は
前
者
に
つ
ら
な
り
、
前
者
の
終
る
と
こ
ろ
に
後
者
は
始
ま
る
と
見
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
よ

う
。
蓋
し
人
間
の
発
展
史
は
生
命
の
発
達
史
の
単
な
る
一
節
を
な
す
に
過
ぎ
ず
、
こ
の
も
の
は
ま
た
母
な
る
自
然

の
全
体
の
出
来
事
の
発
展
の
流
の
中
に
注
ぎ
入
る
、
そ
れ
は
い
わ
ば
地
質
学
的
な
幾
百
万
年
の
出
来
事
の
う
ち
に

自
己
を
見
失
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
い
ま
こ
れ
ら
一
切
の
出
来
事
の
総
体
は
一
つ
の
連
続
と
し
て
、
表

象
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
し
て
更
に
そ
の
場
合
か
か
る
出
来
事
の
連
続
に
相
応
し
て
認
識
の
連
続
が
考
え
ら

れ
る
こ
と
と
な
る
。
即
ち
、
歴
史
学
、
先
史
学
、
歴
史
的
地
質
学
、
な
お
動
物
及
び
植
物
の
発
達
史
を
加
え
て
、

こ
れ
ら
凡
て
の
学
科
は
そ
の
本
質
に
於
て
同
質
的
な
認
識
で
あ
り
得
、
ま
た
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
こ
れ

ら
の
も
の
は
そ
の
精
神
に
於
て
姉
妹
で
あ
り
、
皆
等
し
く
「
歴
史
的
」
科
学
と
称
せ
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ

れ
故
も
し
も
宇
宙
の
総
体
の
出
来
事
に
し
て
単
に
連
続
的
と
見
ら
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
固
有
な
る
意
味
に
於
け
る
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歴
史
学
―
―
特
に
自
然
科
学
に
対
す
る
区
別
に
於
て
―
―
な
る
も
の
の
独
自
性
は
認
め
ら
る
べ
く
も
な
い
。
そ
の

と
き
に
は
、
歴
史
的
時
代
と
先
史
時
代
と
の
区
別
も
単
に
相
対
的
と
考
え
ら
れ
る
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ

の
固
有
な
る
意
味
に
於
け
る
歴
史
的
時
代
の
発
展
の
諸
段
階
の
区
分
の
如
き
は
殆
ど
全
く
無
意
味
と
せ
ら
れ
る
で

あ
ろ
う
。
か
く
て
実
際
に
次
の
如
き
見
解
が
現
れ
て
い
る
。
ダ
ー
ウ
ィ
ン
主
義
の
影
響
を
受
け
た
ル
ド
・
モ
ー
リ

ッ
ツ
・
ハ
ル
ト
マ
ン
は
『
歴
史
的
発
展
に
就
い
て
』
語
り
、
就
中
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
、＊

「
何
処
に
い
っ
た

い
か
の
原
始
的
諸
発
展
と
所
謂
歴
史
的
時
代
の
諸
発
展
と
の
間
に
於
け
る
原
理
的
な
差
異
が
存
す
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
唯
我
々
に
と
っ
て
、
純
粋
に
主
観
的
に
の
み
、
一
の
対
立
が
存
す
る
の
で
あ
る
。」「
人
間
相
互
の
及
び
人
間

の
自
然
に
対
す
る
諸
関
係
は
よ
り
複
雑
に
な
っ
て
い
る
に
せ
よ
、
し
か
も
原
始
人
の
時
代
か
ら
我
々
の
時
代
に
至

る
ま
で
発
展
に
と
っ
て
何
等
全
然
新
し
い
動
因
も
附
け
加
わ
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
原
始
人
と
文

化
人
と
は
い
わ
ば
程
度
上
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
質
的
に
区
別
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。」「
原
始
的
諸
状
態
と

文
化
と
の
間
に
於
け
る
対
立
に
と
っ
て
の
諸
規
準
は
、
歴
史
的
時
代
の
古
代
、
中
世
及
び
近
世
へ
の
普
通
の
区
分

に
と
っ
て
の
諸
規
準
に
劣
ら
ず
相
対
的
且
つ
主
観
的
で
あ
る
。」
然
し
も
し
こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
と
き
に
は
、

ひ
と
は
進
ん
で
原
始
人
と
高
等
哺
乳
動
物
と
の
、
更
に
爾
余
の
動
物
と
の
差
異
な
ど
も
凡
て
主
観
的
で
あ
り
、
相

対
的
で
あ
る
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
そ
の
と
き
に
は
、
何
故
に
ハ
ル
ト
マ
ン
が
自
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然
的
発
展
に
就
い
て
で
な
く
、
歴
史
的

0

0

0

発
展
に
就
い
て
語
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
か
も
理
解
さ
れ
な
い
。
そ
し
て

こ
の
よ
う
な
発
展
に
就
い
て
語
る
こ
と
が
何
故
に
、
ハ
ル
ト
マ
ン
自
身
の
提
唱
す
る
よ
う
に
、「
歴
史
的
社
会
学
」

な
る
も
の
へ
の
序
論
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
社
会
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
も
例
え
ば
エ
ス
ピ
ナ
ス
の
如
く
「
動

物
社
会
」
と
い
う
如
き
も
の
を
考
え
得
る
に
し
て
も
、
か
か
る
動
物
社
会
と
人
間
社
会
と
の
間
に
決
定
的
な
非
連

続
、
従
っ
て
単
に
量
的
差
異
と
は
見
ら
れ
な
い
質
的
差
異
が
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
も
と
「
社
会
」
な
る
語
は
そ

の
固
有
な
、
含
蓄
的
な
る
意
味
に
於
て
は
語
ら
れ
得
な
い
筈
で
あ
る
。
ハ
ル
ト
マ
ン
は
自
分
の
見
方
と
マ
ル
ク

ス
と
の
間
に
は
聯
関
が
あ
る
も
の
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
。
然
し
な
が
ら
マ
ル
ク
ス
自
身
は
こ
れ
に
対
し
て
恐

ら
く
、
彼
が
ラ
ン
ゲ
【Friedrich A

lbert Lange

】
に
就
い
て
云
っ
た
言
葉
を
繰
り
返
す
で
あ
ろ
う
。
曰
く
、「
ラ
ン
ゲ

氏
（
労
働
者
問
題
、
第
二
版
）
は
、
自
分
自
身
を
偉
ら
そ
う
に
見
せ
る
た
め
に
、
私
に
大
変
な
讃
辞
を
呈
し
て
い

る
。
即
ち
ラ
ン
ゲ
氏
は
一
の
大
発
見
を
な
し
た
の
で
あ
る
。
全
歴
史
は
単
に
唯
一
の
大
自
然
法
則
の
も
と
に
凝
縮

せ
し
む
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
自
然
法
則
と
い
う
の
は
『
生
存
の
た
め
の
闘
争
』struggle for life 

と
い
う
空
語
（
―

―
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
言
葉
は
こ
の
よ
う
な
適
用
に
於
て
は
単
な
る
空
語
と
な
る
―
―
）
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
空
語
の
内

容
は
マ
ル
サ
ス
の
人
口
法
則
或
は
寧
ろ
過
剰
人
口
法
則
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
生
存
の
た
め
の
闘
争
を
ば
、
そ
れ
が

歴
史
的
に
種
々
な
る
一
定
の
社
会
形
態
の
う
ち
に
現
れ
て
い
る
様
に
於
て
分
析
す
る
代
り
に
、
ひ
と
は
あ
ら
ゆ
る
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具
体
的
な
闘
争
を
『
生
存
の
た
め
の
闘
争
』
と
い
う
空
語
に
、
そ
し
て
こ
の
空
語
を
マ
ル
サ
ス
の
人
口
に
関
す
る

想
像
に
換
え
さ
え
す
れ
ば
よ
い
の
だ
。＊
＊」
な
お
注
意
す
べ
き
こ
と
に
、
マ
ル
ク
ス
は
こ
の
同
じ
書
簡
の
中
で
ヘ
ー

ゲ
ル
の
弁
証
法
に
論
及
し
て
い
る
。
実
際
、
弁
証
法
的
発
展
の
思
想
の
み
が
歴
史
的
時
代
の
諸
段
階
の
間
に
於
け

る
、
そ
し
て
根
本
的
に
は
自
然
と
人
間
、
或
は
自
然
の
歴
史
と
優
越
な
意
味
に
於
け
る
歴
史
即
ち
人
間
の
歴
史
と

の
間
に
於
け
る
非
連
続
乃
至
飛
躍
を
明
ら
か
に
し
得
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
歴
史
学
の
自
然
科
学
に
対
す
る

独
自
性
の
基
礎
付
け
も
可
能
に
さ
れ
る
。
こ
の
非
連
続
性
は
ど
こ
ま
で
も
決
定
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

け
れ
ど
も
他
面
自
然
と
人
間
、
従
っ
て
ま
た
自
然
科
学
と
歴
史
学
と
の
間
に
何
等
の
連
続
性
も
存
し
な
い
と
い
う

の
で
は
な
い
。
か
く
の
如
き
連
続
に
於
け
る
非
連
続
、
非
連
続
に
於
け
る
連
続
の
関
係
を
理
解
せ
し
め
る
も
の
が

弁
証
法
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
然
る
に
我
々
の
既
に
確
か
め
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
弁
証
法
は
も
と
単
な

る
存
在
の
平
面
に
於
て
は
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
れ
を
単
な
る
存
在
の
平
面
に
於
て
考
え
よ
う
と
す
れ
ば
、
因
果
的

な
見
方
と
弁
証
法
的
な
見
方
と
の
混
同
と
混
乱
と
は
免
れ
難
き
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
自
然
と
歴
史
或

は
自
然
と
人
間
と
の
間
の
弁
証
法
的
非
連
続
性
が
ま
さ
に
か
か
る
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
る
た
め
に
は
、
歴
史
も

し
く
は
人
間
が
単
に
客
体
的
に
存
在
と
し
て
で
な
く
、
同
時
に
ま
た
主
体
的
に
事
実
と
し
て
把
握
さ
れ
る
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
こ
と
は
即
ち
次
の
こ
と
を
意
味
す
る
。
単
に
存
在
的 ontisch 

に
の
み
考
察
さ
れ
る
と
き
、



二
一
九

第
五
章　

史
観
の
構
造

自
然
と
人
間
と
の
間
の
非
連
続
性
は
真
に
理
解
さ
れ
得
な
い
。
単
に
存
在
的
に
の
み
考
察
す
れ
ば
、
我
々
は
寧
ろ

反
対
に
両
者
の
間
の
限
り
な
き
連
続
性
、
そ
こ
で
ま
た
同
一
性
を
発
見
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
自
然
と
人
間

と
の
間
の
非
連
続
性
は
、
人
間
が
単
に
存
在
的
に
で
な
く
同
時
に
存
在
論
的 ontologisch 

に
理
解
さ
れ
る
と
き
、

初
め
て
現
実
的
に
把
握
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
存
在
論
的
と
い
う
語
も
多
義
で
あ
り
、
我
々
は
そ
れ
を
特
殊
な
意

味
に
用
い
る
。
即
ち
そ
れ
は
、
存
在
的
と
い
う
こ
と
が
存
在
を
存
在
の
秩
序
に
於
て
存
在
そ
の
も
の
の
聯
関
か
ら

認
識
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
に
対
し
、
存
在
を
事
実
と
の
聯
関
に
於
て
、
従
っ
て
主
体
的
な
も
の
、
行
為
す
る
も

の
と
の
関
係
か
ら
理
解
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
場
合
固
よ
り
事
実
が
何
で
あ
る
か
は
そ
れ
自
身
に
於
て
は

理
解
さ
れ
得
な
い
、
然
し
事
実
は
意
識
に
於
て
表
出
さ
れ
、
し
か
も
意
識
の
特
殊
性
は
、
後
に
も
述
べ
る
如
く
主

体
的
な
事
実
を
ま
さ
に
主
体
的
に

0

0

0

0

表
出
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
存
在
は
事
実
に
は
た
ら
き
か
け
る
が
、
か
く
は
た

ら
き
か
け
る
意
味
、
換
言
す
れ
ば
存
在
の
主
体
的
な
意
味

0

0

0

0

0

0

は
意
識
に
於
て
顕
に
さ
れ
て
与
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
存

在
論
的
と
い
う
こ
と
は
存
在
を
存
在
の
意
識
0

0

、し
か
も
存
在
を
客
観
的
に
模
写
す
る
限
り
に
於
け
る
意
識
で
な
く
、

主
体
的
な
も
の
の
存
在
に
対
す
る
関
係
を
表
出
す
る
限
り
に
於
け
る
意
識
に
即
し
て
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
と
な

る
。
か
か
る
意
識
の
問
題
は
単
に
主
観
的
な
問
題
に
過
ぎ
ぬ
の
で
は
な
い
。
こ
の
意
識
そ
の
も
の
は
寧
ろ
決
し
て

単
に
主
観
的
と
は
云
わ
れ
な
い
事
実
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
、
存
在
の
事
実
に
対
す
る
意
味
0

0

及
び
事
実
の
存
在
に
対
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す
る
根
源
的
な
要
求

0

0

0

0

0

0

を
自
己
の
う
ち
に
表
出
す
る
。
そ
れ
故
に
存
在
の
意
識
の
問
題
は
単
に
存
在
と
意
識
と
の
関

係
の
問
題
で
な
く
、
同
時
に
存
在
と
事
実
と
の
関
係
の
問
題
で
あ
る
。
存
在
論
的
見
方
の
深
さ
は
そ
こ
に
あ
る
。

存
在
論
的
は
単
に
そ
れ
が
意
識
に
関
係
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
な
く
、
却
っ
て
そ
れ
が
事
実
と
の
関
係
を
含
む
こ

と
に
よ
っ
て
存
在
的
か
ら
区
別
さ
れ
る
、
―
―
存
在
的
も
或
る
意
味
で
は
意
識
と
無
関
係
で
は
な
か
ろ
う
。
然
し

ま
た
事
実
は
内
在
的
に
自
己
を
意
識
せ
し
め
る
の
み
で
な
く
、
寧
ろ
そ
れ
よ
り
も
先
に
意
識
を
破
っ
て
意
識
に
超

越
的
に
自
己
を
存
在
と
し
て
現
す
。
従
っ
て
存
在
論
的
見
方
は
存
在
的
見
方
を
離
れ
得
な
い
。
か
く
て
事
実
が
一

方
客
体
的
に
存
在
に
於
て
表
現
さ
れ
、
他
方
主
体
的
に
意
識
に
於
て
表
出
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
歴
史
ま
た
は
人

間
に
関
す
る
考
察
の
仕
方
は
存
在
的
・
存
在
論
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
が
か
か
る
考
察
の
仕
方
を
そ
れ
自

0

0

0

身
に
於
て

0

0

0

0

要
求
す
る
の
は
、
そ
れ
が
屡
々
云
っ
た
如
く
一
重
で
な
く
二
重
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
の
存
在

論
的
規
定
は
存
在
的
規
定
を
俟
っ
て
初
め
て
現
実
的
と
な
る
。
然
し
ま
た
そ
れ
の
存
在
的
規
定
は
存
在
論
的
に
理

解
さ
れ
て
初
め
て
具
体
的
と
な
る
。
存
在
的
見
方
と
存
在
論
的
見
方
と
が
唯
相
補
う
二
つ
の
も
の
で
な
く
、
存
在

的
・
存
在
論
的
見
方
と
し
て
統
一
で
あ
り
得
る
の
は
こ
の
よ
う
に
し
て
、
我
々
の
如
く
存
在
と
意
識
と
の
根
柢
に

事
実
と
い
う
も
の
を
認
め
て
の
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
ま
た
存
在
的
と
存
在
論
的
と
が
無
差
別
で

あ
り
得
な
い
の
は
、
存
在
と
事
実
と
が
単
に
連
続
的
な
も
の
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。
存
在
的
・
存
在
論
的
見
方
は
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史
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弁
証
法
的
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
関
し
て
は
後
に
更
め
て
論
じ
よ
う
。
唯
こ
こ
で
注
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の

は
、
歴
史
を
存
在
的
・
存
在
論
的
に
把
握
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
覚
さ
れ
た
哲
学
的
要
求
に
と
ど
ま
ら
ず
、
我
々

の
日
常
的
な
、
原
始
的
な
歴
史
の
理
解
に
於
て
既
に
行
わ
れ
て
い
る
事
柄
で
あ
る
。
即
ち
「
自
然
」
と
い
う
語
は

普
通
自
然
の
存
在
と
自
然
科
学
と
を
一
緒
に
意
味
し
な
い
に
反
し
、「
歴
史
」
と
い
う
一
つ
の
語
が
普
通
存
在
と

し
て
の
歴
史
と
ロ
ゴ
ス
と
し
て
の
歴
史
と
を
同
時
に
意
味
す
る
の
は
、
恰
も
こ
の
こ
と
を
示
す
も
の
と
見
ら
れ
よ

う
。＊　

Ludo M
oritz H

artm
ann, U

eber historische Entw
icklung, Sechs Vorträge zur Einleitung in eine historische 

Soziologie, 1905, SS. 10,11.

＊
＊　

K
. M

arx, B
riefe an K

ugelm
ann, H

rsg. v. H
. D

uncker, zw
eite A

uflage 1927, S. 85.

二

さ
て
史
観
の
問
題
の
所
在
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
我
々
は
も
う
一
度
出
発
点
に
立
ち
帰
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
根

源
的
な
存
在
理
解
に
於
て
歴
史
と
人
間
と
は
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
我
々
は
次
の
よ
う
に
問
う
。
然
ら

ば
如
何
な
る
意
味
に
於
て
人
間
の
出
現
は
宇
宙
の
出
来
事
の
総
体
の
発
展
の
う
ち
に
鋭
い
且
つ
深
い
線
を
劃
し
、
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そ
れ
に
よ
っ
て
自
然
と
歴
史
と
が
区
別
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
の
意
味
を
出
来
る
だ
け

明
瞭
に
す
る
た
め
に
、
我
々
は
い
ま
そ
れ
を
極
端
に
ま
で
推
し
進
め
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ゴ
ッ
ト
ル
に
倣
っ
て
そ

れ
を
「
歴
史
の
限
界
」
も
し
く
は
端
初
の
問
題
と
し
て
問
お
う
と
思
う
。
然
る
に
歴
史
と
人
間
と
が
離
れ
難
く
結

び
付
い
て
い
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
の
限
界
は
丁
度
人
類
の
起
原
と
合
致
す
る
こ
と
と
な
る
。
今
日
の

人
類
学
、
古
生
物
学
乃
至
地
質
学
の
研
究
の
結
果
が
人
類
の
起
原
を
何
処
に
お
く
に
せ
よ
、
そ
の
お
か
れ
た
処
に

丁
度
歴
史
の
限
界
は
句
切
ら
れ
て
い
る
筈
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
現
実
に
於
て
我
々
の
歴
史
学
は
そ
の
よ
う
な
処
か

ら
そ
の
歴
史
叙
述
を
始
め
て
い
は
し
な
い
。
我
々
の
歴
史
学
は
人
間
歴
史
の
た
か
だ
か
数
千
年
を
取
扱
っ
て
い
る

に
過
ぎ
ぬ
。
そ
れ
以
前
に
数
十
万
年
を
も
っ
て
数
え
ら
れ
る
所
謂
「
先
史
時
代
」
な
る
も
の
が
横
た
わ
る
。
こ
こ

で
も
出
来
事
は
や
は
り
人
間
と
結
び
付
い
て
い
る
に
拘
ら
ず
、
我
々
の
歴
史
学
が
そ
れ
を
ほ
か
な
ら
ぬ
先0

史
時
代

と
し
て
自
己
の
本
来
の
領
域
か
ら
除
外
す
る
の
は
何
に
も
と
づ
く
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
先
ず
第
一
に
歴
史
叙
述

の
実
際
上
の

0

0

0

0

可
能
性
の
問
題
に
関
係
す
る
か
の
如
く
見
え
る
。
も
し
ラ
ン
ケ
の
云
っ
た
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
歴
史

は
文
書
と
共
に
初
め
て
始
ま
る
と
す
る
な
ら
ば
、
或
る
一
定
の
時
以
前
に
は
文
字
に
よ
る
記
録
の
存
し
な
い
た
め

に
、
そ
こ
で
は
歴
史
叙
述
も
実
際
上
不
可
能
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
そ
の
時
以
前
は
先
史
時
代
と
見
做
さ
れ
る
こ

と
と
も
な
ろ
う
。
も
し
も
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
歴
史
学
に
と
っ
て
避
け
得
る
な
ら
ば
避
け
た
き
一
の
実
際
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史
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上
の
窮
迫
を
意
味
す
る
に
過
ぎ
な
い
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
然
し
な
が
ら
先
史
時
代
と
い
う
語
は
一
層
理
論
的
な

意
味
を
含
む
如
く
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
単
に
歴
史
叙
述
の
実
際
上
の
可
能
性
の
限
界
を
表
す
に
と
ど
ま
ら
ず
、

ま
た
第
二
に
そ
れ
の
理
論
上
の

0

0

0

0

可
能
性
の
限
界
の
問
題
に
連
繋
し
て
い
る
。
蓋
し
、
例
え
ば
歴
史
は
文
書
と
共
に

始
ま
る
と
云
う
と
き
、
自
己
の
活
動
を
言
語
及
び
文
字
に
よ
っ
て
表
現
も
し
く
は
記
録
す
る
と
い
う
こ
と
は
精
神

的
文
化
的
活
動
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
の
と
き
歴
史
叙
述
の
限
界
は
理
論
上
か
ら
見
て
精
神
的
文
化
の
発
端
と
い
う

と
こ
ろ
に
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
せ
ら
れ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
オ
ト
カ
ル
・
ロ
ー
レ
ン

ツ
は
歴
史
の
端
初
を
「
国
家
に
於
て
活
動
す
る
人
間
の
出
現
」
の
う
ち
に
、
或
は
エ
ド
ゥ
ア
ル
ト
・
マ
イ
ヤ
ー
は

嘗
て
そ
れ
を
「
一
民
族
の
生
活
の
中
へ
侵
入
す
る
要
素
と
し
て
の
個
人
の
進
出
」
の
う
ち
に
見
た
。
か
か
る
仕
方

で
歴
史
の
端
初
が
問
題
に
さ
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
云
う
ま
で
も
な
く
歴
史
叙
述
は
も
と
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う

と
す
る
か
と
い
う
問
題
に
関
係
し
て
い
る
。
即
ち
そ
れ
は
、
デ
ィ
ト
リ
ヒ
・
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
の
語
を
用
い
れ
ば
、

「
歴
史
の
本
来
の
作
業
領
域
」＊

の
問
題
で
あ
っ
て
、
歴
史
家
が
か
か
る
理
論
的
問
題
に
対
し
て
取
る
態
度
の
如
何

な
る
も
の
で
あ
る
か
は
、
特
に
、
彼
が
歴
史
叙
述
の
本
質
を
そ
れ
の
端
初
の
形
象
に
於
て
眺
め
よ
う
と
試
み
る
と

き
最
も
顕
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
問
題
に
関
係
し
て
我
々
は
、
歴
史
は
本
来
政
治
史
で
あ
る
べ
き
か
、
そ
れ
と

も
文
化
史
で
あ
る
べ
き
か
に
就
い
て
の
、
往
年
の
有
名
な
論
争
を
想
い
起
す
こ
と
が
出
来
る
。
然
る
に
こ
の
よ
う
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な
歴
史
叙
述
の
理
論
上
の
可
能
性
の
限
界
の
問
題
は
、
そ
の
根
柢
に
於
て
、
よ
り
深
い
層
に
横
た
わ
る
と
こ
ろ
の

歴
史
の
限
界
の
問
題
に
つ
ら
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
と
り
も
な
お
さ
ず
歴
史
的
出
来
事
そ
の
も
の

0

0

0

0

0

0

0

の
限
界
の
問
題
で

あ
る
。
こ
の
第
三
の
意
味
に
於
け
る
歴
史
の
限
界
の
問
題
は
、
も
は
や
歴
史
叙
述
に
関
係
す
る
ロ
ゴ
ス
的
問
題
で

な
く
、
寧
ろ
存
在
と
し
て
の
歴
史
に
関
係
す
る
存
在
的
・
存
在
論
的
問
題
で
あ
る
。
然
る
に
歴
史
は
そ
の
実
体
に

於
て
人
間
の
歴
史
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
、
こ
の
問
題
は
や
が
て
人
間
に
就
い
て
の
存
在
的
・
存
在
論
的
問
題
で

あ
り
、
少
な
く
と
も
本
質
的
な
関
係
に
於
て
は
そ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
人
間
に
関
す
る
か
よ
う
な
存
在
的
・

存
在
論
的
理
解
が
ま
さ
に
人
間
学

0

0

0

と
呼
ば
れ
る
も
の
の
本
来
の
内
容
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
歴
史
の
問
題
に
と
っ
て

人
間
学
が
最
も
密
接
な
聯
関
を
有
す
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
ろ
う
。
人
間
が
そ
の
本
性
に
於
て
何
で
あ
る
と
し
て
理

解
さ
れ
る
か
の
仕
方
は
、
歴
史
的
な
も
の
が
そ
の
本
質
に
於
て
何
で
あ
る
か
に
就
い
て
の
理
解
の
仕
方
に
連
繋
す

る
。
ゴ
ッ
ト
ル
は
歴
史
叙
述
の
限
界
の
問
題
と
は
区
別
さ
れ
る
歴
史
的
出
来
事
そ
の
も
の
の
限
界
の
問
題
を
明
快

に
摘
出
し
た
が
、
彼
は
こ
の
問
題
に
答
え
て
、
歴
史
学
の
向
っ
て
行
く
出
来
事
と
い
う
の
は
「
我
々
が
論
理
的
思

惟
諸
法
則
の
地
盤
か
ら
し
て
、
理
性
的
行
為
の
組
合
せ
と
し
て
把
捉
す
る
と
こ
ろ
の
出
来
事
」
で
あ
る
と
述
べ
て

い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
歴
史
学
の
対
象
た
る
出
来
事
に
就
い
て
は
、「
こ
こ
で
は
論
理
が
い
わ
ば
出
来
事
そ
の
も

の
の
う
ち
に
差
込
ま
れ
て
お
り
、
論
理
が
そ
れ
の
実
体
に
属
し
、
そ
れ
の
特
殊
な
構
造
に
対
し
て
決
定
を
与
え
て
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い
る
」
と
云
わ
れ
る＊
＊。
然
る
に
存
在
と
し
て
の
歴
史
に
関
す
る
か
か
る
見
解
は
既
に
人
間
に
就
い
て
の
一
定
の
解

釈
、
即
ち
こ
の
場
合
で
は
理
性
人
間
の
人
間
学
と
い
う
も
の
に
も
と
づ
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
他
の
者
は
、

歴
史
的
な
も
の
は
人
間
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
同
じ
く
認
め
つ
つ
も
、
異
な
っ
た
人
間
学
の
上
に
立
っ
て
彼
と

は
違
っ
た
見
解
を
述
べ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
そ
れ
自
身
或
る
一
定
の
人
間
学
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ

る
歴
史
的
出
来
事
そ
の
も
の
の
限
界
に
関
す
る
見
方
は
、
次
に
自
分
の
側
か
ら
、
歴
史
叙
述
の
本
来
の
作
業
領
域

が
何
で
あ
る
か
と
い
う
そ
れ
の
理
論
上
の
可
能
性
の
限
界
に
関
す
る
見
方
を
規
定
し
、そ
し
て
こ
の
も
の
は
更
に
、

歴
史
叙
述
の
実
際
上
の
可
能
性
の
限
界
が
何
処
に
あ
る
か
に
関
す
る
見
方
を
規
定
す
る
。
そ
れ
故
こ
れ
ら
三
つ
の

意
味
に
於
け
る
歴
史
の
限
界
の
問
題
は
、
ゴ
ッ
ト
ル
の
考
え
た
如
く
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
も
の
で
な
く
、
寧
ろ
相

互
に
密
接
に
関
聯
す
る
。
し
か
も
我
々
は
そ
れ
ら
の
問
題
に
関
す
る
見
解
が
そ
の
根
柢
に
於
て
人
間
学
に
よ
っ
て

規
定
さ
れ
て
い
る
の
を
見
出
す
。
人
間
学
は
こ
の
よ
う
に
し
て
歴
史
の
あ
ら
ゆ
る
問
題
に
と
っ
て
少
な
か
ら
ぬ
交

渉
を
も
っ
て
い
る
。
マ
イ
ヤ
ー
が
歴
史
の
端
初
は
一
民
族
の
生
活
の
中
へ
侵
入
す
る
要
素
と
し
て
の
個
人
の
進
出

に
あ
る
と
考
え
た
と
き
、
そ
こ
に
は
既
に
一
定
の
人
間
学
、
即
ち
人
間
の
本
質
を
個
人
の
人
格
的
自
覚
と
自
由
と

に
於
て
見
る
人
間
に
関
す
る
一
定
の
解
釈
が
言
い
表
さ
れ
て
い
る
。

＊　

D
ietrich Schäfer, D

as eigentliche Arbeitsgebiet der G
eschichte, 1888.
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F. G
ottl, O

p. cit., S. 37.
と
こ
ろ
で
ひ
と
は
、
例
え
ば
歴
史
学
が
本
来
政
治
史
で
あ
る
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
文
化
史
で
あ
る
べ
き
か
、
な

ど
と
い
う
こ
と
に
就
い
て
の
意
見
の
相
違
は
、
結
局
史
観
の
相
違
に
も
と
づ
く
、
と
い
う
風
に
云
っ
て
い
る
。
実

際
、
何
処
に
歴
史
学
の
本
来
の
作
業
領
域
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
は
、
も
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
史
観
に
よ
っ
て
規

定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
凡
て
の
歴
史
叙
述
の
根
柢
に
は
一
般
に
何
等
か
一
定
の
史
観
が
横
た
わ
っ
て
お
り
、

後
者
は
前
者
を
制
約
し
、
規
定
す
る
。
然
る
に
右
に
述
べ
た
こ
と
に
し
て
正
し
い
な
ら
ば
、
史
観
そ
の
も
の
の
う

ち
に
含
ま
れ
、
そ
れ
に
一
定
の
構
造
を
与
え
る
の
は
根
本
的
に
は
人
間
学
で
あ
る
、
と
云
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

各
々
の
史
観
は
そ
れ
に
相
応
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
学
に
於
て
そ
の
最
も
基
礎
的
な
且
つ
最
も
決
定
的
な
内
容
を

見
出
す
。
実
際
の
歴
史
家
は
彼
の
研
究
及
び
叙
述
の
根
柢
を
な
す
史
観
に
就
い
て
明
確
に
自
覚
し
、
そ
れ
を
組
織

さ
れ
た
理
論
と
し
て
も
っ
て
い
る
わ
け
で
な
く
、
却
っ
て
多
く
の
場
合
そ
れ
は
彼
に
於
て
無
意
識
的
に
、
然
し
決

定
的
に
は
た
ら
い
て
い
る
。
固
よ
り
そ
れ
は
ま
た
屡
々
自
覚
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
一
の
学
的
体
系
に
即
ち
歴
史

哲
学
に
組
織
さ
れ
は
す
る
が
、
こ
の
こ
と
は
歴
史
家
の
歴
史
家
と
し
て
の
仕
事
で
あ
る
よ
り
も
寧
ろ
哲
学
者
の
仕

事
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
、
我
々
が
人
間
学
と
云
う
と
き
、
先
ず
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
れ
が
最
初

に
そ
し
て
根
源
的
に
は
何
等
か
の
学
的
に
加
工
さ
れ
、
組
織
さ
れ
た
人
間
に
関
す
る
理
論
を
指
す
の
で
は
な
い
と
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い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
人
々
は
こ
こ
に
云
わ
れ
た
人
間
学
の
も
と
に
、
先
ず
、
例
え
ば
マ
イ
ヤ
ー
が
功
績
あ

る
大
著
『
古
代
史
』
の
序
論
と
し
て
附
し
た
一
巻
に
於
け
る
「
人
間
学
綱
要
」
の
如
き
も
の
を
考
え
に
入
れ
て
は

な
ら
な
い
。
フ
ン
ボ
ル
ト
は
い
ず
れ
の
言
語
も
或
る
民
族
が
到
達
し
た
世
界
観
の
一
定
の
段
階
の
生
産
物
で
あ
る

と
述
べ
た
が
、
こ
の
場
合
世
界
観
と
は
云
う
ま
で
も
な
く
一
定
の
哲
学
体
系
と
し
て
展
開
さ
れ
た
世
界
観
の
こ
と

で
な
く
、
寧
ろ
そ
れ
ぞ
れ
の
民
族
の
所
有
す
る
自
然
的
な
諸
形
式
と
し
て
の
「
世
界
直
観
」
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

丁
度
そ
の
よ
う
に
、
人
間
学
も
最
初
に
そ
し
て
根
源
的
に
は
い
わ
ば
或
る
人
間
直
観
を
意
味
す
る
。
従
っ
て
ひ
と

は
そ
れ
の
も
と
に
ま
た
先
ず
何
等
か
の
所
謂
「
哲
学
的
人
間
学
」
を
理
解
し
て
は
な
ら
な
い
。
人
間
学
が
本
来
或

る
全
く
根
源
的
な
意
識
に
属
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
今
日
、
或
は
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
、
或
は
デ
ィ
ル
タ
イ
や
シ

ェ
ー
ラ
ー
、
或
は
ま
た
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
影
響
に
よ
る
哲
学
的
人
間
学
の
流
行
の
た
め
に
忘
れ
ら
れ
が
ち
に
な
っ

て
い
る
。
人
間
は
彼
等
の
現
実
の
生
活
の
中
か
ら
彼
等
が
何
で
あ
る
か
を
お
の
ず
か
ら
解
釈
す
る
に
至
る
。
人
間

学
は
彼
等
の
現
実
的
な
生
活
意
識
に
属
す
る
。
然
し
哲
学
的
人
間
学
は
そ
の
名
の
よ
う
に
人
間
に
就
い
て
の
あ
か

ら
さ
ま
な
る
、
意
識
的
な
る
、
学
問
的
な
る
問
で
あ
り
、
探
求
で
あ
る
。
そ
れ
が
特
に
今
日
人
々
に
と
っ
て
重
大

な
意
味
を
も
つ
に
至
っ
た
の
は
何
に
起
因
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
哲
学
的
人
間
学
の
建
設
に
根
気
よ
く
努
力
し
た
シ

ェ
ー
ラ
ー
は
云
っ
て
い
る
、「
如
何
な
る
時
代
に
於
て
も
人
間
の
本
質
及
び
起
原
に
関
す
る
見
解
が
我
々
の
時
代
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に
於
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
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
於
て
、

人
間
が
徹
底
的
に
『
問
題
的
』
と
な
っ
た
最
初
の
時
代
で
あ
る
。
こ
の
時
代
に
於
て
人
間
は
彼
が
何
で
あ
る
か
を

も
は
や
知
ら
な
い
、
然
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
。」＊

今
日
哲
学
的
人
間

学
が
特
別
に
関
心
を
惹
き
起
す
の
は
、
従
来
の
各
々
の
時
代
に
は
暗
黙
の
間
に
普
遍
的
に
認
め
ら
れ
て
い
た
一
定

の
人
間
学
が
あ
り
、
こ
の
も
の
が
凡
て
の
場
合
に
於
て
論
議
に
の
ぼ
る
ま
で
も
な
い
無
意
識
的
な
且
つ
自
明
的
な

前
提
と
し
て
は
た
ら
き
、
あ
ら
ゆ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
そ
の
上
に
立
つ
共
通
の
地
盤
を
な
し
て
い
た
こ
と
の
反
証

で
あ
り
、
そ
し
て
我
々
の
時
代
は
も
は
や
か
く
の
如
き
共
通
な
、
自
明
的
な
、
そ
こ
で
ま
た
特
に
論
議
さ
れ
る
に

至
る
こ
と
も
な
い
と
い
う
よ
う
な
人
間
学
を
有
し
な
い
こ
と
の
証
拠
で
あ
る
。
人
間
は
神
の
被
造
物
で
あ
り
、
凡

て
の
者
は
ア
ダ
ム
の
子
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
普
遍
的
に
受
取
ら
れ
て
い
た
時
代
が
あ
っ
た
。
今
日
か
よ
う
な 

consensus gentium
 

と
し
て
の
人
間
の
見
方
は
失
わ
れ
て
い
る
。
人
間
学
は
そ
の
基
礎
の
上
に
於
て
人
間
が
相
互

に
他
の
思
想
を
理
解
し
合
う
地
盤
で
あ
っ
て
、
こ
の
共
通
の
地
盤
が
欠
け
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
人
間
相
互
の
理
解

も
完
全
に
行
わ
れ
得
な
い
。
ひ
と
は
単
な
る
論
理
に
よ
っ
て
の
み
相
互
に
理
解
し
合
う
こ
と
は
出
来
ぬ
。
共
通
の

人
間
学
の
存
し
な
い
場
合
に
は
あ
ら
ゆ
る
議
論
も
無
駄
と
な
る
。
論
理
そ
の
も
の
が
既
に
そ
の
現
実
性
に
於
て
は
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人
間
学
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
対
立
は
根
源
的
に
は
人
間
学
の
対
立
で
あ
る
。

そ
し
て
今
日
人
間
が
か
く
も
問
題
的
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
我
々
の
時
代
が
ま
さ
に
社
会
の
転
形
期
で
あ
る

と
い
う
こ
と
の
徴
候
の
ひ
と
つ
と
見
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
（
人
間
学
）
の
構
造
は
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
の
構
造
を
規
定
す
る
、
―
―
こ
れ
は
私
の
従
来
主
張
し
且
つ
そ
の
実
証
を
試
み
た
ひ
と
つ
の
根
本
命
題

で
あ
っ
た
。
あ
ら
ゆ
る
歴
史
叙
述
は
史
観
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
、
そ
の
基
本
的
な
意
味
で

は
こ
の
命
題
の
ひ
と
つ
の
場
合
に
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
と
を
、
我
々
は
こ
こ
で
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

人
間
学
は
、
も
ち
ろ
ん
屡
々
自
覚
さ
れ
て
学
問
的
に
形
成
さ
れ
そ
れ
自
身
一
個
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
位
置
に
高
ま

る
こ
と
が
あ
る
に
し
て
も
、
そ
の
本
性
に
従
え
ば
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
第
二
次
の
ロ
ゴ
ス
で
あ
る
に
対
し
寧
ろ
第

一
次
の
ロ
ゴ
ス
と
も
い
う
べ
き
根
源
的
な
意
識
で
あ
る＊
＊。

そ
れ
は
か
か
る
も
の
と
し
て
高
次
の
ロ
ゴ
ス
た
る
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
の
成
立
に
あ
た
っ
て
そ
れ
の
規
定
力
と
し
て
は
た
ら
き
、
け
れ
ど
も
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
一
旦
成
立
し
終

っ
た
場
合
に
は
寧
ろ
こ
の
も
の
の
う
ち
に
埋
没
し
て
し
ま
う
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
於
て
そ
れ
を

規
定
し
て
い
る
人
間
学
は
顕
で
あ
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
最
も
多
く
の
場
合
隠
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
人
々
の
間

に
共
通
の
人
間
学
が
普
遍
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
於
て
こ
の
よ
う
に
隠
さ
れ
て
い
る

人
間
学
に
特
に
注
目
す
る
と
い
う
要
求
も
感
ぜ
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
我
々
に
と
っ
て
人
間
学
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の
問
題
は
何
よ
り
も
先
ず
、
現
存
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
対
し
て
暴
露
的

0

0

0

、
そ
れ
故
に
ま
た
破
壊
的

0

0

0

の
意
味
を
有

す
る
。
一
定
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
は
、
そ
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
人
間
学
を
明
る
み
に
持

ち
出
す
こ
と
に
よ
り
、
最
も
根
本
的
に
暴
露
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
我
々
は
人
間
学
に
対
し
て
こ
の
よ
う
な
批0

判
的
0

0

任
務
を
負
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
我
々
は
今
日
の
所
謂
哲
学
的
人
間
学
に
対
し
て
す
ら
こ
の
よ

う
な
批
判
的
な
仕
事
を
遂
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
う
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
も
の
も
ま
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

の
ひ
と
つ
と
し
て
そ
の
根
柢
に
於
て
そ
れ
自
身
既
に
我
々
の
意
味
に
於
け
る
人
間
学
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る

の
だ
か
ら
で
あ
る
。
数
年
こ
の
か
た
諸
科
学
の
内
部
で
叫
ば
れ
て
い
る
か
の
「
基
礎
の
危
機
」G

rundlagenkrisis 

な
る
も
の
は
、
何
よ
り
も
人
間
学
に
於
て
そ
の
決
定
的
な
意
味
を
見
出
す
で
あ
ろ
う
。
人
間
学
の
危
機
は
あ
ら
ゆ

る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
と
っ
て
の
基
礎
の
危
機
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
単
に
論
理
的
な
基
礎
に
関
係
す
る
の
で
な

い
だ
け
一
層
危
機
的
で
あ
る
。

＊　

M
ax Scheler, M

ensch und G
eschichte, Zürich 1929, S. 8. 

ま
た
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
（M

. H
eidegger, K

ant und 

das Problem
 der M

etaphysik, 1929, S. 200.

）【“K
ant and the problem

 of m
etaphysics”

】、
更
に
デ
ィ
ル
タ
イ
（W

. 

D
ilthey, G

esam
m

elte Schriften, V. B
and, S. 88.

）
を
見
よ
。

＊
＊　

拙
著
『
唯
物
史
観
と
現
代
の
意
識
』
に
於
け
る
「
人
間
学
の
マ
ル
ク
ス
的
形
態
」〔
全
集
第
三
巻
収
録
〕
参
照
。
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な
お
こ
の
論
文
に
就
き
人
間
学
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
の
弁
証
法
的
関
係
、
並
び
に
、
我
々
が
「
ロ
ゴ
ス
の
第
一
次

変
革
過
程
」
及
び
「
ロ
ゴ
ス
の
第
二
次
変
革
過
程
」
と
云
っ
た
も
の
に
注
目
せ
よ
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
歴
史
の
場

合
に
も
当
て
嵌
ま
る
の
で
あ
る
。

私
は
歴
史
と
人
間
学
と
の
関
係
を
さ
き
に
触
れ
た
歴
史
の
限
界
乃
至
端
初
の
問
題
に
就
い
て
こ
こ
に
一
層
具
体

的
に
調
べ
て
み
よ
う
。
カ
ン
ト
が
『
人
類
歴
史
の
臆
測
的
端
初
』
と
い
う
論
文
を
書
い
た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い

る
。＊

彼
は
こ
の
論
文
の
中
で
、
そ
の
後
の
ド
イ
ツ
観
念
論
の
代
表
者
た
ち
の
凡
て
に
よ
っ
て
自
覚
的
に
彼
等
の
歴

史
哲
学
的
諸
考
察
の
基
礎
に
お
か
れ
た
思
想
、
即
ち
、
歴
史
と
は
自
由
の
歴
史
以
外
の
何
物
で
も
な
い
と
い
う
思

想
を
言
い
表
し
た
。
彼
は
歴
史
の
テ
ー
マ
と
し
て
自
由
を
、
そ
し
て
人
類
歴
史
の
端
初
の
研
究
の
テ
ー
マ
と
し

て
「
人
間
の
本
性
の
う
ち
に
於
け
る
そ
の
根
源
的
な
素
質
か
ら
の
自
由
の
最
初
の
発
展
」
を
掲
げ
た
。
自
由
と
は

も
ち
ろ
ん
人
格
の
自
己
律
法
、
自
律
を
意
味
し
た
。
そ
れ
は
理
性
の
支
配
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
人
類
歴
史

の
端
初
は
、
人
間
が
初
め
て
自
由
な
行
為
を
行
っ
た
と
こ
ろ
に
、
彼
が
初
め
て
「
自
然
的
衝
動
に
背
い
た
」
と
こ

ろ
に
、
そ
し
て
「
自
分
の
う
ち
に
自
分
自
身
で
生
活
の
仕
方
を
選
ぶ
と
い
う
能
力
を
発
見
し
た
」
と
こ
ろ
に
存
す

る
。カ
ン
ト
は
聖
書
が
原
罪
と
し
て
取
扱
っ
た
事
件
の
う
ち
に
こ
の
よ
う
な
意
味
に
於
け
る
歴
史
の
端
初
を
見
た
。

そ
こ
に
記
さ
れ
た
の
は
ま
こ
と
に
「
一
の
小
さ
い
端
初
で
あ
る
、
然
し
そ
れ
は
物
の
考
え
方
に
一
の
全
く
新
し
い
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方
向
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
時
期
を
劃
す
る
も
の
で
あ
る
。」「
人
間
を
動
物
と
の
共
同
生
活
の
上
に
完
全
に
超

越
せ
し
め
る
理
性
の
な
し
た
最
後
の
歩
み
は
、
彼
が
（
た
と
い
唯
漠
然
と
で
あ
る
に
せ
よ
）、
自
分
は
本
来
自
然
0

0

の
目
的

0

0

0

で
あ
り
、
そ
し
て
地
上
に
生
活
す
る
何
物
も
こ
の
点
に
就
い
て
自
分
に
対
し
て
競
争
者
と
な
り
得
な
い
と

い
う
こ
と
を
理
解
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。」
か
く
て
人
間
が
初
め
て
羊
に
向
い
、
汝
の
身
に
着
け
て
い
る
毛
皮
を

自
然
は
汝
に
汝
の
た
め
に
で
は
な
く
、
却
っ
て
自
分
の
た
め
に
与
え
た
の
で
あ
る
と
云
っ
て
、
そ
れ
を
羊
か
ら
剥

い
で
わ
が
身
に
着
け
た
と
き
、
人
間
は
自
然
の
目
的
で
あ
る
と
い
う
彼
の
こ
の
特
権
を
意
識
し
た
の
で
あ
る
。
そ

れ
だ
か
ら
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
自
由
な
理
性
が
人
間
を
、
そ
し
て
歴
史
を
自
然
か
ら
区
別
す
る
根
本
的
な
規
定

で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
人
間
は
自
然
の
範
囲
に
属
せ
ず
、
却
っ
て
自
然
の
「
終
局
目
的
」
で
あ
る
。「
終
局
目

的
は
人
間
の
全
体
的
規
定
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
そ
し
て
こ
れ
に
関
す
る
哲
学
は
道
徳
学
と
称
せ
ら
れ
る
。＊
＊」

彼
に

と
っ
て
歴
史
は
倫
理
的
目
的
論
の
問
題
で
あ
る
。
歴
史
の
「
端
初
は
先
行
す
る
自
然
的
諸
原
因
か
ら
の
人
間
の
理

性
に
よ
る
何
等
の
導
出
も
可
能
で
な
い
も
の
か
ら
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。」
と
カ
ン
ト
は
云
う
。
然
る
に
観

念
論
的
な
史
観
に
反
対
す
る
マ
ル
ク
ス
主
義
の
史
観
の
根
柢
に
は
そ
れ
に
応
じ
て
全
く
異
な
っ
た
人
間
の
把
握
が

横
た
わ
る
の
で
あ
る
。『
ド
イ
ッ
チ
ェ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
に
は
書
か
れ
て
あ
る
、「
ひ
と
は
人
間
を
意
識
に
よ
っ

て
、
宗
教
に
よ
っ
て
、
そ
の
他
思
い
の
侭
の
も
の
に
よ
っ
て
、
動
物
か
ら
区
別
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
人
間
自
身
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史
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は
、
彼
等
が
彼
等
の
生
活
資
料
を
生
産
し

0

0

0

始
め
る
や
否
や
、
自
己
を
動
物
か
ら
区
別
し
始
め
る
。」【{1?d}

】
か
よ

う
な
生
産
は「
羊
ま
た
は
犬
に
あ
っ
て
は
決
し
て
存
在
し
な
い
と
こ
ろ
の
一
の
歴
史
的
過
程
で
あ
る
。」【{89a=60}

】

最
初
の
歴
史
的
行
為
と
い
う
の
も
人
間
の
衣
食
住
の
欲
望
を
満
足
す
る
た
め
の
手
段
の
生
産
即
ち
物
質
的
生
活
そ

の
も
の
の
生
産
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
「
人
間
は
思
惟
に
よ
っ
て
自
己
を
動
物
か
ら
区
別

し
、
か
く
て
一
切
の
人
間
的
な
も
の
は
、
そ
れ
が
思
惟
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
専
ら
、
人
間

的
で
あ
る
」
と
考
え
た
の
と
は
反
対
に
、
生
産
が
、
就
中
物
質
的
生
産
が
人
間
の
基
本
的
な
規
定
と
し
て
把
捉
さ

れ
る
。「
生
産
の
こ
の
仕
方
は
個
人
の
活
動
の
一
定
の
仕
方
で
あ
り
、
彼
等
の
生
活
を
表
現
す
る
一
定
の
仕
方
で

あ
り
、
彼
等
の
一
定
の
生
活
の
仕
方

0

0

0

0

0

な
の
で
あ
る
。
個
人
が
彼
等
の
生
活
を
表
現
す
る
仕
方
は
す
な
わ
ち
彼
等
の

存
在
す
る
仕
方
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
彼
等
が
何
で
あ
る
か
は
、
彼
等
の
生
産
と
、
詳
し
く
言
え
ば
、
彼
等
が
何0

を0

生
産
す
る
か
、
並
び
に
ま
た
彼
等
が
如
何
に

0

0

0

生
産
す
る
か
と
い
う
こ
と
と
、
合
致
す
る
。
そ
れ
故
に
個
人
が
何

で
あ
る
か
は
、
彼
等
の
生
産
の
物
質
的
諸
条
件
に
依
存
し
て
い
る
。」【{2?}

】
云
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
生
産
は

初
め
か
ら
個
人
的
で
な
く
社
会
的
で
あ
る
。
人
間
は
元
来
社
会
的
存
在
で
あ
り
、
彼
等
の
生
産
は
唯
社
会
の
う
ち

に
於
て
の
み
現
実
的
に
行
わ
れ
る
。「
人
間
的
本
質
は
な
ん
ら
個
々
の
個
人
に
内
在
す
る
と
こ
ろ
の
抽
象
体
で
は

な
い
。
そ
の
現
実
に
於
て
は
人
間
的
本
質
は
社
会
的
諸
関
係
の
総
体
で
あ
る
。」
と
マ
ル
ク
ス
は
『
フ
ォ
イ
エ
ル
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バ
ッ
ハ
に
関
す
る
テ
ー
ゼ
』
の
中
に
記
し
て
い
る
。
意
識
と
雖
も
他
の
人
間
と
の
交
通
の
欲
望
と
そ
の
必
要
か
ら

発
生
せ
る
も
の
で
あ
り
、「
そ
れ
故
に
意
識
は
も
と
も
と
既
に
ひ
と
つ
の
社
会
的
な
生
産
物
で
あ
る
。」
と
こ
ろ
で

人
間
の
生
産
に
於
て
最
も
特
色
あ
る
も
の
は
、
彼
等
が
そ
れ
を
も
っ
て
生
産
に
従
事
す
る
道
具
の
生
産
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
人
間
と
は
実
に
道
具
を
作
る
動
物
で
あ
る
。
こ
の
規
定
に
従
っ
て
マ
ル
ク
ス
主
義
者
た
ち
は
特
に
工

芸
学 Technologie 
の
発
展
の
う
ち
に
歴
史
の
理
解
の
重
要
な
指
針
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
い
ま
工
芸
乃
至
技
術

並
び
に
そ
れ
の
文
化
及
び
歴
史
に
対
す
る
関
係
の
問
題
は
十
九
世
紀
に
於
て
初
め
て
現
れ
、
そ
の
後
次
第
に
そ

の
重
要
性
を
意
識
さ
れ
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
工
芸
の
問
題
で
さ
え
も
人
間

学
、
従
っ
て
ま
た
史
観
の
相
違
に
応
じ
て
全
然
違
っ
た
意
味
に
解
釈
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
が
工
芸
を
物
質
的
生
産
の
見
地
か
ら
観
察
す
る
こ
と
は
言
う
を
俟
た
な
い
。
こ
れ
と
の
対

照
の
た
め
に
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
を
引
合
い
に
出
し
て
み
よ
う
。
何
に
よ
っ
て
人
間
は
人
間
と
な
っ
た
の
で
あ
る
か

と
い
う
問
に
、
そ
れ
は
手
の
成
立
に
よ
っ
て
で
あ
る
と
彼
も
答
え
る
。
手
と
道
具
と
は
最
も
密
接
に
結
び
付
い
て

い
る
。
道
具
が
手
の
形
か
ら
形
作
ら
れ
た
よ
う
に
、
逆
に
手
は
道
具
の
形
に
従
っ
て
形
作
ら
れ
た
。
両
者
の
成
立

を
時
間
的
に
分
と
う
と
す
る
の
は
無
意
味
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
マ
ル
ク
ス
主
義
の
場
合
と
同
様
の
出
発
点
を
と

り
つ
つ
、
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
が
彼
特
有
の
人
間
学
の
基
礎
に
於
て
如
何
に
前
者
と
は
相
違
す
る
歴
史
解
釈
を
企
て
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た
か
を
若
干
指
摘
し
よ
う＊
＊
＊。
後
者
も
工
芸
を
甚
だ
重
要
視
す
る
、
然
し
そ
れ
は
社
会
的
な
物
質
的
生
産
の
方
面
か

ら
考
察
さ
れ
る
の
で
な
い
。「
工
芸 Technik 

は
全
体
的
生
の
戦
術 Taktik 

で
あ
る
。
そ
れ
は
生
そ
の
も
の
と
同

意
義
な
る
闘
争
に
於
け
る
行
動
の
仕
方
の
内
面
的
形
式
で
あ
る
。」「
唯
こ
こ
ろ

0

0

0 Seele 

か
ら
し
て
の
み
工
芸
的
な

も
の
の
意
味
は
開
示
さ
れ
る
。」「
工
芸
は
道
具
か
ら
し
て
理
解
さ
る
べ
き
で
な
い
。
事
物
の
生
産
で
な
く
、
事
物

に
対
す
る
行
動
の
仕
方
が
、
武
器
で
な
く
、
闘
争
が
問
題
な
の
で
あ
る
。」
そ
れ
故
に
工
芸
は
何
等
経
済
の
部
分

で
な
く
、
却
っ
て
一
個
の
、
活
動
的
な
、
闘
争
的
な
、
こ
こ
ろ
に
貫
き
生
か
さ
れ
た
生
の
ひ
と
つ
の
方
面
で
あ
る
。

蓋
し
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
の
理
解
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
人
間
は
掠
奪
獣 R

aubtier 

で
あ
る
。
植
物
的
な
生
と
は
異
な

り
動
物
の
生
は
自
由
に
運
動
す
る
生
で
あ
る
が
、
掠
奪
獣
は
自
由
に
運
動
す
る
生
の
最
高
の
形
態
で
あ
る
。
そ
こ

で
社
会
的
と
い
う
こ
と
は
人
間
の
本
性
で
あ
り
得
な
い
。「
こ
こ
ろ
は
生
存
者
が
よ
り
孤
独

0

0

0

0

で
あ
る
ほ
ど
、
そ
れ

が
自
己
の
周
り
の
凡
て
の
世
界
に
対
し
て
よ
り
決
定
的
に
自
分
自
身
の

0

0

0

0

0

世
界
を
形
作
る
ほ
ど
、
そ
れ
だ
け
愈
々
力

強
く
発
達
し
て
い
る
の
で
あ
る
。」
そ
こ
で
ま
た
「
人
間
の
工
芸
そ
し
て
ひ
と
り

0

0

0

そ
れ
の
み
は
、
人
間
種
族
の
生

か
ら
独
立
的

0

0

0

で
あ
る
。
そ
れ
は
生
の
全
歴
史
に
於
て
、
個
別
的
生
存
者
が
種
族
の
強
制
か
ら
脱
け
出
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

唯
一
の
場

合
で
あ
る
。」
こ
の
場
合
個
人
が
個
人
と
し
て
種
族
か
ら
独
立
的
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
カ
ン
ト
に
於
て
の
如

く
個
人
の
人
格
的
自
由
の
意
識
の
発
展
と
見
ら
れ
る
の
で
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
ま
た
人
間
の
工
芸
に
於
て
は
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そ
の
本
性
上
命
令
す
る
者
と
服
従
す
る
者
―
―
根
本
的
に
は
天
才
と
大
衆
と
し
て
区
別
さ
れ
る
―
―
と
が
あ
る
と

い
う
こ
と
は
全
く
自
明
の
こ
と
と
し
て
認
め
ら
れ
る
。
か
か
る
二
つ
の
種
類
の
人
間
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
「
多

様
化
さ
れ
た
人
間
の
生
の
根
本
形
態
」
で
あ
り
、「
唯
生
そ
の
も
の
と
共
に
の
み
排
除
さ
れ
得
る
」
も
の
で
あ
る
。

然
し
個
人
が
種
族
の
強
制
か
ら
脱
け
出
る
こ
と
は
つ
ま
り
自
然
へ
の
叛
逆
で
あ
り
、
そ
こ
に
人
間
の
悲
劇
は
始
ま

る
。
な
ぜ
な
ら
自
然
は
一
層
強
く
、
人
間
は
ど
こ
ま
で
も
自
然
に
依
存
し
、
自
然
は
凡
て
に
拘
ら
ず
自
己
の
被
造

物
た
る
人
間
そ
の
も
の
を
も
包
含
す
る
。
従
っ
て
数
々
の
偉
大
な
る
文
化
は
そ
の
数
だ
け
の
敗
北
と
潰
滅
で
あ
る

と
見
做
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
我
々
は
種
々
な
る
史
観
の
う
ち
に
そ
れ
ぞ
れ
特
殊
な
人
間
学
が
織
り
込
ま
れ

て
い
る
の
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
の
史
観
が
独
特
な
も
の
で
あ
る
ほ
ど
、
そ
れ
と
結
び
付
く
人
間
学
も
ま
た

そ
れ
だ
け
独
自
な
も
の
で
あ
る
と
も
云
わ
れ
得
よ
う
。
そ
し
て
我
々
は
種
々
な
る
人
間
学
相
互
の
相
違
、
殊
に
そ

れ
ら
の
間
に
於
け
る
非
連
続
に
注
意
す
る
こ
と
に
よ
り
、
人
間
学
の
問
題
が
単
に
客
観
的
な
存
在
的
問
題
で
な
い

こ
と
を
容
易
に
看
取
し
得
る
で
あ
ろ
う
。

＊　

V
gl. K

ant, M
uthm

asslicher Anfang der M
enschengeschichte.

＊
＊　

K
ant, K

ritik der reinen Vernunft, B
. 868.

＊
＊
＊　

V
gl. O

. Spengler, D
er M

ensch und die Technik 1931.
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人
間
学
は
人
間
の
現
実
の
生
活
の
中
か
ら
生
れ
、
彼
等
の
現
実
的
な
生
活
意
識
と
し
て
つ
ね
に
既
に
成
立
し
て

い
る
。
然
る
に
人
間
は
も
と
事
実
と
存
在
と
で
あ
る
か
ら
、
か
よ
う
な
人
間
学
も
ま
た
二
重
の
規
定
の
も
の
で
あ

る
。
即
ち
そ
れ
は
一
面
人
間
が
事
実
で
あ
る
限
り
「
現
在
の
歴
史
」
に
よ
っ
て
、
他
面
人
間
が
存
在
で
あ
る
限
り

「
現
代
の
歴
史
」
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
。
現
代
の
哲
学
的
状
態
に
鑑
み
、
こ
こ
に
な
お
簡
単

に
既
に
述
べ
た
こ
と
に
附
け
加
え
て
人
間
学
の
性
質
を
規
定
し
て
お
く
こ
と
が
我
々
に
と
っ
て
必
要
で
あ
る
と
思

う
。
そ
し
て
そ
れ
は
や
が
て
史
観
の
性
質
を
規
定
す
る
こ
と
と
も
な
る
で
あ
ろ
う
。

第
一
、
人
間
学
は
一
般
的
に
云
っ
て
人
間
の
自
己
解
釈
で
あ
る
。
人
間
が
自
己
を
解
釈
す
る
と
い
う
の
は
彼
に

と
っ
て
決
し
て
外
的
な
こ
と
で
な
く
、
却
っ
て
彼
の
存
在
の
仕
方
の
最
も
根
本
的
な
も
の
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
人

間
は
種
々
な
る
存
在
者
の
ま
な
か
に
あ
る
存
在
者
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
際
彼
で
な
い
と
こ
ろ
の
存
在
者
及
び
彼

自
身
で
あ
る
と
こ
ろ
の
存
在
者
が
彼
に
と
っ
て
つ
ね
に
既
に
顕
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
る
。

人
間
の
こ
の
よ
う
な
存
在
の
仕
方
が
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
よ
っ
て
実
存 Existenz 

と
呼
ば
れ
る
。
た
だ
存
在
理
解 

Seinsverständnis 

の
根
拠
の
上
に
於
て
の
み
実
存
は
可
能
で
あ
り
、
存
在
理
解
の
根
拠
の
上
に
於
て
人
間
は
ま
さ

に
現
存
在 D

asein 

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
人
間
よ
り
も
人
間
に
於
け
る
現
存
在
の
有
限
性
は
一
層
根
源
的
で

あ
る
。」
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
云
っ
て
い
る
。＊

即
ち
存
在
理
解
の
根
拠
の
上
に
立
つ
人
間
の
現
存
在
と
共
に
人
間
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も
初
め
て
人
間
と
し
て

0

0

0

顕
に
な
る
。
従
っ
て
人
間
が
何
で
あ
る
か
は
人
間
に
於
け
る
存
在
理
解
、
こ
の
も
の
の
根

拠
の
上
に
於
て
可
能
と
な
る
人
間
に
於
け
る
現
存
在
の
問
題
を
離
れ
て
は
考
え
ら
れ
得
な
い
。
そ
の
限
り
に
於
て

人
間
学
の
問
題
が
存
在
論
的
問
題
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
場
合
存
在
論
的
と
は
何
を
意
味
す
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
先
ず
存
在
理
解
0

0

に
関
係
し
、
従
っ
て
或
る
意
識
0

0

の
問
題
で
あ
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
か

ろ
う
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
単
に
意
識
の
問
題
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
あ
り
得
な
い
。
な
ぜ
な
ら
存
在
論
的
と
は
区

別
さ
れ
る
存
在
的
と
い
う
こ
と
も
或
る
意
味
で
は
意
識
の
問
題
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
、
存
在
も
我
々
に
は
感
覚
や

表
象
を
通
じ
て
初
め
て
与
え
ら
れ
る
。
そ
れ
故
に
存
在
論
的
が
存
在
的
か
ら
区
別
さ
る
べ
き
で
あ
る
限
り
、
前
者

に
あ
っ
て
は
意
識
の
主
体
性

0

0

0

が
何
よ
り
も
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
存
在
論
的
と
は
主
体

的
な
存
在
理
解
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
た
存
在
論
の
言
葉
は
表
象
の
言
葉
で
あ
る
よ
り
も
寧
ろ
お
の
ず

か
ら
情
意
の
言
葉
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
ひ
と
は
こ
の
こ
と
を
今
日
の
存
在
論
、
特
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ

ー
に
於
て
明
ら
か
に
見
出
す
。
彼
に
於
て
存
在
理
解
は
つ
ね
に
気
分
的
性
格
の
も
の
と
し
て
解
明
さ
れ
て
い
る
。

存
在
論
は
主
体
的
な
意
味
0

0

に
従
っ
て
の
存
在
の
解
明
と
し
て
固
有
な
も
の
で
あ
り
得
る
。
新
し
い
存
在
論
は
「
認

識
」
と
は
異
な
る
「
理
解
」
乃
至
「
解
釈
」
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
の
も
こ
の
た
め
で
あ
る
。
存
在
論
的
立
場
が
意

識
の
立
場
と
結
び
付
け
ら
れ
る
の
は
、
意
識
の
意
識
と
し
て
の
特
殊
性
が
主
体
性
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
の
こ
と
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第
二
、
然
し
な
が
ら
人
間
学
は
存
在
論
的
と
し
て
純
粋
に
内
在
的
な
立
場
に
立
っ
て
お
り
、
ま
た
立
ち
得
る
で

あ
ろ
う
か
。
人
間
学
は
単
な
る
意
識
の
問
題
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
内
在
の
立
場
を

と
ろ
う
と
し
て
い
る
。
彼
も
ま
た
デ
ィ
ル
タ
イ
が
「
生
を
生
そ
の
も
の
か
ら
理
解
し
よ
う
」
と
し
た
哲
学
的
情
熱

を
自
己
の
も
の
と
す
る
。
と
こ
ろ
で
彼
は
有
限
性
を
も
っ
て
現
存
在
の
根
本
的
規
定
と
考
え
る
。
そ
れ
で
は
こ

の
よ
う
な
有
限
性
の
理
解
は
如
何
に
し
て
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
人
間
に
於
け
る
個
々
の
有
限
な
も
の
を
挙
げ
、
彼

の
諸
々
の
不
完
全
性
の
う
ち
か
ら
任
意
の
も
の
を
数
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
、
有
限
性
の
本
質
が
何
処
に
存
す

る
か
、
こ
の
有
限
性
が
如
何
に
し
て
存
在
者
と
し
て
の
人
間
の
根
柢
的
な
、
全
体
的
な
規
定
で
あ
る
か
が
理
解
さ

れ
な
い
こ
と
は
、
彼
の
云
う
通
り
で
あ
る
。
然
し
ま
た
何
等
か
の
無
限
性
の
理
解
な
く
し
て
有
限
性
が
有
限
性

と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
は
不
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
固
よ
り
客
体
的
な
も
の
―
―
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
所
謂 

Vorhandensein

【
現
在
す
る
存
在
：
現
存
】 

と
し
て
の
存
在
者
―
―
の
う
ち
に
何
等
か
の
無
限
な
も
の
を
見
出
し
そ
れ

と
の
比
較
に
於
て
人
間
の
有
限
性
の
本
質
が
理
解
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
悠
久
な
る
自
然
の
存
在
に
比
し
て
人
間

の
は
か
な
き
死
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
我
々
は
我
々
の
有
限
性
を
理
解
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
死
と
雖
も
単
に
客
体
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的
に
把
握
さ
れ
る
限
り
、
い
ま
だ
人
間
の
根
柢
的
な
全
体
的
な
規
定
と
し
て
の
有
限
性
の
本
質
を
理
解
せ
し
め
る

も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
に
云
え
ば
、
人
間
は
人
間
を
産
む
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
間
の
形

相
は
個
体
の
死
に
拘
ら
ず
持
続
し
、
人
間
は
「
出
来
得
る
限
り
永
遠
な
も
の
、
神
的
な
も
の
に
あ
ず
か
る
」
の
で

あ
る
と
も
考
え
ら
れ
得
る
か
ら
で
あ
る
。
か
く
て
有
限
性
の
本
質
の
理
解
は
客
体
的
な
ら
ぬ
主
体
的
な
も
の
の
方

向
に
無
限
性
を
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
。
か
か
る
無
限
な
も
の
は
現
存
在
の
有
限
性
に
と
っ
て
超

越
的
で
あ
る
の
ほ
か
な
い
。
主
体
的
に
超
越
的
な
無
限
な
も
の
と
の
間
に
於
け
る
限
り
な
き
緊
張
に
よ
っ
て
初
め

て
有
限
性
は
そ
の
全
本
質
に
於
て
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
立
場
は
却
っ
て
キ
ェ
ル

ケ
ゴ
ー
ル
の
立
場
に
於
て
徹
底
す
る
と
も
云
わ
れ
よ
う
。
い
ま
我
々
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
自
己
解
釈
た
る
人
間
学

は
純
粋
に
内
在
的
な
も
の
で
な
く
、
そ
の
根
柢
に
於
て
超
越
的
な
主
体
的
事
実
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
行
為
す
る
も
の
と
し
て
の
事
実
は
人
間
学
よ
り
も
先
き
の
も
の
で
あ
る
。
最
初
に
行
為
が
あ
る
。
事
実
は

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
い
う
人
間
に
於
け
る
現
存
在
よ
り
も
一
層
根
源
的
な
も
の
で
あ
り
、
こ
の
現
存
在
を
規
定
し
、

現
存
在
の
有
限
性
な
る
も
の
も
そ
れ
に
よ
っ
て
初
め
て
可
能
と
な
る
。
存
在
理
解
の
仕
方
は
、
行
為
に
よ
っ
て
規

定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
主
体
的
な
且
つ
超
越
的
な
事
実
は
自
己
を
意
識
の
う
ち
に
表
出
す
る
。
人
間
学
は
意
識
と

し
て
か
か
る
事
実
の
自
己
表
出
の
最
も
根
源
的
な
場
面
で
あ
る
。
意
識
に
於
て
で
な
け
れ
ば
我
々
は
事
実
の
主
体
0

0
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を
真
の
主
体
性
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
実
に
、
意
識
が
な
お
存
在
の
ひ
と
つ

と
見
做
さ
れ
得
る
に
し
て
も
、
意
識
の
特
殊
な
位
置
と
重
要
性
と
が
あ
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
意
識
の
主
体
性
と

い
う
こ
と
も
、
唯
意
識
に
於
て
の
み
主
体
的
な
事
実
が
そ
の
主
体
性
に
於
て
自
己
を
顕
に
す
る
と
い
う
こ
と
を
意

味
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
人
間
の
実
存
に
よ
っ
て
存
在
者
の
存
在
理
解
が
生
ず
る
ば
か
り
で
な
く
、
寧
ろ

根
本
的
に
は
、
事
実
の
主
体
性
、
従
っ
て
事
実
の
事
実
性
の
理
解
が
可
能
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て

存
在
と
は
異
な
る
事
実
が
理
解
さ
れ
、
か
く
て
人
間
は
自
己
を
存
在
と
事
実
と
の
二
重
の
も
の
と
し
て
、
即
ち
現

実
存
在
と
し
て
理
解
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。

第
三
、
然
し
な
が
ら
既
に
云
っ
た
如
く
、
事
実
は
一
方
主
体
的
に
自
己
を
意
識
に
於
て
表
出
す
る
に
と
ど
ま
ら

ず
、
他
方
客
体
的
に
自
己
を
存
在
に
於
て
実
現
す
る
。
事
実
は
行
為
す
る
も
の
と
し
て
意
識
の
う
ち
に
閉
じ
込
め

ら
れ
て
い
る
の
で
な
く
、
意
識
を
超
出
し
て
自
己
を
存
在
に
於
て
客
観
化
す
る
。
事
実
は
意
識
さ
れ
る
に
先
立
っ

て
存
在
と
な
る
。
か
く
の
如
き
事
実
の
意
識
超
出
の
方
面
に
留
意
さ
れ
る
こ
と
が
ま
た
甚
だ
必
要
で
あ
る
。
人
間

が
何
で
あ
る
か
は
彼
が
主
観
的
に
自
己
を
如
何
に
理
解
し
て
い
る
か
に
従
っ
て
で
な
く
、
彼
が
客
観
的
に
何
を
為

し
、
ま
た
為
し
た
か
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
こ
れ
は
哲
学
者
の
智
慧
で
あ
る
の
み
で
な
く
、
我
々
は
我
々
の
日
常

の
生
活
に
於
て
こ
れ
を
よ
く
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
根
源
的
な
人
間
学
の
う
ち
に
は
つ
ね
に
既
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に
、
単
に
存
在
論
的
な
見
方
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
存
在
的
な
見
方
が
含
ま
れ
て
い
る
。
人
間
は
種
々
な
る
存
在
を

観
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
所
謂
「
宇
宙
に
於
け
る
人
間
の
位
置
」、
そ
の
特
殊
位
置
を
知
り
、
就

中
社
会
に
於
け
る
自
己
の
位
置
を
理
解
す
る
。
人
間
の
自
己
解
釈
た
る
人
間
学
は
こ
の
よ
う
に
し
て
特
に
彼
の
社

会
的
「
存
在
」
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
彼
の
存
在
の
社
会
的
規
定
を
離
れ
て
彼
の
有
す
る
根
源
的
な
人
間

学
の
性
質
を
把
握
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
か
く
て
要
す
る
に
人
間
学
は
事
実
と
存
在
と
の
二
重
の
規
定
を
受
け

て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
尤
も
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
単
に
人
間
の
存
在
の
み
が
社
会
的
な
の
で
は
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
最
初
に
記
し
て
お
い
た
如
く
、
事
実
も
ま
た
そ
れ
自
身
の
意
味
で
社
会
的
で
あ
る
。
寧
ろ
人
間
は

事
実
と
し
て
社
会
的
で
あ
る
が
故
に
、
彼
等
は
社
会
的
存
在
を
作
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
存
在
的
見
方

の
み
が
社
会
的
見
方
で
あ
る
と
云
わ
る
べ
き
で
な
く
、
存
在
論
的
見
方
も
そ
れ
自
身
社
会
的
な
も
の
を
含
む
。
意

識
も
元
来
社
会
的
な
も
の
で
あ
り
、
人
間
学
は
そ
の
本
性
上
根
源
的
に
社
会
的
規
定
を
有
す
る
。
人
間
は
唯
社
会

の
う
ち
に
於
て
の
み
自
己
を
個
別
化
し
得
る
。
か
く
て
学
問
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
人
間
学
の
方
法
も
存
在
的
・

存
在
論
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
明
瞭
で
あ
ろ
う
。
存
在
的
見
方
と
存
在
論
的
見
方
と
の
二
重
の
も
の
が
そ

こ
に
於
て
要
求
さ
れ
、
し
か
も
そ
れ
ら
が
単
に
二
つ
の
も
の
で
な
く
統
一
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
事
実
が
一
面
主

体
的
に
意
識
に
於
て
自
己
を
表
出
す
る
と
同
時
に
、他
面
客
体
的
に
存
在
に
於
て
自
己
を
実
現
す
る
か
ら
で
あ
り
、
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こ
の
よ
う
に
意
識
も
存
在
も
共
に
根
源
的
に
事
実
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
存
在
的
・
存
在
論

的
見
方
は
か
か
る
も
の
と
し
て
弁
証
法
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
史
観
も
同
じ
よ
う
に
現
在
の
歴
史
と
現
代
の
歴

史
と
の
二
重
の
制
約
の
も
と
に
立
ち
、
意
識
と
し
て
存
在
的
・
存
在
論
的
構
造
の
も
の
で
あ
る
。
人
間
学
も
史
観

も
こ
の
よ
う
に
本
来
存
在
的
・
存
在
論
的
規
定
の
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
一
般
的
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
対
す
る

関
係
に
於
て
人
間
学
を
、
特
殊
的
に
歴
史
叙
述
に
対
す
る
関
係
に
於
て
史
観
を
見
る
と
き
、
前
者
が
主
と
し
て
存

在
的
な
る
に
対
し
、
特
に
後
者
の
存
在
論
的
な
側
面
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
我
々
も
実
際
こ
れ
ま
で
か
く

の
如
き
特
に
強
調
さ
れ
た
意
味
に
従
っ
て
そ
れ
ら
の
も
の
に
就
い
て
語
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。
科
学
的
研
究
は
直

接
に
は
つ
ね
に
存
在
を
対
象
と
し
て
い
る
。
一
般
的
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
特
殊
的
に
歴
史
叙
述
が
主
体
的
な
規
定

を
受
け
る
と
い
う
の
も
、
主
と
し
て
そ
れ
ら
が
一
般
的
に
は
人
間
学
、
特
殊
的
に
は
史
観
に
よ
っ
て
そ
の
根
柢
に

於
て
規
定
さ
れ
る
関
係
を
通
じ
て
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。

三

さ
て
如
何
ほ
ど
種
々
な
る
人
間
学
、
そ
し
て
そ
れ
に
相
応
し
て
如
何
ほ
ど
種
々
な
る
史
観
が
従
来
歴
史
に
於
て

現
れ
た
か
を
立
入
っ
て
検
討
す
る
こ
と
は
今
の
問
題
で
な
い
。
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
『
人
間
と
歴
史
』
と
い
う
論
文
の
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中
で
彼
の
詳
細
な
研
究
の
結
果
と
し
て
、
か
か
る
も
の
を
五
つ
の
根
本
的
類
型
に
区
別
し
て
挙
げ
て
い
る
。
そ
れ

に
就
い
て
我
々
は
こ
こ
で
再
吟
味
を
試
み
よ
う
と
も
思
わ
な
い
。
こ
こ
に
は
彼
が
人
間
学
と
歴
史
と
の
聯
関
を
総

括
し
た
次
の
文
章
を
同
意
し
つ
つ
引
用
す
る
に
と
ど
め
よ
う
。「
何
故
に
我
々
は
今
日
か
く
も
多
く
の
且
つ
か
く

も
全
く
相
異
な
っ
た
歴
史
観
及
び
社
会
学
が
互
い
に
激
烈
に
争
っ
て
い
る
の
を
見
る
か
の
最
も
深
い
理
由
は
、
凡

て
こ
れ
ら
の
歴
史
観
の
根
柢
に
は
人
間
の
本
質
、
構
造
及
び
起
原
に
関
す
る
根
本
的
に
相
異
な
る
諸
理
念
が
存
す

る
と
い
う
こ
と
の
う
ち
に
看
取
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
各
々
の
歴
史
理
論
は
、
歴
史
家
、
社
会
学
者
ま
た

は
歴
史
哲
学
者
に
そ
れ
が
意
識
さ
れ
、
理
解
さ
れ
て
い
る
と
否
と
に
拘
ら
ず
、
一
定
の
種
類
の
人
間
学
に
そ
の
基

礎
を
有
す
る
か
ら
で
あ
る
。」
我
々
は
こ
の
場
合
、
今
日
人
間
の
本
性
に
関
す
る
人
々
の
意
見
の
間
に
何
等
の
統

一
も
存
し
な
い
の
は
、
我
々
の
社
会
が
分
裂
し
、
そ
の
内
部
に
激
烈
な
諸
対
立
が
含
ま
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
ひ
と

つ
の
重
要
な
理
由
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
を
附
け
加
え
て
お
こ
う
。

こ
こ
で
問
題
は
、
如
何
な
る
種
類
の
人
間
学
が
我
々
の
初
め
に
規
定
し
た
優
越
な
意
味
に
於
け
る
「
歴
史
的
意

識
」
と
結
び
付
き
、
そ
れ
を
構
成
す
る
よ
う
な
人
間
学
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
か
か
る
意
味
に
於
て
歴

史
的
な
人
間
学
と
非
歴
史
的
な
人
間
学
と
が
区
別
さ
れ
る
。
そ
し
て
歴
史
的
意
識
か
ら
非
歴
史
的
と
見
ら
れ
る
史

観
に
は
非
歴
史
的
な
人
間
学
が
結
び
付
い
て
い
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
か
の
非
歴
史
的
な
啓
蒙
時
代
に
例
を
と
ろ
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う
。
こ
の
時
代
の
一
般
的
な
史
観
は
「
実
用
主
義
的
」
と
称
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
歴
史
の
研

究
に
就
い
て
論
じ
、
こ
の
研
究
は
三
つ
の
利
益
を
有
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
歴
史
は
先
ず
想
像
を
楽
し
ま
し
め
、

次
に
悟
性
を
改
善
し
、
そ
し
て
最
後
に
徳
を
力
づ
け
る
。
歴
史
家
は
彼
の
叙
述
に
よ
っ
て
賞
讃
及
び
非
難
の
活
溌

な
感
情
を
喚
び
起
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
情
操
に
対
し
て
道
徳
的
感
化
を
及
ぼ
す
者
で
あ
る
。
歴
史
的
意
識
が
非

歴
史
的
と
見
做
す
こ
の
よ
う
な
実
用
主
義
的
史
観
に
は
次
の
如
き
非
歴
史
的
な
人
間
学
が
結
び
付
い
て
い
た
の
で

あ
る
。
即
ち
ヒ
ュ
ー
ム
は
書
い
て
い
る
、「
人
間
性
は
あ
ら
ゆ
る
時
あ
ら
ゆ
る
処
に
於
て
全
く
同
一
で
あ
り
、
そ

こ
で
歴
史
は
人
間
性
に
就
い
て
我
々
に
何
等
新
し
い
こ
と
ま
た
は
珍
し
い
こ
と
を
伝
え
な
い
。
歴
史
の
主
要
な
利

益
は
唯
人
間
性
の
恒
常
的
な
且
つ
普
遍
的
な
諸
原
理
を
発
見
す
る
こ
と
に
あ
る
、
と
い
う
の
は
、
歴
史
は
人
間
を

境
遇
及
び
状
況
の
あ
ら
ゆ
る
可
能
な
る
相
違
に
於
て
示
し
、
か
く
て
我
々
に
我
々
の
観
察
の
材
料
を
提
供
し
、
こ

れ
に
就
い
て
我
々
は
人
間
の
行
為
及
び
活
動
の
規
則
的
な
諸
原
因
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
。」
ヒ
ュ
ー
ム
に
と
っ

て
歴
史
は
人
間
の
認
識
の
た
め
の
心
理
学
的
材
料
の
供
給
さ
れ
る
場
所
で
あ
る
。
人
間
は
唯
限
ら
れ
た
数
の
動
機

及
び
性
質
し
か
も
た
ず
、
こ
れ
は
ヒ
ュ
ー
ム
の
言
葉
を
用
い
れ
ば
歴
史
に
於
て
何
等
の
拡
大
も
受
け
な
い
の
で
あ

る
。＊

こ
れ
に
反
し
歴
史
的
意
識
の
発
達
に
決
定
的
な
影
響
を
与
え
、
近
代
の
歴
史
学
の
発
展
に
重
要
な
寄
与
を
な

し
た
ヘ
ー
ゲ
ル
に
あ
っ
て
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
理
性
人
間
の
人
間
学
の
上
に
立
っ
て
い
る
。
然
し
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彼
は
、
こ
の
人
間
学
が
も
と
理
性
を
歴
史
的
に
も
民
族
的
に
も
恒
常
な
量
と
見
た
の
に
対
し
、
理
性
を
も
っ
て
そ

れ
自
身
運
動
す
る
も
の
、
歴
史
に
於
て
発
展
す
る
も
の
と
考
え
た
。
人
間
は
生
成
の
過
程
に
於
て
彼
が
理
念
上
あ

る
と
こ
ろ
の
も
の
即
ち
自
由
の
絶
え
ず
高
ま
り
ゆ
く
意
識
に
到
達
す
る
。「
世
界
歴
史
は
自
由
の
意
識
に
於
け
る

進
歩
で
あ
る
。」
彼
は
自
由
の
意
識
の
発
展
段
階
を
次
の
よ
う
に
叙
述
し
た
。
一
、
な
お
直
接
的
な
、
精
神
が
自

然
性
の
中
に
沈
め
る
状
態
。
二
、
精
神
が
こ
の
状
態
を
脱
し
て
自
己
の
自
由
の
意
識
に
移
っ
て
ゆ
く
段
階
、
け
れ

ど
も
こ
こ
で
は
ま
だ
自
然
か
ら
の
分
離
は
不
完
全
で
、
部
分
的
で
あ
る
。
三
、
こ
の
特
殊
的
な
自
由
よ
り
そ
の
純

粋
な
普
遍
性
へ
の
高
昇
、
こ
こ
に
於
て
精
神
は
そ
の
実
質
た
る
自
由
の
完
全
な
自
己
意
識
に
到
達
す
る
。
第
一
の

段
階
に
あ
た
る
の
は
東
洋
人
の
世
界
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
唯
一
人
の
、
即
ち
専
制
君
主
の
自
由
が
あ
る
の
み
で

あ
る
。
人
間
は
自
体
に
於
て
自
由
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
ず
、
従
っ
て
自
由
で
な
い
。
第
二
の
段
階
は
ギ
リ
シ
ア
人

及
び
ロ
ー
マ
人
の
世
界
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
自
由
の
意
識
は
特
殊
的
に
は
目
覚
め
て
い
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
世
界

は
奴
隷
の
存
在
を
前
提
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
唯
若
干
人
の
自
由
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
第
三
の
段
階
は
ゲ
ル
マ

ン
人
の
世
界
で
あ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
的
世
界
で
あ
る
。
こ
こ
に
於
て
少
な
く
と
も
原
理
上
一
切
の
人
間
が
人
間

と
し
て
自
由
な
も
の
で
あ
る
こ
と
の
自
覚
に
到
達
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
に
し
て
既
に
、
取
り
立
て
て

言
う
を
俟
た
な
い
ほ
ど
明
ら
か
な
こ
と
は
、
歴
史
的
意
識
と
結
合
す
る
人
間
学
、
即
ち
歴
史
的
人
間
学

0

0

0

0

0

0

と
も
い
う
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べ
き
も
の
に
於
て
は
、人
間
が
彼
等
自
身
発
展
的
な
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

単
に
個
人
の
み
で
な
い
、
人
類
が
、
人
類
社
会
が
発
展
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

歴
史
的
人
間
学
の
体
系
的
な
展
開
を
企
て
る
こ
と
は
他
の
機
会
に
譲
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
、
今
は
こ
れ

ま
で
に
述
べ
て
来
た
こ
と
と
の
聯
関
に
於
て
特
に
左
の
諸
点
を
指
摘
し
て
お
く
に
と
ど
め
よ
う
と
思
う
。

＊　

V
gl. J. G

oldstein, D
ie em

piristische G
eschichtsauffassung D

avid H
um

es, 1903.

一
、
そ
こ
で
は
人
間
は
先
ず
主
体
的
に
捉
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
人
間
が
単
に
客
体
的
に
捉
え
ら
れ
る
限
り
、

そ
こ
に
は
自
然
が
あ
っ
て
も
、
本
来
の
意
味
に
於
け
る
歴
史
は
あ
り
得
な
い
。
マ
ル
ク
ス
主
義
が
十
八
世
紀
の
唯

物
論
を
排
斥
す
る
の
も
こ
の
点
に
就
い
て
で
あ
る
。
周
知
の
如
く
マ
ル
ク
ス
は
云
っ
て
い
る
、「
従
来
の
凡
て
の

唯
物
論
（
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
も
含
め
て
）
の
主
要
な
欠
陥
は
、
対
象
、
現
実
、
感
性
が
、
た
だ
客
体
ま
た
は
直

観
の
形
式
の
も
と
に
捉
え
ら
れ
て
、
感
性
的
・
人
間
的
活
動
、
実
践
と
し
て
捉
え
ら
れ
ず
、
主
体
的
に
捉
え
ら
れ

て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
活
動
的
方
面
は
、
抽
象
的
に
、
唯
物
論
と
は
反
対
に
観
念
論
―
―
そ

れ
は
も
ち
ろ
ん
現
実
的
、
感
性
的
活
動
を
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
知
ら
な
い
の
で
あ
る
―
―
か
ら
展
開
さ
れ
た
。」

従
来
の
唯
物
論
に
は
主
体
的
な
把
握
の
仕
方
が
欠
如
し
て
い
た
た
め
に
、
凡
て
非
歴
史
的
で
あ
る
の
ほ
か
な
か
っ

た
。
マ
ル
ク
ス
主
義
は
そ
れ
を
含
む
こ
と
に
よ
っ
て
恰
も
史
的
唯
物
論
と
し
て
成
立
す
る
。
従
来
の
観
念
論
も
、
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よ
し
抽
象
的
に
で
あ
れ
と
も
か
く
も
人
間
を
主
体
的
に
考
え
た
限
り
、
歴
史
的
な
見
方
を
な
し
得
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
主
体
的
と
い
う
こ
と
は
全
く
原
理
的
に
、
換
言
す
れ
ば
、
如
何
に
し
て
も
客
体
の
秩
序
に
は
属
し
な
い
と

い
う
意
味
に
解
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
主
体
的
な
も
の
を
ば
単
に
働
く
も
の
と
考
え
る
だ
け
で
は
な
お
十

分
と
は
云
わ
れ
な
い
。
客
体
的
な
も
の
も
或
る
意
味
で
は
働
く
も
の
で
あ
る
。
自
然
の
存
在
は
人
間
に
対
し
て
、

且
つ
甚
だ
強
力
に
働
き
か
け
る
。
主
体
と
客
体
と
は
ど
こ
ま
で
も
同
じ
秩
序
の
も
の
で
な
い
と
い
う
意
味
を
も
つ

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
云
え
ば
と
て
、
そ
こ
に
観
念
論
的
立
場
の
決
定
が
含
ま
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
わ
け
で
は

な
い
。
観
念
論
を
と
ら
な
く
と
も
な
お
主
体
と
客
体
と
の
秩
序
の
相
違
を
考
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
ま
た
そ

れ
が
考
え
ら
れ
ぬ
も
の
で
も
な
い
と
我
々
は
信
じ
、
事
実
と
存
在
並
び
に
両
者
の
関
係
の
規
定
に
於
て
そ
れ
を
明

ら
か
に
し
た
筈
で
あ
る
。
そ
の
際
我
々
は
単
な
る
観
念
論
こ
そ
却
っ
て
歴
史
の
概
念
を
不
可
能
な
ら
し
め
る
と
い

う
こ
と
を
示
し
得
た
と
思
う
。
然
る
に
人
間
が
自
己
を
本
来
的
に
主
体
的
な
も
の
と
し
て
把
捉
し
得
る
の
は
彼
等

に
は
意
識
が
属
す
る
か
ら
で
あ
る
。意
識
は
事
実
が
自
己
を
そ
の
主
体
性
に
於
て
告
知
す
る
唯
一
の
場
面
で
あ
る
。

こ
こ
に
人
間
を
主
体
的
に
把
握
し
よ
う
と
す
る
者
が
最
も
屡
々
観
念
論
に
陥
る
に
至
る
理
由
が
隠
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
だ
か
ら
と
云
っ
て
、
現
実
的
な
人
間
か
ら
意
識
を
抽
象
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
寧
ろ
そ
れ
を
そ
の
特
殊
性

に
於
て
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



二
四
九

第
五
章　

史
観
の
構
造

二
、
然
し
人
間
は
単
に
主
体
的
事
実
で
な
く
、
同
時
に
客
体
的
存
在
で
あ
る
。
人
間
は
現
実
的
な
も
の
と
し
て

主
体
＝
客
体
の
統
一
で
あ
る
。
こ
の
統
一
は
対
立
に
於
け
る
統
一
で
あ
り
、
従
っ
て
人
間
は
そ
の
本
性
に
於
て
弁

証
法
的
な
も
の
で
あ
る
。
人
間
は
自
己
を
絶
え
ず
二
つ
の
も
の
に
分
裂
し
、
分
裂
し
つ
つ
統
一
で
あ
る
。
か
か
る

も
の
と
し
て
人
間
は
運
動
的
、
発
展
的
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
人
間
を
単
に
主
体
的
に
の
み
捉
え
て
、
同
時
に
客
体

的
に
捉
え
な
い
こ
と
は
、
そ
れ
自
身
ま
た
一
の
非
歴
史
的
な
見
方
と
云
わ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
か
る
意
味
で
の
非

歴
史
的
な
見
方
を
ひ
と
は
な
お
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
於
て
見
出
す
で
あ
ろ
う
。
人
間
は
み
ず
か
ら
存
在
と
し
て
の
歴

史
に
属
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
、
制
約
さ
れ
る
方
面
を
有
す
る
。
か
か
る
制
約
、
即
ち
普
通
に
人
間
の
歴

史
性
と
い
わ
れ
る
も
の
の
尊
重
さ
れ
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
人
間
は
歴
史
的
存
在
で
あ
る
。
歴
史
的
存
在
と
し

て
人
間
は
先
ず
自
然
の
制
約
の
も
と
に
立
っ
て
い
る
。
人
間
の
歴
史
性
に
は
彼
等
の
風
土
的
規
定
性
そ
の
他
の
も

の
が
属
す
る
。
然
し
最
も
特
有
な
の
は
、
人
間
の
生
産
物
が
生
産
者
た
る
人
間
自
身
を
規
定
し
、
支
配
す
る
に
至

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
か
よ
う
な
生
産
物
と
い
う
の
は
彼
等
の
物
質
的
な
生
産
物
に
限
ら
れ
ず
、
彼
等
の
観
念

的
な
生
産
物
が
ま
た
そ
う
で
あ
る
。
一
般
的
に
云
え
ば
、
歴
史
は
人
間
の
被
造
物
で
あ
り
な
が
ら
、
創
造
者
た
る

人
間
を
隷
属
せ
し
め
る
。
か
よ
う
な
圧
迫
を
越
え
て
の
発
展
即
ち
真
の
歴
史
が
あ
る
た
め
に
は
、
既
に
云
っ
た
如

く
、事
実
そ
の
も
の
が
真
に
運
動
的
、発
展
的
と
見
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
真
に
運
動
的
、発
展
的
な
も
の
に
し
て「
実
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体
」
で
な
く
「
主
体
」
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
得
る
の
で
あ
る
。
存
在
の
運
動
も
も
と
存
在
の
根
拠
た
る
事
実
の

運
動
に
も
と
づ
く
。
も
し
も
事
実
に
し
て
真
に
発
展
的
で
な
い
な
ら
ば
、
存
在
に
於
て
如
何
に
多
姿
多
態
な
る
変

化
が
現
れ
る
に
せ
よ
、
我
々
は
結
局
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ワ
ー
の
如
く
語
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
世
界
の
実
体
を

盲
目
的
な
意
志
と
見
做
し
た
彼
に
よ
れ
ば
、「
歴
史
は
あ
ら
ゆ
る
ペ
ー
ジ
に
於
て
種
々
な
る
形
態
の
も
と
に
唯
同

一
の
も
の
を
示
す
に
過
ぎ
ぬ
。
諸
民
族
の
歴
史
の
諸
章
は
根
本
に
於
て
唯
名
と
年
数
と
に
よ
っ
て
の
み
異
な
っ
て

い
る
。
本
来
の
本
質
的
な
内
容
は
到
る
処
同
一
で
あ
る
。」
存
在
に
於
け
る
変
化
は
そ
れ
自
身
と
し
て
発
展
―
―

単
な
る
変
化
で
な
く
―
―
と
見
ら
る
べ
き
必
然
性
を
含
ま
な
い
。
発
展
は
存
在
と
事
実
と
の
関
係
に
於
て
考
え
ら

れ
る
。
然
し
そ
の
た
め
に
は
事
実
は
真
に
発
展
的
と
見
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
存
在
の
み
が
歴
史
的
な
の
で

は
な
い
、
事
実
も
事
実
と
し
て
の
歴
史
0

0

で
あ
る
。
そ
し
て
意
識
の
歴
史
性
と
い
う
こ
と
も
、
意
識
の
特
殊
性
に
従

っ
て
本
来
、
そ
れ
が
存
在
の
歴
史
性
よ
り
も
寧
ろ
事
実
の
歴
史
性
即
ち
瞬
間
的
歴
史
性
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
側

面
に
於
て
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

三
、
歴
史
的
意
識
は
個
人
主
義
的
で
な
く
、
超
個
人
主
義
的 transpersonalistisch 

な
見
方
を
含
ん
で
い
る
。

歴
史
は
固
よ
り
個
人
が
そ
れ
を
作
る
0

0

に
参
加
す
る
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
個
人
に
と
っ
て
ど
こ
ま
で
も
作
ら
れ
る

0

0

0

0

も
の
の
意
味
を
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
歴
史
的
人
間
学
は
人
間
を
社
会
的
に
把
握
す
る
。
し
か
も
こ
の
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史
観
の
構
造

こ
と
は
原
理
的
に
二
重
の
意
味
に
於
て
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
即
ち
人
間
は
存
在
と
し
て
社
会
的
で
あ
る
ば
か
り

で
な
く
、
ま
た
事
実
と
し
て
社
会
的
で
あ
る
。
社
会
的
な
も
の
を
単
に
客
体
的
方
向
に
の
み
見
て
、
主
体
的
な
も

の
の
う
ち
に
理
解
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
多
く
の
場
合
に
見
ら
れ
る
誤
謬
で
あ
る
。
も
し
社
会
的
と
い
う
こ
と
が

唯
客
体
的
な
意
味
し
か
も
た
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
と
き
主
体
的
な
も
の
を
尊
ぶ
と
い
う
こ
と
は
単
な
る
主
観
主

義
に
陥
る
こ
と
と
も
な
り
、
ま
た
そ
の
と
き
に
は
社
会
的
な
も
の
を
重
ん
ず
る
と
い
う
こ
と
は
単
な
る
客
観
主
義

に
陥
る
こ
と
と
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
主
観
主
義
は
そ
の
場
合
ま
た
観
念
論
に
つ
ら
な
る
で
あ
ろ
う
。
歴
史
的
意
識

が
客
観
主
義
的
で
あ
る
と
は
屡
々
語
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
単
な
る
客
観
的
見
方
か
ら
歴
史
の
出

て
来
な
い
こ
と
は
我
々
の
論
述
し
た
如
く
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
そ
う
か
と
云
っ
て
、
我
々
の
立
場
は
主
観
主
義
で

あ
る
の
で
も
な
い
。
我
々
は
事
実
の
概
念
に
よ
っ
て
主
観
性
を
指
す
の
で
な
く
、
却
っ
て
主
体
的
な
も
の
、
行
為

す
る
も
の
0

0

を
理
解
す
る
の
で
あ
る
。
行
為
が
物
の
意
味
を
も
つ
の
は
、
事
実
が
純
粋
な
イ
デ
ー
で
な
く
、
感
性
の

意
味
を
有
し
、
身
体
的
自
然
的
な
も
の
を
含
む
か
ら
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
丁
度
そ
れ
故
に
ま
た
事
実
は
そ
れ
自

身
社
会
的
な
も
の
の
意
味
を
も
ち
得
る
の
で
あ
る
。
蓋
し
何
等
か
の
意
味
で
感
性
的
な
も
の
、
身
体
的
な
も
の
、

自
然
的
な
も
の
を
認
め
る
こ
と
な
し
に
は
社
会
な
る
も
の
は
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
れ
が
普
通
に
社
会
的
な
も
の
を

唯
客
体
的
方
向
に
於
て
の
み
見
る
と
い
う
こ
と
に
ひ
と
を
導
く
理
由
で
も
あ
る
。
我
々
に
よ
れ
ば
、
人
間
は
存
在
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と
し
て
よ
り
も
更
に
深
く
事
実
と
し
て
社
会
的
で
あ
る
。
然
る
に
も
し
主
体
的
な
も
の
を
純
粋
に
イ
デ
ー
的
と
考

え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
超
個
的
自
我
と
い
う
如
き
も
の
は
考
え
ら
れ
る
に
し
て
も
、
そ
の
も
の
は
現
実
的

に
社
会
的
な
意
味
を
含
み
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
超
個
的
と
社
会
的
と
は
同
一
で
な
い
。
そ
こ
で
我
々
は
社
会
と
個

人
と
の
関
係
と
い
う
重
要
な
問
題
に
遭
遇
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
就
い
て
は
我
々
の
社
会
哲
学

に
於
て
更
め
て
論
ず
る
こ
と
に
し
た
い
。

け
れ
ど
も
こ
こ
に
な
お
次
の
こ
と
を
簡
単
に
附
け
加
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
さ
き

に
歴
史
的
な
も
の
を
そ
の
存
在
に
於
て
規
定
し
て
、
現
実
存
在
で
あ
る
と
し
た
。
歴
史
的
な
見
方
は
現
実
存
在
を

も
っ
て
優
越
な
意
味
に
於
け
る
存
在
と
し
て
決
定
す
る
こ
と
に
よ
り
初
め
て
具
体
的
に
成
立
す
る
。
そ
こ
に
は

我
々
の
い
う
現
実
存
在
の
方
向
に
於
け
る
存
在
論
的
決
定
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
に
反

し
も
し
も
本
質
存
在
の
方
向
に
存
在
論
的
決
定
が
な
さ
れ
る
場
合
に
は
、
他
の
点
に
関
し
て
は
ど
れ
ほ
ど
深
く
歴

史
的
な
見
方
が
な
さ
れ
て
い
る
に
し
て
も
、
究
極
に
於
て
そ
れ
も
非
歴
史
的
な
見
方
に
終
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
こ

の
こ
と
は
歴
史
的
な
見
方
を
し
な
が
ら
な
お
イ
デ
ー
を
ば
最
も
実
在
的
な
存
在
と
考
え
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学

に
就
い
て
何
よ
り
も
よ
く
示
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。＊

然
る
に
如
何
な
る
方
向
に
存
在
論
的
決
定
が
な
さ
れ
る

か
と
い
う
こ
と
は
根
本
的
に
は
如
何
な
る
種
類
の
人
間
学
が
と
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
に
相
応
す
る
。
今
日
も
多
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史
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く
の
哲
学
の
自
明
の
―
―
こ
の
自
明
性
こ
そ
最
も
危
険
な
性
質
の
も
の
で
あ
る
―
―
前
提
を
な
し
て
い
る
理
性
人

間
の
人
間
学
は
「
ギ
リ
シ
ア
人
の
発
見
」
に
属
す
る
。
こ
れ
に
相
応
し
て
ギ
リ
シ
ア
の
代
表
的
哲
学
は
イ
デ
ー
即

ち
一
般
的
に
は
本
質
存
在
の
哲
学
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
ギ
リ
シ
ア
哲
学
が
非
歴
史
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
ひ
と
は
知

っ
て
い
る
。
歴
史
的
な
見
方
は
現
実
存
在
の
方
向
に
於
け
る
存
在
論
的
決
定
を
含
ま
ね
ば
な
ら
ず
、
こ
の
も
の
に

相
応
す
る
の
は
我
々
が
そ
の
二
三
の
点
に
就
い
て
規
定
し
た
如
き
歴
史
的
人
間
学
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
よ

う
に
し
て
ま
た
人
間
の
存
在
解
釈

0

0

0

0

は
人
間
の
自
己
解
釈

0

0

0

0

に
相
応
す
る
、
と
も
云
わ
れ
よ
う
。
人
間
は
彼
自
身
を
解

釈
す
る
仕
方
に
相
応
し
て
存
在
を
解
釈
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
限
り
人
間
学
と
存
在
論
と
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の

云
う
よ
う
に
、
よ
し
区
別
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
相
互
に
最
も
内
面
的
に
つ
な
が
り
合
っ
て
い
る
。

生
の
哲
学
は
そ
の
よ
き
例
で
あ
る
。
否
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
自
身
の
哲
学
が
そ
の
最
も
よ
き
例
で
あ
ろ
う
。
そ
の

よ
う
な
点
か
ら
見
て
も
人
間
学
は
心
理
学
的
な
言
葉
を
も
っ
て
よ
り
も
存
在
論
的
な
言
葉
を
も
っ
て
一
層
現
実
的

に
、
具
体
的
に
規
定
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
こ
の
こ
と
を
実
行
し
て
来
た
。
人
間
学
は
単
な
る
心
理
学
で

は
な
い
の
で
あ
る
。
云
う
ま
で
も
な
く
、
存
在
論
的
決
定
は
そ
の
根
源
に
従
え
ば
決
し
て
意
識
的
に
、
自
覚
的
に

行
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
学
問
に
於
け
る
存
在
論
上
の
態
度 Einstellung 

は
寧
ろ
そ
の
根
柢
に
於
て
か
か
る

根
源
的
な
存
在
論
的
決
定
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。「
存
在
」
と
い
う
言
葉
が
語
ら
れ
る
と
き
、
ひ
と
が
そ
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の
も
と
に
直
接
的
自
然
的
に
如
何
な
る
種
類
の
存
在
を
理
解
す
る
か
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
於
て
異
な
っ
て
い

る
。
一
定
の
時
代
の
歴
史
に
対
す
る
関
係
は
既
に
そ
こ
に
現
れ
る
。
如
何
な
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
も
そ
の
基
礎
に
一

定
の
人
間
学
を
含
む
と
共
に
そ
れ
に
相
応
す
る
一
定
の
か
く
の
如
き
根
源
的
な
存
在
論
的
決
定
を
含
む
。
人
間
学

と
同
じ
く
、
存
在
論
的
決
定
そ
の
も
の
も
そ
の
根
柢
に
於
て
事
実
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
両
者
は
絶
対
的

に
主
体
的
な
も
の
と
も
云
わ
る
べ
き
事
実
の
上
に
於
て
成
立
す
る
主
観
と
客
観
と
の
側
面
を
現
し
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
学
に
か
か
わ
る
史
観
は
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
存
在
論
的
決
定
に
か
か
わ
る
。
そ
れ
故

に
史
観
の
問
題
は
単
に
ロ
ゴ
ス
と
し
て
の
歴
史
に
か
か
わ
る
こ
と
で
な
く
、
実
に
存
在
と
し
て
の
歴
史
に
か
か
わ

る
こ
と
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。

＊　

拙
稿
「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学
」（『
史
的
観
念
論
の
諸
問
題
』）〔
全
集
第
二
巻
収
録
〕
参
照
。
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一

歴
史
的
知
識
は
人
類
そ
の
も
の
と
共
に
古
い
。
ひ
と
つ
の
民
族
が
唯
何
等
か
の
仕
方
で
文
化
の
段
階
に
到
達
し

た
処
で
は
、
到
る
処
既
に
或
る
歴
史
叙
述
が
見
出
さ
れ
る
。「
歴
史
的
感
覚
は
人
間
の
本
性
の
う
ち
に
於
て
、
そ

れ
が
夙
に
、
幸
福
な
諸
関
係
の
も
と
で
、
適
当
な
形
式
に
於
て
そ
れ
の
表
現
を
見
出
す
筈
が
な
い
に
は
、
あ
ま
り

に
活
溌
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
自
然
的
な
タ
ク
ト
こ
そ
は
、
今
も
な
お
我
々
の
諸
研
究
に
道
を
示
し
、
形
式
を
与

え
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。」（
ド
ロ
イ
セ
ン
）。
凡
て
の
人
間
は
歴
史
人
で
あ
る
と
共
に
歴
史
家
で
あ
る
。
然
る

に
歴
史
理
論
家
に
よ
れ
ば
、
か
か
る
歴
史
叙
述
は
一
定
の
階
梯
を
経
て
近
代
の
所
謂
歴
史
学
に
ま
で
発
展
し
た
。

こ
の
点
に
就
い
て
ベ
ル
ン
ハ
イ
ム
の
説
く
と
こ
ろ
は
模
範
的
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
。＊

彼
は
歴
史
学
の
概
念
の

歴
史
的
発
展
を
三
つ
の
階
梯
に
分
っ
た
。
第
一
、
物
語
的
（
報
告
的
）
歴
史
。
こ
の
階
梯
に
於
て
は
、
ひ
と
は
た

だ
何
が
起
っ
た
か
を
知
ろ
う
と
欲
す
る
、
材
料
そ
の
も
の
が
知
識
欲
の
対
象
で
あ
る
。
歴
史
的
材
料
は
そ
の
自
然

的
な
時
間
上
の
順
序
に
従
っ
て
物
語
ら
れ
、
ま
た
は
数
え
上
げ
ら
れ
る
。
こ
の
動
機
と
な
る
材
料
に
対
す
る
関
心
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は
様
々
な
方
向
の
も
の
で
あ
り
、そ
し
て
そ
れ
に
応
じ
て
再
現
の
形
式
も
色
々
と
違
っ
て
い
る
。
最
も
古
い
の
は
、

半
ば
伝
説
風
な
、
半
ば
歴
史
風
な
叙
事
詩
な
ど
の
場
合
の
如
く
、
人
の
目
を
惹
く
英
雄
的
な
行
為
、
人
間
の
運
命

の
変
化
ま
た
は
冒
険
に
就
い
て
の
美
的
関
心
で
あ
る
。
ホ
メ
ロ
ス
の
詩
は
そ
の
類
で
あ
る
。
次
に
名
誉
心
や
功
名

心
、
重
要
と
見
え
る
事
件
、
殊
に
権
力
者
の
行
為
を
記
憶
に
保
存
し
よ
う
と
す
る
願
望
か
ら
他
の
類
の
記
録
が
生

ず
る
。
石
、
金
属
或
は
木
に
法
律
、
条
約
、
戦
勝
の
こ
と
ど
も
が
彫
り
付
け
ら
れ
る
場
合
の
如
き
で
あ
る
。
更
に

よ
り
実
際
的
な
関
心
、
即
ち
宗
教
上
、
儀
礼
上
、
政
治
上
の
目
的
か
ら
或
る
事
実
を
保
存
し
、
確
実
に
伝
え
よ
う

と
す
る
と
き
、
他
の
形
式
が
生
れ
て
来
る
。
君
主
及
び
役
人
の
人
名
録
、
家
族
ま
た
は
氏
族
の
系
図
等
が
こ
の
類

に
属
し
て
い
る
。
第
二
、
教
訓
的
（
実
用
的
）
歴
史
。
こ
の
見
方
の
最
初
の
意
識
的
な
且
つ
古
典
的
な
代
表
者
と

し
て
ツ
キ
デ
ィ
デ
ス
が
挙
げ
ら
れ
る
。
彼
は
あ
か
ら
さ
ま
に
彼
の
著
作
が
過
去
の
こ
と
に
就
い
て
、
そ
し
て
そ
れ

に
よ
っ
て
人
事
の
常
と
し
て
い
つ
か
そ
の
通
り
に
も
し
く
は
似
た
仕
方
で
起
り
得
る
こ
と
に
就
い
て
、
明
瞭
な
観

念
を
得
よ
う
と
す
る
人
々
に
役
立
つ
と
述
べ
た
。
従
っ
て
彼
は
、
過
去
に
関
す
る
知
識
か
ら
以
後
の
同
様
の
政
治

的
状
態
に
と
っ
て
の
実
際
上
の
教
訓
を
汲
み
取
ろ
う
と
す
る
者
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
人
間
の
本
性
及
び
行
為

の
普
遍
的
な
類
似
性
の
た
め
に
可
能
で
あ
る
と
彼
は
考
え
た
。「
実
用
的
」pragm

atisch 

と
い
う
語
は
も
と
ポ
リ

ビ
オ
ス
か
ら
出
た
も
の
で
あ
り
、
彼
も
ま
た
教
訓
的
歴
史
の
立
場
を
と
っ
た
。
尤
も
こ
の
有
名
に
な
っ
た
「
実
用
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史
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的
」
と
い
う
語
は
最
初
か
よ
う
な
立
場
を
表
し
た
の
で
な
く
、
却
っ
て
ポ
リ
ビ
オ
ス
は
彼
の
歴
史
叙
述
を
、
そ
れ

が
国
事pravgmata

に
関
係
し
て
い
る
限
り
、
か
く
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
の
階
梯
の
歴
史
認
識
は
、
そ
の
実
用

的
傾
向
に
従
っ
て
、
事
件
を
規
定
す
る
心
理
的
動
因
、
言
い
換
え
れ
ば
、
個
人
が
一
般
に
懐
く
人
間
的
な
動
機
や

目
的
に
特
に
注
意
を
向
け
、
所
作
す
る
人
物
の
激
情
及
び
思
慮
か
ら
一
切
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
の
が
つ
ね
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
心
理
的
動
因
に
重
き
を
お
き
、
そ
し
て
過
去
に
関
す
る
叙
述
に
よ
っ
て
現
在
に
対
す
る
教
訓
を

与
え
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
の
種
の
歴
史
は
屡
々
事
件
を
道
徳
的
に
判
断
し
、
政
治
的
に
評
価
す
る
と
い

う
特
徴
を
有
す
る
。
そ
れ
は
第
一
の
階
梯
の
如
く
材
料
を
素
樸
に
再
現
す
る
の
で
な
く
、
そ
れ
に
一
定
の
見
解
か

ら
反
省
を
加
え
る
の
で
あ
る
。
第
三
、
発
展
的
（
発
生
的
）
歴
史
。
こ
の
階
梯
に
於
て
ひ
と
は
各
々
の
歴
史
的
現

象
に
就
き
、
如
何
に
し
て
そ
れ
が
今
在
る
も
の
に
ま
で
生
成
し
た
か
、
如
何
に
し
て
そ
れ
が
諸
々
の
事
件
と
の
聯

関
に
於
て
発
展
し
た
か
、
を
知
ろ
う
と
す
る
。
こ
の
見
方
は
材
料
の
蒐
集
に
と
ど
ま
っ
た
り
、
こ
の
材
料
か
ら
実

際
上
の
教
訓
的
方
面
を
読
み
取
る
こ
と
に
満
足
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
対
象
を
そ
の
固
有
性
に
於
て
認
識

し
、
理
解
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
階
梯
に
至
っ
て
歴
史
は
真
の
科
学
に
ま
で
高
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
か

か
る
発
展
的
な
見
方
が
遅
れ
て
や
っ
と
現
れ
た
の
は
、
ベ
ル
ン
ハ
イ
ム
の
云
う
と
こ
ろ
で
は
、
理
由
の
な
い
こ
と

で
な
い
。
な
ぜ
な
ら
か
く
の
如
き
見
地
に
到
達
す
る
た
め
に
は
様
々
な
前
提
条
件
の
作
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
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っ
た
。
そ
の
た
め
に
は
就
中
三
つ
の
こ
と
、
即
ち
、
一
、
全
人
間
種
族
が
一
の
内
的
な
統
一
を
な
す
と
い
う
観
念
、

二
、
凡
て
の
人
間
的
諸
関
係
の
う
ち
に
一
の
連
続
的
な
変
化
が
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
思
想
、
三
、
人
間
の
種
々

な
る
諸
活
動
が
内
的
な
聯
関
に
、
相
互
の
且
つ
自
然
的
諸
条
件
と
の
交
互
作
用
に
立
っ
て
い
る
と
い
う
洞
見
、
が

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
今
日
我
々
に
と
っ
て
殆
ど
自
明
の
こ
と
と
な
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
人

類
が
歴
史
に
於
て
漸
次
に
到
達
し
た
諸
思
想
で
あ
っ
て
、
そ
の
基
礎
の
上
に
歴
史
の
発
展
的
な
見
方
は
徐
々
に
築

か
れ
た
の
で
あ
る
。

＊　

例
え
ば
、A

. M
eister, G

rundzüge der historischen M
ethode, zw

eite A
uflage 1913. 【G

rundriss der 

G
eschichtsw

issenschaft, B
A

N
D

 1, A
B

TLG
. 6

】 A. Feder, Lehbuch der historischen M
ethodik, zw

eite A
uflage 

1921. 

等
は
皆
同
じ
分
類
の
仕
方
に
従
っ
て
い
る
。
坪
井
九
馬
三
氏
の
『
史
学
研
究
法
』
が
歴
史
の
種
類
と
し
て
、

物
語
、
か
が
み
、
史
学
の
三
つ
を
掲
げ
て
い
る
の
も
同
様
の
内
容
の
も
の
で
あ
る
。
な
お
ヘ
ー
ゲ
ル
に
従
え
ば
、

歴
史
の
考
察
の
仕
方
に
は
原
始
的
歴
史
、
反
省
的
歴
史
、
哲
学
的
歴
史
の
三
つ
の
種
類
が
区
別
さ
れ
る
。

い
わ
ゆ
る
物
語
的
歴
史
、
教
訓
的
歴
史
、
発
生
的
歴
史
の
三
者
は
、
一
方
か
ら
見
れ
ば
、
ベ
ル
ン
ハ
イ
ム
の
考

え
た
如
く
、た
し
か
に
歴
史
学
が
実
際
に
歴
史
に
於
て
発
展
し
て
来
た
と
こ
ろ
の
発
展
の「
段
階
」を
現
し
て
い
る
。

然
し
な
が
ら
同
時
に
他
方
に
於
て
、そ
れ
を
単
に
一
面
的
に
た
だ
発
展
段
階
と
し
て
の
み
見
る
と
き
、ひ
と
は
種
々



二
五
九

第
六
章　

歴
史
的
認
識

な
る
誤
解
と
誤
謬
と
に
引
き
込
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。
な
る
ほ
ど
歴
史
学
は
物
語
的
歴
史
、
実
用
的
歴
史
、
発
展
的

歴
史
と
い
う
段
階
を
経
て
発
展
し
た
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
然
し
発
展
的
歴
史
の
段
階
に
到
達
す
る
や
否
や
、
物

語
的
歴
史
、
教
訓
的
歴
史
な
ど
が
消
え
失
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
も
な
く
、
全
然
背
後
に
推
し
や
ら
れ
さ
え
し
た
の

で
も
な
い
。
も
し
そ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
ひ
と
は
理
論
上
か
の
コ
ン
ト
の
三
段
階
説
に
就
い
て
屡
々
非
難

さ
れ
る
の
と
同
様
の
誤
謬
に
陥
る
こ
と
と
な
る
ば
か
り
で
な
く
、
明
白
な
事
実
に
対
し
て
目
を
閉
じ
る
こ
と
と
な

る
。
こ
こ
で
も
歴
史
は
一
が
た
だ
他
に
代
っ
て
現
れ
る
と
い
う
風
に
直
線
的
な
進
行
を
な
す
も
の
で
は
な
い
。
実

際
、
今
日
、
発
展
的
な
見
方
が
歴
史
の
唯
一
の
正
し
い
、
科
学
的
な
見
方
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
少
な
く
と
も

原
理
上
は
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
な
お
絶
え
ず
物
語
的
な
歴
史
も
書
か
れ
、
教
訓
的
な
歴
史
も
作

ら
れ
て
い
る
の
を
我
々
は
目
前
に
見
る
。
従
っ
て
物
語
的
、
教
訓
的
、
発
展
的
と
い
う
こ
と
は
、
一
面
歴
史
学
の

相
次
い
で
経
過
し
た
段
階
0

0

を
示
す
と
共
に
、
他
方
か
ら
見
れ
ば
、
相
並
ん
で
存
在
す
る
歴
史
叙
述
の
種
類
0

0

を
表
す

も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
ベ
ル
ン
ハ
イ
ム
も
次
の
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
歴
史
の
発
生
的
な
見
方
の
成
立
と

共
に
「
そ
れ
以
前
の
諸
段
階
の
見
方
が
克
服
さ
れ
た
も
の
、
廃
棄
さ
れ
た
も
の
と
云
わ
れ
る
こ
と
は
出
来
ぬ
。
か

の
諸
段
階
を
支
配
す
る
諸
々
の
関
心
は
、
普
遍
人
間
的
な
常
住
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
満
足
さ
せ
る
と
い

う
こ
と
も
ま
た
ど
こ
ま
で
も
普
遍
的
な
持
続
的
な
要
求
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
あ
ら
ゆ
る
時
に
於
て
、
主
と
し
て
物
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語
的
な
も
し
く
は
教
訓
的
な
関
心
に
仕
え
る
著
作
が
存
在
し
得
る
し
、
ま
た
存
在
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
同

一
の
材
料
は
そ
れ
ぞ
れ
一
ま
た
は
他
の
見
方
に
従
っ
て
取
扱
わ
れ
る
。」＊

即
ち
彼
は
そ
の
動
機
と
な
る
関
心
の
「
普

遍
人
間
的
な
常
住
な
」
性
質
か
ら
物
語
的
歴
史
及
び
教
訓
的
歴
史
の
普
遍
的
な
持
続
的
な
存
在
を
説
明
す
る
。
然

る
に
こ
れ
ら
の
種
類
の
歴
史
の
基
礎
を
な
す
も
の
が
或
は
美
的
な
、
或
は
実
際
的
な
関
心
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
発

生
的
歴
史
の
根
柢
に
は
ど
の
よ
う
な
関
心
が
横
た
わ
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
何
等
関
心
と
い
わ
れ
る
も

の
の
上
に
立
つ
の
で
な
く
、
却
っ
て
全
く
関
心
を
離
れ
た
或
る
純
粋
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ベ
ル
ン
ハ
イ
ム
は
そ

の
よ
う
に
考
え
る
。
発
生
的
な
見
方
の
段
階
に
於
け
る
歴
史
は
「
独
自
な
性
質
の
材
料
の
純
粋
な
認
識
を
目
的
と

す
る
」
と
彼
は
云
っ
て
い
る
。
他
の
種
類
の
歴
史
が
何
等
か
の
「
関
心
」
に
動
機
付
け
ら
れ
る
の
と
異
な
り
、
発

生
的
歴
史
の
み
は
「
純
粋
な
」
認
識
を
目
差
す
と
い
う
の
で
あ
る
。
然
し
果
た
し
て
そ
う
で
あ
る
か
。
プ
ロ
レ
タ

リ
ア
科
学
は
発
展
的
な
見
地
に
立
つ
に
反
し
て
、ブ
ル
ジ
ョ
ワ
科
学
は
静
止
的
な
見
方
を
と
る
と
云
わ
れ
る
場
合
、

後
者
は
も
ち
ろ
ん
前
者
の
見
方
と
雖
も
、
そ
の
根
柢
に
於
て
な
お
或
る
関
心
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

な
い
で
あ
ろ
う
か
。
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
は
現
存
社
会
の
変
化
し
な
い
こ
と
を
願
望
し
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
は
そ
れ
の
変
化

す
る
こ
と
を
意
欲
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
お
の
ず
か
ら
両
者
の
見
地
の
相
違
に
結
び
付
く＊
＊。

一
般
に
発
展
な
る
も

の
は
有
意
味
性
を
離
れ
て
考
え
ら
れ
ず
、
従
っ
て
そ
れ
は
純
粋
に
客
観
的
な
存
在
の
概
念
で
な
く
、
主
体
的
事
実
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歴
史
的
認
識

と
の
関
係
を
含
む
概
念
で
あ
る
。
我
々
は
上
に
於
て
発
展
の
概
念
を
分
析
し
て
有
機
体
説
的
と
弁
証
法
的
と
い
う

方
向
を
挙
げ
、
前
者
は
主
と
し
て
美
的
観
想
的
な
態
度
に
、
そ
し
て
後
者
は
特
に
実
践
的
な
態
度
に
か
か
わ
る
こ

と
を
論
じ
た
。
そ
れ
だ
か
ら
発
展
的
歴
史
と
い
わ
れ
る
も
の
に
就
い
て
も
、有
機
的
発
展
の
思
想
を
含
む
も
の
は
、

そ
れ
が
人
間
の
美
的
観
想
的
態
度
に
つ
ら
な
る
と
こ
ろ
か
ら
、
お
の
ず
か
ら
物
語
的
歴
史
の
性
質
を
帯
び
易
く
、

弁
証
法
的
発
展
の
思
想
を
と
る
も
の
は
、
そ
れ
が
人
間
の
実
践
的
態
度
に
つ
な
が
る
と
こ
ろ
か
ら
、
お
の
ず
か
ら

実
用
的
歴
史
の
性
質
を
担
い
易
い
と
い
う
こ
と
も
生
ず
る
。
云
う
ま
で
も
な
く
、
発
展
的
歴
史
は
他
の
種
類
の
歴

史
に
対
し
特
に
科
学
の
名
に
値
し
、
歴
史
的
意
識
が
他
の
も
の
を
非
歴
史
的
と
見
做
し
て
、
唯
こ
の
も
の
を
の
み

真
に
歴
史
的
と
考
え
る
と
い
う
こ
と
は
争
わ
れ
な
い
。
然
し
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
発
展
的
歴
史
と
雖
も
決
し
て
単

に
所
謂
知
識
の
た
め
の
知
識
と
い
う
が
如
き
も
の
で
な
い
こ
と
も
同
様
に
明
ら
か
で
あ
る
。凡
て
の
歴
史
は
現
在
、

即
ち
事
実
の
見
地
か
ら
書
か
れ
る
。
主
体
的
事
実
へ
の
か
か
る
関
係
を
ば
、
も
し
語
弊
を
厭
わ
ず
し
て
一
般
に
関

心
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
あ
ら
ゆ
る
歴
史
は
何
等
か
の
関
心
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
こ
と

は
如
何
な
る
歴
史
も
、
従
っ
て
ベ
ル
ン
ハ
イ
ム
の
所
謂
発
生
的
歴
史
も
、
そ
の
根
柢
に
何
等
か
の
史
観
を
含
み
、

こ
れ
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
お
り
、
然
る
に
史
観
の
う
ち
に
は
主
体
的
事
実
が
表
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
考
え

れ
ば
既
に
明
白
で
あ
る
。
主
体
的
な
も
の
と
の
関
係
を
全
く
離
れ
て
は
歴
史
的
な
も
の
が
歴
史
的
と
し
て
受
取
ら
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れ
る
こ
と
さ
え
も
な
か
ろ
う
。か
く
し
て
も
し
も
歴
史
的
知
識
の
種
類
が
区
別
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
、

こ
の
区
別
の
原
理
は
ロ
ゴ
ス
の
形
態
の
う
ち
に
で
な
く
、
根
本
的
に
は
寧
ろ
生
そ
の
も
の
の
構
造
の
う
ち
に
求
め

ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
云
わ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。

＊　

B
ernheim

, Lehrbuch, S. 37f.

＊
＊　

拙
著
『
観
念
形
態
論
』
に
於
け
る
「
科
学
の
発
展
の
制
限
と
そ
の
飛
躍
」〔
全
集
第
三
巻
収
録
〕
を
参
照
せ
よ
。

い
ま
歴
史
的
認
識
の
根
源
に
し
て
生
の
う
ち
に
横
た
わ
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
歴
史
の
分
類
と
し
て
普
通
行
わ

れ
る
ベ
ル
ン
ハ
イ
ム
風
の
区
別
よ
り
も
か
の
ニ
ー
チ
ェ
の
な
し
た
分
析
が
如
何
に
遥
か
に
深
く
本
質
的
な
も
の
を

捉
え
て
い
る
か
は
容
易
に
理
解
さ
れ
よ
う
。＊

ニ
ー
チ
ェ
は
歴
史
が
生
に
一
定
の
仕
方
に
於
て
―
―
然
し
唯
一
定
の

仕
方
に
於
て
の
み
―
―
奉
仕
し
、
且
つ
こ
の
こ
と
を
生
は
必
要
と
す
る
と
考
え
た
。
歴
史
は
彼
に
よ
れ
ば
三
つ
の

見
地
に
於
て
生
け
る
者
に
属
す
る
。
換
言
す
れ
ば
そ
れ
は
、
活
動
す
る
者
及
び
努
力
す
る
者
と
し
て
の
生
け
る

者
に
、
保
有
す
る
者
及
び
崇
拝
す
る
者
と
し
て
の
生
け
る
者
に
、
苦
悩
す
る
者
及
び
解
放
を
要
す
る
者
と
し
て
の

生
け
る
者
に
属
す
る
の
で
あ
る
。
生
そ
の
も
の
に
対
す
る
こ
れ
ら
三
重
の
関
係
に
相
応
し
て
、
歴
史
の
三
つ
の
種

類
、
即
ち
、
記
念
物
的
歴
史 m

onum
entalische H

istorie 
と
古
物
的
歴
史 antiquarische H

istorie 

と
批
判
的
歴

史 kritische H
istorie 

と
の
区
別
が
生
ず
る
。
歴
史
は
先
ず
何
よ
り
も
活
動
的
な
者
、
強
力
な
者
、
大
い
な
る
戦
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歴
史
的
認
識

を
戦
う
者
、
模
範
と
教
師
と
慰
め
る
人
を
必
要
と
し
て
し
か
も
そ
れ
を
彼
の
仲
間
、
彼
の
時
代
の
う
ち
に
見
出
し

得
ぬ
者
に
属
し
て
い
る
。
彼
は
歴
史
の
中
か
ら
偉
大
な
行
為
、
偉
大
な
人
間
の
理
想
を
読
み
取
り
、
そ
れ
に
よ
っ

て
強
大
な
刺
戟
を
受
け
る
。
そ
こ
か
ら
し
て
彼
は
、
偉
大
な
も
の
が
一
度
は
嘗
て
あ
り
、
と
に
か
く
一
回
は
可
能

で
あ
っ
た
故
に
、
そ
れ
故
に
ま
た
再
び
可
能
で
あ
ろ
う
と
思
惟
し
、
勇
敢
に
彼
の
道
を
進
む
の
で
あ
る
。（
記
念

物
的
歴
史
）。
次
に
歴
史
は
保
存
す
る
者
及
び
崇
拝
す
る
者
、
彼
が
そ
こ
か
ら
来
た
処
、
彼
が
そ
こ
で
生
じ
た
処
、

そ
こ
へ
忠
実
と
愛
と
を
も
っ
て
回
顧
の
眼
を
向
け
る
者
に
属
し
て
い
る
。
こ
の
敬
虔
に
よ
っ
て
彼
は
彼
の
存
在
に

対
し
て
い
わ
ば
返
礼
を
な
す
の
で
あ
る
。
彼
は
昔
か
ら
在
る
も
の
を
注
意
深
く
育
む
こ
と
に
よ
り
、
彼
が
そ
の
も

と
で
生
成
し
た
諸
条
件
を
ば
彼
の
後
に
生
成
す
べ
き
者
の
た
め
に
保
存
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
彼
は
生
に
仕
え
る
。
小
さ
き
も
の
、
限
ら
れ
た
も
の
、
朽
ち
た
る
も
の
、
ふ
る
び
た
も
の
も
、
古

物
的
人
間
の
保
存
し
崇
拝
す
る
魂
が
こ
れ
ら
の
事
物
の
う
ち
へ
移
住
し
、そ
こ
に
故
郷
の
巣
を
作
る
こ
と
に
よ
り
、

そ
れ
自
身
の
品
位
と
不
可
侵
性
と
を
得
て
来
る
。（
古
物
的
歴
史
）。
然
し
な
が
ら
更
に
人
間
は
、
過
去
を
考
察
す

る
記
念
物
的
及
び
古
物
的
仕
方
と
並
ん
で
、
屡
々
第
三
の
、
即
ち
批
判
的
な
仕
方
を
必
要
と
す
る
。
そ
し
て
こ
の

も
の
も
ま
た
生
に
仕
え
る
の
で
あ
る
。
人
間
は
生
き
得
る
た
め
に
、
過
去
を
破
壊
し
解
消
す
る
力
を
具
え
、
時
々

そ
れ
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
過
去
を
法
廷
へ
引
き
出
し
、
拷
問
に
か
け
、
最
後
に
断
罪
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
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彼
は
こ
の
こ
と
を
な
し
遂
げ
る
。
蓋
し
あ
ら
ゆ
る
過
去
は
罪
せ
ら
れ
る
に
値
す
る
、
こ
れ
に
値
せ
ぬ
が
如
き
人
間

的
事
物
の
何
物
も
存
し
な
い
。
こ
の
と
き
裁
判
す
る
者
は
正
義
と
い
う
も
の
で
は
な
い
、
こ
の
場
合
判
決
を
下
す

者
は
固
よ
り
恩
寵
と
い
う
も
の
で
は
な
い
、
却
っ
て
そ
れ
は
た
だ
生
、
か
の
暗
き
、
衝
動
的
な
、
飽
く
こ
と
な
く

自
己
自
身
を
意
欲
す
る
力
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
過
去
の
忘
却
を
必
要
と
す
る
生
は
、
こ
の
忘
却
の
否
定
を

一
時
必
要
と
す
る
、
そ
の
と
き
過
去
は
批
判
的
に
考
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。（
批
判
的
歴
史
）。
こ
こ
に
述
べ
た
ニ

ー
チ
ェ
の
い
わ
ゆ
る
「
時
代
は
ず
れ
の
考
察
」
に
於
て
見
逃
し
て
は
な
ら
ぬ
重
要
な
点
は
、そ
こ
で
は
歴
史
が
生
、

殊
に
生
の
歴
史
性
の
見
地
か
ら
考
察
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
我
々
は
そ
れ
を
先
ず
次
の
如
く
解
択
す
る
こ

と
が
出
来
る
。
過
去
の
歴
史
を
活
か
す
も
の
も
生
で
あ
り
、
そ
れ
を
殺
す
も
の
も
生
で
あ
る
。
か
か
る
二
重
の
関

係
の
統
一
に
於
て
生
の
歴
史
性
が
成
り
立
つ
。
前
の
場
合
は
更
に
二
つ
に
分
れ
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
生
が
実
践
的

に
過
去
の
歴
史
を
活
か
す
場
合
、
そ
こ
に
記
念
物
的
歴
史
の
形
式
が
生
れ
、
生
が
寧
ろ
観
想
的
に
―
―
観
想
も
生

の
ひ
と
つ
の
在
り
方
で
あ
る
以
上
、
最
も
広
い
意
味
で
は
行
為
乃
至
実
践
の
一
様
式
と
も
見
ら
れ
な
い
で
は
な
い

け
れ
ど
も
、
両
者
が
区
別
さ
れ
る
限
り
に
於
て
は
観
想
的
に
―
―
過
去
の
歴
史
を
活
か
す
場
合
、
そ
こ
に
古
物
的

歴
史
の
形
式
が
現
れ
る
。
そ
し
て
生
が
歴
史
を
殺
す
場
合
に
現
れ
る
の
は
批
判
的
歴
史
の
形
式
で
あ
る
。
然
し
な

が
ら
我
々
は
ニ
ー
チ
ェ
の
思
想
に
な
お
一
層
根
本
的
な
解
釈
を
与
え
る
こ
と
が
出
来
、
ま
た
そ
う
す
る
こ
と
が
必
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要
で
あ
る
。
生
の
歴
史
性
の
最
も
根
本
的
な
規
定
は
時
間
性
で
あ
る
。
我
々
は
ニ
ー
チ
ェ
の
区
別
し
た
三
つ
の
種

類
の
歴
史
を
時
間
性
の
関
係
に
従
っ
て
解
釈
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
こ
う
で
あ
る
。
過
去
が
現
在
と
し
て

把
捉
さ
れ
る
、
こ
の
と
き
歴
史
は
記
念
物
的
で
あ
る
。
過
去
が
過
去
と
し
て
把
捉
さ
れ
る
、
こ
の
と
き
歴
史
は
古

物
的
で
あ
る
。
過
去
が
未
来
の
見
地
か
ら
把
捉
さ
れ
る
、
こ
の
と
き
歴
史
は
批
判
的
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
解
釈

す
る
こ
と
に
よ
り
、
我
々
は
ニ
ー
チ
ェ
の
歴
史
の
分
類
が
全
く
本
質
的
な
も
の
を
言
い
表
し
て
お
り
、
彼
の
考
え

た
よ
り
以
上
に
完
全
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
過
去
を
現
在
と
し
て
、
過
去
を

過
去
と
し
て
、
過
去
を
未
来
の
見
地
に
於
て
解
釈
す
る
も
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
。「
唯
現
在
の
最
高
の
力
か
ら
し

て
の
み
汝
等
は
過
去
を
解
釈
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。」
と
ニ
ー
チ
ェ
は
記
し
て
い
る
。
歴
史
は
現
在
か
ら
書
か
れ
る
。

然
し
な
が
ら
現
在
と
云
っ
て
も
二
重
の
も
の
で
あ
る
。
生
も
同
じ
く
二
重
の
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
存
在
と
し
て

の
歴
史
の
秩
序
に
於
け
る
現
在
即
ち
現
代
は
そ
れ
自
身
な
お
ひ
と
つ
の
過
去
で
あ
り
、
こ
の
も
の
に
就
い
て
も
記

念
物
的
、
古
物
的
及
び
批
判
的
の
三
様
の
歴
史
が
原
理
的
に
可
能
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
か
ら
歴
史
が
書
か
れ
る

現
在
は
事
実
と
し
て
の
歴
史
の
ほ
か
な
い
。
そ
れ
は
生
と
云
っ
て
も
、
事
実
と
し
て
の
生
の
こ
と
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

＊　
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Zw
eites Stück, 「

時
代
は
ず
れ
の
考
察
」】

二

然
し
こ
こ
に
恐
ら
く
一
の
重
大
な
懸
念
が
生
ず
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
も
歴
史
が
主
体
的
事
実
の
見
地
か
ら
書
か

れ
る
も
の
と
す
れ
ば
歴
史
に
は
当
然
科
学
性

0

0

0

が
否
認
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

歴
史
は
い
っ
た
い
科
学
で
は
な
い
の
か
。
ニ
ー
チ
ェ
は
歴
史
が
純
粋
な
認
識
で
あ
る
べ
き
こ
と
を
拒
ん
だ
。
歴
史

が
科
学
た
ら
ん
と
す
る
要
求
を
掲
げ
る
や
否
や
、
歴
史
は
単
に
過
去
を
知
る
た
め
の
過
去
の
知
識
と
な
り
、
か
よ

う
な
知
識
が
増
せ
ば
増
す
ほ
ど
、
生
け
る
生
の
歩
行
は
困
難
に
さ
れ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
の
と
き
ひ
と
は
過
去

の
無
数
の
顕
微
鏡
的
事
実
に
向
っ
て
好
奇
心
を
は
た
ら
か
せ
、
生
き
る
こ
と
、
一
切
の
問
題
を
忘
れ
る
こ
と
を
学

ぶ
べ
き
場
合
に
、
認
識
の
問
題
を
求
め
る
。
科
学
的
歴
史
は
生
の
健
康
を
害
す
る
も
の
で
あ
り
、「
歴
史
的
疾
病
」

と
見
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
、
と
ニ
ー
チ
ェ
は
考
え
た
。
然
し
な
が
ら
歴
史
的
知
識
を
ひ
た
す
ら
生
へ
の
有
用
性

の
見
地
か
ら
の
み
見
る
と
こ
ろ
の
、
か
く
の
如
き
歴
史
的
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
に
対
し
て
は
、
一
般
に
プ
ラ
グ
マ
チ

ズ
ム
に
向
い
人
々
の
繰
り
返
し
て
い
る
非
難
、
即
ち
知
識
は
生
に
と
っ
て
有
用
だ
か
ら
真
で
あ
る
の
で
な
く
、
却

っ
て
真
で
あ
る
か
ら
生
に
と
っ
て
も
有
用
な
の
で
あ
る
、
と
い
う
非
難
が
当
て
嵌
ま
る
で
あ
ろ
う
。
単
に
生
に
対
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す
る
有
用
性
と
い
う
目
的
か
ら
の
み
知
識
を
求
め
る
と
き
、
ひ
と
は
却
っ
て
か
か
る
有
用
性
に
も
到
達
す
る
こ
と

が
出
来
な
い
。
歴
史
的
知
識
と
主
体
的
事
実
と
の
関
係
を
重
ん
ず
る
我
々
の
立
場
は
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
で
あ
っ
て

は
な
ら
ぬ
。
そ
れ
故
こ
こ
に
我
々
は
、
一
方
歴
史
を
何
等
か
純
粋
な
認
識
で
あ
る
と
す
る
見
解
に
反
対
す
る
と
共

に
、他
方
然
し
我
々
の
立
場
か
ら
そ
の
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
的
外
観
を
除
き
去
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
と
思
う
。

先
ず
歴
史
的
知
識
を
い
わ
ゆ
る
純
粋
な
認
識
で
あ
る
と
す
る
見
解
は
、
そ
れ
自
身
が
既
に
歴
史
的
で
な
い
と
い

う
欠
点
を
も
っ
て
い
る
。
ニ
ー
チ
ェ
の
云
っ
た
よ
う
に
、「
歴
史
的
知
識
の
根
源
が
そ
れ
自
身
ま
た
歴
史
的
に
認

識
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
歴
史
は
歴
史
そ
の
も
の
の
問
題
を
解
か
ね
ば
な
ら
ぬ
、
知
識
は
そ
の
針
を
自
分
自
身
に
向

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
歴
史
的
知
識
は
何
よ
り
も
自
己
自
身
を
歴
史
的
に
究
明
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
事

物
の
成
立
の
仕
方
を
解
明
す
る
こ
と
は
と
り
も
な
お
さ
ず
そ
の
事
物
の
本
性
を
解
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ

る
歴
史
的
な
も
の
、
人
間
的
な
も
の
に
就
い
て
と
同
じ
く
、
歴
史
的
知
識
が
も
と
如
何
な
る
性
質
の
も
の
で
あ
る

か
は
、そ
れ
が
如
何
に
し
て
成
立
し
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
根
本
的
に
示
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。

そ
れ
は
、
ニ
ー
チ
ェ
的
に
云
え
ば
、
歴
史
的
知
識
の
「
系
譜
学
」G

enealogie 

の
問
題
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
系
譜

学
的
に
見
る
な
ら
ば
、
歴
史
の
根
源
は
事
実
の
う
ち
に
あ
る
。
分
り
易
く
云
え
ば
、
歴
史
的
知
識
の
根
源
は
人
間

の
歴
史
性
の
う
ち
に
存
す
る
の
で
あ
っ
て
、
人
間
が
歴
史
的
で
あ
る
故
に
、
歴
史
的
知
識
も
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。
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事
実
が
事
実
と
し
て
の
歴
史
0

0

で
あ
る
か
ら
、
歴
史
的
知
識
も
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。
も
し
主
体
的
事
実
に
し
て
自

己
を
発
展
さ
せ
る
た
め
に
、
或
は
自
己
を
存
在
に
於
て
実
現
す
る
た
め
に
、
過
去
の
歴
史
に
自
己
を
結
び
付
け
る

と
い
う
必
然
性
を
何
等
含
ま
な
い
と
し
た
な
ら
ば
、
ロ
ゴ
ス
と
し
て
の
歴
史
は
一
般
に
存
在
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

然
る
に
こ
の
よ
う
に
存
在
と
し
て
の
歴
史
に
自
己
を
結
び
付
け
る
こ
と
は
事
実
の
歴
史
性
を
現
す
も
の
で
あ
り
、

且
つ
そ
の
こ
と
が
あ
る
の
は
、
事
実
が
自
己
の
う
ち
に
否
定
的
な
も
の
を
含
む
か
ら
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
否
定

の
契
機
を
含
む
故
に
事
実
も
歴
史
的
で
あ
る
。
歴
史
を
書
く
と
い
う
こ
と
が
既
に
ひ
と
つ
の
歴
史
的
行
為
と
し
て

事
実
と
し
て
の
歴
史
に
も
と
づ
く
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
我
々
の
い
う
事
実
は
決
し
て
単
に
心
理
的
な
も
の
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
点
に
於
て
我
々
は
多

く
の
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
が
心
理
主
義
的
で
あ
る
の
と
全
然
反
対
で
あ
る
。
我
々
は
系
譜
学
的
立
場
に
立
つ
こ
と
に

よ
っ
て
心
理
的
発
生
的
な
見
方
を
と
る
の
で
な
く
、
寧
ろ
我
々
の
立
場
は
云
う
べ
く
ん
ば
存
在
論
的
発
生
的
で
あ

る
。
も
し
も
事
実
に
し
て
た
だ
心
理
的
な
も
の
で
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
我
々
は
単
な
る
主
観
主
義
乃
至
相
対
主

義
に
陥
る
の
ほ
か
な
く
、
か
く
て
は
固
よ
り
歴
史
的
認
識
の
客
観
性
も
基
礎
付
け
ら
れ
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
事
実

が
心
理
的
主
観
的
な
も
の
で
な
く
、
そ
の
意
味
で
は
却
っ
て
最
も
客
観
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
就
い
て
我
々
は

こ
れ
ま
で
屡
々
論
述
し
た
。
そ
れ
の
み
で
な
く
、
我
々
は
事
実
の
存
在
に
対
す
る
超
越
的
関
係
を
力
説
す
る
こ
と
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に
よ
り
、
事
実
の
立
場
に
立
つ
こ
と
が
普
通
の
意
味
に
於
て
目
的
論
で
な
い
こ
と
を
示
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ

れ
が
実
用
主
義
で
あ
る
と
は
な
お
さ
ら
云
わ
る
べ
き
で
な
い
で
あ
ろ
う
。

事
実
は
主
体
的
な
も
の
で
あ
る
、
然
る
に
何
等
か
の
も
の
は
、
そ
れ
が
主
体
的
な
も
の
と
の
関
係
に
於
て
理
解

さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
初
め
て
歴
史
的
と
い
う
意
味
を
も
ち
得
る
。
主
体
的
な
も
の
は
歴
史
的
世
界
の
認
識
に
と
っ

て
任
意
に
除
き
去
り
得
或
は
除
き
去
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
要
素
で
な
く
、
却
っ
て
も
と
も
と
そ
れ
の
成
立
す
る
た
め
に

欠
く
べ
か
ら
ざ
る
根
本
的
な
条
件
で
あ
る
。
か
か
る
主
体
的
な
も
の
は
客
観
的
な
も
の
と
し
て
、
我
々
は
そ
れ
を

存
在
の
根
拠
と
し
て
規
定
し
た
。
存
在
と
し
て
の
歴
史
は
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
事
実
と
し
て
の
歴
史
は
作
る

も
の
で
あ
る
。
前
者
と
後
者
と
の
間
に
は
こ
の
よ
う
に
作
ら
れ
た
も
の
と
作
る
も
の
と
の
関
係
が
あ
る
た
め
に
歴

史
的
認
識
の
可
能
性
も
与
え
ら
れ
る
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
既
に
ヴ
ィ
コ
が
こ
の
原
理
的
な
事
態
を
明
瞭
に
言
い

表
し
た
。「
歴
史
的
世
界
は
全
く
た
し
か
に
人
間
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
、
そ
し
て
そ
れ
だ
か
ら
我
々
自
身
の
人
間

的
精
神
の
諸
形
態
の
う
ち
に
歴
史
的
世
界
の
諸
原
理
は
発
見
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。」「
歴
史
的
世
界
は
、
人
間

が
そ
れ
を
作
っ
た
が
故
に
、
そ
れ
を
人
間
は
認
識
す
る
こ
と
が
出
来
る
。」＊

ヴ
ィ
コ
に
従
え
ば
、
自
然
の
世
界
は

神
が
そ
れ
を
作
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
ひ
と
り
神
に
よ
っ
て
の
み
認
識
さ
れ
得
、
自
然
に
関
す
る
人
間
の

知
識
は
不
完
全
た
る
を
免
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
歴
史
は
人
間
自
身
が
作
る
世
界
で
あ
る
故
に
、
人
間
は
こ
の
も
の
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に
就
い
て
確
実
な
認
識
を
も
ち
得
る
の
で
あ
る
。
我
々
の
意
見
に
よ
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
認
識
論
も
い
わ
ば
自
己

自
身
か
ら
始
ま
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
一
定
の
存
在
論
的
前
提
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
含
ん
で
い
る＊
＊。
彼
の
作
っ

た
も
の
は
彼
自
身
に
よ
っ
て
確
実
に
認
識
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
命
題
は
、
認
識
論
の
こ
の
よ
う
な
存
在

論
的
前
提
の
ひ
と
つ
を
言
い
表
す
。
そ
れ
は
認
識
可
能
の
前
提
と
し
て
古
く
か
ら
認
め
ら
れ
て
来
た
と
こ
ろ
の
、

知
る
も
の
と
知
ら
れ
る
も
の
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
の
関
係
―
―
心
理
学
者
イ
ェ
ン
シ
ュ
は
近
頃
そ
れ
を
「
自
我
と
外

界
と
の
凝
聚
」K

ohärenz von Ich und A
ussenw

elt 

の
関
係
と
し
て
実
証
的
に
認
め
て
い
る
―
―
と
一
般
的
に
呼

ば
れ
得
る
も
の
の
ひ
と
つ
の
場
合
と
見
ら
れ
よ
う
。
い
ま
か
か
る
前
提
が
認
識
の
可
能
な
る
た
め
に
欠
く
べ
か
ら

ざ
る
も
の
と
す
れ
ば
、
歴
史
的
認
識
が
一
般
に
可
能
で
あ
る
の
は
、
事
実
と
し
て
の
歴
史
と
存
在
と
し
て
の
歴
史

と
が
作
る
も
の
と
作
ら
れ
た
も
の
と
し
て
、
両
者
の
間
に
最
も
内
面
的
な
ア
ナ
ロ
ジ
ー
の
関
係
が
含
ま
れ
て
い
る

か
ら
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
事
実
の
立
場
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
歴
史
的
認

識
も
可
能
と
な
る
の
で
あ
り
、
存
在
と
し
て
の
歴
史
は
事
実
と
し
て
の
歴
史
に
関
係
付
け
ら
れ
る
こ
と
な
し
に
は

認
識
さ
れ
得
な
い
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

＊　

V
gl. G

iam
battista V

ico, D
ie neue W

issenschaft über die gem
einschaftliche N

atur der V
ölker, U

ebersetzt 

von E. A
uerbach, S. 125 u. S. 139.
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歴
史
的
認
識

＊
＊　

こ
の
命
題
は
我
々
の
認
識
論
に
於
て
基
礎
付
け
ら
れ
、
展
開
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
簡
単
に
は
拙
稿
「
認
識
論
の

構
造
」（『
観
念
形
態
論
』）〔
全
集
第
三
巻
収
録
〕
を
見
よ
。

然
る
に
さ
き
に
述
べ
た
通
り
、
事
実
は
一
方
主
体
的
に
意
識
の
う
ち
に
自
己
を
表
出
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
他

方
客
体
的
に
存
在
に
於
て
自
己
を
実
現
す
る
。
こ
の
全
く
基
本
的
な
関
係
が
歴
史
的
認
識
の
方
法
を
根
本
的
な
構

造
に
於
て
規
定
す
る
と
い
う
こ
と
に
就
い
て
は
、
後
に
至
っ
て
説
明
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
今
の
つ
な
が
り
に
於
て

注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
の
よ
う
な
基
本
的
な
関
係
の
あ
る
が
故
に
、
主
体
的
な
も
の
に
関
係
付
け
ら
れ
る

歴
史
的
認
識
も
つ
ね
に
絶
え
ず
客
観
的
な
存
在
に
自
己
を
結
び
付
け
ね
ば
な
ら
ず
、
ま
た
か
く
す
る
こ
と
に
よ
り

自
己
の
客
観
性
を
獲
得
し
得
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
歴
史
的
研
究
は
客
観
的
に
存
在
す
る
も
の
に
於
て
つ
ね
に

絶
え
ず
自
己
の
手
懸
り
と
支
持
点
と
統
制
者
と
を
求
む
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
ハ
ル
ナ
ッ
ク
が
『
歴
史

的
認
識
の
確
実
性
及
び
限
界
に
就
い
て
』
論
じ
た
講
演
は
顧
み
ら
れ
る
に
足
る
で
あ
ろ
う
。＊

彼
も
ま
た
先
ず
、
認

識
の
甲
斐
あ
る
凡
て
の
歴
史
は
或
る
意
味
で
且
つ
何
等
か
の
仕
方
で
「
現
代
の
歴
史
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
た

だ
現
代
に
就
い
て
の
認
識
に
役
立
つ
も
の
の
み
が
我
々
に
と
り
認
識
の
対
象
と
な
る
と
い
う
要
求
を
掲
げ
得
る
と

述
べ
て
い
る
。
歴
史
的
研
究
の
最
後
の
目
的
は
、
発
展
の
過
程
に
干
与
す
る
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
、
過
去
が
現
在

に
対
し
抑
圧
を
加
え
て
い
る
場
合
に
は
そ
れ
を
突
き
離
し
、
現
在
に
於
て
正
し
き
こ
と
を
な
し
、
未
来
を
慎
重
に
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準
備
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
歴
史
的
認
識
の
存
在
理
由
が
保
証
さ
れ
、
そ
の
生
存
権
が
証
明
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
ハ
ル
ナ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
歴
史
的
認
識
は
三
つ
の
問
に
答
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
如

何
な
る
力
が
与
え
ら
れ
た
時
代
に
は
た
ら
い
て
い
た
か
、
如
何
な
る
方
向
に
そ
の
力
は
歩
ん
だ
か
、
何
が
そ
の
時

代
の
仕
事
で
あ
っ
た
か
、
と
い
う
問
が
そ
れ
で
あ
る
。
力 K

räfte

、
方
向 R

ichtung

、
仕
事 Leistung

、
ひ
と
り

こ
れ
ら
が
歴
史
的
研
究
の
か
か
わ
る
決
定
的
に
重
要
な
も
の
で
あ
る
。我
々
は
こ
れ
ら
の
注
目
す
べ
き
語
に
於
て
、

歴
史
的
認
識
の
対
象
が
主
体
的
な
も
の
、
事
実
的
な
も
の
に
関
係
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
の
を
見
る
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
も
の
の
認
識
は
ど
の
よ
う
に
し
て
確
実
性
を
得
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
か
。
い
ま
到
る
処
に
三
つ

の
確
実
な
源
泉
、
諸
々
の
大
事
実

0

0

0

、
信
憑
す
る
に
足
る
現
存
の
諸
々
の
記
念
物

0

0

0

、
及
び
一
時
代
の
諸
々
の
制
度
0

0

が

あ
る
。
そ
れ
ら
の
も
の
を
ば
歴
史
家
は
何
よ
り
も
頼
り
に
し
、
他
の
凡
て
の
材
料
を
批
判
的
に
そ
れ
ら
に
照
し
て

振
り
分
け
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
云
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
研
究
の
確
固
た
る
基
礎
が
存
す
る
の
で
あ

り
、
そ
の
基
礎
か
ら
し
て
無
数
の
他
の
伝
来
物
を
批
判
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
且
つ
効
果
的
で
あ
る
。「
歴

史
は
第
一
次
的
に
は
大
事
実
、
記
念
物
及
び
制
度
の
上
に
、
第
二
次
的
に
爾
余
の
伝
来
物
の
上
に
築
か
る
べ
き
で

あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
築
か
れ
た
歴
史
は
事
実
的
な
も
の
に
関
し
て
確
実
性
を
保
証
す
る
。」
こ
の
よ
う
に

語
ら
れ
る
と
き
、
固
よ
り
曖
昧
が
含
ま
れ
て
い
る
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
存
在
と
し
て
の
歴
史
と
史
料
と
い
う
二
つ
の
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歴
史
的
認
識

も
の
を
十
分
に
区
別
し
て
い
な
い
。
大
歴
史
家
ハ
ル
ナ
ッ
ク
に
於
て
我
々
が
両
者
の
混
同
を
発
見
す
る
の
は
寧
ろ

愉
快
で
あ
る
。
大
事
実
及
び
制
度
は
明
ら
か
に
存
在
と
し
て
の
歴
史
を
指
す
筈
で
あ
り
、
記
念
物
は
こ
れ
と
は
異

な
り
同
時
に
ま
た
史
料
と
し
て
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
過
去
の
大
事
実
は
そ
れ
が
如
何
ほ
ど
大
な
る
も
の
で
あ

る
に
し
て
も
我
々
の
目
前
に
は
も
は
や
な
く
、
我
々
は
そ
れ
が
残
し
て
行
っ
た
諸
痕
跡
、
即
ち
ハ
ル
ナ
ッ
ク
が
爾

余
の
伝
来
物
と
称
し
た
と
こ
ろ
の
史
料
を
通
し
て
こ
れ
を
知
る
の
ほ
か
な
か
ろ
う
。
記
念
物
も
か
か
る
史
料
の
ひ

と
つ
と
見
ら
れ
る
。一
定
の
時
代
の
制
度
に
就
い
て
も
所
謂
大
事
実
に
関
し
て
と
同
様
に
語
ら
れ
得
る
の
で
あ
る
。

ハ
ル
ナ
ッ
ク
が
特
に
三
つ
の
も
の
を
挙
げ
た
動
機
も
理
由
も
存
在
と
し
て
の
歴
史
と
史
料
と
の
混
同
に
も
と
づ
く

と
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
れ
故
に
我
々
は
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
意
図
を
次
の
よ
う
に
転
化
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

即
ち
認
識
理
論
的
に
云
え
ば
、
主
体
的
事
実
に
関
係
付
け
ら
れ
て
い
る
歴
史
的
認
識
は
つ
ね
に
絶
え
ず
自
己
を
客

体
的
な
存
在
と
し
て
の
歴
史
に
結
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
客
観
性
を
保
証
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
こ

と
を
歴
史
学
の
方
法
論
の
問
題
と
し
て
云
う
な
ら
ば
、
歴
史
的
研
究
は
つ
ね
に
絶
え
ず
与
え
ら
れ
た
史
料
に
結
び

付
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
史
料
の
研
究
は
ど
れ
ほ
ど
勧
め
ら
れ
て
も
足
ら
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
史
料
自

体
が
歴
史
学
の
本
来
の
目
的
で
あ
る
の
で
な
く
、
史
料
の
研
究
は
寧
ろ
そ
の
背
後
に
横
た
わ
る
存
在
と
し
て
の
歴

史
に
到
達
せ
ん
が
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
ま
た
か
く
の
如
く
存
在
と
し
て
の
歴
史
の
忠
実
な
研
究
が
要
求
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さ
れ
る
と
い
う
の
は
、
事
実
と
し
て
の
歴
史
が
そ
れ
自
身
こ
の
も
の
に
結
び
付
く
必
然
性
を
含
み
、
且
つ
こ
の
も

の
に
結
び
付
く
こ
と
な
し
に
は
事
実
と
し
て
の
歴
史
の
発
展
も
あ
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
人
間
は
単
に
事
実
で

な
く
、
同
時
に
存
在
で
あ
る
。
彼
は
存
在
の
秩
序
に
属
す
る
が
故
に
、
彼
に
と
っ
て
存
在
と
し
て
の
歴
史
の
研
究
、

普
通
に
歴
史
の
研
究
と
云
わ
れ
て
い
る
も
の
は
要
求
さ
れ
る
。
そ
し
て
存
在
は
事
実
と
単
に
連
続
的
で
な
く
、
そ

れ
自
身
の
論
理
と
法
則
と
を
含
み
、
且
つ
そ
の
歴
史
性
は
事
実
の
瞬
間
的
歴
史
性
に
対
し
て
寧
ろ
連
続
的
な
体
系

的
な
歴
史
性
で
あ
る
故
に
、
か
か
る
研
究
は
一
個
の
科
学
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
。
我
々
自
身
が
存
在
と
し
て
の

歴
史
に
属
す
る
こ
と
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、
あ
ら
ゆ
る
歴
史
は
現
代
の
歴
史
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
既
に
論
じ
て

お
い
た
如
く
、
た
と
い
不
精
密
で
あ
る
を
免
れ
な
い
と
し
て
も
、
な
お
「
現
代
の
歴
史
」
の
研
究
が
何
故
に
我
々

に
と
っ
て
特
に
重
要
で
あ
る
か
も
理
解
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
我
々
は
、
存
在
と
し
て
、
存
在
の
秩

序
に
於
け
る
ま
さ
に
現
代
に
属
し
て
い
る
者
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
現
在
の
歴
史
と
現
代
の
歴
史
と
の
区
別
に
於

て
、
我
々
は
従
来
特
に
前
者
を
強
調
し
て
来
た
が
、
こ
こ
に
ま
た
特
に
後
者
の
重
要
性
が
力
説
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。＊　

V
gl. A

dolf v. H
arnack, U

eber die Sicherheit und die G
renzen geschichtlicher Erkenntnis, 1917.

然
し
な
が
ら
既
に
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
は
云
っ
て
い
る
、「
事
実
で
な
く
、
事
実
に
就
い
て
の
把
捉
が
人
間
に
刺
戟
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歴
史
的
認
識

を
与
え
る
。」
と
。
過
去
の
歴
史
で
な
く
、
過
去
の
歴
史
に
就
い
て
の
把
捉
が
現
在
の
歴
史
的
行
為
に
影
響
を
与

え
る
の
で
あ
る
。
か
く
云
う
意
味
は
こ
う
で
あ
る
。
一
定
の
時
代
に
於
け
る
歴
史
叙
述
が
そ
の
時
代
の
歴
史
そ
の

も
の
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
歴
史
を
作
る
と
い
う
こ
と
が
見
ら
れ
る
の
は
、
歴
史
叙
述
が
そ
の
本
性
上
過
去
の
歴
史

の
そ
の
ま
ま
の
、
所
謂
客
観
的
な
模
写
で
な
く
、
却
っ
て
そ
れ
が
現
在
の
主
体
的
事
実
と
の
関
係
に
於
て
過
去

の
歴
史
を
把
捉
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ひ
と
は
こ
こ
に
ま
た
「
生
産
的
な
も
の
が
ひ
と
り
真
で
あ
る
」

W
as fruchtbar ist, allein ist w

ahr. 

と
い
う
ゲ
ー
テ
の
語
を
想
い
起
し
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
然
し
事
実
が
何
で

あ
る
か
も
存
在
を
通
じ
て
初
め
て
客
観
的
に
把
握
さ
れ
る
に
至
る
―
―
こ
れ
は
事
実
が
単
に
心
理
的
な
も
の
で
な

い
こ
と
を
考
え
れ
ば
当
然
で
あ
る
―
―
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
事
実
は
単
に
個
人
的
心
理
的
な
も

の
で
な
い
故
に
、
生
産
的
な
も
の
が
ひ
と
り
真
で
あ
る
と
も
語
ら
れ
得
る
の
で
あ
る
。
事
実
を
生
産
的
な
ら
し
め

る
も
の
は
決
し
て
単
に
心
理
的
功
利
的
価
値
の
あ
る
も
の
で
な
く
、
寧
ろ
最
も
多
く
そ
の
反
対
で
あ
る
。
そ
し
て

何
等
か
の
も
の
は
主
体
的
な
も
の
と
の
関
係
を
離
れ
て
は
一
般
に
歴
史
的
な
も
の
と
し
て
与
え
ら
れ
る
こ
と
も
な

い
と
す
れ
ば
、「
生
産
性
」
と
い
う
こ
と
こ
そ
少
な
く
と
も
歴
史
に
関
し
て
は
真
理
の
最
も
重
要
な
表
徴
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
歴
史
叙
述
は
そ
の
根
柢
に
於
て
事
実
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、

一
定
の
時
代
に
於
け
る
歴
史
叙
述
と
そ
の
時
代
の
他
の
諸
文
化
と
の
間
に
は
同
形
性

0

0

0

が
見
出
さ
れ
得
る
と
い
う
こ
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と
も
生
ず
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
文
芸
上
の
ク
ラ
シ
シ
ズ
ム
の
時
代
に
於
て
は
、
ギ
リ
シ
ア
及
び
ロ
ー
マ
の
文
化

の
歴
史
的
研
究
も
ま
た
ク
ラ
シ
シ
ズ
ム
と
い
わ
れ
る
形
を
と
っ
た
。
ク
ラ
シ
シ
ズ
ム
は
古
代
人
の
作
品
を
ば
つ
ね

に
美
の
永
遠
の
模
範
、
形
式
及
び
内
容
の
絶
対
的
な
規
範
と
見
た
。
然
る
に
十
九
世
紀
の
古
代
学
は
そ
の
深
い
現

実
感
を
も
っ
て
現
実
の
古
代
を
再
び
新
た
に
発
見
し
よ
う
と
し
た
。
我
々
は
こ
れ
を
古
典
解
釈
の
リ
ア
リ
ズ
ム
の

傾
向
と
も
呼
び
得
よ
う
。
こ
の
新
し
い
見
方
が
同
時
代
の
や
は
り
リ
ア
リ
ズ
ム
の
傾
向
を
と
っ
た
文
芸
に
如
何
な

る
影
響
を
与
え
た
か
を
見
る
の
は
興
味
あ
る
こ
と
で
あ
る
。＊

ギ
リ
シ
ア
及
び
ロ
ー
マ
の
文
化
に
関
す
る
解
釈
の
仕

方
も
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
応
じ
て
異
な
り
、
そ
し
て
そ
の
文
化
は
か
か
る
解
釈
の
仕
方
に
応
じ
て
ま
た
そ
れ
ぞ
れ

特
殊
な
仕
方
で
そ
の
時
代
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
に
あ
っ
て
は
そ
れ
の
古
代
に
対
す
る
関
係
の

発
展
の
線
を
我
々
は
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
―
―
ゲ
ー
テ
―
―
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
―
―
ニ
ー
チ
ェ
と
い
う
風
に
辿
る
こ
と

が
出
来
よ
う
。
歴
史
叙
述
も
生
の
中
か
ら
生
れ
る
、
そ
し
て
唯
生
の
中
か
ら
生
れ
た
も
の
の
み
が
生
に
対
し
て
生

産
的
な
関
係
を
結
び
得
る
。
歴
史
を
叙
述
す
る
と
い
う
こ
と
が
既
に
人
間
の
生
き
方
の
ひ
と
つ
、
し
か
も
そ
れ
の

最
も
特
色
的
な
も
の
に
属
し
て
い
る
。「
生
は
生
け
る
も
の
に
よ
っ
て
最
も
よ
く
教
え
ら
れ
る
」
と
ゲ
ー
テ
は
云

っ
た
。
歴
史
叙
述
は
主
体
的
事
実
に
関
係
す
る
深
さ
に
従
っ
て
生
け
る
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て

そ
れ
は
心
理
的
主
観
的
な
も
の
と
な
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
社
会
的
生
産
的
な
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
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＊　
「
私
は
時
間
と
空
間
と
か
ら
離
し
て
美
を
理
解
し
得
な
い
、
そ
こ
で
私
は
精
神
の
産
物
に
就
い
て
、
私
が
そ
れ
と

生
活
と
の
つ
な
が
り
を
発
見
す
る
と
き
初
め
て
喜
び
を
感
じ
始
め
る
、
且
つ
そ
れ
が
私
を
ひ
き
つ
け
る
結
合
点
で
あ

る
。
ヒ
サ
ル
リ
ッ
ク
の
粗
野
な
土
器
は
私
を
し
て
イ
リ
ア
ス
を
よ
り
よ
く
愛
せ
し
め
た
、
そ
し
て
私
は
十
三
世
紀

に
於
け
る
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
生
活
を
知
っ
て
い
る
た
め
に
神
曲
を
よ
り
よ
く
味
わ
う
。
私
が
芸
術
家
の
う
ち
に
求

め
る
の
は
人
間
、
た
だ
人
間
で
あ
る
。
最
も
美
し
き
詩
は
遺
物
以
外
の
何
で
あ
ろ
う
か
。
ゲ
ー
テ
は
『
唯
一
の
永

続
力
あ
る
作
品
は
折
に
ふ
れ
て
の
作
品
で
あ
る
。』
と
い
う
深
い
言
葉
を
語
っ
た
。
然
る
に
結
局
は
一
般
に
た
だ
折

に
ふ
れ
て
の
作
品
が
あ
る
の
み
で
あ
る
、
な
ぜ
な
ら
あ
ら
ゆ
る
作
品
は
そ
れ
が
作
ら
れ
た
場
所
と
瞬
間
と
に
依
存

し
て
い
る
か
ら
。
ひ
と
は
そ
れ
を
、
も
し
そ
の
起
原
の
所
、
時
そ
し
て
事
情
を
知
ら
な
い
な
ら
ば
、
理
解
あ
る
愛

を
も
っ
て
理
解
す
る
こ
と
も
愛
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
。
自
己
充
足
的
な
作
品
を
作
っ
た
と
信
ず
る
の
は
傲
慢
な

馬
鹿
に
属
し
て
い
る
。
最
高
の
作
品
は
た
だ
生
活
に
対
す
る
そ
れ
の
関
係
に
よ
っ
て
の
み
価
値
を
有
す
る
。
こ
の

関
係
を
よ
く
捉
え
れ
ば
捉
え
る
だ
け
、
私
は
作
品
に
対
し
て
愈
々
興
味
を
感
ず
る
。」（A

natole France, Le Jardin 

d’Épicure.

）。
専
ら
古
代
の
美
術
、
詩
、
哲
学
の
偉
大
な
る
精
神
的
産
物
の
理
念
的
世
界
に
生
き
、
そ
し
て
無
意
識

的
に
こ
れ
ら
の
領
域
の
理
念
性
を
古
代
人
の
実
生
活
に
就
い
て
自
己
の
形
作
っ
た
形
象
の
中
へ
移
入
し
た
ク
ラ
シ

シ
ズ
ム
の
古
代
解
釈
に
対
し
て
、
我
々
は
ア
ナ
ト
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ス
の
こ
の
文
章
の
う
ち
に
古
代
学
の
リ
ア
リ
ズ
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ム
の
立
場
が
鮮
か
に
言
い
表
さ
れ
た
の
を
読
む
。

三

歴
史
的
認
識
の
方
法
が
そ
の
基
本
的
構
造
に
於
て
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
べ
き
か
は
、
歴
史
そ
の
も
の
の
根
本

的
構
成
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
歴
史
は
二
重
の
も
の
、
事
実
と
し
て
の
歴
史
及
び
存
在
と
し
て

の
歴
史
で
あ
り
、
前
者
は
作
る
も
の
、
後
者
は
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
歴
史
的
研
究
の
直
接
の
対
象
と
な
る
の

は
云
う
ま
で
も
な
く
存
在
と
し
て
の
歴
史
で
あ
ろ
う
。
然
し
歴
史
家
は
最
も
多
く
の
場
合
こ
の
も
の
を
直
接
に
観

察
し
得
る
の
で
な
く
、
直
接
に
は
寧
ろ
与
え
ら
れ
た
史
料
に
結
び
付
き
そ
の
背
後
に
横
た
わ
る
存
在
と
し
て
の
歴

史
を
探
り
出
す
の
で
あ
る
。
然
し
存
在
と
し
て
の
歴
史
の
認
識
は
事
実
と
し
て
の
歴
史
と
の
関
聯
に
於
て
初
め
て

歴
史
的

0

0

0

認
識
と
も
な
る
。
歴
史
的
な
も
の
が
歴
史
的
と
し
て
把
握
さ
れ
る
場
合
、
我
々
は
既
に
事
実
と
し
て
の
歴

史
の
上
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
歴
史
的
研
究
に
於
て
求
め
ら
れ
る
の
は
、
単
に
史
料

の
背
後
に
あ
る
存
在
と
し
て
の
歴
史
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ま
た
更
に
こ
の
も
の
の
背
後
に
あ
る
事
実
と
し
て
の
歴
史

で
あ
る
、
と
さ
え
も
云
わ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
意
味
で
ハ
ル
ナ
ッ
ク
が
力
、
方
向
及
び
仕
事
の
究
明
を
も
っ

て
歴
史
的
研
究
に
と
っ
て
の
最
も
重
要
な
課
題
と
考
え
た
の
は
興
味
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
こ
れ
ら
の
も
の
に
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よ
っ
て
存
在
で
は
な
く
、
却
っ
て
我
々
の
い
う
事
実
の
位
置
に
あ
た
る
も
の
を
表
そ
う
と
し
た
筈
で
あ
る
。
そ
れ

だ
か
ら
こ
そ
、
大
事
件
、
制
度
の
如
き
存
在
の
位
置
に
あ
る
も
の
を
史
料
の
意
味
に
誤
解
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の

で
も
あ
ろ
う
。
固
よ
り
事
実
と
し
て
の
歴
史
は
そ
れ
自
身
に
於
て
認
識
さ
れ
得
な
い
。
そ
れ
は
存
在
に
於
て
の
み

客
観
的
に
認
識
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
故
に
歴
史
家
が
彼
等
の
研
究
の
目
標
を
何
よ
り
も
存
在
と
し
て
の

歴
史
に
お
く
べ
き
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
我
々
の
現
実
の
生
そ
の
も
の
に
と
っ
て
も
偶
然
的
な
こ

と
で
な
く
、
無
意
味
な
こ
と
で
も
な
い
。
な
ぜ
な
ら
我
々
は
単
に
事
実
で
な
く
ま
た
存
在
の
秩
序
に
属
し
、
そ
れ

の
歴
史
的
制
約
の
も
と
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
か
か
る
制
約
を
明
ら
か
に
し
、
将
来
の
発
展
に
対
す
る

或
る
見
通
し
を
得
る
と
い
う
こ
と
は
、
我
々
に
と
っ
て
必
然
で
も
あ
り
、
必
要
で
も
あ
る
。
然
し
な
が
ら
こ
の
よ

う
な
研
究
と
雖
も
そ
の
根
柢
に
於
て
事
実
と
し
て
の
歴
史
の
上
に
立
っ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
寧
ろ
歴
史
家
の

う
ち
勝
れ
た
る
者
は
存
在
と
し
て
の
歴
史
の
叙
述
を
通
じ
て
事
実
と
し
て
の
歴
史
へ
の
或
る
洞
見
を
与
え
よ
う
と

し
て
い
る
こ
と
が
見
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
或
は
ま
た
少
な
く
と
も
歴
史
家
は
客
体
的
な
も
の
を
主
体
的
な
も
の

に
関
係
さ
せ
て
解
釈
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
彼
等
は
そ
の
歴
史
的
存
在
の
研
究
に
際
し
、
多
く
の
心
理
的
分
析
を

行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
我
々
は
こ
れ
を
も
っ
て
客
体
的
な
も
の
を
主
体
的
な
も
の
と
の
関
係
に
於
て
把
捉
し

よ
う
と
す
る
彼
等
の
努
力
と
解
す
る
こ
と
も
出
来
る
。
な
ぜ
な
ら
、
意
識
も
む
ろ
ん
或
る
意
味
で
は
ひ
と
つ
の
存
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在
と
見
做
さ
れ
得
る
に
し
て
も
、
そ
れ
の
特
殊
性
は
、
既
に
記
し
た
如
く
、
意
識
は
主
体
的
事
実
が
そ
の
主
体
性

に
於
て
自
己
を
表
出
す
る
場
面
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
歴
史
的
な
も
の
の
認

識
に
し
て
主
体
的
な
も
の
と
の
聯
関
を
全
く
見
棄
て
る
べ
き
で
な
い
な
ら
ば
、
心
理
的
分
析
は
歴
史
的
研
究
に
と

っ
て
欠
き
得
ぬ
も
の
と
云
わ
れ
よ
う
。
心
理
的
分
析
は
更
に
単
純
な
理
由
か
ら
既
に
必
要
で
あ
る
。
歴
史
家
に
と

っ
て
過
去
の
歴
史
は
史
料
に
於
て
与
え
ら
れ
て
お
り
、
然
る
に
史
料
は
過
去
の
歴
史
そ
の
も
の
で
な
く
、
却
っ
て

そ
れ
に
就
い
て
の
把
捉
0

0

で
あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
既
に
そ
れ
は
必
要
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
我
々
は
心
理
的
分
析
の

重
要
性
を
過
大
視
す
る
と
い
う
危
険
に
陥
っ
て
は
な
ら
な
い
。
存
在
は
固
よ
り
事
実
の
根
拠
の
上
に
立
っ
て
い
る

の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
そ
れ
自
身
の
論
理
を
含
み
、
自
己
法
則
性

0

0

0

0

0

を
も
っ
て
お
り
、
そ
の
限
り
に
於
て
事

実
に
対
し
て
独
立
的
な
方
面
を
有
す
る
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
存
在
を
存
在
と
し
て

0

0

0

0

0

研
究
す
る
こ
と
も
可
能
な
の
で

あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
ま
た
そ
れ
は
事
実
の
反
射
と
か
反
映
と
か
に
過
ぎ
ぬ
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
事
実
に
対

立
し
、
こ
れ
と
矛
盾
す
る
に
至
る
も
の
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
た
存
在
を
そ
れ
自
身
に
於
て

0

0

0

0

0

0

0

研
究
す
る

こ
と
を
軽
ん
じ
、
心
理
も
し
く
は
体
験
の
研
究
を
重
ん
ず
る
と
い
う
こ
と
が
、
お
の
ず
か
ら
有
機
体
説
的
考
え
方

の
基
礎
の
上
に
立
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
得
よ
う
。

心
理
的
研
究
の
価
値
の
過
重
と
い
う
ま
こ
と
に
屡
々
現
れ
る
危
険
に
対
し
て
警
戒
す
る
た
め
に
、
我
々
は
な
お
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以
下
の
こ
と
ど
も
を
注
意
し
て
お
こ
う
と
思
う
。
―
―
一
、
歴
史
の
根
柢
た
る
事
実
は
単
に
心
理
的
な
も
の
で
な

い
。
事
実
は
自
己
を
意
識
に
於
て
或
る
仕
方
で
顕
に
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
自
身
心
理
的
な
も
の
に
過
ぎ
ぬ
の
で

は
な
い
。
そ
れ
を
単
に
心
理
的
な
も
の
と
考
え
る
と
き
、
歴
史
の
究
極
の
原
因
は
心
理
的
な
も
の
に
求
め
ら
れ
、

あ
ら
ゆ
る
歴
史
を
心
理
か
ら
説
明
し
よ
う
と
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
は
所
謂
実
用
主
義
的
歴
史
に
於
て
多
く

見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
か
く
の
如
き
小
商
人
根
性
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
特
に
嘲
笑
し
、
軽
蔑
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

反
対
に
彼
は
社
会
や
国
家
等
の
最
も
客
観
的
な
も
の
に
於
て
理
性
の
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
示
そ
う
と
し

た
。
我
々
も
ま
た
心
理
的
分
析
を
存
在
的
分
析
に
結
合
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
同
じ
こ
と
は
凡
て
ラ
ン
プ
レ
ヒ
ト【K

arl 

Lam
precht

】
流
の
歴
史
学
に
於
け
る
社
会
心
理
的
立
場
に
対
し
て
も
云
わ
れ
得
よ
う
。
歴
史
の
根
柢
は
社
会
心
理

で
な
く
、
却
っ
て
そ
れ
自
身
社
会
性
を
含
む
事
実
で
あ
る
。
二
、
歴
史
的
な
も
の
は
人
間
的
な
も
の
で
あ
る
、
然

る
に
人
間
は
意
識
を
具
え
る
こ
と
が
疑
わ
れ
な
い
限
り
、
歴
史
の
研
究
に
と
っ
て
心
理
的
分
析
は
欠
く
べ
か
ら
ざ

る
も
の
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。
実
に
そ
の
通
り
で
あ
る
。
け
れ
ど
歴
史
的
な
も
の
の
う
ち
に
意
識
が
織
り
合

わ
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
、
意
識
が
凡
て
歴
史
を
作
る
と
い
う
こ
と
と
は
等
し
く
な
い
。
そ
し
て
人
間
は
哲

学
者
の
想
像
す
る
よ
り
も
遥
か
に
広
範
囲
に
亙
り
無
意
識
的
に
行
動
す
る
。
ま
た
ヘ
ー
ゲ
ル
が
「
理
性
の
狡
智
」

と
云
っ
た
如
く
、
人
間
は
彼
等
の
行
動
に
於
て
彼
等
が
主
観
的
に
意
欲
し
た
の
と
は
ほ
か
の
も
の
を
客
観
的
に
実
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現
す
る
。
一
般
的
に
云
え
ば
、
事
実
は
意
識
を
超
出
し
て
存
在
と
な
る
。
存
在
と
し
て
の
歴
史
は
到
底
心
理
的
な

も
の
に
還
元
さ
れ
て
説
明
さ
れ
得
る
も
の
で
な
い
。
従
っ
て
歴
史
の
研
究
は
ま
た
心
理
的
分
析
に
よ
ら
ず
、
寧
ろ

存
在
を
存
在
と
し
て
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
三
、
人
間
が
意
識
を
有
し
、
意
識
が
彼
等
の
活
動

に
対
し
て
重
要
な
意
味
を
有
す
る
こ
と
は
疑
わ
れ
な
い
に
し
て
も
、
こ
の
意
識
そ
の
も
の
が
、
一
面
主
体
的
事
実

に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
共
に
、
然
し
ま
た
他
面
客
体
的
存
在
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
等
の

社
会
的
存
在
が
彼
等
の
意
識
を
規
定
す
る
。
そ
れ
だ
か
ら
意
識
が
何
で
あ
る
か
も
現
実
の
存
在
の
分
析
を
離
れ
て

は
具
体
的
に
理
解
さ
れ
な
い
。
と
こ
ろ
で
意
識
が
存
在
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
ま
た
二
重
の
関
係

に
於
て
で
あ
る
、
即
ち
、
意
識
は
そ
れ
が
存
在
を
対
象
的
に
表
象
し
、
こ
れ
を
模
写
す
る
関
係
に
於
て
存
在
に
よ

っ
て
規
定
さ
れ
る
と
共
に
、
よ
り
重
要
な
こ
と
は
、
意
識
は
存
在
が
事
実
に
対
し
て
は
た
ら
き
か
け
る
意
味
即
ち

主
体
的
な
意
味
に
従
っ
て
、
情
意
的
に
、
存
在
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
。
表
象
は
所
謂
「
対
象
の
要
求
」
に
従
い
、

こ
れ
に
反
し
情
意
は
却
っ
て
「
対
象
へ
の
要
求
」
を
現
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
意
識
の
構
造
が
表
象
及
び
思
惟

の
方
向
と
感
情
及
び
意
志
の
方
向
を
含
む
と
い
う
こ
と
は
、
我
々
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
、
存
在
と
事
実
と
い
う
二

重
の
も
の
に
相
応
し
て
い
る
。こ
の
関
係
に
相
応
し
て
意
識
そ
の
も
の
も
ま
た
弁
証
法
的
構
造
を
含
む
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
根
源
的
な
歴
史
が
事
実
と
し
て
の
歴
史
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
我
々
の
歴
史
的
活
動
に
と
っ
て
よ
り
重
要
な
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意
味
を
有
す
る
の
は
情
意
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
人
間
は
歴
史
人
と
し
て
は
寧
ろ
情
意
の
人
で
あ
る
。
情
意
は
い

ま
述
べ
た
通
り
存
在
が
事
実
に
対
し
て
は
た
ら
き
か
け
る
主
体
的
な
意
味
を
現
す
も
の
と
し
て
た
し
か
に
存
在
に

よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
方
面
を
も
っ
て
い
る
。
然
し
情
意
の
意
味
は
こ
れ
に
尽
き
る
の
で
な
く
、
他
面
全
く
根
源
的

0

0

0

0

0

に0

事
実
そ
の
も
の
を
表
出
す
る
、
情
意
の
深
さ
は
こ
こ
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
情
意
は
表
象
及
び
思
惟

に
対
し
て
主
観
的
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
、
け
れ
ど
も
情
意
の
主
観
性
に
し
て
そ
れ
が
主
体
的
事
実
を
全
く
根
源
的

に
表
出
す
る
と
こ
ろ
に
存
す
る
と
す
れ
ば
、こ
の
主
観
性
が
単
に
主
観
的
で
あ
り
得
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

事
実
は
存
在
よ
り
も
或
る
意
味
に
於
て
客
観
的
で
あ
る
限
り
、
情
意
は
表
象
よ
り
も
客
観
的
な
も
の
と
云
わ
れ
ね

ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
情
意
と
い
っ
て
も
そ
こ
に
感
情
と
意
志
と
が
区
別
せ
ら
れ
る
の
は
、
も
と
事
実
が
二
重
の
契

機
を
含
む
に
も
と
づ
く
も
の
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
感
情
は
事
実
の
含
む
否
定
的
な
も
の
に
結
び

付
き
、
意
志
は
そ
れ
の
積
極
的
な
も
の
に
結
び
付
く
。
そ
こ
で
ま
た
感
情
は
運
命
（
我
々
は
運
命
的
な
も
の
を
か

か
る
否
定
的
な
も
の
と
し
て
規
定
し
た
）
の
体
験
と
し
て
そ
の
固
有
な
る
も
の
で
あ
り
、
意
志
は
自
由
の
体
験
と

し
て
そ
の
固
有
な
る
も
の
で
あ
る
と
も
見
ら
れ
得
よ
う
。
運
命
の
感
情
及
び
自
由
の
意
志
に
於
て
事
実
は
主
体
的

に
、
且
つ
全
く
根
源
的
に
自
己
を
表
出
す
る
。
存
在
の
有
に
対
し
事
実
が
無
の
意
味
を
も
つ
と
す
れ
ば
、
情
意
は

無
の
体
験
と
し
て
そ
の
最
も
固
有
な
る
も
の
、
最
も
根
源
的
な
も
の
で
あ
る
と
も
云
わ
れ
よ
う
。
然
し
な
が
ら
客
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体
的
存
在
も
歴
史
的
な
も
の
と
し
て
は
主
体
的
事
実
に
対
す
る
関
係
を
含
ん
で
お
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
こ
か
ら
し

て
単
に
表
象
的
に
の
み
で
な
く
、
ま
た
つ
ね
に
情
意
的
に
把
捉
さ
れ
て
い
る
。
か
か
る
情
意
的
な
把
捉
を
含
む
存

在
に
対
し
て
人
間
は
彼
等
の
歴
史
的
活
動
を
向
わ
し
め
る
の
で
あ
る
。
そ
の
限
り
に
於
て
存
在
の
分
析
は
心
理
的

分
析
に
結
び
付
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
―
―
か
く
て
要
す
る
に
、
歴
史
的
研
究
の
方
法
は
そ
の
基
本

的
構
造
に
於
て
存
在
的
分
析
と
心
理
的
分
析
と
の
結
合
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
デ
ィ
ル
タ
イ
が
精
神
科
学
の
方
法

を
「
歴
史
的
分
析
と
心
理
的
分
析
と
の
結
合
」
と
し
て
規
定
し
た
の
は
正
当
で
あ
っ
た
と
云
わ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で

あ
ろ
う
。
そ
し
て
歴
史
的
研
究
の
方
法
が
こ
の
よ
う
な
構
造
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
は
、
事
実

が
一
面
主
体
的
に
自
己
を
意
識
に
於
て
表
出
し
、
他
面
客
体
的
に
自
己
を
存
在
に
於
て
実
現
す
る
と
い
う
こ
と
に

よ
っ
て
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。意
識
も
存
在
も
根
源
的
に
は
事
実
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

心
理
的
分
析
と
存
在
的
分
析
と
は
二
つ
の
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
統
一
で
あ
る
。

さ
て
右
の
如
き
見
地
か
ら
我
々
は
近
代
の
解
釈
学
、
就
中
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
、
ベ
エ
ク
を
経
て
デ
ィ
ル

タ
イ
に
於
て
哲
学
的
に
解
明
さ
れ
た
そ
れ
を
評
価
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
即
ち
こ
の
解
釈
学
の
功
績
は
、
一
方
で

は
、
歴
史
的
な
も
の
を
一
重
の
も
の
と
は
考
え
ず
、
客
体
的
な
も
の
の
根
柢
に
主
体
的
な
も
の
を
認
め
、
前
者
を

後
者
か
ら
理
解
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
解
釈
学
と
は
一
般
的
に
云
っ
て
「
理
解
」
の
方
法
的
自
覚
で
あ
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る
が
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
定
義
に
従
え
ば
、
理
解
と
は
、「
そ
れ
に
於
て
我
々
が
外
部
か
ら
感
性
的
に
与
え
ら
れ
た

記
号
か
ら
し
て
内
部
を
認
識
す
る
過
程
」
で
あ
る
。＊

理
解
は
主
体
的
な
も
の
と
の
関
係
に
於
て
の
理
解
と
し
て
初

め
て
理
解
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
理
解
は
説
明
乃
至
所
謂
認
識
と
は
異
な
る
過
程
と
見
ら
れ
る
所
以
で
あ
り
、
ま

た
理
解
は
単
な
る
思
惟
の
こ
と
で
な
く
、
情
意
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
所
以
で
も
あ
る
。
或
は
ま
た
理
解
は
単

な
る
受
容
で
あ
る
べ
き
で
な
く
、
作
品
の
受
容
を
作
者
の
創
作
活
動
と
結
び
付
け
ね
ば
な
ら
ぬ
と
も
云
わ
れ
て
い

る
。
歴
史
学
を
科
学
の
位
置
に
高
め
る
た
め
に
因
果
的
方
法
に
よ
ろ
う
と
し
た
バ
ッ
ク
ル
な
ど
の
見
解
に
対
し
解

釈
学
的
見
方
の
勝
れ
た
点
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
歴
史
を
単
な
る
存
在
と
考
え
ず
、
主
体
的
な
も
の
を
特
に
重
ん

じ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
然
し
解
釈
学
の
功
績
は
、
他
方
で
は
、
か
く
の
如
き
内
部
の
理
解
は
つ
ね
に
外
部
に
於
て

客
観
的
に
与
え
ら
れ
た
も
の
に
結
び
付
く
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
を
通
じ
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
点
を

強
調
し
た
と
こ
ろ
に
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
再
び
デ
ィ
ル
タ
イ
を
引
用
し
よ
う
、「
人
間
的
精
神
が
何
で
あ
る

か
は
、
唯
歴
史
的
意
識
が
、
そ
の
精
神
の
生
活
し
且
つ
生
産
し
た
も
の
に
於
て
、
認
識
に
持
ち
来
た
す
こ
と
が
出

来
る
、
そ
し
て
精
神
の
こ
の
歴
史
的
自
己
意
識
が
ひ
と
り
我
々
を
し
て
人
間
に
就
い
て
の
科
学
的
に
し
て
体
系
的

な
る
思
惟
を
漸
次
に
作
り
出
す
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
。」
心
理
的
分
析
は
勢
い
主
観
的
に
な
る
と
い
う
危
険

に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
固
定
し
た
輪
郭
を
有
す
る
永
続
的
な
客
観
的
な
諸
形
態
を
我
々
の
前
に
も
ち
、
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我
々
の
研
究
は
絶
え
ず
繰
り
返
し
こ
の
も
の
に
還
っ
て
い
っ
て
、
そ
の
正
し
さ
を
つ
ね
に
検
証
す
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
内
な
る
も
の
の
研
究
が
外
な
る
も
の
に
結
び
付
く
こ
と
が
有
意
味
で
あ
る
の
は
、
外
な
る

も
の
が
内
な
る
も
の
の
表
現
で
あ
る
が
た
め
で
あ
る
。

＊　

D
ilthey, D

ie Entstehung der H
erm

eneutik, G
esam

m
elte Schriften, V. B

d. S. 318.

そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
我
々
の
立
場
と
デ
ィ
ル
タ
イ
な
ど
の
解
釈
学
的
立
場
と
の
間
の
根
本
的
な
対
立
が
蔽
い
隠

さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
の
な
い
よ
う
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
我
々
は
も
ち
ろ
ん
解
釈
学
が
方
法
と
し
て
含

む
よ
き
も
の
を
正
当
に
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
の
立
場
を
我
々
の
も
の
と
な
し
得
ず
、
却
っ

て
下
の
如
く
批
評
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

一
、
解
釈
学
は
外
な
る
も
の
を
通
じ
て
内
な
る
も
の
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
。
内
な
る
も
の
は
も
と
ヘ
ー
ゲ
ル

的
な
イ
デ
ー
を
意
味
し
た
。
こ
の
場
合
に
は
そ
の
汎
神
論
的
前
提
の
た
め
に
客
観
的
な
歴
史
的
存
在
そ
の
も
の
に

沈
潜
す
る
と
い
う
こ
と
も
十
分
に
重
ん
ぜ
ら
れ
得
た
。
汎
神
論
に
と
っ
て
は
神
は
即
ち
世
界
に
ほ
か
な
ら
な
い
か

ら
で
あ
る
。「
ま
こ
と
の
謙
虚
は
ま
さ
に
神
を
一
切
に
於
て
認
識
し
、
彼
を
一
切
に
於
て
光
栄
あ
ら
し
め
、
そ
し

て
特
に
世
界
歴
史
の
舞
台
に
於
て
そ
の
こ
と
を
な
す
に
存
す
る
。」（
ヘ
ー
ゲ
ル
）。
然
し
な
が
ら
か
か
る
絶
対
体

験
と
も
い
う
べ
き
も
の
は
次
第
に
失
わ
れ
、
イ
デ
ー
に
対
す
る
信
仰
は
漸
次
に
薄
ら
ぎ
行
き
、
内
な
る
も
の
は
か
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く
て
唯
心
理
的
な
も
の
、
体
験
的
な
も
の
と
見
ら
れ
る
に
至
っ
た
。
し
か
も
解
釈
学
は
一
般
に
内
在
の
立
場
に
立

つ
と
こ
ろ
か
ら
、
意
識
を
超
越
す
る
事
実
と
い
う
如
き
も
の
を
認
め
ず
、
寧
ろ
心
理
的
な
も
の
、
体
験
的
な
も
の

が
事
実
の
位
置
に
据
え
ら
れ
る
。
然
る
に
こ
の
も
の
は
所
謂
内
部
知
覚
に
よ
っ
て
知
覚
さ
れ
得
、
或
は
内
的
に
経

験
さ
れ
得
る
。
そ
し
て
そ
の
際
こ
の
よ
う
な
内
部
知
覚
乃
至
体
験
は
そ
れ
自
身
に
於
て
外
的
知
覚
ま
た
は
経
験
よ

り
も
一
層
確
実
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
か
く
し
て
解
釈
学
は
、
実
際
に
於
て
は
、
心
理
的
解
釈
に
優
越
性
を
認

め
る
と
い
う
結
果
に
な
っ
て
い
る
。
解
釈
学
的
立
場
は
外
な
る
も
の
を
内
な
る
も
の
の
と
見
、
従
っ
て
両
者
の
間

の
超
越
或
は
ま
た
矛
盾
の
関
係
を
考
え
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
の
傾
向
は
益
々
強
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
か
よ
う

な
心
理
的
解
釈
の
偏
重
に
対
し
て
は
、こ
こ
に
反
対
に
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
説
を
想
い
起
す
こ
と
も
無
駄
で
な
か
ろ
う
。

こ
の
人
は
考
え
る
、
例
え
ば
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
大
王
が
七
年
戦
争
を
欲
し
た
か
ど
う
か
、
或
は
エ
ム
ス
電
報
事
件

は
本
当
に
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
、
と
い
う
が
如
き
問
題
は
、
最
も
厳
密
な
意
味
で
は
も
は
や
何
等
史
学
上
の
問
題

で
な
く
、
却
っ
て
伝
記
上
の
問
題
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
七
年
戦
争
ま
た
一
八
七
〇
年
の
戦
争
の
現
実
的
な
原
因
が

如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
は
、
遥
か
に
よ
り
一
般
的
な
且
つ
よ
り
深
い
観
察
及
び
考
慮
か
ら
決
定
さ
れ
る
の
で

あ
っ
て
、
何
等
の
心
的
動
機
の
研
究
も
人
心
観
破
術
も
必
要
と
し
な
い
の
で
あ
る
。
ハ
ル
ナ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
人

物
の
動
機
や
心
の
状
態
な
ど
の
研
究
は
「
歴
史
」
に
は
属
せ
ず
、「
伝
記
」B

iographie 

に
属
す
る
。
然
る
に
歴
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史
と
伝
記
と
は
も
ち
ろ
ん
関
聯
し
て
は
い
る
け
れ
ど
も
、
相
異
な
る
課
題
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
伝
記
家
は
云

う
ま
で
も
な
く
先
ず
歴
史
家
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
彼
に
と
っ
て
は
心
理
学
者
及
び
芸
術
家
で
あ
る
こ
と
が

同
様
に
必
要
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
伝
記
は
歴
史
の
大
筋
に
這
入
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
な
い
、
な
ぜ
な
ら
動
機
や

心
理
の
研
究
は
単
に
歴
史
の
確
実
性
を
危
く
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
歴
史
の
本
来
の
課
題
を
害
う
か
ら
で
あ

る
。
こ
こ
で
我
々
は
伝
記
が
歴
史
に
と
っ
て
如
何
な
る
位
置
を
占
め
る
か
を
決
定
し
よ
う
と
は
思
わ
な
い
。
人
間

の
心
理
と
雖
も
必
ず
し
も
単
に
主
観
的
に
し
て
客
観
性
を
含
ま
な
い
と
は
云
わ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
既
に
我
々
は

個
人
意
識
で
な
く
社
会
意
識
と
い
う
も
の
を
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
。
然
し
多
少
偏
頗
で
あ
る
に
せ
よ
、
心
理
的
研
究

の
過
重
視
を
戒
め
た
と
見
ら
れ
得
る
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
右
の
意
見
に
対
し
、
デ
ィ
ル
タ
イ
が
伝
記
の
意
味
に
就
い
て

述
べ
た
こ
と
を
比
較
し
て
み
る
の
は
興
味
が
な
く
は
な
か
ろ
う
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
心
理
学
或
は
人
間
学
を
特
に
重

要
視
し
、
そ
れ
を
も
っ
て
精
神
科
学
の
基
礎
と
見
做
し
た
。
そ
し
て
彼
は
一
般
的
歴
史
学
の
内
部
に
於
け
る
伝
記

の
位
置
は
、
歴
史
的
社
会
的
現
実
に
関
す
る
理
論
的
諸
科
学
の
内
部
に
於
け
る
人
間
学
の
位
置
に
相
当
す
る
と
考

え
る
。「
伝
記
は
基
礎
的
な
歴
史
的
事
実
を
純
粋
に
、
全
体
的
に
、
そ
の
実
在
性
に
於
て
叙
述
す
る
。
そ
し
て
唯
、

い
わ
ば
こ
れ
ら
の
生
命
諸
統
一
体
か
ら
出
発
し
て
歴
史
を
築
き
上
げ
る
と
こ
ろ
の
、
類
型
及
び
代
表
の
概
念
を
通

じ
て
諸
身
分
、
社
会
的
諸
結
合
一
般
、
諸
時
代
に
関
す
る
見
解
に
近
づ
こ
う
と
努
め
る
と
こ
ろ
の
、
諸
世
代
の
概
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念
に
よ
っ
て
生
の
諸
過
程
を
連
繋
す
る
と
こ
ろ
の
歴
史
家
の
み
が
、
多
く
は
諸
記
録
か
ら
取
っ
て
来
ら
れ
る
死
せ

る
諸
抽
象
物
と
の
対
立
に
於
て
、
歴
史
的
全
体
の
実
在
性
を
把
捉
す
る
で
あ
ろ
う
。」＊

こ
の
文
章
か
ら
推
し
て
直

ち
に
デ
ィ
ル
タ
イ
の
歴
史
観
を
個
人
主
義
的
と
し
て
論
評
す
る
の
は
固
よ
り
早
計
で
あ
ろ
う
。
彼
は
歴
史
及
び
社

会
に
先
行
す
る
事
実
と
し
て
の
人
間
は
一
の
擬
制
に
過
ぎ
ぬ
と
述
べ
、
ま
た
人
間
と
自
然
と
の
交
互
作
用
を
も
閑

却
し
て
い
な
い
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
彼
の
解
釈
学
的
立
場
の
必
然
的
な
帰
結
と
し
て
現
れ
る
と
こ
ろ
の
心
理
的

分
析
の
一
方
的
な
重
視
は
、
歴
史
叙
述
に
於
て
お
の
ず
か
ら
個
人
を
偏
重
し
、
少
な
く
と
も
個
人
を
基
礎
乃
至
中

心
と
す
る
と
い
う
結
果
に
傾
き
易
い
こ
と
は
争
わ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

＊　

D
ilthey, Einleitung in die G

eistesw
issenschaften, SS. 33, 34.

二
、
解
釈
学
は
意
識
を
超
越
せ
る
事
実
を
認
め
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
の
主
張
す
る
存
在
的
分
析
と
心
理

的
分
析
と
の
結
合
の
関
係
を
み
ず
か
ら
説
明
し
得
ず
、
却
っ
て
こ
れ
を
ひ
と
つ
の
ア
ポ
リ
ア
と
し
て
感
ぜ
ざ
る
を

得
な
い
。
デ
ィ
ル
タ
イ
が
解
釈
学
に
関
し
て
掲
げ
た
ア
ポ
リ
ア
、
特
に
そ
の
第
三
の
も
の
が
こ
れ
を
言
い
表
し
て

い
る
。＊

彼
は
こ
の
ア
ポ
リ
ア
を
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
既
に
各
々
の
個
々
の
心
的
状
態
で
す
ら
が
そ
れ
を
喚
び
起

し
た
外
的
刺
戟
か
ら
し
て
の
み
理
解
さ
れ
る
。
私
は
憎
み
を
生
へ
の
有
害
な
侵
害
か
ら
し
て
理
解
す
る
。
こ
の
も

の
へ
関
係
付
け
る
こ
と
な
し
に
は
諸
々
の
激
情
は
私
に
と
っ
て
全
然
表
象
さ
れ
得
ぬ
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
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環
境
は
理
解
に
と
っ
て
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
押
し
詰
め
て
云
え
ば
、
理
解
は
こ
の
よ
う
に
し
て
説
明

か
ら
、
か
か
る
も
の
が
こ
の
領
域
に
於
て
可
能
な
る
限
り
、
区
別
さ
れ
得
な
い
。
そ
し
て
説
明
は
ま
た
そ
れ
自
身

理
解
の
完
成
を
そ
れ
の
前
提
に
有
す
る
。
な
ぜ
な
ら
環
境
は
生
へ
の
交
渉
を
含
む
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
環
境
と

し
て
の
意
味
を
も
つ
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
言
い
表
さ
れ
た
ア
ポ
リ
ア
は
、
外
部
の
説
明
と
内
部

の
理
解
と
の
交
互
関
係
を
成
立
せ
し
め
、
こ
れ
を
可
能
な
ら
し
め
て
い
る
と
こ
ろ
の
或
る
第
三
の
も
の
を
認
め
る

こ
と
に
よ
っ
て
ア
ポ
リ
ア
の
外
観
を
失
う
こ
と
が
出
来
る
。
か
か
る
第
三
の
も
の
と
は
我
々
の
い
う
事
実
以
外
の

も
の
で
な
い
。
即
ち
事
実
は
一
方
存
在
に
於
て
自
己
を
実
現
す
る
と
共
に
、
他
方
意
識
に
於
て
自
己
を
表
出
す
る

が
故
に
、
存
在
的
分
析
と
心
理
的
分
析
と
の
双
方
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
両
者
が
ま
た
一
の
統
一
で

も
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。
事
実
は
い
わ
ば
存
在
よ
り
も
よ
り
客
観
的
な
も
の
で
あ
る
と
共
に
、
意
識
よ
り
も
よ
り

内
な
る
も
の
、
よ
り
主
体
的
な
も
の
で
あ
る
。
事
実
に
対
し
て
は
意
識
も
ひ
と
つ
の
存
在
と
見
ら
れ
得
る
。
事
実

は
単
に
意
識
の
「
作
用
」
と
い
う
如
き
も
の
で
は
な
い
、
意
識
に
於
て
作
用
と
内
容
と
は
相
関
的
構
造
を
な
し
、

か
か
る
構
造
に
於
て
一
緒
に
意
識
の
領
域
を
形
作
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
事
実
は
意
識
の
作
用
に
対
し
寧
ろ
「
作

用
の
作
用
」
と
も
云
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
か
か
る
作
用
の
作
用
が
同
時
に
「
も
の
」
の
意
味
を
含
む
と
こ
ろ
に

事
実
の
概
念
が
あ
る
。
我
々
人
間
は
存
在
と
事
実
と
の
統
一
で
あ
り
、
こ
の
統
一
は
両
者
の
対
立
を
も
含
む
が
故
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に
―
―
こ
の
関
係
は
、
既
に
述
べ
た
如
く
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
所
謂
精
神
物
理
的
統
一
体
と
し
て
の
人
間
の
概
念
に

よ
っ
て
は
不
十
分
に
し
か
表
さ
れ
得
な
い
―
―
我
々
に
と
っ
て
は
内
と
外
と
の
関
係
も
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
、
意
識
に
於
て
で
な
け
れ
ば
外
部
に
対
す
る
内
部
は
与
え
ら
れ
な
い
、
な
ぜ
な
ら
唯
意
識
に
於
て

の
み
主
体
的
な
事
実
は
自
己
を
そ
の
主
体
性
に
於
て
表
出
す
る
か
ら
で
あ
る
。

＊　

V
gl. D

ilthey, V, SS. 333, 334.

三
、
解
釈
学
的
立
場
の
根
柢
を
な
す
も
の
は
有
機
体
説
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
既
に
詳
論
し
て
お
い
た
か
ら
再

び
繰
り
返
さ
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
唯
ひ
と
つ
の
点
を
挙
げ
れ
ば
、
有
機
体
説
は
美
的
観
想
的
態
度
と
つ
な
が

っ
て
い
る
。
そ
し
て
実
際
我
々
は
こ
の
態
度
が
デ
ィ
ル
タ
イ
の
解
釈
学
を
性
格
付
け
て
い
る
の
に
出
会
う
。
彼
は

詩
が
「
生
そ
の
も
の
の
信
憑
す
べ
き
解
釈
」
で
あ
る
と
見
た
。「
宗
教
が
神
及
び
霊
魂
の
存
在
に
対
す
る
形
而
上

学
的
諸
推
論
の
拠
所
を
失
っ
た
の
で
、
現
代
人
の
大
多
数
に
と
っ
て
は
唯
な
お
美
術
と
詩
と
の
う
ち
に
生
の
意
味

に
就
い
て
の
観
念
的
な
見
方
が
存
し
て
い
る
。」
と
彼
は
云
う
。
デ
ィ
ル
タ
イ
自
身
が
唯
な
お
詩
の
体
験
の
う
ち

か
ら
生
の
意
味
に
就
い
て
の
観
念
的
な
見
方
を
汲
み
取
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
彼
は
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
の
代
表
的

詩
人
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
の
う
ち
に
所
謂
「
実
在
的
心
理
学
」
を
探
り
出
し
、
こ
れ
と
彼
の
心
理
学
或
は
人
間
学
と
の

連
繋
を
見
出
し
て
い
る
。「
人
間
学
的
研
究
は
詩
と
隣
り
合
っ
て
い
る
。
体
験
は
こ
こ
で
は
想
像
の
う
ち
に
於
て
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そ
れ
に
内
住
す
る
意
味
に
従
っ
て
形
成
さ
れ
る
。」
か
く
の
如
く
有
機
体
説
的
思
想
は
心
理
的
研
究
の
方
面
に
於

て
詩
的
体
験
を
偏
重
す
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
存
在
的
研
究
の
方
面
に
於
て
は
比
較
の
方
法

0

0

0

0

0

を
偏
重
す
る
と
い
う
こ

と
が
認
め
ら
れ
る
。
注
意
深
い
読
者
は
デ
ィ
ル
タ
イ
に
於
て
比
較
の
方
法
に
如
何
に
重
要
な
位
置
が
与
え
ら
れ
た

か
を
知
っ
て
い
る
。
然
る
に
彼
の
友
人
で
刺
戟
者
で
あ
っ
た
ヨ
ー
ク
は
こ
の
点
に
就
い
て
書
い
て
い
る
、「
特
別

に
比
較
の
方
法
が
精
神
科
学
の
方
法
と
し
て
主
張
さ
れ
る
。
こ
の
点
で
私
は
あ
な
た
と
一
致
し
な
い
。
比
較
は
つ

ね
に
美
的
で
あ
り
、
つ
ね
に
形
態
を
離
れ
な
い
。」＊

デ
ィ
ル
タ
イ
は
比
較
の
方
法
に
よ
っ
て
法
則
を
見
出
そ
う
と

し
た
の
で
な
く
、
寧
ろ
ゲ
ー
テ
的
な
「
形
態
」
も
し
く
は
テ
ュ
プ
ス
を
発
見
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
模
範
的

な
る
有
機
的
世
界
観
を
抱
い
た
ゲ
ー
テ
も
ま
た
そ
の
独
特
な
自
然
研
究
に
於
て
絶
え
ず
比
較
の
方
法
を
用
い
た
。

然
る
に
比
較
の
方
法
に
よ
っ
て
は
歴
史
的
な
も
の
は
根
源
的
に
歴
史
的
な
も
の
と
し
て
、
換
言
す
れ
ば
主
体
的
な

も
の
と
の
関
係
に
於
て
存
在
論
的
に
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
そ
れ
だ
か
ら
ま
た
ヨ
ー
ク
は
デ
ィ
ル
タ
イ

の
諸
研
究
が
「
存
在
的
な
も
の das O

ntische 
と
歴
史
的
な
も
の das H

istorische 

と
の
間
に
於
け
る
種
の
差
異

を
強
調
す
る
こ
と
が
あ
ま
り
に
少
な
い
」
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
心
理
的
研
究
が
主
観
的
に
な

り
易
い
の
を
見
て
、
そ
れ
の
客
観
性
を
保
証
す
る
た
め
に
歴
史
的
存
在
に
結
び
付
く
の
で
あ
る
が
、
し
か
も
彼
の

立
場
に
於
て
は
心
理
的
分
析
と
存
在
的
分
析
と
は
そ
れ
ぞ
れ
独
立
の
意
味
を
も
ち
な
が
ら
な
お
統
一
を
な
す
と
は
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考
え
ら
れ
得
な
い
の
で
あ
る
。こ
の
こ
と
は
根
本
的
に
は
存
在
と
事
実
と
の
弁
証
法
の
立
場
に
於
て
可
能
で
あ
り
、

必
然
で
も
あ
る
。
そ
し
て
か
か
る
弁
証
法
こ
そ
、
我
々
の
歴
史
哲
学
を
貫
く
根
本
思
想
で
あ
っ
た
。

＊　

Briefw
echsel zw

ischen W
ilhelm

 D
ilthey und dem

 G
rafen Paul Yorck v. W

artenburg  【, 1877-1897

】1923. SS. 

191,193.

さ
て
こ
れ
以
上
歴
史
的
認
識
の
問
題
に
深
入
り
す
る
た
め
に
は
、
一
方
で
は
史
学
方
法
論
、
他
方
で
は
認
識
論

の
問
題
に
立
ち
入
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
と
な
る
か
ら
、
こ
こ
で
我
々
は
ひ
と
ま
ず
本
書
を
結
ぼ
う
と
思
う
。
全
体

と
し
て
取
残
さ
れ
た
問
題
は
固
よ
り
数
多
く
、
研
究
の
道
は
歩
ん
で
尽
く
る
と
こ
ろ
を
知
ら
ぬ
。
し
か
も
我
々
は

つ
ね
に
前
へ
進
み
得
る
の
で
な
く
、
ま
た
屡
々
新
た
に
出
発
点
へ
立
ち
戻
っ
て
出
直
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
―
―

Stirb und w
erde!
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知
識
の
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一

社
会
科
学
は
社
会
的
知
識
の
存
在
し
得
る
唯
一
の
形
態
で
は
な
い
。
社
会
的
知
識
は
科
学
と
し
て
以
外
に
な
お

種
々
の
形
態
を
と
っ
て
存
在
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ら
の
諸
形
態
に
つ
い
て
若
干
の
究
明
を
企
て
る
と
い
う

こ
と
は
、
社
会
科
学
の
科
学
と
し
て
の
性
質
を
正
確
に
且
つ
具
体
的
に
規
定
す
る
た
め
に
も
無
駄
で
は
な
か
ろ
う

と
思
わ
れ
る
。
こ
の
と
き
先
ず
次
の
こ
と
が
考
慮
に
入
れ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
一
、
社
会
的
知
識
の
諸

形
態
の
区
別
は
本
来
何
よ
り
も
知
識
の
存
在
の
仕
方
そ
の
も
の
の
相
違
に
お
い
て
認
め
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ

は
決
し
て
単
に
知
識
の
内
容
自
身
の
相
違
に
も
と
づ
く
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
自
身
と
し
て
は
同
一
の
内
容

の
知
識
も
、
そ
の
存
在
の
仕
方
の
相
違
に
従
っ
て
根
本
的
に
異
な
る
二
つ
の
形
態
に
お
い
て
現
れ
る
こ
と
が
可
能

で
あ
る
。
そ
し
て
か
よ
う
な
知
識
の
種
々
の
存
在
の
仕
方
を
区
別
し
て
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
特
に
社
会

的
知
識
の
問
題
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
重
要
で
あ
ろ
う
。
或
る
一
定
の
社
会
的
知
識
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か

は
、
単
に
そ
の
内
容
の
み
で
な
く
同
時
に
そ
の
存
在
の
仕
方
を
一
緒
に
究
め
る
の
で
な
け
れ
ば
、
現
実
的
に
は
理
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解
さ
れ
得
な
い
の
で
あ
る
。
二
、
社
会
的
知
識
の
爾
余
の
諸
形
態
は
、
科
学
、
今
の
場
合
で
は
社
会
科
学
に
対
し
、

そ
の
固
有
性
も
し
く
は
独
自
性
に
お
い
て
承
認
さ
る
べ
き
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
し
ば
し
ば
な
さ
れ

る
よ
う
に
「
前
科
学
的
」vorw

issenschaftlich 

と
し
て
特
性
附
け
ら
れ
、
科
学
の
前
段
階
と
の
み
見
ら
れ
、
単

に
科
学
の
観
点
か
ら
考
察
さ
れ
る
こ
と
を
許
さ
な
い
。
も
と
よ
り
そ
の
よ
う
に
見
ら
る
べ
き
方
面
が
何
等
存
し
な

い
と
い
う
の
で
は
な
い
、
け
れ
ど
も
ま
た
そ
れ
ら
の
も
の
は
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
存
在
の
仕
方
を
有
し
、
そ
れ
ぞ
れ

独
自
の
機
能
を
含
み
、
か
よ
う
に
し
て
科
学
の
発
生
と
発
達
に
よ
っ
て
全
然
押
し
退
け
て
し
ま
わ
れ
得
る
も
の
で

な
く
、
む
し
ろ
科
学
的
知
識
の
内
容
も
そ
れ
ら
他
の
形
態
を
と
っ
て
存
在
す
る
に
至
る
と
い
う
こ
と
が
見
出
さ
れ

る
。
我
々
は
こ
れ
を
知
識
の
転
態
と
名
附
け
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
知
識
の
転
態
の
現
象
に
注
目
す
る
と
い
う
こ
と

は
、
社
会
的
知
識
の
問
題
を
論
究
す
る
場
合
特
に
大
切
で
あ
る
。

た
と
え
ば
常
識
と
い
う
も
の
は
多
く
の
場
合
た
だ
単
純
に
前
科
学
的
知
識
と
見
ら
れ
、
哲
学
者
の
特
別
の
関
心

の
対
象
に
な
ら
な
い
の
が
つ
ね
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
常
識
は
決
し
て
単
に
科
学
の
前
段
階
と
の
み
見
ら
れ
得
な
い

特
殊
な
存
在
で
あ
る
。
常
識
と
い
う
知
識
の
形
態
は
特
に
社
会
的
知
識
に
関
係
し
て
、
自
然
に
つ
い
て
の
知
識
の

場
合
と
は
殆
ど
比
較
に
な
ら
ぬ
重
要
性
を
持
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
自
然
科
学
の
性
質
の
哲
学
的
説
明
に
と
っ
て

常
識
の
問
題
は
な
に
ほ
ど
の
関
係
も
持
た
な
い
に
し
て
も
、
社
会
科
学
に
か
か
わ
る
場
合
、
事
情
は
全
く
異
な
っ
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第
一　

社
会
的
知
識
の
諸
形
態

て
い
る
。
カ
ン
ト
の
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
主
な
る
テ
ー
マ
は
、「
如
何
に
し
て
純
粋
自
然
科
学
は
可
能
で
あ
る
か
」

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
自
然
の
知
識
に
関
す
る
哲
学
的
問
題
は
恐
ら
く
こ
の
定
式
に
よ
っ
て
適
切
に
言
い
表
さ

れ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
自
然
の
知
識
に
つ
い
て
も
な
お
他
の
独
立
の
重
要
な
意
味
を
有
す

る
問
題
、
例
え
ば
工
芸
学 Technologie 

の
如
き
問
題
が
存
し
な
い
の
で
は
な
い
。
工
芸
学
は
単
に
自
然
科
学
の

応
用
と
い
う
方
面
か
ら
の
み
見
ら
れ
る
こ
と
の
で
き
ぬ
そ
れ
自
身
の
領
域
を
形
作
っ
て
い
る
。
し
か
る
に
そ
の
よ

う
な
場
合
、
問
題
は
も
は
や
単
に
自
然
に
か
か
わ
る
の
で
な
く
、
む
し
ろ
社
会
及
び
歴
史
に
か
か
わ
り
、
従
っ
て

社
会
科
学
的
に
考
察
さ
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
純
粋
に
自
然
に
関
係
す
る
限
り
、
知
識
の
他
の
諸
形
態
、

例
え
ば
常
識
の
如
き
も
の
は
、
自
然
科
学
へ
の
前
段
階
と
見
ら
れ
、
前
科
学
的
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
妨
げ
な
い

で
あ
ろ
う
。
ゲ
ー
テ
は
エ
ッ
ケ
ル
マ
ン
と
の
対
話
（
一
八
二
九
年
二
月
十
七
日
）
の
中
で
い
っ
た
、「
ド
イ
ツ
哲

学
に
お
い
て
な
お
な
す
べ
き
二
つ
の
偉
大
な
事
業
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
カ
ン
ト
は
純
粋
理
性
批
判
を
書
き
、
そ
れ

に
よ
っ
て
限
り
な
く
多
く
の
こ
と
が
な
さ
れ
た
、
し
か
し
仕
事
は
ま
だ
完
結
し
て
い
な
い
。
今
や
能
あ
る
者
、
秀

で
た
る
人
が
感
性
と
常
識
と
の
批
判
を
書
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
こ
れ
が
同
様
に
立
派
に
な
さ
れ
た
な
ら
ば
、

我
々
は
ド
イ
ツ
哲
学
に
お
い
て
も
は
や
そ
れ
以
上
希
望
す
べ
き
多
く
の
こ
と
を
も
た
な
い
で
あ
ろ
う
。」
ゲ
ー
テ

の
こ
の
言
葉
は
従
来
の
哲
学
が
閑
却
し
て
き
た
重
要
な
問
題
圏
を
言
い
表
し
て
い
る
。
近
代
の
認
識
論
的
研
究
の
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中
心
を
な
し
た
の
は
主
と
し
て
科
学
的
認
識
の
問
題
で
あ
っ
て
、
感
性
や
常
識
は
、
そ
れ
が
問
題
に
さ
れ
た
限
り

で
は
、
た
だ
一
面
的
に
科
学
的
認
識
の
方
面
か
ら
の
み
捉
え
ら
れ
て
、
そ
の
現
実
性
に
お
い
て
取
扱
わ
れ
な
か

っ
た
。
こ
こ
に
常
識
と
い
う
の
は
あ
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
学
派
の
い
わ
ゆ
る
常
識
哲
学 philosophy of com

m
on 

sense 

な
ど
で
い
う
常
識
と
は
異
な
る
意
味
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
我
々
は
こ
の
常
識
学
派
に
よ
っ
て
常
識
の
本

性
が
正
し
い
方
向
に
解
明
さ
れ
た
も
の
と
は
信
じ
な
い
。
こ
こ
で
い
う
感
性
も
全
く
具
体
的
に
把
捉
さ
れ
る
こ
と

が
必
要
で
あ
り
、
従
っ
て
我
々
は
感
性
の
問
題
を
重
要
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
固
よ
り
感
覚
論
の
立
場
に
加
担

し
よ
う
と
欲
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
感
性
と
常
識
と
の
批
判
は
特
に
社
会
的
知
識
の
場
合
大
切
な
関

係
を
も
っ
て
い
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
そ
の
『
精
神
科
学
概
論
』
の
計
画
を
カ
ン
ト
に
倣
っ
て
歴
史
的
理
性
の
批
判 

K
ritik der historischen Vernunft 

と
称
し
た
。
今
日
新
カ
ン
ト
学
派
の
人
々
は
、
如
何
に
し
て
歴
史
は
科
学
と
し

て
可
能
で
あ
る
か
と
い
う
問
を
も
っ
て
、
カ
ン
ト
を
補
足
し
よ
う
と
企
て
て
い
る
。
カ
ン
ト
が
純
粋
理
性
批
判
に

お
い
て
論
究
し
た
の
は
知
識
の
世
界
の
一
つ
の
半
球
を
な
す
自
然
科
学
の
認
識
論
に
過
ぎ
ず
、こ
の
も
の
は
当
然
、

ま
さ
に
カ
ン
ト
の
精
神
に
お
い
て
、
他
の
半
球
を
形
作
っ
て
い
る
歴
史
科
学
の
認
識
論
に
よ
っ
て
補
足
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
間
違
っ
て
い
な
い
に
し
て
も
、
な
お
少
な
く
と

も
社
会
的
知
識
に
関
し
て
は
知
識
の
問
題
は
決
し
て
科
学
的
認
識
の
問
題
に
集
約
さ
れ
得
る
も
の
で
な
い
と
い
う
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第
一　

社
会
的
知
識
の
諸
形
態

こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
我
々
は
社
会
的
知
識
の
種
々
の
存
在
の
仕
方
を
究
明
し
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。社

会
的
知
識
の
主
要
な
形
態
と
し
て
、
我
々
は
先
ず
ド
ク
サ dovxa  

と
ミ
ュ
ト
ス mu:qoV  

と
を
区
別
し
得
る
と

思
う
。
ド
ク
サ
と
ミ
ュ
ト
ス
と
は
科
学
、も
し
こ
れ
を
優
越
な
意
味
に
お
け
る
ロ
ゴ
ス lovgoV  

と
称
す
る
な
ら
ば
、

ロ
ゴ
ス
に
対
し
て
社
会
的
知
識
の
そ
れ
ぞ
れ
特
有
な
存
在
の
仕
方
を
表
し
て
い
る
。
我
々
は
こ
れ
ら
の
語
を
こ
こ

に
特
に
術
語
と
し
て
確
定
し
た
い
と
思
う
。
常
識
と
い
っ
て
き
た
も
の
は
こ
の
場
合
ド
ク
サ
の
う
ち
へ
入
れ
ら
れ

る
。
ド
ク
サ
の
概
念
は
常
識
と
い
う
概
念
よ
り
も
広
い
意
味
を
有
し
、
そ
し
て
新
た
に
外
国
語
を
導
入
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
我
々
の
国
語
に
お
い
て
常
識
と
い
う
語
の
有
す
る
種
々
の
附
帯
的
意
味
か
ら
離
れ
て
純
粋
に
学
術
的
に

用
い
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ミ
ュ
ト
ス
と
い
う
語
は
神
話
な
ど
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
神
話
と
い
う
語
が
内
容
に

関
係
す
る
の
に
対
し
て
、
我
々
は
ミ
ュ
ト
ス
の
概
念
を
主
と
し
て
知
識
の
一
定
の
存
在
の
仕
方
を
表
現
す
る
も
の

と
し
て
規
定
し
よ
う
と
思
う
。
ミ
ュ
ト
ス
は
こ
の
と
き
内
容
上
必
ず
し
も
神
々
や
英
雄
等
に
関
係
す
る
の
で
な
い

よ
う
に
、
時
間
上
必
ず
し
も
原
始
的
な
も
の
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
ド
ク
サ
、
ミ
ュ
ト
ス
及
び
ロ
ゴ
ス
と
い
う
三

つ
の
知
識
形
態
は
、
我
々
の
信
ず
る
と
こ
ろ
で
は
、
知
識
学
の
内
部
に
お
い
て
重
要
な
問
題
領
域
を
形
作
る
の
で

あ
る
が
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
詳
細
に
研
究
す
る
こ
と
は
他
の
機
会
に
譲
り
、
こ
こ
で
は
簡
単
な
説
明
を
与
え
る
こ



三
〇
〇

と
で
満
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

二

先
ず
ド
ク
サ
は
知
識
の
如
何
な
る
存
在
の
仕
方
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を
哲
学
者
と
し
て
最
も
真
面
目
に
取

扱
っ
た
人
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
る
と
、
ド
ク
サ
は
探
求
で
な
く
、
既
に
或
る

断
言
で
あ
る
。
こ
の
規
定
は
全
く
根
本
的
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ド
ク
サ
は
第
一
に
探
求 zhvthsiV 

で
な
い
。
こ

の
点
に
お
い
て
そ
れ
は
探
求
乃
至
研
究
を
本
性
と
す
る
科
学
と
異
な
っ
て
い
る
。
ド
ク
サ
は
尋
ね
究
め
る
の
で
な

く
、「
既
に
」 h[dh 

与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
既
に
」
と
い
う
こ
と
が
そ
の
特
殊
な
存
在
の
仕
方
を
性
格
附
け

る
。
科
学
と
ド
ク
サ
の
相
違
は
、
知
識
の
内
容
自
体
の
相
違
に
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
探
求
を
そ
の
う
ち
に
含
む

か
否
か
と
い
う
存
在
の
仕
方
の
相
違
に
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
自
体
と
し
て
は
科
学
的
内
容
の
知
識
も
、
研
究
を

通
じ
て
で
な
く
既
に
そ
こ
に
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
単
純
に
受
取
る
場
合
に
は
、
も
は
や
科
学
と
し
て
で

な
く
、
む
し
ろ
ド
ク
サ
的
に
存
在
す
る
と
見
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
科
学
は
、
科
学
で
あ
る
限
り
、
始
か
ら
終
ま
で

研
究
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
対
し
ド
ク
サ
は
、
我
々
が
探
求
の
道
を
通

じ
て
そ
れ
に
到
達
す
る
の
で
な
く
、
我
々
に
と
っ
て
既
に
あ
る
も
の
、
既
に
社
会
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
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第
一　

社
会
的
知
識
の
諸
形
態

あ
る
。
我
々
は
い
わ
ば
ド
ク
サ
の
中
へ
産
れ
落
ち
る
、
社
会
の
中
へ
産
れ
落
ち
る
と
き
人
間
は
同
時
に
種
々
の
ド

ク
サ
の
中
へ
産
れ
落
ち
る
の
で
あ
る
。
第
二
に
ド
ク
サ
は
或
る
断
言 favsiV 

で
あ
る
。
こ
の
と
き
断
言
と
い
う

の
は
、
否
定
に
対
立
す
る
肯
定
で
な
く
、
た
だ
単
な
る
肯
定
を
意
味
す
る
。
断
言
と
い
っ
て
も
、
我
々
は
そ
れ
を

主
張
と
し
て
自
己
の
責
任
に
お
い
て
言
う
の
で
な
く
、
む
し
ろ
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
の
中
に
お
い
て
我
々
も
一
緒

に
言
う
の
で
あ
る
。
リ
ッ
カ
ー
ト
が
い
っ
た
よ
う
に
、
判
断
と
い
う
も
の
の
性
質
は
こ
れ
を
問
に
対
す
る
答
と
考

え
る
と
よ
く
分
る
。
判
断
は
か
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
い
う katavfasiV  （
肯
定
）
も
し
く

は ajpovfasiV  （
否
定
）
で
あ
る
。
し
か
る
に
ド
ク
サ
は
単
な
る favsiV  

で
あ
る
。
科
学
の
命
題
は
判
断
の
形
を
と

り
、
た
だ
単
な
る
肯
定
で
な
く
、
つ
ね
に
肯
定
と
否
定
と
の
対
立
を
含
み
、
そ
の
肯
定
は
つ
ね
に
否
定
に
対
す
る

肯
定
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
従
っ
て
科
学
は
絶
え
ざ
る
問
の
う
ち
に
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ド
ク
サ
は
か
よ

う
な katav - 

及
び ajpo-  

へ
の
分
化
対
立
を
含
ま
ぬ
単
純
な
、
直
接
的
な favsiV  

と
し
て
存
在
す
る
。
そ
こ
で
第

三
に
ド
ク
サ
は
本
来
の
意
味
に
お
い
て
真
或
い
は
偽
と
し
て
の
論
理
的
性
格
を
具
え
て
い
な
い
と
い
わ
れ
る
。
本

来
の
論
理
的
意
味
に
お
け
る
真
及
び
偽
は
、
本
来
的
な
肯
定
及
び
否
定
を
含
む
ロ
ゴ
ス
に
つ
い
て
語
ら
れ
得
る
の

み
で
あ
る
。
単
な
る
肯
定
或
い
は
断
言
で
あ
る
ド
ク
サ
は
も
と
真 ajlhqhvV  

と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
真
と
の
区
別

に
お
い
て
正 ojrqovthV  

と
い
わ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
正
し
い
ド
ク
サ
は
実
質
的
価
値
に
お
い
て
真
と
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異
な
る
こ
と
な
く
、
或
る
意
味
で
は
真
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
ド
ク
サ
と
科
学
と
は
知
識
と
し
て
ど
こ
ま
で

も
存
在
の
仕
方
を
異
に
す
る
の
で
あ
る
。
第
四
に
ド
ク
サ
は
或
る
信 pistiV 

と
結
び
附
い
て
い
る
。
科
学
的
知

識
は
理
由
ま
た
は
根
拠
を
伴
う
、
従
っ
て
そ
れ
は
ひ
と
を
説
得
す
る
。
信
と
い
う
の
は
か
よ
う
な
説
得
と
は
反
対

の
も
の
で
あ
る
。
ド
ク
サ
は
理
由
を
も
っ
て
説
得
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
単
純
に
受
取
ら
れ
、
そ
の
ま
ま
信

ぜ
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
自
体
と
し
て
は
科
学
的
内
容
の
知
識
も
、
理
由
或
い
は
根
拠
の
意
識
に
伴
わ
れ
る
こ
と

な
し
に
単
に
そ
の
も
の
と
し
て
信
ぜ
ら
れ
る
限
り
、
も
は
や
科
学
と
し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
ド
ク
サ
的
に
存
在

す
る
と
見
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
と
こ
ろ
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
こ
れ
ら
の
諸
規
定
に
附
け
加
え
て
、
第
五
に
、

ド
ク
サ
の
対
象
は
可
変
的
な
も
の to; ejndecovmenon a[llw

V e[cein 

で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
彼
が
科
学

的
知
識
は
本
来
つ
ね
に
在
る
も
の
、
永
遠
に
然
か
あ
る
も
の
に
関
し
て
の
み
可
能
で
あ
る
と
考
え
た
こ
と
に
相
応

す
る
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
固
よ
り
こ
の
よ
う
な
見
方
に
そ
の
ま
ま
直
ち
に
承
服
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
た
だ
我
々

は
こ
の
思
想
を
次
の
よ
う
な
意
味
に
解
釈
し
直
し
て
認
め
よ
う
と
思
う
。即
ち
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
運
動
を
含
み
、

可
変
的
な
も
の
、
偶
然
的
な
も
の
と
し
て
現
れ
る
と
こ
ろ
の
社
会
及
び
歴
史
の
領
域
は
、
知
識
が
ド
ク
サ
の
形
態

に
お
い
て
存
在
す
る
に
最
も
適
す
る
、
或
い
は
そ
の
こ
と
が
必
然
的
で
あ
り
さ
え
す
る
領
域
で
あ
る
。
そ
こ
で
は

科
学
も
絶
え
ず
ド
ク
サ
の
形
態
に
転
化
し
て
ゆ
く
の
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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ド
ク
サ
に
関
す
る
右
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
説
を
我
々
は
彼
の
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
の
中
か
ら
取
っ
て
概

括
し
た
。
彼
が
特
に
こ
の
書
に
お
い
て
ド
ク
サ
に
つ
い
て
詳
し
く
論
じ
て
い
る
の
は
興
味
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
偶

然
で
あ
る
と
は
い
わ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
る
と
倫
理
学
は
も
と
政
治
学 politikhv  

に
属

し
て
い
る
。
倫
理
学
は
人
間
の
善
を
取
扱
う
も
の
で
あ
る
が
、
人
間
は
そ
の
根
本
的
規
定
に
お
い
て
社
会
的
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
た
。
そ
し
て
実
際
、
社
会
的
存
在
と
し
て
の
人
間
の
社
会
的
な
も
の
に
関
す
る
知
識
の
場
合
ド

ク
サ
は
格
別
に
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ド
ク
サ
と
い
う
語
は
通
常
「
意
見
」
と
訳
さ
れ
、
意
見

と
い
う
と
個
人
的
な
も
の
と
解
さ
れ
易
い
け
れ
ど
も
、
個
人
的
意
見
は
む
し
ろ
ド
ク
サ
の
固
有
な
も
の
で
は
な

い
。
意
見
が
意
見
と
し
て
意
味
を
有
す
る
の
は
社
会
的
な
も
の
で
あ
る
場
合
に
限
ら
れ
る
と
す
ら
い
い
得
る
で
あ

ろ
う
。
そ
の
発
生
に
お
い
て
個
人
の
力
が
ど
の
よ
う
に
は
た
ら
く
に
せ
よ
、
ド
ク
サ
は
そ
の
存
在
の
仕
方
に
お
い

て
社
会
的
な
も
の
と
し
て
固
有
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
恰
も
今
日
慣
習
法
と
い
わ
れ
る
も
の
を
ロ
ー
マ
人
が 

opinio  juris 

と
い
っ
た
場
合
、
こ
の
や
は
り
意
見
と
訳
さ
れ
る
オ
ピ
ニ
オ
が
な
ん
ら
個
人
的
意
見
を
意
味
し
な

か
っ
た
の
と
同
様
で
あ
る
。
ド
ク
サ
は
個
人
的
な
も
の
と
見
ら
れ
な
い
よ
う
に
、
ま
た
時
間
空
間
を
超
越
し
た
ド

ク
サ
と
い
う
も
の
は
あ
り
得
な
い
。
か
よ
う
に
し
て
ド
ク
サ
は
一
定
の
歴
史
的
時
代
に
お
け
る
一
定
の
社
会
乃
至

集
団
と
結
び
附
い
た
も
の
と
し
て
固
有
な
も
の
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
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社
会
的
知
識
が
ド
ク
サ
と
し
て
存
在
す
る
に
至
る
条
件
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
主
要
な
も
の
は

こ
う
で
あ
る
。
一
定
の
時
代
に
お
け
る
一
定
の
社
会
は
、苟
も
そ
の
社
会
が
そ
の
形
態
に
お
い
て
存
続
す
る
限
り
、

自
己
の
う
ち
に
均
衡
へ
の
傾
向
を
含
む
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
言
う
ま
で
も
な
く
こ
の
よ
う
な
均
衡
へ
の
傾
向

は
社
会
の
一
面
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
歴
史
に
お
い
て
社
会
の
形
態
が
一
か
ら
他
へ
転
化
し
て
ゆ
く
の
が
見
ら
れ
る

以
上
、
均
衡
は
絶
対
的
永
久
的
の
も
の
で
な
く
、
そ
こ
に
は
他
面
矛
盾
の
関
係
が
含
ま
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
し
か
し
な
が
ら
相
対
的
に
見
て
、
一
定
の
社
会
が
一
定
の
形
態
に
お
い
て
存
続
す
る
限
り
、
そ
の
社
会
は

部
分
的
な
動
揺
に
も
拘
ら
ず
全
体
と
し
て
均
衡
を
保
っ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
と
こ
ろ
で
均
衡
の
関
係

に
あ
る
社
会
は
つ
ま
り
常
態
を
有
す
る
社
会
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
人
間
の
社
会
的
行
動
の
仕
方
も
絶
え
ず

繰
り
返
さ
れ
る
と
い
う
形
式
を
と
り
、
こ
の
よ
う
に
習
慣
的
に
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
社
会
的
機
能

を
発
揮
す
る
、
即
ち
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
の
均
衡
は
維
持
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
習
慣
的
に

繰
り
返
さ
れ
る
仕
方
に
お
い
て
社
会
的
に
交
渉
す
る
こ
と
の
中
か
ら
、
人
間
に
と
っ
て
お
の
ず
か
ら
社
会
に
つ
い

て
の
常
識
と
い
う
も
の
が
生
ず
る
。
そ
れ
故
に
ひ
と
は
常
識
を
単
に
知
識
の
一
定
の
水
準
―
―
し
か
も
こ
の
水
準

は
科
学
に
比
し
て
つ
ね
に
低
い
と
見
ら
れ
る
―
―
を
表
す
も
の
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
。
社
会
的
知
識
が
常
識
と

し
て
存
在
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
主
要
な
条
件
と
し
て
、
社
会
が
均
衡
を
保
ち
、
常
態
を
有
す
る
と
い
う
現
実
的
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基
礎
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
と
き
常
識
は
こ
の
社
会
の
内
部
に
お
い
て
繰
り
返
し
確
か
め
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
そ
の
妥
当
性
は
ど
こ
ま
で
も
経
験
的
妥
当
性
を
出
な
い
。
常
識
は
矛
盾
を
含
ま
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
論

理
的
矛
盾
を
含
ま
な
い
と
い
う
こ
と
で
な
く
、
常
識
の
存
在
し
得
る
地
盤
と
し
て
の
社
会
が
均
衡
を
保
つ
と
こ
ろ

か
ら
現
実
的
矛
盾
を
含
ま
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
常
識
が
上
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
従
っ
て
規

定
し
た
如
き
ド
ク
サ
的
な
存
在
の
仕
方
を
有
す
る
こ
と
は
論
ず
る
ま
で
も
な
く
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
に
ド

ク
サ
の
現
実
的
な
一
般
的
性
質
は
、
そ
れ
が
均
衡
あ
る
社
会
、
或
い
は
コ
ン
ト
な
ど
に
倣
っ
て
社
会
の
有
機
的
時

期
と
批
判
的
も
し
く
は
危
機
的
時
期
と
を
区
別
す
る
と
、
そ
の
有
機
的
時
期
に
お
け
る
知
識
の
形
態
と
し
て
、
そ

れ
自
身
有
機
的
知
識
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

社
会
が
均
衡
へ
の
傾
向
を
含
む
限
り
、
ま
た
そ
の
程
度
に
応
じ
て
、
社
会
的
知
識
は
ド
ク
サ
的
形
態
に
お
い
て

存
在
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
存
在
す
る
必
然
性
を
も
っ
て
い
る
。
均
衡
あ
る
社
会
に
お
い
て
は
人
間
は
習
慣
的

に
繰
り
返
さ
れ
る
仕
方
で
社
会
的
に
」
交
渉
す
る
と
こ
ろ
か
ら
既
に
い
わ
ば
自
然
生
長
的
に
ド
ク
サ
的
な
社
会
的

知
識
が
発
生
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
彼
等
は
同
時
に
、
と
り
わ
け
社
会
の
こ
の
形
態
の
う
ち
に
お
い
て
自
己
の

生
存
の
優
越
を
確
保
さ
れ
て
い
る
者
は
特
に
、
こ
の
社
会
の
こ
の
均
衡
状
態
を
永
続
さ
せ
よ
う
と
い
う
要
求
を
感

じ
、
か
く
の
如
き
自
然
生
長
的
な
ド
ク
サ
は
お
の
ず
か
ら
社
会
統
制
的
意
味
を
担
っ
て
く
る
。
我
々
は
こ
の
よ
う



三
〇
六

な
場
合
を
多
分
慣
習
法
と
い
う
も
の
に
お
い
て
最
も
明
瞭
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
自
然
生
長
的
な

も
の
は
か
く
て
次
第
に
社
会
の
一
定
の
形
態
に
お
け
る
均
衡
状
態
を
持
続
さ
せ
る
た
め
に
目
的
意
識
的
に
取
り
上

げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
必
然
的
で
あ
る
、
そ
れ
は
社
会
の
う
ち
に
均
衡
へ
の
傾
向
と
同
時
に

矛
盾
へ
の
、
従
っ
て
運
動
と
変
化
へ
の
傾
向
が
含
ま
れ
る
限
り
必
然
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

し
か
る
に
今
の
関
係
に
お
い
て
特
に
問
題
に
な
る
の
は
、
科
学
が
ド
ク
サ
的
形
態
に
転
態
す
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
社
会
科
学
は
、
科
学
で
あ
る
限
り
、
研
究
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
、
不
断
の
探
究
を
含
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ

の
と
き
一
の
問
は
直
ち
に
他
の
問
を
生
み
、
答
は
や
が
て
問
に
砕
か
れ
る
。
こ
れ
は
固
よ
り
い
わ
ゆ
る
懐
疑
と
は

十
分
に
区
別
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
探
求
を
本
性
と
す
る
社
会
科
学
に
し
て
こ
の
よ
う
に
絶
え

ざ
る
生
成
の
過
程
に
お
い
て
存
在
す
る
も
の
と
す
れ
ば
、
そ
の
知
識
が
そ
の
存
在
の
仕
方
で
直
ち
に
社
会
的
実
践

の
中
へ
入
る
こ
と
の
で
き
な
い
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
社
会
的
実
践
の
必
要
と
す
る
の
は
生
成
の
う
ち
に
あ
る
知

識
で
は
な
く
、
む
し
ろ
結
論
に
あ
る
知
識
で
あ
る
。
過
程
を
含
む
知
識
で
は
な
く
、
却
っ
て
若
干
の
ス
ロ
ー
ガ
ン

で
さ
え
あ
る
。
一
定
の
科
学
的
知
識
が
社
会
的
実
践
の
中
へ
入
る
た
め
に
は
、
そ
れ
は
既
に
結
論
的
な
も
の
、
確

定
的
な
も
の
と
看
做
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
お
い
て
科
学
的
知
識
は
、
何
等
か
ド
ク
サ
的
形
態
を
と

ら
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
ド
ク
サ
は
実
践
と
結
び
附
い
た
知
識
の
存
在
の
仕
方
一
般
で
あ
る
の
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で
は
な
い
。
我
々
は
ド
ク
サ
が
有
機
的
知
識
と
し
て
一
定
の
社
会
の
均
衡
状
態
を
そ
の
存
在
の
現
実
的
な
基
礎
と

す
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
。
こ
れ
は
ま
た
科
学
が
ド
ク
サ
に
転
態
す
る
た
め
の
現
実
的
な
条
件
で
あ
る
で
あ
ろ

う
。
言
い
換
え
る
と
、
或
る
社
会
科
学
的
知
識
は
、
そ
の
内
容
が
一
定
の
社
会
の
そ
の
形
態
に
お
け
る
均
衡
を
維

持
す
る
に
適
す
る
限
り
、
常
識
化
さ
れ
る
可
能
性
を
含
む
。
普
通
に
は
理
解
の
容
易
と
い
う
こ
と
が
科
学
的
知
識

の
内
容
の
常
識
と
な
り
得
る
主
要
な
条
件
と
考
え
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
ひ
と
つ
の
条
件
で
あ
っ
て
、

決
定
的
な
も
の
で
は
な
い
。
決
定
的
な
の
は
、
そ
の
知
識
が
社
会
の
現
有
す
る
均
衡
に
適
応
も
し
く
は
相
応
す
る

か
否
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
条
件
に
適
す
る
限
り
、
社
会
科
学
的
知
識
は
、
知
識
と
し
て
は
高
度
の
も
の

で
あ
っ
て
も
、
常
識
化
さ
れ
る
可
能
性
を
含
み
、
ま
た
如
何
に
か
し
て
常
識
化
さ
れ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
、
種
々

の
手
段
に
よ
っ
て
常
識
化
す
る
こ
と
が
企
て
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
す
で
に
い
っ
た
如
く
、
一
定
の
社
会
の
内
部
に

お
け
る
自
然
生
長
的
な
ド
ク
サ
は
現
実
の
条
件
に
促
さ
れ
て
目
的
意
識
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ

れ
は
そ
の
合
理
化
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
か
よ
う
な
合
理
化
の
過
程
に
お
い
て
ド
ク
サ
は
科
学
と
結
び
附
く
。

科
学
は
ド
ク
サ
と
組
み
合
わ
さ
れ
、
ド
ク
サ
は
科
学
と
接
ぎ
合
わ
さ
れ
る
。
か
よ
う
に
し
て
ド
ク
サ
的
科
学
と
も

い
う
べ
き
も
の
が
生
ず
る
。
マ
ル
ク
ス
は
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
経
済
学
の
或
る
も
の
を
「
俗
流
」vulgär 

経
済
学
と
呼
ん

だ
が
、
俗
流
と
は
我
々
の
い
う
ド
ク
サ
的
の
意
味
に
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ド
ク
サ
は
こ
の
と
き
合
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理
化
さ
れ
は
す
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
根
本
的
に
科
学
と
な
る
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
は
科
学
の
本
性
に
属
す
る

探
求
に
一
定
の
限
界
が
お
か
れ
て
い
る
。
即
ち
探
求
は
そ
れ
か
ら
生
ず
る
知
識
が
社
会
の
現
存
す
る
均
衡
状
態
に

適
応
も
し
く
は
相
応
す
る
範
囲
乃
至
限
度
の
外
に
出
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
研
究
の
地
盤
を
な
し
基
礎
と
な

っ
て
い
る
の
は
、
そ
の
社
会
形
態
と
有
機
的
関
係
に
あ
る
知
識
、
ド
ク
サ
或
い
は
常
識
で
あ
る
。
か
よ
う
な
ド
ク

サ
的
科
学
が
科
学
と
し
て
容
易
に
ド
ク
サ
化
乃
至
常
識
化
さ
れ
る
に
至
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
こ
の
も
の
に
つ
い

て
な
お
常
識
化
さ
れ
得
ぬ
部
分
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
専
門
家
的
な
部
分
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
常

識
は
科
学
よ
り
も
程
度
の
低
い
知
識
で
あ
る
と
い
う
普
通
の
見
方
が
当
て
嵌
ま
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
か
く
の
如

き
科
学
の
つ
ね
と
し
て
、
そ
の
基
礎
が
常
識
的
で
あ
る
の
に
反
し
て
、
そ
の
枝
葉
が
徒
ら
に
煩
瑣
で
、
徒
ら
に
専

門
家
的
で
あ
る
の
が
見
出
さ
れ
る
。

し
か
し
ド
ク
サ
的
科
学
は
そ
の
根
本
の
性
質
に
お
い
て
科
学
で
あ
る
よ
り
も
む
し
ろ
ド
ク
サ
で
あ
る
。
ド
ク
サ

の
合
理
化
は
こ
の
場
合
容
赦
な
く
行
わ
れ
る
の
で
な
く
、
一
定
の
限
界
が
お
か
れ
、
し
か
も
こ
の
限
界
は
科
学
の

本
質
に
内
在
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ド
ク
サ
は
本
来
そ
の
と
き
科
学
化
さ
れ
る
の
で
な
く
、
む
し
ろ
ド
グ
マ
化
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
こ
こ
に
ま
た
ド
グ
マ dovgma  
と
い
う
語
を
術
語
と
し
て
導
き
入
れ
よ
う
と
思
う
。
ド
グ

マ
と
い
う
と
、
こ
れ
ま
た
我
々
の
間
で
は
通
常
個
人
的
意
見
と
解
さ
れ
、「
独
断
」
な
ど
と
も
訳
さ
れ
て
い
る
け
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れ
ど
も
、
ド
グ
マ
は
む
し
ろ
社
会
的
な
も
の
と
し
て
固
有
な
も
の
で
あ
る
。
或
い
は
ド
グ
マ
が
ド
グ
マ
と
し
て
重

要
性
を
有
す
る
の
は
社
会
的
な
も
の
で
あ
る
場
合
で
あ
る
。
そ
の
代
表
的
な
例
と
し
て
教
会
の
ド
グ
マ
と
い
う
よ

う
な
も
の
を
考
え
て
み
る
と
、
そ
の
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
我
々
の
理
解
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
ド
グ
マ
も
そ

の
根
本
的
性
質
に
お
い
て
知
識
の
ド
ク
サ
的
形
態
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
そ
の
存
在
の
現
実
的
な
基
礎
と
し
て

社
会
の
一
定
の
形
態
に
お
け
る
均
衡
を
前
提
し
、
こ
の
均
衡
が
持
続
的
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
ド
グ
マ
の
発
達
に
有

利
な
地
盤
が
与
え
ら
れ
る
。
ド
ク
サ
と
ド
グ
マ
と
を
区
別
す
る
な
ら
ば
、
前
者
が
よ
り
多
く
自
然
生
長
的
で
あ
る

の
に
対
し
て
、
後
者
は
よ
り
多
く
目
的
意
識
的
で
あ
る
。
し
か
し
有
機
的
知
識
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
両
者
は
性

質
を
等
し
く
す
る
。
そ
こ
で
常
識
は
科
学
の
程
度
の
低
い
も
の
と
い
う
よ
り
も
ド
グ
マ
の
程
度
の
低
い
も
の
と
い

う
べ
き
で
あ
る
。
社
会
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
均
衡
へ
の
傾
向
が
絶
対
的
で
な
く
、
同
時
に
反
対
の
傾
向
と
し
て
矛

盾
の
関
係
が
存
在
す
る
限
り
、
こ
の
均
衡
状
態
を
維
持
し
存
続
さ
せ
よ
う
と
い
う
要
求
の
も
と
に
、
目
的
意
識
的

な
ド
グ
マ
が
形
作
ら
れ
る
に
至
る
と
い
う
こ
と
は
必
然
で
あ
ろ
う
。
ド
グ
マ
は
一
定
の
範
囲
内
に
お
い
て
は
十
分

科
学
的
で
あ
る
、
そ
れ
は
屡
々
過
度
に
科
学
的 hyperw

issenschaftlich 

で
す
ら
あ
る
。
し
か
し
探
求
ま
た
は
研

究
は
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
こ
の
場
合
ど
こ
ま
で
も
延
び
て
ゆ
く
こ
と
を
許
さ
れ
ず
、
つ
ね
に
原
理
的
な
限
界
を
み
ず

か
ら
に
対
し
て
お
い
て
い
る
。
こ
の
限
界
と
い
う
の
は
、
そ
の
知
識
が
一
定
の
社
会
の
現
存
す
る
均
衡
状
態
に
適
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応
も
し
く
は
相
応
す
る
範
囲
内
に
と
ど
ま
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
か
よ
う
に
限
界
附
け
ら
れ
て
い
る
と

こ
ろ
か
ら
、
そ
こ
で
は
原
理
的
な
も
の
、
基
礎
的
な
も
の
は
勢
い
、
既
定
的
な
も
の
、
不
変
的
な
も
の
と
見
ら
れ

ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
と
き
研
究
が
注
釈
、
敷
衍
、
弁
護
な
ど
い
う
形
式
を
と
る
の
は
自
然
で
あ
る
。

三

我
々
は
社
会
的
知
識
の
ド
ク
サ
的
形
態
か
ら
そ
の
ミ
ュ
ト
ス
的
形
態
を
区
別
す
る
。
ミ
ュ
ト
ス
も
し
ば
し
ば
、

と
り
わ
け
実
証
主
義
者
に
よ
っ
て
、
科
学
の
前
段
階
と
見
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
単
に
そ
の
よ
う
に
見
る
べ
き

で
な
く
、
む
し
ろ
科
学
と
は
存
在
の
仕
方
を
異
に
す
る
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
従
っ
て
そ
れ
は
原
始
古
代
に

の
み
属
す
る
も
の
で
は
な
い
。
古
代
神
話
学
の
問
題
を
如
何
に
把
握
し
、
如
何
に
解
決
す
べ
き
で
あ
る
か
は
別
と

し
て
、
我
々
は
こ
こ
に
ミ
ュ
ト
ス
の
概
念
を
術
語
的
に
確
定
し
よ
う
と
思
う
。
そ
の
意
味
は
恐
ら
く
次
の
如
き
場

合
を
想
い
浮
べ
て
み
る
と
推
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
マ
ル
ク
ス
は
一
八
七
七
年
八
月
一
日
附
の
エ
ン

ゲ
ル
ス
へ
の
書
簡
の
中
で
、「
再
び
流
行
し
つ
つ
あ
る『
正
義
、自
由
、平
等
』等
々
の
女
神
た
ち
を
現
す
た
め
に『
近

代
神
話
』m

oderne M
ythologie 

と
い
う
言
葉
を
用
い
た
」【M

EW
 34 B

d. S. 65-

】
と
書
い
て
い
る
。
或
い
は
ま
た

ソ
レ
ル
は
、
世
界
歴
史
の
あ
ら
ゆ
る
革
命
的
時
代
に
お
い
て
、
例
え
ば
原
始
キ
リ
ス
ト
教
、
宗
教
改
革
、
フ
ラ
ン
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ス
革
命
な
ど
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
或
る
社
会
的
ミ
ュ
ト
ス m
ythe social 

が
存
在
す
る
と
信
じ
、
現
代
の
プ
ロ

レ
タ
リ
ア
の
社
会
変
革
に
お
け
る
ミ
ュ
ト
ス
は
総
同
盟
罷
業
で
あ
る
と
考
え
た
。
ド
ク
サ
の
固
有
な
も
の
が
社
会

的
な
も
の
で
あ
る
よ
う
に
、
ミ
ュ
ト
ス
は
本
来
社
会
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
両
者
の
差
異
は
次
の
諸
点
に
お

い
て
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

第
一
、
ド
ク
サ
が
社
会
に
お
け
る
均
衡
へ
の
傾
向
に
相
応
す
る
形
態
で
あ
る
に
反
し
、
ミ
ュ
ト
ス
は
社
会
に
お

け
る
矛
盾
も
し
く
は
対
立
の
関
係
に
相
応
す
る
形
態
で
あ
る
。
前
者
が
コ
ン
ト
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
有
機
的
時
期
に

あ
た
る
知
識
形
態
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
は
批
判
的
も
し
く
は
危
機
的
時
期
に
あ
た
る
知
識
形
態
と
し
て
固

有
な
も
の
で
あ
る
。
ド
ク
サ
的
と
見
ら
れ
る
常
識
の
こ
と
を
ド
イ
ツ
語
で
は “gesunder M

enschenverstand” 

と

い
う
。「
健
全
」gesund 

と
い
う
の
は
、
そ
の
知
識
が
社
会
の
現
存
す
る
均
衡
に
対
し
て
調
節
さ
れ
、
こ
れ
を
乱

し
妨
げ
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
し
か
る
に
優
越
な
意
味
に
お
け
る
ミ
ュ
ト
ス
は
矛
盾
も
し
く
は

対
立
の
意
識
か
ら
生
れ
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
自
然
に
つ
い
て
の
ミ
ュ
ト
ス
で
す
ら
、
人
間
と
自
然
と
の
間
に

お
け
る
矛
盾
も
し
く
は
対
立
の
意
識
か
ら
生
れ
た
も
の
と
解
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
第
二
、
ミ
ュ

ト
ス
は
こ
の
よ
う
に
矛
盾
の
意
識
か
ら
生
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
特
殊
な
時
間
の
観
念
が
そ
れ
に
お
い
て
全
く
重
要

な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
問
題
及
び
そ
の
見
方
に
お
い
て
我
々
と
は
別
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
に
し
て
も
、
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エ
ル
ン
ス
ト
・
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
そ
の
『
象
徴
的
諸
形
式
の
哲
学
』
第
二
部
「
ミ
ュ
ト
ス
的
思
惟
」（
一
九
二
五

年
）
の
中
で
次
の
如
く
記
し
て
い
る
。「
ミ
ュ
ト
ス
的
対
象
界
の
構
成
に
と
っ
て
空
間
の
根
本
形
式
の
重
要
な
こ

と
が
わ
か
る
に
せ
よ
、
―
―
し
か
も
我
々
は
、
そ
れ
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
限
り
、
こ
の
世
界
の
本
来
の

0

0

0

存
在
、
真

の
『
内
部
』
へ
な
お
全
然
入
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
我
々
が
こ
の
世
界
を
表
す
た
め
に
使
用
す
る
言
語

上
の
表
現
が
す
で
に
我
々
に
こ
の
点
を
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
『
ミ
ュ
ト
ス
』
と
い
う
語
そ
の
も
の

は
、
そ
の
根
本
的
意
味
に
従
え
ば
、
な
ん
ら
空
間
的
で
な
く
却
っ
て
純
粋
に
時
間
的
な

0

0

0

0

見
方
を
自
己
の
う
ち
に
含

ん
で
い
る
。
そ
れ
は
そ
の
も
と
に
世
界
の
総
体
が
引
張
ら
れ
る
一
定
の
時
間
的
『
ア
ス
ペ
ク
ト
』
を
表
し
て
い

る
。
真
正
の
ミ
ュ
ト
ス
は
、
単
に
宇
宙
及
び
そ
の
個
々
の
部
分
並
び
に
力
の
直
観
が
一
定
の
形
象
に
、
も
ろ
も
ろ

の
悪
魔
や
神
々
の
姿
に
形
作
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
の
姿
に
時
間
の
う
ち
に
お
け
る
発
生
、
生

成
、
生
命
が
与
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
は
じ
め
て
、
始
ま
る
の
で
あ
る
。」
こ
の
よ
う
に
本
来
の
ミ
ュ
ト
ス
に
と
っ

て
は
特
殊
な
時
間
の
観
念
が
構
成
的
で
あ
る
と
見
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
に
対
し
て
社
会
的
均
衡
の
意

識
と
結
び
附
く
ド
ク
サ
は
む
し
ろ
空
間
的
と
し
て
特
徴
附
け
ら
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
第
三
、
ド
ク
サ
は
、
常
識
が 

M
enschenverstand

と
い
う
語
を
も
っ
て
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
成
立
に
あ
た
っ
て
或
る
悟
性
、
従
っ
て
或
る

判
断
を
含
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
な
悟
性
は
科
学
の
能
力
と
同
様
の
も
の
、
或
い
は
同
一
の
仕
方
に
お
い
て
は
た
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ら
く
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
者
は
科
学
を
ロ
ゴ
ス
即
ち
ヌ
ー
ス nou:V 

に
、
ド

ク
サ
を
こ
れ
と
は
異
な
る
デ
ィ
ア
ノ
イ
ア diavnoia  

に
属
せ
し
め
た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
場
合
悟
性
は
い
わ

ゆ
る M

enschenverstand

と
し
て
全
く
現
実
的
に
、
具
体
的
に
捉
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
従
っ
て
ま
た
こ
の
と
き

判
断
は
理
論
的
科
学
的
判
断
と
は
区
別
さ
れ
て
、
日
常
的
な
意
味
で
い
う
判
断
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
と

も
か
く
ド
ク
サ
は
或
る
悟
性
的
な
も
の
、
或
る
判
断
的
な
も
の
を
含
む
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
れ
は
そ
れ
自
身
の
う
ち

に
容
易
に
科
学
的
知
識
と
接
合
さ
れ
、
結
合
さ
れ
、
否
む
し
ろ
ド
グ
マ
化
さ
れ
る
可
能
性
を
有
す
る
と
見
ら
れ
よ

う
。
こ
れ
に
反
し
て
ミ
ュ
ト
ス
は
も
と
或
る
直
観
乃
至
表
象
と
結
び
附
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
直
観
乃
至
表
象

は
そ
の
固
有
性
と
独
自
性
に
お
い
て
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ミ
ュ
ト
ス
は
元
来
思
惟
の
低
い
段
階
と
い

う
意
味
で
の
表
象
の
産
物
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
一
切
の
ミ
ュ
ト
ス
的
な
も
の
を
原
始
時
代
、
科
学
の
前
時
代
へ

追
放
す
る
こ
と
を
も
っ
て
始
ま
っ
た
コ
ン
ト
の
体
系
は
、
不
思
議
に
も
そ
れ
自
身
ひ
と
つ
の
ミ
ュ
ト
ス
的
宗
教
的

上
構
建
築
を
も
っ
て
終
っ
た
の
で
あ
る
。
我
々
は
ジ
ィ
オ
ヴ
ァ
ン
ニ
・
パ
テ
ィ
ス
タ
・
ヴ
ィ
コ
が
デ
カ
ル
ト
の
合

理
主
義
的
哲
学
に
対
す
る
対
立
に
お
い
て
彼
の
「
新
科
学
」、
特
に
「
詩
的
知
慧
」
の
理
論
を
展
開
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
近
代
の
神
話
学
に
基
礎
を
据
え
た
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
根
源
的
に
い
う
と
、
ミ
ュ
ト
ス
は
思
惟
を
そ
の

高
い
段
階
と
し
て
有
す
る
ロ
ゴ
ス
的
意
識
の
一
形
態
と
し
て
の
表
象
か
ら
生
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
ミ
ュ
ト
ス
の
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根
源
は
む
し
ろ
パ
ト
ス
で
あ
る
。
ミ
ュ
ト
ス
的
表
象
の
裏
に
は
パ
ト
ス
が
は
た
ら
き
、
そ
の
表
象
は
パ
ト
ス
に
よ

っ
て
喚
び
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

尤
も
ド
ク
サ
が
ド
グ
マ
に
ま
で
発
展
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
ミ
ュ
ト
ス
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
ま
で
転
化
さ
れ
る
。

ユ
ー
ト
ピ
ア
は
こ
の
意
味
に
お
い
て M

ytho-logie 

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
か
よ
う
な
も
の
と
し
て
そ
れ
は
単
な
る

ミ
ュ
ト
ス
で
な
く
、
そ
こ
に
或
る
ロ
ゴ
ス
、
従
っ
て
或
る
理
論
が
附
け
加
わ
り
、
含
ま
れ
て
い
る
。
ユ
ー
ト
ピ
ア

は
知
的
労
作
の
産
物
で
あ
る
。
そ
れ
は
も
と
よ
り
ひ
ま
つ
ぶ
し
の
空
想
に
過
ぎ
ぬ
も
の
で
は
な
い
。
本
来
的
な
ユ

ー
ト
ピ
ア
は
対
立
の
意
識
、
そ
れ
故
に
批
判
的
意
識
か
ら
生
れ
る
。
カ
ウ
ツ
キ
イ
は
『
ト
マ
ス
・
モ
ー
ア
と
そ
の

ユ
ー
ト
ピ
ア
』（
第
六
版
、
一
九
二
六
年
）
に
お
い
て
こ
の
有
名
な
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
分
析
し
、
そ
れ
が
如
何
に
革
命

的
で
あ
っ
た
か
を
鮮
か
に
描
い
て
い
る
。
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
単
に
幻
想
的
な
も
の
で
な
く
、
正
し
い
ド
ク
サ
が
あ
る

よ
う
に
、
正
し
い
ユ
ー
ト
ピ
ア
も
あ
り
得
る
。「
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
し
ば
し
ば
時
期
尚
早
の
真
理
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。」

Les utopies ne sont souvent que des vérités prém
aturées. 

と
ラ
マ
ル
テ
ィ
ー
ヌ
は
い
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
科

学
と
は
存
在
の
仕
方
を
異
に
し
、
こ
の
特
殊
性
に
お
い
て
理
解
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
恰
も
ド
グ
マ
が
ド
ク
サ
を
地

盤
と
す
る
と
き
本
来
的
な
も
の
で
あ
る
よ
う
に
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
ミ
ュ
ト
ス
を
地
盤
と
す
る
と
き
本
来
的
な
も
の

で
あ
る
と
い
わ
れ
よ
う
。
と
こ
ろ
で
ミ
ュ
ト
ス
は
も
と
現
実
の
矛
盾
か
ら
直
接
に
生
れ
る
表
象
で
あ
る
。
か
よ
う
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な
も
の
と
し
て
ミ
ュ
ト
ス
は
な
お
直
接
に
社
会
的
行
動
と
結
び
附
く
こ
と
が
で
き
る
。
我
々
は
こ
こ
に
例
え
ば
ト

マ
ス
・
ミ
ュ
ン
ツ
ェ
ル
の
場
合
を
想
い
起
し
て
宜
い
で
あ
ろ
う
。
ソ
レ
ル
に
よ
る
と
、
ミ
ュ
ト
ス
は
事
物
の
叙
述

で
な
く
て
意
志
の
表
現
で
あ
る
。そ
れ
は
運
動
の
言
葉
を
も
っ
て
す
る
一
個
の
社
会
集
団
の
確
信
の
表
現
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
ミ
ュ
ト
ス
に
と
っ
て
は
特
殊
な
時
間
の
観
念
が
構
成
的
で
あ
り
、
と
り
わ
け
未
来
と
い
う
時
間
の
観

念
が
重
要
な
意
味
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
と
き
未
来
は
何
か
遠
い
彼
方
を
意
味
す
る
の
で
な
く
、
現
在
の
う
ち

へ
喰
い
入
っ
て
い
る
未
来
、
む
し
ろ
未
来
に
よ
っ
て
特
殊
に
ア
ク
セ
ン
ト
附
け
ら
れ
た
現
在
で
あ
る
。
し
か
る
に

ミ
ュ
ト
ス
が
ミ
ュ
ト
ロ
ギ
ー

0

0

0

と
な
る
と
き
、
言
い
換
え
る
と
ミ
ュ
ト
ス
に
或
る
ロ
ゴ
ス
が
附
け
加
わ
っ
て
ユ
ー
ト

ピ
ア
と
な
る
と
き
、
未
来
は
お
の
ず
か
ら
単
に
遠
方
を
意
味
す
る
こ
と
と
な
り
、
従
っ
て
無
規
定
な
も
の
と
な
り
、

こ
の
よ
う
な
未
来
の
像
を
構
成
す
る
こ
と
は
実
践
的
に
も
理
論
的
に
も
無
意
味
な
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の

未
来
は
も
は
や
現
実
的
な
時
間
で
は
な
い
。
そ
れ
だ
か
ら
遠
い
未
来
に
お
い
て
構
成
さ
れ
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
遠
い

過
去
に
お
い
て
構
成
さ
れ
て
も
宜
い
。
い
な
、ひ
と
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
い
ま
や
時
間
の
観
念
か
ら
独
立
な
ら
し
め
、

絶
対
的
な
イ
デ
ー
と
看
做
す
に
至
る
の
で
あ
る
。
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
か
ら
科
学
へ
の
社
会
主
義
の
発

展
』
の
中
で
、
サ
ン
・
シ
モ
ン
、
フ
ー
リ
エ
、
オ
ー
エ
ン
等
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
社
会
主
義
に
つ
い
て
論
じ
て
い
う
、

「
社
会
主
義
は
彼
等
す
べ
て
に
と
っ
て
絶
対
的
真
理
、
理
性
及
び
正
義
の
表
現
で
あ
り
、
そ
れ
が
自
分
自
身
の
力
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で
世
界
を
征
服
す
る
た
め
に
は
、
た
だ
発
見
さ
れ
る
こ
と
を
要
す
る
だ
け
だ
。
絶
対
的
真
理
は
時
間
、
空
間
及
び

人
間
的
歴
史
的
発
展
か
ら
独
立
で
あ
る
か
ら
、
何
時
そ
し
て
何
処
で
そ
れ
が
発
見
さ
れ
る
か
は
単
な
る
偶
然
で
あ

る
。」【
第
１
節
最
後
の
段
落
】
現
実
の
矛
盾
の
中
か
ら
直
接
に
生
れ
る
ミ
ュ
ト
ス
的
意
識
は
、
ミ
ュ
ト
ロ
ギ
ー
的
方

向
を
と
っ
て
進
む
に
従
い
、
現
在
の
世
界
と
未
来
の
世
界
と
の
対
立
と
し
て
表
現
さ
れ
、
や
が
て
ま
た
現
実
と
イ

デ
ー
と
の
対
立
と
し
て
表
現
さ
れ
る
に
至
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
ド
ク
サ
と
ミ
ュ
ト
ス
と
に
つ
い
て
簡
単
に
説
明
し
た
後
に
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
関
係
に
お
い

て
我
々
の
ロ
ゴ
ス
と
い
う
も
の
即
ち
社
会
科
学
の
性
質
を
簡
単
に
特
性
附
け
て
お
こ
う
。
ド
ク
サ
は
社
会
の
う
ち

に
含
ま
れ
る
均
衡
へ
の
傾
向
に
相
応
す
る
社
会
的
知
識
の
形
態
で
あ
り
、
ミ
ュ
ト
ス
は
矛
盾
の
関
係
に
相
応
す
る

形
態
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
社
会
の
歴
史
的
発
展
に
お
い
て
均
衡
へ
の
傾
向
の
支
配
的
な
時
期
、
即
ち
有
機
的
時
期

に
お
い
て
は
ロ
ゴ
ス
は
お
の
ず
か
ら
ド
ク
サ
的
形
態
を
と
り
、
科
学
は
ド
グ
マ
と
な
り
易
く
、
こ
れ
に
反
し
て
矛

盾
の
関
係
の
支
配
的
な
時
期
即
ち
危
機
的
時
期
に
お
い
て
は
ロ
ゴ
ス
は
お
の
ず
か
ら
ミ
ュ
ト
ス
的
形
態
を
と
り
、

科
学
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
傾
き
易
い
と
い
う
こ
と
が
あ
ろ
う
。
実
際
、
社
会
科
学
と
称
せ
ら
れ
る
も
の
も
、
仔
細
に

見
る
と
、
何
等
か
の
程
度
に
お
い
て
或
い
は
ミ
ュ
ト
ス
的
に
或
い
は
ド
ク
サ
的
に
存
在
す
る
こ
と
が
稀
で
な
い
の

で
あ
る
。
こ
れ
は
現
実
に
お
い
て
自
然
必
然
的
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
ま
た
こ
の
よ
う
な
自
然
必
然
性
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を
自
覚
的
に
、
方
法
的
に
統
制
す
る
と
こ
ろ
に
科
学
は
存
在
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
る
に
い
ず
れ
の
社
会
に

も
元
来
均
衡
と
矛
盾
と
の
二
つ
の
傾
向
が
共
に
含
ま
れ
る
と
す
れ
ば
、
社
会
科
学
は
両
者
を
同
時
に
、
正
し
い
関

係
に
お
い
て
、
統
一
的
に
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
科
学
と
し
て
成
立
す
る
と
い
わ
れ
よ
う
。
そ
し
て
こ
れ
は
社

会
科
学
に
と
っ
て
弁
証
法
の
厳
格
で
妥
当
な
適
用
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
弁
証
法
に
よ
っ
て
の
み

社
会
科
学
は
ド
グ
マ
に
も
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
も
陥
る
こ
と
な
し
に
、
し
か
も
科
学
と
し
て
ド
ク
サ
的
意
識
と
ミ
ュ
ト

ス
的
意
識
と
を
自
己
に
止
揚
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
ド
ク
サ
も
ミ
ュ
ト
ス
も
元
来
社
会
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
従
っ

て
そ
れ
ら
は
普
通
に
個
人
の
名
を
も
っ
て
呼
ば
れ
る
こ
と
な
く
、
或
る
一
定
の
社
会
集
団
の
名
を
も
っ
て
称
せ
ら

れ
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
ロ
ゴ
ス
は
ド
ク
サ
と
ミ
ュ
ト
ス
と
に
対
し
外
見
上
す
で
に
対
照
を
な

し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
社
会
科
学
は
、
た
と
え
ば
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
経
済
学
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
政
治

学
説
、
フ
ン
ボ
ル
ト
の
言
語
学
な
ど
と
い
う
よ
う
に
個
人
の
名
に
結
び
附
け
て
称
せ
ら
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。

こ
れ
は
自
然
科
学
に
お
い
て
或
る
法
則
が
一
定
の
個
人
の
名
を
冠
し
て
い
る
の
と
は
別
の
意
味
と
重
要
性
と
を
有

す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
社
会
科
学
が
全
く
個
人
的
な
も
の
に
過
ぎ
ぬ
と
は
考
え
ら
れ

な
い
。
マ
ル
ク
ス
主
義
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
科
学
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
い
わ
れ
る
。
ま
た
我
々
は
多
く
の

場
合
に
或
る
社
会
科
学
的
知
識
の
内
容
が
転
態
し
て
ド
グ
マ
、
も
し
く
は
ミ
ュ
ト
ス
乃
至
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
し
て
存
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在
す
る
に
至
る
の
を
見
る
の
で
あ
る
。
か
よ
う
な
こ
と
が
可
能
で
あ
る
の
は
、
根
源
的
に
は
、
科
学
と
結
び
附
く

と
思
わ
れ
る
個
人
的
主
体
が
自
己
の
う
ち
に
す
で
に
社
会
的
規
定
を
含
む
か
ら
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
人
間
は
そ

の
最
も
根
本
的
な
規
定
に
お
い
て
中
間
者
で
あ
る
。
し
か
も
こ
れ
は
社
会
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
も
ま
た
そ
う

で
あ
る
、
言
い
換
え
る
と
、
人
間
は
社
会
と
個
人
と
の
弁
証
法
的
中
間
者
で
あ
る
。
人
間
す
な
わ
ち
個
人
で
あ
る

の
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
個
人
主
義
的
見
解
は
も
と
よ
り
抽
象
的
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
人
間
す
な

わ
ち
社
会
で
あ
る
の
で
も
な
い
。
そ
の
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
普
遍
主
義
的
見
解
も
非
現
実
的
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た

個
人
と
社
会
と
の
関
係
を
た
だ
有
機
的
に
考
え
る
と
い
う
こ
と
も
あ
ま
り
に
観
念
的
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
有
機

体
説
的
見
方
は
結
局
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
の
如
く
、
そ
こ
で
は
全
体
が
特
殊
を
吸
い
込
ん
で
し
ま
っ
て
個
人
の

社
会
に
対
す
る
独
自
性
が
認
め
ら
れ
ず
、
普
遍
主
義
的
帰
結
に
陥
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
人
間
は
そ
の

全
き
現
実
性
に
お
い
て
個
人
と
社
会
と
の
弁
証
法
的
中
間
者
で
あ
る
。社
会
科
学
者
は
か
よ
う
な
中
間
者
と
し
て
、

従
っ
て
社
会
に
対
す
る
内
在
と
共
に
超
越
の
関
係
に
お
い
て
、
自
己
を
自
覚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
意
味

に
お
け
る
弁
証
法
的
自
覚
は
社
会
科
学
が
科
学
と
し
て
成
立
す
べ
き
立
場
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
更
に
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
ド
ク
サ
と
ミ
ュ
ト
ス
と
は
或
る
一
定
の
歴
史
的
時
代
に
お
け
る
或
る
一

定
の
社
会
集
団
の
つ
な
が
り
を
離
れ
て
は
考
え
ら
れ
ず
、
こ
れ
に
対
し
て
社
会
科
学
は
、
集
団
よ
り
も
む
し
ろ
個
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人
の
名
を
も
っ
て
、
或
い
は
マ
ル
ク
ス
主
義
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
科
学
で
あ
る
と
い
う
場
合
の
よ
う
に
個
人

と
集
団
と
を
一
緒
に
し
て
呼
ば
れ
る
に
し
て
も
、
前
の
二
者
と
後
者
と
に
共
通
な
こ
と
は
、
そ
れ
ら
が
普
通
に
何

等
か
の
主
体
的
な
名
を
も
っ
て
称
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
即
ち
そ
れ
ら
す
べ
て
に
と
っ
て
そ
れ
ぞ
れ

の
場
合
主
体
は
内
面
的
な
必
然
的
な
聯
関
に
立
ち
、
い
わ
ば
構
成
的
な
意
味
を
有
す
る
も
の
の
如
く
見
え
る
。
か

く
の
如
き
主
体
的
規
定
性
を
含
む
知
識
を
ひ
と
は
今
日
一
般
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
称
し
て
い
る
。
人
間
の
意
識
は

客
体
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
主
体
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
客
体
的
に
限
定
さ
れ
る
限
り

に
お
け
る
意
識
を
ロ
ゴ
ス
的
意
識
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
主
体
的
に
規
定
さ
れ
る
限
り
に
お
け
る
意
識
は
パ
ト
ス
的
意

識
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ロ
ゴ
ス
的
意
識
は
そ
の
優
越
な
も
の
に
従
っ
て
イ
デ
ー
と
名
附
け
ら
れ
て
も
よ

い
。
そ
う
す
る
と
き
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
い
う
も
の
と
イ
デ
ー
と
を
区
別
し
て
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
限
り
、
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
は
単
に
ロ
ゴ
ス
的
意
識
の
形
態
で
は
な
く
、
こ
の
も
の
が
そ
の
根
柢
に
お
い
て
パ
ト
ス
的
意
識
に
よ
っ
て

規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
現
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
も
と
よ
り
主
体
は
客
体
に
対
し
て
た
だ
超
越
的
で
な
く
、
前
者

は
後
者
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
方
面
が
あ
り
、
従
っ
て
パ
ト
ス
的
意
識
の
う
ち
に
は
主
体
が
自
己
を
根
源
的
に
表

出
す
る
ば
か
り
で
な
く
更
に
客
体
の
主
体
に
対
す
る
意
味
が
表
現
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
主
体
と
客
体
と
の
関

係
は
単
に
内
在
的
で
な
く
同
時
に
超
越
的
で
あ
る
故
に
、
パ
ト
ス
的
意
識
と
ロ
ゴ
ス
的
意
識
と
の
関
係
も
ま
た
そ
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の
意
味
に
お
い
て
弁
証
法
的
に
捉
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
主
体
・
客
体
の
弁
証
法
に
お
い
て
主
体
の
客
体

に
対
す
る
超
越
も
し
く
は
非
連
続
が
意
識
さ
れ
る
と
き
、
ミ
ュ
ト
ス
的
意
識
が
生
れ
る
。
そ
れ
故
に
ミ
ュ
ト
ス
は

そ
の
根
源
か
ら
い
う
と
パ
ト
ロ
ギ
ー
的
で
あ
る
。
そ
し
て
逆
に
主
体
と
客
体
と
の
関
係
が
内
在
的
も
し
く
は
連
続

的
に
意
識
さ
れ
る
と
き
、
ド
ク
サ
や
ド
ク
マ
が
生
れ
る
。
こ
れ
ら
に
お
い
て
は
ロ
ゴ
ス
的
意
識
と
パ
ト
ス
的
意
識

と
が
直
接
に
結
合
し
て
い
る
。
か
よ
う
な
も
の
と
し
て
ド
ク
サ
や
ド
グ
マ
は
特
に
す
ぐ
れ
て
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
称

せ
ら
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。こ
の
意
味
で
は
本
来
の
社
会
科
学
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
考
え
ら
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。

も
ち
ろ
ん
ロ
ゴ
ス
的
意
識
と
パ
ト
ス
的
意
識
と
は
絶
対
に
分
離
し
た
も
の
で
な
い
か
ら
、
如
何
な
る
社
会
科
学
も

純
粋
に
ロ
ゴ
ス
的
な
も
の
、
イ
デ
ー
的
な
も
の
で
な
く
、
何
等
か
パ
ト
ロ
ギ
ー
的
に
規
定
さ
れ
、
従
っ
て
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
的
性
質
を
含
ん
で
い
る
。
し
か
し
そ
れ
が
科
学
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
限
り
、
ロ
ゴ
ス
的
意
識
と
パ
ト
ス
的

意
識
と
の
弁
証
法
を
自
覚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ど
こ
ま
で
も
ロ
ゴ
ス
的
で
あ
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
社
会
科
学
は
自
然
科
学
の
よ
う
に
比
較
的
単
純
な
仕
方
で
ロ
ゴ
ス
的
で
あ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
却
っ
て

ロ
ゴ
ス
的
意
識
と
パ
ト
ス
的
意
識
と
の
弁
証
法
の
自
覚
に
立
つ
こ
と
が
真
に
具
体
的
に
ロ
ゴ
ス
的
に
な
り
得
る
道

で
あ
ろ
う
。
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一

今
日
広
く
使
用
さ
れ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
い
う
語
の
意
味
は
、
厳
密
に
規
定
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ

の
語
が
学
問
の
言
葉
と
し
て
用
い
ら
れ
る
限
り
、
そ
れ
は
一
定
の
理
論
的
基
礎
を
含
ん
で
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。
然
し
こ
の
語
は
同
時
に
我
々
の
時
代
の
い
わ
ば
合
言
葉
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
、
従
っ
て
そ
れ
は
ま
た
一

定
の
歴
史
的
基
礎
を
も
っ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
な
る
語
の
こ
の
よ
う
な
理
論
的
及

び
歴
史
的
基
礎
の
究
明
さ
れ
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
り
、
し
か
も
こ
の
場
合
理
論
的
と
歴
史
的
と
は
決
し
て
二
つ
の

も
の
で
な
く
、
両
者
は
相
互
に
結
び
付
き
つ
ら
な
り
合
っ
て
い
る
。
こ
の
語
の
基
礎
に
横
た
わ
れ
る
理
論
的
＝
歴

史
的
＝
聯
関
を
探
り
出
す
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
い
う
語
は
、
我
々

の
生
活
と
学
問
と
が
相
交
渉
す
る
ま
さ
に
そ
の
点
を
顕
に
表
現
せ
ん
と
す
る
も
の
と
し
て
、そ
の
特
殊
性
を
も
ち
、

そ
の
全
く
現
実
的
な
意
義
を
担
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
い
う
語
は
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
既
に
或
る
見
方
を
含
ん
で
い
る
。
こ
れ
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
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見
方
と
云
う
な
ら
ば
、
こ
の
見
方
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
な
る
語
は
も
と
イ
デ
ー
と

い
う
語
と
関
係
が
あ
り
、
且
つ
こ
の
も
の
に
対
立
す
る
。
カ
ー
ル
・
マ
ン
ハ
イ
ム
（『
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
ウ
ト
ピ
ー
』

一
九
二
九
年
【
英
訳“Ideology and U

topie”

】）
の
よ
う
に
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
を
対
立
さ
せ
る
こ
と

は
理
論
上
斉
合
的
で
あ
り
得
ず
、
且
つ
無
意
味
に
終
る
で
あ
ろ
う
。
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
対
立
す
る
も
の
は
ド
グ
マ
で

あ
り
、
か
か
る
対
立
物
の
方
法
的
な
止
揚
と
し
て
科
学
の
意
味
に
於
け
る
ロ
ゴ
ス
が
あ
る
。
そ
れ
ら
は
す
べ
て
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
と
共
通
に
呼
ば
る
べ
く
、
そ
し
て
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
対
立
す
る
概
念
は
本
来
イ
デ
ー
で
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。
そ
こ
で
我
々
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
見
方
の
特
殊
性
を
イ
デ
ー
的
見
方
と
の
関
係
並
び
に
対
立
に
於
て
明
ら

か
に
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
と
き
歴
史
の
う
ち
に
イ
デ
ー
的
見
方
か
ら
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
見
方
へ
の
推
移

の
跡
が
辿
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
推
移
に
於
け
る
決
定
的
な
要
素
は
次
の
如
き
も
の
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。

一
、
イ
デ
ー
的
見
方
か
ら
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
見
方
へ
の
転
化
の
過
程
に
は
、
イ
デ
ー
が
内
在
的
に
、
詳
し
く
云

え
ば
、
意
識
に
内
在
的
に
、
従
っ
て
そ
の
限
り
に
於
て
主
観
化
さ
れ
て
考
え
ら
れ
る
に
至
る
、
と
い
う
こ
と
が
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。Ideologie 

な
る
語
に
於
け
る -logie 
は
、
他
の
造
語
の
場
合
に
於
け
る
と
同
じ
く
、Idee

な
る

も
の
の
意
識
或
は
主
観
に
関
係
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
表
す
。
イ
デ
ー
な
る
も
の
は
歴
史
上
プ
ラ
ト
ン
の
哲

学
に
よ
っ
て
有
名
に
さ
れ
た
が
、
イ
デ
ー
は
プ
ラ
ト
ン
に
あ
っ
て
超
越
的
な
も
の
、
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
は
真
の
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存
在
（ to; o[ntw

V o[n 

）
を
意
味
し
、
し
か
も
何
等
精
神
的
な
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
超
精
神
的
と
い
わ
る
べ
き

も
の
で
あ
っ
た
。
然
る
に
既
に
ス
ト
ア
哲
学
に
於
て
、
世
界
全
体
と
人
間
と
は
大
宇
宙
と
小
宇
宙
と
し
て
、
両
者

の
間
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
が
説
か
れ
、
そ
れ
が
深
め
ら
れ
た
精
神
の
概
念
に
結
び
付
い
て
、
イ
デ
ー
は
精
神
に
内
在
的

な
も
の
と
見
ら
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
的
哲
学
に
於
て
は
、
イ
デ
ー
は
何
よ
り
も
純
粋
な
る
精
神
と

し
て
の
神
の
内
容
と
考
え
ら
れ
る
。
ル
ネ
サ
ン
ス
時
代
の
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
者
た
ち
は
、
ス
ト
ア
の
模
範
に
倣
っ

て
、
イ
デ
ー
は
人
間
精
神
に
そ
の
本
性
上
属
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
誕
生
と
共
に
神
か
ら
そ
れ
に
賦
与
さ
れ
て
い

る
も
の
で
あ
る
と
見
做
し
た
。
こ
の
思
想
は
デ
カ
ル
ト
及
び
そ
の
学
派
に
於
て
い
わ
ゆ
る
「
生
具
観
念
」（ideae 

innatae

）
の
思
想
と
し
て
発
展
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
か
よ
う
に
し
て
超
越
的
な
イ
デ
ー
は
内
在
的
に
、

そ
の
意
味
に
於
て
「
観
念
的
な
も
の
」
に
な
っ
た
。
こ
こ
に
イ
デ
ー
的
か
ら
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
へ
の
道
は
い
く
ら

か
準
備
さ
れ
は
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
お
全
く
不
十
分
で
あ
る
。

二
、
イ
デ
ー
は
も
と
プ
ラ
ト
ン
に
於
て
、
そ
れ
が
真
の
存
在
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
現
実
の
世
界
は
こ
れ
に

反
し
存
在
と
非
存
在
と
の
「
混
合
物
」（ to; miktovn  
）
と
せ
ら
れ
る
。
こ
の
と
き
存
在
と
い
う
の
は
、勿
論
、我
々

の
言
葉
を
用
い
る
な
ら
ば
、「
本
質
存
在
」
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
そ
の
根
源
が
明
ら
か
で
あ
る
如
く
、
一
般

に
イ
デ
ー
的
見
方
は
、
本
質
存
在
の
方
向
に
於
け
る
存
在
論
的
決
定

0

0

0

0

0

0

、
分
り
易
く
云
え
ば
、
優
越
な
意
味
に
於
け
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る
存
在
を
本
質
存
在
と
し
て
受
取
る
こ
と
と
最
も
内
面
的
に
つ
な
が
り
合
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
質
存
在
の
方

向
に
於
け
る
存
在
論
的
決
定
に
し
て
そ
の
根
柢
に
存
す
る
限
り
、
イ
デ
ー
が
神
的
意
識
の
内
容
と
考
え
ら
れ
よ
う

と
も
或
は
進
ん
で
人
間
意
識
に
生
具
す
る
観
念
と
見
ら
れ
よ
う
と
も
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
見
方
は
出
て
来
る
こ

と
が
出
来
な
い
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
見
方
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
他
の
方
向
に
於
け
る
、
即
ち
「
現
実
存
在
」

の
方
向
に
於
け
る
存
在
論
的
決
定
が
そ
の
根
柢
に
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
優
越
な
意
味
に
於
け
る
存
在
は
も
は
や
叡

智
的
な
も
の
で
な
く
却
っ
て
感
性
的
な
も
の
で
あ
る
と
せ
ら
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
よ
う
な
存
在
論

的
決
定
は
、
近
世
に
於
て
、
就
中
自
然
科
学
の
新
た
な
る
発
展
と
共
に
現
れ
、
イ
ギ
リ
ス
の
経
験
論
哲
学
の
う
ち

に
表
現
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
こ
こ
で
は
イ
デ
ー
は
も
は
や
「
存
在
」
の
意
味
を
失
い
、単
な
る
「
観
念
」
と
な
る
。

イ
デ
ー
は
超
精
神
的
な
存
在
で
は
な
く
、
却
っ
て
精
神
の
生
産
物
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
の
思
想
は

フ
ラ
ン
ス
へ
這
入
っ
て
大
き
な
影
響
を
与
え
、
か
く
て
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
が
出
て
、
こ
の
人
の
学
派
の
ひ
と
た
ち

は
「
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
」
と
呼
ば
れ
、
彼
等
の
学
問
は
「
イ
デ
オ
ロ
ジ
ー
」
と
称
せ
ら
れ
た
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
デ
ス

チ
ュ
ト
・
ド
ゥ
・
ト
ラ
シ
イ
を
こ
れ
ら
の
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
た
ち
の
頭
目
と
見
做
し
た
。
こ
れ
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
な

る
語
の
思
想
史
の
中
へ
這
入
っ
て
来
た
最
初
で
あ
り
、
こ
れ
以
来
そ
れ
は
学
問
及
び
生
活
の
言
葉
と
し
て
普
及
す

る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
学
派
の
仕
事
は
形
而
上
学
を
排
斥
し
、
諸
々
の
精
神
科
学
乃
至
社
会
科
学
を
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心
理
学
的
に
土
台
付
け
よ
う
と
企
て
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。

三
、
然
し
な
が
ら
今
日
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
は
固
よ
り
単
な
る
心
理
学
で
は
な
い
。
そ
れ
は
先
ず
、
意
識
の

学
と
い
う
よ
り
も
意
識
形
態

0

0

0

0

の
学
と
い
わ
る
べ
き
で
あ
る
。
私
は
「
形
態
」
な
る
概
念
を
「
形
式
」
の
概
念
か
ら

区
別
し
、
一
定
の
内
容
は
必
ず
自
己
の
一
定
の
形
式
に
結
び
付
い
て
存
在
す
る
と
考
え
る
見
地
か
ら
、
形
式
と
内

容
と
の
そ
れ
ぞ
れ
具
体
的
な
統
一
を
形
態
と
名
付
け
る
。
心
理
学
的
見
方
が
意
識
の
形
式
を
抽
象
的
に
、
機
械
的

に
取
扱
お
う
と
す
る
傾
向
の
あ
る
に
反
し
て
、イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
見
方
は
意
識
を
内
容
的
＝
形
式
的
に
考
察
す
る
。

こ
こ
で
は
一
切
の
文
化
は
そ
の
全
内
容
性
に
於
て
、且
つ
そ
の
全
体
の
聯
関
性
に
於
て
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

し
か
も
か
く
の
如
き
考
察
が
可
能
で
あ
る
た
め
に
は
、
意
識
は
、
多
く
の
心
理
学
の
出
発
点
と
な
っ
て
い
る
よ
う

な
個
人
的
な
意
識
で
な
く
、
何
等
か
の
意
味
に
於
て
超
個
人
的
な
も
の
と
見
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
い
ま

こ
れ
ら
の
こ
と
を
考
え
る
と
き
、
我
々
は
カ
ン
ト
哲
学
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
見
方
の
発
展
の
た
め
に
為
し
遂
げ
た

功
績
に
思
い
及
ば
ざ
る
を
得
な
い
。
ギ
リ
シ
ア
哲
学
以
来
絶
え
ず
支
配
し
て
来
た
と
こ
ろ
の
存
在
の
領
域
に
関
す

る
区
別
が
あ
る
。
か
の
可
想
的
世
界
（m

undus intelligibilis

）
と
可
感
的
世
界
（m

undus sensibilis

）
と
の
区

別
が
そ
れ
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
認
識
論
は
こ
の
よ
う
な
存
在
に
於
け
る
区
別
を
方
法
論
的
見
地
か
ら
止
揚
し
、
一

方
を
認
識
の
形
式
と
し
て
、
他
方
を
認
識
の
内
容
と
し
て
、
方
法
論
的
意
味
の
も
の
に
解
釈
し
、
認
識
に
と
っ
て
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の
客
観
は
両
者
の
綜
合
に
よ
っ
て
初
め
て
成
立
す
る
と
考
え
た
。
こ
の
綜
合
を
な
す
も
の
は
超
個
人
的
と
さ
れ
た

主
観
で
あ
り
、
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
意
識
一
般
と
呼
ば
れ
る
。
形
式
は
主
観
の
形
式
で
あ
り
、
内
容
も
主
観
の
形
式

に
関
わ
る
限
り
に
於
て
内
容
で
あ
る
。
今
や
世
界
は
そ
れ
自
身
の
存
在
で
は
な
く
、
却
っ
て
全
世
界
は
根
源
的
に

主
観
に
関
係
付
け
ら
れ
、
主
観
が
い
わ
ば
世
界
の
支
持
点
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
そ
の
意
識
一
般
に
よ
っ
て
数
学
的

自
然
科
学
に
基
礎
を
与
え
た
の
で
あ
る
が
、
彼
は
か
か
る
理
論
理
性
の
ほ
か
に
実
践
理
性
及
び
美
的
理
性
を
発
見

し
且
つ
そ
れ
ら
の
も
の
の
統
一
の
立
場
に
ま
で
進
も
う
と
し
た
。
こ
こ
に
一
切
の
文
化
を
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
性
に

於
て
並
び
に
全
体
の
聯
関
性
に
於
て
考
察
す
る
見
方
が
発
見
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

的
見
方
の
成
立
す
る
た
め
の
歴
史
的
及
び
理
論
的
前
提
の
ひ
と
つ
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

四
、
イ
デ
ー
は
も
と
絶
対
に
変
化
す
る
こ
と
な
く
、
永
遠
に
自
己
同
一
に
と
ど
ま
る
と
こ
ろ
の
超
歴
史
的
な
も

の
を
意
味
す
る
。
然
る
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
見
方
の
成
立
す
る
た
め
に
は
、
い
わ
ゆ
る
「
歴
史
的
意
識
」
の
発
達

が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
カ
ン
ト
の
意
識
一
般
は
こ
の
点
に
於
て
な
お
非
歴
史
的
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
意
識
の
歴

史
化
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
特
に
ヘ
ー
ゲ
ル
及
び
彼
の
影
響
の
も
と
に
あ
っ
た
か
の
歴
史
学
派
が
歴
史

的
な
見
方
を
導
き
入
れ
た
。
イ
デ
ー
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
あ
っ
て
単
に
実
体
で
な
く
、
寧
ろ
主
体
を
意
味
し
た
が
、
ヘ

ー
ゲ
ル
は
イ
デ
ー
を
も
っ
て
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
発
展
を
含
む
、従
っ
て
歴
史
的
な
も
の
と
見
做
し
て
い
る
。各
々
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の
文
化
の
有
す
る
歴
史
的
規
定
性
に
注
意
が
向
け
ら
れ
、
そ
れ
の
根
柢
に
そ
れ
ぞ
れ
歴
史
的
規
定
性
を
担
う
と
こ

ろ
の
民
族
精
神
或
は
時
代
精
神
が
お
か
れ
た
。
歴
史
的
意
識
は
凡
て
の
歴
史
的
な
も
の
を
そ
の
も
の
自
身
か
ら
理

解
し
よ
う
と
し
、
超
歴
史
的
な
理
性
の
与
え
る
と
考
え
ら
れ
る
如
き
規
準
を
拒
否
す
る
。
そ
れ
は
寧
ろ
か
よ
う
な

現
実
と
歴
史
と
の
彼
方
に
永
久
に
変
化
す
る
こ
と
な
き
も
の
と
し
て
横
た
わ
っ
て
い
る
が
如
き
理
性
を
認
め
ず
、

却
っ
て
絶
対
的
な
も
の
、
イ
デ
ー
的
な
も
の
は
つ
ね
に
唯
歴
史
の
過
程
を
通
じ
て
の
み
理
解
さ
れ
得
る
と
信
ず
る

の
で
あ
る
。

五
、
イ
デ
ー
的
見
方
は
本
質
存
在
の
方
向
に
於
け
る
存
在
論
的
決
定
を
含
ん
で
い
る
。
然
る
に
そ
れ
ぞ
れ
の
存

在
論
的
決
定
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
学
が
対
応
し
て
お
り
、
そ
し
て
本
質
存
在
の
方
向
に
於
け
る
存
在
論
的
決
定

に
一
般
に
対
応
す
る
も
の
は
理
性
の
人
間
学
で
あ
る
。
理
性
の
人
間
学
と
イ
デ
ー
的
見
方
と
は
相
互
に
結
び
付
い

て
い
る
。
そ
れ
故
に
イ
デ
ー
的
見
方
に
対
し
て
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
見
方
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
基
礎
的
前

提
と
し
て
、
理
性
の
人
間
学
が
批
判
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
批
判
は
根
本
的
に
は
近
世
に
於
て

行
わ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
就
中
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
進
化
学
説
は
そ
れ
に
自
然
史
的
基
礎
を
提
供
し
た
も
の
と
し
て
著

名
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
我
々
は
、
例
え
ば
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
、
種
の
起
源
に
関
す
る
自
然
科
学
的
理
論
を
俟
っ
て

初
め
て
理
性
の
人
間
学
が
批
判
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
見
る
べ
き
で
は
な
く
、
却
っ
て
人
間
学
に
於
け
る
変
化
は
か



三
二
八

か
る
自
然
科
学
的
理
論
に
先
立
っ
て
、
寧
ろ
こ
の
も
の
の
成
立
の
根
柢
と
し
て
、
歴
史
的
社
会
事
実
そ
の
も
の
の

う
ち
に
於
て
、
こ
れ
に
制
約
さ
れ
て
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

か
く
て
示
さ
れ
た
諸
々
の
基
礎
は
、
そ
の
い
ず
れ
を
欠
い
て
も
、
本
来
の
意
味
に
於
け
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
見

方
の
成
立
し
得
な
い
も
の
で
あ
る
。
か
の
フ
ラ
ン
ス
の
い
わ
ゆ
る
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
た
ち
は
な
お
真
の
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
的
見
方
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
、
彼
等
の
思
想
の
う
ち
に
は
超
個
的
な
意
識
の
概
念
が
な
く
、
ま
た
歴
史
的
な

立
場
が
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
は
こ
れ
ら
の
も
の
を
含
ん
で
い
た
け
れ
ど
も
、

そ
れ
は
な
お
依
然
と
し
て
イ
デ
ー
的
見
方
の
埒
内
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
、
な
ぜ
な
ら
彼
の
哲
学
の
根
柢
に
は
理
性

の
人
間
学
が
あ
り
、
本
質
存
在
の
方
向
に
於
け
る
存
在
論
的
決
定
が
横
た
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
し
て
我
々
の
明
ら
か
に
し
た
五
つ
の
も
の
は
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
見
方
に
と
っ
て
の
根
柢
を

な
す
と
い
う
よ
り
も
、
そ
れ
ら
凡
て
が
一
緒
に
な
っ
て
全
体
と
し
て
こ
れ
の
基
礎
を
形
造
り
得
る
の
で
あ
る
。
と

こ
ろ
で
こ
の
よ
う
な
統
一
を
為
し
遂
げ
て
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
見
方
を
確
立
し
た
の
は
マ
ル
ク
ス
主
義
の
哲
学
で
あ

る
と
す
れ
ば
、
我
々
の
右
の
簡
単
な
叙
述
か
ら
し
て
も
、
こ
の
哲
学
が
、
或
る
人
々
の
想
像
す
る
よ
う
に
、
決
し

て
素
樸
な
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
そ
れ
が
如
何
に
、
そ
の
創
始
者
た
ち
の
自
覚
し
て
い
た
如
く
、
近
代
的
意
識
の

上
に
立
っ
て
古
典
的
哲
学
を
継
承
し
発
展
さ
せ
つ
つ
あ
る
と
こ
ろ
の
、
そ
れ
み
ず
か
ら
哲
学
史
の
主
流
に
属
す
る
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哲
学
で
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
エ
ン
ゲ
ル
ス
が
「
我
々
ド
イ
ツ
の
社
会
主
義
者
た
ち

は
、
我
々
が
啻た
だ

に
サ
ン
・
シ
モ
ン
、
フ
ー
リ
エ
及
び
オ
ー
エ
ン
を
祖
と
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
カ
ン
ト
、
フ

ィ
ヒ
テ
及
び
ヘ
ー
ゲ
ル
を
祖
と
す
る
と
い
う
こ
と
を
誇
と
す
る
。」【『
空
想
か
ら
科
学
へ
』1882

版
序
文
】
と
云
っ
た

の
は
ひ
と
の
知
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
見
方
は
決
し
て
無
前
提
的
で
な
く
、
過
去
の
思

想
の
歴
史
的
発
展
を
前
提
と
し
て
含
ん
で
い
る
。
こ
の
こ
と
を
先
ず
認
識
し
て
お
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

二

然
し
な
が
ら
右
に
指
摘
さ
れ
た
の
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
見
方
の
成
立
す
る
た
め
の
諸
基
礎
で
あ
り
、
寧
ろ
諸
前

提
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
か
か
る
も
の
と
し
て
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
お
現
実
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
見
方
を
構
成
す

る
こ
と
が
出
来
な
い
。
そ
れ
ら
は
現
実
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
見
方
が
構
成
さ
れ
る
た
め
の
必
要
な
条
件
で
は
あ

る
け
れ
ど
も
、
な
お
十
分
な
条
件
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
現
実
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
見
方
が
構
成
さ
れ
る
た
め

に
は
、
そ
こ
に
な
お
「
虚
偽
の
意
識
」
の
概
念
が
導
き
入
れ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
も
の
は
こ
の
と
き
何

を
意
味
し
得
、
ま
た
意
味
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
に
虚
偽
の
意
識
と
い
わ
れ
る
も
の
は
、
最
初
に
、
形
式
的
・
論
理
的
な
虚
偽
に
関
係
し
て
い
る
の
で
は
な
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い
。
推
理
上
の
誤
謬
、
体
系
上
の
矛
盾
な
ど
と
い
う
こ
と
が
こ
の
虚
偽
の
意
識
に
と
っ
て
本
質
的
な
意
味
を
も
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
然
し
第
二
に
、
そ
れ
は
個
人
的
・
心
理
的
乃
至
生
理
的
な
虚
偽
に
関
係
し
て
い

る
の
で
も
な
い
。
形
式
論
理
学
の
教
科
書
の
附
録
に
掲
げ
ら
れ
る
よ
う
な
、
個
人
が
そ
の
心
理
的
も
し
く
は
生
理

的
条
件
に
よ
っ
て
自
然
的
に
陥
り
易
い
虚
偽
が
こ
こ
に
い
う
虚
偽
の
意
識
の
固
有
な
内
容
を
な
し
て
い
る
の
で
は

な
い
。
然
し
ま
た
第
三
に
、
そ
れ
は
或
る
個
人
が
他
の
者
に
向
っ
て
す
る
意
識
的
な
虚
言
を
そ
の
本
来
の
内
容
と

な
す
も
の
で
も
な
い
。
個
人
が
そ
の
時
々
に
、
意
識
的
に
嘘
を
吐
く
と
か
、
ひ
と
を
騙
す
と
か
、
な
ど
と
い
う
こ

と
が
そ
こ
で
は
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
虚
偽
の
い
ず
れ
の
概
念
も
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
的
見
方
と
根
本
的
な
関
係
を
も
ち
得
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
ら
の
虚
偽
の
概
念
は
上
に
掲
げ
た
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
的
見
方
の
基
礎
的
諸
前
提
を
自
己
の
う
ち
に
含
ん
で
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
形
式
的
論
理
的
虚
偽
の
概
念
は

寧
ろ
イ
デ
ー
的
見
方
に
関
係
し
て
い
る
。
個
人
的
心
理
的
虚
偽
に
つ
い
て
い
え
ば
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
は
心
理
学

で
な
く
、
ま
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
見
方
は
何
等
か
の
超
個
人
的
な
意
識
の
概
念
を
も
ち
、
従
っ
て
そ
の
限
り
に
於

て
は
寧
ろ
無
意
識
的
虚
偽
と
い
う
べ
き
も
の
が
そ
こ
で
は
問
題
に
な
る
の
で
あ
る
。
更
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
見
方

に
於
て
い
う
虚
偽
は
、
そ
の
折
々
の
意
識
的
な
虚
言
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
な
く
、
も
し
そ
れ
を
虚
言
と
い
う
な

ら
ば
、
そ
れ
は
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
聯
関
を
含
む
と
こ
ろ
の
、
実
に
体
系
的
な
虚
言
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
限
り
に
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於
て
無
意
識
的
な
虚
言
で
あ
る
。
か
く
し
て
我
々
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
見
方
に
於
け
る
虚
偽
の
意
識
が
単
に
理
論

0

0

0

0

的
な
ら
ぬ

0

0

0

0

、
超
個
人
的
な

0

0

0

0

0

、
体
系
的
な

0

0

0

0

、
無
意
識
的
な
虚
偽

0

0

0

0

0

0

0

に
関
係
す
る
こ
と
を
見
定
め
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
場
合
虚
偽
の
意
識
が
単
に
理
論
的
な
も
の
で
あ
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
一
般
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
は

単
に
理
論
的
意
識
を
の
み
問
題
に
す
る
の
で
は
な
く
、
法
律
、
国
家
、
宗
教
、
道
徳
、
芸
術
、
等
一
切
の
客
観
的

な
意
識
形
態
を
包
括
的
に
且
つ
統
一
的
に
研
究
す
る
科
学
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
見
て
も
明
ら
か

で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
包
括
的
且
つ
統
一
的
研
究
は
包
括
的
且
つ
統
一
的
概
念
を
自
分
の
も
の
と
し
て
も
た
ね

ば
な
ら
ぬ
。
従
来
の
哲
学
に
於
て
は
実
に
「
理
性
」
の
概
念
が
、
し
か
も
な
お
形
式
的
で
あ
る
を
免
れ
な
か
っ
た

カ
ン
ト
的
な
理
性
よ
り
も
、
そ
の
全
内
容
性
及
び
全
聯
関
性
に
於
て
具
体
的
に
把
握
さ
れ
た
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
理
性

が
、
か
く
の
如
く
法
律
、
国
家
、
宗
教
、
道
徳
、
芸
術
、
哲
学
、
等
を
包
括
的
に
且
つ
統
一
的
に
理
解
さ
せ
る
と

こ
ろ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
然
し
な
が
ら
、
最
後
に
、
我
々
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
見
方
に
於
け
る
包
括
的
な
、
統
一

的
な
虚
偽
の
概
念
を
求
め
て
、
こ
れ
を
理
性
の
立
場
か
ら
、
例
え
ば
「
反
価
値
」
と
し
て
、
定
義
す
る
こ
と
を
許

さ
れ
な
い
。
現
代
の
い
わ
ゆ
る
価
値
哲
学
に
於
て
発
展
さ
せ
ら
れ
た
価
値
、
従
っ
て
反
価
値
と
い
う
概
念
は
も
と

も
と
理
性
の
人
間
学
と
構
造
的
に
結
び
付
い
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
然
る
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
見
方
は
本
来
理
性

の
立
場
に
立
つ
も
の
で
は
な
い
。
我
々
の
求
め
て
い
る
の
は
現
実
的
な
虚
偽
の
概
念
で
あ
る
。
従
来
の
論
理
学
上
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の
、
或
は
心
理
学
的
な
虚
偽
論
、
哲
学
上
の
価
値
論
の
い
ず
れ
も
そ
れ
に
と
っ
て
は
不
十
分
で
あ
る
。
し
か
も
そ

れ
は
、
ま
さ
に
現
実
的
な
も
の
と
し
て
、
何
等
理
論
的
に
構
成
さ
れ
る
こ
と
を
俟
つ
も
の
で
な
く
、
寧
ろ
現
実
の

生
活
そ
の
も
の
の
う
ち
に
現
実
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
虚
偽
は
、
第
一
に
非
現
実
性

0

0

0

0

を
意
味
す
る
。
そ
こ
で
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
見
方
の
根
柢
に
存
す
る
も

の
は
、
現
実
に
対
す
る
飽
く
こ
と
な
き
、
徹
底
的
な
欲
望
で
あ
る
。
然
し
こ
の
よ
う
な
虚
偽
は
、
第
二
に
非
実
践

0

0

0

性0

を
意
味
す
る
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
見
方
の
根
柢
に
は
実
践
に
対
す
る
要
求
が
あ
り
、
尊
重
が
あ
る
。
し
か
も
こ

れ
ら
二
つ
の
も
の
は
、
非
現
実
的
と
い
う
こ
と
は
非
実
践
的
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
い
う
風
に
、
そ
こ
で
は
統
一

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
歴
史
に
於
て
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
い
う
語
が
今
日
も
っ
て
い
る
よ
う
な
含
蓄
的
な
意
味
を

担
う
に
至
っ
た
の
は
、
偉
大
な
る
実
行
家
及
び
実
践
的
思
想
家
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
注
意
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。
偉
大
な
る
実
行
家
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
か
の
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
の
学
派
の
一
群
の
哲
学
者
た
ち
を
軽
蔑
し

た
意
味
に
於
て
「
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
」
と
呼
び
非
難
し
た
。
こ
こ
に
歴
史
上
初
め
て
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
な
る
語
は
価
値

な
き
も
の
と
し
て
軽
蔑
さ
れ
た
意
味
に
使
用
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
含
蓄
的
な
意
味
に
於
て
そ
れ
は
今
日
も
な

お
使
用
さ
れ
る
場
合
が
多
い
。
し
か
も
こ
こ
に
含
蓄
さ
れ
て
い
る
の
は
非
現
実
的
、
非
実
践
的
と
い
う
意
味
で
あ

っ
て
、
こ
の
意
味
に
於
て
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
な
る
語
は
今
日
も
な
お
「
虚
偽
の
意
識
」
の
別
名
と
し
て
使
用
さ
れ
て
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い
る
こ
と
が
多
い
。
偉
大
な
る
実
践
的
思
想
家
マ
ル
ク
ス
は
書
い
て
い
る
。「
哲
学
者
た
ち
は
世
界
を
た
だ
種
々

に
解
釈
し
て
来
た
だ
け
だ
、
世
界
を
変
化
す
る
こ
と
が
問
題
で
あ
ろ
う
に
。」
彼
は
中
に
も
青
年
ヘ
ー
ゲ
ル
派
の

哲
学
を
「
ド
イ
ツ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
と
軽
蔑
し
た
調
子
で
呼
び
、そ
の
非
現
実
性
及
び
非
実
践
性
を
批
判
し
た
。

然
し
な
が
ら
現
実
的
、
実
践
的
な
ど
と
い
う
こ
と
も
厳
密
に
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
ら
の
概
念
は
最
初
に

挙
げ
て
お
い
た
と
こ
ろ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
見
方
の
諸
基
礎
の
上
に
於
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
基
礎
を
離
れ
て
は
、
現
実
的
、
実
践
的
な
ど
と
い
う
こ
と
も
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
見
方
に
と
っ
て
構
成
的

で
あ
る
た
め
に
要
求
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
仕
方
で
一
義
的
に
規
定
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
現
実
的
と
い
う
こ

と
は
色
々
に
語
ら
れ
る
。
根
本
的
に
は
本
質
存
在
の
方
向
に
於
け
る
存
在
論
的
決
定
を
含
ん
で
い
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の

哲
学
に
と
っ
て
は
、
イ
デ
ー
こ
そ
最
も
現
実
的
な
も
の
で
あ
り
、
感
性
的
な
も
の
は
寧
ろ
非
現
実
的
な
も
の
と
考

え
ら
れ
た
。
然
し
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
見
方
に
於
て
は
、
感
性
的
な
も
の
、
物
質
的
な
も
の
が
現
実
的
と
見
ら
れ
る

こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
既
に
述
べ
た
如
く
、
ヘ
ー
ゲ
ル
と
は
全
く
反
対
の
方
向
に
於
け
る
存
在
論

的
決
定
が
根
柢
に
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
同
じ
よ
う
に
実
践
的
と
い
う
こ
と
も
様
々
に
語
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
カ

ン
ト
に
於
て
は
、
実
践
的
と
は
理
性
の
自
律
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
従
っ
て
感
性
的
な
も
の
は
、
本
来
、
実
践
的

と
は
関
わ
り
な
き
も
の
で
あ
り
、
本
来
の
実
践
的
な
も
の
か
ら
排
除
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
実
践
は
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こ
の
と
き
人
格
の
概
念
と
原
理
的
に
分
つ
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
見
方
に
於
て
実

践
的
と
い
わ
れ
る
の
は
何
よ
り
も
感
性
的
な
活
動
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
本
質
的
に
社
会
的
な
実
践
を
意
味
す

る
。
そ
し
て
実
践
的
と
い
う
こ
と
が
こ
の
よ
う
に
把
握
さ
れ
る
た
め
に
は
、
そ
の
根
柢
と
し
て
理
性
の
人
間
学
と

は
反
対
の
人
間
学
が
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
全
く
反
対
の
根
柢
の
上
に
立
っ
て
、
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
的
見
方
は
、
従
来
の
イ
デ
ー
的
見
方
そ
の
も
の
を
も
、
そ
れ
が
非
現
実
的
非
実
践
的
で
あ
る
と
い
う
意
味
に

於
て
、
虚
偽
の
意
識
と
し
て
、
単
な
る

0

0

0

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
と
見
做
す
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
な
る
概
念
は
、最
初
に
、「
単
な
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」と
い
う
意
味
に
於
て
虚
偽
の
意
識
を
意
味
す
る
。
我
々

は
こ
れ
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
特
殊
概
念

0

0

0

0

と
も
呼
ぶ
こ
と
が
出
来
る
。

と
こ
ろ
で
か
か
る
存
在
論
的
決
定
に
於
け
る
変
化
並
び
に
人
間
学
に
於
け
る
変
化
が
あ
る
た
め
に
は
、
歴
史
に

於
け
る
事
実
と
し
て
新
し
い
基
礎
経
験
が
生
れ
、
こ
れ
が
そ
の
よ
う
な
変
化
を
制
約
す
る
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
か
か
る
基
礎
経
験
た
る
事
実
は
、
こ
の
場
合
、
個
々
の
孤
立
し
た
事
実
と
考
え
る
こ
と
を
許
さ
れ
な

い
。
な
ぜ
な
ら
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
見
方
は
そ
の
本
性
上
超
個
的
な
歴
史
的
な
立
場
に
立
つ
の
で
あ
り
、
然
る
に
か

く
の
如
き
立
場
が
意
識
さ
れ
る
た
め
に
は
、
個
人
を
自
己
の
う
ち
に
有
機
的
に
結
合
す
る
一
定
の
社
会
的
集
団
が

既
に
形
成
さ
れ
、
存
在
し
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
か
か
る
集
団
と
し
て
の
階
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級
で
あ
り
、
こ
の
階
級
の
基
礎
経
験
の
上
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
見
方
に
と
っ
て
構
成
的
な
諸
条
件
は
成
立
す
る
。

従
っ
て
現
実
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
見
方
は
こ
の
階
級
の
階
級
意
識
と
の
関
係
を
離
れ
て
考
え
る
こ
と
が
出
来
な

い
。
我
々
が
こ
れ
ま
で
述
べ
て
来
た
と
こ
ろ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
見
方
の
諸
々
の
前
提
は
、
こ
の
階
級
意
識
に
よ

っ
て
現
実
化
さ
れ
、
具
体
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
於
て
我
々
は
こ
の
よ
う
な
現
実
化
、
具
体
化
が
如
何
な

る
も
の
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
右
の
特
殊
概
念
の
ほ
か
に
そ
れ
の
一
般
概
念

0

0

0

0

と
も
い
う
べ
き
も
の
が
規
定
さ
れ
ね
ば
な
ら

ぬ
。
か
の
特
殊
概
念
に
従
っ
て
、
た
と
い
ド
ク
マ
及
び
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
呼
び
得
、
少
な
く
と
も

部
分
的
に
は
そ
う
呼
ぶ
権
利
が
あ
る
に
し
て
も
、
我
々
が
ド
グ
マ
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
及
び
社
会
科
学
を
共
通
に
、
全

体
と
し
て
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
称
し
た
と
き
、
そ
れ
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
何
等
か
の
一
般
概
念
に
従
っ
て
の
こ
と
で

あ
っ
た
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
か
る
一
般
概
念
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。『
ド
イ
ッ
チ
ェ
・
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
』
の
中
に
は
次
の
如
く
記
さ
れ
て
い
る
。「
観
念
、
表
象
、
意
識
の
生
産
は
、
先
ず
第
一
に
、
人
間

の
物
質
的
活
動
及
び
物
質
的
交
通
の
う
ち
に
、
現
実
的
生
活
の
言
葉
の
う
ち
に
直
接
に
織
り
込
ま
れ
て
い
る
。
人
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間
の
表
象
作
用
、
思
惟
作
用
、
精
神
的
交
通
は
、
こ
こ
で
は
な
お
、
彼
等
の
物
質
的
行
動
の
直
接
な
流
出
と
し
て

現
れ
る
。
ひ
と
つ
の
民
族
の
政
治
、
法
律
、
道
徳
、
宗
教
、
形
而
上
学
、
等
々
の
言
葉
の
う
ち
に
見
ら
れ
る
と
こ

ろ
の
精
神
的
生
産
に
つ
い
て
も
、
同
一
の
こ
と
が
云
わ
れ
得
る
。
人
間
は
彼
等
の
表
象
、
観
念
、
等
々
の
生
産
者

で
あ
る
、
し
か
し
こ
こ
に
い
う
人
間
は
、
彼
等
の
生
産
力
の
一
定
の
発
展
に
よ
っ
て
、
且
つ
そ
の
最
高
の
形
態
に

至
る
ま
で
こ
の
生
産
力
に
相
応
す
る
交
通
の
一
定
の
発
展
に
よ
っ
て
、
制
約
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
現
実
的
な
、

行
動
し
つ
つ
あ
る
人
間
な
の
で
あ
る
。
意
識
と
は
意
識
す
る
存
在
以
外
の
何
物
で
も
断
じ
て
あ
り
得
な
い i

、
そ
し

て
人
間
の
存
在
と
は
彼
等
の
現
実
的
な
生
活
過
程
で
あ
る
。
全
体
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
う
ち
に
於
て
、
人
間
及
び

彼
等
の
諸
関
係
が
、
丁
度
カ
メ
ラ
の
暗
箱
の
中
に
於
て
の
よ
う
に
、
逆
立
ち
し
て
現
れ
る
こ
と
が
あ
る
に
し
て
も
、

こ
の
現
象
は
、
網
膜
の
上
に
於
け
る
事
物
の
倒
立
が
人
間
の
直
接
に
物
理
的
な
生
活
過
程
か
ら
生
ず
る
の
と
丁
度

同
じ
よ
う
に
、
人
間
の
歴
史
的
な
生
活
過
程
か
ら
生
ず
る
の
で
あ
る
。」【{5b}

】
更
に
続
け
て
曰
う
。「
天
上
か
ら

地
上
へ
降
り
て
来
る
ド
イ
ツ
哲
学
と
は
全
然
反
対
に
、
こ
こ
で
は
地
上
か
ら
天
上
へ
昇
ら
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、

人
間
が
語
り
、
想
像
し
、
表
象
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
か
ら
出
発
さ
れ
て
、
或
は
ま
た
語
ら
れ
た
る
、
思
惟
さ
れ
た

i　
「
意
識
す
る
存
在
」
は
、
訳
本
で
は
「
意
識
の
あ
る
存
在
」
と
な
っ
て
い
る
。D

as B
ew

ußtsein kann nie etw
as A

nderes sein 

als das bew
ußte Sein,

「
意
識
と
は
意
識
さ
れ
た
存
在
以
外
の
何
物
で
も
な
い
」
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ギ
ー
論

る
、
想
像
さ
れ
た
る
、
表
象
さ
れ
た
る
人
間
か
ら
出
発
さ
れ
て
、
そ
れ
か
ら
肉
体
を
も
っ
た
人
間
に
到
達
す
る
の

で
な
く
、
現
実
に
活
動
し
て
い
る
人
間
か
ら
出
発
さ
れ
て
、
彼
等
の
現
実
的
な
生
活
過
程
か
ら
し
て
、
こ
の
生
活

過
程
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
反
射
と
反
響
の
発
展
も
ま
た
叙
述
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
人
間
の
頭
脳
に
於
け
る
仮
幻
的

構
成
物
も
ま
た
、
彼
等
の
物
質
的
な
、
経
験
的
に
確
か
め
得
る
、
そ
し
て
物
質
的
諸
前
提
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い

る
生
活
過
程
の
必
然
的
な
補
足
物
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
道
徳
、
宗
教
、
形
而
上
学
及
び
そ
の
他
の
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
並
び
に
そ
れ
ら
に
相
応
す
る
諸
々
の
意
識
形
態
は
、
も
は
や
独
立
性
の
外
観
を
保
持
し
な
い
。
そ
れ
ら

の
も
の
は
な
ん
ら
歴
史
を
も
た
な
い
、
そ
れ
ら
の
も
の
は
な
ん
ら
発
展
を
も
た
な
い
、
却
っ
て
彼
等
の
物
質
的
生

産
と
彼
等
の
物
質
的
交
通
と
を
発
展
せ
し
め
つ
つ
あ
る
人
間
が
、
こ
の
よ
う
な
彼
等
の
現
実
と
と
も
に
ま
た
彼
等

の
思
惟
と
彼
等
の
思
惟
の
生
産
物
と
を
一
緒
に
変
化
す
る
の
で
あ
る
。
意
識
が
生
活
を
規
定
す
る
の
で
な
く
、
却

っ
て
生
活
が
意
識
を
規
定
す
る
。
第
一
の
見
方
に
於
て
は
、
ひ
と
は
生
け
る
個
人
と
見
ら
れ
た
意
識
か
ら
出
発
す

る
、
第
二
の
、
現
実
の
生
活
に
適
応
せ
る
見
方
に
於
て
は
、
ひ
と
は
現
実
的
な
生
け
る
個
人
そ
の
も
の
か
ら
出
発

し
、
そ
し
て
意
識
を
単
に
彼
等
の

0

0

0

意
識
と
し
て
見
る
の
で
あ
る
。」【{5c}

】
我
々
は
こ
れ
ら
の
文
章
の
う
ち
に
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
の
概
念
が
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
見
方
と
共
に
、
一
般
的
に
且
つ
甚
だ
明
晰
に
規
定
さ
れ
て
い
る
の
を

見
出
し
得
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
と
こ
ろ
で
一
切
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
人
間
の
現
実
の
生
活
過
程
に
よ
っ
て
制
約



三
三
八

さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
そ
こ
に
見
出
さ
れ
る
根
本
思
想
は
次
の
諸
内
容
を
含
む
で
あ
ろ
う
。
第
一
に
、
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
と
現
実
の
存
在
と
の
関
係
に
於
て
決
定
的
な
も
の
は
つ
ね
に
後
者
の
側
に
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
は
唯
単
に
相
対
的
に
し
か
そ
れ
自
身
の
独
立
な
存
在
及
び
発
展
を
も
た
ぬ
と
云
わ
れ
る
。
そ
れ
は
固
よ
り
相
対

的
に
は
そ
れ
自
身
の
発
展
を
有
す
る
、
然
し
こ
の
発
展
は
現
実
の
存
在
に
よ
っ
て
必
然
的
に
一
定
の
範
囲
と
限
界

と
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
或
は
ま
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
現
実
の
存
在
に
対
し
て
何
等
の
影
響
も
及
ぼ
す
こ
と
が
な

い
と
云
う
の
で
は
な
い
。
か
く
理
解
す
る
の
は
ひ
と
つ
の
誤
解
で
あ
っ
て
、
前
者
が
後
者
に
対
し
て
は
た
ら
き
か

け
る
関
係
の
存
す
る
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
、
そ
し
て
そ
の
限
り
前
者
は
後
者
に
対
し
て
相
対
的
な
独
立

性
を
有
す
る
と
見
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
け
れ
ど
も
こ
の
場
合
に
於
て
も
決
定
的
な
も
の
は
つ
ね
に
現
実
の
存

在
の
側
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
或
る
一
定
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
現
実
の
存
在
に
対
し
て
作
用
し
得
る
か
否
か
、
ま

た
如
何
な
る
作
用
を
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
は
、
現
実
の
存
在
そ
の
も
の
の
構
造
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
、
規
定
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
に
反
し
て
イ
デ
ー
的
見
方
は
意
識
を
現
実
の
生
活
か
ら
切
り
離
し
て
、
そ
れ
自
身
独
立
な
も
の

と
し
て
考
察
す
る
。
第
二
に
、
凡
て
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
人
間
の
現
実
の

0

0

0

生
活
過
程
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
「
純
粋
な
」
思
惟
、「
純
粋
な
」
感
情
、
等
の
生
産
物
と
見
ら
る
べ
き
で
は
な
い
、
か

く
見
る
こ
と
は
理
性
の
人
間
学
の
上
に
立
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
生
産
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に
あ
た
っ
て
は
、
現
実
的
な
人
間
の
意
欲
、
衝
動
、
等
も
一
緒
に
は
た
ら
き
、
従
っ
て
人
間
の
現
実
的
な
諸
利
害

が
そ
れ
の
生
産
を
制
約
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
三
に
、
人
間
の
存
在
は
そ
れ
ぞ
れ
社
会
的
歴
史
的
に
制
約
さ
れ

て
い
る
。
そ
れ
だ
か
ら
そ
れ
の
生
産
物
で
あ
る
と
こ
ろ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
も
ま
た
社
会
的
歴
史
的
に
制
約
さ
れ
て

お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
的
時
代
に
於
け
る
社
会
の
構
成
の
変
化
に
相
応
し
て
変
化
す
る
。
し
か
も
従
来
の
社
会

は
凡
て
階
級
社
会
で
あ
る
か
ら
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
社
会
的
規
定
性
は
そ
れ
の
階
級
性
を
意
味
す
る
。
階
級
社
会

に
於
け
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
階
級
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
。

然
る
に
人
間
の
一
切
の
意
識
形
態
を
、
就
中
自
己
自
身
の
抱
懐
し
主
張
す
る
と
こ
ろ
の
そ
れ
を
、
そ
の
現
実
的

な
、
社
会
的
歴
史
的
な
規
定
性
に
於
て
、
従
っ
て
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
自
覚
し
、
洞
見
す
る
と
い
う
こ
と
は
そ

れ
ほ
ど
容
易
で
は
な
い
。
こ
の
困
難
は
相
反
す
る
方
向
を
も
っ
た
二
重
の
も
の
と
し
て
現
れ
得
よ
う
。
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
的
見
方
に
於
け
る
こ
の
二
重
の
困
難
は
、
一
方
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
意
識
形
態
が
人
間
の
現
実
の
生
活
過
程
に

よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
覚
的
に
、
意
識
的
に
行
わ
れ
て
い
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
個
人
の
意
識

以
前
に
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
こ
の
よ
う
に
制
約
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
生
活
の
最
も
現
実
的
な

諸
利
害
と
直
接
に
結
び
付
い
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
制
約
の
関
係
を
十
分
に
見
通
す
と
い
う
こ
と
は
決
し

て
容
易
で
は
な
い
。
そ
し
て
他
方
で
は
、
困
難
は
、
如
何
な
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
も
そ
れ
自
身
に
於
て
自
己
の
普
遍
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性
も
し
く
は
絶
対
性
に
対
す
る
要
求
を
含
み
、
そ
れ
だ
か
ら
イ
デ
ー
た
る
の
要
求
を
掲
げ
て
立
ち
現
れ
て
い
る
と

こ
ろ
に
あ
る
。
こ
れ
ら
の
困
難
は
、
例
え
ば
、
遠
く
、
広
く
歴
史
の
上
に
目
を
放
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
及
び
処
に

於
け
る
種
々
な
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
相
互
に
比
較
し
、
そ
の
間
の
相
違
或
は
特
殊
性
を
見
出
す
と
い
う
こ
と
に
よ

っ
て
も
、
な
お
十
分
に
克
服
さ
れ
な
い
。
比
較
の
方
法
に
よ
っ
て
は
意
識
形
態
の
有
す
る
特
殊
性
が
明
ら
か
に
さ

れ
る
の
み
で
あ
る
、
然
る
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
の
目
差
す
と
こ
ろ
は
、
か
か
る
個
別
特
殊
性
の
発
見
を
も
っ
て
満

足
す
る
と
い
う
美
的
態
度
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
「
現
実
の
土
台
」
に
対
す
る

内
面
的
な
、
法
則
的
な
諸
関
係
を
究
明
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
比
較
法
に
よ
っ
て
は
、
も
し
可

能
で
あ
る
と
し
て
も
、
唯
個
々
分
離
的
に
、
部
分
的
に
し
か
可
能
で
な
く
、
従
っ
て
そ
の
結
果
は
、
多
く
の
場
合

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
単
な
る
相
対
主
義
の
思
想
に
陥
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
い
ま
述
べ
た
困
難
が
克
服
さ
れ
て
、

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
そ
の
現
実
の
土
台
と
の
間
に
於
け
る
制
約
関
係
が
全
面
的
に
、
統
一
的
に
見
通
さ
れ
る
に
至
る

と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
自
身
、
一
の
現
実
的
な
、
即
ち
歴
史
的
社
会
的
な
条
件
に
依
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

の
こ
と
は
一
定
の
社
会
が
そ
の
有
機
的
統
一
を
破
壊
し
、
い
わ
ゆ
る
崩
潰
期
に
入
る
に
及
ん
で
可
能
に
な
る
。
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
の
現
実
的
被
制
約
牲
は
、
―
―
固
よ
り
そ
れ
の
認
識
は
い
ず
れ
の
時
に
於
て
も
部
分
的
に
は
可
能
で

あ
る
が
、
―
―
こ
の
よ
う
な
時
期
に
於
て
初
め
て
全
面
的
に
把
握
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
、
そ
の
と
き
初
め
て
体
系
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的
規
模
に
於
け
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
見
方
は
可
能
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
は
一
定
の
社
会
の
崩

潰
期
に
於
て
新
興
階
級
の
階
級
意
識
と
結
び
付
い
て
現
れ
る
理
論
形
態
で
あ
る
。

か
く
て
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
見
方
は
根
本
的
に
批
判
的
で
あ
る
。
そ
れ
が
批
判
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
そ
れ
に

と
っ
て
附
属
的
な
こ
と
で
あ
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
そ
れ
は
そ
の
本
質
に
於
て
批
判
的
な
の
で
あ
る
。
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
論
と
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
で
あ
る
、
と
云
わ
れ
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
そ
れ
は
ま
さ
に
「
危
機
的
な
」
時

代
の
理
論
的
意
識
で
あ
る
が
故
に
根
源
的
に
「
批
判
的
な
」
の
で
あ
る
。
―
―
外
国
語
の kritisch, critical 

な
ど

い
う
語
は
、
危
機
的
と
批
判
的
と
の
二
つ
の
意
味
を
合
せ
て
も
ち
、
こ
の
事
態
の
統
一
を
表
現
し
て
い
る
。
―
―

と
こ
ろ
で
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
の
内
容
を
な
す
と
こ
ろ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
見
方
の
根
本

的
基
礎
に
従
っ
て
、
次
の
如
き
性
質
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。
一
、
批
判
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
単
な
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

の
平
面
に
於
て
批
判
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
批
判
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
ま
さ
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と

し
て
そ
れ
の
根
柢
を
な
す
現
実
の
土
台
と
の
関
係
に
於
て
批
判
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
批
判
は
単
な
る
非
難
や

排
撃
に
と
ど
ま
る
べ
き
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
最
も
冷
静
に
、
最
も
科
学
的
に
、
或
る
一
定
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と

そ
れ
を
制
約
せ
る
現
実
の
土
台
と
の
間
に
於
け
る
内
面
的
な
、
必
然
的
な
聯
関
を
分
析
す
べ
き
で
あ
る
。
二
、
然

る
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
現
実
的
被
制
約
性
は
誰
の
眼
に
も
一
見
し
て
明
ら
か
で
あ
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
一
方
で
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は
あ
ら
ゆ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
自
己
の
普
遍
妥
当
性
に
対
す
る
要
求
を
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
含
み
且
つ
他
方
で
は

そ
れ
は
人
間
の
最
も
現
実
的
な
諸
利
害
と
結
び
付
い
て
い
る
た
め
に
、
か
の
被
制
約
性
は
蔽
い
隠
さ
れ
て
い
る
の

が
普
通
で
あ
る
。
そ
こ
で
批
判
は
お
の
ず
か
ら
暴
露
的
と
い
う
性
質
を
担
う
に
至
る
。
暴
露
に
於
て
暴
露
さ
る
べ

き
も
の
は
、
或
る
一
定
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
偶
然
的
に
も
っ
て
い
る
も
の
で
な
く
、
そ
れ
を
内
面
的
に
、
構
造
的

に
規
定
せ
る
と
こ
ろ
の
社
会
性
、
従
っ
て
階
級
性
で
あ
る
。
三
、
批
判
は
歴
史
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ

は
か
の
い
わ
ゆ
る
「
発
生
的
見
方
」
の
場
合
に
於
け
る
が
如
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
的
時
代
に
於
け
る
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
を
凡
て
一
様
に
何
等
か
最
も
原
始
的
と
考
え
ら
れ
た
も
の
に
還
元
し
て
説
明
す
べ
き
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ

の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
そ
れ
に
相
応
せ
る
歴
史
的
発
展
の
段
階
に
於
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
現
実
の
土
台
に
関
係
さ
せ
て

説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
の
如
く
歴
史
的
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
批
判
は
真
の
意
味
で
破
壊
的
で
あ
る
こ

と
が
出
来
る
。
各
々
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
歴
史
性
を
客
観
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
そ
れ
を
破
壊
す
る
道
で
あ

る
。
四
、
批
判
は
発
展
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
過
去
を
単
に
過
去
と
し
て
、
現
在
を
単
に
現
在
と
し
て
見
る

の
で
な
く
、
そ
れ
ら
を
将
来
へ
の
発
展
の
契
機
と
し
て
捉
え
る
と
こ
ろ
に
真
に
批
判
的
意
識
は
成
立
す
る
。
そ
う

で
な
い
な
ら
ば
、批
判
も
要
す
る
に
デ
カ
ダ
ン
ス
で
あ
り
、無
政
府
主
義
的
意
識
の
一
表
現
た
る
に
過
ぎ
な
い
。五
、

然
し
最
も
重
要
な
こ
と
は
、
批
判
は
究
極
に
於
て
実
践
的
批
判
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
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に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
見
方
の
最
も
著
し
い
特
色
が
あ
る
。
蓋
し
如
何
な
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
雖
も
、
そ
れ
が
苟
も

現
存
す
る
以
上
、
そ
れ
を
支
え
て
い
る
と
こ
ろ
の
現
実
が
必
ず
そ
こ
に
現
存
し
て
い
る
筈
で
あ
る
。
こ
の
現
実
に

し
て
存
続
し
て
い
る
限
り
、
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
如
何
に
理
論
的
に
批
判
さ
れ
よ
う
と
も
、
か
か
る
現
実
の
意

識
に
於
け
る
反
映
と
し
て
そ
れ
は
依
然
と
し
て
存
続
す
る
。
そ
れ
を
な
く
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
の
存
立
の
条
件

で
あ
る
と
こ
ろ
の
現
実
そ
の
も
の
を
実
践
的
に
変
革
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
現
実
に
し
て
実
践
的
に
止
揚
さ
れ

る
な
ら
ば
、
問
題
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
そ
の
生
存
の
地
盤
を
失
っ
て
お
の
ず
か
ら
消
滅
す
る
に
到
る
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

四

と
こ
ろ
で
問
題
を
次
第
に
深
め
て
行
く
た
め
に
我
々
は
次
の
如
き
問
を
あ
ら
わ
に
問
い
直
そ
う
と
思
う
。
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
的
見
方
は
新
興
階
級
の
意
識
と
結
び
付
い
て
い
る
と
云
わ
れ
る
、
そ
こ
で
問
わ
れ
る
、
こ
の
階
級
自
身

の
担
う
意
識
形
態
も
ま
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
の
か
、と
。こ
の
問
は
一
面
肯
定
的
に
、そ
し
て
他
面
否
定
的
に
、

答
え
ら
れ
る
。
か
く
の
如
く
両
様
に
答
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
な
る
語
の
担
う
現
実
的
な
、
歴
史
的

な
意
義
が
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
ま
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
見
方
の
特
殊
性
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
先
ず
さ
き
に
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記
し
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
一
般
概
念

0

0

0

0

の
三
つ
の
点
、
即
ち
、
そ
れ
が
人
間
の
現
実
の
生
活
過
程
に
よ
っ
て
制
約
さ

れ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
が
い
わ
ゆ
る
「
純
粋
な
」
意
識
の
生
産
物
で
な
い
こ
と
、
そ
れ
が
社
会
的
歴
史
的
に
変
化

す
る
こ
と
に
就
い
て
云
え
ば
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
内
容
的
に
は
マ
ル
ク
ス
主
義
的
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
も
確
か
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
マ
ル
ク
ス
主
義
が
み
ず
か
ら
自
己
の
あ
ら
ゆ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
の
階
級
性
乃
至
党
派
性
を
主
張
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
見
て
既
に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
次
に
、
マ
ル

ク
ス
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
他
面
か
ら
見
れ
ば
、
決
し
て
単
な
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
は
な
い
と
主
張
さ
れ
る
。

こ
の
場
合
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
は
か
の
虚
偽
の
意
識
と
し
て
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
意
味
す
る
。
我
々
は
こ
の
よ
う
な

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
概
念
に
と
っ
て
構
成
的
な
意
味
を
有
す
る
虚
偽
性
と
し
て
、
非
現
実
性
及
び
非
実
践
性
を
指
摘

し
て
お
い
た
。
マ
ル
ク
ス
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
非
現
実
的
、
非
実
践
的
で
な
い
と
い
う
点
に
於
て
既
に
単
な
0

0

る0

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
は
な
く
、
却
っ
て
ま
さ
に
科
学
0

0

で
あ
る
と
云
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
に
於
て
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
の
概
念
と
科
学
の
概
念
と
が
対
立
す
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
は
虚
偽
の
意
識
で
な
く
、
反
対
に

真
な
る
意
識
で
あ
る
。
そ
こ
で
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
一
般
概
念
そ
の
も
の
の
内
部
に
於
て
虚
偽
の
意
識
と
し
て
の
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
の
概
念
に
対
し
て
真
な
る
意
識
と
し
て
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
概
念
を
確
立
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
っ

て
来
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
要
求
さ
れ
て
い
る
の
は
、一
般
的
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
見
方
に
於
け
る
認
識
の
概
念
を
、
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イ
デ
ー
的
見
方
に
於
け
る
認
識
の
概
念
と
の
区
別
に
於
て
、
明
瞭
な
ら
し
め
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ

に
よ
っ
て
認
識
論
的
意
味
に
於
け
る
虚
偽
の
内
容
も
明
ら
か
に
さ
れ
、
且
つ
こ
の
も
の
は
こ
れ
ま
で
我
々
が
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
の
虚
偽
性
を
規
定
す
る
際
こ
と
さ
ら
に
論
及
し
な
か
っ
た
と
こ
ろ
の
そ
れ
の
第
三
の
意
味
と
し
て
、
非

現
実
性
及
び
非
実
践
性
な
る
も
の
に
当
然
附
け
加
わ
り
、
関
聯
せ
し
め
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

イ
デ
ー
的
見
方
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
見
方
と
の
間
に
於
け
る
相
違
は
そ
の
根
柢
に
於
て
存
在
論
的
決
定
の
相
違

に
関
係
す
る
、
即
ち
一
は
本
質
存
在
の
方
向
に
於
け
る
、
他
は
現
実
存
在
の
方
向
に
於
け
る
存
在
論
的
決
定
を
含

ん
で
い
る
。
然
る
に
こ
の
相
違
は
特
に
認
識
理
論
に
関
係
し
て
現
れ
て
来
る
で
あ
ろ
う
。
認
識
論
と
存
在
論
と
は

構
造
的
に
結
び
合
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
一
、
本
質
存
在
の
認
識
の
場
合
に
は
明
証
（Evidenz

）
と
い
う
こ

と
が
真
理
の
基
準
的
表
徴
と
し
て
の
重
要
な
意
味
を
有
す
る
。
例
え
ば
デ
カ
ル
ト
の
場
合
を
想
起
せ
よ
。
彼
は
明

晰
に
し
て
判
明
な
る
知
覚
（clara et distincta perceptio

）
を
も
っ
て
真
理
の
標
準
と
な
し
た
。
明
晰
と
は
精
神

に
と
っ
て
直
観
的
に
現
前
す
る
も
の
、
判
明
と
は
全
く
そ
れ
自
身
に
於
て
明
晰
に
し
て
且
つ
判
然
と
限
定
さ
れ
て

い
る
も
の
を
云
う
。
こ
の
意
味
に
於
て
明
晰
判
明
に
し
て
、
そ
れ
の
明
証
が
如
何
な
る
他
の
も
の
か
ら
も
導
か
れ

得
ず
、
専
ら
そ
れ
み
ず
か
ら
に
於
て
基
礎
付
け
ら
れ
て
い
る
も
の
が
、
本
来
彼
の
生
具
観
念
と
呼
ん
だ
も
の
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
二
、
明
証
に
真
理
の
標
準
と
し
て
の
重
要
な
意
味
を
認
め
る
思
想
は
、
根
本
的
に
は
知
覚
説
と
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し
て
特
色
付
け
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
こ
に
謂
う
知
覚
は
固
よ
り
感
性
知
覚
の
こ
と
で
は
な
い
。
デ
カ
ル
ト

は
知
覚
を
二
つ
の
も
の
に
、
感
官
に
よ
っ
て
の
知
覚
（perceptio sensu

）
と
知
性
か
ら
の
知
覚
（perceptio ab 

intellectu
）
と
に
区
別
し
た
。
明
証
を
伴
う
の
は
明
ら
か
に
後
の
も
の
で
あ
っ
て
、
我
々
は
こ
れ
と
ギ
リ
シ
ア
哲

学
に
於
け
る
ヌ
ー
ス
の
概
念
と
の
関
係
を
求
め
る
こ
と
も
出
来
よ
う
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
ヌ
ー
ス
は
知
覚
の
如

き
も
の
で
あ
る
と
云
っ
て
い
る
。
か
か
る
意
味
に
於
け
る
知
覚
説
を
と
る
も
の
は
、
従
っ
て
、
第
三
に
、
比
量
的

な
思
惟
に
最
高
の
位
置
を
与
え
な
い
。
西
洋
の
哲
学
を
永
く
支
配
せ
る
と
こ
ろ
の
認
識
能
力
に
関
す
る
三
つ
の
区

別
は
、
夙
に
ギ
リ
シ
ア
哲
学
に
於
て
、 ai[sqhsiV  （
感
性
知
覚
） diavnoia  （
比
量
的
思
惟
、
悟
性
） nou:V  （
理
性
）
の

区
別
と
し
て
発
見
さ
れ
た
が
、
哲
学
に
し
て
本
質
存
在
の
方
向
に
於
け
る
存
在
論
的
決
定
を
含
む
限
り
、
こ
こ
に

書
き
付
け
ら
れ
た
順
序
は
、
多
く
の
場
合
に
於
て
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
同
時
に
認
識
作
用
と
し
て
の
価
値
の
順
序

を
表
す
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
我
々
は
、
古
来
、
本
質
存
在
の
哲
学

が
そ
の
認
識
理
論
の
根
柢
に
何
等
か
の
い
わ
ゆ
る
「
光
の
形
而
上
学
」（Lichtm

etaphysik

）
を
も
っ
て
い
た
こ

と
の
深
い
意
義
を
見
出
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
既
に
プ
ラ
ト
ン
は
『
ポ
リ
テ
イ
ア
』
に
於
て
善
の
イ
デ
ア
を
太
陽
と

比
較
し
て
い
る
。
善
は
認
識
さ
れ
る
対
象
に
真
理
を
賦
与
し
、
認
識
す
る
主
観
に
認
識
す
る
能
力
を
賦
与
す
る
。

光
の
形
而
上
学
は
そ
の
後
宗
教
思
想
の
影
響
の
も
と
に
大
な
る
発
展
を
遂
げ
た
が
、
ひ
と
は
そ
れ
を
後
に
は
ア
ウ
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グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
照
明
説
（Illum

inationstheorie

）
に
於
て
、
更
に
降
っ
て
デ
カ
ル
ト
の
「
自
然
的
光
」（lum

en 

naturale
）
の
思
想
に
於
て
見
出
し
、
現
代
に
於
け
る
フ
ッ
サ
ー
ル
な
ど
の
現
象
学
の
う
ち
に
さ
え
ひ
と
は
光
の

形
而
上
学
の
痕
跡
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
更
に
我
々
は
同
じ
よ
う
な
聯
関
を
辿
っ
て
、
本
質
存

在
に
関
す
る
思
惟
は
そ
の
究
極
に
於
て
形
象
的
思
惟
（bildliches D

enken

）
で
あ
る
こ
と
を
示
し
得
る
と
思
う
。

従
っ
て
そ
こ
で
は
理
論
は
文
字
通
り
の
意
味
に
於
てTheorie

（qew
piva  

観
想
）
で
あ
る
。
然
る
に
現
実
存
在
の

方
向
に
於
け
る
存
在
論
的
決
定
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
事
情
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
と
き
本
来
の
思
惟
は

比
量
的
な
、
換
言
す
れ
ば
直
観
的
で
な
く
判
断
的
な
思
惟
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
寧
ろ
感
覚
が

認
識
に
と
っ
て
第
一
次
的
な
契
機
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
。
感
覚
が
重
ん
ぜ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
は
明
証
と
い
う
こ
と

は
固
よ
り
意
味
を
も
ち
得
な
い
。
こ
の
よ
う
な
場
合
何
よ
り
も
実
践
が
認
識
の
真
理
性
の
基
準
と
な
る
。「
対
象

的
真
理
が
人
間
的
思
惟
に
到
来
す
る
か
否
か
と
い
う
問
題
は
、
何
等
理
論
の
問
題
で
な
く
、
却
っ
て
一
の
実
践
的

な
問
題
で
あ
る
。
実
践
に
於
て
人
間
は
真
理
を
、
即
ち
自
己
の
思
惟
の
現
実
性
と
力
、
そ
の
此
岸
性
を
証
明
せ

ね
ば
な
ら
ぬ
。」
と
マ
ル
ク
ス
は
記
し
、
ま
た
「
総
体
の
、
生
け
る
、
人
間
的
実
践
が
認
識
論
の
中
へ
押
し
入
り
、

真
理
の
客
観
的
基
準
を
提
供
す
る
。」
と
レ
ー
ニ
ン
は
云
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
実
践
と
い
わ
れ
た
の
は
実
験
の
こ

と
で
あ
り
、
就
中
産
業
の
こ
と
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
実
践
の
立
場
は
、
結
局
は
相
対
主
義
に
陥
ら
ざ
る
を
得
な
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い
か
の
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
と
混
同
さ
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
は
有
用
性
の
う
ち
に
、
或
は
「
思
惟
の

経
済
」（D

enkökonom
ie

）
の
う
ち
に
、真
理
の
基
準
を
求
め
る
。
こ
れ
に
対
し
て
レ
ー
ニ
ン
は
書
い
て
い
る
、「
人

間
の
思
惟
は
、
そ
れ
が
客
観
的
真
理
を
正
し
く
模
写
す
る
と
き
、『
経
済
的
』
で
あ
る
、
そ
し
て
こ
の
正
し
さ
の

基
準
は
実
践
、
即
ち
実
験
、
産
業
で
あ
る
。」
こ
の
よ
う
に
実
践
の
見
地
が
持
出
さ
れ
る
と
き
、
我
々
の
問
題
は

新
た
な
展
望
を
得
る
の
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
自
己
自
身
生
産
的
な
実
践
的
な
階
級
で
あ

る
か
ら
、
既
に
こ
の
点
か
ら
一
般
的
に
云
っ
て
、
か
く
の
如
く
特
に
優
れ
て
生
産
的
な
実
践
的
な
階
級
は
お
の
ず

か
ら
他
の
階
級
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
非
現
実
的
な
実
践
性
な
き
意
識
と
考
え
、
そ
れ
を
単
な
る

0

0

0

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と

し
て
見
る
ば
か
り
で
な
く
、
―
―
こ
の
こ
と
は
自
然
生
長
的
な
階
級
意
識
と
し
て
無
意
識
的
に
存
在
す
る
、
―
―

そ
れ
は
認
識
の
主
体
た
り
得
る
可
能
性
を
他
の
階
級
よ
り
も
一
層
多
く
担
っ
て
い
る
と
云
わ
れ
よ
う
。
然
る
に
詳

し
く
云
え
ば
、
実
践
と
い
う
こ
と
は
認
識
に
関
係
し
て
二
重
の
も
の
、
即
ち
一
方
で
は
認
識
の
前
提
条
件

0

0

0

0

と
し
て

の
実
践
、
他
方
で
は
認
識
の
決
定
条
件

0

0

0

0

と
し
て
の
実
践
で
あ
る
。
普
通
に
真
理
の
基
準
は
実
践
で
あ
る
と
云
わ
れ

る
と
き
、
そ
れ
は
認
識
の
決
定
条
件
と
し
て
の
実
践
を
指
し
、
一
定
の
理
論
が
対
象
に
適
合
す
る
か
否
か
は
、
実

践
に
於
て
決
定
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
認
識
の
前
提
条
件
と
し
て
の
実
践
を
考
え
る

こ
と
は
そ
れ
に
も
劣
ら
ず
重
要
で
あ
る
。
い
ま
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
見
方
に
於
て
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
上
部
建
築
と
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し
て
そ
の
下
部
建
築
た
る
人
間
の
現
実
の
生
活
過
程
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
と
云
わ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
特
に

こ
の
よ
う
な
前
提
条
件
を
重
要
視
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
べ
き
筈
で
あ
る
。
一
般
的
に
見
て
、
最
初
ま
ず
行
為

が
あ
っ
た
、
人
間
は
思
惟
す
る
に
先
立
っ
て
ま
ず
行
為
し
た
。
彼
等
の
実
践
が
拡
ま
る
に
応
じ
て
、
彼
等
の
認
識

も
一
層
広
く
な
り
、
且
つ
一
層
正
し
く
な
り
得
る
。
然
し
認
識
の
前
提
条
件
と
し
て
の
実
践
と
い
う
こ
と
は
更
に

具
体
的
に
、
現
実
的
に
把
握
さ
れ
、
人
間
の
現
実
の
全
生
活
過
程
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ

の
関
係
に
於
て
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
と
は
如
何
に
相
違
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
前
者
は
現
存
社
会
に
於
て

そ
の
生
存
が
肯
定
さ
れ
て
い
る
故
に
、
彼
等
は
こ
の
社
会
の
根
本
的
に
変
化
し
な
い
こ
と
を
希
望
し
、
意
欲
せ
ざ

る
を
得
な
い
、
社
会
の
根
本
的
な
変
化
と
い
う
こ
と
は
彼
等
の
特
殊
的
諸
利
害
に
反
す
る
。
こ
れ
と
は
反
対
に
後

者
は
現
存
社
会
に
於
て
そ
の
生
存
が
否
定
さ
れ
て
い
る
故
に
、
彼
等
は
こ
の
社
会
の
根
本
的
に
変
化
す
る
こ
と
を

希
望
し
、意
欲
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
社
会
の
根
本
的
な
変
化
と
い
う
こ
と
は
彼
等
の
特
殊
的
諸
利
害
に
一
致
す
る
。

と
こ
ろ
で
現
存
社
会
が
変
化
の
う
ち
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
一
の
客
観
的
な
事
態
で
あ
る
。
こ
の
客
観
的
な
事
態

に
そ
の
特
殊
的
諸
利
害
が
一
致
す
る
階
級
は
、
客
観
的
な
現
実
を
あ
る
が
ま
ま
に
反
映
し
得
る
可
能
性
を
有
す
る

か
ら
、
真
理
の
認
識
可
能
性
は
よ
り
多
く
こ
の
階
級
に
属
す
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
こ
れ
に
反
し
て
現
有
社
会
の
変

化
な
き
こ
と
を
希
望
し
意
欲
す
る
階
級
は
、
社
会
の
客
観
的
な
現
実
を
誤
認
し
も
し
く
は
歪
曲
す
る
よ
う
に
余
儀
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な
く
さ
れ
る
が
故
に
、
そ
の
階
級
の
意
識
は
虚
偽
と
な
る
。
か
く
の
如
き
誤
認
乃
至
歪
曲
は
云
う
ま
で
も
な
く
凡

て
意
識
的
に
行
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
な
く
、
最
も
多
く
の
場
合
無
意
識
的
に
、
い
わ
ば
自
然
的
に
行
わ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
虚
偽
は
無
意
識
的
虚
偽
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
於
て
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
意
識
は
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

五

然
る
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
見
方
は
一
の
相
対
主
義
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
起
り
得
る
。
あ
ら
ゆ
る
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
が
（
マ
ル
ク
ス
主
義
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
も
含
め
て
）
凡
て
変
化
し
発
展
す
る
現
実
の
存
在
に
よ
っ
て
制
約

さ
れ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
帰
結
は
必
然
的
に
相
対
主
義
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
答
え
て

レ
ー
ニ
ン
は
書
い
て
い
る
、「
マ
ル
ク
ス
及
び
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
唯
物
弁
証
法
は
無
条
件
に
相
対
主
義
を
含
む
、
け

れ
ど
も
そ
れ
は
相
対
主
義
に
還
元
さ
れ
は
し
な
い
、
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
我
々
の
知
識
の
相
対
性
を

承
認
す
る
、
け
れ
ど
も
客
観
的
な
真
理
を
否
定
す
る
意
味
に
於
て
で
は
な
く
、
却
っ
て
我
々
の
知
識
の
こ
の
真
理

へ
の
接
近
の
諸
限
界
が
歴
史
的
に
制
約
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
に
於
て
で
あ
る
。」
即
ち
客
観
的
な
真
理
も
し

く
は
絶
対
的
な
真
理
は
無
条
件
的
に
あ
る
。
け
れ
ど
も
こ
の
真
理
は
、
ひ
と
思
い
に
捉
え
ら
れ
て
し
ま
う
程
内
容
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と
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ロ
ギ
ー
論

の
貧
弱
な
も
の
で
は
な
い
。「
唯
物
論
者
に
と
っ
て
は
、
世
界
は
、
そ
れ
が
見
え
る
よ
り
も
、
よ
り
豊
富
な
も
の

で
あ
り
、
よ
り
活
々
し
た
も
の
で
あ
り
、
且
つ
よ
り
多
様
な
も
の
で
あ
る
、
な
ぜ
な
ら
科
学
的
発
展
の
一
歩
一
歩

は
世
界
の
う
ち
に
新
た
な
方
面
を
発
見
す
る
。」
我
々
の
認
識
は
歴
史
的
社
会
的
に
制
約
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
か

く
の
如
き
客
観
的
な
、
絶
対
的
な
真
理
に
一
足
飛
び
に
近
づ
く
こ
と
が
出
来
な
い
。
我
々
の
認
識
は
た
だ
相
対
的

な
真
理
で
あ
り
得
る
の
み
で
あ
る
。
然
し
絶
対
的
な
真
理
は
「
諸
々
の
相
対
的
な
真
理
の
総
計
」
に
ほ
か
な
ら

ず
、
科
学
の
発
展
に
於
け
る
各
々
の
段
階
は
、
絶
対
的
な
真
理
の
こ
の
よ
う
な
総
計
に
新
し
い
一
粒
を
附
け
加
え

る
。
人
類
は
そ
の
歴
史
的
発
展
の
全
体
に
於
て
、
こ
の
発
展
の
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
に
於
て
発
見
さ
れ
た
諸
々
の

相
対
的
な
真
理
の
総
和
と
し
て
、
絶
対
的
な
真
理
に
到
達
す
る
。
か
く
て
マ
ル
ク
ス
主
義
者
も
ゲ
ー
テ
の
次
の

言
葉
を
承
認
す
る
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
。」（N

ur säm
m

tliche M
enschen erkennen die N

atur, nur  säm
m

tliche M
enschen leben das 

M
enschliche.

）

相
対
的
な
真
理
と
絶
対
的
な
真
理
と
に
関
す
る
か
く
の
如
き
見
解
を
通
じ
て
、
我
々
は
今
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的

見
方
そ
の
も
の
が
全
く
異
な
る
相
貌
を
と
る
に
到
っ
た
こ
と
を
見
出
す
で
あ
ろ
う
。
相
対
的
な
真
理
と
絶
対
的
な

真
理
と
に
関
す
る
か
く
の
如
き
見
解
は
、
ま
さ
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
的
な
見
方
を
承
け
継
ぐ
も
の
で
あ
る
。
ヘ
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ー
ゲ
ル
は
具
体
的
真
理
た
る
イ
デ
ー
は
一
度
に
自
己
の
凡
て
を
顕
現
す
る
も
の
で
は
な
く
、
却
っ
て
歴
史
の
発
展

の
諸
段
階
を
通
じ
て
、そ
の
全
体
に
於
て
初
め
て
、自
己
を
剰
す
と
こ
ろ
な
く
顕
現
す
る
と
考
え
た
。
歴
史
の
各
々

の
段
階
に
於
て
現
れ
る
も
の
は
、
絶
対
的
な
真
理
た
る
イ
デ
ー
の
ひ
と
つ
の
方
面
、
ひ
と
つ
の
契
機
、
そ
の
限
り

に
於
て
一
面
的
な
真
理
（
レ
ー
ニ
ン
の
い
う
相
対
的
な
真
理
）
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
か
か
る
一
面
的
な
、
従
っ
て
ま

た
抽
象
的
な
真
理
の
全
体
の
綜
合
に
よ
っ
て
、
具
体
的
な
、
絶
対
的
な
真
理
は
到
達
さ
れ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
こ
の

見
解
は
ま
た
マ
ル
ク
ス
主
義
の
も
の
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
も
し
も
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の

概
念
及
び
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
見
方
に
就
い
て
こ
れ
ま
で
述
べ
て
来
た
と
こ
ろ
に
、
次
の
こ
と
が
附
け
加
わ
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
第
一
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
単
な
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
虚
偽
の
意
識
で
あ
る

と
云
わ
れ
る
。
然
し
今
は
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
雖
も
決
し
て
単
な
る
虚
偽
の
意
識
で
あ
る
の
で
な
く
、

寧
ろ
そ
れ
も
絶
対
的
な
真
理
の
ひ
と
つ
の
契
機
と
な
る
べ
き
相
対
的
な
真
理
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で

こ
の
場
合
に
於
け
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
概
念
も
単
な
る
虚
偽
の
意
識
と
い
う
意
味
を
放
棄
し
て
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

の
一
般
概
念
に
再
び
結
び
付
く
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
第
二
に
、
既
に
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
・

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
も
単
な
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
は
な
く
、
却
っ
て
相
対
的
な
真
理
、
換
言
す
れ
ば
真
理
の
或
る
「
契

機
」
を
含
ん
で
い
る
こ
と
を
認
め
、
且
つ
更
に
既
に
絶
対
的
な
真
理
が
無
条
件
的
に
存
立
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
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を
認
め
る
以
上
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
見
方
は
単
な
る

0

0

0

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
見
方
で
あ
る
こ
と
を
や
め
て
、
或
る
意
味

で
は
イ
デ
ー
的
見
方
に
結
び
付
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
尤
も
こ
こ
に
い
う
イ
デ
ー
は
、
そ
れ
が
歴
史
の
過
程
を
通
じ

て
実
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
は
ヘ
ー
ゲ
ル
的
に
、
け
れ
ど
も
そ
れ
が
既
に
完
結
せ
る
体
系
と
し
て

我
々
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
な
く
、
我
々
自
身
に
と
っ
て
は
ど
こ
ま
で
も
到
達
さ
れ
得
ぬ
も
の
で
あ
る
と
い
う

点
で
は
ヘ
ー
ゲ
ル
的
に
で
は
な
く
、
却
っ
て
カ
ン
ト
的
に
把
握
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
形
作
ら
れ

る
の
は
、
一
言
で
い
え
ば
、
ま
さ
に
弁
証
法
的

0

0

0

0

な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
見
方
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

然
し
な
が
ら
か
く
の
如
く
虚
偽
の
意
識
と
し
て
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
概
念
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
一
般
概
念
に
、

ま
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
見
方
が
イ
デ
ー
的
見
方
に
結
び
付
け
ら
れ
る
と
き
、
我
々
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
見
方
の
本

来
の
面
目
が
失
わ
れ
た
よ
う
に
感
じ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
故
に
か
か
る
結
合
の
後
に
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
見

方
は
自
己
の
本
来
の
面
目
を
再
び
発
揮
す
る
よ
う
に
要
求
さ
れ
て
い
る
の
が
感
ぜ
ら
れ
る
。
こ
の
要
求
に
応
ず
る

た
め
に
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
見
方
の
根
柢
に
あ
る
実
践
と
い
う
見
地
を
特
に
正
面
に
持
ち
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
固
よ
り
単
に
理
論
的
に
云
っ
て
も
、
弁
証
法
的
発
展
の
見
方
の
上
に
立
つ
な
ら
ば
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
・
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
は
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
止
揚
す
る
限
り
、
よ
り
真
な
る
も
の
で
あ
る
と
云
い
得
る
で
あ

ろ
う
。
け
れ
ど
も
こ
の
発
展
に
し
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
と
ど
ま
る
べ
き
も
の
で
な
い
限
り
、
そ
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れ
は
単
に
よ
り
0

0

真
で
あ
る
と
云
わ
れ
得
る
の
み
で
あ
っ
て
、
相
手
の
階
級
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
虚
偽
の
意
識
と
し

て
、
こ
れ
に
対
し
自
己
を
真
な
る
意
識
と
し
て
主
張
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な

ら
、
そ
の
と
き
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
も
な
お
要
す
る
に
一
面
的
で
あ
り
、
そ
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
的
に
表

せ
ば
、
そ
の
限
り
に
於
て
そ
れ
は
虚
偽
で
あ
る
と
云
わ
れ
得
る
か
ら
で
あ
る
。
然
る
に
ひ
と
た
び
実
践
の
立
場
に

立
つ
な
ら
ば
、
永
遠
な
る
将
来
が
、
従
っ
て
完
結
せ
る
体
系
と
し
て
現
れ
得
る
が
如
き
絶
対
的
な
真
理
そ
の
も
の

が
問
題
で
あ
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
ま
さ
に
現
在
が
、
現
在
の
問
題
を
実
践
的
に
解
決
し
得
る
が
如
き
認
識
が
絶0

対
的
な

0

0

0

問
題
と
な
る
。
と
こ
ろ
で
マ
ル
ク
ス
は
云
う
、「
人
類
は
つ
ね
に
自
己
が
解
決
し
得
る
問
題
を
の
み
問
題

と
す
る
、
な
ぜ
な
ら
精
密
に
観
察
す
る
な
ら
ば
、
つ
ね
に
、
問
題
そ
の
も
の
は
、
そ
の
解
決
の
た
め
の
物
質
的
諸

条
件
が
既
に
現
有
し
て
い
る
か
、
或
は
少
な
く
と
も
そ
の
生
成
の
過
程
に
あ
る
か
、
の
場
合
に
の
み
、
発
生
す
る

も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。」
真
に
実
践
的
な
階
級
は
こ
こ
に
マ
ル
ク
ス
が
云
っ
て
い
る
よ
う
な
問
題
の
み
を
問

題
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
は
、
そ
れ
が
現
在
現
実
的
に
解
決
さ
れ
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味

に
於
て
、
且
つ
こ
の
解
決
の
た
め
の
物
質
的
諸
条
件
が
現
実
的
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
意
味
に
於
て
、
現
実
的

な
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
に
就
い
て
の
理
論
も
ま
た
現
実
的
で
あ
る
。
我
々
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
（
虚
偽
の
意
識
と
し

て
の
）
と
云
わ
る
べ
き
も
の
は
非
現
実
的
な
意
識
で
あ
る
と
規
定
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
か
く
の
如
き
論
理
は
、
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そ
れ
が
非
現
実
的
で
は
な
い
と
い
う
意
味
に
於
て
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
云
う
ま
で
も

な
く
人
類
の
歴
史
的
発
展
の
全
体
に
於
て
到
達
さ
れ
る
絶
対
的
な
真
理
に
対
し
て
は
な
お
一
の
相
対
的
な
真
理
に

過
ぎ
な
い
け
れ
ど
も
、
現
在
の
段
階
に
於
け
る
我
々
の
現
実
の
実
践
と
の
関
係
に
と
っ
て
絶
対
的
な
意
味
を
有
す

る
限
り
に
於
て
は
、
そ
れ
は
一
の
絶
対
的
な
真
理
で
あ
る
。
実
践
の
立
場
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
寧
ろ
、
永
遠
の
将

来
に
属
す
る
と
こ
ろ
の
絶
対
的
な
真
理
、
即
ち
真
理
の
イ
デ
ー
を
の
み
問
題
と
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
非
現
実
的

な
こ
と
で
あ
り
、
従
っ
て
単
な
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
属
す
る
で
あ
ろ
う
。

六

か
く
て
我
々
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
内
部
に
於
て
、
如
何
に
し
て
科
学
は
、
そ
れ
自
身
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
一
般
的

性
質
を
具
え
な
が
ら
、
し
か
も
科
学
と
し
て
の
自
己
の
性
質
を
保
有
す
る
こ
と
が
出
来
る
か
、
と
い
う
問
に
答
え

得
る
端
緒
を
捉
え
得
た
よ
う
に
思
う
。
そ
れ
は
弁
証
法
に
よ
っ
て
で
あ
る
、
と
原
理
的
に
答
え
ら
れ
る
。
そ
し
て

こ
の
こ
と
は
右
の
叙
述
と
の
関
聯
に
於
て
さ
し
あ
た
り
二
重
の
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
第
一
に
、
科
学
は

自
己
を
人
類
の
思
想
の
発
展
史
の
中
に
於
て
弁
証
法
的
に
自
覚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
を
特
に
こ
こ
に

記
し
て
お
く
と
い
う
こ
と
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
見
方
は
、
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
、
社
会
の
危
機
的
時
期
に
相
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応
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
か
る
も
の
と
し
て
そ
れ
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
に
な
り
易
い
自
然
的
傾
向
を
み
ず
か
ら
の
う

ち
に
含
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
場
合
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
と
い
う
こ
と
は
、
現
存
す
る
他
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を

凡
て
一
様
に
単
な
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
即
ち
虚
偽
の
意
識
と
し
て
却
け
、
恰
も
自
己
か
ら
初
め
て
科
学
が
始
ま
る
か

の
よ
う
に
空
想
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
は
実
に
機
械
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
見
方
と
云
わ
る
べ

く
、
そ
れ
の
自
然
的
基
礎
と
な
っ
て
い
る
の
は
ミ
ュ
ト
ス
的
意
識
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
対
し
た
だ
弁
証
法

的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
見
方
に
生
き
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
何
等
か
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
自
己
に
科
学
的
性
質
を
賦

与
し
得
る
と
云
わ
れ
よ
う
。
マ
ル
ク
ス
主
義
の
如
き
も
、
ド
イ
ツ
古
典
哲
学
、
イ
ギ
リ
ス
の
古
典
経
済
学
及
び
フ

ラ
ン
ス
の
社
会
主
義
思
想
を
契
機
と
し
て
、
そ
れ
ら
を
弁
証
法
的
に
止
揚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
科
学
と
し
て
成
立

し
得
た
の
で
あ
る
。
然
し
第
二
に
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
単
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
範
囲
内
に
於
け
る
弁
証
法
に
と
ど

ま
ら
ず
、
更
に
根
本
的
に
理
論
と
実
践
と
の
弁
証
法
の
立
場
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
の
科
学
的
性
質
を
獲
得

す
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
こ
に
実
践
と
い
う
こ
と
が
ひ
と
り
認
識
の
決
定
条
件
と
い
う
意
味
に
於
け
る
実
践
に
限

ら
れ
る
こ
と
な
く
、
な
お
ま
た
認
識
の
前
提
条
件
と
し
て
の
実
践
を
意
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
は
、

既
に
論
じ
た
と
こ
ろ
か
ら
明
瞭
で
あ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
実
践
は
理
論
と
結
び
付
く
こ
と
に
よ
っ
て
実
践
と
し

て
も
発
展
す
る
、
理
論
は
実
践
に
移
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
が
真
で
あ
る
か
否
か
、
即
ち
対
象
に
適
合
す
る
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か
否
か
が
決
定
さ
れ
る
、そ
れ
と
同
時
に
理
論
と
結
び
付
く
こ
と
に
よ
っ
て
発
展
さ
せ
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
実
践
は
、

理
論
そ
の
も
の
の
発
展
に
と
っ
て
の
前
提
と
も
な
る
の
で
あ
る
。

尤
も
こ
こ
に
い
う
実
践
は
特
に
優
越
な
意
味
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ド
ク
サ
的
意
識
、
ま
た
ミ
ュ
ト
ス

的
意
識
で
す
ら
も
が
、
広
い
意
味
で
は
実
践
と
結
び
付
い
て
い
る
と
云
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
然
し
科
学
と
聯
関
に

お
か
れ
る
実
践
は
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
実
践
で
な
く
、
特
に
変
革
的
実
践

0

0

0

0

0

と
し
て
規
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

自
然
に
就
い
て
も
、
そ
れ
と
人
間
と
の
単
な
る
対
立
の
意
識
か
ら
は
ミ
ュ
ト
ロ
ギ
ー
が
生
れ
は
し
た
が
科
学
は
生

れ
ず
、
自
然
科
学
は
自
然
を
支
配
し
、
変
革
し
よ
う
と
す
る
実
践
の
中
か
ら
生
れ
、
か
か
る
実
践
の
発
展
と
共
に

発
展
し
た
。
同
じ
よ
う
に
社
会
科
学
も
ま
た
現
存
す
る
社
会
に
働
き
か
け
、
こ
れ
を
変
化
し
よ
う
と
す
る
実
践
と

結
び
付
く
こ
と
を
通
じ
て
科
学
と
し
て
成
立
し
且
つ
発
展
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
と
こ
ろ
で
実
践
と
い
う
こ
と
は

何
等
か
の
主
体
0

0

の
概
念
な
く
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
一
般
的
に
云
っ
て
、
主
体
の
客
体
に
対
す
る
働
き

か
け
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
れ
は
主
体
と
客
体
と
が
何
等
か
の
仕
方
で
区
別
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
予
想
す
る
。
客

体
か
ら
区
別
さ
れ
る
主
体
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
普
通
に
そ
れ
は
「
自
我
」
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
。

よ
し
そ
の
よ
う
に
云
う
に
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
自
我
に
し
て
単
に
観
念
的
に
捉
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
変

革
的
実
践
の
主
体
と
は
考
え
難
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
主
体
は
単
に
観
念
的
で
あ
り
得
ず
、
却
っ
て
「
も
の
」
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と
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
の
み
で
な
く
、
自
我
が
単
に
個
人
的
な
も
の
と
見
ら
れ
る
限
り
、
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
的
見
方
は
あ
り
得
な
い
。
然
し
ま
た
自
我
が
単
に
超
個
的
自
我
と
考
え
ら
れ
る
だ
け
で
も
不
十
分
で
あ

る
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
見
方
は
社
会
的
見
方
を
基
礎
と
す
る
の
で
あ
る
が
、「
超
個
的
」
と
い
う
こ
と
と
「
社
会
的
」

と
い
う
こ
と
と
は
同
一
で
な
い
。
こ
の
よ
う
な
主
体
が
「
も
の
」
で
あ
る
と
云
う
と
き
、
そ
れ
は
何
等
か
の
存
在

の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
然
し
も
し
も
客
体
を
「
存
在
」
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
主
体
的
な
も
の
は
そ
れ
と
同
じ
意
味
で

は
存
在
と
は
い
わ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
、
主
体
と
客
体
と
が
ど
こ
ま
で
も
区
別
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
実
践
の
概
念

は
そ
の
本
来
の
意
味
に
於
て
成
立
し
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
客
体
が
客
体
と
し
て

0

0

0

0

0

働
く
と
い
う
こ
と
は
実
践
と
は

考
え
ら
れ
な
い
、そ
れ
だ
か
ら
単
に「
働
く
も
の
」と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
主
体
の
概
念
は
十
分
に
規
定
さ
れ
な
い
。

一
の
実
践
の
主
体
で
あ
る
も
の
は
他
の
実
践
の
客
体
で
あ
り
、
従
っ
て
現
実
に
於
て
は
主
体
は
単
に
主
体
た
る
に

と
ど
ま
ら
ず
、
主
体
＝
客
体
の
統
一
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
に
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
主
体
＝
客
体
の
統
一
が
考
え

ら
れ
る
た
め
に
は
、
既
に
主
体
と
客
体
と
が
何
等
か
の
仕
方
で
区
別
さ
れ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
く

て
主
体
と
は
如
何
に
し
て
も
客
体
の
秩
序
に
属
せ
ぬ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
ほ
か
な
い
。そ
れ
だ
か
ら
と
云
っ
て
、

か
か
る
主
体
は
何
等
か
観
念
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
出
来
ず
、
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
「
も
の
」
の
意
味
を
も
た

ね
ば
な
ら
ぬ
。
如
何
に
し
て
も
客
体
の
秩
序
に
属
す
る
こ
と
な
く
、
し
か
も
ど
こ
ま
で
も
「
も
の
」
の
意
味
を
有
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第
二　

社
会
科
学
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論

す
る
主
体
を
ば
、
我
々
は
「
存
在
」
と
称
せ
ら
れ
る
客
体
に
対
す
る
区
別
に
於
て
、
特
に
「
事
実
」
と
呼
ぼ
う
と

思
う
。
存
在
と
事
実
と
は
相
異
な
る
二
つ
の
概
念
と
し
て
、
客
体
と
主
体
と
い
う
秩
序
を
異
に
す
る
概
念
に
相
応

し
て
規
定
さ
れ
る
。
単
に
存
在
の
概
念
の
み
に
よ
っ
て
は
実
践
の
概
念
は
考
え
ら
れ
ず
、
そ
の
た
め
に
は
我
々
の

い
う
如
き
事
実
の
概
念
が
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
我
々
の
信
ず
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
こ
の

よ
う
な
事
実
の
概
念
を
導
き
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
見
方
に
一
層
深
き
基
礎
が
与
え
ら
れ
、
そ

れ
と
同
時
に
ド
ク
サ
及
び
ミ
ュ
ト
ス
の
概
念
の
意
味
も
更
に
深
め
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
然
し
そ
れ
に
就
い
て

論
ず
る
に
あ
た
り
、
我
々
は
社
会
科
学
そ
の
も
の
の
基
本
的
構
造
を
分
析
す
る
こ
と
を
も
っ
て
出
発
し
よ
う
と
思

う
。
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社
会
科
学
の
構
造

一

社
会
科
学
が
三
つ
の
部
門
も
し
く
は
部
分
を
包
括
す
る
と
い
う
こ
と
は
普
通
に
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
れ
ら
は
一
般
に
、
理
論
、
歴
史
、
政
策
、
と
呼
ば
れ
る
。
こ
の
三
つ
が
あ
る
と
し
て
、
問
題
は
そ
れ
が
相
互
に

如
何
に
区
別
せ
ら
れ
、
如
何
に
関
係
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
社
会
科
学
に
と
っ
て
基
本
的
な

も
の
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
は
ま
た
自
然
科
学
の
場
合
に
は
、
少
な
く
と
も
い
わ
ゆ
る
「
自
然
弁
証
法
」

の
問
題
を
除
け
ば
、
十
分
な
意
味
に
於
て
は
存
し
な
い
と
こ
ろ
の
、
社
会
科
学
に
と
っ
て
特
徴
的
な
問
題
で
あ
る

と
見
做
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
社
会
科
学
の
方
法
論
の
自
覚
史
の
重
要
な
一
章
を
な
す
一
八
八
三
ー
八
四
年
の

メ
ン
ガ
ー
【C
arl M

enger

】
対
シ
ュ
モ
ー
ラ
ー
【G

ustav von Schm
oller

】
の
論
争
も
こ
の
問
題
に
か
か
わ
る
も
の
で

あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
メ
ン
ガ
ー
の
全
努
力
は
理
論
と
歴
史
と
の
間
に
於
け
る
、
理
論
と
政
策
と
の
間
に
於
け
る
根

本
的
な
区
別
を
作
り
出
す
と
い
う
こ
と
を
目
差
し
た
、
こ
れ
に
対
し
シ
ュ
モ
ー
ラ
ー
は
同
様
の
方
法
論
的
詮
議
に
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社
会
科
学
の
構
造

於
て
そ
れ
ら
の
区
別
が
単
に
程
度
上
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
。
そ
こ
で
我
々
は
、
こ
の
有
名
な
論

争
を
手
懸
り
と
し
て
、
先
ず
こ
の
問
題
に
就
い
て
の
代
表
的
な
意
見
に
一
瞥
を
与
え
よ
う
。

メ
ン
ガ
ー
の
根
本
認
識
は
、
我
々
は
二
重
の
方
法
的
観
点
の
も
と
に
「
諸
現
象
の
世
界
」
を
考
察
し
得
る
、
と

い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
一
、
我
々
は
具
体
的
な
現
象
を
そ
の
空
間
及
び
時
間
に
於
け
る
位
置
、
そ
の
相
互
の
具
体

的
な
関
係
に
於
て
研
究
す
る
、
具
体
的
な
も
の
、
個
別
的
な
も
の
が
そ
の
場
合
認
識
の
対
象
と
な
る
。
或
い
は
二
、

具
体
的
な
関
係
の
交
替
の
う
ち
に
繰
り
返
さ
れ
る
現
象
形
式
を
研
究
す
る
、
我
々
は
そ
の
と
き
一
般
的
な
も
の
の

認
識
を
求
め
る
。
メ
ン
ガ
ー
は
継
起
及
び
共
在
の
規
則
的
に
繰
り
返
さ
れ
る
関
係
を
現
す
一
般
的
な
現
象
形
式
を

「
型
」
或
は
「
類
型
」（Typus

）
と
呼
ん
だ
。
か
く
て
歴
史
と
統
計
と
は
国
民
経
済
の
領
域
に
於
け
る
現
象
の
個

別
的
な
も
の
の
科
学
に
、
理
論
的
国
民
経
済
学
説
（
理
論
経
済
学
）
は
経
済
の
内
部
に
於
け
る
一
般
的
な
も
の
の

科
学
に
属
す
る
。
そ
し
て
な
お
国
民
経
済
政
策
及
び
財
政
学
は
実
践
的
も
し
く
は
実
際
的
科
学
ま
た
は
技
術
論
に

属
し
て
い
る
。
理
論
的
認
識
と
歴
史
的
認
識
と
の
対
立
は
、
形
式
的
と
歴
史
的
、
な
い
し
一
般
的
と
個
別
的
と
の

対
立
に
、
現
象
形
式
並
び
に
そ
れ
の
継
起
及
び
共
在
の
法
則
に
対
す
る
具
体
的
事
実
と
い
う
対
立
に
一
致
す
る
の

で
あ
る
。
理
論
と
歴
史
と
の
関
係
は
、
原
理
的
に
、
相
互
に
補
助
科
学
と
な
る
と
い
う
こ
と
、
以
上
に
は
決
し
て

出
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
理
論
が
歴
史
を
基
礎
付
け
る
の
で
も
な
け
れ
ば
、
ま
た
そ
の
逆
で
も
な
い
。
具
体
的
な
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現
象
の
特
に
歴
史
的
な
理
解
は
、
な
ん
ら
社
会
現
象
の
理
論
的
な
認
識
の
基
礎
と
な
る
も
の
で
な
く
、
寧
ろ
こ
れ

ら
二
つ
の
種
類
の
知
識
は
同
等
の
価
値
あ
る
も
の
で
あ
り
、そ
れ
ぞ
れ
自
己
に
よ
っ
て
立
つ
独
立
の
も
の
で
あ
る
。

同
じ
よ
う
に
メ
ン
ガ
ー
は
理
論
と
政
策
と
の
間
に
も
は
っ
き
り
し
た
境
界
線
を
引
い
た
。
実
践
的
科
学
は
理
論
に

「
高
め
ら
れ
る
」
こ
と
を
要
し
な
い
。「
位
階
」
に
於
て
で
は
な
く
、「
課
題
」
に
於
て
理
論
と
政
策
と
は
区
別
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
自
身
独
立
な
、
実
践
的
科
学
と
し
て
の
政
策
を
、
科
学
方
法
論
上
根
源
的
な
立
場
と
見
做

さ
れ
た
理
論
の
観
点
の
も
と
に
完
全
に
移
す
と
い
う
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
歴
史
も
ま
た
政
策
の
基

礎
と
な
り
得
る
も
の
で
な
い
。
過
去
か
ら
し
て
将
来
及
び
現
在
に
と
っ
て
国
民
経
済
へ
の
「
合
目
的
的
な
干
渉
の

た
め
の
諸
原
則
」
を
取
り
出
し
て
来
る
と
い
う
こ
と
は
、
メ
ン
ガ
ー
に
は
不
可
能
な
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
た
。

と
こ
ろ
で
メ
ン
ガ
ー
は
理
論
的
研
究
の
内
部
に
於
て
二
つ
の
主
要
方
向
を
区
別
し
て
い
る
。「
経
験
的
―
実
在

的
」（em

pirisch-realistisch

）
の
方
向
と
「
精
密
」（exakt

）
の
方
向
と
が
こ
れ
で
あ
る
。
第
一
の
（
経
験
的
な
）

方
向
は
、
国
民
経
済
の
実
在
的
な
現
象
の
現
象
形
式
を
「
そ
の
十
分
な
経
験
的
現
実
性
に
於
て
」、
且
つ
観
察
さ

る
べ
き
規
則
性
を
国
民
経
済
的
現
象
の
継
起
及
び
共
在
に
於
て
、
確
定
す
る
と
い
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
に
反

し
、
理
論
的
研
究
の
他
の
（
精
密
の
）
方
向
に
は
、
精
密
自
然
科
学
と
よ
し
同
一
で
な
い
に
し
て
も
類
似
の
仕

方
で
、
国
民
経
済
の
実
在
的
な
現
象
を
最
も
単
純
な
、
厳
密
に
類
型
的
な
諸
要
素
に
還
元
し
、
そ
し
て
分
離
法
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（Isolierungsverfahren

）
を
基
礎
と
し
て
、
国
民
経
済
の
複
雑
な
現
象
が
そ
れ
に
従
っ
て
諸
要
素
か
ら
展
開
さ
れ

る
法
則
を
示
す
と
い
う
課
題
が
負
わ
さ
れ
る
。
メ
ン
ガ
ー
に
よ
る
と
、
こ
れ
ら
二
つ
の
方
向
に
於
け
る
認
識
は
性

質
を
異
に
し
て
い
る
。「
甲
及
び
乙
な
る
現
象
に
一
般
に

0

0

0

（
そ
れ
故
に
凡
て
の
、
観
察
さ
れ
な
い
場
合
に
も
）
丙
な
る

現
象
が
従
う
と
い
う
推
理
、
或
は
こ
こ
に
論
じ
ら
れ
つ
つ
あ
る
現
象
が
一
般
に

0

0

0

共
在
的
で
あ
る
と
い
う
推
理
は
、

経
験
を
、
厳
密
な
経
験
論
の
立
場
を
超
え
て
い
る
。
そ
れ
は
上
の
（
即
ち
経
験
的
―
実
在
的
の
）
考
察
の
仕
方
の

立
場
に
よ
っ
て
は
厳
密
に
は
保
証
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
」（『
社
会
科
学
の
方
法
に
就
い
て
の
研
究
』、
一
八
八
三

年
、
三
五
頁
【Investigations into the M
ethod of the Social Sciences

】）。
そ
こ
で
理
論
的
研
究
の
経
験
的
―
実
在
的
方

向
の
方
法
論
的
条
件
と
い
う
も
の
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
方
向
に
於
て
得
ら
れ
る
科
学
的
認
識
は
、
凡
そ
次

の
如
き
種
類
の
も
の
以
外
で
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
一
、「
実
在
型
」（R

ealtypen

）、「
実
在
的
な
諸
現

象
の
諸
根
本
形
式
、
こ
の
現
象
の
内
部
で
類
型
的
形
象
に
は
諸
特
殊
性
に
対
し
て
多
少
の
広
さ
の
活
動
範
囲
が
与

え
ら
れ
て
い
る
」、
二
、「
経
験
的
法
則
」（em

pirische G
esetze

）、
そ
れ
に
於
て
我
々
は
「
実
在
的
な
諸
現
象
の

継
起
及
び
共
在
に
於
け
る
事
実
上
の
（
然
し
決
し
て
例
外
の
な
い
こ
と
を
保
証
さ
れ
て
い
な
い
）
諸
規
則
性
」
を
理

論
的
に
支
配
す
る
の
で
あ
る
。
経
験
的
実
在
論
の
越
え
る
こ
と
の
出
来
ぬ
理
論
的
精
密
性
へ
の
溝
渠
は
、
我
々
の

「
思
惟
法
則
」」
そ
れ
の
「
認
識
規
則
」
に
よ
っ
て
埋
め
ら
れ
る
。
か
か
る
認
識
規
則
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
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う
か
。「
理
論
的
真
理
の
研
究
に
と
っ
て
唯
一
の
認
識
規
則
―
―
そ
れ
は
単
に
、
こ
の
こ
と
が
一
般
に
到
達
さ
れ

得
る
限
り
、
経
験
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
却
っ
て
ま
さ
に
我
々
の
思
惟
法
則
に
よ
っ
て
疑
う
べ
か
ら
ざ
る
仕
方
で

認
証
さ
れ
、
そ
し
て
理
論
的
研
究
の
精
密
の

0

0

0

方
向
に
対
し
て
そ
れ
故
に
最
も
基
本
的
な
意
味
を
有
す
る
も
の
で
あ

る
が
、
こ
の
認
識
規
則
は
、
よ
し
唯
ひ
と
つ
の
場
合
に
於
て
に
せ
よ
観
察
さ
れ
た
も
の
は
、
厳
密
に
同
じ
事
実
上

の
諸
条
件
の
も
と
に
於
て
は
つ
ね
に
再
び
現
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
或
い
は
そ
の
本
質
に
於
て
同
一
の
も
の
で
あ
る
、

と
い
う
命
題
、
一
定
の
種
類
の
厳
密
に
類
型
的
な
現
象
に
は
、
同
じ
諸
事
情
の
も
と
に
於
て
は
つ
ね
に
、
し
か
も

我
々
の
思
惟
法
則
に
関
し
て
は
ま
さ
に
必
然
的
に
、
一
定
の
他
の
種
類
の
厳
密
に
類
型
的
な
現
象
が
従
わ
ね
ば
な

ら
ぬ
、
と
い
う
命
題
で
あ
る
。
甲
及
び
乙
が
厳
密
に
類
型
的
に
考
え
ら
れ
て
お
り
且
つ
こ
こ
に
論
じ
ら
れ
つ
つ
あ

る
現
象
継
起
が
た
だ
唯
一
の
場
合
に
於
て
に
せ
よ
観
察
さ
れ
た
限
り
、
甲
及
び
乙
な
る
現
象
に
、
同
様
の
諸
関
係

の
も
と
に
於
て
は
つ
ね
に
、
厳
密
に
類
型
的
な
現
象
丙
が
従
わ
ね
ば
な
ら
ぬ

0

0

0

0

0

。
こ
の
規
則
は
単
に
諸
現
象
の
本
質
0

0

に
就
い
て
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
そ
の
量0

に
就
い
て
も
妥
当
す
る
、
そ
し
て
経
験
は
こ
れ
に
関
し
て
我
々
に
単
に
何

等
の
例
外
も
供
し
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
か
く
の
如
き
例
外
は
批
判
的
な
悟
性
に
と
っ
て
寧
ろ
ま
さ
に
思
惟
し
得

ざ
る
も
の
に
見
え
る
。」（
前
掲
書
、
三
九
、四
〇
頁
）。
厳
密
に
類
型
的
な
現
象
、
例
え
ば
、
絶
対
に
た
だ
経
済
的

な
目
的
を
追
求
す
る
人
間
、
等
々
の
如
き
は
、
絶
対
に
純
粋
な
酸
素
、
酒
精
、
金
と
同
じ
く
、
直
接
に
経
験
の
う
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ち
に
与
え
ら
れ
る
も
の
で
な
く
、
寧
ろ
一
部
分
は
単
に
我
々
の
観
念
に
於
て
の
み
存
す
る
も
の
で
あ
る
。
然
し
分

離
法
を
通
じ
て
得
ら
れ
る
こ
の
よ
う
な
厳
密
に
類
型
的
な
要
素
、そ
れ
の
精
密
な
量
を
想
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

今
述
べ
た
認
識
規
則
か
ら
、
我
々
は
初
め
て
諸
現
象
の
精
密
な
法
則
、
即
ち
い
わ
ゆ
る
「
自
然
法
則
」
に
到
達
す

る
こ
と
が
出
来
る
。か
く
て
メ
ン
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、経
済
学
の
領
域
に
於
け
る
精
密
な
理
論
的
研
究
の
課
題
は
、「
人

間
的
経
済
の
最
も
根
源
的
な
、
最
も
基
本
的
な
要
素
の
探
究
、
当
該
現
象
の
量
の
確
定
、
及
び
人
間
的
経
済
の
複

雑
な
現
象
形
式
が
そ
れ
に
従
っ
て
か
の
最
も
単
純
な
要
素
か
ら
展
開
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
法
則
の
研
究
」（
前
掲
書
、

四
五
頁
）
で
あ
る
。

理
論
的
研
究
の
二
つ
の
方
向
、
も
し
く
は
、「
実
在
型
」
及
び
経
験
的
法
則
と
、
精
密
な
法
則
と
は
、
如
何
な

る
関
係
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
ら
は
補
い
合
う
、
し
か
も
い
ず
れ
も
が
、
そ
れ
ぞ
れ
、
そ
れ
に
特
有
な
仕

方
で
国
民
経
済
的
諸
現
象
の
全
領
域
を
闡
明
す
る
と
い
う
仕
方
に
於
て
で
あ
る
。
精
密
な
研
究
と
経
験
的
―
実
在

的
な
研
究
と
は
、
い
ず
れ
も
自
己
自
身
の
う
ち
に
真
理
の
基
礎
付
け
と
真
理
価
値
を
担
い
、
唯
そ
れ
自
身
か
ら
し

て
の
み
理
解
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
。「
理
論
的
研
究
に
於
け
る
実
在
論
は
そ
れ
の
精
密
の
方
向
に
対
し
て
或
る

よ
り
高
き
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
或
る
異
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。」（
五
四
頁
）
と
メ
ン
ガ
ー
は
云
っ
て
い
る
。
こ

の
こ
と
は
、
彼
が
種
々
な
る
箇
所
に
於
て
繰
り
返
し
た
と
こ
ろ
の
、
あ
ら
ゆ
る
理
論
的
研
究
は
形
式
的

0

0

0

で
あ
る
、
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と
い
う
根
本
命
題
に
根
柢
を
も
っ
て
い
る
。
研
究
方
向
の
相
違
は
認
識
の
観
点
0

0

、
課
題
も
し
く
は
目
的
の
差
異
に

も
と
づ
く
と
云
わ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
精
密
な
理
論
に
於
て
は
、時
間
、意
志
、誤
謬
、肆
意
の
如
き
、

類
型
的
な
要
素
の
内
在
的
な
因
果
を
妨
害
し
得
る
よ
う
な
す
べ
て
の
可
変
的
要
素
は
ア
プ
リ
オ
リ
に
除
外
さ
れ

る
。
そ
れ
の
求
め
る
精
密
な
法
則
は
具
体
的
な
経
済
の
法
則
と
い
う
よ
り
も
純
粋
な
経
済
性0（W

irtschaftlichkeit

）

の
法
則
で
あ
る
。
精
密
科
学
と
し
て
の
経
済
学
は
、
化
学
、
物
理
学
、
力
学
や
数
学
と
等
し
く
、
我
々
に
一
定
群

の
具
体
的
な
現
象
の
「
実
在
概
念
」（R

ealbegriffe

）
を
教
え
る
の
で
な
く
、
寧
ろ
一
の
理
念
的
な
国
、
そ
れ
の

要
素
が
一
部
分
は
質
的
に
、
一
部
分
は
ま
た
量
的
に
も
経
験
的
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
の
理
念
的
な
聯
関
を
企
画
す
る
の

で
あ
る
。
精
密
な
理
論
の
認
識
の
対
象
は
「
発
展
し
つ
つ
あ
る
経
済
」
と
い
う
経
験
的
対
象
か
ら
は
独
立
で
あ
る
、

「
歴
史
的
観
点
」
は
精
密
な
理
論
か
ら
は
消
去
さ
れ
る
。
理
論
的
研
究
の
実
在
的
方
向
は
こ
れ
に
反
し
て
発
展
、

可
変
性
、
差
異
性
の
契
機
を
自
己
の
う
ち
へ
引
き
入
れ
る
。
歴
史
的
観
点
は
こ
の
方
向
の
理
論
に
あ
っ
て
は
考
慮

に
入
れ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
精
密
な
法
則
は
、
そ
の
前
提
が
妥
当
す
る
限
り
、
凡
て
の
時
代
及
び
凡
て
の

民
族
に
と
っ
て
妥
当
す
る
け
れ
ど
も
、
実
在
的
研
究
の
示
す
経
験
的
法
則
は
経
済
現
象
の
発
展
の
経
過
の
内
部
に

於
て
単
に
そ
の
研
究
の
出
発
点
で
あ
っ
た
段
階
及
び
こ
れ
の
変
容
に
と
っ
て
の
み
妥
当
し
、
現
象
一
般
も
し
く
は

「
発
展
一
般
」
に
対
し
て
は
妥
当
し
な
い
の
で
あ
る
。
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さ
て
右
の
如
き
メ
ン
ガ
ー
の
思
想
は
先
ず
形
式
主
義

0

0

0

0

と
見
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
彼
は
経
済
学
に

と
っ
て
、
歴
史
的
も
し
く
は
理
論
的
も
し
く
は
実
践
的
で
あ
れ
、
形
式
的
立
場
を
維
持
し
た
。
そ
れ
ら
各
種
の
研

究
は
形
式
的
で
あ
る
、
言
い
換
え
れ
ば
そ
れ
は
認
識
の
観
点
0

0

、
課
題
乃
至
目
的
の
相
違
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
。

個
別
的
並
び
に
一
般
的
の
、
社
会
科
学
的
現
象
の
認
識
の
形
式
主
義
が
、
方
法
の
形
式
主
義
へ
移
っ
て
行
く
こ
と

に
よ
っ
て
、メ
ン
ガ
ー
に
於
て
は
、精
密
な
自
然
研
究
と
精
密
な
社
会
研
究
と
の「
形
式
的
ア
ナ
ロ
ジ
ー
」（form

ale 

A
nalogie

）
が
結
果
す
る
。
蓋
し
「
人
間
的
活
動
の
現
象
の
領
域
に
於
け
る
精
密
な
研
究
が
行
為
す
る
主
体
の
一

定
の
意
志
方
向
の
想
定
か
ら
出
立
す
る
」
と
い
う
こ
と
、「
精
密
社
会
科
学
の
こ
の
特
有
性
は
、
な
ん
ら
精
密
な

自
然
研
究
と
精
密
な
社
会
研
究
と
の
間
の
本
質
的
な
差
異
の
基
礎
と
は
な
ら
な
い
。」（
前
掲
書
、
二
六
〇
頁
）。
社

会
科
学
並
び
に
自
然
科
学
の
方
法
及
び
思
惟
法
則
に
よ
っ
て
区
分
さ
れ
た
る
種
々
な
る
層
ま
た
は
種
別
の
間
に
は

ア
ナ
ロ
ジ
ー
の
関
係
が
あ
る
。
社
会
科
学
の
精
密
理
論
に
自
然
科
学
の
精
密
理
論
が
対
応
し
、
経
験
的
―
実
在
的

理
論
に
於
て
も
同
様
で
あ
る
。
人
間
諸
現
象
に
自
然
諸
現
象
が
対
応
す
る
。
か
よ
う
な
メ
ン
ガ
ー
の
思
想
は
ま
た

自
然
主
義

0

0

0

0

（N
aturalism

us

）
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
我
々
は
こ
れ
に
対
す
る
歴
史
0

0

主
義
0

0

（H
istorism

us

）
の
立
場
か
ら
の
シ
ュ
モ
ー
ラ
ー
の
批
評
を
見
よ
う
。

シ
ュ
モ
ー
ラ
ー
は
メ
ン
ガ
ー
の
い
う
、
一
方
で
は
空
間
及
び
時
間
に
於
け
る
個
別
的
な
も
の
、
具
体
的
な
も
の
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を
把
捉
す
る
統
計
及
び
歴
史
、
他
方
で
は
一
般
的
な
も
の
、
類
型
的
な
も
の
、
類
型
的
な
諸
関
係
を
把
握
す
る
理

論
、
そ
う
し
た
認
識
方
向
に
於
け
る
区
別
を
認
め
る
。「
然
し
こ
の
よ
う
な
対
立
は
橋
渡
し
す
る
こ
と
の
出
来
ぬ

溝
渠
と
考
え
ら
れ
て
は
な
ら
ぬ
。」
な
ぜ
な
ら
シ
ュ
モ
ー
ラ
ー
に
と
っ
て
は
個
別
的
な
も
の
の
科
学
或
い
は
記
述

的
科
学
は
一
般
的
理
論
に
と
っ
て
の
準
備
仕
事
の
意
味
を
も
つ
こ
と
が
出
来
る
。「
こ
の
準
備
仕
事
は
、
現
象
が

凡
て
の
本
質
的
な
表
徴
、
変
化
、
原
因
結
果
に
従
っ
て
記
述
さ
れ
て
い
る
に
応
じ
て
、
よ
り
完
全
で
あ
る
。
完
全

な
記
述
は
然
る
に
ま
た
現
象
の
完
全
な
分
類
、
完
全
な
概
念
構
成
、
観
察
さ
れ
た
類
型
の
も
と
へ
の
個
々
の
も
の

の
正
し
い
整
頓
、
可
能
な
る
原
因
に
就
い
て
の
十
分
な
見
通
し
を
前
提
す
る
。
そ
れ
故
に
あ
ら
ゆ
る
完
全
な
記

述
は
く
だ
ん
の
科
学
の
一
般
的
本
質
の
確
定
に
寄
与
す
る
。」（『
国
家
＝
並
び
に
社
会
科
学
文
献
史
』、
一
八
八
八
年
、

二
七
八
頁
）。
そ
し
て
或
る
科
学
が
す
で
に
完
全
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
完
全
な
記
述
と
事
物
の
一
般
的
聯
関
に

就
い
て
の
理
論
と
の
間
の
接
触
は
愈
々
密
接
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
或
る
科
学
に
於
て
そ
の
記
述
的
部
分
が

な
お
不
完
全
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
そ
の
理
論
が
よ
り
多
く
単
に
暫
定
的
な
、
な
お
疑
わ
し
い
、
尚
早
な
一
般
化

か
ら
成
っ
て
お
れ
ば
お
る
ほ
ど
、
両
者
の
距
離
は
益
々
遠
い
、
と
彼
は
考
え
る
。
次
に
メ
ン
ガ
ー
が
理
論
的
研
究

の
内
部
に
設
け
た
実
在
的
―
経
験
的
及
び
精
密
の
二
つ
の
道
は
、
シ
ュ
モ
ー
ラ
ー
に
と
っ
て
は
帰
納
及
び
演
繹
と

い
う
意
味
し
か
も
た
な
い
。
そ
し
て
彼
に
と
っ
て
は
、
メ
ン
ガ
ー
と
は
反
対
に
、
帰
納
的
研
究
の
道
は
厳
密
な
、
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精
密
な
結
果
に
導
く
の
で
あ
る
。「
観
察
が
量
的
及
び
質
的
に
完
全
と
な
る
や
否
や
、
我
々
の
思
惟
法
則
は
我
々

を
し
て
、
同
様
の
質
的
及
び
量
的
原
因
が
唯
一
度
に
せ
よ
観
察
さ
れ
た
結
果
を
つ
ね
に
繰
り
返
し
て
作
り
出
す
と

い
う
こ
と
を
想
定
す
る
よ
う
に
余
儀
な
く
す
る
。」（
前
掲
書
、
二
八
〇
頁
）。
更
に
シ
ュ
モ
ー
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
経

済
に
対
す
る
国
家
、
道
徳
、
風
習
、
法
律
等
の
諸
関
係
が
看
過
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
寧
ろ
経
済
学
は
国
民
生
活

の
全
体
の
経
済
的
と
い
う
一
方
面
の
理
論
を
与
え
る
に
過
ぎ
ぬ
と
い
う
点
が
考
慮
に
入
れ
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
論

理
学
者
シ
グ
ワ
ル
ト
が
云
っ
た
よ
う
に
、「
個
々
の
も
の
に
と
っ
て
も
と
も
と
、
そ
れ
が
全
体
の
部
分
と
し
て
、

そ
れ
の
こ
の
全
体
に
対
す
る
知
覚
さ
れ
得
る
諸
関
係
に
於
て
考
察
さ
れ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。」
経
済
の

原
理
的
な
問
題
は
経
済
的
現
象
の
国
民
＝
並
び
に
国
家
生
活
に
対
す
る
関
係
を
離
れ
て
は
捉
え
ら
れ
な
い
。
そ
れ

だ
か
ら
彼
に
は
経
済
の
一
般
的
本
質
の
理
論
は
、
メ
ン
ガ
ー
に
於
て
主
と
し
て
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
価
値
並
び
に

価
格
の
形
成
、
収
益
の
分
配
の
学
説
に
、
貨
幣
制
度
に
尽
き
る
と
い
う
も
の
で
な
い
。
分
離
法
は
、
た
だ
理
論
の

た
め
、
た
だ
法
則
の
た
め
に
、
凡
て
の
一
緒
に
は
た
ら
く
原
因
の
普
遍
的
な
聯
関
を
断
ち
切
り
、
部
分
を
全
体
か

ら
引
き
裂
く
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
は
な
ら
ぬ
。「
我
々
は
法
則
を
如
何
な
る
犠
牲
を
払
っ
て
も
直
ぐ
に
も
た
ね

ば
な
ら
ぬ
と
は
考
え
な
い
、
我
々
は
そ
れ
を
き
い
ち
ご
の
よ
う
に
摘
む
こ
と
が
出
来
る
と
は
信
じ
な
い
、
な
ぜ
な

ら
我
々
は
何
よ
り
も
真
の
認
識
、
即
ち
必
然
的
な
普
遍
妥
当
的
な
判
断
を
求
め
、
そ
し
て
法
則
が
な
お
欠
け
て
い
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る
場
合
に
は
、
我
々
は
現
実
の
完
全
な
分
析
、
こ
の
材
料
の
分
類
、
原
因
の
研
究
に
従
事
す
る
こ
と
を
も
っ
て
満

足
す
る
。」「
然
し
固
よ
り
我
々
は
、
心
理
的
大
量
聯
関
、
精
神
的
大
量
運
動
の
成
立
に
関
す
る
、
道
徳
、
風
習
及

び
法
律
に
関
す
る
、
国
家
の
権
力
及
び
自
由
の
権
利
、
等
々
に
関
す
る
或
る
『
一
般
的
な
』
命
題
が
凡
て
の
社
会

科
学
に
共
通
で
あ
り
、
従
っ
て
経
済
学
に
於
て
前
提
さ
れ
或
い
は
序
論
及
び
補
助
命
題
と
し
て
講
ぜ
ら
れ
ね
ば
な

ら
ぬ
と
い
う
こ
と
を
信
ず
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
な
ん
ら
経
済
学
的
理
論
の
う
ち
へ
歴
史
研
究
の
特
殊
な
観
点
が
持

ち
込
ま
れ
る
と
い
う
の
で
な
く
、
却
っ
て
唯
、
そ
れ
は
同
時
に
経
済
的
で
あ
る
と
こ
ろ
の
心
理
的
及
び
社
会
的
過

程
に
と
っ
て
、
こ
の
領
域
に
存
す
る
全
体
の
認
識
が
利
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。」（
二
八
三
、二
八
四
頁
）。
か
く
の

如
き
見
方
を
と
る
シ
ュ
モ
ー
ラ
ー
に
は
メ
ン
ガ
ー
の
抽
象
は
経
済
学
的
研
究
及
び
真
理
と
い
う
よ
り
も
単
な
る
幻

影
も
し
く
は
ロ
ビ
ン
ソ
ン
物
語
と
思
わ
れ
た
。

シ
ュ
モ
ー
ラ
ー
は
こ
の
よ
う
に
帰
納
的
に
得
ら
れ
た
個
別
的
認
識
か
ら
一
般
化
さ
れ
た
真
理
へ
の
移
り
行
き
を

ば
、
経
済
、
国
家
、
法
律
、
道
徳
、
風
習
、
宗
教
、
科
学
等
を
同
様
の
認
識
及
び
生
活
の
一
般
的
な
心
理
学
的
な

根
本
性
質
に
土
台
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
埋
め
る
。
そ
し
て
彼
は
云
っ
て
い
る
、「
こ
の
立
場
に
立
つ
者
に
と
っ

て
は
、
理
論
的
経
済
学
と
実
践
的
経
済
学
と
の
取
扱
に
於
け
る
方
法
論
的
差
異
は
、
メ
ン
ガ
ー
に
と
っ
て
の
如
く
、

な
ん
ら
根
本
的
な
も
の
で
は
な
く
、
単
に
程
度
上
の
も
の
で
あ
る
。」（
二
八
五
頁
）。
シ
ュ
モ
ー
ラ
ー
に
従
え
ば
、
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社
会
科
学
の
構
造

近
代
の
進
歩
は
財
政
学
の
如
き
実
際
的
科
学
を
「
理
論
的
科
学
の
地
位
に
高
め
る
」
こ
と
に
成
功
し
つ
つ
あ
る
。

財
政
学
も
、
そ
れ
が
比
較
財
政
統
計
か
ら
出
立
し
つ
つ
国
家
経
済
の
一
般
的
本
質
に
就
い
て
の
学
説
に
ま
で
高
ま

る
程
度
に
応
じ
て
、
科
学
と
な
る
の
で
あ
る
。

理
論
的
研
究
の
内
部
に
於
て
メ
ン
ガ
ー
が
単
に
経
験
的
―
実
在
的
方
向
に
の
み
歴
史
へ
の
交
渉
を
認
め
て
、
精

密
の
方
向
に
は
歴
史
的
制
約
へ
の
あ
ら
ゆ
る
関
係
付
け
を
免
じ
、
そ
れ
を
却
っ
て
非
科
学
的
と
見
做
し
た
に
対
し

て
、
シ
ュ
モ
ー
ラ
ー
は
云
う
、「
メ
ン
ガ
ー
は
歴
史
学
派
の
本
質
的
な
原
因
と
必
然
性
と
を
少
し
も
理
解
す
る
こ

と
が
出
来
な
い
、
彼
に
は
そ
の
た
め
の
器
官
が
欠
け
て
い
る
か
ら
。
歴
史
学
派
は
あ
ら
ゆ
る
実
在
性
の
欠
け
た
る

一
群
の
抽
象
的
な
朦
朧
た
る
物
の
ま
ぼ
ろ
し
の
代
り
に
現
実
の
科
学
的
な
把
捉
へ
の
復
帰
を
代
表
す
る
。
メ
ン
ガ

ー
は
ま
た
、
凡
て
の
よ
り
重
要
な
国
民
経
済
的
現
象
が
空
間
上
及
び
時
間
上
甚
だ
包
括
的
で
あ
っ
て
、
歴
史
や
統

計
が
行
う
よ
う
な
集
合
的
な
考
察
に
よ
っ
て
の
み
接
近
さ
れ
得
る
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
な
い
。
そ
の
こ
と
は
彼

に
は
閉
さ
れ
て
い
る
、
な
ぜ
な
ら
彼
は
専
ら
個
別
経
済
の
単
一
的
考
察
か
ら
出
立
し
、
つ
ね
に
唯
交
換
、
価
値
、

貨
幣
等
々
の
こ
と
を
考
え
、
国
民
経
済
的
身
体
の
骨
骼
を
形
作
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
国
民
経
済
上
の
諸
機
関
及
び

諸
制
度
の
こ
と
を
考
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。」（
二
八
七
頁
）。
ま
た
シ
ュ
モ
ー
ラ
ー
は
、「
彼
の
時
代
の
本
質
を
国

民
経
済
の
一
般
的
本
質
と
見
做
す
」
と
い
う
メ
ン
ガ
ー
の
大
な
る
方
法
的
誤
謬
を
も
指
摘
し
た
。



三
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こ
こ
に
は
な
お
シ
ュ
モ
ー
ラ
ー
の
歴
史
主
義
の
性
質
を
若
干
明
瞭
に
し
て
お
く
こ
と
が
ふ
さ
わ
し
い
で
あ
ろ

う
。
こ
の
歴
史
主
義
は
、
多
く
の
場
合
歴
史
主
義
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
一
種
の
心
理
主
義

0

0

0

0

で
あ
っ
た
。
シ
ュ

モ
ー
ラ
ー
は
、「
凡
て
の
歴
史
的
出
来
事
の
根
本
法
則
は
た
だ
心
理
学
的
法
則
で
あ
る
こ
と
が
出
来
る
。」
と
い
う

シ
グ
ワ
ル
ト
の
命
題
を
同
意
し
つ
つ
引
用
す
る
。即
ち
彼
は
デ
ィ
ル
タ
イ
、シ
グ
ワ
ル
ト
、ヴ
ン
ト
な
ど
と
同
じ
く
、

精
神
科
学
的
心
理
学
を
経
済
学
の
基
礎
と
見
た
。
こ
の
よ
う
な
心
理
主
義
は
彼
に
於
て
如
何
な
る
意
味
を
有
し
た

で
あ
ろ
う
か
。
新
し
い
経
済
学
及
び
社
会
科
学
は
古
い
そ
れ
と
は
全
く
違
っ
た
仕
方
で
心
理
学
及
び
倫
理
学
に
倚

り
か
か
る
、と
彼
は
考
え
る
。
そ
れ
は
国
民
経
済
を
再
び
凡
て
の
爾
余
の
文
化
と
の
正
し
い
聯
関
に
於
て
理
解
し
、

考
察
す
る
こ
と
を
教
え
、
社
会
の
機
構
の
う
ち
に
於
け
る
道
徳
、
風
習
及
び
法
律
の
機
能
及
び
位
置
を
よ
り
正
し

く
規
定
し
た
。
今
日
の
経
済
学
は
合
理
主
義
及
び
唯
物
論
と
は
反
対
に
、
歴
史
的
及
び
倫
理
的
国
家
観
及
び
社
会

観
に
到
達
し
た
。
そ
れ
は
財
並
び
に
資
本
の
世
界
の
代
り
に
再
び
人
間
を
科
学
の
中
心
に
お
く
。
然
る
に
人
間
は

絶
え
ず
発
展
し
つ
つ
あ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
「
人
類
の
心
理
学
的
歴
史
、
就
中
感
情
の
発
展
の
歴
史
が
初

め
て
、
一
切
の
国
家
＝
並
び
に
社
会
科
学
に
と
っ
て
の
正
し
い
基
礎
を
我
々
に
供
す
る
で
あ
ろ
う
。」
人
間
は
そ

の
霊
的
及
び
心
的
素
質
、
能
力
に
於
て
絶
え
ず
よ
り
高
い
段
階
に
発
展
し
て
来
た
。
そ
し
て
我
々
が
こ
の
終
局
産

物
た
る
人
間
を
凡
て
の
彼
の
生
成
段
階
に
於
て
知
る
と
き
に
初
め
て
、
我
々
は
ま
た
こ
の
彼
の
力
の
国
家
及
び
社



三
七
三

第
三　

社
会
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の
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造

会
に
於
け
る
成
果
と
具
体
化
と
を
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
人
間
は
歴
史
的
に
発
展
し
且
つ
完
全
と
な
っ
た
が

故
に
、
心
理
的
な
発
展
系
列
の
発
生
的
理
解
と
歴
史
的
把
握
が
初
め
て
内
容
的
な
真
理
に
導
く
が
故
に
、
そ
こ
に

ま
た
内
容
的
な
「
経
験
的
現
実
」
を
発
展
的
に
歴
史
的
産
物
と
し
て
捕
捉
す
る
と
い
う
こ
と
が
内
面
的
に
基
礎
付

け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
シ
ュ
モ
ー
ラ
ー
に
あ
っ
て
発
生
的
―
歴
史
的
な
問
題
の
立
て
方
は
心
理
学
化

さ
れ
て
い
る
、
そ
れ
は
そ
の
出
発
点
に
於
て
就
中
衝
動
の
構
造
に
依
存
し
、
そ
し
て
こ
の
も
の
は
道
徳
的
と
見
ら

れ
た
か
ら
、
道
徳
的
な
価
値
判
断
が
お
の
ず
か
ら
ま
た
歴
史
へ
移
さ
れ
た
。
然
る
に
シ
ュ
モ
ー
ラ
ー
に
従
え
ば
、

善
そ
の
も
の
が
一
の
生
成
し
つ
つ
あ
る
も
の
で
あ
る
、各
々
の
時
代
は
そ
れ
ぞ
れ
の
義
務
と
徳
と
を
も
っ
て
い
る
、

道
徳
的
価
値
判
断
は
歴
史
的
に
発
展
す
る
。「
倫
理
学
は
次
第
々
々
に
一
の
経
験
科
学
と
な
る
、
そ
し
て
既
に
そ

れ
故
に
道
徳
的
判
断
は
種
々
な
る
意
味
で
他
の
経
験
的
な
判
断
と
同
列
の
も
の
で
あ
る
。」
こ
れ
は
ま
さ
に
一
の

相
対
主
義
を
表
明
す
る
も
の
で
は
な
い
か
。シ
ュ
モ
ー
ラ
ー
の
云
う
と
こ
ろ
で
は
、国
民
経
済
学
は
一
方
で
は
諸
々

の
応
用
自
然
科
学
、
工
芸
学
、
機
械
学
、
農
学
、
林
学
、
並
び
に
人
類
学
、
人
種
学
、
気
候
学
、
一
般
的
並
び
に

特
殊
的
植
物
地
理
学
及
び
動
物
地
理
学
の
間
に
、
他
方
で
は
種
々
の
最
も
重
要
な
精
神
科
学
、
心
理
学
、
倫
理
学
、

国
家
学
、
法
律
学
、
社
会
学
の
間
に
立
っ
て
い
る
。
蓋
し
国
民
経
済
は
つ
ね
に
一
部
分
人
間
に
よ
る
自
然
形
成
で

あ
る
と
同
時
に
一
部
分
情
感
し
、
思
惟
し
、
行
為
す
る
、
組
織
さ
れ
た
社
会
に
よ
る
文
化
形
成
で
あ
る
。
即
ち
経
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済
は
自
然
と
文
化
、
自
然
的
―
技
術
的
と
精
神
的
―
道
徳
的
、
そ
う
し
た
も
の
の
交
互
作
用
か
ら
生
ず
る
。
そ
こ

で
国
民
経
済
は
「
諸
力
の
半
ば
自
然
的
―
技
術
的
な
、
半
ば
精
神
的
―
社
会
的
な
体
系
」
と
し
て
、
自
然
科
学
と

精
神
科
学
の
い
ず
れ
と
も
同
一
で
な
い
か
ら
、
自
然
科
学
と
精
神
科
学
と
の
間
を
媒
介
す
る
要
素
を
必
要
と
す
る

で
あ
ろ
う
。
こ
の
位
置
を
心
理
学
が
占
め
る
の
で
あ
る
、
心
理
学
は
「
次
第
々
々
に
自
然
科
学
と
精
神
科
学
と
の

間
の
鏈れ
ん
か
ん環

と
な
り
、
そ
し
て
同
時
に
歴
史
及
び
特
殊
精
神
科
学
の
基
礎
と
な
る
」、
と
シ
ュ
モ
ー
ラ
ー
は
信
じ
た
。

然
る
に
こ
の
よ
う
に
社
会
科
学
の
基
礎
を
心
理
学
に
お
く
と
こ
ろ
の
所
謂
心
理
主
義
が
、シ
ュ
モ
ー
ラ
ー
に
於
て
、

心
理
主
義
的
歴
史
主
義
が
さ
も
あ
る
べ
き
よ
う
に
、
一
の
相
対
主
義

0

0

0

0

に
終
っ
た
こ
と
は
、
我
々
の
い
ま
述
べ
て
来

た
如
く
で
あ
る
。

二

メ
ン
ガ
ー
の
理
論
の
鋭
さ
、
シ
ュ
モ
ー
ラ
ー
の
思
想
の
豊
か
さ
を
考
え
る
と
き
、
我
々
は
彼
等
が
共
に
凡
庸
の

学
者
で
な
か
っ
た
こ
と
を
容
易
に
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
然
し
な
が
ら
彼
等
の
方
法
論
そ
の
も
の
に
対
し
て
は
、

我
々
は
種
々
な
る
疑
問
を
懐
か
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
先
ず
メ
ン
ガ
ー
に
就
い
て
見
よ
う
。
第
一
、
メ
ン
ガ

ー
は
個
別
的
な
も
の
に
関
す
る
考
察
と
し
て
の
歴
史
と
一
般
的
な
も
の
に
関
す
る
研
究
と
し
て
の
理
論
と
を
峻
別
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学
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す
る
。
そ
れ
で
は
歴
史
の
科
学
性

0

0

0

は
何
処
に
存
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
の
云
う
よ
う
に
理
論
は
歴
史
に
と
っ
て

補
助
で
あ
る
と
し
て
も
そ
れ
の
基
礎
で
は
な
い
と
す
れ
ば
、
如
何
に
し
て
個
別
的
な
も
の
に
就
い
て
の
歴
史
的
知

識
は
科
学
的
性
質
を
有
す
る
に
至
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
対
す
る
解
答
は
メ
ン
ガ
ー
の
自
然
主
義
的
立

場
か
ら
は
与
え
ら
れ
な
い
。
そ
れ
と
も
歴
史
は
一
般
に
科
学
で
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
第
二
、
メ
ン
ガ
ー
は
社

会
科
学
と
自
然
科
学
と
の
形
式
的
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
就
い
て
語
る
。
然
し
彼
の
説
く
通
り
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
社
会

科
学
は
、
少
な
く
と
も
そ
の
精
密
な
理
論
は
、
そ
の
究
極
的
な
認
識
論
的
意
味
に
於
て
、
自
然
科
学
と
全
然
同
一

で
あ
る
と
云
わ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
そ
こ
に
何
等
か
の
差
異
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ

は
二
つ
の
科
学
に
於
け
る
対
象
の
相
違
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
自
然
科
学
の
対
象
は
自
然
で
あ
る
に
反
し
、
社

会
科
学
の
対
象
は
人
間
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
。「
凡
て
の
経
済
の
出
発
点
及
び
目
標
点
は
究
極
に
於
て
経
済
的
人

間
で
あ
る
、
彼
等
の
本
質
及
び
彼
等
の
量
に
関
し
て
厳
密
に
決
定
さ
れ
て
い
る
。」
と
メ
ン
ガ
ー
は
云
う
。
然
し

人
間
と
雖
も
全
く
自
然
物
の
ひ
と
つ
と
し
て
考
察
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
メ
ン
ガ
ー
は
人
間
の
本
質
を
心

理
学
的
に
、
し
か
も
且
つ
個
人
心
理
学
的
に
捉
え
た
。
こ
の
二
つ
の
点
に
於
て
、
そ
の
よ
う
な
把
握
が
社
会
科
学

の
立
場
に
と
っ
て
十
分
な
出
発
点
と
な
り
得
る
か
は
甚
し
く
疑
問
で
あ
る
。
そ
し
て
シ
ュ
モ
ー
ラ
ー
の
評
し
た
如

く
、
人
間
の
欲
望
或
い
は
営
利
衝
動
或
い
は
利
欲
か
ら
出
立
す
る
こ
と
の
う
ち
に
科
学
的
意
味
で
の
最
後
の
簡
単



三
七
六

な
諸
要
素
を
見
る
と
い
う
の
は
あ
ま
り
に
単
純
過
ぎ
る
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
人
間
は
、
彼
等
の
心
理

と
雖
も
、
ま
さ
に
そ
の
本
質
に
於
て
歴
史
的
、
従
っ
て
ま
た
社
会
的
で
あ
る
。
人
間
の
本
質
的
な
歴
史
性

0

0

0

を
考
慮

に
入
れ
る
と
こ
ろ
に
、自
然
科
学
に
対
す
る
社
会
科
学
の
原
理
的
な
差
違
が
あ
る
と
云
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
第
三
、

然
る
に
メ
ン
ガ
ー
は
彼
の
認
識
論
的
見
地
か
ら
し
て
単
に
理
論
と
歴
史
と
を
鋭
く
区
別
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
ま

た
精
密
な
理
論
か
ら
歴
史
を
除
去
し
た
。
経
験
と
ア
プ
リ
オ
リ
の
立
場
と
の
間
に
、
精
密
な
理
論
と
実
在
的
な
経

済
学
と
の
間
に
、
終
局
的
な
、
結
合
す
べ
か
ら
ざ
る
割
れ
目
が
口
を
開
け
る
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
他
の
点
は

問
わ
な
い
で
も
、
最
も
重
要
な
一
つ
の
問
題
に
於
て
メ
ン
ガ
ー
は
躓
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
即
ち
既
に
若
干
の

人
々
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、彼
は
彼
の
方
法
論
に
於
て
時
間
0

0

の
要
素
に
躓
い
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
彼
は
「
資
本
」

を
定
義
し
て
、「
そ
れ
の
元
が
、
技
術
的
に
で
あ
れ
ま
た
は
経
済
的
に
で
あ
れ
、
消
耗
の
た
め
に
で
な
く
、
利
用

の
た
め
に
捧
げ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
如
何
な
る
種
類
の
も
の
に
せ
よ
凡
て
の
経
済
的
財
で
あ
る
。」
と
云
う
。

然
る
に
こ
の
中
に
含
ま
れ
る
「
利
用
」（N

utzung
）
と
い
う
如
き
概
念
は
「
類
型
的
」
で
も
な
く
、「
単
純
」
で

も
な
く
、
従
っ
て
そ
れ
の
「
自
然
法
則
性
」
は
利
用
と
い
う
こ
と
の
う
ち
に
存
す
る
可
変
的
、
時
間
的
要
素
に
よ

っ
て
跳
ね
飛
ば
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
メ
ン
ガ
ー
の
ひ
と
つ
の
命
題
の
上
に
築
か
れ
た
ボ
ェ
ー
ム
・
バ
ヴ
ェ
ル
ク

の
資
本
利
子
説
に
於
て
明
ら
か
に
な
る
。
こ
の
命
題
と
い
う
の
は
こ
う
で
あ
る
、「
享
楽
は
人
間
に
と
っ
て
、
凡
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て
の
経
験
の
教
え
る
如
く
、
現
在
ま
た
は
近
い
未
来
に
於
て
は
、
遠
く
離
れ
た
時
間
点
に
於
け
る
同
じ
強
度
の
享

楽
よ
り
も
、
よ
り
重
要
と
見
え
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。」
ボ
ェ
ー
ム
・
バ
ヴ
ェ
ル
ク
は
こ
の
命
題
に
彼
の
利
子
説

を
結
び
付
け
て
、
利
子
と
は
時
間
に
対
す
る
価
格
で
あ
る
、
と
考
え
た
。
利
用
と
い
い
、
享
楽
と
い
い
、
時
間
と

い
う
、
こ
れ
経
験
的
要
素
、
歴
史
的
に
経
過
す
る
出
来
事
を
理
論
の
基
礎
と
し
て
「
精
密
な
」
理
論
の
中
へ
押
し

込
む
も
の
で
は
な
い
か
。
こ
こ
に
云
わ
れ
た
よ
う
な
時
間
は
類
型
的
な
、
最
も
簡
単
な
諸
要
素
と
は
相
容
れ
な
い

も
の
で
あ
る
。
こ
の
時
間
は
自
然
科
学
で
い
う
時
間
の
如
き
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
ま
さ
に
歴
史
的
時
間
で
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。か
か
る
時
間
こ
そ
存
在
の
歴
史
性
の
最
も
原
始
的
な
且
つ
最
も
基
本
的
な
表
徴
で
あ
る
の
で
あ
る
。

今
メ
ン
ガ
ー
に
就
い
て
問
題
に
し
て
来
た
点
に
関
す
る
限
り
、
シ
ュ
モ
ー
ラ
ー
の
意
見
に
は
一
見
疑
問
が
な
い

か
の
如
く
で
あ
る
。
然
し
一
層
詳
し
く
見
る
な
ら
ば
、
事
柄
は
そ
れ
ほ
ど
簡
単
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
シ
ュ
モ
ー

ラ
ー
に
と
っ
て
は
国
民
経
済
の
歴
史
は
経
済
学
の
記
述
的
部
分
で
あ
る
。
然
ら
ば
シ
ュ
モ
ー
ラ
ー
に
と
っ
て
、
恰

も
自
然
科
学
に
於
て
、
理
想
上
は
、
記
述
は
理
論
（
説
明
な
い
し
一
般
的
法
則
的
認
識
）
に
帰
着
す
べ
き
も
の
で
あ

る
よ
う
に
、
社
会
科
学
に
於
て
も
記
述
的
部
分
は
理
論
に
帰
着
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
が
歴
史
と
理
論
と
の

区
別
を
単
に
程
度
上
の
も
の
、
段
階
的
の
も
の
と
考
え
、
記
述
を
も
っ
て
一
般
的
理
論
の
た
め
の
「
準
備
仕
事
」

（Vorarbeit

）
と
見
做
し
た
こ
と
を
想
い
起
す
な
ら
ば
、
彼
は
こ
の
意
見
で
あ
っ
た
が
如
く
で
あ
る
。
も
し
そ
う
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だ
と
す
れ
ば
、
彼
の
特
色
で
あ
り
且
つ
強
味
で
も
あ
っ
た
歴
史
的
立
場
と
い
う
も
の
は
失
わ
れ
て
し
ま
い
は
し
な

い
で
あ
ろ
う
か
。
実
際
に
於
て
は
、
シ
ュ
モ
ー
ラ
ー
に
あ
っ
て
過
去
の
歴
史
哲
学
の
伝
統
と
近
代
の
自
然
科
学
の

意
図
と
が
混
淆
し
て
い
た
と
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
彼
に
あ
っ
て
因
果
的
見
方
と
目
的
論
的
見
方
、
機
械

的
見
方
と
全
体
論
的
見
方
と
の
関
係
が
清
潔
で
な
い
よ
う
に
、
歴
史
と
理
論
と
の
関
係
も
今
云
っ
た
ほ
ど
簡
単
で

は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
我
々
は
こ
こ
で
は
我
々
の
目
的
に
相
応
し
て
と
に
か
く
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
の
意

見
―
―
シ
ュ
モ
ー
ラ
ー
を
い
わ
ば
そ
の
歴
史
哲
学
的
背
景
か
ら
引
き
離
し
て
新
し
く
解
釈
し
よ
う
と
し
た
シ
ュ
ン

ペ
ー
タ
ー
の
意
見
（『
グ
ス
タ
フ
・
フ
ォ
ン
・
シ
ュ
モ
ー
ラ
ー
と
今
日
の
諸
問
題
』、
シ
ュ
モ
ー
ラ
ー
年
報
、
一
九
二
六
年
、

第
三
冊
）
を
先
ず
顧
み
る
の
が
便
利
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
シ
ュ
モ
ー
ラ
ー
に
結
び
付
き
、
シ
ュ
モ
ー
ラ
ー
に
信
頼

し
て
展
開
さ
れ
た
彼
の
意
見
は
ま
た
社
会
科
学
の
性
質
に
就
い
て
の
一
の
代
表
的
な
意
見
と
見
ら
れ
る
こ
と
が
出

来
る
で
あ
ろ
う
。

シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
は
歴
史
と
理
論
と
の
関
係
を
如
何
に
考
え
て
い
る
か
。
歴
史
叙
述
は
発
生
的
に
は
明
ら
か
に

エ
ポ
ス
【epos

叙
事
詩
】
に
対
す
る
興
味
か
ら
成
立
し
た
。
ホ
メ
ロ
ス
は
ヘ
ロ
ド
ト
ス
の
先
駆
者
で
あ
っ
た
。
こ
の

い
わ
ば
芸
術
的
な
混
入
物
を
歴
史
叙
述
が
嘗
て
失
っ
た
こ
と
が
な
い
の
は
、
ひ
と
が
例
え
ば
ラ
ン
ケ
を
読
む
こ
と

に
よ
っ
て
容
易
に
確
信
し
得
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
丁
度
近
代
の
抒
事
詩
が
芸
術
的
で
な
く
い
わ
ば
科
学
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的
な
混
入
物
を
欠
い
て
い
な
い
の
と
同
様
で
あ
る
。
一
方
我
々
は
認
識
を
ま
た
芸
術
的
に
も
見
、
伝
え
、
基
礎
付

け
さ
え
す
る
こ
と
が
出
来
、
他
方
我
々
は
例
え
ば
近
代
小
説
の
制
作
に
あ
た
っ
て
甚
だ
よ
く
一
巻
の
統
計
を
用
い

る
こ
と
も
出
来
る
。
尤
も
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
は
云
っ
て
い
る
、「
或
る
現
象
の
発
生
は
必
然
的
に
そ
れ
の
本
質
を

示
す
も
の
で
な
い
。
こ
の
認
識
は
我
々
に
と
り
他
の
聯
関
に
於
て
も
甚
だ
重
要
で
あ
る
、
即
ち
、
ひ
と
つ
の
社
会

制
度
の
生
成
の
歴
史
的
研
究
は
我
々
の
た
め
に
あ
ら
ゆ
る
可
能
な
こ
と
を
為
し
、
中
に
も
ま
た
そ
れ
の
理
解
に
も

導
く
0

0

こ
と
が
出
来
る
で
も
あ
ろ
う
。
然
し
な
が
ら
そ
れ
は
こ
の
理
解
を
お
の
ず
と
提
供
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ま

た
歴
史
的
プ
リ
ウ
ス
【prius
先
立
つ
】
が
既
に
論
理
的
プ
リ
ウ
ス
で
も
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
歴
史
上
根
源
的
な

も
の
が
必
然
的
に
概
念
上
最
も
簡
単
な
も
の
で
あ
る
の
で
も
な
い
。
こ
の
よ
う
な
自
明
な
こ
と
は
ど
れ
ほ
ど
度
々

繰
り
返
さ
れ
て
も
ま
だ
足
ら
ぬ
ほ
ど
で
あ
る
。」
―
―
こ
の
注
釈
に
於
て
既
に
我
々
は
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
が
、
凡

て
在
る
も
の
は
成
っ
た
も
の
で
あ
り
、
事
物
の
本
質
は
ひ
と
り
そ
れ
の
生
成
を
通
じ
て
の
み
把
捉
さ
れ
る
と
す
る

歴
史
学
派
の
本
来
の
哲
学
的
立
場
か
ら
離
れ
て
、
寧
ろ
メ
ン
ガ
ー
の
方
向
へ
滑
り
出
し
て
い
る
の
を
認
め
得
る
で

あ
ろ
う
。
―
―
い
ず
れ
に
せ
よ
、
三
つ
の
こ
と
が
歴
史
叙
述
を
ば
そ
れ
が
根
源
的
に
あ
っ
た
よ
り
も
或
る
他
の
も

の
と
な
し
た
。
第
一
に
資
料
の
蒐
集
、
批
判
、
取
扱
の
技
術
の
発
展
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
歴
史
叙
述
に
従
事
す
る

に
は
、「
学
者
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
、
そ
の
た
め
に
は
簡
単
に
は
も
の
に
す
る
こ
と
の
出
来
ぬ
方
法
に
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熟
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
、
素
樸
な
意
味
に
於
け
る
科
学
に
歴
史
を
ば
な
し
た
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
他

の
こ
と
に
関
心
を
有
す
る
人
々
が
歴
史
的
資
料
に
手
を
着
け
る
よ
う
に
な
っ
た
、
彼
等
に
と
っ
て
は
特
殊
な
理
由

か
ら
し
て
こ
の
資
料
の
一
部
分
が
重
要
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
法
律
史
、
宗
教
史
、
科
学
史
の
如
き
、
特
殊

な
歴
史
的
学
科
が
成
立
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
種
の
歴
史
に
あ
っ
て
は
何
等
か
他
の
特
殊
な
認
識
目
的

に
対
す
る
関
係
に
於
て
浪
漫
的
興
味
は
全
然
後
方
に
退
き
、
か
く
し
て
こ
こ
で
は
な
お
よ
り
高
い
程
度
且
つ
よ
り

狭
い
意
味
に
於
て
「
科
学
的
な
」
性
格
が
歴
史
に
与
え
ら
れ
た
。
然
る
に
そ
の
よ
う
な
場
合
次
の
如
き
事
情
が
生

じ
た
、
こ
の
特
殊
な
関
心
の
動
機
は
歴
史
家
に
は
歴
史
家
と
し
て
は
先
ず
縁
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
、
な
ぜ
な
ら

そ
れ
は
実
に
彼
に
は
無
関
係
な
領
域
に
根
差
し
て
い
た
か
ら
。ま
た
た
と
い
彼
が
こ
の
動
機
を
捉
え
た
と
し
て
も
、

彼
は
屡
々
専
門
上
望
ま
れ
た
仕
事
を
為
し
得
る
状
態
に
な
か
っ
た
、
な
ぜ
な
ら
例
え
ば
数
学
の
歴
史
に
あ
っ
て
は

数
学
的
予
備
教
育
の
方
が
歴
史
的
予
備
教
育
よ
り
も
な
お
遥
か
に
必
要
で
あ
る
の
だ
か
ら
。
こ
れ
ら
二
つ
の
理
由

か
ら
こ
の
仕
事
―
―
そ
れ
は
歴
史
的
な
仕
事
で
あ
る
に
拘
ら
ず
―
―
本
来
の
歴
史
家
で
な
い
者
の
手
に
よ
っ
て
為

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
中
に
は
歴
史
家
の
協
力
す
る
も
の
も
あ
る
、
そ
れ
で
例
え
ば
歴
史
家
及
び
法
律

家
の
双
方
に
よ
っ
て
差
別
な
し
に
取
扱
わ
れ
る
よ
う
な
一
群
の
問
題
が
あ
る
と
い
う
有
様
で
あ
る
。
第
三
に
歴
史

家
自
身
の
間
で
、
そ
し
て
し
か
も
外
部
か
ら
の
刺
戟
に
も
と
づ
く
と
い
う
の
は
た
だ
一
部
分
の
こ
と
だ
け
で
、
事0
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件0

に
対
す
る
根
源
的
な
興
味
に
対
し
て
、
状
態
的
な
も
の

0

0

0

0

0

0

に
対
す
る
興
味
が
絶
え
ず
増
大
し
て
来
た
。
そ
し
て
更

に
事
件
を
も
既
に
物
語
的
再
現
の
う
ち
に
必
然
的
に
含
ま
れ
て
い
る
の
と
は
異
な
っ
た
他
の
、
よ
り
高
い
意
味
に

於
て
把
捉
す
る
と
い
う
傾
向
が
次
第
に
発
達
し
た
。
特
に
歴
史
的
な
問
題
―
―
一
方
で
は
或
る
根
本
史
料
の
純
粋

さ
の
確
定
の
如
き
技
術
の
問
題
、
他
方
で
は
歴
史
的
伝
説
の
「
正
し
さ
」
の
問
題
―
―
と
並
ん
で
、
例
え
ば
都
市

建
設
一
般
の
問
題
或
い
は
そ
れ
の
変
化
の
社
会
的
構
造
及
び
原
因
の
問
題
の
如
き
、
他
の
種
類
の
問
題
が
次
第
に

多
く
現
れ
る
に
至
っ
た
。
そ
れ
は
観
点
の
変
化
と
研
究
方
法
に
於
け
る
転
換
を
意
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
物
語

的
再
現
と
雖
も
分
析
す
る
。
然
し
社
会
的
諸
状
態
及
び
そ
れ
の
諸
変
化
の
研
究
に
あ
っ
て
は
、歴
史
的
事
件
の「
説

明
」
に
あ
っ
て
は
分
析
が
全
く
違
っ
た
、
遥
か
に
本
質
的
な
役
割
を
演
ず
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
研
究
さ
れ
た

状
態
と
他
の
状
態
と
の
諸
類
似
性
が
原
理
的
な
重
要
性
を
得
る
、
諸
聯
関
は
そ
れ
が
単
に
個
別
的
な
場
合
に
の
み

で
な
く
、「
一
般
的
に
」
適
用
さ
れ
る
こ
と
の
出
来
る
も
の
と
な
る
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
、
時
間
に
従
っ
て
の
特

殊
化
に
対
し
て
題
材
に
従
っ
て
の
特
殊
化
が
現
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
―
―
こ
れ
は
「
科
学
化
」
へ
の
更
に
進
ん
だ
道

で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
歴
史
家
は
彼
の
研
究
の
た
め
に
歴
史
以
外
の
専
門
的
知
識
を
必
要
と
す
る
よ
う
に
な

る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
と
き
歴
史
家
は
こ
の
専
門
的
知
識
、
従
っ
て
そ
の
概
念
の
道
具
立
て
と
物
の
見
方
と
を
問
題

の
領
域
か
ら
取
っ
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
経
済
史
家
は
そ
れ
故
に
経
済
学
か
ら
取
っ
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
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い
の
で
あ
る
。

か
よ
う
な
事
情
の
帰
結
は
如
何
な
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
歴
史
叙
述
の
「
科
学
化
」
の
過
程
は
、
歴
史

の
材
料
並
び
に
そ
の
成
果
を
個
々
の
社
会
科
学
の
部
門
の
壜
に
詰
め
る
と
い
う
傾
向
を
も
っ
て
い
る
。
論
理
上
の

隔
壁
は
そ
こ
に
存
し
な
い
。
方
法
0

0

に
於
て
存
し
な
い
、
と
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
は
云
う
。
理
解
し
且
つ
理
解
さ
れ
得

る
も
の
と
な
そ
う
と
欲
す
る
経
済
史
家
は
、
論
理
的
に
経
済
学
者
と
は
異
な
る
他
の
仕
方
で
遣
っ
て
ゆ
く
こ
と
が

出
来
な
い
、
ま
た
経
済
学
者
は
ひ
と
つ
の
歴
史
的
事
実
に
対
し
て
歴
史
家
と
根
本
的
に
違
っ
た
仕
方
で
向
う
こ
と

が
出
来
ぬ
。
諸
聯
関
を
見
、
定
式
化
し
、
考
慮
し
、
説
明
す
る
、
―
―
こ
れ
が
両
者
の
共
に
な
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。

関
心
の
方
向

0

0

0

0

0

に
於
て
も
存
し
な
い
、
と
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
は
云
う
。
抒
事
詩
的
興
味
で
す
ら
が
専
ら
特
殊
的
な
も

の
、
個
別
的
な
も
の
、
独
自
的
な
も
の
に
結
び
付
く
の
で
は
な
い
。
ま
こ
と
独
自
的
な
も
の
は
理
解
さ
れ
得
ざ
る

も
の
で
あ
り
、
且
つ
観
察
者
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
関
係
を
欠
く
た
め
に
興
味
を
喚
び
起
さ
ざ
る
も
の
で
あ
る
で
あ

ろ
う
。
寧
ろ
そ
こ
に
は
つ
ね
に
少
な
く
と
も
一
の
「
一
般
的
人
間
的
関
心
」
が
は
た
ら
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

こ
れ
な
く
し
て
は
単
な
る
物
語
的
再
現
で
さ
え
も
が
あ
り
得
な
い
。
歴
史
及
び
そ
れ
に
対
す
る
関
心
の
科
学
化
に

つ
れ
て
、
こ
の
よ
う
な
要
素
は
前
面
へ
出
て
来
る
。
苟
く
も
経
済
史
の
研
究
に
従
事
す
る
歴
史
家
は
、
根
源
的
な

抒
事
詩
的
関
心
の
境
界
内
に
と
ど
ま
り
得
ず
、
ま
た
特
に
歴
史
的
な
方
法
で
も
っ
て
片
附
け
て
し
ま
う
こ
と
も
出
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来
な
い
の
で
あ
る
。
彼
は
経
済
学
者
の
思
想
的
武
器
並
び
に
関
心
の
方
向
を
我
が
物
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
個

別
的
現
象
は
彼
に
と
っ
て
経
済
学
者
に
と
っ
て
と
同
じ
く
、
次
の
三
つ
の
関
係
に
於
て
の
ほ
か
何
等
の
意
味
も
有

す
る
こ
と
が
出
来
ぬ
、
即
ち
、
一
、一
定
の
状
況
の
そ
れ
自
身
に
於
て
意
味
に
充
ち
た
る
要
素
と
し
て
、
二
、
彼

の
そ
れ
か
ら
は
独
立
に
存
す
る
知
識
の
貯
え
の
適
用
の
一
つ
の
場
合
と
し
て
、
三
、
経
済
に
就
い
て
の
新
し
い
知

識
の
可
能
な
る
庫
と
し
て
―
―
な
ぜ
な
ら
或
る
特
殊
的
な
現
象
の
研
究
に
際
し
て
新
し
い
も
し
く
は
な
お
利
用
し

尽
さ
れ
て
い
な
い
事
柄
が
明
ら
か
に
な
り
、
或
い
は
こ
の
機
会
に
観
察
者
が
何
か
新
し
い
事
柄
を
思
い
付
く
と
い

う
こ
と
が
あ
り
得
る
か
ら
で
あ
る
。
一
般
に
我
々
の
領
域
に
於
け
る
具
体
的
と
抽
象
的
と
の
対
置
は
、
論
理
的
に

も
間
違
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
帰
納
と
演
繹
と
の
対
置
に
も
劣
ら
ず
失
敗
で
あ
る
。
蓋
し
、
も
し
も
「
具
体
的
」
と

い
う
こ
と
が
「
分
析
さ
れ
て
い
な
い
」
と
い
う
こ
と
と
同
じ
意
味
で
あ
る
な
ら
ば
、
歴
史
叙
述
に
於
て
も
経
済
学

に
於
て
も
何
等
か
具
体
的
な
も
の
と
い
う
も
の
は
存
し
な
い
。
或
い
は
も
し
ひ
と
が
具
体
的
と
抽
象
的
と
の
対
立

を
ば
個
別
的
と
一
般
的
と
の
対
立
の
意
味
に
解
す
る
な
ら
ば
、
な
る
ほ
ど
具
体
的
で
意
味
あ
る
も
の
に
対
す
る
関

心
と
普
遍
的
で
真
な
る
も
の
ま
た
は
寧
ろ
広
く
適
用
さ
れ
得
る
も
の
に
対
す
る
関
心
と
は
概
念
上
分
離
さ
れ
は
す

る
け
れ
ど
も
、
然
し
実
際
の
研
究
的
仕
事
に
於
て
は
直
ち
に
再
び
合
流
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
我
々
の
領
域
に

あ
っ
て
は
、
多
少
と
も
広
く
適
用
さ
れ
得
る
「
一
般
的
」
認
識
は
先
ず
大
量
の
過
程
を
包
括
す
る
と
い
う
機
能
を
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有
し
、
こ
れ
の
個
々
の
要
素
―
―
例
え
ば
個
々
の
交
換
行
為
―
―
は
な
ん
ら
具
体
的
で
意
味
あ
る
も
の
の
性
質
を

も
た
な
い
。
具
体
的
で
意
味
あ
る
も
の
は
そ
れ
に
於
て
単
に
、
大
量
的
な
個
々
の
場
合
に
固
有
で
あ
る
と
こ
ろ
の

特
殊
性
で
あ
る
こ
と
が
出
来
、
従
っ
て
そ
の
と
き
そ
れ
は
つ
ね
に
ま
た
既
に
一
般
的
意
義
を
有
す
る
の
で
あ
る
。

個
別
的
と
一
般
的
と
の
間
に
は
何
処
に
も
論
理
的
飛
躍
は
存
し
な
い
、
と
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
は
主
張
す
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
シ
ュ
モ
ー
ラ
ー
に
結
び
付
き
な
が
ら
、
そ
の
歴
史
哲
学
的
背
景
か
ら
自
由
で
あ
ろ
う
と
す

る
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
の
見
解
は
簡
明
で
あ
る
。
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
実
際
の
科
学
的
仕
事
の

プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
っ
て
、
認
識
論
的
論
議
で
は
な
い
。
そ
し
て
彼
は
、
シ
ュ
モ
ー
ラ
ー
に
対
し
て
認
識
論
上
か
ら

の
非
難
が
あ
れ
ば
、「
彼
の
認
識
論
は
ま
さ
に
創
造
的
研
究
家
の
そ
れ
で
あ
っ
て
、
論
理
的
美
食
家
の
そ
れ
で
は

な
い
」
と
云
え
ば
十
分
だ
、
と
考
え
る
。
果
た
し
て
こ
れ
が
シ
ュ
モ
ー
ラ
ー
自
身
の
意
見
で
あ
っ
た
か
否
か
は
別

と
し
て
、
認
識
論
な
い
し
方
法
論
に
対
す
る
軽
蔑
は
、
こ
の
場
合
に
限
ら
ず
、
種
々
な
る
研
究
家
の
間
に
於
て
見

出
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
う
し
た
軽
蔑
に
も
全
く
理
由
が
な
く
は
な
い
に
し
て
も
、
一
般
的
に
云
っ
て
、
少

な
く
と
も
現
在
の
学
問
の
状
態
に
於
て
は
、
社
会
科
学
の
研
究
に
際
し
て
は
自
然
科
学
の
研
究
の
場
合
に
比
し
多

く
の
程
度
に
於
て
且
つ
違
っ
た
意
味
に
於
て
方
法
論
的
反
省
が
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
社
会

科
学
そ
の
も
の
の
根
本
的
性
質
の
う
ち
に
そ
の
理
由
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
理
由
に
就
い
て
は
次
第
に
明
ら
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か
に
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
と
に
か
く
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
自
身
が
右
の
論
文
の
中
で
、
例
え
ば
「
理
論
」
と
い
う
も

の
の
三
つ
の
意
味
を
区
別
し
、
或
い
は
「
歴
史
的
理
論
」
と
い
う
も
の
に
就
い
て
の
種
々
な
る
見
方
を
明
ら
か
に

し
て
い
る
が
如
き
、
こ
れ
全
く
社
会
科
学
に
於
け
る
方
法
論
的
反
省
の
必
要
と
重
要
性
と
を
語
る
も
の
で
な
く
て

何
で
あ
ろ
う
。
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
に
よ
れ
ば
、歴
史
の
「
科
学
化
」（Verw

issenschaftlichung

）
の
傾
向
は
あ
り
、

こ
の
科
学
化
は
理
論
化
を
意
味
し
て
い
る
。
歴
史
と
理
論
と
の
相
違
は
そ
の
方
法
に
於
て
も
そ
の
関
心
の
方
向
に

於
て
も
存
せ
ず
、
寧
ろ
両
者
は
同
一
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
よ
う
な
同
一
は
、
我
々
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
、
彼
に

あ
っ
て
歴
史
の
側
の
犠
牲
に
於
て
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
科
学
化
の
過
程
に
於
て
歴
史
は
理
論
に
従
属
せ
し

め
ら
れ
、
そ
の
際
な
お
特
に
歴
史
的
な
も
の
と
し
て
残
る
の
は
史
料
の
真
偽
の
確
定
と
い
う
如
き
単
に
技
術
的
な

問
題
の
み
で
あ
る
。
従
っ
て
歴
史
は
理
論
の
準
備
仕
事
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
と
云
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
固
よ
り
シ

ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
は
理
論
も
ま
た
歴
史
に
依
存
す
る
、
と
考
え
る
。
然
し
こ
の
と
き
歴
史
と
い
う
こ
と
は
彼
に
あ
っ

て
「
特
殊
研
究
」（D

etailuntersuchung

）
と
い
う
ほ
ど
の
こ
と
し
か
意
味
し
て
い
な
い
。
理
論
は
特
殊
研
究
に

於
て
ま
た
特
殊
研
究
か
ら
築
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
特
殊
研
究
に
於
て
は
「
原
理
的
に
自
律
的
な
一
般

法
則
的
理
論
の
、
そ
れ
の
個
々
の
場
合
へ
の
接
近
の
目
的
の
た
め
の
、
単
な
る
精
細
化
が
存
す
る
の
で
な
く
、
体

系
及
び
思
想
行
程
そ
の
も
の
の
豊
富
化
と
変
化
と
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。」
と
彼
は
云
う
。
確
か
に
理
論
は
原
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理
的
に
自
律
的
な
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
特
殊
研
究
に
依
存
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
且
つ
特
殊
研
究
は
理
論
を
豊
富
な

ら
し
め
、
し
か
も
そ
の
際
理
論
は
特
殊
研
究
に
影
響
さ
れ
制
約
さ
れ
て
み
ず
か
ら
変
化
を
受
け
る
。
そ
し
て
社
会

科
学
に
於
て
特
殊
研
究
の
対
象
と
な
る
の
は
歴
史
的
事
実
で
あ
る
。
然
し
そ
れ
だ
か
ら
と
て
、
特
殊
研
究
は
直
ち

に
歴
史
的
研
究
と
云
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
自
然
科
学
に
於
て
も
個
々
の
事
実
は
研
究
さ
れ
る
、
け
れ
ど
も
そ
の

特
殊
研
究
は
な
ん
ら
歴
史
的
研
究
で
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
理
論
が
い
わ
ゆ
る
「
実
在
論
的
な
特
殊
研
究
」

（realistische D
etailuntersuchung

）
の
道
を
通
じ
て
得
ら
れ
た
か
ら
と
云
っ
て
、
そ
の
理
論
は
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ

ー
が
簡
単
に
考
え
る
よ
う
に
「
歴
史
的
理
論
」（geschichtliche Theorie

）
で
あ
る
と
は
必
ず
し
も
云
わ
れ
な
い

の
で
あ
る
。
歴
史
的
と
云
わ
る
べ
き
研
究
は
、
本
来
、
単
に
歴
史
的
事
実
の
研
究
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
な
く
、

却
っ
て
歴
史
的
事
実
を
そ
の
歴
史
性
に
於
て

0

0

0

0

0

0

0

0

研
究
す
る
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
意
味
で
の
歴
史

的
研
究
に
於
て
初
め
て
歴
史
と
理
論
と
の
関
係
が
厳
粛
な
問
題
と
な
っ
て
来
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
於
て
初
め
て

個
別
的
と
一
般
的
と
の
関
係
が
真
面
目
に
問
題
と
な
る
。
そ
の
と
き
初
め
て
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
が
無
雑
作
に
考
え

て
い
る
「
歴
史
的
理
論
」
と
い
う
こ
と
が
ひ
と
つ
の contradictio in adjecto 

【
形
容
矛
盾
】
で
は
な
い
の
か
、
理

論
は
歴
史
的
で
あ
る
限
り
理
論
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
如
き
問
題
が
十
分
な
意
味
に
於
て
提
起
さ
れ

得
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
は
、
歴
史
性
と
は
何
か
、
と
い
う
問
題
に
集
中
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
然
る
に
シ
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ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
は
こ
の
問
題
に
就
い
て
殆
ど
全
く
注
意
を
払
っ
て
い
な
い
。
彼
の
解
釈
に
従
え
ば
、
シ
ュ
モ
ー
ラ

ー
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
「
歴
史
を
歴
史
か
ら
理
解
す
る
こ
と
」
で
あ
り
、
そ
の
目
標
点
は
思
想
的
（「
理
論
的
」）
に

加
工
さ
れ
た
普
遍
史
と
し
て
の
統
一
的
な
社
会
学
も
し
く
は
社
会
科
学
で
あ
る
（
前
掲
論
文
、
四
六
頁
）、
そ
れ
が

シ
ュ
モ
ー
ラ
ー
の
歴
史
主
義
の
意
味
で
あ
っ
て
、そ
の
観
点
か
ら
特
殊
研
究
は
そ
の
「
最
後
の
」
意
味
を
受
取
る
。

然
し
「
歴
史
を
歴
史
か
ら
理
解
す
る
こ
と
」
は
、
シ
ュ
モ
ー
ラ
ー
の
示
し
て
い
る
如
く
、
相
対
主
義
に
陥
り
、
か

く
て
そ
れ
は
厳
密
な
意
味
に
於
け
る
理
論
の
概
念
を
不
可
能
に
し
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
現
に
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ

ー
自
身
、
あ
ら
ゆ
る
歴
史
的
理
解
―
―
歴
史
的
な
も
の
の
理
解
―
―
は
た
だ
超
歴
史
的
に
ま
た
歴
史
外
的
に
可
能

で
あ
る
、
と
い
う
ジ
ン
メ
ル
の
語
に
同
意
し
て
い
る
（
二
七
頁
）。
然
る
に
か
か
る
歴
史
外
の
も
の
或
い
は
超
歴

史
的
な
も
の
と
い
う
も
の
を
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
は
単
純
に
理
論
の
意
味
に
解
す
る
。
け
れ
ど
、
も
し
も
理
論
に
し

て
ま
こ
と
超
歴
史
的
な
い
し
歴
史
外
的
で
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
そ
れ
を
基
礎
に
し
て
歴
史
を
理
解
す
る
こ
と
は

歴
史
的

0

0

0

理
解
と
は
云
わ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
と
き
に
は
歴
史
的
な
も
の
を
そ
の
歴
史
性
に
於
て

理
解
す
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
か
く
の
如
く
に
し
て
歴
史
と
理
論
と
の
問
題
は
、
メ
ン
ガ
ー
の
方
向
に
於
て
も
、
シ
ュ
モ
ー
ラ
ー
な
い
し

シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
の
方
向
に
於
て
も
、
十
分
に
解
決
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
の
解
決
に
一
歩
を
進
め
た
と
思
わ
れ
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る
の
は
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
い
わ
ゆ
る
「
理
想
型
」（Idealtypus

）
の
説
で
あ
る
。
然
る
に
こ
の
説
の
意

味
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
我
々
は
予
め
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
多
く
の
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
こ
ろ
の
リ
ッ
カ
ー
ト
の

思
想
に
就
い
て
簡
単
に
述
べ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

三

現
実
が
科
学
的
に
把
捉
さ
れ
る
に
二
つ
の
形
式
が
あ
る
、
と
リ
ッ
カ
ー
ト
は
考
え
る
。
一
は
一
般
化
的
把
捉
で

あ
り
、
他
は
個
別
化
的
把
捉
で
あ
る
。
現
実
は
、
我
々
が
そ
れ
を
普
遍
的
な
も
の
に
関
係
し
て
考
察
す
る
と
き
、

自
然
と
な
り
、
我
々
が
そ
れ
を
特
殊
的
な
も
の
に
関
係
し
て
考
察
す
る
と
き
、
歴
史
と
な
る
。
自
然
科
学
の
一
般

化
的
方
法
に
歴
史
の
個
別
化
的
方
法
が
対
す
る
。
自
然
科
学
に
於
け
る
概
念
構
成
は
一
般
化
の
方
向
を
と
り
、
一

般
的
法
則
の
確
立
を
目
差
し
て
い
る
。
歴
史
的
概
念
構
成
は
こ
れ
と
は
全
く
相
反
し
、こ
こ
で
は
一
回
的
な
も
の
、

個
別
的
な
も
の
の
把
捉
が
課
題
で
あ
る
。
然
ら
ば
個
別
的
な
も
の
に
就
い
て
の
知
識
で
あ
る
と
こ
ろ
の
歴
史
に
は

如
何
に
し
て
科
学
性
が
保
証
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
歴
史
的
知
識
の
対
象
と
な
る
の
は
単
に
個
別
的
な
も
の
で

な
く
、個
別
的
な
も
の
は
こ
の
場
合
価
値
に
関
係
あ
る
も
の
、即
ち
文
化
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。こ
の
点
、

自
然
科
学
の
対
象
が
全
然
価
値
に
無
関
係
な
の
と
は
異
な
っ
て
お
り
、
歴
史
科
学
は
文
化
科
学
で
あ
る
。
歴
史
的
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把
捉
は
価
値
へ
の
関
係
付
け
を
含
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
リ
ッ
カ
ー
ト
に
よ
れ
ば
、「
歴
史
的
叙
述
の
妥
当
は

歴
史
的
現
実
が
そ
れ
に
関
係
さ
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
価
値
の
妥
当
に
依
存
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
従
っ
て
歴
史
的
概
念

の
無
制
約
的
に
普
遍
的
な
妥
当
に
対
す
る
要
求
は
、
無
制
約
的
に
普
遍
的
な
価
値
の
承
認
を
前
提
す
る
。」
即
ち

自
然
科
学
の
科
学
性
を
現
す
も
の
が
「
法
則
」
で
あ
る
に
対
し
て
、
文
化
科
学
の
科
学
性
の
基
礎
は
「
価
値
」
で

あ
る
。
彼
の
い
う
価
値
は
如
何
な
る
現
実
で
も
、
物
理
的
な
そ
れ
で
も
、
心
理
的
な
そ
れ
で
も
な
い
。
価
値
の
本

質
は
そ
れ
の
妥
当
性
の
う
ち
に
存
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
の
実
在
的
な
事
実
性
に
於
て
成
立
す
る
の
で
な
い
。

「
価
値
の
国
は
客
観
と
主
観
と
の
彼
方
に
横
た
わ
っ
て
い
る
。」
科
学
と
し
て
の
歴
史
に
於
て
は
こ
の
よ
う
な
「
超

越
的
な
要
素
が
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
」、と
リ
ッ
カ
ー
ト
は
考
え
る
。超
越
的
価
値
は
超
歴
史
的
で
あ
る
。

そ
れ
故
に
人
間
の
歴
史
的
活
動
は
そ
れ
の
本
質
と
は
原
理
的
に
は
な
ん
ら
か
か
わ
り
な
き
も
の
と
云
わ
ね
ば
な
ら

ぬ
で
あ
ろ
う
。然
し
歴
史
の
問
題
は
か
く
の
如
き
単
に
超
歴
史
的
な
も
の
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
か
。

よ
し
超
越
的
価
値
と
い
う
も
の
を
認
め
る
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
歴
史
が
問
題
と
な
る
限
り
重
要
な
の
は
、
如

何
に
し
て
そ
の
価
値
が
現
実
の
中
に
於
て
実
現
に
達
す
る
か
と
い
う
こ
と
、
或
い
は
価
値
の
実
現
の
過
程
そ
の
も

の
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。
リ
ッ
カ
ー
ト
の
峻
別
し
た
価
値
と
現
実
と
の
統
一
を
な
ん
ら
か
の
仕
方
で
考
え
る
こ

と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
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と
こ
ろ
で
上
に
述
べ
た
よ
う
で
あ
れ
ば
、
リ
ッ
カ
ー
ト
に
あ
っ
て
理
論
と
歴
史
と
は
そ
の
理
念
に
於
て
分

離
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
蓋
し
理
論
は
つ
ね
に
一
般
的
な
も
の
を
意
味
し
、
そ
し
て
リ
ッ
カ
ー
ト
に
あ
っ

て
一
般
化
的
把
捉
は
そ
の
本
質
上
歴
史
的
文
化
科
学
に
は
属
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
リ
ッ
カ
ー

ト
と
雖
も
一
般
化
的
方
向
を
含
む
文
化
科
学
、
即
ち
彼
の
い
う
「
一
般
化
的
文
化
科
学
」（generalisierende 

K
ulturw

issenschaft
）
が
現
実
に
於
て
存
す
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
か
く
て
彼
は
論
理
的
に
は

厳
密
に
区
別
さ
れ
る
自
然
科
学
と
文
化
科
学
と
の
間
に
「
中
間
領
域
」（M

ittelgebiet

）
と
い
う
も
の
を
考
え
る
。

そ
の
概
念
構
成
に
於
て
一
般
化
的
と
歴
史
的
と
の
「
混
合
形
態
」（M

ischform

）
で
あ
る
よ
う
な
科
学
、
即
ち
一

方
で
は
歴
史
的
要
素
を
含
む
自
然
科
学
（
い
わ
ゆ
る
「
歴
史
的
」
自
然
科
学
）、
他
方
で
は
一
般
化
的
文
化
科
学
が

こ
れ
に
属
し
て
い
る
。
い
ま
我
々
に
と
っ
て
問
題
に
な
る
の
は
特
に
後
者
で
あ
る
。
リ
ッ
カ
ー
ト
に
従
え
ば
、
文

化
的
意
味
は
固
よ
り
つ
ね
に
特
殊
的
な
も
の
に
附
着
し
て
い
る
が
、
然
し
同
時
に
、
特
殊
的
及
び
普
遍
的
の
概
念

は
相
対
的
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ド
イ
ツ
人
と
い
う
概
念
は
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
大
王
ま
た
は
ゲ
ー
テ
の
概
念
に
比
較
し

て
は
た
し
か
に
一
般
的
で
あ
る
。
然
し
こ
の
概
念
は
同
時
に
、
も
し
我
々
が
そ
れ
を
人
間
一
般
と
い
う
概
念
に
関

係
し
て
見
れ
ば
、
或
る
特
殊
的
な
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
我
々
は
か
よ
う
な
相
対
的
特
殊
的
な
概
念
を
「
相
対
的

に
歴
史
的
な
」（relativ historisch

）
概
念
と
呼
ぶ
こ
と
が
出
来
る
。
文
化
科
学
に
と
っ
て
は
単
に
本
来
の
意
味
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に
於
け
る
個
々
の
も
の
及
び
特
殊
な
も
の
が
有
す
る
個
別
的
特
有
性
の
み
が
問
題
に
な
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
把

捉
さ
る
べ
き
歴
史
的
全
体
の
部
分
が
問
題
に
な
る
場
合
に
は
、
ま
た
対
象
の
群
（G

ruppe

）
に
於
て
見
出
さ
れ
る

と
こ
ろ
の
個
別
的
特
有
性
が
問
題
に
な
る
、
い
な
、
種
々
な
る
群
概
念
を
用
い
な
い
文
化
科
学
と
い
う
も
の
は
な

く
、
そ
し
て
多
く
の
学
科
に
あ
っ
て
は
そ
れ
が
全
く
前
面
へ
押
し
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
云
う
ま
で
も
な
く
、

か
よ
う
な
相
対
的
に
歴
史
的
な
概
念
の
内
容
は
、
例
え
ば
ひ
と
が
ド
イ
ツ
人
と
い
う
概
念
の
も
と
に
理
解
す
る
も

の
は
、
こ
の
民
族
を
形
成
す
る
凡
て
の
個
人
に
共
通
な
る
も
の
を
表
す
と
こ
ろ
の
、
い
わ
ゆ
る
一
般
概
念
の
内
容

と
は
遥
か
に
異
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
相
対
的
に
一
般
的
な
」（relativ allgem

ein

）
概
念
と
云
わ
れ
る
。
か

よ
う
な
一
般
的
な
概
念
に
於
て
は
な
お
、
歴
史
的
概
念
構
成
を
指
導
す
る
と
こ
ろ
の
文
化
価
値
に
と
っ
て
意
味
を

有
す
る
よ
う
な
表
徴
の
見
出
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
か
よ
う
な
場
合
に
は
多
数
の
対
象
に
共
通
な
も
の
を

総
括
す
る
科
学
的
概
念
構
成
が
、
こ
の
群
に
於
て
そ
れ
の
文
化
的
意
味
に
関
し
て
も
ま
た
本
質
的
な
も
の
を
、
丁

度
同
じ
く
本
質
的
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
経
済
的
生
活
を
対
象
と
す
る
文
化
科
学
に
於
て

は
一
般
的
概
念
が
大
き
な
場
所
を
占
め
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
よ
う
な
経
済
的
運
動
と
い
う
も
の
が
分
離
さ
れ

る
限
り
、
そ
こ
で
は
実
に
甚
だ
屡
々
た
だ
大
衆
と
い
う
も
の
が
問
題
で
あ
り
、
従
っ
て
こ
の
文
化
科
学
に
と
っ
て

本
質
的
な
も
の
は
大
抵
比
較
的
に
一
般
的
な
概
念
の
内
容
と
一
致
す
る
の
で
あ
る
。
一
定
の
時
代
の
民
族
に
於
け
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る
農
民
の
歴
史
的
本
質
は
そ
の
凡
て
の
個
々
の
農
民
に
共
通
な
も
の
と
か
な
り
精
密
に
一
致
す
る
。
ま
た
リ
ッ
カ

ー
ト
の
規
定
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
社
会
学
は
、「
社
会
的
生
活
の
本
性
、
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
の
種
々
な
る
形
態

に
共
通
な
も
の
を
、
そ
し
て
可
能
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
の
諸
法
則
を
表
現
に
も
た
ら
す
と
こ
ろ
の
、
諸
概
念
の
体
系
」

で
あ
る
。
人
間
的
社
会
は
「
高
き
次
元
の
相
対
的
に
歴
史
的
な
も
の
」
で
あ
る
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
人
間

的
社
会
は
一
般
化
的
方
法
と
個
別
化
的
方
法
と
の
混
合
形
態
に
と
っ
て
の
格
別
の
領
域
と
も
見
ら
れ
る
で
あ
ろ

う
。
尤
も
文
化
科
学
に
於
け
る
概
念
の
普
遍
性
は
限
界
を
も
ち
、
こ
の
限
界
は
文
化
価
値
に
依
存
す
る
、
と
リ
ッ

カ
ー
ト
は
云
っ
て
い
る
。

い
ま
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
「
理
想
型
」
の
説
の
源
泉
地
は
、特
に
「
相
対
的
に
一
般
的
な
」
そ
し
て
「
相

対
的
に
歴
史
的
な
」
概
念
の
存
す
る
リ
ッ
カ
ー
ト
の
い
わ
ゆ
る
混
合
形
態
の
領
域
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
こ
と
が
出

来
る
で
あ
ろ
う
。

「
理
想
型
」
と
い
う
術
語
を
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
エ
リ
ネ
ッ
ク
【G

eorg Jellinek, 1851-1911

】
か
ら
取
っ
て
来
た
。
エ

リ
ネ
ッ
ク
は
彼
の
『
一
般
国
家
学
』【Allgem

eine Staatslehre

】
の
中
で
、
因
果
的
な
認
識
の
仕
方
と
規
範
的
な
認
識

の
仕
方
と
の
区
別
か
ら
出
発
し
て
、
在
る
も
の
を
表
す
の
と
、
在
る
べ
き
も
の
を
表
す
の
と
の
二
つ
の
種
類
の
認

識
規
則
に
到
達
し
た
。こ
の
よ
う
な
認
識
の
規
則
に
方
法
的
に
研
究
の
二
つ
の
仕
方
が
相
応
す
る
、「
理
想
型
」（der 
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ideale Typus, Idealtypus

）
と
「
経
験
型
」（der em

pirische Typus

）
と
が
そ
れ
で
あ
る
。
理
想
型
は
本
質
的
に

目
的
論
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
、
そ
れ
は
な
ん
ら
在
る
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
在
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
従
っ

て
同
時
に
、
与
え
ら
れ
た
も
の
の
価
値
標
準
で
あ
る
。「
そ
れ
に
相
応
す
る
も
の
は
善
く
、
そ
し
て
自
己
を
貫
徹

し
そ
こ
に
在
る
権
利
を
有
す
る
、そ
れ
に
相
応
し
な
い
も
の
は
非
難
さ
る
べ
く
克
服
さ
る
べ
き
で
あ
る
」（
三
五
頁
）

と
エ
リ
ネ
ッ
ク
は
云
っ
て
い
る
。
即
ち
そ
れ
は
規
範
の
性
格
を
有
す
る
。
理
想
型
は
知
識
の
対
象
で
な
く
て
、
信

仰
の
対
象
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
置
さ
れ
た
経
験
型
は
一
の
「
よ
り
高
き
」
客
観
的
存
在
を
表
す
の
で
な
く
、
却
っ

て
「
研
究
者
が
取
る
立
場
に
全
然
依
存
す
る
と
こ
ろ
の
」、
現
象
の
表
徴
の
一
の
総
括
を
意
味
す
る
。
経
験
型
は

一
の
論
理
的
抽
象
の
産
物
と
見
ら
れ
る
。

ウ
ェ
ー
バ
ー
は
「
理
想
型
」
と
い
う
名
前
を
エ
リ
ネ
ッ
ク
か
ら
取
っ
て
来
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
の
機
能
を
も
取

っ
て
来
た
の
で
な
い
。
蓋
し
彼
の
理
想
型
は
論
理
的
性
質
の
も
の
で
あ
り
、
経
験
的
足
場
か
ら
構
成
さ
れ
る
（
こ

れ
ら
二
つ
の
点
に
於
て
そ
れ
は
寧
ろ
エ
リ
ネ
ッ
ク
の
い
う
経
験
型
と
一
致
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。）【
。】
ウ
ェ
ー

バ
ー
は
エ
リ
ネ
ッ
ク
の
い
う
よ
う
な
科
学
の
二
つ
の
出
発
点
を
認
め
な
い
、
因
果
的
及
び
規
範
的
認
識
な
る
二
元

論
は
説
明
、解
釈
、理
解
な
る
彼
の
統
一
的
な
論
理
的
良
心
に
反
し
た
。ウ
ェ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
は
社
会
科
学
は「
現

実
科
学
」
で
あ
り
、
ま
た
「
経
験
科
学
」
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
文
化
に
就
い
て
の
現
実
科
学
で
あ
る
。
そ
れ
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の
目
標
は
そ
の
文
化
的
意
味
に
於
け
る
現
実
の
認
識
で
あ
る
。こ
の
点
で
は
彼
は
リ
ッ
カ
ー
ト
と
一
致
し
て
い
る
。

彼
は
リ
ッ
カ
ー
ト
の
説
い
た
が
ま
ま
の
自
然
と
文
化
と
の
二
元
論
、
自
然
科
学
的
概
念
構
成
と
文
化
科
学
的
概
念

構
成
と
の
論
理
的
異
種
性
を
認
め
る
。
と
こ
ろ
で
科
学
の
実
際
を
見
れ
ば
、
殆
ど
凡
て
の
社
会
科
学
は
リ
ッ
カ
ー

ト
の
い
う
混
合
形
態
の
性
質
を
も
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
み
ず
か
ら
実
際
に
社
会
科
学
の
研
究
に
従

事
す
る
者
と
し
て
、
リ
ッ
カ
ー
ト
に
於
け
る
「
相
対
的
に
歴
史
的
な
」
と
い
う
概
念
の
方
法
論
的
意
味
を
発
展
さ

せ
、
確
立
す
る
要
求
を
感
じ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
理
想
型
の
説
は
こ
の
要
求
か
ら
生
れ
出
た
も
の
と
見
ら
れ
得

る
。
理
想
型
は
「
人
間
的
文
化
に
就
い
て
の
科
学
に
と
っ
て
特
有
で
あ
り
且
つ
或
る
範
囲
に
於
て
欠
く
べ
か
ら
ざ

る
と
こ
ろ
の
、
概
念
構
成
の
形
式
」
で
あ
る
、
と
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
云
っ
て
い
る
（『
科
学
論
論
文
集
』、
一
九
二
二

年
、
一
九
〇
頁
【G

esam
m

elte Aufsätze zur W
issenschaftslehre

】）。
然
し
そ
れ
は
決
し
て
経
験
的
認
識
の
終
局
点
で
あ

る
の
で
は
な
く
、
寧
ろ
そ
れ
は
経
験
的
な
文
化
認
識
に
と
っ
て
種
々
な
る
関
係
に
於
て
「
手
段
」
と
し
て
役
立
つ

の
で
あ
る
。
理
想
型
と
い
わ
れ
る
の
は
、
例
え
ば
、「
資
本
主
義
」、「
教
会
」、「
経
済
人
」、
等
々
の
如
き
概
念
で

あ
る
。
か
よ
う
な
思
想
形
象
は
歴
史
的
生
活
の
一
定
の
諸
関
係
及
び
諸
過
程
を
一
の
自
己
自
身
の
う
ち
に
矛
盾
の

な
い
、
思
惟
さ
れ
た

0

0

0

0

0

諸
聯
関
の
コ
ス
モ
ス
に
結
合
す
る
。
理
想
型
は
現
実
の
一
定
の
要
素
の
「
思
想
に
於
け
る
高

昇
」（gedankliche Steigeruug

）
に
よ
っ
て
構
成
0

0

さ
れ
る
。
そ
れ
は
一
も
し
く
は
若
干
の
観
点
の
一
面
的
な
高
昇
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に
よ
っ
て
、
そ
し
て
こ
の
一
面
的
に
高
調
さ
れ
た
観
点
に
合
す
る
と
こ
ろ
の
、
此
処
に
は
よ
り
多
く
、
彼
処
に
は

よ
り
少
な
く
、
処
に
よ
っ
て
は
全
く
無
い
と
い
う
風
に
漠
然
と
拡
が
っ
て
散
在
せ
る
沢
山
な
個
々
の
現
象
を
一
の

統
一
的
な
思
想
形
象
に
結
集
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
。
こ
の
思
想
形
象
は
そ
の
概
念
的
な
純
粋
性
に

於
て
現
実
の
う
ち
に
は
何
処
に
も
経
験
的
に
見
出
さ
れ
得
な
い
も
の
で
あ
る
。
理
想
型
は
歴
史
的
現
実
ま
た
は
具

体
的
な
歴
史
的
現
実
的
諸
聯
関
そ
の
も
の
の
概
念
で
な
く
、
寧
ろ
そ
れ
の
認
識
を
可
能
な
ら
し
め
、
も
し
く
は
容

易
な
ら
し
め
る
手
段
の
用
を
な
す
の
で
あ
る
。

理
想
型
は
文
化
科
学
に
於
て
種
々
な
る
機
能
を
営
む
こ
と
が
出
来
る
。
そ
の
非
現
実
性
、
抽
象
性
、
一
面
性
は

積
極
的
に
、「
高
昇
さ
れ
た
一
面
性
」
と
し
て
、「
概
念
的
な
」
鋭
さ
及
び
「
純
粋
性
」
と
し
て
、内
的
な
「
斉
合
性
」

と
し
て
、「
論
理
的
完
全
性
」
と
し
て
報
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
理
想
型
は
先
ず
「
術
語
的
」
機
能
を
有
す
る
、

そ
れ
は
歴
史
的
叙
述
に
一
義
的
な
表
現
手
段
、鋭
い
概
念
を
与
え
る
。
こ
の
こ
と
と
関
係
し
て
そ
れ
は
「
分
類
的
」

及
び
「
体
系
的
」
機
能
を
有
す
る
、
そ
れ
は
文
化
的
現
実
の
多
様
性
を
秩
序
付
け
る
た
め
に
役
立
つ
の
で
あ
る
。

然
し
一
層
重
要
な
の
は
、
理
想
型
が
「
発
見
法
的
」（heuristisch

）
意
味
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ

の
優
れ
た
、
独
特
な
発
見
法
的
意
味
は
、
ひ
と
が
そ
れ
と
の
現
実
の
比
較
の
た
め
に
用
い
る
と
き
、
知
ら
れ
る
で

あ
ろ
う
。更
に
理
想
型
は「
一
の
歴
史
的
事
件
の
、我
々
の
認
識
の
状
態
に
従
っ
て
可
能
な
る
も
の
の
範
囲
か
ら
の
、
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そ
れ
の
現
実
的
な
原
因
へ
の
妥
当
な
帰
属
を
計
画
的
に
遂
行
す
る
た
め
の
手
段
」
で
あ
る
（
前
掲
書
、二
〇
四
頁
）。

歴
史
的
聯
関
の
確
定
は
た
だ
理
想
型
の
助
を
借
り
て
の
み
可
能
で
あ
る
。こ
こ
で
我
々
は
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
い
う「
帰

属
」（Zurechnung

）
の
意
味
を
少
し
説
明
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
あ
ら
ゆ

る
場
合
に
於
て
個
別
的
な
現
実
の
た
だ
一
部
分
0

0

の
み
が
我
々
に
と
っ
て
興
味
と
意
味
0

0

を
も
っ
て
い
る
、
な
ぜ
な
ら

た
だ
そ
の
部
分
の
み
が
文
化
価
値
に
対
し
て
関
係
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
。
つ
ね
に
無
限
に
多
様
な
る

個
々
の
現
象
の
た
だ
一
定
の
方
面
の
み
が
、
即
ち
我
々
が
そ
れ
に
文
化
的
意
味
を
賦
す
る
方
面
の
み
が
、
文
化
科

学
に
於
て
因
果
的
説
明
の
対
象
で
あ
る
。
我
々
は
一
の
出
来
事
の
個
々
の
場
合
に
於
て
「
本
質
的
な
」
要
素
を
帰

属
せ
し
む
べ
き
よ
う
な
原
因
だ
け
を
掴
み
出
す
。
因
果
の
問
題
は
、
現
象
の
個
性
0

0

が
問
題
で
あ
る
場
合
、
法
則
0

0

に

就
い
て
の
問
題
で
な
く
、
却
っ
て
具
体
的
な
因
果
的
聯
関
0

0

に
就
い
て
の
問
題
で
あ
り
、
如
何
な
る
定
式
に
現
象
を

類
例
と
し
て
従
属
せ
し
む
べ
き
か
の
問
題
で
な
く
、
却
っ
て
如
何
な
る
個
別
的
な
境
位
に
そ
れ
を
事
件
と
し
て
帰

属
せ
し
む
べ
き
か
の
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
が
帰
属
の
問
題
で
あ
る
、と
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
云
っ
て
い
る
（
一
七
八
頁
）。

文
化
現
象
の
因
果
的
説
明
が
問
題
に
な
る
と
こ
ろ
で
は
、
因
果
関
係
の
法
則
に
就
い
て
の
知
識
は
目
的
で
は
な
く

て
、
た
だ
研
究
の
手
段
で
あ
り
得
る
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
れ
は
我
々
に
と
っ
て
現
象
の
そ
の
個
性
に
於
て
文
化
的

に
有
意
味
な
要
素
の
そ
れ
の
具
体
的
な
原
因
へ
の
因
果
的
帰
属
を
容
易
な
ら
し
め
、
ま
た
可
能
な
ら
し
め
る
。
と
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こ
ろ
で
こ
の
場
合
法
則
が
「
よ
り
一
般
的
」
で
あ
り
、
よ
り
抽
象
的
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
そ
れ
は
個
別
的
な
現

象
の
因
果
的
帰
属
の
要
求
に
対
し
て
そ
れ
だ
け
よ
り
少
な
く
し
か
役
立
た
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
ま
た
「
法
則
論

的
知
識
」（nom

ologisches W
issen

）
―
―
因
果
聯
関
の
規
則
性
の
知
識
―
―
を
振
り
向
け
る
こ
と
な
し
に
は
な

ん
ら
か
の
具
体
的
な
結
果
の
具
体
的
な
原
因
へ
の
妥
当
な
帰
属
は
一
般
に
可
能
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
の
如

き
事
情
を
考
量
す
る
な
ら
ば
、
理
想
型
が
帰
属
の
問
題
に
と
っ
て
有
す
る
機
能
は
お
の
ず
か
ら
明
瞭
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
こ
の
と
き
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
理
想
型
の
「
生
成
的
性
格
」（genetischer C

harakter

）

に
就
い
て
語
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
「
交
換
」
と
い
う
概
念
は
、
私
が
そ
の
概
念
の
要
素
の
意0

味0

を
度
外
視
す
る
限
り
、
多
く
の
現
象
に
於
て
共
通
に
見
出
さ
れ
る
表
徴
の
複
合
と
い
う
意
味
で
の
一
の
単
純
な

類
概
念
で
あ
る
。
然
る
に
私
が
こ
の
概
念
を
例
え
ば
「
限
界
効
用
の
法
則
」
と
関
係
さ
せ
、
経
済
的
に
合
理
的
な

0

0

0

0

過
程
と
し
て
の
「
経
済
的
交
換
」
と
い
う
概
念
を
作
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
交
換
の
「
類
型
的
な
」
条
件
を
そ
の
う

ち
に
含
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
に
理
想
型
的
概
念
が
そ
れ
自
身
の
成
立
に
関
し
て
意
味
解
明
に
か
か
わ
る
合
理
的

な
条
件
と
連
繋
と
を
予
想
し
て
い
る
こ
と
を
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
そ
れ
が
生
成
的
性
格
を
有
す
る
と
い
う
風
に
云
っ

て
い
る
。

さ
て
今
や
我
々
は
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
か
く
の
如
き
説
を
我
々
の
問
題
の
聯
関
に
於
て
評
価
す
る
こ
と
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が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
我
々
の
問
題
は
理
論
と
歴
史
と
の
問
題
で
あ
っ
た
。
リ
ッ
カ
ー
ト
に
於
て
は
こ
の
問
題
は

中
間
領
域
な
い
し
混
合
形
態
と
し
て
取
扱
わ
れ
、
方
法
論
的
意
味
で
は
何
か
中
途
半
端
な
、
鵺ぬ
え

的
な
も
の
で
で
も

あ
る
か
の
よ
う
に
見
ら
れ
た
が
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
こ
れ
に
対
し
理
想
型
の
概
念
に
よ
っ
て
そ
の
方
法
論
的
基
礎
を

明
ら
か
に
し
、
そ
れ
に
い
わ
ば
方
法
論
的
独
立
性
を
与
え
る
こ
と
が
出
来
た
。
理
想
型
は
一
方
に
於
て
は
理
論
で

あ
り
、
そ
し
て
同
時
に
他
方
に
於
て
は
歴
史
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
方
に
於
て
は
文
化
科
学
に
於
け
る
一
般
的
な
も

の
を
意
味
す
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
類
概
念
の
意
味
に
於
て
一
般
的
な
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
同
時
に
他
方
に
於

て
歴
史
で
あ
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
歴
史
と
理
論
と
の
統
一
は
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
理
想
型
の
説
に
於
て
一
応
到
達
さ

れ
た
も
の
の
如
く
見
え
る
。
我
々
は
こ
の
比
類
稀
な
る
学
者
に
対
し
て
十
分
な
尊
敬
を
払
う
こ
と
を
決
し
て
惜
ま

な
い
者
で
あ
る
。

四

社
会
科
学
に
於
け
る
概
念
は
た
し
か
に
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
い
う
よ
う
な
理
想
型
的
性
質
を
も
っ
て
い
る
。
こ
れ
は

ど
こ
ま
で
も
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
然
し
な
が
ら
問
題
は
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
説
く
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
凡
て
残
り
な

く
片
附
け
ら
れ
た
わ
け
で
な
い
。
審
か
に
見
れ
ば
、彼
の
説
に
も
な
お
種
々
な
る
疑
問
が
含
ま
れ
て
い
る
と
思
う
。
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こ
こ
で
は
た
だ
主
な
る
点
を
論
じ
よ
う
。

第
一
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
い
う
理
想
型
は
エ
リ
ネ
ッ
ク
に
於
て
の
如
く
規
範
的
性
質
の
も
の
で
な
い
。
そ
れ
は
価

値
判
断
の
規
準
と
な
る
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
「
理
想
」
と
混
同
さ
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
理
想
型
は
ま
た
形
式
論
理
学
に

於
け
る
類
概
念
と
も
等
し
く
は
な
い
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
経
験
的
現
実
そ
の
も
の
を
現
す
の
で
な
く
、
そ
れ
か

ら
思
想
的
に
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
思
想
的
構
成
物
で
あ
る
と
の
故
を
も
っ
て
、
ウ
ェ
ー
バ

ー
は
理
想
型
は
「
非
現
実
的
」（unw

irklich

）
で
あ
る
と
も
、「
非
実
在
的
」（irreal

）
で
あ
る
と
も
、
或
い
は
ま

た
「
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
で
あ
る
と
も
云
っ
て
い
る
。
然
し
こ
れ
は
果
た
し
て
正
確
で
あ
ろ
う
か
。
如
何
な
る
概
念
も

思
想
で
あ
っ
て
、
現
実
そ
の
も
の

0

0

0

0

で
な
い
と
い
う
こ
と
は
疑
わ
れ
な
い
。
然
し
そ
れ
だ
か
ら
と
云
っ
て
、
現
実
性0

（W
irklichkeit

）
を
如
何
な
る
概
念
も
有
す
る
こ
と
が
全
く
出
来
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
現

実
そ
の
も
の
で
な
い
概
念
も
な
お
現
実
的0

で
あ
り
、
現
実
性0

を
有
し
得
る
の
で
あ
る
。
凡
て
の
概
念
は
非
現
実
的

で
あ
る
と
い
う
意
見
は
、
現
実
を
も
っ
て
唯
単
に
個
別
的
な
も
の
と
見
做
す
偏
見
の
上
に
立
っ
て
初
め
て
成
り
立

つ
こ
と
が
出
来
る
（
と
い
う
の
は
概
念
は
な
ん
ら
か
一
般
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
）。
そ
し
て
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
こ

の
偏
見
を
リ
ッ
カ
ー
ト
と
共
に
分
ち
有
す
る
か
の
如
く
見
え
る
。
そ
れ
は
ヒ
ュ
ー
ム
な
ど
の
古
典
的
心
理
学
の
い

わ
ゆ
る
原
子
論
的
傾
向
に
於
て
現
れ
、
カ
ン
ト
に
も
存
し
た
と
こ
ろ
の
偏
見
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
が
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深
く
洞
察
し
た
よ
う
に
、
普
遍
的
な
も
の
は
現
実
の
う
ち
に
生
き
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
理
想
型
は
単
に

非
現
実
的
な
も
の
で
な
く
、
ま
た
な
ん
ら
か
の
現
実
性
を
有
す
る
故
に
、
歴
史
的
認
識
の
基
礎
と
な
り
得
る
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
理
想
型
が
或
る
抽
象
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
こ
と
は
言
う
を
俟
た
な
い
。
然
し
そ
れ
は
形
式
論

理
的
な
類
概
念
の
場
合
と
同
じ
意
味
で
の
抽
象
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
そ
れ
が

現
実
の
一
定
の
要
素
な
い
し
方
面
の
「
思
想
に
於
け
る
高
昇
」
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
と
云
っ
て
い
る
。
然
る
に

こ
の
よ
う
な
高
昇
は
類
概
念
形
成
の
場
合
に
於
け
る
抽
象
と
同
一
で
あ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
ま
た
そ
の
よ
う
な

思
想
に
於
け
る
高
昇
は
決
し
て
単
に
任
意
の
仕
方
で
行
わ
れ
得
ず
、
却
っ
て
そ
こ
に
は
い
わ
ば
現
実
的
な
基
礎
が

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
例
え
ば
「
芸
術
家
」
と
い
う
概
念
が
理
想
型
の
意
味
に
於
て
作
ら
れ
る
た

め
に
は
、
凡
て
の
人
間
が
な
ん
ら
か
芸
術
家
的
な
素
質
を
有
す
る
だ
け
で
な
く
、
人
間
の
こ
の
方
面
も
し
く
は
要

素
を
優
越
な
仕
方
で

0

0

0

0

0

0

現
し
て
い
る
者
が
現
実
に
於
て
現
れ
た
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
の
有
名
な

「
経
済
人
」（hom

o oeconom
icus

）
と
い
う
理
想
型
に
就
い
て
も
同
様
に
云
わ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
同
じ
こ
と
を

ま
た
社
会
科
学
の
発
展
の
歴
史
が
示
し
て
い
る
と
見
ら
れ
よ
う
。
人
間
の
社
会
的
生
活
の
実
践
に
於
け
る
分
化
が

こ
の
科
学
の
分
化
を
制
約
し
た
。
人
間
的
活
動
に
於
け
る
一
定
の
方
面
、
例
え
ば
法
律
の
方
面
が
優
越
な
仕
方
に

於
て
高
昇
し
た
と
き
、
法
律
学
は
生
じ
た
。
現
実
そ
の
も
の
の
う
ち
に
於
け
る
そ
の
一
定
の
要
素
の
高
昇
―
―
そ
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れ
は
云
う
ま
で
も
な
く
歴
史
に
於
て
行
わ
れ
る
―
―
が
理
想
型
の
思
想
に
於
け
る
高
昇
の
基
礎
で
あ
る
。
か
く
の

如
き
事
情
を
私
は
嘗
て
、「
歴
史
に
於
て
存
在
は
存
在
を
抽
象
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
理
論
を
抽
象
す
る
。」
と
い
う

定
式
で
表
現
し
た
（『
唯
物
史
観
と
現
代
の
意
識
』、
一
九
二
八
年
【
第
三
巻
収
録
】）。
こ
こ
に
抽
象
と
い
っ
た
の
は
高

昇
と
い
う
の
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
高
昇
は
つ
ね
に
一
面
的
で
あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
抽
象
と
い
わ
れ
て
も
よ

い
。
か
く
て
理
想
型
は
一
方
思
惟
に
よ
る
構
成
物
と
し
て
論
理
的
性
質
の
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
他
方
存
在
そ

の
も
の
に
於
け
る
存
在
の
抽
象
に
基
礎
を
お
く
も
の
と
し
て
存
在
的
性
質
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は

論
理
的
で
あ
る
と
同
時
に
存
在
的
、
即
ち
存
在
論
的

0

0

0

0

性
質
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
よ
う
な
存
在
論
的
性

質
を
有
す
る
概
念
は
範
疇
0

0

と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
出
来
、
し
か
も
そ
れ
は
ま
さ
に
マ
ル
ク
ス
の
い
っ
た
如
き
「
歴
史

的
範
疇
」
で
あ
る
。
歴
史
的
範
疇
は
範
疇
と
し
て
一
般
的
な
い
し
理
論
的
性
質
を
有
す
る
と
共
に
、
歴
史
的
と
し

て
特
殊
的
な
い
し
歴
史
的
性
質
を
担
う
。
か
く
の
如
き
歴
史
的
範
疇
は
具
体
的
な
歴
史
の
理
解
に
あ
た
っ
て
「
手

段
」
と
し
て
の
役
割
を
演
ず
る
。
然
し
な
が
ら
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
リ
ッ
カ
ー
ト
の
科
学
論
に
従
っ
て
理
想
型
に
単
に

手
段
と
し
て
の
意
味
し
か
認
め
な
か
っ
た
の
と
は
異
な
り
、
我
々
は
歴
史
的
範
疇
に
そ
れ
自
身
の
理
論
的
独
立
性

を
認
め
、
そ
の
も
の
自
身
を
十
分
な
科
学
の
目
的
と
し
て
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
リ
ッ
カ
ー
ト
も
「
一
般
化

的
文
化
科
学
」
と
い
う
も
の
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
し
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
如
き
も
社
会
学
を
ば
歴
史
か
ら
区
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別
し
て
「
一
般
化
的
科
学
」
と
云
っ
て
い
る
。
か
よ
う
な
一
般
化
的
或
い
は
理
論
的
科
学
の
認
識
の
目
的
と
な
る

の
は
一
般
的
に
云
っ
て
歴
史
的
範
疇
に
ほ
か
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
理
想
型
の
説
は
歴
史
的
範
疇

の
理
論
に
ま
で
発
展
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

第
二
、
理
想
型
に
は
甚
だ
種
々
な
る
も
の
が
あ
る
。
そ
こ
で
そ
れ
ら
種
々
な
る
理
想
型
相
互
の
関
係
が
問
題
に

な
り
得
る
。
こ
の
問
題
は
理
想
型
を
も
っ
て
単
に
認
識
の
手
段
と
し
て
の
み
見
ず
、
寧
ろ
そ
れ
が
一
定
の
科
学
に

と
っ
て
は
認
識
の
目
的
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
限
り
、
当
然
生
じ
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
且
つ
そ
れ
は
、
も

し
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
い
う
理
想
型
の
「
生
成
的
性
格
」
と
い
う
こ
と
を
一
層
突
き
込
ん
で
考
え
る
な
ら
ば
、
極
め
て

重
要
な
問
題
と
な
っ
て
来
る
で
あ
ろ
う
。
い
ま
例
え
ば
、
資
本
主
義
、
市
場
、
価
格
、
価
値
と
い
う
如
き
理
想
型

的
諸
概
念
を
と
っ
て
み
れ
ば
、そ
の
間
に
は
明
ら
か
に
或
る
関
係
が
見
出
さ
れ
る
。
こ
の
関
係
は
こ
の
場
合
先
ず
、

理
想
型
が
さ
き
に
述
べ
た
如
く
歴
史
で
あ
る
と
同
時
に
理
論
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
ひ
と
つ
の
理
論
的

0

0

0

も
し
く
は

論
理
的
関
係
と
し
て
問
題
に
な
り
得
る
。
即
ち
そ
れ
は
そ
れ
ら
の
間
の
理
論
的
依
存
の
関
係
の
問
題
で
あ
る
。
資

本
主
義
及
び
市
場
と
い
う
二
つ
の
概
念
を
比
較
す
れ
ば
、
前
者
は
よ
り
複
雑
な
概
念
で
あ
り
、
後
者
は
よ
り
単
純

な
概
念
で
あ
る
。
し
か
も
後
者
は
前
者
が
概
念
的
に
生
成
す
る
た
め
の
条
件
を
な
す
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
資
本
主

義
と
い
う
概
念
が
理
想
型
的
に
構
成
さ
れ
る
た
め
の
条
件
と
見
ら
れ
る
市
場
の
概
念
は
そ
れ
自
身
ま
た
理
想
型
的
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の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
即
ち
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
云
う
よ
う
に
、
資
本
主
義
と
い
う
理
想
型
を
「
生

成
的
性
格
」
に
於
て
眺
め
る
と
き
、
市
場
と
い
う
如
き
概
念
が
そ
の
「
合
理
的
な
」「
類
型
的
な
」「
条
件
」
と
し

て
そ
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
次
に
市
場
と
い
う
理
想
型
そ
れ
自
身
に
就
い
て
も
こ
れ
と
同

じ
関
係
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
資
本
主
義
と
い
う
よ
う
な
復
雑
な
概
念
を
起
点
と
し
て
そ
の
概

念
に
於
け
る
生
成
を
次
第
に
追
求
し
て
ゆ
く
な
ら
ば
、
よ
り
複
雑
な
或
い
は
よ
り
具
体
的
な
概
念
と
よ
り
単
純
な

或
い
は
よ
り
抽
象
的
な
概
念
と
が
一
定
の
系
列
と
連
繋
と
に
於
て
示
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
具
体
的
な
概
念
は
抽
象

的
な
概
念
の
総
括
と
し
て
示
さ
れ
る
。
即
ち
理
想
型
相
互
の
関
係
を
理
想
型
の
「
生
成
的
性
格
」
と
い
う
こ
と
か

ら
求
め
て
ゆ
け
ば
、
―
―
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
に
「
一
般
化
的
文
化
科
学
」
は
初
め
て
体
系
的

0

0

0

、
従
っ
て

そ
の
意
味
に
於
て
科
学
的
と
な
る
の
で
あ
る
―
―
こ
こ
に
諸
々
の
理
想
型
的
概
念
―
―
我
々
が
上
に
新
し
く
解
釈

し
た
意
味
に
於
け
る
諸
々
の
歴
史
的
範
疇
―
―
は
一
定
の
系
列
と
連
繋
と
に
於
て
組
織
さ
れ
る
に
至
る
で
あ
ろ

う
。
こ
れ
が
理
論
的
社
会
科
学
の
目
標
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
組
織
は
ま
さ
に
諸
範
疇
の
弁

証
法
的
体
系
を
現
す
で
あ
ろ
う
。
蓋
し
、
よ
り
具
体
的
な
も
の
を
よ
り
抽
象
的
な
も
の
の
結
果
0

0

と
し
て
示
す
こ
と

は
も
と
弁
証
法
の
道
に
従
っ
て
の
ほ
か
可
能
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
形
式
論
理
的
な
類
概
念
と

は
異
な
る
と
し
た
理
想
型
は
実
に
弁
証
法
的
な
意
味
の
概
念
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
こ
の
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場
合
、
次
の
こ
と
ど
も
が
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
一
、
研
究
に
於
け
る
現
実
の
出
発
点
と
体
系
上
或

い
は
叙
述
上
の
出
発
点
と
は
反
対
で
あ
る
。
現
実
の
出
発
点
は
具
体
的
な
も
の
で
あ
り
、
こ
の
も
の
は
研
究
の
過

程
に
於
て
思
惟
に
よ
っ
て
抽
象
的
な
諸
規
定
に
分
析
さ
れ
る
。
こ
れ
に
反
し
叙
述
に
於
て
は
最
も
単
純
な
範
疇
か

ら
出
発
さ
れ
て
、思
惟
の
道
に
於
て
抽
象
的
な
諸
規
定
は
具
体
的
な
も
の
の
再
生
産
に
導
か
れ
る
の
で
あ
る
。
二
、

研
究
に
於
け
る
現
実
の
出
発
点
た
る
具
体
的
な
も
の
と
い
う
の
は
我
々
に
と
っ
て
の
現
代
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

従
っ
て
今
日
の
社
会
科
学
に
と
っ
て
は
そ
れ
は
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
社
会
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
故
に
そ
う
で
あ
る

か
の
理
由
は
後
に
至
っ
て
論
ぜ
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
理
由
の
ひ
と
つ
と
し
て
「
人
間
の
解
剖
は
猿
の
解
剖

に
と
っ
て
の
鍵
で
あ
る
」
と
い
う
マ
ル
ク
ス
の
言
葉
を
想
い
起
す
に
と
ど
め
て
お
こ
う
。
三
、
我
々
は
諸
範
疇
の

系
列
に
就
い
て
語
っ
た
。
然
る
に
我
々
が
今
の
場
合
に
云
っ
て
い
る
の
は
諸
範
疇
の
理
論
的
な
、
概
念
的
に
内
面

的
な
系
列
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
の
歴
史
的
な
系
列
の
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
範
疇
の
論
理
的
順
序
が
必

ず
し
も
そ
れ
の
歴
史
的
順
序
と
一
致
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
ま
た
マ
ル
ク
ス
の
論
じ
た
通
り
で
あ
る
。
即
ち
彼
は

書
い
て
い
る
、「
経
済
的
諸
範
疇
を
そ
れ
が
歴
史
的
に
規
定
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
順
序
に
於
て
互
い
に

従
わ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
為
し
得
ざ
る
こ
と
で
あ
り
、
且
つ
誤
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
寧
ろ
そ
れ
の
系
列
は
そ
れ
が

近
代
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
社
会
に
於
て
互
い
に
有
す
る
と
こ
ろ
の
関
係
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
し
て
そ
れ
は
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そ
れ
の
自
然
的
な
系
列
或
い
は
歴
史
的
発
展
の
順
序
に
相
応
す
る
系
列
と
し
て
現
れ
る
の
と
は
ま
さ
に
逆
の
系
列

で
あ
る
。
経
済
的
諸
関
係
が
種
々
な
る
社
会
形
態
の
継
起
の
う
ち
に
於
て
歴
史
的
に
占
め
る
位
置
が
問
題
な
の
で

は
な
い
。
歴
史
的
運
動
の
気
迷
っ
た
表
象
に
過
ぎ
ぬ
と
こ
ろ
の
、『
観
念
に
於
け
る
』（
プ
ル
ー
ド
ン
）
そ
れ
の
系

列
が
問
題
で
あ
る
の
で
は
な
お
さ
ら
な
い
。
却
っ
て
近
代
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
社
会
の
内
部
に
於
け
る
そ
れ
の
編
制
が

問
題
で
あ
る
の
で
あ
る
。」（『
経
済
学
批
判
』
序
説
、
六
四
、六
五
頁
）。
問
題
は
我
々
に
と
っ
て
現
代
で
あ
る
と
こ

ろ
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
社
会
を
理
論
的
に
解
明
す
べ
き
と
こ
ろ
の
諸
範
疇
の
概
念
的
に
内
面
的
な
系
列
を
打
ち
建
て
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
理
論
的
社
会
科
学
の
体
系
的
課
題
で
あ
る
。

第
三
、
我
々
が
歴
史
的
範
疇
の
意
味
に
解
釈
し
た
理
想
型
は
理
論
で
あ
る
と
同
時
に
歴
史
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で

今
度
は
そ
れ
の
歴
史
0

0

の
方
面
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
い
わ
ゆ
る
範
疇
の
歴
史
性
の
問
題
が
生
じ
て
来
る
。
理
想
型

の
中
に
は
よ
り
歴
史
的
の
も
の
と
よ
り
理
論
的
な
も
の
と
が
区
別
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
於
て
は
こ

の
区
別
は
歴
史
的
理
想
型
と
社
会
学
的
理
想
型
と
の
区
別
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
も
ち
ろ
ん
、
理
論
的

と
云
っ
て
も
比
較
的
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
歴
史
性
を
全
然
含
ま
な
い
よ
う
な
も
の
は
も
は
や
理
想
型
の
意
味
を
有

せ
ず
、
寧
ろ
そ
れ
は
類
概
念
の
如
き
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
よ
り
歴
史
的
な
、
従
っ
て
よ

り
具
体
的
な
範
疇
、
例
え
ば
資
本
主
義
と
い
う
よ
う
な
範
疇
を
と
っ
て
み
る
。
そ
れ
が
理
想
型
的
の
も
の
で
あ
る
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こ
と
は
、
経
済
学
で
規
定
さ
れ
る
よ
う
な
純
粋
な
資
本
主
義
は
何
処
に
も
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
明

ら
か
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
範
疇
に
就
い
て
、
そ
の
歴
史
性
に
関
し
て
の
相
互
の
関
係
が
問
題
に
さ
れ
る
で
あ
ろ

う
。
我
々
が
さ
き
に
云
っ
た
の
は
諸
範
疇
の
概
念
上
も
し
く
は
理
論
上
の
系
列
の
問
題
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
は

他
の
方
面
か
ら
諸
範
疇
の
歴
史
的
系
列
が
、
い
わ
ゆ
る
歴
史
の
発
展
段
階

0

0

0

0

が
問
題
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
か
か
る

場
合
固
よ
り
そ
の
発
展
段
階
は
理
想
型
的
に
構
成
さ
れ
る
。
古
代
的
社
会
、
封
建
的
社
会
、
資
本
家
的
社
会
と
い

う
如
き
理
想
型
に
就
い
て
そ
の
相
互
の
関
係
を
尋
ね
る
な
ら
ば
、
か
よ
う
な
発
展
段
階
の
問
題
に
突
き
当
る
で
あ

ろ
う
。
歴
史
の
発
展
段
階
は
従
来
種
々
な
る
仕
方
で
構
成
さ
れ
て
来
た
。
コ
ン
ト
の
三
段
階
の
法
則
は
あ
ま
り
に

も
有
名
で
あ
る
。
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
リ
ス
ト
は
、
狩
猟
生
活
の
時
代
、
牧
畜
生
活
の
時
代
、
農
耕
の
時
代
、
農
業
・

手
工
業
時
代
、
農
業
・
手
工
業
商
業
時
代
と
い
う
風
に
区
別
し
た
。
ビ
ュ
ー
ヒ
ァ
ー
【K

arl B
ücher

】
は
そ
れ
に
就

い
て
、
そ
れ
が
生
産
の
主
要
方
向
か
ら
出
発
す
る
、
と
い
う
よ
う
に
批
評
し
て
い
る
。
ヒ
ル
デ
ブ
ラ
ン
ト
は
リ
ス

ト
に
対
し
て
、
そ
の
段
階
説
が
単
に
一
も
し
く
は
若
干
の
少
数
の
民
族
の
歴
史
か
ら
、
し
か
の
み
な
ら
ず
そ
の
歴

史
の
個
々
の
部
分
か
ら
抽
象
さ
れ
て
い
る
、
と
な
し
て
非
難
し
た
。
そ
し
て
ヒ
ル
デ
ブ
ラ
ン
ト
自
身
は
、
自
然
経

済
、
貨
幣
経
済
、
信
用
経
済
と
い
う
段
階
説
を
樹
て
た
が
、
こ
れ
は
取
引
及
び
決
済
の
手
段
の
種
々
な
る
形
態
に

従
っ
て
の
区
別
で
あ
り
、
且
つ
ベ
ロ
ウ
の
云
う
と
こ
ろ
で
は
、
一
定
の
社
会
政
策
的
考
慮
か
ら
し
て
理
解
さ
る
べ
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き
も
の
で
あ
る
。
ビ
ュ
ー
ヒ
ァ
ー
は
家
内
経
済
、
都
市
経
済
、
国
民
経
済
と
い
う
三
つ
の
経
済
段
階
を
考
え
た
。

彼
は
経
済
段
階
の
論
理
的
性
質
を
求
め
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
歴
史
家
が
そ
れ
に
従
っ
て
材
料
を
加
工
す
る
時

代
と
い
う
も
の
と
混
同
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
云
う
。
歴
史
家
は
一
つ
の
時
代
に
於
て
そ
の
う
ち
に
起
っ
た
如
何

な
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
に
反
し
、
理
論
家
の
建
て
る
段
階
は
単
に
正
常
的
な
も
の
（das N

orm
ale

）
を

現
す
こ
と
を
要
し
、
偶
然
的
な
も
の
は
度
外
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
彼
は
考
え
る
。
ビ
ュ
ー
ヒ
ァ
ー
は
こ
の
よ

う
に
経
済
史
家
と
経
済
理
論
家
と
の
間
に
鋭
い
限
界
を
設
け
た
が
、然
し
彼
の
著
名
な
『
国
民
経
済
の
発
生
』【D

ie 

entstehung der volksw
irtschaft

】
の
読
者
は
、
ビ
ュ
ー
ヒ
ァ
ー
が
彼
の
経
済
段
階
の
叙
述
を
一
定
の
歴
史
的
現
象
の

叙
述
と
し
て
感
じ
た
と
い
う
印
象
を
得
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
も
は
や
こ
れ
以
上
シ
ュ
モ
ー
ラ
ー
、

ゾ
ン
バ
ル
ト
、
等
々
の
説
に
立
ち
入
る
こ
と
を
必
要
と
し
な
い
。
発
展
段
階
に
関
す
る
論
争
の
若
干
の
問
題
は
理

想
型
の
思
想
を
持
ち
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
或
る
程
度
ま
で
方
法
論
的
に
解
決
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

即
ち
発
展
段
階
の
説
は
理
想
型
的
性
質
の
も
の
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
そ
れ
は
単
な
る
理
論
と
見
ら
る
べ
き
で
な
い

と
同
様
に
単
な
る
歴
史
と
も
見
ら
る
べ
き
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
固
よ
り
こ
こ
で
は
理
想
型
の
理
論
的
性
質
よ
り

も
そ
れ
の
歴
史
的
性
質
が
著
し
く
前
面
に
出
て
来
る
、
従
っ
て
か
よ
う
な
発
展
段
階
の
系
列
は
歴
史
的
発
展
の
本

質
的
な
系
列
に
相
応
す
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
て
い
る
。
然
し
そ
れ
は
決
し
て
単
な
る
歴
史
で
は
な
く
、
ど
こ
ま
で
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も
ま
た
理
論
的
性
質
を
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
従
っ
て
そ
の
場
合
一
の
段
階
か
ら
他
の
段
階
へ
の
推
移
が
理
論
的
に

明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
然
る
に
こ
の
よ
う
な
段
階
的
推
移
の
内
面
的
必
然
性
を
明
ら
か
に
し
得
る

論
理
は
弁
証
法
を
措
い
て
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
マ
ル
ク
ス
は
生
産
力
と
生
産
関
係
と
の
弁
証
法
に
従
っ
て
、

人
類
の
歴
史
の
発
展
の
段
階
を
ア
ジ
ア
的
、
古
代
的
、
封
建
的
、
近
代
市
民
的
と
い
う
風
に
構
成
し
た
。
こ
の
と

き
い
わ
ば
そ
の
よ
う
な
理
想
型
的
概
念
構
成
の
見
地
0

0

も
し
く
は
観
点
と
な
っ
た
の
は
生
産
、
従
っ
て
生
産
方
法
の

見
地
も
し
く
は
観
点
で
あ
る
。
概
念
構
成
の
観
点
も
し
く
は
見
地
の
問
題
に
就
い
て
は
然
し
後
の
聯
関
に
於
て
論

ぜ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
な
お
こ
こ
に
簡
単
に
附
け
加
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
範
疇
の
歴
史
性
と
い
う

こ
と
の
意
味
で
あ
る
。
歴
史
性
と
い
う
場
合
、そ
れ
に
は
一
面
た
し
か
に
消
滅
性
の
意
味
が
含
ま
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

こ
の
意
味
の
範
疇
の
歴
史
性
に
就
い
て
は
、
マ
ル
ク
ス
は
次
の
如
く
書
い
て
い
る
。「
社
会
的
諸
関
係
を
彼
等
の

物
質
的
生
産
力
に
相
応
し
て
打
ち
建
て
る
そ
の
同
じ
人
間
は
、
ま
た
諸
原
理
、
諸
観
念
、
諸
範
疇
を
彼
等
の
社
会

的
諸
関
係
に
相
応
し
て
作
り
出
す
。
か
く
て
こ
れ
ら
の
諸
概
念
、
諸
範
疇
は
、
そ
れ
ら
が
表
現
す
る
と
こ
ろ
の
諸

関
係
と
同
じ
く
極
め
て
非
永
久
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
歴
史
的
且
つ
一
時
的
な
産
物
で
あ
る
。」（『
哲
学

の
貧
困
』、
一
二
五
頁
【“The Poverty of Philosophy”, 

第
二
章§1, Second O

bservation

】）。
即
ち
マ
ル
ク
ス
に
よ
れ
ば
、

社
会
的
生
産
諸
関
係
の
理
論
的
表
現
で
あ
り
抽
象
で
あ
る
に
過
ぎ
ぬ
と
こ
ろ
の
経
済
的
諸
範
疇
は
歴
史
的
消
滅
的
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性
質
を
具
え
て
い
る
。
蓋
し
「
生
産
力
に
於
け
る
増
大
の
、
社
会
的
諸
関
係
に
於
け
る
破
壊
の
、
諸
観
念
に
於
け

る
形
成
の
、
絶
え
ざ
る
運
動
が
存
す
る
」
の
で
あ
る
か
ら
。
も
し
も
か
く
の
如
く
で
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
科
学

は
歴
史
的
範
疇
を
そ
の
生
成
に
於
て
、
然
し
ま
た
そ
の
消
滅
の
過
程
に
於
て
取
扱
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
と
な
る
で

あ
ろ
う
。
か
く
の
如
き
は
弁
証
法
的
な
取
扱
方
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
蓋
し
マ
ル
ク
ス
の
云
っ
た
如
く
、「
弁
証
法

は
現
存
の
事
物
の
背
定
的
理
解
の
う
ち
に
同
時
に
ま
た
そ
の
否
定
の
、
そ
の
必
然
的
没
落
の
理
解
を
含
め
、
あ
ら

ゆ
る
生
成
し
た
形
態
を
運
動
の
流
れ
に
於
て
、
そ
れ
故
に
ま
た
そ
の
暫
時
的
な
方
面
か
ら
把
握
し
、
何
物
に
よ
っ

て
も
畏
伏
せ
し
め
ら
れ
ず
、
そ
の
本
質
上
批
判
的
で
あ
り
、
革
命
的
で
あ
る
。」
然
し
こ
こ
に
ひ
と
つ
の
問
題
が

あ
る
。
ブ
ハ
ー
リ
ン
は
そ
の
『
転
形
期
の
経
済
学
』
の
中
で
、「
資
本
家
的
商
品
生
産
を
基
礎
と
す
る
社
会
の
終

焉
は
同
時
に
ま
た
経
済
学
の
終
焉
を
意
味
す
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。
経
済
的
範
疇
の
歴
史
的
消
滅
的
性
質
に
就

い
て
の
マ
ル
ク
ス
の
見
解
は
こ
の
主
張
に
裏
書
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。
社
会

経
済
が
市
場
及
び
競
争
と
い
う
盲
目
的
勢
力
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
意
識
的
に
実
施
さ
れ
る
計
画
に

従
っ
て
統
制
さ
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
価
値
、
価
格
、
利
潤
等
の
諸
範
疇
は
現
実
に
於
て
消
滅
す
る
に
至
る
で
あ

ろ
う
。
従
っ
て
価
値
論
を
基
礎
と
す
る
よ
う
な
経
済
学
は
終
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
然
る
に
レ
ー
ニ
ン
は
右

に
掲
げ
た
ブ
ハ
ー
リ
ン
の
命
題
に
評
注
し
て
「
間
違
い
だ
」
と
書
き
入
れ
た
。
そ
し
て
彼
は
「
純
粋
な
共
産
主
義
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社
会
に
於
て
さ
え
も
」
経
済
学
は
存
在
す
る
も
の
の
よ
う
に
考
え
た
。
更
に
続
け
て
彼
は
、
ブ
ハ
ー
リ
ン
が
「
国

民
経
済
学
と
は
商
品
経
済
を
研
究
す
る
も
の
で
あ
る
」と
記
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、「
単
に
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
」

と
批
評
し
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
我
々
は
こ
れ
ら
の
場
合
経
済
学
と
い
わ
れ
る

も
の
の
二
つ
の
意
味
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
マ
ル
ク
ス
は
ケ
ネ
ー
の
『
経
済
表
』
を
も
っ
て
経
済
学
の
萌

芽
な
い
し
小
児
期
と
し
、
十
八
世
紀
の
最
初
の
三
分
の
一
に
経
済
学
が
成
立
し
た
と
な
し
た
。
そ
の
限
り
経
済
学

は
歴
史
的
に
発
生
し
た
歴
史
的
な
社
会
科
学
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
に
於
て
普
通
に
経
済
学
と
云
う
と
き
、
か

か
る
経
済
学
即
ち
資
本
家
的
生
産
方
法
の
発
生
と
発
展
と
に
伴
う
て
成
立
し
た
経
済
学
を
指
し
て
い
る
。
マ
ル
ク

ス
が
『
資
本
』
の
中
で
展
開
し
た
の
は
こ
れ
で
あ
る
。
か
よ
う
な
経
済
学
が
資
本
主
義
社
会
と
そ
の
運
命
を
共
に

す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
す
る
に
難
く
は
な
い
。
然
る
に
か
よ
う
な
い
わ
ば
狭
義
の
経
済
学
に
対
し
て
広
義
の

経
済
学
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
就
い
て
は
エ
ン
ゲ
ル
ス
が
『
反
デ
ュ
ー
リ
ン
グ
論
』
に
於

て
次
の
如
く
述
べ
て
い
る
。「
最
も
広
義
に
於
け
る
経
済
学
と
は
、
人
間
社
会
に
於
て
物
質
的
生
活
資
料
の
生
産

及
び
交
換
を
支
配
す
る
諸
法
則
の
学
で
あ
る
。」
ま
た
曰
く
、「
経
済
学
、
即
ち
種
々
異
な
る
諸
々
の
人
間
社
会
が

そ
の
も
と
で
生
産
し
、
交
換
し
、
ま
た
こ
れ
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
生
産
物
を
分
配
し
来
た
っ
た
そ
の
条
件
や
形
態

の
学
と
し
て
の
経
済
学
、
か
よ
う
な
広
い
意
味
に
於
け
る
経
済
学
は
今
後
に
於
て
初
め
て
打
ち
建
て
ら
る
べ
き
も
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の
で
あ
る
。」
生
産
や
分
配
と
い
う
現
象
は
、単
に
資
本
主
義
社
会
に
限
ら
れ
ず
、将
来
社
会
に
於
て
も
存
在
す
る
。

そ
し
て
そ
れ
が
存
在
す
る
限
り
、
生
産
や
分
配
に
関
す
る
知
識
、
そ
の
知
識
の
体
系
と
し
て
の
経
済
学
は
存
在
し

得
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
の
如
く
考
え
る
な
ら
ば
、
経
済
的
範
疇
の
中
に
は
価
値
と
か
利
潤
と
か
の
如
き
特
に
歴
史

的
な
範
疇
、
換
言
す
れ
ば
資
本
主
義
社
会
の
終
焉
と
共
に
終
焉
す
べ
き
も
の
と
、
生
産
と
か
分
配
と
か
の
如
き
一

般
的
な
範
疇
、
換
言
す
れ
ば
資
本
主
義
社
会
以
後
と
雖
も
存
在
す
べ
き
も
の
と
が
区
別
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
尤
も

後
者
と
て
も
そ
の
現
実
性
に
於
て
は
資
本
家
的
生
産
と
い
う
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
あ
る
け

れ
ど
も
、
然
し
な
お
か
か
る
規
定
を
越
え
て
一
般
化
さ
れ
得
る
に
反
し
て
、
前
者
は
資
本
主
義
社
会
以
後
に
ま
で

及
ぼ
す
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
こ
こ
で
も
相
対
的
に
云
っ
て
よ
り
歴
史
的
な
範
疇
と
よ
り

一
般
的
な
範
疇
と
の
区
別
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
歴
史
的
理
想
型
と
社
会
学
的

理
想
型
と
を
区
別
し
よ
う
と
し
た
理
由
も
、
こ
れ
と
同
様
の
関
係
か
ら
で
あ
っ
た
と
も
見
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
る

で
あ
ろ
う
。五

さ
て
右
の
論
述
を
通
じ
て
我
々
は
少
な
く
と
も
二
つ
の
問
題
を
取
残
し
て
来
た
。
そ
の
ひ
と
つ
は
理
想
型
的
概
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念
構
成
に
於
け
る
観
点
0

0

の
問
題
で
あ
り
、
他
の
ひ
と
つ
は
研
究
の
現
実
の
出
発
点
が
現
代
0

0

で
あ
る
と
い
う
問
題
で

あ
る
。
こ
の
二
つ
の
問
題
は
相
互
に
関
係
が
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
更
に
多
く
の
他
の
問
題
に
も
連
繋
し
て
い
る

で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
我
々
は
転
じ
て
こ
の
点
に
注
意
を
向
け
よ
う
。

マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
理
想
型
の
構
成
が
一
も
し
く
は
若
干
の
観
点
の
高
昇
に
依
存
す
る
こ
と
を
述
べ

た
。
固
よ
り
観
点
の
高
昇
と
て
も
全
く
任
意
的
で
あ
り
得
ず
、
対
象
的
ま
た
は
客
体
的
に
規
定
さ
れ
る
方
面
が
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
然
し
既
に
観
点
と
云
う
か
ら
に
は
、
そ
れ
は
ま
た
主
体
的
に
規
定
さ
れ
る
方
面
を
含

ま
ね
ば
な
ら
ぬ
。
前
の
方
面
に
就
い
て
は
上
に
述
べ
て
お
い
た
か
ら
、
こ
こ
で
は
後
の
方
面
に
就
い
て
考
え
て
み

よ
う
。
こ
の
場
合
観
点
の
問
題
は
二
つ
に
分
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
リ
ッ
カ
ー
ト
に
従
い
文
化
科
学
の

認
識
の
究
極
の
目
的
は
個
性
0

0

で
あ
り
、
そ
れ
故
に
理
想
型
の
如
き
何
等
か
一
般
的
な
も
の
の
認
識
は
単
に
手
段
と

し
て
の
意
味
し
か
も
た
ぬ
と
見
做
し
、
且
つ
文
化
科
学
に
於
け
る
認
識
は
文
化
的
意
味
0

0

に
か
か
わ
る
と
考
え
た
。

そ
こ
で
観
点
の
問
題
は
一
方
で
は
個
性
と
い
う
こ
と
に
、
他
方
で
は
意
味
と
い
う
こ
と
に
関
係
し
て
現
れ
る
。
リ

ッ
カ
ー
ト
は
そ
の
い
ず
れ
の
問
題
も
純
粋
に
論
理
的
な
問
題
で
あ
る
と
云
う
で
あ
ろ
う
。
即
ち
彼
は
、
自
然
科
学

と
文
化
科
学
と
の
認
識
目
的
に
於
け
る
区
別
を
普
遍
と
特
殊
と
の
論
理
的
区
別
に
於
て
基
礎
付
け
、
そ
し
て
文
化

的
意
味
の
概
念
を
超
越
的
な
価
値
の
概
念
に
於
て
基
礎
付
け
る
。
然
し
な
が
ら
ひ
と
は
そ
れ
ら
が
決
し
て
単
に
純
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粋
に
論
理
的
な
問
題
で
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
先
ず
個
性
と
い
う
観
点
に
就
い
て
云
え

ば
、
そ
の
こ
と
は
既
に
、
い
わ
ゆ
る
一
般
化
的
文
化
科
学
に
、
リ
ッ
カ
ー
ト
の
如
く
方
法
論
上
非
独
立
的
な
位
置

を
与
え
る
か
、
そ
れ
と
も
彼
と
は
異
な
り
、
更
に
ま
た
ウ
ェ
ー
バ
ー
以
上
に
、
方
法
論
上
の
独
立
性
を
認
め
、
進

ん
で
文
化
科
学
な
い
し
社
会
科
学
は
歴
史
的
科
学
で
は
な
く
、
或
る
理
論
的
科
学
で
あ
る
と
考
え
る
か
、
と
い
う

こ
と
に
関
し
て
現
れ
る
。
個
別
的
な
も
の
を
重
ん
ず
る
の
は
人
間
の
美
的
観
想
的
な
態
度
で
あ
る
。
社
会
科
学
的

認
識
の
目
的
を
個
別
的
な
も
の
に
お
く
見
方
は
美
的
世
界
観
を
有
す
る
浪
漫
主
義
の
地
盤
に
於
て
特
に
発
達
さ
せ

ら
れ
た
。
こ
れ
に
反
し
人
間
の
実
践
的
態
度
は
な
ん
ら
か
の
法
則
的
な
も
の
の
認
識
を
要
求
す
る
で
あ
ろ
う
。
い

な
、
社
会
科
学
に
於
て
は
純
粋
に
美
的
観
想
的
な
態
度
な
ど
い
う
も
の
は
あ
り
得
ず
、
凡
て
な
ん
ら
か
の
実
践
的

関
心
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
い
る
と
も
云
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ド
イ
ツ
の
浪
漫
主
義
的
な
社
会
科
学
は
、
近
代
の

資
本
主
義
的
発
展
に
於
け
る
イ
ギ
リ
ス
及
び
フ
ラ
ン
ス
に
対
す
る
ド
イ
ツ
の
立
遅
れ
に
も
と
づ
く
実
践
的
関
心
に

由
来
す
る
と
見
ら
れ
よ
う
。
も
し
こ
の
よ
う
に
見
て
来
る
な
ら
ば
、
認
識
の
観
点
の
問
題
が
単
に
論
理
的
な
問
題

で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
尤
も
人
間
の
実
践
も
た
だ
法
則
的
な
も
の
、
従
っ
て
理
論
的
な
も
の
の
認
識

だ
け
で
決
し
て
足
り
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
社
会
科
学
に
於
け
る
理
論
が
つ
ね
に
或
る
理
想
型
的
性
質
を

有
す
る
こ
と
を
想
い
起
せ
ば
分
ろ
う
と
思
う
。
即
ち
そ
の
理
論
は
理
想
型
的
性
質
を
離
れ
得
ず
、
従
っ
て
現
実
は
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決
し
て
そ
の
理
論
の
通
り
で
あ
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
つ
ね
に
な
ん
ら
か
の
特
殊
性
を
含
ん
で
い
る
。
そ
れ
だ
か

ら
現
実
の
実
践
に
於
て
は
一
般
的
理
論
と
共
に
つ
ね
に
現
実
の
有
す
る
特
殊
性
の
顧
慮
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。
理
論
の
理
想
型
的
性
質
を
考
え
な
い
の
は
実
践
に
於
け
る
公
式
主
義

0

0

0

0

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
次
に
意
味
の
問
題

に
就
い
て
は
、
そ
れ
を
リ
ッ
カ
ー
ト
の
よ
う
に
超
越
的
な
、
超
歴
史
的
な
価
値
に
よ
っ
て
基
礎
付
け
る
の
で
は
、

歴
史
の
問
題
の
解
決
に
と
っ
て
不
十
分
な
こ
と
は
さ
き
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
リ
ッ
カ
ー
ト
は
価
値
の
体
系
と

い
う
よ
う
な
も
の
を
考
え
る
。
然
る
に
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
合
理
的
・
先
験
的
な
基
礎
の
上
に
於
け
る
体
系
的
な
価
値

哲
学
と
い
う
如
き
も
の
は
科
学
的
に
は
不
可
能
で
あ
る
と
し
た
。
彼
と
リ
ッ
カ
ー
ト
と
の
意
見
の
相
違
に
関
し
て

は
リ
ッ
カ
ー
ト
自
身
が
述
べ
て
い
る
。
曰
く
、「
彼
は
科
学
的
哲
学
及
び
そ
れ
の
今
日
の
可
能
性
に
就
い
て
或
る

一
面
的
な
意
見
を
立
て
た
、
即
ち
彼
は
元
来
唯
『
論
理
』
を
の
み
信
じ
た
。
そ
れ
だ
か
ら
彼
は
、
価
値
の
一
の
包

括
的
な
体
系
の
基
礎
の
上
に
於
け
る
普
遍
的
な
科
学
的
な
世
界
観
説
の
私
の
計
画
、
即
ち
私
の
科
学
論
が
そ
れ
の

単
に
一
部
分
を
な
す
に
過
ぎ
ぬ
と
こ
ろ
の
試
図
に
対
し
て
も
、
嘗
て
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
に
於
て
歴
史
の
論
理
の
私
の

計
画
に
対
し
て
と
同
様
な
仕
方
で
『
懐
疑
的
に
』
対
し
た
、
固
よ
り
云
う
ま
で
も
な
く
彼
は
現
代
の
哲
学
的
弱
虫

共
の
あ
ら
ゆ
る
相
対
主
義
か
ら
は
非
常
に
隔
た
っ
て
い
た
け
れ
ど
も
。」（『
自
然
科
学
的
概
念
構
成
の
限
界
』
第
三

及
び
第
四
版
へ
の
序
文
、一
九
二
一
年【D

ie G
renzen der naturw

issenschaftlichen Begriffsbildung

】）。
ウ
ェ
ー
バ
ー
は「
価
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値
の
体
系
」
と
い
う
如
き
も
の
が
可
能
で
あ
る
と
は
信
じ
な
い
。「
か
よ
う
な
価
値
の
妥
当
を
判
断
す
る
こ
と
は
、

信
仰
の
事
柄
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
に
多
分
、
人
生
及
び
世
界
の
そ
れ
の
意
味
に
向
っ
て
の
思
弁
的
な
考
察
及
び
解

釈
の
課
題
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
、
然
し
た
し
か
に
経
験
科
学
の
対
象
で
は
な
い
。」（『
科
学
論
論
文
集
』
一
五
二

頁
）。
個
人
の
現
実
的
な
意
欲
か
ら
独
立
な
文
化
価
値
の
「
客
観
的
な
」
妥
当
と
い
う
こ
と
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
に

と
っ
て
は
た
だ
理
論
的
価
値
即
ち
真
理
価
値
に
就
い
て
の
み
云
わ
れ
得
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
他
の
種
類
の
価
値
に

関
し
て
は
科
学
の
外
に
あ
り
、
寧
ろ
信
仰
の
範
囲
に
属
す
る
。
そ
れ
で
は
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
文
化
科
学
の
先

験
的
条
件
と
い
う
も
の
は
如
何
な
る
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
か
。「
あ
ら
ゆ
る
文
化
科
学
の
先
験
的
前
提
は
、我
々

が
一
定
の
も
し
く
は
一
般
に
な
ん
ら
か
の
『
文
化
』
を
価
値
あ
る
も
の
と
し
て
見
出
す
と
い
う
如
き
こ
と
で
な
く
、

却
っ
て
我
々
が
意
識
的
に
世
界
に
対
し
て
態
度
0

0

を
と
り
且
つ
そ
れ
に
意
味
0

0

を
与
え
る
と
い
う
能
力
及
び
意
志
を
賦

与
さ
れ
た
文
化
人

0

0

0

で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。」「
文
化
と
は
世
界
の
出
来
事
の
意
味
無
き
無
限
の
中
か
ら
の
人0

間0

の
立
場
か
ら
し
て
意
味
を
与
え
ら
れ
た
有
限
な
る
截
切
片
で
あ
る
。」（
同
書
一
八
〇
頁
）。
そ
こ
で
ウ
ェ
ー
バ
ー

は
文
化
科
学
は
「
人
間
中
心
的
」（anthropozentrisch
）
で
あ
る
と
も
云
っ
て
い
る
。
も
し
か
く
の
如
く
で
あ
る

な
ら
ば
文
化
科
学
に
於
け
る
概
念
構
成
の
観
点
は
、
そ
れ
が
文
化
的
意
味
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
り
、
然
る
に
文

化
的
意
味
は
人
間
の
立
場
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
人
間
の
立
場
に
依
存
す
る
こ
と
と
な
る
で
あ
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ろ
う
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
あ
ら
ゆ
る
文
化
科
学
の
「
先
験
的
前
提
」（transzendentale Voraussetzunng

）
と
考
え

た
人
間
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
り
、
も
し
く
は
あ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
か
の
先
験
論
理
学
で
い
う
よ

う
な
「
主
観
」
で
あ
り
得
な
い
こ
と
は
、
右
に
触
れ
て
お
い
た
彼
と
リ
ッ
カ
ー
ト
と
の
見
解
の
相
違
に
鑑
み
て
明

ら
か
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
な
ん
ら
か
「
理
性
」
も
し
く
は
い
わ
ゆ
る
「
自
我
」
の
如
き
も
の
と
考
え
ら
れ

る
こ
と
が
出
来
な
い
。
そ
の
よ
う
な
も
の
に
対
し
て
は
、
彼
の
い
う
人
間
は
も
っ
と
具
体
的
な
、
現
実
的
な
意
味

を
も
ち
、
感
性
的
な
意
味
を
さ
え
有
す
る
と
見
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
然
し
ま
た
文
化
科
学
の
先
験
的
前

提
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
人
間
は
な
ん
ら
か
主
観
と
い
う
如
き
意
味
を
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
が
現
実
的
な
、
具
体
的
な
人
間
で
あ
る
か
ら
と
云
っ
て
も
、
そ
れ
は
「
存
在
」
と
し
て
の
人
間
、
即
ち

客
体
的
な
人
間
で
あ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
も
し
人
間
を
単
に
客
体
的
存
在
と
い
う
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
そ
れ
か

ら
「
意
味
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
一
般
に
出
て
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
文
化
科
学
の
先
験
的
前
提
た
る
人

間
は
我
々
の
い
う
「
主
体
」
の
意
味
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
客
体
的
「
存
在
」
と
し
て
の
人
間
で

な
く
、
主
体
的
「
事
実
」
と
し
て
の
人
間
の
こ
と
を
指
す
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

社
会
科
学
に
於
け
る
概
念
構
成
の
観
点
に
対
し
て
規
定
的
に
は
た
ら
く
人
間
は
い
わ
ゆ
る
理
性
と
か
自
我
と
か

い
う
よ
う
な
も
の
で
な
く
、
現
実
的
な
人
間
で
あ
る
。
然
る
に
人
間
は
そ
の
現
実
性
に
於
て
は
種
々
な
る
社
会
的



四
一
七

第
三　

社
会
科
学
の
構
造

規
定
、
就
中
階
級
性
を
具
え
て
い
る
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
社
会
科
学
の
階
級
性
、
従
っ
て
そ
の
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
的
性
質
も
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
科
学
に
於
け
る
観
点
の
問
題
は
や
が
て
そ
れ
の
立
場
の

問
題
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
の
経
済
学
の
立
場
は
、一
、客
観
主
義
的
立
場
（
社
会
的
観
点
）、二
、歴
史
的
観
点
、

三
、
生
産
の
観
点
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
考
え
ら
れ
、
そ
し
て
そ
れ
は
、
主
観
主
義
的
立
場
（
個
人
主
義
的
観
点
）、

非
歴
史
的
観
点
、
消
費
の
観
点
に
立
つ
と
せ
ら
れ
る
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
経
済
学
に
対
し
て
、
自
己
の
立
場
の
階
級
性
を

主
張
す
る
。
か
く
の
如
き
立
場
の
社
会
的
規
定
と
は
何
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
既
に
立
場
と
云
う
以
上
、
そ

れ
は
な
ん
ら
か
主
体
と
い
う
も
の
と
関
係
が
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
社
会
科
学
を
ひ
と
つ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
と
見
做
す
場
合
、
そ
れ
は
社
会
科
学
が
何
よ
り
も
主
体
的
に

0

0

0

0

規
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。そ
れ
が
単
に
客
体
的
或
い
は
対
象
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
け
か
ら
し
て
は
、

そ
れ
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
性
質
の
も
の
で
あ
る
と
は
十
分
な
意
味
に
於
て
は
云
わ
れ
得
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も

こ
の
場
合
主
体
が
純
粋
な
自
我
と
か
理
性
と
か
い
う
如
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
ま
た
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
と
い
う
こ
と
に
就
い
て
は
語
ら
れ
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
主
体
は
単
に
「
超
個
的
な
」
も
の
で
は
な
く
て
、
却

っ
て
「
社
会
的
な
」
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
然
る
に
社
会
と
い
う
概
念
は
或
る
物
質
性
の
概
念
を
離
れ
て
は

考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
我
々
の
い
う
主
体
は
身
体
的
な
も
の
で
あ
る
。
然
し
身
体
と
云
っ
て
も
、
客
体
的
な
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意
味
に
於
け
る
身
体
即
ち K

örper 

の
こ
と
で
な
く
、
却
っ
て
主
体
的
な
意
味
に
於
け
る
身
体
即
ち
真
の Leib 

の

こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
身
体
は
単
に
個
人
的
身
体
の
意
味
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
実
に
社
会
的
身
体
の
意
味
を
含

ま
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
か
く
の
如
き
意
味
に
於
け
る
主
体
は
意
識
と
か
心
理
と
か
い
う
如
き
も
の
で
な
く
、

寧
ろ
そ
れ
に
対
し
て
超
越
的
と
見
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
超
越
的
と
云
っ
て
も
、
存
在
が
意
識
を
超
越
す
る
と

い
う
場
合
の
如
く
、
客
体
的
に
超
越
的
な
の
で
は
な
く
、
却
っ
て
主
体
的
に
超
越
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
主
体
と
い
う
も
の
を
認
め
る
の
で
な
け
れ
ば
、イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
は
単
な
る
か
の「
イ

ン
テ
レ
ス
ト
の
心
理
学
」（Interessenpsychologie

）
の
如
き
も
の
と
異
な
ら
ぬ
も
の
と
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ

ろ
う
。
そ
し
て
か
か
る
主
体
の
概
念
を
認
め
る
な
ら
ば
、
我
々
が
さ
き
に
述
べ
た
こ
と
、
即
ち
社
会
科
学
に
於
け

る
認
識
目
的
を
個
性
と
考
え
る
か
そ
れ
と
も
な
ん
ら
か
の
理
論
的
な
も
の
、
法
則
的
な
も
の
と
考
え
る
か
と
い
う

こ
と
が
人
間
の
実
践
的
関
心
の
方
向
に
依
存
す
る
と
い
う
こ
と
、
と
我
々
が
今
述
べ
た
こ
と
が
結
合
さ
れ
る
で
あ

ろ
う
。
主
体
と
は
行
為
す
る
も
の
で
あ
り
、
行
為
と
い
う
こ
と
を
離
れ
て
主
体
の
概
念
は
あ
り
得
な
い
。
そ
し
て

実
践
の
概
念
は
つ
ね
に
主
体
の
概
念
と
結
び
付
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

固
よ
り
人
間
は
単
に
主
体
で
な
く
、
同
時
に
客
体
で
あ
る
。
人
間
は
「
存
在
」
で
あ
る
と
共
に
「
事
実
」
で
あ

る
。
し
か
も
人
間
は
主
体
客
体
の
単
な
る
統
一
で
な
く
、
こ
の
統
一
は
弁
証
法
的
、
即
ち
対
立
物
の
統
一
で
あ
る
。
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人
間
は
つ
ぬ
に
自
己
を
対
立
す
る
二
つ
の
も
の
に
分
裂
せ
し
め
な
が
ら
統
一
で
あ
る
。
主
体
と
客
体
と
へ
の
分
裂

が
あ
れ
ば
こ
そ
、
人
間
に
は
優
越
な
意
味
に
於
て
実
践
0

0

と
い
う
こ
と
が
属
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
弁
証
法

的
対
立
を
認
め
る
の
で
な
け
れ
ば
、
人
間
の
実
践
と
い
う
こ
と
も
例
え
ば
植
物
の
「
生
長
」（W

achstun

）
と
い

う
如
き
こ
と
と
区
別
さ
れ
ず
、
従
っ
て
真
に
実
践
的
と
は
云
わ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
植
物
は
実
践
的
と
は
考
え
ら

れ
な
い
。
ま
た
主
体
と
客
体
と
へ
の
弁
証
法
的
分
裂
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
人
間
に
は
認
識
0

0

と
い
う
こ
と
が
属
す
る
の

で
あ
る
。
一
般
的
に
云
っ
て
、
認
識
と
い
う
こ
と
に
せ
よ
、
実
践
と
い
う
こ
と
に
せ
よ
、
つ
ね
に
必
ず
主
体
及
び

客
体
と
い
う
対
立
的
な
概
念
を
予
想
せ
ず
し
て
は
成
立
し
得
な
い
。
そ
し
て
そ
の
際
、
主
体
と
は
如
何
に
し
て
も

客
体
化
さ
れ
得
な
い
も
の
と
い
う
意
味
を
含
み
、
従
っ
て
主
体
と
客
体
と
は
ど
こ
ま
で
も
秩
序
を
異
に
す
る
と
考

え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
如
き
が
実
に
哲
学
的
意
味
に
於
け
る
人
間
の
本
質

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
か
く
の
如
く
人
間
が
主
体
と
客
体
と
に
分
裂
す
る
の
は
、
人
間
に
は
意
識
0

0

が
属
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

で
あ
る
。
意
識
を
通
じ
て
で
な
け
れ
ば
主
体
的
な
も
の
は
自
己
を
そ
の
主
体
性
に
於
て
告
知
す
る
こ
と
が
出
来
な

い
。
こ
れ
主
体
が
い
わ
ゆ
る
主
観
と
し
て
単
に
意
識
と
見
ら
れ
る
に
至
る
理
由
で
あ
ろ
う
。
然
し
な
が
ら
我
々
の

い
う
主
体
は
単
な
る
意
識
の
こ
と
で
は
な
い
。
寧
ろ
比
喩
的
に
云
え
ば
、
意
識
は
い
わ
ば
客
体
的
存
在
と
主
体
的

事
実
と
の
中
間
に
介
在
す
る
。
そ
し
て
存
在
は
客
体
的
に
意
識
を
超
越
し
、
事
実
は
主
体
的
に
意
識
を
超
越
す
る
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と
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
意
識
は
主
体
と
客
体
と
の
対
立
の
根
拠
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ

と
も
出
来
よ
う
。
そ
こ
に
ま
た
意
識
の
根
本
的
性
質
と
し
て
の
極
限
性

0

0

0

な
る
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。
意
識
の
存
在

論
的
な
規
定
は
そ
れ
が
存
在
論
的
意
味
に
於
け
る
極
限
概
念

0

0

0

0

で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
、
と
私
は
考
え
る
。
そ

れ
は
主
体
の
客
体
へ
の
方
向
に
於
け
る
極
限
で
あ
る
と
共
に
、
客
体
の
主
体
へ
の
方
向
に
於
け
る
極
限
で
あ
る
。

意
識
は
一
面
事
実
に
属
し
、
事
実
の
属
性
0

0

と
も
見
ら
れ
得
る
と
共
に
、
他
面
そ
れ
自
身
の
領
域
0

0

を
形
作
り
、
従
っ

て
ひ
と
つ
の
存
在
と
も
見
ら
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
然
し
ま
た
存
在
と
事
実
と
は
共
に
意
識
を
超
越
す
る
と
見
ら
れ

得
る
か
ら
に
は
、
意
識
は
そ
の
い
ず
れ
に
も
属
し
な
い
と
も
云
わ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
存
在
と
事

実
と
は
秩
序
を
異
に
す
る
。
か
よ
う
な
事
態
を
凡
て
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
ば
、
意
識
の
根
本
的
規
定
は
極
限
性
と

し
て
哲
学
的
に
規
定
さ
れ
る
の
が
適
当
で
あ
る
と
思
う
。
そ
し
て
次
に
こ
の
よ
う
に
事
実
と
存
在
と
の
中
間
に
介

在
す
る
意
識
の
根
本
的
性
質
は
媒
介
性

0

0

0

で
あ
る
と
云
わ
れ
よ
う
。
主
体
の
意
味
及
び
主
体
の
客
体
に
対
す
る
根
源

的
な
要
求
は
意
識
に
於
て
主
と
し
て
情
意
的
に
表
出
さ
れ
る
。
ま
た
客
体
は
意
識
に
於
て
表
象
的
に
模
写
さ
れ
る

ば
か
り
で
な
く
、
客
体
の
主
体
に
は
た
ら
き
か
け
る
と
こ
ろ
の
客
体
の
主
体
的
な
意
味
も
意
識
に
於
て
表
現
さ
れ

る
。
我
々
は
意
識
に
於
て
主
体
を
そ
の
主
体
性
に
於
て
知
る
に
至
る
ば
か
り
で
な
く
、
客
体
も
ま
た
意
識
に
於
て

真
に
客
観
化
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
そ
の
限
り
客
観
化
は
主
観
化
を
意
味
す
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
意
識
は
主
体
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と
客
体
と
を
媒
介
す
る
。
し
か
も
意
識
は
或
る
極
限
的
な
も
の
と
し
て
か
か
る
媒
介
を
な
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

何
等
か
存
在
と
事
実
と
に
共
通
な
も
の
と
し
て
そ
の
共
通
性

0

0

0

に
於
て
両
者
を
媒
介
す
る
の
で
は
な
い
。
か
く
の
如

き
媒
介
は
形
式
論
理
的
な
、
類
概
念
的
な
媒
介
で
あ
り
、
従
っ
て
真
の
媒
介
と
は
云
わ
れ
な
い
。
弁
証
法
的
な
媒

介
は
凡
て
或
る
極
限
性

0

0

0

の
媒
介
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
主
体
を
も
っ
て
行
為
的
な

も
の
と
考
え
た
。
然
る
に
こ
の
行
為
は
決
し
て
直
接
的
で
は
な
い
。
主
体
的
事
実
は
先
ず
つ
ね
に
客
体
的
存
在
に

結
び
付
く
こ
と
に
よ
っ
て
で
な
け
れ
ば
現
実
的
な
意
味
に
於
て
は
行
為
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
然
し

ま
た
次
に
主
体
的
事
実
は
絶
え
ず
意
識
を
媒
介
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
な
け
れ
ば
現
実
的
に
行
為
し
得
な
い
。

も
ち
ろ
ん
主
体
が
意
識
的
で
あ
る
か
ら
と
云
っ
て
現
実
的
な
行
為
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
現
実
的
な
行
為
は
必
ず

客
体
的
存
在
に
結
び
付
い
た
と
こ
ろ
の
行
為
で
あ
る
。
根
源
的
な
弁
証
法
的
運
動
は
存
在
と
事
実
と
の
間
に
行
わ

れ
る
。
意
識
は
こ
の
運
動
の
過
程
に
於
て
媒
介
者
と
し
て
は
た
ら
く
。
し
か
も
そ
れ
の
媒
介
性
は
そ
れ
の
極
限
性

と
い
う
こ
と
と
離
れ
な
い
。
存
在
と
事
実
と
の
弁
証
法
は
意
識
の
媒
介
を
通
じ
て
具
体
的
と
な
る
、
そ
の
限
り
に

於
て
具
体
的
な
弁
証
法
は
意
識
的
な
い
し
自
覚
的
な
弁
証
法
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
こ
と
も
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

存
在
と
事
実
と
は
弁
証
法
的
関
係
に
あ
る
。
従
っ
て
一
面
両
者
の
関
係
は
内
在
的
連
続
的
で
あ
る
と
共
に
、
他

面
そ
れ
は
超
越
的
非
連
続
的
で
あ
る
。
そ
こ
で
我
々
が
最
初
に
規
定
し
て
お
い
た
と
こ
ろ
の
ド
ク
サ
的
意
識
と
ミ
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ュ
ト
ス
的
意
識
と
は
か
く
の
如
き
両
面
に
そ
れ
ぞ
れ
相
応
す
る
と
も
考
え
ら
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。言
い
換
え
れ
ば
、

ミ
ュ
ト
ス
的
意
識
に
於
て
は
存
在
と
事
実
と
の
超
越
的
非
連
続
的
な
関
係
が
一
面
的
に
意
識
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ

に
反
し
て
ド
ク
サ
的
意
識
に
於
て
は
両
者
の
内
在
的
連
続
的
な
関
係
が
一
面
的
に
意
識
さ
れ
る
。
両
者
の
関
係
を

唯
単
に
内
在
的
連
続
的
と
し
て
把
捉
す
る
の
は
有
機
体
説
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
そ
れ
だ
か
ら
我
々
は
ま
た
ド
ク
サ

的
意
識
を
有
機
的
な
意
識
と
し
て
特
性
付
け
て
お
い
た
。
ミ
ュ
ト
ス
的
意
識
が
単
に
客
体
的
或
い
は
対
象
的
な
意

識
で
な
い
こ
と
は
言
う
を
俟
た
ぬ
で
あ
ろ
う
。
ド
ク
サ
的
意
識
と
て
も
そ
う
で
あ
る
。
蓋
し
な
ん
ら
か
の
有
機
的

な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
も
の
は
、
決
し
て
単
に
客
体
の
秩
序
の
み
に
於
て
は
考
え
ら
れ
ず
、
我
々
の
い
う
存
在
と

事
実
の
如
き
秩
序
の
異
な
る
二
つ
の
も
の
を
予
想
す
る
の
で
あ
っ
て
、
し
か
も
両
者
の
関
係
を
唯
単
に
内
在
的
連

続
的
と
し
て
捉
え
る
と
こ
ろ
に
有
機
的
な
も
の
の
意
識
は
生
れ
る
の
で
あ
る
。
ド
ク
サ
的
意
識
、
ミ
ュ
ト
ス
的
意

識
の
い
ず
れ
も
が
一
面
的
で
あ
る
。
ロ
ゴ
ス
的
意
識
に
於
て
初
め
て
こ
の
一
面
性
は
脱
却
さ
れ
る
。
従
っ
て
真
の

ロ
ゴ
ス
は
弁
証
法
的
な
意
識
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
か
る
ロ
ゴ
ス
の
媒
介
に
よ
っ
て
弁
証
法
は
初
め
て
真
に
自

覚
的
と
云
わ
れ
得
る
弁
証
法
に
具
体
化
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

か
く
て
今
や
我
々
は
こ
の
節
の
初
め
に
記
し
た
と
こ
ろ
の
取
残
さ
れ
た
二
つ
の
問
題
の
後
の
も
の
に
移
っ
て
ゆ

く
こ
と
が
出
来
る
。
人
間
は
主
体
と
客
体
と
の
弁
証
法
的
統
一
と
し
て
事
実
と
存
在
と
の
二
つ
の
秩
序
に
同
時
に
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属
し
て
い
る
。
客
体
的
存
在
と
し
て
人
間
は
ま
さ
に
「
現
代
」
に
属
し
、
主
体
的
事
実
と
し
て
は
か
か
る
現
代
か

ら
区
別
さ
る
べ
き
「
現
在
」
に
属
す
る
。
人
間
は
現
代
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
共
に
現
在
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ

て
い
る
。
彼
が
客
体
的
存
在
で
あ
る
限
り
、
彼
に
と
っ
て
の
主
な
る
問
題
は
古
代
、
中
世
等
で
は
な
く
て
現
代
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
客
体
的
存
在
の
研
究
を
課
題
と
す
る
科
学
―
―
科
学
の
研
究
の
直
接
の

対
象
と
な
る
の
は
つ
ね
に
客
体
的
存
在
で
あ
る
―
―
が
特
に
現
代
を
問
題
に
す
べ
き
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
然
し

な
が
ら
こ
の
よ
う
に
特
に
現
代
が
問
題
に
な
る
と
い
う
の
は
、
特
に
行
為
の
立
場
に
立
つ
か
ら
の
こ
と
で
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
然
る
に
行
為
は
主
体
な
い
し
主
体
的
と
い
う
こ
と
を
離
れ
て
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
し
て

人
間
は
主
体
と
し
て
は
、
上
に
述
べ
た
如
く
主
体
と
客
体
と
が
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
限
り
、
現
代
と
は
異
な
る

意
味
を
有
す
べ
き
現
在
に
属
す
る
。
そ
こ
で
ま
た
社
会
科
学
は
単
に
現
代
の
立
場
か
ら
の
み
で
な
く
、
却
っ
て
現

在
の
立
場
か
ら
研
究
さ
れ
る
と
も
云
わ
れ
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
現
在
は
哲
学
的
に
「
瞬
間
」
と
し
て
規
定
さ
れ
る

こ
と
が
出
来
る
。
瞬
間
は
単
な
る
現
在
で
は
な
く
て
、
未
来
が
そ
の
う
ち
に
喰
い
入
れ
る
現
在
で
あ
る
。
し
か
も

未
来
が
普
通
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
単
な
る
可
能
性
で
な
く
、
却
っ
て
根
源
的
な
否
定
で
あ
る
が
故
に
、
瞬
間
な
る

も
の
も
あ
る
の
で
あ
る
。
未
来
が
根
源
的
な
否
定
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
事
実
が
自
己
の
対
立
物
で
あ
る
と
こ

ろ
の
存
在
に
於
て
自
己
を
実
現
す
べ
き
必
然
性
を
含
み
、
し
か
も
か
よ
う
な
自
己
実
現
は
た
だ
存
在
に
自
己
を
結
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び
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
を
現
す
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
瞬
間
と
い
っ
た
も

の
は
、
一
年
、
一
日
、
一
時
間
と
い
う
よ
う
に
計
量
さ
れ
得
る
客
体
的
な
時
間
の
最
小
な
る
も
の
を
意
味
す
る
の

で
は
な
い
。
そ
れ
は
凡
そ
計
量
さ
れ
得
る
時
間
に
属
せ
ず
、
こ
れ
と
は
全
く
秩
序
を
異
に
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で

如
何
な
る
理
論
も
か
く
の
如
き
現
在
の
立
場
か
ら
形
作
ら
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
あ
ら
ゆ
る
理
論
は
こ
の
最
も
根

源
的
な
意
味
に
於
て
政
策
的
で
あ
る
と
云
わ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
主
体
の
行
為
も
し
く
は
実
践
の
立
場
に

よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
前
に
云
っ
た
如
く
、
社
会
に
関
す
る
理
論
が
甚
だ
多
く
の
場
合
ド
グ
マ
的

と
な
り
、
或
い
は
反
対
に
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
と
な
る
傾
向
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
ま
さ
に
か
く
の
如
き
事
態
を

現
す
で
あ
ろ
う
。
ド
グ
マ
或
い
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
根
源
的
な
政
策
的
意
識
の
相
反
す
る
方
向
に
於
け
る
一
面
的
な

表
現
で
あ
る
。
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
一
面
的
で
あ
る
。
こ
の
一
面
性
は
弁
証
法
的
な
社
会
科
学
に
於
て
初
め
て
止

揚
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。

歴
史
も
同
じ
よ
う
に
根
本
的
に
は
こ
の
よ
う
な
現
在
の
見
地
か
ら
書
か
れ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
我
々
は
歴
史
叙
述

に
就
い
て
も
ド
グ
マ
的
傾
向
の
も
の
と
、
ミ
ュ
ト
ロ
ギ
ー
的
傾
向
の
も
の
と
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
し
て

真
に
科
学
的
な
歴
史
叙
述
は
弁
証
法
的
な
見
方
に
立
た
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
も
し
も
現
在
と
い
う

こ
と
と
現
代
と
い
う
こ
と
と
が
区
別
さ
れ
ず
、
現
在
を
現
代
と
等
し
く
考
え
る
な
ら
ば
、
あ
ら
ゆ
る
歴
史
は
現
在
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の
見
地
か
ら
書
か
れ
る
と
云
う
と
き
、
そ
れ
は
マ
ル
ク
ス
の
非
難
し
た
如
き
誤
謬
、
即
ち
「
最
後
の
形
態
が
過
去

の
諸
形
態
を
自
己
自
身
へ
の
諸
段
階
と
見
、そ
れ
ら
を
つ
ね
に
一
面
的
に
把
握
す
る
」
と
い
う
誤
謬
、或
い
は
「
一

切
の
歴
史
的
差
異
を
拭
い
消
し
、
一
切
の
社
会
形
態
の
う
ち
に
市
民
的
社
会
形
態
を
見
る
経
済
学
者
」
に
類
す
る

誤
謬
に
陥
る
と
い
う
こ
と
も
免
れ
難
い
で
あ
ろ
う
。
現
在
の
見
地
に
立
ち
な
が
ら
、
諸
時
代
の
そ
れ
ぞ
れ
の
独
自

性
、
そ
の
間
の
本
質
的
な
差
異
が
認
識
さ
れ
得
る
の
は
、
こ
の
現
在
が
現
代
の
こ
と
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
同

じ
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
理
論
は
根
源
的
に
実
践
的
、
政
策
的
で
あ
る
と
い
う
場
合
、
も
し
も
事
実
と
存
在
と
が
区

別
さ
れ
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
は
理
論
の
中
へ
悪
し
き
目
的
論
或
い
は
主
観
的
な
価
値
判
断
を
導
き
入
れ
る
が
如
き

結
果
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
事
実
と
存
在
と
が
対
立
物
と
し
て
、
事
実
に
対
す
る
存
在
の
相
対
的
な
独
立
性
が
認
め

ら
れ
、
存
在
の
「
自
己
法
則
性
」（Eigengesetzlichkeit

）
が
考
え
ら
れ
る
が
故
に
、
理
論
は
根
本
的
に
政
策
的

で
あ
り
な
が
ら
し
か
も
よ
く
理
論
で
あ
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
に
主
体
的
事
実
の
見
地
か
ら
形
作

ら
れ
た
理
論
で
あ
る
か
ら
、
現
実
的
な
実
践
即
ち
主
体
が
客
体
的
存
在
に
結
び
付
い
た
実
践
に
あ
た
っ
て
指
導
的

意
味
を
も
つ
こ
と
も
出
来
る
。
そ
し
て
こ
の
実
践
を
通
じ
て
理
論
も
ま
た
変
化
を
受
け
る
。
理
論
と
実
践
と
は
か

く
し
て
相
互
に
規
定
し
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
発
展
す
る
。
理
論
と
実
践
と
は
弁
証
法
的
な
関
係
に
立
つ
こ
と
に
な

る
。
然
る
に
こ
の
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
理
論
と
実
践
と
の
弁
証
法
的
統
一
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
は
、
哲
学
的
に
見
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れ
ば
、
根
本
的
に
は
存
在
と
事
実
と
の
弁
証
法
的
統
一
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
理
論
と
実
践
と
い
う
こ
と
が
単
に

そ
れ
だ
け
で
対
立
物
で
あ
っ
た
り
、
統
一
で
あ
っ
た
り
、
弁
証
法
を
な
し
た
り
す
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ

る
。
さ
て
か
く
し
て
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
理
論
、
歴
史
、
政
策
と
い
う
三
つ
の
も
の
の
統
一
は
た
だ
弁
証
法

に
於
て
の
み
考
え
ら
れ
得
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
も
の
が
社
会
科
学
の
部
分
と
し
て
含
ま
れ
る
と
い

う
こ
と
は
、
社
会
科
学
の
基
本
的
構
造
が
弁
証
法
的
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
云
わ
れ
よ
う
。
そ
し
て
我
々
の

意
見
に
よ
れ
ば
、
か
く
の
如
き
弁
証
法
は
存
在
と
事
実
と
の
弁
証
法
の
一
表
現
と
見
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
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一

社
会
科
学
の
方
法
論
に
関
し
て
な
ん
ら
一
定
し
た
意
見
の
存
し
な
い
こ
と
は
、
こ
の
科
学
に
就
い
て
哲
学
的
反

省
を
行
お
う
と
す
る
者
に
と
っ
て
最
も
大
き
な
不
安
を
懐
か
せ
る
原
因
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
哲
学
は
科
学
に
干
渉

し
も
し
く
は
命
令
す
べ
き
で
な
く
、
却
っ
て
科
学
の
現
実
に
立
脚
し
て
自
己
の
仕
事
を
な
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と

す
れ
ば
、
哲
学
は
社
会
科
学
に
関
し
て
は
、
数
学
や
自
然
科
学
に
関
し
て
の
場
合
と
は
異
な
り
、
自
己
の
研
究
の

拠
所
と
な
し
得
る
が
如
き
一
般
に
認
め
ら
れ
た
る
確
固
た
る
地
盤
を
も
つ
こ
と
が
出
来
な
い
か
ら
で
あ
る
。
社
会

科
学
の
方
法
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
り
、
も
し
く
は
あ
る
べ
き
か
、
に
就
い
て
は
社
会
科
学
者
自
身
の
間
に
於
て

な
ん
ら
意
見
が
一
致
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。実
に
様
々
な
方
法
が
社
会
科
学
の
方
法
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

ポ
ワ
ン
カ
レ
ー
は
社
会
学
に
対
し
て
、「
最
も
多
く
の
方
法
を
所
有
し
そ
し
て
最
も
少
な
い
結
果
を
あ
げ
て
い
る

科
学
」、
と
皮
肉
に
も
云
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
非
難
に
向
っ
て
或
る
者
は
、
方
法
論
的
見
地
か
ら
し
て
社
会
学
は
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「
折
衷
的
」
で
あ
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
答
え
る
（
ア
ン
ド
ラ
イ
『
社
会
学
に
於
け
る
方
法
の
問
題
』
一
九
二
七
年
【Petre 

A
ndrei, “D

as Problem
 der M

ethode in der Soziologie”

】）。
そ
う
い
う
意
見
に
よ
れ
ば
、
社
会
学
は
い
つ
で
も
観
察
と

実
験
、
分
類
と
一
般
化
、
帰
納
と
演
繹
を
適
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
蓋
し
社
会
的
諸
過
程
は
先
ず
何
よ
り
も

人
間
の
心
の
産
物
で
あ
る
、
け
れ
ど
も
そ
れ
は
物
理
的
及
び
生
物
学
的
環
境
の
う
ち
に
於
て
展
開
さ
れ
る
、
そ
れ

は
歴
史
的
に
制
約
さ
れ
て
い
る
、
そ
れ
だ
か
ら
社
会
学
は
唯
一
つ
の
、
固
定
し
た
方
法
の
適
用
に
限
ら
れ
る
こ
と

が
出
来
な
い
。
尤
も
こ
の
よ
う
に
ア
ン
ド
ラ
イ
が
云
う
と
き
、果
た
し
て
そ
れ
が
本
当
に
方
法
論
的
に
「
折
衷
的
」

で
あ
る
か
否
か
は
疑
わ
し
い
で
あ
ろ
う
。
観
察
と
実
験
、
分
類
と
一
般
化
、
帰
納
と
演
繹
と
い
う
が
如
き
諸
方
法

は
、
な
る
ほ
ど
そ
れ
ぞ
れ
の
間
に
は
区
別
が
あ
る
と
し
て
も
、
方
法
論
的
に
は
凡
て
一
つ
の
方
向
に
、
即
ち
普
通

に
自
然
科
学
的
と
い
わ
れ
て
い
る
方
向
に
属
す
る
と
見
ら
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
そ
こ
で
は
根
本
に
於
て
自

然
科
学
と
社
会
科
学
と
の
方
法
の
同
一
が
考
え
ら
れ
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
方
法
論
的
一
元
論
の
立
場
に
立
つ
も
の

と
云
わ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
然
る
に
ま
た
社
会
科
学
が
方
法
論
的
に
折
衷
的
で
あ
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
て
い
る
と

し
て
も
、
そ
の
よ
う
に
折
衷
的
に
使
用
さ
れ
る
諸
方
法
に
就
い
て
な
お
特
に
社
会
科
学
的
と
見
ら
れ
得
る
も
の
が

区
別
さ
れ
、
そ
し
て
他
の
諸
方
法
は
こ
れ
に
対
し
補
助
的
と
見
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
は
し
な
い
か
ど
う
か
、
と
い

う
問
題
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
も
し
社
会
科
学
が
そ
の
方
法
論
的
本
質
の
上
か
ら
し
て
唯
一
つ
の
、
或
い
は
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寧
ろ
唯
一
つ
の
方
向
に
於
け
る
方
法
の
適
用
に
限
ら
れ
ず
、
種
々
な
る
方
法
を
折
衷
的
に
混
用
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
も
の
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
社
会
科
学
の
さ
き
に
述
べ
た
が
如
き
基
本
的
構
造
そ
の
も
の
に
も
と
づ
く
と
考
え

ら
れ
る
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
即
ち
社
会
科
学
は
理
論
、
歴
史
、
政
策
と
い
う
三
つ
の
部
分
に
区
別
さ
れ
る
と
す

れ
ば
、
こ
の
区
別
に
応
じ
て
社
会
科
学
は
必
然
的
に
区
別
さ
れ
た
諸
方
法
を
折
衷
的
に
混
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ゾ
ン
バ
ル
ト
は
方
法
論
的
見
地
か
ら
、
整
序
的
（ordnend

）、
理
解
的
（verstehend

）

及
び
判
定
的
（richtend
）
と
い
う
経
済
学
の
三
つ
の
種
類
を
区
別
し
た
（『
三
つ
の
経
済
学
』）。
と
こ
ろ
で
種
々

な
る
経
済
学
者
の
現
実
に
存
在
す
る
諸
学
説
体
系
に
就
い
て
見
れ
ば
、
か
よ
う
な
三
つ
の
方
法
の
う
ち
の
一
つ
が

純
粋
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
殆
ど
な
く
、
最
も
多
く
の
場
合
そ
れ
ら
が
何
等
か
の
程
度
に
於
て
混
用
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
社
会
科
学
が
そ
の
基
本
的
構
造
に
於
て
理
論
、
歴
史
、
政
策
の
三
つ
の
部
分
を

含
む
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
目
的
に
一
面
的
に
相
応
す
る
よ
う
に
見
え
る
方
法
、
即
ち
理
論
に
応
ず
る

整
序
的
な
い
し
説
明
的
方
法
、
歴
史
に
ふ
さ
わ
し
く
思
わ
れ
る
理
解
的
方
法
、
政
策
に
と
っ
て
自
然
的
な
判
定
的

方
法
が
お
の
ず
と
結
び
合
わ
さ
れ
る
の
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
も
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
然
し
な
が
ら
、
上
に

論
じ
た
如
く
、
理
論
、
歴
史
、
政
策
の
三
つ
が
弁
証
法
に
於
て
統
一
さ
れ
得
る
も
の
と
す
れ
ば
、
社
会
科
学
に
於

け
る
統
一
的
な
方
法
は
弁
証
法
的
方
法
に
於
て
与
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
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近
代
の
社
会
科
学
に
於
け
る
方
法
論
と
し
て
最
初
の
も
の
と
見
ら
れ
、
今
日
な
お
影
響
多
き
も
の
は
心
理
学
的

0

0

0

0

方
法
0

0

の
方
法
論
で
あ
る
。
こ
こ
に
い
う
と
こ
ろ
の
心
理
学
的
方
法
は
、
後
に
論
及
す
る
如
き
他
の
ひ
と
つ
の
種

類
の
心
理
学
的
方
法
と
は
区
別
さ
れ
て
特
に “seelw

issenschaftlich” 

と
も
称
せ
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
他
の

種
類
の
も
の
は “geistw

issenschaftlich” 

と
呼
ば
れ
、
い
わ
ゆ
る
精
神
科
学
的
心
理
学
の
方
法
で
あ
る
（
両
者
は 

“psychologisch” 

と “noologisch”  【
精
神
論
的
】
と
い
う
風
に
し
て
区
別
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
）。
い
ま
い
う
心
理
学
的

方
法
は
固
よ
り
種
々
な
る
欠
陥
を
有
す
る
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
歴
史
的
功
績
に
は
甚
だ
大
な
る
も
の
が
あ
り
、
実

に
そ
れ
に
よ
っ
て
近
代
の
社
会
科
学
は
従
来
の
形
而
上
学
的
傾
向
を
脱
し
初
め
て
経
験
科
学
と
し
て
独
立
の
道
を

歩
み
始
め
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
心
理
学
的
方
法
に
よ
っ
て
社
会
に
関
す
る
研
究
は
特
に
そ
れ
以
前

の
「
自
然
法
的
な
」
考
察
の
仕
方
を
離
れ
て
独
立
の
経
験
科
学
と
し
て
出
発
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
心

理
学
的
社
会
科
学
の
端
初
は
十
七
世
紀
に
ま
で
溯
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
、
そ
し
て
そ
れ
は
十
九
世
紀
に
至
っ
て
殆

ど
全
く
そ
の
形
態
を
完
成
し
た
と
云
わ
れ
よ
う
。
方
法
論
的
に
見
て
、
こ
の
方
向
の
代
表
的
著
作
と
し
て
今
な
お

我
々
の
研
究
に
十
分
値
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
ミ
ル
の
『
論
理
学
体
系
』
で
あ
る
。
ミ
ル
は
こ
の
古
典
的
な
書

物
の
第
六
編
に
於
て
特
に「
社
会
科
学
の
論
理
に
就
い
て
」（O

n the logic of the m
oral sciences

）取
扱
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
心
理
学
的
方
法
の
一
般
的
特
徴
は
、人
間
的
文
化
を
個
人
の
心
理
的
過
程
の
複
合
と
し
て
理
解
し
、
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か
か
る
複
雑
な
心
理
的
過
程
を
最
後
の
、
単
純
な
る
心
的
根
本
要
素
に
分
解
し
よ
う
と
試
み
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
我
々
は
社
会
生
活
の
う
ち
に
於
て
心
的
現
象
と
は
異
な
る
、
独
自
な
る
現
象
に
出
会
わ
な
い
、
と
ミ
ル
は
考

え
る
。
社
会
の
う
ち
に
於
て
も
人
間
は
ど
こ
ま
で
も
人
間
で
あ
り
、
彼
等
の
集
団
化
に
よ
っ
て
彼
等
は
何
か
他

の
も
の
と
な
る
の
で
は
な
い
。「
水
素
と
酸
素
が
水
と
は
違
っ
て
い
る
よ
う
に
、
人
間
は
結
合
に
よ
っ
て
違
っ
た

諸
性
質
を
具
え
た
他
の
種
類
の
実
体
と
な
る
の
で
は
な
い
。」
更
に
「
人
間
は
社
会
の
う
ち
に
於
て
、
個
人
的
人

間
の
法
則
か
ら
導
か
れ
そ
し
て
そ
れ
に
分
解
さ
れ
る
以
外
の
な
ん
ら
他
の
性
質
を
有
し
な
い
。」
か
く
の
如
く
ミ

ル
は
書
い
て
い
る
。
彼
に
と
っ
て
は
個
々
の
人
間
に
就
い
て
の
、
い
わ
ゆ
る
「
人
間
的
本
性
（
自
然
）」（H

um
an 

N
ature

）
に
就
い
て
の
科
学
は
、
社
会
に
於
け
る
人
間
に
就
い
て
の
科
学
の
い
わ
ば
原
型
で
あ
る
。
そ
こ
で
社
会

科
学
の
論
理
の
問
題
に
と
っ
て
原
理
的
な
問
題
は
ミ
ル
に
よ
っ
て
次
の
如
く
言
い
表
さ
れ
る
。「
人
間
の
行
為
は
、

他
の
凡
て
の
自
然
の
出
来
事
と
同
じ
く
、
不
変
な
る
法
則
に
従
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
継
起
的
な
現
象
の
あ
ら

ゆ
る
科
学
的
な
理
論
の
基
礎
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
因
果
関
係
の
不
変
性
は
、
実
際
に
人
間
の
行
為
の
間
に
存
す
る

で
あ
ろ
う
か
。」
他
の
言
葉
を
も
っ
て
云
え
ば
、
自
然
科
学
を
ば
初
め
て
精
密
な
科
学
と
な
し
た
と
こ
ろ
の
因
果

法
則
は
、社
会
科
学
に
関
し
て
も
妥
当
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
ミ
ル
は
こ
の
問
題
に
対
し
て
肯
定
的
な
答
を
与
え
た
。

科
学
に
厳
密
性
を
与
え
る
と
こ
ろ
の
、
現
象
の
そ
れ
の
原
因
へ
の
分
解
は
、
既
に
複
雑
な
自
然
科
学
に
於
て
は
そ
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こ
に
は
た
ら
い
て
来
る
可
変
的
要
素
に
よ
っ
て
甚
し
く
困
難
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
程
度
は
人
間
的
行
為
に
関
す

る
科
学
の
場
合
に
は
更
に
甚
し
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
然
し
な
が
ら
人
間
的
行
為
の
多
く
は
「
比
較
に
な
ら
ぬ
ほ
ど

大
な
る
程
度
に
於
て
、
凡
て
の
部
分
的
原
因
を
一
緒
に
し
て
よ
り
も
一
般
的
原
因
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
、

そ
れ
は
主
と
し
て
凡
て
の
人
類
に
共
通
な
、
或
い
は
少
な
く
と
も
彼
等
の
大
部
分
に
共
通
な
諸
事
情
及
び
諸
性
質

に
依
存
し
、
唯
小
な
る
程
度
に
於
て
の
み
組
織
の
特
殊
性
質
或
い
は
個
人
の
独
特
な
歴
史
に
依
存
し
て
い
る
。
か

く
の
如
き
凡
て
の
結
果
に
関
し
て
は
、
殆
ど
0

0

凡
て
の
場
合
に
実
証
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
よ
う
な
予
言
を
な
し
、
殆
ど

凡
て
の
場
合
に
真
で
あ
る
よ
う
な
一
般
的
命
題
を
立
て
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
人
間

種
族
の
、
或
る
国
民
の
、
も
し
く
は
一
階
級
の
人
間
の
大
多
数
が
如
何
に
考
え
、
感
じ
、
且
つ
行
為
す
る
か
を
知

る
と
い
う
こ
と
で
十
分
で
あ
る
よ
う
な
場
合
に
は
い
つ
で
も
、
こ
れ
ら
の
命
題
は
普
遍
的
な
命
題
と
同
等
の
価
値

が
あ
る
。
政
治
的
及
び
社
会
的
科
学
の
目
的
に
と
っ
て
は
こ
れ
で
十
分
で
あ
る
0

0

。
近
似
的
一
般
化
は
実
際
上
、
社

会
的
諸
研
究
に
於
て
は
、
精
密
な
一
般
化
と
同
等
の
価
値
が
あ
る
。
蓋
し
個
別
的
に
見
ら
れ
た
人
間
に
就
い
て
断

言
さ
れ
る
場
合
蓋
然
的
で
あ
る
に
過
ぎ
ぬ
こ
と
も
、
大
衆
の
性
質
及
び
団
体
的
行
為
に
就
い
て
主
張
さ
れ
る
場
合

に
は
確
実
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。」
固
よ
り
そ
れ
ら
の
命
題
は
そ
の
論
理
的
本
質
に
於
て
は
単
に
近
似
的
に
真
で

あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
故
に
「
研
究
に
純
粋
な
科
学
的
性
質
を
与
え
る
た
め
に
は
、
そ
れ
自
身
に
於
て
は
つ
ま
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社
会
科
学
の
方
法
論

り
最
も
低
い
種
類
の
経
験
的
法
則
に
過
ぎ
ぬ
こ
れ
ら
の
近
似
的
一
般
化
は
、
演
繹
的
に
そ
れ
ら
が
そ
れ
か
ら
結
果

す
る
と
こ
ろ
の
自
然
の
諸
法
則
に
結
び
付
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
は
不
可
欠
で
あ
る
。
現
象
が
そ
れ
に

依
存
す
る
と
こ
ろ
の
諸
原
因
の
本
性
に
還
元
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
は
不
可
欠
で
あ
る
。
他
の
言
葉
で
云

え
ば
、
人
間
的
本
性
に
就
い
て
の
科
学
は
、
人
類
の
実
際
的
知
識
を
形
作
る
そ
れ
ら
の
近
似
的
真
理
が
そ
れ
ら
の

も
と
づ
く
と
こ
ろ
の
人
間
的
本
性
の
普
遍
的
法
則
か
ら
出
て
来
る
系
と
し
て
示
さ
れ
得
る
程
度
に
応
じ
て
、
存
在

す
る
と
云
わ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
の
近
似
的
真
理
の
当
然
の
限
界
が
明
ら
か

に
さ
れ
、
我
々
は
諸
事
情
の
な
ん
ら
か
の
新
し
い
状
勢
に
対
し
て
、
特
殊
な
経
験
を
予
料
し
つ
つ
、
他
の
真
理
を

演
繹
す
る
こ
と
が
可
能
に
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。」
と
こ
ろ
で
人
間
の
社
会
的
生
活
に
於
て
は
そ
れ
の
原
因
の
、
そ

れ
か
ら
従
い
つ
つ
ま
た
そ
れ
の
結
果
の
、
か
く
て
ま
た
そ
れ
の
傾
向
の
或
る
同
形
性
、
類
似
性
が
認
め
ら
れ
る
。

あ
ら
ゆ
る
社
会
現
象
が
一
般
的
な
相
互
影
響
に
於
て
あ
る
と
い
う
事
実
は
、
社
会
的
事
実
の
異
な
っ
た
種
類
が
主

と
し
て
異
な
っ
た
種
類
の
原
因
に
依
存
し
、
そ
し
て
そ
の
た
め
に
分
離
さ
れ
て
研
究
さ
れ
得
る
と
い
う
こ
と
を
妨

げ
る
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
一
群
の
社
会
現
象
に
於
て
は
、
そ
の
直
接
の
決
定
原
因
は
主
と
し
て
富
の
欲
望

を
通
じ
て
は
た
ら
く
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
、
そ
し
て
そ
こ
に
於
て
主
と
し
て
関
係
せ
る
心
理
学
的
法
則
は
、
よ

り
大
な
る
所
得
は
よ
り
小
な
る
所
得
よ
り
も
選
ば
れ
る
、
と
い
う
よ
く
知
ら
れ
た
法
則
で
あ
る
。
我
々
は
人
間
的
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本
性
の
ひ
と
つ
の
法
則
か
ら
、
及
び
こ
の
法
則
を
通
じ
て
人
間
の
心
に
は
た
ら
き
か
け
る
主
な
る
外
的
事
情
か
ら

推
理
し
て
、
社
会
現
象
の
こ
の
部
分
を
、
そ
れ
が
そ
の
部
類
の
事
情
に
の
み
依
存
す
る
限
り
に
於
て
、
説
明
し
、

予
言
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
の
際
社
会
の
な
ん
ら
か
の
他
の
事
情
の
影
響
は
い
わ
ば
看
過
さ
れ
、
凡
て
は
そ
れ

が
単
に
富
の
欲
望
か
ら
の
み
生
じ
た
か
の
よ
う
に
考
察
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
構
成
さ
れ
た
科
学
が
経
済
学

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
ミ
ル
は
社
会
科
学
の
種
々
な
る
部
門
は
凡
て
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
構
成
さ
れ
る
と
考

え
た
。
科
学
は
そ
の
よ
う
な
仕
方
で
や
っ
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
ず
、
ま
た
そ
の
こ
と
は
合
目
的
的
で
で
も
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
、
ひ
と
つ
の
結
果
が
諸
原
因
の
協
働
に
も
と
づ
く
場
合
、
苟
く
も
我
々
が
原
因
の
知
識
に
よ
っ
て
結
果
を

予
言
す
る
も
し
く
は
支
配
す
る
力
を
得
よ
う
と
望
む
限
り
、
こ
れ
ら
諸
原
因
の
各
々
が
独
立
に
研
究
さ
れ
、
そ
の

法
則
が
別
々
に
探
究
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
間
は
社
会
に
於
て
様
々
な
好
悪
の
感
情
の
凡
て
の
影
響
の
も

と
に
如
何
に
行
動
す
る
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
を
判
断
し
得
る
た
め
に
は
、
我
々
は
先
ず
予
め
、
人
間
は
そ

れ
ら
の
感
情
の
各
々
の
専
ら
な
る
支
配
の
も
と
に
如
何
に
行
動
す
る
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

一
般
的
に
云
っ
て
、
心
理
学
的
方
法
の
特
徴
は
次
の
と
こ
ろ
に
見
出
さ
れ
る
。
こ
の
方
法
の
努
力
は
凡
て
の
文

化
を
最
後
の
、
単
純
な
心
的
根
本
事
実
か
ら
組
み
立
て
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
、
言
語
、
宗
教
、
国
家
、
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社
会
科
学
の
方
法
論

芸
術
、
経
済
等
の
客
観
的
形
成
物
は
そ
れ
の
心
的
要
素
に
「
分
解
」
さ
れ
、
元
素
的
な
心
的
過
程
か
ら
、
か
く
て

い
わ
ゆ
る
「
人
間
的
自
然
（
本
性
）」
か
ら
従
っ
て
来
る
も
の
と
し
て
示
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
の
も
の
は
人
間
が
そ

れ
を
作
る
に
先
立
っ
て
は
存
在
し
な
か
っ
た
、
そ
れ
ら
は
個
人
的
な
、
互
い
に
作
用
す
る
心
の
産
物
で
あ
る
と
見

做
さ
れ
る
。
次
に
こ
の
よ
う
な
心
理
学
的
社
会
科
学
の
究
極
の
目
標
は
凡
て
の
自
然
科
学
の
仕
方
に
従
っ
て
一
の

法
則
学
（N

om
ologie

）
で
あ
る
こ
と
、
即
ち
一
般
的
法
則
の
樹
立
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る i

。
か
か
る
一
般
性
を

有
す
る
法
則
と
関
係
さ
せ
ら
れ
る
諸
要
素
は
心
的
根
本
要
素
で
あ
る
。
そ
の
法
則
が
心
理
学
的
性
質
の
も
の
で
あ

る
と
云
っ
て
も
、
こ
の
場
合
心
理
学
は
そ
の
方
法
論
的
本
質
に
於
て
自
然
科
学
と
等
し
い
と
見
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
そ
し
て
社
会
は
心
に
分
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
か
く
の
如
き
立
場
に
於
て
は
心
理
学
が
一
切
の
社
会
科

学
の
い
わ
ゆ
る
「
基
礎
学
」（G

rundw
issenschaft

）
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
る
。

か
よ
う
な
一
般
的
法
則
に
対
す
る
要
求
が
社
会
に
就
い
て
の
研
究
を
「
科
学
化
」
し
よ
う
と
す
る
要
求
か
ら
出

た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
要
求
は
自
然
科
学
に
影
響
さ
れ
て
お
り
、
従
っ
て
そ
の
際
自
然
科
学
の
有
す
る

科
学
性
が
科
学
性
一
般
の
理
念
と
見
做
さ
れ
た
。
社
会
に
関
す
る
研
究
も
科
学
的
と
な
る
た
め
に
は
自
然
科
学
と

同
様
の
方
法
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
ら
れ
た
。然
る
に
か
か
る
自
然
科
学
的
考
察
方
法
が
拡
が
る
に
従
っ
て
、

i　

N
om

ologie

解
釈
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
反
対
に
、
法
則
的
連
関
に
あ
る
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
。
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単
に
社
会
に
関
す
る
理
論
の
方
面
ば
か
り
で
な
く
、
更
に
歴
史
の
方
面
へ
も
そ
れ
が
拡
げ
ら
れ
て
行
っ
た
。
歴
史

は
昔
の
学
者
に
よ
っ
て
「
無
方
法
な
素
材
」（ajmevqodoV u{lh

）
と
見
做
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
で
バ
ッ
ク
ル
は
か
よ

う
な
非
科
学
的
と
見
え
た
歴
史
を
科
学
の
位
置
に
高
め
よ
う
と
企
図
し
た
。
彼
は
「
歴
史
家
の
将
来
」
に
就
い
て

語
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
歴
史
は
歴
史
的
諸
事
実
を
一
般
的
法
則
か
ら
証
明
す
る
こ
と
を
教
え
得
る
と
き
初
め
て
科

学
と
な
る
。
歴
史
の
充
さ
れ
て
い
る
あ
ら
ゆ
る
変
化
、
人
類
の
遭
遇
す
る
あ
ら
ゆ
る
有
為
転
変
、
そ
の
進
歩
と
そ

の
崩
壊
、
そ
の
幸
福
と
そ
の
不
幸
は
、
然
る
に
、
我
々
の
内
部
に
対
す
る
外
的
現
象
の
作
用
及
び
外
的
現
象
に
対

す
る
我
々
の
内
部
の
作
用
と
い
う
二
重
の
活
動
の
結
果
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
と
バ
ッ
ク
ル
は
見
る
。
そ
し
て
彼

は
こ
の
よ
う
な
二
重
の
作
用
の
「
法
則
」
を
発
見
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
間
の
歴
史
を
一
の
科
学
に
高
め
得
た
と

確
信
し
た
。
彼
の
云
う
と
こ
ろ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
法
則
の
発
見
に
至
り
得
る
唯
一
の
可
能
な
る
道
は
、
演
繹
及

び
帰
納
と
い
う
二
つ
の
方
法
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
及
び
フ
ラ
ン
ス
を
中
心
と
し
て
拡
が
っ
た
か
く
の
如
き
自
然
科

学
的
方
法
の
歴
史
へ
の
導
入
は
特
に
ド
イ
ツ
の
歴
史
家
た
ち
に
よ
っ
て
反
対
さ
れ
た
。
彼
等
は
か
く
の
如
き
合
理

主
義
、
歴
史
的
法
則
の
自
然
法
則
性
に
反
対
し
て
、
歴
史
の
固
有
な
る
存
在
、
そ
れ
の
特
殊
方
法
と
特
殊
位
置
と

を
主
張
し
た
。
ド
ロ
イ
セ
ン
に
よ
れ
ば
、
歴
史
の
対
象
は
「
倫
理
的
世
界
」（sittliche W

elt

）
で
あ
る
。
倫
理
的

世
界
を
そ
の
生
成
と
生
長
と
に
於
て
、
そ
の
運
動
に
於
て
考
察
す
る
の
が
歴
史
で
あ
る
。
歴
史
的
事
物
は
そ
れ
の
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社
会
科
学
の
方
法
論

真
理
を
「
倫
理
的
力
」（sittliche M

ächte

）
に
於
て
有
す
る
（
丁
度
自
然
科
学
の
対
象
で
あ
る
自
然
的
世
界
ま
た

は
事
物
が
そ
れ
の
真
理
を
力
学
的
、
物
理
的
、
等
々
、
の
法
則
に
於
て
有
す
る
如
く
に
）。
こ
の
よ
う
な
倫
理
的

力
は
歴
史
的
生
活
の
要
素
で
あ
る
と
同
時
に
そ
の
産
物
で
あ
る
。
―
―
ラ
ン
ケ
も
次
の
如
く
云
っ
た
、「
歴
史
的

特
殊
研
究
は
、
そ
れ
が
あ
ら
ゆ
る
点
に
於
て
人
間
的
な
も
の
、
一
般
に
妥
当
的
な
も
の
、
道
徳
的
生
活
に
接
触
す

る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
そ
の
価
値
を
も
っ
て
い
る
、
然
る
に
こ
の
道
徳
的
生
活
は
ま
た
歴
史
に
於
け
る
大
な
る
諸

変
化
と
直
接
の
親
縁
関
係
を
有
す
る
。」
―
―
歴
史
に
於
て
倫
理
的
世
界
は
、
自
然
科
学
に
於
て
自
然
的
事
物
が

「
説
明
」（erklären

）
さ
れ
る
、
即
ち
そ
の
特
殊
が
一
般
的
法
則
の
一
類
例
と
し
て
そ
の
も
と
に
包
摂
さ
れ
る
よ

う
に
、
説
明
さ
れ
る
の
で
は
な
く
て
、
却
っ
て
「
理
解
」（verstehen

）
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
説
明
と
理
解
と
は

そ
の
性
質
と
構
造
と
を
全
く
異
に
す
る
認
識
の
仕
方
で
あ
る
。
理
解
と
は
ど
の
よ
う
な
過
程
で
あ
ろ
う
か
。
ド
ロ

イ
セ
ン
の
規
定
を
見
よ
う
。「
個
々
の
表
現
は
内
部
の
一
表
現
と
し
て
且
つ
こ
の
内
部
へ
の
投
影
に
於
て
理
解
さ

れ
る
、
内
部
は
こ
の
表
現
の
例
に
於
て
、
一
の
中
心
的
な
力
―
―
そ
れ
は
、
そ
れ
自
身
に
於
て
は
同
質
的
で
、
し

か
も
そ
の
あ
ら
ゆ
る
周
辺
的
な
現
象
に
於
て
と
同
じ
く
こ
の
現
象
に
於
て
自
己
を
表
現
す
る
―
―
と
し
て
理
解
さ

れ
る
。
個
々
の
も
の
は
全
体
に
於
て
、
そ
し
て
全
体
は
個
々
の
も
の
か
ら
理
解
さ
れ
る
。
理
解
す
る
者
は
、
彼
は

彼
の
理
解
せ
ん
と
す
る
者
と
同
じ
く
一
の
我
、一
の
そ
れ
自
身
に
於
け
る
全
体
性
で
あ
る
が
故
に
、全
体
性
を
個
々
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の
表
現
か
ら
、
そ
し
て
個
々
の
表
現
を
全
体
性
か
ら
補
う
。
理
解
は
綜
合
的
で
あ
る
と
共
に
分
析
的
で
あ
り
、
帰

納
で
あ
る
と
共
に
演
繹
で
あ
る
。」「
人
間
は
、
彼
が
そ
の
素
質
上
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
、
即
ち
そ
れ
自
身
に
於
け

る
全
体
性
に
、
倫
理
的
諸
共
同
体
（
家
族
、
国
家
、
民
族
等
）
の
中
で
、
他
の
も
の
を
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
し
て
他
の
も
の
か
ら
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
な
る
の
で
あ
る
。」
或
い
は
ま
た
彼
は
次
の
如
く
書

い
て
い
る
。「
我
々
の
生
、
我
々
の
精
神
的
に
し
て
感
性
的
な
存
在
、
そ
れ
は
、
み
ず
か
ら
か
く
の
如
く
自
己
の

う
ち
に
於
て
分
極
化
さ
れ
て
お
り
、
単
に
感
性
的
も
し
く
は
単
に
精
神
的
で
も
な
け
れ
ば
、
ま
た
交
替
的
に
そ
の

一
も
し
く
は
他
で
あ
る
の
で
も
な
く
、却
っ
て
こ
の
よ
う
に
分
裂
し
た
も
の
の
生
け
る
統
一
で
あ
る
の
で
あ
る
が
、

か
か
る
我
々
の
生
の
自
己
感
情
は
、
我
々
に
運
動
の
、
及
び
そ
の
契
機
た
る
空
間
及
び
時
間
の
概
念
を
与
え
る
。

動
か
ぬ
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
現
象
の
世
界
は
我
々
の
捉
え
得
ぬ
も
の
で
あ
ろ
う
、
ま
た
我
々
自
身
の
う
ち
に
於
け

る
運
動
な
し
に
は
我
々
は
そ
れ
を
捉
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
我
々
の
う
ち
に
於
け
る
我
々
と
同
じ

く
、
外
部
の
世
界
は
運
動
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
我
々
を
し
て
そ
れ
を
ば
、
我
々
自
身
の
う
ち
に
行
わ
れ
る

と
こ
ろ
の
も
の
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
の
も
と
に
、
理
解
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。」（『
史
学
綱
要
』
第
二
版
、
一
八
七
五

年
、
六
八
頁
【
前
出”G

rundriss der H
istorik”

】）。
ひ
と
は
こ
れ
ら
の
文
章
の
う
ち
に
理
解
の
本
質
に
関
す
る
重
要

な
事
柄
が
殆
ど
凡
て
、
最
も
簡
潔
に
且
つ
最
も
含
蓄
的
に
言
い
表
さ
れ
て
い
る
の
を
見
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
い
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社
会
科
学
の
方
法
論

わ
ゆ
る
精
神
科
学
的
心
理
学
の
最
も
勝
れ
た
る
代
表
者
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
デ
ィ
ル
タ
イ
の
根
本
思
想
が
か

く
の
如
き
観
念
の
発
展
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
は
容
易
に
知
ら
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
凡
て
の
社
会
科
学
は
本
質
上

精
神
科
学
で
あ
る
と
し
、
そ
の
方
法
は
い
わ
ゆ
る
精0

神
科
学
的
心
理
学
的
方
法

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
よ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
見
方

は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
就
中
ヘ
ル
ダ
ー
以
来
発
達
し
て
来
た
観
念
論
的
歴
史
哲
学
の
一
発
展
―
―
イ
デ
ー
な
る

も
の
の
経
験
化
の
方
向
に
於
け
る
発
展
―
―
も
し
く
は
そ
の
一
変
種
と
見
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

二

い
わ
ゆ
る
心
理
学
的
方
法
と
特
に
精
神
科
学
的
心
理
学
的
方
法
と
を
そ
の
歴
史
的
意
図
に
従
っ
て
比
較
す
る
と

き
、
右
の
叙
述
か
ら
し
て
、
次
の
こ
と
が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
前
者
が
理
論
0

0

へ
の
意
図
を
現
す
に
対
し
て
後
者

は
歴
史
0

0

へ
の
意
図
を
現
す
。
前
者
は
社
会
科
学
を
理
論
化
し
よ
う
と
す
る
要
求
か
ら
、
後
者
は
歴
史
の
独
自
性
を

認
め
よ
う
と
す
る
要
求
か
ら
生
れ
た
。
前
者
に
あ
っ
て
は
歴
史
も
理
論
化
さ
れ
、
そ
の
基
礎
に
一
般
的
法
則
が

お
か
れ
る
に
反
し
て
、
後
者
に
あ
っ
て
は
理
論
的
社
会
科
学
も
な
ん
ら
か
歴
史
的
科
学
と
し
て
明
ら
か
に
さ
れ

る
。
少
な
く
と
も
、
前
者
の
中
心
概
念
が
理
論
で
あ
る
に
対
し
て
、
後
者
の
そ
れ
は
歴
史
で
あ
る
。
次
に
、
前

者
に
於
て
は
あ
ら
ゆ
る
科
学
の
方
法
の
同
一
性
が
信
ぜ
ら
れ
、
後
者
に
於
て
は
科
学
の
方
法
に
自
然
科
学
的
方
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法
（
説
明
）
と
精
神
科
学
的
方
法
（
理
解
）
と
が
区
別
さ
れ
、両
者
の
異
質
性
が
主
張
さ
れ
る
。
即
ち
前
者
は
「
方

法
論
的
一
元
論
」（der m

ethodologische M
onism

us

）
の
立
場
に
立
ち
、
後
者
は
「
方
法
論
的
二
元
論
」（der 

m
ethodologische D

ualism
us

）の
立
場
を
と
る
の
で
あ
る
。
更
に
、前
者
に
於
て
方
法
論
的
一
元
論
と
い
う
と
き
、

そ
れ
は
自
然
科
学
の
方
法
を
モ
デ
ル
と
す
る
。
従
っ
て
そ
こ
で
は
社
会
科
学
の
認
識
も
、
自
然
科
学
的
認
識
と
等

し
く
、「
意
味
」（Sinn, B

edeutung

）
を
離
れ
た
認
識
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
反
し
後

者
に
あ
っ
て
は
精
神
科
学
的
認
識
は
、
自
然
科
学
的
認
識
と
は
異
な
り
、
意
味
に
関
係
し
た
も
し
く
は
有
意
味
的

な
認
識
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
説
明
は
没
意
味
的
な
い
し
没
価
値
的
な
認
識
で
あ
り
、
理
解
は
何
よ
り
も
意
味

の
理
解
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
対
立
は
社
会
科
学
の
方
法
論
に
於
け
る
恐
ら
く
最
も
根
本
的
な
対
立
で
あ
り
、
そ
の
及
ぶ
と
こ
ろ
は

右
に
述
べ
た
二
つ
の
方
法
の
範
囲
に
限
ら
れ
な
い
。
こ
こ
に
一
例
を
挙
げ
よ
う
。
既
に
云
っ
た
如
く
、
デ
ィ
ル
タ

イ
流
の
精
神
科
学
は
ド
イ
ツ
の
歴
史
哲
学
な
い
し
は
い
わ
ゆ
る
「
歴
史
的
イ
デ
ー
論
」（historische Ideenlehre

）

の
発
展
の
一
形
態
と
見
ら
れ
る
。
然
る
に
こ
の
歴
史
的
イ
デ
ー
論
の
発
展
は
こ
の
形
態
を
と
っ
て
の
み
現
れ
た
の

で
は
な
い
。
心
理
学
的
方
法
に
於
て
心
理
と
云
え
ば
、
そ
れ
は
個
人
心
理
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
デ
ィ
ル
タ
イ
の
心

理
学
も
、
体
験
と
い
う
こ
と
を
何
よ
り
も
重
ん
ず
る
立
場
か
ら
、
体
験
の
心
理
学
と
し
て
、
個
人
心
理
学
的
色
彩
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社
会
科
学
の
方
法
論

を
多
分
に
も
っ
て
い
る
。
然
る
に
元
来
ド
イ
ツ
の
歴
史
哲
学
に
於
い
て
イ
デ
ー
と
云
い
、
精
神
と
云
う
と
き
、
そ

れ
は
決
し
て
個
人
的
な
も
の
を
意
味
し
た
の
で
な
く
、
却
っ
て
超
個
人
的
な
も
の
を
意
味
し
た
。
イ
デ
ー
は
神
的

な
も
の
と
見
ら
れ
、
精
神
は
歴
史
的
原
理
と
し
て
民
族
精
神
の
如
き
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
イ
デ
ー
の
如
き
も
或

る
時
代
の
う
ち
に
流
れ
る
支
配
的
な
傾
向
と
し
て
時
代
精
神
の
よ
う
な
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
。
そ
こ
で

形
而
上
学
的
な
イ
デ
ー
論
は
ラ
ツ
ァ
ル
ス
、
シ
ュ
タ
イ
ン
タ
ー
ル
な
ど
に
よ
っ
て
か
の
民
族
心
理
学

0

0

0

0

0

に
ま
で
発
展

さ
せ
ら
れ
た
。
こ
の
学
問
の
課
題
を
規
定
し
て
ラ
ツ
ァ
ル
ス
は
云
う
、「
従
来
の
心
理
学
が
個
人
の
精
神
の
認
識

を
作
る
よ
う
に
、
民
族
精
神
の
認
識
に
努
め
る
こ
と
、
或
い
は
多
数
人
が
一
の
統
一
と
し
て
一
緒
に
生
活
し
活
動

す
る
場
合
に
は
い
つ
で
も
は
た
ら
く
と
こ
ろ
の
諸
法
則
を
発
見
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
最
近
民
族
心
理
学
の
名
の
も

と
に
形
作
ら
れ
始
め
て
い
る
科
学
の
課
題
で
あ
る
。」（
一
八
六
二
年
）。
民
族
心
理
学
は
最
初
そ
の
起
原
に
制
約
さ

れ
て
な
お
イ
デ
ー
的
、
有
意
味
的
認
識
の
痕
跡
を
有
し
た
が
、
そ
れ
が
更
に
発
展
す
る
に
及
ん
で
没
意
味
的
な
、

自
然
科
学
的
性
質
の
も
の
と
な
る
に
至
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
ま
た
い
わ
ゆ
る
社
会
心
理
学
的
方
法

0

0

0

0

0

0

0

0

を
も
っ
て

社
会
科
学
の
方
法
と
す
る
と
い
う
傾
向
が
生
じ
て
来
た
。
社
会
心
理
学
的
方
法
は
歴
史
研
究
の
領
域
へ
も
導
き
入

れ
ら
れ
て
い
る
。「
近
代
歴
史
学
は
何
よ
り
も
先
ず
社
会
心
理
学
的
科
学
で
あ
る
」、
と
ラ
ン
プ
レ
ヒ
ト
は
主
張
し

た
（『
近
代
歴
史
学
』【M

oderne G
eschichtsw

issenschaft

】）。
然
る
に
こ
の
よ
う
な
社
会
心
理
学
は
そ
の
方
法
論
的
本
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質
に
於
て
自
然
科
学
と
同
じ
で
あ
っ
て
、デ
ィ
ル
タ
イ
な
ど
の
い
う
精
神
科
学
と
は
そ
の
性
質
を
異
に
し
て
い
る
。

方
法
論
上
の
二
元
論
を
異
な
っ
た
立
場
か
ら
主
張
し
た
の
は
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
、
リ
ッ
カ
ー
ト
及
び
そ
の
系

統
の
人
々
で
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
自
然
科
学
と
精
神
科
学
と
の
区
別
を
精
神
科
学
の
取
扱
う
対
象
0

0

の
特
殊
性
と

固
有
性
の
方
面
か
ら
考
え
た
。
彼
に
於
け
る
歴
史
の
中
心
概
念
は
む
し
ろ
「
型
」（Typus

）
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は

必
ず
し
も
リ
ッ
カ
ー
ト
な
ど
の
い
う
個
性
と
は
同
一
で
な
い
。
ま
た
彼
は
リ
ッ
カ
ー
ト
の
よ
う
に
簡
単
に
精
神
科

学
に
於
け
る
概
念
構
成
は
個
別
化
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
は
考
え
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
却
っ
て
彼
は
精
神

科
学
が
そ
れ
の
在
り
ま
た
働
く
さ
ま
に
於
て
歴
史
的
、
理
論
的
及
び
実
践
的
と
い
う
三
つ
の
相
異
な
る
種
類
の
部

分
を
含
む
と
い
う
こ
と
を
認
め
、
そ
れ
は
諸
精
神
科
学
の
「
歴
史
の
う
ち
に
働
い
て
い
た
と
こ
ろ
の
、
物
の
理
性

に
よ
っ
て
」
存
在
す
る
と
こ
ろ
の
根
源
的
な
関
係
で
あ
る
と
云
っ
て
い
る
（『
精
神
科
学
概
論
』
二
六
頁
）。
ヴ
ィ
ン

デ
ル
バ
ン
ト
は
か
の
有
名
な
講
演
『
歴
史
と
自
然
科
学
』（
一
八
九
四
年
）【“G

eschichte und N
aturw

issenschaft”

】
の

中
で
、科
学
を
主
と
し
て
方
法
0

0

の
見
地
か
ら「
法
則
定
立
的
」（nom

othetisch

）と「
個
性
記
述
的
」（idiographisch

）

と
に
区
別
し
た
。
リ
ッ
カ
ー
ト
は
こ
の
思
想
を
更
に
理
論
的
に
徹
底
し
て
、
科
学
は
方
法
的
に
自
然
科
学
的
と
歴

史
的
と
に
分
れ
、
文
化
を
そ
の
対
象
的
内
容
と
す
る
文
化
科
学
は
方
法
上
歴
史
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
し
た
。

歴
史
的
方
法
の
特
質
は
個
別
化
で
あ
り
、
価
値
関
係
的
で
あ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
―
―
つ
い
で
な
が
ら
、
方
法
論
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社
会
科
学
の
方
法
論

的
一
元
論
を
主
張
す
る
も
の
の
中
に
も
、
主
と
し
て
方
法
の
見
地
か
ら
そ
れ
を
説
く
も
の
と
、
主
と
し
て
対
象

の
見
地
か
ら
そ
れ
を
説
く
も
の
と
が
区
別
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
リ
ー
ル
【A

lois R
iehl

】
の
如
き
は
前
者
の
例
で

あ
っ
て
、
彼
は
そ
の
対
象
に
よ
っ
て
分
た
れ
る
諸
科
学
も
、
方
法
に
よ
っ
て
知
識
の
統
一
に
結
び
付
け
ら
れ
て
い

る
と
云
っ
て
い
る
（『
現
代
文
化
』
叢
書
の
『
体
系
的
哲
学
』
中
に
於
け
る
リ
ー
ル
の
「
論
理
学
と
認
識
論
」、
第
三
版
、

一
九
二
一
年
、
八
三
頁
【System

atische philosophie, 1908

】）。
マ
ル
ク
ス
主
義
の
如
き
は
後
者
に
属
し
、
そ
こ
で
は

人
間
及
び
社
会
も
つ
ま
り
自
然
の
一
部
分
と
見
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
科
学
的
方
法
の
一
元
論
が
唱
え
ら
れ
る
。

―
―
と
こ
ろ
で
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
や
リ
ッ
カ
ー
ト
に
よ
れ
ば
、
心
理
学
は
、
或
い
は
心
を
或
い
は
精
神
を
対
象

と
す
る
と
云
う
も
、
そ
の
方
法
に
於
て
は
法
則
定
立
的
も
し
く
は
一
般
化
的
で
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
方
法

論
的
に
は
自
然
科
学
に
属
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
ま
た
心
理
学
は
文
化
科
学
の
研
究
に
あ
た
り
補
助
と
し

て
用
い
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
し
て
も
、
そ
れ
を
文
化
科
学
の
「
基
礎
学
」
と
見
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
デ
ィ
ル

タ
イ
は
自
然
科
学
と
精
神
科
学
と
に
於
け
る
方
法
の
区
別
を
「
説
明
」
と
「
理
解
」
と
の
区
別
で
あ
る
と
考
え
た
。

彼
に
と
っ
て
理
解
は
つ
ね
に
意
味
的
理
解
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
然
し
彼
は
意
味
と
い
う
も
の
を
心
理
的
に
説
い

て
い
る
。
即
ち
意
味
は
彼
に
於
て
心
的
生
活
の
構
造
聯
関
か
ら
解
明
さ
れ
る
、
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
は
主
観
か
ら

独
立
し
た
も
の
で
な
く
、
寧
ろ
つ
ね
に
主
観
と
の
関
係
を
含
む
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
リ
ッ
カ
ー
ト
は
理
解
の
概
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念
に
就
い
て
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
よ
し
理
解
と
い
う
こ
と
が
特
殊
な
認
識
の
仕
方
で
あ
る
と
し
て
も
、
文

化
科
学
の
場
合
に
於
て
問
題
と
な
る
の
は
理
解
一
般
の
概
念
で
は
な
く
、
却
っ
て
歴
史
的

0

0

0

理
解
の
概
念
で
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
と
こ
ろ
が
歴
史
的
理
解
の
問
題
は
心
理
学
的
に
、
即
ち
実
在
的
な
心
的
生
活
の
研
究
の
み
に
よ
っ
て

は
解
く
こ
と
が
出
来
な
い
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
「
我
々
が
外
部
か
ら
感
性
的
に
与
え
ら
れ
た
記
号
か
ら
し
て
内
部
を

認
識
す
る
過
程
を
我
々
は
理
解
と
呼
ぶ
」
と
云
っ
た
が
、「
内
部
」
と
は
何
で
あ
る
か
。
そ
れ
が
実
に
問
題
な
の

で
あ
る
。
い
っ
た
い
内
部
と
い
う
如
き
概
念
は
無
意
味
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
問
わ
な
い
に
し
て
も
、
心
理
的
な

も
の
と
い
う
意
味
の
内
部
と
い
う
こ
と
で
は
理
解
の
問
題
に
と
っ
て
不
十
分
で
あ
る
。「
外
部
か
ら
」
与
え
ら
れ

た
記
号
は
ま
さ
に
実
在
的
な
「
内
部
」
以
上
の
も
の
を
認
識
せ
し
め
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
う
で
な
け
れ

ば
そ
れ
は
理
解
さ
れ
得
ぬ
も
の
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
理
解
と
い
う
と
き
、そ
れ
は
「
非
実
在
的
な
意
味
」（irrealer 

Sinn

）
の
把
捉
を
い
う
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
よ
う
な
非
実
在
的
な
意
味
は
聯
関
の
特
殊
な
「
統
一
」
も
し

く
は
「
全
体
性
」
を
示
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
そ
れ
に
と
っ
て
単
に
実
在
的
な
存
在
か
ら
区
別
さ
れ
る
と
こ
ろ

の
特
徴
を
な
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
か
ら
対
象
の
理
解
的
把
捉
が
そ
れ
の
説
明
と
の
比
較
に
於
て
有
す
る

独
特
な
性
質
が
規
定
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
初
め
て
理
解
と
い
う
語
は
全
く
含
蓄
的
な
意
味
を
得
る
の
で
あ
る
。

意
味
は
た
だ
統
一
も
し
く
は
全
体
性
と
し
て
の
み
理
解
さ
れ
る
。
理
解
さ
れ
た
も
の
は
非
実
在
的
な
意
味
形
態
と
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し
て
つ
ね
に
一
の
全
体
で
あ
り
、
一
の
統
一
で
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
心
的
構
造
聯
関
の
統
一
に
就
い
て
語
り
、

こ
の
よ
う
な
統
一
は
自
然
科
学
的
に
説
明
さ
れ
得
な
い
と
云
う
が
、
然
し
単
に
心
理
的
な
も
の
と
し
て
の
内
部
は

か
か
る
統
一
を
有
せ
ず
、
統
一
は
寧
ろ
そ
れ
を
充
し
て
い
る
意
味
に
も
と
づ
く
の
で
あ
り
、
そ
し
て
意
味
は
実
在

で
は
な
く
、
非
実
在
的
な
も
の
で
あ
る
。
歴
史
に
と
っ
て
問
題
と
な
る
の
は
価
値
に
関
係
し
た
存
在
で
あ
る
、
そ

の
限
り
に
於
て
歴
史
の
本
質
に
は
理
解
が
属
す
る
と
云
わ
れ
る
こ
と
も
出
来
る
、
な
ぜ
な
ら
価
値
に
関
係
し
た
、

意
味
に
充
ち
た
存
在
は
今
述
べ
た
意
味
に
於
て
た
だ
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
説
明
さ
れ
な
い
よ
う
に
見
え
る

か
ら
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
非
実
在
的
な
意
味
の
把
捉
と
し
て
の
理
解
と
い
う
こ
と
は
、
さ
し
あ
た
り
、
一
般
化

的
概
念
構
成
及
び
個
別
化
的
概
念
構
成
と
い
う
こ
と
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
蓋
し
、
我
々
は
一
方
非
実
在
的
な
意

味
の
一
般
化
的
理
解
に
就
い
て
語
る
こ
と
が
出
来
、
こ
の
場
合
に
は
多
様
な
る
意
味
形
態
を
一
般
的
な
価
値
概
念

及
び
意
味
概
念
の
体
系
の
も
と
に
組
織
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
り
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
哲
学
の
課
題
に
属
し
て
い

る
、
そ
し
て
他
方
我
々
は
、
特
殊
な
、
具
体
的
な
、
内
容
的
に
充
さ
れ
た
意
味
形
態
を
そ
の
特
殊
性
及
び
具
体
性

に
於
て
捉
え
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
と
き
、
非
実
在
的
な
意
味
の
個
別
化
的
理
解
に
就
い
て
語
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
歴
史
科
学
の
方
法
論
で
問
題
と
な
る
の
は
こ
の
個
別
化
的
理
解
で
あ
る
。
詳
し
く
云
え
ば
、
歴
史
叙
述
に

と
っ
て
問
題
と
な
る
材
料
は
論
理
上
厳
密
に
区
別
さ
る
べ
き
二
つ
の
要
素
か
ら
成
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
取
扱
わ
れ
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る
の
は
「
意
味
に
充
ち
た
心
的
生
活
」
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
と
き
、
心
的
生
活
は
実
在
を
現
し
、

そ
れ
が
充
さ
れ
て
い
る
意
味
は
非
実
在
的
な
も
の
の
範
囲
に
属
す
る
。
歴
史
家
は
固
よ
り
両
者
、
即
ち
実
在
的
な

も
の
並
び
に
非
実
在
的
な
も
の
を
彼
等
の
概
念
の
う
ち
へ
取
り
入
れ
よ
う
と
し
、
し
か
も
そ
の
際
実
在
的
な
も
の

は
そ
れ
を
時
間
の
う
ち
に
経
過
す
る
一
回
的
な
個
別
的
な
出
来
事
と
し
て
確
定
し
、
非
実
在
的
な
も
の
は
そ
れ
を

そ
の
個
性
に
於
て
理
解
す
る
。
そ
こ
で
意
味
に
充
ち
た
心
的
生
活
の
叙
述
と
い
う
歴
史
家
に
と
っ
て
の
問
題
は
二

つ
に
分
れ
る
、
即
ち
そ
れ
は
一
方
他
人
の
心
的
生
活
に
於
け
る
非
実
在
的
な
意
味
0

0

の
把
捉
の
問
題
で
あ
り
、
他
方

実
在
的
な

0

0

0

0

他
人
の
心
的
生
活
の
把
捉
の
問
題
で
あ
る
。
リ
ッ
カ
ー
ト
は
そ
れ
を
「
理
解
」（Verstehen

）
と
「
追

体
験
」（N

acherleben

）
と
し
て
区
別
し
た
。
歴
史
的
理
解
と
い
う
の
は
他
人
の
意
味
に
充
ち
た
心
的
生
活
の
理

解
的
追
体
験
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
そ
れ
が
そ
の
実
在
的
な
存
在
の
個
別
性
に
於
て
「
追
体
験
さ
れ
る
」
と
共
に
そ

の
非
実
在
的
な
意
味
の
個
別
性
に
於
て
「
理
解
さ
れ
る
」
と
い
う
二
つ
の
事
柄
が
区
別
し
て
考
え
ら
れ
る
。
い
わ

ゆ
る
精
神
科
学
の
論
理
に
と
っ
て
決
定
的
な
問
題
は
如
何
に
し
て
こ
れ
ら
二
つ
の
事
柄
が
理
解
的
追
体
験
に
於
て

一
緒
に

0

0

0

な
る
か
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
と
こ
ろ
で
リ
ッ
カ
ー
ト
に
従
え
ば
、
我
々
は
他
人
の
個
性
の

実
在
的
な
心
的
生
活
の
非
実
在
的
な
個
別
的
な
意
味
を
理
解
す
る
が
故
に
、
そ
れ
に
よ
っ
て
同
時
に
、
こ
の
意
味

が
我
々
を
ば
我
々
自
身
の
心
的
生
活
か
ら
他
人
の
心
的
生
活
へ
そ
の
実
在
的
な
個
別
性
に
従
っ
て
連
れ
て
渡
す
と
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こ
ろ
の
橋
を
架
け
る
と
い
う
可
能
性
が
開
け
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
非
実
在
的
な
意
味
は
、
そ
れ
が
非
実
在
的
な

意
味
と
し
て
自
分
の
で
も
な
く
他
人
の
で
も
な
い
が
故
に
、
ま
さ
に
そ
の
故
に
自
分
の
実
在
的
な
心
的
生
活
と
他

人
の
実
在
的
な
心
的
生
活
と
の
間
に
橋
を
架
け
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
リ
ッ
カ
ー
ト
に
従

え
ば
、
歴
史
的
理
解
に
於
け
る
原
理
的
な
関
係
は
、
そ
れ
が
つ
ね
に
非
実
在
的
な
意
味
形
態
の
個
別
化
的
理
解
の

基
礎
の
上
に
於
け
る
実
在
的
な
も
の
の
個
別
化
的
追
体
験
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

説
明
と
理
解
と
が
方
法
と
し
て
区
別
さ
れ
る
と
き
、
理
解
の
問
題
の
中
心
が
「
意
味
」
の
問
題
に
あ
る
こ
と
は

ま
こ
と
に
リ
ッ
カ
ー
ト
の
説
く
如
く
で
あ
ろ
う
。
自
然
科
学
と
社
会
科
学
と
の
方
法
が
異
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い

う
の
も
、
後
者
に
あ
っ
て
は
つ
ね
に
な
ん
ら
か
の
仕
方
で
意
味
が
問
題
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
た
め
で
あ
る
か
の
よ

う
に
見
え
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
意
味
の
問
題
が
デ
ィ
ル
タ
イ
に
於
て
の
よ
う
に
純
粋
に
心
理
学
的
に
、
従
っ

て
ま
た
純
粋
に
内
在
的
な

0

0

0

0

0

0

0

立
場
か
ら
解
決
さ
れ
得
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
ま
た
リ
ッ
カ
ー
ト
が
詳
細
に
論
じ

て
い
る
如
く
で
あ
ろ
う
。
意
味
は
な
ん
ら
か
超
越
的
な
性
質
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
然
し
な
が
ら
そ
れ
だ

か
ら
と
云
っ
て
、
リ
ッ
カ
ー
ト
の
価
値
哲
学
に
よ
っ
て
、
従
っ
て
純
粋
に
超
越
的
な

0

0

0

0

0

0

0

立
場
か
ら
し
て
文
化
と
か
歴

史
と
か
の
問
題
を
解
く
こ
と
が
出
来
な
い
こ
と
は
我
々
の
さ
き
に
既
に
触
れ
て
お
い
た
如
く
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に

於
て
我
々
は
リ
ッ
カ
ー
ト
と
デ
ィ
ル
タ
イ
と
の
中
間
に
立
つ
も
の
の
如
く
思
わ
れ
る
シ
ュ
プ
ラ
ン
ガ
ー
【Eduard 
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】
の
所
説
を
先
ず
一
応
顧
み
て
お
こ
う
と
思
う
。

三

シ
ュ
プ
ラ
ン
ガ
ー
は
デ
ィ
ル
タ
イ
の
影
響
の
も
と
に
精
神
科
学
的
心
理
学
と
い
う
も
の
を
提
唱
し
て
い
る
。
然

し
な
が
ら
彼
は
非
実
在
的
な
、
言
い
換
え
れ
ば
、
心
的
な
も
の
に
も
物
的
な
も
の
に
も
属
し
な
い
意
味
と
い
う
如

き
も
の
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
リ
ッ
カ
ー
ト
の
価
値
哲
学
の
立
場
に
接
近
し
た
の
で
あ
る
。
彼
は
「
文
化
」

と
は
何
で
あ
る
か
、
と
い
う
問
題
に
答
え
て
云
う
。
一
、
文
化
は
そ
の
存
在
に
於
て
た
し
か
に
客
観
的
物
的
な
も

の
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
単
に
文
化
の
或
る
方
面
が
感
性
的
に
知
覚
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
と
い
う

理
由
か
ら
ば
か
り
で
な
く
、
却
っ
て
文
化
は
一
般
に
、
も
し
ひ
と
が
そ
れ
か
ら
客
観
的
物
的
な
も
の
を
除
く
な
ら

ば
、
不
可
能
に
な
る
と
い
う
理
由
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
全
過
去
は
、
そ
れ
が
現
在
の
人
間
に
現
実
的
に
作
用
を

及
ぼ
し
て
い
る
限
り
、
た
だ
物
的
な
記
号
、
書
物
、
建
築
物
、
道
具
、
機
械
等
の
如
き
も
の
を
通
じ
て
の
み
そ
こ

に
在
る
の
で
あ
る
。
然
し
何
人
も
か
く
の
如
き
物
的
な
も
の
が
既
に
そ
れ
自
身
で
文
化
で
あ
る
と
は
云
わ
な
い
で

あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
の
死
せ
る
も
の
が
文
化
と
し
て
存
在
す
る
た
め
に
は
い
わ
ば
な
お
生
命
が
附
け
加
わ
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
二
、
こ
の
生
命
は
先
ず
、
そ
れ
ら
の
物
的
な
対
象
が
心
理
的
な
主
観
と
関
係
付
け
ら
れ
、
こ
の
も
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の
に
よ
っ
て
体
験
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
基
礎
を
有
す
る
。
書
物
は
そ
れ
が
読
ま
れ
る
と
き
、
芸
術
品
は
そ
れ
が

享
受
さ
れ
る
と
き
、
初
め
て
そ
の
物
的
な
眠
か
ら
目
覚
め
る
。
神
殿
は
誰
か
が
そ
の
中
で
祈
を
す
る
と
き
初
め
て

石
の
塊
で
あ
る
こ
と
を
や
め
る
。
そ
の
限
り
に
於
て
文
化
は
た
し
か
に
心
理
的
な
存
在
を
も
っ
て
い
る
。
然
し
第

三
に
、
文
化
に
は
な
お
他
の
種
類
の
存
在
が
属
す
る
。
真
理
は
、
そ
れ
が
い
ま
現
実
の
判
断
に
於
て
洞
見
さ
れ
る

と
否
と
に
拘
ら
ず
、
妥
当
す
る
。
出
来
事
の
法
則
は
、
こ
の
瞬
間
に
於
て
そ
れ
の
適
用
の
た
め
の
事
実
上
の
諸
条

件
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
と
し
て
も
、
妥
当
す
る
。
法
の
規
範
は
、
そ
れ
が
事
実
上
此
処
も
し
く
は
彼
処
に
於
て

犯
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
妥
当
す
る
。
対
象
は
、
そ
れ
が
現
在
実
際
に
は
そ
の
価
値
を
評
価
さ
れ
て
い
な
い
と

し
て
も
、
価
値
を
有
す
る
。
真
理
、
法
則
、
価
値
及
び
規
範
が
こ
の
よ
う
な
そ
れ
の
「
妥
当
」
に
よ
っ
て
有
す
る

特
殊
な
存
在
も
し
く
は
対
象
性
を
理
念
的
存
在
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
我
々
は
文
化
に
ま
た
こ
の
よ
う
な
存
在
の
形
式

を
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
理
念
的
存
在
は
現
実
的
な
及
び
可
能
的
な
心
理
的
体
験
を
越
え
た
と
こ
ろ
の
も
の
で

あ
る
。
然
し
文
化
の
理
念
的
存
在
は
ひ
と
つ
の
本
質
的
な
点
に
於
て
妥
当
す
る
真
理
、
法
則
及
び
規
範
の
そ
れ
と

は
異
な
っ
て
い
る
。
蓋
し
後
者
は
無
時
間
的
で
あ
り
、
空
間
に
対
し
て
無
関
係
で
あ
り
、
空
間
的
時
間
的
世
界
に

は
属
し
な
い
。
文
化
は
た
し
か
に
こ
の
高
所
に
向
っ
て
努
力
す
る
、
そ
れ
は
永
遠
な
る
真
理
、
法
則
及
び
規
範
を

獲
得
し
よ
う
と
求
め
る
、
然
し
そ
れ
は
こ
の
国
に
就
い
て
も
つ
ね
に
そ
の
一
截
片
を
所
有
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
真
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理
が
歴
史
的
に
与
え
ら
れ
た
科
学
体
系
か
ら
区
別
さ
れ
、
倫
理
的
な
も
の
が
或
る
国
民
の
道
徳
体
系
か
ら
区
別
さ

れ
る
よ
う
に
、
純
粋
に
理
念
的
な
も
の
は
時
間
的
及
び
空
間
的
に
規
定
さ
れ
た
文
化
か
ら
区
別
さ
れ
る
。
か
く
し

て
文
化
に
と
り
い
わ
ば
そ
の
頂
点
に
於
て
欠
け
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
、
文
化
は
そ
れ
の
理
念
的
な
部
分
内
容

が
心
的
並
び
に
物
的
実
在
の
う
ち
に
於
て
実
在
的
な
作
用
を
及
ぼ
す
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
償
う
の
で
あ
る
。
例

え
ば
、
正
し
い
判
断
は
心
的
な
体
験
複
合
の
中
へ
這
入
っ
て
行
き
、
そ
し
て
物
的
な
行
為
を
通
じ
て
物
体
界
の
形

成
に
対
し
て
も
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
出
来
る
。
そ
こ
で
文
化
は
一
方
そ
れ
の
成
立
が
空
間
的
時
間
的
世
界
の
具

体
的
な
諸
要
素
に
依
存
す
る
限
り
、時
間
の
う
ち
に
あ
る
。
然
し
ま
た
他
方
文
化
は
、そ
れ
が「
そ
の
意
味
に
於
て
」

こ
れ
ま
た
は
か
れ
の
個
々
の
主
観
の
理
解
に
俟
た
な
い
限
り
、
時
間
を
越
え
て
い
る
。
超
時
間
的
時
間
性
と
い
う

こ
と
が
文
化
の
性
質
を
表
す
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
シ
ュ
プ
ラ
ン
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
文
化
の
本
質
は
、「
そ
れ
が

心
的
、
物
的
及
び
理
念
的
存
在
の
三
つ
の
形
式
を
同
時
に
貫
き
通
し
、
こ
れ
ら
の
国
の
い
ず
れ
の
一
つ
に
も
専
ら

属
す
る
も
の
で
な
い
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
存
す
る
（
フ
ォ
ル
ケ
ル
ト
七
十
歳
祝
賀
論
文
集
に
於
け
る
「
理
解
の
理
論
及

び
精
神
科
学
的
心
理
学
の
た
め
に
」、
一
九
一
八
年
、
三
六
六
頁
【Festschrift Johannes Volkelt zum

 70. G
eburtstag

】）。
か

く
て
ま
た
文
化
的
諸
聯
関
の
理
解
も
こ
れ
ら
三
つ
の
国
の
凡
て
を
貫
き
通
し
、
理
解
は
純
粋
に
理
念
的
に
も
、
純

粋
に
心
的
に
も
、
純
粋
に
物
的
に
も
制
約
さ
れ
て
い
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
所
与
性
の
こ
れ
ら
の
三
つ
の
仕
方
を
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特
殊
な
作
用
に
於
て
結
び
付
け
る
の
で
あ
る
。

か
く
の
如
き
理
解
の
問
題
は
シ
ュ
プ
ラ
ン
ガ
ー
に
よ
れ
ば
「
精
神
」（G

eist

）
の
問
題
で
あ
る
。
精
神
と
は
如

何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
哲
学
者
は
―
―
リ
ッ
カ
ー
ト
も
同
じ
く
―
―
普
通
に
認
識
論
的
主
観

0

0

0

0

0

0

と
心
理
学
的

0

0

0

0

―

現
実
的
主
観

0

0

0

0

0

と
を
区
別
す
る
。
前
者
は
認
識
対
象
の
純
粋
な
事
象
的
聯
関
に
相
応
す
る
主
観
を
意
味
し
、
後
者
は

空
間
的
時
間
的
個
人
的
に
制
約
さ
れ
た
体
験
の
あ
ら
ゆ
る
偶
然
性
の
う
ち
に
沈
め
る
主
観
で
あ
る
。
シ
ュ
プ
ラ
ン

ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
二
つ
の
主
観
の
恰
も
中
間
に
第
三
の
主
観
と
し
て
精
神
的
主
観

0

0

0

0

0

と
い
う
も
の
が
考
え
ら

れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
蓋
し
精
神
的
主
観
は
認
識
論
的
主
観
と
は
反
対
に
歴
史
的
及
び
地
理
的
に
変
化
す
る
内
容
を
も

っ
て
い
る
。
然
し
こ
の
内
容
は
決
し
て
単
に
一
つ
の
我

0

0

0

0

に
と
っ
て
の
み
あ
る
の
で
は
な
い
、
そ
れ
は
決
し
て
ま
た

現
実
的
に
現
在
的
な
心
理
学
的
体
験
に
於
て
尽
さ
れ
る
も
の
で
な
い
、
寧
ろ
そ
れ
は
個
々
の
我
を
越
え
、
そ
の
意0

味0

に
於
て
多
く
の
（
可
能
的
に
は
凡
て
の
）
我
に
と
っ
て
達
せ
ら
れ
得
る
と
こ
ろ
の
作
用
を
包
括
す
る
。
即
ち
精

神
と
い
う
の
は
我
を
越
え
た
或
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
の
考
察
に
あ
た
っ
て
我
は
い
わ
ば
括
弧
に
入
れ
ら
れ
る
こ

と
が
出
来
、
そ
し
て
そ
の
意
味
に
於
て
私
は
他
の
多
く
の
我
と
完
全
に
一
致
す
る
こ
と
の
出
来
る
と
こ
ろ
の
も
の

で
あ
る
。
か
く
の
如
き
多
く
の
我
の
遭
遇
す
る
場
所
が
精
神
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
精
神
に
し
て
か
く
の
如

く
規
定
さ
れ
得
る
と
す
る
な
ら
ば
、
文
化
は
精
神
的
な
も
の
と
云
わ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
文
化
は
上
に
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述
べ
た
如
く
純
粋
な
客
観
性
で
も
な
く
純
粋
な
主
観
性
で
も
な
く
、
主
観
的
に
彩
ら
れ
た
客
観
性
ま
た
は
客
観
的

に
沈
澱
し
た
体
験
で
あ
る
か
ら
。
も
し
も
文
化
に
し
て
全
然
純
粋
な
客
観
性
を
構
成
す
る
作
用
に
も
と
づ
く
も
の

と
す
れ
ば
、
文
化
科
学
に
と
っ
て
心
理
学
は
必
要
で
な
く
、
却
っ
て
そ
れ
は
純
粋
な
論
理
学
、
純
粋
な
価
値
学
の

問
題
に
帰
着
す
る
で
あ
ろ
う
。然
し
そ
う
で
は
な
く
て
文
化
は
い
ま
云
っ
た
意
味
で
精
神
的
な
も
の
で
あ
る
故
に
、

唯
「
理
解
さ
れ
る
」
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
理
解
は
精
神
的
な
作
用
で
あ
る
、
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
は
我
々

の
主
観
に
内
在
的
で
あ
っ
て
し
か
も
我
を
越
え
た
作
用
で
あ
る
。

経
済
学
に
於
て
も
ゾ
ン
バ
ル
ト
の
如
き
は
こ
の
よ
う
な
シ
ュ
プ
ラ
ン
ガ
ー
の
見
解
に
最
も
近
く
立
っ
て
い
る
。

ゾ
ン
バ
ル
ト
に
従
え
ば
、
経
済
も
文
化
の
一
つ
と
し
て
、
心
的
で
も
な
く
物
的
で
も
な
い
領
域
に
属
す
る
。「
文

化
は
、
そ
れ
故
に
経
済
も
ま
た
、
物
的
で
も
心
的
で
も
な
い
領
域
で
あ
り
、
特
殊
な
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
心
的
な
ら
ぬ
意
味
形
態
か
ら
成
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
精
神
で
あ
る
。」
と
彼
は
云
う
。「
心
と
身
体
と
は
唯
精
神

的
な
も
の
に
於
て
の
み
そ
の
意
味
を
見
出
す
の
で
あ
り
、
唯
精
神
的
な
も
の
の
領
域
を
通
じ
て
の
み
理
解
さ
れ

る
。」
か
く
の
如
く
ゾ
ン
バ
ル
ト
が
語
る
と
き
、
そ
れ
は
全
く
シ
ュ
プ
ラ
ン
ガ
ー
と
一
致
し
て
い
る
。
即
ち
後
者

も
書
い
て
い
る
、「
我
々
は
心
的
な
も
の
（das Seelische
）
を
ば
唯
精
神
的
な
も
の
（das G

eistige

）
を
通
じ
て

の
み
理
解
す
る
。」
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精
神
科
学
な
い
し
社
会
科
学
の
自
然
科
学
と
は
異
な
る
特
殊
方
法
を
「
理
解
」
と
い
う
よ
う
に
考
え
る
立
場
に

対
し
て
生
ず
る
問
題
は
、
先
ず
、
理
解
と
因
果
性

0

0

0

と
の
関
係
の
問
題
で
あ
ろ
う
。
自
然
科
学
に
せ
よ
、
社
会
科
学

に
せ
よ
、
あ
ら
ゆ
る
科
学
的
知
識
は
、
因
果
の
認
識
と
し
て
初
め
て
科
学
的
知
識
と
い
わ
れ
得
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
然
る
に
「
説
明
」
と
「
理
解
」
と
を
峻
別
す
る
デ
ィ
ル
タ
イ
の
如
き
立
場
に
於
て
理
解
と
い
う
こ
と
と
因

果
的
認
識
と
い
う
こ
と
と
は
結
び
付
き
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
寧
ろ
そ
こ
で
は
因
果
的
認
識
は
説
明
の
部
類
に
属
す

る
こ
と
と
な
り
、
理
解
は
か
よ
う
な
認
識
と
は
相
容
れ
な
い
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
理
解
の
方
法

の
根
本
概
念
は
全
体
性

0

0

0

の
概
念
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
デ
ィ
ル
タ
イ
も
繰
り
返
し
て
述
べ
た
。
シ
ュ
プ
ラ
ン
ガ
ー

も
、「
理
解
は
つ
ね
に
関
与
せ
る
諸
要
素
の
全
体
性
か
ら
出
発
し
、
個
々
の
諸
契
機
の
分
析
を
唯
全
体
の
聯
関
か

ら
し
て
の
み
得
て
来
る
。」
と
高
調
し
て
書
い
て
い
る
。
か
よ
う
な
全
体
的
理
解
と
因
果
的
説
明
と
は
如
何
に
し

て
結
び
付
く
の
で
あ
る
か
。
両
者
が
結
び
付
か
な
い
と
す
れ
ば
、
理
解
は
つ
ま
り
芸
術
家
的
な
直
観
の
こ
と
と
な

っ
て
し
ま
い
、
科
学
性
を
失
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
こ
で
我
々
は
こ
こ
に
「
理
解
的
社

会
学
」
と
い
わ
れ
る
も
の
の
代
表
者
と
し
て
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
説
に
も
う
一
度
立
返
っ
て
み
よ
う
。

マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
（『
経
済
と
社
会
』
一
九
二
二
年
）、
社
会
学
と
は
社
会
的
行
為
を
解
釈
し
つ

0

0

0

0

つ
理
解
し

0

0

0

0

そ
し
て
こ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
過
程
及
び
そ
の
作
用
に
於
て
因
果
的
に
説
明
し

0

0

0

0

0

0

0

よ
う
と
す
る
科
学
で
あ
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る
。
す
な
わ
ち
注
意
す
べ
き
こ
と
に
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
於
て
は
社
会
学
の
課
題
と
し
て
解
釈
的
理
解
と
因
果
的
説

明
と
が
一
緒
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
社
会
的
行
為
と
い
う
と
き
、「
行
為
」
と
い
う
の
は
行
為
者
が
そ
れ
に
主
観

的
な
意
味
0

0

を
結
び
付
け
る
場
合
も
し
く
は
限
り
に
於
け
る
人
間
的
態
度
の
こ
と
で
あ
り
、「
社
会
的
」
行
為
と
い

う
の
は
行
為
者
に
よ
っ
て
思
念
さ
れ
た
意
味
に
従
っ
て
そ
れ
が
他
の
人
々
の
態
度
に
関
係
付
け
ら
れ
且
つ
こ
れ
に

そ
の
過
程
に
於
て
方
向
付
け
ら
れ
て
い
る
行
為
の
こ
と
で
あ
る
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
社
会
学
に
於
て
問
題

と
さ
れ
る
の
は
「
主
観
的
に
思
念
さ
れ
た
意
味
」（subjektiv gem

einter Sinn

）
で
あ
っ
て
、
な
ん
ら
か
の
客
観

的
に
「
正
し
い
」
も
し
く
は
形
而
上
学
的
に
考
え
出
さ
れ
た
「
真
な
る
」
意
味
で
は
な
い
。
そ
こ
に
社
会
学
と
か

歴
史
の
如
き
行
為
に
就
い
て
の
経
験
科
学
と
そ
の
対
象
に
於
て
「
正
し
い
」、「
妥
当
的
な
」
意
味
を
研
究
し
よ
う

と
す
る
法
学
、
論
理
学
、
倫
理
学
、
美
学
な
ど
と
の
差
異
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
問
題
は
如
何
に
し
て

い
わ
ゆ
る
「
主
観
的
に
思
念
さ
れ
た
意
味
」
が
科
学
に
関
係
す
る
こ
と
が
出
来
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

場
合
主
観
的
と
い
う
こ
と
が
全
く
主
観
的
も
し
く
は
個
人
的
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
科
学
の
中
に
這

入
っ
て
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
そ
の
よ
う
な
主
観
的
な
意
味
は
一
般
に
理
解
さ
れ
る
こ
と
も
出
来
な
い
で
あ
ろ

う
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
あ
ら
ゆ
る
理
解
は
明
証
（Evidenz
）
を
求
め
る
と
云
い
、
そ
し
て
科
学
に
於
て
求
め
ら
れ

る
明
証
は
合
理
的
な

0

0

0

0

明
証
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
云
う
。
合
理
的
に
明
証
的
と
い
う
の
は
行
為
の
領
域
に
於
て
は
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何
よ
り
も
そ
の
思
念
さ
れ
た
意
味
聯
関
に
於
て
残
り
な
く
透
明
に
知
的
に

0

0

0

理
解
さ
れ
た
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。
か

よ
う
に
合
理
的
な
明
証
に
達
す
る
た
め
に
、
科
学
的
考
察
に
於
て
は
行
為
に
影
響
を
及
ぼ
す
あ
ら
ゆ
る
非
合
理
的

な
、
感
情
的
に
制
約
さ
れ
た
態
度
の
意
味
聯
関
は
凡
て
行
為
の
純
粋
に
目
的
合
理
的
な
過
程
か
ら
の
「
偏
倚
」
と

見
做
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
例
え
ば
、「
為
替
恐
慌
」
の
説
明
に
あ
た
っ
て
は
、
先
ず
非
合
理
的
な
感
情

に
よ
る
影
響
な
し
に

0

0

0

如
何
に
行
為
は
経
過
し
た
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
が
確
定
さ
れ
、
然
る
後
に
か
の
非
合
理

的
な
要
素
は
「
妨
害
」
ま
た
は
撹
乱
と
し
て
勘
定
に
入
れ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
限
り
、
こ
の
方
法
上
の
合
目

的
性
の
根
拠
か
ら
し
て
、「
理
解
的
」
社
会
学
の
方
法
は
「
合
理
主
義
的
」
で
あ
る
、
と
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
云
っ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
に
合
理
主
義
的
な
方
法
に
従
う
と
い
う
の
は
、
そ
れ
の
概
念
構
成
が
理
想
型
的
の
も
の
で
あ
る

か
ら
で
あ
る
。
も
し
か
く
の
如
く
で
あ
れ
ば
、
主
観
的
に
思
念
さ
れ
た
意
味
と
い
う
こ
と
も
全
く
理
想
型
的
な
性

質
の
も
の
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
実
際
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、「
型
と
し
て
考
え
ら
れ
た
行

為
者
に
よ
っ
て
概
念
的
に
構
成
さ
れ
た
純
粋
な
型
に
於
て
主
観
的
に
思
念
さ
れ
た
意
味
」
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て

い
る
。
然
し
な
が
ら
我
々
は
、
何
故
に
こ
の
よ
う
に
純
粋
に
理
想
型
的
な
意
味
と
い
う
も
の
が
「
主
観
的
に
思
念

さ
れ
た
」
意
味
で
あ
る
の
か
を
理
解
し
得
な
い
。
そ
れ
は
も
は
や
主
観
的
と
は
云
わ
れ
難
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で

は
そ
れ
は
客
観
的
な
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
然
し
も
し
意
味
の
客
観
性
が
そ
れ
の
「
妥
当
性
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
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と
し
た
な
ら
ば
、
か
よ
う
な
客
観
的
な
意
味
が
経
験
科
学
の
対
象
と
な
り
得
な
い
こ
と
は
ウ
ェ
ー
バ
ー
自
身
の
云

っ
て
い
る
如
く
で
あ
ろ
う
。
い
な
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
云
う
よ
う
な
合
理
的
に
明
証
的
な
、
純
粋
に
知
的
に
透
明
な

意
味
聯
関
と
い
う
も
の
が
因
果
聯
関
の
ほ
か
に
な
お
意
味
聯
関
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
我
々
は
理
解
し
得
な
い
で

あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
理
想
型
は
、
彼
自
身
の
言
葉
に
従
え
ば
、
如
何
な
る
当
為
、
如
何
な
る
理
想

と
も
考
え
て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
の
よ
う
に
合
理
主
義
的
に
構
成
さ
れ
た
意
味
聯
関
は
い
わ
ゆ

る
「
当
為
の
必
然
性
」
の
如
き
も
の
で
あ
り
得
ず
、
そ
れ
故
に
因
果
聯
関
以
上
の
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
筈

で
あ
る
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
社
会
学
に
於
て
行
為
は
「
目
的
合
理
的
な
」（zw

eckrational

）
も
の
と
し
て
構
成
さ

れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
云
っ
て
い
る
。
然
る
に
こ
の
場
合
目
的
と
い
う
こ
と
が
当
為
ま
た
は
理
想
を
意
味
す
る
と
す
る

な
ら
ば
、
目
的
合
理
的
と
い
う
こ
と
は
当
為
必
然
的
、
理
性
必
然
的
と
い
う
こ
と
と
な
り
、
か
く
て
は
理
想
型
に

ウ
ェ
ー
バ
ー
の
意
図
と
は
反
し
て
規
範
的
意
味
を
負
わ
せ
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
に
目
的
合
理
的
と

い
う
こ
と
も
純
粋
に
方
法
論
的
な
こ
と
、
即
ち
行
為
の
把
捉
に
あ
た
り
そ
れ
の
含
む
一
定
の
方
面
も
し
く
は
要
素

を
「
思
想
に
於
て
高
昇
す
る
」
と
い
う
こ
と
以
外
を
意
味
す
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
我
々
は
既
に
こ

の
よ
う
な
高
昇
が
本
来
決
し
て
単
に
主
観
的
な
も
の
で
な
く
、
現
実
の
存
在
に
於
て
基
礎
を
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
こ

と
を
論
じ
て
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
い
う
よ
う
な
理
想
型
は
当
然
歴
史
的
範
疇
、
従
っ
て
社
会
的
範
疇
の
意
味
と
な
ら
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第
四　

社
会
科
学
の
方
法
論

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
述
べ
た
。

か
く
て
社
会
科
学
的
認
識
は
科
学
的
認
識
と
し
て
ど
こ
ま
で
も
因
果
的
認
識
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
れ
で
は
意
味
の
問
題
は
片
附
い
て
し
ま
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
事
態
は
そ
れ
ほ
ど
簡
単
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

意
味
の
問
題
を
除
く
と
し
て
も
、
な
お
因
果
性
と
弁
証
法
の
関
係
と
い
う
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ

ま
た
決
し
て
単
純
に
考
え
る
こ
と
を
許
さ
な
い
重
要
な
問
題
を
含
ん
で
い
る
。
こ
れ
ら
の
残
さ
れ
た
問
題
は
他
の

諸
問
題
と
共
に
他
日
の
論
究
に
譲
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
実
際
我
々
は
ま
だ
社
会
科
学
の
哲
学
的
考
察
に
於
け
る

門
口
に
立
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
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解
題

第
六
巻
後
記
（
筆
者
久
野
収
）
に
よ
る
と
、「
歴
史
哲
学
」
は
、
第
一
章
は
「
歴
史
の
概
念
―
歴
史
哲
學
の
一
章
」（『
哲

學
年
誌
』1931 

年
十
二
月
法
政
大
学
哲
學
会
篇
岩
波
書
店
発
行
）、
第
二
章
は
「
存
在
の
歴
史
性
」（『
思
想
』
第
一
一
五

号1931 

年
十
二
月
）
と
し
て
発
表
さ
れ
た
。
後
『
續
哲
学
叢
書
』（
岩
波
書
店
刊
）
の
一
冊
と
し
て1932 （
昭
和7

）
年

４
月
出
版
さ
れ
た
。
本
巻
の
底
本
は
、
単
行
本
と
し
て
発
行
さ
れ
た
『
歴
史
哲
学
』（
岩
波
書
店
刊1946

年
４
月
発
行
第

十
七
刷
戦
後
版
）
で
あ
る
。

『
社
会
科
学
概
論
』は
、岩
波
講
座『
哲
學
』と
し
て
二
分
冊
で
発
行
さ
れ
た
。
上
巻（
第
一
章
及
び
第
二
章
）1932 

年
四
月
、

下
巻
（
第
三
章
及
び
第
四
章
）1932 

年
八
月
。
た
だ
し
底
本
で
は
第
一
章
は
、
推
敲
さ
れ
て
『
哲
學
ノ
ー
ト
』
に
再
録
さ

れ
た
も
の
を
採
用
し
て
い
る
。
ま
た
、
第
二
章
「
社
会
科
学
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
」
は
著
者
た
ち
の
論
文
集
『
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
論
』（
昭
和
六
年
七
月
、
理
想
社
）
の
た
め
に
執
筆
さ
れ
た
も
の
を
加
筆
、
訂
正
し
、
第
六
節
を
新
し
く
追
加
し
た
も

の
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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解
題

『
社
会
科
学
槪
論
』
第
一
章
は
、
底
本
に
お
い
て
は
『
哲
學
ノ
ー
ト
』
所
収
の
原
文
を
収
録
し
て
い
る
。
以
下
に
、
初
出

の
岩
波
講
座
『
哲
學
』
第
一
（1932

年
）
と
の
異
同
を
底
本
後
記
か
ら
写
す
。
主
な
箇
所
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
の
は

３
箇
所
あ
る
。
付
け
加
え
ら
れ
た
文
章
を
青
で
示
し
、
削
除
さ
れ
た
文
は
［
＃
削
除
と
示
し
「
赤
字
」］
で
表
す
。
即
ち
青

字
部
分
を
無
視
し
、
赤
字
を
生
か
し
て
読
む
と
初
出
の
文
章
と
な
る
。<p...>

は
底
本
の
頁
を
示
す
。

［
＃
１
］

<p297>

我
々
は
い
は
ば
ド
ク
サ
の
中
へ
產
れ
落
ち
る
、
社
會
の
中
へ
產
れ
落
ち
る
と
き
人
間
は
同
時
に
種
々
の
ド
ク
サ
の
中

へ
產
れ
落
ち
る
の
で
あ
る
。
第
二
に
ド
ク
サ
は
或
る
斷
言 favsiV 

で
あ
る
。
こ
の
と
き
斷
言
と
い
ふ
の
は
、
否
定
に
對

立
す
る
肯
定
で
な
く
、
た
だ
單
な
る
肯
定
を
意
味
す
る
。
斷
言
と
い
つ
て
も
、
我
々
は
そ
れ
を
主
張
と
し
て
自
己
の
責

任
に
お
い
て
言
ふ
の
で
な
く
、
む
し
ろ
言
は
れ
て
ゐ
る
こ
と
の
中
に
お
い
て
我
々
も
一
緖
に
言
ふ
の
で
あ
る
。
リ
ッ
ケ

ル
ト
が
い
つ
た
や
う
に
、
判
斷
と
い
ふ
も
の
の
性
質
は
こ
れ
を
問
に
對
す
る
答
と
考
へ
る
と
よ
く
分
る
。
判
斷
は
か
や

う
な
も
の
と
し
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
い
ふ katavfasiV 
（
肯
定
）
も
し
く
は ajpovfasiV 

（
否
定
）
で
あ
る
。
し
か



四
六
〇

る
に
ド
ク
サ
は
單
な
る favsiV 

で
あ
る
。
科
學
の
命
題
は
判
斷
の
形
を
と
り
、
た
だ
單
な
る
肯
定
で
な
く
、
つ
ね
に
肯

定
と
否
定
と
の
對
立
を
含
み
、
そ
の
肯
定
は
つ
ね
に
否
定
に
對
す
る
肯
定
の
意
味
を
も
つ
て
ゐ
る
。［
＃
削
除
「
こ
の

こ
と
は
近
代
の
判
斷
論
に
於
て
詳
細
に
論
究
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。」］
從
つ
て
科
學
は
絕
え
ざ
る
問
の
う
ち
に
生
き

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ド
ク
サ
は
か
や
う
な katav- 

及
び ajpo- 

へ
の
分
化
對
立
を
含
ま
ぬ
單
純
な
、
直
接
的
な favsiV 

と
し
て
存
在
す
る
。
そ
こ
で
第
三
に
ド
ク
サ
は
本
來
の
意
味
に
お
い
て
眞
或
ひ
は
僞
と
し
て
の
論
理
的
性
格
を
具
へ
て

ゐ
な
い
と
い
は
れ
る
。

［
＃
２
］

<p309>

こ
の
や
う
な
悟
性
は
科
學
の
能
力
と
同
樣
の
も
の
、
或
ひ
は
同
一
の
仕
方
に
お
い
て
は
た
ら
く
も
の
と
は
考
へ
ら
れ

な
い
で
あ
ら
う
。
ギ
リ
シ
ア
の
哲
學
者
は
科
學
を
ロ
ゴ
ス
卽
ち
ヌ
ー
ス nou:V 

に
、
ド
ク
サ
を
こ
れ
と
は
異
る
デ
ィ
ア

ノ
イ
ア diavnoia 

に
屬
せ
し
め
た
。
い
づ
れ
に
し
て
も
こ
の
場
合
悟
性
は
い
は
ゆ
る M

enschenverstand 

と
し
て
全
く

現
實
的
に
、
具
體
的
に
捉
へ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
從
つ
て
ま
た
こ
の
と
き
判
斷
は
理
論
的
科
學
的
判
斷
と
は
區
別
さ
れ

て
、
日
常
的
な
意
味
で
い
ふ
判
斷
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
と
も
か
く
ド
ク
サ
は
或
る
悟
性
的
な
も
の
、
或
る
判

斷
的
な
も
の
を
含
む
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
れ
は
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
容
易
に
科
學
的
知
識
と
接
合
さ
れ
、
結
合
さ
れ
、
否



四
六
一

解
題

む
し
ろ
ド
グ
マ
化
さ
れ
る
可
能
性
を
有
す
る
と
見
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
に
反
し
て
ミ
ュ
ー
ス
は
も
と
或
る
直
觀
乃
至
表
象

と
結
び
附
い
て
ゐ
る
。
こ
の
や
う
な
直
觀
乃
至
表
象
は
そ
の
固
有
性
と
獨
自
性
に
お
い
て
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
ミ
ュ
ト
ス
は
元
來
思
惟
の
低
い
段
階
と
い
ふ
意
味
で
の
表
象
の
產
物
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
一
切
の
ミ
ュ
ト
ス
的

な
も
の
を
原
始
時
代
、
科
學
の
前
時
代
へ
追
放
す
る
こ
と
を
も
つ
て
始
ま
つ
た
コ
ン
ト
の
體
系
は
、
不
思
議
に
も
そ
れ

自
身
ひ
と
つ
の
ミ
ュ
ト
ス
的
宗
敎
的
上
構
建
築
を
も
つ
て
終
つ
た
の
で
あ
る
。
我
々
は
ジ
ィ
オ
ヴ
ァ
ン
ニ
・
パ
テ
ィ
ス

タ
・
ヴ
ィ
コ
が
デ
カ
ル
ト
の
合
理
主
義
的
哲
學
に
對
す
る
對
立
に
お
い
て
彼
の
「
新
科
學
」、
特
に
「
詩
的
知
慧
」
の

理
論
を
展
開
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
近
代
の
神
話
學
に
基
礎
を
据
ゑ
た
こ
と
を
知
つ
て
ゐ
る
。
根
源
的
に
い
ふ
と
、
ミ
ュ

ト
ス
は
思
惟
を
そ
の
高
い<p310>
段
階
と
し
て
有
す
る
ロ
ゴ
ス
的
意
識
の
一
形
態
と
し
て
の
表
象
か
ら
生
れ
る
も
の

で
は
な
い
。
ミ
ュ
ト
ス
の
根
源
は
む
し
ろ
パ
ト
ス
で
あ
る
。
ミ
ュ
ト
ス
的
表
象
の
裏
に
は
パ
ト
ス
が
は
た
ら
き
、
そ
の

表
象
は
パ
ト
ス
に
よ
つ
て
喚
び
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

尤
も
ド
ク
サ
が
ド
グ
マ
に
ま
で
發
展
さ
せ
ら
れ
る
や
う
に
、
ミ
ュ
ト
ス
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
ま
で
轉
化
さ
れ
る
。

［
＃
３
］

<p313>

こ
れ
は
現
實
に
お
い
て
自
然
必
然
的
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
ま
た
こ
の
や
う
な
自
然
必
然
性
を
自
覺
的
に
、
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方
法
的
に
統
制
す
る
と
こ
ろ
に
科
學
は
存
在
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
る
に
い
づ
れ
の
社
會
に
も
元
來
均
衡
と
矛
盾

と
の
二
つ
の
傾
向
が
共
に
含
ま
れ
る
と
す
れ
ば
、
社
會
科
學
は
兩
者
を
同
時
に
、
正
し
い
關
係
に
お
い
て
、
統
一
的
に

把
握
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
科
學
と
し
て
成
立
す
る
と
い
は
れ
よ
う
。
そ
し
て
こ
れ
は
社
會
科
學
に
と
つ
て
辯
證
法
の
嚴

格
で
妥
當
な
適
用
に
よ
つ
て
可
能
で
あ
る
と
思
は
れ
る
。
辯
證
法
に
よ
つ
て
の
み
社
會
科
學
は
ド
グ
マ
に
も
ユ
ー
ト
ピ

ア
に
も
陷
る
こ
と
な
し
に
、
し
か
も
科
學
と
し
て
ド
ク
サ
的
意
識
と
ミ
ュ
ト
ス
的
意
識
と
を
自
己
に
止
揚
し
得
る
で
あ

ら
う
。［
＃
削
除
「
然
る
に
我
々
は
社
會
科
學
の
こ
の
よ
う
な
方
法
論
の
問
題
に
這
入
る
に
あ
た
り
特
殊
な
道
を
と
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
ふ
。
卽
ち
我
々
は
先
づ
ド
ク
サ
、
ミ
ュ
ト
ス
及
び
ロ
ゴ
ス
の
三
者
が
共
通
に
そ
れ
で
あ
る
と

こ
ろ
の
も
の
の
硏
究
か
ら
出
發
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ロ
ゴ
ス
は
他
の
二
つ
の
も
の
か
ら

具
體
的
に
區
別
さ
れ
る
こ
と
が
出
來
、
ド
グ
マ
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
に
対
し
て
社
會
科
学
の
性
質
が
現
實
的
に
規
定
さ
れ

る
こ
と
が
出
來
る
。」］
ド
ク
サ
も
ミ
ュ
ト
ス
も
元
來
社
會
的
な
も
の
で
あ
つ
た
。
從
つ
て
そ
れ
ら
は
普
通
に
個
人
の
名

を
も
つ
て
呼
ば
れ
る
こ
と
な
く
、
或
る
一
定
の
社
會
集
團
の
名
を
も
つ
て
稱
せ
ら
れ
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
こ
の
點

に
お
い
て
ロ
ゴ
ス
は
ド
ク
サ
と
ミ
ュ
ト
ス
と
に
對
し
外
見
上
す
で
に
對
照
を
な
し
て
ゐ
る
や
う
に
見
え
る
。
社
會
科
學

は
、
た
と
へ
ば
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
經
濟
學
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
政
治
學
說
、
フ
ン
ボ
ル
ト
の
言
語
學
な
ど
と
い
ふ

や
う
に
個
人
の
名
に
結
び
附
け
て
稱
せ
ら
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
こ
れ
は
自
然
科
學
に
お
い
て
或
る
法
則
が
一
定
の

個
人
の
名
を
冠
し
て
ゐ
る
の
と
は
別
の
意
味
と
重
要
性
と
を
有
す
る
で
あ
ら
う
。
し
か
し
そ
れ
だ
か
ら
と
い
つ
て
、
社
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會
科
學
が
全
く
個
人
的
な
も
の
に
過
ぎ
ぬ
と
は
考
へ
ら
れ
な
い
。
マ
ル
ク
ス
主
義
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
科
學
で
あ

る
と
い
ふ
や
う
に
い
は
れ
る
。
ま
た
我
々
は
多
く
の<p314>

場
合
に
或
る
社
會
科
學
的
知
識
の
內
容
が
轉
態
し
て
ド

グ
マ
、
も
し
く
は
ミ
ュ
ト
ス
乃
至
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
し
て
存
在
す
る
に
至
る
の
を
見
る
の
で
あ
る
。
か
や
う
な
こ
と
が
可

能
で
あ
る
の
は
、
根
源
的
に
は
、
科
學
と
結
び
附
く
と
思
は
れ
る
個
人
的
主
體
が
自
己
の
う
ち
に
す
で
に
社
會
的
規
定

を
含
む
か
ら
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
人
間
は
そ
の
最
も
根
本
的
な
規
定
に
お
い
て
中
間
者
で
あ
る
。
し
か
も
こ
れ
は
社

會
に
對
す
る
關
係
に
お
い
て
も
ま
た
さ
う
で
あ
る
、
言
ひ
換
へ
る
と
、
人
間
は
社
會
と
個
人
と
の
辯
證
法
的
中
間
者
で

あ
る
。
人
間
す
な
は
ち
個
人
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
や
う
な
い
は
ゆ
る
個
人
主
義
的
見
解
は
も
と
よ
り
抽
象
的
で

あ
る
。
し
か
し
ま
た
人
間
す
な
は
ち
社
會
で
あ
る
の
で
も
な
い
。
そ
の
や
う
な
い
は
ゆ
る
普
遍
主
義
的
見
解
も
非
現
實

的
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
個
人
と
社
會
と
の
關
係
を
た
だ
有
機
的
に
考
へ
る
と
い
ふ
こ
と
も
あ
ま
り
に
觀
念
的
で
あ
る
。

そ
の
や
う
な
有
機
體
說
的
見
方
は
結
局
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
の
如
く
、
そ
こ
で
は
全
體
が
特
殊
を
吸
ひ
込
ん
で
し
ま

つ
て
個
人
の
社
會
に
對
す
る
獨
自
性
が
認
め
ら
れ
ず
、
普
遍
主
義
的
歸
結
に
陷
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ら
う
。
人
間

は
そ
の
全
き
現
實
性
に
お
い
て
個
人
と
社
會
と
の
辯
證
法
的
中
間
者
で
あ
る
。
社
會
科
學
者
は
か
や
う
な
中
間
者
と
し

て
、
從
つ
て
社
會
に
對
す
る
內
在
と
共
に
超
越
の
關
係
に
お
い
て
、
自
己
を
自
覺
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
意
味

に
お
け
る
辯
證
法
的
自
覺
は
社
會
科
學
が
科
學
と
し
て
成
立
す
べ
き
立
場
で
あ
る
や
う
に
思
は
れ
る
。

と
こ
ろ
で
更
に
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
ド
ク
サ
と
ミ
ュ
ト
ス
と
は
或
る
一
定
の
歷
史
的
時
代
に
お
け
る
或
る
一
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定
の
社
會
集
團
の
つ
な
が
り
を
離
れ
て
は
考
へ
ら
れ
ず
、
こ
れ
に
對
し
て
社
會
科
學
は
、
集
團
よ
り
も
む
し

ろ
個
人
の
名
を
も
つ
て
、
或
ひ
は
マ
ル
ク
ス
主
義
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
科
學
で
あ
る
と
い
ふ
場
合
の
や
う
に
個
人

と
集
團
と
を
一
緖
に
し
て
呼
ば
れ
る
に
し
て
も
、
前
の
二
者
と
後
者
と
に
共
通
な
こ
と
は
、
そ
れ
ら
が
普
通
に
何
等
か

の
主
體
的
な
名
を
も
つ
て
稱
せ
ら
れ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
ら
う
。
卽
ち
そ
れ
ら
す
べ
て
に
と
つ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
主

體
は
內
面
的
な
必
然
的
な
聯
關
に
立
ち
、
い
は
ば
構
成
的
な
意
味
を
有
す
る
も
の
の
如
く
見
え
る
。［
＃
削
除
「
し
か

も
こ
の
主
體
は
科
學
に
あ
っ
て
も
唯
單
に
個
人
的
な
の
で
は
な
い
。
我
々
は
甚
だ
多
く
の
場
合
に
或
る
科
學
的
知
識
の

內
容
が
轉
態
し
て
ド
ク
サ
或
は
ま
た
ミ
ュ
ト
ス
と
し
て
存
在
す
る
に
至
る
と
い
う
こ
と
を
見
る
。
こ
の
こ
と
が
可
能
で

あ
る
の
は
、
根
源
的
に
は
、
科
學
と
結
び
つ
く
と
思
わ
れ
る
個
人
的
主
觀
が
み
ず
か
ら
の
う
ち
に
旣
に
或
る
社
會
的
規

定
を
含
ん
で
ゐ
る
か
ら
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。」］
か
く
の
如
き
主
體
的
規
定
性
を
含
む
知
識
を
ひ
と
は
今
日
一
般
に
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
と
稱
し
て
ゐ
る
。［
＃
削
除
「
そ
こ
で
ド
グ
マ
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
、
科
學
を
共
通
に
言
ひ
表
は
す
も
の
は
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
な
る
名
稱
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
は
本
來
社
會
的
な
も
の
を
い
ふ
。
そ
れ
は
單
に
主
體
に

規
定
さ
れ
て
ゐ
る
ば
か
り
で
な
く
、
こ
の
主
體
が
社
會
的
に
規
定
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
と
し
て
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
な
の
で
あ

る
。
我
々
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
問
題
を
論
究
す
る
こ
と
を
通
じ
て
社
會
科
學
そ
の
も
の
の
問
題
へ
進
ま
う
と
思
ふ
。」］

人
間
の
意
識
は
客
體
に
よ
つ
て
限
定
さ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
主
體
的
に
規
定
さ
れ
て
ゐ
る
。
客
體
的
に
限
定
さ

れ
る
限
り
に
お
け
る
意
識
を
ロ
ゴ
ス
的
意
識
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
主
體
的
に
規
定
さ
れ
る
限
り
に
お
け
る
意
識
は
パ
ト
ス
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題

的
意
識
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ロ
ゴ
ス
的
意
識
は
そ
の
優
越
な
も
の
に
從
つ
て
イ
デ
ー
と
名
附
け
ら
れ
て
も
よ

い
。
さ
う
す
る
と
き
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
い
ふ
も
の
と
イ
デ
ー
と
を
區
別
し
て
考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
限
り
、
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
は
單
に
ロ
ゴ
ス
的
意
識
の
形
態
で
は
な
く
、
こ
の
も
の
が
そ
の
根
柢
に
お
い
て
パ
ト
ス
的
意
識
に
よ
つ
て
規
定
さ
れ

て
ゐ
る
こ
と
を
現
は
す
べ
き
で
あ
ら
う
。
も
と
よ
り
主
體
は
客
體
に
對
し
て
た
だ
超
越
的
で
な
く
、
前
者
は
後
者
に
よ

つ
て
規
定
さ
れ
る
方
面
が
あ
り
、
從
つ
て
パ
ト
ス
的
意
識
の
う
ち
に
は
主
體
が
自
己
を
根
源
的
に
表
出
す
る
ば
か
り
で

な
く
更
に
客
體
の
主
體
に
對
す
る
意
味
が
表
現
さ
れ
る
。
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