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特
集
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ヘ
ー
グ
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方
法
と
体
系

寺

沢

恒

信

「
弁
証
法
の
現
代
的
意
義
」
と
い
う
の
が
特
集
テ
ー
マ
で
あ
る
が
、
わ
た
し
は
一
般
的
に
い
っ
て

「○
○
の
現
代
的
意
義
」
と
い
う
テ

ー
マ
が
に
が
て
で
あ
る
。

「
現
代
的
意
義
」
と
い
う
場
合
の

「
現
代
」
と
は
、
こ
こ
二
―
三
年
の
こ
と
を
い
う
の
か
、
十
１
二
十
年
く
ら

い
の
こ
と
を
い
う
の
か
、
そ
れ
と
も
最
近
の
五
十
１
百
年
く
ら
い
の
こ
と
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
現
代
」
と
は
あ
い
ま
い
な
こ
と
ば

で
あ
る
。
現
代
の
イ
ン
タ
ヴ
ァ
ル
を
ど
れ
く
ら
い
と
考
え
る
の
が
適
切
か
は
、
現
代
的
意
義
が
問
わ
れ
て
い
る
当
の
も
の
と
の
関
連
で
決

定
さ
れ
る
べ
き
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
わ
た
し
の
当
面
の
テ
ー
マ
は

「
ヘ
ー
グ
ル
の
弁
証
法
の
現
代
的
意
義
」

に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
の

「
現
代
」
と
は
そ
も
そ
も
い
か
な
る
期
間
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

わ
た
し
が
最
初
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
に
魅
力
を
感
じ
た
の
は
高
等
学
校
の
生
徒
だ
っ
た
と
き
の
こ
と
で
あ
る
が
、　
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
と

り
わ
け
そ
の
論
理
学
を
勉
強
し
て
い
く
ら
か
で
も
そ
れ
を
理
解
す
る
よ
う
に
な
り
、　
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
を
自
分
の
中
心
的
な
研
究
の
テ

ー
マ
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
大
学
に
入
学
し
て
哲
学
を
専
攻
す
る
よ
う
に
な

っ
て
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
か
れ
こ
れ
五
十
年
に



な
る
が
、
わ
た
し
個
人
に
関
し
て
い
え
ば
、
そ
の
間
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
学

・
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
が
も
つ
意
義
は
変

っ
て
い
な
い
。
ほ

ぼ
五
十
年
ま
え
に
十
代
の
青
年
だ
っ
た
わ
た
し
に
と

っ
て
、　
ヘ
ー
グ
ル
の
論
理
学
は
も

っ
と
も
哲
学
ら
し
い
哲
学
だ
と
思
わ
れ
た
の
で
あ

る
が
、
今
日
七
十
歳
に
手
の
と
ど
く
老
年
の
わ
た
し
は
、
相
変
ら
ず

ヘ
ー
グ
ル
の
論
理
学
が
も

っ
と
も
哲
学
ら
し
い
哲
学
だ
と
思

っ
て
い

る
。
も

っ
と
も
こ
の

「
哲
学
ら
し
い
哲
学
」
と
い
う
こ
と
ば
が
何
を
意
味
す
る
か
は
い
さ
さ
か
説
明
を
要
す
る
の
で
、
そ
れ
は
の
ち
に
述

べ
る
が
、
と
に
か
く
こ
こ
で
言
い
た
い
こ
と
は
、　
ヘ
ー
グ
ル
の
論
理
学

・
ヘ
ー
グ
ル
の
弁
証
法
が
わ
た
し
個
人
に
た
い
し
て
も
つ
意
義
は

最
近
の
五
十
年
間
に
変
ら
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
言
い
た
い
こ
と
は
、　
ヘ
ー
グ
ル
の
論
理
学
の
も
つ
意
義
が
こ
の
よ
う
に
変
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
を
凡
度
に
し
て
い
さ

さ
か
恐
縮
で
あ
る
が
、
わ
た
し
個
人
が
変
な
奴
だ
か
ら
た
ま
た
ま
そ
う
な
っ
た
の
で
は
な
く
て
、
当
然
な
こ
と

。
正
当
な
こ
と

で
あ

ろ

う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
な
ん
ら
か
の
古
典
哲
学
が
現
代
的
意
義
を
も
つ
の
は
、
そ
れ
が
永
遠
の
意
義
を
も
つ
か
ら

で
あ

る
、
と
わ
た
し
は
考
え
る
。

「永
遠
の
意
義
」
と
い
う
こ
と
ば
が
い
さ
さ
か
お
お
げ
さ
す
ぎ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は

「
お
よ
そ
哲
学
と
い
う

も
の
が
問
題
に
な
る
か
ぎ
り
は
存
続
す
る
意
義
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
注
釈
し
て
お
こ
う
。
お
よ
そ
古
典
哲
学
と
い
う
も
の
は
、
そ
う

し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
こ
そ

「
古
典
」
哲
学
な
の
で
あ
り
、
そ
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
と
り
わ
け
そ
の
論
理
学
は
そ
う
し
た
意
味
で
古
典

哲
学
で
あ
る
、
と
わ
た
し
は
考
え
て
い
る
。

さ
て
、　
ヘ
ー
グ
ル
の
論
理
学
は
古
典
哲
学
で
あ
り
、
そ
れ
は
永
遠
の
意
義
を
も
つ
が
ゆ
え
に
ま
た
現
代
的
意
義
を
も
つ
の
で
あ

っ
て
み

れ
ば
、

「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
の
現
代
的
意
義
」
と
い
う
場
合
の

「現
代
」
が
い
か
な
る
期
間
を
意
味
す
る
か
と
問
う
こ
と
は
、
も
は
や

無
意
味
で
あ
ろ
う
。
も
し
も

ヘ
ー
グ
ル
の
論
理
学
が

「
死
ん
だ
犬
」
と
し
て
哲
学
界
に
お
い
て
ま
っ
た
く
か
え
り
み
ら
れ
な
い
と
い
う
こ

と
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
の
時
期
の
哲
学
が
哲
学
の
本
来
の
道
か
ら
逸
脱
し
た
か
ら
で
あ
り
、
過
去
に
お
い
て
も
将
来
に
お
い
て

も
、
哲
学
が
そ
の
本
来
の
道
を
歩
ん
で
い
る
限
り
、　
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
学

・
ヘ
ー
グ
ル
の
弁
証
法
は
そ
の
時
代
に
お
い
て
意
義
を
も
つ
、
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と
わ
た
し
は
考
え
て
い
る
。

そ
う
で
あ

っ
て
み
れ
ば
、　
ヘ
ー
グ
ル
の
弁
証
法
に
つ
い
て

「
そ
の
現
代
的
意
義
は
何
か
」
と
問
う
の
で
は
な
く
て
、

「
そ
の
永
遠
の
意

義
は
何
か
」
と
問
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
に
も

「
弁
証
法
の
現
代
的
意
義
」
と
い
う
特
集
テ
ー
マ
に
文
句
を
つ
け
る
つ
も
り
は
な
い
が
、

ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
に
関
し
て
述
べ
る
こ
の
小
論
に
関
す
る
限
り
、
そ
の
現
代
的
意
義
を
論
ず
る
こ
と
は
そ
の
永
遠
の
意
義
を
論
ず
る
こ

と
に
帰
着
す
る
、
と
い
う
見
解
の
も
と
に
執
筆
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
お
こ
と
わ
り
し
て
お
く
次
第
で
あ
る
。

一

わ
た
し
は
前
文
で

「
ヘ
ー
グ
ル
の
論
理
学

・
ヘ
ー
グ
ル
の
弁
証
法
」
と
書
い
た
。
簡
単
に
そ
う
書
い
た
の
で
は
あ
る
が
、
こ
の
二
つ
の

表
現
に
は
微
妙
な
ち
が
い
が
あ
る
。
ま
ず

「
ヘ
ー
グ
ル
の
論
理
学
」
と
い
う
場
合
に
、
な
に
よ
り
も
ま
ず

ヘ
ー
グ
ル
の
著

書

『大

論

理

学
』
が
念
頭
に
う
か
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
こ
の
著
書
だ
け
で
な
く
、
論
理
学
に
関
す
る
ヘ
ー
グ
ル
の

そ
の
他
の
著
書
や
講
義
草
案
な
ど
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
含
め
て
わ
た
し
は
こ
の
こ
と
ば
を
使

っ
て
い
る
。
他
方
弁
証
法
は
、　
ヘ
ー

ゲ
ル
の
哲
学
全
体
の
方
法
で
あ
り
、
し
た
が

っ
て
ま
た
彼
の
論
理
学
の
方
法
で
あ
る
。
だ
が
同
時
に
そ
れ
は
、
彼
の
論
理
学
に
お
い
て
体

系
的
に
叙
述
さ
れ
て
お
り
、
彼
の
論
理
学
の
対
象
で
も
あ
る
。

『大
論
理
学
』
と
い
う
著
書
は
、
弁
証
法
と
い
う
対
象
を
弁
証
法
的
な
方

法
に
よ
っ
て
体
系
的
に
叙
述
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
、
す
な
わ
ち
弁
証
法
が
対
象
に
し
て
か
つ
方
法
で
あ
り
、
方
法
に
し
て
か
つ

体
系
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
か
か
わ
る
諸
問
題
を
解
明
し
よ
う
と
い
う
の
が
こ
の
小
論
の
目
的
で
あ
る
が
、
ま
ず

ヘ
ー
グ
ル
の
弁
証
法

を
唯
物
論
的
に
改
作
す
る
と
い
う
立
場
に
た
つ
マ
ル
ク
ス
主
義
哲
学
が
弁
証
法
を
ど
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
簡

単

に
述

べ
、
そ
れ
で
は
そ
も
そ
も

ヘ
ー
ゲ
ル
に
と

っ
て
弁
証
法
と
は
何
で
あ

っ
た
の
か
、
と
い
う
問
題
か
ら
検
討
を
は
じ
め
よ
う
。



エ
ン
グ
ル
ス
は

『
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
論
』
の
第
四
章
で
、
マ
ル
ク
ス
が
ヘ
ー
グ
ル
の
観
念
論
か
ら
唯
物
論
へ
と
帰

っ
た
と
い
う
こ
と

を
述
べ
た
の
ち
に
、　
フ
」
れ
に
よ
っ
て
、
弁
証
法
は
、
運
動
の
一
般
的
法
則
の
科
学
、
つ
ま
り
外
部
の
世
界
な
ら
び
に
人
間
の
思
考
の
、

両
運
動
の
一
般
的
法
則
の
科
学
に
ひ
き
も
ど
さ
れ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
を
典
拠
に
し
て
マ
ル
ク
ス
主
義
哲
学
に
関
す
る
書
物
で
、

「弁
証
法
と
は
運
動
の
一
般
的
法
則
の
科
学
で
あ
る
」
あ
る
い
は
よ
り
簡
単
に

「弁
証
法
は
発
展
の
理
論
で
あ
る
」
と
規
定
し
て
い
る
も

の
が
あ
る
。
発
展
の
理
論
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
た
し
か
に
弁
証
法
の
重
要
な
側
面
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
こ
と
を
い
っ
た
だ
け
で
は

弁
証
法
の
規
定
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
ろ
う
。
ま
た
エ
ン
グ
ル
ス
は

『自
然
の
弁
証
法
』
で
は

「
全
体
的
連
関
に
か
ん
す
る
科
学
と
し
て

の
弁
証
法
」
と
書
い
て
い
る
。
さ
き
の
箇
所
と
こ
の
箇
所
と
を
典
拠
と
し
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
哲
学
に
関
す
る
書
物
に
は

「弁
証
法
は
連

関
と
発
展
と
に
関
す
る
理
論
で
あ
る
」
と
規
定
す
る
も
の
が
多
い
。
こ
の
規
定
は
ま
え
の
規
定
よ
り
も
ま
し
で
あ
る
が
、
は
た
し
て
こ
れ

で
弁
証
法
の
十
分
な
規
定
に
な

っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
こ
の
規
定
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
に
関
し
て
も
そ
の
規
定
と
し
て
あ
て
は

ま
る
で
あ
ろ
う
か
。
い
っ
た
い
ヘ
ー
グ
ル
に
と

っ
て
弁
証
法
と
は
何
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
も
そ
も
ヘ
ー
グ
ル
に
と

っ
て
は
弁
証
法
が
最
初
か
ら
研
究
対
象
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
し
、
論
理
学
が
主
要
な

関
心
の
対
象
に
な

っ
て
い
た
の
で
も
な
か
っ
た
。
ま
た
ヘ
ー
グ
ル
は
体
系
的
な
哲
学
を
つ
く

つ
た
代
表
的
な
人
物
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る

け
れ
ど
も
、
最
初
か
ら
哲
学
体
系
を
つ
く
る
こ
と
に
興
味
を
示
し
た
哲
学
者
で
も
な
か
っ
た
。
ま
ず
体
系
へ
の
関
心
と
い
う
問
題
か
ら
検

討
を
は
じ
め
よ
う
。

十
八
世
紀
末
の
ド
イ
ツ
で
哲
学
を

一
つ
の
統

一
の
あ
る
体
系
と
し
て
叙
述
す
べ
き
こ
と
を
最
初
に
強
く
主
張
し
た
の
は
フ
ィ
ヒ
テ
で
あ

り
、
彼
は
そ
の
考
え
を

一
七
九
三
年
に
執
筆
さ
れ
、　
一
七
九
四
年
に

『
一
般
文
学
新
聞
』
に
匿
名
で
発
表
さ
れ
た

『
エ
ネ
ジ
デ
ム
ス
、
あ

る
い
は
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
教
授
に
よ
っ
て
イ
ェ
ナ
で
講
義
さ
れ
た
根
元
哲
学
の
基
礎
に
つ
い
て
の
書
評
』
で
は
じ
め
て
述
べ
た
。
そ
の
頃
フ

ィ
ヒ
テ
は
イ
ェ
ナ
大
学
に
ま
ね
か
れ
る
こ
と
が
き
ま

っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
彼
は
そ
の
こ
と
を
考
慮
し
て

『知
識
学
の
概
念
、
ま
た
は
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い
わ
ゆ
る
哲
学
の
概
念
に
つ
い
て
』
を
い
そ
い
で
執
筆
し
、
こ
れ
は
彼
の
イ
ェ
ナ
ヘ
の
着
任

（
五
月
十
八
日
）
に
さ
き
だ

っ
て
イ
ェ
ナ
で

出
版
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
フ
ィ
ヒ
テ
の
提
唱
に
呼
応
し
て
シ
ェ
リ
ン
グ
が
出
版
し
た

『
哲
学

一
般
の
ひ
と
つ
の
形
式
の
可
能
性
に
つ

い
て
』
は
、
日
付
は
一
七
九
四
年
九
月
九
日
と
な

っ
て
お
り
、
同
年
の
夏
に
執
筆
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
の
提
唱
に
対
す

る
シ
ェ
リ
ン
グ
の
反
応
は
お
ど
ろ
く
ば
か
り
に
早
い
。
だ
が

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、　
一
七
九
五
年
二
月
に
シ
ェ
リ
ン
グ
自
身
か
ら
彼
の
本
の
寄
贈

を
う
け
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
う
し
た
体
系
熱
と
で
も
い
う
べ
き
動
き
に
対
し
て
ほ
と
ん
ど
ま

っ
た
く
関
心
を
示
さ
な
か
っ
た
。

ヘ
ー
ゲ
ル
が
哲
学
を
体
系
的
に
叙
述
す
る
こ
と
に
か
か
わ
る
の
は
よ
う
や
く

一
八
〇
〇
年
に
な
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
点
に
関
し
て
は
一
つ
の
問
題
が
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
の
筆
跡
に
よ
っ
て

一
七
九
六
年
ま
た
は
九
七
年
に
書
か
れ
た
と
推
定
さ
れ
て
お

り
、

『
ド
イ
ツ
観
念
論
の
最
古
の
体
系
計
画
』
と
よ
び
な
ら
わ
さ
れ
て
い
る
文
書
が
あ
る
。
こ
の
文
書
の
最
初
の
紹
介
者
は
ロ
ー
ゼ
ン
ツ

プ
ァ
イ
ク
で
あ

っ
て
、
彼
は
こ
の
文
書
の
体
裁

（書
き
直
し
の
有
無
、
な
ど
）
お
よ
び
内
容
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
は
そ
の
著
者
た
る
に
ふ
さ
わ

し
く
な
く
、
原
作
者
は
シ
ェ
リ
ン
グ
で
あ
り
、　
ヘ
ー
グ
ル
は
そ
れ
を
書
き
写
し
た
の
だ
と
推
定
し
た
。
そ
の
後
こ
の
文
書
の
原
作
者
に
関

し
て
は
シ
ェ
リ
ン
グ
説
の
は
か
に
ヘ
ー
グ
ル
説
、　
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
説
が
と
な
え
ら
れ
て
論
争
が
お
こ
な
わ
れ
た
が
、　
一
九
六
九
年
に
ペ
ゲ

ラ
ー
が

ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
が
原
作
者
で
あ
る
と
主
張
し
て
以
来
、
そ
の
権
威
に
お
さ
れ
て
今
日
で
は
こ
の
説
を
支
持
す
る
人
が
多
い
。
し
か

し
わ
た
し
は
い
く
つ
か
の
理
由
に
よ
っ
て
こ
の
説
に
反
対
な
の
で
あ

っ
て
、
こ
の
文
書
の
原
作
者
は
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
だ
と
考
え
て
い
る
。

残
念
な
が
ら
こ
の
問
題
に
こ
こ
で
は
深
く
た
ち
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
も
し
も
こ
の
文
書
の
原
作
者
が
ヘ
ー
グ
ル
自
身
で
あ
れ
ば
、

彼
が
す
で
に
一
七
九
六
―
九
七
年
に
哲
学
体
系
を
つ
く
る
こ
と
に
強
い
関
心
を
も

っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
が
、
そ
う
で
は
な
い
と
考
え
る

か
ら
、　
ヘ
ー
ゲ
ル
が
哲
学
を
体
系
的
に
叙
述
す
る
こ
と
に
関
心
を
も
つ
の
は

一
八
〇
〇
年
に
な
っ
て
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

さ
て
な
ぜ

一
八
〇
〇
年
か
と
い
え
ば
、
周
知
の
よ
う
に

『
一
八
〇
〇
年
の
体
系
断
片
』
と
よ
び
な
ら
わ
さ
れ
て
い
る
文
書
が
存
在
し
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
現
存
し
て
い
る
も
の
は
ニ
ボ
ー
ゲ
ン
の
手
稿
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
な
に
か
大
き
な
手
稿
の
一
部
で
あ
る
と



思
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
ペ
ー
ジ
づ
け
か
ら
推
定
す
る
と
、
全
体
で
五
十

一
ボ
ー
ダ
ン
あ

つ
た
も
の
の
う
ち
の
第
三
十
四
番

目
と
最
後
の
ボ
ー
ゲ
ン
が
保
存
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ

っ
て
、
後
者
の
末
尾
に
一
八
〇
〇
年
九
月

一
四
日
と

い
う
日
付
が
記
入
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が

『体
系
断
片
』
と
よ
ば
れ
る
の
は
、　
一
八
〇
〇
年

一
一
月
二
日
付
の
シ
ェ
リ
ン
グ
に
あ
て
た
手

紙
で
ヘ
ー
ゲ
ル
が

「
わ
た
し
は
反
省
に
よ
っ
て
青
年
時
代
の
理
想
を
体
系
に
ま
で
仕
上
げ
た
」
と
い
っ
て
お
り
、
両
者
の
日
付
と
、
ほ
か

に
該
当
す
る
も
の
が
み
い
だ
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
手
紙
で
い
う
と
こ
ろ
の

「体
系
」
と
は
現
存
す
る
ニ
ボ
ー
ゲ
ン
を
そ
の
部
分
と
し
て

含
む
と
こ
ろ
の
大
部
の
手
稿
を
さ
す
の
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
推
定
は
お
そ
ら
く
ま
ち
が

つ
て
は
い
な
い
と

思
う
が
、
現
存
す
る
ニ
ボ
ー
ダ
ン
が
た
し
か
に

「体
系
」
の
断
片
だ
と
い
う
証
拠
は
な
い
。

と
こ
ろ
が
金
子
武
蔵
氏
は
最
近
の
論
文

『
ヘ
ー
グ
ル
の
初
つ
講
義
を
め
ぐ

っ
て
』

（
『
日
本
学
士
院
紀
要
』
第
四
十

一
巻
第

一
号
、
昭

和
六
十
年
十
二
月
二
十
七
日
）
で
、
現
存
す
る
ニ
ボ
ー
ゲ
ン
か
ら
全
体
の
体
系
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
か
を
推
定
す
る
と
い
う
大

胆
な
試
み
を
し
て
お
ら
れ
る
。
金
子
氏
の
所
説
は
は
な
は
だ
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
が
、
な
に
ぶ
ん
に
も
前
記
の
ペ
ー
ジ
づ
け
に
よ
る
計

算
が
あ
た
っ
て
い
る
と
前
提
す
れ
ば
、
わ
ず
か
に
四
パ
ー
セ
ン
ト
位
の
残
存
物
か
ら
そ
の
全
体
を
推
定
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、

金
子
氏
自
身
が
認
め
て

お
ら
れ
る
よ
う
に

「
仮
説
以
上
の
も
の
で
は
な
い
」
。
さ
ら
に
金
子
氏
は
前
記
の

『
ド
イ
ツ
観
念
論
の
最
古
の
体

系
計
画
』
の
原
作
者
を
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
で
あ
る
と
す
る
ペ
ッ
グ
ラ
ー
の
説
を
採
用
し
て
お
ら
れ
、　
一
八
〇
〇
年
の
体
系
を

『体
系
計
画
』

の
実
施
と
み
る
立
場
に
た
っ
て
考
え
て
お
ら
れ
る
の
で
、

『体
系
計
画
』
の
原
作
者
に
関
し
て
見
解
の
ち
が
う
わ
た
し
と
し
て
は
に
わ
か

に
賛
成
し
が
た
い
も
の
が
あ
る
。
と
は
い
え
金
子
氏
の
所
説
を
全
面
的
に
否
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。

『体
系
計
画
』
の
原
作

者
が
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
で
あ
る
に
せ
よ
ヘ
ー
グ
ル
で
あ
る
に
せ
よ
、　
ヘ
ー
ゲ
ル
が
ベ
ル
ン
か
ら
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
に
移

っ
て
の
ち
間

も

な

く
、　
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
、　
ヘ
ー
ゲ
ル
、
ジ
ン
ク
レ
ー
ル
な
ど
を
中
心
と
し
て

「
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ル
ト
＝
ホ
ン
ブ
ル
ク
　
グ
ル
ー
プ
」
と
で
も

い
う
べ
き
仲
間
が
形
成
さ
れ
、
こ
の
文
書
は
こ
の
グ
ル
ー
プ
の
一
種
の
共
同
宣
言
ま
た
は
趣
意
書
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
起
章
さ
れ
た
の

14
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だ
と
い
う
こ
と

（ド
イ
ツ
で
何
人
も
の
人
に
よ
っ
て
と
な
え
ら
れ
て
お
り
、
金
子
氏
も
採
用
し
て
お
ら
れ
る
見
解
）
は
ほ
ぼ
ま
ち
が
い
な

か
ろ
う
と
思
う
の
で
あ

っ
て
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
こ
の

『体
系
計
画
』
の
原
作
者
が

ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
だ
と
し
て
も
、　
一
八
〇
〇
年
に
ヘ
ー

グ
ル
が

「青
年
時
代
の
理
想
を
体
系
に
ま
で
仕
上
げ
」
よ
う
と
し
た
と
き
に
、
こ
の

『体
系
計
画
』
が
少
な
か
ら
ず
彼
を
導
い
た
で
あ
ろ

う
こ
と
は
想
像
に
か
た
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
金
子
氏
の
所
説
に
全
面
的
に
賛
成
し
が
た
い
の
は
、　
一
八

〇
〇
年
に
ヘ
ー
ゲ
ル
が
体
系
を
仕
上
げ
よ
う
と
し
た
の
に
は
、

『体
系
計
画
』
の
実
施
と
い
う
こ
と
と
は
ち
が

っ
た
、
も
う

一
つ
別
の
動

機
が
あ

っ
た
、
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

も
し
も

ヘ
ー
グ
ル
自
身
が
こ
れ
を
実
施
し
よ
う
と
い
う
意
図
を
も

っ
て

『体
系
計
画
』
を
書
い
た
の
だ
と
し
た
ら
、
書
い
て
の
ち
た
だ

ち
に
そ
の
実
現
の
た
め
の
作
業
に
と
り
か
か
る
は
ず
で
あ
る
の
に
、
約
四
年
間
が
経
過
し
た
の
ち
に
は
じ
め
て
体
系
を
仕
上
げ
る
こ
と
に

関
心
を
示
す
の
は
お
か
し
い
で
は
な
い
か
。
あ
る
い
は
人
は
、

『体
系
計
画
』
を
実
施
す
る
に
は
そ
れ
な
り
の
準
備
が
必
要
だ

っ
た
と
い

う
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
な
ら
ば
そ
の
準
備
の
た
め
に
努
力
し
た
何
ら
か
の
痕
跡
が
ノ
ー
ト
・
メ
モ
の
類
と
し
て
残

っ
て
い
そ
う
な
も

の
で
あ
る
の
に
、
そ
う
い
っ
た
も
の
は
何
も
残

っ
て
い
な
い
。
そ
れ
で
は
こ
の
約
四
年
間
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
何
を
し
て
い
た
の
で
あ

ろ
う

か
。―
―
研
究
テ
ー
マ
に
関
し
て
い
え
ば
、彼
は
そ
れ
以
前
か
ら
ひ
き
つ
づ
い
て
キ
リ
ス
ト
教
を
研
究
し
て
い
る
。
書
き
残
さ
れ
た
手
稿
に

関
し
て
い
え
ば
、

『
キ
リ
ス
ト
教
の
精
神
と
そ
の
運
命
』

（
一
七
九
八
―
一
八
〇
〇
）
が
主
要
な
も
の
で
あ
る
。
だ
が
こ
う
し
た
述
べ
方
で

は
言
い
表
せ
な
い
も
の
が
あ
る
の
を
わ
た
し
は
も
ど
か
し
く
感
じ
る
。
と
い
う
の
は
、　
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
の
基
本
的
な
部
分
が
こ
の
時

期
に
形
成
さ
れ
た
、
と
わ
た
し
は
見
当
を
つ
け
て
い
る
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
述
べ
る
に
あ
た
っ
て
、

「
わ
た
し
は
見
当
を
つ
け
て
い
る
」
と
い
う
よ
う
な
曖
味
な
こ
と
を
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

を
ま
こ
と
に
残
念
に
思
う
。
と
い
う
の
は
、　
ヘ
ー
グ
ル
の
弁
証
法
が
何
時
ど
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
た
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
考
え

て
、　
ヘ
ー
グ
ル
の
初
期
の
キ
リ
ス
ト
教
研
究
を
主
と
す
る
諸
論
稿
を
テ
ュ
ー
ビ
ン
グ
ン
時
代
の
も
の
か
ら
逐
次
に
、
論
理
的
カ
テ
ゴ
リ
ー



の
使
い
方
が
ど
う
変

っ
て
い
く
か
に
注
意
を
は
ら
い
な
が
ら
こ
ま
か
く
検
討
す
る
と
い
う
課
題
を
設
定
し
、
こ
れ
を

「
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学

の
成
立
史
的
研
究
」
と
名
づ
け
て
自
分
の
主
要
な
研
究
テ
ー
マ
と
し
、
数
年
間
こ
れ
に
従
事
し
た
が
、
中
途
で
挫
折
し
た
か
ら
で
あ
る
。

実
際
に
仕
事
が
よ
う
や
く

『
キ
リ
ス
ト
教
の
精
神
と
そ
の
運
命
』
を
検
討
す
る
と
い
う
重
要
な
段
階
に
さ
し
か
か
っ
て
か
ら
、
研
究
対
象

の
む
つ
か
し
さ
と
わ
た
し
自
身
の
力
不
足
と
に
よ
っ
て
い
た
ず
ら
に
一
進

一
退
を
く
り
か
え
し
、
停
滞
し
て
進
む
こ
と
が
で
き
な
く
な

っ

て
し
ま

っ
た
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
、

『大
論
理
学
』
の
第

一
巻
第

一
書
の
初
版
本
の
ヴ
ィ
ー
ラ
ン
ト
に
よ
る
写
真
複
製
版
に
接
し
、
わ
た

し
の
興
味
は
こ
れ
に
ひ
き
つ
け
ら
れ
た
。
こ
う
し
て
自
称
の

「
成
立
史
的
研
究
」
は
そ
の
後
か
え
り
み
る
い
と
ま
も
な
く
今
日
に
い
た
っ

て
い
る
。

そ
れ
だ
か
ら
わ
た
し
は
こ
こ
で
お
お
よ
そ
の
見
当
を
述
べ
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
の
で
あ
る
が
、
あ
え
て
述
べ
れ
ば
そ
れ
は
つ
ぎ
の
よ

う
で
あ
る
。
―
―

ヘ
ー
グ
ル
の
キ
リ
ス
ト
教
研
究
は
、
ま
れ
に
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
の
成
立
な
ど
に
論
及
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
主

と
し
て
原
始
キ
リ
ス
ト
教
に
、
そ
れ
も
イ
エ
ス
そ
の
人
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
彼
の
直
接
的
な
関
心
は
彼
と
同
時
代
の
ド
イ
ツ
の
精
神
状

態
に
あ
り
、
こ
れ
に
新
し
い
生
命
を
ふ
き
こ
も
う
と
志
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
方
途
を
彼
は
イ
エ
ス
を
問
う
こ
と
に
よ
っ
て
み
い

だ
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
イ
エ
ス
は
ユ
ダ
ヤ
教
の
律
法

（客
観
的
な
も
の
）
に
対
し
て
主
観
的
な
も
の
を
対
立
さ
せ
た
の
で
あ
る
が
、

こ
の
主
観
的
な
も
の
が
何
で
あ

っ
た
か
を
ヘ
ー
ゲ
ル
は
く
り
返
し
て
間
う
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
時
期
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
他
律

的
な
律
法
に
対
す
る
自
律
的
な
道
徳
性
と
し
て
、
あ
る
い
は
カ
ン
ト
の
道
徳
律
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
心
情
の
排
除
に
対
す
る
全
体
と
し
て

の
人
間
の
恢
復
の
要
求
と
し
て
、
あ
る
い
は
道
徳
性
を
こ
え
た
愛
と
し
て
把
握
さ
れ
る
。　
一
つ
の
問
い
に
一
つ
の
答
え
が
与
え
ら
れ
る
と

き
、
そ
の
答
え
に
満
足
せ
ず
、
あ
ら
た
め
て
同
じ
問
い
を
く
り
返
し
て
間
う
の
が
、
こ
こ
に
み
ら
れ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
考
の
特

徴

で
あ

２つ
。ヘ

ー
ゲ
ル
は
、
イ
エ
ス
は
挫
折
し
た
と
み
な
し
て
お
り
、
そ
の
原
因
を
さ
ま
ざ
ま
に
問
う
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
イ
エ
ス
が
よ
び
か
け
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た
そ
の
当
時
の
ユ
ダ
ヤ
の
民
衆
が
外
的
権
威
に
し
た
が
う
こ
と
に
の
み
な
れ
た
人
び
と
で
あ

っ
た
が
ゆ
え
に
、
こ
れ
に
影
響
力
を
も
つ
た

め
に
イ
エ
ス
自
身
が

一
つ
の
権
威
と
し
て
民
衆
に
臨
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
そ
の
原
因
が
み
い
だ
さ
れ
る
。
あ
る

い
は
、
イ
エ
ス
が
特
定
の
十
二
人
を
使
徒
と
し
て
指
定
し
、
こ
れ
に
わ
が
教
え
を
つ
た
え
よ
と
伝
道
の
使
命
を
与
え
た
こ
と
は
、
わ
が
教

え
な
る
も
の
を
客
観
化
す
る
と
い
う
矛
盾
で
あ

っ
た
、
と
指
摘
さ
れ
る
。
ま
た
あ
る
い
は
、
イ
エ
ス
が
ユ
ダ
ヤ
教
の
律
法
に
対
抗
し
た
と

い
う
彼
の
行
い
そ
の
も
の
に
、
す
な
わ
ち
イ
エ
ス
は
ユ
ダ
ヤ
教
の
律
法
に
対
抗
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
何
も
の
か
に
対
抗

せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
こ
の
イ
エ
ス
自
身
の
行
為
に
よ
っ
て
よ
び
お
こ
さ
れ
る
運
命
に
、
イ
エ
ス
の
挫
折
の
原
因
が

あ

っ
た
と

さ

れ

る
。
同
じ
問
題
を
取
り
扱
い
な
が
ら
、
わ
ず
か
数
年
間
に
、　
ヘ
ー
グ
ル
の
論
点
は
さ
ま
ざ
ま
に
変
化
し
、
彼
の
見
解
は
微
妙
に
ゆ
れ
動
く

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
同
じ
こ
と
を
く
り
返
し
て
問
い
な
お
す

ヘ
ー
グ
ル
の
い
と
な
み
に
一
貫
し
て
み
ら
れ
る
の
は
、
事
柄
を

一
面
的
に
で
は
な

く
全
面
的
に
把
握
し
よ
う
と
す
る
執
拗
な
努
力
で
あ
る
。
彼
が
提
出
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
見
解
は
、
な
る
ほ
ど
そ
れ
も

一
つ
の
見
解
だ
と
思

わ
せ
る
に
足
る
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し

一
つ
の
見
解
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
満
足
で
き
な
い
か
ら
、
彼
は
あ
ら
た
め
て
問
い
な
お

す
の
で
あ
ろ
う
。
い
な
む
し
ろ
、　
一
つ
の
見
解
に
到
達
す
る
と
き
、
た
だ
ち
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
眼
に
は
そ
れ
と
反
対
の
こ
と
が
見
え
て
く
る

の
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば

『
キ
リ
ス
ト
教
の
精
神
と
そ
の
運
命
』
に
お
い
て
、
前
述
の
よ
う
に
、
イ
エ
ス
は
ユ
ダ
ヤ
教
の
律
法
に
対
抗
す
る

と
い
う
自
己
の
行
為
に
よ
っ
て
よ
び
お
こ
さ
れ
た
運
命
に
と
ら
え
ら
れ
た
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
し
て
そ
の
あ
と
で
、
何
も
の
に
も

自
己
を
対
立
さ
せ
ず
、
す
べ
て
の
も
の
と
自
己
が
和
合
し
て
い
る

「美
し
き
魂
」
に
つ
い
て
述
べ
、
こ
こ
に
最
高
の
境
地
が
み
い
だ
さ
れ

た
か
に
思
わ
せ
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
境
地
に
到
達
す
る
や
い
な
や
、
こ
れ
も
ま
た

「
最
高
度
に
責
の
な
い
こ
と
は
か
え

っ
て
最

高
度
に
罪
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
が
提
出
さ
れ
て
挫
折
す
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
議
論
を
展
開
す
る
過
程
で
、

「
主
観
的
な
も
の
」
と

「
客
観
的
な
も
の
」
と
か
、

「
必
然
的
な
も
の
」
と

「
偶

然
的

な
も



の
」
と
か
、　
霊
曰
遍
的
な
も
の
」
と

「特
殊
的
な
も
の
」
と
か
い
う
よ
う
な
論
理
的
概
念
が
く
り
返
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
だ
が
こ
れ
ら

の
対
立
概
念
を
ど
の
よ
う
に
使

っ
て
み
て
も
、
全
体
的
な
も
の
を
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
も
ど
か
し
そ
う
で
あ

る
。

『
キ
リ
ス
ト
教
の
精
神
と
そ
の
運
命
』
で
は
、
全
体
的
な
も
の
を
表
わ
す
た
め
に

「
生
命
」
と
い
う
用
語
が
こ
の
ん
で
使
わ
れ
て
い

る
が
、
し
か
し
た
だ

「
生
命
」
と
い
っ
た
だ
け
で
そ
れ
は
よ
び
名
に
す
ぎ
な
い
。　
一
面
的
な
も
の
し
か
表
現
し
な
い
概
念
を
も
ち
い
て
ど

の
よ
う
に

「生
命
」
を
概
念
的
に
把
握
す
る
か
に
ヘ
ー
グ
ル
は
苦
し
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
述
べ
た
か
ら
と
い
っ
て
、　
ヘ
ー
グ
ル
は
論
理
的
概
念
を
直
接
に
考
察
の
対
象
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
相
変
ら
ず
徳
だ

と
か
罪
だ
と
か
愛
だ
と
か
宗
教
だ
と
か
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
例
え
ば

「生
き
た
統

一
は
概
念
の
統

一
と
は
ま

っ
た
く
別
の
も
の
で
あ
る
」
と
か
、

「
そ
れ
は
特
殊
的
な
も
の
に
対
立
す
る
普
遍
的
な
も
の
と
い
う
形
式
を
け

っ
し
て
も
た
な
い
」
と
い

う
よ
う
な
表
現
が
現
わ
れ
て
く
る
よ
う
に
な
る
。

ヘ
ー
グ
ル
は
ま
だ
こ
の
よ
う
に
否
定
的
に
し
か
表
現
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
今
日
の
わ

れ
わ
れ
な
ら
ば
、
す
な
わ
ち
の
ち
に
ヘ
ー
グ
ル
自
身
に
よ
っ
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
弁
証
法
的
な
表
現
の
仕
方
を
学
び
知

っ
て
い
る
わ

れ
わ
れ
な
ら
ば
、

「
分
裂
を
と
お
し
て
自
己
を
恢
復
す
る
運
動
を
含
む
動
的
な
統

一
」
と
か

「
特
殊
的
な
も
の
を
自
己
の
契
機
と
し
て
含

む
具
体
的
普
遍
性
」
な
ど
と
い
う
よ
う
に
表
現
す
る
で
あ
ろ
う
も
の
を
、　
ヘ
ー
グ
ル
は
ま
だ
そ
の
よ
う
に
は
表
現
で
き
な
い
で
苦
し
ん
で

い
る
。
弁
証
法
は
ま
だ
生
れ
て
い
な
い
。
だ
が
そ
れ
は
生
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
、　
ヘ
ー
グ
ル
は
す
で
に
弁
証
法
的
に
考
え
て

い
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
表
現
す
る
こ
と
ば
を
も
た
な
い
で
苦
し
ん
で
い
る
、
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

そ
し
て
つ
い
に
、
そ
う
し
た
苦
し
い
叙
述
の
な
か
に
、
三
位

一
体
を
父

（根
源
的

統

こ

―
―
子

（分

裂
）
―
―
聖
霊

（統

一
の
恢

復
）
と
し
て
と
ら
え
る
叙
述
が
み
い
だ
さ
れ
る
に
い
た
る
。
こ
れ
は
弁
証
法
的
発
展
の
三
段
階
の
図
式
の
原
型
と
み
な
し
う
る
も
の
で
あ

る
が
、　
ヘ
ー
グ
ル
は
こ
れ
を
こ
こ
で
は

「
発
展
の
円
環
」
と
よ
ん
で
い
る
。
自
己
へ
と
帰
る
運
動
を
円
環
と
し
て
と
ら
え
る
と
い
う
着
想

が
こ
こ
に
み
ら
れ
る
。
こ
れ
を
書
く
あ
た
り
の
時
期
が

ヘ
ー
ゲ
ル
が
弁
証
法
的
な
表
現
を
獲
得
し
は
じ
め
る
時
期
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
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『
一
八
〇
〇
年
の
体
系
断
片
』
に
な
る
と
、

「
生
命
は
結
合
と
不
結
合
と
の
結
合
で
あ
る
」
と
い
う
有
名
な
表
現
が
現
れ
る
。
こ
の
体
系

が
ど
の
よ
う
な
体
系
で
あ

っ
た
か
、
は
た
し
て
そ
の
は
じ
め
の
部
分
に
論
理
学
を
含
む
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る

が
、
こ
の
体
系
を
書
く
と
き
に
は
す
で
に
ヘ
ー
グ
ル
が
概
念
を
弁
証
法
的
に
使
用
す
る
す
べ
を
心
得
て
い
た
こ
と
を
こ
の
表
現
は
示
し
て

い
る
。
そ
し
て
い
ち
ど
心
得
て
し
ま
え
ば
、
そ
れ
は
容
易
に
使
い
こ
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
翌
年
に
イ

ェ
ナ
に
移

っ
て
か
ら
発
表
さ
れ

る

『
フ
ィ
ヒ
テ
と
シ
ェ
リ
ン
グ
の
哲
学
体
系
の
差
異
』
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
た
有
名
な
こ
と
ば
で
あ
る
が
、

「
絶
対
的
な
も
の
そ
の
も
の

は
同

一
性
と
不
同

一
性
と
の
同

一
性
で
あ
る
」
と
彼
は
述
べ
る
の
で
あ
る
。

け

っ
き
ょ
く

ヘ
ー
グ
ル
に
お
い
て
弁
証
法
と
は
何
だ

っ
た
の
か
。
そ
れ
は
対
象

。
事
柄
を
全
面
的
に
と
ら
え
か
つ
表
現
す
る
方
法
と
し

て
形
成
さ
れ
た
の
だ
と
わ
た
し
は
考
え
る
。
彼
は
、
あ
ら
か
じ
め
方
法
を
確
立
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
、
方
法
を
目
的

意
識
的
に
探
求
し
た
の
で
は
な
か

っ
た
。
彼
の
眼
は
徳

・
罪

・
愛

ニ
ホ
教
と
い
う
よ
う
な
対
象

へ
と
向

っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
対
象
を

全
面
的
に
と
ら
え
る
方
法
が
模
索
さ
れ
、
き
た
え
ら
れ
、
次
第
に
弁
証
法
と
し
て
結
実
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て

「
結
合
と
不
結
合
と
の
結

合
」
と
か

「
同

一
性
と
不
同

一
性
の
同

一
性
」
と
い
う
表
現
が
現
れ
る
時
期
に
は
、
弁
証
法
の
基
礎
は
す
で
に
ヘ
ー
グ
ル
に
お
い
て
確
立

さ
れ
て
い
た
と
み
な
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
わ
た
し
は
さ
き
に
、　
マ
ル
ク
ス
主
義
哲
学
に
関
す
る
書
物
で
は

「
弁
証
法
は
連
関
と
発
展
に

関
す
る
理
論
で
あ
る
」
と
規
定
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
と
指
摘
し
た
。
対
象
を
全
面
的
に
と
ら
え
る
に
は
、
も
ち
ろ
ん
、
個
々
の
対
象
を
孤

立
さ
せ
て
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
、
諸
対
象
を
連
関
さ
せ
て
と
ら
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
た
ん
に
連
関

一
般
で
は
な
く
、　
ヘ
ー
ゲ

ル
は
結
合
と
不
結
合
と
の
連
関
、
同

一
性
と
不
同

一
性
と
の
連
関
を
と
ら
え
る
に
い
た

っ
た
。
ま
た
対
象
を
全
面
的
に
と
ら
え
る
に
は
、

も
ち
ろ
ん
、
対
象
を
静
止
し
た
も
の
と
し
て
で
は
な
く
運
動
す
る
も
の

ｏ
発
展
す
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
た

ん
に
発
展

一
般
で
は
な
く
、　
ヘ
ー
ゲ
ル
は
結
合
が
不
結
合

（分
裂
）
を
と
お
し
て
恢
復
さ
れ
る
過
程
、
同

一
性
が
不
同

一
性

（区
別

。
対

立
）
を
と
お
し
て
恢
復
さ
れ
る
過
程
と
し
て
発
展
を
と
ら
え
る
に
い
た

っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
対
象
を
と
ら
え
る
に
い
た

っ
た
と



き
、
対
象
を
全
面
的
に
と
ら
え
る
方
法
と
し
て
、　
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
の
基
礎
が
形
成
さ
れ
た
、
と
わ
た
し
は
考
え
る
の
で
あ
る
。

ヘ
ー
グ
ル
が
方
法
と
し
て
の
弁
証
法
の
基
礎
を
形
成
し
た
と
考
え
ら
れ
る
時
期
と
、
彼
が
哲
学
を
自
分
の
生
涯
の
仕
事
と

み
さ

だ

め

て
、
そ
れ
ま
で
の
キ
リ
ス
ト
教
の
研
究
を
や
め
て
哲
学
体
系
の
形
成
に
む
か
う
時
期
と
が

一
致
す
る
と
い
う
事
実
に
わ
た
し
は
注
目
し
て

い
る
。
こ
れ
は
け

っ
し
て
偶
然
の
一
致
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、　
ヘ
ー
ゲ
ル
は
あ
ら
か
じ
め
方
法
を
探
究
し
よ

う
と
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
だ
が
長
年
の
模
索
を
へ
て
対
象
を
全
面
的
に
と
ら
え
か
つ
こ
れ
を
表
現
す
る
方
法
を
発
見
し
た
と
自
覚
し

た
と
き
、
こ
の
方
法
が
あ
ら
た
め
て
研
究
対
象
と
し
て
彼
に
意
識
さ
れ
た
の
だ
、
と
わ
た
し
は
考
え
る
。
対
象
を
全
面
的
に
と
ら
え
る
方

法
は
、
自
分
自
身
が
全
面
的
に
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
を
要
求
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
方
法
す
な
わ
ち
弁
証
法
の
基
礎
を
自
分
が
み
い
だ
し

た
と
自
負
す
る
と
き
、
こ
の
方
法
を
仕
上
げ
て
一
つ
の
哲
学
体
系
に
す
る
と
い
う
使
命
感
が

ヘ
ー
ゲ
ル
に
生
れ
た
の
だ
、
と
わ
た
し
は
考

え
る
。　
一
八
〇
〇
年
と
い
う
ち
ょ
う
ど
こ
の
時
期
に
、
そ
れ
ま
で
あ
れ
は
ど
執
拗
な
努
力
を
つ
づ
け
て
き
た
キ
リ
ス
ト
教
の
研
究
を
完
成

を
み
る
こ
と
な
く
放
棄
し
て
、
約
四
年
前
に
は
さ
は
ど
の
関
心
を
示
さ
な
か
っ
た
哲
学
体
系
の
形
成
に
彼
が
た
ち
む
か
う
こ
と

の
理
由

は
、
こ
と
こ
と
以
外
に
み
い
だ
さ
れ
な
い
と
思
う
。
さ
き
に
金
子
武
蔵
氏
の
所
説
に
関
連
し
て

「
一
八
〇
〇
年
に
ヘ
ー
グ
ル
が
体
系
を
仕

上
げ
よ
う
と
し
た
の
に
は
、

『体
系
計
画
』
の
実
施
と
い
う
こ
と
と
は
ち
が

っ
た
、
も
う

一
つ
別
の
動
機
が
あ

っ
た
、
と
考
え
る
」
と
述

べ
た
と
き
、

「
も
う

一
つ
別
の
動
機
」
と
い
っ
た
の
は
ま
さ
に
、
自
分
が
そ
の
基
礎
を
発
見
し
た
方
法
を
体
系
に
仕
上
げ
よ
う
と
い
う
動

機
の
こ
と
で
あ
る
。

二

以
上
前
節
で
述
べ
た
こ
と
の
結
論
は
、　
ヘ
ー
グ
ル
は
彼
の
方
法
す
な
わ
ち
弁
証
法
に
迫
ら
れ
て
哲
学
体
系
を
つ
く
る
に

い
た
っ
た

の
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だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
対
象
を
全
面
的
に
と
ら
え
る
方
法
で
あ
る
弁
証
法
は
、
自
分
自
身
が
全
面
的
に
と
ら
え
ら
れ
、
体
系
へ
と
仕

上
げ
ら
れ
る
こ
と
を
ヘ
ー
グ
ル
に
追

っ
た
、
と
い
う
の
が
わ
た
し
の
解
釈
で
あ
る
。　
一
八
〇
〇
年
頃
に
そ
の
基
礎
を
形
成
さ
れ
た
方
法
と

し
て
の
弁
証
法
が
体
系
と
し
て
仕
上
げ
ら
れ
る
に
は
約
十
年
を
必
要
と
し
た
。
す
な
わ
ち

『
イ
ェ
ナ
の
論
理
学
と
形
而
上
学
』
や

『精
神

の
現
象
学
』
を
経
て
、

『大
論
理
学
』
が
書
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
仕
事
は
い
ち
お
う
完
結
す
る
。
方
法
と
し
て
の
弁
証
法
と
体
系

と
し
て
の
弁
証
法
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
相
互
媒
介
的
に
発
展
し
た
。
弁
証
法
を
体
系
と
し
て
仕
上
げ
る
に
は
、
こ
の
対
象

（思
考
の
弁

証
法
的
運
動
）
を
弁
証
法
的
に
全
面
的
に
と
ら
え
る
方
法
が
必
要
で
あ
る
が
、
こ
の
方
法
の
基
礎
を
ヘ
ー
グ
ル
は
す
で
に
一
人
〇
〇
年
ご

ろ
に
獲
得
し
て
い
た
。
そ
し
て
こ
の
方
法
を
も
ち
い
て
思
考
の
弁
証
法
的
運
動
を
考
察
し
、
弁
証
法
を
体
系
的
に
仕
上
げ
て
ゆ
く
過

程

で
、
方
法
と
し
て
の
弁
証
法
も
よ
り
豊
か
に
な
り
、
体
系
化
さ
れ
て
い
っ
た
。
体
系
と
し
て
の
弁
証
法
の
完
成
は
同
時
に
方
法
と
し
て
の

弁
証
法
の
完
成
で
あ

っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
み
る
場
合
に
、
方
法
と
し
て
の
弁
証
法
と
体
系
と
し
て
の
弁
証
法
と
の
あ
い
だ
に
矛
盾
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
も
し
も

逆
に
、
弁
証
法
が
体
系
化
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
弁
証
法
と
い
う
方
法
に
矛
盾
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
だ
が
わ
た
し

が
こ
の
よ
う
に
い
う
と
き
、
マ
ル
ク
ス
主
義
哲
学
者
の
な
か
に
は
首
を
ふ
る
人
が
い
る
だ
ろ
う
。

ヘ
ー
グ
ル
の
哲
学
に
お
い
て
は
体
系
と

方
法
と
の
あ
い
だ
に
矛
盾
が
あ
る
と
い
う
の
が
、
マ
ル
ク
ス
主
義
哲
学
に
お
い
て
は
ゆ
き
わ
た
っ
て
い
る
見
解
だ
か
ら
で
あ
る
。
で
は
ど

う
し
て
マ
ル
ク
ス
主
義
哲
学
で
は
そ
う
い
う
見
解
が
ゆ
き
わ
た
っ
て
い
る
の
か
。
そ
れ
は
エ
ン
グ
ル
ス
が

『
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
論
』
で

そ
う
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
彼
が
何
を
い
っ
て
い
る
か
を
つ
ぎ
に
吟
味
し
よ
う
。

エ
ン
グ
ル
ス
は
ま
ず

「
現
実
的
な
も
の
は
す
べ
て
理
性
的
で
あ
り
、
理
性
的
な
も
の
は
す
べ
て
現
実
的
で
あ
る
」
と
い
う

ヘ
ー
ゲ
ル
の

命
題
を
と
り
あ
げ
、
こ
の
命
題
が
何
を
意
味
す
る
か
を
論
じ
た
の
ち
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。

「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
命
題
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁

証
法
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
そ
の
反
対
物
に
転
化
す
る
、
…
…
現
実
的
な
も
の
は
す
べ
て
理
性
的
で
あ
る
と
い
う
命
題
は
、　
ヘ
ー
グ
ル
の
思



考
方
法
の
あ
ら
ゆ
る
規
則
に
し
た
が

っ
て
、
他
の
命
題
に
、
す
な
わ
ち
現
存
し
て
い
る
す
べ
て
の
も
の
は
滅
亡
す
る
に
あ
た
い
す
る
と
い

う
命
題
に
解
消
す
る
。
」
こ
う
し
て
ヘ
ー
グ
ル
の
弁
証
法
に
よ
れ
ば
、
認
識
の
領
域
に
お
い
て
も
現
実
の
歴
史
に
お
い
て
も
、
も
う
そ
れ

か
ら
先
へ
は
進
む
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
意
味
で
の
究
極
的
な
も
の
。
絶
対
的
な
も
の
は
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
、
と
エ
ン
グ
ル
ス

は
論
じ
て
、
こ
の
点
に
ヘ
ー
グ
ル
の
哲
学
の

「真
の
意
義
と
そ
の
革
命
的
性
格
」
を
認
め
て
い
る
。　
Ｆ
」
の
弁
証
法
的
哲
学
は
、
究
極
的

な
絶
対
的
真
理
や
、
そ
れ
に
対
応
す
る
人
類
の
絶
対
的
状
態
と
い
う
考
え
を
、
す
べ
て
解
体
さ
せ
て
し
ま
う
。
こ
の
哲
学
の
ま
え
に
は
、

い
か
な
る
究
極
的
な
も
の
ｏ
絶
対
的
な
も
の
。
神
聖
な
も
の
も
存
在
し
な
い
。
」
―
―

エ
ン
グ
ル
ス
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
の
意
義
を
そ
の

弁
証
法
に
認
め
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
述
べ
た
の
ち
に
、
し
か
し
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
は
上
述
の
帰
結
を
は
っ
き
り
し
た
形
で
は
引
き
だ
さ
な
か
っ
た
、
と
エ
ン
グ

ル
ス
は
い
う
。
そ
の
理
由
は

「彼
が

一
つ
の
体
系
を
つ
く
る
よ
う
に
迫
ら
れ
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
し
て
哲
学
の
体
系
と
い
う
も
の
は
、
こ

れ
ま
で
要
求
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
は
な
ん
ら
か
の
絶
対
的
真
理
で
完
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
」
で
あ

つ
た
。
そ
し
て
体
系

を
絶
対
的
真
理
で
完
結
さ
せ
る
こ
と
は
た
だ

一
つ
の
や
り
方
で
の
み
可
能
で
あ

っ
た
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち

「
歴
史
の
終
末
を
つ
ぎ
の
よ
う

に
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
つ
ま
り
人
類
が
こ
の
絶
対
的
理
想
の
認
識
に
到
達
し
、
そ
し
て
こ
の
認
識
が

ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
で
達
成

さ
れ
た
と
宣
言
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
」
―
―
こ
こ
で
エ
ン
グ
ル
ス
が
念
頭
に
お
い
て
い
る
の
は
明
ら
か
に

『
エ
ン
テ
ィ
ク
ロ
ペ

デ
ィ
ー
』
の
体
系
で
あ
る
が
、　
エ
ン
グ
ル
ス
は
こ
れ
を
ヘ
ー
グ
ル
の
哲
学
体
系
の
代
表
的
な
も
の
と
み
な
し
、
こ
れ
を
こ
の
よ
う
に
性
格

づ
け
た
の
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
エ
ン
グ
ル
ス
は
い
う
。

「
け
れ
ど
も
、
こ
の
よ
う
に
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
教
条
的
内
容
の
全
体
が
、
絶

対
的
真
理
だ
と
宣
言
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
教
条
的
な
も
の
を
解
体
す
る
と
こ
ろ
の
、
彼
の
弁
証
法
的
方
法
と
矛
盾
す
る
こ

と
と
な
り
、
こ
う
し
て
革
命
的
な
側
面
は
、
お
い
し
げ
る
保
守
的
な
側
面
の
も
と
に
、
窒
息
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
」
と
。

方
法
す
な
わ
ち
弁
証
法
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
の
革
命
的
な
側
面
で
あ
り
、
体
系
は
そ
の
保
守
的
な
側
面
で
あ

っ
て
、
両
者
の
あ
い
だ
に
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は
矛
盾
が
あ
る
、
と

エ
ン
グ
ル
ス
は
述
べ
て
い
る
。
こ
う
し
て
わ
た
し
が
こ
の
節
の
は
じ
め
に
述
べ
た
こ
と
が
、

『
フ
ォ
イ

エ
ル
バ

ッ
ハ

論
』
を
拠
り
ど
こ
ろ
に
し
て
反
論
さ
れ
る
か
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
も
う
少
し
吟
味
を
つ
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

エ
ン
グ
ル
ス
が
こ
こ
で
し
り
ぞ
け
て
い
る
の
は
、
も
う
そ
れ
以
上
は
先

へ
と

進
む
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
意
味
で
の
絶
対
的
真
理
で
も

っ
て
完
結
す
る
哲
学
体
系
で
あ
る
。　
ヘ
ー
グ
ル
の
哲
学
体
系
が
そ
の
よ
う
な

体
系
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
限
り
で

エ
ン
グ
ル
ス
の
非
難
は
正
し
い
。
だ
が
こ
の
こ
と
で
も

っ
て
、　
エ
ン
グ
ル
ス
が
体
系

一
般
を
し
り

ぞ
け
た
の
で
あ
り
、
哲
学
が
体
系
的
で
あ
る
こ
と
を
否
定
し
た
の
だ
と
解
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
い
さ
さ
か
軽
率
で
あ
ろ
う
。
前
述

の
よ
う
な
意
味
で
の
絶
対
的
真
理
で
完
結
す
る
も
の
だ
け
が
哲
学
体
系
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
。
そ
れ
で
は
哲
学
体
系

一
般
に
つ
い
て

エ
ン
グ
ル
ス
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
吟
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
は
こ
う
書
い
て
い
る
。

「
あ
ら
ゆ
る
矛
盾
が

一
挙
に
と
り
の
ぞ
か
れ
て
い
る
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
い
わ
ゆ
る
絶
対
的
真
理
に
到
達
し
て
い
る
わ
け
で
、
世
界
の

歴
史
は
終
る
こ
と
に
な

っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
で
も
な
お
、
歴
史
は
、
も
う
な
に
も
す
る
こ
と
が
な
い
の
に
、
相
変
わ
ら
ず

つ
づ
い
て

い
か
ざ
る
を
え
な
い
、
―
―

つ
ま
り
、
こ
れ
は
新
た
な
、
解
く
こ
と
の
で
き
な
い
矛
盾
で
あ
ろ
う
。
あ
ら
ゆ
る
矛
盾
を
克
服
し
よ
う
と
い

う
欲
求
に
よ
る
哲
学
の
任
務
は
人
類
全
体
が
あ
い
つ
ぐ
発
展
の
な
か
で
な
し
と
げ
て
い
け
る
こ
と
に
は
か
な
ら
な
い
の
に
、
こ
れ
を
ひ
と

り
の
哲
学
者
の
任
務
と
し
て
果
た
そ
う
と
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
に
わ
れ
わ
れ
が
気
づ
く
や
い
な
や
、
―
―
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
に
こ

の
こ
と
を
気
づ
か
せ
た
の
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、　
ヘ
ー
グ
ル
そ
の
人
以
上
に
は
だ
れ
も
い
な
い
、
―
―
こ
れ
に
ひ
と
た
び
気
づ
く
や
い
な

や
、
た
だ
ち
に
、
い
ま
ま
で

『
哲
学
』
と
い
う
こ
と
ば
で
認
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
な
哲
学
は
終
り
を
つ
げ
る
の
で
あ
る
。
」

こ
の
文
は
吟
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
い
く
つ
か
の
問
題
を
含
ん
で
い
る
が
、
ま
ず
当
面
の
論
点
に
関
係
の
あ
る
こ
と
を

取

り

あ

げ

る
。

エ
ン
グ
ル
ス
は
こ
こ
で

「
あ
ら
ゆ
る
矛
盾
を
克
服
し
よ
う
と
い
う
欲
求
に
よ
る
哲
学
の
任
務
」
を
否
定
し
て
は
い
な
い
。
彼
が
否
定

し
て
い
る
の
は
、
こ
れ
を

「
ひ
と
り
の
哲
学
者
の
任
務
」
と
し
て
は
た
そ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
り
、　
ヘ
ー
グ
ル
が
自
分
個
人
の
任
務
と
し



て
そ
れ
を
は
た
そ
う
と
し
た
こ
と
で
あ

っ
て
、
そ
れ
は

「人
類
全
体
が
あ
い
つ
ぐ
発
展
の
な
か
で
な
し
と
げ
て
い
け
る
こ
と
」
だ
と
い
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、　
エ
ン
グ
ル
ス
は
哲
学
に
と

っ
て
体
系
は
無
用
だ
と
主
張
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
ひ
と
り
の
哲

学
者
が
哲
学
体
系
を
つ
く
る
こ
と
は
で
き
ず
、
哲
学
体
系
は
全
人
類
の
共
同
の
事
業
と
し
て
そ
の
継
続
的
な
努
力
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
る

も
の
だ
、
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
こ
の
よ
う
な
全
人
類
の
共
同
の
事
業
は
ど
の
よ
う
に
し
て
遂
行
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。　
エ
ン
グ
ル
ス
が
い
っ
て
い
る
こ
と

は
、
こ
の
共
同
事
業
の
過
程
に
お
い
て
は
、
い
ち
ど
そ
れ
を
認
識
す
れ
ば
そ
れ
を
く
り
返
す
以
外
に
何
も
す
る
こ
と
が
な
く
な
る
、
と
い

う
意
味
で
の
絶
対
的
真
理
に
到
達
し
た
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
た
し
か
に
そ
の
と
お
り
な
の
だ
け
れ
ど

も
、
こ
こ
に
二
つ
の
問
題
が
生
じ
る
。
そ
の
第

一
は
、　
ヘ
ー
グ
ル
は
は
た
し
て
自
分
が
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
絶
対
的
真
理
に
到
達
し
た

と
考
え
て
い
た
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
り
、
そ
の
第
二
は
、

「絶
対
的
真
理
」
と
い
う
概
念
は
は
た
し
て
エ
ン
グ
ル
ス
が
こ
こ
で
い
う
よ

う
な
意
味
に
の
み
解
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
う
解
す
れ
ば
問
題
が
解
決
す
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

第

一
の
問
題
に
関
し
て
い
え
ば
、
わ
た
し
の
答
え
は
否
定
的
で
あ
る
。
も
し
も

ヘ
ー
グ
ル
が
そ
の
生
涯
の
一
時
点
に
お
い
て
前
述
の
意

味
で
の
絶
対
的
真
理
に
到
達
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
以
後
の
彼
は
何
も
す
る
こ
と
が
な
く
な
る
は
ず
で
あ
る
が
、　
ヘ
ー
グ
ル
自
身
は
そ
の

よ
う
な
生
き
方
は
し
て
い
な
い
。
彼
は
急
病
で
死
ぬ
直
前
ま
で
、
自
分
の
哲
学
体
系
を
改
作
す
る
努
力
を
し
て
い
る
。
も

っ
と
も
彼
が
晩

年
に
お
こ
な
っ
た

『大
論
理
学
』
第

一
巻
第

一
書
の
書
き
改
め
は
ひ
ど
い
改
悪
だ
と
わ
た
し
は
考
え
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
わ
た
し
は
そ

の
こ
と
を
初
版
本
の
訳
書
で
詳
細
に
述
べ
た
が
、
結
果
的
に
は
改
悪
で
あ
る
に
せ
よ
ヘ
ー
ゲ
ル
が
自
分
の
体
系
を
改
作
し
た
と
い
う
事
実

は
、　
ヘ
ー
ゲ
ル
が
自
分
の
体
系
を
エ
ン
グ
ル
ス
が
い
う
よ
う
な
意
味
で
の
絶
対
的
真
理
に
到
達
し
た
も
の
と
考
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を

意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。

エ
ン
グ
ル
ス
は

「
絶
対
的
真
理
で
完
結
す
る
」
と
い
う
表
現
を
も
ち
い
て
お
り
、

『
エ
ン
チ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』
の
体
系
が

「
絶
対
的
精
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神
」
で
終
る
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
こ
れ
を
批
判
し
て
い
る
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
ヘ
ー
ゲ
ル
の
体
系
で
は
最
後
に
あ
る
も

の
は
ま
た
最
初
に
あ
る
の
で
あ

っ
て
、

『大
論
理
学
』
が

「
絶
対
的
理
念
」
で
終
り

『
エ
ン
テ
ィ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』
が

「
絶
対
的
精
神
」

で
終
る
と
し
て
も
、
こ
の

「
…
…
で
終
る
」
と
い
う
こ
と
に
特
別
の
意
味
は
な
い
。
問
題
が
あ
る
と
す
れ
ば
こ
れ
ら
の
体
系
が

「絶
対
的

理
念
」
と
か

「絶
対
的
精
神
」
と
か
の
概
念
を
含
む
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

ヘ
ー
グ
ル
の
体
系
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
概
念
が
何
ら
か
の

意
味
で
の
絶
対
的
真
理
を
表
わ
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
が
な
い
。
そ
こ
で
問
題
は
、
哲
学
体
系
は
何
ら
か
の
意
味
で
の
絶
対
的
真
理
を
表

わ
す
概
念
や
命
題
を
含
ん
で
は
な
ら
な
い
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
こ
で
論
点
は

「絶
対
的
真
理
」
の
意
味
い
か
ん
と

い
う
さ
き
に
指
摘
し
た
第
二
の
問
題
に
か
ら
ま

っ
て
く
る
。

い
か
な
る
意
味
で
も
絶
対
的
真
理
を
表
わ
す
概
念
や
命
題
を
含
ん
で
は
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、　
一
切
の
哲
学
は
成
立
し
な
く

な
る
、
と
わ
た
し
は
考
え
る
。
こ
れ
は
ヘ
ー
グ
ル
の
哲
学
が
観
念
論
だ
か
ら
そ
の
体
系
は
絶
対
的
真
理
を
含
む
、
と
い
っ
た
問
題
で
は
な

く
、
観
念
論
で
あ
る
か
唯
物
論
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
か
か
わ
り
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
実
際
に
、
唯
物
論
哲
学
は
、
機
械
的
唯
物
論

で
あ
ろ
う
と
弁
証
法
的
唯
物
論
で
あ
ろ
う
と
、
例
え
ば

「物
質
が
唯

一
の
実
体
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
。
ま
た
科
学
的
社
会
主
義
の
哲
学

（
こ
れ
は
史
的
唯
物
論
を
含
む
）
は
、
例
え
ば

「
人
類
の
歴
史
に
お
い
て
階
級
社
会
は
終
り
を
つ
げ
、
や
が
て
無
階
級
社
会

が

到
来
す

る
」
と
い
う
命
題
を
主
張
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
場
合
に
こ
れ
ら
の
命
題
は
疑
う
余
地
の
な
い
も
の
と
し
て
主
張
さ
れ
て
い
る

の
で
あ

り
、
し
た
が

っ
て
絶
対
的
真
理
と
し
て
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

エ
ン
グ
ル
ス
は
絶
対
的
真
理
は
人
類
全
体
の
あ
い
つ
ぐ
発
展
に
よ
っ
て
の
み
到
達
可
能
な
も
の
で
あ
る
と
し
、
し
た
が

っ
て
歴
史
上
の

一
時
代
に
お
い
て
到
達
可
能
な
も
の
は
す
べ
て
相
対
的
真
理
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
前
記
の
命
題
は
相
対
的

真

理

で
あ

る
。
し
か
し
前
記
の
哲
学
は
、
人
類
の
将
来
の
歴
史
に
お
い
て
否
定
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
て
前
記
の
命
題
を
主
張
し
て
い
る
の

で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
こ
う
い
っ
た
命
題
だ
け
を
く
り
返
し
て
お
れ
ば
よ
い
と
考
え
て
い
る
の
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
実
体
は
何
か
、
階



級
社
会
は
ど
う
な
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
関
す
る
限
り
で
は
否
定
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
命
題
と
し
て
こ
れ
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

そ
の
限
り
で
は
絶
対
的
真
理
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
こ
こ
に
は

「
絶
対
的
真
理
」
と
い
う
概
念
の
二
義
性
が
あ
る
の
で

あ
り
、
前
記
の
命
題
は
こ
の
二
義
性
を
考
慮
し
て

「
相
対
的
か
つ
絶
対
的
な
真
理
」
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
よ
う

な
相
対
的
真
理
と
絶
対
的
真
理
の
弁
証
法
を
明
ら
か
に
し
た
人
こ
そ

ヘ
ー
ゲ
ル
そ
の
人
で
は
な
か

っ
た
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
弁
証
法

的
に
理
解
さ
れ
た
意
味
で
の
み
、　
ヘ
ー
グ
ル
は
自
分
の
哲
学
体
系
を
絶
対
的
真
理
だ
と
主
張
し
た
の
で
は
な
か

っ
た
だ
ろ
う
か
。

エ
ン
グ
ル
ス
は

「
絶
対
的
真
理
」
と
い
う
概
念
の
二
義
性
を
認
め
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
だ
が
し
か
し
こ
の
点
に
関
し
て
さ
ら

に
吟
味
を
つ
づ
け
よ
う
。
彼
は
さ
き
に
引
用
し
た
文
で
、
人
類
全
体
の
あ
い
つ
ぐ
発
展
の
な
か
で
は
じ
め
て
な
し
と
げ
ら
れ
る
こ
と
を
ひ

と
り
の
哲
学
者
が
な
し
と
げ
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
と
気
づ
く
と
き

「
た
だ
ち
に
、
い
ま
ま
で

『
哲
学
』
と
い
う
言
葉
で
み
と
め
ら
れ
て

い
た
よ
う
な
哲
学
は
お
わ
り
を
つ
げ
る
」
と
述
べ
て
い
た
。
こ
こ
で

「
い
ま
ま
で

『
哲
学
』
と
い
う
言
葉
で
み
と
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
な

哲
学
」
と
い
っ
て
い
る
の
が
、
デ
カ
ル
ト
の
哲
学
だ
と
か

ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
だ
と
か
い
う
よ
う
に
個
人
の
名
が
冠
せ
ら
れ
る
よ
う
な
哲
学

を
意
味
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
主
張
に
賛
成
し
て
も
よ
い
。
し
か
し
絶
対
的
真
理
を
含
む
哲
学
と
い
う
意
味
な
ら
ば
、
賛
成
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
。
ど
う
も

エ
ン
グ
ル
ス
は
後
者
の
意
味
で
い
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
吟
味
を
つ
づ
け
よ
う
。

さ
き
の
引
用
文
に
つ
づ
け
て
エ
ン
グ
ル
ス
は
、

「
人
び
と
は
、
こ
の
よ
う
な
道
で
、
ま
た
個
々
の
人
間
に
と

っ
て
は
と
う
て
い
達
し
え

な
い

『
絶
対
的
真
理
』
な
ど
と
い
う
も
の
は
ほ
う

っ
て
お
い
て
、
そ
の
か
わ
り
、
実、
訃
的、
計
朴
学
の
き
い
い
い
ヽ
そ、
し、
て、
こ、
れ、
ら、
の、
科、
学、

の、
成、
果、
を、
弁、
証、
法、
的、
思、
考、
を、
用、
ぃ
て、
総、
括、
す、
る、
道、
に、
よ、
か
て、
ヽ
外
達、
可、
能、
な、
相、
対、
的、
真、
理、
を
追
及
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。　
ヘ
ー
グ
ル
と

と
も
に
、
哲
学

一
般
は
お
わ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
い
ま
こ
こ
に
わ
た
し
が
傍
点
を
つ
け
た
こ
と
ば
に
よ

っ
て
エ
ン
グ
ル
ス
が
わ
れ
わ
れ

が
こ
ん
に
ち

「
科
学
的
世
界
観
」
と
よ
ん
で
い
る
も
の
を
表
わ
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、　
エ
ン
グ
ル
ス

は
科
学
的
世
界
観
を
相
対
的
真
理
で
あ
る
と
し
、
そ
し
て
こ
れ
を

「
哲
学

一
般
」
か
ら
区
別
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
で
は
そ
の
場
合
に
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科
学
的
世
界
観
を
哲
学
か
ら
区
別
す
る
け
じ
め
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
の
述
べ
方
か
ら
い
っ
て
、
哲
学
は
絶
対
的
真
理
を
含
む
も
の

で
あ
り
、
科
学
的
世
界
観
は
相
対
的
真
理
だ
、
と
い
う
こ
と
以
外
で
は
あ
り
え
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
そ
う
だ
と
す
る
と
そ
こ
に
は
科
学
的

世
界
観
の
あ
り
方
に
関
し
て
は
な
は
だ
重
要
な
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

科
学
的
世
界
観
は
実
証
的
諸
科
学
の
成
果
を
弁
証
法
的
思
考
を
用
い
て
総
括
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の

「総
括
す
る
」
と
い
う
手
つ
づ
き
は
特
殊
性
か
ら
普
遍
性
へ
の
飛
躍
を
含
ん
で
い
る
。
実
証
的
諸
科
学
の
個
々
の
成
果
は
経
験

。
実
験
に

よ
っ
て
実
証
さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
て
も
、
こ
れ
ら
の
成
果
か
ら
言
い
う
る
こ
と
は
例
え
ば
、
こ
れ
ま
で
の
経
験

・
実
験
に
よ
っ
て
は
物
質

以
外
の
存
在
は
見
い
だ
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
て
、
こ
こ
か
ら

「物
質
が
唯

一
の
存
在
で
あ
る
、
さ
ま
ざ
ま
な
運
動
形
態
に

お
い
て
運
動
し
て
い
る
物
質
以
外
に
は
何
も
の
も
存
在
し
な
い
」
と
い
う
普
遍
的
命
題
へ
と
移
る
こ
と
は
一
つ
の
飛
躍
で
あ
り
、
そ
し
て

こ
の
よ
う
な
普
遍
的
命
題
は
個
別
的
な
経
験

。
実
験
に
よ
っ
て
実
証
し
う
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
も
科
学
的
世
界
観
は
い
く
つ
か
の
基

本
命
題
を
将
来
の
歴
史
的
発
展
に
よ
っ
て
も
否
定
さ
れ
な
い
も
の
と
し
て
主
張
す
る
の
で
あ

っ
て
、
そ
の
限
り
で
絶
対
的
真
理
を
含
ん
で

お
り
、
新
し
い
デ
ー
タ
ー
が
出
て
く
れ
ば
い
つ
で
も
そ
の
命
題
を
訂
正
す
る
こ
と
を
立
て
前
と
し
て
い
る
経
験
科
学
と
は
こ
と
な
る
の
で

あ
る
。

こ
こ
に
も
ま
た

「
絶
対
的
真
理
」
と
い
う
概
念
の
二
義
性
が
か
ら
ま

っ
て
く
る
が
、
そ
れ
は
す
で
に
述
べ
た
こ
と
で
あ
る
か
ら
再
説
す

る
必
要
は
あ
る
ま
い
。

エ
ン
グ
ル
ス
は
科
学
的
世
界
観
は
相
対
的
真
理
で
あ
る
と

一
義
的
に
わ
り
切

っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
も
し
も
絶
対

的
真
理
が
い
ち
ど
獲
得
す
れ
ば
同
じ
こ
と
を
く
り
返
し
て
い
る
よ
り
仕
方
の
な
い
も
の
だ
と
す
れ
ば
、　
ヘ
ー
ゲ
ル
も
ま
た
そ
の
よ
う
な
絶

対
的
真
理
を
主
張
し
な
か
っ
た
し
、
将
来
の
歴
史
に
お
い
て
く
つ
が
え
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
命
題
と
し
て
何
ご
と
か
を
主
張
す
る
こ
と
で

あ
る
な
ら
ば
、
科
学
的
世
界
観
も
絶
対
的
真
理
を
含
ん
で
い
る
。
も
し
も
科
学
的
世
界
観
が
将
来
は
訂
正
さ
れ
る
可
能
性
を
も
つ
相
対
的

真
理
ば
か
り
か
ら
な
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
世
界
観
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
実
践
を
導
く
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。



こ
う
し
て

「
科
学
的
世
界
観
」
を
哲
学
か
ら
区
別
す
る
こ
と
は
無
意
味
で
あ
る
。
科
学
的
世
界
観
も
、
総
括
す
る
と
い
う
手
つ
づ
き
を

含
む
以
上
は
、
実
証
的
科
学
で
は
な
く
て
哲
学
で
あ
る
、
と
わ
た
し
は
考
え
る
。
で
は
科
学
的
世
界
観
は
体
系
的
で
あ
る
べ
き
か
、
そ
れ

と
も
非
体
系
的
で
あ
る
べ
き
か
。

「弁
証
法
的
思
考
を
用
い
て
総
括
す
る
」
の
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
は
体
系
的
で
あ
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

弁
証
法
が
対
象
を
全
面
的
に
と
ら
え
る
方
法
で
あ
る
か
ら
に
は
、
こ
の
方
法
に
よ
る
考
察

・
研
究
の
成
果
は
体
系
的
に
で
な
け
れ
ば
叙
述

で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
は

『資
本
論
』
を
み
れ
ば
わ
か
る
。
資
本
主
義
社
会
の
運
動
法
則
を
全
面
的
に
把
握
し
よ
う
と
す
れ
ば
弁
証
法
的

方
法
に
よ
る
ほ
か
は
な
く
、
ま
た
そ
の
成
果
は
体
系
的
に
で
な
け
れ
ば
叙
述
で
き
な
い
。
ま
し
て
世
界
観
は
世
界
に
つ
い
て
の
統

一
の
あ

る
見
解
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
科
学
的
世
界
観
は
体
系
的
に
叙
述
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

さ
て
以
上
述
べ
て
き
た
こ
と
に
よ
っ
て
、　
一
般
的
に
弁
証
法
的
方
法
と
体
系
的
叙
述
と
の
あ
い
だ
に
矛
盾
が
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
特

殊
的
に
は
ヘ
ー
グ
ル
哲
学
の
方
法
と
体
系
と
の
あ
い
だ
に
も
矛
盾
が
な
い
こ
と
を
示
し
え
た
と
思
う
。

ヘ
ー
グ
ル
の
方
法
と
体
系
と
が
矛

盾
し
て
い
る
と
い
う

エ
ン
ゲ
ル
ス
の
主
張
は
い
さ
さ
か
ヘ
ー
グ
ル
を
椰
楡
し
す
ぎ
て
い
る
の
で
あ
り
、
絶
対
的
真
理
と
相
対
的
真
理
を

一

面
的
に
区
別
し
て
そ
の
同

一
性
を
み
な
い
と
い
う
非
弁
証
法
的
把
握
に
よ
っ
て
、
自
分
自
身
の
見
解
を
戯
画
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。

三

以
上
で
こ
の
小
論
で
述
べ
よ
う
と
し
た
主
要
な
こ
と
は
述
べ
お
わ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
若
干
の
こ
と
を
補
足
し
て
述
べ
て
お
き
た
い
。

誤
解
を
さ
け
る
た
め
に
い
っ
て
お
く
の
だ
が
、
対
象
を
弁
証
法
的
方
法
に
よ
っ
て
考
察

。
研
究
し
、
そ
の
成
果
を
体
系
的
に
叙
述
す
る

と
い
う
場
合
に
そ
の
体
系
と
は
、　
ヘ
ー
ゲ
ル
の

『
エ
ン
テ
ィ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』
の
体
系
の
よ
う
に
す
み
ず
み
ま
で
三
分
法
で
貫
か
れ
た
体
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系
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
弁
証
法
的
方
法
と
は
、
し
ば
し
ば
述
べ
た
よ
う
に
、
対
象
を
全
面
的
に
考
察
す
る
方
法
で
あ
り
、
正

・

反

・
合
と
い
う
図
式
に
あ
わ
せ
て
対
象
を
と
ら
え
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
方
法
に
よ
っ
て
研
究
し

た
成
果
を
体
系
的
に
叙
述
す
る
場
合
に
そ
の
体
系
が
ど
の
よ
う
な
形
に
な
る
か
、
二
分
法
か
三
分
法
か
そ
の
他
の
形
か
と
い
う
よ
う
な
こ

と
は
、
考
察
さ
れ
て
い
る
対
象
の
如
何
に
よ
っ
て
ケ
ー
ス
・
バ
イ

・
ヶ
ｌ
ス
に
き
ま
る
こ
と
で
あ
る
。
要
す
る
に
体
系
の
形
は
、
全
面
的

に
考
察
し
た
成
果
を
秩
序
づ
け
て
叙
述
で
き
る
も
の
で
あ
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
―
―
秩
序
づ
け
て
叙
述
す
る
と
い
う
こ
と
に
は
、
読
む

も
の
に
わ
か
り
易
く
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
注
文
が
つ
く
。

マ
ル
ク
ス
が

『
経
済
学
批
判
』
で
は
各
項
目
の
あ
と
に
分
け
て

入
れ
よ
う
と
し
た
学
説
史
的
叙
述
を

『資
本
論
』
で
は
別
立
て
に
し
て

『剰
余
価
値
学
説
史
』
と
し
て
独
立
さ
せ
た
と
い
う
場
合
に
も
、

ど
ち
ら
が
よ
い
か
を
予
め
き
め
る
こ
と
の
で
き
る
問
題
で
は
な
く
、
学
説
史
的
部
分
が
あ
ま
り
厖
大
に
な
っ
た
な
ど
の
事
情
が
、
別
立
て

に
し
た
ほ
う
が
秩
序
だ

っ
た
叙
述
を
す
る
の
に
都
合
が
よ
い
と
判
断
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

科
学
的
世
界
観
を
体
系
的
に
叙
述
す
る
と
い
う
場
合
に
も
事
情
は
同
様
で
あ
る
。
か
つ
て
マ
ル
ク
ス
主
義
哲
学
を
弁
証
法
的
唯
物
論
と

史
的
唯
物
論
と
い
う
二
本
立
て
で
叙
述
す
る
の
か
、
マ
ル
ク
ス
主
義
哲
学
と
い
う

一
本
立
て
の
体
系
を
つ
く
る
か
、
と
い
う
問
題
が
提
起

さ
れ
て
議
論
が
あ

っ
た
こ
と
は
周
知
で
あ
る
。
わ
た
し
は
こ
う
い
う
問
題
の
出
し
方
を
ま

っ
た
く
無
意
味
だ
と
ま
で
は
い
わ
な
い
が
、
第

二
次
的
な
問
題
だ
と
思

っ
て
い
る
。
科
学
的
世
界
観
を
体
系
的
に
叙
述
す
る
と
い
う
こ
と
を
わ
た
し
が
要
求
す
る
際
に
念
頭
に
お
い
て
い

る
こ
と
は
、
例
え
ば
弁
証
法
の
諸
法
則
と
諸
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
ば
ら
ば
ら
に
叙
述
さ
れ
て
い
た
り
、
意
識
に
つ
い
て
弁
証
法
的
唯
物
論
で
物

質
と
の
関
連
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
史
的
唯
物
論
で
社
会
的
意
識
形
態
と
し
て
経
済
的
土
台
と
の
関
連
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
と

の
あ
い
だ
に
つ
な
が
り
が
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
い
ず
れ
も
対
象
が
全
面
的
に
、
す
な
わ
ち
弁
証
法
的
に
考
察
さ
れ
て
い
な
い
こ

と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
こ
う
い
う
こ
と
が
あ

っ
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
え
て
い
え
ば
、
対
象
を
弁
証
法
的
に
考
察

。
研
究
す
る
こ
と
が
う
ま
く
お
こ
な
わ
れ
て
い
れ
ば
、
体
系
的
叙
述
は
お
の
ず
か
ら
結
果
す
る

（と
い
っ
て
も
若
千
の
工
夫
を
要
す
る
こ



と
は
事
実
で
あ
る
が
）
の
で
あ

っ
て
、
い
ま
ま
で
と
同
じ
材
料
を
ど
う
列
べ
る
か
と
い
う
こ
と
で
や
れ
二
本
立
て
が
い
か
ん
の
、　
一
本
だ

て
で
は
う
ま
く
な
い
の
と
議
論
し
て
み
て
も
、
こ
れ
は
研
究
の
問
題
で
は
な
く
て
教
科
書
作
り
に
あ
た

っ
て
の
教
育
上
の
問
題
に
す
ぎ
な

い
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
、
前
文
で
青
年
時
代
に
も
い
ま
現
在
も

ヘ
ー
グ
ル
の
論
理
学
を

「
も

っ
と
も
哲
学
ら
し
い
哲
学
」
だ
と
思

っ
て
い
る
、
と
述
べ

た
こ
と
に
つ
い
て

一
言
す
る
。
わ
た
し
は
青
年
時
代
に
ヘ
ー
グ
ル
に
つ
い
て
わ
ず
か
な
こ
と
を
知
り
は
じ
め
た
そ
の
時
期
に
、

「
ベ
カ
ン

ト
な
も
の

一
般
は
、
そ
れ
が
ベ
カ
ン
ト
で
あ
る
か
ら
と
い
つ
て
、　
エ
ル
カ
ン
ト
で
は
な
い
」
と
い
う

『
精
神
の
現
象
学
』
の

「
序
文
」
に

述
べ
ら
れ
て
い
る
有
名
な
こ
と
ば
を
知

っ
た
。
そ
し
て
そ
の
時
以
来
こ
れ
は

「
直
接
的
か
つ
断
片
的
に
知
ら
れ
て
い
る
も
の

一
般
は
、
そ

れ
が
直
接
的
か
つ
断
片
的
に
知
ら
れ
て
い
る
か
ら
と
い
つ
て
、
組
織
的
か
つ
体
系
的
に
知
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
い
う
意
味
で

あ
る
と
理
解
し
、
そ
し
て
哲
学
と
は
直
接
的
か
つ
断
片
的
に
知
ら
れ
て
い
る
も
の
を
組
織
的
か
つ
体
系
的
に
知
ら
れ
て
い
る
も
の
へ
と
転

化
さ
せ
る
い
と
な
み
で
あ
る
、
と
考
え
て
き
た
。

「
哲
学
と
は
科
学
的
世
界
観
で
あ
る
」
と
い
う
把
握
は
、
哲
学
を
与
え
ら
れ
た
も
の
と

し
て
学
ぼ
う
と
す
る
態
度
を
と
る
と
き
に
は
そ
れ
で
よ
い
が
、
自
分
自
身
が

一
人
の
哲
学
者
と
し
て
哲
学
の
発
展
に
い
さ
さ
か
で
も
寄
与

し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
と
ま
ど
い
を
感
じ
さ
せ
る
。
と
い
う
の
は

「
諸
科
学
の
成
果
を
弁
証
法
的
思
考
を
用
い
て
総
括
す
る
」
と
い
う

こ
と
は
あ
ま
り
に
も
大
き
す
ぎ
る
仕
事
で
あ

っ
て
、
自
分
が
い
ま
何
を
す
れ
ば
よ
い
か
が
わ
か
ら
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し

て
哲
学
と
は
ベ
カ
ン
ト
な
も
の
を

エ
ル
カ
ン
ト
な
も
の
へ
と
転
化
す
る
い
と
な
み
で
あ
る
と
い
う
把
握
は
、
自
分
が

一
人
の
哲
学
者
と
し

て
仕
事
を
す
る
の
に
何
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
を
教
え
て
く
れ
る
。
わ
た
し
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
あ
の
こ
と
ば
に
導
び
か
れ
て
哲
学
者
と

し
て
の
仕
事
を
し
て
き
た
。

こ
の
よ
う
に
い
う
と
、　
ヘ
ー
ゲ
ル
は
観
念
論
者
で
は
な
い
か
、
お
前
は
観
念
論
者
に
導
び
か
れ
て
仕
事
を
し
て
い
る
の
か
、
と
い
っ
て

非
難
す
る
人
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
し
か
に
ヘ
ー
グ
ル
は
観
念
論
者
で
あ
り
、
彼
の
論
理
学
が
観
念
論
的
な
か
ま
え
を
も

っ
て
い
る



ヘーゲル哲学の方法と体系

こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
が
、
し
か
し

ヘ
ー
グ
ル
の
論
理
学
を
し
ら
べ
て
み
れ
ば
、
こ
れ
が
け

っ
し
て
観
念
論
的
な
か
ま
え
だ
け
で
書
け
る

も
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。　
ヘ
ー
グ
ル
は
ギ
リ
シ
ァ
以
来
の
諸
哲
学
を
よ
く
知

っ
て
い
た
ば
か
り
で
な
く
、
自
然
科
学
と
社
会
科
学

と
に
関
す
る
該
博
な
知
識
を
も

っ
て
い
た
。
彼
が
経
験
科
学
を
軽
蔑
し
て
お
り
、
ま
た
自
然
を
解
釈
す
る
の
に
時
と
し
て
神
秘
主
義
に
お

ち
い
る
傾
向
を
も

っ
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
と
に
か
く
同
時
代
の
経
験
科
学
を
実
に
よ
く
知

っ
て
い
た
。
論
理

学
を
こ
ま
か
く
し
ら
べ
て
い
く
と
、　
ヘ
ー
グ
ル
が
哲
学
と
科
学
に
関
す
る
そ
の
豊
富
な
知
識
を
、
ベ
カ
ン
ト
な
も
の
を

エ
ル
カ
ン
ト
な
も

の
に
転
化
さ
せ
る
と
い
う
方
針
で
整
理
し
、
全
面
的
に
考
察
す
る
と
い
う
弁
証
法
的
方
法
を
用
い
て
こ
れ
を
体
系
化
し
て
い
っ
た
跡
が
次

第
に
よ
み
と
れ
る
よ
う
に
な
り
、　
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
学
が

一
人
の
哲
学
者
が
哲
学
者
と
し
て
や
る
べ
き
仕
事
を
ま
こ
と
に
み
ご
と
に
遂
行

し
た
成
果
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
わ
た
し
が

ヘ
ー
グ
ル
の
論
理
学
を

「
も

っ
と
も
哲
学
ら
し
い
哲
学
」
で
あ
る
と
考
え
る
の
は
、
こ
の

よ
う
な
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。

青
年
時
代
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
学
を

「
も

っ
と
も
哲
学
ら
し
い
哲
学
」
だ
と
思

っ
た
の
は
、
い
わ
ば

一
目
惚
れ
と
で
も
い
う
べ
き
直
観

的
な
好
み
だ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
い
ま
は
前
述
の
意
味
で
や
は
り
こ
れ
に
惚
れ
こ
ん
で
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
も
わ
た
し
に
と

っ
て
ベ
カ
ン

ト
で
あ

っ
た

ヘ
ー
グ
ル
の
哲
学
が

エ
ル
カ
ン
ト
に
な

っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
に
か
く
、
わ
た
し
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
学

を
哲
学
者
の
仕
事
の
模
範
と
考
え
て
、
そ
れ
に
導
び
か
れ
て
自
分
の
仕
事
を
し
て
き
た
。
も
ち
ろ
ん
七
十
年
に
近
い
時
間
を
た
だ
哲
学
者

と
し
て
生
き
て
き
た
の
で
は
な
く
て
、
ず
い
ぶ
ん
多
く
そ
れ
以
外
の
こ
と
を
や

っ
て
き
た
の
で
あ
る
し
、
い
ま
現
に
こ
の
論
文
を
書
い
て

い
る
こ
と
も
、
こ
れ
は
断
片
的
な
知
識

・
ベ
カ
ン
ト
な
も
の
を
提
供
す
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ

っ
て
、
哲
学
者
と
し
て
の
仕
事
だ
と
は

思

っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
た
の
ま
れ
れ
ば
い
や
だ
と
思

っ
て
も
こ
う
い
う
仕
事
も
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
過
去
に
お
い
て

自
分
が
い
く
ら
か
で
も
哲
学
者
と
し
て
仕
事
を
し
た
と
思
う
こ
と
は
少
い
の
で
あ
る
が
、

『
弁
証
法
的
論
理
学
試
論
』
と

『
意
識
論
』
を

書
い
た
時
に
は
、
少
し
ば
か
り
哲
学
者
と
し
て
仕
事
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
感
じ
て
、
満
足
し
た
の
で
あ
る
。
わ
た
し
が

ヘ
ー
グ
ル
の



論
理
学
を

「
も

っ
と
も
哲
学
ら
し
い
哲
学
」
だ
と
い
う
の
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
そ
れ
が
わ
た
し
の
哲
学
す
る
い
と
な
み
を
導
い
て
く
れ

る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。



自然科学と弁証法

特
集
翁
弁
証
法
の
現
代
的
意
義

自
然
科
学
と
弁
証
法

菅

野

礼

司

一
、

は
じ

め
に

近
代
以
後
現
代
自
然
科
学
は
機
械
論
的
自
然
観
の
上
に
西
欧
合
理
主
義
に
よ
っ
て
築
か
れ
た
理
論
で
あ
る
と
し
、
そ
の
科
学
の
方
法
と

し
て
自
然
を
人
間
か
ら
切
り
離
し
て
客
観
的
に
理
解
す
る
立
場
と
分
析
的
手
法
の
限
界
が
し
ば
し
ば
批
判
的
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
し

て
、
そ
れ
を
克
服
す
る
道
は
、
人
と
自
然
の
一
体
感
と
、
関
連
を
重
視
す
る
東
洋
の
思
想
や
自
然
観
に
見
出
さ
れ
る
と
の
期
待
が
そ
の
人

達
に
は
あ
る
。
こ
の
見
解
が
当
を
え
て
い
る
か
ど
う
か
は
将
来
明
ら
か
に
な
る
が
、
い
ず
れ
に
し
ろ
現
代
は
科
学
と
思
想
の
転
換
期
に
あ

る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

こ
う
い
う
転
換
期
に
は
運
動
変
化
と
連
関
の
論
理
で
あ
る
弁
証
法
は
大
い
に
効
力
を
発
揮
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
現
代
科
学

を
踏
ま
え
た
自
然
弁
証
法
を
し
っ
か
り
と
確
立
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
二
十
世
紀
は
自
然
科
学
の
す
べ
て
の
分
野
で
革
命
的
発
展
を
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の
遺
稿
と
い
う
こ
と
も
あ

っ
て
議
論
が
不
十
分
で
あ
る
し
、
内
容
に
か
ん
し
て
も

一
部
疑
間
に
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
し
た
が

っ
て

近
代
科
学
か
ら
現
代
科
学
ま
で
を
含
め
た
自
然
弁
証
法
を
ま
と
め
る
必
要
が
あ
る
。
我
が
国
で
は
岩
崎

・
官
原
両
氏
の
労
作

『
現
代
自
然

（
２

）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３

）

科
学
と
唯
物
弁
証
法
』
と

『
科
学
的
認
識
の
理
論
』
が
そ
の
こ
と
を
意
識
し
て
書
か
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
だ
け
広
範
囲
に
し
か

も
多
岐
に
亘
っ
て
論
ず
る
こ
と
は
並
大
低
で
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
点
で
両
氏
の
功
績
は
非
常
に
大
き
い
と
思
う
。
だ
が
こ
の
二

書
の
よ
う
な
論
じ
方
と
は
別
に
、
自
然
科
学
の
各
分
野
ご
と
の
論
理
と
方
法
を
系
統
的
に
一
貫
し
て
分
析
し
、
そ
の
な
か
で
弁
証
法
を
浮

彫
り
に
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
こ
れ
ま
で
の
弁
証
法
は
ギ
リ
シ
ア
、
西
欧
の
も
の
が
中
心
で
あ

っ
た
が
、
東
洋
思
想
と
そ
の
な
か
に
見
ら
れ
る
弁
証
法
も
併

せ
考
察
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
自
然
観
や
思
考
形
式
の
ち
が
い
が
、
東
洋
と
西
洋
の
弁
証
法
に
微
妙
に
反
映
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

が
、
そ
れ
に
つ
い
て
本
稿
で
は
触
れ
な
い
。

そ
れ
は
さ
て
お
き
、
自
然
の
基
礎
的
認
識
は
次
の
四
つ
に
区
分
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
は
０
物
質
の
存
在
様
式
と
そ
の
運
動
、
０
宇
宙
の
構

造
と
進
化
、
０
広
義
の
情
報
と
そ
の
伝
達
、
③
生
命
の
本
質
と
生
物
進
化
で
あ
る
。

本
稿
で
は
議
論
の
焦
点
を
絞
る
た
め
に
０
の
物
質
の
存
在
様
式
と
運
動
、
す
な
わ
ち
物
理
学
の
み
を
考
察
の
対
象
と
す
る
。

自
然
現
象
の
う
ち
、
進
化
、
発
展
を
含
ま
ぬ
物
理
的
現
象
の
な
か
に
は
自
然
弁
証
法
は
見
ら
れ
な
い
と
か
、
特
に
反
復
可
能
な
単
純
な

力
学
的
運
動
に
は
弁
証
法
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
見
解
が
あ
る
。
そ
の
主
た
る
根
拠
は
サ
ル
ト
ル
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
史
的
実
践
に

よ
っ
て
の
み
唯
物
弁
証
法
は
成
立
し
う
る
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
単
純
な
力
学
的
運
動
の
な
か
に
も
弁
証
法
は
貫
か

れ
て
い
る
こ
と
を
主
張
す
る
論
理
が
岩
崎

。
官
原
、
田
〈軋

、
有
尾
の
諸
氏
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
。
私
も
そ
れ
に
加
わ
χ
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自



自然科学と弁証法

の
論
理
を
展
開
し
た
。

エ
ン
グ
ル
ス
が

『
自
然
の
弁
証
法
』
に
お
い
て
、
自
然
弁
証
法
を
自
然
の
自
己
運
動
、
自
己
発
展
の
論
理
と
し
て

定
式
化
し
て
か
ら
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
物
理
学
の
対
象
と
そ
の
理
論
の
な
か
に
自
然
弁
証
法
が
貫
か
れ
て
い
る
と
の
主
張
が
し
ば
し
ば
な

さ
れ
て
き
た
。

一
日
に
自
然
弁
証
法
と
い
っ
て
も
、
そ
の
な
か
に
三
様
の
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
と
思
う
。
第

一
に
自
然
現
象
そ
の
も
の
の
弁

証

法

（
こ
れ
を

「自
然
の
弁
証
法
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
）
、
第
二
に
自
然
現
象
の
認
識
過
程
、
つ
ま
り
認
識
の
歴
史
的
発
展
過
程
の
な
か
に

見
ら
れ
る
弁
証
法

（
「認
識
過
程
の
弁
証
法
」
）
、
第
二
に
獲
得
さ
れ
た
理
論
の
な
か
に
見
ら
れ
る
弁
証
法
論
理

（「論
理
の
弁
証
法
し

が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
認
識
過
程
と
い
え
ど
も
自
然
の
構
造
と
無
関
係
で
は
な
く
、
理
論
に
も
そ
れ
が
反
映
し
て
い
る
か
ら

「
自
然
の
弁
証

法
」
と
関
連
し
て
い
る
。

本
稿
で
は
自
然
弁
証
法
の
法
則
や
概
念
の
う
ち
で
、
主
と
し
て
対
立
物
と
そ
の
相
互
滲
透
に
つ
い
て
論
ず
る
こ
と
に
す
る
。

二
、
基
本
的
過
程

に
お
け
る

「
自
然

の
弁
証
法
」

す
べ
て
の
自
然
現
象
は
宇
宙
進
化
の
歴
史
の
中
の
一
こ
ま
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
現
象
と
し
て
は
一
回
限
り
で
あ

っ
て
反
復
不
可
能

で
あ
る
が
、
あ
る
限
定
さ
れ
た
領
域
に
お
い
て
、
境
界
条
件
さ
え
設
定
す
れ
ば
反
復
可
能
と
な
る
現
象
が
あ
る
。
物
理
学
は
主
と
し
て
か

か
る
現
象
を
扱
う
。
物
理
現
象
の
多
く
の
基
礎
的
過
程
に
お
い
て

「自
然
の
弁
証
法
」
が
見
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
、
物
理
学
の
発
展
過
程

お
よ
び
物
理
学
の
論
理
の
な
か
に
も
弁
証
法
が
あ
る
こ
と
を

ニ
ュ
ー
ト
ン
カ
学
か
ら
素
粒
子
論
に
至
る
ま
で
の
物
理
学
の
各
分
野
を

一
貫

し
た
系
統
的
分
析
に
も
と
づ
い
て
私
は
体
系
的
に
論
じ
た
。
自
然
弁
証
法
を
論
ず
る
場
合
、
唯
物
弁
証
法
の
範
疇
や
法
則
が
先
行
す
る
の

で
な
く
、
自
然
科
学
の
各
分
野
を
事
実
に
即
し

一
貫
し
て
分
析
、
考
察
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
紙
数
の
制
限
の
た
め



に
、
そ
こ
で
得
ら
れ
た
結
論
を
必
要
に
応
じ
て
要
点
の
み
を
要
約
す
る
が
、
詳
し
い
こ
と
は
拙
著
を
参
照
し
て
頂
き
た
い
。

物
質
の
最
も
基
本
的
属
性
は
運
動
と
相
互
作
用
（相
互
連
関
）
で
あ
る
。
物
質
は
常
に
他
者
と
の
関
連
に
お
い
て
の
み
存
在
す
る
と
い
う

観
点
か
ら
物
質
は
「対
象
的
存
在
」
で
あ
る
こ
と
を
町
田

ｏ
有
尾
氏
は
強
調
し
た
。
自
然
弁
証
法
の
中
心
的
課
題
は
物
質
の
運
動
と
相
互
作

用
で
あ
る
と
思
う
。
そ
こ
で
、
ま
ず

「自
然
の
弁
証
法
」
の
典
型
的
な
例
を
基
本
的
な
相
互
作
用
と
運
動
の
な
か
に
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

最
初
に
力
学
の
二
つ
の
質
量
を
と
り
あ
げ
る
。
物
体
に
は
他
の
物
体
と
の
相
互
作
用
に
よ
り
重
力
を
生
み
出
し
、
自
ら
を
加
速
す
る
傾

向
が
あ
る
が
、
反
面
力
の
加
速
作
用
に
対
し
て
抵
抗
す
る
慣
性
が
あ
る
。
重
力
の
源
泉
と
な
る
質
量
を
重
力
質
量
と
い
い
、
慣
性
の
も
と

は
慣
性
質
量
で
あ
る
。
質
量
の
あ
る
す
べ
て
の
物
体
は
こ
れ
ら
二
種
の
質
量
を
有
す
る
。
重
力
は
加
速
を
生
じ
て
速
度

一
定
の
定
常
運
動

を
破
る
の
で
あ
る
か
ら
現
状
否
定
の
性
質
で
あ
り
、
慣
性
は
そ
の
加
速
に
抵
抗
す
る
の
で
あ
る
か
ら
現
状
維
持
の
性
質
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
物
質
に
は
現
状
否
定
の
重
力
質
量
と
現
状
肯
定
の
慣
性
質
量
と
い
う
互
に
否
定
し
合
い
対
立
す
る
性
質
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
し

て
、
そ
れ
ら
の
措
抗
に
よ
っ
て
重
力
に
よ
る
運
動
が
決
定
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に

「
自
然
の
弁
証
法
」
で
あ
ろ
う
。

次
は
電
磁
誘
導
に
か
ん
す
る
レ
ン
ツ
の
法
則
で
あ
る
。

コ
イ
ル
に
磁
石
を
近
づ
け
た
り
遠
ざ
け
た
り
す
る
と
き

コ
イ
ル
に
電
流
が
発
生

す
る
が
、
そ
の
電
流
は
磁
石
の
運
動
を
妨
げ
る
方
向
に
生
ず
る
。　
一
般
的
に
は
、
磁
束
が
時
間
的
に
変
る
と
き
、
そ
の
変
化
を
妨
げ
る
方

向
の
起
電
力
が
生
ず
る
。
ま
た
逆
に
導
体
中
を
流
れ
る
電
流
の
強
さ
を
変
え
る
と
そ
の
変
化
を
妨
げ
る
方
向
に
磁
束
が
生
ず
る
。
こ
れ
が

レ
ン
ツ
の
法
則
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
一
種
の

「慣
性
」
が
電
磁
気
現
象
に
も
存
在
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
力
学
に
お
け
る
慣
性
質

量
は
速
度
変
化
に
対
し
て
抵
抗
す
る
物
質
の
性
質
を
表
わ
す
概
念
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
似
た
傾
向
が
電
流
や
磁
束
に
も
見
ら
れ
る
。
電
磁

誘
導
お
よ
び
慣
性
抗
力
は
、
定
常
状
態
を
否
定
す
る
変
化
に
対
す
る
再
否
定
と
し
て
現
わ
れ
る
特
性
で
あ
る
。
そ
し
て
電
磁
誘
導
の
場
合

は
場

（磁
束
）
と
物
質

（電
流
）
の
対
立

・
拮
抗
と
理
解
さ
れ
る
。

も
う

一
つ
の
例
は
多
体
系
に
み
ら
れ
る
特
性
で
あ
る
ル
シ
ャ
ト
リ
エ
ー
ブ
ラ
ウ
ン
の
法
則
で
あ
る
。
こ
の
法
則
を
簡
単
に
要

約

す

れ
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ば
、
熱
力
学
的
平
衡
に
あ
る
体
系
に
そ
の
平
衡
を
破
ろ
う
と
す
る
作
用
が
外
か
ら
加
わ
る
と
、
そ
の
外
的
効
果
を
打
ち
消
す
よ
う
な
変
化

が
内
部
に
現
わ
れ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
現
象
は
相
転
移
や
化
学
反
応
な
ど
に
多
く
見
ら
れ
る
が
極
め
て

一
般
的

傾

向

で
あ

る
。
こ
れ
も
定
常
状
態
を
破
ろ
う
と
す
る
作
用
を
再
否
定
す
る
反
作
用
の
現
わ
れ
で
あ
る
。

最
後
に
素
粒
子
の
相
互
作
用
を
見
よ
う
。
素
粒
子
の
相
互
作
用
は
重
力
を
除
い
て
、
強
い
相
互
作
用
、
電
磁
相
互
作
用
お
よ
び
弱
い
相

互
作
用
が
あ
る
。
他
方
素
粒
子
の
属
性
と
し
て
種
々
の
量
子
数
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
相
互
作
用
の
種
類
に
よ
っ
て
反
応
の
際
に
保
存
さ

れ
た
り
保
存
さ
れ
な
か
っ
た
り
す
る
。
た
と
え
ば
荷
電
ス
ピ
ン
、
ス
ト
レ
ン
ジ
ネ
ス
、
偶
奇
性

（
パ
リ
テ
ィ
）
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
量

子
数
は
強
い
相
互
作
用
に
よ
っ
て
起
る
現
象
で
は
す
べ
て
保
存
さ
れ
る
が
、電
磁
相
互
作
用
よ
り
も
、弱
い
相
互
作
用
と
い
う
よ
う
に
相
互

作
用
が
弱
く
な
る
程
保
存
則
の
破
れ
は
多
く
な
る
。
保
存
則
の
破
れ
は
状
態
の
質
的
変
化
を
も
た
ら
す
わ
け
だ
か
ら
、
保
存
則
の
破
れ
が

多
い
程
相
互
作
用
が
弱
く
な
る
と
い
う
こ
と
は
状
態
変
化
に
対
す
る

「抵
抗
」
の
存
在
を
示
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
例
の
よ
う
に
、
自
然
界
の
現
象
の
素
過
程
で
あ
ろ
う
と
多
体
系
で
あ
ろ
う
と
基
本
的
運
動
に
は
定
常
的
平
衡
状

態

を
破

る

（相
互
）作
用
と
、
現
状
を
保
持
し
よ
う
と
す
る
内
的
抵
抗
作
用
と
の
対
立
拮
抗
が
普
遍
的
に
み
ら
れ
る
。
こ
の
両
者
の
拮
抗
に
よ
っ
て
自

然
界
の
運
動
が
決
定
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
し
こ
の
内
部
抵
抗
が
な
け
れ
ば
無
限
小
の
作
用
に
よ
っ
て
無
限
大
の
速

さ
で
無
限
の
変
化
が
起

っ
て
し
ま
う
。

運
動
の
基
本
的
過
程
と
は
異
な
る
が
、
物
質
と
時
間

ｏ
空
間
の
相
互
規
定

に
よ
る
宇
宙
の
存
在
様
式
は

「自
然
の
弁
証
法
」
の
典
型

で
あ
ろ
う
。
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
一
般
相
対
性
理
論
は
重
力
場
を
時
空
間
の
歪
み
に
帰
し
た
。
物
質
の
質
量

（
一
般
的
に
は
エ
ネ
ル
ギ

ー
）
が
存
在
す
る
と
こ
ろ
で
は
時
空
間
が
平
坦
な
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
的
時
空
か
ら
ず
れ
て
歪
む
。
そ
の
歪
み
方
、
つ
ま
り
時
空
の
構
造
は
物

質
の
分
布
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
す
る
と
、
そ
の
時
空
構
造
は
重
力
場
を
決
定
す
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
物
質
の
運
動
を
生
じ
、
物
質

分
布
を
変
え
る
。
そ
の
物
質
分
布
の
変
化
に
つ
れ
て
時
空
構
造
も
変
る
。
こ
う
し
て
物
質
分
布
が
宇
宙
の
時
空
構
造
を
決
定
し
、
逆
に
そ



の
時
空
構
造
が
物
質
分
布
を
規
定
す
る
と
い
う
、
完
全
に
相
互
規
定
の
関
係
に
あ
る
。
こ
の
相
互
規
定
性
は
物
質
と
時
空
の
い
ず
れ
が
先

に
他
を
規
定
す
る
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
い
ず
れ
が
原
因
で
い
ず
れ
が
結
果
で
も
な
い
か
ら
、
原
因
―
結
果
の
連
鎖
の
図
式
と
は
異
な

っ
た
決
定
論
で
あ
る
。
系
の
構
成
要
素
が
互
に
他
の
あ
り
方
を
規
定
し
て
、
い
わ
ゆ
る
持
ち
つ
持
た
れ
つ
の
関
係
を
保
ち
な
が
ら
自
己
発

展
し
て
ゆ
く
状
態
は
一
つ
の

「
シ
ス
テ
ム
」
の
運
動
で
あ
る
。
そ
の
自
己
運
動
が
物
質
と
時
空
と
い
う
二
つ
の
対
立
物
の
相
互
浸
透
、
相

互
規
定
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
シ
ス
テ
ム
運
動
に

「自
然
の
弁
証
法
」
が
も

っ
と
も
よ
く
見
ら
れ
る
。
宇
宙
を

一
つ
の
閉
じ
た
体
系
と
す
る

な
ら
ば
宇
宙
の
運
動
は
そ
の
原
動
力
を
自
ら
の
う
ち
に
も
つ
弁
証
法
的
発
展
で
あ
ろ
う
。
こ
う
い
う
体
系
で
は
も
早
物
質
と
時
空
は
互
に

他
を
切
り
離
し
て
考
察
し
た
の
で
は
そ
の
本
質
的
な
も
の
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
。
相
互
連
関
の
あ
り
方
は
完
全
で
あ
る
。

「
自
然
の
弁
証
法
」
と
し
て
階
層
性
と
新
た
な
質
あ
る
い
は
法
則
性
の
発
現
に
関
す
る
も
の
が
あ
る
。
熱
力
学
的
状
態
量

で
あ

る
温

度
、
圧
力
、
内
部

エ
ネ
ル
ギ
ー
お
よ
び

エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
と
い
っ
た
も
の
は
、
単
体
あ
る
い
は
二
体
系
で
は
本
来
意
味
を
も
た
な
い
物
理
量

で
あ
る
が
、
多
分
子
系
に
な
る
と
こ
れ
ら
状
態
量
が
定
義
さ
れ
、
し
か
も
有
効
な
概
念
と
な
る
。
こ
れ
は
単
体
系
に
は
な
か
っ
た
質
が
多

体
系
に
は
存
在
す
る
こ
と
を
示
す
も

っ
と
も
単
純
な
例
で
あ
る
。
こ
こ
に
み
ら
れ
る
も
の
は
マ
ク
ロ
な
階
層
に
お
け
る
新
た
な
質
の
発
生

で
あ
り
単
体
系
か
ら
多
体
系
へ
と
い
う
量
に
よ
る
質
の
転
化
で
は
な
く
、
質
の
発
生
で
あ
る
。
新
し
い
質
の
発
生
を
含
め
て
量
に
よ
る
質

（
１０
）

の
転
化
の
多
様
な
形
態
は
岩
崎

・
官
原
氏
も
考
察
し
て
い
る
。

そ
れ
よ
り
も

一
層
重
要
な
こ
と
は
、
単
体
あ
る
い
は
二
体
の
運
動
の
素
過
程
は
時
間
反
転
に
対
し
て
不
変
な
法
則
、
す
な
わ
ち
可
逆
法

則
に
従

っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
多
体
系
の
運
動
は
非
可
逆
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
摩
擦
に
よ
る
熱
の
発
生
は
そ
の
典
型
で
あ
る
が
、

多
体
系
の
非
可
逆
過
程
は
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
増
大
の
法
則
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
事
実
は
自
然
界
に
お
け
る
階
層
の
ち
が
い
に

よ
る
新
た
な
質
の
発
生
を
示
す
。す
な
わ
ち
、多
体
系
に
は
下
の
階
層
で
あ
る
構
成
要
素
に
は
な
か
っ
た
新
た
な
法
則
性
が
発
現
し
た
こ
と

に
な
る
。
ま
た
同
時
に
、
全
体
は
部
分
の
単
純
和
で
は
な
い
と
い
う
全
体
と
部
分
の
弁
証
法
的
関
係
も
示
し
て
い
る
。
こ
の
例
に
み
る
よ
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う
に
階
層
性
と
い
う
も
の
を
、
単
に
空
間
的
大
き
さ
に
よ
る
階
層
と
し
て
ば
か
り
で
な
く
、
単
体
あ
る
い
は
二
体
系
と
多
体
系
の
ち
が
い

に
よ
る
階
層
と
し
て
も
把
握
す
べ
き
で
あ
る
。

以
上

「自
然
の
弁
証
法
」
の
典
型
的
例
を
あ
げ
た
が
、
こ
の
他
に
も

「
量
に
よ
る
質
の
転
化
」
な
ど
の
事
例
は
多
数
あ
る
と
思
う
が
、

割
愛
す
る
。三

、
本
質
論
と
対
立
物

自
然
現
象
の
基
本
的
運
動
過
程
に
対
立
物
の
拮
抗
が
み
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
運
動
が
決
定
さ
れ
る
と
い
う
構
造
は
当
然
な
が
ら
、
対

応
す
る
理
論
に
反
映
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
本、
費
諦
に
お
い
て
は
対、
立、
物、
と、
そ、
の、
拮、
抗、
あ
る
い
は
相、
互、
浸、
透、
と
い
う
形
で
定

式
化
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
本
質
論
的
理
論
あ
る
い
は
法
則
が
す
べ
て
こ
の
よ
う
な
形
式
に
な
る
と
は
限
ら
な
い
が
、
少
く
と
も
そ
の

中
に
対
立
概
念
と
そ
れ
ら
の
相
互
浸
透
や
拮
抗
が
含
ま
れ
る
べ
き
だ
と
思
う
。
だ
が
何
を
対
立
概
念
と
み
る
か
は
理
論
の
発
展
段
階
に
よ

っ
て
変

っ
て
く
る
し
、
む
し
ろ
最
初
か
ら
正
し
い
対
立
概
念
に
到
達
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。

力
学
の
成
立
過
程
を
歴
史
的
に
追

っ
て
見
れ
ば
そ
の
事
情
が
明
ら
か
に
な
る
。
物
質
の
慣
性
と
慣
性
法
則
が
ガ
リ
レ
イ
に
よ
っ
て
発
見

さ
れ
る
ま
で
は
、
運
動
と
静
止
が
対
立
概
念
で
あ

っ
た
。
し
た
が

っ
て
、
最
初
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
力
学
で
は
力
学
を
規
定
す
る
基
本
的

対
立
概
念
は
力
と
外
的
抵
抗
力
で
あ

っ
た
。
次
に
イ
ン
ペ
テ
ィ
ウ
ス
理
論
に
な
る
と
、
運
動
を
持
続
さ
せ
る
も
の
は
外
力
に
よ
っ
て
そ
の

物
体
に
込
め
ら
れ
た
イ
ン
ペ
テ
ィ
ウ
ス

（駆
動
力
）
で
あ
り
、
物
体
は
そ
の
イ
ン
ペ
テ
ィ
ウ
ス
を
消
耗
し
つ
つ
飛
び
続
け
、
消
耗
し
尽
す

と
上
る
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
力
学
を
規
定
す
る
対
立
概
念
は
力
に
よ
っ
て
物
体
に
与
え
ら
れ
た
イ
ン
ペ
テ
ィ
ウ
ス
と
重

さ
の
た
め
に
生
ず
る
静
上
の
傾
向

（内
的
抵
抗
）
で
あ

っ
た
。
こ
の
あ
と
物
質
の
慣
性
が
発
見
さ
れ
る
と
、
運
動

一
般
の
な
か
か
ら
静
止



を
含
め
た
等
速
度
運
動
と
が
慣
性
運
動
と
し
て
抽
出
さ
れ
、
そ
の
結
果
等
速
度
運
動
と
加
速
度
運
動
と
が
運
動
に
お
け
る
対
立
概
念
と
な

っ
た
。
そ
れ
と
と
も
に
デ
カ
ル
ト
が
慣
性
法
則
を
力
学
の
原
理
に
据
え
、
加
速
度
と
力
と
が
関
連
づ
け
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
慣
性
原
理

は
力
を
力
学
的
に
定
義
す
る
た
め
の
基
盤
で
あ
る
。
こ
こ
に
至
り
力
学
を
規
定
す
る
対
立
概
念
は
力
と
慣
性
抗
力
と
な
っ
た
。
こ
こ
で
慣

性
抗
力
は
質
量
と
加
速
度
の
積
に
負
符
号
を
つ
け
た
も
の
で
あ
る
。
運
動
法
則

日
ヽ
＝
〔　
は
こ
の
対
立
概
念
に
よ
っ
て
定

式
化

さ
れ

て
い
る
。
こ
の
過
程
を
見
る
と
、
力
学
に
お
い
て
何
が
基
本
概
念
で
あ
り
、
ま
た
対
立
物
で
あ
る
か
を
定
め
る
こ
と
の
重
要
性
が
理
解
さ

れ
る
。

さ
ら
に
力
学
に
お
け
る
対
立
物
を
運
動
法
則
の
積
分
型
で
あ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
形
態
で
考
察
し
て
み
よ
う
。
運
動
方
程
式
を
距
離
に
つ

い
て
積
分
す
る
と
、
物
体
に
作
用
し
た
力
の
な
す
仕
事
＝
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
エ
ネ
ル
ギ
ー

（保
存
力
の
場
合
）
と
、
慣
性
抗
力
の
な
す
仕
事

＝
運
動

エ
ネ
ル
ギ
ー
と
の
和
が

一
定
と
な
り
、
そ
れ
が
物
体
内
に
蓄
え
ら
れ
る
。
二
種
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
和
が

一
定
で
あ
る
と
い
う
の
が

い
う
ま
で
も
な
く
力
学
的

エ
ネ
ル
ギ
ー
保
存
則
で
あ
る
。
か
く
し
て
対
立
物
た
る
力
と
慣
性
抗
力
と
は
積
分
さ
れ
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
い
う

概
念
に
止
揚
さ
れ
統

一
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
全
力
学

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
な
か
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
運
動

エ
ネ
ル
ギ
ー
と

は
互
に
拮
抗
し
つ
つ
、　
一
方
が
他
方
に
移
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

（た
と
え
ば
落
下
運
動
の
よ
う
に
）
加
速
度
運
動
が
実
現
さ
れ
る
。
こ

の
よ
う
に
力
学
的

エ
ネ
ル
ギ
ー
は
互
に
対
立
措
抗
し
、
否
定
し
合
う
二
種
類
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
含
み
、
そ
れ
ら
の
相
互
移
行
に
よ
っ
て
運

動
が
決
定
さ
れ
る
と
い
う
仕
組
に
な
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
力
学
的

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
表
わ
す

ハ
ミ
ル
ト
ン
関
数
に
よ
る
力
学
の
定
式
化

（解
析
力
学
の
正
準
形
式
）
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
正
準
形
式
の
力
学
理
論
に
お
い
て
ハ
ミ
ル
ト
ン
関
数
は
そ
の
系
の
力
学
的
情

報
を
す
べ
て
包
含
し
、
力
学
系
の
時
間
的
発
展
を
完
全
に
規
定
す
る
。
こ
の
正
準
形
式
の
力
学
理
論
は
後
に
量
子
力
学
の
定
式
化
に
不
可

欠
で
あ
り
、　
Ｔ
ヽヽ
ル
ト
ン
関
数
が
そ
の
中
心
的
役
割
を
演
ず
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
基
本
的
対
立

概
念
を
正
し
く
見
出
し
て
こ
そ
理
論
の
発
展
が
正
し
い
軌
道
に
乗
る
の
で
あ
る
。
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蛇
足
か
も
知
れ
な
い
が

一
言
附
け
加
え
る
と
、
対
立
概
念
と
い
っ
て
も
、
正
と
負
、
陽
性
と
陰
性
な
ど
の
対
概
念
は
そ
れ
自
体
形
式
論

理
の
枠
内
に
お
さ
ま
り
、
弁
証
法
を
持
ち
出
す
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。
対
概
念
の
発
展
過
程
や
、
対
立
拮
抗
、
相
互
浸
透
を
こ
そ
問
題
に

す
べ
き
だ
と
思
う
。

本
質
論
的
理
論
に
は
基
本
的
対
立
概
念
が
含
ま
れ
る
べ
き
だ
と
し
て
古
典
力
学
の
例
を
あ
げ
た
が
、
基
本
法
則
が
基
本
的
対
立
概
念
に

よ
っ
て
組
立
て
ら
れ
て
な
い
例
は
熱
力
学
で
あ
る
。
熱
力
学
の
基
本
法
則
は
、
第

一
主
則
―

エ
ネ
ル
ギ
ー
保
存
則
、
第
二
主
則
―

エ
ン
ト

ロ
ピ
ー
増
大
則
、
第
二
主
則
―
絶
対
零
度
に
到
達
で
き
ぬ
と
い
う
熱
定
理
で
あ
る
。
ま
た
基
本
的
状
態
量
は
温
度
、
内
部

エ
ネ
ル
ギ
ー
お

よ
び

エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
で
あ
る
。
こ
れ
ら
三
つ
の
状
態
量
の
う
ち
二
つ
を
対
立
概
念
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
右
の
三
つ
の
主
則
は
対

立
概
念
に
よ
る
定
式
化
に
は
な
っ
て
な
い
。
分
子
統
計
力
学
は
熱
力
学
の
理
論
を
分
子
レ
ベ
ル
か
ら
基
礎
づ
け
る
の
み
で
あ

っ
て
、
基
本

法
則
や
基
本
概
念
は
変
ら
な
い
。
武
谷
三
段
階
論
で
い
え
ば
分
子
統
計
力
学
は
実
体
論
的
段
階
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

熱
力
学
は
平
衡
状
態
と
無
限
に
ゆ

っ
く
り
変
化
す
る
準
静
過
程
を
も
と
に
築
か
れ
た
理
論
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
時
間
は
捨
象
さ
れ
て

し
ま
っ
て
い
る
。
状
態
変
化
を
時
間
的
に
追
跡
す
る
、
い
わ
ゆ
る
運
動
方
程
式
は
存
在
し
な
い
。
つ
ま
り
系
の
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
の
変
化
を

物
理
量
を
用
い
て
表
わ
す
処
方
箋
、
つ
ま
り
熱
力
学
的
運
動
方
程
式
は
ま
だ
完
全
に
定
式
化
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
動
力

学
理
論
と
決
定
的
に
異
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
意
味
で
こ
れ
ま
で
の
熱
統
計
力
学
は
本
質
的
に
は
平
衡
の
物
理
学
で
あ
る
。
だ
が
自
然
界
に
は
非
平
衡
現
象
の
方
が
圧
倒
的
に
多

い
。
そ
の
な
か
で
最
初
は
非
平
衡
状
態
に
あ

っ
て
も
長
時
間
後
に
は
安
定
な
平
衡
状
態
に
達
す
る
場
合
は
こ
の
熱
統
計
力
学
で
近
似
的
に

扱
え
る
が
、
生
物
個
体
の
よ
う
に
自
己
秩
序
を
保

っ
た
散
逸
構
造
の
体
系
は
本
質
的
に
非
平
衡
状
態
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
非
平
衡
の

熱
統
計
力
学
が
望
ま
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
プ
リ
ゴ
ジ
ン
は
非
平
衡
を
も
と
に
し
た
不
可
逆
性
の
熱
力
学
を

「
発
展
の
物
理
」
と
呼
び
、
こ

れ
に
対
し
て
従
来
の
物
理
学
は
準
静
的
動
力
学
を
記
述
す
る
も
の
と
み
な
し

「存
在
の
物
理
学
」
と
呼
ん
だ
。
彼
は

「
発
展
の
物
理
学
」
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を
築
く
努
力
を
現
在
重
ね
て
い
る
。

非
平
衡
の
熱
統
計
力
学
を
つ
く
る
こ
と
が
困
難
な
理
由
は
、
非
平
衡
状
態
を
指
定
す
る
た
め
の
状
態
変
数
が
多
数
い
る
こ
と
で
あ
る
。

平
衡
状
態
の
場
合
に
は
気
体
の
状
態
は
圧
力
、
温
度
、
体
積
の
う
ち
の
二
つ
で
決

っ
た
の
に
反
し
、
非
平
衡
状
態
は
二
つ
以
上
の
状
態
変

数
が
必
要
で
あ
り
、
平
衡
か
ら
の
ず
れ
が
大
き
い
程
そ
の
数
は
多
く
な
る
。
と
こ
ろ
が
時
間
経
過
と
と
も
に
体
系
が
平
衡
状
態
に
近
づ
く

と
状
態
変
数
の
数
が
変

っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
状
態
変
数
の
選
び
方
が
む
ず
か
し
い
の
で
あ
る
。
現
在
で
も
完
全
な
理
論
は
で
き
て

な
い
が
、
オ
ン
サ
ー
ガ
ー
が

一
九
三

一
年
に
は
じ
め
て
定
式
化
し
た
。
非
可
逆
現
象
に
お
い
て
は
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
が
増
大
す
る
が
、
増
大

す
る
割
合
は
状
態
変
化
が
激
し
い
ほ
ど
大
き
い
。
し
た
が

っ
て
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
の
時
間
的
変
化
率
を
も

っ
て
状
態
変
化
の
起
動
力
と
し
、

熱
力
学
的
力
を
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
物
質
の
流
れ
と
そ
れ
を
起
す
起
動
力
を
用
い
て
表
わ
し
て
熱
力
学
的
運
動
方
程
を
導
い
た
。
熱
力
学
的
な

力
を
用
い
た
理
論
形
式
は
力
学
と
の
類
比
が
成
り
立
ち
興
味
を
そ
そ
る
。
こ
の
理
論
の
完
成
を
も

っ
て
、
熱
統
計
力
学
は
本
質
的
理
論
に

達
し
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

熱
統
計
力
学
に
限
ら
ず
、
力
学
に
お
い
て
も
最
初
の
理
論
は
静
力
学
か
ら
始
ま
り
、
等
速
運
動
、
加
速
運
動
へ
と
発
展
し
て
き
た
。
ま

し
て
複
雑
な
多
体
系
を
扱
う
熱
統
計
力
学
が
ま
ず
平
衡
状
態
に
準
拠
し
て
築
か
れ
た
の
は
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
平
衡
の
物
理
学
か

ら
非
平
衡
の
物
理
学
へ
の
発
展
は
ま
さ
に
認
識
過
程
の
弁
証
法
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
多
体
系
の
運
動
発
展
を
問
題
と
す
る
非
平

衡
の
熱
統
計
力
学
は
自
然
弁
証
法
の
宝
庫
と
思
わ
れ
る
。

現
代
の
場
の
理
論
に
も
と
づ
く
素
粒
子
の
基
本
的
相
互
作
用
は
ゲ
ー
ジ
理
論
に
よ
っ
て
統

一
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
の
対
立

物
は
物
質
場
と
ゲ
ー
ジ
場
で
あ
る
。
中
間
子
や
核
子
な
ど
の
素
粒
子
は
六
種
類
の
基
本
的
粒
子
ク
ォ
ー
ク
か
ら
な
る
。
軽
粒
子
と
呼
ば
れ

る
電
子
、　
μ
粒
子
、　
τ
粒
子
お
よ
び
三
種
の
中
性
微
子
と
と
も
に
そ
れ
ら
ク
ォ
ー
ク
は
基
本
的
粒
子
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
こ
れ

ら
基
本
粒
子
と
い
え
ど
も
さ
ら
に
下
の
階
層
に
進
め
ば
複
合
粒
子
で
あ
る
可
能
性
は
十
分
あ
る
。
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
ク
ォ
ー
ク
と
軽
粒
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子
を
物
質
場
と
呼
ぶ
。
ゲ
ー
ジ
場
は
物
質
場
の
相
互
作
用
を
媒
介
す
る
粒
子
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
物
質
場
は
あ
る
種
の
対
称
性
を
も

っ
て

い
て
、
物
質
場
を
互
に
入
れ
か
え
て
も
理
論
全
体
が
不
変
に
な
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
各
々
の
ク
ォ
ー
ク
は
三
つ
の
色

量
子
数

（赤
、
緑
、
青
と
名
づ
け
て
い
る
が
ク
ォ
ー
ク
自
体
が
色
を
も

っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
）
に
対
応
し
て
三
種
ず
つ
存
在
す
る
。

ク
ォ
ー
ク
理
論
は
色
量
子
数
の
ち
が
う
三
種
の
ク
ォ
ー
ク
の
任
意
の
入
れ
換
え
に
対
し
て
完
全
に
対
称
的
に
な
っ
て
い
る
。
物
質
場
に
こ

の
よ
う
な
対
称
性
が
あ
る
と
き
、
物
質
場
の
位
相
と
ゲ
ー
ジ
場
の
大
き
さ
を
同
時
に
変
え
て
も
、
両
者
の
変
換
を
う
ま
く
選

ん

で
や

る

と
、
変
換
に
よ
る
ず
れ
が
互
に
打
消
し
合

っ
て
理
論
が
不
変
に
な
る
よ
う
に
で
き
る
。
こ
の
変
換
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
時
空
間
の
各
点

ご
と
に
任
意
に
異
な
る
変
換
を
行

っ
て
も
ょ
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
変
換
を
ゲ
ー
ジ
変
換
と
い
い
、
ゲ
ー
ジ
変
換
で
不
変
な
理
論

を
ゲ
ー
ジ
理
論
と
い
う
。

ゲ
ー
ジ
理
論
の
特
徴
は
、
物
質
場
と
ゲ
ー
ジ
場
の
相
互
作
用
が
ゲ
ー
ジ
変
換
に
よ
る
不
変
性
か
ら

一
義
的
に
き
ま
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
物
質
場
に
一
つ
の
対
称
性
が
あ
る
と
、
そ
れ
に
対
応
し
て

一
つ
の
ダ
ー
ジ
理
論
が
つ
く
ら
れ
る
。
し
た
が

っ
て
、
す
べ
て
の
基
本
的

相
互
作
用

（強
、
電
磁
、
弱
、
重
力
相
互
作
用
）
を

「
ゲ
ー
ジ
変
換
に
対
し
不
変
で
あ
る
べ
し
」
と
要
請
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ゲ
ー
ジ
理

論
で
統

一
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ゲ
ー
ジ
理
論
の
性
質
を
決
定
す
る
の
は
物
質
場
の
も
つ
対
称
性
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
対
称
性
を
与
え
れ
ば
あ
と
は
自
動
的
に
ゲ
ー
ジ
理

論
が
で
き
る
仕
組
に
な
っ
て
い
る
。
だ
が
残
念
な
こ
と
に
物
質
場
の
対
称
性
を
決
定
す
る
原
理
は
ま
だ
見
出
さ
れ
て
い
な
い
。
自
然
界
に

存
在
す
る
粒
子
と
そ
の
性
質
を
実
験
的
に
求
め
て
決
定
す
る
し
か
今
の
と
こ
ろ
方
法
が
な
い
の
だ
。
こ
の
点
は
不
満
だ
が
、
ゲ
ー
ジ
理
論

は
物
質
場
の
対
称
性
が
ゲ
ー
ジ
場
の
性
質
を
き
め
、
逆
に
ゲ
ー
ジ
場
が
物
質
場
の
相
互
作
用
を
規
定
す
る
と
い
う
相
互
依
存
の
形
式
に
一

応
は
な
っ
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
物
質
場
と
ゲ
ー
ジ
場
の
対
立
お
よ
び
相
互
依
存
と
い
う
弁
証
法
的
見
方
が
成
り
立
つ
。
し
か
し
、
そ

の
相
互
連
関
は
完
全
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
物
質
場
の
対
称
性
を
き
め
る
原
理
が
な
く
、
実
験
的
に
外
か
ら
対
称
性
を
与
え
る
の
だ



か
ら
、
対
称
性
さ
え
き
め
れ
ば
物
質
場
が
な
く
と
も
ゲ
ー
ジ
場
だ
け
で
そ
の
性
質
を
決
定
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
物
質
場
と
ゲ
ー

ジ
場
と
は
必
ず
し
も
相
手
の
存
在
を
前
提
し
た
も
の
で
は
な
く
、
相
互
依
存
の
関
係
は
完
全
で
は
な
い
。
こ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
現
在

の
ゲ
ー
ジ
理
論
は
ま
だ
完
全
と
は
い
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

も
う

一
つ
重
要
な
問
題
は
、
さ
ら
に
下
の
階
層
に
お
い
て
、
物
質
場
ば
か
り
で
な
く
ゲ
ー
ジ
場
も
可
分
な
複
合
粒
子
な
の
か
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
も
し
ゲ
ー
ジ
場
が
サ
ブ
ク
ォ
ー
ク
の
物
質
場
と
そ
の
反
粒
子
と
の
複
合
粒
子
で
あ
る
な
ら
ば
、
物
質
場
と
ゲ
ー
ジ
場
と
を
基

本
的
対
立
物
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ゲ
ー
ジ
場
を
こ
の
種
の
複
合
粒
子
と
考
え
る
立
場
を
フ
ェ
ル
ミ
粒
子

一
元
論
と
い
う
が
、
フ
ェ

ル
ミ
粒
子

一
元
論
が
正
し
い
か
、
物
質
場
と
ゲ
ー
ジ
場
の
二
元
論
が
正
し
い
か
は
将
来
大
き
な
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
（梵

。

四
、

「絶
対
化
」
か
ら

「相
対
化
」

へ

「
認
識
過
程
の
弁
証
法
」
に
つ
い
て
先
に
、
力
学
と
熱
統
計
力
学
を
例
に
あ
げ
て
論
じ
た
が
、
認
識
の
発
展
過
程
を
も

っ
と
グ
ロ
ー
バ

ル
に
掴
む
こ
と
も
で
き
る
。
近
代
物
質
科
学
は
そ
の
成
立
期
か
ら
成
熟
期
ま
で

「絶
対
化
」
の
論
理
が
太
い
柱
と
な
っ
て
い
る
が
、
二
〇

世
紀
以
後
の
現
代
物
質
科
学
は

「相
対
化
」
の
論
理
が
働
い
て
い
る
と
思
う
。

近
代
科
学
の

「
絶
対
化
」
の
論
理
と
は
、
物
質
の
不
滅
性
を
表
わ
す
不
変
実
体
た
る
原
子
の
存
在
と
絶
対
時
空
の
仮
定
、
絶
対
温
度
の

追
求
、
さ
ら
に
は
絶
対
的
保
存
則
や
例
外
を
許
さ
な
い
絶
対
的
自
然
法
則
の
存
在
を
前
提
に
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
機
械
的
因
果
律
に

も
と
づ
く
必
然
的
決
定
論
、
永
遠
の
真
理
と
し
て
の
絶
対
的
真
理
の
存
在
と
い
っ
た
も
の
が
自
然
観
と
し
て
そ
の
背
後
に
あ

っ
た
。
こ
れ

に
対
し
て
現
代
科
学
の

「
相
対
化
」
の
過
程
は
そ
れ
ら
絶
対
性
の
否
定
で
あ
る
。
古
典
的
原
子
概
念
の
崩
壊
か
ら
自
然
の
階
層
性
へ
、
そ

し
て
元
素
の
転
換
、
質
量
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
同
等
性
は
狭
義
の

「
物
質
不
滅
」
の
否
定
で
あ
る
。
保
存
則
も
近
似
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
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が
認
識
さ
れ
絶
対
的
保
存
則
は
否
定
さ
れ
た
と
い
え
る
。
さ
ら
に
相
対
的
時
空
間
概
念
、
量
子
的
因
果
律
で
あ
る
確
率
法
則
が
絶
対
的
概

念
に
と

っ
て
代

っ
た
。　
一
般
相
対
論
は
物
質
と
時
空
の
相
互
規
定
を
主
張
し
、
他
方
物
質
と
宇
宙
の
進
化
論
的
自
然
観
も
確
立
し
た
。
相

対
論
と
量
子
論
に
よ
る
物
理
革
命
は
理
論
の
適
用
限
界
と
相
対
的
真
理
性
を
認
識
さ
せ
た
。

物
質
の
階
層
性
は
素
粒
子
―
ク
ォ
ー
ク
ー
サ
ブ
ク
ォ
ー
ク
ヘ
と
探
り
下
げ
ら
れ
、
究
極
的
不
変
実
体
の
存
在
の
保
証
で
は
な
い
。
し
か

も
下
層
の
レ
ベ
ル
程
相
互
転
化
が
激
し
い
よ
う
に
見
え
る
。
保
存
則
に
し
て
も

エ
ネ
ル
ギ
ー
保
存
則
や
運
動
量
保
存
則
は
時
空
の
構
造
と

関
係
し
て
い
て
、
絶
対
的
に
保
存
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
物
質
の
安
定
性
を
保
証
す
る
と
思
わ
れ
て
い
た
陽
子
の
安
定
性
す
ら
も
破
れ
、

核
子
数
の
保
存
則
は
極
め
て
僅
か
で
は
あ
る
が
破
れ
て
い
る
可
能
性
が
強
い
。
自
然
法
則
に
か
ん
し
て
も
、
宇
宙
の
進
化
と
と
も
に
認
識

対
象
の
実
体
ば
か
り
で
な
く
法
則
自
体
が
宇
宙
の
歴
史
と
と
も
に
徐
々
に
変
化
す
る
可
能
性
も
あ
る
。
こ
う
い
う
認
識
段
階
で
は
各
階
層

で
い
か
な
る
実
体
が
存
在
す
る
か
と
い
う
こ
と
も
重
要
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
相
互
連
関
と
運
動
変
化
の
様
相
を
追
究
す
る
こ
と

が

一
層
重
要
に
な
っ
て
く
る
。
た
と
え
ば
、
こ
れ
ま
で
独
立
な
相
互
作
用
と
思
わ
れ
て
い
た
四
つ
の
基
本
的
相
互
作
用
を
関
連
づ
け
よ
う

と
す
る
統

一
場
の
理
論
が
素
粒
子
論
の
中
心
課
題
に
な

っ
て
い
る
。

人
間
の
思
考
法
は
ま
ず
基
準
を
設
け
て
そ
れ
を
拠
り
所
に
し
て
思
考
を
推
し
進
め
る
傾
向
が
強
い
。
だ
か
ら
近
代
物
理
学
の
よ
う
に
論

理
的
に
き
ち
ん
と
し
た
抽
象
的
理
論
を
組
み
立
て
る
に
は
掴
み
ど
こ
ろ
の
な
い
相
対
的
概
念
で
は
な
く
、
ま
ず
最
初
に
不
変
実
体
と
か
絶

対
的
概
念
と
い
っ
た
も
の
を
拠
り
所
に
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
た
と
え
ば

ニ
ュ
ー
ト
ン
カ
学
の
形
成
に
お
い
て
、
慣
性
法

則
を
も
と
に
絶
対
時
空

（絶
対
時
空
と
ま
で
い
か
な
く
と
も

一
様
な
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
的
時
空
）
を
仮
定
し
、
そ
の
上
に
力
学
を
築
か
ざ
る

を
え
な
か
っ
た
。
こ
う
し
な
い
で
、
い
き
な
リ
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
的
相
対
時
空
を
用
い
て
力
学
理
論
を
つ
く
る
こ
と
は
で
き
な
い
。　
一
旦
確

立
し
た

「
絶
対
性
」
を
次
に
否
定
し
て

「
相
対
化
」
へ
と
認
識
を
進
め
る
の
で
あ
る
。

現
代
科
学
の
相
対
化
の
過
程
は
、
こ
れ
ま
で
の
説
明
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
物
事
の
変
化
と
関
連
の
追
究
へ
と
認
識
が
進
ん
だ
た
め
で
あ



る
。
し
た
が

っ
て
こ
の
相
対
的
概
念
と
相
対
的
法
則
と
は
、
い
わ
ば
物
質
の
運
動
と
相
互
連
関
を
意
味
す
る
か
ら
、
こ
の
認
識
の
発
展
は

大
ま
か
に
い
っ
て
形
式
論
理
か
ら
弁
証
法
的
論
理
へ
の
発
展
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
発
展
は
ま
た

一
種
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の

転
換
と
も
み
ら
れ
る
。

絶
対
概
念
か
ら
相
対
概
念
へ
と
い
う
認
識
パ
タ
ー
ン
の
転
換
と
は
別
に
、
自
然
認
識
の
発
展
の
歴
史
の
中
で
理
論
体
系
の
発
展
段
階
に

対
応
し
た
分
析
と
総
合
の
大
き
な
サ
イ
ク
ル
が
あ
る
。
例
え
ば
、
物
質
と
時
空
の
場
合
に
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
時
代
の
物
質
と
時
空
概
念
は

原
子
論
の
そ
れ
で
あ

っ
た
。
原
子
と
そ
の
容
れ
も
の
と
し
て
の
空
虚
な
空
間
は
互
に
独
立
な
存
在
で
あ

っ
た
。
少
し
お
く
れ
て
で
た
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
の
自
然
観
は
物
質
と
時
空
は
不
可
分
の
関
係
に
あ
り
、
物
質
即
時
空
と
考
え
ら
れ
た
。
十
七
世
紀
に
原
子
論
が
復
活
さ
れ
る

ま
で
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
自
然
観
が
支
配
的
で
あ

っ
た
。
近
代
科
学
に
お
い
て
は
時
空
と
物
質
は
切
り
離
さ
れ
等
質
な
無
限
空
間
と
そ

の
中
を
運
動
す
る
物
質
と
い
う
原
子
論
的
概
念
に
も
ど

っ
た
。
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
特
殊
相
対
論
を
提
唱
し
、
時
間
と
空
間
を
関
連
さ

せ
た
ば
か
り
で
な
く
物
質
と
時
空
の
関
係
を
物
質
の
運
動
を
媒
介
に
し
て
不
完
全
な
が
ら
定
式
化
し
た
。
こ
の
段
階
で
は
両
者
の
結
合
を

規
定
す
る
も
の
は
物
質
か
ら
時
空
へ
一
方
的
で
、
空
間
は
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
的
等
方
等
質
の
無
限
空
間
で
あ

っ
た
。　
一
般
相
対
論
に
至
り
物

質
と
時
空
は
相
互
規
定
の
関
係
に
よ
っ
て
完
全
に
統

一
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
物
質
と
時
空
の
関
係
は
素
朴
な
分
離
観
か
ら
統

一
を
経
て
、

近
代
力
学
の
成
立
に
よ
っ
て
分
離
さ
れ

（分
析
的
過
程
）
し
か
る
後
に
再
統

一
さ
れ
た

（総
合
的
過
程
）
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
再
統

一
さ
れ
た
後
の
物
質
と
時
空
概
念
は
分
析
段
階
を
経
る
こ
と
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
特
性
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
上
で
の
、
よ
り
高
い
総

合
的
観
点
に
達
し
た
も
の
で
あ
る
。

自
然
認
識
の
発
展
は
、　
ニ
ュ
ー
ト
ン
カ
学
か
ら
特
殊
相
対
論
へ
の
移
行
の
際
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
変
更
ば

か

り

で
な

く
、

「絶
対
化
」
の
過
程
か
ら
、

「
相
対
化
」
の
過
程
へ
の
転
換
や
、
長
期
サ
イ
ク
ル
の
分
析
と
総
合
の
繰
り
返
し
と
い
う
別
の
観
点
か

ら
も
見
る
必
要
が
あ
る
。
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「
絶
対
化
」
と

「
相
対
化
」
の
サ
イ
ク
ル
は
今
後
も
続
く
と
予
想
さ
れ
る
。
素
粒
子
相
互
作
用
の
統

一
場
の
理
論
は

「
絶
対
化
」
の
一

例
で
あ
る
。

「
絶
対
化
」
と

「
相
対
化
」
の
意
味
は
変
る
け
れ
ど
も
こ
の
観
点
を
近
代
科
学
以
前
の
時
代
に
遡
及
し
て
適
用
す
る
こ
と
も

可
能
で
あ
る
が
省
略
す
る
。

五
、
変
分
法
と
変
換
論

科
学
的
認
識
は
分
析
と
総
合
の
繰
り
返
し
で
あ
る
が
、
現
代
科
学
の
方
法
は
対
象
を
構
成
要
素
に
分
解
す
る
要
素
還
元
主
義
で
あ
る
と

の
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
。
分
析
的
方
法
は
人
間
が
恣
意
的
に
考
え
出
し
た
も
の
で
は
な
く
、
多
分
に
認
識
対
象
そ
の
も
の
の
構
造
の
反

映
で
あ
る
か
ら
、　
一
概
に
そ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
形
式
論
理
の
諸
法
則
と
い
え
ど
も
ア
プ
リ
オ
リ
に
与
え
ら
れ
た
も
の
で

な
く
人
類
の
永
年
の
実
践
か
ら
え
た
思
惟
形
式
で
あ
る
の
と
同
様
で
あ
る
。
分
析
的
方
法
に
限
界
が
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、

分
析
的
方
法
が
成
立
し
た
の
は
自
然
界
に
存
在
す
る
も
の
の
構
造
の
反
映
で
あ

っ
て
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
る
。

分
析
法
の
内
容
を
ヘ
ー
グ
ル
は
二
つ
に
分
け
、
０
対
象
を
分
解
し
て
構
成
要
素
を
抽
出
す
る
こ
と
、
０
対
象
を
分
解
す
る
こ
と
な
く
そ

の
形
態
を
保

っ
た
ま
ま
、
類
、
実
体
、
法
則
な
ど
を
抽
出
す
る
こ
と
と
し
た
。
分
析
の
方
法
手
段
と
そ
れ
に
よ
っ
て
え
ら
れ
る
認
識
内
容

と
は
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。
分
析
方
法
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、
０
と
０
の
他
に
そ
の
中
間
的
方
法
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
あ
る
。
そ
れ

は
一
言
で
い
え
ば

「変
分
法
」
と
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
弁
証
法
的
性
質
を
有
す
る
。
し
か
も
要
素
分
解
で
は
な
く
構
成
要
素
間
の
関
係
や

全
体
的
構
造
を
認
識
す
る
の
に
適
し
た
方
法
で
あ
る
。
こ
の
第
三
の
分
析
方
法
と
も
い
う
べ
き
変
分
法
は
自
然
科
学
に
限
ら
ず
、
社
会
科

学
に
お
い
て
も
実
際
の
認
識
過
程
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
の
方
法
の
弁
証
法
的
意
義
が
充
分
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
思

う
。
こ
こ
で
は

「
論
理
の
弁
証
法
」
の
典
型
的
例
と
し
て
、
力
学
に
お
け
る
変
分
法
で
あ
る
仮
想
仕
事
の
原
理
と
最
小
作
用
の
原
理
を
と



り
あ
げ
る
。

東
縛
力
に
よ
っ
て
互
に
結
合
さ
れ
て
い
る
質
点
系

（
た
と
え
ば
剛
体
）
、
あ
る
い
は
滑
ら
か
な
曲
面
上
に
東
縛
さ
れ
て
い
る
質
点
系
が

あ
り
、
外
力
の
作
用
の
も
と
で
、
こ
の
質
点
系
が
釣
合
い
の
状
態
に
あ
る
と
す
る
。
外
力
に
関
す
る
釣
合
い
の
条
件
を
求
め
る
た
め
に
、

そ
の
平
衡
状
態
を
破
ら
な
い
程
度
に
、
質
点
を
平
衡
の
位
置
か
ら
徴
小
変
位
さ
せ
る
と
き
、
各
質
点
に
働
く
外
力
の
す
る
仕
事
の
総
和
は

零
で
あ
る
、
と
い
う
原
理
を
用
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
微
小
変
位
は
実
際
の
変
位
で
は
な
く
思
考
に
よ
る
ま

っ
た
く
任
意

（東
縛
条

件
を
満
す
範
囲
で
）
の
仮
想
変
位
で
あ
る
。
仮
想
変
位
に
よ
る
力
の
仕
事
を
仮
想
仕
事
と
い
う
。
こ
の
仮
想
変
位
は
束
縛
条
件
を
破
ら
な

い
よ
う
に
各
質
点
を
動
か
す
か
ら
、
東
縛
力
の
す
る
仕
事
は
零
に
な
る
よ
う
に
と
れ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
し
た
が

っ
て
、
東
縛
力
の
す

る
仮
想
仕
事
は
考
え
な
く
て
よ
い
こ
と
に
な
る
。

仮
想
仕
事
の
原
理
と
は
、
質
点
系
が
平
衡
状
態
に
あ
る
と
き
、
そ
の
質
点
系
に
作
用
す
る
力
の
す
る
仮
想
仕
事
の
和
は
零
で
あ
り
、
ま

た
そ
の
逆
も
成
り
立
つ
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
東
縛
力
の
仮
想
仕
事
が
零
に
な
る
よ
う
仮
想
変
位
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
面
倒

な
東
縛
力
を
陽
に
持
ち
込
ま
な
く
と
も
平
衡
条
件
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

仮
想
仕
事
の
原
理
の
基
本
的
な
考
え
方
は
次
の
よ
う
に
要
約
で
き
る
。
平
衡
状
態
を
分
析
す
る
場
合
に
静
止
し
た
ま
ま
で
は
わ
か
ら
な

い
が
、
状
態
を
少
し
仮
想
的
に
変
え
て
力
学
系
を
仮
想
的
に
動
か
し
て
み
る
と
陰
に
隠
れ
て
い
た
性
質
や
構
造
と
と
も
に
、
そ
の
平
衡
が

成
立
し
て
い
た
条
件
や
根
拠
が
明
ら
か
に
な
る
。
同
じ
平
衡
状
態
で
も
安
定
な
平
衡
と
不
安
定
な
平
衡
と
あ
る
が
、
そ
の
区
別
は
静
止
し

た
ま
ま
観
察
し
た
の
で
は
わ
か
ら
な
い
場
合
で
も
、
少
し
揺
り
動
か
し
て
み
れ
ば
明
ら
か
に
な
る
。
仮
想
変
位
は
東
縛
条
件
を
破
ら
な
い

よ
う
に
選
ぶ
か
ら
、
こ
の
変
分
に
は
そ
の
質
点
系
の
力
学
的
構
造
、
つ
ま
り
任
意
に
変
位
さ
せ
う
る
自
由
度
の
数
と
性
質

（
た
と
え
ば
曲

面
上
に
東
縛
さ
れ
た

一
質
点
の
場
合
は
曲
面
に
添

っ
た
二
自
由
度
、
剛
体
の
場
合
は
並
進
と
回
転
の
六
自
由
度
）
が
重
要
な
意
味
を
も

っ

て
く
る
。
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な
お
仮
想
仕
事
の
原
理
で
は
、
変
位
は
仮
想
変
位
を
と

っ
た
が
、
現
実
の
分
析
に
お
い
て
は
実
際
の
変
位
や
摂
動
を
用
い
る
こ
と
も
あ

り
う
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
変
化
さ
せ
る
も
の
は
対
象
の
状
態
を
本
質
的
に
規
定
す
る
も
の
を
選
ぶ
べ
き
で
あ
る
。

以
上
は
静
止
学
の
場
合
で
あ
る
が
、
こ
の
思
考
法
は
動
力
学
に
も
拡
張
し
う
る
。
そ
れ
を
可
能
に
し
て
く
れ
る
の
は
グ
ラ
ン
ベ
ー
ル
の

原
理
で
あ
る
。
東
縛
力
Ｒｉ
の
あ
る
運
動
方
程
式

Ｂ
】ミ
＝
い̈
＋
”
い
を
変
形
し
て

、

含
”―
日

０̈
し

＝
ｏ

】

を
え
る
。
ｆｌ
は
ｉ
番
目
の
質
点
に
作
用
す
る
外
力
で
あ
り
、　
α‐
は
そ
の
加
速
度
で
あ
る
。
こ
こ
で
束
縛
力

（内
力
）
の
総
和
は
消
え
る
の

で
書
い
て
な
い
。
こ
の
式
は
慣
性
抗
カ

ー
ヨ
摯Ｆ

を
仮
想
的
力
と
み
な
せ
ば
、
外
力
と
慣
性
抗
力
と
は
全
体
で
釣
合

っ
て
い
る
こ
と
を
示

す
。
こ
れ
が
ダ
ラ
ン
ベ
ー
ル
の
原
理
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
こ
の
釣
合
の
式
に
仮
想
仕
事
の
原
理
を
適
用
で
き
る
。
た
だ
し
、
ｆ‐
、　

α‐

は
時
間
と
と
も
に
変
化
す
る
か
ら
そ
の
平
衡
は
各
瞬
間
瞬
間
で
成
立
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
あ
る
瞬
間
に
こ
の
式
に

仮
想
仕
事
の
原
理
を
適
用
す
る
と
、
そ
れ
か
ら
東
縛
力
も
含
め
た
各
質
点
に
対
す
る
運
動
方
程
式
が
導
か
れ
、
そ
の
逆
も
成
立
す
る
。

こ
の
操
作
は
実
際
の
運
動
に
よ
る
変
位
と
ち
が
い
、
仮
想
変
位
だ
か
ら
可
能
な
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
平
衡
条
件
は
時
々
刻
々
変

っ
て
い
る
し
、
質
点
も
実
際
に
運
動
し
て
い
る
か
ら
、
あ
た
か
も
映
画
の
フ
ィ
ル
ム
を

一
時
停
止
し
、
そ
の
一
駒
を
取
り
出
し
て
そ
の
場

面
で
仮
想
仕
事
の
原
理
を
適
用
せ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

以
上
ま
と
め
る
と
、
仮
想
仕
事
の
原
理
に
よ
っ
て
え
ら
れ
た
も
の
は
次
の
よ
う
に
な
る
。
０
、
静
力
学
で
は
平
衡
状
態
を
仮
想
変
位
に

よ
っ
て

一
旦
否
定
し
、
他
者

（変
位
し
た
状
態
）
を
媒
介
に
し
て
平
衡
条
件
を
導
く
。
０
、
動
力
学
で
は
ダ
ウ
ン
ベ
ー
ル
の
原
理
の
助
け

を
借
り
て

「
動
」
を
否
定
し
、
仮
想
的

「
静
」
に
移

っ
た
後
に
仮
想
変
位
に
よ
っ
て

「
平
衡
」
を
も
う

一
度
否
定
し
て
運
動
方
程
式
を
う

る
。
０
、
静
力
学
と
動
力
学
が

一
つ
の
原
理
に
よ
っ
て
統

一
的
に
理
解
さ
れ
る
。

次
に
最
小
作
用
の
原
理
に
進
む
。
こ
の
原
理
は
仮
想
変
位
に
よ
る
分
析
法
を
運
動
状
態
に
適
用
し
、
現
実
の
運
動
が
可
能
性
の
あ
る
す



べ
て
の
運
動
か
ら
区
別
さ
れ
て
実
現
さ
れ
る
根
拠
を
見
出
す
も
の
で
あ
る
。

任
意
個
の
質
点
系
で
や
れ
る
が
、
簡
単
に
す
る
た
め

一
質
点
系
を
と
る
。
い
ま
質
点
が
保
存
力

（
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
Ｕ
の
微
分
か
ら
導
か

れ
る
力
）
の
作
用
の
も
と
で
二
点
Ｐ．
か
ら
Ｒ
ま
で
運
動
す
る
場
合
を
考
え
る
。
Ｐ．
、
Ｐ２
を
質
点
が
通
過
す
る
時
刻
を
そ
れ
ぞ
れ
ｔ・
、

ｔ２
と

す
る
。
い
ま
現
実
の
運
動
の
経
路
を
Ｃ
で
表
わ
し
、
そ
れ
か
ら
少
し
ず
れ
た
経
路

（
可
能
性
の
あ
る
経
路
）
を
α
と
し
よ
う
。

醐
κハハＨ

ｃｉ‐ｃいＨＨ＝阿〃〃／刺

各
時
刻
で
Ｃ
上
の
位
置
か
ら
α
上
の
位
置
ま
で
仮
想
変
位
を
行
う
の
で
あ
る
。
た
だ
し
始
点
Ｐ．
と
終
点
Ｐ２
で
は
変
位
し
な
い
。
こ
の
と

き
Ｐｌ
か
ら
Ｐ２
ま
で
Ｃ
に
添

っ
た
積
分

Ｈ（０
）
＝̈
一一
（日
ｒ
‐
ｄ
Ｃ
・
・

を
定
義
し
、
こ
の
積
分
Ｉ
を
作
用
積
分
と
い
う
。
Ｔ
は
質
点
の
運
動

エ
ネ
ル
ギ
ー
、
Ｕ
は
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ
る
。
こ
の
作

用
積
分
は
経
路
Ｃ
の
は
か
に
、
Ｐ．
と
Ｐ２
を
結
ぶ
任
意
の
経
路
α
に
つ
い
て
も
定
義
さ
れ
る
。
す
る
と
、
実
現
さ
れ
る
運
動
の
経
路
Ｃ
に
対

し
て
Ｉ
が
最
小
に
な
る

（正
確
に
は
経
路
の
変
分
に
対
し
て

出
（〇
）
＝
ｏ
、
つ
ま
り
Ｉ
が
Ｃ
で
停
留
値
を
と
る
）
こ
と
が
証
明
さ
れ

る
。

こ
れ
を
最
小
作
用
の
原
理
あ
る
い
は
ハ
ミ
ル
ト
ン
の
原
理
と
い
う
。
仮
想
変
位
を
用
い
、
最
小
作
用
の
原
理
か
ら
逆
に
運
動
方
程
式
を
導

く
こ
と
が
で
き
る
。

最
小
作
用
の
原
理
は
も
と
は
光
の
進
路
に
関
す
る
フ
ェ
ル
マ
ー
の
原
理

（光
は
二
点
間
を
通
過
す
る
の
に
最
短
時
間
の
経
路
を
と
る
）

か
ら
派
生
し
、
モ
ー
ペ
ル
チ
ュ
ー
イ
に
よ
っ
て
質
点
系
の
運
動
に
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
修
正
さ
れ
、　
↑
ヽヽ
ル
ト
ン
が
こ
の
よ
う
な
形
式
に
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し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
こ
の
原
理
を
幾
何
光
学
と
質
点
力
学
と
の
形
式
的
統

一
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
波
動
と
粒
子
運
動

の
こ
の
形
式
的
統

一
は
、
後
に
粒
子

。
波
動
の
二
重
性
を
も

っ
た
素
粒
子
な
ど
の
ミ
ク
ロ
実
体
の
運
動
を
記
述
す
る
量
子
力
学
の
形
成
と

論
理
で
非
常
に
重
要
な
意
味
を
も
つ
よ
う
に
な

っ
た
。

最
小
作
用
の
原
理
に
つ
い
て
ま
と
め
る
と
、

０
、
最
小
作
用
の
原
理
か
ら
運
動
方
程
式
が
導
か
れ
、
そ
の
逆
も
成
り
立
つ
と
い
う
こ
と
は
、
運
動
の
全
過
程

（Ｐ．
か
ら
Ｐ２
ま

で

の
積

分
）
が
運
動
の
部
分
過
程

（運
動
の
微
分
方
程
式
）
を
規
定
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
全
体
が
部
分
を
規
定
す
る
。
逆
に
運
動
方

程
式
を
満
す
経
路
に
対
し
て
作
用
積
分
が
最
小
に
な
る
か
ら
部
分
が
全
体
を
規
定
す
る
。
そ
し
て
全
体
と
部
分
の
相
互
規
定
の
あ
り
方
が

明
ら
か
に
さ
れ
た
。

０
、
二
点
Ｐ．
、
Ｐ２
を
通
る
無
限
に
可
能
な
経
路
の
う
ち
、
唯

一
つ
実
現
さ
れ
る
特
殊
な
経
路
の
選
択
の
必
然
性

（現
実
態
と
可
能
態
の
関

係
）
を
あ
ば
き
、
そ
の
根
拠
を
最
小
作
用
に
帰
し
た
。

０
、
実
現
さ
れ
る
特
殊
な
経
路
の
変
分
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
を
否
定
し
、
可
能
態
と
し
て
の
一
般
的
経
路
に
移
り
、
そ
れ
を
媒
介

に
し
て
も
と
の
現
実
態
を
措
定
す
る

（否
定
の
否
定
）
。

こ
の
よ
う
に
仮
想
仕
事
の
原
理
を
含
め
て
、
変
分
原
理
に
よ
る
分
析
は
基
本
的
に
は
弁
証
法
的
な
も
の
の
考
え
方

「論
理
の
弁
証
法
」

か
ら
成
り
立

っ
て
い
る
。
そ
し
て
全
体
を
構
成
要
素
に
分
割
す
る
分
析
法
と
は
異
質
の
分
析
法
の
形
態
で
あ
る
。　
一
般
に
構
成
諸
要
素
間

の
一
部
あ
る
い
は
全
部
を
少
し
変
動
さ
せ
て
他
の
部
分
や
全
体
の
変
化
を
調
べ
る
こ
と
で
諸
要
素
間
の
相
互
連
関
や
全
体
の
構
造
を
知
る

こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
を
仮
想
変
位
を
用
い
て
力
学
の
場
合
に
定
式
化
し
た
の
が
変
分
法
で
あ
る
。

力
学
の
変
分
法
と
異
な
る
が
、
物
質
の
存
在
様
式
を
探
求
す
る
素
粒
子
論
で
は
、
自
然
状
態
で
存
在
す
る
安
定
粒
子
、
核
子
、
電
子
、

中
性
微
子
お
よ
び
光
子
の
他
に
不
安
定
な
中
間
子
、
ス
ト
レ
ン
ジ
粒
子
、
チ
ャ
ー
ム
粒
子
な
ど
の
発
見
に
よ
っ
て
認
識
が

一
段
と
深
ま
っ



た
。
こ
の
場
合
は
、　
千
不
ル
ギ
ー
的
に
低
い
安
定
な
物
質
の
形
態

（安
定
粒
子
）
の
み
を
対
象
と
し
て
い
る
間
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
準
位
に
か

ん
し
て
自
然
を
準
静
的
に
見
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
準
静
的
自
然
状
態
を
揺
り
動
か
し
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
準
位
に
つ
い
て
動
的
に
観
測

し
た
の
が
不
安
定
粒
子
発
見
以
後
の
素
粒
子
論
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
あ
る
が
ま
ま
の
自
然
状
態
を
否
定
し
、
動
的
に
と
ら
え
る
こ
と
に

よ
リ
ス
ト
レ
ン
ジ
ネ
ス
、
チ
ャ
ー
ム
と
い
っ
た
量
子
数

（物
質
の
存
在
様
式
と
し
て
の
自
由
度
）
を
発
見
で
き
た
。
こ
れ
ら
新
自
由
度
が

発
見
さ
れ
る
と
既
知
粒
子
の
性
質
の
特
殊
性
が
よ
り
広
い
立
場
か
ら
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
こ
の
例
は
仮
想
的
変
化
で
は
な
く
、

自
然
を
実
際
に
揺
り
動
か
す
場
合
で
あ
る
。

変
分
法
と
は
異
な
る
が
、
そ
れ
と
関
連
し
た
分
析
の
手
法
と
し
て
法
則
の
変
換
論
が
あ
る
。
こ
の
変
換
論
と
変
分
法
と
は
認
識
手
段
と

し
て
互
に
相
補
的
な
も
の
と
い
え
る
。
変
分
法
は
認
識
対
象
を

（仮
想
的
に
）
揺
り
動
か
し
て
観
測
し
て
み
る
の
で
あ
る
が
、
変
換
論
は

座
標
変
換
の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
観
測
す
る
側
の
視
座
を
変
え
て
見
る
方
法
で
あ
る
。

ニ
ュ
ー
ト
ン
の
運
動
法
則
は
慣
性
系
で
成
り
立
つ
が
、　
一
つ
の
慣
性
系
と
他
の
慣
性
系
を
結
ぶ
ガ
リ
レ
イ
変
換
に
よ
っ
て
こ
の
運
動
法

則
は
不
変
で
あ
る
。
ガ
リ
レ
イ
変
換
と
運
動
の
相
対
性
原
理
は
力
学
理
論
で
大
変
重
要
な
意
味
を
も

っ
て
い
る
。
第

一
に
、
古
典
力
学
の

法
則
は
た
ん
に
特
殊
な
座
標
系

（あ
る
い
は
観
測
者
）
に
対
し
て
見
出
さ
れ
た
法
則
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
慣
性
系
に
あ
る
観
測
者
に
対

し
て
同
じ
よ
う
に
成
立
す
る
か
ら
、
そ
の
法
則
は
主
観
的
な
も
の
で
な
く
客
観
的
、
普
遍
的
で
あ
る
こ
と
を
保
証
し
て
い
る
。
も
し
座
標

系
ご
と
に
力
学
法
則
が
異
な
り
、
い
か
な
る
座
標
系
を
選
ん
で
も
共
通
の
法
則
が
見
出
さ
れ
な
い
な
ら
ば
、
絶
対
基
準
系
を
否
定
す
る
限

り
、　
一
義
的
な
自
然
法
則
の
存
在
が
疑
間
と
な
る
。
し
た
が

っ
て
ガ
リ
レ
イ
の
相
対
性
に
限
ら
ず
何
ら
か
の
意
味
で
の
相
対
性
原
理
は
自

然
の
斉

一
性
と
同
時
に
客
観
的
法
則
の
存
在
を
示
唆
す
る
と
思
う
。
第
二
に
、
ガ
リ
レ
イ
変
換
は
ニ
ュ
ー
ト
ン
カ
学
の
法
則
の
も
つ
対
称

性
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、　
一
般
に
あ
る
法
則
を
不
変
に
す
る
変
換
を
見
出
す
こ
と
の
重
要
さ
に
気
づ
か
せ
た
の
で
あ
る
。

あ
る
変
換
に
よ
っ
て
物
理
法
則
が
不
変
で
あ
る
と
き

一
つ
の
保
存
則
が
存
在
す
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
座
標
原
点
を
任
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意
量
だ
け
ず
ら
す
変
換
で
不
変
な
ら
ば
運
動
量
保
存
則
が
導
か
れ
る
。
そ
し
て
保
存
量
は
変
化
す
る
現
象
の
な
か
で
不
変
な
実
体
と
し
ば

し
ば
結
び
つ
く
。

変
換
に
よ
る
法
則
の
不
変
性
は
そ
の
法
則
の
も
つ
対
称
性
を
明
か
に
す
る
が
、
ま
た
そ
の
法
則
が
あ
る
種
の
特
定
の
立
場

（座
標
系
）

の
み
で
成
立
す
る
の
で
な
く
、
そ
の
変
換
に
対
応
し
た
普
遍
的
性
格
を
も
つ
こ
と
を
示
す
。　
一
つ
の
法
則
を
特
殊
な
視
座
か
ら
の
み
見
る

の
で
な
く
、
種
々
な
立
場
か
ら
観
測
し
て
も
不
変
で
あ
る
よ
う
な
法
則
こ
そ
普
遍
的
か
つ
客
観
的
法
則
と
い
え
る
。
そ
の
よ
う
な
法
則
が

存
在
す
る
こ
と
は
、
自
然
法
則
の
客
観
的
存
在
を
保
証
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
い
か
な
る
変
換
で
不
変
で
あ
る
か
を
知
る
こ
と
は
、
逆
に

そ
の
法
則
の
特
殊
性

（そ
れ
以
外
の
変
換
で
は
不
変
で
な
い
こ
と
）
を
知
る
こ
と
で
も
あ
る
。
物
理
学
で
は
座
標
変
換
に
限
ら
ず
、
様
々

な
変
換
が
導
入
さ
れ
、
新
た
な
変
換
が
見
出
さ
れ
る
度
に
法
則
の
よ
り
深
い
認
識
へ
と
進
ん
だ
の
で
あ
る
。

ガ
リ
レ
イ
変
換
は
三
次
元
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
空
間
に
お
け
る
二
点
間
の
距
離
′
、
た
だ
し

ヽ
＝
（絆
―
き
）
Ｎ＋
（ピ
ー
惨
）
Ｎ＋
↑
いＩ
Ｎ
Ｎ）．、

と
時
間
間
隔

か
―
さ
を
不
変
に
保
つ
よ
う
に
定
義
す
る
。
す
る
と
慣
性
系
に
お
け
る
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
運
動
方
程
式
は
こ
の
変
換
に
対
し
形

を
変
え
な
い

（共
変
と
い
う
）
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
ミ
ン
コ
フ
ス
キ
ー
の
四
次
元
時
空
間
の
二
点
間
の
距
離

ｓ
を
不
変
に

す
る
の
が
ロ
ー
レ
ン
ツ
変
換
で
あ
る
。　
ｓ
の
不
変
性
と
光
速
度

一
定
性
と
は
同
等
で
あ
る
。
こ
こ
に

・Ｎ＝
（さ
１
０
）
Ｎ＋
（ゝ

―
惨
）
。＋
↑
】―
き
）”―

Ｎヽ（，
―
ざ
）
Ｎ。

ロ
ー
レ
ン
ツ
変
換
で
不
変
な
力
学
は
特
殊
相
対
性
理
論
で
あ
る
。
さ
ら
に
四
次
元
時
空
の
リ
ー
マ
ン
空
間
に
お
け
る
隣
接
す
る
二
点
間
の

距
離
ム
を
不
変
に
す
る
変
換
は

一
般
座
標
変
換
で
、
そ
の
変
換
に
対
す
る
不
変
な
理
論
が

一
般
相
対
性
理
論
で
あ
る
。
あ
は
次
の
よ
う
に

定
義
さ
れ
る
。

ω

ヽ
Ｎ＝

Ｍ
曽
六
じ
ヽ
ミ
評
ヽ

た
だ
し
、
電
＝
３

．ヽ
ぃ＝
お
　
ヽ
Ｎ＝
卜
　
、
∞＝
、
で
ぁ
り
、　
ゅ
／
は
計
量
テ
ン
ソ
ル
と
呼
ば
れ
、
時
空
間
の
性
質
を
決
定
す
る
も
の
で
あ



′
つ
。こ

の
よ
う
に
何
を
不
変
距
離
と
し
て
選
ぶ
か
に
よ

っ
て
変
換
性
と
理
論
の
性
格
が
規
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
よ
り
広
い
変
換
に
対
し
て

不
変
で
あ
れ
ば
、
よ
り
広
い
対
称
性
を
有
し
、
そ
れ
だ
け
観
測
者
の
状
態
に
依
存
し
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
、
そ
の
理
論
の
よ
り
高
い
客

観
性
を
反
映
し
て
い
る
。
よ
り
広
い
不
変
性
は
数
学
的
形
式
に
お
い
て
そ
の
理
論
の
簡
潔
性
と
し
て
現
わ
れ
る
。
理
論
の
簡
潔
性
は
審
美

的
要
求
を
満
し
、
自
然
の
美
し
さ
と
し
て
説
か
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
む
し
ろ
よ
り
広
い
変
換
性
を
反
映
し
た
も
の
で
、
広
い
対

称
性
と
多
く
の
保
存
則
を
内
包
し
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
そ
れ
だ
け
自
然
認
識
が
深
ま

っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

変
換
性
と
不
変
性
は
二
つ
の
対
立
概
念
で
あ
り
、
互
に
相
互
規
定
的
性
格
を
も

っ
て
い
て
、
理
論
の
性
格
を
決
定
す
る
重
要
な
要
因
で

あ
る
。
変
換
性
は
相
対
性
を
不
変
性
は
絶
対
性
を
合
意
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は

「
論
理
の
弁
証
法
」
が
あ
る
。

座
標
変
換
以
外
の
例
は
、
さ
き
に
述
べ
た
、
物
質
場
の
対
称
性
に
も
と
づ
き
素
粒
子
の
相
互
作
用
を
規
定
す
る
ゲ
ー
ジ
理
論

（
ゲ
ー
ジ

変
換
の
も
と
で
不
変
な
理
論
）
で
あ
る
。

六
、
弁
証
法

に
か
ん
す
る
二
、
三

の
問
題

弁
証
法
の

「
矛
盾
」
概
念
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
き
た
い
。　
一
九
七
〇
年
代
の
後
半
に
、
弁
証
法
の

「
矛
盾
」
は
論
理
的
矛
盾
を
犯
す

か
否
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
論
争
が
あ

っ
た
。そ
の
内
容
に
立
ち
入
っ
て
論
争
を
蒸
し
返
す
つ
も
り
は
な
い
が
、自
然
科
学
的
な
も
の
の

見
方
か
ら
少
く
と
も
私
に
は
、
ン」
の

「
論
理
矛
盾
」
は
素
直
に
受
容
し
に
く
い
も
の
で
あ
る
。
少
く
と
も
数
学
と
物
理
学
の
場
合
、論
理
的

矛
盾
を
回
避
す
る
よ
う
に
新
し
い
概
念
を
導
入
し
て
き
た
し
、
ま
た
実
験
と
理
論
の
矛
盾
を
解
消
す
る
よ
う
に
理
論
を
修
正
し
て
き
た
。

た
と
え
ば
、
物
質
の
質
量
は
重
力
の
源
泉
で
あ
り
、
自
ら
を
加
速
す
る
性
質
を
も
つ
反
面
、
力
に
よ
る
加
速
度
に
抵
抗
す
る
慣
性
を
有
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す
る
。
こ
の
こ
と
は
同

一
物
体
の
内
に
、
加
速
と
い
う
現
状
否
定
と
そ
れ
に
対
立
し
た
慣
性
と
い
う
現
状
肯
定
の
二
性
質
が
共
存
し
て
い

る
こ
と
を
示
す
。
物
質
の
質
量
の
も
つ
こ
の
対
立
的
二
面
性
を

「矛
盾
」
と
し
て
済
ま
す
の
で
な
く
、
重
力
の
源
泉
と
し
て
の
重
力
質
量

と
、
慣
性
の
原
因
と
し
て
の
慣
性
質
量
を
概
念
的
に
区
別
し
て
、
矛
盾
を
避
け
た
。
そ
し
て
、
重
力
質
量
に
よ
る
現
状
否
定
と
慣
性
質
量

に
よ
る
現
状
肯
定
と
い
う

「
対
立
物
の
拮
抗
」
と
し
て
弁
証
法
的
に
理
解
さ
れ
る
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。

も
う

一
つ
の
例
と
し
て
、
運
動
に
つ
い
て
の

「
こ
の
場
所
に
あ

っ
て
、
同
時
に
こ
の
場
所
に
な
い
」
の
矛
盾
を
と
ろ
う
。
運
動
に
か
ん

す
る
同
時
に

「
あ

っ
て
」

「
な
い
」
の
こ
の
矛
盾
は
論
理
的
矛
盾
で
あ
る
と
の
主
張
に
同
意
し
難
に
。
こ
の
よ
う
な
運
動
の
認
識
の
仕
方

か
ら
は
、
新
た
な
積
極
的
前
進
が
え
ら
れ
そ
う
に
思
え
な
い
。
こ
の
種
の

「
矛
盾
」
を
認
識
す
る
こ
と
は
そ
れ
な
り
の
意
義
は
あ
る
と
思

う
が
、
こ
れ
に
と
ど
ま
る
の
で
な
く
、
こ
の

「
矛
盾
」
を
概
念
的
に
解
決
す
る
た
め
の
論
理
を
立
て
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
否
定
的
表
現
で

な
く
、
む
し
ろ
肯
定
的
表
現
と
し
て
牧
野
広
義
氏
の
主
張
の
よ
う
に

「物
体
は
こ
の
時
刻
に
こ
の
位
置
に
あ
る
と
同
時
に
こ
の
速
度
を
も

つ
」
を
と
り
た
い
。
運
動
を
表
現
す
る
に
は
、
い
ず
れ
に
し
ろ

「位
時
と
時
間
」
あ
る
い
は

「
位
置
と
速
度
」
と
い
う
よ
う
に
二
つ
の
概

念
が
必
要
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
こ
の
規
定
は
運
動
の
定
量
的
表
現
を
可
能
に
す
る
と
い
う
積
極
的
意
義
を
も
つ
。
だ
が
前
者
の

「
あ

っ
て
な
い
」
の
規
定
だ
け
か
ら
定
量
的
表
現
は
で
な
い
。

運
動
に
か
ん
す
る
二
つ
の
表
現
は
単
に
言
葉
の
置
き
換
え
で
は
な
く
、
次
へ
の
発
展
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
。
そ
の
事
情
は
量
子
力

学
に
至
れ
ば

一
層
は
っ
き
り
す
る
。
量
子
力
学
で
は
粒
子
の
位
置
と
運
動
量
と
は
そ
れ
ぞ
れ
独
立
な
概
念
と
し
て
ま
ず
措
定
さ
れ
る
。
位

置
と
運
動
量
と
は
互
に
正
準
共
役
な
物
理
量
で
そ
れ
に
対
応
す
る
演
算
子

α
と
′
は
交
換
関
係

ミ

ー
ヽ

＝
、計

を
満
し
、
こ
の
交
換
関
係
か
ら
不
確
定
性
関
係
が
導
か
れ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
位
置
と
運
動
量
演
算
子
は
ま
ず

互
に
無
関
係
に
定
義
さ
れ
、
次
に
交
換
関
係
に
よ
っ
て
互
に
制
約
し
合
う
わ
け
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
も
別
の
物
理
量



で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
独
立
な
物
理
量
に
よ
っ
て
量
子
力
学
的
運
動
は
相
補
的
に
把
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
古
典

力
学
の
マ
ク
ロ
な
運
動
は
量
子
力
学
の
α
と
夕
の
平
均
値
⇔
と
の
を
用
い
て
表
わ
さ
れ
る
。
こ
の
平
均
は
プ
ラ
ン
ク
定
数
■
を
０
に
近
づ

け
る
極
限
を

と

る
と
古
典
的
な
位
置
と
運
動
量
に
一
致
す
る
。
古
典
力
学
で
の
の
は
質
量
ｍ
と
速
度

ｖ
の
積

ぐ
＝
日
↓

で
あ
る
が
、

こ
の
Ｖ
は
位
置
座
標
の
時
間
微
分

み
一渉

と
し
て
位
置
変
化
と
関
連
づ
け
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
に
位
置
と
運
動
量

（あ
る
い
は
速
度
）
は

も
早
独
立
な
物
理
量
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
運
動
の
表
現
と
し
て

「
こ
の
時
刻
に
こ
の
位
置
に
あ
る
と
同
時
に
こ
の
速
度
を
も
つ
」
の
よ

う
に
位
置
と
速
度

（運
動
量
と
し
て
も
本
質
的
に
は
同
じ
）
を
用
い
る
こ
と
は
最
初
か
ら
運
動
を
前
提
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
か
も
知

れ
な
い
が
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
基
本
的
運
動
は
ミ
ク
ロ
の
量
子
力
学
的
運
動
で
あ
り
、
そ
の
平
均
あ
る
い

は
極
限
と
し
て
古
典
的

マ
ク
ロ
運
動
を
導
く
な
ら
ば
、
運
動
を
二
つ
の
要
素
、
位
置
と
速
度

（運
動
量
）
を
も

っ
て
表
わ
す
こ
と
の
方
が

む
し
ろ
正
し
い
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

量
子
力
学
運
動
解
釈
は
、
位
置
と
運
動
量
と
い
う
二
つ
の
概
念
を
用
い
た
か
ら
こ
そ
可
能
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
運
動
を
矛
盾

と
し
て
把
え
る
と
こ
ろ
で
終
る
の
で
な
く
、
そ
の
矛
盾
を
除
く
べ
く
二
つ
の
概
念
を
用
い
て
肯
定
的
に
と
ら
え
直
す
こ
と
が
次
へ
の
ス
テ

ッ
プ
と
な
り
う
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
さ
き
の
重
力
質
量
と
慣
性
質
量
の
場
合
で
も
、
二
つ
の
質
量
を
概
念
的
に
一
担
区
別
し
、
物
質

の
も
つ
自
己
分
裂
的
二
面
性
を
論
理
的
矛
盾
か
ら
救

っ
た
が
、
後
に
も
う

一
度
両
者
を
等
価
原
理
に
よ
っ
て
統

一
し
、
両
質
量
の
同
等
性

を
認
識
す
る
こ
と
が

一
般
相
対
論
の
定
式
化
に
繋
が

っ
た
。
こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
概
念
的
矛
盾
を
回
避
す
る
た
め
に
新
し
い
概
念
を
導

入
す
る
こ
と
は
積
極
的
意
味
を
持

っ
て
く
る
。

「
矛
盾
」
を
肯
定
的
に
認
め
、
論
理
矛
盾
を
呑
み
込
ん
で
し
ま
う
こ
と
は
危
険
で
あ
る
よ

う
に
見
え
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

「
矛
盾
」
を
認
め
て
し
ま
う
と
、
と
か
く
思
考
停
止
に
つ
な
が
り
勝
で
あ
り
、
そ
の
先
に
進
ま
な
い
恐
れ

が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
弁
証
法
の
法
則
を

「対
立
物
の
闘
争
と
矛
盾
」
と
い
う
の
で
な
く

「
対
立
物
の
拮
抗

（あ
る
い
は
相

互
浸
透
）
」
と
表
現
す
る
方
が
よ
い
と
思
う
。
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古
代
か
ら
東
洋
思
想
に
も
弁
証
法
的
思
考
が
多
く
見
ら
れ
る
が
そ
れ
が
弁
証
法
論
理
と
し
て
鍛
え
上
げ
ら
れ
る
こ
と
も
、
発
展
す
る
こ

と
も
な
か
っ
た
。
そ
の
原
因
は
、
矛
盾
を
矛
盾
と
し
て
認
め
、
そ
れ
を
打
開
す
る
論
理
や
概
念
を
展
開
す
る
こ
と
が
弱
か
っ
た
た
め
で
は

な
か
ろ
う
か
。

次
の
問
題
に
移
ろ
う
。
弁
証
法
は
三
つ
の
法
則
と
諸
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
三
法
則
の
相
互
の
関
係
に
つ
い
て
は
岩
崎

氏
が
す
で
に
論
じ
て
い
る
の
で
省
略
す
る
が
、
そ
の
中
で
弁
証
法
は
基
本
的
に
立
対
物
の
統

一
に
か
ん
す
る
学
説
で
あ
る
こ
と
が
説
か
れ

て
い
て
、

「最
広
義
に
は
否
定
の
否
定
＝
相
互
浸
透
―
対
立
物
の
統

一
で
あ
り
え
ょ
う
」
と
結
論
し
て
い
る
。
そ
こ
で
展
開
さ
れ
て
い
る

氏
の
論
旨
に
私
は
基
本
的
に
は
賛
成
で
あ
る
。
だ
が
既
存
の
弁
証
法
の
枠
組
の
中
で
法
則
や
諸
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
相
互
関
係
を
論
ず
る
ば
か

り
で
な
く
、
次
の
よ
う
な
別
の
次
元
か
ら
の
考
察
も
必
要
で
は
な
い
か
と
思
い
、
問
題
提
起
の
意
味
で
私
見
を
述
べ
る
。

弁
証
法
の
法
則
の
一
つ
に

「
量
的
変
化
か
ら
質
的
変
化
へ
の
移
行
」
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
物
事
の
量
と
質
の
間
に
あ
る
普
遍
的
事
実
関

係
を
述
べ
た
も
の
で
あ

っ
て
、
な
ぜ
そ
う
な
る
の
か
そ
の
理
由
に
は
触
れ
て
い
な
い
。
自
然
科
学
の
場
合
、
普
遍
的
法
則
も
さ
ら
に
進
ん

だ
認
識
段
階
で
は
一
段
下
の
階
層
か
ら
、
あ
る
い
は
よ
り
基
礎
的
原
理
か
ら
説
明
し
よ
う
と
す
る
。
た
と
え
ば
万
有
引
力
の
法
則
を
等
価

原
理
と

一
般
相
対
性
原
理
か
ら
時
空
の
歪
み
に
よ
っ
て
説
明
す
る
。
ま
た
物
質
の
慣
性
質
量
の
起
源
を
マ
ッ
ハ
原
理
か
ら
導

こ
う

と
す

る
。
作
用
―
反
作
用
の
法
則
の
説
明
も
将
来
研
究
課
題
に
な
り
う
る
と
思
う
。

量
質
転
化
の
法
則
に
つ
い
て
い
え
ば
、
量
が
限
度
を
越
え
る
と

「
な
ぜ
」
質
が
変
る
の
か
、
そ
し
て

「
い
つ
ど
の
よ
う
に
し
て
」
変
る

の
か
そ
の
機
構
が
、
少
く
と
も
自
然
現
象
に
か
ん
し
て
将
来
明
ら
か
に
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
と
き
は
量
質
転
化
の
法
則
は
よ
り
基
礎

的
法
則
と
概
念
に
よ
っ
て
置
き
換
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

「
否
定
の
否
定
の
法
則
」
は
そ
の
適
用
に
関
し
て
疑
間
が
出
て
い
る
。
こ
れ
ら
法

則
と
弁
証
法
を
構
成
す
る
諸
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
あ
る
部
分
は
二
次
的

（
い
わ
ば

「
現
象
論
的
」
）
な
も
の
で
あ

っ
て
、
さ
ら
に
認
識
の
進
ん

だ
段
階
で
は
よ
り
基
礎
的
な
も
の
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
成
立
根
拠
、
原
因
が
永
遠
に



説
明
さ
れ
な
い
も
の
も
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
多
く
の
事
柄
は

「
な
ぜ
、
そ
う
な
の
か
」
が
問
わ
れ
る
と
き
が
い
つ
か
は
来
る
と
思
う
。

七
、

お
わ
り
に

「
絶
対
化
」
か
ら

「
相
対
化
」
の
と
こ
ろ
で
述
べ
た
よ
う
に
、
現
代
科
学
の
相
対
化
の
過
程
は
物
事
の
変
化
と
関
連
の
問
題
へ
と
認
識

が
進
ん
だ
と
い
え
る
。
究
極
的
不
変
実
体
の
否
定
、
ま
た
法
則
や
実
体
な
ど
の
認
識
対
象
が
宇
宙
の
進
化
と
と
も
に
歴
史
的
に
変
化
す
る

と
い
う
考
え
は
イ
ン
ド
の
無
常
観
と
通
ず
る
も
の
が
あ
る
。
仏
教
の
絶
対
的
無
常
観
は
原
子
を
不
変
実
体
と
み
る
よ
り
は
む
し
ろ

一
種
の

「能
力
」
あ
る
い
は

「
運
動
形
態
」
と
考
え
た
よ
う
で
あ
る
。

一
般
相
対
論
の
物
質
と
時
空
の
相
互
連
関
、
場
の
量
子
論
の
物
質
と
反
物
質
を
内
包
し
た
真
空
概
念
、
ゲ
ー
ジ
理
論
の
ゲ

ー
ジ
場

と

物
質
場
の
対
立
と
い
っ
た
観
点
は
、
物
質
と
時
空
を
新
し
い
概
念
で
統

一
す
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
真
空
の
物
質
性
は
物
質
と
時

空
を
同

一
の
実
体
概
念
に
包
み
込
ん
だ
イ
ン
ド
の
五
元
素
説

（地
、
水
、
火
、
風
、
空
虚

（単
以
じ
）
、
ま
た
ヴ
ァ
イ

シ
ェ
ー

シ
カ

の

実
体
概
念

（
五
元
素
と
と
も
に
時
、
方
と
い
っ
た
時
空
概
念
を
含
む
）
に
も
と
づ
く
自
然
観
に
一
脈
通
ず
る
も
の
が
あ
る
。
相
互
連
関
と

相
互
規
定
性
に
つ
い
て
は
一
般
相
対
論
の
時
空
と
物
質
の
相
互
規
定
性
、
ゲ
ー
ジ
場
と
物
質
場
の
相
互
規
定
性
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、

こ
の
よ
う
な
相
互
規
定
的
存
在
の
原
理
は
イ
ン
ド
の

「
因
縁
和
合
」
の
自
然
観
と
類
似
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
イ
ン
ド
の
自
然
観
に
は
弁
証
法
的
な
と
こ
ろ
が
あ
り
現
代
物
理
学
の
考
え
を
先
採
り
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
変
化
と

連
関
を
重
視
す
る
と
い
う
点
で
は
中
国
の
自
然
観
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
う
い
う
外
見
的
類
似
性
で
現
代

科
学
と
東
洋
思
想
を
結
び
つ
け
る
の
は
短
絡
し
過
ぎ
だ
と
思
う
。

「相
互
連
関
」
と
い
っ
て
も
内
容
は
様
々
で
あ

っ
て
、
中
国
と
イ
ン
ド

で
も
そ
の
意
味
内
容
に
ち
が
い
が
あ
る
。
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自
然
は
合
理
的
な
科
学
理
論
に
よ
っ
て
律
し
切
れ
な
い
も
の
が
あ

っ
て
、
自
然
認
識
に
は
非
合
理
的

（神
秘
的
）
要
素
が
必
要
で
あ
る

か
の
ご
と
き
主
張
を
見
か
け
る
。
そ
し
て
東
洋
の
神
秘
主
義
が
現
代
科
学
の
足
ら
ぬ
と
こ
ろ
を
補
い
、
そ
の
助
け
に
よ
っ
て
完
全
な
認
識

に
達
す
る
か
の
如
く
説
か
れ
て
い
“
。
東
洋
の
自
然
観
や
宗
教
の
神
秘
的
要
素
を
取
り
出
し
て
現
代
科
学
の
一
面
と
付
会
さ
せ
よ
う
と
し

て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

現
代
科
学
と
い
え
ど
も
万
能
で
は
な
く
、
科
学
に
よ
っ
て
説
明
し
え
な
い
も
の
は
ま
だ
多
々
あ
る
し
、
直
観
に
よ
っ
て
補
い
、
ま
た
形

而
上
学
的
概
念
を
持
ち
込
ん
で
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
し
か
し
そ
の
こ
と
は
神
秘
主
義
を
持
ち
込
め
ば
、
よ
り
良
い
認
識
に
達
す
る
こ
と

を
意
味
し
な
い
し
、
神
秘
主
義
に
正
当
性
を
与
え
る
も
の
で
も
な
い
。
そ
れ
は
現
代
科
学
が
ま
だ
不
完
全
で
あ
る
こ
と
、
今

後

の
発
展

を
、
あ
る
い
は
転
換
の
可
能
性
を
示
し
て
い
る
の
で
あ

っ
て
非
合
理
主
義
と
は
直
結
し
な
い
。

い
ず
れ
に
し
ろ
東
洋
の
自
然
観
を
西
洋
と
対
比
し
な
が
ら
、
自
然
弁
証
法
の
観
点
か
ら
検
討
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

自
然
弁
証
法
に
つ
い
て
非
常
に
特
徴
的
な
と
こ
ろ
を
論
じ
て
き
た
が
、
ま
だ
論
じ
足
り
な
い
も
の
が
多
く
あ
る
。
残
さ
れ
た
重
要
項
目

と
問
題
点
だ
け
を
指
摘
し
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

宇
宙
論
の
発
展
は
近
年
目
覚
ま
し
い
も
の
が
あ
り
、
興
味
あ
る
問
題
を
提
起
し
て
い
る
。
ま
た
情
報

（負

エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
）
概
念
は
自

然
科
学
と
社
会
科
学
を
貫
く
普
遍
的
テ
ー
マ
で
あ
り
、
自
然
科
学
で
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
と
も
に
重
要
な
概
念
で
あ
“
。

ェ
ン
ト
ロ
ピ
ー
は

科
学
理
論
の
な
か
に
価
値
観
が
く
り
込
ま
れ
る
例
と
し
て
も
興
味
が
あ
る
。
生
命
科
学
は
弁
証
法
に
と

っ
て
尽
せ
ぬ
課
題
を
も
た
ら
す
で

あ
ろ
う
。
こ
の
問
題
は
生
物
学
の
専
門
家
に
是
非
お
願
い
し
た
い
。

す
べ
て
を
変
化
の
う
ち
に
み
る
弁
証
法
的
観
点
か
ら
す
る
と
マ
ッ
ハ
原
理
と
関
連
し
て
物
理
法
則
や
物
理
的
普
遍
定
数

（光
速
度
、
プ

ラ
ン
ク
定
数
、
重
力
定
数
、
電
子
質
量
な
ど
）
の
値
が
宇
宙
の
進
化
と
と
も
に
変
る
可
能
性
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
。
法
則
そ
の
も
の
が

変
化
す
る
場
合
、
そ
れ
は
実
証
科
学
の
対
象
に
な
り
う
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
こ
れ
は
将
来
の
科
学
論
に
と

っ
て
大
き
な
問
題
で
あ



ア
つ
。科

学
の
実
証
性
と
い
え
ば
最
近
の
科
学
は
だ
ん
だ
ん
実
験
が
困
難
に
な

っ
て
き
た
。
特
に
素
粒
子
実
験
に
顕
著
で
あ
る
。
ク
ォ
ー
ク
は

単
独
で
存
在
せ
ず
、
検
出
で
き
な
い
が
、
そ
う
な
る
と
ク
ォ
ー
ク
の
存
在
は
永
久
に
実
証
さ
れ
な
い
で
ク
ォ
ー
ク
理
論
は
実
証
科
学
と
は

い
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
間
が
投
げ
か
け
ら
れ
て
い
る
。
実
験
に
よ
る
実
証
は
理
論
の
確
か
さ
の
保
証
で
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
き

た
。
し
か
し
、
科
学
が
進
歩
す
れ
ば
す
る
程
理
論
の
役
割
が
大
き
く
な
り
、
実
験
の
デ
ザ
イ
ン
も
、
そ
し
て
結
果
の
解
釈
も
理
論
に
強
く

依
存
す
る
。
し
た
が

っ
て
実
験
と
い
え
ど
も
直
接
的
実
証
と
は
い
え
な
く
な
る
。
実
証
性
の
検
討
は
実
験
デ
ー
タ
ー
の
理
論
負
荷
性
の
間

題
と
か
ら
め
て
、
直
接
的
実
証
と
間
接
的
実
証
に
つ
い
て
検
討
し
、
実
証
性
の
意
味
を
改
め
て
考
え
直
す
べ
き
で
あ
が
に

次
は
自
然
認
識
の
限
界
に
か
ん
す
る
も
の
で
あ
る
。
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
相
対
論
と
量
子
力
学
の
誕
生
は
理
論
の
適
用
限
界
を
認
識

さ
せ
た
。
他
方
、
ゲ
ー
デ
ル
の
不
完
全
性
定
理
は
論
理
の
構
造
と
そ
の
不
完
全
さ
を
明
か
に
し
た
。

ω
無
矛
盾
な
論
理
体
系
は
証
明
で
き

な
い
問
題
が
必
ず
存
在
す
る
こ
と
を
主
張
す
る

（第

一
不
完
全
性
定
理
）
。
実
証
科
学
の
論
理
と
同
列
に
は
論
じ
ら
れ
な
い
が
、
こ
れ
と

の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
判
断
す
る
と
人
間
が
人
間
を
完
全
に
知
り
尽
す
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
ま
た
人
間
は
自
然
の
一
部
で
あ
る
か

ら
人
間
が
自
然
を
知
り
尽
す
こ
と
も
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
人
間
の
も
つ
理
論
が
正
し
い
か
否
か
を
そ
の
枠
内
で
自
ら
判
定
で
き

な
い

（第
二
不
完
全
性
定
理
に
対
応
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
自
然
科
学
は
実
践
を
通
し
て
自
然
に
対
し
て
開
か
れ
て

い
る
か
ら
判
定
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
の
問
題
の
解
明
は
至
極
困
難
で
あ
る
が
大
事
な
こ
と
で
あ
る
。

も
う

一
つ
は
客
観
的
自
然
の
実
在
性
の
問
題
で
あ
る
。
量
子
力
学
の
観
測
理
論
は
素
朴
実
在
論
と
は
整
合
的
で
な
祀
。
さ
ら
に
モ
デ
ル

や
解
釈
の
多
義
性
に
導
く
レ
ー
ヴ
ェ
ン
ハ
イ
ム
ー
ス
コ
ー
レ
ム
の
定
理
は
我
々
の
対
象
世
界
と
実
在
世
界
の
対
応
に
つ
い
て
疑
間
を
投
げ

（
３０
）

か
け
て
い
る
。
ゲ
ー
デ
ル
の
定
理
と
合
せ
て
自
然
弁
証
法
に
と

っ
て
も
興
味
あ
る
重
大
な
問
題
で
あ
る
。
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倉
円
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『
イ
ン
ド
の
自
然
哲
学
』
第

一
編

（平
楽
寺
書
店
）

（
２３
）

中
村
元

『東
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の
思
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法
』
第
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章
、
五
、
（春
秋
社
）。

（
Ｚ
）
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え
ば
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Ｆ
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ラ

『
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の
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然
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』
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一
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七
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（
工
作
舎
）
。
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）
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（
２
）
補
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Ｉ
、
Ａ
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「
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ネ
ル
ギ
ー
と
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
の
弁
証
法
」

『
科
学
と
人
間
』
七
号
、　
一
九
八

一
年
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本
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者
会
議
大
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部
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究

〈
一）
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２６
）
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也

『
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エ
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』
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一
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八
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０
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２７
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論
』
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九
八
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年

（岩
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書
店
）。
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特
集
魃
弁
証
法
の
現
代
的
意
義

連
続
性
と
非
連
続
性

―
―
非
共
約
性
の
概
念
を
め
ぐ

っ
て

横
　
田
　
栄

科
学
研
究
活
動
で
生
起
す
る
理
論
移
行
、
す
な
わ
ち
Ｔ

・
ク
ー
ン
が
複
数
形
で
語

っ
た
科
学
革
命
に
際
し
て
、
旧
理
論
と
新
理
論
と
の

間
に
何
ら
か
の
意
味
で
非
連
続
性
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
理
論
移

行
、
科
学
革
命
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
意
味
を
な
さ
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
上
、
Ｔ

・
ク
ー
ン
と
Ｐ

ｏ
フ
ア
イ
ヤ
ー
ア
ー
ベ

ン
ト
が
理
論
間
の
非
共
約
性
（共
約
不
可
能
性
）
の
概
念
を
提
出
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
理
論
移
行
に
際
す
る
非
連
続
性
の
局
面
が
際
立

っ

て
前
面
に
現
わ
れ
て
き
た
。
ク
ー
ン
に
よ
れ
ば
、
非
共
約
性
と
は
Ｓ

・
Ｅ

・
ト
ー
ル
ミ
ン
が
言
う
よ
う
な
単
な
る

「
概
念
的
不
調
和
」
に

尽
き
る
も
の
で
は
な
く
、
理
論
で
使
用
さ
れ
る
諸
概
念
は
革
命
の
前
後
で
そ
の
適
用
条
件
を
全
く
変
え
て
し
ま
う
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
革

命
前
後
の
理
論
を
共
通
の
尺
度
で
計
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
犯
。
し
か
し
そ
う
す
る
と
、
我
々
は
科
学
の
進
歩
に
つ
い
て
一
体
何
も

語
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
、
科
学
の
進
歩
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
は
我
々
は
革
命
前
後
の
理
論
間
に
何

で
あ
れ
何
ら
か
の
意
味
で
連
続
性
の
契
機
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
反
論
が
当
然
の
こ
と
な
が
ら
出
て
く
る
こ
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と
が
予
想
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
例
え
ば
Ｌ

・
ク
リ
ュ
ー
ガ
ー
は
、
科
学
発
展
の
い
わ
ゆ
る
蓄
積
的
モ
デ
ル
は
あ
ま
り
に
狭
い
も
の
で
あ
る

こ
と
を
認
め
つ
つ
、
「科
学
的
な
批
判
の
み
な
ら
ず
知
識
の
成
長
は
継
続
す
る
諸
理
論
の
連
続
性
に
依
存
し
て
い
る
」
と
主
張
し
て
い
る
。

本
稿
で
私
は
科
学
革
命
に
際
し
て
生
起
す
る
理
論
間
の
連
続
性
と
非
連
続
性
の
問
題
を
扱
う
が
、
始
め
に
問
題
状
況
を
明
示
す
る
た
め

に
、
Ｋ

・
ポ
パ
ー
と
フ
ァ
イ
ヤ
ー
ア
ー
ベ
ン
ト
の
科
学
論
上
の
見
解
を
見
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

問
題
状
況

ポ
パ
ー
に
よ
る
と
、
科
学
的
知
識
は
そ
の
持
続
的
成
長
に
よ
っ
て
の
み
科
学
的

。
合
理
的

・
経
験
的
な
性
格
を
保
持
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。
も
し
知
識
が
成
長
を
止
め
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
科
学
で
あ
る
こ
と
を
止
め
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
知
識
の
成
長
は

科
学
者
達
が
よ
り
良
き
理
論
を
選
択
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
ポ
パ
ー
の
科
学
方
法
論
は
知
識
が
科
学
性

・
合
理
性
を
保
持
し
続
け
て
行
く
た
め
に
は
科
学
者
達
が
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
規
範
を
定
式
化
す
る
科
学
的
合
理
性
の
理
論
と
し

て
提
出
さ
れ
る
。
そ
れ
は
規
範
的
拘
束
力
を
持
つ
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
方
法
論
で
あ
る
。

（
３
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

ポ
パ
ー
は
フ
ト
キ
ン
ズ
が

「
ベ
イ
コ
ン
・
デ
カ
ル
ト
」
理
想
と
呼
ぶ
も
の
、
Ｈ

。
ア
ル
バ
ー
ト
が

「
究
極
的
根
拠
づ
け
の
理
念
」
と
呼

ぶ
も
の
を
拒
否
す
る
。
こ
の
理
念
と
は
知
識
を
そ
の
不
可
疑
の
根
源
に
ま
で
遡

っ
て
根
拠
づ
け
よ
う
と
す
る
考
え
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の

よ
う
に
し
て
絶
対
的
に
根
拠
づ
け
ら
れ
た
知
識
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
。
ポ
パ
ー
は
帰
納
主
義
を
も
拒
否
す
る
が
、
こ
の
拒
否
は
究

極
的
根
拠
づ
け
の
理
念
の
拒
否
の
一
つ
の
系
と
看
倣
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
帰
納
主
義
は
科
学
と
形
而
上
学
と
の
境
界
画
定
基
準
と
し
て

帰
納
を
用
い
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
帰
納
主
義
に
よ
れ
ば
、
堅
固
な
事
実
か
ら
の
帰
納
的

一
般
化
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
知
識
の
み
が
科

学
的
知
識
で
あ
り
、
そ
う
で
な
い
知
識
は
形
而
上
学
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
帰
納
を
拒
否
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ポ
パ
ー
は
同
時
に
科
学



と
形
而
上
学
と
の
境
界
画
定
問
題
を
追
放
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
。
彼
は
帰
納
主
義
と
同
様
依
然
と
し
て

「
認
識
論
は
我
々
が
経
験
科

学
の
言
明
を
形
而
上
学
の
言
明
か
ら
分
離
す
る
可
能
性
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
観
念
を
保
持
し
て
い
て
、
そ
れ
故
彼
は
帰

納
に
代
る
新
し
い
境
界
画
定
基
準
を
定
式
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
反
証
可
能
性
の
基
準
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
理
論
が
科
学

的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
そ
れ
が
潜
在
反
証
者
を
持
つ
と
い
う
こ
と
、
理
論
に
矛
盾
す
る
可
能
的
観
察
言
明
を
持
つ
と
い
う

こ
と

で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
如
何
な
る
理
論
も
本
来
何
ら
か
の
事
態
の
出
現
を
禁
止
す
る
こ
と
を
含
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
当
然
で
あ
る
。
こ

う
し
て
、
理
論
は
そ
れ
が
自
ら
に
矛
盾
す
る
可
能
的
観
察
言
明
、
潜
在
反
証
者
を
多
く
持
て
ば
持
つ
程
、
多
く
の
経
験
内
容
を
持
つ
の
で

あ
り
、
知
識
の
成
長
は
一
層
多
く
の
経
験
内
容
を
有
す
る
理
論
が
産
出
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
る
。

し
か
し
如
上
の
知
識
の
成
長
は
科
学
者
達
が
採
る
態
度
と
無
関
係
に
遂
行
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
彼
等
は
現
実
の
反
証
状
況

に
直
面
し
て

「
約
束
主
義
者
の
策
略
」
を
用
い
て
反
証
を
無
化
し
言
い
抜
け
る
こ
と
が
い
つ
も
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
科
学
者
達
が
こ
の

よ
う
に
行
動
す
れ
ば
、
理
論
は
い
つ
も
反
証
を
免
か
れ
、
反
証
可
能
性
と
い
う
科
学
性
の
基
準
を
充
た
さ
な
く
な
っ
て
し
ま
う

で
あ

ろ

う
。
だ
か
ら
ポ
パ
ー
は
科
学
者
達
に
約
束
主
義
者
の
策
略
を
用
い
な
い
と
い
う
決
断
を
要
請
す
る
。
こ
の
要
請
は
同
時
に
合
理
主
義
的
態

度
へ
の
決
断
の
要
請
で
あ
る
。
科
学
者
達
は
進
ん
で
自
ら
提
出
し
た
理
論
を
批
判
の
俎
上
に
乗
せ
、
反
証
に
晒
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

合
理
主
義
的
態
度
へ
と
決
断
し
た
科
学
者
達
の
も
と
で
の
み
理
論
は
そ
の
科
学
性

・
合
理
性

。
経
験
的
性
格
を
保
持
し
て
行
く
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
り
、
経
験
内
容
の
み
な
ら
ず
理
論
内
容
な
い
し
真
理
内
容

（理
論
か
ら
の
真
な
る
帰
結
ク
ラ
ス
の
集
合
）
を
増
大
さ
せ
て
行

く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
ポ
パ
ー
の
科
学
方
法
論
は
、
規
範
的
な
拘
束
力
を
有
す
る
科
学
的
合
理
性
の
理
論
と
し
て
、
以
下
の
方
法

論
的
規
範
を
提
出
す
る
。
０
新
理
論
は
旧
理
論
の
成
巧
を
保
持
し
同
時
に
競
争
者
が
失
敗
す
る
所
で
成
巧
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
０
新

理
論
は
旧
理
論
か
ら
し
て
予
言
で
き
な
い
新
結
果
を
予
言
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
理
論
内
容
の
増
大
の
要
請
で
あ
る
。
こ
れ
ら

の
規
範
を
遵
守
す
る
、
合
理
主
義
的
態
度
へ
と
決
断
し
た
科
学
者
達
の
も
と
で
、
知
識
の
成
長
は
連
続
的
な
成
長
を
示
す
こ
と
に
な
る
で
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あ
ろ
う
。

さ
て
、
し
か
し
な
が
ら
、
ポ
パ
ー
に
は
、
如
上
の
知
識
の
連
続
的
成
長
の
観
念
に
矛
盾
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
観
念
が
あ
る
。
そ
れ
は

Ｔ

。
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
が

「
ポ
パ
ー
の
超
越
論
的
転
回
」
と
呼
ぶ
も
の
に
関
係
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
ポ
パ
ー
に
よ
れ
ば
、
我
々
は
い
つ
も

生
物
学
的

。
文
化
的
に
条
件
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
広
い
意
味
で
の
理
論
が
与
え
る
期
待
地
平
の
う
ち
に
生
き
て
い
る
。　
一
切
の
理
論
的
要

素
か
ら
純
化
さ
れ
た
観
察
な
い
し
経
験
の
如
き
も
の
は
存
在
せ
ず
、
経
験
的
事
実
と
言
わ
れ
る
も
の
も
絶
対
的
に
不
可
疑
の
も
の
で
は
な

く
、
Ｎ

。
Ｒ

・
ハ
ン
ソ
ン
の
用
語
を
借
用
し
て
言
え
ば
理
論
負
荷
的
な
も
の
で
あ
る
。
期
待
地
平
は
経
験
の
準
拠
枠
の
役
割
を
持

つ
て
い

る
。
そ
れ
故
、
も
し
科
学
過
程
が
我
々
の
期
待
地
平
の
絶
え
ざ
る
修
正
の
過
程
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
し
て
も
し
ポ
パ
ー
が
、　
マ
ッ
カ
ー

シ
ー
の
言
う
よ
う
に
、
事
実
は
期
待
地
平
と
い
う
準
―
超
越
論
的
な
地
平
の
内
部
で
の
み
構
成
さ
れ
る
と
い
う
考
え
を
首
尾

一
貫
し
て
追

及
し
て
い
た
な
ら
ば
、
こ
の
こ
と
は
経
験
内
容
な
い
し
理
論
内
容
の
連
続
的
な
成
長
の
う
ち
に
非
連
続
性
の
亀
裂
を
産
み
出
さ
ず
に
は
お

か
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
理
論
変
換
と
共
に
理
論
の
経
験
内
容
な
い
し
真
理
内
容
を
な
す
諸
言
明
の
意
味
が
変
化
す
る
と
い
う

こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
特
に
理
論
変
換
前
後
の
諸
理
論
が
フ
ァ
イ
ヤ
ー
ア
ー
ベ
ン
ト
の
意
味
で
非
共
約
的
で
あ
る
な
ら
ば
、
連
続
的
成

長
は
断
ち
切
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
フ
ァ
イ
ヤ
ー
ア
ー
ベ
ン
ト
か
ら
す
る
と
、
ポ
パ
ー
の
真
理
接
近
の
モ
デ
ル
は
共
約
不
可
能
な
諸
理

論
の
存
在
の
た
め
に
崩
壊
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
花
。
こ
う
し
て
ポ
パ
ー
が
あ
く
ま
で
知
識
の
連
続
的
な
成
長
と
い
う
観
念
を
保
持
す

る
限
り
で
、
そ
れ
は
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
が
述
べ
た
、
認
識
主
観
に
対
す
る

（準
）
超
越
論
的
観
方
を
謂
わ
ば
出
し
抜
い
て
し
ま
う
の
だ
。
そ

し
て
ポ
パ
ー
は
真
理
対
応
説
を
受
容
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
真
理
へ
の
連
続
的
接
近

（知
識
の
連
続
的
な
成
長
）
の
モ
デ
ル
に
実
在
論
的
な

基
礎
を
与
え
も
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
ポ
パ
ー
に
お
い
て
は
、　
一
方
で
連
続
性
を
支
持
す
る
観
念
と
他
方
で
非
連
続
性
を
支
持
す

る
観
念
と
が
統

一
さ
れ
ず
に
、
謂
わ
ば
混
在
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
私
の
見
る
と
こ
ろ
、
フ
ァ
イ
ヤ
ー
ア
ー
ベ
ン
ト
は
ポ
パ
ー
の
う
ち
で
混
在
し
競
合
し
て
い
る
連
続
性
と
非
連
続
性
の
契
機



の
一
方
、
連
続
性
の
契
機
を
非
共
約
性
の
概
念
に
依
拠
し
て
放
榔
し
、
ポ
パ
ー
を

一
つ
の
方
向
に
徹
底
化
し
た
の
で
あ
る
。

フ
ァ
イ
ヤ
ー
ア
ー
ベ
ン
ト
に
よ
る
と
、
例
え
ば

ニ
ュ
ー
ト
ン
の
古
典
力
学
と
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
相
対
性
理
論
と
は
相
互
に
非
共
約

的
な
理
論
の
範
例
な
の
で
あ
る
が
、
非
共
約
性
と
い
う
事
態
は
そ
れ
ぞ
れ
の
理
論
が
異
な
る
領
域
を
記
述
す
る
た
め
に
生
起
す
る
の
で
は

な
い
。
単
に
こ
れ
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
な
ら
両
理
論
は
相
互
に
独
立
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
両
者
が
己
れ
の
領
域
を
固
有
の
概
念
を
用
い
て

記
述
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
で
事
は
終
る
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
非
共
約
性
は

「
一
方
の
概
念
装
置
が
他
方
の
概
念
装
置
の
使
用
を
無
効

（
８
）

に
す
る
条
件
を
定
立
す
る
が
故
に
」
生
起
す
る
。
か
く
フ
ァ
イ
ヤ
ー
ア
ー
ベ
ン
ト
が
言
う
時
、
彼
は
相
互
に
非
共
約
的
な
理
論
が
実
は
同

一
の
領
域
を
記
述
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
前
提
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
も
し
そ
う
で
な
い
と
し
た
ら
、
す
な
わ
ち
両
理
論
が

異
な
る
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
を
記
述
す
る
に
す
ぎ
な
い
の
な
ら
、　
一
方
の
概
念
装
置
の
適
用
が
他
方
の
概
念
装
置
の
適
用
を
無
効
に
す
る
と

い
う
事
態
は
生
起
す
る
必
要
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
概
念
の
単
な
る
相
違
は
非
共
約
性
の
出
現
に
と

っ
て
い
ま
だ
十
分
で
は
な
い
。

二
つ
の
理
論
で
用
い
ら
れ
る
概
念
が
相
互
に
異
な

っ
て
い
て
も
、　
一
定
の
原
理
の
導
入
に
よ
り
、　
一
方
を
他
方

へ
と
還
元
す
る
こ
と
は
可

能
だ
か
ら
で
あ
る
。
非
共
約
性
と
は
む
し
ろ
そ
う
し
た
還
元
の
不
可
能
性
を
惹
起
す
る
事
態
で
あ
る
。

フ
ァ
イ
ヤ
ー
ア
ー
ベ
ン
ト
の
見
解
で
は
、
理
論
に
は
そ
れ
固
有
の
宇
宙
論
な
い
し
存
在
論
―
―
宇
宙
に
は
如
何
な
る
存
在

者

が
存

在

し
、
そ
れ
ら
は
ど
の
よ
う
に
振
舞
う
か
に
つ
い
て
の
一
般
的
な
観
念

（
の
集
合
）
―
―
が
内
属
し
て
い
る
。
こ
れ
は
我
々
の
世
界
経
験
の

準
―
先
験
的
な
準
拠
枠
を
成
し
、
そ
の
も
と
で
我
々
の
経
験
が

一
定
の
経
験
と
し
て
構
成
さ
れ
る
。
そ
れ
故
フ
ァ
イ
ヤ
ー
ア
ー
ベ
ン
ト
に

と
っ
て
、
宇
宙
論
を
含
む
理
論
か
ら
独
立
な
観
察
言
語
は
存
在
せ
ず

一
切
の
理
論
か
ら
独
立
に
確
定
可
能
な
事
実
と
い
っ
た
も
の
も
存
在

し
な
い
。
そ
れ
故
、
経
験
内
容
な
い
し
真
理
内
容
の
連
続
的
成
長
の
観
念
は
拒
否
さ
れ
る
。
理
論
批
判
は
た
だ
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
プ
な
理
論

を
用
い
て
の
み
可
能
で
あ
り
、
だ
か
ら
理
論
の
プ
ロ
リ
フ
ェ
レ
イ
シ
ョ
ン
の
要
請
は
理
論
進
化
に
と

っ
て
不
可
欠
の
要
請
で
あ
る
。
理
論

交
替
と
共
に
事
実
の
意
味
は
変
化
し
て
し
ま
う
の
で
あ
り
、
旧
い
事
実
は
時
に
忘
却
さ
れ
て
し
ま
い
、
新
理
論
は
新
た
な
事
実
と
問
題
を



連続性 と非連続性

産
出
し
て
行
く
。
し
か
も
あ
る
事
実
の
あ
る
理
論
へ
の
関
連
性

（例
え
ば
事
実
が
理
論
を
反
証
す
る
と
い
う
事
態
）
は
し
ば
し
ば
テ
ス
ト

さ
れ
る
理
論
と

一
致
し
な
い
他
の
理
論
の
照
明
の
も
と
で
の
み
確
立
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
理
論
批
判
の

た
め
に
用
い
ら
れ
る
理
論
が
批
判
さ
れ
る
理
論
と
異
質
で
あ
れ
ば
あ
る
程
効
果
的
な
の
で
あ
り
、
非
共
約
性
は
異
質
性
の
最
た
る
も
の
で

あ
る
。

さ
て
如
上
の
フ
ァ
イ
ヤ
ー
ア
ー
ベ
ン
ト
の
見
解
を
前
に
す
る
と
、
二
つ
の
理
論
が
相
互
に
非
共
約
的
で
あ
る
時
、
我
々
は
両
理
論
間
に

何
ら
の
意
味
で
も
連
続
性
を
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
と
い
う
の
は
一
方
の
概
念
の
適
用
は
他
方
の
概
念
の
適
用
を
無
化

し
無
効
に
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
私
は
以
下
相
互
に
非
共
約
的
な
理
論
間
の
移
行
に
際
し
て
も
あ
る

一
定
の
意
味
で
連
続
性
を
語
る

こ
と
が
で
き
る
場
合
が
少
な
く
と
も
あ

る

こ
と
を
示
す
よ
う
試
み
る
が
、
そ
の
際
例
え
ば
始
め
か
ら
ヘ
ー
グ
ル
弁
証
法
の
論
理
を
援
用

し
て
連
続
性
と
非
連
続
性
の
統

一
に
つ
い
て
語
り
、
連
続
性
の
う
ち
に
は
非
連
続
性
の
契
機
が
、
非
連
続
性
の
う
ち
に
は
連
続
性
の
契
機

が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
科
学
革
命
に
際
し
て
惹
起
す
る
事
態
は
廃
棄
と
保
存
と
い
う
相
反
す
る
二
契
機
が
統

一
さ
れ
て
い
る
止
揚

（＞
●
Ｆ
ｏＦ
じ

と

い
う
事
態
な
の
だ
と
主
張
し
よ
う
と
は
思
わ
れ
な
い
。
単
に
こ
れ
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
無
論
事
柄

を
解
明
し
た
こ
と
に
な
ら
な
い
上
に
ご
く
容
易
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。　
一
層
困
難
で
あ
る
の
は
科
学
革
命
に
お
け
る
理
論
移
行
に
際
し
て
連

続
性
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
如
何
な
る
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
か
を
解
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
私
は

「
非

共
約
性
」
の
意
味
を
薄
め
る
と
い
う

「
水
割
り
戦
略
」
を
採
る
こ
と
に
よ
り
問
題
を
扱
お
う
と
も
思
わ
な
い
。
む
し
ろ
私
は
あ

く

ま

で

（
ク
ー
ン
と
）
フ
ァ
イ
ヤ
ー
ア
ー
ベ
ン
ト
の
非
共
約
性
の
概
念
を
保
持
し
な
が
ら
、
こ
れ
か
ら
出
発
し
て
問
題
を
扱
う
。
そ
の
際
私
は
言

語
哲
学
上
の
い
く
つ
か
の
議
論
を
援
用
す
る
で
あ
ろ
う
。
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Ｈ
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批
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理
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考
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萩
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久
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御
茶
の
水
童
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、　
一
九
八
五
年
参
照
。
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（
９
）

大
谷
隆
震

「科
学
史
の
ヒ
ス
ト
リ
オ
グ
ラ
フ
ィ
」
、
新
岩
波
講
座
８

『
技
術
　
魔
術
　
科
学
』
、　
一
九
八
六
年
参
照
。

一
一　
科
学
理
論

の
解
釈
学
的
概
念
と
可
能
世
界
意
味
論

私
は
既
に
科
学
理
論
に
対
す
る
フ
ァ
イ
ヤ
ー
ア
ー
ベ
ン
ト
の
観
方
に
言
及
し
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
各
科
学
理
論
は
世
界
に
つ
い
て
の
一

定
の
一
般
的
観
方
で
あ
る
宇
宙
論
を
内
蔵
し
て
お
り
、
こ
れ
が
我
々
の
世
界
経
験
の
準
―
先
験
的
な
準
拠
枠
を
成
す

（無
論
こ
れ
は
科
学

理
論
を
修
得
し
た
人
に
と

っ
て
の
こ
と
で
あ
る
）
。
そ
れ
故
、
理
論
変
換
と
共
に
宇
宙
論
も
変
換
す
る
の
で
あ
り
、
か
く
て
我
々
の
世
界

経
験
も
変
換
す
る
。　
一
切
の
伝
統
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
科
学
も

一
つ
の
歴
史
的
伝
統
で
あ
り
、
我
々
は
科
学
理
論
を
抽
象
的
に
定
式

化
さ
れ
た
規
則
を
通
し
て
で
は
な
く
子
供
が
母
国
語
を
学
ぶ
よ
う
な
仕
方
で
学
ぶ
の
で
あ
る

（
こ
の
こ
と
は
ク
ー
ン
が
特
に
主
張
し
た
か

っ
た
論
点
で
あ
る
）
。
科
学
理
論
に
対
す
る
こ
う
し
た
観
方
を
科
学
理
論
の
解
釈
学
的
観
方
と
呼
ん
で
お
こ
う
。
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さ
て
こ
こ
で
我
々
は
い
わ
ゆ
る
可
能
世
界
意
味
論
を
援
用
し
て
、
各
理
論
が
記
述
す
る
各
世
界
を
可
能
世
界
と
呼
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い

で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
Ｊ

・
ヒ
ン
テ
ィ
ッ
カ
が

「
可
能
世
界
」
の
概
念
を
印
象
派
の
表
現
様
式
と
キ
ュ
ビ
ズ
ム
の
表
現
様
式
の
も
と
で
我

々
に
立
ち
現
わ
れ
て
く
る
世
界
に
適
用
し
て
い
る
よ
う
に
。
フ
ァ
イ
ヤ
ー
ア
ー
ベ
ン
ト
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
芸
術
様
式
は
相
互
に
非
共

約
的
で
あ
る
と
言

っ
た
で
あ
ろ
う
。

い
わ
ゆ
る
可
能
世
界
意
味
論
は
様
相
論
理
学
の
意
味
論
と
し
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
簡
単
に
Ｓ

・
Ａ

・
ク
リ
プ
キ
が
与
え
た
モ

デ
ル
を
見
て
お
く
と
、
様
相
論
理
学
の
意
味
論
は
二
重
対

〈
〇
・
パ
ψ
”
〉
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る
。
こ
こ
で
Ｇ
は
現
実
世
界
、
Ｋ
は
可
能

世
界
の
集
合
で
あ
り
、
Ｏ
ｏ
パ
で
あ
る
。
ヽ
つ
ミ
）
は
く
ヽ
ｏ
困
に
個
体
の
ド
メ
イ
ン
を
割
り
当
て
る
函
数
で
あ
り
、
Ｒ
は
世
界
間
の

（反

射
的
、
推
移
的
、
対
称
的
と
い
う
性
質
を
持
つ
）

一
定
の
関
係
で
あ
る
。
さ
て
し
か
し
、
こ
の
モ
デ
ル
で
の
可
能
的
世
界
と
は
、
モ
デ
ル

自
体
が
単
に
集
合
論
的
構
成
物
で
あ
る
た
め
に
、
単
な
る
集
合
論
的
構
成
物
に
す
ぎ
な
い
。
す
る
と
、
集
合
論
的
構
成
物
に
す
ぎ
な
い
可

能
世
界
の
概
念
を
既
述
の
解
釈
学
的
に
理
解
さ
れ
た
科
学
理
論
が
記
述
す
る
世
界
に
適
用
す
る
こ
と
は
い
か
に
も
不
適
切
だ
と
思
わ
れ
よ

う
。
け
れ
ど
も
、
Ａ

・
プ
ラ
ン
テ
ィ
ン
ガ
が
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
、純
粋
意
味
論
と
応
用
意
味
論
と
は
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

彼
に
よ
る
と
、
純
粋
意
味
論
と
は
集
合
論
の
一
断
片
に
他
な
ら
な
い
が
、
応
用
意
味
論
は
純
粋
意
味
論
の
哲
学
的
解
釈
で
あ

っ
て
、
可
能

世
界
と
は
何
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
色
々
な
見
解
が
あ
る
。
す
る
と
、
応
用
意
味
論
で
の
哲
学
的
に
解
釈
さ
れ
た
可
能
世
界
の
概
念
を
適

用
し
て
、
そ
れ
固
有
の
宇
宙
論
を
内
蔵
す
る
各
理
論
が
記
述
す
る
各
世
界
を
可
能
世
界
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

Ｇ

・
フ
レ
ス
タ
ー
ド
は
現
象
学
的
構
成
理
論
に
起
源
を
有
す
る
い
わ
ゆ
る
解
釈
学
と
可
能
世
界
意
味
論
の
相
違
に
つ
い
て
、
可
能
世
界

意
味
論
は
論
理
的
に
構
成
さ
れ
た
世
界
に
係
る
が
、
解
釈
学
の
関
心
は

「我
々
が
現
実
に
理
解
な
い
し
意
識
に
お
い
て
生
き
て
い
る
…
…

文
化
世
界
で
あ
る
」
と
し
、
こ
う
し
た
文
化
世
界
を

「
使
用
に
お
け
る
論
理
的
意
味
論
の
世
界
」
と
呼
ん
で
い
る
。
け
れ
ど
も
可
能
世
界

は
、
プ
ラ
ン
テ
ィ
ン
ガ
の
言
う
応
用
意
味
論
の
レ
ベ
ル
で
は
、
単
に
論
理
的
に
構
成
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
く
、
可
能
世
界
と
は



何
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
内
容
に
立
ち
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
様
相
現
実
主
義

（
ス
テ
ル
ネ
イ
カ
ー
、
プ
ラ
ン
テ
ィ
ン
ガ
、
ア
ダ

ム
ズ
）
、
非
様
相
現
実
主
義

（
ク
レ
ス
ウ
ェ
ル
）、
様
相
現
実
主
義
に
は
事
象
様
相
現
実
主
義

（
ス
テ
ル
ネ
イ
カ
ー
、
プ
ラ
ン
テ
ィ
ン
ガ
）

と
言
表
様
相
現
実
主
義

（
ア
ダ
ム
ズ
）
と
い
っ
た
様
々
な
哲
学
的
解
釈
が
あ
る
。
い
く
ら
か
私
見
を
述
べ
る
と
、
可
能
世
界
と
は
何
か
の

問
い
は
、
遠
い
惑
星
の
如
き
世
界
と
し
て
ど
こ
か
に
存
在
す
る
世
界
に
つ
い
て
の
問
い
で
は
な
い
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
我
々
の
現
実
世
界

に
つ
い
て
の
問
い
で
あ
り
、
現
実
世
界
が
取
り
得
た
で
あ
ろ
う
ま
さ
し
く
可
能
態
に
つ
い
て
の
問
い
で
あ
る

（
こ
れ
だ
け
で
は
ま
だ
同
語

反
復
だ
が
）
。
そ
し
て
こ
の
可
能
態
に
は
論
理
的
可
能
性
、
主
観
的
願
望
の
世
界
、
現
実
世
界
の
運
動
の
中
で
生
成
し
て
く
る
実
在
的
可

能
性
と
い
っ
た
色
々
な
レ
ベ
ル
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
可
能
態
す
な
わ
ち
可
能
世
界
は
対
照
に
よ
っ
て
現
実
世
界
に
一
定
の
照
明
を
与
え
る

の
で
あ
る
。
可
能
世
界
が
存
在
す
る
と
言
わ
れ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
現
実
世
界
の
あ
り
得
た
で
あ
ろ
う
相
と
し
て
で
あ
る
。
現
実
世
界

と
こ
の
結
び
付
き
が
遮
断
さ
れ
る
と
、
可
能
世
界
は
、
神
の
思
惟
の
う
ち
に
あ
る
と
さ
れ
る
に
せ
よ
そ
う
で
な
い
に
せ
よ
、
何
ら
か
の
意

味
で
現
実
世
界
の
外
に
在
る
と
い
う
表
象
が
産
み
出
さ
れ
る

（
Ｄ

ｏ
ル
イ
ス
の
可
能
世
界
に
関
す
る
か
な
り
極
端
な
実
在
論
は
如
上
の
遮

断
の
結
果
で
あ
る
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
）
。

し
か
し
な
が
ら
、
応
用
意
味
論
と
し
て
の
可
能
世
界
意
味
論
も
、
そ
れ
が
プ
ラ
ン
テ
ィ
ン
ガ
の
言
う
純
粋
意
味
論

（な
い
し
形
式
的
意

味
論
）
の
応
用
意
味
論
で
あ
る
限
り
、
既
述
の
宇
宙
論
の
転
換
、
そ
れ
故
に
我
々
の
経
験
世
界
の
転
換
を
そ
れ
と
し
て
は
捕
え
る
こ
と
の

で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
応
用
意
味
論
と
解
さ
れ
た
可
能
世
界
意
味
論
に
お
い
て
は
、
可
能
世
界
は
、
あ
く
ま
で
我
々
の
現
実
世
界
と
の

連
関
に
お
い
て
で
あ
る
と
し
て
も
、
我
々
に
よ
っ
て
考
想
さ
れ
る
世
界
で
あ
り

（
「考
想
さ
れ
る
」
と
言
う
の
は
、
可
能
世
界
に
つ
い
て

の
問
い
が
現
実
世
界
に
つ
い
て
の
問
い
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
の
問
い
に
答
え
る
際
に
は
我
々
の
思
惟
が
介
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か

ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
可
能
世
界
に
つ
い
て
概
念
論
的
立
場
を
採
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
）
、
我
々
の
現
実
世
界
を
前
提
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
科
学
理
論
の
先
述
の
フ
ァ
イ
ヤ
ー
ア
ー
ベ
ン
ト
の
観
方
の
も
と
で
は
、
理
論
変
換

（科
学
革
命
）
と
共
に
我
々
の
経
験
世
界
が
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変
換
さ
れ
、
今
や
我
々
に
立
ち
現
わ
れ
て
く
る
世
界
が
我
々
に
と
っ
て
の
現
実
世
界
と
な
る
。
可
能
世
界
意
味
論
は
、
プ
ラ
ン
テ
ィ
ン
ガ

の
言
う
純
粋
意
味
論
と
し
て
で
あ
れ
応
用
意
味
論
と
し
て
で
あ
れ
、
我
々
に
と
っ
て
の
現
実
世
界
の
そ
う
し
た
転
換
を
捕
え
得
な
い
。
と

い
う
の
は
可
能
世
界
は
現
実
世
界
の
基
礎
の
上
に
現
実
世
界
の
あ
り
得
た
相
と
し
て
考
想
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
私
は
、
以

下
宇
宙
論
を
内
蔵
す
る
理
論
変
換
と
共
に
生
起
す
る
我
々
の
経
験
世
界
の
転
換
の
場
面
に
議
論
領
域
を
設
定
す
る
が
、
そ
れ
ら
経
験
世
界
、

換
言
す
れ
ば
各
理
論
が
記
述
す
る
世
界
を
可
能
世
界
と
呼
ぶ
こ
と
は
差
し
控
え
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
可
能
世
界
意
味
論
と
科
学
理
論
の
上

述
の
解
釈
学
的
理
解
と
を
厳
密
に
区
別
し
て
お
く
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
解
釈
学
と
可
能
世
界
意
味
論
は
多
く
の
論
題
を
共
有
し
て
い
る
。　
一
方
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
お
い
て
出
現
す

る
問
題
は
他
方
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
お
い
て
も
出
現
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
特
殊
者
の
世
界
交
差
同
定
の
問
題
で
あ
る
。
可
能
世
界

意
味
論
に
お
い
て
、
あ
る
可
能
世
界
に
出
現
す
る
個
体
が
他
の
可
能
世
界
に
お
い
て
も
出
現
す
る
時
、
個
体
の
世
界
線

（
Ｄ

・
カ
プ
ラ
ン

が

言
”３
ｌ
ｏ
●こ

す
ｏ〓

〓
８
∽
と
呼
ん
だ
も
（∝

）
が
引
か
れ
る
と
言
わ
れ
る
。
異
な
る
可
能
世
界
で
の
同

一
の
個
体
の
出
現
は
個
体
の
世

界
交
差
同
定
が
行
な
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
、
各
可
能
世
界
に
出
現
す
る
相
互
に
対
応
物
と
し
て
あ
る
諸

個
体
の
間
に
例
え
ば
類
似
性
に
よ
っ
て
世
界
線
が
引
か
れ
る
と
す
る
考
え
方
と
同

一
の
個
体
が
異
な
る
可
能
世
界
に
出
現
す
る
と
い
う
考

え
方
と
が
あ
る
。
ヒ
ン
テ
ィ
ッ
カ
は
前
者
の
考
え
を
採
る

（
ク
リ
プ
キ
は
後
者
の
考
え
を
採
る
）
の
で
あ
る
が
、
彼
に
よ
れ
ば
個
体
の
世

界
線
は
し
ば
し
ば
他
の
可
能
世
界
へ
と
連
続
的
に
延
長
し
得
る
の
で
あ
り
、
こ
の
連
続
性
が
断
ち
切
ら
れ
る
時
は

「
ノ
エ
マ
の
爆
発
」

（
フ
ッ
サ
ー
ル
）
が
生
起
す
る
。

他
の
問
題
は
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
の
志
向
性
と
志
向
性
に
内
在
す
る
超
越
と
い
う
事
態
に
関
係
す
る

（以
下
フ
ッ
サ
ー
ル
ヘ
の
言
及
は

も

つ
ば
ら
ヒ
ン
テ
ィ
ッ
カ
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
る
）
。
簡
単
に
触
れ
て
お
く
と
、
ヒ
ン
テ
ィ
ッ
カ
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
志
向
性
の
概
念

は
、
そ
れ
は
対
象
へ
の
方
向
性
を
基
軸
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
何
も
の
か
に
向
か
っ
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
志
向
的
現
象



が
あ
る
た
め
に
あ
ま
り
に
狭
い
と
し

（例
え
ば
、
ヒ
ン
テ
ィ
ッ
カ
に
よ
れ
ば
志
向
的
活
動
で
あ
る
芸
術
は
自
由
な
意
識
的
活
動
で
あ
り
、何

も
の
か
に
向
か
う
と
い
う
目
的
的
活
動
で
は
な
い
）
、
志
向
性
の
概
念
を
可
能
世
界
意
味
論
を
援
用
し
て
相
異
す
る
諸
可
能
世
界
の
比
較

を
含
む
も
の
と
定
義
す
る
。
志
向
性
は
こ
う
し
て
単

一
世
界
内
の
事
柄
で
は
な
く
な
る
。

（
フ
ッ
サ
ー
ル
に
対
す
る

一
つ
の
解
釈
に
よ
れ

ば
）
感
覚
与
件
は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
ま
だ
範
疇
的
に
構
造
化
さ
れ
て
い
な
い
質
料
で
あ
り
、
そ
れ
は
精
神
活
動
を
介
し
て
形
式
を
与
え

ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
志
向
的
な
も
の

ｏ
対
象
に
向
か
う
も
の
に
な
る
。
け
れ
ど
も
、
ヒ
ン
テ
ィ
ッ
カ
に
よ
る
と
、
感
覚
は
そ
の
最
も
原

初
的
な
層
に
お
い
て
何
ら
か
の
対
象
、
そ
の
性
質
及
び
関
係
に
つ
い
て
の
経
験
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
対
象
に
関
す
る
情
報
を
与
え
る
も

の
で
あ
る
。
そ
し
て
対
象
に
関
す
る
情
報
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
は
既
に
情
報
と
両
立
可
能
な
事
態
と
そ
う
で
な
い
事
態
と
の
比
較
を
含

ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
志
向
性
に
内
在
す
る
超
越
と
い
う
事
態
も
ヒ
ン
テ
ィ
ッ
カ
に
よ
っ
て
可
能
世
界
意
味
論
の
援
用
の
も

と

で
解

釈

（
な
い
し
転
釈
）
さ
れ
て
い
る
。
我
々
が
超
越
的
対
象
に
係

っ
て
い
る
と
言
え
る
の
は
、
諸
可
能
世
界
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
。
我
々
は

も

っ
ば
ら

一
つ
の
可
能
世
界
の
内
部
に
の
み
と
ど
ま
る
限
り
、
超
越
的
対
象
に
係

っ
て
い
る
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、

「
対
象
の
超
越
と
い
う
フ
ッ
サ
ー
ル
の
考
え
方
に
密
接
に
関
係
し
て
い
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
信
念
と
両
立
可
能
な
可
能
世
界
の

多
様
性
、
す
な
わ
ち
そ
の
対
象
が
要
素
と
な
っ
て
い
る
可
能
世
界
の
多
様
性
の
無
尽
蔵
さ
で
あ
稀
］
。

以
上
の
如
き
諸
問
題
は
先
に
設
定
し
た
議
論
領
域
、
す
な
わ
ち
科
学
理
論
の
変
換
と
共
に
生
起
す
る
我
々
の
経
験
世
界
の
変
換
の
場
に

お
い
て
も
同
様
に
出
現
す
る
で
あ
ろ
う
。
私
は
以
下
に
お
い
て
可
能
世
界
意
味
論
の
も
と
で
生
起
す
る
如
上
の
諸
問
題
を
上
述
の
議
論
領

域
へ
と
翻
訳
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
科
学
革
命
に
際
す
る
連
続
性
と
非
連
続
性
の
問
題
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
。

（
１
）
　
０
い
　
り
・
パ
・
”
２
お
『”
げ
ｏ
●
０
　̈
口
お
”ｏ
”
】ｏ
Ｌ
　
げ
”
ｏ
ぎ
賢
ｏ
●
●

，
　
知

ｏヽ
い
ゃ
ミ
●　
へヽ

』
ミ
ヽ
ミヽ
ヽ
吻ミ
や　
り
す
ざ̈
の
ｏ
も
Ｆ
ド
Ｌ
　
「
”
も
ｏ
【
′

く
ε
・
自
・

０
”
員
】げ
Ｈ
】０
唆
ｏ
Ｃ
ゴ
汁

「
『ｏ
∽ρ
　
い
Φ
∞
ｒ

（
２
）

０
い

「
・
パ
・
『
ｏ
ヽ
ｏ
■
”
す
ｏ
●
０
¨
ゝ
●
ｏ
き
」

や
や
ヾ
ヾ
ご
く
ｏ
”
∽
ｐ

いＯ
Ｎ
”
　
０

，

い
ド
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（
３

）
　

＞

・
り
【“
●
”
”●
”
Ｒ
　
ｎ
゛
ヽ

ン
ｒ
ヽ
ミ
ヾ

ｅ
ｎ
ン
ｓ
ヽ
ヽ
毬
、
さ

・

０
】
ヽ
【
ｏ
●
０

０
●

■
■
０
∽
ｐ

Ｏ
Ｘ
喘
０
『
０

・

【
Φ
∞
ド
　
●
・
Ｈ
一
Ｒ

い

（
′生
）
　
（ν
　
『
一ヽ
中∽””
０
　̈
日●
”『０
０
●
ｏけい０
●
）
（い

，
ミ
ヽヽ
ヽ
やヽ
ｓ、、
・ヽヽ
「
ぎ
、ヽ
ｏいｏヽ
卜
ヽ
　̈
く
ｏ
ｒ
　
日
・　
り

，
〓
ｏ
りｏ
も

，
く
ｏ
い
ｒ
”
●
”
“
”
∞
ｏ
・　
●
・
ＨＯ
・

（
５
）

ｎ
き

』ゞ

いま
き
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
か
つヽ
ヽ
い

ｏ
Ｏ
こ
〓
こ
・ｒ
ｏ
●
メ

ｏ
８
●
ｏ
〓
Ｃ
日
．・
”
お
り′

以
下

（〔
）＞
〕
に
よ
っ
て
略
記
）
８
８

に
収
め

ら
れ
た
諸
論
文
参
照
。

（
６

）
　

０
い

０
・
ぃ
ｏ
■
ォ
¨
Ｏ
ｏ
●
●
一
ｏ
”
も

，
諄

↓
口
。
ｏ
『
ヽ

”
口
Ｏ

Ｄ
〓
”
口
”
〓
お
０

〓
ご
０
”
【
ｒ
ｏ
”
お

・

■
＾
び

”
ｏ
∽
ａ
げ
】ｏ

メ
「ｏ
Ｌ
ヽ
´

〔
”
＞
〕

（
７
）

７

”
３
ｏ，
ｏ
■
↓
Ｆ
Ｏ
Ｏ
ュ
０
】ｏ
田

Ｒ

，
ｏ
り
０
２
げ̈
Ｆ

鶴
＞
〕
は
可
能
世
界
に
つ
い
て
概
念
論
的
立
場
を
採

っ
て
い
る
。

（
８
）
　
０
”
∪
・
因
”
０
【”
●
¨
↓
『”
●
∽■
Ｏ
Ｌ
Ｏ
目
■
『
ｒ
●̈
０
′

〔「
＞
〕

（
９
）

以
下
、
Ｊ

・
ヒ
ン
テ
ィ
ッ
カ

「志
向
性
と
内
包
性
―
―
現
象
学
と
可
能
世
界
意
味
論
―
―
」
ロ
ム
パ
ッ
ハ
・
リ
ク
ー
ル
ー
フ
ン
ト
グ
レ

ー
ベ
他

『
現
象
学
の
展
望
』
新
田
義
弘
／
村
田
純

一
編
、
国
文
社
、　
一
九
八
六
年
参
照
。

（
１０
）

Ｊ

・
ヒ
ン
テ
ィ
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〓
一　
自
然
種
語
と
存
在
前
提

本
章
で
は
私
は

「金
」
、

「水
」
、

「熱
」
、

「虎
」
等
と
い
っ
た
自
然
種
語
を
扱
う
が
、
そ
の
際
こ
れ
ら
は
あ
る
自
然
種
を
指
示
す

る

（
よ
り
正
確
に
は
自
然
種
を
指
示
す
る
た
め
に
使
用
さ
れ
る
）
と
看
倣
し
、
Ｐ
・
Ｆ
・
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
の
前
提
理
論

（真
理
値
間
隙
理

論
）
を
自
然
種
語
を
用
い
て
遂
行
さ
れ
る
主
張
、
例
え
ば

「金
は
金
属
で
あ
る
」
、

「鯨
は
補
乳
動
物
で
あ
る
」
に
適
用
す
る
。
す
な
わ

ち
、

「鯨
は
補
乳
動
物
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
時
、
我
々
は
鯨
と
い
う
自
然
種
の
存
在
を
前
提
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
存
在
を
主

張
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
我
々
は
如
上
の
主
張
に
際
し
て
、
鯨
と
い
う
自
然
種
の
存
在
に
自
ら
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
る
が
、
初
期
ウ
ィ
ト

ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
用
語
を
借
用
し
て
言
え
ば
、
鯨
と
い
う
自
然
種
の
存
在
は
語
ら
れ
ず
し
て
た
だ
示
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
け
れ



ど
も
、
こ
の
存
在
前
提
を
、
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
に
倣

っ
て
自
然
種
の
明
示
的
な
存
在
主
張
へ
と
変
換
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
存
在
主

張
と
は

「
鯨

（
と
い
う
自
然
種
）
は
存
在
す
る
」
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
の
前
提
理
論
を
適
用
し
て
言
う
と
、
我
々
は

「鯨
は
補
乳
動
物
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
に
際
し
て
、
存
在
主
張

「鯨
（
と
い
う
自
然
種
）
は
存
在
す
る
」
の
真
で
あ
る
こ
と
を
同
時
に
主

張
し
て
い
る
の
で
は
な
い
が
前
提
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
も
し
こ
の
存
在
主
張
が
真
で
あ
る
な
ら
ば
主
張

「
鯨
は
補

乳
動
物
で
あ
る
」
は
真
偽
が
可
能
で
あ
る
が

（
勿
論
我
々
は
こ
の
主
張
を
現
在
の
理
論
に
照
ら
し
て
真
と
考
え
る
）
、
も
し
そ
れ
が
偽
で

あ
る
な
ら
ば

「
鯨
は
補
乳
動
物
で
あ
る
」
は
謂
わ
ば
宙
に
浮
い
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
真
理
値
を
剥
奪
さ
れ
て
し
ま
う
で
あ
ろ

う
。
こ
こ
に
真
理
値
間
隙
が
生
ず
る
。

私
は
我
々
は
自
然
種
語
を
用
い
て
あ
る
自
然
種
を
指
示
す
る
と
言
う
。
こ
の
際
指
示
さ
れ
る
種
を
同
定
す
る
た
め
に
様
々
な
標
識
が
用

い
ら
れ
て
よ
い
。
例
え
ば
虎
と
い
う
自
然
種
を
同
定
す
る
た
め
に
、

「大
き
な
肉
食
四
足
ネ
コ
科
の
動
物
で
あ

っ
て
、
色
は
黄
褐
色
、
黒

っ
ぽ
い
横
縞
が
あ
り
、
腹
は
自
（に

」
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る

（
こ
れ
は
Ｈ

・
パ
ト
ナ
ム
が

「
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
」
と
呼
ぶ
も

の
で
あ

る
）
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
標
識

（
の
い
く
つ
か
）
は
虎
に
当
て
嵌
ま
ら
な
く
と
も
よ
い
。
例
え
ば
虎
が
実
際
に
は
三
本
足
で
あ
る
こ
と
が

発
見
さ
れ
た
と
し
て
も
、
我
々
は
依
然
と
し
て
自
然
種
虎
を
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
し
、

「虎
は
実
際
に
は
三
本
足
で
あ

っ

た
」
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
ク
リ
プ
キ
や
パ
ト
ナ
ム
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
論
点
で
あ
る

（
こ
う
し
て
私
見
で
は
指

示
の
同
定
の
基
準
と
固
定
の
基
準
と
は
区
別
さ
る
べ
き
で
あ
る
）
。

さ
て
、
し
か
し
な
が
ら
、

「
鮮
は
補
乳
動
物
で
あ
る
」
や

「
鯨
は
動
物
で
あ
る
」
と
い
っ
た
主
張
に
は
あ
る
理
論
的
な
問
題
が
あ
る
。

Ｋ

・
ド
ネ
ラ
ン
は
そ
の
形
姿
、
振
舞
等
か
ら
し
て
鯨
と
殆
ど

（あ
る
い
は
全
く
）
区
別
さ
れ
な
い
に
も
拘
わ
ら
ず
、
補
乳
動
物
で
は
な
い

被
造
物
が
発
見
さ
れ
た
と
い
う
仮
設
的
状
況
を
考
察
し
、
こ
う
し
た
状
況
の
も
と
で
は
我
々
は
語
り
方
の
選
択
の
問
題
に
直
面
す
る
と
主

張
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
我
々
は

「
こ
れ
ら
の
被
造
物
は
鯨
で
は
な
い
」
と
言
う
べ
き
な
の
か
、
そ
れ
と
も

「
い
く
つ
か
の
鯨
は
補
乳
動
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物
で
は
な
い
こ
と
が
発
見
さ
れ
た
」
と
言
う
べ
き
で
あ
る
の
か
。
あ
る
い
は
パ
ト
ナ
ム
の
挙
げ
て
い
る
例
で
言
え
ば
、
我
々
が
こ
れ
ま
で

「猫
」
と
呼
び
、
ペ
ッ
ト
と
し
て
扱

っ
て
き
た
も
の
が
実
は
火
星
人
が
地
球
人
を
欺
く
た
め
に
送
り
込
ん
だ
自
動
機
械
で
あ
り
、
そ
の
立

ち
居
振
舞
の
一
切
が
火
星
人
に
よ
っ
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
発
見
さ
れ
た
と
い
う
仮
設
的
状
況
の
も
と
で
、
我
々
は

「
猫

は
動
物
で
は
な
く
自
動
機
械
で
あ

っ
た
」
と
言
う
べ
き
な
の
か

「
猫
は
存
在
し
な
か
っ
た
」
と
言
う
べ
き
な
の
か
、
そ
れ
と
も

「
い
く
つ

か
の
動
物
は
猫
で
は
な
く
自
動
機
械
で
あ

っ
た
」
と
言
う
べ
き
な
の
か
。
パ
ト
ナ
ム
は
こ
こ
に
語
り
方
の
問
題
が
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い

る
。
け
れ
ど
も
、
パ
ト
ナ
ム
に
よ
る
と
、
そ
れ
は
単
な
る
選
択
の
問
題
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
。
科
学
に
お
け
る

一
定
の
理
論
的
状
況

の
も
と
で
は
ど
の
語
り
方
を
採
用
す
る
か
は
重
大
な
結
果
を
有
す
る
の
で
あ
り
、
旧
い
理
論
に
対
し
て
新
し
い
理
論
が
出
現
す
る
場
合
、

旧
い
語
り
方
と
新
し
い
語
り
方
と
の
間
の
選
択
は
単
な
る
選
択
の
問
題
で
は
な
く
、
旧
い
語
り
方
へ
の
固
執
は
時
に
何
ら
か
の
形
而
上
学

的
見
解
の
受
容
を
伴
立
す
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
量
子
力
学
以
前
の
物
理
学
の
古
典
的
理
論
の
も
と
で
は
、
出
来
事
Ａ
に
出
来
事
Ｂ
が
継

続
し
、
他
の
時
に
Ａ
に
Ｂ
と
は
異
な
る
出
来
事
Ｐ
が
継
続
す
る
こ
と
が
発
見
さ
れ
る
な
ら
ば
、
我
々
は
未
知
な
る
要
因
の
存
在
を
要
請
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
量
子
力
学
の
も
と
で
は
ュ
ニ
タ
リ
ー
変
換
及
び
写
影
の
数
学
言
語
の
た
め
に
そ
う
し
た
未
知
の
存
在
者

を
要
請
す
る
必
要
は
な
い
。
も
し
こ
こ
で
あ
く
ま
で
古
典
物
理
の
語
り
方
に
固
執
す
る
な
ら
ば
、
我
々
は
量
子
力
学
の
立
場
か
ら
し
て
幽

霊
的
で
あ
る
存
在
者

（隠
れ
た
変
数
）
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
語
り
方
の
選
択
の
問
題
は
単
な
る

選
択
の
問
題
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
パ
ト
ナ
ム
の
主
張
は
首
肯
し
得
る
と
思
わ
れ
る
。
が
、
こ
こ
で
は
私
は
ク
リ
プ
キ
の
議
論
の
批
判
的
吟
味
を
通
し
て
、
ド
ネ

ラ
ン
が
述
べ
た
選
択
の
問
題
が
単
な
る
選
択
の
問
題
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
す
よ
う
に
試
み
よ
う
。

ク
リ
プ
キ
は

「
金
の
黄
色
性
の
問
題
」
を
取
り
挙
げ
て
い
る
。
金
は
普
通
黄
色
で
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
多
く
の
金
鉱
を
覆

っ

て
い
る
大
気
が
特
殊
な
性
質
を
持
つ
た
め
に
人
間
の
視
覚
を
汚
染
し
て
黄
色
に
見
せ
て
い
た
の
で
あ
り
、
金
は
実
は
青
色
で
あ
る
こ
と
が



判
明
し
た
と
い
う
仮
設
的
状
況
を
想
定
し
よ
う
。
ク
リ
プ
キ
は
、
こ
の
時
我
々
は

「金
は
存
在
し
な
い
こ
と
が
判
明
し

た
」
と

は
言

わ

ず
、

「金
は
黄
色
で
は
な
く
青
色
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
」
と
言
う
は
ず
だ
と
主
張
し
て
い
る
。
確
か
に
我
々
は
こ
の
時

「
金
は
存
在

し
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
」
と
は
言
わ
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
何
故
に
我
々
は
こ
の
よ
う
に
言
わ
な
い
の
か
、
ク
リ
プ
キ
は
こ
こ
で
そ

の
よ
う
に
は
言
わ
な
い
と
い
う
我
々
の
日
常
言
語
的
直
観
に
依
拠
し
て
お
り
、
こ
の
直
観
の
彼
の
説
明
は
自
然
種
語
は
通
常
考
え
ら
れ
て

い
る
以
上
に
固
有
名
に
近
い
と
い
う
こ
と
で
あ
犯
。
し
か
し
こ
れ
は
そ
れ
ほ
ど
自
明
な
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
次
の
よ
う

に
考

え

よ

う
。

「
金
は
こ
れ
こ
れ
で
あ
る
」
を
金
に
つ
い
て
の
理
論
と
呼
ぶ

（
こ
れ
は
理
論
と
呼
べ
る
程
の
も
の
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ

こ
で
は

「
理
論
」
を
広
い
意
味
に
解
し
て
理
論
と
呼
ん
で
お
く
）
。
す
る
と
、
金
は
実
は
黄
色
で
は
な
く
青
色
で
あ
る
こ
と
が
発
見
さ
れ

た
と
い
う
事
態
は
こ
れ
を
言
い
換
え
る
と
金
に
つ
い
て
の
理
論
が
変
化
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
し
か
も
こ
の
理
論
変
化
に
際
し
て
自

然
種
金
の
存
在
は
否
定
さ
れ
な
か
っ
た
、
す
な
わ
ち
後
続
の
理
論
は
金
の
存
在
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
で

あ
ろ
う
。
い
つ
も
そ
う
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
、
科
学
史
上
フ
ロ
ギ
ス
ト
ン
や
エ
ー
テ
ル
、
あ
る
い
は
ピ
ル
ト
ダ
ウ
ン
人
の
存

在
が
否
定
さ
れ
た
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
示
さ
れ
よ
う
。
フ
ロ
ギ
ス
ト
ン
説
は
フ
ロ
ギ
ス
ト
ン
の
存
在
を
要
請
す
る
が
、
こ
れ
は
化
学
革

命
と
共
に
生
ま
れ
た
理
論
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
フ
ロ
ギ
ス
ト
ン
理
論
に
取

っ
て
代

っ
た
理
論
の
真
理
性
を
承
認
す
る

限
り
、
我
々
は

「
フ
ロ
ギ
ス
ト
ン
は
存
在
し
な
い
」
と
言
う
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
我
々
が

「
金
は
存
在
し
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
」
と

言
う
の
か
そ
れ
と
も

「金
は
黄
色
で
は
な
く
青
色
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
」
と
言
う
か
は
単
な
る
選
択
の
問
題
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な

く
、
先
行
の
理
論
に
取

っ
て
代
り
し
か
も
我
々
が
そ
の
真
理
性
を
承
認
す
る
理
論
の
性
格
に
依
存
す
る
の
で
あ
る
。

実
際
、
ク
リ
プ
キ
自
身
が
我
々
の
手
持
ち
の
理
論
す
な
わ
ち
現
在
の
科
学
理
論
に
依
拠
し
て
語

つ
て
い
る
こ
と
は
、
例
え
ば

「
金
の
原

子
番
号
が
実
際
に
七
九
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
と
す
れ
ば
、
原
子
番
号
七
九
で
な
い
も
の
が
金
で
あ
り
う
る
だ
ろ
う
（だ

」
と
い
う
ク
リ
プ

キ
の
言
い
方
の
う
ち
に
示
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
我
々
は
、
水
が
目
〇ヽ
で
あ
る
こ
と
を
発
見
し
て
し
ま
え
ば
、
あ
る
物
質
が
そ
の
外
見
上
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如
何
に
水
に
類
似
し
て
い
よ
う
と
も
〓
ＮＯ
で
は
な
く
例
え
ば
Ｘ
Ｋ
Ｎ
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
水
と
は
呼
ば
な
い
で
あ
ろ
う
し
、

「〓
ＮＯ

で
は
な
い
水
が
発
見
さ
れ
た
」
と
は
言
わ
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

「
水
は
〓
ＮＯ
で
あ
る
こ
と
が
発
見
さ
れ
た
」
と
語
る
こ
と
は
物
質
の

分
子
的
構
成
に
関
す
る
現
在
の
理
論
を
受
容
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
理
論
の
真
理
性
を
承
認
す
る
限
り
、
外
見
上
如
何
に
水
に
類
似
し

て
い
よ
う
と
も
そ
れ
が
目
ＮＯ
で
は
な
い
な
ら
ば
、
水
と
は
呼
ば
れ
な
い
の
で
あ
る
。
我
々
が
現
在
受
容
し
て
い
る
理
論
か
ら
す
れ
ば
回
ＮＯ

で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
水
の
本
質
規
定
で
あ
る
か
ら
、
水
に
見
え
る
が
目
ＮＯ
で
は
な
い
物
質
が
発
見
さ
れ
る
時
我
々
が

「
そ
れ
は
水
で
は

な
い
」
と
言
う
べ
き
か

「目
ＮＯ
で
は
な
い
水
が
発
見
さ
れ
た
」
と
言
う
べ
き
か
は
単
な
る
選
択
の
問
題
を
超
え
て
お
り
、
む
し
ろ
ど
の
よ

う
な
理
論
を
我
々
は
選
択
し
て
い
る
か
の
理
論
選
択
に
依
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
鯨
は
補
乳
動
物
で
あ
る
」
に
関
し
て
ド
ネ
ラ
ン
が

考
察
し
た
先
述
の
仮
設
的
状
況
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
を
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
外
見
上
鯨
に
見
え
る
が
補
乳
動
物
で
は
な
い
被
造
物
が

発
見
さ
れ
た
と
す
る
時
、
も
し
我
々
が
補
乳
動
物
で
あ
る
こ
と
を
鯨
の
本
質
規
定
と
す
る
理
論
を
受
容
し
て
い
る
な
ら
ば
、
我
々
は

「
如

上
の
被
造
物
は
鯨
で
は
な
い
」
と
言
う
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
も
し
、
補
乳
動
物
で
あ
る
こ
と
を
鯨
の
本
質
規
定

（
の
一
つ
）
と
せ
ず
単
に

偶
然
的
性
質
と
す
る
理
論
が
あ

っ
て
我
々
が
こ
れ
を
受
容
し
て
い
る
な
ら
ば
、
我
々
は

「
い
く
つ
か
の
鯨
は
補
乳
動
物
で
は
な
い
」
と
言

う
で
あ
ろ
う
。

ク
リ
プ
キ
は
我
々
の
現
在
の
手
持
ち
の
理
論
が
あ
る
自
然
種
の
本
質
規
定
と
す
る
も
の
す
べ
て
を
可
能
世
界
に
押
し
及
ぼ
し
て
い
る
。

彼
は
書
い
て
い
る
。

「
や
が
て
こ
の
現
象
〔
熱
現
象
〕
が
実
は
分
子
運
動
で
あ
る
こ
と
が
偶
々
発
見
さ
れ
た
…
…
。
こ
の
こ
と
を
発
見
し
た

時
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
現
象
の
本
質
的
性
質
を
与
え
る
よ
う
な
同

一
性
を
発
見
し
た
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
す
べ
て
の
可
能
世
界
で
分

子
運
動
で
あ
る
よ
う
な
現
象
を
発
見
し
た
―
―
そ
の
現
象
が
分
子
運
動
で
な
い
こ
と
は
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
」
。
か
く
て

「
熱
＝
分
子

運
動
」
と
い
う
言
明
は
必
然
的
で
あ
る
と
認
定
さ
れ
る
。
と
い
う
の
は
必
然
的
と
は
、
ク
リ
プ
キ
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
可
能
世
界
で
真

と
い
う
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。　
一
般
的
に
言
え
ば
、
我
々
が
現
在
手
に
し
て
お
り
か
つ
そ
の
真
理
性
を
承
認
し
て
い
る
理
論
が
あ
る
種
に



本
質
的
で
あ
る
と
認
定
す
る
こ
と
を
表
現
す
る
同

一
性
は
す
べ
て
必
然
的
で
あ
る
と
認
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
故
、
人
々
が
フ
ロ

ギ
ス
ト
ン
説
を
信
奉
し
て
い
た
時
に
は
、
こ
の
説
が
Ｆ
を
フ
ロ
ギ
ス
ト
ン
の
本
質
的
性
質
で
あ
る
と
認
定
し
て
い
る
と
す
る
と
、
人
々
は

「
フ
ロ
ギ
ス
ト
ン
＝
Ｆ
」
を
必
然
的
言
明
と
し
て
認
定
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
Ｆ
は
フ
ロ
ギ
ス
ト
ン
の
本
質
的
性
質
と
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
Ｆ
で
な
い
も
の
は
フ
ロ
ギ
ス
ト
ン
で
は
な
く
し
か
も
フ
ロ
ギ
ス
ト
ン
が
Ｆ
で
な
い
よ
う
な
可
能
世
界
は
存
在

し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
可
能
世
界
意
味
論
の
枠
組
は
理
論
転
換
と
共
に
生
起
す
る
我
々
の
経
験
世
界
の

転
換
の
相
を
捕
え
得
な
い
と
い
う
先
に
言
及
し
た
事
柄
が
ク
リ
プ
キ
に
お
い
て
確
証
さ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
ク
リ
プ
キ
の
場
合
、
可
能

諸
世
界
は
現
実
世
界
、
す
な
わ
ち

（科
学
の
場
で
言
う
と
）

一
定
の
理
論
的
視
圏

（
＝
宇
宙
論
）
の
も
と
で
我
々
に
立
ち
現
わ
れ
て
く
る

世
界
を
基
礎
に
そ
の
上
に
考
想
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
我
々
の
現
在
の
理
論
が
Ｆ
を
あ
る
物
質
Ｘ
の
本
質
的
規
定
と
認
定

す

る
な

ら
、
ク
リ
プ
キ
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
の
可
能
世
界
で
Ｘ
＝
Ｆ
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
故
に

「
Ｘ
＝
Ｆ
」
は
必
然
言
明
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
し
か
し
Ｆ
を
Ｘ
の
本
質
的
規
定
と
認
定
す
る
の
は
我
々
の
手
持
ち
の
理
論
で
あ

っ
て
、
そ
れ
は
自
然
種
語

「
Ｘ
」
の
言
語
学

的
特
性
に
よ
る
の
で
は
な
い

（そ
れ
故
、
ク
リ
プ
キ
の
新
し
い
指
示
の
理
論
は
本
質
主
義
を
帰
結
し
な
い
）
。

私
は
以
上
で
、
ド
ネ
ラ
ン
の
言
う
語
り
方
の
選
択
の
問
題
を
我
々
が
如
何
な
る
理
論
に
依
拠
し
て
い
る
か
の
理
論
選
択
の
問
題
に
還
元

し
た
。
そ
し
て
再
び
パ
ト
ナ
ム
と
共
に
言
え
ば
、
理
論
選
択
の
問
題
は
単
な
る
選
択
の
問
題
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

私
は
以
下
理
論
転
換

（科
学
革
命
）
に
議
論
の
場
を
設
定
し
、
先
行
の
理
論
が
そ
の
存
在
を
主
張
す
る
存
在
者
の
存
在
を
後
続
の
理
論

が
否
定
し
て
し
ま
う
場
合
と
後
続
す
る
理
論
が
先
行
理
論
が
そ
の
存
在
を
主
張
す
る
存
在
者
の
存
在
を
依
然
と
し
て
否
定
せ
ず
保
持
す
る

場
合
に
焦
点
を
当
て
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
既
述
の
よ
う
に
、
た
と
え
可
能
世
界
意
味
論
の
枠
組
を
そ
の
ま
ま
上
述
の
理
論
転
換
の
場

に
適
用
で
き
な
い
と
し
て
も
、
ヒ
ン
テ
ィ
ッ
カ
が
可
能
世
界
意
味
論
を
援
用
し
て
語

っ
た
個
体
の
世
界
線
の
振
舞
は
如
上
の
場
に
お
い
て

も
再
現
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
今
度
話
題
と
さ
れ
る
の
は

「
電
子
」
や

「
チ
ャ
ー
ジ
」
と
い
っ
た
理
論
的
存
在
者
で
あ
る
け
れ
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四
　
理
論
変
換
に
際
す
る
理
論
的
存
在
者
の
運
命

―
―
連
続
性
と
非
連
続
性
の
一
側
面
―
―

以
下
で
扱
う
の
は

「
電
子
」
、

「
原
子
」
、

「
酸
素
」
、

「
ピ
ル
ト
ダ
ウ
ン
人
」
と
い
っ
た
自
然
種
語
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
が
指
示
す

る
自
然
種
を
理
論
形
成
の
過
程
で
導
入
さ
れ
そ
の
存
在
主
張
が
行
な
わ
れ
る
と
い
う
意
味
で
理
論
的
存
在
者
と
呼
ぶ
。
理
論
的
存
在
者
は

単
に
観
察
事
実
か
ら
の
厳
密
な
帰
納
的
手
続
き
を
介
し
て
導
入
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
既
に
ポ
パ
ー
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
そ
う
し
た
帰

納
は
不
可
能
で
あ
る
。
む
し
ろ
そ
れ
は

一
定
の
諸
条
件
の
も
と
で
、
し
ば
し
ば
形
而
上
学
的
思
弁
の
結
果
と
し
て
導
入
さ
れ
る
、
換
言
す

れ
ば
存
在
要
請
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
理
論
的
存
在
者
は
そ
の
導
入
に
際
し
て
観
察
結
果
を
超
え
て
お
り
、
そ
れ
故
同
時
に
提

出

さ

れ

る
、
あ
る
い
は
理
論
的
存
在
者
の
存
在
要
請
以
後
に
遂
行
さ
れ
る
理
論
の
展
開

（形
成
）
も
観
察
結
果
を
超
え
て
お
り
、
時
に
は
喰
い
違

（
１
）

い
さ
え
す
る
の
で
あ
る
。

理
論
的
存
在
者
は
存
在
要
請
と
同
時
に
、
あ
る
い
は
存
在
要
請
の
後

一
定
の
研
究
に
よ
っ
て
そ
れ
が
如
何
な
る
存
在
者
で
あ
る
か
の
認

定
が

一
定
の
理
論
的
記
述
を
用
い
て
行
な
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
赤
色
の
水
酸
化
銀
の
燃
焼
に
よ
っ
て
単
離
さ
れ
る
気
体
―
―
こ
こ
で
既
に

存
在
要
請
が
行
な
わ
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
―
―
は
、
そ
れ
は
後
に
酸
素
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
が
、
あ
る
場
合

に
は

「
火
の
空
気
」
と
さ
れ
、
あ
る
場
合
に
は

「脱
フ
ロ
ギ
ス
ト
ン
空
気
」
と
さ
れ
、
あ
る
場
合
に
は

「
空
気
そ
の
も
の
」
と
さ
れ
た

（如
何

な
る
も
の
で
あ
る
か
の
認
定
）
。
ま
た
電
子
は
始
め
電
気
の
自
然
単
位
と
し
て
導
入
さ
れ
た
。
と
も
あ
れ
、
理
論
的
存
在
者
は

「
こ
れ
こ

れ
で
あ
る
よ
う
な
存
在
者
が
存
在
す
る
」
と
い
う
記
述
を
含
む
存
在
主
張
と
共
に
導
入
さ
れ
る
。
そ
の
記
述
を
理
論
的
存
在
者
の
同
定
基

準
と
呼
ぼ
う
。
と
い
う
の
は
そ
れ
は
理
論
的
存
在
者
の
同
定
の
役
割
を
果
た
す
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
基
準
に
は
そ
れ
ほ
ど
理
論
的
で
な
い



連続性と非連続性

レ
ベ
ル
か
ら
よ
り
理
論
的
な
レ
ベ
ル
に
ま
で
色
々
な
レ
ベ
ル
が
あ
る
。
例
え
ば
先
の
例
の
場
合
、
存
在
要
請
さ
れ
た
存
在
者
の
同
定
基
準

は
始
め

「赤
色
の
水
酸
化
銀
の
燃
焼
に
よ
っ
て
単
離
さ
れ
る
気
体
」
で
あ
る
が
、　
一
定
の
研
究
の
後
に

「
火
の
空
気
」
、

「脱
フ
ロ
ギ
ス

ト
ン
空
気
」
と
い
っ
た
同
定
基
準
が
付
加
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
理
論
的
存
在
者
は
記
述
を
含
む
存
在
主
張
と
共
に
導
入
さ
れ
る
が
、
存
在

主
張
が
同
定
基
準
と
し
て
の
記
述
を
含
む
か
ら
と
い
っ
て
、
導
入
さ
れ
た
理
論
的
存
在
者
の
性
質
や
振
舞
が

一
切
わ
か
っ
て
し
ま
っ
た
と

い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
一
層
の
研
究
の
主
題
で
あ
る
。

さ
て
、
理
論
的
存
在
者
が
存
在
要
請
さ
れ
る
と
、
そ
れ
に
名
前
例
え
ば

「
Ｘ
」
を
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
名
前
が
付
け
ら
れ
る
と
、

先
の
記
述
を
含
む
存
在
主
張
は

「
Ｘ
は
存
在
す
る
」
と
い
う
存
在
主
張
へ
と
変
換
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
こ
こ
で

「
Ｘ
」
の

使
用
に
は
こ
れ
こ
れ
で
あ
る
と
い
う
Ｘ
の
同
定
基
準
が
伴
う
。
が
、
こ
の
同
定
基
準
は
そ
れ
は
そ
れ
で

「
Ｘ
は
こ
れ
こ
れ
で
あ
る
」
と
い

う
Ｘ
の
性
質
や
振
舞
を
記
述
す
る
言
明
へ
と
変
換
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
理
論
的
存
在
者
は
始
め
同
定
基
準
を
含
む
存
在
主
張
と
共
に
導

入
さ
れ
る
が
、
こ
の
存
在
主
張
は
今
や
存
在
主
張

「
Ｘ
は
存
在
す
る
」
と
Ｘ
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
記
述
す
る
主
張

「
Ｘ
は
こ
れ

こ
れ
で
あ
る
」
に
分
離
す
る
。
後
に
見
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
両
主
張
は
相
互
に
乖
離
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
こ
こ
で
我

々
は
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
の
前
提
理
論
を
適
用
で
き
る
よ
う
に
な
ろ
う
。

「
Ｘ
は
存
在
す
る
」
を
Ｓ
、

「
Ｘ
は
こ
れ
こ
れ
で
あ
る
」
を
Ｓ
と
す

る
と
、
Ｓ
は
Ｓ
を
含
ま
な
い
。
Ｓ
は
Ｓ
の
真
で
あ
る
こ
と
を
前
提
し
て
お
り
、
そ
し
て
Ｓ
が
真
で
あ
れ
ば
３
は
真
偽
が
可
能
で
あ
る
が
、

も
し
Ｓ
が
偽
で
あ
る
な
ら
ば
Ｓ
は
真
理
値
を
剥
奪
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

存
在
主
張

「
Ｘ
は
存
在
す
る
」
を
、
そ
れ
は
理
論
が
要
請
す
る
基
本
的
存
在
者
の
存
在
を
主
張
す
る
と
い
う
意
味
で
、
理
論
の
存
在
基

底
言
語
と
呼
ぶ
。
如
何
な
る
理
論
に
お
い
て
も
存
在
基
底
言
語
に
含
ま
れ
る
存
在

（諸
）
主
張
は
真
で
あ
る
こ
と
が
前
提
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
、
理
論
Ｔ
か
ら
そ
れ
と
非
共
約
的
な
理
論
γ
へ
の
移
行
を
考
え
よ
う
。
Ｔ
と
７
は
そ
れ
ぞ
れ
の
存
在
基
底
言
語
を
持

っ
て
い
る
。

こ
の
移
行
に
際
し
て
Ｔ
の
存
在
基
底
言
語
が
含
む
存
在
主
張
が
７
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
て
し
ま
う
場
合
、
換
言
す
れ
ば
Ｔ
が
そ
の
存
在
を



主
張
す
る
基
本
的
存
在
者
が
実
は
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
７
が
明
ら
か
に
し
て
し
ま
う
場
合
が
あ
る
。
例
え
ば
、
既
に
言
及
し
た
燃

焼
の
フ
ロ
ギ
ス
ト
ン
理
論
か
ら
ラ
ヴ
ォ
ア
ジ
ェ
以
降
の
化
学
革
命
と
共
に
生
じ
た
化
学
理
論
と
の
間
の
関
係
は
そ
う
し
た
も
の
だ
と
解
さ

れ
る
。
こ
こ
で
人
々
は
理
論
変
換
と
共
に
同

一
の
存
在
者
に
つ
い
て
語
る
の
を
止
め
る
。
世
界
に
は
以
前
に
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い

た
の
と
は
別
の
存
在
者
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、
か
く
て
後
続
理
論
の
真
理
性
を
承
認
す
る
限
り
、
我
々
は

「
フ
ロ
ギ
ス

ト
ン
は
存
在
し
な
い
」
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
新
理
論
に
照
ら
し
て
み
れ
ば
、
燃
焼
後
の
金
属
が
燃
焼
前
よ
り
重
く
な
る
と
い

う
観
察
事
例
は
フ
ロ
ギ
ス
ト
ン
理
論
の
論
駁
事
例
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
フ
ロ
ギ
ス
ト
ン
は
負
の
重
さ
を
持
つ
の
で
は
な

い
。
と
い
う
の
は
フ
ロ
ギ
ス
ト
ン
は
そ
も
そ
も
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
の
前
提
理
論
を

適
用
し
て
言
う
と
、

「
フ
ロ
ギ
ス
ト
ン
は
負
の
重
さ
を
持
つ
」
と
い
う
主
張
は
そ
の
真
理
性
を
剥
奪
さ
れ
て
し
ま
う
。
ヒ
ン
テ
ィ
ッ
カ
に

倣

っ
て
言
え
ば
、
フ
ロ
ギ
ス
ト
ン
の
世
界
線
は
遮
断
さ
れ
、
こ
れ
は
新
し
く
立
ち
現
わ
れ
て
き
た
世
界
に
連
続
的
に
延
長
し
な
い
の
で
あ

２つ
。し

か
し
な
が
ら
、
Ｔ
か
ら
７
へ
の
移
行
に
際
し
て
、
Ｔ
の
存
在
基
底
言
語
に
含
ま
れ
る
存
在
主
張
が

，
に
お
い
て
否
定
さ
れ
ず
、
保
存

さ
れ
る
場
合
、
す
な
わ
ち
存
在
主
張

「
Ｘ
は
存
在
す
る
」
が
Ｔ
か
ら
７
へ
と
継
承
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
得
る
。
あ
る
い
は
換
言
す
れ
ば
、

７
に
お
い
て
Ｔ
が
そ
の
存
在
を
主
張
す
る
存
在
者
が
保
持
さ
れ
る
の
は
、
ア
が
Ｔ
が
語
る
そ
の
当
の
存
在
者
を
自
ら
も
語
る
と
い
う
こ
と

を
明
ら
か
に
す
る
場
合
で
あ
る
。
勿
論
、
各
理
論
は
そ
れ
ぞ
れ
基
本
的
存
在
者
の
固
有
の
同
定
基
準
を
持

っ
て
い
る
。
し
か
し

一
定
の
理

論
的
状
況
の
も
と
で
、
ア
が
Ｔ
が
そ
の
同
定
基
準
を
も

っ
て
同
定
し
た
そ
の
当
の
存
在
者
を
別
の
同
定
基
準
に
よ
っ
て
同
定
し
て
い
る
の

だ
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
な
ら
、
Ｔ
の
存
在
基
底
言
語
が
含
む
存
在
主
張
は
７
に
お
い
て
も
偽
と
さ
れ
ず
保
持
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
か
く
て
こ
の
場
合
、
存
在
主
張

「
Ｘ
は
存
在
す
る
」
と

「
Ｘ
は
こ
れ
こ
れ
で
あ
る
」
と
い
う
主
張
は
相
互
に
乖
離
す
る
。
と
い
う
の

は
存
在
主
張
は
７
に
お
い
て
保
持
さ
れ
る
の
に
、

「
Ｘ
は
こ
れ
こ
れ
で
あ
る
」
は
否
定
さ
れ
て
よ
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
Ｔ
と
７
の
有
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す
る
同
定
基
準
は
相
互
に
非
共
約
的
で
あ
り
得
る
し
、
ま
た
あ

っ
て
よ
い
。
と
い
う
の
は
、
存
在
主
張
と
同
定
基
準
が
、
従

っ
て

「
Ｘ
は

こ
れ
こ
れ
で
あ
る
」
と
い
う
主
張
が
相
互
に
乖
離
し
て
い
る
た
め
に
、
存
在
主
張
を
廃
棄
す
る
こ
と
な
く
、　
一
方
の
同
定
基
準
の
適
用
は

他
方
の
同
定
基
準
の
適
用
を
排
除
な
い
し
無
効
に
す
る
と
い
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

存
在
主
張
と
同
定
基
準
が
相
互
に
乖
離
し
得
る
と
い
う
こ
と
は
、
確
定
記
述
の
帰
属
的
使
用
と
指
示
的
使
用
と
の
ド
ネ
ラ
ン
の
区
別
に

照
ら
し
て
見
れ
ば
不
可
能
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
ド
ネ
ラ
ン
の
言
う
確
定
記
述
の
帰
属
的
使
用
と
は
次
の
よ
う
な
場
合

に
生

起
す

る
。
私
が
ス
ミ
ス
が
残
念
な
仕
方
で
殺
さ
れ
て
い
る
状
況
に
接
し
て
、

「
ス
ミ
ス
の
殺
人
者
は
狂
人
だ
」
と
言

っ
た
と
す

れ
ば
、
私

は

「
ス
ミ
ス
の
殺
人
者
」
を
帰
属
的
に
使
用
し
て
い
る
。
私
は
ス
ミ
ス
の
殺
人
者
の
存
在
を
前
提
し
て
い
る
が
、
そ
れ
が
ど
の
人
で
あ
る
か

を
ま
だ
特
定
し
て
い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ジ
ョ
ン
ズ
が
本
当
は
無
実
で
あ
る
の
に
嫌
疑
を
受
け
裁
判
に
か
け
ら
れ
た
と
し
、
私
が
ジ

ョ
ン
ズ
の
振
舞
を
見
て

「
ス
ミ
ス
の
殺
人
者
は
狂
人
だ
」
と
言

っ
た
と
す
れ
ば
、
私
は

「
ス
ミ
ス
の
殺
人
者
」
を
、
記
述
が
ジ
ョ
ン
ズ
に

適
合
し
な
い
に
も
拘
わ
ら
ず
、
ジ
ョ
ン
ズ
を
指
示
す
る
た
め
に
用
い
て
お
り
、
こ
れ
が
確
定
記
述
の
指
示
的
使
用
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、

ジ
ョ
ン
ズ
が
ス
ミ
ス
の
殺
人
者
で
は
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
と
し
て
も
、
私
は
私
が

「
ス
ミ
ス
の
殺
人
者
」
を
用
い
て
指
示
し
た
当
の
人

（
＝
ジ
ョ
ン
ズ
）
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
は
言
わ
な
い
で
あ
ろ
う
。
私
が
指
示
し
よ
う
と
し
た
人
の
存
在
は
依
然
と
し
て
否
定
さ
れ
て
お

ら
ず
、
た
だ
記
述
内
容
が
そ
れ
に
適
合
し
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
こ
こ
で
我
々
は
、
私
が
指
示
し
よ
う
と
し
た
当

の
人
の
存
在
の
前
提
と
記
述
内
容
が
相
互
に
乖
離
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
ク
リ
プ
キ
は
確
定
記
述
の
使
用
の
如
上
の
ド
ネ
ラ
ン
の
区

別
を
話
者
指
示

（３
８
Ｆ
【、∽
お
いｏ「８
８
）
と
意
味
論
的
指
示

（８
８
”
●
一ぉ

お
いｏ【９
８
）
と
の
一
般
的
な
区
別
が
適
用
さ
れ
る
特
殊
な

場
合
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
私
は
こ
こ
で
は
か
の
ド
ネ
ラ
ン
の
区
別
を
、
確
定
記
述
の
使
用
に
際
し
て
存
在
前
提
と
記
述
の
融
合
状
態

が

一
定
の
条
件
下
で
乖
離
す
る
現
象
と
し
て
把
握
し
て
お
く
。

話
を
元
に
戻
す
と
、
７
が
Ｔ
が
そ
の
存
在
を
主
張
す
る
基
本
的
存
在
者
の
存
在
を
否
定
せ
ず
、
し
か
も
我
々
が
７
の
真
理
性
を
承
認
す



る
限
り
に
お
い
て
、
我
々
は

「
Ｘ
は
か
く
か
く
で
は
な
く
し
か
じ
か
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
」
と
言
う
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
Ｔ
の
存

在
基
底
言
語
に
含
ま
れ
る
存
在
主
張
が
そ
の
存
在
を
主
張
す
る
理
論
的
存
在
者
の
世
界
線
は
、
ア
の
も
と
で
我
々
に
立
ち
現
わ
れ
て
く
る

世
界
へ
と
連
続
的
に
延
長
す
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
場
合
の
一
つ
の
例
で
あ
る
の
は
、
吉
岡
斉
が

「
バ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
」
と
呼
ん
で
い
る
古
典
的
な
ク
ォ
ー
ク
理
論
か
ら
ク
ォ
ー

ク

・
ゲ
ー
ジ
理
論
へ
の
移
行
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
理
論
に
お
い
て
も
ク
ォ
ー
ク
と
い
う
基
本
的
存
在
者
が
登
場
す
る
が
、
そ
の
理
論
的
意

味
は
全
く
変
化
し
て
し
ま

っ
た
。
に
も
拘
わ
ら
ず
ク
ォ
ー
ク
の
存
在
は
否
定
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
こ
の
基
本
粒
子
は
新
し
い
枠
組
の
う

ち
で
保
存
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
例
え
ば
電
子
に
つ
い
て
も
当
て
嵌
ま
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
、
ボ
ー
ア
は
ボ
ー
ア
の
、
ト
ー
マ
ソ
ン
は
ト
ー
マ
ソ
ン
の
電
子
に
つ
い
て
語

っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
両
者
は

同

一
の
存
在
者
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
存
在
者
に
つ
い
て
語

っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
故
、
我
々
は
同

一
の
電

子
に
関
す
る
色
々
な
理
論
が
あ

っ
た
の
で
あ
り
、
同

一
の
電
子
に
つ
い
て
現
在
で
は
以
前
よ
り
も
多
く
の
事
柄
が
知
ら
れ
て
い
る
と
は
言

え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
徹
底
的
な
非
共
約
論
者
で
あ
れ
ば
こ
の
よ
う
に
主
張
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
存
在
主
張
と
同
定
基
準
の
乖
離

は
生
じ
得
な
い
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
既
述
の
よ
う
に
、
理
論
的
存
在
者
は

「
こ
れ
こ
れ
で
あ
る
よ
う
な
存
在
者
が
存
在
す
る
」
と
い
う

存
在
主
張
と
共
に
存
在
要
請
さ
れ
る
。
こ
の
存
在
主
張
の
う
ち
に
は
こ
の
存
在
者
の
同
定
基
準
が
含
ま
れ
て
い
る
。
も
し
存
在
主
張
と
同

定
基
準
が
決
し
て
乖
離
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
と
す
る
な
ら
、
理
論
転
換
の
ご
と
に
我
々
は
違

っ
た
存
在
者
に
つ
い
て
語
る
こ
と
に
な

り
、
そ
の
都
度

「
Ｘ
は
存
在
し
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
」
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
し
か
し
そ
う
す
る
と
例
え
ば
フ
ロ
ギ
ス
ト

ン
理
論
か
ら
化
学
革
命
と
共
に
生
ま
れ
た
化
学
理
論
へ
の
移
行
と
古
典
的
ク
ォ
ー
ク
理
論
か
ら
ク
ォ
ー
ク

・
ゲ
ー
ジ
理
論
へ
の
移
行
と
の

区
別
が
抹
消
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
理
論
的
存
在
者
の
世
界
線
は
一
つ
の
世
界
か
ら
他
の
世
界
へ
と
連
続
的
に
延
長
す
る
こ
と
は
決
し
て

生
起
し
得
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
は
実
際
の
こ
と
で
は
な
い
。
人
々
が
原
子
構
造
を
確
定
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
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そ
の
構
造
が
研
究
さ
れ
る
当
の
も
の
の
存
在
は
あ
ら
か
じ
め
人
々
の
間
で
了
解
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
原
子
構
造
が
長
岡
モ
デ

ル
に
適
合
し
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
と
人
が
言
う
と
す
る
と
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
彼
は
原
子
の
存
在
を
否
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

ト
ー
マ
ソ
ン
の
理
論
も
ボ
ー
ア
の
理
論
も
原
子
の
存
在
を
保
持
し
つ
つ
原
子
構
造
に
つ
い
て
の
異
な
る
モ
デ
ル
を
提
出
し
た
と
言
う
べ
き

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
ヒ
ン
テ
ィ
ッ
カ
を
倣

っ
て
言
え
ば
、
理
論
的
存
在
者
の
世
界
線
は
一
つ
の
世
界
か
ら
他
の
世
界
へ
と
連
続
的
に
延
長
す

る
こ
と
が
可
能
で
あ
る

（
こ
の
よ
う
に
言
う
時
、
私
は
先
に
言
及
し
た
存
在
主
張
と
同
定
基
準
の
乖
離
の
現
象
に
依
拠
し
て
い
る
）
。
し

か
し
こ
の
こ
と
は
理
論
語

（自
然
種
語
）
の
言
語
学
的
特
性
に
よ
る
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
理
論
変
換
に
際
し
て
後
続

す
る
理
論
が
如
何
な
る
性
格
を
持
つ
か
、
特
に
存
在
基
底
言
語
が
如
何
に
変
化
す
る
、
あ
る
い
は
変
化
し
な
い
か
に
依
存
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

ヒ
ン
テ
ィ
ッ
カ
は
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
の
志
向
性
に
内
在
す
る
超
越
の
概
念
を
可
能
世
界
意
味
論
を
用
い
て
解
明
す
る
よ
う
に
試
み
て

い
た
。
ヒ
ン
テ
ィ
ッ
カ
が
超
越
に
つ
い
て
述
べ
て
い
た
こ
と
を
我
々
が
こ
れ
ま
で
扱

っ
て
き
た
理
論
変
換
の
場

へ
と
翻
訳
す
る
こ
と
が
で

き
よ
う
。
ヒ
ン
テ
ィ
ッ
カ
に
よ
れ
ば
、
対
象
の
超
越
と
は
、
あ
る
対
象
の
世
界
線
が
他
の
可
能
諸
世
界
へ
と
連
続
す
る
際
の
こ
の
可
能
諸

世
界
の
多
様
性
の
無
尽
蔵
さ
の
こ
と
で
あ

っ
た
。
我
々
は
一
つ
の

（
可
能
）
世
界
内
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
限
り
、
超
越
的
対
象
に
係

っ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
我
々
の
議
論
領
域
に
お
い
て
は
次
の
よ
う
な
形
で
再
現
す
る
。
す
な
わ
ち
、
あ

る
理
論
的
存
在
者
の
世
界
は
他
の
諸
理
論
世
界
へ
と
連
続
的
に
延
長
し
得
る
。
こ
の
意
味
で
そ
う
し
た
理
論
的
存
在
者
は
一
つ
の
理
論
世

界
を
超
出
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
も
し
相
続
く
理
論
変
換
を
通
し
て

一
つ
の
理
論
的
存
在
者
の
世
界
線
が
諸
々
の
理
論
的
世

界
へ
と
連
続
的
に
延
長
し
、
現
在
の
我
々
の
理
論
が
与
え
る
世
界
に
ま
で
延
長
し
て
来
る
な
ら
ば
、
我
々
は
超
越
的
存
在
者
に
係

つ
て
い

る
の
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
も
そ
の
上
に
我
々
が
我
々
の
現
在
の
理
論
の
真
理
性
を
承
認
し
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
限
り
で



我
々
は
実
在
的
存
在
者
に
つ
い
て
語

っ
て
い
る
の
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
私
は
こ
こ
で
、
如
上
の
真
理
性
の
承
認
と
い

う
条
件
の
も
と
で
、
そ
の
世
界
線
が
諸
々
の
理
論
世
界
へ
と
連
続
的
に
延
長
し
得
る
と
い
う
意
味
で
の
超
越
的
存
在
者
を
実
在
的
存
在
者

と
同

一
視
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
換
言
す
れ
ば
超
越
的
存
在
者
を
実
在
的
存
在
者
へ
と
転
換
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
理
論
の
真

理
性
の
承
認
は
理
論
の
説
明
力
や
実
験
的
検
証
等
々
の
複
合
的
要
因
に
よ
る
の
で
あ
る

（
こ
こ
で
私
は
、
我
々
が
あ
る
実
在
的
存
在
者
に

つ
い
て
語

っ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
た
め
の
条
件
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
実
在
そ
れ
自
体
が
理
論
依
存
的
だ
と
述
べ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
）
。

以
上
述
べ
て
き
た
こ
と
は
、
Ｋ

・
０

。
ア
ー
ペ
ル
が
考
想
す
る
超
越
論
的
語
用
論
と
関
係
が
あ
機
。
ア
‐
ペ
ル
は
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ

ン
の
後
期
哲
学
の

「
言
語
ゲ
ー
ム
」
概
念
を
継
承
し
な
が
ら
も
、
多
様
な
言
語
ゲ
ー
ム
単
子
の
多
元
論
の
見
地
を
克
服
せ
ん
と
し
、
諸
々

の
言
語
ゲ
ー
ム
単
子
の
討
議
的

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
そ
こ
に
お
い
て
始
め
て
可
能
と
な
る
と
さ
れ
る
言
語
の
次
元
、
す
な
わ
ち
超
越

的
言
語
ゲ
ー
ム
を
主
題
化
す
る
。
言
語
ゲ
ー
ム
単
子
間

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
可
能
で
あ
る
た
め
に
は
、
我
々
は

一
つ
の
言
語
ゲ
ー
ム

単
子
の
う
ち
で
の
み
生
き
て
い
て
は
な
ら
ず
、
そ
れ
と
関
係
し
つ
つ
も
そ
れ
を
超
出
す
る
言
語
の
次
元
に
立
つ
の
で
な
け
れ
ば

な

ら

な

い
。
こ
れ
が
ア
ー
ペ
ル
の
言
う
哲
学
的
言
語
ゲ
ー
ム
な
い
し
超
越
論
的
言
語
ゲ
ー
ム
で
あ
る
。
こ
こ
で
一一一一呈
”
ゲ
ー
ム
単
子
を
相
互
に
非
共

約
的
な
諸
理
論
と
言
い
換
え
て
教
よ
う
。
す
る
と
、
我
々
が
あ
る
理
論
的
存
在
者
の
世
界
線
の
振
舞
、
そ
の
断
絶
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が

で
き
る
た
め
に
は
、　
一
つ
の
理
論
枠
組
か
ら
世
界
を
観
て
い
る
だ
け
で
は
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、
我
々
は
、
理
論
的
存
在
者
の
世
界
線
の

振
舞
に
つ
い
て
語
る
た
め
に
は
、
ア
ー
ペ
ル
の
言
う
超
越
論
的
言
語
ゲ
ー
ム
の
次
元
に
立
つ
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
に

な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
超
越
論
的
言
語
ゲ
ー
ム
は
我
々
が
理
論
的
存
在
者
の
世
界
線
の
振
舞
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
の
可
能

性
の
条
件
を
成
す
の
で
あ
る
。

私
は
本
稿
に
お
い
て
、
あ
る
理
論
か
ら
そ
れ
に
非
共
約
的
な
理
論
へ
の
移
行
に
議
論
の
場
を
設
定
し
、
言
語
哲
学
上
の
議
論
を
援
用
し



連続性 と非連続性

な
が
ら
、
そ
こ
で
生
起
す
る
連
続
性
と
非
連
続
性
と
の
問
題
、
特
に
非
連
続
性

（非
共
約
性
）
の
中
で
の
連
続
性
の
モ
メ

ン

ト
を

扱

っ

た
。
し
か
し
そ
れ
は
い
ま
だ
連
続
性
の
た
だ

一
点
、
す
な
わ
ち
理
論
的
存
在
者
の
他
の
理
論
世
界

へ
の
連
続
的
延
長
を
主
題
化
し
た
に
と

ど
ま
る
の
で
あ
る
。

（
１
）

Ｐ
・
フ
ァ
イ
ャ
ー
ア
ー
ベ
ン
ト

「
ミ
ク
ロ
物
理
学
の
諸
問
題
」

『
現
代
の
科
学
哲
学
』
大
出
見
・
坂
本
百
大
監
訳
、
誠
信
書
房
、　
一
九

六
七
年
、　
一
八
六
頁
。

（
２
）

村
上
陽

一
郎

「科
学
と
非
科
学
」
、
新
岩
波
講
座
８

『技
術
　
魔
術
　
科
学
』
、　
三
二
一
頁
参
照
。
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（
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）

吉
岡
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『
科
学
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会
学
の
構
想
』
、
リ
プ
ロ
ポ
ー
ト
、　
一
九
八
六
年
、　
〓

一
一
頁
以
下
参
照
。
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＞

Ｏ
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９



特
集
鶉
弁
証
法
の
現
代
的
意
義

「概
念
弁
証
法
」
に
寄
す

―
―
概
念
の
創
造
的
性
格

立

野

保

男

概
念
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
そ
れ
の
客
観
性
と
い
う
こ
と
が
多
く
論
議
さ
れ
て
き
た
。わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
概
念
の
主
体
性
、そ
れ
の
創

造
的
性
格
を
と
り
あ
げ
て
み
よ
う
。
概
念
は
し
ば
し
ば
唯
物
論
的
論
理
学
に
お
い
て
も
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
風
に
認
識
の
用
具
、
思
惟
の
オ

ル
ガ
ノ
ン
と
し
て
の
み
性
格
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
し
か
し
概
念
は
認
識
過
程
に
お
い
て
対
象
に
対
し
て
外
的
に
適
用
さ
れ
る
用

具
で
あ
る
よ
り
は
む
し
ろ
人
間
的
主
体
と
環
界
と
の
間
の
交
互
作
用
の
過
程
で
主
体
に
内
化
さ
れ
、
そ
れ
に
内
属
す
る
反
映
形
態
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
は
カ
ン
ト
に
お
け
る
直
観
形
式
と
し
て
の
空
間
と
時
間
、
悟
性
的
範
疇
の
ア
プ
リ
オ
リ
性
の
も
の
で
な
く
、
感
性
的
形
象
か
ら

ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
に
、
歴
史
的
に
生
成
し
た

一
の
思
惟
形
態
で
あ
る
と
同
時
に
、
い
っ
た
ん
主
体
に
内
化
さ
れ
て
か
ら
は
そ
れ
の
共
働
し

な
い
感
性
的
反
映
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
概
念
の
グ
ネ
シ
ス
か
ら
は
じ
め
よ
う
。



「概念弁証法」に寄す

経
験
的
概
念

物
質
の
さ
ま
ざ
ま
な
諸
形
態
の
間
の
交
互
作
用
の
運
動
は
、
動
物
に
お
い
て
反
映
と
代
謝
の
諸
過
程
に
分
化
し
、
反
映
は
人
間
に
お
い

て
思
惟
的
反
映
に
、
代
謝
は
代
謝
物
質
の
人
工
的
創
造

（生
産
）
の
た
め
の
用
具
的
、
共
同
的
活
動
に
ま
で
発
展
す
る
。
思
惟
と
対
象
的

創
造
的
行
為
と
が
分
化
し
な
が
ら
も
不
可
分
の
統

一
に
あ
る
こ
と
は
遠
く
動
物
に
お
け
る
代
謝
と
反
映
と
の
不
可
分
性
に
基
づ

い
て

い

る
。

「
動
物
の
感
覚
が
外
界
に
つ
い
て
の
客
観
的
に
正
し
い
表
象
を
動
物
に
与
え
な
い
な
ら
、
動
物
と
環
界
と
の
間
の
代
謝
作
用
は
生
じ

え
な
い
だ
ろ
う
」
と
レ
ー
ニ
ン
は
書
い
て
い
る
。
動
物
の
感
覚
反
映
は
そ
れ
の
代
謝
欲
求
と
外
界
の
諸
物
の
属
性
と
の
合
成
で
あ
る
。
人

間
の
感
性
的
反
映
も
ま
た
欲
求
や
目
的
な
ど
の
主
体
的
要
素
の
内
的
反
映
と
環
界
の
外
的
反
映
と
の
相
互
浸
透
と
し
て
現
わ
れ
る
。
Ｂ

・

（
２
）

０

・
ク
ー
ジ
ミ
ン
は
こ
の
過
程
を
感
性
的
反
映
に
お
け
る

「
自
発
性
と
所
与
性
ま
た
は
主
体
性
と
客
体
性
の
弁
証
法
」
と
呼
ん
で
い
る
。

感
性
的
形
象
の
全
体
性
、
い
い
か
え
る
と
未
分
化
性
を
分
解
し
、
部
分
を
抽
象
し
、
え
ら
れ
た

一
面
的
反
映
形
態
を
再
び
総
合
し
て
全

面
的
形
態
を
形
成
す
る
の
は
思
惟
の
機
能
で
あ
る
。
人
間
の
思
惟
的
抽
象
行
為
は
人
間
の
用
具
的
労
働
活
動
に
お
け
る

「実
践
的
抽
象
」

か
ら
始
ま

っ
た
。
人
類
は
そ
の
原
初
的
労
働
行
程
に
お
い
て

一
方
で
は
異
な
る
対
象
と
の
関
係
に
お
け
る
同

一
の
用
具
の
使
用
に
よ
っ
て

対
象
の
差
異
性
、
多
様
性
を
捨
象
し
、
異
な
る
も
の
に
お
け
る
同

一
の

「属
性
」
を

一
般
化
し
、
他
方
で
は
同

一
の
活
動
に
お
け
る
異
な

る
用
具
の
使
用
に
よ
っ
て
用
具
の
外
的
、
物
性
的
差
異
を
捨
象
し
、
異
な
る
も
の
に
お
け
る
同

一
の

「機
能
」
を

一
般
化
す
る
観
念
的
操

（
３
）

作
を
口
授
さ
れ
る
。

「
用
具
は
最
初
の
現
実
的
な
意
識
的
合
理
的
抽
象
と
概
括
の
荷
い
手
で
あ

っ
た
」
（
Ａ

・
Ｈ

・
レ
オ
ン
テ
ィ
エ
フ
）
。

抽
象
行
為
は
か
よ
う
に
対
象
と
活
動
の
属
性
的
お
よ
び
機
能
的
諸
徴
標
の
一
般
化
と
し
て
生
成
し
た
段
階
で
実
践
的
活
動
か
ら
分
離
し
、
　

・

思
惟
活
動
そ
の
も
の
と
し
て
の
相
対
的
自
立
性
を
う
る
。
思
惟
は
人
間
の
物
質
的
対
象
的
活
動
を
直
接
ま
た
は
間
接
的
に
媒
介
す
る
と
こ



ろ
の
人
間
的
活
動
の
一
形
態
と
し
て
遊
離
し
、
か
か
る
媒
介
の
た
め
の
観
念
的
操
作
頻
度
が
内
面
的
に
増
大
す
る
と
と
も
に
行
動
を
規
制

す
る
自
律
性
を
獲
得
す
る
。
と
こ
ろ
で

一
方
で
は
、
対
象
は
そ
の
一
の
属
性
ま
た
は
機
能
の
発
現
に
お
い
て
も
つ
ね
に
一
全
体
と
し
て
の

み
存
在
す
る
、
他
方
で
は
思
惟
は
い
ま
述
べ
た
よ
う
に
対
象
的
実
践
的
活
動
か
ら
自
立
し
て
い
る
。
自
立
的
な
思
惟
が
対
象
の
全
体
の
反

映
に
対
応
す
る
と
き
そ
の
反
映
形
態
と
し
て
は
じ
め
て
概
念
が
発
生
す
る
。
多
数
の
個
別
的
概
念
に
共
通
す
る
諸
徴
標
の
抽
象
と

一
般
化

に
よ
っ
て
種
概
念
、
多
く
の
種
概
念
か
ら
同
様
に
し
て
類
概
念
が
形
成
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
え
ら
れ
た
分
類
的
諸
概
念
は
そ
の
形
成
の
源

泉
か
ら
い
つ
て
経
験
的
、
そ
の
方
法
か
ら
い
つ
て
帰
納
的
、
そ
の
内
容
か
ら
い
つ
て
一
般
的
と
し
て
性
格
づ
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
の

「経
験

的
概
念
」
で
あ
る
。

経
験
的
概
念
の
生
成
の
た
め
に
は
抽
象
や

一
般
化
の
よ
う
な
経
験
的
思
惟
と
共
に
そ
れ
を
表
現
す
る
言
語
的
思
惟
が
共
働
す
る
。

マ
ル

ク
ス
に
よ
れ
ば

「人
間
の
欲
求
と
そ
の
充
足
の
た
め
の
活
動
形
態
が
時
と
と
も
に
増
大
し
発
展
し
た
の
ち
は
、
そ
れ
以
上
の
発
展
の
あ
る

段
階
で
人
間
は
こ
れ
ら
の
対
象
の
す
べ
て
の
部
類
に
個
別
的
に
名
称
を
与
え
る
」

（
ワ
グ
ネ
ル
「経
済
学
教
科
童
こ
評
注
〉

欲
求
充
足
の
諸

条
件
、
代
謝
物
質
の
創
造
に
む
け
ら
れ
た
諸
個
人
の
活
動
の
機
能
的
相
互
依
存
関
係
は
音
響
交
信
と
し
て
の

「外
的
言
語
」
を
形
成
し
、

対
象
指
示
、
活
動
指
示
と
そ
の
相
互
伝
達
の
機
能
と
し
て
自
立
性
を
え
た
言
語
は
さ
ら
に
思
惟
主
体
に
お
い
て
蓄
積
さ
れ
た
反
映
諸
形
態

を
整
序
す
る
と
こ
ろ
の

「内
的
言
語
」
と
し
て
も
機
能
し
は
じ
め
る
。
か
か
る
内
的
言
語
な
く
し
て
は
感
性
的
形
象
を
分
析
し
総
合
す
る

と
こ
ろ
の
人
間
的
思
惟
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
言
語
は
か
か
る
も
の
と
し
て
人
間
的
主
体
と
外
的
対
象
と
の
双
方
に
対
し
て
相
対
的
自
立

性
を
獲
得
し
、
概
念
の
感
性
的
物
性
的
外
皮
と
し
て
伝
達
さ
れ
る
。
概
念
の
普
遍
性
を
保
持
す
る
の
は
言
語
の
普
遍
性
で
あ
る
。

叙
上
の
よ
う
に
経
験
的
思
惟
は
経
験
に
お
け
る
感
性
的
個
別
の
多
様
性
か
ら
そ
の
一
般
性
を
抽
象
し

（帰
納
）
、
こ
の
一
般
性
を
言
語

に
よ
っ
て
固
定
し
、
か
く
し
て
新
た
な
個
別
を
そ
の
な
か
に
包
摂
す
る

（演
繹
）
と
こ
ろ
の
思
惟
運
動
で
あ
る
。
経
験
的
抽
象
は
一
定
の

徴
標
の
抽
出
、
他
の
諸
徴
標
の
省
略
の
方
法
と
し
て
多
様
性
の
整
序
、
種
と
類
に
よ
る
分
類
的
体
系
化
の
方
法
と
し
て
諸
科
学
に
お
い
て



「概念弁証法」に寄す

重
用
さ
れ
て
き
た
し
、
科
学
的
認
識
の
最
初
の
段
階
と
し
て
つ
ね
に
必
要
な
行
程
で
あ
る
。
だ
が
経
験
的
帰
納
的
概
念
は
対
象
の
本
質
把

握
の
た
め
に
完
全
で
あ
ろ
う
か
。
第

一
に
経
験
的
概
念
が
そ
の
基
礎
と
し
て
も
つ
帰
納
的
全
称
判
断
は
あ
く
ま
で
経
験
的
事
実
の
全
称
判

断
で
あ

っ
て
、
つ
ね
に
経
験
的
事
実
の
存
在
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
武
谷
三
男
氏
は

「
経
験
か
ら
え
ら
れ
た
Ａｎ
と
い
う
概

念
体
系
は
Ａｎ
以
上
の
経
験
に
つ
い
て
も
正
し
さ
を
主
張
し
、
予
測
も
さ
れ
う
る
」
と
し
て
い
る
が
、
経
験
的
全
称
判
断
は
い
か
に
し
て
論

理
的
全
称
判
断
と
な
り
う
る
か
。
第
二
に
経
験
的
思
惟
は
対
象
の
本
質
を
そ
れ
の
存
在
形
態
の
徴
標
に
求
め
、
本
質
を
多
様
性
と
変
化
性

の
な
か
の
不
変
的
同

一
性
と
看
な
す
。
だ
が
本
質
は
絶
え
ず
変
化
し
、
発
展
し
つ
つ
あ
る
自
己
同

一
で
あ
り
、
経
験
的
概
念
は
そ
れ
を
把

え
な
い
か
ぎ
り
、
い
ま
だ
十
全
的
な
科
学
的
概
念
た
り
え
な
い
。
第
二
に
経
験
的
思
惟
は
対
象
の
静
態
を
固
定
す
る
言
語
論
理
の
保
守
性

を
概
念
論
理
に
強
制
し
、
例
え
ば
新
実
証
主
義
の
よ
う
に
対
象
の
言
語
的
反
映
形
態
を
絶
対
化
し
つ
つ
概
念
の
本
質
を
言
語
的
記
号
に
解

消
し
て
し
ま
う
。
だ
が
す
で
に
ヘ
ー
グ
ル
は
い
っ
た
、
―
―
経
験
的
思
惟
の
お
こ
な
う

「定
義
」
は

「
徴
標
に
満
足
し
て
対
象
の
原
理
で

あ
る
よ
う
な
本
質
の
概
念
規
定
を
自
ら
断
念
す
る
。
」
経
験
的
概
念
は

「
共
通
性
以
上
に
出
な
い
一
般
性
」
、

「定
在
の
な
か
の
経
験
的

普
遍
性
」
で
あ
り
、
抽
象
的
普
遍
性
を
把
え
る
に
す
ぎ
な
い
。

「
形
式
的
思
惟
は
同

一
性
を
自
己
の
法
則
と
し
、
眼
前
に
あ
る
矛
盾
的
内

容
を
表
象
の
領
域
に
お
と
す
。
」
と
こ
ろ
が
対
象
の
本
質
は
ま
さ
に
こ
の
矛
盾
の
な
か
に
あ
る
。
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
は
経
験
的
概
念
の
か

か
る
制
限
性
を
克
服
す
る
い
ま

一
つ
の
概
念
形
態
を
知

っ
て
い
る
。
そ
れ
は

「
理
論
的
概
念
」
で
あ
る
。

（１
）

レ
ー
ニ
ン
「唯
物
論
と
経
験
批
判
論
」
佐
野
文
夫
訳
、
岩
波
文
庫
、

（上
）
五
四
頁
．

（
２

）

ス
ゝ

げ
〓
〓
Ｆ

ω
・
９

）

Ｑ

Ч
い
０
パ
】
目

〓
ｏ
Ｏ

Ｎ

Ｏ
ｈ

澪

パ
↓
ヨ

〓
ｏ
ｐ

〓

０
興

８

・

８

ぶ

・

３

，

ヽ
ド

（
３

）

０
〓
こ

ス
ヽ
〓
目

，

０

・

目

ｐ

ヽ

ヽ
Ｘ

ｏ
炉

”

・
、

国
曽

ｏ
パ
↓
ヨ

ｏ
●
ス
”
“

』
０
「
ヽ
ス
Ｐ

〓

０
興

”
，

８

Ｎ
ｐ

８

，

い
”

（
４
）
　
を
】口
Ｏ
ｏ
Ｆ
）
↓
・　
Ｈｐ
　
Ｏ↓
Ｏ
ω
Ｎド

（
５
）

拙
稿

「法
則
と
予
見
」

「唯
物
論
研
究
」

一
九
八

一
年

一
一
月
号
、
二
四
八
頁
。
武
谷
三
男

「著
作
集
」
第
五
巻
、
九
〇
―
九

一
頁
。

（
６
）

国
０
零
】や
■
”ｏ８
３
ｏゴ
”
沖
Ｏ
ｅ

ｒ
Ｏ
Ｌ
Ｆ

耳
”

く
・
Ｆ

，
８
ｏ
Ｐ

”
，

Ｎ
¨
８
あ
・

，
３
９

卜
骰
・
３
９

武
市
健
人
訳

「大
論
理
学
」
岩



波
書
店
、

（下
）
三
二
〇
、
三
一
九
、
三
七
二
頁
。

一
一　
理
論
的
概
念

す
で
に
見
た
よ
う
に
経
験
的
概
念
の
欠
陥
は
そ
れ
が
対
象
の
本
質
を
そ
れ
の
存
在
形
態
す
な
わ
ち
静
態
に
お
い
て
の
み
把
え
る
点
に
あ

る
。
だ
が
本
質
は
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
で
現
象
す
る
と
こ
ろ
の
本
質
す
な
わ
ち
多
様
性
と
同

一
性
の
統

一
、
絶
え
ず
発
展
し
つ
つ
あ
る
自
己

同

一
す
な
わ
ち
対
象
の
現
実
性
と
可
能
性
の
統

一
と
し
て
の
動
態
に
あ
る
。
か
か
る
対
立
の
統

一
す
な
わ
ち
矛
盾
態
を
把
え
る
の
は
弁
証

法
的
思
惟
に
他
な
ら
な
い
。
レ
ー
ニ
ン
に
よ
れ
ば

「弁
証
法
は
そ
の
本
来
の
意
味
に
お
い
て
は
対
象
の
本
質
そ
の
も
の
に
お
け
る
矛
盾
の

研
究
で
あ
る
。
」
そ
し
て
矛
盾
の
認
識
は

「
一
つ
の
も
の
を
二
つ
に
わ
け
、
こ
の
一
つ
の
も
の
の
矛
盾
し
た
部
分
を
認
識
す
る
こ
と
」
に

あ
る
。
事
物
の
本
質
を
か
か
る
矛
盾
と
し
て
把
え
る
概
念
は
Φ

・
ク
ン
プ
や
Ｆ

ｏ
Ｎ

・
サ
ド
フ
ス
キ
ー
ら
の
い
う

「
理
論
的
概
念
」
で
あ

る
。
わ
れ
わ
れ
は
か
か
る
理
論
的
概
念
を
す
で
に
マ
ル
ク
ス
経
済
学
に
お
け
る
具
体
性
と
抽
象
性
の
統

一
と
し
て
の
労
働
概
念
、
レ
ー
ニ

ン
哲
学
に
お
け
る
連
続
と
非
連
続
の
統

一
と
し
て
の
運
動
概
念
、現
代
物
理
学
に
お
け
る
粒
子
性
と
波
動
性
の
統

一
と
し
て
の
物
質
概
念
、

現
代
生
物
学
に
お
け
る
遺
伝
性
と
変
異
性
の
統

一
と
し
て
の
種
概
念
な
ど
に
み
る
。
諸
科
学
の
少
く
と
も
基
本
的
な
概
念
は
か
か
る
理
論

的
概
念
特
有
の
対
立
の
統

一
の
構
造
を
も

っ
て
い
発
。
経
験
的
概
念
に
対
し
て
理
論
的
概
念
は
そ
の
源
泉
か
ら
い
つ
て
実
在
的
現
実
、
そ

の
形
成
の
方
法
か
ら
い
つ
て
認
識
主
体
に
内
属
す
る
範
疇
的
直
観
に
よ
る
動
態
的
本
質
の
理
念
化
、　
〓
一一口
に
し
て
い
え
ば

「弁
証
法
的
理

念
化
」

（∪
一”
一ｏ声
静
卜
の
こ
８
ぎ
”絆一ｏ
じ

で
あ
が
。

（注
）
井
尻
正
三
氏
に
よ
れ
ば
、
理
論
的
概
念

（
理
念
）
は

「対
象
を
対
立
物
の
統

一
、
自
己
矛
盾
、
自
己
運
動
、
生
成
発
展
の
本
質
」
と
し
て
把

え
、

「仮
説
」
と
し
て
の
か
か
る
理
念
は

「
ご
く
わ
ず
か
な
事
実
か
ら
―
―
極
端
な
場
合
は
た
だ

一
つ
の
素
材
か
ら
―
―
ま
っ
た
く
直
観
的
に
」
抽



「概念弁証法」に寄す

（９
）

出
さ
れ
る
。
こ
の
卓
見
は
す
で
に

一
九
五
四
年

「科
学
論
」
に
現
は
れ
る
。

概
念
が
対
象
の
本
質
の
反
映
形
態
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
本
来
理
論
的
概
念
の
性
格
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
サ
ド
フ
ス
キ
ー
は
理

論
的
概
念
の
萌
芽
形
態
を
す
で
に
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
プ
ラ
ト
ン
の
対
話
篇

「
ク
ラ
チ
ュ
ロ
ス
」
に
現
わ
れ
る

「
校
」
の
観
念

に
見

出

し

て
い
型
。
こ
の
稜
の
観
念
は
現
実
に
存
在
す
る
多
く
の
校
の
帰
納
的
概
括
で
は
な
く
、
峻
が
創
り
出
さ
れ
る
潜
在
的
可
能
性
を
内
有
す
る

と
こ
ろ
の
母
型
と
し
て
の
俊
で
あ
る
。
こ
こ
で
校
は
単
な
る
名
辞
で
は
な
く
、
か
え

っ
て
変
化
し
う
る
と
こ
ろ
の
自
己
同

一
と
し
て
の
本

質
を
把
え
る
範
型
で
あ
る
。
概
念
は
た
ん
に
対
象
の
静
態
の
抽
象
的
反
映
で
は
な
く
、
も
と
も
と
か
か
る
創
造
的
性
格
を
も
つ
と
こ
ろ
の

先
制
的
反
映
で
あ
る
。
こ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
明
ら
か
に
現
実
＝
可
能
の
範
疇
対
で
あ
る
。

「
概
念
は
対

象
の
存
在
形
態
の
み
な
ら
ず
自
己
の
可
能
な

「
具
象
化
」
含
Ｂ
の
パ
月
ヽ
じ

を
も
つ
は
ど
完
全
で
あ
り
、
客
観
的
で
あ
る
。
か
か
る
概
念
は

外
的
諸
条
件
と
の
交
互
作
用
に
お
い
て
種
々
の
具
象
化
の
形
態
で
現
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
対
象
の
内
的
機
構

（本
質
）
を
把
え
る
。
」

レ
ー
ニ
ン
は

「
哲
学
ノ
ー
ト
」
の
な
か
で

「
わ
れ
わ
れ
は
日
に
見
え
る
家
々
の
他
に
家

一
般
が
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
」
と
い
っ
た

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
注
解
し
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
れ
は
家
で
あ
る
と
い
っ
た
と
き
、

「
対
立
物

（個
別
的
な
も
の
は
普
遍
的
な
も
の
に
対
立

し
て
い
る
）
は
同

一
で
あ
る
。
個
別
的
な
も
の
は
普
遍
的
な
も
の
へ
と
通
じ
る
連
関
以
外
に
は
存
在
し
な
い
、
普
遍
的

な
も

の

（家

一

般
）
は
個
別
的
な
も
の

（家
々
）
の
う
ち
に
だ
け
、
個
別
的
な
も
の
を
通
じ
て
だ
け
存
在
す

る
」

（括
弧
内
筆
者
）
と
書
き
、
他
の
箇
所

（‐２
）

で

「
個
別
的
な
も
の
＝
普
遍
的
な
も
の
」
を

「
概
念
の
弁
証
法
と
そ
の
唯
物
論
的
根
源
」

（傍
点
筆
者
）
と
注
記
し
た
が
、
こ
こ
で

は
普

遍
的
な
も
の
は
多
く
の
個
別
か
ら
帰
納
さ
れ
る
の
で
な
く
、
す
で
に
一
の
個
別
の
な
か
に
直
観
さ
れ
洞
見
さ
れ
て
い
る
。
す
べ
て
の
個
別

は
普
遍
を
内
有
し
、
普
遍
は
す
べ
て
個
別
の
う
ち
に
の
み
存
在
す
る
。
こ
こ
で
行
わ
れ
て
い
る
の
は
個
別
＝
普
遍
の
範
疇
対
に
よ
る
弁
証

法
的
理
念
化
に
他
な
ら
な
い
。

「
家
」
の
概
念
は
そ
れ
に
よ
っ
て
個
別
の
も
つ
具
体
的
多
様
性
を
失
わ
ず
、
ま
た
普
遍
は
現
実
の
み
な
ら

ず
可
能
な
個
別
を
も
含
ん
で
い
る
。
家
の
概
念
は
創
ら
る
べ
き
家
の
範
型
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。



マ
ル
ク
ス
は

「資
本
論
」
の
な
か
で
、

「
抽
象
的
人
間
的
労
働
」
の
概
念
を
労
働
の
具
体
的
諸
形
態
の
捨
象
に
よ
る
経
験
的
、
帰
納
的

方
法

（第

一
章
第

一
節
）
と
は
別
に
、
山
本
広
太
郎
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に

「
具
体
的
諸
形
態
が
捨
象
さ
れ
る
こ
と
な
く
身
を
つ
け
た
ま

（
‐３
）

ま
抽
象
的
労
働
に
還
元
す
る
方
法
」

（同
章
第
三
節
）
に
よ
っ
て
抽
出
し
て
い
る
。
あ
と
の
方
法
は
機
織
と
裁
縫
と
い
う
二
つ
の
具
体
的

労
働
の
一
の
交
換
の
な
か
に
普
遍
と
し
て
の
人
間
的
抽
象
的
労
働
を
洞
見
す
る
と
こ
ろ
の
弁
証
法
的
理
念
化
で
あ
る
。
同
様
に
価
値
の
一

般
的
形
態
は
そ
の
個
別
的
諸
形
態

（
２
０
エ
レ
の
リ
ン
ネ
ル
」
と

「
２
オ
ン
ス
の
金
」
の
交
換
の
な
か
に
見
ら
れ
る
。
ま
た
歴
史
的
に
生

成
し
た

一
の
特
殊
な
個
別
的
価
値
形
態
で
あ
る
貨
幣
商
品
は
た
だ
ち
に
価
値
の
一
般
的
等
価
形
態
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
理

論
的
概
念
の
形
成
に
お
い
て
論
理
的
直
観
に
共
働
し
た
の
は
明
ら
か
に
個
別
＝
普
遍
の
範
疇
対
で
あ
る
。

レ
ー
ニ
ン
が

「
運
動
は
連
続
性

（時
間
と
空
間
の
）
と
非
連
続
性

（時
間
と
空
間
の
）
と
の
統

一
で
あ
る
」
と
い
っ
た
と
き
、
運
動
概

念
は
連
続
＝
非
連
続
の
範
疇
対
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
。

「
運
動
の
本
質
は
連
続
の
可
能
性
と
非
連
続
の
可
能
性
と
の
統

一
で
あ
る
」
あ

る
い
は

「
運
動
の
本
質
は
相
互
に
排
他
的
な
諸
契
機

（実
在
的
可
能
性
）
の
同

一
と
し
て
の
矛
盾
で
あ
る
」
と
い
う
レ
ー
ニ
ン
の
発
想
は

サ
ド
フ
ス
キ
ー
に
よ
っ
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
て
い
る
―
―
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
ゼ
ノ
ン
は
運
動
を
概
念
論
理
に
お
い
て
い
か
に
把
え

る
か
を
問
い
な
が
ら
、
彼
の
悟
性
的
思
惟
の
制
限
性
の
た
め
に

「
飛
ぶ
矢
」
の
ア
ポ
リ
ア
に
お
い
て
力
学
的
運
動
の
開
始

を
否
定

し
、

「
ア
キ
レ
ス
と
亀
」
の
ア
ポ
リ
ア
に
お
い
て
そ
れ
の
終
結
を
否
定
し
、
か
く
し
て
運
動

一
般
の
不
可
能
性
と
い
う
帰
結
を
提
示
し
た
。
ゼ

ノ
ン
は
運
動
の
連
続
性
を
概
念
的
思
惟
に
よ
っ
て
表
現
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
っ
た
の
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
ゼ
ノ
ン
の
ア

ポ
リ
ア
を
解
決
し
よ
う
と
し
て
、
も
し
連
続
的
変
化
の
生
き
た
直
感
が
思
惟
の
言
語
的
形
態
を
と
る
や
否
や
死
ん
だ
静
止
に
転
化
す
る
の

で
あ
れ
ば
、
世
界
に
つ
い
て
の
真
実
の
知
識
は
い
か
に
し
て
得
ら
れ
る
の
か
と
問
い
、
運
動
の
始
元
は
同

一
の
も
の
が
同

一
の
関
係
に
お

い
て
存
在
す
る
と
同
時
に
存
在
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
対
立
的
潜
在
性
を
内
有
す
る
と
こ
ろ
の
基
体
で
あ
る
と
答
え
た
。
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
は
こ
れ
に
よ
っ
て
ゼ
ノ
ン
の
悟
性
的
思
惟
の
制
限
性
を
打
破
し
、
矛
盾
そ
の
も
の
を
把
え
る
弁
証
法
的
思
惟
の
端

緒

を
示

し



「概念弁証法」に寄す

た
。
ゼ
ノ
ン
は
運
動
を
そ
の
現
実
的
諸
結
果
の
非
連
続
性
に
お
い
て
の
み
把
え
、
運
動
の
連
続
の
可
能
性
、
し
た
が

っ
て
ま
た
連
続
の
可

能
性
と
非
連
続
の
可
能
性
と
の
対
立
の
統

一
と
し
て
の
運
動
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ゼ
ノ
ン
は
運
動
を
時
間
と
空

間
の
連
続
性
と
非
連
続
性
と
に
分
解
し
、
そ
れ
ら
の
対
立
を
考
え
る
こ
と
で
思
惟
を
中
断
し
、
そ
れ
ら
の
同

一
の
認
識
に
ま
で
及
ば
な
か

つ
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
は

「
飛
ぶ
矢
」
の
ア
ポ
リ
ア
に
お
い
て
は
非
連
続
（静
態
）
を
個
々
に
固
定
し
て
運
動
を
そ
の
集
計
と
み
な
し
た
か

ら
、
前
方
に
向

っ
た
矢
は
目
標
に
達
し
な
い
ば
か
り
か
、
自
己
の
出
発
点
か
ら
離
れ
る
こ
と
さ
え
で
き
な
い
。
反
対
に

「
ア
キ
レ
ス
」
の

ア
ポ
リ
ア
に
お
い
て
は
連
続

（動
態
）
の
み
が
と
り
あ
げ
ら
れ
、
ア
キ
レ
ス
が
亀
に
追
い
つ
く
こ
と
は
絶
望
的
と
な
る
。
悟
性
的
思
惟
は

非
連
続
の
な
か
の
連
続
の
可
能
性
、
連
続
の
な
か
の
非
連
続
の
可
能
性
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

「
運
動
の
現
実
的
本
性
は
相
互

に
排
除
し
あ
う
生
成
の
二
つ
の
傾
動

（実
在
的
可
能
性
）
の
同

一
と
し
て
の
矛
盾
で
あ
る
。　
一
の
傾
動
は
非
連
続
の
可
能
性
で
あ

っ
て
、

こ
れ
は
個
々
の
具
体
的
な
運
動
の
一
歩

（結
果
）
を
成
す
こ
と
に
よ
っ
て
連
続
の
否
定
の
な
か
で
自
ら
を
実
現
す
る
。
も
う

一
つ
の
傾
動

は
連
続
の
可
能
性
で
あ

っ
て
、
非
連
続
の
否
定

（否
定
性
の
否
定
）
に
よ
っ
て
自
ら
を
実
現
す
る
。
」
過
程
は
表
象
の
な
か
で
相
互
に
排

除
し
あ
う
連
続
と
非
連
続
の
矛
盾
と
し
て
模
写
さ
れ
る
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
発
想
に
お
け
る
存
在
と
非
存
在
、
レ
ー
ニ
ン
の
着
想
に
も
と
づ
く
連
続
と
非
連
続
お
よ
び
可
能
と
現
実
の
範
疇
対

に
よ
る
か
か
る
運
動
概
念
に
よ
っ
て
、
力
学
的
運
動
の
み
な
ら
ず
物
質
の
物
理
学
的
、
化
学
的
、
生
物
学
的
、
社
会
的
運
動
諸
形
態
の
発

生
、
生
成
、
転
成
の
諸
過
程
を
そ
れ
ら
の
特
殊
科
学
的
概
念
に
お
い
て
具
体
化
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
個
別
＝
普
遍
、
現
実
＝
可
能
、
抽
象

＝
具
体
、
連
続
＝
非
連
続
の
み
な
ら
ず
、
現
象
＝
本
質
、
必
然
＝
偶
然
な
ど
の
範
疇
対
も
ま
た
対
象
の
本
質
の
理
念
化
に
共
働
し
う
る
で

あ
ろ
う
。
Ｂ

・
Ｃ

ｏ
ル
ー
タ
イ
は
一
般
に

「
あ
ら
ゆ
る
概
念
に
お
け
る
対
象
反
映
の
弁
証
法
的
性
格
の
本
質
は
、
対
立
の
統

一
と
闘
争
の

法
則
を
通
し
て
の
み
明
ら
か
と
な
る
」
、

「
な
ん
ら
か
の
質
を
も
つ
対
象
の
形
成
を
制
約
す
る
対
立
の
統

一
と
闘
争
の
法
則
は
弁
証
法
の

種
々
の
範
疇
対
の
相
互
連
関
に
お
い
て
具
体
化
さ
れ
る
」
と
い
い
、
理
念
化
は
現
実
性
や
必
然
性
の
直
接
的
反
映
で
な
い
こ
と

に
よ
っ



て
、
可
能
性
や
偶
然
性
の
認
識
を
も
含
む
こ
と
が
で
き
る
か
ぎ
り
、
確
率
論
的
思
惟
様
式
と
不
可
分
の
理
論
的
概
念
を
も
た
ら
す
こ
と
が

で
き
る
、
と
述
べ
て
い
る
。

（
７
）

レ
ー
ニ
ン

「哲
学
ノ
ー
ト
」
全
集
刊
行
委
員
会
訳
、
大
月
文
庫
、
分
冊

（
二
）
三
二
六
頁
。

（
８

）
　

０
０
月
ｏ
蜃
興
目
辞
　
↓
・
、

こ

月ヽ
蜃
罵
お
ス
ピ
穏
Ｓ

〓
口
０
目
Ｎ
）
ｔ
Ｆ
〓
０
●

【
燎
“
・
０
円
０
・
ぃ
０
９
　
Ｎ
Ｈ
９
　
Ｎ
い
０
「　
い
い

，
　
Ｎ
Ｏ

，
　
Ｎ
Ｎ
ト

（
９
）

井
尻
正
三

「新
版
　
科
学
論
」
大
月
文
庫

（上
）
二
一
三
、
五
九
頁
。

（
１０
）

Ｏ
ｅ
月ｏ
”
のス
ヽ
景

ｏ
，

ｏ一一。
（洋
」８
）
０↓，

９ヽ

（
ｎ

）

Ｏ
ｏ
ヽ
ｏ
●
Φ
ｏ

，

コ
・
ェ
。

（
０
の
ヽ
し
）
２
Ｆ
「
ｏ
一
燿
日
ヽ
０
目
目
安
Ｘ

，
コ

ヽ
燿
目

の
ス
ゼ
宍

Ｐ

」３
２
Ｘ
”
Ｐ

Ｈ
，

窃
〕

８
も
・
Ｎ
ろ
・

（
・２
）

レ
‐
ニ
ン
、
前
掲
書

（注
７
）
分
冊

（
二
）
三
二
人
、
分
冊

（
一
）

一
六
九
頁
。

（
・３
）

山
本
広
太
郎

「差
異
と
マ
ル
ク
ス
」
、
大
月
書
店
、　
一
四
三
頁
。

（
・４
）

レ
‐
ニ
ン
、
前
掲
書

（注
７
）
三
二
五
頁
。

（
・５
）

０
目
ｏ
”
興
Ｎ
ド

ｏ
，

ｏ
Ｆ
ｏ
（注
８
）
８

，

い
け

Ｏ
Ｎ

い８
）
３
ｏ
々
８
ｒ

（
・６

）
　

』

Ч
ゴ
甦
一

”
・

０
こ

↓
ｏ
コ
マ
】“

ヽ
景
罵
お
ス
↓
Ｎ
ス
Ｎ

Ｎ

０
２
月
“
“

↓
ｏ
２
マ
【“

国
，

ヽ
ハ●
　
ス
Ｎ
ｏ
Ｐ

Ｈ
Φ
∞
ｒ
　
●
↓

，

∞
ｐ
　
ω
９
　
卜
ｒ

〓
一　
概
念
発
展

の
理
論

概
念
は
日
常
的
観
念
か
ら
経
験
的
概
念
を
経
て
理
論
的
概
念
に
到
達
す
る
。
概
念
の
こ
れ
ら
三
形
態
ま
た
は
三
段
階
は
概
念
の
発
展
の

論
理
で
あ
り
、
個
々
の
概
念
の
発
展
史
を
な
す
。
以
下
諸
科
学
に
お
け
る
若
千
の
基
本
的
概
念
に
つ
い
て
か
か
る
発
展
行
程
を
跡
づ
け
て

み
よ
う
。
経
済
学
に
お
け
る

「賃
銀
」
概
念
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
（ｉ
）
日
常
的
思
惟
、
「世
間
並
み
の
思
惟
六
マ
ル
ク
ス
）
は
賃
銀
を
労
働

の
価
格
と
い
う
現
象
形
態
で
う
け
と
り
、（五
）
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
経
済
学
の
経
験
的
概
念
は
こ
の
現
象
形
態
を
定
義
的
に
固
定
し
、（ｍ
）
理
論
的



「概念弁証法」に寄す

概
念
が
は
じ
め
て
賃
銀
を
労
働
力
の
価
値
と
し
て
把
え
て
不
払
労
動
の
存
在
を
認
識
し
た
。

「
階
級
」
概
念
を
検
討
し
て
み
る
と
、
そ
れ

は
（・・
）
生
活
、
所
得
水
準
な
ど
の
諸
徴
標
に
よ
る
そ
れ
の
存
在
形
態
―
―
即
自
的
階
級
、
（
五
）
生
産
手
段
の
所
有
関
係
に
お
け
る
資
本
と

労
働
の
対
立
の
機
能
に
よ
っ
て
再
生
産
さ
れ
る
対
自
的
階
級
、
（
面
）労
働
と
資
本
の
機
能
的
矛
盾
の
実
体
的
、
主
体
的
矛
盾
へ
の
転
化
に

よ
る
階
級
自
体
の
上
揚
に
ま
で
発
展
し
た
。
ま
た

「資
本
主
義
」
の
概
念
は
（
ｉ
）
商
品
生
産
、
自
由
競
争
な
ど
の
外
的
諸
徴
標
の
列
挙
に

よ
る
そ
れ
の
存
在
形
態
、
（五
）
資
本
と
労
働
の
対
立
の
同

一
、
資
本
に
よ
る
労
働
搾
取
機
能
の
再
生
産
の
法
則
、
（
ｍ̈
）
労
働
の
社
会
性
と

所
有
の
私
的
性
格
と
の
間
の
矛
盾
の
止
揚
、
社
会
主
義
へ
の
転
化
の
実
在
的
可
能
性
の
把
握
に
達
す
る
。　
一
方
生
物
学
を
専
攻
す
る
サ
ド

フ
ス
キ
ー
に
よ
れ
ば
、

「
種
」
の
概
念
は
（ｉ
）
類
似
個
体
群
の
総
称
に
よ
る
不
変
的
存
在
と
し
て
の
種
、
（
五
）物
質
代
謝
の
機
能
と
自
己

の
再
生
産

（遺
伝
）
の
法
則
と
し
て
の
種
、
（
Ш
）
遺
伝
性
と
変
異
性
の
対
立
の
同

一
、
系
統
発
生
的
進
化
の
実
在
的
可
能
性
と
し
て
の
種

と
い
う
本
質
把
握
の
発
展
を
示
し
だ
。

こ
れ
ら
の
事
例
に
お
け
る
第
二
段
階
（
面
）
は
す
べ
て
前
論
の

「
理
論
的
概
念
」
に
属
す
る
。
概
念
史
の
視
角
か
ら
す
れ
ば
、
経
験
的
概

念
は
ま
ず
対
象
の
本
質
を
対
象
の
諸
徴
標
の
総
括
に
よ
る
そ
れ
の
存
在
形
態
、
つ
い
で
そ
れ
の
再
成
的
機
能
の
法
則
と
解
し
、
以
て
対
象

の
矛
盾
的
実
体
を
把
え
る
理
論
的
概
念
へ
の
準
備
段
階
と
な
る
。
対
象
の
本
質
を
反
映
し
よ
う
と
す
る
上
述
諸
概
念
の
そ
れ
ぞ
れ
の
三
段

階
は
、
（
・１
）
実
存
的
本
質
概
念
、
（̈
１１
）
機
能
的
本
質
概
念
、
（Ⅲ
）
実
体
的
本
質
概
念
と
し
て
性
格
づ
け
ら
れ
る
。
さ
ら
に
論
理
的
視
角
か

ら
み
れ
ば
、
概
念
の
発
展
に
は
一
般
に
（
ｉ
）
未
分
化
的
全
体
、
（
五
）内
的
対
立
の
同

一
（再
成
）
、
（Ⅱ
）
内
的
矛
盾
の
上
揚

（転
成
）
、

す
な
わ
ち
措
定
―
反
措
定
―
止
揚
の
発
展
の
過
程
法
則
、
否
定
の
否
定
の
法
則
が
跡
づ
け
ら
れ
犯
。
前
述
の
特
殊
諸
科
学
の
基
本
的
概
念

が
辿
る
移
行
の
こ
の
具
体
的
構
造
は

「概
念
の
論
理
」
と
名
づ
け
ら
れ
る
。
最
終
段
階
を
な
す
理
論
的
概
念
は
そ
れ
が
最
初
の
萌
芽
形
態

に
お
い
て
も

っ
て
い
た
創
造
的
性
格
を
明
確
に
露
呈
す
る
こ
と
は
、
種
概
念
の
も
つ
系
統
発
生
の
可
能
性
、
階
級
概
念
の
も
つ
階
級
止
揚

の
可
能
性
、
資
本
主
義
の
概
念
が
内
有
す
る
社
会
主
義
へ
の
移
行
の
可
能
性
の
概
念
的
契
機
に
お
い
て
明
ら
か
で
あ
る
。



と
こ
ろ
で
日
常
的
観
念
、
経
験
科
学
的
概
念
お
よ
び
理
論
的
概
念
の
三
形
態
に
は
人
間
的
思
惟
の
三
様
式
―
―
日
常
的
思
惟
、
悟
性
的

思
惟
お
よ
び
理
性
的
思
惟
が
対
応
す
る
。
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
思
惟
様
式
に
は
、
私
見
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
人
間
的
実
践
の
三
形
態
―
―
日
常

的
実
践
、
社
会
内
在
的
実
践
お
よ
び
歴
史
的
実
践
が
不
可
分
に
連
関
す
る
。
人
間
の
実
践
、
思
惟
お
よ
び
概
念
の
対
応
と
連
関
は
つ
ぎ
の

よ
う
に
表
示
さ
れ
え
よ
う
―
―

＜ａ＞
実
践
形
態
、
⑤
思
惟
様
式
、

＜ｃ＞
抽
象
様
式
、
③
概
念
内
容
、
０
対
象
の
本
質

日
常
的
―
―
―
悟
性
―
―
―
―
経
験
的
―
―
―
実
存
概
念
―
―
―
存
在
形
態

社
会
的
―
―
理
性
的
悟
性
―
―
理
論
的
帰
納
―
機
能
概
念
―
―
―
再
成
的
全
体

歴
史
的
―
―
―
理
性
―
―
―
―
理
念
化
―
―
―
実
体
概
念
―
―
―
実
体
的
発
展

概
念
内
容
③
は
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
実
践
的
基
礎
＜ａ＞
、
（
ｉ
）
狭
小
な
個
人
的
、
日
常
的
実
践
の
視
野
、
（
五
）
現
存
体
制
に
内
在
的
な
社
会
的

実
践
の
制
限
的
な
視
角
お
よ
び
（面
）
発
展
の
実
在
的
可
能
性
を
把
え
る
歴
史
的
実
践
の
展
望
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
た
抽
象
様
式
＜ｃ＞
の
産
物

で
あ
る
。

最
後
に
、
概
念
史
か
ら
い
え
ば
経
験
的
概
念
と
理
論
的
概
念
と
は
概
念
発
展
の
継
起
的
序
列
を
な
す
と
は
い
え
、
社
会
学
的
に
は
対
立

的
で
あ
り
、
諸
科
学
に
お
い
て
た
え
ず
論
争
の
な
か
に
ひ
き
い
れ
ら
れ
る
事
態
に
言
及
し
て
お
こ
う
。
す
で
に
エ
ン
グ
ル
ス
は
思
惟
の
抽

象
に
は
既
存
の
諸
対
象
の
総
体
の
名
目
的
抽
象
と
諸
過
程
の
総
体
の
実
体
的
抽
象
が
あ
る
と
指
摘
し
た
。
名
目
的
抽
象
様
式
は
認
識
の
真

理
基
準
を
既
成
の
産
物
の
使
用
効
果
に
お
く
と
こ
ろ
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
、
実
体
的
抽
象
様
式
は
そ
れ
を
対
象
の
発
展
と
創
造
に
お
く

と
こ
ろ
の
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ー
ク
で
あ
ろ
う
。
サ
ド
フ
ス
キ
ー
は
社
会
学
的
に
前
者
を
消
費
者
的
、
実
用
的
思
惟
、
後
者
を
生
産
者
的
、

創
造
的
思
惟
と
し
て
性
格
づ
け
る
。
０
名
目
的
思
惟
は
具
体
的
多
様
性
か
ら
す
る
抽
象
的

一
般
概
念
の
形
成
と
そ
の
記
号
的
表
現
に
よ
る

意
味
論
的

一
般
化
に
専
念
す
る
。
古
代
奴
隷
制
社
会
の
有
閑
的
哲
学
者
と
し
て

「
人
間
的
身
体
を
ま

っ
た
く
捨
象
し
て
哲
学
す
る
」
こ
と
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を
呼
び
か
け
た
プ
ラ
ト
ン
は
名
目
的
抽
象
様
式
を
絶
対
化
し
そ
れ
に
よ
っ
て

「人
間
の
業
」

（生
産
的
活
動
）
を
軽
視
し
、
実
体
的
抽
象

を
知
る
に
い
た
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
周
知
の
よ
う
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
諸
商
品
の
価
値
表
現
に
お
い
て

一
の
同
等
性
関
係

（形
式
的
同

一
性
）
を
天
才
的
に
洞
見
し
な
が
ら
、
こ
の
同
等
性
関
係
の
本
質
が
人
間
的
労
働
で
あ
る
こ
と
を
看
取
し
な
か
っ
た
。
ま
た
彼
の

「範
疇

論
」
に
お
け
る
実
体
は
つ
い
に
個
別
的
実
体
に
止
り
、
個
別
の
多
様
性
は
こ
れ
を
形
式
的
演
繹
的
に
類
と
種
の
用
語
的
抽
象

の
下

に
収

め
、
こ
こ
で
は
経
験
的
抽
象
の
枠
外
に
で
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
名
目
的
抽
象
は
か
よ
う
に
既
存
の
有
限
的
諸
対
象
を
名
目
に
よ
っ

て
抽
象
し
、
対
象
の
名
目
と
対
象
の
本
質
を
同
視
し
つ
つ
言
語
論
理
と
概
念
論
理
と
の
同

一
性
の
幻
想
に
陥
い
る
。
そ
れ
は
既
成
物
の
消

費
と
い
う
感
性
的
事
実
に
目
を
奪
わ
れ
て
物
質
的
生
産
の

「仕
事
の
論
理
」
を
失
う
。

③
生
産
者
的
創
造
的
思
惟
様
式
の
萌
芽
的
形
態
は
さ
き
に
見
た
よ
う
に
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の

「
稜
」
の
観
念
に
み
ら
れ
る
。
だ
が
発
展
と

創
造
の
思
惟
様
式
は
ヘ
ー
ゲ
ル
と
マ
ル
ク
ス
に
お
け
る
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ー
ク
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
明
確
化
さ
れ
た
。
真
理

は
ひ
と

た

び
見
出
さ
れ
た
ら
た
だ
暗
記
し
て
お
き
さ
え
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
よ
う
な
既
成
の
教
条
的
命
題
の
寄
せ
集
め
で
は
な
い
、
そ
れ
は
既
製
の

形
態
で
ポ
ケ
ッ
ト
に
隠
さ
れ
、
他
人
に
譲
渡
さ
れ
う
る
よ
う
な
鋳
造
貨
幣
で
は
な
い
と
い
っ
た
ヘ
ー
グ
ル
は

「
裸
の
結
果
は
傾
動
を
背
後

に
残
し
た
死
屍
で
あ
る
」
と
い
う
発
想
か
ら
彼
の

「
精
神
現
象
学
」
を
展
開
し
た
。
真
理
を
認
識
の
諸
結
果
の
連
関
的
体
系
性
に
還
元
す

る
こ
と
は
生
産
過
程
を
出
来
上

っ
た
消
費
対
象
の
積
み
重
ね
に
還
元
す
る
の
と
同
様
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
概
念
は
創
造
に
参
加
し
な
い
の

み
な
ら
ず
、
反
対
に
過
程
の
源
泉
た
る
矛
盾
に
目
を
ふ
さ
ぎ
、
過
程
と
し
て
の
真
理
を
隠
蔽
す
る
。
生
産
者
は
創
造
の
主
体
的
目
的
と
そ

れ
が
物
質
的
対
象
に
転
化
さ
れ
て
ゆ
く
過
程
を
熟
知
し
て
い
る
。
概
念
は
つ
ね
に
創
造
の
観
念
的
、
主
体
的
形
態
、
物
質
的
生
産
過
程
の

精
神
的
潜
在
力
で
あ
る
。
こ
う
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は

「
大
論
理
学
」
に
お
い
て
矛
盾
、
運
動
、
生
成
、
展
開
の
論
理
学
を
創
始
し
た
。
し
か

し
彼
は
究
極
に
お
い
て
意
識
と
存
在
の
同

一
と
い
う
観
念
論
的
立
場
に
い
た
た
め
に
、　
ヘ
ー
ゲ
ル
に
は
存
在
の
再
生
―
展
開
の
論
理
は
あ

っ
て
も
新
し
い
存
在
へ
の
転
成
―
発
展
の
論
理
は
な
く
、
こ
こ
で
は
現
実
的
存
在
の
発
展
は
絶
対
理
念
の
思
惟
運
動
の
自
己
反
省
に
還
元



さ
れ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る

「
思
惟
と
存
在
の
即
自
的
同

一
」
の
神
秘
性
を
打
開
す
る
の
は
、
反
映
範
疇
を
媒
介
す
る

「
思
惟
と
存
在

の
対
自
的
同

一
」
な
ら
び
に
実
践
範
疇
を
媒
介
す
る

「
思
惟
と
存
在
の
即
自
対
自
的
同

一
」
を
解
明
す
る
と
こ
ろ
の
弁
証
法
的
唯
物
論
で

あ
る
。
反
映
は
思
惟
を
存
在
に
接
近
さ
せ
、
実
践
は
思
惟
を
存
在
に
転
化
す
る
。
―
―
こ
の
問
題
の
詳
論
は
別
稿
に
ゆ
ず
る

こ
と
と
す

２つ
。プ

ラ
ト
ン
と
は
反
対
に
マ
ル
ク
ス
は

「
思
惟
を
思
惟
す
る
物
質
か
ら
切
り
離
す
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
い
、
レ
ー
ニ
ン
は

「
論
理
学

に
お
い
て
主
観
の
客
観
に
対
す
る
関
係
を
研
究
す
る
と
き
は
、
客
観
的
環
界
の
う
ち
に
あ
る
具
体
的
な
主
体
の
存
在

（人
間
生
活
）
の
一

般
的
前
提
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
っ
た
。
と
こ
ろ
で
こ
の
前
提
―
―
生
産
者
ま
た
は
消
費
者
な
ど
―
―
は
認
識
主
体
を
直
接
的
に

制
約
す
る
の
で
は
な
い
。
ク
ー
ジ
ミ
ン
の
い
う
よ
う
に
認
識
主
体
の
経
済
的
、
社
会
的
、
政
治
的
階
級
性
は
直
接
的
に
で
な
く
科
学
的
党

（
２３
）

派
性
を
媒
介
し
て
現
わ
れ
る
。
だ
か
ら
発
展
傾
向
に
あ
る
歴
史
的
現
実
の
実
在
的
可
能
性
を
認
識
す
る
前
進
的
科
学
の
も
つ
党
派
性
に
よ

っ
て
経
験
的
概
念
か
ら
理
論
的
概
念

へ
の
移
行
は
促
進
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
移
行
を
妨
げ
る
の
は
何
よ
り
も
ま
ず
形
式
的
思
惟
の
絶

対
化
で
あ
る
。
弁
証
法
的
思
惟
は
形
式
的
思
惟
を
前
提
し
つ
つ
経
験
的
概
念
を
理
論
的
概
念
に
止
揚
す
る
。

（
・７
）

ス
】
〓
目
９

ｏ
や

ｏＦ

（注
３
）
８

，

ＮＮ
・

（・８
）

０
ミ
６
”３
日

，

ｏ
や

ｏ中ｒ
（津
」８
）
０↓

，

ＮＯ”

（
・９
）

再
生
と
転
成
に
つ
い
て
は
拙
稿

「発
展
の
過
程
法
則
―
上
合
定
の
否
定
の
法
則
に
つ
い
て
」
大
阪
市
大

「経
済
学
雑
誌
」

一
九
八
三
年

七
月
号
参
照
。

（
２０
）

ェ
ン
ゲ
ル
ス

「
フ
オ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
論
」
藤
川
、
秋
間
訳
、
国
民
文
庫
、
五
五
頁
。

（
２．
）

０
〓
３
０
ｅ
ち
”
ｏパ
Ｎ
辞

ｏ
や

ｏ】Ｆ
（汁
一８
）
０↓

，

０９
１
０い
　
ｏｐ

（
２２
）

レ
‐
ニ
ン
、
前
掲
書

（注
７
）
分
冊

（
一
）

一
七
二
頁
。

（
四
）
　
０
〓
こ
ス
ヽ
ｗげ〓
Ｎ
Ｆ

ｏ
や

０〓
。
（洋
一２
）
０↓

，

ＨＮ
ｒ



シェリングの自然の弁証法

特
集
嘔
弁
証
法
の
現
代
的
意
義

シ
ェ
リ
ン
グ
の
自
然
の
弁
証
法

―
―

「発
展
」
概
念
を
中
心
に
し
て

長

　
島

は
じ
め
に

シ
ェ
リ
ン
グ
自
然
哲
学
は
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
に
も
顧
み
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
第

一
に
、
自
然
哲
学
の
思
弁
的
性
格
で
あ

る
。　
一
九
世
紀
の
実
証
的
な
自
然
科
学
の
興
隆
の
中
で
放
り
捨
て
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
ド
イ
ツ
観
念
論

史

に
お

い

て
、
フ
ィ
ヒ
テ
と
と
も
に
カ
ン
ト
か
ら
ヘ
ー
グ
ル
に
至
る
過
渡
期
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、　
ヘ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
の
完
成
度
に

比
し
て
未
熟
な
も
の
と
さ
れ
て
し
ま

っ
た
こ
と
で
あ
る
。

二
十
世
紀
以
後
シ
ェ
リ
ン
グ
哲
学
が
研
究
の
対
象
と
な
っ
た
の
は
、
そ
の
後
期
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
、
一
方
で
は
、
Ｋ

・
ヤ
ス
パ
ー
ス
、

Ｗ

・
シ
ュ
ル
ツ
に
よ
る
実
存
哲
学
の
淵
源
と
し
て
、
他
方
で
は
、
Ｇ

・
ル
カ
ー
チ
の
批
判
の
よ
う
に
、
帝
国
主
義
時
代
の
非
合
理
主
義
の

隆



元
祖
と
し
て
。
し
か
し
、
カ
ン
ト
ー
フ
ィ
ヒ
テ
と

「
先
験
哲
学
」
が
継
承
さ
れ
る
中
で
、自
然
が
、
カ
ン
ト
に
お
け
る

「
諸
現
象
の
総
括
」

か
ら

「
非
我
」

へ
と
実
在
性
を
喪
失
し
、
哲
学
自
体

「
主
観
性
」
に
と
じ
こ
も
ろ
う
と
す
る
と
き
、
シ
ェ
リ
ン
グ
は
自
然
に
独
自
の
位
置

を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
哲
学
を

「
総
体
性
」
の
学
問
と
し
て
復
権
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

今
日
、
人
間
―
自
然
関
係
が
問
わ
れ
る
と
き
、
シ
ェ
リ
ン
グ
は
顧
み
ら
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
シ
ェ
リ
ン
グ
こ
そ
ま
さ
し
く
、

「自
然

諸
事
象
を
そ
の
総
体
に
お
い
て
意
識
的
に
弁
証
法
的
方
法
の
諸
原
理
に
従

っ
て
考
察
し
た
最
初
の
哲
学
者
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、
今

日
ド
イ
ツ
観
念
論
に
お
け
る
自
然
哲
学
の
復
権
が
話
題
に
な
り
つ
つ
あ
る
の
は
、
今
日
の
時
代
状
況
を
反
映
し
て
い
る
と
と
も
に
、
哲
学

の
あ
り
方
の
新
た
な
探
究
で
も
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
自
然
哲
学
は
、
不
断
に
修
正
さ
れ
、

「
な
ん
ら
の
成
熟
し
た
哲
学
的
根
本
思
想
を
も
体
系
的
に
論
述
す
る

も
の
で
は
な
く
、
個
々
の
諸
理
念
の
一
集
積
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
」
と
い
わ
れ
る
。
と
は
い
え
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
自
然
哲
学
の
中
心
に
位

置
す
る
テ
ー
ゼ
は
自
然
―
精
神
の
同

一
性
テ
ー
ゼ
で
あ
る
。
こ
の
テ
ー
ゼ
は
一
七
九
七
年
の

「
自
然
哲
学
へ
の
理
念
」
お
よ
び
そ
の
序
論

（以
下
、

「理
念
」
、

「理
念
序
塾理

と
略
記
）
に
お
い
て
成
立
し
、　
一
七
九
九
年
の

「自
然
哲
学
体
系
へ
の
草
案
」
を
へ
て
、
そ

の
序
論

（
３
）

（以
下
、

「草
案
」
、

「草
案
序
論
」
と
略
記
）
の
先
験
哲
学
と
自
然
哲
学
の
平
行
性
テ
ー
ゼ
で
頂
点
に
達
す
る
。

本
稿
で
は
、
こ
の
自
然
―
精
神
の
同

一
性
テ
ー
ゼ
が
中
心
的
位
置
を
占
め
る
時
期
の
自
然
哲
学
に
お
け
る

「
発
展
」
概
念
を
解
明
す
る

こ
と
に
し
た
い
。
と
い
う
の
も
、
自
然
―
精
神
の
同

一
性
テ
ー
ゼ
に
基
づ
い
て
、
哲
学
は

「
発
生
論
的
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
さ
れ
、

そ
れ
と
の
関
係
で
、

「
発
展
」
概
念
こ
そ
が
論
理
順
序
で
あ
り
、
か
つ
時
間
順
序
で
あ
る
と
さ
れ
自
然
哲
学
に
お
い
て
中
心
的
位
置
を
占

め
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

Ｍ
。
ブ
ー
ル
、
『
理
性
の
要
求
』
、
藤
野
渉
訳
、
松
籟
社
、　
一
九
八
一
年
、
二
〇
三
頁
。

Ｍ
。
ブ
ー
ル
、
前
掲
書
、　
〓
ハ
三
頁
。

2  1



シェリングの自然の弁証法

（
３
）

本
稿
で
使
用
す
る
テ
キ
ス
ト
は
次
の
も
の
で
あ
る
。
印
゛
ヽ
、」ヽ
戦

●
Ｓ
，き
。

，
あ
い

く
ｏ
●
〓
・∽
ｏ

，
３
８
●

ｏ
・口

”
８
●

巻
数
お
よ

び
、
頁
数
の
み
を
記
す
こ
と
に
し
、
補
巻
は
、
巻
数
の
前
に

Ｕ
Ｏ
と
記
す
こ
と
に
す
る
。
な
お
本
文
で
使
用
す
る
テ
キ
ス
ト
の
題
名
は
次
の

よ
う
に
省
略
し
て
記
す
。

「概
観
」
…
…

「最
新
哲
学
文
献
概
観
」

（ヽ

日
）

「世
界
霊
」
…
…

「世
界
霊
に
つ
い
て
」

（ＨＳ
ｅ

「体
系
」
…
…

「先
験
的
観
念
論
の
体
系
」

（８
８
）

「叙
述
」
…
…

「私
の
哲
学
体
系
の
叙
述
」

（Ｈ８
じ

「書
簡
」
…
…

「独
断
論
と
批
判
主
義
に
関
す
る
哲
学
的
書
簡
」

（Ｈａ
３

一
、
自
然
哲
学

の
課
題
と
発
展
概
念

の
位
置

ま
ず
、
シ
ェ
リ
ン
グ
自
然
哲
学
の
基
本
モ
チ
ー
フ
を
表
現
す
る
文
章
を

「自
然
哲
学
体
系
へ
の
第

一
草
案
」
か
ら
引
用
し
よ
う
。

「
自
然
を
哲
学
的
に
考
え
る
こ
と
は
、
自
然
が
囚
わ
れ
て
い
る
機
械
論
か
ら
自
然
を
浮
か
び
あ
が
ら
せ
、
そ
れ
を
自
由

で
賦

活

し
、

〔自
然
〕
自
身
の
自
由
な
発
展
に
お
き
入
れ
る
こ
と
で
あ
る
」
含
Ｆ
お
）。

「
自
然
哲
学
は
…
…
あ
ら
ゆ
る
概
念
に

〔そ
れ
に
〕
対
応
す
る
直
観
を
示
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が

っ
て
問
わ
れ
る
の
は
、
絶
対
的

能
動
性
が
自
然
の
内
に
あ
る
と
き
に
は
ど
の
よ
う
に
し
て
そ
れ
が
経
験
的
に
な
る
の
か
、
す
な
わ
ち
有
限
者
に
お
い
て
表
現

さ
れ

る

の

か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
―
―
有
限
者
に
お
い
て
無
限
者
を
表
現
す
る
と
い
う
可
能
性
―
―
は
あ
ら
ゆ
る
学
の
最
高
の
問
題
で
あ
る
」

（ＨＨ・　
Ｈ卜
）。

①
シ
ェ
リ
ン
グ
自
然
哲
学
は
、
ガ
リ
レ
イ

・
ニ
ュ
ー
ト
ン
に
由
来
し
、
当
時
ル
ｏ
サ
ー
ジ
ュ
を
介
し
て
復
活
し
て
い
た
機
械
論
的
自
然



観
の
批
判
を
通
じ
て
成
立
す
（花

。
し
か
も
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
機
械
論
的
自
然
観
の
批
判
が

「
反
省
哲
学
」
の
批
判
と
結
び
つ
き
、
シ

ェ
リ
ン
グ
自
身
の
哲
学
観
を
示
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
自
然
哲
学
の
最
初
期
の
論
文

「
理
念
」
序
論
に
お
い
て
、
す
で
に
そ
の
こ
と
が

示
さ
れ
て
い
る
。
シ
ェ
リ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
哲
学
の
出
発
点
は
人
間

（精
神
）
と
世
界

（自
然
）
の
分
離
で
あ
る
。
哲
学
は
こ
の
分
離
を

前
提
と
し
、　
Ｆ
」
の
分
離
を
永
遠
に
廃
棄
す
る
た
め
に
」

（Ｆ
８
じ
　
こ
の
分
離
か
ら
出
発
す
る
。

「
真
の
哲
学
」
は
ま
さ
に
こ
の
分
離

を
起
点
と
し
、
人
間
と
世
界
の
統

一
を
め
ざ
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、

「
反
省
哲
学
」
は
本
来
手
段
た
る
べ
き

「
反
省

（思
弁
）
」

を
目
標
と
し
、

「分
離
を
永
遠
化
」

（Ｆ
８
じ
　
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

「
真
の
哲
学
」
は
ま
さ
に
こ
の

「
反
省
哲
学
」
の
成
立
根
拠

を
明
ら
か
に
し
、
精
神
と
自
然
の
同

一
性
を
解
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
シ
ェ
リ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
自
然
哲
学
こ
そ
が

「
真
の
哲
学
」

で
あ
り
、

「
自
然
と
そ
の
経
験
と
は
い
か
に
し
て
可
能
か
」
と
い
う
自
然
へ
の
問
い
は
同
時
に
問
い
そ
の
も
の
の
可
能
性

（哲
学
の
成
立

根
拠
）
を
問
う
問
い
で
あ
紛
”

つ
ま
り
ヽ
自
然
哲
学
は
、
哲
学
の
自
己
反
省
と
い
う
課
題
を
担
う
の
で
あ
る
。

こ
の
課
題
を
、
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
先
験
哲
学
的
―
認
識
論
的
枠
組
を
存
在
論
的
に
基
礎
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
決
し
よ
う
と
す
る
。

冒
頭
の
第
二
の
引
用
文
が
示
す
の
は
そ
の
こ
と
で
あ
る
。
概
念
と
直
観
の
結
合
と
い
う
認
識
論
的
枠
組
は

「
絶
対
的
能
動
性
が
…
…
ど
の

よ
う
に
し
て
経
験
的
に
な
る
の
か
、
す
な
わ
ち
有
限
者
に
お
い
て
表
現
さ
れ
る
の
か
」
と
い
う
存
在
論
的
枠
組
と
結
合
さ
れ
て
い
る
。
す

で
に
シ
ェ
リ
ン
グ
は

「書
簡
」

（
一
七
九
二
年
）
に
お
い
て
、
主
観
―
客
観
の
対
立
と

い
う
認
識
論
的
枠
組
を
絶
対
者

（主
観
―
客
観
の

統

一
）
に
定
位
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
有
限
者
―
無
限
者
の
存
在
論
的
連
関
構
造
の
問
題
と
し
て
捉
え
返
し
た
。
そ
し
て
、
シ
ェ
リ
ン
グ

は
フ
ィ
ヒ
テ
的
な
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
認
識
主
体
を
こ
の
存
在
論
的
構
造
に
も
と
づ
い
て
、

「発
生
論
的

（̈
８
ｏ静
ｏこ

」
に
基
礎

づ

け

よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
自
然
哲
学
の
最
初
の
問
い
は
次
の
よ
う
に
い
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
ど
の
程
度
ま
で
、
自
然
に

は
無
制
約
性
が
帰
さ
れ
う
る
か
」

（口

】
じ

と
。
自
然
が
自
己
内
に
先
験
的
原
理
を
担
う
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
自
然
―
精
神
の
同

一
性
テ
ー
ゼ
こ
そ
が
自
然
哲
学
の
核
心
的
テ
ー
ゼ
で
あ
る
。
し
か
し
留
意
す
べ
き
は
、
こ
の
テ
ー
ゼ
が
ま
さ
し
く
跡
づ
け
確
証
さ
れ
ね
ば
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な
ら
ぬ
理
論
仮
説
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「有
限
者
に
お
い
て
無
限
者
を
表
現
す
る
可
能
性
」
と
は
有
限
者
の
内
に
無
限
者
を
あ

ば
き
出
し
、
有
限
者
の
存
立
根
拠
を

「
発
生
論
的
」
に
跡
づ
け
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
自
然
哲
学
は
そ
の
全
体
を
通
じ
て
こ
の
こ
と

を
示
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。

②
と
こ
ろ
で

「
発
生
論
的
」
と
い
う
こ
と
は
、
自
然
哲
学
に
お
け
る

「
発
展

（閣
６
】●
一口ｏ
し

」
の
概
念
の
位
置
を
示
唆
し
て

い
る
。

「
発
生
論
的
」
と
い
う
方
法
は
、
自
然
―
精
神
の
同

一
性
テ
ー
ゼ
の
視
点
か
ら
二
重
の
意
味
に
理
解
さ
れ

る
。
す

な
わ

ち
、
第

一
に
、

「
先
験
的
主
体
」
の
成
立
を
精
神
の
無
意
識
的
状
態
か
ら
意
識
的
状
態
へ
と
展
開
す
る

「
自
己
意
識
の
歴
史
」
（Ｆ
ω
８
）
口

ω
８
）
の
叙

述
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
フ
ィ
ヒ
テ
的
主
体
＝
自
己
意
識
は
、
自
然
過
程
の

「
最
高
の
ポ
テ
ン
ツ
」

（Ｈ”
ｕ
ｅ

に
お

い
て
成
立
す

る
。
第
二
に
、
存
在
論
的
な
自
然
過
程
そ
の
も
の
、
す
な
わ
ち
自
然
に
内
在
す
る
精
神
の
有
機
化
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
自
然
現
象
を

「
主

体
と
し
て
の
自
然
」
の
自
己
展
開
と
し
て
叙
述
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
両
者
は
ま
さ
し
く
自
然
―
精
神
の
同

一
性
テ
ー
ゼ
に
よ
っ
て

根
源
的
に
繋
結
さ
れ
、

「
同
時
的
か
つ
同

一
的
」
な
過
程
で
あ
る
。

「自
然
は
目
に
見
え
る
精
神
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
精
神
は
目
に
見

え
な
い
自
然
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
含
・
ヽ
８
よ
）。

本
稿
の
課
題
で
あ
る

「
発
展
」
概
念
と
関
わ
る
の
は
と
り
わ
け
第
二
の
側
面
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
自
然
―
精
神
の
同

一
性

（
＝
無
限

者
）
テ
ー
ゼ
の
理
論
仮
説
的
性
格
と
の
関
連
で

「
発
生
論
的
」
の
意
味
が
さ
ら
に
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
以
下
に
お
い
て

こ

の
点

を
、
無
限
者
―

「
主
体
と
し
て
の
自
然
」
の
方
法
的
意
義
を
解
明
す
る
こ
と
を
通
じ
て
検
討
し
よ
う
。
無
限
者
の
概
念
は
、
初
期
シ
ェ
リ

ン
グ
、
わ
け
て
も

「自
然
哲
学
」
の
シ
ェ
リ
ン
グ
に
お
い
て
は
、
決
し
て

「神
」
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ

「
神
」
を
前

提
す
る

（流
出
論
的
）
理
論
構
成
に
は
反
発
し
て
い
る
。

「
神
的
悟
性
を
自
然
の
造
物
主
に
し
た
て
あ
げ
、
こ
の

〔自
然
の
〕
合
目
的
性

を
説
明
す
る
こ
と
は
哲
学
を
や
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
信
心
深
い
考
察
を
そ
れ

〔哲
学
〕
に
お
き
か
え
る
こ
と
で
あ
る
」
（Ｆ
さ
０
。

無
限
者
は
初
期
以
来
の
、
有
限
者
と
の
乖
離
と
い
う
文
脈
で
捉
え
ら
れ
、
し
か
も
そ
の
乖
離
は
自
然
哲
学
の
方
法
的
枠
組
を
規
定
し
て
い



る
。

「経
験
と
理
論
と
の
間
に
は
、
両
者
が
合

一
さ
れ
う
る
ど
ん
な
第
三
の
も
の
も
存
在
し
え
な
い
と
い
う
よ
う
な
完
全
な
対

立

が
あ

る
」

含
”
譴
じ

。

「
単
な
る
産
物
と
し
て
の
自
然

（日
一日

，
日
”ξ
●
”じ

を
我
々
は
客
体
と
し
て
の
自
然

（
こ
れ
に
の
み
全
経

験

が

向
か
う
）
と
名
づ
け
る
。
産
出
性
と
し
て
の
自
然

（●
”
”〓
”
目
”
一員
８
０

を
我
々
は
主
体
と
し
て
の
自
然

（
こ
れ
に
の
み
理
論
が
関

わ

る
）
と
名
づ
け
る
」

（ＨＦ

譴
じ

。

「
主
体
と
し
て
の
自
然
」
と

「
客
体
と
し
て
の
自
然
」
の
区
別
は
、
無
限
者
と
有
限
者
の
区

別

に

対
応
し
て
い
る
。

「
主
体
と
し
て
の
自
然
」
は
自
然
哲
学
が

「客
体
と
し
て
の
自
然
」
を
説
明
す
る
た
め
の
説
明
根
拠
に
は
か
な
ら
ず
、

そ
の
限
り
理
論
仮
説
で
あ
る
。
引
用
文
が
示
す

「
経
験
―
理
論
の
切
断
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
を
踏
ま
え
て
検
討
す
る
と
き
、

「
主
体
と
し
て

の
自
然
」
の
方
法
的
意
義
は
さ
ら
に
明
ら
か
に
な
る
。

「
主
体
と
し
て
の
自
然
」
は
経
験
に
お
い
て
現
わ
れ
え
ず
、
有
限
者
に
お
い
て
は

否
定
的
形
態
で
し
か
現
わ
れ
な
い
。
こ
の
面
が

「客
体
と
し
て
の
自
然
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
ま
た
経
験
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
も
言

わ
れ
て
い
る
。

「我
々
は
…
…
根
本
的
に
経
験
に
よ
る
以
外
の
何
も
の
も
知
ら
な
い
。
そ
れ
で
経
験
を
介
し
て
、
か
つ
そ
の
か
ぎ
り
で
我

々
の
全
知
は
経
験
諸
命
題
か
ら
構
成
さ
れ
る
」

（【

Ｎ
８
）
。
経
験
が
与
え
る
の
は
偶
然
的
で
雑
多
な

「事
実
の
集
積
」
で
し
か
な
い
。

け
れ
ど
も
、
こ
の
よ
う
な
経
験
的
諸
命
題
が
そ
の
内
的
必
然
性
を
あ
か
る
み
に
出
さ
れ
る
と
き
、

「
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
命
題
」
と
し
て
理

論
的
命
題
と
な
る

（話
【
口

”
田
占
）
。
つ
ま
り
、
理
論
は
経
験
知
の
正
当
化
の
根
拠
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
理
論
―
経
験
関
係
か
ら
解

す
る
か
ぎ
り
、

「
主
体
と
し
て
の
自
然
」
は
単
な
る
理
論
仮
説
で
は
な
く
、
起
点
と
し
て
の
単
純
な
統

一
（「絶
対
的
能
動
性
し

を
意
味

す
る
と
と
も
に

「客
体
と
し
て
の
自
然
」
か
ら
構
成
さ
れ
る
自
然
の
体
系
性
、
有
機
的
全
体
連
関
そ
の
も
の
で
あ
り
、
完
成
さ
れ
前
提
さ

れ
る
全
体
で
は
な
く
、
不
断
に
構
成
さ
れ

豊
か
に
さ
れ
つ
づ
け
る
体
系
性
を
も
意
味
す
る

（
「総
合
と
し
て
の
自
然
＝
主
体
と
し
て
の
自

然
」
の
規
定
¨
く
∞
【』

・
Ｓ
ｅ
。
し
か
も
、
「
主
体
と
し
て
の
自
然
」
は

「客
体
と
し
て
の
自
然
」
を
我
々
が
認
識
す
る
際
の
指
導
理
念
で

あ
る
。

「
自
然
に
お
け
る
個
別
的
な
も
の
は
す
べ
て
あ
ら
か
じ
め
全
体
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
自
然

一
般
の
理
念
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て

い
る
」

（甲

Ｎ
Ｓ
）
。
そ
れ
ゆ
え
、

「
主
体
と
し
て
の
自
然
」
は

「客
体
と
し
て
の
自
然
」
を
我
々
が
認
識
す
る
際
の
制

約

で
あ

る
。
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「
客
体
と
し
て
の
自
然
」
は
そ
れ
だ
け
で
捉
え
る
と
き
、
機
械
論
的
自
然
と
し
て
現
象
す
る
。
し
か
し
こ
の

「
主
体
と
し
て
の
自
然
」
を

媒
介
と
し
て
捉
え
る
と
き
、

「
客
体
と
し
て
の
自
然
」
は
自
己
を
原
因
と
し
て
発
展
す
る
自
然
と
し
て
現
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ

う
に

「
主
体
と
し
て
の
自
然
」
は
、
ま
さ
し
く
機
械
論
的
自
然
観
の
方
法
的
枠
組
を
力
動
的
自
然
観

へ
と
転
換
さ
せ
る
方
法
的
意
義
を
有

し
て
い
る
。

さ
て
、
し
か
し

「
主
体
と
し
て
の
自
然
」
は
経
験
に
お
い
て
は
現
わ
れ
え
な
い
。

「
客
体
と
し
て
の
自
然
」
こ
そ
が

「
主
体
と
し
て
の

自
然
」
の
経
験
的
表
現
で
あ
り
、

「
客
体
と
し
て
の
自
然
」
の
内
に
こ
そ

「
主
体
と
し
て
の
自
然
」
は
探
究
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
シ
ェ

リ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、

「
主
体
と
し
て
の
自
然
」
は
そ
れ
だ
け
で
は

「
観
念
的
」
で
し
か
な
く
、
活
動
性
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
自
然

は
ま
さ
に

「
観
念
的
」
で
あ
る
と
同
時
に

「
実
在
的
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
（祀

。

つ
ま
り
ヽ
自
然
と
は

「
産
物
と
産

出

性

の
同

一
性
」

（
Ｆ

Ｎ
錠
）
に
は
か
な
ら
な
い
。
自
然
が
こ
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
と
き
、
前
述
の
方
法
的
転
換
は
、
ま
さ
に

「
客
体
と
し
て
の
自
然
」

の
内
に
発
展
の
動
因
を
探
究
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
。

「
主
体
と
し
て
の
自
然
」
の
表
現
と
し
て
、

「
客
体
と
し
て
の
自
然
」
も
経
験
的

に
無
限
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
静
止
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
個
々
の
産
物
の
内
に
発
展
の
無
限
性
が
内
在
し
て
い
る
こ
と
を

示
す
よ
う
に
要
求
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
、
シ
ェ
リ
ン
グ
が
自
然
哲
学
の
課
題
は

「
永
続
的
な
も
の
」

（ＨＦ

器
３

の
説
明
で
あ
る
と
言

っ
て
い
る
理
由
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て

「
発
展
」
概
念
は
シ
ェ
リ
ン
グ
自
然
哲
学
が
解
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

課
題
で
あ
る
。
同
時
に
、
シ
ェ
リ
ン
グ
自
然
哲
学
の
方
法
の
核
心
を
担
う
概
念
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

（
１
）

シ
ェ
リ
ン
グ
の

ｒ
ｏ
∽
”
鴇

批
判
は

「理
念
」
論
文
第
二
冊
第
三
章

（日
，

【
¨
Ｓ
ＮＦ
）、
「草
案
序
論
」
（
Ｆ

Ｎ胡
Ｆ
）
を
参
照
。

（
２
）

こ
の
点
に
関
し
て
は
、　
一
九
八
六
年

一
〇
月
の
社
会
思
想
史
学
会
第

一
一
回
大
会

「自
由
論
題
」
の
部
で
の
私
の
発
表

「自
然
と
歴
史

―
―
シ
ェ
リ
ン
グ
自
然
哲
学
の
歴
史
哲
学
的
機
能
」
で
明
ら
か
に
し
た

（以
下

「拙
稿
Ｉ
し
。

（
３
）

拙
稿

「
シ
ェ
リ
ン
グ
に
お
け
る

『
実
在
論
』
の
可
能
性
の
問
題
―
―

『書
簡
』
論
文
を
め
ぐ
る
フ
ィ
ヒ
テ
と
シ
ェ
リ
ン
グ
」

『哲
学
世



界
』
第
九
号

（早
大
文
研
哲
学
専
攻
編
）
所
収
参
照
。

（
４

）
　

”
）
国
Ｏ
ｏ
Ｆ
日

”
●
Ｆ

Ｚ
”
”
●
Ｔ
１
０
ｇ
件
―
‐Ｈ
Ｏ
ｏ
●
”
】”
０
●

〓

¨
ン
ご
ざ
ヽ

ミ
ヽ
ヽ

∽
ミ
く
ヽ
ふ
ヽ
Ｏヽ

通ヽ

゛

〓
『
ｏ
”

く
ｏ
●

”
・
口
Ｏ
ｏ
Ｆ
日

”
●
Ｐ
　
口
・
パ
ユ
●
”
ρ

″
ョ
・〓
ｏ罵
い
や
ｏ
日
日
”
ロ
ー
〓
０
【３
８
”

８
８

（以
下
こ
の
本
は

Ｚ
・Ｆ
∽
と
省
略
）

（
５
）
　
「発
展
」
と

「構
成
」
―
―

「構
成
」
は

「発
展
」
に
対
応
す
る
方
法
的
概
念
で
あ
る
。

「構
成
」
は
同

一
哲
学
の
時
期
に
重
要
に
な

る
。
そ
れ
は

「あ
ら
ゆ
る
事
物
を
絶
対
者
に
お
い
て
表
現
」
す
る
こ
と
を
意
味
し
、
経
験
的
諸
現
象
の
体
系
的
理
論
化
と
理
解
さ
れ
る
。

含
性
¨
日
ｏ
段
い
―
鴫

Ｆ

こ
れ

は

Ｃ
ｇ

ヽ
Ｒ
ｏ

バ
ｏ
日
φ
一Ｅ

齋
”ｏ
●

す

Ｏ
Ｒ

『
〓
【８
ｏ
も

，
お

と

い
う
題

を
も

つ
。
日

，

【
）
や
お
―
ぶ
じ

以

下

の
論
文
も
参

照

さ
れ

た

い
。

口

＾
【
』●
窃
い
∪
お

因
ｏ
●
ｏ
け『
」
露

】ｏ
●
す

Ｏ
ｑ

り
，

”】８
ｏ
も

，
●

Ｆ
¨
卜
も
黙
ヽ

、
ミ

内
ミ
゛
ミ

●晨

ヽヽ

晨

ヽ

軍
出
・
く
ｏ
●
「
９
ヽ
」
「
∪
いｏ
イ
【ｏ口
”
ｇ
日
８

く
０
■】”
”

８
田

北
沢
恒
人

「同

一
性
哲
学
の
理
念
と
構
造
」
早
大
文
研
紀
要
別
冊
第

一
二
集

（哲
学

。
史
学
編
）
所
収
。

（
６
）
　

「実
在
的
」
―
―

「観
念
的
」
に
つ
い
て
は
、

「草
案
序
論
」
（
〒
ヽ
い―
ヽ
じ

お
よ
び

「体
系
」
（
デ
田
？
占
８
）
参
照
。
な
お
、

シ
ェ
リ
ン
グ
で
は

「客
観
的
」
―
―

「主
観
的
」
も
ほ
ぼ
同
義
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
二
組
の
用
語
の
区
別
を
簡
潔
に
説
明
す
る

の
は

「自
然
哲
学
の
真
な
る
概
念
に
つ
い
て
」
曾
８
Ｆ

目
・
ざ
い―
ざ
Ｎ
Ｏ
ｏ
８
●
Ｏ
ｑ
ｏ
記
Ｎ
いし

で
あ
る
。

二
、
発
展
の
原
理
と

「質
」
の
概
念

シ
ェ
リ
ン
グ
は
自
然
を

「
産
出
性
と
産
物
の
同

一
性
」
と
捉
え
た
。
こ
の
把
握
の
中
に

「
発
展
」
の
原
理
も
あ
る
。
シ
ェ
リ
ン
グ
に
と

っ
て
発
展
と
は

「経
験
的
無
限
性
」
で
あ
る
。

①

「産
出
性
と
産
物
と
の
同

一
性
」
と
し
て
の
自
然
と
い
う
規
定
は
、

「客
体
と
し
て
の
自
然
」
を

「
主
体
と
し
て
の
自
然
」
と
い
う

見
地
を
媒
介
に
し
て
捉
え
る
際
に
生
じ
る
規
定
で
あ
る
。

「自
然
の
発
展
が
有
限
な
速
さ
で
生
じ
、
し
た
が

っ
て
直
観
の
対
象
と
な
る
こ

と
は
産
出
性
が
根
源
的
に
阻
ま
れ
て
∞
ｏＦ
ｏ日
８
一
い
な
け
れ
ば
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
含
”
Ｎ
鶴
）
。
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、

「客
体
と
し
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て
の
自
然
」
す
な
わ
ち
自
然
が

「
直
観
の
対
象
」
と
し
て
、
産
物
と
し
て
、
現
に
あ
る
こ
と

（
「実
在
的
」
で
あ
る
こ
と
）
を
解
明
す
る

こ
と
を
通
じ
て
自
然
＝

「
産
出
性
と
産
物
の
同

一
性
」
と
い
う
規
定
に
到
達
し
よ
う
と
す
る
。
産
出
性
は

「
絶
対
的
能
動
性
」
で
あ
り
、

観
念
的
に
す
ぎ
な
い
。
産
出
性
は
何
ら

「実
在
的
な
も
の
」
を
直
観
に
対
し
て
生
じ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、

「
直
観
の
対

象
」
と
し
て
自
然
が
現
に
あ
る
こ
と
は
、
ン」
の
産
出
性
が

「
根
源
的
に
阻
ま
れ
て
」
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
も
、
シ」
の
制
限
根
拠

は
自
然
の
内
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「自
然
が
絶
対
的
産
出
性
で
あ
る
と
き
、
こ
の
阻
ま
れ
て
い
る
こ
と
の
根
拠
は
自
然
の
外
部
に
は

あ
り
え
な
い
」
（【

Ｎ
鶴
）。
な
ぜ
な
ら
、
外
部
に
制
限
根
拠
が
あ
る
と
き
、
産
出
性
は
産
出
性
で
は
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が

っ

て
シ
ェ
リ
ン
グ
は
自
然
は

「根
源
的
二
重
性
」
で
あ
る
と
い
う
。

「自
然
に
お
い
て
何
も
の
か
が
区
別
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
自
然
に
お
い

て
は

〔純
粋
〕
同

一
性
は
廃
棄
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
自
然
は
同

一
性
で
は
な
く
二
重
性
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
含
”
譴
０
。
し
か
も
産

物
は
産
出
性
と
制
限
が
均
衡
し
て
い
る
こ
と
、す
な
わ
ち
産
出
性
の
阻
害
点
を
示
す
。
「
産
出
性
と
産
物
の
あ
の
同

一
性
は
…
…
そ
の
全
体

が
原
因
で
あ
る
と
同
時
に
結
果
で
あ
り
、
そ
の

（あ
ら
ゆ
る
現
象
を
貫
い
て
い
る
公
一重
性
に
お
い
て
再
び
同

一
で
あ
る
」

（【

い
”
）。

シ
ェ
リ
ン
グ
の
自
然
概
念
は
フ
ィ
ヒ
テ
の
主
体
概
念
―
―

「
事
行
」
と
し
て
の
自
我
―
―
を
自
然
に
適
用
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
し

か
し
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
自
然
概
念
が
適
用
の
範
囲
を
超
え
て
い
る
の
も
明
ら
か
で
あ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
に
お
い
て
は
根
源
的
自
我
の
事
行
は

「
非
我
」
と
い
う
外
的
制
限
に
よ
っ
て
自
己
還
帰
す
る
。
つ
ま
り
、
こ
の

「
非
我
」
と
い
う
制
限
原
理
は
根
源
的
自
我
の
内
在
的
原
理
で

は
な
く
、
外
的
制
限
の
原
理
で
あ
犯
。
し
か
も
そ
れ
は

「経
験
的
意
識
の
事
実
」
と
い
う
事
実
性
に
基
づ
い
て
承
認
さ
れ
て
い
る
。
し
た

が

っ
て

「
非
我
」
は
自
我
か
ら
演
繹
で
き
ず
、
か
つ
そ
れ
以
上
基
礎
づ
け
ら
れ
ず
、
自
我
が
制
限
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
性
を
意
味
す

る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
シ
ェ
リ
ン
グ
は
自
然
を
把
握
す
る
際
に
こ
の
制
限
原
理
を
自
然
に
内
在
す
る
原
理
と
し
て
い
る
。

「
主

体
と
し
て
の
自
然
」
す
な
わ
ち
絶
対
的
産
出
性
は

「純
粋
同

一
性
」
に
は
か
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
制
限
原
理
を
自
己
内
に
含
む
こ

と
に
よ
っ
て
、
自
然
は

「
純
粋
同

一
性
」
と

「根
源
的
対
立
」
の

「
二
重
性
」
に
お
け
る
同

一
性
で
あ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ



の
把
握
は
、
自
然
の

「
生
成
」
の
論
理
を
明
ら
か
に
し
、

「観
念
的
」
な
も
の
が

「実
在
的
な
も
の
」
に
な
る
論
理
を
示
す

も

の
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
自
然
哲
学
の
課
題

「
無
限
者
が
ど
の
よ
う
に
し
て
経
験
的
に
な
る
の
か
」
を
示
し
て
い
る
。

「根
源
的
二
重
性
」
は
発
展
の
原
理
で
も
あ
る
。
以
下
に
お
い
て
こ
の
点
を
検
討
し
よ
う
。
絶
対
的
産
出
性
は

「根
源
的
対
立
」
に
よ

っ
て
経
験
的
に
現
わ
れ
る
。

「
絶
対
的
能
動
性
は
経
験
的
に
は
そ
の
否
定
の
も
と
で
の
み
現
わ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
」
（ＨＦ
Ｓ
）
。
し
た

が

っ
て

「
根
源
的
対
立
」
は
観
念
―
実
在
的
な
自
然
の
制
約
で
あ
り
、
か
つ
主
体
―
客
体
の
能
動
的
連
関
の
根
拠
で
あ
る
。

「
純
粋
主
体

が
自
己
―
客
体

∽
ｏ
】Ｆ
”―
Ｏ
ｇ
ｏｒ

に
転
換
す
る
こ
と
は
、
自
然
そ
の
も
の
の
内
に
根
源
的
分
裂
が
な
け
れ
ば
考
え

る

こ
と

が

で
き

な

い
」
含
”
譴
０
。

「根
源
的
対
立
」
は
自
然
に
内
在
し
て
い
る
。
シ
ェ
リ
ン
グ
に
と
っ
て
、
こ
の
内
在
性
は
産
出
性
と
異
な
っ
た
原
理
と

し
て

「根
源
的
対
立
」
を
考
え
る
の
で
は
な
く
、
力
の

「
二
重
性
」
す
な
わ
ち

「相
対
立
す
る
諸
傾
向
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て

解
決
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
絶
対
的
能
動
性
に
は

「受
動
性
」
は
な
い
。
制
限
根
拠
は
一
方
の
方
向
に
対
立
す
る
傾
向
が
あ
る

こ
と

で
あ

る
。
し
た
が

っ
て

「産
物
」
と
は
こ
の
相
対
立
す
る
傾
向
が

「
遭
遇
」
す
る
こ
と
で
あ
る
。

「産
物
に
到
達
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
対
立

す
る
傾
向
が
遭
過
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

（口

Ｎ
“
）
。
し
た
が

っ
て
産
物
は
、
力
の
均
衡
点
を
示
し
、
静
止
状
態
を
示
す
の
で
は
な

く
相
対
的
な
安
定
性
を
示
す
。
し
か
も
、
ま
さ
に
こ
の
産
物
の
性
格
が

「
経
験
的
無
限
性
」
と
し
て
の
発
展
を
促
す
。
自
然
が
発
展
す
る

の
は
産
物
に
お
け
る
次
の
よ
う
な
矛
盾
に
よ
っ
て
で
あ
る
。

「
そ
の
傾
向
は
同
等
の
も
の
と
し
て
措
定
さ
れ
る
か
ら
…
…
そ
の
傾
向
は
遭

遇
す
る
と
こ
ろ
で
相
互
に
否
定
し
あ
う
だ
ろ
う
。
し
た
が

っ
て
産
物
は
…
…
ゼ
ロ
に
等
し
く
、
再
び
産
物
に
は
到
達

し
な

い
」

（【

譴
０
。
こ
の
矛
盾
は
、
産
出
性
の
無
限
性
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
。

「
不
断
に
再
産
出
さ
れ
な
け
れ
ば
、
産
物
の
ど
ん
な
存
立
も
考
え
穂

こ
と
が
で
き
な
い
」

（甲

ヽ
お
）
。
す
な
わ
ち
、

「産
物
」
は
根
源
的
に
は
点
で
し
か
な
く

「自
然
は
こ
の
点
と
戦
う
こ
と
に
よ
っ
て
点

は
充
実
し
た
領
域
に
、
い
わ
ば
産
物
に
高
め
ら
れ
る
」

（口

Ｎ
８
）
。
し
か
し
、
留
意
す
べ
き
は
、
産
出
性
の
無
限
性
は
再
び

「根
源
的

対
立
」
を
産
出
し
、

「根
源
的
二
重
性
」
は
廃
棄
さ
れ
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
産
出
性
の
無
限
性

は
、
経

験

的

に
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「
阻
害
点
」

（ＨＦ
Ｓ
じ

＝
産
物
の
系
列
と
し
て
現
象
す
る
。
以
上
の
よ
う
に
産
物
に
お
い
て
、
無
限
性
は
有
限
者
を
介
し
て
現
象
し
、

そ
こ
に
は
発
展
の
無
限
性
が
内
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
産
物
は
有
限
で
あ
る
と
同
時
に
無
限
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
外
見

上
有
限
で
あ
る
が
、
し
か
し
無
限
の
発
展
の
内
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

（口

ヽ
８
）
。

「
発
展
の
ど
の
点
に
お
い
て
も
自
然
は
な
お
無

限
で
あ
り
、
し
た
が

っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
内
に
宇
宙
の
萌
芽
が
あ
る
」

（Ｈ”
８
じ

。

②
と
こ
ろ
で
、
シ
ェ
リ
ン
グ
は

「無
限
者
は
ど
の
よ
う
に
し
て
経
験
的
に
な
る
の
か
」
を
問
題
に
し
た
。
以
上
の
論
述
は
、

「経
験
に

な
る
こ
と
」
の
原
理
的
解
明
す
な
わ
ち

「
原
産
物

（Ｃ
む
８
計
ｒ
）
」
の
次
元
の
問
題
で
あ

っ
た
。

次
に
問
題
に
な
る
の
は
、
ま
さ
に
こ

の
経
験
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち

「外
的
直
観
に
お
い
て
無
制
約
者
の
否
定
的
表
現
が
探
究
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
含
【
ド
）
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。　
経
験
に
お
い
て
も

っ
と
も
根
源
的
な

「無
制
約
者
の
表
現
」
は

「質

（Ю
“
”
】】けμ
じ

」
で
あ
る
。

「根
源
的
諸
質
は
…
…
自
然

に
お
け
る
無
制
約
者
の
も

っ
と
も
根
源
的
に
否
定
的
な
表
現
で
あ
る
」

（ＨＦ
館
）
。

シ
ェ
リ
ン
グ
は
、

「質
」
を
二
つ
の
側
面
か
ら
分
析
す
る
。

「
無
限
者
の
否
定
的
表
現
で
あ
る
」
と
い
う
側
面

か
ら
、
お

よ
び

「
発

展
」
の
経
験
的
階
層
順
序
の
起
点
と
し
て
の
側
面
か
ら
で
あ
る
。
根
源
的
質
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
質
か
ら
は
区
別
さ
れ
る
。
根
源
的
質
が
示

す
の
は
、
絶
対
的
能
動
性
、
産
出
性
が
阻
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
経
験
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
空
間
の
内
に
あ

る
こ
と
を
意
味
す
る
。
空
間
に
あ
る
も
の
は
、
空
間
充
足
す
な
わ
ち
物
質
で
あ
る
。
根
源
的
質
は
こ
の
物
質
と
は
区
別
さ
れ
、
む
し
ろ
こ

の
物
質
、
空
間
充
足
の
根
拠
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
根
源
的
質
は
、

「原
産
物
」
と
物
質
と
を
媒
介
す
る
も
の
で
あ
り
、
前

述
の

「
根
源
的
二
重
性
」
と
し
て
の
自
然
の
あ
り
方
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
の
か
ぎ
り
で
、
根
源
的
質
は

「
無
制
約
者
の
否
定

的

表

現
」
に
は
か
な
ら
な
い
。

さ
て
、
し
か
し
、
こ
の
点
を
肯
定
的
に
捉
え
る
と
き
、
根
源
的
質
は

「
は
た
ら
き

（＞
庁
ま
し

」

「純
粋

な
内
実

性

Ｆ
一８
浄
ヽ
Ｌ

で
あ
る
。
絶
対
的
能
動
性
、
産
出
性
が
阻
ま
れ
て
い
る
と
き
、
そ
の

「
阻
害
点
」
に
は
た
ら
く
産
出
性
、
す
な
わ
ち
産
物
に
お
い
て
純
粋



に
産
出
的
な
も
の
が
質
で
あ
る
。
「産
物
で
は
な
く
、
ひ
た
す
ら
産
出
的
で
あ
る
こ
と
が
ま
さ
に
質
の
究
極
根
拠
で
あ
る
」
（Ｈ甲
８
０

。

絶
対
的
能
動
性
、
産
出
性
は
根
源
的
に
無
規
定
的
で
あ
る
。
質
は

「規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
」
を
示
す
。
だ
か
ら
質
は
、
経
験
的
領
域
に

お
い
て
産
物
が
制
限
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
も

っ
と
も
根
源
的
あ
り
方
を
意
味
し
て
お
り
、
自
然
の
以
後
の
発
展
の
制
約
で
あ
る
。

「
諸
質

に
お
い
て
産
出
性
は
、
す
で
に
阻
ま
れ
た
も
の
と
し
て
現
わ
れ
、
産
出
性
が
質

一
般
に
お
い
て
も

っ
と
も
根
源
的
に
現
わ
れ
る
の
で
、
産

出
性
は
質
に
お
い
て
も

っ
と
も
阻
ま
れ
て
現
わ
れ
る
」

（甲

Ｎ
Ｓ
）
。

「質
と
し
て
の
そ
れ
ぞ
れ
の
根
源
的
質
が
…
…
純
粋
な
内
実
性
、

純
粋
な
は
た
ら
き
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
き
、
諸
質
は
一
般
に
我
々
の
自
然
認
識
の
絶
対
的
に
経
験
的
な
も
の
で
あ
る
。
質
に
つ

い
て
は
、
ど
ん
な
構
成
も
可
能
で
は
な
く
、
そ
の
自
然
認
識
か
ら
み
れ
ば
、
自
然
哲
学
に
は
質
が
自
然
認
識
の
構
成
の
絶
対
的
限
界
で
あ

る
と
い
う
証
明
だ
け
が
残

っ
て
い
る
」

（ＨＦ
Ｓ
じ

。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
質
は
空
間
に
あ
る
も
の
、す
な
わ
ち
物
質
の
根
拠
で
あ

っ
た
。
シ
ェ
リ
ン
グ
に
と
っ
て
物
質
は
、発
展
の
第

一
段
階
を

な
す
と
と
も
に
、

「
原
子
論
」
の
ご
と
く
究
極
の
基
体
で
は
な
く
、
ま
さ
に
質
、
す
な
わ
ち

「
は
た
ら
き
」
か
ら
構
成
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。
し
か
も
物
質
の

「経
験
的
構
成
」
（ＨＦ
ヽ
）
こ
そ
が
問
題
と
な
る
。
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
「物
質
」
の
構
成
を
、
ま
ず
質
の

「無
制
約
者

の
否
定
的
表
現
」
と
い
う
性
格
か
ら
導
き
出
す
。
空
間
に
あ
る
も
の
は
分
割
可
能
で
あ
る
。
こ
の
分
割
可
能
性
は
機
械
論
的
に
も
化
学
的

に
も
分
割
可
能
で
あ
る
。
こ
の
分
割
可
能
性
は

「
同
質
性

口
ｏ日
配
８
】”０
こ

に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
て
い
る
。
「
同
質
性
」
は
質
の

「
無
制

約
者
の
否
定
的
表
現
」
に
よ
っ
て
導
出
さ
れ
る
。す
な
わ
ち
産
物
＝
有
限
者
に
お
け
る
無
制
約
者
の
表
現
は
普
遍
性
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

次
い
で
物
質
の
多
様
性
を

「
は
た
ら
き
」
か
ら
構
成
す
る
。
質
は

「
は
た
ら
き
」
の
合

一
点
で
あ
る
。

「
は
た
ら
き
」
は
絶
対
的
能
動
性

の
経
験
的
表
現
で
あ
る
か
ら
無
限
に
多
様
で
あ
る
。
こ
の
無
限
に
多
様
な
は
た
ら
き
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
物
質
の
多
様
性
が
生
じ
る
。

「
基
本
的
な
は
た
ら
き
の
組
み
合
わ
せ
へ
の
普
遍
的
な
強
制
が
自
然
に
お
い
て
支
配
的
な
の
で
ど
ん
な
は
た
ら
き
も
そ
れ
だ
け
で
は
形
式

な
い
し
は
形
態
を
産
み
出
す
こ
と
が
で
き
ず
、
各
々
の
物
質
は
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
生
じ
た
の
で
あ
る
」
（
デ

ω
じ

。
こ
の
よ
う
に
個

114
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々
の
物
質
の
質
は
根
源
的
質
か
ら
生
じ
る
が
、
は
た
ら
き
の
組
み
合
わ
せ
、
す
な
わ
ち
そ
の

「
量
的
差
異
」
に
よ

っ
て
生
じ
る
の
で
あ
る
。

「
自
然
産
物
の
す
べ
て
の
差
異
性
は
、
た
だ
諸
々
の
は
た
ら
き
の
様
々
な
配
分
に
よ
っ
て
の
み
生
じ
る
こ
と
が
で
き
る
」

（ＨＦ

鍵
）
。

以
上
の
よ
う
に
、
質
―
物
質
に
お
い
て
、
シ
ェ
リ
ン
グ
は
自
然
の

「
経
験
的
構
成
」
の
起
点

（物
質
は
第

一
段
階
の
基
体
）
を
捉
え
た

の
で
あ
る
。
発
展
概
念
は
ま
さ
に
こ
の

「
経
験
的
構
成
」
に
お
い
て
本
来
問
題
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
本
節
で
検
討
し
た
の
は
、
こ
の

「
経
験
的
構
成
」
の
原
理
的
考
察
、
す
な
わ
ち
シ
ェ
リ
ン
グ
の
自
然
の
把
握
で
あ

っ
た
。
次
節
に
お
い
て
は
こ
の

「
経
験
的
構
成
」
を
問

題
に
し
よ
う
。

（
１
）
　
『
】ｏｒ
”ｏ∽
メく
ｏ」庁
ρ
す
「∽∞
・
く
ｏ
●
】・国
・”
ｏ̈〓
絆ｐ
ゴ
”ヽ
〓
ｏ」
Ｏ
ｏ
Ｏ
”口
ゝ
石
゛
　
ＨｏＮｐ
　
ｏ
いヽ

（
２
）
　
『
”０，
一ｏ∽　
ｇ
、０【庁
ｏ）
【σ
Ｏ
こ　
く
ｍ
〓
　
”
・Ｕ
●
ヽ
ｏお
　
∪
】ｏ
マ
【ｏ〓
『』
ｏ●
〓
”
″
ｏ〓
Ｏ
ｏ
『
０
『ｏ
】
Ｏ
Ｈ〓
口
０
∽餌”Ｎｏ

●̈
「
一Ｏｒ
”ｏ∽
　
＾^
Ｏ
【●
●
０
い，ｍ
０
０
ｏ
『

”
０
８

日

日

け

●

ゴ
綱
Ｏ

ｏ
口
Ｒ

Ｆ
Ｒ

”
∽
】ｏ

，
お

こ

く
ｏ
●

い
Ｎ
ｏ
卜
ヽ
Φ
９

〓

¨
日
ヽ
ヽ
Ｒ

ヽ

ミ
ヽ
い

、
ミ

ロ
ヽヽ

ヽ
ヽ
ミ

ヽ
ミ

、

き

ミ

ざ
お

ヽ
い
ヽ

ゃ
ｏ
日

日

”
ロ
ロ
〓
０
一Ｎ
げ
ｏ
ｏ
”

Ｈ
Ｏ
Ｎ
Ｏ
　̈
∽

・
Ｈ
Ｈ
ｌ
ｌ
一
Ｎ

（
３
）

″
口
８
〓
日
”
●
Ｐ
　
■
・ω
ｏ
３
”８
ｏ
●
　
は

「発
展
」
の
原
理
を

「再
生
産
作
用
」
と
し
て
い
る
。
筆
者
が

「根
源
的
二
重
性
」
を

「発

展
」
の
原
理
と
理
解
す
る
こ
と
と
の
相
違
は
次
の
こ
と

で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、

「再
生
産
作
用
」
と
い
う
表
現
は

「絶
対
的
産
出
性
」
が

「根
源
的
対
立
」
を
介
し
て
成
立
す
る

「無
差
別
」
を
強
調
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
「発
展
」
、
「運
動
」
が
自
己
矛
盾
を
動
因
と
す
る

こ
と
を
強
調
す
る
の
が

「根
源
的
二
重
性
」
で
あ
る
。
く
咀
こ

”
・
口
８
庁
日
”
●
Ｐ

ぃ０
０
こ

∽
』
８
い

■
・ｕ
ｏ
●
●一ｏ
Ｒ
Ｐ

∽
３
・ｏ】〓【口
場

●
●
０

】熙
ｏ
〔祭
』
∽
一口
く
ｏ
一●
”】ｏ
●
０一け
ｏ
ｏ
【いｏ・　
”●
　̈
ワ
Ｆ
●
・∽

（
４
）

シ
ェ
リ
ン
グ
が

「物
質
」
で
は
な
く

「力
」
を
基
本
と
し
た
把
握
を
行
な
う
の
は

「
理
念
」
論
文
以
来

一
貫
し
て
い
る
。

三
、
自
然

の
階
層
順
序
―
―
発
展
図
式

本
節
で
は
自
然
の

「経
験
的
構
成
」
の
問
題
点
を
検
討
す
る
こ
と
を
通
じ
て
シ
ェ
リ
ン
グ

「
発
展
」
概
念
の
性
格
を
解
明
す
る
。
本
節



で
と
り
あ
げ
る
問
題
点
は
、
①
階
層
順
序
と

「勢
位

（”
ｏ
”８
０

」
に
つ
い
て
、
②

「
絶
対
的
同

一
性
」
と

「
無
差
別
」
の
区
別
に
つ
い

て
、
③

「
三
重
性

（
三
肢
構
造
↓
【【ｏ
ご
】”鮮
じ

と

「根
源
的
二
重
性
」
―
―
自
然
概
念
の
関
係
に
つ
い
て
、
で
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　

．

０
　
階
層
順
序
と

「勢
位
」
論

シ
ェ
リ
ン
グ
が
描
く
階
層
順
序
は
次
の
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
非
有
機
的
自
然

（物
質
）
―
―
有
機
的
自
然

（生
命
）
―
―
主
体
と

し
て
の
自
然

（精
神
）
と
い
う
三
つ
の

「勢
位
」
が
自
然
の
全
体
を
構
成
す
る
。
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
ま
ず

「勢
位
」
の
概
念
で
あ

り
、
次
に
第
二
の

「勢
位
」
で
あ
る
。

ま
ず

「勢
位
」
の
概
念
に
つ
い
て
。

「勢
位
」
の
概
念
は

「
第

一
草
案
」

「草
案
序
論
」
に
お
い
て
生
じ
、　
ヨ

般
演
繹
」
に
お
い
て

は
ほ
ぼ
完
成
し
た
形
態
を
と
り
、

「
叙
述
」
に
お
い
て

「絶
対
的
同

一
性
」
の
存
在
形
態
と
し
て
中
心
的
意
義
を
占
め
る
。

「勢
位
」
は

も
と
も
と
数
学
用
語

（
べ
き

。
累
乗
）
で
あ
り
、
シ
ェ
リ
ン
グ
は
そ
れ
を
、
ブ
ラ
ウ
ン
の
興
奮
説
あ
る
い
は
エ
ッ
シ
ェ
ン
マ
イ
ヤ
ー
か
ら

継
承
し
て
形
成
し
た
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
概
念
で
あ
紛
¨

「
勢
位
」
が
意
味
す
る
の
は
、
絶
対
的
能
動
性
、
産
出
性
が
固
定
さ
れ
た
点
す

な
わ
ち
産
物
に
お
い
て
経
験
的
に
表
現
さ
れ
、
し
か
も

「根
源
的
対
立
」
は
廃
棄
で
き
な
い
の
で
、
無
限
な
発
展
の
系
列
に
お
い
て
示
さ

れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
各

「
勢
位
」
は
、
前
段
階
の
成
果
で
あ
る

「
無
差
別
」
を
単
純
な
統

一
と
し
て
、
同

一
性
―
差
別
―
同

一
性

（無
差
別
）
と
い
う

「
三
重
性

（
三
肢
構
造
）
」
を
な
す
。
各

「勢
位
」
に
お
い
て
は
、
そ
の

「勢
位
」
の
基
体

（物
質

・
生
命

・
精
神
）

―
―
前
段
階
の
成
果
で
あ
る
無
差
別
―
―
に
含
ま
れ
た
産
出
作
用
が
無
限
に
自
分

（基
体
の
多
様
性
）
を
再
産
出
す
る
（
再
産
出
作
用
）。

こ
の
よ
う
な
シ
ェ
リ
ン
グ
の

「勢
位
」
論
に
特
徴
的
な
の
は
繰
り
返
し
で
あ
る
。
各
段
階
は
同
じ
構
造
を
も
ち
、
各
段
階
で
根
源
的
活
動

が
繰
り
返
さ
れ
る
。
「
自
然
の
産
出
が
根
源
的
に
貫
通
す
る
同
じ
階
層
を
有
機
的
産
物
の
産
出
も
通
過
す
る
」
含
”
鱈
じ
。
具
体
的
に
は
、

非
有
機
的
自
然
の
構
成
要
素
は

「
磁
気

（〓
”∞
●
ｏ静
Ｂ
５
と

―
―

「
電
気
性

（口
帰
ュ

”゙一餌
↓

」
―
―

「
化
学
的
過
程

（ｏす
ｏ３
】∽多
８
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”
■ｏ
Ｎｔ
）
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
有
機
的
自
然
に
お
い
て
は

「感
受
性

（ｏ
８
∽”げ
”Ｆ一”鮮
↓

」
―
―

「
興
奮
性

（Ｈ【【】””げ
”【”［ヽ
０

」
―
―

「
形

成
衝
動

（”
【鮎
・
・
甥
巳
卜
）
」
の
三
契
機
に
お
い
て
繰
り
返
さ
れ
る
。
両
者
の

「勢
位
」
の
関
係
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。

「
非
有

機
的
自
然

一
般
は
以
前
か
ら
あ

っ
た
も
の
と
し
て
現
わ
れ
、
有
機
的
自
然
は
生
じ
た
も
の
と
し
て
現
わ
れ
る
だ
ろ
う
」

（Ｈデ
路
Ｓ

。
非

有
機
的
自
然
は
、
有
機
的
自
然
の
前
提
で
あ
り
、
か
つ
前
者
の
本
質
は
後
者
の
段
階
で
構
成
さ
れ
、
明
る
み
に
出
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

後
者
は
前
者
か
ら

「
総
合
」
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の

「勢
位
」
が
示
す
同

一
の
構
造
性
、
繰
り
返
し
と
い
う
形
式
性
は
、

「
絶
対
的
同

一
性
」
の
存
在
形
態
と
い
う
側
面
が

強
く
な
る
と
き

（例
え
ば

「
叙
述
」
）
、
こ
の

「
勢
位
」
論
は

「
発
生
論
的
」
で
あ
る
よ
り
む
し
ろ

「流
出
論
的
」
構
成
に
な
る
。

次
に
、
第
三
の
勢
位
に
つ
い
て
で
あ
る
。
第
二
の
勢
位
は
第

一
と
第
二
の
勢
位
の
統

一
と
し
て
現
わ
れ
る
。
こ
の
点
で
二
つ
の
側
面
が

指
摘
で
き
る
。　
一
方
で
、
そ
れ
は
自
然
の

「最
高
の
ポ
テ
ン
ツ
」
す
な
わ
ち
自
覚
に
到
達
し
た
人
間
、

「自
己
意
識
」
の
領
域
で
あ
る
。

こ
の
限
り
、

「
自
己
意
識
の
歴
史
」
の
枠
組
で
、

「体
系
」
で
展
開
さ
れ
た
こ
と
は
既
に
指
摘
し
た

（本
稿

一
）
。
こ
の
と
き
、
自
然
過

程
は
、
自
覚
に
到
達
す
る
フ
ィ
ヒ
テ
的
先
験
主
体
の
発
生
論
的
基
礎
づ
け
と
い
う
枠
組
で
理
解
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
他
面
で
シ
ェ
リ
ン

グ
が

「有
機
的
自
然
と
無
機
的
自
然
の
構
成
を
共
通
の
表
現
に
も
た
ら
す
と
い
う
課
題
の
解
決
」

（Ｆ

ω館
）
を
問
題
に
し
、
そ
れ
に
対

し
て

「
不
可
能
」
だ
、
と
自
答
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

「
課
題
は
正
し
く
な
く
、
解
決
は
不
可
能
で
あ
る
」

（Ｆ

ω８
）
。
こ
の
理
由

は
、

「
根
源
的
二
重
性
」
が
廃
棄
し
え
ぬ
根
本
制
約
で
あ
る
こ
と
に
求
め
ら
れ
、
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
ら
れ
る
。

「有
機
的
自
然
と
無

機
的
自
然
の
間
の
区
別
は
ま
さ
し
く
客
体
と
し
て
の
自
然
の
内
に
あ
り
、
自
然

〔主
体
と
し
て
の
自
然
〕
が
根
源
的
―
産
出
的
な
も
の
と

し
て
両
者
の
上
を
浮
遊
す
る

（∽，
１
舒
８
）
」

（Ｆ

∞Ｓ
）
。
こ
れ
は
経
験
―
理
論
切
断
テ
ー
ゼ
、
す
な
わ
ち

「概
観
」
以
来
の
歴
史

と
体
系
性
の
問
題
性
を
前
提
し
て
理
解
さ
れ
う
る
文
言
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
第
二
の
勢
位
す
な
わ
ち

「
主
体
と
し
て
の
自
然
」
は
経
験

的
自
然
研
究
の
正
当
化
の
根
拠
で
あ
り
、
経
験
的
自
然
研
究
の
充
実
に
基
づ
い
て
不
断
に
実
り
豊
か
に
さ
れ
る
体
系
性
で
あ
る
。
そ
れ
は



経
験
的
自
然
研
究
の
制
約
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
カ
ン
ト
的

「
理
念
」
で
あ
ろ
う
。
本
稿

一
の
解
釈
の
根
拠
は
、
シ
ェ
リ
ン
　
８

グ
の
こ
の
よ
う
な
文
言
に
基
づ
く
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１

②
　
絶
対
的
同

一
性
と
無
差
別

「
差
別
か
ら
同

一
性
が
生
じ
れ
ば
、
そ
れ
は
無
差
別
で
あ
り
、
し
た
が

っ
て
あ
の
第
三
者

『
８
８

∪
【〓
ｏ

は
無
差
別
に
向
か
う
努
力

で
あ
り
、
し
た
が

っ
て
そ
の
努
力
は
差
別
そ
の
も
の
に
よ

っ
て
制
約
さ
れ
、
か
つ
そ
の
努
力
に
よ

っ
て
再
び
こ
の
差
別
が
制
約
さ
れ
て
い

る
」

（【

∞
８
）
。

「
自
然
の
純
粋
同

一
性
は
絶
対
的
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
無
差
別
で
あ
る
」

（【

ω
８
）
。

「
無
差
別
」
は

「
絶
対
的
同

一
性
」
か
ら
区
別
さ
れ
、
か
つ

「
差
別
」
を
前
提
と
し
、
そ
れ
か
ら
生
じ
る
同

一
性
で
あ
る
か
ら
、
い
わ
ば

「
相
対
的
同

一

性
」
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て

「
無
差
別
」
は

「
絶
対
的
同

一
性
」

へ
の
単
な
る
復
帰
で
は
な
く
、

「
総
合
」
、
弁
証
法
的

「
第
三
者
」
で

あ
る
。
こ
の

「
無
差
別
」
の
性
格
に
つ
い
て
留
意
す
べ
き
は
、

「
差
別
」
と
の
関
連
で
あ
る
。
こ
の

「
差
別
」
は
、
自
然
の
規
定
＝

「
根

源
的
二
重
性
」
に
由
来
し
、
各

「勢
位
」
に
お
い
て
、
活
動
を
産
み
出
し
、

「
無
差
別
」
を
力
動
的
な
も
の
に
す
る
。

「
根

源

的

二
重

性
」
は

「
無
差
別
」
を
産
み
出
す

「
努
力
」
の
根
本
制
約
で
あ
る
。
し
か
も

「
対
立
そ
の
も
の
は
絶
対
に
廃
棄
で
き
な
い
」

（口

ω
８
）

か
ら

「
無
差
別
」
は

「
ど
の
瞬
間
に
も
廃
棄
さ
れ
、
ど
の
瞬
間
に
も
再
建
さ
れ
る
」

（Ｆ

∞
あ
）
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ

っ
て

「
無

差
別
」
は
各

「
勢
位
」
と
い
う
形
式
で
無
限
の
発
展
を
形
づ
く
る
。

こ
の

「
無
差
別
」
が

「
絶
対
的
同

一
性
」
と
区
別
さ
れ
る
こ
と
が
無
限
な
発
展
を
保
証
し
、
か
つ

「
絶
対
的
同

一
性
」
は
自
然
に
お
い

て

「
無
差
別
」
と
い
う
否
定
的
な
形
態
で
し
か
存
在
し
え
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
自
然
に
お
い
て
存
在
す

る

の

は

「
無

差

別
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
ま
た

「
絶
対
的
同

一
性
」
は
無
規
定
的
な
統

一
で
あ
り
、
絶
対
的
始
源
を
な
す
も
の

で

あ

る
。
か

つ
、

「
発

展
」
の
規
範
的
枠
組
を
形
成
す
る
。
自
然
の
概
念
に
お
い
て
こ
の

「
絶
対
的
同

一
性
」
に
対
応
す
る
の
は
起
点
と
し
て
の

「
主
体
と
し
て
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の
自
然
」
で
あ
る
。
し
か
も

「絶
対
的
同

一
性
」
は

「無
差
別
」
の
原
構
造
を
な
し
て
い
る
。
し
た
が

っ
て

「無
差
別
」
自
身
が

「
根
源

的
二
重
性
」
か
ら
不
断
に
形
成
さ
れ
る
と
と
も
に
、

「
無
差
別
」
の
階
層
順
序
の
全
体
が

「
絶
対
的
同

一
性
」
の
構
造
を
明
る
み
に
出
す

の
で
あ
る
。
そ
こ
に
再
び
シ
ェ
リ
ン
グ
の
歴
史
と
体
系
性
の
問
題
が
生
じ
る
。

「
そ
れ

〔様
々
な
有
機
的
諸
機
能
と
様
々
な
可
能
的
配
合

が
ア
・プ
リ
オ
リ
に
規
定
さ
れ
る
こ
と
〕
に
よ
っ
て
…
…
自
然
そ
の
も
の
に
お
け
る
階
層
順
序
も
ア
・プ
リ
オ
リ
に
導
出
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

そ
し
て
こ
れ
ま
で
の
自
然
史
は
自
然
体
系
に
高
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
」
含
Ｆ
８
）
。
こ
の
引
用
文
は
、
次
の
二
つ
の
点
を
考
慮
し
て
理
解
さ

れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
第

一
に

「自
然
史

（Ｚ
”一日
鴇
∽卜
いｏｒ
一３
」
が
カ
ン
ト
に
至
る
ま
で
は
、
「博
物
史
」
「自
然
叙
述
」
を
意
味
し
て
い

た
の
に
対
し
、
シ
ェ
リ
ン
グ
は

「
主
体
と
し
て
の
自
然
」
と
い
う
理
念
を
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を

「
自
然
そ
の
も
の
の
歴
史
」

と
理
解
す
る
こ
と
。
第
二
に

「
ア
・
プ
リ
オ
リ
」
―

「
ア

。
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
」
が
必
然
性
―
偶
然
性
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
っ
て
分
析
さ
れ
る

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
み
る
と
き
、

「自
然
体
系
」
＝

「
主
体
と
し
て
の
自
然
」

（
＝

「総
合
と
し
て
の
自
然
」
）
は

「
自
然
史
」

の
総
体
か
ら
形
成
さ
れ
る
必
然
的
体
系
連
関
を
意
味
し
、
か
つ

「自
然
史
」
の
制
約
と
な
る
。
両
者
の
関
係
に
は

「
絶
対
的
同

一
性
」
と

「
無
差
別
」
の
関
係
が
対
応
し
て
い
る
。
そ
の
限
り
、

「
絶
対
的
同

一
性
」
は

「無
差
別
」
の
原
構
造
で
あ
る
と
同
時
に
、

「無
差
別
」

か
ら
構
成
さ
れ
る
。

（
６
）

と
こ
ろ
で
、

「
絶
対
的
同

一
性
」
と

「
無
差
別
」
と
は
同

一
哲
学
の
時
期
に

「叙
述
」
に
お
い
て
は
同

一
視
さ
れ
る
傾
向

を
も

つ
。

「存
在
す
る
も
の
は
す
べ
て
絶
対
的
同

一
性
そ
の
も
の
で
あ
る
」
（ＨＦ

Ｈ３
。

「
か
の
絶
対
的
同

一
性
は
主
観
的
な
も
の
と
客
観
的
な
も

の
と
の
絶
対
的
無
差
別
で
あ
る
」
（ＨＨＦ
ド
）。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
絶
対
的
同

一
性
」
と

「無
差
別
」
の
区
別
が
自
然
哲
学
の
時
期

に
有
し
て
い
た

「自
然
史
」
と

「自
然
体
系
」
の
連
関
、
発
展
の
歴
史
性
と
い
う
性
格
は
う
す
れ
る
。
し
か
も
自
然
哲
学
の
時
期
に
す
で

に

「
量
的
差
別
」
に
よ
っ
て
発
展
を
説
明
し
て
い
た
と
は
い
え
、
発
展
の
根
拠
と
し
て
の

「
根
源
的
二
重
性
」
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、

「
矛
盾
論
的
―
発
生
論
的
」
性
格
を
有
し
た
発
展
概
念
は
、

「流
出
」
論
的
性
格
を
有
す
る
も
の
に
な
る
と
い
え
よ
う
。

「自
然
哲

119



期
に
は

「
根
源
的
二
重
性
」
―

「根
源
的
対
立
」
が
廃
棄
さ
れ
え
ぬ
こ
と
を
強
調
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、

「
叙

述
」
に
お

「
絶
対
的
同

一
性
」
が
廃
棄
さ
れ
え
ぬ
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
も
、
そ
の
こ
と
を
示
す
だ
ろ
う

（く
∞
ｒ
ＨＦ

Ｎ
ｅ
。

０
　
「
二
重
性

（三
肢
構
造
と

と

「根
源
的
二
重
性
」

「
無
差
別
」
は
弁
証
法
的
第
三
者
で
あ
る
。
単
純
な
統

一
―
―
差
別
―
―
無
差
別
と
い
う

「
二
重
性
」
が
各

「勢
位
」
の
運
動
を
説
明

す
る
。
前
段
階
の

「
無
差
別
」
は
次
段
階
の
出
発
点
と
し
て
の
単
純
な
統

一
と
な
る
。
シ
ェ
リ
ン
グ
の
発
展
図
式
に
お

い
て

は
各

「勢

位
」
が
こ
の

「
三
重
性
」
に
お
い
て
構
成
さ
れ
る
と
と
も
に
全
体
が
ま
た
こ
の

「
三
重
性
」
の
構
造
を
持
つ
と
さ
れ
て
い
る
。
Ｐ

・
コ
ン

デ
ィ
リ
ス
は
こ
の
よ
う
な
シ
ェ
リ
ン
グ
の
構
想
に
弁
証
法
の
ト
リ
ア
ー
デ
の
確
立
を
見
る
。
Ｐ

・
コ
ン
デ
ィ
リ
ス
は
、　
ヘ
ー
ゲ
ル
の
構
想

以
前
に
先
取
り
的
に
シ
ェ
リ
ン
グ
に
よ
っ
て
弁
証
法
の
核
心
が
形
成
さ
れ
、
し
か
も
従
来
の
フ
ィ
ヒ
テ
ー
シ
ェ
リ
ン
グ
ー

ヘ
ー
グ
ル
と
い

う
ド
イ
ツ
観
念
論
の
発
展
図
式
と
は
こ
と
な
り
、
弁
証
法
の
ト
リ
ア
ー
デ
が
フ
ィ
ヒ
テ
の

「
正
」
―

「
反
」
―

「合
」
図
式
の
影
響
か
ら

独
立
に
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
自
然
哲
学
に
お
い
て
形
成
さ
れ
た
と
す
る
。
し
か
し
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
自
然
哲
学
を
考
察
す
る
際
に
は
、
や
は

り
自
然
規
定
＝
「根
源
的
二
重
性
」
と

「
二
重
性
」
と
の
関
係
が
再
び
問
題
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
「根
源
的

二
重
性
」
と
い
う
概
念
は
、

「
理
念
」
。
「
世
界
霊
」
の

「分
極
性

（”
ｏ
】”
諄
無
一ビ

を
継
承
す
る
概
念
で
あ
り
、
「分
極
性
」
の
段
階
で
は

そ
の
統

一
は
対
立
の
外
的
統

一
を
示
す
機
械
論
的
な
第
三
者
を
意
味
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
第
三
者
の
場
合
に
は
構
成
要
素
に
分

解
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
同

一
と
対
立
の
同

一
を
意
味
す
る
弁
証
法
的
第
三
者
、

「
無
差
別
」
に
も
ど

っ
て
い
く

「
二
重

性
」
の
構
造
を
持
つ
よ
う
に
な
る
の
は

「草
案
序
論
」
に
お
い
て
で
あ
る
。

「根
源
的
二
重
性
」
の
概
念
は
、
不
断
の
発
展
の
根
拠
で
あ

り
、　
ヨ
一重
性
」
の
構
造
が
示
す
の
は
ま
さ
に
運
動
、
発
展
を
内
に
含
ん
だ
存
在
構
造
で
あ
り
、
そ
れ
は
不
断
に

「
形
成
さ
れ
ね
ば
な
ら

は 学

い

て
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ず
、
存
在
〔
静
止
〕
し
て
は
な
ら
な
い
」

（ＨＦ
８
０

運
動
構
造
で
あ
る
。
し
か
も
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
コ
一重
性
」
の
構
造
図
式
に
お
い
て
は

最
後
の
段
階
の
「無
差
別
」
は
前
述
の
第
二
段
階

「
主
体
と
し
て
の
自
然
」
が
示
す
よ
う
に
閉
じ
て
は
い
な
い
。
し
た
が

っ
て

「
各
勢
位
」

が
単
純
な
統

一
―
差
別
―
無
差
別
の

「
三
重
性
図
式
で
円
還
構
造
を
形
成
す
る
と
と
も
に
、
全
体
の
構
造
が
不
断
に
発
展
の
内
に
あ
る
の

で
あ
る
。
「
絶
対
的
無
差
別
点
は
ど
こ
に
も
存
在
し
な
い
。そ
れ
は
多
く
の
個
々
の
点
に
分
か
た
れ
る
。
―
―
範
囲
に
対
し
て
中
心
か
ら
形

成
さ
れ
る
宇
宙
は
自
然
の
究
極
的
対
立
の
廃
棄
さ
れ
る
点
を
探
究
す
る
。
こ
の
廃
棄
の
不
可
能
性
が
宇
宙
の
無
限
性
を
保
証
す
る
」
含
Ｆ

”
じ

。
こ
の
宇
宙
の
無
限
性

・
発
展
の
無
限
性
を
支
え
、
「無
差
別
」
を
活
性
化
さ
せ
る
の
が

「
根
源
的
二
重
性
」
で
あ
る
。
し
た
が

っ

て
、

「根
源
的
二
重
性
」
と
い
う
自
然
把
握
こ
そ
が
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
自
然
弁
証
法
の
矛
盾
論
的
構
造
を
保
証
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

（
１
）

■́
・口
”諄
″
ｏも
い
０
や
』Ｖ
ミ
ミヽ
濠

ヽヽ

∽
゛ヽ

きヽ
”
●　
いや
ヽヽ
Ｒ
ヽヽ
ヽ
ヽヽ
村
や
ミ
ヽ
ヽ

』ヽ
ヽヽ
」ヽヽ
お
ミヽ
ざ
も
ヽ
ぉ
ゃ
）
く
ｏ【Ｆ
”
＞
口
いｏ●
国
営
Ｐ

ＨＯ
い゙
・　
∽
・い
いい

（
２
）

く
咀
・
”
。
バ
『ｏ
●
ｏ
●
　
で
ご
ヽ
「
【ミ
ミ
゛
ン
』当
ミ
ヽ
一
『
・０
・”
Ｌ
≦
ｏ
〓
ｒ

ω
Ｏ

自
・
∽
・目
・パ
『〓
”
ｙ
ｏげ
ｏ
日

，

∽
・
【一
９

（
３
）

シ
ェ
リ
ン
グ
が
同

一
哲
学
期
後
半
か
ら
、
後
期
に
か
け
て
、
プ

ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
影
響
が
強
く
な
り
、
エ
ッ
シ
ェ
ン
マ
イ
ャ
ー
と
の
間
に

「流
出
論
」
を
め
ぐ
る
論
争
が
か
わ
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
に
留
意
さ
れ
た
い
。
河
野
真

『
シ
ェ
リ
ン
グ
の
実
践
哲
学
研
究
』
以
文
社
、

一
九
七
三
年

一
四

一
頁
以
後
。
ま
も
、
ロ

ロ
ｏ
ド

じ
や

卜
”Ｓ

、
ミ

県ド
ヽヽ
ｏもＳ
ヽ
や
ざ
、
枠
ゃ
ミ
ヽ
い

＞
【Ｏ
Ｑ
・
８
Ｎ
〕
９

８
１
３

●
・
ミ
い

も
参
照
。

（
４
）

第
二
の
勢
位

「主
体
と
し
て
の
自
然
」
に
は
、　
霊
日遍
的
有
機
体
」
、
「全
体
と
し
て
の
有
機
体
」
が
対
応
さ
せ
ら
れ
て
も
い
る
。

「世

界
霊
」
の
構
想
が
そ
う
で
あ
り
、

「草
案
」
で
も
そ
の
よ
う
に
見
え
る
（
冒

ヽ
∞
ぃし
。
し
か
し
こ
の
場
合
に
も
、　
配
日遍
的
有
機
体
」
は
本

文
の
よ
う
に
捉
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

（
５
）
　

「自
然
史
」
の
こ
の
よ
う
な
理
解
に
つ
い
て
は
、
「概
観
」
（
Ｆ
ふ
０
じ
、
「草
案
」
（
デ
ロ
０
、
「体
系
」
（
デ
錮
『
じ

を
参
照
。

（
６
）

シ
ェ
リ
ン
グ
の
用
語
法
に
お
い
て
基
本
的
に
こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
区
別
を
同

一
哲
学
の
時
期
に
お
い
て
も
も
っ
て
い
る
。

「叙
述
」

だ
け
が
は
ず
れ
て
い
る
こ
と
を

”
・
口
８
Ｆ
日
”
●
●
が
指
摘
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
本
文
で
指
摘
し
た
よ
う
に
自
然
哲
学
か
ら
同

一
哲



学
に
移
行
す
る
に
つ
れ
て
、
歴
史
と
体
系
の
文
脈
で
い
え
ば
、
体
系
性
に
重
点
を
お
か
れ
る
よ
う
に
な
る
。
く
∞
〓
″

口
８
Ｆ
日
”
●
●

（
７
）

「
・
因
０
●
ら
ヽ
お
）
』
ヽ
お
お
゛
ミ
ヽ
い
ヽ
ミ

Ｕ
ミヽ

おヽ
ヽヽ
卜

【
お
諄

Ｏ
ｏ
澪
Ｐ

Ｈｏ
ド
　
∽
・い
ヽ
中
―
叡
あ
や　
Ｏ
ｏ
りｏ
●
０
０
「∽
∽
・
い
∞
や
―
”
　
＞
ｏ
日
・
ＨＮ
　
　
　
　
　
ｌ２

四
、
発
展

は
時
間
系
列

か

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
を
前
提
に
し
て
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の

「
発
展
」
概
念
が
時
間
順
序
か
、
あ
る
い
は
論
理
順
序
か
、
と
い
う
問

題
を
最
後
に
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
論
者
間
で
異
論
が
あ
る
。
Ｍ

・
プ
ー
ル
は
、　
ヘ
ー
グ
ル
が
自
然
の
階
層

順
序
を
論
理
順
序
と
解
し
た
こ
と
と
区
別
し
て
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の

「
発
展
」
概
念
が
論
理
順
序
で
あ
る
と
同
時
に
時
間
順
序
で
あ
る
こ
と

を
指
摘
し
、
そ
こ
に

「
自
然
哲
学
の
唯
物
論
的
要
素
」
を
確
認
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
Ｈ

・
ク
リ
ン
グ
ス
、
Ｒ

ｏ
ヘ
ッ
ク
マ
ン
は
時

間
順
序
で
あ
る
こ
と
を
否
定
し
、
あ
く
ま
で
も
論
理
順
序
だ
と
し
て
い
る
。
Ｈ

・
ク
リ
ン
グ
ス
の
場
合
に
は
、

「
発
生
的
」
の
意

味

を

〈
２
）

「論
理
発
生
」
の
意
味
で
捉
え
、

「実
在
発
生
」
の
意
味
で
は
な
い
と
す
る
。
Ｒ

・
ヘ
ッ
ク
マ
ン
は
、

「
哲
学
が
考
察
す
る
世
界
の
根
源

的
発
生
は
…
…
継
続
す
る
規
定
の
意
味
で
そ
の
概
念
の
論
理
的
生
成
で
あ
る
」
と
し
て
い
従
。

以
上
の
二
つ
の
方
向
に
お
い
て
、
後
者
が
シ
ェ
リ
ン
グ
の

「
発
展
」
概
念
の
時
間
性
、
歴
史
性
、
す
な
わ
ち
自
然
か
ら
の
精
神
の
実
在

的
生
成
を
否
定
す
る
の
は
、
Ｒ

・
ヘ
ッ
ク
マ
ン
が
指
摘
す
る
自
然
主
義
的
な

「
還
元
論
的
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
の
陥
る
循
環
論
の
問
題

が
あ

（
４
）

ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
点
で
、
筆
者
は
、
弁
証
法
が
、
カ
ン
ト
的
な

「
事
実
問
題
」
―

「
権
利
問
題
」
の
区
別
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
そ
こ

に
停
ま
ら
ず
権
利
根
拠
の
次
元
を
固
定
す
る
こ
と
な
く

「
実
在
発
生
」
に
応
じ
て
そ
の
つ
ど
の
権
利
根
拠
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
は
な
い

か
、
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
限
り
、
時
間
順
序
と
論
理
順
序

（権
利
根
拠
の
系
列
）
と
は
た
だ
ち
に
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
シ

ェ
リ
ン
グ
の
そ
れ
に
お
い
て
も
、

「自
然
史
」
と

「
自
然
体
系
」
の
区
別
と
連
関
と
し
て
、
時
間
的
階
層
順
序
が
権
利
根
拠
の
必
然
的
論
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理
順
序
と
相
関
的
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。

筆
者
は
本
稿
の

「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
よ
う
に
シ
ェ
リ
ン
グ
の

「発
展
」
概
念
を
時
間
順
序
で
あ
る
と
同
時
に
論
理
順
序
で
あ
る
と

考
え
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
根
拠
を
以
下
で
明
ら
か
に
し
よ
う
。

第

一
点
。
前
述
の

「自
然
史
」
と

「
自
然
体
系
」
の
連
関
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
。
シ
ェ
リ
ン
グ
は
本
稿
三
の
②
で
指
摘

し
た

よ
う

に
、

「
絶
対
的
同

一
性
」
と

「
無
差
別
」
を
区
別
し
、

「
無
差
別
」
を
経
験
に
お
け
る

「絶
対
的
同

一
性
」
の
表
現

・
代
理
者

と
捉

え

た
。
し
か
も

「絶
対
的
同

一
性
」
は
経
験
的
規
定
的
同

一
性
を
意
味
す
る

「
無
差
別
」
の
原
構
造
で
あ
り
、

「
無
差
別
」
と
同

一
の
構
造

性
を
も
ち
、

「
無
差
別
」
か
ら
構
成
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が

っ
て

「
絶
対
的
同

一
性
」
は

「
無
差
別
」
か
ら
構
成
さ
れ

な
が

ら

も
、

「
無
差
別
」
に
対
し
て
規
範
的
な
意
義
を
も
つ
。
つ
ま
り

「
無
差
別
」
が
統

一
性
と
体
系
性
を
保
持
し
な
が
ら
、
経
験
に
お
い
て
、

す
な
わ
ち
時
間
順
序
と
し
て
無
限
に
発
展
す
る
。
だ
か
ら

「
発
展
」
と
は

「
経
験
的
無
限
性
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
関

係

が

「
自

然

史
」
と

「自
然
体
系
」
の
関
係
に
つ
い
て
妥
当
す
る
。
こ
の
点
で
は
、
本
稿
三
の
②
で
引
用
し
た

「草
案
」
の
引
用
文
に
続
く
次
の
文
章

も
シ
ェ
リ
ン
グ
が

「自
然
史
」
に
歴
史
を
認
め
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

「
…
…
現
実
に
は
自
然
そ
の
も
の
の
歴
史
が
存
在
す
る
。

す
な
わ
ち
、
自
然
そ
の
も
の
の
歴
史
が
共
通
の
理
想
か
ら
の
持
続
的
な
ず
れ
に
よ
っ
て
…
…
そ
の
産
物
の
多
様
全
体
を
漸
次
的
に
産
み
出

し
、
理
想
を
…
…
全
体
に
お
い
て
実
現
す
る
よ
う
に
産
み
出
す
」
（Ｆ

ｏ
ｅ

。
こ
こ
で
、

「
理
想
」
は
本
稿
三
の
②
で
指
摘

し

た

ょ
う

に
、

「
自
然
の
体
系
性
」
と
理
解
す
べ
き
で
あ
り
、
し
た
が

っ
て

「
自
然
史
」
を
現
実
的
な
時
間
系
列
と
し
て
承
認
し
て
い
る
の
は
明
ら

か
で
あ
る
。
シ
ェ
リ
ン
グ
の
自
然
は
、
統

一
性
と
体
系
性
を
も

っ
て
時
間
的
に
無
限
に
発
展
す
る
自
然
を
意
味
す
る
と
い
え
よ
う
。
し
か

も
こ
の
統

一
性
と
体
系
性
は
開
か
れ
て
お
り
、
経
験
的
自
然
研
究
の
成
果
の
上
に
た
っ
て
豊
か
に
さ
れ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
Ｍ

・
ブ
ー
ル
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
以
上
の
意
味
で
は
、　
ヘ
ー
ゲ
ル
の
自
然
の
階
層
順
序
と
は
相
違
し
て
い
る
。　
ヘ
ー
ゲ

ル
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
自
然
に
歴
史
を
認
め
ず
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
よ
う
に
自
然
に
現
実
的
発
展
を
認
め
る
自
然
哲
学
を
批

判

し

て

い



る
。

「
自
然
の
…
…
現
象
を
外
面
的
現
実
的
な
産
出
と
み
る
の
は
、
初
期
の
み
な
ら
ず
、
近
時
の
自
然
哲
学
の
未
熟
な
考
え
で
あ
る
」
。

ヘ
ー
グ
ル
自
然
哲
学
と
シ
ェ
リ
ン
グ
の
そ
れ
と
の
相
違
は
、
根
本
に
お
い
て
、　
ヘ
ー
グ
ル
の

「
自
然
に
対
す
る
精
神
の
優
位
」
テ
ー
ゼ
と

シ
ェ
リ
ン
グ
の

「自
然
―
精
神
の
同

一
性
」
テ
ー
ゼ
の
相
違
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
措
く
と
し
て
も
、
こ
の
引
用
文
は
、

批
判
の
側
か
ら
シ
ェ
リ
ン
グ
の

「発
展
」
概
念
が
現
実
的

。
実
在
的
な
時
間
順
序
で
あ
る
こ
と
を
明
る
み
に
出
し
て
い
る
。

第
二
点
。
第

一
点
と
関
連
し
て
こ
の

「
自
然
史
」
概
念
が
、
シ
ェ
リ
ン
グ
が

「
先
験
的
枠
組
」
に

「
歴
史
」
を
導
入
す
る
際
に
鍵
に
な

っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
シ
ェ
リ
ン
グ
の
初
期
の
試
み
に
お
い
て
、

「
先
験
的
枠
組
」
に
お
い
て
歴
史
は
い
か
に
し
て
可
能
か
、
と
い
う

問
題
、　
一
つ
の
中
心
問
題
で
あ
る
。

「
先
験
的
枠
組
」
に

「
歴
史
」
を
導
入
す
る
こ
と
に
は
困
難
が
あ
る
。
シ
ェ
リ
ン
グ
は
歴
史
の
唯

一

の
可
能
性
を
自
然
に
認
め
、
自
然
史
と
の

「
類
推
」
に
よ
っ
て
歴
史
を

「
先
験
的
枠
組
」
に
導
入
し
て
い
る
。
こ
の
際

「
類
推
」
は
自
然

―
精
神
同

一
性
テ
ー
ゼ
に
基
づ
く
方
法
論
的
存
在
論
的
概
念
で
あ
り
、
自
然
史
と
歴
史
の
存
在
構
造
の
同

一
性
を
指
示
す
る
。
こ
の
間
の

問
題
の
推
移
を
示
す
の
が
、　
一
七
九
七
年
の

「概
観
」
に
お
け
る

「
歴
史
哲
学
は
可
能
か
」
と
い
う
短
論
文
と

「体
系
」
の
相
違
と
共
通

（
６
）

性
で
あ
る
。
前
者
に
お
い
て
、
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、

「
先
験
哲
学
」
の
枠
組
に
お
い
て
歴
史
は
不
可
能
で
あ
る
と
問
い
に
答
え
、
歴
史
が
可

能
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
自
然
に
お
い
て
だ
け
だ
ろ
う
と
す
る
。
後
者
は
、
こ
の
前
者
の
結
論
を
踏
ま
え
、

「自
然
史
」
概
念
か
ら
歴
史
の

可
能
性
の
制
約
を
解
明
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、

「
自
然
史
」
概
念
が
現
実
的
な
時
間
順
序
で
あ
る
こ
と
が
、
初
期
シ
ェ
リ
ン
グ
の
試
み
の

核
に
す
わ

っ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か

（
こ
の
点

「拙
稿
Ｉ
」
参
照
）
。

第
三
点
。
各

「勢
位
」
内
部
の
発
展
は
、
自
己
の
再
産
出
、
自
己
維
持
を
意
味
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
種
子
が
芽
を
出
し
花
を
咲
か
せ

る
と
い
っ
た
萌
芽
か
ら
の
発
展
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
こ
に
も
時
間
順
序
は
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
本
質
の
発
現
と
い
う
べ
き
も

の
で
あ
ろ
う
。
注
目
す
べ
き
は
、
階
層
順
序
の
全
体
で
示
す
時
間
的
発
展
―
―

「
進
化

（”
６
【ｃ
”】８
）
」
で
あ

る
。

「
発

展

の
ど

の

点
に
お
い
て
も
自
然
は
な
お
無
限
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
に
宇
宙
の
萌
芽
が
あ
る
」
（ＨＦ
８
じ

。
「
そ
の

〔地
球
の
〕
歴
史
は
全
自
然
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の
歴
史

へ
と
あ
み
こ
ま
れ
、
そ
れ
で
化
石
か
ら
出
発
し
て
全
て
の
無
機
的
自
然
お
よ
び
有
機
的
自
然
を
へ
て
宇
宙
の
歴
史
に
至
る
―
―

一

つ
の
連
鎖
で
あ
る
」
含
ｒ

Ｓ
ｒ

＞
●
８
）。
む
ろ
ん
こ
の
点
で
は
ド
イ
ツ
ー

ロ
マ
ン
主
義
の
自
然
観
と
共
通
の
も
の
が
み
ら
れ
る

と

し

て

も
、
後
の
進
化
論
の
先
取
り
と
も
い
え
よ
（党

。
こ
の
場
合
の

「
進
化
」
は

「
勢
位
」
間
の
関
係
か
ら
新
た
な

「
勢
位
」
が
構
成
さ
れ
る
と

い
う
意
味
を
も

っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、

シ
ェ
リ
ン
グ
の

「
進
化
」
の
発
想
は
、
「
勢
位
」
内
の
発
展
日
本
質
の
発
現
と
は
異
な

っ
て
い
る
。

以
上
の
諸
点
が
、
ま
さ
に
筆
者
が
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の

「
発
展
」
概
念
が
時
間
順
序
で
あ
る
と
同
時
に
論
理
順
序
で
あ
る
と
考
え
る
理
由

で
あ
る
。

（
１
）

Ｍ
。
ブ
ー
ル
、
前
掲
書
、
二
〇
〇
頁
。

（
２
）

口
・パ
【̈
●
ｍ
ｐ
３

，
・

（
３
）

”
・口
Ｏｏだ
日
”●
Ｐ

【０
，
）
∽
・ＮΦ９

（
４
）

”Ｅ
・̈
ｐ
一掲
ぃ

（
５

）

口
０
明

】
Ｆ

Ｎ
ｌ
営

Ｎ
置

口
゛
●
●
ｏ
Ｐ

〓

Ｆ

″
ヽ
日

や

ぃ
０

こ

９

×

Φ

＞
，

日

¨
な

お

ヘ

ー

ゲ

ル

の

発

展

概

念

に

つ

い

て

は

次

の

も

の

を

参

照

。

松
村

一
人

『
ヘ
ー
グ
ル
の
論
理
学
』
勁
草
書
房
、　
一
九
七
五
年

（
一
九
五
九
年
）、
三
四
―
六
四
頁
。
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学
研
究
会
編

『見
田

石
介
ヘ
ー
グ
ル
大
論
理
学
研
究
①
』
大
月
書
店
、　
一
九
七
九
年
、　
一
四
―
二
一
頁
。

（
６
）
　
「概
観
」
（
Ｆ
∞８
０
、
「体
系
」
（
デ
認
ミ
ー
ー
）。

（
７
）

河
野
真
、
前
掲
書
、
六
三
頁
。

結
び
に
代
え
て

以
上
、
私
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
自
然
哲
学
に
お
け
る

「発
展
」
概
念
を

「発
生
論
的
」
と
い
う
用
語
と
連
関
さ
せ
て
検
討
し
て
き
た
。
こ



こ
で
は
、　
一
七
九
七
―
―

一
八
〇
〇
年
の
自
然
哲
学
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。

シ
ェ
リ
ン
グ
の
自
然
哲
学
と
い
う
と
き
、
ま
と
ま

っ
た
、
こ

の

一
冊
と
い
う
べ
き
自
然
哲
学
の
書
物
は
存
在
し
て
い
な
い
。
シ
ェ
リ
ン
グ
は
む
し
ろ
最
初
期
の

「
理
念
」
論
文
か
ら
後
期
の
神
秘
主
義

的
傾
向
と
評
価
さ
れ
る
時
代
ま
で

〈
例
え
ば

一
八
三
二
年
、
フ
ァ
一乙
ア
ー
の
実
験
に
つ
い
て
の
論
評
〉
自
然
科
学
に
関
心
を

示

し

て

い

る
。
そ
の
限
り

「
自
然
哲
学
」
に
定
位
し
て
シ
ェ
リ
ン
グ
哲
学
の
全
体
を
捉
え
返
す
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
本
稿
で
行
な
い
え
た
の
は
そ

の
端
初
で
し
か
な
い
。
ま
た
、
今
日
、
ド
イ
ツ
観
念
論
に
お
け
る
自
然
哲
学
の
伝
統
に
目
が
向
け
ら
れ
つ
つ
あ
犯
。
こ
の
よ
う

な

傾

向

は
、
弁
証
法
の
形
成
史
に
お
い
て
自
然
科
学
と
の
関
係
が
果
た
し
た
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
も
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
場

合
、
自
然
哲
学
の
時
期
に
と
ど
ま
ら
ず
、
た
と
え
同

一
哲
学

へ
の
展
開
が
、

「
後
退
」
と
評
価
さ
れ
る
に
し
て
も
、
や
は
り
同

一
哲
学

ヘ

の
展
開
を
明
ら
か
に
し
、　
ヘ
ー
グ
ル
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
思
わ
れ
る
。
以
上
の
よ
う
な
課
題
か
ら
み
て
も
、
本

稿
は
限
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
課
題
に
つ
い
て
は
今
後
に
期
す
こ
と
に
し
た
い
。

（
１
）

例
え
ば
以
下
の
も
の
が
こ
の
傾
向
に
呼
応
し
て
い
る
。
伊
坂
青
司

「
ヘ
ー
ゲ
ル
の

〈有
機
体
〉
論
―
―
ド
イ
ツ
観
念
論
に
お
け
る
自
然
哲
学
の

一
断
面
」
神
奈
川
大
学
人
文
学
研
究
所
報
１９
号
、
一
九
八
五
年
十
二
月
、
ｒ

Ｏ
・
″
ｏＦ
８
・
口
ｏｍ
ｏ
お
ｇ
∞
【２
お
口
Ｏ
ｏ
Ｚ
”
ご
３
ｏ一日
ｏ〓
目
”

パ

”

】４
・
【
Φ
∞
い
・
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研
究
ノ
ー
ト

主体としての類

主
体
と
し
て
の
類

岩
　
佐

茂

一

「
類
」
概
念
、
と
く
に

「類
的
存
在
」
の
概
念
は
、　
マ
ル
ク
ス
の
思
想
形
成
の
途
上
に
お
い
て
は
重
要
な
意
義
を
も
つ
概
念
と
み

な
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
史
的
唯
物
論
に
お
い
て
は
、

「類
」
概
念
は
そ
れ
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど

な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
マ
ル
ク
ス
の

「
類
」
概
念
の
意
味
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
あ
わ
せ
て
史
的
唯
物
論
に

お
け
る

「類
」
概
念
の
意
義
に
つ
い
て
言
及
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

周
知
の
よ
う
に
、
若
き
マ
ル
ク
ス
は
、

「
類

（０
，一言
つ
し
」

「
類
的
存
在

（〇
”一言
●
り
ｌ
ｏ∽８
と

、

「類
的
生
活

（〇
”
け”●
●
窃
‥

庁
ぎ
じ

」
、

「
類
的
意
識

（〇
”
一言
目
”
Ｆ
≦
ｔ
”∽ｏ一じ

」
、

「類
的
性
格

（０
””け●
●
甥
ｏｒ
”【”
ｒ
絆ｏし
」
、

「
類
的
諸
力

（〇
”
一言
●
り
・



軍
趾
一ｏ）
」
、

「
類
的
関
係

（〇
”
一言
●
り
お
■
餅
】”●
↓̈

」
な
ど
の
用
語
を
多
用
し
て
い
る
。
と
く
に
、　
一
人
四
三
年
執

筆

の

「
ユ

ダ
ヤ
人
問
題
に
よ
せ
て
」
の
論
文
や
、
翌
年
執
筆
さ
れ
た

『
経
済
学

。
哲
学
手
稿
』

（
と
り
わ
け
、
第

一
手
稿
）
に
お
い
て
は
、
近

代
市
民
社
会
批
判
を
お
こ
な
う
に
あ
た

っ
て
、

「
人
間
は
類
的
存
在
で
あ
る
」
と
い
う

「
人
間
的
本
質
」
理
解
に
立
脚
し
て
お
り
、

こ
の
意
味
で
、
当
時
の
マ
ル
ク
ス
の
思
想
形
成
に
お
い
て
は
中
心
的
な
概
念
の

一
つ
と
な

っ
て
い
る
。

「
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
に
よ
せ
て
」
に
先
立

っ
て
執
筆
さ
れ
た

「
ヘ
ー
グ
ル
国
法
論
批
判
」
の
手
稿
で
は
、　
マ
ル
ク
ス
は
、　
ヘ
ー
ゲ
ル

が
社
会
に
た
い
す
る
原
子
論
的
見
方
が

「
市
民
生
活
と
政
治
生
活
と
を
別
々
に
切
り
離
し
た
ま
ま
に
し
て
い
る
」
と
述
べ
た
こ
と
に

関
連
し
て
、
こ
の
種
の
見
解
が
出
て
く
る
の
は
市
民
社
会
と
政
治
的
国
家
、
市
民
的
生
活
と
政
治
的
生
活
と
が
現
実
に
分
裂
し
て
い

る
か
ら
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
さ
ら
に

「
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
に
よ
せ
て
」
の
な
か
で
は
、

「
政
治
的
国
家
の
成
員
は
、
個
人
的

生
活
と
類
的
生
活
と
が
、
市
民
社
会
の
生
活
と
政
治
的
生
活
と
が
、
二
元
性
を
も

っ
て
い
る
た
め
に
、
宗
教
的
で
あ
が
」
と
述
べ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
に
、　
マ
ル
ク
ス
は
近
代
社
会
の
人
間
が
二
元
的
に
引
き
裂
か
れ
て
い
る
事
態
を
析
出
し
た
が
、
そ
の
さ
い
、
市
民

社
会
に
お
け
る
利
己
的
な
私
人
と
し
て
の
人
間
の
あ
り
方
を
批
判
す
る
基
軸
と
な

っ
た
の
が
、
公
人
と
し
て
政
治
的
生

活

を

営

む

「
共
同
的
存
在

（の
ｏ日
ｏ
す
ｌ
ｏ∽８
）
」
、
も
し
く
は

「
類
的
存
在
」
と
し
て
の
人
間
の
あ
り
方
で
あ

っ
た
。

「
人
間
は
…
…
他
の
人

間
と
共
同
し
て
類
的
存
在
と
し
て
ふ
る
ま
（発

」
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

「
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
に
よ
せ
て
」
で
重
要
な
概
念
と
し
て

登
場
す
る

「
類
的
存
在
」
の
概
念
は
、
ほ
ぼ

「
共
同
的
存
在
」
の
概
念
と
同
じ
意
味
で
用
い
ら
れ
て
」
花
。
し
か
し
ヽ
内
容
規
定
は

与
え
ら
れ
て
は
い
な
い
。



主体 としての類

二

『
経
哲
手
稿
』
の
第

一
手
稿
で
は
、

「
共
同
的
存
在
」
の
概
念
は
用
い
ら
れ
て
お
ら
ず
、

「
類
的
存
在
」
が

「
共
同
的
存
在
」
で

あ
る
と
い
う
こ
と
は
即
自
的
に
の
み
い
わ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

マ
ル
ク
ス
は
、
疎
外
さ
れ
た
労
働
の
第
二
規
定
と
し
て
人
間
の

類
か
ら
の
疎
外
を
あ
げ
て
い
る
が
、
こ
の
規
定
は
、
①
労
働
生
産
物
か
ら
の
疎
外

（物
象
か
ら
の
疎
外
）
、
②
労
働
そ
の
も
の
か
ら

の
疎
外

（自
己
疎
外
）
と
い
う
疎
外
の
第

一
、
第
二
規
定
と
、
人
間
の
他
の
人
間
か
ら
の
疎
外
と
い
う
疎
外
の
第
四
規
定
と
を
結
び

つ
け
る
中
心
的
な
環
を
な
す
も
の
と
な

っ
て
い
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、　
マ
ル
ク
ス
の
疎
外
さ
れ
た
労
働
の
分
析
は
、

「人
間
は
類

的
存
在
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
し
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
は
言
う
。

「
人
間
は
類
的
存
在
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
人
間
が
類
を
、
人
間
自
身
の
類
を
も
そ
の
他
の
事
物
の
類
を

も
、
実
践
的
お
よ
び
理
論
的
に
人
間
の
対
象
に
す
る
か
ら
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
む
し
ろ
―
―
そ
し
て
そ
れ
は
た
だ
同
じ
事
柄
に
た

い
す
る
も
う

一
つ
別
な
表
現
に
す
ぎ
な
い
が
―
―
ま
た
、
人
間
は
自
分
自
身
に
た
い
し
て
現
存
の
生
き
た
類
に
た
い
し
て
の
よ
う
に

ふ
る
ま
う
か
ら
で
あ
り
、
自
分
自
身
に
た
い
し
て
、
あ
る
普
遍
的
な
、
そ
れ
ゆ
え
自
由
な
存
在
に
た
い
し
て
の
よ
う
に
ふ
る
ま
う
か

ら
で
あ
る
。
」

「
意
識
的
な
生
活
活
動
が
人
間
を
動
物
的
生
活
活
動
か
ら
直
接
に
区
別
す
る
。
ま
さ
し
く
こ
れ
に
よ
っ
て
の
み
人
間

は

一
つ
の
類
的
存
在
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
人
間
が

一
つ
の
意
識
的
存
在
で
あ
る
の
は
、
す
な
わ
ち
、
彼
自
身
の
生
活
が
彼
に
と
っ

て
対
象
で
あ
る
の
は
、
た
だ
、
ま
さ
し
く
彼
が

一
つ
の
類
的
存
在
で
あ
る
か
ら
に
は
か
な
ら
な
い
。
」

こ
こ
で
は
、
類
は
、

「人
間
自
身
の
類
」
、

「
そ
の
他
の
事
物
の
類
」
と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
類
の
概
念
は
、
ま
ず
、
個
物

や
個
体
の
総
体
と
し
て
実
在
す
る
普
遍
と
い
う
論
理
学
上
の

「類
」
概
念
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
同
時
に
、

「人
間
は
類
的



存
在
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、

マ
ル
ク
ス
は
、
類
と
し
て
の
人
間
の
特
質
を
際
立
た
せ
て
も
い
る
。
「類
的
存
在
」
と
は
、

ま
ず
も

っ
て

「
意
識
的
存
在
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
自
ら
の
類
を
対
象
と
し
う
る
存
在
で
あ
る
こ
と
が
い
わ
れ
る
。
こ
の
か
ぎ
り
で

は
、　
マ
ル
ク
ス
の

「
類
的
存
在
」
は
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の

「
類
」
概
念
を
踏
襲
し
て
い
よ
う
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、

『
キ

リ
ス
ト
教
の
本
質
』
に
お
い
て
す
で
に
、

「
も

っ
と
も
厳
密
な
意
味
に
お
け
る
意
識
は
、
自
己
の
類
や
自
己
の
本
質
性
を
対
象
と
す

る
も
の
の
と
こ
ろ
に
あ
る
だ
け
で
あ
る
」
と
述
べ
、
人
間
だ
け
が
こ
の
よ
う
な

「厳
密
な
意
味
に
お
け
る
意
識
」
を
も

っ
て
い
る
と

み
な
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
あ

っ
て
は
、
人
間
が
自
ら
の
類
、
自
ら
の
本
質
を
対
象

と
す

る

の

は
、
思
考
し
、
自
己
対
話
す
る
人
間
の

「
内
的
生
活
」
に
お
い
て
で
あ
り
、
人
間
は
動
物
と
異
な
り
、

「
外
的
生
活
」
と

「
内
的
生

活
」
と
い
う

「
二
重
の
生
活
」
を
お
く
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
た
い
し
て
、　
マ
ル
ク
ス
は
、
人
間
が

「
意
識
的
な
生
活
活
動
」

と
し
て
の

「
生
産
的
生
活
」
に
お
い
て
も
、
い
い
か
え
る
と
、
理
論
的
に
だ
け
で
は
な
く
、
実
践
的
に
も
自
ら
の
類
を
対
象
と
す
る

と
い
う
こ
と
を
主
張
し
た
。
人
間
の
労
働

。
生
産
は

「
類
的
生
活
」
と
い
わ
れ
、

，ビ
」
に
こ
そ
、動
物
と
異
な
る
人
間
と
し
て
の

「
類

的
性
格
」
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
人
間
は
、
自
ら
の
意
識
に
お
い
て
、

「
知
的
に
」
自
己
を
対
象
と
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
労
働

に
お
い
て
自
己
を
対
象
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
を

「
現
実
的
に
二
重
化
す
る
」
存
在
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、　
マ
ル
ク
ス
の

「
類
的
存
在
」
の
概
念
は
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の

「
類
」
概
念
を
踏
ま
え
、
そ
れ
と
の
対
比
の
う
ち

で
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、
人
間
の

「
類
的
生
活
」
を
労
働

・
生
産
の
う
ち
に
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
質
的
に
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ

の

「
類
」
概
念
を
の
り
こ
え
る
も
の
と
な

っ
て
い
る
。
し
か
し
、　
マ
ル
ク
ス
の

『
経
哲
手
稿
』
―
―
第

一
手
稿
だ
け
で
な
く
、
第
三

手
稿
の
場
合
に
も
―
―
に
お
け
る

「
類
的
存
在
」
の
概
念
は
、
人
間
の
労
働
が
協
働
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
、
あ
る
い

は
人
間
の
類
か
ら
の
疎
外

（疎
外
の
第
二
規
定
）
か
ら
人
間
の
他
の
人
間
か
ら
の
疎
外

（疎
外
の
第
四
規
定
）
が
直
接
導
出
さ
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
即
自
的
に
は

「
共
同
的
存
在
」
を
も
合
意
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
こ
こ
で
は
ま



主体としての類

だ
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の

「類
」
概
念
と
の
対
比
の
な
か
で
、
個
人
と
し
て
の
人
間
は
、
自
ら
の
類
、
自
ら
の
本
質
を
自
分
自
身

に
た
い
し
て
対
象
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
類
の
代
表
者
と
し
て

「
類
的
存
在
」
で
あ
る
と
い
う
側
面
が
前
面
に
押
し
出
さ
れ
て
い

る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

三

そ
れ
に
た
い
し
て
、
第

一
手
稿
の
あ
と
に
書
か
れ
た
と
推
測
さ
れ
う
る

「
ミ
ル
評
註
」
に
お
い
て
は
、

「
類
的
活
動
」
、

「
類
的

生
活
」
な
ど
の
概
念
は
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、

「
類
的
存
在
」
の
概
念
は
出
て
こ
な
い
。
そ
の
か
わ
り
に
、

『
経
哲
手
稿
』
の

第

一
手
稿
で
は
見
当
ら
な
か
っ
た

「
共
同
的
存
在
」
の
概
念
が
登
場
し
て
い
る
。
こ
の

「
共
同
的
存
在
」
の
概
念
は
、

「人
間
の
真

に
現
実
的
な
共
同
的
存
在
」
と
い
う
こ
と
が

「人
間
の
真
の
類
的
生
活
」
と
い
い
な
お
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

「類
的
存
在
」
の
概

念
に
か
わ
る
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

マ
ル
ク
ス
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
少
し
長
い
が
、
引
用
し
て
お
こ
う
。

「
わ
れ
わ
れ
が
人
間
と
し
て
生
産
し
た
と
仮
定

し
よ
う
。
そ
う
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
自
己
の
生
産
に
お
い
て
自
己
自
身
と
他
者
と
を
二
重
に
肯
定
し
た
こ
と
に
な
る
だ

ろ
う
。
私
は
①
私
の
生
産
に
お
い
て
私
の
個
性
と
そ
の
独
自
性
と
を
対
象
化
し
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
た
が

っ
て
、
私
は
、
活

動
し
て
い
る
間
は
個
人
的
な
生
命
発
現
の
喜
び
を
あ
じ
わ
い
、
ま
た
そ
れ
と
同
時
に
、
対
象
物
を
眺
め
て
は
、
私
の
人
格
性
を
対
象

的
な
、
感
性
的
に
直
観
し
う
る
、
ま
た
そ
れ
ゆ
え
に
疑
間
の
余
地
の
な
い
力
と
し
て
知
る
と
い
う
個
人
的
な
喜
び
を
あ
じ
わ

っ
た
こ

と
に
な
る
だ
ろ
う
。
②
私
の
生
産
物
を
貴
君
が
享
受
し
た
り
使
用
し
た
り
す
る
の
を
み
て
、
私
は
直
接
に
つ
ぎ
の
こ
と
を
意
識
す
る
　
１

喜
び
を
あ
じ
わ
っ
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
私
は
、
労
働
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
的
な
欲
求
を
充
足
す
る
と
と
も
に
、



人
間
的
な
本
質
を
対
象
化
し
、
か
く
し
て
他
の
人
間
的
な
存
在
の
欲
求
に
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
対
象
物
を
供
給
し
た
、
と
意
識
す
る

喜
び
を
、
③
貴
君
に
と

っ
て
、
私
は
貴
君
と
類
と
の
仲
介
者
と
な
っ
て
お
り
、
し
た
が

っ
て
私
が
貴
君
自
身
の
補
完
物
で
あ
り
、
貴

君
自
身
の
不
可
欠
の
一
部
分
で
あ
る
こ
と
が
貴
君
自
身
に
よ
っ
て
知
ら
れ
、
か
つ
感
じ
ら
れ
て
お
り
、
だ
か
ら
私
は
貴
君
の
思
惟
と

愛
と
に
お
い
て
私
自
身
を
確
証
す
る
す
べ
を
知

っ
て
い
る
、
と
意
識
す
る
喜
び
を
、
④
私
は
私
の
個
人
的
な
生
命
発
現
に
お
い
て
直

接
に
貴
君
の
生
命
発
現
を
つ
く
り
だ
し
、
し
た
が

っ
て
、
私
の
個
人
的
な
活
動
の
中
で
直
接
に
私
の
真
の
本
質
を
、
私
の
人
間
的
本

質
を
、
つ
ま
り
私
が
共
同
的
存
在
で
あ
る
こ
と
を
確
証
し
、
実
現
し
た
、
と
意
識
す
る
喜
び
を
、
直
接
に
あ
じ
わ
っ
た
こ
と
に
な
る

（８
）

で
あ

ろ
う
。
」

（傍
点
、
筆
者
）

こ
こ
で
は
、
生
産
と
そ
の
交
換
の
な
か
で
、
人
間
が

「
共
同
的
存
在
」
で
あ
る
こ
と
が
確
証
さ
れ
、
実
現
さ
れ
る
こ
と
が
語
ら
れ

て
い
る
。
そ
の
さ
い
、
重
視
し
た
い
の
は
、　
マ
ル
ク
ス
が
自
己
を
他
者
と
類
と
の

「
仲
介
者
」
と
し
て
、
し
た
が

っ
て
ま
た
他
者
を

自
己
と
類
と
の

「
仲
介
者
」
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
共
同
的
存
在
」
を

「抽
象
的
な
人
類
で
は
な
く
て
、
現
実
の
、

生
き
た
、
あ
れ
こ
れ
の
個
人
と
し
て
の
人
類
」
と
し
て
、
活
動
の
交
換
と
い
う
諸
個
人
相
互
の

「
社
交
的
交
通

（”
ｏ∽ｏ
一〓
鴇
【
く
ｏ■

Ｆ
卜
じ

」
に
お
い
て
具
体
的
に
捉
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
類
は
、
諸
個
人
相
互
の

「
社
交
的
交
通
」
の
な
か
で
社
会

的

・
歴
史

的
に
形
成
さ
れ
る
共
同
体
の
主
体
と
し
て
現
実
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
諸
個
人
は
ま
さ
に

「
共
同
的
存
在
」

な
の
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
の

「
類
的
存
在
」
の
概
念
が
人
間
の
自
己
の
本
質
に
た
い
す
る
関
係
の
う
ち
で
定
立
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、

「
共
同

的
存
在
」
の
概
念
は
、

「
社
交
的
交
通
」
と
い
う
諸
個
人
相
互
の
関
係
の
う
ち
で
定
立
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
と
い
う
の

も
、　
で
ヽ
ル
評
註
」
に
お
け
る

「
共
同
的
存
在
」
の
概
念
は
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の

「
類
」
概
念
と
か
か
わ

っ
て
い
る
と
い
う
よ

り
は
、
む
し
ろ
、

「
貨
幣
体
論
」
の
な
か
で

「
交
通
」
概
念
を
基
礎
に
す
え
た
ヘ
ス
の

「
類
的
存
在
」
の
概
念
と
結
び
つ
い
て
い
る



主体 と しての類

と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
お
い
て
も
、
人
間
と
人
間
と
の
統

一
、
我
と
汝
と
の
統

一
が
共
同
体
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
は

い
る
。
し
か
し
、

『
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
』
で
は
、

「人
間
は
自
己
自
身
に
と
っ
て
同
時
に
我
で
あ
り
汝
で
あ
る
。
人
間
は
自
己
自

身
を
他
人
の
地
位
に
お
く
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
ま
さ
に
、
人
間
に
と

っ
て
は
た
ん
に
自
己
の
個
性
が
対
象
で
あ
る
か
ら

で
は
な
く
、
自
己
の
類
、
自
己
の
本
質
を
も
ま
た
対
象
と
す
る
か
ら
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
人
間
は
自
己
の
類
、

自
己
の
本
質
を
対
象
と
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
自
己
に
お
け
る
我
と
汝
と
の
対
置
が
導
出
さ
れ
て
お
り
、
現
実
的
な
我
と
汝
と
が

「
共
同
的
存
在
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、　
一
八
四
三
年
の

『
将
来
の
哲
学
の
根
本
問
題
』
に
お

い
て

は
、
具
体
的
に
存
す
る
我
と
汝
と
の
統

一
と
し
て
の
共
同
体
が
考
察
さ
れ
て
は
い
る
が
、
汝
が
現
実
に
汝
で
あ
る
の
は
我
の
感
官
の

外
に
、
そ
の
対
象
と
し
て
あ
る
か
ら
で
あ

っ
て
、　
マ
ル
ク
ス
の
よ
う
に
、
我
と
汝
と
の
、
す
な
わ
ち
諸
個
人
相
互
の
生
産
の
場
に
お

け
る
交
換
と
い
う

「社
交
的
交
通
」
の
う
ち
で
、
人
間
が

「
共
同
的
存
在
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、

マ
ル
ク
ス
も
、

「
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
・
テ
ー
ゼ
」
に
お
い
て
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
場
合
は
、
「
本
質
は
そ
れ
ゆ
え
た
だ

『
類
』

と
し
て
の
み
、
内
な
る
、
無
言
の
、
多
数
個
人
を
自
然
的
に
結
び
合
わ
せ
る
普
遍
性
と
し
て
の
み
と
ら
え
ら
れ
う
（縄

」

（傍
点
、
マ

ル
ク
ス
）
と
述
べ
た
の
で
あ

っ
た
。

そ
れ
に
た
い
し
て
、

「
貨
幣
体
論
」
の
な
か
で
、
諸
個
人
の
諸
力
、
生
命
活
動
の
相
互
交
換
を

「
交
通
」
と
し
て
把
握
し
た
ヘ
ス

は
、

「
人
間
の
交
通
は
彼
ら
の
本
質
か
ら
た
ま
た
ま
派
生
す
る
も
の
で
は
な
い
。
交
通
こ
そ
人
間
の
現
実
的
本
質
で
あ
り
、
し
か
も

そ
れ
は
人
間
の
理
論
的
本
質
た
る
現
実
的
生
命
意
識
で
あ
り
、
同
様
に
人
間
の
実
践
的
本
質
た
る
現
実
的
生
命
活
動
で
あ
る
」
と
述

べ
、
諸
個
人
の

「
社
会
的

（∞
ｏ∽ｏ
Ｆ
Ｏｒ
”
〓
】卜
）
交
通
」
の
う
ち
に

「有
機
的
共
同
体
」
も
存
在
す
る
も
の
と
み
な

し

て

い
た
。　
　
３

そ
こ
で
は
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
影
響
の
も
と
に
、

「
類
」
、

「
類
的
生
活
」
、

「
類
的
存
在
」
の
概
念
が
用
い
ら
れ

て

い
る



が
、
こ
れ
ら
の
概
念
は
、
フ
ォ
イ

エ
ル
バ

ッ
ハ
の
よ
う
に
、
人
間
の
自
己
の
本
質
に
た
い
す
る
関
係
の
う
ち
で
把
握
さ
れ
て
い
る
と

い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ

「
交
通
」
を
取
り
結
び
、

「有
機
的
共
同
体
」
を
形
成
す
る

「
共
同
的
存
在
」
の
意
味
を
合
意
し
た
も
の
と

な

っ
て
い
る
。　
で
ヽ
ル
評
註
」
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
の

「
共
同
的
存
在
」
の
概
念
が

「
交
通
」
概
念
を
基
軸
に
し
て
展
開
さ
れ
て
い

〈‐５
）

る
の
は
、
明
ら
か
に
、

「
貨
幣
体
論
」
の
影
響
に
よ
る
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

四

「
類
的
存
在
」
―

「
共
同
的
存
在
」
と
し
て
展
開
さ
れ
た
マ
ル
ク
ス
の

「
類
」
概
念
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
次
の
二
点
に
よ
っ
て
特
徴

づ
け
ら
れ
よ
う
。
第

一
に
、
人
間
と
し
て
の
類
は
、
理
性
を
も

っ
た
動
物
と
し
て
の
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス

（人
類
）
を
意
味
す
る
だ

け
で
は
な
く
、
諸
個
人
相
互
の

「
社
交
的
交
通
」
に
媒
介
さ
れ
て
社
会
的

・
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
る
共
同
体
の
主
体
と
し
て
現
実
に

存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
第
二
に
、
諸
個
人
は
類
の
一
員
と
し
て
、
社
会
的

。
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
た
類
の
共
有
す
る
普
遍
性

を
含
有
し
て
お
り
、
自
ら
の
う
ち
に
あ
る
類
と
し
て
の
普
遍
性
を
自
覚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
類
の
代
表
者
と
し
て
ふ
る
ま
い

う
る
と
い
う
こ
と
、
―
―
こ
の
二
点
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
マ
ル
ク
ス
の

「
類
」
概
念
は
、
か
れ
の
思
想
形
成
の
う
え
に
お
い
て
だ
け
で
は
な
く
、
か
れ
の
思
想
そ
の
も
の
に
お

い
て
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
と
き
に
、　
マ
ル
ク
ス
の

「
類
」
概
念
の
過
渡
的
性
格
が
語
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
、
そ
の
理
由
と
し

て
、

『
ド
イ
ツ
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
以
降
、

「類
」
概
念
が
使
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、

「
類
」
や

「
類
的

存
在
」
の
使
用
は
皆
無
と
は
い
え
な
い
し
、　
マ
ル
ク
ス
自
身

「
類
」
概
念
の
使
用
を
さ
し
控
え
た
の
は
、
宮
本
十
蔵
氏
も
指
摘
し
て

い
る
よ
う
に
、

「
必
ら
ず
し
も
こ
の
概
念
そ
の
も
の
の
無
効
さ
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
主
と
し
て
理
論
闘
争
の
な
か
で
の
不
都
合



主体としての類

と
い
う
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
稀
け

」
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
マ
ル
ク
ス
の

「
類
」
概
念
は
積
極
的
に
継
承
さ
れ
、
展
開
さ
れ
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。
Ｇ

・
シ
ュ
テ
ィ
ー
一玲
卜

や
北
村
実
（則

は
、

「
類
」
概
念
の
意
義
を
主
張
し
、
類
と
個
人
と
の
弁
証
法
的
関
係
を
考
察
し

（
２０
）

て
い
る
。
わ
た
く
し
も
ま
た
、

「
類
」
概
念
に
言
及
し
た
こ
と
が
あ
る
。

と
く
に
、
文
化
や
生
活
様
式
の
主
体
を
考
察
す
る
場
合
に
は
、
共
同
体
の
主
体
で
あ
る
類
が
注
目
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
類
は
個

人
の
現
存
を
は
な
れ
て
あ
る
の
で
は
な
く
、
個
人
の
集
合

・
総
和
と
し
て
実
在
す
る
の
で
あ
る
が
、
け

っ
し
て
た
ん
な
る
個
人
の
寄

せ
集
め
で
は
な
く
、
類
と
し
て
の
固
有
の
質
を
も

っ
て
い
る
。
カ
ン
ト
は
、
個
人
の
有
限
性

・
不
完
全
性
に
た
い
し
て
、
類
を
無
限

な
も
の
・
完
全
な
も
の
と
み
な
し
た
し
）

へ
‐
グ
ル
も
ま
た
個
人
に
た
い
す
る

「
類
の
威
力
」
を
主
張
し
た
。
個
人
は
類
の
う
ち
で

誕
生
し
、
類
の
一
員
と
し
て
共
同
体
を
形
成
し
て
生
活
し
、
そ
し
て
死
ん
で
い
く
。
そ
の
か
ぎ
り
、
個
人
は
有
限
で
あ
り
、
類
な
し

に
は
生
き
ら
れ
な
い
が
、
同
時
に
ま
た
、
自
ら
の
活
動
を
と
お
し
て
類
的
諸
力
を
展
開
す
る
。
類
は
有
限
な
諸
個
人
の
系
列
を
と
お

し
て
類
的
諸
力
を
次
の
世
代
へ
と
継
承
し
、
類
と
し
て
存
立
す
る
。
そ
の
意
味
で
、
類
は
歴
史
的
継
承
の
主
体
で
あ
る
。
文
化
も
生

活
様
式
も
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
、
発
展
さ
せ
ら
れ
て
い
く
も
の
で
あ
る
以
上
、
創
造

・
継
承

・
変
様

・
発
展
の
主
体
と
し
て
、
類
が

把
握
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

し
ば
し
ば
、
文
化
や
生
活
様
式
の
主
体
が
社
会

（あ
る
い
は
社
会
と
し
て
の
人
間
）
と
み
な
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
が
、
文
化
や
生

活
様
式
の
主
体
は
社
会
と
し
て
よ
り
も
、
よ
り
正
確
に
、
類
と
し
て
規
定

さ
れ

る

べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
社
会
は
人
間
の

存
在
様
式
で
あ
り
、
人
間
存
在
と
切
り
は
な
し
て
存
立
し
え
な
い
密
接
不
可
分
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
シ
ス
テ
ム
を
も

っ
た

一
つ
の

体
系

（社
会
構
成
体
）
と
し
て
、
そ
れ
自
身
固
有
の
質
を
も

っ
て
お
り
、
両
者
は
概
念
的
に
は
区
別
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ

る
。
文
化
や
生
活
様
式
の
主
体
を
社
会
と
規
定
し
た
の
で
は
、
そ
の
創
造

・
継
承

・
変
様

。
発
展
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
は
捉
え
き
れ
な

い
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
階
級
社
会
に
お
い
て
は
、
類
は
諸
階
級
に
分
裂
し
て
お
り
、
分
裂
し
た
類

（階
級
）
が
歴
史
的
継
承
の



主
体
と
な

っ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
類
と
個
人
と
の
弁
証
法
的
連
関
だ
け
で
な
く
、
類
と
階
級
と
の
弁
証
法
的
連
関
も
ま
た
考
察
さ

れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

（
１
）

ヘ
ー
グ
ル
『法
の
哲
学
』
、
藤
野
渉
・
赤
沢
正
敏
訳
、
中
央
公
論
社
、
世
界
の
名
著
、　
一
九
六
七
年
、
五
六
二
ペ
ー
ジ
。

（
２
）

マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
『全
集
』
第

一
巻
、
大
月
書
店
版
、
三
九
八
ペ
ー
ジ
。

（
３
）

同
上
、
三
九
四
ペ
ー
ジ
。

（
４
）
　
「類
的
存
在
」
、
「共
同
的
存
在
」
の
用
語
に
か
ん
し
て
付
言
し
て
お
け
ば
、
ど
ち
ら
も

一
般
に
フ
オ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
由
来
す
る

も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
半
田
秀
男
氏
は
、
フ
オ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
お
い
て
は
、

「類
」
の
概
念
は
多
用
さ
れ
て
い
る
が
、
ド

イ
ツ
語
の

「類
的
存
在
」
の
用
語
は

『
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
』
で
一
度
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
「
類
的
存
在
』
の
概
念
は
原
則
的

に
不
在
で
あ
る
」
こ
と
を
主
張
さ
れ
て
い
る

（「類
的
存
在
と
し
て
の
人
間

（四
と

『人
文
研
究
』
、
第
三
二
巻
第
五
分
冊
、　
一
九
八
一

年
、
四
八
ペ
ー
ジ
）。
「類
的
存
在
」
の
概
念
は
、
マ
ル
ク
ス
の

『経
哲
手
稿
』
に
先
立
っ
て
執
筆
さ
れ
た
モ
ー
ゼ
ス
・
ヘ
ス
の

「貨
幣

体
論
」
で
も
重
要
な
概
念
と
な
っ
て
い
る
が
、
ヘ
ス
自
身
は
、

「類
的
存
在
」
の
概
念
が
フ
オ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
由
来
す
る
も
の
と
み

な

し

て

い

る

（
く
∞
【・
〓

３

８

口

ｏ
２

”
ぽ
”】８

ｏ
も
〓

８

す
ｏ

●
●
０

８

Ｎ
””
一
】∽
絆
”８

，
ｏ

の
３

【
膵

ｏ
日

【
田

『
Ｉ

Ｈ
８

９

”
ｑ

一】Ｐ

Ｈ
８

Ｆ

∽
ζ

鶏

）
。

な
お
、　
マ
ル
ク
ス
に
か
ん
し
て
い
え
ば
、

「類
的
存
在
」
の
用
語
は
、
す
で
に

『
ラ
イ
ン
新
聞
』
に
お
け
る
論
説
の
な
か
で
用
い
ら
れ

て
い
る

３
全
集
』
、
第

一
巻
、
六
二
ペ
ー
ジ
）
。
ま
た
、
「共
同
的
存
在
」
の
用
語
に
か
ん
し
て
は
、
フ
オ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
も
多
く
は
な

い
け
れ
ど
も
用
い
て
い
る
が
、
す
で
に
、
ヘ
ー
グ
ル
が

『
法
の
哲
学
』
に
お
い
て
用
い
て
お
り
、
そ
れ
を
受
け
て
、
マ
ル
ク
ス
は

「
ヘ

ー
ゲ
ル
国
法
論
批
判
」
の
な
か
で
こ
の
概
念
を
使
用
し
た
の
で
あ
っ
た
。

（
５
）

マ
ル
ク
ス

『
経
済
学

・
哲
学
手
稿
』
、
藤
野
渉
訳
、
国
民
文
庫
、　
一
九
六
三
年
、　
一
〇
四
、　
一
〇
六
ペ
ー
ジ
。

（
６
）

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
『
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
』
、
船
山
信

一
訳
、
岩
波
文
庫
、
上
巻
、　
一
九
三
七
年
、
五
五
―
六
ペ
ー
ジ
。

（
７
）

マ
ル
ク
ス

『
経
済
学
ノ
ー
ト
』
、
杉
原
四
郎
、
重
田
晃

一
訳
、
未
来
社
、　
一
九
六
二
年
、
九
七
ペ
ー
ジ
。

（
８
）

同
上
、　
一
一
七
―
八
ペ
ー
ジ
。



主体としての類

（
９
）

同
上
、
九
七
ペ
ー
ジ
。

（
１０
）

同
上
、
九
八
ペ
ー
ジ
。

（
■
）

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ

『
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
』
、
上
巻
、
五
六
ペ
ー
ジ
。

（
・２
）

マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
グ
ル
ス

『
全
集
』
、
第
三
巻
、
四
ペ
ー
ジ
。

（
・３
）

モ
ー
ゼ
ス
・
ヘ
ス

『
初
期
社
会
主
義
論
集
』
、
山
中
隆
次
、
畑
孝

一
訳
、
未
来
社
、　
一
九
七
〇
年
、　
一
一
八
ペ
ー
ジ
。

（
・４
）

同
上
、　
一
四
八
ペ
ー
ジ
。

（
・５
）
　

「貨
幣
体
論
」
が
発
表
さ
れ
た
の
は

一
人
四
五
年
の

『
ラ
イ
ン
年
誌
』
で
あ
る
が
、
執
筆
時
期
は
マ
ル
ク
ス
の

『
経
哲
手
稿
』
に

先
立
っ
て
お
り
、

『
経
哲
手
稿
』
の
執
筆
時
に
は
、

「貨
幣
体
論
」
の
原
稿
は
マ
ル
ク
ス
の
手
許
に
あ
っ
た
と
い
う
推
定
が
定
説
と
な

っ
て
い
る
。
当
時
の
マ
ル
ク
ス
に
た
い
す
る
ヘ
ス
の
影
響
に
か
ん
し
て
い
え
ば
、

『
経
哲
手
稿
』
の
第

一
手
稿
は

「行
為
の
哲
学
」
の

影
響
が
濃
厚
で
あ
る
の
に
た
い
し
て
、　
で
ヽ
ル
評
註
」
に
は
、

「交
通
」
概
念
が
用
い
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
商
品
交
換
の
視

角
か
ら
市
民
社
会
分
析
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
点
で
、

「貨
幣
体
論
」
の
直
接
的
な
影
響
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
指
摘
は
、
従
来
の
ヘ
ス

ー

マ
ル
ク
ス
関
係
の
解
釈
に
た
い
し
て

一
石
を
投
じ
る
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
、
こ
れ
以
上
立
ち
入
ら
な
い
こ
と
に
し
た
い
。

（
・６
）

た
と
え
ば
、
マ
ル
ク
ス

『
経
済
学
批
判
要
綱
』
（第
三
分
冊
）
、
高
木
幸
二
郎
、
大
月
書
店
、　
一
九
六

一
年
、
四
三
〇
ペ
ー
ジ
、
マ

ル
ク
ス
・
エ
ン
グ
ル
ス

『
全
集
』
第
二
六
巻
Ｉ
、　
一
四
三
ペ
ー
ジ
。

（
・７
）

宮
本
十
蔵

『哲
学
の
理
性
』
、
合
同
出
版
、　
一
九
七
七
年
、　
一
四
三
ペ
ー
ジ
。

（
・８

）

Ｏ
Ｐ

一
守

ｏ̈
Ｏ

∽
一
】ｏ
〓

ｏ
Ｊ

Ｏ

げ
ｏ
【

Ｏ
ｏ
●

‘
「
ｏ
諄

Ｏ
ｏ
【

Ｈ
●
２

二
０
口
”
【”Ｓ

”

”８

∽
Ｏ
Ｎ
”̈
【お
日

Ｌ
´

”
０
【
】Ｆ

】

Ｈ
ｏ
Ｎ

，

∽
・
ヽ
●
―

∞
ｐ

（
・９
）

北
村
実

「
マ
ル
ク
ス
主
義
と
個
人
」
、

『文
学
研
究
科
紀
要
』
、
第
二
〇
輯
、　
一
九
八
四
年
、　
一
七
ｔ
三
〇
ペ
ー
ジ
。

（
２０
）

岩
崎
允
胤
編

『
現
代
の
倫
理
』
、
自
石
書
店
、　
一
九
八
五
年
、
六
二
≧
六
四
、
七
七
ペ
ー
ジ
。

（
２．
）

ヵ
ン
ト
が
類
を
歴
史
継
承
の
主
体
と
し
て
捉
え
た
こ
と
に
か
ん
し
て
は
、
岩
佐
。
尾
関
。
嶋
崎

。
高
田
・
種
村

『哲
学
の
リ
ア
リ

テ
イ
ー
ー
カ
ン
ト
・
ヘ
ー
グ
ル
・
マ
ル
ク
ス
』
、
有
斐
閣
、　
一
九
八
六
年
、
二
六
三
―
四
ペ
ー
ジ
参
照
。



颯
海
外
文
献
紹
介

近
年
の
中
国
に
お
け
る

「
両
種
生
産
理
論
」
に
か
ん
す
る
討
議
に
つ

岩

崎

允

胤

Ｉ

　

エ
ン
グ

ル
ス

『
家
族
、
私
有
財
産

お
よ
び
国
家

の
起
源
』

の

一
命
題
を

め
ぐ
る
新

た
な
問
題
提
起

エ
ン
グ
ル
ス
の

『
家
族
、
私
有
財
産
お
よ
び
国
家
の
起
源
』
―
―
以
下
略
し
て

『起
源
』
と
よ
ぶ
―
―
第

一
版

（
一
八

八
四
年
）
の

「
序
文
」
に
次
の
有
名
な
文
章
が
あ
る
。

「
唯
物
論
的
見
解
に
よ
れ
ば
、
歴
史
に
お
け
る
究
極
の
規
定
的
要
因
は
、
直
接
的
な
生

（生
活
）
の
生
産
と
再
生
産
と
で
あ
る
。
し

か
し
、
こ
れ
は
そ
れ
自
体
さ
ら
に
二
重
的
で
あ
る
。　
一
方
で
は
、
生
活
手
段
の
生
産
、
す
な
わ
ち
衣
食
住
の
諸
対
象
と
そ
れ
に
必
要
な

道
具
の
生
産
、
他
方
で
は
、
人
間
そ
の
も
の
の
生
産
、
す
な
わ
ち
種
の
繁
殖
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
あ
る
特
定
の
歴
史
的
時
代
お
よ
び
あ

る
特
定
の
国
土
の
人
間
の
生
活
が
い
と
な
ま
れ
る
社
会
的
諸
制
度
は
、
二
種
類
の
生
産
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
、　
一
方
で
は
労
働
の
、

い

て



近年の中国における「両種生産理論」にかんする討議について

他
方
で
は
家
族
の
発
展
段
階
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
」
云
々

（以
下
、
原
文
の
こ
の
段
階
の
終
わ
り
ま
で
有
名
な
文
章
は
つ
づ
く
―
―

全
集
第
二
一
巻
、
二
七
―
二
八
ペ
ー
ジ
）
。

こ
の
文
章
の
な
か
で
エ
ン
グ
ル
ス
は
、
直
接
的
生

（生
活
）
の
生
産
と
再
生
産
が
、
生
活
手
段
の
生
産
と
種
の
繁
殖
と
の
二
重
的
な
も

の
で
あ
る
と
し
、
こ
れ

（直
接
的
生
の
生
産
と
再
生
産
）
を
も

っ
て
歴
史
の
究
極
の
規
定
的
要
因
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、

以
前
か
ら
マ
ル
ク
ス
主
義
の
内
部
で
、
唯
物
史
観
か
ら
の
逸
脱
で
あ
り
、
二
元
論
に
陥
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
批
判
が
、
か
な
り
多
く
な

さ
れ
て
き
た
。

た
と
え
ば
、
ミ
ー
チ
ン
は
、　
一
九
四
九
年
に
ソ
連
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
で
の
報
告
に
お
い
て
、
ス
タ
ー
リ
ン
の

『弁
証
法
的
唯
物
論
と
史

的
唯
物
論
』
の
意
義
を
た
た
え
、
そ
れ
に
依
拠
し
な
が
ら
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
社
会
生
活
に
お
い
て
は
物
質
的
富
の
生
産
が
決

定
的
な
意
味
を
も
つ
と
い
う
マ
ル
ク
ス
の
周
知
の
命
題
と
は
ち
が

っ
て
、

〔
エ
ン
グ
ル
ス
は
〕
社
会
の
発
展
に
お
け
る
決
定
的

な
原

因

は
、
社
会
的
生
産
と
家
族
と
い
う
二
つ
の
原
則
で
あ
る
と
の
べ
て
い
る
。

エ
ン
グ
ル
ス
の
こ
の
命
題
は
あ
き
ら
か
に
誤

っ
て
い
る
」

Ｇ
ボ

、
Π

・
ユ
ー
ジ
ン
監
修

『
哲
学
小
辞
典
』

（
一
九
五
四
年
、
第
四
版
）

リ
シ
ェ
ヴ
イ
ー
ク
』
一
九
四
九
年
第
百
じ
。
ま
た
、
Ｍ
・
ロ
ー
ゼ
ン
タ
ー
リ

も
、

「
エ
ン
グ
ル
ス
は
、
社
会
お
よ
び
社
会
的
諸
制
度
の
発
展
が
、
生
産
様
式
の
ほ
か
に
氏
族
の
経
続

〔人
間
そ
の
も
の
の
生
産
〕
に
よ

っ
て
も
規
定
さ
れ
る
と
指
摘
し
て
、
誤
り
を
お
か
し
て
い
る
。
実
際
に
は
、
社
会
の
発
展
を
制
約
す
る
主
要
な
原
因
は
物
質
的
財
貨
の
生

産
様
式
で
あ
る
」

（邦
訳
、
六
一
ペ
ー
ジ
）
と
述
べ
て
い
る
。

し
か
し
、
他
方
で
、
こ
の
よ
う
な
断
定
に
た
い
し
て
マ
ル
ク
ス
主
義
内
部
で
も
当
時
か
ら
す
で
に
、
同
意
し
な
い
見
解
も
あ

っ
た
。
た

と
え
ば
、
邦
訳
、
国
民
文
庫
版

（
一
九
五
四
年
）
の

「
解
説
」
に
は

『
マ
ル
ク
ス
＝
エ
ン
グ
ル
ス
・
ア
ル

ヒ
ー
フ
』
第

九
巻

へ
の

「
序

文
」
か
ら

「
こ
の
命
題
は
明
白
に
誤
り
で
あ
る
」
云
々
の
文
章
を
引
用
し
な
が
ら
、

「
し
か
し
、
こ
の
主
張
に
は
ま
だ
解
明
さ
れ
な
い
問

題
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
し
、

「
お
そ
ら
く
エ
ン
グ
ル
ス
の
真
意
は
、
先
史
時
代
に
か
ん
す
る
か
ぎ
り
、
人
類
の
社



会
諸
制
度
は
、
主
と
し
て
は

（究
極
的
に
は
）
労
働
の
発
展
段
階
に
規
定
さ
れ
な
が
ら
も
、
直
接
的
に
は
婚
姻
の
発
展
段
階
に
よ

っ
て
規

定
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
、
誤
診
説
に
た
い
し
て
留
保
の
態
度
を

と

っ
て
い
る

（
一
一五
一
―
一
一五
一
天

―
ジ
）
。

＊
　
わ
が
国
で
は
、　
一
九
五
七
年
か
ら
六
七
年
に
か
け
て
、
エ
ン
グ
ル
ス
の
見
解
を
二
元
論
と
し
て
批
判
す
る
青
山
道
夫
、
江
守
五
夫
氏
と
、
エ

ン
グ
ル
ス
を
擁
護
し
て
両
種
の
生
産
を
、
生
（生
活
）
の
生
産
に
つ
い
て
の
統

一
さ
れ
た
一
個
の
二
重
の
関
係
と
み
る
玉
城
肇
氏
と
の
あ
い
だ
の

論
争
が
あ
る
。
ま
た
、
ス
タ
ー
リ
ン
主
義
的
解
釈
を
批
判
す
る
三
浦
つ
と
む
氏
の
見
解

（『
マ
ル
ク
ス
主
義
の
基
礎
』

一
九
五
七
年
）、
こ
の
解

釈
を
評
価
し
な
が
ら
も
、
二
種
類
の
生
産
の
関
係
、
そ
の
歴
史
的
変
化
を
分
析
し
な
い
点
で
同
意
し
な
い
芝
田
進
午
氏
の
見
解

（『人
間
と
人

格
性
の
理
論
』

一
九
六
一
年
）
な
ど
が
あ
る
。
そ
の
他
、
黒
田
寛

一
、
日
中
吉
六
、
原
秀
三
郎
、
飯
田
哲
也
、
杉
原
四
郎
、
布
村

一
夫
、
熊
野

聡
ら
の
諸
氏
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
見
解
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
れ
ら
の
な
か
か
ら
、
飯
田
哲
也
氏
の
見
解
を
引
用
し
て
お
こ
う
。

「も
う
一
つ
〔
の
点
〕
は
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
の

『起
源
』
に
お
け
る
一
般
的
命
題
が
決
し
て
二
元
論
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

『種
の
繁
殖
』
を
含
ん
だ
物
質
的
生
活
の
生
産
が
規
定
要
因
に
他
な
ら
ず

（そ
の
意
味
で
玉
城
見
解
は
正
し
い
）、
二
元
論
で
は
な
い
か
と
い

う
疑
義
は
、
物
質
的
生
産
の
様
式
が
規
定
要
因
で
あ
る

（青
山
、
江
守
見
解
）
と
い
う
史
的
唯
物
論
の
理
解
の
不
充
分
な
こ
と
か
ら
生
ま
れ
た

も
の
と
い
え
よ
う
」
翁
家
族
の
社
会
学
』

一
九
七
六
年
、　
一
五
三
ペ
ー
ジ
）。

中
国
で
は
、
八
年
は
ど
前
か
ら
、　
エ
ン
グ
ル
ス
の
当
該
個
所
に
お
け
る
両
種
生
産
に
か
ん
す
る
命
題
の
解
釈
を
め
ぐ

っ
て
諸
論
文
が
書

か
れ
、
こ
の
命
題
を
不
正
確
と
か
誤
り
と
か
み
な
す
こ
と
に
反
対
し
、
こ
れ
を
史
的
唯
物
論
の
重
要
な
命
題
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
い
う

観
点
か
ら
、
新
た
な
理
論
的
な
展
開
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
問
題
を
提
起
し
た
の
は
、

楊
埜

「
モ
ー
ガ
ン

『
古
代
社
会
』
か
ら

エ
ン
グ
ル
ス

『
家
族
、
私
有
財
産
お
よ
び
国
家
の
起
源
』
ま
で
―
―

マ
ル
ク
ス
主
義
民
族
学
と

ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
の
民
族
学
と
の
連
関
と
区
別
に
つ
い
て
の
試
論
」
∩
北
京
師
範
大
学
学
報
』

一
九
七
八
年
六
期
―
―
な
お
、
「
埜
」

は

「
坤
」
の
異
体
字
で
あ
る
）
。

で
あ
り
、
こ
れ
に
た
い
し
、
同
誌
上
で
批
判
的
見
解
を
述
べ
た
の
が
、



近年の中国における「両種生産理論」にかんする討議について

王
樵

「
ま
た
原
始
社
会
の
発
展
法
則
と
マ
ル
ク
ス
の

『
両
種
生
産
』
説
と
を
論
ず
―
―
楊
塑
先
生
と
の
討
議
」

（
一
九
八
〇
年
五
期
）

で
あ
る
。

『
哲
学
研
究
』
誌
上
で
も
、

葦
経
利

「
両
種
生
産
理
論
は
史
的
唯
物
論
の
一
つ
の
重
要
な
原
則
で
あ
る
」

（
一
九
七
九
年
一
〇
期
）

徐
亦
譲

「
『
両
種
生
産
』
原
理
は
な
ぜ
二
元
論
で
な
い
か
」

（
一
九
八
〇
年
九
期
）

が
発
表
さ
れ
、
著
作
と
し
て
も
、
そ
の
後
、

徐
亦
譲

『
両
種
生
産
問
題
の
研
究
―
―
唯
物
史
観
の
基
礎
を
論
ず
』

一
九
八
三
年

が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、　
一
九
八
四
年
十
月
に
は
、
中
国
民
族
学
会
誌

『
民
族
学
』
第
七
輯
が
、　
エ
ン
グ
ル
ス

『起
源
』
出
版
百
年
記
念
号
と
し
て
刊
行

さ
れ
た
が
、
そ
れ
に
は
、
巻
頭
の
、
会
長
秋
浦
論
文

「
わ
が
国
の
民
族
学
の
発
展
の
道
を
手
引
き
す
る
大
著
」
に
つ
づ
い
て
、
両
種
生
産

に
か
ん
す
る
次
の
四
篇
の
論
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

自
振
声

「
マ
ル
ク
ス
主
義
の
両
種
生
産
理
論
を
談
ず
」

侯
紹
庄
、
呉
斯
清

「
エ
ン
グ
ル
ス
の
両
種
生
産
に
か
ん
す
る
論
述
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
」

龍
平
平

「
両
種
生
産
理
論
が
掲
げ
る
原
始
社
会
の
発
展
法
則
を
論
ず
」

楊
整

「
マ
ル
ク
ス
の
唯
物
史
観
公
式
と
エ
ン
グ
ル
ス
の
両
種
生
産
学
説
と
を
論
ず
」

こ
れ
ら
の
諸
論
文
の
う
ち
に
は
今
日
の
中
国
に
お
け
る
両
種
生
産
に
か
ん
す
る
重
要
な
論
点
が
提
示
さ
れ
て
い
る
、
と
思
わ
れ
る
。
以

下
、
本
稿
で
は
、
そ
れ
ら
の
内
容
を
紹
介
し
、
さ
い
ご
に
若
干
の
私
見
を
付
し
た
い
。
た
だ
し
、
そ
の
こ
と
の
前
提
と
し
て
、
ま
ず
次
節

で
は
、
原
始
社
会
の
発
展
諸
段
階
に
か
ん
す
る
簡
単
な
瞥
見
を
加
え
て
お
く
。

＊
　
中
国
民
族
学
研
究
会
は
、　
一
九
八
〇
年
十
月
二
十
日
―
二
十
六
日
に
貴
陽
で
開
か
れ
た
全
国
民
族
学
学
術
討
論
会
の
さ
い
に
創
立
さ
れ
た



（会
長
、
秋
浦
）。
『民
族
学
』
第

一
輯
は
一
九
八
一
年
八
月
に
刊
行
さ
れ
た
。

前
述
し
た
よ
う
に
、　
エ
ン
グ
ル
ス
の
両
種
生
産
に
か
ん
す
る
命
題
を
史
的
唯
物
論
の
重
要
な
命
題
と
み
な
す
点
で
は
、
上
記
諸
論
文
は
　
確

意
見
が

一
致
し
て
い
る
が
、
次
の
点
で
大
き
な
見
解
の
岐
れ
が
あ
る
。

１
　
両
種
生
産
理
論
は
、
史
的
唯
物
論
の
基
本
原
理
で
あ

っ
て
、
す
べ
て
の
社
会
構
成
体
の
発
展
を
規
定
す
る
、
し
た
が

っ
て
、
そ
れ

は
原
始
社
会
に
も
階
級
社
会
に
も
適
用
さ
れ
る
、
と
み
る
か
、
そ
れ
と
も
、

２
　
両
種
生
産
理
論
は
、

『
経
済
学
批
判
』

「
序
言
」
の
公
式
を
補
完
し
た
も
の
で
あ
り
、
公
式
が
主
と
し
て
階
級
社
会
に
ぞ
く
す
る

の
に
た
い
し
、
そ
の
適
用
は
原
始
社
会
に
限
ら
れ
る
、
と
み
る
か
、
で
あ
る
。

＊
　
も
つ
と
も
、
楊
望
は
、
公
式
は
、
原
始
社
会
の
末
期
に
は
、
完
全
で
は
な
い
が
基
本
的
に
は
適
用
さ
れ
う
る
、
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
時
期

に
は
、
社
会
的
分
業
の
成
立
に
よ
っ
て
し
だ
い
に
階
級
性
が
成
立
し
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。

な
お
、
両
種
生
産
を
め
ぐ
る
議
論
の
高
ま
り
の
背
景
に
は
、
近
年
の
中
国
に
お
け
る
民
族
学
と
考
古
学
と
の
め
ざ
ま
し
い
発
展
と
と
も

に
、
今
日
に
お
け
る
人
口
増
加
に
ど
う
対
処
す
る
か
の
問
題
が
存
す
る
こ
と
を
、
指
摘
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

＊
　
さ
き
に
掲
げ
た
中
国
に
お
け
る
関
連
の
諸
著
作
は
、　
一
九
八
五
年
六
月

一
日
現
在
の
時
点
で
わ
た
く
し
が
明
ら
か
に
し
え
た
か
ざ
り
の
も
の

で
あ
る
。

Ⅱ
　
原
始
社
会
の
発
展
諸
段
階

―
―

「生
成
し
つ
つ
あ
っ
た
人
間
」
と

「
で
き
あ
が
っ
た
人
間
」
に
つ
い
て

原
始
社
会
と
そ
の
発
展
諸
段
階
に
つ
い
て
の
中
国
に
お
け
る
把
握
を
、
中
国
民
族
学
会
の
顧
間
で
あ
る
楊
埜
の

『
民
族
学
概
論
』

（
一

九
八
四
年
）
に
よ

っ
て
概
観
し
よ
う
と
思
う
。



近年の中国における「両種生産理論」にかんする討議について

だ
が
、
そ
れ
を
理
解
す
る
た
め
の
前
提
と
し
て
、
今
日
、
人
間
へ
の
進
化
の
過
程
を
大
筋
ど
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る

か
に
つ
い
て
、
述
べ
て
お
く
の
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。

エ
ン
グ
ル
ス
の
論
文

「猿
の
人
間
に
な
る
さ
い
の
労
働
の
役
割
」
に
お
い
て
示
さ
れ
た
系
譜
、

サ
ル
ー
↓
生
成
し
つ
つ
あ

っ
た
人
間
―
↓
で
き
あ
が

っ
た
人
間

は
、
そ
の
後
の
科
学
的
な
研
究
に
よ
っ
て
確
証
さ
れ
て
き
て
い
る
。
人
類
の
起
源
と
進
化
に
つ
い
て
は
、今
日
の
と
こ
ろ
、第

一
図
の
よ
う

な
系
統
を

一
応
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
含
七
卜
∽
ｒ
８
日
営

”
く
・０
・
∽
ｒ
９
８
８
・
Ｗ
ｏ
ｒ配
い
８
８

な
ど
に
よ
る
、―
―
も

っ

と
も
、
リ
ー
キ
ー
父
子
の
発
見
に
か
か
る
「
ホ
モ
・
ハ
ビ
リ
ス
」
の
系
統
上
で
の
位
置
を
は
じ
め
と
し
て
、
細
く
は
異
る
考
え
方
も
あ
る
）
。

し
た
が

っ
て
、
要
約
し
て
い
え
ば
、
人
間
の
進
化
は
、
ア
ウ
ス
ト
ラ
ロ
ピ
テ
ク
ス
（猿
人
）
―
―
ホ
モ
・
エ
レ
ク
ト
ゥ
ス
（原
人
）
―
―

ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス

（新
人
）
の
三
段
階
と
な
ろ
う
。

こ
こ
で
、
ア
ウ
ス
ト
ラ
ロ
ピ
テ
ク
ス
と
ホ
モ
・
エ
レ
ク
ト
ゥ
ス
が

「
生
成
し
つ
つ
あ

っ
た
人
間
」
で
あ
り
、
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
に
な

っ
て

「
で
き
あ
が

っ
た
人
間
」
と
な
る
。
こ
こ
に
人
間
の

「
社
会
」
が
成
立
す
る
。人
類
の
形
成
期
は
社
会
の
形
成
期
に
は
か
な
ら
な
い
。

も

っ
と
も
、
以
前
に
は
、
第
二
図
の
よ
う
な
系
列
が
考
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
は
、
ア
ウ
ス
ト
ラ
ロ
ピ
テ
ク
ス
か
ら
ホ
モ
・
ネ
ア
ン

デ
ル
タ
レ
ン
シ
ス
ま
で
が

「
生
成
し
つ
つ
あ

っ
た
人
間
」
で
あ
り
、
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
が

「
で
き
あ
が

っ
た
人
間
」
で
あ
る
。

＊
　
も
つ
と
も
、
Ю
・
И
・
セ
ミ
ョ
ー
ノ
フ
は

『人
類
社
会
の
形
成
』
２

九
六
六
年
）
で
、
ア
ウ
ス
ト
ラ
ロ
ピ
テ
ク
ス
を

「前
人
」
と
よ
び
、

人
類
の
進
化
を
、
原
人
―
旧
人
―
新
人
の
三
段
階
で
考
え
て
い
る
。
生
成
し
つ
つ
あ
っ
た
人
間
は
原
人
か
ら
は
じ
ま
る
と
み
て
い
る
。

中
国
で
は
、
人
間
の
進
化
の
系
統
は
ど
の
よ
う
に
み
ら
れ
て
い
る
か
。
最
近
で
の
一
例

と
し
て
、
李
紹
明

『
民
族
学
』
２

九
八
六
年
、

五
〇
―
五
一
ペ
ー
ジ
）
に
よ
れ
ば
、
猿
人
―
直
立
人
―
早
期
智
人
＝
古
人

（
旧
人
）
―
晩
期
智
人
＝
新
人
の
四
段
階
が
あ
げ
ら
れ

て

い
る

（
こ
れ
は
つ
ま
り
第
二
図
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
）
。



で
き
あ
が

っ
た
人
間
　
　
　
生
成
し

つ
つ
あ

っ
た
人
間

第 一 図
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近年の中国における「両種生産理論」にかんする討議について

さ
て
、
以
上
を
前
提
と

し

て
楊
塑

『
民
族
学
概
論
』
に

よ
れ
ば
、

人
類
は
す
で
に
三
百
万
年
も
の
歴
史
を
も

っ
て
お
り
、
そ
れ
は
次
の
四

段
階
に
分
け
ら
れ
る

（
一
八
〇
―
一
人
一
ペ
ー
ジ
）
。

１
　
猿
人
段
階

（
三
百
万
年
前
―
四
十
万
年
前
）

①
早
期
猿
人
段
階

（
三
百
万
年
前
―
百
七
十
万
年
前
）

②
晩
期
猿
人
段
階

（
百
七
十
万
年
前
―
四
十
万
年
前
）

２
　
旧
人
段
階

（
二
十
万
年
前
―
四
万
年
前
）

３
　
新
人
段
階

（
西
紀
前
四
万
年
前
―

一
万
四
千
年
前
）

４
　
現
代
人
段
階

（
西
紀
前

一
万
二
千
年
前
以
来
）

＊
　
四
十
万
年
と
二
十
万
年
の
間
の
人
類
化
石
を
、
猿
人
の
も
の
と
み

る
か
、
旧
人
の
も
の
と
み
る
か
は
、
今
後
の
研
究
の
課
題

で
あ

る
、
と
楊
埜
は
注
し
て
い
る
。

キ〓　
中
国
の
場
合
は
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

１
の
②
ｌ
ｌ
北
京
猿
人
ら

２
　
　
１
１
馬
場
人
、
長
陽
人
、
丁
村
人
ら

３
　
　
１
１
山
頂
洞
人
、
柳
江
人
、
資
陽
人
、
河
套
人
ら

こ
れ
ら
四
段
階
の
う
ち
で
、
１
と
２
、

つ
ま
り
猿
人
と
旧
人
が
、　
エ

ン
グ
ル
ス
の
い
う

「
生
成
し
つ
つ
あ

っ
た
人
間
」
、
３
と
４
、

つ
ま
り

アウストラロピテクス C哀人)

ホモ・ エレクトゥス (原人)

ホモ・サピエンス (新人)

第二図

*t. ri72f tvrv>r^ (1fl^>
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０
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近年の中国における「両種生産理論」にかんする討議について

新
人
と
現
代
人
が

「
で
き
あ
が

っ
た
人
間
」
に
あ
た
る
こ
と
に
な
る
。

原
始
社
会
に
は
、
こ
う
し
て
、

「生
成
し
つ
つ
あ

っ
た
人
間
」
の
段
階
と

「
で
き
あ
が

っ
た
人
間
」
の
段
階
と
が
含
ま
れ
る
。

楊
整
は
、
人
類
社
会
発
展
史
を
第
二
図
の
よ
う
な
諸
段
階
に
分
け
て
い
る

（
一
八
六
ペ
ー
ジ
）
。
そ
の
な
か
で
、

「
部
落
」
は
質
”Ｆ

の

訳
語
で

（李
紹
明
、
前
掲
書
、
六
八
ペ
ー
ジ
を
参
昭
じ
、
わ
れ
わ
れ
の

「部
族
」
に
あ
た
る
。

「
公
社
」
は

「
共
同
体
」
で
あ
る
。

＊
　
こ
れ
に
た
い
し
中
国
語
で

「部
族
」
は

工
ｅ
ｏヽ
工
ｏ
８
げ
の
訳
語
で
あ
る

（李
紹
明
、
同
上
書
、
七
三
ペ
ー
ジ
）。

し
た
が

っ
て
、
原
始
社
会
に
お
い
て
、
原
始
群
の
段
階
が

「生
成
し
つ
つ
あ

っ
た
人
間
」
の
時
期
、
氏
族
社
会
と
部
族
社
会
と
は

「
で

き
あ
が

っ
た
人
間
」
の
時
期
に
あ
た
る
。

な
お
、
楊
塑
の
分
類
と
は
必
ず
し
も
合
致
し
な
い
が
、
参
考
の
た
め
に
、
黄
淑
婦
、
程
徳
膜
、
庄
孔
詔
、
王
培
英

『中
国
原
始
社
会
史

話
』

一
九
八
二
年
に
付
せ
ら
れ
た
中
国
原
始
社
会
年
表
を
、
次
に
第
四
図
と
し
て
掲
げ
て
お
く
。

Ⅲ
　
両
種
生
産
理
論
を
め
ぐ
る
諸
見
解

さ
て
、

『
民
族
学
』
第
七
輯
冒
頭
の
秋
浦
論
文
は
、

『
起
源
』
出
版
百
年
記
念
に
あ
た
っ
て
、　
エ
ン
グ
ル
ス
か
ら
学
ぶ
べ
き
事
柄
と
し

て
六
点
を
あ
げ
て
い
る
。

①
　
か
れ
が
ど
の
よ
う
に
す
べ
て
の
民
族
を
研
究
対
象
と
し
た
か

（
こ
れ
は
、
中
国
の
民
族
学
に
と

っ
て
、
た
ん
に
少
数
民
族
だ
け
で

な
く
漢
民
族
を
積
極
的
に
研
究
対
象
と
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
）
。

②
　
ど
の
よ
う
に
正
確
に
問
題
を
観
察
す
る
方
法
を
示
し
た
か
。

③
　
ど
の
よ
う
に
広
く
深
い
知
識
を
も

っ
て
い
た
か
。



第 四 図

中 国 原 始 社 会 年 表

年 代

単位 :

ノ」FF i0

地 質

H寺  イに
考古時代 人類和文化

社 会

組 織

婚姻形態

伝 説

Hキ 代

0.5

0.6

1

2

3

5

1500

企

新

世

金石併用時

代

龍山文化,

斉家文化等

氏

族

公

社

父

系

氏

族

母

系

氏

族

一 夫一‐妻

帝1

flT」 力ヽ

族外群婚

尭舜風

ス
●

神農氏

伏義氏

魃人氏

有巣氏

新石器Hよ代

大河口文化 ,

馬家窯文化等

ll,音召文化,

河婿渡文化等

中石器時代 沙苑文化等

更

新

世

晩

期

1日

石

代

晩

期

河套人及其文化

山頂洞人及其文化

山き崎人及其文化

左鎮人

柳江人

中

　

　

期

丁村人及其文化

許家窯人及其文文

,ll」 ナ覇ノ、

大協人及其文化

11

期

」
11

期

早

　

　

期

北京人及其文化

藍田人及其文化

元謀人及其文化

血
縁
家
族
公
社

血L手豪群婚

上新世 使用天然本

石

南 方 古 猿

月昔 チ馬 古 猿

原

始

群
雑   交

中新世



④
　
ど
の
よ
う
に
両
種
生
産
理
論
の
研
究
を
重
視
し
た
か
。

③
　
ど
の
よ
う
に
正
確
に
歴
史
的
な
文
化
遺
産
を
取
扱

っ
た
か
。

③
　
ど
の
よ
う
に
真
理
を
堅
持
し
誤
り
を
訂
正
す
る
学
風
を
も

っ
て
い
た
か
。

こ
れ
ら
六
点
の
な
か
で
０
を
み
れ
ば
、

『
起
源
』
に
お
け
る
具
体
的
な
理
論
と
し
て
、
民
族
学
に
お
い
て
と
く
に
両
種
生
産
理
論
に
大

き
な
関
心
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

秋
浦
は
、
両
種
生
産
理
論
に
つ
い
て
、

「
エ
ン
グ
ル
ス
は
、
両
種
生
産
が
全
社
会
の
発
展
に
た
い
し
て
制
約
的
な
作

用

を

も

っ
て

い

る
、
と
考
え
て
い
る
。
こ
れ
は
、
史
的
唯
物
論
が
異
な
る
社
会
構
成
体
に
た
い
し
て
具
体
的
に
適
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
わ
が
国
の
民

族
学
の
研
究
者
に
た
い
し
、
う
た
が
い
も
な
く
、
永
遠
の
指
導
的
意
義
を
も

っ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し

て
、
ス

タ
ー
リ

ン
が

『
弁
証
法
的
唯
物
論
と
史
的
唯
物
論
』
に
お
い
て
両
種
生
産
理
論
に
た
い
し
て
否
定
的
態
度
を
と

っ
た
こ
と
、
ソ
連
で
は
そ
の
後
も
こ
の

態
度
が
ひ
き
つ
づ
い
て
と
ら
れ
て
き
た
こ
と
が
、
中
国
の
民
族
学
界
に
き
わ
め
て
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
し
、

「
あ
た
か
も
、
生
産
手

段
の
生
産
様
式
が
社
会
発
展
の
な
か
で
決
定
的
に
作
用
を
す
る
と
い
う
こ
の

一
個
の
公
式
を
ち
ゃ
ん
と
覚
え
て
お
き
さ
え
す
れ
ば
、
ど
ん

な
歴
史
的
変
遷
に
も
対
処
し
え
て
、
万
々
誤
ま

っ
た
こ
と
は
な
い
か
の
よ
う
で
あ

っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
今
日
の
人

口
問
題
の

解
決
の
た
め
に
エ
ン
グ
ル
ス
の
命
題
が
重
要
な
意
義
を
も
つ
こ
と
を
力
説
し
て
い
る
。

＊
　
ス
タ
ー
リ
ン
の
有
名
な
命
題
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
「
社
会
の
物
質
的
生
活
の
諸
条
件
』
と
い
う
概
念
の
な
か
に
は
、
人
口
の
増
加
、
人

口
密
度
の
い
か
ん
と
い
う
こ
と
も
ま
た
は
い
る
こ
と
は
、
う
た
が
い
な
い
」。
「も
と
よ
り
、
人
口
の
増
加
は
、
社
会
の
発
展
に
影
響
を
お
よ
ぼ

し
、
社
会
の
発
展
を
容
易
に
し
た
り
、
お
く
ら
せ
た
り
す
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
、
社
会
発
展
の
主
要
な
力
で
は
あ
り
え
な
い
し
、
社
会
発
展

に
た
い
す
る
そ
の
影
響
も
決
定
的
な
影
響
で
は
あ
り
え
な
い
」
Ｇ
弁
証
法
的
唯
物
論
と
史
的
唯
物
論
』
石
堂
清
倫
訳
、
国
民
文
庫
、　
〓
一〇
ペ

ー
ジ
）。
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と
こ
ろ
で
、

『
民
族
学
』
第
七
輯
に
お
さ
め
ら
れ
た
両
種
生
産
理
論
に
か
ん
す
る
四
篇
の
論
文
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
１
、
こ
れ
を

史
的
唯
物
論
の
一
般
的
原
理
と
み
る
か
、
２
、
こ
れ
は
原
始
社
会
に
か
ん
す
る
も
の
で
階
級
社
会
に
は
適
用
さ
れ
な
い
と
み
る
か
、
に
よ

っ
て
、
大
別
さ
れ
る
。
と
は
い
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の
あ
い
だ
で
見
解
の
か
な
り
の
相
違
も
み
ら
れ
る
。
だ
が
、
今
日
、
人
口
問
題
を
か
か
え

る
中
国
に
お
い
て
そ
の
理
論
が
重
要
な
意
義
を
も
つ
と
み
る
点
で
は
み
な

一
致
し
て
い
る
。

１
　
両
種
生
産
理
論
を
史
的
唯
物
論
の
基
本
原
理
と
み
る
見
解

自
振
声
、
侯
紹
庄

・
呉
斯
清
の
二
論
文
が
こ
の
見
解
を
と
る
。
そ
の
点
で
は
か
れ
ら
は
一
致
す
る
が
、

「種
の
繁
殖
」
の
問
題
を
た
ん

に
人
口
の
数
量
的
増
加
と
解
す
る
か

（
こ
れ
は
と
く
に
ス
タ
ー
リ
ン
の
見
解
と
結
び
つ
く
）
、
そ
れ
と
も
、
こ
の
解
釈
に
反
対
し
、
家
族

形
式
の
発
展
と
し
て
と
ら
え
る
か
、
に
よ
っ
て
見
解
が
大
き
く
わ
か
れ
る
。

①
　
自
振
声
の
見
解

白
振
声
は
、

『起
源
』
序
文
で
提
示
さ
れ
た
両
種
生
産
理
論
が

『経
済
学
批
判
』

「
序
言
」
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
唯
物
史
観
の
公
式
を

一
歩
す
す
め
た
も
の
で
あ
り
、
史
的
唯
物
論
の
一
個
の
基
本
的
原
理
を
な
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』

（
一
人
四
五
―
四
六
年
）
で
、　
マ
ル
ク
ス
と

エ
ン
グ
ル
ス
は
物
質
的
生

（生
活
）
の
生
産
、
新
し
い
諸
要

求
の
生
産
、
人
間
の
生
産

。
家
族
を
、
三
つ
の
段
階
で
は
な
く
、
三
つ
の
側
面
、
契
機

（今
日
も
な
お
歴
史
の
な
か
で
作
用
し
て
い
る
）

と
み
な
し
て
い
た
。

『
起
源
』
の
命
題
は
、　
エ
ン
グ
ル
ス
が
四
十
数
年
後
に
、
豊
富
な
研
究
成
果
と
、
い
っ
そ
う
成
熟
し
た
唯
物
史
観
と

を
も

っ
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
両
種
生
産
理
論
を
い
っ
そ
う
簡
明
、
適
切
に
叙
述
し
た
も
の
で
あ
る
。

＊
　
マ
ル
ク
ス
と
エ
ン
グ
ル
ス
は
、
こ
れ
ら
三
つ
の
契
機
は

「歴
史
の
そ
も
そ
も
の
始
ま
り
か
ら
、
そ
し
て
最
初
の
人
間
た
ち
以
来
、
同
時
に
存

在
し
、
今
日
な
お
歴
史
の
な
か
で
そ
の
力
を
効
か
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

「労
働
に
お
け
る
自
己
の
生
産
に
し
て
も
、
生
殖
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に
お
け
る
他
人
の
生
産
に
し
て
も
、
お
よ
そ
生
の
生
産
な
る
も
の
は
と
り
も
な
お
さ
ず
或
る
二
重
の
関
係
と
し
て
―
―
一
面
で
は
自
然
な
関
係

と
し
て
、
他
面
で
は
社
会
的
関
係
と
し
て
―
―
現
わ
れ
る
」
と
書
い
て
い
る

（『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
全
集
第
二
巻
、
二
五
ペ
ー
ジ
）。

マ
ル
ク
ス
と
エ
ン
グ
ル
ス
の

『
起
源
』
に
お
け
る
論
述
か
ら
少
く
も
次
の
四
点
が
明
ら
か
に
な
る
、
と
自
振
声
は
考
え
る
。

①
　
歴
史
上
の
決
定
要
因
は
、

「
直
接
的
生

（生
活
）
の
生
産
と
再
生
産
」
、
す
な
わ
ち
社
会
的
な
物
質
的
生
産
、
社
会
に
お
け
る
経

済
的
要
因
で
あ
る
。

②
　
生
産
は
両
種
の
生
産
を
不
可
分
な
側
面
と
し
て
包
括
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
、
社
会
制
度
、
社
会
発
展
に
影
響
と
制
約
を
与
え
る

「物
質
的
生

（生
活
）
の
諸
条
件
」
に
ぞ
く
し
て
い
る
。

③
　
両
種
の
生
産
は
、
社
会
的
生
産
と
い
う
矛
盾
統

一
体
の
な
か
の
両
側
面
で
あ
り
、
た
が
い
に
条
件
と
な
り
作
用
し
あ
う
こ
と
を
と

お
し
て
、
社
会
的
生
産
の
不
断
の
前
進
を
お
し
す
す
め
る
。
し
か
し
両
側
面
の
う
ち
、　
一
方
は
主
要
な
も
の
、
他
方
は
副
次
的
な
も
の
で

あ
る
。
ス
タ
ー
リ
ン
の
い
う
よ
う
に
、
主
要
な
力
と
な
る
の
は

「
人
類
の
生
存
に
必
要
な
生
活
手
段
を
獲
得
す
る
仕
方
、
食
物
、
衣
類
、

履
物
、
住
居
、
生
産
用
具
、
等
々
の
よ
う
な
、
社
会
が
生
活
し
発
展
で
き
る
た
め
に
必
要
な
物
質
的
財
貨
の
生
産
様
式
で
あ
る
」

（前
掲

書
、　
一
二
一
―
一
三
二
ペ
ー
ジ
）
。

④
　
両
種
生
産
理
論
は
人
類
の
原
始
社
会
の
研
究
の
な
か
か
ら
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
史
的
唯
物
論
の
一
個
の
基
本

原

理

で
あ

り
、
今
日
の
社
会
に
た
い
し
て
も
依
然
と
し
て
有
効
な
も
の
で
あ
る
。

白
振
声
は
、
つ
い
で
、

『
「
人
民
の
友
」
と
は
な
に
か
』
に
お
け
る
レ
ー
ニ
ン
の
ミ
ハ
イ
ロ
フ
ス
キ
ー
批
判

（全
集
、
第
一
巻
、
一
四
四

―
六
ペ
ー
ジ
）
か
ら
次
の
三
つ
の
合
意
を
と
り
だ
し
て
い
る
。

①
　
両
種
生
産
は
、
ミ
ハ
イ
ロ
フ
ス
キ
ー
の
い
う
よ
う
に
、
社
会
の
発
展
を
制
約
す
る
う
え
で
、
並
列
的
な
の
で
は
な
く
、
主
要
と
副

次
と
の
区
別
を
も

っ
て
い
る
。



②
　
唯
物
史
観
の
原
理
は
、
た
ん
に
原
始
社
会
に
た
い
し
て
ば
か
り
で
な
く
、　
一
切
の
社
会
の
発
展
段
階
に
た
い
し
て
も
適

用
さ
れ

ス
一
。③

　
両
種
生
産
は
社
会
の
な
か
で
の
経
済
的
要
因
に
ぞ
く
す
る
も
の
で
あ
り
、
物
質
的
生
産
の
カ
テ
ガ
リ
ー
で
あ
る
。

＊
　
レ
ー
ニ
ン
は
当
該
箇
所
で
、
子
供
の
生
産
も
経
済
的
要
因
で
あ
り
、
物
質
的
な
生
活

（生
）
関
係
に
含
ま
れ
る
、
と
考
え
て
い
る
と
思
わ
れ

２
つ
。

自
振
声
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
内
部
で
の
異
説
と
し
て
、
ソ
連
の

『
小
哲
学
辞
典
』
な
ど
に
み
ら
れ
る
、

『起
源
』
の
両
種
生
産
に
か
ん

す
る
叙
述
を
否
定
的
で
あ
や
ま
り
と
す
る
見
解
を
批
判
し
、
つ
い
で
、
両
種
生
産
論
の
適
用
範
囲
を
原
始
社
会
に
限
定
す
る
楊
塑
の
見
解

に
反
対
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
自
振
声
に
よ
れ
ば
、
楊
塑
は
、
①

一
切
の
階
級
社
会
の
発
展
法
則
は
労
働
生
産
と
い
う

一
種
の
生
産
の

制
約
を
う
け
る
が
、
②
原
始
社
会
で
は
、
生
産
力
の
水
準
が
低
い
た
め
、
社
会
の
発
展
は
生
物
法
則
の
制
約
も
う
け
る
の
で
あ
り
、
こ
こ

で
は
、
社
会
法
則
と
生
物
法
則
の
対
立
的
闘
争
の
法
則
が
お
こ
な
わ
れ
る
と
み
て
い
る
。
こ
れ

に
た

い
し
自
振
声
は
、
①

一
切
の
階
級

社
会
の
発
展
法
則
は
労
働
生
産
の
制
約
を
う
け
る
だ
け
で
は
な
く
、
人
口
生
産
の
制
約
も
う
け
る

（
ス
タ
ー
リ
ン
に
よ
る
）
、
②
人
間
と

動
物
と
の
あ
い
だ
に
本
質
的
な
区
別
が
あ
り
、
動
物
に
か
ん
す
る
法
則
を
人
類
社
会
に
も
ち
こ
ん
で
は
な
ら
ぬ
、
血
縁
婚
家
族
、
プ
ナ
ル

ア
家
族
、
対
偶
婚
家
族
、　
一
夫

一
婦
制
家
族
と
い
っ
た

『起
源
』
で
提
出
さ
れ
た
家
族
制
度
の
諸
形
式
が
、
ど
う
し
て
生
物
法
則
に
制
約

さ
れ
る
と
い
え
よ
う
か
、
と
批
判
し
て
い
る
。

＊
　
し
か
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
楊
埜
が
、
社
会
法
則
と
生
物
法
則
と
の
対
立
的
闘
争
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
原
始
社
会
の
形
成
期
、
す
な
わ

ち

「生
成
し
つ
つ
あ
る
人
間
」、
つ
ま
り

「原
始
群
」
の
時
期
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。

＊
＊　
血
縁
家
族
、
プ
ナ
ル
ア
家
族
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
。

自
振
声
は
さ
い
ご
に
か
れ
自
身
の
見
解
を
、
次
の
五
点
に
ま
と
め
て
い
る
。
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①
　
両
種
生
産
理
論
は
、
マ
ル
ク
ス
と
エ
ン
グ
ル
ス
が
、
原
始
社
会
の
研
究
の
な
か
で
共
同
し
て
え
た
と
こ
ろ
の
史
的
唯
物
論
の
一
個

の
基
本
原
理
で
あ
る
。
人
類
社
会
の
進
歩
を
促
進
す
る
う
え
で
の
そ
れ
の
指
導
的
意
義
は
、
原
始
社
会
の
範
囲
を
は
る
か
に
超
え
る
も
の

で
あ
る
。

②
　
物
質
的
な
生
活
手
段
の
生
産
が
社
会
制
度
と
そ
の
発
展

・
変
化
を
決
定
す
る
主
要
な
力
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、
む
ろ
ん
原
始
社

会
で
も
例
外
で
は
な
い
。

③
　
人
間
自
身
の
生
産
、
す
な
わ
ち
種
の
繁
殖
は
、
生
産
力
の
低
い
原
始
社
会
に
お
い
て
重
要
な
作
用
を
な
す
だ
け
で
な
く
、
階
級
社

会
に
な

っ
て
の
ち
も
、
発
展
を
遅
滞
さ
せ
た
り
、
促
進
さ
せ
た
り
す
る
そ
の
作
用
は
、
軽
視
で
き
な
い
。

④
　
エ
ン
グ
ル
ス
は

「
労
働
が
な
お
未
発
達
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
ま
た
そ
の
生
産
物
の
量
が
、
し
た
が

っ
て
ま
た
社
会
の
富
が
乏
し

け
れ
ば
乏
し
い
ほ
ど
、
社
会
秩
序
は
そ
れ
だ
け
圧
倒
的
に
血
縁
の
紐
帯
に
支
配
さ
れ
る
も
の
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
」

（『起
源
』
「序
文
」
中

の
前
掲
の
文
章
に
つ
づ
く
）
と
書
い
て
い
る
。
資
本
主
義
社
会
と
比
べ
て
、
封
建
社
会
、
奴
隷
社
会
、
原
始
氏
族
社
会
に
お
い
て
は
、
労
働

は
発
達
し
て
お
ら
ず
、
血
縁
関
係
の
影
響
と
制
約
は
、
た
と
え
そ
の
程
度
は
異
な
る
に
せ
よ
、
否
認
す
る
べ
く
も
な
く
存
在
し
て
い
る
。

と
く
に
中
国
に
お
い
て
は
、
封
建
社
会
が
は
な
は
だ
長
い
あ
い
だ
続
い
た
た
め
に
、
資
本
主
義
的
西
方
と
比
べ
て
、
労
働
生
産
は
ず

っ
と

不
発
達
の
状
態
に
あ
り
、
宗
族
観
念
が
か
な
り
強
く
、
宗
族
関
係
が
つ
ね
に
作
用
し
て
い
る
。
人
間
自
身
の
生
産
が
社
会
発
展
に
及
ぼ
す

影
響
と
制
約
は
、
こ
の
よ
う
に
、
原
始
社
会
の
限
界
を
こ
え
、
頑
強
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

③
　
今
世
紀
、
と
く
に
こ
の
三
十
年
来
、
科
学

・
技
術
の
飛
躍
的
発
展
と
社
会
の
不
断
の
進
歩
は
、
ま
す
ま
す
人
々
の
重
視
す
る
と
こ

ろ
と
な

っ
て
お
り
、
人
口
問
題
の
研
究
は
経
済

。
社
会
の
発
展
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
な

っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
両
種
生
産
理
論
の
生
命

力
と
、
現
実
社
会
に
た
い
す
る
そ
の
普
遍
的
な
指
導
的
作
用
と
を
証
明
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
現
代
中
国
の
人
口
政
策
に
お

い
て
、
中
華
人
民
共
和
国
憲
法
の
い
う
よ
う
に
、

「人
口
増
加
と
経
済

。
社
会
の
発
展
計
画
と
を
相
適
応
さ
せ
る
」
こ
と
が
基

本

で
あ
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り
、

「
両
種
生
産

一
起
択

（Ч
ρ̈
】シ
島

一
緒
に
つ
か
む
）
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
出
さ
れ
て
い
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

②
　
侯
紹
庄
・
呉
斯
清
の
見
解

侯
紹
庄

。
呉
斯
清
は
、
両
種
生
産
に
か
ん
す
る
エ
ン
グ
ル
ス
の
論
述
、
す
な
わ
ち
、
社
会
と
社
会
制
度
の
発
展
が
生
活
手
段
の
生
産
と

種
の
繁
殖
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
い
う
論
述
は
、
歴
史
の
検
証
を
経
て
、
ま
す
ま
す
光
輝
を
放

っ
て
い
る
と
し
、
か
つ
て
ソ
連
に
み
ら

れ
た

一
連
の
否
定
的
な
見
解
は
、　
エ
ン
グ
ル
ス
の

「種
の
繁
殖
」
に
か
ん
す
る
合
意
を

一
面
的
に
誤
解
し
、
こ
れ
を
た
ん
に
人
口
の
数
量

的
増
加
と
み
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
う

（
こ
の
点
で
、
こ
の
論
文
の
見
解
は
、
こ
れ
を
人
口
増
加
と
解
し
て
ス
タ
ー
リ
ン
に
直
結
し
て
ゆ

く
白
振
声
の
見
解
と
は
異
な

っ
て
い
る
）
。

『起
源
』

「
序
文
」
で
エ
ン
グ
ル
ス
は

「
社
会
的
諸
制
度
は
、
二
種
類
の
生
産
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
、　
一
方
で
は
労
働
の
、
他
方
で

は
家
族
の
発
展
段
階
に
よ
っ
て
、
制
約
さ
れ
る
」
と
述
べ
て
お
り
、
し
た
が

っ
て
、
物
質
的
生
活
手
段
の
生
産
と

（人
口
増

加

で

は
な

く
）
家
族
形
式
の
発
展
と
が
、
社
会
の
歴
史
的
発
展
を
決
定
す
る
要
因
と
さ
れ
て
い
る
、
と
侯
紹
庄

・
呉
斯
清
は
主
張
す
る
。

人
間
自
身
の
生
産
が
社
会
の
歴
史
的
発
展
の
決
定
要
因
の
一
つ
と
な
る
の
は
、
そ
の
生
産
が
た
ん
な
る
生
理
的
な
活
動
本
能
、
た
ん
な

る
両
性
間
の
性
的
関
係
の
結
果
で
あ
る
か
ら
で
は
な
く
、
両
性
間
の
関
係
、
人
間
自
身
の
生
産
が
特
定
の
歴
史
上
の
時
代
に
特
有
の
家
族

形
式
の
制
約
を
う
け
る
か
ら
で
あ
り
、
こ
の
家
族
形
式
は
単
純
な
自
然
的
な
関
係
で
は
な
く
て
、
生
産
関
係
的
な
性
質
を
も
ち
、
生
産
関

係
の
一
部
分
を
な
し
、
当
該
時
期
に
お
け
る
特
定
の
生
産
様
式
の
カ
テ
ガ
リ
ー
に
ぞ
く
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
論
じ
て
、
侯
紹
庄

・
呉
斯
清
は
次
の
よ
う
に
書
く
。

「
人
々
は
両
種
生
産
の
問
題
に
か
ん
す
る
エ
ン
グ
ル
ス
の
論
述
を
指

摘
し
て
難
じ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、

エ
ン
グ
ル
ス
の
論
点
を

一
面
的
に
理
解
し
て
作
り
あ
げ
た
も
の
で
あ
る
。
事
実
の
説
明
す

る

よ
う

に
、　
エ
ン
グ
ル
ス
の
説
く
と
こ
ろ
の
、
社
会
の
発
展
を
決
定
す
る
要
因
の
一
つ
と
し
て
の
種
の
繁
殖
は
、
家
族
形
式
の
発
展
の
こ
と
で
あ
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っ
て
、
決
し
て
人
口
の
数
量
的
増
加
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
上
述
の
非
議
は
、
主
観
的
に
つ
く
り
あ
げ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
」
。

つ
い
で
侯
紹
庄

。
呉
斯
清
は
、
婚
姻
家
族
形
式
の
変
遷
の
考
察
に
入
る
。
④
原
始
社
会
か
ら
階
級
社
会
に
入

っ
た
始
め
の
頃
ま
で
は
、

原
始
雑
交
、
血
縁
家
族
、
プ
ナ
ル
ア
家
族
、
対
偶
家
族
、　
一
夫

一
婦
制
の
個
別
家
族
と
い
う
諸
段
階
が
あ

っ
た
と
し
て
い
る

（
ソ
連
の
セ

ミ
ョ
ー
ノ
フ
も
こ
れ
を
批
判
し
て
い
る
よ
う
に
、
血
縁
家
族

・
プ
ナ
ル
ア
家
族
の
存
在
を
承
認
す
る
こ
の
よ
う
な
諸
段
階
論
は
、
今
日
で

は
す
で
に
科
学
的
に
支
持
さ
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
…
…
筆
者
）
が
、
と
も
あ
れ
、
シ」
う
し
た
変
化
は
社
会
の
経
済
的
発
展
の
結
果
で
あ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
当
該
社
会
の
特
質
を
反
映
す
る
と
と
も
に
、
逆
に
ま
た
、
新
し
い
婚
姻
家
族
形
式
は
社
会
の
経
済
的
発
展
に
影
響
し
て
い
る
。

＊
　
セ
ミ
ョ
ー
ノ
フ
、
前
掲
訳
、
上
巻
、
三
〇
―
四
七
ペ
ー
ジ
、
不
破
哲
三

『講
座

「家
族
、
私
有
財
産
、
お
よ
び
国
家
の
起
源
」
入
門
』
一
九

八
三
年
、
八
六
―
八
九
ペ
ー
ジ
を
参
照
。

＊
＊

『民
族
学
』
第
七
輯
で
、
黄
淑
婢
は

「血
縁
家
族
に
か
ん
し
て
」
は
、
Ｗ
・
Ｈ
。
Ｒ
。
リ
ヴ
ァ
ー
ズ
、
セ
ミ
ョ
ー
ノ
フ
に
反
対
し
、
血
縁
家

族
か
ら
プ
ナ
ル
ア
家
族
が
出
た
こ
と
を
依
然
と
し
て
主
張
し
て
い
る
。

階
級
社
会
に
入
っ
て
以
降
は
、
婚
姻
家
族
形
式

（
一
夫

一
婦
制
）
に
は
大
き
な
変
化
は
な
い
が
、
そ
の
性
質
は
変
化

。
発

展

し

て
お

り
、
そ
の
変
化

。
発
展
は
、経
済
的
社
会
構
成
の
更
替
と
密
接
に
連
関
し
て
い
る
。
た
し
か
に
個
別
婚
制
の
成
立
は
歴
史
上
の
大
き
な
進
歩

で
は
あ

っ
た
が
、
そ
れ
は
奴
隷
制
と
私
有
の
富
と
あ
い
ま

っ
て
そ
の
後
今
日
ま
で
つ
づ
く
時
代
を
ひ
ら
き
、
こ
こ
で
一
方
の
側
に
お
け
る

幸
福
と
発
展
は
、
他
方
の
側
に
お
け
る
痛
苦
と
抑
圧
を
犠
牲
に
し
て
実
現
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
意
味
で
、
進
歩
は
同
時
に
相
対
的

な
退
歩
で
あ

っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
侯

・
呉
は
、
さ
ら
に
、
女
性
の
地
位
が
奴
隷
制
、
封
建
制
、
資
本
制
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
変

わ

っ
た
か
を
考
察
し
、
次
の
よ
う
に
総
括
し
て
い
る
。

「
奴
隷
社
会
、
封
建
社
会
、
資
本
主
義
社
会
の
な
か
に
あ

っ
て
、
婚
姻
家
族
の
形

態
は
、
基
本
的
に
は
み
な

一
夫

一
婦
制
の
個
別
家
族
で
あ
る
が
、
そ
の
性
質
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
的
段
階
に
し
た
が

っ
て
、
異
な
る
と

こ
ろ
が
あ
る
。
こ
の
相
異
な
る
本
質
は
、
ま
さ
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
当
該
社
会
の
物
質
的
な
生
産
関
係
の
反
映
で
あ
る
。
物
質
的
な
生
産
過



程
の
な
か
で
、
奴
隷
主
、
封
建
主
、
資
本
家
が
奴
隷
、
農
奴
、
雇
用
労
働
者
を
扱
う
の
と
同
様
な
仕
方
で
、
当
該
の
歴
史
段
階
に
お
け
る

個
別
家
族
の
な
か
で
、
男
子
も
、
か
れ
ら
の
妻
を
奴
隷
、
農
奴
、
一雇
用
労
働
者
と
み
な
し
て
あ
し
ら
つ
て
き
た
。
こ
う
い
っ
た
こ
と
は
み

な
社
会
の
労
働
力
の
発
揮
に
影
響
し
、
し
た
が

っ
て
社
会
的
生
産
と
経
済
的
発
展
と
に
影
響
を
与
え
た
。
こ
こ
に
、　
エ
ン
グ
ル
ス
の
説
い

た
と
こ
ろ
の
、
家
族
形
式
の
変
化
が
ま
た
社
会
の
発
展
を
決
定
す
る
要
因
の
一
つ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
、
真
の
合
意
が
あ
る
」。

２
　
両
種
生
産
理
論
の
適
用
を
原
始
社
会
に
限
定
す
る
見
解

龍
平
平
、
楊
塑
の
二
論
文
が
こ
の
見
解
を
と
る
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
ら
の
論
文
は
、
当
然
に
も
、
原
始
社
会
へ
の
そ
の
適
用
に
つ
い
て

立
ち
入
っ
て
論
じ
て
い
る
。
と
く
に
楊
埜
は
、
原
始
社
会
の
発
展
の
三
段
階

（上
掲
の
第
三
図
を
参
照
）
に
そ
く
し
て
、
両
種
生
産
論
に

つ
い
て
ば
か
り
で
な
く
、
い
わ
ゆ
る
唯
物
史
観
の
公
式
に
つ
い
て
も
そ
の
適
用
の
さ
れ
方
に
は
相
違
が
あ
る

（
い
や
後
者
に
つ
い
て
は
適

用
に
限
界
さ
え
あ
る
）
こ
と
を
述
べ
て
お
り
、
参
考
に
な
ろ
う
。

①
　
龍
平
平
の
見
解

龍
平
平
は
ま
ず
、
両
種
生
産
理
論
が
成
立
し
提
示
さ
れ
た
条
件
を
考
え
る
。

『
経
済
学
批
判
』

「
序
言
」
に
お
い
て
、
マ
ル
ク
ス
は
、
社
会
的
存
在
が
社
会
的
意
識
を
決
定
す
る
と
い
う
人
類
の
社
会
的
発
展
の
総

法
則
を
う
ち
た
て
、
こ
の
基
礎
の
う
え
に
生
産
力
と
生
産
関
係
、
土
台
と
上
部
構
造
と
い
う
対
立
の
統

一
を
、　
一
切
の
階
級
社
会
の
基
本

矛
盾
と
発
展
法
則
と
し
て
定
式
化
し
た
。
と
こ
ろ
で
唯
物
史
規
の
こ
の
公
式
は
、
は
た
し
て
原
始
社
会
を
も
含
め
て
相
異
な
る
経
済
的
社

会
構
成
体
の
発
展
法
則
を
示
し
た
の
か
、
つ
ま
り
、
史
的
唯
物
論
の
全
体
系
を
公
式
は
叙
述
し
て
い
る
の
か
。
龍
平
平
に
よ
れ
ば
、
人
類

社
会
の
発
展
法
則
は
歴
史
性
を
も

っ
て
お
り
、
①

一
切
の
社
会
形
態
に
共
通
の
総
法
則
、
②
敵
対
社
会
に
固
有
の
法
則
、
③

一
つ
の
経
済
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的
社
会
構
成
体
に
特
殊
の
特
殊
法
則
と
に
分
け
て
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
な
か
で
、
い
わ
ゆ
る
公
式
は
、
階
級
社
会
、
と
く
に
資
本
主
義

社
会
に
た
い
す
る
マ
ル
ク
ス
の
考
察
か
ら
え
ら
れ
た
結
論
と
し
て
、
主
と
し
て
②
に
ぞ
く
す
る
と
解
さ
れ
る
。

「
無
階
級
の
原
始
社
会
の

発
展
法
則
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。

マ
ル
ク
ス
は
こ
こ
で
は
結
論
を
出
し
て
い
な
い
」
。

原
始
社
会
の
発
展
法
則
に
つ
い
て
は
、
マ
ル
ク
ス
と
エ
ン
グ
ル
ス
は
し
だ
い
に
こ
れ
を
認
識
し
て
ゆ
く
過
程
に
あ

っ
た
。
考
古
学
、
人

類
学
は
当
時
ま
だ
萌
芽
状
態
に
あ
り
、
か
れ
ら
は
原
始
社
会
に
た
い
す
る
考
察
と
研
究
を
深
く
す
す
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
家
族

史
の
研
究
は

一
八
六

一
年
Ｊ

・
Ｊ

・
バ
ッ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン

『
母
権
論
』
の
出
版
に
始
ま
り
、　
一
人
七
七
年
に
Ｌ

・
Ｈ

。
モ
ー
ガ
ン
に
よ
っ

て
は
じ
め
て
人
類
の
原
始
史
を
と
ら
え
る
た
め
の
鍵
が
与
え
ら
れ
た
。
そ
れ
以
前
は
、
史
的
唯
物
論
の
認
識
は
主
と
し
て
階
級
社
会
に
か

か
わ
る
も
の
で
あ

っ
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
龍
平
平
は
、
公
式
に
お
け
る
生
産
力
と
生
産
関
係
、
土
台
と
上
部
構
造
に
か
ん
す
る
法
則
は
原
始
社
会
に
か
か
わ

る
も
の
で
は
な
い
、
そ
れ
ゆ
え
、
原
始
社
会
の
歴
史
現
象
を
理
解
す
る
に
は
公
式
を
単
純
に
用
い
て
は
な
ら
ず
、
階
級
社
会
の
発
展
法
則

と
無
階
級
社
会
の
発
展
法
則
と
を
ご
た
ま
ぜ
に
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
主
張
す
る

（後
述
す
る
よ
う
に
、
楊
埜
は
、
原
始
社
会
の
末
期
か

ら
、
完
全
は
で
は
な
い
が
、
公
式
は
基
本
的
に
適
用
さ
れ
は
じ
め
る
、
と
考
え
て
い
る
）
。

モ
ー
ガ
ン
の
提
示
し
た
材
料
を
整
理
し
、
原
始
社
会
研
究
の
方
法
論
を
う
ち
た
て
、
史
的
唯
物
論
の
全
体
系
を
充
実
さ
せ
る
と
い
う
社

会
科
学
戦
線
の
新
た
な
任
務
に
こ
た
え
て
、
原
始
社
会
の
過
程
を
分
析
し
て
ゆ
く
な
か
で
、
原
始
的
生
産
の
特
殊
性
が
し
だ
い
に
発
見
さ

れ
、
両
種
生
産
理
論
が
創
立
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
史
的
唯
物
論
は
補
充
さ
れ
完
成
さ
れ
た
、
と
龍
平
平
は
主
張
す
る
。

＊
　
龍
平
平
は
、　
一
八
八
二
年
十
二
月
八
日
の
マ
ル
ク
ス
の
エ
ン
ゲ
ル
ス
宛
の
手
紙

（全
集
、
第
二
十
五
巻
、　
一
〇
三
ペ
ー
ジ
）
の
な
か
に
、
両

種
生
産
理
論
の
ひ
な
型
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
手
紙
で
は
、
牧
畜
も
耕
作
も
し
な
い
漁
民
や
狩
猟
民
や
耕
作
に
移
行
し
つ
つ
す
る
遊
牧
民
の

も
と
で
は

（原
始
社
会
の
早
、
中
期
に
あ
た
る
だ
ろ
う
）、
生
産
様
式
よ
り
も
、
血
縁
の
紐
帯
や
両
種
間
の
相
互
的
な
共
有
関
係
の
方
が
社
会



に
た
い
し
て
決
定
的
な
作
用
を
す
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

龍
平
平
は
こ
の
よ
う
に
両
種
生
産
論
の
成
立
の
条
件
を
考
察
す
る
が
、
か
れ
は

『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
に
お
け
る
関
連
個
所
を

と
り
あ
げ
て
い
な
い

（そ
の
後
書
か
れ
た

『経
済
学
批
判
要
綱
』
に
つ
い
て
も
触
れ
て
い
な
い
）
。
楊
整
は
か
れ
と
は
ち
が

っ
て

『
ド
イ

ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
に
お
い
て
両
種
生
産
論
は
第

一
次
的
に
提
出
さ
れ
た
と
み
て
い
る
。

そ
こ
で
、
龍
平
平
は
、
両
種
生
産
理
論
は
ど
の
よ
う
に
原
始
社
会
の
発
展
法
則
を
示
し
た
か
、
に
つ
い
て
述
べ
る
。
①
労
働
の
発
展
段

階

（生
活
手
段
の
生
産
過
程
）
と
家
族
の
発
展
段
階

（種
の
繁
殖
過
程
）
と
が
原
始
社
会
形
態
に
お
け
る
基
本
的
要
因
で
、
こ
れ
に
よ
っ

て
原
始
社
会
制
度
の
変
化

・
発
展
が
お
こ
る
が
、
そ
の
作
用
は
平
行
的
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
人
類
の
早
期
に
な
れ
ば
な
る
は
ど
労
働

は
発
達
し
て
お
ら
ず
、
種
の
繁
殖
を
決
定
す
る
血
縁
関
係
の
社
会
に
た
い
す
る
作
用
は
は
な
は
だ
大
き
い
が
、
や
が
て
生
活
手
段
の
生
産

が

一
定
の
程
度
に
ま
で
発
展
す
る
と
、
そ
れ
は
、
血
縁
関
係
の
作
用
を
し
だ
い
に
排
除
し
て
ゆ
き
、
矛
盾
の
副
次
的
側
面
か
ら
主
要
な
側

面
に
の
ぼ
る
。
こ
の
よ
う
な
分
析
に
よ
っ
て
、　
エ
ン
グ
ル
ス
は
、
原
始
社
会
内
部
に
お
け
る
矛
盾
の
運
動
の
実
質
を
科
学
的
に
示
し
た
。

こ
れ
は
、
両
種
生
産
理
論
の
貢
献
の
第

一
点
で
あ
る
。

そ
の
第
二
点
は
、
②
単
純
な
も
の
か
ら
複
雑
な
も
の
へ
と
い
う
原
始
社
会
の
社
会
関
係
の
客
観
的
な
発
展
過
程
を
総
括
し
た
こ
と
に
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
早
期
の
人
類
に
お
け
る
婚
姻
形
態
の
変
化
、
血
縁
組
織
の
進
展
は
、
生
産
用
具
を
社
会
的
諸
関
係
の
表
示
器
と
し
な
い

こ
と
か
ら
始
ま
る
が
、
つ
い
に
そ
れ
は
生
産
力
の
発
展
に
よ
っ
て
う
ち
や
ぶ
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
な

っ
た
。
生
産
関
係
が
血
縁
関
係
に
か
わ

っ
て
人
々
の
社
会
生
活
を
結
ぶ
紐
帯
と
な

っ
た
の
は
、
生
産
力
が
社
会
に
た
い
す
る
支
配
的
位
置
を
取
得
し
た
こ
と
の
標
識
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
原
始
社
会
の
発
展
は
、
社
会
の
生
産
力
と
血
縁
関
係
と
の
矛
盾
運
動
の
結
果
に
は
か
な
ら
な
い
。
生
産
力
は
人
類
の
誕

生
を
表
示
し
、
社
会
の
進
歩
を
標
示
し
、
社
会
法
則
の
作
用
を
代
表
し
て
い
る
。
種
の
繁
殖
を
決
定
す
る
血
縁
関
係
は
、
人
類
社
会
の
早

期
に
は
、
動
物
界
か
ら
直
接
に
ひ
き
つ
が
れ
て
き
た
も
の
で
あ

っ
て
、
生
物
法
則
の
支
配
を
も
受
け
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
龍
平
平
は
、



次
に
み
る
楊
菫
の
見
解
へ
の
同
意
を
述
べ
る
。

龍
平
平
に
よ
れ
ば
、
両
種
生
産
理
論
の
実
質
は
次
の
と
こ
ろ
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
社
会
法
則
と
生
物
法
則
と
の
対
立
の
統

一
が
原
始

社
会
の
基
本
矛
盾
で
あ
り
、
前
者
が
し
だ
い
に
後
者
に
勝
ち
、
社
会
の
生
産
力
が
、
血
縁
関
係
を
基
礎
と
す
る
社
会
で
し
だ
い
に
発
展
し

て
大
き
く
な
り
、
従
属
的
位
置
か
ら
支
配
的
位
置
に
の
ぼ
り
、
つ
い
に
社
会
変
革
の
決
定
的
な
力
と
な
る
こ
と
を
示
し
、
原
始
社
会
の
発

展
法
則
の
基
本
原
理
を
構
成
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る

（
し
か
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
楊
塑
は
、
社
会
法
則
と
生
物
法
則
と
の
対
立
と
統

一

を
原
始
社
会
の
第

一
の
段
階

（形
成
期
）
に
お
い
て
み
と
め
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
）
。

こ
の
よ
う
な
主
張
は
し
か
し
、
社
会
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
の
観
点
を
と

っ
た
こ
と
に
は
な
ら
ぬ
。
こ
こ
で
の
鍵
は
原
始
的
生
産
の
条
件
を

ど
う
み
る
か
の
問
題
で
あ
る
と
し
、　
一
部
の
学
者
た
ち
は
生
産
力
と
生
産
関
係
と
の
対
立
統

一
を
原
始
社
会
に
ま
で
も
も
ち
こ
む
が
、
こ

れ
は
、
マ
ル
ク
ス
が
原
始
的
生
産
条
件
を

一
般
的
生
産
の
規
定
か
ら
厳
密
に
区
別
し
て
い
た
こ
と
を
軽
視
す
る
も
の
で
あ
る
。
じ
っ
さ
い
、

北
京
猿
人
に
と
っ
て
は
採
取
と
掠
奪
と
が
日
常
の
経
済
活
動
で
あ

っ
た
。
原
始
的
生
産
の
前
提
は
自
然
占
有
で
あ
り
、
生
産
の
内
容
は
ご

く
幼
稚
で
単
純
で
あ

っ
た
。
経
済
生
活
も
、
は
じ
め
は
動
物
と
同
様
に
掠
奪
経
済
で
あ
り
、
し
だ
い
に
発
展
し
て
、
採
取

・
狩
猟
経
済
と

な
り
、
そ
の
の
ち
は
じ
め
て
、
男
女
間
の
分
業
と
、
農
耕

・
牧
畜
の
萌
芽
が
う
ま
れ
た
。
こ
こ
で
は
ま
だ
、
生
産
用
具
は
人
々
の
生
産
と

生
活
と
を
結
ぶ
紐
帯
と
は
な
り
え
ず
、
生
産
を
組
織
し
う
る
も
の
は
、
主
と
し
て
、
同

一
の
群
体
内
で
の
異
性
間
の
相
互
に
占
有
し
あ
う

血
縁
関
係
で
あ

っ
た
。

そ
れ
ゆ
え
、
両
種
生
産
理
論
は
史
的
唯
物
論
に
た
い
す
る
重
要
な
補
完
で
あ
り
、
こ
の
理
論
を
研
究
し
て
は
じ
め
て
、
原
始
社
会
研
究

の
指
導
原
理
を
正
確
に
掌
握
し
う
る
、
と
龍
平
平
は
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
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②
　
楊
務
土
の
見
解

楊
埜
は
、

『
経
済
学
批
判
』

「
序
言
」
に
お
け
る
唯
物
史
観
の
公
式
は
、　
マ
ル
ク
ス
が
長
年
に
わ
た
っ
て
経
済
学
を
、
と
く
に
資
本
主

義
の
経
済
構
造
を
研
究
し
て
提
出
し
た
概
括
的
な
総
括
で
あ

っ
て
、
階
級
社
会
に
適
用
さ
れ
る
が
、
そ
れ
が
原
始
社
会
に
適
用
さ
れ
る
か

否
か
は
新
た
な
問
題
で
あ
る
と
い
う
。
他
方
、

『
起
源
』
は
、
原
始
社
会
の
理
解
が
ま
だ
不
十
分
だ
っ
た
時
期
に
、
こ
の
空
白
を
補
完
し

た
も
の
で
、
原
始
社
会
に
史
的
唯
物
論
を
適
用
し
た
古
典
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
唯
物
史
観
の
公
式
が
補
完
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
ま
た
中

国
の
今
日
の
状
況
に
た
い
し
て
も
指
導
的
意
義
が
あ
る
、
と
す
る
。

楊
奎
に
よ
れ
ば
、
史
的
唯
物
論
は
歴
史
を
唯
物
論
的
に
把
握
す
る
普
遍
的
な
原
則
で
あ

っ
て
、
そ
れ
と
公
式
と
の
区
別
は
明
ら
か
で
あ

る
。
い
わ
ゆ
る
公
式
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
資
本
主
義
社
会
の
研
究
に
よ
っ
て
え
ら
れ
た
結
論
で
あ
り
、
そ
の
内
容
を
み
て
も
、
生
産
力
と
生

産
関
係
と
の
矛
盾
、
土
台
と
上
部
構
造
と
の
矛
盾
な
ど
、
社
会
に
分
業
が
生
じ
、
生
産
関
係
が
階
級
分
化
を
も
つ
に
い
た
っ
た
の
ち
に
、

は
じ
め
て
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

原
始
社
会
は
ま
だ
混
然

一
体
と
な
っ
て
い
た
社
会
で
あ

っ
て
、
初
期
に
は
分
業
は
ま
だ
出
現
し
て
お
ら
ず
、
中
期
に
な
っ
て
よ
う
や
く

性
別
に
も
と
づ
く
男
女
間
の
分
業
が
生
じ
た
が
、
政
治
的
上
部
構
造
は
ま
だ
存
在
し
て
い
な
い
。
末
期
に
な

っ
て
は
じ
め
て
社
会
的
分
業

が
出
現
し
、
私
的
所
有
、
階
級
と
そ
の
矛
盾
が
生
じ
、
そ
こ
で
は
じ
め
て
、
生
産
力
と
生
産
関
係
、
土
台
と
上
部
構
造
の
矛
盾
が
あ
ら
わ

れ
た
。
い
わ
ゆ
る
公
式
は
こ
こ
で
は
じ
め
て
基
本
的
に
適
用
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
、
筆
者
の
大
胆
な
見
方
で
あ

っ
て
、
も
し
ま
ち

が

っ
て
い
れ
ば
、
同
志
的
な
批
判
と
指
正
を
乞
う
、
と
楊
塑
は
い
う
。

つ
い
で
原
始
社
会
の
考
察
に
は
い
る
。
そ
れ
は
人
類
の
最
初
の
経
済
的
社
会
構
成
体
で
あ

っ
て
、
そ
の
は
る
か
に
遠
い
起
源
か
ら
階
級

社
会
の
出
現
ま
で
の
時
期
は
、
形
成
期
、
発
展
期
、
解
体
期
の
三
段
階
に
分
た
れ
よ
う

（上
掲
、
第
二
図
を
参
昭
じ
。

①
　
形
成
期

（原
始
群
時
代
）
　

原
始
社
会
の
大
部
分
は
こ
れ
に
ぞ
く
す
る
、
社
会
発
展
の
動
力
と
な
る
の
は
、
社
会
法
則
と
生
物
法
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則
と
の
対
立
統

一
法
則
で
あ
り
、
そ
れ
は
人
類
が
生
物
的
属
性
と
社
会
的
属
性
と
の
二
重
性
を
そ
な
え
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
生
産
が
発

展
す
る
に
つ
れ
て
社
会
法
則
の
作
用
が
大
き
く
な
り
、
生
物
法
則
の
作
用
は
弱
ま
り
、
し
だ
い
に
社
会
法
則
に
従
属
す
る
よ
う
に
な
る
。

し
か
し
、
ま
だ
社
会
的
分
業
が
出
現
し
な
い
の
で
、
生
産
力
と
生
産
関
係
と
の
区
別
が
な
く
、
土
台
に
た
い
す
る
上
部
構
造
も
出
現
し
て

い
な
い
。

②
　
発
展

・
繁
栄
期

（母
系
制
氏
族
社
会
）
　

お
お
よ
そ
四
、
五
万
年
前
か
ら
四
、
五
千
年
前
ま
で
。
男
女
間
の
自
然
的
分
業
が
す
で

に
進
展
変
化
し
て
社
会
的
分
業
と
な
り
、
生
産
関
係
が
出
現
し
た
。
意
識
形
態
の
な
か
で
は
宗
教
、
巫
術
、
芸
術
な
ど
の
上
部
構
造
が
生

じ
た
。
し
か
し
、
上
部
構
造
中
の
最
も
基
礎
的
な
も
の
で
あ
る
政
治
と
法
と
は
ま
だ
出
現
し
て
い
な
い
。
氏
族
社
会
は
ま
だ
政
治
的
構
造

を
も
つ
社
会
で
は
な
く
、
習
慣
法
は
社
会
的
伝
承
の
カ
テ
ガ
リ
ー
に
ぞ
く
し
、
風
俗
習
慣
か
ら
の
法
の
分
化
は
な
い
。
生
産
力
の
発
展
に

し
た
が

っ
て
社
会
的
労
働
が
い
っ
そ
う
分
化
し
、
生
産
力
と
生
産
関
係
と
の
矛
盾
が
出
現
し
は
じ
め
る
が
、
そ
れ
も
ま
だ
顕
著

で

は
な

い
。
さ
い
ご
に
激
し
い
革
命
を
経
て
、
父
権
は
母
権
に
勝
利
し
、　
エ
ン
グ
ル
ス
の
い
う

「
女
性
の
世
界
史
的
な
敗
北
」
が
訪
れ
る
。
こ
う

し
て
母
系
氏
族
社
会
か
ら
し
だ
い
に
部
族
社
会
に
変
わ
る
、
す
な
わ
ち
原
始
社
会
の
解
体
期
に
移
行
す
る
。

ゆ
え
に
、
楊
埜
に
よ
れ
ば
、
公
式
の
適
用
範
囲
は
原
始
社
会
の
こ
の
中
期
を
超
出
す
る
べ
き
で
は
な
く
、　
一
般
的
に
は
、
末
期
か
ら
考

え
る
の
が
適
当
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。

③
　
解
体
期

（
な
が
い
過
渡
形
態
）
　

社
会
的
分
業
に
よ
り
、
部
族
社
会
は
、
し
だ
い
に
血
縁
部
族
か
ら
地
縁
部
族
に
進
展
し
、
家
族

共
同
体
は
し
だ
い
に
農
村
共
同
体
に
変
化
す
る
。
同
時
に
、
私
的
所
有
、
階
級
、
政
治
の
萌
芽
が
出
現
し
た
。
こ
の
時
期
の
発
展
法
則
は

一
種
の
過
渡
的
な
も
の
で
あ

っ
て
、
こ
こ
で
は
、
原
始
共
産
主
義
社
会

（母
系
氏
族
社
会
）
と
早
期
階
級
社
会
と
の
両
発
展
法
則
が
併
存

す
る
か
た
ち
で
対
立
の
統

一
と
闘
争
の
発
展
法
則
を
な
し
て
い
る
。
そ
の
さ
い
主
導
的
側
面
と
な
る
の
は
新
に
出
現
し
た
階
級
闘
争
の
法

則
で
あ
り
、
こ
れ
は
つ
い
に
原
始
共
産
主
義
的
社
会
の
発
展
法
則
に
勝
利
し
、
社
会
構
成
体
の
変
革
を
促
進
す
る
。
こ
う
し
て
初
期
の
階



級
的
な
経
済
的
社
会
構
成
体

へ
の
移
行
を
と
げ
る
。
そ
し
て
政
治
と
法
が
出
現
し
、
国
家
と
い
う
統
治
、
抑
圧
の
機
関
が
成
立
す
る
の
で

あ
る
。

楊
埜
は
く
り
か
え
し
、
唯
物
史
観
公
式
の
適
用
範
囲
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。
そ
れ
は
原
始
社
会
の
全
体
に
ま
っ
た
く

適
用
さ
れ
な
い
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
原
始
社
会
の
初
期
段
階
に
は
完
全
に
適
用
さ
れ
ず
、
中
期
段
階
に
は
適
用
さ
れ
は
じ
め
る
。
末

期
段
階
に
は
す
で
に
基
本
的
に
適
用
さ
れ
る
が
、
ま
だ
完
全
な
適
用
で
は
な
い
。

公
式
に
つ
い
て
は
以
上
の
と
お
り
と
し
て
、
次
に
、
両
種
生
産
説
に
つ
い
て
い
え
ば
、
最
近
四
、
五
年
間
に
発
表
さ
れ
た
諸
論

文

で

は
、
大
部
分
の
視
点
は
、
そ
れ
は
一
切
の
経
済
的
社
会
構
成
体
に
適
用
さ
れ
る
と
み
て
い
る
。
し
か
し
楊
埜
は
そ
の
視
点
を
と
ら
な
い
。

か
れ
は
五
年
前
の
論
文

全
副
掲

『北
京
師
範
大
学
学
報
』
所
載
）
で
自
分
の
見
解
を
提
示
し
た
の
で
、
こ
こ
で
書
く
の
は
い
く
ら

か

の
補
完

で
あ
る
、
と
い
う
。

楊
埜
は
、

『
ド
イ
ツ
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
に
お
い
て
最
初
に
両
種
生
産
説
が
提
示
さ
れ
た
と
み
る

（
こ
の
点
で
、

『起
源
』
で
こ
の
説

の

「
創
立
」
を
み
る
前
述
の
龍
平
平
の
見
解
と
異
な
る
よ
う
で
あ
る
）
。
そ
れ
か
ら

『
起
源
』
ま
で
四
十
年
近
い
歳
月
が
た
っ
て
い
る
。

そ
の
間
、
原
始
社
会
の
研
究
は
ど
う
で
あ

っ
た
か
と
い
え
ば
、

『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
で
は
、
両
種
生
産
説
と
部
族
的
所
有
制
と

が
提
示
さ
れ
た
が
、
後
者
は
原
始
社
会
の
末
期
の
形
態
を
示
す
も
の
で
あ

っ
て
、
原
始
社
会
の
全
体
を
代
表
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ

の
後
の
諸
著
作
で
も
、
原
始
社
会
へ
の
論
及
は
あ
る
が
、
ま
だ
系
統
的
な
研
究
は
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、

『
反
デ

ュ
ー
リ
ン
グ
論
』
三
版
の

「
序
言
」

（
一
人
八
五
年
九
月
二
十
三
日
筆
）
で
も
、　
エ
ン
グ
ル
ス
は

「人
類
の
原
始
史
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
理
解
す
る
鍵

は
、　
一
八
七

七
年
に
は
じ
め
て
モ
ー
ガ
ン
が
与
え
て
く
れ
た
」
と
書
い
て
い
る
（全
集
第
二
〇
巻
、　
一
〇
ペ
ー
ジ
）
。

『
起
源
』
は
、
マ
ル
ク
ス

（
『
古

代
社
会
ノ
ー
ト
』
そ
の
他
）
と
エ
ン
グ
ル
ス
の
両
人
が
多
年
に
わ
た
り
共
同
に
原
始
社
会
を
研
究
し
て
き
た
そ
の
結
晶
で
あ
り
、
し
た
が

っ
て
、
両
種
生
産
説
は
―
―

エ
ン
グ
ル
ス
の
貢
献
が
よ
り
大
き
い
に
し
て
も
―
―
両
人
の
共
同
提
出
と
み
な
し
う
る
。
そ
れ
は
唯
物
史
観



近年の中国における「両種生産理論」にかんする討議について

の
公
式
に
た
い
す
る
補
完
で
あ
る
。

『
起
源
』

「
序
文
」
中

「
労
働
が
な
お
未
発
達
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
…
…
社
会
秩
序
は
そ
れ
だ
け
圧
倒
的
に
血
縁
の
紐
帯
に
支
配
さ

れ
る
も
の
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
」
の
一
文
に
つ
い
て
は

（中
国
文
で
は

「
血
縁
の
紐
帯
」
は

「
血
縁
関
係
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
）
、
楊
埜

は
血
縁
関
係
は
広
義
の
家
族
関
係
と
も
、
ま
た
種
の
繁
殖
と
も
理
解
し
う
る
と
し
、　
エ
ン
グ
ル
ス
は
こ
こ
で
母
系
氏
族
社
会

（原
始
社
会

の
発
展
繁
栄
期
）
に
つ
い
て
語

っ
て
い
る
と
解
す
る
。

「
序
文
」
が
、
つ
づ
い
て

（そ
の
段
落
の
終
わ
り
ま
で
）
述
べ
て
い
る
の
は
、
原

始
末
期
の
部
族
社
会
か
ら
階
級
社
会
へ
向
か
う
過
渡
的
段
階

（解
体
期
）
に
つ
い
て
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
な
お
両
種
生
産
説
は
妥
当
し
て

い
る
。
階
級
闘
争
は
出
現
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
ま
だ
社
会
発
展
の
決
定
力
と
は
な

っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
階
級
社
会
に
入
る
と
、
社

会
発
展
の
動
力
を
な
す
の
は
、
主
と
し
て
階
級
闘
争
と
な
り
、
家
族
と
生
産
は
所
有
制
に
よ
る
制
約
を
う
け
、
社
会
の
発
展
を
促
進
さ
せ

た
り
遅
滞
さ
せ
た
り
す
る
が
、
決
定
的
な
作
用
を
し
な
く
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
両
種
生
産
説
は
適
用
さ
れ
え
な
い
。

＊
　
も
っ
と
も
、
家
族
関
係
が
主
と
し
て
人
の
社
会
的
属
性
を
指
し
て
い
る
の
に
た
い
し
、
種
の
繁
殖
は
主
と
し
て
生
物
的
属
性
を
指
し
て
お

り
、
両
者
を
同
じ
も
の
と
考
え
る
の
は
適
切
で
は
な
い
、
と
楊
笙
は
こ
と
わ
っ
て
い
る
。
他
の
論
者
の
う
ち
に
は
、
両
者
を
単
純
に
お
き
か
え

て
論
じ
て
い
る
も
の
も
お
る
よ
う
で
あ
る

（た
と
え
ば
侯
紹
庄
、
呉
斯
清
、
龍
平
平
）。

さ
い
ご
に
楊
埜
は
、
今
日
の
中
国
の
人
口
問
題
を
と
り
あ
げ
る
。
人
口
の
増
加
が
早
す
ぎ
る
た
め
に
両
種
生
産
説
は
ま
た
重
視
さ
れ
る

こ
と
に
な

っ
た
。
こ
れ
は
理
解
さ
れ
う
る
こ
と
だ
が
、
そ
の
具
体
的
適
用
に
あ
た
っ
て
は
、
根
本
的
区
別
が
あ
る
。
原
始
社
会
で
は
、
生

産
力
が
は
な
は
だ
低
く
、
そ
の
た
め
人
口
の
増
加
は
生
産
力
発
展
の
決
定
的
要
因
の
一
つ
で
あ

っ
た
が
、
中
国
の
よ
う
な
大
き
な
社
会
主

義
の
国
で
、
生
産
力
が
発
展
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
科
学

・
技
術
の
発
展
に
つ
れ
て
、
人
口
の
増
加
が
早
け
れ
ば
早
い
は
ど
、
社
会
的

生
産
力
の
発
展
に
た
い
す
る
障
害
と
な
ろ
う
と
し
て
い
る
。

「
両
種
生
産

一
起
孤
」
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
党
と
国
家
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
て



い
る
が
、
こ
れ
は
、
両
種
生
産
説
の
社
会
主
義
時
代
に
お
け
る
新
し
い
発
展
、
新
し
い
適
用
で
あ
り
、
百
年
前
に
エ
ン
グ
ル
ス
の
提
示
し

た
説
の

「
よ
り
高
い
形
態
に
お
け
る
復
活
」
と
い
い
う
る
。

「結
論
」
の
な
か
で
楊
埜
は
書
く
。

「
『
起
源
』
は
は
じ
め
て
史
的
唯
物
論
を
原
始
社
会
と
い
う
領
域
に
適
用
し
た
模
範
で
あ

っ
て
、

史
的
唯
物
論
の
内
容
を
豊
富
に
し
、
そ
の
範
囲
を
拡
大
し
た
。
そ
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
原
始
社
会
史
研
究
の
た
め
に
道
を
ひ
ら
き
、
マ
ル

ク
ス
主
義
の
科
学
的
武
器
庫
の
な
か
に
二
部
門
の
新
し
い
科
学
、
す
な
わ
ち
マ
ル
ク
ス
主
義
の
民
族
学
と
先
史
学
と
を
、
加
え
た
」
。

楊
埜
の
こ
の
言
葉
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
今
日
、
中
国
の
民
族
学
と
先
史
学
に
お
い
て
両
種
生
産
理
論
を
適
用
し
た
研
究
が
す
す
め
ら

れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
史
的
唯
物
論
の
い
っ
そ
う
の
豊
富
化
が
試
み
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

Ⅳ
　
若
干

の
問
題
点

さ
い
ご
に
、
残
さ
れ
た
紙
幅
で
、
以
上
の
よ
う
な
中
国
に
お
け
る
討
議
を
ふ
ま
え
、
そ
れ
に
関
連
す
る
若
干
の
重
要
な
問
題
点
を
、
以

下
に
し
る
す
こ
と
に
し
よ
う
。

①
　
物
質
的
生

（生
活
）
の
生
産
に
つ
い
て

『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
は
、
歴
史
は
じ
ま

っ
て
こ
の
か
た
今
日
に
い
た

る
ま

で
作
用
し
て
い
る
社
会
的
活
動
の
三
契
機
の
一

つ
、
根
源
的
な
歴
史
関
係
の
一
つ
の
契
機
と
し
て
、
他
の
人
間
の
産
出
、
そ
し
て
家
族
を
あ
げ
て
い
る
。
そ
こ
で
の

「
労
働
に
お
け
る
自

己
の
生
の
生
産
」
と

「生
殖
に
お
け
る
他
人
の
生
の
生
産
」
と
は
、

『
起
源
』
で
の
、

「
直
接
的
生
の
生
産
と
再
生
産
」
に
お
い
て
統

一

さ
れ
る

「生
活
手
段
の
生
産
」
と

「
人
間
そ
の
も
の
の
生
産
」
す
な
わ
ち

「種
の
繁
殖
」
と
に
対
応
す
る
と
思
わ
れ
る
。
二
重
の
も
の
が

一
元
的
に
統

一
的
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
物
質
的
生

（生
活
）
の
生
産
と
物
質
的
財
貨
の
生
産
と
は
、
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ



近年の中国における「両種生産理論」にかんする討議について

う
。
こ
の
見
解
は
、　
マ
ル
ク
ス
と

エ
ン
グ
ル
ス
と
に
共
通
す
る
も
の
で
あ

っ
た
、
と
思
わ
れ
る
。

＊
　
も
つ
と
も
、

「根
源
的
な
歴
史
的
関
係
」
と

「歴
史
の
究
極
的
な
規
定
要
因
」
と
は
、
概
念
と
し
て
た
だ
ち
に
同
じ
こ
と
と
は
い
え
な
い
か

も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、

『
起
源
』
に
も
あ
る
よ
う
に
、
社
会
秩
序
は
、
当
初
は
、
血
縁
の
紐
帯
に
よ

っ
て
圧
倒
的
に
支
配
さ
れ
て
い
る
が
、
や
が
て

労
働
の
生
産
性
が
し
だ
い
に
発
達
を
と
げ
、

つ
い
に
は
、
家
族
の
秩
序
が
ま

っ
た
く
所
有
の
秩
序
に
よ

っ
て
支
配
さ
れ
る
に
い
た
る
の
で

あ

っ
て
、
労
働
の
契
機
と
人
間
の
産
出

・
家
族
の
契
機
と
は
、
主
要
な
位
置
と
副
次
的
位
置
と
の
あ
い
だ
で
相
互
転
化
を
お
こ
な
う
。
家

族
の
秩
序
に
か
わ

っ
て
所
有
の
秩
序
（
し
た
が

っ
て
所
有
を
基
礎
と
す
る
生
産
の
諸
関
係
）
が
支
配
的
と
な
る
こ
と
に
よ

っ
て
、　
ア
」
れ
ま

で
の
文
書
に
し
る
さ
れ
た
歴
史
全
体
の
内
容
を
な
し
て
い
る
あ
の
階
級
対
立
と
階
級
闘
争
と
が
、
い
ま
や
自
由
に
展
開
さ

れ
る
」

（
『起

源
』
全
集
第
二
一
巻
、
二
八
ペ
ー
ジ
）
。

＊
　
な
お
、
種
の
繁
殖
、
家
族
、
血
縁
関
係
な
ど
の
概
念
を
厳
密
に
相
互
の
区
別
と
連
関
に
お
い
て
と
ら
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
家
族
に

つ
い
て
い
え
ば
、
そ
れ
は
、
種
の
生
産
、
労
働
力
の
維
持
の
た
め
の
場
、
生
産
関
係
自
身
の
不
可
欠
な
内
的
な
条
件
、
社
交
的

（零
詈
Ｆ
）
な

関
係

（夫
婦
、
親
子
、
地
域
集
団
の
単
位
な
ど
）
の
諸
側
面
を
も
つ
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
こ
れ
以
上
た
ち
い
る
い
と
ま
が
な
い
。

唯
物
史
観
の
い
わ
ゆ
る
公
式
、
そ
の
諸
命
題
が
全
体
と
し
て
妥
当
す
る
の
は
、
と
も
あ
れ
、
階
級
が
成
立
し
、
上
部
構
造
が
そ
の
も
の

と
し
て
形
成
さ
れ
る
時
期
で
あ
ろ
う

（上
部
構
造
の
形
成
以
前
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
）
。
そ
の
よ
う
に
考
え

た
う

え

で
、

「
か
れ
ら

〔人
間
〕
の
生

（生
活
）
の
社
会
的
生
産
」
の
旬
に
お
け
る

「
生
産
」
は
、
た
ん
に
物
質
的
財
貨
の
生
産
に
か
ぎ
ら
れ
る
の
か
、

ま
た

「
物
質
的
生

（生
活
）
の
生
産
様
式
」
の
句
に
お
け
る

「
物
質
的
生

（生
活
）
」
も
物
質
的
財
貨
の
生
産
に
か
か
わ
る
生
活
に
か
ぎ

ら
れ
る
の
か
、
問
題
と
な
り
う
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
さ
い
、
所
有
を
基
礎
と
す
る
生
産
の
諸
関
係
が
規
定
的
な
役
割
を
は
た
す
と
考
え

ら
れ
る
。



さ
ら
に
、
近
い
将
来
、
地
球
的
規
模
で
、
人
間
の
生
産
、
人
口
増
加
の
問
題
が
重
要
な
問
題
と
な

っ
て
く
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

＊
　

「
二
〇
二
七
年
に
一
〇
〇
億
人
に
選
し
た
人
類
が
、　
″あ
る
程
度
の
人
間
ら
し
さ
と
い
う
個
人
選
択
″
を
享
受
し
う
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は

『集
約
的
に
管
理
さ
れ
た
地
球
』
と
い
う
前
提
条
件
の
も
と
で
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
き
わ
め
て
き
び
し
い
条
件
だ
と
い
わ
ね
ば
な
ら

ぬ
」
山
口
正
之

「『西
歴
二
〇
〇
〇
年
の
地
球
』
と
現
代
帝
国
主
義
」
『人
類
生
存
の
危
機
』

一
九
八
四
年
、　
一
八
五
ペ
ー
ジ
。

②
　
原
始
社
会
の
発
展
の
段
階
に
つ
い
て

原
始
社
会
は
、
形
成
期
、
発
展
期
、
解
体
期
の
三
つ
の
発
展
段
階
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。
人
間
の
進
化
は
、

「
生
成
し

つ

つ
あ

っ
た
人

間
」
か
ら

「
で
き
あ
が

っ
た
人
間
」

へ
の
転
化
で
あ
り
、
そ
の
転
化
に
よ

っ
て
人
間
的
な
社
会
が
形
成
さ
れ
た
と
い
え
る

で
あ

ろ
う
。

「
で
き
あ
が

っ
た
人
類
の
登
場
に
先
立
つ
時
期
は
、
人
類
の
形
成
史
で
あ

っ
た
ば
か
り
で
な
く
人
類
社
会
の
形
成
史
で
も
あ

っ
た
」
。
「
氏

族
社
会
と
は
、
真
の
人
類
社
会
の
最
初
の
存
続
形
態
で
あ
る
。
原
始
群
と
氏
族
社
会
と
の
交
代
は
、
同
時
に
原
始
人
と
で
き
あ
が

っ
た
人

類
と
の
交
代
で
も
あ

っ
た
」

（
セ
ミ
ョ
ー
ノ
フ
、
前
掲
書
上
巻
、
二
、　
一
〇
―
一
一
ペ
ー
ジ
）
。

動
物
か
ら
生
成
し
つ
つ
あ

っ
た
形
成
期
の
人
間
に
お
い
て
、
動
物
的
な
も
の
と
人
間
的
な
も
の
と
が
、

つ
ま
り
古
い
も
の
と
新
し
い
も

の
と
が
対
立

・
矛
盾
の
関
係
に
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
も

っ
と
も
そ
の
内
容
は
、
考
古
学
的
に
具
体
的
に
研
究
す
る
必
要
が

あ
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
労
働
が
―
―
そ
の
生
産
性
は
き
わ
め
て
低
い
に
せ
よ
―
―
最
も
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
だ
ろ
う
。

『
起
源
』

「
序
文
」
の
問
題
の
個
所
に
か
ん
し
、
労
働
の
生
産
性
と
血
縁
の
紐
帯
と
の
両
契
機
の
あ
い
だ
の
矛
盾
と
相
互
転
化

（
主
要

な
位
置
と
副
次
的
位
置
と
に
つ
い
て
の
）
の
過
程
を
、
楊
埜
の
い
う
よ
う
に
、
原
始
社
会
の
発
展
期
と
解
体
期
と
に
お
い
て
理
解
す
る
こ

と
は
、
大
筋
に
お
い
て
は
同
意
し
う
る
に
し
て
も
、
形
成
期
に
お
い
て
は
ど
の
よ
う
な
状
況
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
き
わ
め
て
低
い
生
産

性
に
せ
よ
労
働
は
す
で
に
存
し
―
―
そ
れ
は
零
か
ら
出
発
し
、
そ
の
後
も
き
わ
め
て
長
い
あ
い
だ
生
産
性
は
低
い
も
の
で
し
か
な
か

っ
た

と
は
い
え
―
―
、
ま
た
血
縁
の
関
係
も
原
始
群
の
な
か
か
ら
長
い
長
い
年
月
を
経
て
や
が
て
お
も
む
ろ
に
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
。
こ
れ
が
、



近年の中国における「両種生産理論」にかんする討議について

形
成
期
に
お
け
る
、
動
物
的
な
も
の
に
た
い
す
る
人
間
的
な
も
の
の
契
機
を
な
す
の
で
あ
ろ
う
。

０
　
唯
物
史
観
の
公
式
の
諸
命
題
と
告
始
社
会
の
諸
段
階
に
つ
い
て

前
述
し
た
よ
う
に
、

『
経
済
学
批
判
』

「序
言
」
に
お
け
る
唯
物
史
観
の
公
式
が
全
体
と
し
て
妥
当
す
る
の
は
、
上
部
構
造
が
本
来
的

に
形
成
さ
れ
て
の
ち
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
た
と
え
ば
奴
隷
制
、
封
建
制
、
資
本
制
を
つ
う
じ
て
、
ま
た
諸
民
族
に
よ
っ
て
、
土
台
と
上

部
構
造

（と
く
に
国
家
）
と
の
あ
い
だ
の
関
係
は
同

一
の
ま
ま
で
は
な
く
―
―

ョ
ー
ロ
ッ
パ
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
に
お
い
て
市
民
社
会
と

国
家
と
の
分
離
が
特
徴
的
な
も
の
と
な
り
、
マ
ル
ク
ス
が
こ
こ
か
ら
出
発
し
て
公
式
を
定
立
し
て
い
っ
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
―
―
、

そ
の
他
の
諸
点
に
つ
い
て
も
、
わ
れ
わ
れ
は
、
諸
命
題
を
、
動
き
の
と
れ
な
い
教
条
と
み
る
の
で
は
な
く
、
マ
ル
ク
ス
自
身
に
と

っ
て
も

そ
う
で
あ

っ
た
よ
う
に
、
い
わ
ん
や
公
式
の
提
示
後
百
年
余
経

っ
た
今
日
に
お
い
て
は
な
お
さ
ら
の
こ
と
、
具
体
的
な
研
究

の
た

め

の

「
導
き
の
糸
」
と
み
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、

『資
本
論
』
な
ど
か
ら
え
ら
れ
る
唯
物
史
観
に
か
ん
す
る
マ
ル
ク
ス
の
豊

富
な
洞
察
を
も
あ
わ
せ
て
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
た
わ
れ
わ
れ
自
身
の
具
体
的
な
諸
研
究
を
つ
う
じ
て
、
こ
の
公
式
の
理
解
を
い
っ
そ

う
豊
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

公
式
に
た
い
し
こ
の
よ
う
な
理
解
を
し
た
う
え
で
、
そ
の
諸
命
題
は
歴
史
的
に
ど
こ
ま
で
遡

っ
て
妥
当
し
う
る
か
、
と
い
う
問
題
を
設

定
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

次
に
述
べ
る
の
は
、
し
か
し
、
ま
だ
具
体
的
な
研
究
を
経
て
い
な
い
お
お
よ
そ
の
私
見
に
と
ど
ま
る
。

①
　
社
会
的
存
在
と
意
識
と
の
関
係
。

前
者
の
後
者
に
た
い
す
る
規
定

・
制
約
の
関
係
と
し
て
、
こ
れ
は
、
は
る
か
に
古
く
ま
で
遡
り
う
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
も

ち
ろ

ん
、
厳
密
な
意
味
で
の
社
会
的
存
在
の
成
立
は
、
で
き
あ
が

っ
た
人
間
の
段
階
に
お
い
て
で
あ
る
が
、
生
成
し
つ
つ
あ
る
人
間
の
段
階
に

お
い
て
、
漸
次
的
に
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
社
会
的
存
在
に
つ
い
て
、
こ
の
規
定

。
制
約
の
関
係
は
し
だ
い
に
成
立
し
て
い
っ
た
と
い
え
る



だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
む
し
ろ
、
さ
ら
に
遡

っ
て
、
原
始
群
の
形
成
さ
れ
て
い
た
時
期
に
、
か
れ
ら
の
い
わ
ば
社
会
前
的
存
在
を
考
え
、
そ

れ
を
反
映
し
て
か
れ
ら
の
低
い
レ
ベ
ル
の
意
識
が
う
ま
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
、
制
約
さ
れ
て
い
た
、
と
み
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。
と
も
あ
れ
、
意
識
、
さ
ら
に
言
語
な
ど
は
、
原
始
人
の
物
質
的
な
生
活
の
な
か
か
ら
生
じ
は
じ
め
、
か
れ
ら
の
原
始
群
的
な
存
在

の
仕
方
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
制
約
さ
れ
て
い
た
、
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

②
　
生
産
力
と
生
産
関
係
と
の
関
係
。

労
働
の
生
産
性
と
血
縁
の
紐
帯
と
を
、
原
始
時
代
に
お
け
る
生
産
力
の
重
要
な
構
成
分
と
み
る
こ
と
が

で
き

よ
う

（も
と
よ
り
、
他

に
、
原
始
人
の
占
有
す
る
自
然
力
、
労
働
用
具
、
さ
ら
に
火
の
形
成
を
筆
頭
と
す
る
技
術
な
ど
が
そ
れ
に
ぞ
く
す
る
）
。
他
方
、
生
産
に

お
け
る
人
間
の
協
働
や
相
互
の
交
通
、
家
族
の
形
成
を
形
式
が
生
産
関
係
と
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
生
産
力
と

生
産
関
係
と
は
、
む
し
ろ
当
初
な
お
混
然
と
し
て
い
て
未
分
化
で
あ
り
、
労
働
の
生
産
性
の
発
展
と
と
も
に
、
し
だ
い
に
生
産
の
両
側
面

と
し
て
両
者
は
分
化
し
て
い
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
混
然
と
し
た
連
関
を
も
考
慮
す
れ
ば
、
両
者
の
関

係
は
萌
芽
的
に
か
な
り
古
く
ま
で
遡
り
う
る
で
あ
ろ
う
。

③
　
土
台
と
上
部
構
造
と
の
関
係
。

本
来
的
な
意
味
で
の
上
部
構
造
の
成
立
は
い
つ
で
あ
ろ
う
か
。

＜ａ＞
　
法
律
的
お
よ
び
政
治
的
上
部
構
造

（
し
た
が

っ
て
国
家
）
の
成
立
は
、
分
業
、
私
的
所
有
、
階
級
の
成
立
を
前
提

す

る
。
た
だ

し
、
そ
の
萌
芽
は
、
す
で
に
原
始
社
会
の
末
期
に
あ
ら
わ
れ
る
だ
ろ
う
。
習
俗
、
慣
習

（な
い
し
慣
習
法
）
な
ど
は
、
法
律
的
お
よ
び
政

治
的
上
部
構
造
が
形
成
さ
れ
る
に
先
立

っ
て
、
は
る
か
以
前
に
存
在
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

③
　
道
徳
、
宗
教
、
巫
術
、
芸
術
な
ど
は
、
法
律
的
お
よ
び
政
治
的
上
部
構
造
の
成
立
に
先
立

っ
て
、
相
互
に
混
然
と
し
た
も
の
と
し

て
、
か
な
り
古
い
時
期
、
お
そ
ら
く
原
始
社
会
の
発
展
期
、
氏
族
共
同
体
の
内
部
に
、漸
次
的
に
形
成
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。



現
象
学
と
マ
ル
ク
ス
主
義
の
対
話
に
よ
せ
て

現象学とマルクス主義の対話によせて

一
、
対
話

の
現
在

フ
ッ
サ
ー
ル
に
は
じ
ま
る
現
象
学
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
実
存
的
現
象
学
を
の
ぞ
け
ば
、
こ
れ
ま
で
立
場
の
ち
が
う
他
学
派

（と
く
に
唯
物

論
）
と
の
接
触

・
相
互
交
流
に
か
な
ら
ず
し
も
熱
心
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
な
に
よ
り
も
現
象
学
の
基
本
性
格
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大

き
い
。

フ
ッ
サ
ー
ル
の
超
越
論
的
現
象
学
で
は
、
自
然
主
義
や
実
証
主
義
に
た
い
す
る
批
判
が
大
き
な
ウ
ェ
ー
ト
を
占
め
て
い
た
た
め
に
、
伝

統
的
な
哲
学
の
根
本
問
題
や
現
実
の
諸
課
題
を
め
ぐ

っ
て
現
代
唯
物
論
と
の
対
話
は
な
り
た
ち
に
く
か
っ
た
し
、　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
解
釈

学
的
現
象
学
で
は
、
人
間
と
い
う

「
世
界
内
存
在
」
に
つ
い
て
の
実
存
的
意
味
解
釈
に
主
眼
が
お
か
れ
た
た
め
に
、
哲
学
に
と

っ
て
使
命



で
あ
る
は
ず
の
自
然
や
社
会
の
構
造
把
握
や
学
問
的
思
考
の
客
観
性
に
つ
い
て
の
対
話
は
、
な
お
の
こ
と
難
し
く
な
っ
た
。

一
方
、　
マ
ル
ク
ス
主
義
の
側
は
、
す
で
に
二
、
三
十
年
前
に
、
現
象
学
の
観
念
論
的
性
格
を
あ
ば
く
鋭
い
い
く
つ
か
の
批
判
を
提
出
し

（
１
）
（２
）

た
の
で
あ
る
が
、
現
象
学
に
唯
物
論
の
対
抗
思
想
と
し
て
の

「
主
観
的
意
味
論
的
観
念
論
」
と
い
う
性
格
規
定
を
与
え
た
ま
ま
、
そ
の
後

の
曲
折
に
み
ち
た
現
象
学
の
変
貌
を
、
か
な
ら
ず
し
も
正
確
に
た
ど
り
全
体
的
に
評
価
し
え
て
は
い
な
い
。

第
二
次
大
戦
後
、
フ
ラ
ン
ス
の
地
で
、
ド
イ
ツ
の
現
象
学
を
吸
収
し
な
が
ら
、
行
動

・
身
体

。
自
由

・
歴
史
な
ど
の
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
で

魅
力
的
な
テ
ー
マ
を
か
か
げ
て
登
場
し
た
サ
ル
ト
ル
や
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
実
存
の
現
象
学
の
中
で
は
、
そ
の
当
初
か
ら
、　
マ
ル
ク
ス

主
義
や
哲
学
的
唯
物
論
と
の
対
決
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
た
。
実
存
主
義
の
い
う

「
主
体
性
」
や

「状
況
」
に
は
著
し
い
偏
狭
さ

・
抽
象

性
が
あ

っ
た
と
は
い
え
、
サ
ル
ト
ル
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
よ
る
唯
物
論
や
弁
証
法
へ
の
批
判
が
、　
一
部
の
教
条
的
な
マ
ル
ク
ス
主
義

に
反
省
を
う
な
が
し
、
ま
た
今
日
ま
で
マ
ル
ク
ス
主
義
者
も
黙
過
で
き
ぬ
ほ
ど
大
き
な
影
響
を
知
識
人
に
与
え
つ
づ
け
て
き
た
こ
と
は
、

率
直
に
み
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

だ
が
、
現
象
学
か
ら
の
マ
ル
ク
ス
主
義
へ
の
か
か
わ
り
方
は
、
最
近
で
は
少
し
様
子
が
ち
が

っ
て
き
た
よ
う
に
見
え

る
。
と

い
う

の

も
、
現
象
学
の
側
で
は
、
膨
大
な
フ
ッ
サ
ー
ル
全
集
の
刊
行
開
始
に
と
も
な
っ
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
晩
年
の
著
書
に
登
場
す
る

「
生
活
世
界

の
現
象
学
」
の
意
義
が
見
な
お
さ
れ
、
後
期
フ
ッ
サ
ー
ル
の
哲
学
の
中
に
表
わ
さ
れ
た
科
学
批
判
や
現
代
批
判
と
マ
ル
ク
ス
主
義
の
資
本

主
義
批
判
と
の
共
通
性
を
見
い
だ
そ
う
と
い
う
動
き
も
現
わ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

一
九
七
五
年
か
ら
七
八
年
に
か
け
て
、　
ユ
ー
ゴ
の
ド
ヴ
ロ
ニ
ー
ク
大
学
で
、
西
欧
と
東
欧
の
現
象
学
者
や
マ
ル
ク
ス
主
義
者
が
定
期
的

に
意
見
を
発
表
し
討
論
し
た
と
い
う
事
実
も
、
た
し
か
に
一
つ
の
注
目
に
値
す
る
で
き
ご
と
で
あ

っ
た

（
こ
の
と
き
発
表
さ
れ
た
諸
論
文

は
、

『
現
象
学
と
マ
ル
ク
ス
主
義
』
と
題
し
て
公
刊
さ
れ
て
お
り
、
日
本
で
も
三
、
四
年
前
に
そ
の
多
く
が
翻
訳
さ
れ
出
版

さ
れ

て

い

る
）
。



現象学とマルクス主義の対話によせて

こ
の
よ
う
な
両
者
の
対
話
が
生
ま
れ
た
理
由
に
つ
い
て
、

『
現
象
学
と
マ
ル
ク
ス
主
義
』
の
日
本
版
編
者
で
あ
る
新
田
義
弘
氏
は
、
お

お
む
ね
次
の
よ
う
に
言
う
。　
コ

九
六
〇
年
代
よ
り
彫
済
と
し
て
起
き
て
き
た
西
欧
に
お
け
る
、
と
く
に
ド
イ
ツ
語
圏
を
中
心
と
し
た
学

問
論

（科
学
論
）
の
新
た
な
状
況
」
の
も
と
で
、

「科
学
を
そ
の
科
学
主
義
的
な
自
己
理
解
か
ら
解
放
し
て
科
学
の
意
味
を
新
た
に
問
い

な
お
そ
う
と
す
る
動
き
」
が
あ
り
、
現
象
学
と
マ
ル
ク
ス
主
義
の
間
に

「科
学
と
人
間
と
の
関
わ
り
に
対
す
る
根
本
的
な
見
直
し
と
も
い

え
る
共
通
の
課
題
」
が
生
み
だ
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
、
と
。

こ
の
指
摘
は
た
し
か
に
ま
ち
が

っ
て
は
い
ま
い
。
し
か
し
、
私
の
み
る
か
ぎ
り
、
こ
こ
で
の
研
究
発
表
や
討
論
は
、
ヴ
ァ
ル
デ
ン
フ
ェ

ル
ス
を
中
心
と
し
た
多
く
の
現
象
学
者
に
よ
っ
て
リ
ー
ド
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
会
議
に
参
加
し
た
マ
ル
ク
ス
主
義
者
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
マ

レ
ク

・
Ｊ

ｏ
ジ
ー
メ
ク
や
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
ミ
ハ
ー
イ

・
ヴ
ァ
イ
ダ
な
ど
に
あ

っ
て
も
、
も

っ
ば
ら
両
思
想
の
共
通
点
を
見
い
だ
す
こ
と
に

関
心
が
は
ら
わ
れ
て
、
現
象
学
に
た
い
す
る
原
理
的
な
批
判
や
唯
物
論
か
ら
す
る
現
実
把
握
が
じ
ゅ
う
ぶ
ん
展
開
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い

が
た
い
。

ち
な
み
に
、
ジ
ー
メ
ク
の
論
文
で
は
、　
マ
ル
ク
ス
主
義
と
解
釈
学
と
の
類
縁
性
が
説
か
れ
、
史
的
唯
物
論
も

「
意
味
の
社
会
哲
学
」

ヘ

と
変
ぜ
ら
れ
て
い
る
し
、
ヴ
ァ
イ
ダ
の
論
文
で
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
事
実
科
学
批
判
が
ほ
ぼ
全
面
的
に
肯
定
さ
れ
、
現
象
学
的
科
学
観
の

欠
陥
に
は
鋭
い
メ
ス
が
い
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
彼
ら
の
議
論
は
、
現
象
学
好
み
の
テ
ー
マ
の
範
囲
内
で
、
現
象
学
者
た
ち
の
発
想
に
ひ
き

ず
ら
れ
て
い
る
、
と
い
っ
て
も
言
い
す
ぎ
で
は
な
い
よ
う
に
思
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
現
象
学
主
導
に
よ
る
両
思
想
の
対
話
と
並
行
し
て
、
第
二
次
大
戦
後
、
そ
れ
は
ど
多
く
は
な
い
が
、　
マ
ル
ク
ス

主
義
を
標
榜
す
る
人
か
ら
の
現
象
学
評
価
の
流
れ
も
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
注
意
し
て
お
こ
う
。
戦
後
初
期
か
ら
現
象
学
の
批
判
的
摂
取

を
試
み
つ
づ
け
た
ベ
ト
ナ
ム
の
哲
学
者
チ
ャ
ン
・
デ

ュ
ク

・
タ
オ
や
、
イ
タ
リ
ア
の
マ
ル
ク
ス
主
義
哲
学
者

エ
ン
ツ
ォ
・
パ
チ
、
さ
ら
に

ア
メ
リ
カ
で

『
テ
ロ
ス
』
誌
を
発
行
し
て
激
し
い
正
統
派
マ
ル
ク
ス
主
義
批
判
を
つ
づ
け
て
い
る
ポ
ー
ル
・
ピ
ッ
コ
ー
ネ
な
ど
が
そ
の
流



れ
の
中
に
身
を
お
い
て
い
る
。
日
本
で
は
、
竹
内
良
知
、
城
塚
登
の
諸
氏
が
、
理
論
内
容
に
た
ち
い
っ
て
現
象
学
と
マ
ル
ク
ス
主
義
と
の

関
係
を
論
じ
、　
一
定
の
波
紋
を
お
こ
し
て
い
る
。

今
日
現
象
学
者
た
ち
が
マ
ル
ク
ス
主
義
を
ど
の
点
で
評
価
し
ま
た
批
判
し
て
い
る
か
、
に
つ
い
て
の
論
及
は
次
の
機
会
に
ゆ
ず
る
こ
と

に
し
て
、
私
は
、
今
回
さ
し
あ
た
り
、
こ
れ
ま
で
マ
ル
ク
ス
主
義
を
標
榜
す
る
人
々
の
現
象
学
評
価
が
ど
う
で
あ

っ
た
か
を
紹
介
し
、
そ

の
内
容
を
い
く
つ
か
の
点
に
整
理
し
て
吟
味
し
て
み
た
い
。
そ
し
て
、
そ
の
中
で
浮
か
び
あ
が
る
問
題
点
を
検
討
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で

敵
対
し
て
き
た
現
象
学
と
マ
ル
ク
ス
主
義
と
の
対
話
が
そ
も
そ
も
可
能
で
あ
る
の
か
ど
う
か
、
可
能
で
あ
る
の
な
ら
、
ど
う
す
れ
ば
は
ん

と
う
に
実
り
の
あ
る
対
話
と
な
り
う
る
か
、
を
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

二
、
現
象
学
評
価

の
諸
論
点

私
が
右
に
あ
げ
た
諸
論
者
の
現
象
学
に
た
い
す
る
評
価
は
、
そ
の
内
容
を
こ
ま
か
く
見
て
い
け
ば
、
当
然
の
こ
と
だ
が
い
ろ
い
ろ
な
ニ

ュ
ア
ン
ス
や
立
場
の
ち
が
い
が
あ

っ
て
、
け

っ
し
て
十
把
ひ
と
か
ら
げ
式
に
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
が
、
さ
し
あ
た
り
評
価
の
こ

ま
か
い
違
い
は
無
視
し
て
、
こ
れ
ら
の
人
々
に
共
通
す
る
現
象
学
評
価
の
諸
論
点
を
三
つ
ほ
ど
あ
げ
て
吟
味
し
て
み
よ
う
。

０
　
現
象
学
の
方
法
と

「超
越
論
的
主
観
」
を
め
ぐ
っ
て

共
通
す
る
特
徴
の
第

一
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
自
ら
の
哲
学
の
方
法
と
し
て
確
立
し
、
生
涯
そ
の
意
味
を
問
い
つ
づ
け
た

「現
象
学
的
還

元
」
を
積
極
的
に
う
け
い
れ
、
そ
の
意
義
を
と
ら
え
な
お
そ
う
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
評
価
の
な
か
み
に
は
い
る
前

に
、
こ

の

「
還

元
」
に
つ
い
て
は
、
読
者
に
少
し
説
明
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
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フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
西
洋
の
合
理
論
の
伝
統
を
う
け
つ
い
で
、
早
く
か
ら
厳
密
な
学
問
的
哲
学
を
構
想
し
て
い
た
。
理
性
に
よ
っ
て
き
ず

か
れ
る
厳
密
な
哲
学
は
、
ま
ず
な
ん
と
い
っ
て
も
、
自
ら
が
よ
つ
て
立
つ
べ
き
絶
対
疑
い
え
な
い
確
実
な
基
礎
を
発
見
し
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
確
実
な
基
礎
を
う
る
た
め
に
は
、
ど
ん
な
仮
定
的
な
事
実
に
も
依
拠
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
考
え
の
も
と
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル

は
、
デ
カ
ル
ト
が
最
も
明
晰
判
明
な
原
理

「
わ
れ
考
え
る
、
ゆ
え
に
わ
れ
あ
り
」
に
達
す
る
と
き
に
用
い
た
方
法
的
懐
疑
の
手
つ
づ
き
を

活
用
し
て
、
明
証
的
な
も
の
。
確
実
な
も
の
へ
の
道
を
開
こ
う
と
し
て
い
る
。
そ
こ
で
彼
は
、
あ
ら
ゆ
る
既
成
の
知
識
や
現
実
の
存
在
を

ま
っ
た
く
無
な
る
も
の
と
し
て
否
定
し
さ
る
の
で
は
な
く
、
諸
判
断
を

「
留
保
す
る
」
と
か
、
自
然
的
世
界
を

「
括
弧
に
い
れ
る
」
と
か

い
っ
て
、
そ
れ
ら
の
も
の
を
現
に
あ
る
通
り
の
も
の
と
し
て
は
認
め
ず
、
そ
れ
ら
の
評
価
に
つ
い
て

一
時
的
に
判
断
を
停
止
す
る

（
エ
ポ

ケ
ー
）
と
い
う
態
度
を
と

っ
た
。

そ
の
結
果
、
い
っ
さ
い
の
も
の
を
疑

っ
て
い
る
当
の
私
の
存
在
そ
の
も
の
は
疑
い
え
な
い
、
と
い
う
デ
カ
ル
ト
と
同
じ
よ
う
な
結
論
を

フ
ッ
サ
ー
ル
も
と
り
だ
す
。
わ
れ
わ
れ
人
間
は
、
あ
る
事
を
可
能
だ
と
か
現
実
的
だ
と
か
判
断
し
た
り
、
あ
る
も
の
の
存
在
に
つ
い
て
確

信
し
た
り
疑
惑
を
も

っ
た
り
す
る
が
、
そ
う
い
う
判
断

。
信
念

（
「意
味
」
と
し
て

一
括
さ
れ
る
）
な
ど
が
生
じ
て
く
る
基
体
こ
そ
が
最

も
明
証
的
だ
と
み
な
さ
れ
、
こ
う
し
た
意
味
の
源
泉
を
フ
ッ
サ
ー
ル
は

「
超
越
論
的
意
識

（自
我

・
コ
ギ
ト
）
」
と
呼
ん
だ

の
で
あ

っ

た
。

「
現
象
学
的
還
元
」
と
は
、
こ
の
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
の
目
の
前
に
あ
る
世
界
を
自
明
で
確
か
な
も
の
と
し
て
う
け
い
れ
て
い
る
常

識
や
科
学
な
ど
の
、
既
成
の
認
識
態
度
を
変
更
し
て
、
世
界
そ
の
も
の
を
そ
の
よ
う
に
意
味
づ
け
て
い
る
主
体
で
あ
る
超
越
論
的
意
識
の

方
に
目
を
向
け
な
お
す
こ
と
だ
、
と
い
っ
て
い
い
。

こ
の

「
還
元
」
の
考
え
に
た
い
し
て
、
少
な
く
な
い
人
々
が
高
い
評
価
を
与
え
て
い
る
。
た
と
え
ば
、　
エ
ン
ツ
ォ
・
パ
チ
は
、
右
に
の

べ
た
エ
ポ
ケ
ー
の
方
法
こ
そ
が
フ
ッ
サ
ー
ル
の
理
解
に
と

っ
て
最
も
重
要
で
あ
り
、
彼
が
コ
ギ
ト
ヘ
の
還
元
を
通
し
て

「実
践
的
な
ら
び

に
理
論
的
な
あ
ら
ゆ
る
偏
見
と
闘

っ
て
い
る
」
と
称
賛
し
た
。
パ
チ
の
好
意
的
な
理
解
に
よ
れ
ば
、
還
元
に
よ
っ
て
コ
ギ
ト
が
中
心
点
に

現象学とマルクス主義の対話によせて
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な
る
と
は
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
、
偏
見
や
外
的
な
権
威
に
た
よ
ら
ず
、
自
分
自
身
で
経
験
し
確
認
で
き
る
こ
と
だ
け
を
明
証
的
で
必
当
然

的
な
も
の
だ
と
認
め
る
態
度
を
意
味
し
て
い
る
、
と
。

こ
の
還
元
を
さ
ら
に

「物
象
化
と
の
闘
い
」
と
解
釈
し
、
そ
こ
に
現
代
的
な
意
義
を
認
め
よ
う
と
す
る
議
論
も
あ
る
。
竹
内
良
知
氏
は

次
の
よ
う
に
言
う
。

「自
我
が
絶
対
的
主
観
性
と
し
て
措
定
さ
れ
る
の
は
、
か
え

っ
て
、
自
我
が
そ
れ
を
お
お
い
か
く
す

「
世
界
的
」
な

も
の
と
た
た
か
う
自
由
な
主
観
性
で
あ
る
か
ら
に
は
か
な
ら
な
い
。
真
正
の
現
象
学
的
還
元
は
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
こ
そ
、
超
越
論
的

還
元
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
還
元
と
は
主
観
的
な
も
の
を
お
お
い
か
く
す
物
象
化
と
の
た
た
か
い
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
物
象
化
さ
れ
た

（‐３
）

（自
我
の
）
関
心
と
の
た
た
か
い
で
あ
る
。
」

竹
内
氏
は
、

「物
象
化
」
概
念
を

「疎
外
」
概
念
と
は
ぼ
同
義
に
解
し
た
上
で
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
る

「
自
我
へ
の
還
元
」
思
想
を
、

現
代
の
疎
外
状
況
へ
の
抵
抗
の
表
現
お
よ
び
自
我
に
よ
る
自
己
回
復
の
表
現
と
と
ら
え
た
の
で
あ
る
。

「
現
象
学
的
還
元
」
と
い
う
考
え
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
で
は
明
ら
か
に
認
識
論
的
な
次
元
で
の
態
度
変
更
を
意
味
す
る
も

の
で
あ

っ
た

が
、
最
近
で
は
、
こ
れ
が
さ
ら
に
拡
張
さ
れ
、
社
会
的
実
践
の
分
野
で
の
批
判
主
体
の
成
立
と
し
て
も
過
大
に
評
価
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

ひ
と
リ
ポ
ー
ル
・
ピ
ッ
コ
ー
ネ
は
言
う
。

「
フ
ッ
サ
ー
ル
の
論
述
の
す
べ
て
は
、
…
…
世
俗
的
な
経
験
つ
ま
り
あ
る
社
会

・
歴
史
的
条
件
の
も
と
で
の
日
常
生
活
の
疎
外
さ
れ
た

経
験
の
な
か
で
た
え
ず
抑
圧
さ
れ
て
い
る
超
越
論
的
主
体
性
の
お
お
い
を
と
ろ
う
と
す
る
こ
と
に
あ
る
。
」

ピ
ッ
コ
ー
ネ
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
を

「
再
生
」
す
る
た
め
に
は
、
現
象
学
を
、
と
く
に
フ
ッ
サ
ー
ル
を
唯
物
論
化
し
て
、
そ
の
成
果
を

吸
収
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
と
す
る
研
究
者
で
あ
る
が
、
彼
の
論
述
の
な
か
で
は
、
超
越
論
的
主
観
な
る
も
の
が
、
抑
圧
に
苦
し
み
つ
つ

抑
圧
か
ら
自
己
を
解
放
し
、
真
に
自
由
な
人
間
的
主
体
で
あ
ろ
う
と
す
る

「労
働
者
」
と
し
て
改
釈
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。

フ
ッ
サ
ー
ル
を
ど
の
よ
う
に
読
も
う
と
、
ま
た
フ
ッ
サ
ー
ル
の
主
張
の
中
に
自
ら
の
問
題
関
心
と
つ
な
が
る
も
の
を
見
い
だ
し
そ
れ
を
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自
己
流
に
ど
う
解
釈
し
よ
う
と
、
そ
れ
は
各
人
の
自
由
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
現
象
学
の
方
法
が
ま
ぬ
が
れ
て
い
な
い
重
大

な
欠
陥
を
見
す
ご
し
た
り
、
現
象
学
の
基
本
性
格
を
誤
解
す
る
こ
と
は
、
研
究
者
の
節
操
を
問
わ
れ
る
大
き
な
過
失
で
は
あ
る
ま
い
か
。

フ
ッ
サ
ー
ル
の

「
現
象
学
的
還
元
」
に
は
、　
一
面
で
は
た
し
か
に
、
支
配
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
影
響
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に

浸
透
し
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
臆
見
や
先
入
見
、
過
去
の
経
験
を
通
じ
て
わ
れ
わ
れ
が
無
自
覚
に
つ
く
り
あ
げ
て
い
る

一
定
の
認
識
態
度
、

に
た
い
す
る
き
び
し
い
反
省

。
吟
味
の
主
張
が
あ
る
。
だ
か
ら
、
還
元
の
結
果
あ
ら
た
め
て
彼
の
哲
学
の
主
題
と
な
る

「
超
越
論
的
主
観

性
」
に
は
、
い
っ
さ
い
の
偏
見
を
脱
し
た
透
明
な
意
識
へ
の
要
求
、
こ
れ
ま
で
の
信
念
や
思
想
を
批
判
的
に
吟
味
す
る
自
立
的
な
主
体
の

確
立
へ
の
要
求
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

だ
が
他
面
で
は
、

「
還
元
」
の
操
作
は
、
現
象
学
に
ひ
と
つ
の
決
定
的
な
方
向
を
指
示
し
た
こ
と
を
忘
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
す
な
わ

ち
、
こ
の
手
つ
づ
き
に
よ
っ
て
、
い
っ
さ
い
の
実
在
が
観
念
化
さ
れ
る

「
純
粋
意
識
領
圏
」
は
開
か
れ
た
の
だ
が
、
逆
に
物
質
的
実
在
性

の
領
域
、
自
然
や
社
会
を
そ
の
客
観
的
な
構
造
や
そ
の
歴
史
的
な
展
開
に
お
い
て
間
お
う
と
す
る
科
学
の
領
域
が
、
完
全
に
閉
ざ
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
。
自
然
や
社
会
の
諸
存
在
や
、
経
験
的
な
諸
科
学
は

「
遮
断
」
の
対
象
に
な
り
、
超
越
論
的
意
識
の
領

域

で
、
そ

れ

ら

は
、
そ
の
実
在
性
そ
の
も
の
が
問
わ
れ
る
か
わ
り
に
、
あ
ら
た
め
て
意
識
に
と

っ
て
の

「
意
味
」
に
変
様
さ
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
の
存
在

は
、
現
に
あ
る
か
な
い
か
、
ど
ん
な
構
造

・
性
状

・
法
則
性
を
も

っ
て
い
る
か
、
と
問
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
概
し
て
、
意
識
に
自
明
な

も
の
。
現
実
的
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
の
は
ど
う
し
て
か
、
そ
の
自
明
性
や
現
実
性
の
意
味
は
な
に
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
形
成

さ
れ
る
か
、
が
探
求
の
主
題
と
な
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
が

『
イ
デ
ー
ン
』
第

一
巻
の
後
半
部
で
、
志
向
す
る
意
識
と
志
向
さ
れ
る
対
象
、
あ

る
い
は
ノ
エ
シ
ス
と
ノ
エ
マ
の
相
関
関
係
を
綿
密
に
論
じ
た
の
も
、
こ
う
い
う
観
点
に
由
来
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。

そ
こ
に
示
さ
れ
た
彼
の
思
索
の
労
苦
、
事
象
の
分
析
を
ゆ
る
が
せ
に
し
な
い
真
剣
な
哲
学
的
態
度
は
、
た
し
か
に
称
賛
に
値
す
る
。
だ

が
、
現
象
学
的
還
元
は
、
哲
学
の
主
要
な
課
題
を
、
志
向
す
る
意
識
と
志
向
さ
れ
る
対
象
の
相
関
に
、
な
い
し
対
象
的
意
味
の
解
読

・
記



述
に
と
じ
こ
め
よ
う
と
す
る
き
わ
め
て
否
定
的
な
役
割
を
も
は
た
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
現
象
学
と
い
う
名
の
哲
学
は
、
地
道
に
つ

み
あ
げ
ら
れ
て
い
る
科
学
的
諸
成
果
の
摂
取
に
た
っ
て
、
自
然

。
社
会

・
思
考
の
領
域
に
み
ら
れ
る
、
普
遍
的
な
論
理
や
有
機
的
な
諸
連

関
さ
ら
に
実
在
の
歴
史
的
な
運
動
な
ど
、
を
概
念
的
に
つ
か
み
表
現
す
る

（
ヘ
ー
グ
ル
の

『論
理
学
』
や
マ
ル
ク
ス
の

『
資
本
論
』
こ
そ

そ
の
見
本
だ
）
と
い
う
、
哲
学
の
最
も
た
い
せ
つ
な
任
務
を
放
棄
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

「
還
元
」
を
評
価
す
る
論
者
が
こ
の
点
を
は

と
ん
ど
無
視
し
て
い
る
の
は
、
私
に
は
ど
う
し
て
も
理
解
で
き
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
超
越
論
的
主
観
性
が
、
知
識
や
文
化
の
批
判
主
体
と
し
て
も
ち
あ
げ
ら
れ
て
い
る
事
情
は
、
す
で
に
述
べ
た
と

こ
ろ
だ

が
、
こ
の
評
価
も
フ
ッ
サ
ー
ル
の
構
成
主
義
的
認
識
論
の
欠
陥
を
見
な
い
一
面
的
な
過
大
評
価
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
こ
の
主
観
性
を
、
自
ら
の
経
験
理
論
の
中
核
に
位
置
づ
け
、
カ
ン
ト
と
同
じ
よ
う
な
経
験
の
成
立
、
対
象
の
構
成
を

主
張
し
た
。
視
覚
や
聴
覚
な
ど
の
器
官
を
通
じ
て
う
け
と
ら
れ
た
多
く
の
感
覚
的
要
素
を
、
活
性
化
さ
せ
な
が
ら
統

一
的
に
把
握
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は

一
つ
ひ
と
つ
の
対
象
を
意
味
あ
る
対
象
と
し
て

（
た
と
え
ば
、
あ
る
響
き
を
鳥
の
鳴
き
声
と
し
て
、
あ
る
物

体
を
庭
の
中
の
樹
と
し
て
）
理
解
す
る
。
そ
の
根
本
的
な
意
味
付
与
作
用
を
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
超
越
論
的
意
識

（自
我
）
に
求
め
た
の
で

あ

っ
た
。

意
味
は
す
べ
て
自
我
を
源
泉
と
す
る
。
超
越
論
的
自
我
は
、
意
味
的
世
界
の
構
成
主
体
で
あ
る
。
世
界
は
、
そ
の
真
の
統

一
を
、
そ
れ

自
身
の
実
在
的
な
構
造
や
合
法
則
性
の
う
ち
に
で
は
な
く
意
味
に
お
い
て
も
つ
の
で
あ
る
か
ら
、
自
我
こ
そ
世
界
の
中
核
で
あ
る

（悟
性

は
自
然
の
立
法
者
だ
と
い
っ
た
カ
ン
ト
と
本
質
的
に
は
ち
が
い
が
な
い
）
。
後
年
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
受
動
性
の
領
野
に
注
目
し
て
、
諸
感

覚
に
も
意
味
形
成
へ
の
寄
与
を
み
と
め
、
自
我
の
意
味
付
与
作
用
を
あ
る
程
度
相
対
化
し
た
の
で
あ
る
が
、
対
象
的
世
界
の
成
立
を
志
向

的
自
我
の
働
き
に
も
と
づ
く
意
味
論
的
観
念
論
の
立
場
か
ら
説
明
す
る
姿
勢
を
、
基
本
的
に
は
変
更
し
な
か
っ
た
。

マ
ル
ク
ス
主
義
の
研
究
者
の
う
ち
に
も
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の

「
超
越
論
的
自
我
」
の
意
義
を
評
価
す
る
あ
ま
り
、
経
験
や
対
象
の
成
立
を
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観
念
論
の
立
場
か
ら
説
明
す
る
現
象
学
的
な
認
識
理
論
の
欠
陥
を
見
の
が
し
て
、
そ
れ
に
有
効
な
批
判
を
加
え
ら
れ
な
い
者
が
少
な
く
な

い
。
論
者
の
中
に
は
、
主
に
現
象
学
と
の
理
論
上
の

一
致
点
を
さ
が
す
べ
き
で
、
そ
の
た
め
に
相
手
の
理
論
的
弱
点
に
は
さ
し
あ
た
り
目

を
つ
ぶ

っ
た
方
が
よ
い
、
と
い
う
傾
向
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
、
唯
物
論
と
し
て
恥
ず
べ
き
理
論
的
怠
惰
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
れ
だ

け
で
は
な
い
。
こ
う
い
う
態
度
は
、
知
識
の
客
観
性
や
真
理
を
め
ぐ
る
哲
学
の
根
本
問
題

へ
の
自
覚
を
麻
痺
さ
せ
、
現
実
分
析
の
た
め
の

有
効
な

一
般
的
方
法
を
ね
り
あ
げ
よ
う
と
す
る
哲
学
の
本
来
的
機
能
を
喪
失
さ
せ
か
ね
な
い
、
と
私
は
思
う
。

０
　
「生
活
世
界
」
を
め
ぐ
っ
て

現
象
学
評
価
に
共
通
し
て
い
る
第
二
の
論
点
は
、
後
期
フ
ッ
サ
ー
ル
哲
学
の
根
本
概
念
と
い
っ
て
よ
い

「
生
活
世
界

（ｒ
３
８
∽ｌ
ｏ
一一ビ

で
あ
る
。

ド
イ
ツ
語
の

「
レ
ー
ベ
ン

（い
ｏ
ぎ
じ

」
と
い
う
語
は
、　
英
語
の

「
ラ
イ
フ
」
と
同
じ
く
、
生
命
と
も
生
活
と
も

（時
に
は

一
生

。
人

生
と
）
訳
さ
れ
う
る
多
義
性
を
も

っ
て
お
り
、
事
実

「
生
活
世
界
」
と
い
う
概
念
も
、
現
象
学
関
係
の
本
や
論
文
の
中
に
、

「
生
世
界
」

や

「
生
命
世
界
」
と
も
翻
訳
さ
れ
て
登
場
し
て
い
る
。
ふ
つ
う

「
生
活
」
と
い
う
場
合
に
は
、
衣
食
住
に
か
か
わ
る
物
質
的
な
富
の
生
産

や
消
費
、
地
域
に
お
け
る
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
社
会
的
行
為
を
ふ
く
む
、
諸
個
人
の
現
実
的
な
生
活
過
程
と
い
っ
た
も
の
が
想
起
さ

れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

フ
ッ
サ
ー
ル
の

「
生
活
世
界
」
概
念
は
、
生
命
の
非
合
理
的
な
創
造
作
用
を
強
調
し
た
同
時
代
の
デ
ィ
ル
タ
イ

や
ベ
ル
グ
ソ
ン
ら
の

「
生
の
哲
学
」
と
の
親
近
性
も
あ

っ
て
、
か
な
ら
ず
し
も

一
般
の
生
活
者
の
日
常
感
覚
か
ら
理
解
で
き
る
よ
う
な
概

念
に
な

っ
て
は
い
な
い
。

と
は
い
え
、

「
生
活
世
界
」
と
い
う
、
哲
学
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
は
そ
ん
な
に
個
性
味
が
あ
る
と
も
思
わ
れ
な
い
平
凡
な
概
念
が
、

後
期
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の
著
作
の
中
で
中
心
的
な
位
置
を
与
え
ら
れ
、
し
か
も
現
代
の
現
象
学
者
た
ち
に
注
目
さ
れ
て
い
る
の
に
は
、
そ
れ

現象学とマルクス主義の対話によせて
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な
り
の
理
由
が
あ
る
。

中
期
の
フ
ッ
サ
ー
ル
が
、
超
越
論
的
自
我
を
基
礎
に
し
て
、
意
味
的
世
界
の
構
成
の
仕
事
に
た
ず
さ
わ

っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
そ
の
彼
も
、
自
我
の
経
験
が
こ
の
自
我
を
と
り
ま
く
環
境
的
世
界
の
中
で
し
か
成
立
し
な
い
こ
と
、
ま
た
自
我
は
、
世
界

に
た
い
す
る

「
主
観
」
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
身
体
的
な
自
我
と
し
て
世
界
の
中
に
投
げ
だ
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
自
身
世
界
の
中
の

「客

観
」
で
も
あ
る
こ
と

（
こ
れ
が

「人
間
的
主
観
性
の
逆
説
」
と
い
わ
れ
る
）
を
は
っ
き
り
と
意
識
し
は
じ
め
、
そ
の
事
態
を
自
ら
の
哲
学

の
テ
ー
マ
に
す
え
た
の
で
あ
る
。

自
我
の
あ
ら
ゆ
る
経
験
が
そ
こ
で
成
り
た
ち
、
自
我
が
他
の
自
我
と
同
じ
よ
う
に

（
い
わ
ゆ
る

「
相
互
主
観
的
に
」
）
直
接
的
に
経
験

し
う
る
世
界
、
そ
れ
を
彼
は

「生
活
世
界
」
と
呼
ん
だ
。
こ
の
自
我
に
と

っ
て
の
環
境
は
、
自
我
自
身
が
、
経
験
を
通
じ
、
思
想
や
価
値

評
価
に
よ
っ
て
そ
の
つ
ど
与
え
て
き
た
固
有
の
存
在
意
味
を
お
び
た
世
界
だ
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、

こ
の
世
界
は
、
諸
科
学

（
と
く
に
自
然
科
学
）
に
よ
っ
て
概
念
的
に
構
成
さ
れ
た
論
理
的
世
界
と
ち
が

っ
て
、
自
我
そ
れ
自
身
が
、
自
ら

の
知
覚
や
行
為
に
よ
っ
て
直
観
で
き
経
験
で
き
る
が
ゆ
え
に
、
最
も
根
源
的
に
明
証
的
な
領
域
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、　
一
見

変
哲
も
な
い

「
生
活
世
界
」
概
念
に
は
、
い
く
た
の
変
遷
を
か
さ
ね
た
フ
ッ
サ
ー
ル
思
想
の
一
定
の
到
達
点
が
凝
縮
さ
れ
て
ふ
く
ま
れ
て

い
る
わ
け
だ
。

こ
の

「生
活
世
界
」
の
主
張
に
た
い
し
て
、　
マ
ル
ク
ス
主
義
を
か
か
げ
る
人
々
の
中
に
も
、
支
持
の
拍
手
を
送
る
人
が
少
な
く
な
か
っ

た
。
た
と
え
ば
、
チ
ャ
ン
・
デ

ュ
ク
・
タ
オ
は
、
戦
後
ま
も
な
く
発
表
し
た
論
文
の
中
で
、

「
現
象
学
の
独
創
性
は
、
人
間
的
実
存
の
す

べ
て
の
意
味
の
価
値
を
承
認
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
」
と
称
賛
し
、
そ
の
根
拠
を
現
象
学
に
よ
る

「
生
活
世
界
」
概
念
の
提
起
の
う
ち
に
求

め
て
い
る
。
タ
オ
の
主
張
の
論
旨
は
こ
う
だ
。

「
文
化
的
世
界
の
全
構
成
物
を
支
え
て
い
る
の
は
、
こ
の
生
活
世
界
で
あ
る
」
か
ら
、
こ
の
世
界
へ
注
目
し
て
こ
そ
、
世
界
に
お
け
る
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現象学とマルクス主義の対話によせて

わ
れ
わ
れ
の
生
の
意
義
や
全
体
的
な
経
験
も
十
分
問
題
に
さ
れ
解
明
さ
れ
う
る
。
ま
た
マ
ル
ク
ス
主
義
は
、
ン」
れ
ま
で
、経
済
的
な
も
の
の

優
越
性
を
み
と
め
、
諸
上
部
構
造
に
つ
い
て
は
、
現
実
の
諸
関
係
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
反
映
す
る
単
な
る
幻
想
と
考
え
が
ち
で
あ

っ
た

が
、
現
象
学
の
こ
の
考
え
を
う
け
い
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
上
部
構
造
の
自
律
性
を
真
に
問
題
と
し
て
究
明
で
き
る
よ
う
に
な
る
、
と
。

生
活
世
界
を
、
人
間
の
全
経
験
を
成
り
た
た
せ
包
括
す
る
リ
ア
ル
な
世
界
だ
と
み
る
こ
の
タ
オ
と
同
じ
よ
う
な
主
張
は
、
竹
内
氏
の
う

ち
に
も
あ
る
。
氏
も
、
生
活
世
界
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の

「実
践
的
世
界
」
で
あ
る
と
解
し
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
論
理
的
構
築
物
と
し
て
の
科

学
的
世
界
を
こ
の
生
活
世
界
に
基
づ
け
た
こ
と
を
高
く
評
価
し
た
。
こ
の
点
か
ら
、
後
期
フ
ッ
サ
ー
ル
の
生
活
世
界
の
現
象
学
が
、
新
た

な
厳
密
学
の
実
現
だ
と
し
て
見
な
お
さ
れ
て
い
る
。

「
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
の
根
本
的
成
果
は
、
生
の
世
界
の
普
遍
的
ア
プ
リ
オ
リ
が
客
観
的
科
学
の
ア
プ
リ
オ
リ
に
先
立

っ
て
、
そ
れ

を
基
礎
づ
け
る
と
い
う
こ
と
の
発
見
で
あ
る
。
」

「
フ
ッ
サ
ー
ル
は

『厳
密
な
学
と
し
て
の
哲
学
』
に
お
い
て
企
て
た
普
遍
学
と
し
て
の

哲
学
の
確
立
に
失
敗
し
た
と
考
え
て
い
る
人
も
少
な
く
な
い
。
け
れ
ど
も
、

「厳
密
な
学
と
し
て
の
哲
学
」
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
い
て

は
、
か
え

っ
て
、
生
の
世
界
の
学
と
し
て
の

「
新
し
い
学
」
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
生
の
世
界
の
学

こ
そ
、
彼

に
と

っ
て

は
、

「厳
密
な
学
」
と
し
て
の
普
遍
学
な
の
で
あ
る
。
厳
密
と
い
う
こ
と
は
、
根
源
的
明
証
に
基
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と

で
あ

（‐３
）

スの
。
　
」

こ
の
主
張
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、

「
生
活
世
界
」
概
念
を
そ
も
そ
も
ど
う
理
解
し
ど
う
評
価
す
る
か
は
、
現
象
学
と
い
う
哲
学
の

基
本
性
格
を
ど
う
把
握
し
ど
う
評
価
す
る
か
、
と
い
う
問
い
と

一
体
な
の
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
に
か
ぎ
ら
ず
、
現
代
の
現
象
学
が
こ
の

生
活
世
界
論
の
延
長
上
を
動
い
て
い
る
、
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
く
、
そ
れ
だ
け
に
、

「
生
活
世
界
」
論
の
積
極
的
な
受
容
が
、
現
象

学
そ
の
も
の
の
肯
定
的
評
価
へ
と
つ
な
が
る
こ
と
は
、
だ
れ
に
も
見
や
す
い
論
理
だ
ろ
う
。

エ
ン
ツ
ォ
・
パ
チ
も
、
自
然
科
学

・
精
神
科
学
を
と
わ
ず
、
す
べ
て
の
科
学
の
発
生
源
と
し
て
の

「
生
活
世
界
」
の
根
源
性
を
、
フ
ッ
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サ
ー
ル
の
言
葉
通
り
そ
の
ま
ま
承
認
し
て
い
る
し
、
ポ
ー
ル
・
ピ
ッ
コ
ー
ネ
も
、

「生
活
世
界
は
諸
概
念
が
形
成
さ
れ
、
歴
史
的
投
企
が

形
成
さ
れ
る
領
野
で
も
あ
る
」
と
も
ち
あ
げ
て
い
る
。

「
フ
ッ
サ
ー
ル
の
唯
物
論
化
」
を
企
て
る
ピ
ッ
コ
ー
ネ
は
、　
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な

基
礎
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る

「
土
台
」
を

「生
活
世
界
」
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
目
的
論
的
な
人
間
活
動
の
領
界
」
を
、
つ

ま
り
単
に
物
質
的
経
済
的
生
産
だ
け
で
は
な
い
、
日
常
生
活
の
生
産
と
再
生
産
に
か
か
わ
る
基
礎
と
し
て
の
広
義
の

「
経
済
」
の
分
野
を

（
８
）

と
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
、
と
ま
で
言
う
。

こ
の
よ
う
に
多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
、

「生
活
世
界
」
概
念
は
、
各
人
の
問
題
関
心
や
思
惑
の
も
と
に
拡
張
解
釈
さ
れ
、
と
き
に
は
幸

か
不
幸
か
フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
が
意
図
し
な
か
っ
た
内
容
ま
で
つ
け
加
え
ら
れ
て

「
唯
物
論
化
」
さ
れ
る
に
い
た
っ
て
い
る
。
こ
の
概
念
を

使
わ
な
い
で
は
、
も
は
や
上
部
構
造
論

・
社
会
関
係
論
、
い
や
哲
学
や
社
会
科
学
の
成
立
す
ら
お
ば
つ
か
な
い
、
と
で
も
い
わ
ん
ば
か
り

の
論
調
だ
。

だ
が
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の

「生
活
世
界
」
概
念
は
、
そ
れ
は
ど
リ
ア
リ
テ
ィ
に
富
ん
だ
、
現
実
分
析
や
社
会
構
造
把
握
に
有
効
な
概
念
だ

っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
生
活
世
界
の
現
象
学
の
誕
生
を
つ
げ
る
晩
年
の
書

『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
学
の
危
機
と
超
越
論
的
現
象
学
』

（以
下

『危

機
』
と
略
記
す
る
）
を
じ

っ
く
り
読
み
す
す
め
れ
ば
、
ふ
つ
う
の
現
実
感
覚
を
も
つ
読
者
な
ら
き

っ
と
、
こ
の
概
念
が
、
た
え
ず
現
象
学

の
い
う

「
意
味
」
に
よ
っ
て
呪
縛
さ
れ
、
わ
れ
わ
れ
が
必
死
で
生
き
て
い
る
重
い
現
実
を
そ
ん
な
に
は
生
き
い
き
と
反
映
し
て
い
な
い
、

こ
と
を
感
じ
る
だ
ろ
う
。

読
者
の
参
考
ま
で
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
が

「
生
活
世
界
」
の
特
質
を
ど
う
説
明
し
て
い
る
の
か
、
そ
の
特
徴
的
な
主
張
を
彼
に
即
し

て
か
ん
た
ん
に
紹
介
し
て
み
よ
う
。
次
の
文
は
、
生
活
世
界
が
、
全
能
に
近
い
意
味
付
与
の
作
用
を
も
つ
超
越
論
的
自
我

（あ
る
と
き
に

は
多
く
の
自
我
を
ふ
く
む
相
互
主
観
性
）
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
意
味
世
界
だ
、
と
い
う
考
え
方
を
端
的
に
表
わ
し
て
い
る
。

「
わ
れ
わ
れ
も
し
だ
い
に
理
解
す
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
与
え
ら
れ
方
が
流
動
的
に
変
移
し
な
が
ら
も
わ
れ
わ
れ
に
た
い
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し
て
つ
ね
に
存
在
し
て
い
る
世
界
は
、
普
遍
的

・
精
神
的
な
獲
得
物
な
の
で
あ

っ
て
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
生
成
し
て
き
た
も
の
で

あ
る
と
同
時
に
、
精
神
的
形
態
の
統

一
と
し
て
、　
一
個
の
意
味
形
成
体
と
し
て
、
究
極
的
に
機
能
し
つ
つ
あ
る
普
遍
的
主
観
性
に
よ
る
形

成
体
と
し
て
、
な
お
生
成
し
つ
づ
け
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
」

だ
か
ら
当
然
の
こ
と
、
主
観
の
意
味
形
成
体
で
あ
る
生
活
世
界
は
、

「
主
観
的
性
格
」
を
も
た
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
、
フ
ッ
サ
ー

ル
は
、
逆
に
生
活
世
界
の
主
観
性

。
相
対
性
を
武
器
に
、
こ
の
性
格
ゆ
え
に
、
客
観
的

・
論
理
的
だ
と
い
わ
れ
る
科
学
的
世
界
や
自
然
的

世
界
よ
り
い
っ
そ
う
根
源
的

。
明
証
的
で
あ
り
、

「認
識
を
基
礎
づ
け
る
う
え
で
よ
り
高
い
品
位
を
も
つ
も
の
」
だ
と
切
り
か
え
す
の
で

あ
る
。
自
然
界
や
精
神
界
は
、
こ
の
生
活
世
界
の
あ
れ
こ
れ
の
側
面
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
自
然
科
学
や
社
会
科
学
な
ど
あ
ら
ゆ
る
客

観
的
学
問
も
、
こ
の
生
活
世
界
を
基
盤
と
し
て
の
み
問
い
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
立
て
ね
ば
な
ら
な
い
。
学
問
の
基
盤
で
あ
り
、

学
問
に
先
立
つ
世
界
な
れ
ば
こ
そ
、
生
活
世
界
の
究
明
に
あ
た
っ
て
は
、
経
験
的
諸
科
学
は
ま

っ
た
く
不
要
だ
、
と
い
う
結
論
が
出
さ
れ

（ｎ
）

た
の
で
あ
る
。

か
ん
た
ん
に
紹
介
し
た
こ
れ
ら
の
主
張
の
中
か
ら
、

「
生
活
世
界
」
概
念
に
つ
き
ま
と
う
主
な
問
題
点
を
と
り
だ
す
こ
と
は
、
そ
れ
ほ

ど
難
し
く
な
い
。

フ
ッ
サ
ー
ル
が
論
理
的
構
築
物
と
み
な
し
た
科
学
的
世
界

（
こ
う
い
う
科
学
観
が
正
し
い
か
ど
う
か
は
次
節
で
ふ
れ
る
こ
と
に
す
る
）

に
つ
い
て
は
と
も
か
く
、
科
学
が
恒
常
的
な
前
提
と
し
基
本
的
な
研
究
対
象
と
も
し
て
い
る
自
然
的
世
界
を
、
現
象
学
の
生
活
世
界
は
前

提
し
て
い
な
い
し
、
そ
の
本
性
上
前
提
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
自
然
的
世
界
は
、
そ
の
物
質
的
本
性
を

「物
質
的
」
と
い
う
意
味
へ
と

解
消
さ
れ
て
、
生
活
世
界
の
派
生
物
な
い
し

一
側
面
に
お
と
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
生
活
世
界
は
、
物
質
的
自
然
的
基
礎
を
も
た
ず
、
地
球
史

・
生
物
史

。
人
類
史
を
貫
く
全
自
然
史
的
過
程
の
所
産
で
も
成
果

で
も
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
格
闘
し
て
い
る
あ
り
の
ま
ま
の
生
活
現
実

。
生
活
環
境
が

一
度
で
も
問
題
に
な
る
場
合
、
こ
ん
な
脆
弱
な
非
物



質
的

「
生
活
世
界
」
概
念
は
あ
ま
り
役
に
た
た
な
い
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
今
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
生
活
を
そ
の
自
然
的
な

土
台
か
ら
脅
か
し
て
い
る
環
境
汚
染

・
生
態
系
破
壊

・
資
源
涸
渇
と
い
う
き
び
し
い
現
実
を
直
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
し
か
も
そ
れ
ら

の
事
実
を
ふ
ま
え
て
、
自
然
と
人
間
と
の
関
係
を
あ
ら
た
め
て
原
理
的
に
間
う
こ
と
を
迫
ら
れ
て
い
る
。
は
た
し
て
、
生
活
の
自
然
的
基

礎
へ
の
配
慮
を
欠
い
た

「生
活
世
界
」
論
に
依
拠
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
う
い
う
今
日
切
実
に
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
、
か
け
ね
な

し
に
可
能
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
て
も
私
に
は
そ
う
は
思
え
な
い
。

生
活
世
界
は
、
意
味
の
主
体
で
あ
る
人
間
の
精
神
活
動
の
産
物
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
も

っ
ば
ら
社
会
と
人
間
歴
史
に
か
か
わ
る

文
化
的
概
念
だ
、
と
い
う
意
見
が
出
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
し
か
に
、
タ
オ
が

「
上
部
構
造
」
に
言
及
し
た
と
き
、
竹
内
氏
や
ピ
ッ
コ
ー

ネ
が

「実
践
的
領
野
」

「
歴
史
的
投
企
の
領
域
」
を
問
題
に
す
る
と
き
、
彼
ら
が
こ
の
生
活
世
界
に
強
い
関
心
を
よ
せ
た
の
も
、
お
そ
ら

く
そ
う
い
う
了
解
が
あ

っ
た
か
ら
だ
、
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
の
能
動
的
意
識
と
い
う

「
主
観
的
な
も
の
」
が
浸
透
し
て
い
る
こ
の
領
域
で
こ
そ
、
い
や
、
わ
れ
わ
れ
生
身
の
人

間
に
よ
る
実
践
的
な
か
か
わ
り
が
発
生
し
て
い
る
こ
の
領
域
だ
か
ら
こ
そ
、
社
会
的
に

「
客
観
的
な
も
の
」
の
存
在
が
も

っ
と
は
っ
き
り

と
確
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
問
題
な
の
は
、
い
わ
ゆ
る

「
土
台
」
概
念
に
あ
た
る
、
生
産
様
式
や
生
産
関
係

（さ

ら
に
は
交
通
形
態
）
に
と
ど
ま
ら
な
い
。　
一
般
に

「
上
部
構
造
」
と
よ
ば
れ
る
諸
存
在
も
そ
う
で
あ
る
。
官
僚

・
軍
隊

。
裁
判
所
な
ど
を

中
心
に
な
り
た
つ
国
家
機
構
、　
一
定
の
階
級
的
な
支
配
理
念
に
も
と
づ
い
て
組
織
さ
れ
て
い
る
政
治
や
法
律
の
諸
制
度
―
―
そ
れ
ら
も
、

人
間
の
活
動
の
産
物
と
し
て
実
践
的
な
意
志
や
判
断
が
そ
こ
に
対
象
化
さ
れ
て
い
る
か
ら
と
い
つ
て
、
単
に

「
主
観
的

な
も

の
」
で
な

く
、
社
会
の
個
々
の
構
成
員
の
意
思
と
は
独
立
に
、
そ
れ
自
身
の
論
理
と
運
動
と
規
制
力
を
も
つ

「客
観
的
な
も
の
」
で
あ
る
。

そ
の
う
え
、
階
級
的
な
利
害
を
多
か
れ
少
な
か
れ
反
映
し
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
も
、
多
く
の
政
治
団
体
だ
け
で
な
く
、

巨
大
な
マ
ス
コ
ミ
機
構
や
伝
統
的
因
襲
的
な
文
化
芸
術
諸
機
関
か
ら
提
供
さ
れ
て
い
る
、
情
報
や
文
化
、
社
会
的
な
信
念
や
セ
ン
ス
の
総
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体
に
は
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
最
も
主
観
的
に
み
え
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
さ
え
、
御
し
が
た
い
怪
物
の
よ
う
な
こ
の
種
の

「客
観
的

な
」
シ
ス
テ
ム
を
無
視
し
て
、
単
に

「
主
観
的
な
」
意
味
形
成
体
だ
と
い
っ
て
す
ま
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
提
唱
し
た

（そ
の
後
、
メ
ル
ロ
ロ
ポ
ン
テ
ィ
に
よ
っ
て
再
評
価
さ
れ
、
社
会
学
者
の
シ
ュ
ッ
ツ
な

ど
が
得
意
な
研
究
テ
ー
マ
に
し
て
い
る
）

「生
活
世
界
」
な
る
思
想
は
、
唯
物
論
者
の
み
な
ら
ず
、
人
間
の
社
会
や
歴
史
の
研
究
に
た
ず

さ
わ
る
者
に
と

っ
て
も
、
そ
れ
を
ま
る
ご
と
無
批
判
に
と
り
い
れ
て
活
用
す
れ
ば
、
研
究
上
大
き
な
危
険
と
マ
イ
ナ
ス
を
覚
悟
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
思
想
だ
、
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る

（
ち
な
み
に
、

「生
活
」
に
関
す
る
も

っ
と
リ
ア
ル
で
科
学
的
な
規
定

は
、　
マ
ル
ク

ス

（
お
よ
び
エ
ン
グ
ル
ス
）
の

『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
や

『
経
済
学
批
判
』
の
叙
述
の
中
に
こ
そ
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き

る
だ

ろ

ｈゝノ）　。
た
し
か
に
タ
オ
が
懸
念
す
る
よ
う
に
、　
マ
ル
ク
ス
主
義
内
部
で

「
上
部
構
造
の
自
律
性
」
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
ま
だ
ま
だ
十
分
と
は
い

え
な
い
。
し
か
し
、
政
治
的
法
律
的
上
部
構
造
や
文
化

一
般
の
も
つ
一
定
の

「
自
律
性
」
も
、
自
我
や
相
互
主
観
の
意
味
形
成
活
動
と
意

味
的
生
活
世
界
を
承
認
す
れ
ば
、
把
握
さ
れ
解
明
さ
れ
う
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
上
部
構
造
の
客
観
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
や
独

自
の
運
動
法
則
を
、
い
ろ
い
ろ
な
階
層
に
属
す
る
人
々
の
生
活
上
の
利
害
と
社
会
的
実
践
を
組
み
い
れ
な
が
ら
、
分
析
し
究
明
す
る
以
外

に
は
答
え
ら
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
。

現
象
学
の

「生
活
世
界
」
が
、
マ
ル
ク
ス
の
い
う
物
質
的
生
活
お
よ
び
社
会
的

・
政
治
的

・
精
神
的
生
活
過
程
を
名
実
と
も
に
包
括
し

た
と
き
は
じ
め
て
、
そ
れ
は
社
会
科
学
や
哲
学
の
有
益
な
基
礎
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
な
り
う
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
現
象
学
者
が
そ
れ
を
承
認
し

な
い
か
ぎ
り
、
マ
ル
ク
ス
主
義
者
は
、
主
観
的
な
世
界
解
釈
と

一
体
に
な

っ
た
こ
の
概
念
に
た
い
す
る
、
安
易
な
肯
定
的
評
価
を
つ
つ
し

む
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。



０
　
近
代
科
学
批
判
を
め
ぐ
っ
て

さ
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
か
ら
の
現
象
学
評
価
の
第
三
の
論
点
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
や
メ
ル
ロ
ロ
ポ
ン
テ
ィ
に
よ
っ
て
精
力
的
に
試
み
ら
れ

た
近
代
科
学
へ
の
批
判
の
う
ち
に
あ
る
。
さ
き
の

「生
活
世
界
」
論
に
つ
い
て
も
、
生
活
世
界
を
前
提
に
し
た
科
学
批
判
に
ま
で
わ
れ
わ

れ
の
視
野
を
広
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
現
象
学
が
本
来
意
図
し
て
い
た
も
の
を
全
体
と
し
て
正
確
に
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る

だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
生
活
世
界
は
、
つ
ね
に
科
学
的
世
界
と
対
比
さ
れ
な
が
ら
、
そ
の
根
源
性

。
明
証
性
の
意
義
が
強
調
さ
れ
つ
づ

け
た
か
ら
で
あ
る
。

経
験
的
な
個
別
科
学
や
そ
の
柱
の
ひ
と
つ
に
な
っ
て
い
る
実
証
主
義
に
た
い
す
る
批
判
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
終
生
か
わ
ら
ぬ
モ
チ
ー
フ

だ

っ
た
。
初
期
か
ら
中
期
に
か
け
て
は
、
そ
の
批
判
の
中
心
は
、
経
験
科
学
や
実
証
主
義
が
因
果
的
思
考
や
帰
納
法
に
基
礎
を
お
く
こ
と

に
よ
っ
て
、
蓋
然
的
な
認
識
し
か
提
供
で
き
な
い
、
と
い
う
点
に
お
か
れ
て
い
た
。
後
期
の
フ
ッ
サ
ー
ル
で
は
、前
節
で
教
た
よ
う
に
、あ

ら
ゆ
る
意
味
発
生
の
基
盤
と
し
て
生
活
世
界
を
浮
か
び
あ
が
ら
せ
、
そ
の
世
界
の
直
観
的
な
明
証
性
に
依
拠
し
、
こ
こ
か
ら
普
遍
的
な
哲

学
が
構
想
さ
れ
る
と
同
時
に
、
こ
れ
ま
で
に
も
ま
し
て
き
び
し
い
実
証
主
義
や
科
学
へ
の
批
判
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
し
た
が

っ
て
、
科
学

批
判
の
態
度
に
も
微
妙
な
変
化
が
生
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
科
学
が
真
の
明
証
性
を
も
ち
え
ず
、
蓋
然
的
知
識
し
か
示
し
え
な
い
と
い

う
そ
の
根
拠
と
し
て
、
科
学
が
生
活
世
界
か
ら
発
生
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
自
覚
し
な
い
こ
と
、
む
し
ろ
、
た
え
ず
自
ら

を
生
活
世
界
か
ら
切
り
は
な
し
、
か
え

っ
て
自
分
の
手
で
つ
く
り
あ
げ
る
論
理
的
構
築
物

（
こ
れ
は
、
数
式
や
記
号
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ

る
科
学
理
論
を
さ
す
が
、
他
所
で

「
理
念
の
衣
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
）
に
よ
っ
て
生
活
世
界
を
隠
蔽
し
て
し
ま
う
こ
と
、
が
指
摘
さ
れ

た
の
だ

っ
た
。

で
は
、
こ
の
よ
う
に
い
く
ぶ
ん
変
化
し
た
フ
ッ
サ
ー
ル
の
科
学
批
判
が
、
現
象
学
に
共
感
す
る
マ
ル
ク
ス
主
義
者
た
ち
に
ど
う
評
価
さ

れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

エ
ン
ツ
ォ
・
。ハ
チ
は
、
こ
の
点
で
も
フ
ッ
サ
ー
ル
に
ひ
じ
ょ
う
に
好
意
的
に
対
応
し
、
彼
の
科
学
観
を
次
の
よ



う
に
意
義
づ
け
た
。

「
フ
ッ
サ
ー
ル
が
、
と
り
わ
け

『危
機
』
に
お
い
て
示
そ
う
と
し
た
こ
と
は
、
諸
科
学
は
、
自
然
科
学
で
あ
れ
、
精
神
科
学
で
あ
れ
、

す
べ
て
生
世
界
か
ら
生
じ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
」

「
（彼
は
）
主
体
や
テ
ロ
ス
が
な
け
れ
ば
、
つ
ま
り
生
世
界
に
基
礎
づ
け
ら
れ
な

け
れ
ば
科
学
は
疎
外
さ
れ
る
と
考
え
る
の
で
あ
り
、
科
学
は
人
間
が
そ
れ
を
悪
用
す
る
が
ゆ
え
に
人
間
に
敵
対
し
も
す
る
と
考
え
る
。
諸

科
学
の
危
機
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
こ
う
し
た
悪
用
の
結
果
な
の
だ
。
こ
の
危
機
は
人
間
学
主
義
の
問
題
で
は
な
く
て
、
人
間
が
諸
科
学

に
機
能
と
テ
ロ
ス
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
事
実
の
問
題
な
の
で
あ
る
。
」

パ
チ
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
論
述
を
通
し
て
、
生
活
世
界
か
ら
う
け
と
る
べ
き
自
ら
の
テ
ロ
ス

（目
的
）
な
い
し
存
在
意
味
を
科
学
が
見

失

っ
て
い
る
こ
と
こ
そ
、
近
代
科
学
の
最
大
の
危
機
だ
、
と
い
う
警
告
を
よ
み
と

っ
て
い
る
。
同
じ
よ
う
な
視
点
で
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
科

学
批
判
を

「
科
学
の
客
体
化

。
物
象
化
」

へ
の
批
判
と
し
て
う
け
と
る
論
者
が
い
る
。
竹
内
氏
や
城
塚
氏
が
そ
う
だ
。

竹
内
氏
は

「
生
の
目
的
論
的
テ
ロ
ス
が
見
失
わ
れ
る
と
き
、
科
学
は
志
向
的
意
味
を
失
う
。
そ
の
と
き
、
科
学
の
客
観
的
真
理
は
、
主

（
・３
）

観
性
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
、
自
然
主
義
的
な
意
味
に
お
け
る

「客
観
的
」
な
も
の
と
な
り
、
物
神
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
」
と
言
い
、
城

塚
氏
は

「
フ
ッ
サ
ー
ル
の
指
摘
、
す
な
わ
ち
数
学
的
自
然
科
学
が
真
接
的
な
生
活
世
界
に

「
理
念
の
衣
」
を
か
ぶ

せ
、
そ

の

「
理
念

の

衣
」
を
客
観
的
で
現
実
的
な
真
の
自
然
と
み
な
し
、
生
活
世
界
を
覆
い
隠
し
て
い
る
と
い
う
指
摘
は
、
ま
さ
に
こ
の
自
然
科
学
の
物
象
化

と
い
う
事
態
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
」
と
言
う
。
こ
こ
で
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
意
図
が
肯
定
さ
れ
た
上
で
、
自
然
や

社
会
を
認
識
や
実
践
の
主
体
か
ら
切
り
は
な
さ
れ
た
抽
象
的
な
客
体
と
し
て
考
察
し
、
そ
う
い
う
観
想
的
な
立
場
か
ら
形
成
さ
れ
た

「科

学
」
的
世
界
を
真
の
実
在
だ
と
み
な
す
こ
と

（
こ
れ
が

「
自
然
主
義
的
態
度
」
と
い
わ
れ
る
）
が
、
科
学
の
客
体
化

・
物
象
化
と
し
て
非

難
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。

ピ
ッ
コ
ー
ネ
の
場
合
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
科
学
批
判
が
、
も

っ
と
激
し
い
科
学
者
批
判

。
現
体
制
批
判
に
ま
で
ひ
き
あ
げ

ら

れ

て

い
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る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
あ
る
普
遍
的
な
目
的
を
実
現
す
る
た
め
に
生
み
だ
さ
れ
た
科
学
が
、
生
産
主
体
で
あ
る
科
学
者
か
ら
分
離
さ
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
科
学
は
そ
の
本
来
の
テ
ロ
ス
を
失
い
、
手
段
で
あ

っ
た
は
ず
の
科
学
が
そ
れ
自
身
の
基
準
に
な
り
、
そ
し
て
主
体
で
あ
る

か
の
よ
う
に
機
能
す
る
。
科
学
者
は
、
資
本
の
圧
力
に
よ
っ
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
い
う
自
然
主
義
的
態
度
へ
、
つ
ま
リ
テ
ロ
ス
を
見
失
い

機
構
の
一
部
と
し
て
物
化
さ
れ
手
段
化
さ
れ
た
主
体
へ
疎
外
さ
れ
る
、
と
。
ピ
ッ
コ
ー
ネ
は
、
科
学
の
危
機
を
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
の
危
機

と
分
か
ち
が
た
い
も
の
と
見
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
科
学
の
普
遍
性
が

「
社
会
的
操
作
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
道
具
」
に
変
化
し
た
こ
と
を

批
判
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
現
象
学
に
好
意
的
な
マ
ル
ク
ス
主
義
者
の
文
献
の
中
に
は
、
現
象
学
の
科
学
批
判
は
、
物
象
化
さ
れ
た
科
学
や
資
本
に

従
属
し
た
操
作
的
科
学
へ
の
批
判
に
通
ず
る
も
の
だ
、
と
い
う
積
極
的
な
評
価
が
数
多
く
見
ら
れ
る
。
だ
が
、
現
象
学
が
は
た
し
て
そ
こ

ま
で
シ
ビ
ア
に
問
題
を
お
し
す
す
め
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
少
し
た
ち
い
っ
た
検
討
が
必
要
な
よ
う
に
思
う
。

な
る
ほ
ど
フ
ッ
サ
ー
ル
に
は
、
哲
学
か
ら
切
り
は
な
さ
れ
た
科
学
、
生
活
世
界
か
ら
そ
の
目
的
論
的
な
意
味
を
汲
み
と
ら
な
い
実
証
主

義
的
諸
科
学
へ
の
痛
烈
な
批
判
が
あ
る
。
じ
っ
さ
い
科
学
が
そ
の
存
在
意
義
を
、
ま
た
実
現
す
べ
き
目
的
を
、
人
間
の
現
実
生
活
か
ら
、

ま
た

「人
間
ら
し
い
生
き
方
を
し
た
い
」

「
ほ
ん
と
う
の
豊
か
さ
を
享
受
し
た
い
」
と
い
う
民
衆
の
切
実
な
願
望
か
ら
汲
み
あ
げ
な
い
か

ぎ
り
、
そ
れ
は
、
は
て
し
な
い
形
式
的
技
術
的
な
合
理
性
の
追
求
に
終
始
し
て
し
ま
う
危
険
が
あ
る
。
だ
か
ら
、
前
節
の
私
の
批
判
を
あ

え
て
一
歩
ゆ
ず

っ
て
、
生
活
世
界
を
現
実
の
社
会
的
生
活
過
程
と
理
解
し
た
場
合
、
科
学
の
本
来
の
テ
ロ
ス
は
生
活
世
界
か
ら
発
す
る
こ

と
に
な
ろ
う
し
、
生
活
世
界
の
充
実
に
寄
与
し
な
い
科
学
、
生
活
世
界
を
隠
蔽
す
る
科
学
的
理
論
は
、

「物
象
化
さ
れ
た
も
の
」
と
い
う

非
難
を
甘
ん
じ
て
う
け
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

ま
た
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
は
、
偏
狭
な
科
学
主
義
に
た
い
す
る
批
判
が
あ

っ
た
こ
と
に
も
注
意
が
必
要
だ
。
彼
が
生
活
世
界
を
強
調
し
た

の
は
、
人
間
が
多
面
的
な
個
性
を
も
つ
存
在
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
領
域
を
通
し
て
自
ら
の
環
境
世
界
と
か
か
わ
り
、
じ
つ
に
多
彩
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な
経
験
を
し
て
い
る
と
い
う
洞
察
の
結
果
で
あ

っ
た
。
事
実
わ
れ
わ
れ
は
、
経
済
的
に
政
治
的
に
行
為
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
科
学
的
に

芸
術
的
に
、
さ
ら
に
倫
理
的
宗
教
的
に
も
世
界
に
か
か
わ

っ
て
い
る
。
人
が
ち
が
え
ば
、
人
の
経
験
世
界
も
変
化
す
る
。
科
学
者
に
は
彼

特
有
の
科
学
的
世
界
が
あ
る
よ
う
に
、
芸
術
家
に
は
芸
術
的
世
界
が
、
宗
教
家
に
は
宗
教
的
世
界
が
開
か
れ
て
い
る

（も
ち
ろ
ん
、
こ
れ

ら
の
世
界
は
け

っ
し
て
孤
立
系
で
は
な
く
、
戸
坂
潤
が
い
う
よ
う
に
、
科
学
的
真
理
を
重
要
な
契
機
と
す
る
共
輌
性
を
か
な
ら
ず
も

っ
て

い
祀
に
ち
が
い
な
い
）
。

科
学
的
な
対
象
理
解
は
、
た
し
か
に
人
間
の
活
動
の
基
本
的
で
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
知
で
は
あ
る
に
し
て
も
、
そ
の
す
べ
て
で
は
な

い
。
だ
か
ら
、
自
然
科
学
的
な
方
法
を
使

っ
て
え
ら
れ
る
、
環
境
世
界
や
事
物
に
つ
い
て
の
諸
規
定
を
絶
対
視
し
た
り
、
自
然
科
学
に
よ

っ
て
構
築
さ
れ
る
科
学
的
経
験
の
世
界
を
唯

一
の
真
の
経
験
世
界
と
み
な
す
こ
と
は
、　
一
面
的
な
世
界
観
に
陥
る
だ
け
で
な
く
、
人
間
の

豊
か
な
経
験
を
矮
小
化
す
る
こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う
。
フ
ッ
サ
ー
ル
が
、
生
活
世
界
が
か
ぎ
り
な
く
多
様
な
意
味
に
よ
っ
て
満
た
さ
れ
、

科
学
も
こ
の
世
界
に
根
ざ
す
ひ
と
つ
の
意
味
形
成
体
だ
と
い
う
と
き
、
科
学
の
本
性
へ
の
誤
解
が
あ

っ
た
に
せ
よ
、
科
学
的
な
経
験
だ
け

に
は
包
摂
さ
れ
え
な
い
人
間
の
全
体
的
経
験
に
注
目
し
た
か
っ
た
か
ら
だ
、
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
か
ぎ
り
で
、
わ
れ
わ
れ
の
実
践

。
生
活

と
科
学
と
の
か
か
わ
り
を
め
ぐ

っ
て
な
さ
れ
た
彼
の
主
張
の
中
に
は
、
い
ろ
い
ろ
と
傾
聴
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。

と
は
い
え
、
こ
の
積
極
面
に
よ
っ
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
科
学
批
判
の
う
ち
に
あ
る
致
命
的
な
欠
陥
が
消
去
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
彼

が

『危
機
』
の
中
で
、
近
代
科
学
の
祖
と
し
て
ガ
リ
レ
イ
の
自
然
観
を
と
り
あ
げ
、
そ
の

「客
観
主
義
」
を
断
罪
の
対
象
に
し
た
と
き
、

そ
こ
に
は
近
代
科
学
の
欠
陥
よ
り
む
し
ろ
、
皮
肉
に
も
彼
の
科
学
批
判
そ
の
も
の
の
欠
陥
が
暴
露
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
批
判
の
論
旨

は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
。

ガ
リ
レ
イ
に
あ

っ
て
は
、
幾
何
学
が
実
在
認
識
の
一
般
的
方
法
に
な
り
、
普
遍
的
で
精
密
な
困
果
性
も
自
明
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

算
術
化
な
い
し
普
遍
的
な
形
式
化
へ
の
た
え
ざ
る
高
揚
が
は
か
ら
れ
、
空
間
や
時
間
は
数
学
的
に
理
解
さ
れ
る
と
と
も
に
、
特
殊
な
感
覚



的
性
質

（色
や
音
や
匂
い
な
ど
）
は
単
に
主
観
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
、
と
み
ら
れ
る
。

数
学
的
自
然
科
学
と
そ
の
世
界
は
、
シ
ン
ボ
ル
の
衣

（理
念
の
衣
）
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
世
界
を
認
識
す
る
上
で
の
ひ
と
つ
の

方
法
に
す
ぎ
な
い
の
に
、
そ
れ
が
真
の
存
在
で
あ
る
と
わ
れ
わ
れ
は
思
い
こ
ま
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
世
界
観
の
中
で
は
、
人
格
的
主

体

・
精
神
的
な
も
の
ｏ
文
化
的
な
諸
性
質
が
捨
象
さ
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
理
念
の
延
長
上
に
、
デ
カ
ル
ト
に
み
ら
れ
る
自
然
と
心
的
世
界

と
い
う
二
世
界
へ
の
分
裂
や
、
心
的
な
も
の
を
自
然
化
す
る
ロ
ッ
ク
の
経
験
主
義
的
心
理
学
が
出
現
し
た
の
だ
、
と
。

右
の
主
張
に
は
、
論
理
の
み
に
よ
っ
て
と
ら
え
が
た
い
人
間
の
個
性
的
諸
感
覚
や
知
覚
的
意
味
を
救
い
だ
そ
う
と
い
う
意
図
、
人
格
的

精
神
的
諸
活
動
や
文
化
的
諸
現
象
を
機
械
的
因
果
論
や
自
然
科
学
的
な
対
象
規
定
に
包
摂
す
る
こ
と
に
た
い
す
る
抗
議
が
示

さ
れ

て

い

る
。
そ
の
点
で
、
私
が
先
に
言

っ
た
偏
狭
な
科
学
主
義
に
反
省
を
う
な
が
す
側
面
は
た
し
か
に
あ
る
。
し
か
し
、
科
学
の
本
質
に
つ
い
て

の
彼
の
理
解
は
、
そ
の
方
法

・
内
容
に
わ
た
り
、
総
じ
て
科
学
の
実
証
主
義
的
理
解
に
帰
着
し
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
数
量
化
や
質
の

捨
象
、
機
械
論
的
因
果
的
把
握
や
精
神
的
文
化
的
現
象
の
自
然
化
な
ど
、
科
学
的
認
識
上
の
一
段
階
や
科
学
内
部
の
未
成
熟
な
傾
向
と
し

て
考
え
ら
る
べ
き
も
の
が
、
科
学
の
本
性
に
、
さ
け
が
た
い
宿
命
と
し
て

「
く
く
り
つ
け
」
に
さ
れ
た
。

フ
ッ
サ
ー
ル
で
は
、
近
代
自
然
科
学
の
中
で
形
成
さ
れ
て
き
た
弁
証
法
的
自
然
観
、
実
在
認
識
の
過
程
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
方
法
と
し

て
確
認
さ
れ
て
き
た
弁
証
法
論
理
は
、
ま

っ
た
く
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
。
近
代
科
学
は
、
客
観
的
自
然
の
う
ち
に
ひ
そ
ん
で
い
る
、
錯
綜

し
て
は
い
る
が
動
的
な
有
機
的
な
構
造
や
法
則
を

一
歩

一
歩
と
き
明
か
し
、
自
ら
の
科
学
理
論
の
内
部
で
じ
つ
に
苦
労
し
て
弁
証
法
的
観

点
を
つ
ち
か

っ
て
き
た
。
そ
れ
は
、　
エ
ン
グ
ル
ス
の

『自
然
の
弁
証
法
』
を
は
じ
め
、
唯
物
論
の
立
場
に
た
つ
現
代
の
す
ぐ
れ
た
科
学
者

（‐５
）
（‐６
）
（
・７
）

た
ち
の
著
作
を
み
れ
ば
よ
く
わ
か
る
。
こ
の
事
実
を
無
視
す
る
こ
と
は
、
単
に
公
平
を
欠
く
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
科
学
の
本
質
そ
の
も

の
の
歪
曲
と
い
う
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
に
関
連
し
て
も
う

一
つ
注
意
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
最
近
の
反
科
学
主
義
の
諸
議
論
の
中
に
見
ら
れ

る

「
要

素

論

」

「
理
想
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化
」

「
数
量
主
義
」
な
ど
と
い
う
科
学
批
判
の
主
な
論
点
は
、
す
で
に
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
っ
て
明
確
に
提
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
。

「
理

念
の
衣
」
と
い
う
語
に
象
徴
さ
れ
る
通
り
、
科
学
的
世
界
は
、
現
実
の
客
観
的
世
界
の
徹
底
し
た
形
式
化

・
抽
象
化
と
し
て
成
立
し
、
そ

れ
自
身
い
わ
ば

「
理
想
化
」
さ
れ
た
約
束
ご
と
の
世
界
で
あ
る
と
す
る
よ
う
な
科
学
観
が
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
の
基
調
に
な
っ
て
お

り
、
そ
の
点
で
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
ま
ち
が
い
な
く

「
理
想
化
」
論
の
先
駆
者
で
あ

っ
た
。

彼
は
、
生
活
世
界
の
根
源
性
に
つ
い
て
は
声
高
に
語

っ
て
も
、
こ
の
生
活
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
領
域
に
姿
を
現
わ
し
そ
れ
を
さ
さ
え
て
い

る
自
然
的
な
諸
過
程
に
は
目
を
つ
ぶ
り
、
科
学
の
諸
理
論
が
、
自
然
や
社
会
の
客
観
的
な
構
造
や
運
動
の
理
論
的
反
映
だ
と
は
け

っ
し
て

み
て
い
な
い
。
こ
の
立
場
に
固
執
す
る
か
ぎ
り
、
た
し
か
に
彼
の
う
ち
に

「
理
想
化
と
し
て
の
科
学
」
観
が
生
ま
れ
た
の
は
無

理

は
な

い
。
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
で
は
、
科
学
の
内
部
か
ら
、
科
学
自
身
の
手
に
よ
っ
て
、
科
学
の
遅
れ
た
側
面
と
し
て
の
要
素
主
義

・
数
量
主
義
や
機
械
的
因
果
論
を
克
服
す
る
道
を
さ
し
示
す
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
そ
れ
ゆ
え
、
現
象
学
は
い
つ
ま
で
も
、
科
学
を
外
在

的
に

「
批
判
」
し
、
科
学
に
対
立
す
る
思
想
で
あ
り
つ
づ
け
る
ほ
か
な
い
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
晩
年
フ
ッ
サ
ー
ル
が
、　
ユ
ダ
ヤ
系
学
者
だ
と
い
う
の
で
ナ
チ
ス
に
追
害
さ
れ
た
話
は
有
名
だ
が
、
当
時
の
彼
が
、
優
秀
な

軍
事
技
術
と
狂
信
的
な
国
家
社
会
主
義
を
テ
コ
に
急
激
な
侵
略
的
国
家
膨
張
を
お
し
す
す
め
た
ド
イ
ツ
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
実
情
を
目
の
あ
た

り
に
し
て
、
科
学
技
術
が
体
制
内
化
さ
れ
大
衆
支
配
の
道
具
と
化
し
た
事
実
に
、
か
な
り
批
判
的
な
考
え
方
を
も

っ
て
い
た
こ
と
は
容
易

に
推
測
で
き
る
。
じ
っ
さ
い
の
と
こ
ろ

『
危
機
』
の
中
に
も
、
数
学
を
模
範
と
す
る
合
理
主
義
が
、
自
然
だ
け
で
な
く
、
人
間
や
社
会
に

ま
で
貫
徹
し
、
人
類
に
た
い
す
る
支
配
力
を
完
成
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
告
発
す
る
記
述
が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
大
衆
を
操
作
す
る
科
学

や
技
術
的
合
理
主
義
へ
の
深
い
疑
念
を
表
明
し
た
フ
ッ
サ
ー
ル
の
態
度
を
、
私
は
積
極
的
に
評
価
し
た
い
。

し
か
し
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
場
合
、
い
わ
ゆ
る

「物
象
化
」
さ
れ
た
科
学
の
存
在
形
態
へ
の
疑
念
は
疑
念
以
上
に
は
出
な
か
っ
た
。
な
ぜ

な
ら
、
科
学
の
歪
み
は
、
科
学
の
資
本
主
義
的
使
用
の
結
果
で
な
く
、
近
代
科
学
の
本
性
と
し
て
つ
か
ま
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
科
学



技
術
者
や
労
働
者
が
、
現
代
の
工
業
社
会
の
中
で
、
目
的
を
見
失

っ
た
専
門
家
と
し
て
、
ま
た
他
の
機
械
と
な
ら
ぶ
一
機
械
と
し
て
客
体

化
さ
れ
て
い
る
の
も
、
も

っ
ば
ら
そ
の
出
現
以
来

一
貫
し
て
技
術
的
合
理
性
を
追
求
し
て
き
た
科
学
の
せ
い
に
さ
れ
、
あ
く
な
き
利
潤
追

求
の
た
め
に
経
済
性

・
効
率
性
を
お
し
す
す
め
る
資
本
の
せ
い
に
さ
れ
て
は
い
な
い
。

彼
の
科
学
批
判
は
、
当
の
科
学
を
人
間
に
敵
対
さ
せ
科
学
を
変
質
さ
せ
る
、
社
会
的
シ
ス
テ
ム
ヘ
の
批
判
に
向
か
わ
な
か
っ
た
。

「事

象
そ
の
も
の
へ
」

（現
象
学
の
標
語
／
）
迫
る
透
徹
し
た
現
実
批
判
が
可
能
な
た
め
に
は
、
労
苦
に
み
ち
た
社
会
科
学
的
認
識
が
必
要
で

あ
り
、
社
会
の
客
観
的
な
事
物
や
諸
関
係
を
分
析
す
る
方
法
が
必
要
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
現
象
学
は
、
科
学
の
存
在
意
味
を
間
う
こ
と

に
は
長
け
て
い
て
も
、
科
学
の
社
会
的
な
存
在
形
態
や
、
科
学
を
存
立
さ
せ
規
制
す
る
資
本
主
義
的
生
産
様
式
の
特
質
を
正
面
か
ら
究
明

す
る
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
不
得
手
で
あ

っ
た
。
ま
し
て
、
そ
れ
ら
の
対
象
を
、
主
観
の
意
味
付
与
作
用
か
ら
は
な
れ
て
、
ま
ず
は
一
つ
の

絶
対
的
な
所
与
と
し
て
う
け
と
り

（分
析
と
総
合
の
く
り
か
え
し
の
結
果
、
対
象
の
生
成
の
必
然
性
が
把
握
さ
れ
た
と
き
は
じ
め
て
、
所

与
と
い
う
性
格
も
解
消
す
る
の
だ
が
）
、
対
象
的
に
考
察
す
る
、
と
い
う
科
学
の
認
識
態
度
を
、
現
象
学
は
い
さ
ぎ
よ
し
と
し
な
い
の
で

あ
る
。

三
、
建
設
的
な
対
話

の
た
め
に

現
象
学
と
マ
ル
ク
ス
主
義
と
の
交
流
は
、　
一
九
三
〇
年
代
や
戦
後
は
じ
め
の
批
判
と
反
批
判
の
時
期
を
考
慮
に
い
れ
る
と
、
か
な
ら
ず

し
も
最
近
に
か
ぎ

っ
た
で
き
ご
と
で
は
な
い
。
し
か
し
、
従
来
は
、
他
方
が
自
ら
の
対
抗
思
想
だ
と
の
自
覚
が
強
く
、
両
思
想
の
課
題
や

内
容
の
共
通
性
お
よ
び
本
質
的
な
ち
が
い
を
確
認
す
る
た
め
の
、
理
論
的
な
対
話
で
は
な
か
っ
た
。

そ
の
点
、
最
近
の
動
き
は
、
こ
の
小
論
で
も
紹
介
し
た
い
く
人
か
の
主
張
や
序
で
の
べ
た
ユ
ー
ゴ
で
の
合
同
会
議
が
示
す
よ
う
に
、
そ
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れ
が
成
功
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
別
に
し
て
、
科
学
批
判

。
社
会
批
判
を
軸
に
両
哲
学
の
内
容
に
た
ち
い
っ
た
対
話

。
理
論
交
流
に
な
っ

て
き
て
い
る

（
た
だ
し
、
マ
ル
ク
ス
主
義
内
部
か
ら
の
現
象
学
再
評
価
の
動
き
が
日
だ
っ
て
い
る
反
面
、
現
象
学
の
中
か
ら
マ
ル
ク
ス
主

義
の
核
で
あ
る

「
現
実
分
析
の
方
法
」
を
学
び
と
ろ
う
と
い
う
動
き
が
出
て
い
な
い
、
の
が
気
に
な
る
）
。

原
理
的
な
哲
学
的
立
場
の
ち
が
う
思
想
の
間
で
、
対
話
を
つ
づ
け
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
ま
し
て
、
哲
学
が
ひ
と
つ
の
専
門
と
化

し
、
自
ら
の
学
問
的
使
命
を
忘
れ
て
特
定
の
領
域
に
閉
じ
こ
も
り
が
ち
な
現
代
で
は
、
い
っ
そ
う
対
話
が
な
り
た
ち
に
く
く

な

っ
て

い

る
。
そ
の
意
味
で
、
現
象
学
者
と
マ
ル
ク
ス
主
義
者
の
間
で
、
哲
学
の
批
判
的
機
能
の
回
復
を
か
か
げ
て
、
胸
襟
を
開
い
た
対
話
が
お
こ

な
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
け

っ
し
て
無
意
味
で
は
な
く
、
む
し
ろ
歓
迎
す
べ
き
現
象
で
あ
ろ
う
。
哲
学
と
し
て
は
原
理
的
な
対
立
点
を
も

っ
て
い
て
も
、
思
想
家
自
身
が
真
理
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
す
る
な
ら
、
現
象
学
と
マ
ル
ク
ス
主
義
の
対
話
は
可
能
で
あ
り
、
そ
し
て
不
可

避
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。

し
か
し
、
対
話
の
現
実
を
直
視
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ま
だ
ま
だ
実
り
あ
る
も
の
に
な
っ
て
い
な
い
。
な
ぜ
か
？
　
理
由
は
ふ
た
つ
ほ
ど
あ

スリ
。ひ

と
つ
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
側
か
ら
の
現
象
学
へ
の
原
理
的
批
判
が
十
分
展
開
さ
れ
た
上
で
の
、現
象
学

評
価
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
現
象
学
の
さ
ま
ざ
ま
な
弱
点
に
ふ
れ
な
い
ま
ま
、
あ
る
い
は
マ
ル
ク
ス
主
義
に
は
う
け
い

れ
が
た
い
方
法
的
欠
陥
を
わ
き
に
お
い
た
ま
ま
、
相
手
の
肯
定
面
だ
け
に
注
目
し
て
対
話
が
す
す
め
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
感
が
強
い
。

こ
れ
は
、
表
面
上
友
好
的
な
態
度
に
み
え
よ
う
と
、
そ
の
じ
つ
相
手
へ
の
非
礼
で
あ
り
、
同
時
に
自
ら
の
哲
学
的
品
位
を
下
げ
る
こ
と
に

な
る
の
で
は
な
い
か
。

も
う
ひ
と
つ
は
、
事
実
科
学
批
判
や
生
活
世
界
論
な
ど
の

「
現
象
学
的
」
問
題
提
起
の
枠
内
で
の
対
話
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
現
象
学
者
が
そ
れ
は
ど
苦
も
な
く
接
近
で
き
る
狭
い
領
域
の
テ
ー
マ
の
も
と
で
、
い
わ
ば
現
象
学
の
上
俵
内
で
、
マ
ル



ク
ス
主
義
者
の
主
張
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
時
代
に
生
き
時
代
の
課
題
に
応
え
る
思
想
と
し
て
、
両
哲
学
が
討
論
を
通
じ
て
積
極
的
な

解
答
を
模
索
し
よ
う
と
い
う
な
ら
、
も

っ
と
リ
ア
ル
で
現
代
的
な
テ
ー
マ
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
よ
い
は
ず
だ
。

科
学
技
術
の
テ
ロ
ス

（目
的
）
を
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
核
使
用
の
脅
威
や
生
態
系
の
破
壊
に
よ
っ
て
、
新
た
に
焦
眉
の
哲
学
上
の
問
題

（
・８
）

と
な

っ
て
い
る

「
自
然
と
人
間
」
や
新
し
い
文
明
観
を
問
う
よ
う
な
テ
ー
マ
、
そ
の
た
め
に
現
代
の
矛
盾
や
病
理
を
と
き
あ
か
す
有
効
な

科
学
的
方
法
を
め
ぐ
る
テ
ー
マ
、
等
を
と
り
あ
げ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
ま
た
、
規
範
や
倫
理
的
価
値
に
つ
い
て
の
解
釈
学
的
了
解

（私
は
こ

の
言
葉
で
最
近
の

「
実
践
哲
学
の
復
興
」
な
る
も
の
を
頭
に
お
い
て
い
る
）
に
ひ
き
ず
ら
れ
る
よ
り
は
、
社
会
的
自
由
や
人
格
的
自
由
の

内
実
の
問
題
が
、
も

っ
と
正
面
に
か
か
げ
ら
れ
討
論
さ
れ
て
よ
い
。

こ
う
い
う
主
張
は
、
始
ま

っ
た
ば
か
り
の
困
難
な
対
話
に
た
い
す
る
無
い
も
の
ね
だ
り
の
注
文
だ
、
と
の
非
難
を
ひ
き
お
こ
す
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
、
あ
る
特
定
の
現
代
的
テ
ー
マ
、
あ
ら
た
め
て
問
い
な
お
さ
る
べ
き
哲
学
の
基
本
問
題
を
め
ぐ

っ
て
、
互
い
の
よ

っ
て

立
つ
基
盤
を
確
認
し
、
納
得
で
き
な
い
点
を
批
判
し
あ
い
、
各
々
か
ら
異
な

っ
た
解
答
を
提
出
す
る
方
が
、
文
献
学
的
に
両
者
の
共
通
点

を
さ
が
し
出
し
て
安
易
な
妥
協
を
す
る
よ
り
、
は
る
か
に
建
設
的
な
対
話
に
な
る
と
私
は
思
う
。
と
い
う
の
も
、
い
ず
れ
の
解
決
が
有
効

か
を
問
う
こ
と
に
よ

っ
て
、
両
者
の
理
論
的
立
場
の
相
対
性
が
自
覚
さ
れ
、
基
本
的
に
立
場
の
ち
が
う
思
想
な
い
し
思
想
家
の
共
同
が
い

か
に
し
て
可
能
で
あ
り
、
そ
し
て
ど
う
あ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
、
対
話
の
参
加
者
は
え
が
た
い
教
訓
を
き

っ
と
手
に
い
れ
る
こ
と
が
で
き

る
か
ら
で
あ
る
。

（
１
）

ル
ビ
ン
シ
ュ
テ
イ
ン

『存
在
と
意
識
』
寺
沢
恒
信
訳
、
青
木
書
店
。

（
２
）

ル
カ
ー
チ

『実
存
主
義
か
マ
ル
ク
ス
主
義
か
』
城
塚
。
生
松
訳
、
岩
波
書
店
。

（
３
）

サ
ル
ト
ル

「唯
物
論
と
革
命
」
多
田
・
矢
内
原
訳
。
「
シ
チ
ュ
ア
シ
オ
ン
Ⅳ
』
所
収
、
人
文
書
院
）

（
４
）

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
『知
覚
の
現
象
学
』
竹
内
。
小
木
訳
、
み
す
ず
書
一房
。

（
５
）

メ
ル
ロ
Ｈ
ポ
ン
テ
ィ
『弁
証
法
の
冒
険
』
滝
浦
ほ
か
訳
、
み
す
ず
書
房
。
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（
６
）

ヴ
ァ
ル
デ
ン
フ
ェ
ル
ス
ほ
か

『
現
象
学
と
マ
ル
ク
ス
主
義
Ｉ

・
Ｉ
』
新
田
ほ
か
訳
、
自
水
社
。

（
７
）

エ
ン
ツ
オ
・
パ
チ

「現
象
学
と
マ
ル
ク
ス
主
義
」

（粉
川
哲
夫
訳
編

『
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
』
所
収
、
せ
り
か
書
一房
）

（
８
）

ポ
ー
ル
・
ピ
ッ
コ
ー
ネ

「
現
象
学
的
マ
ル
ク
ス
主
義
」

（粉
川
訳

『資
本
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
』
所
収
、
せ
り
か
書
房
）

（
９
）

チ
ャ
ン
・
デ
ュ
ク

・
タ
オ

「
マ
ル
ク
ス
主
義
と
現
象
学
」
山
崎
カ
オ
ル
訳
。
合
現
代
の
理
論
』

一
九
六
七
年
八
月
号
所
収
）

（
１０
）

フ
ッ
サ
ー
ル

『純
粋
現
象
学
と
現
象
学
的
哲
学
の
た
め
の
諸
構
想

（
イ
デ
ー
ン
と

第

一
巻
、
渡
辺
二
郎
訳
、
み
す
ず
書
房
。

（
ｎ
）

フ
ッ
サ
ー
ル

『
ョ
ー
ロ
ッ
パ
諸
学
の
危
機
と
超
越
論
的
現
象
学
』
細
谷

・
本
田
訳
、
中
央
公
論
社
。

（
・２
）

城
塚
登

「人
間
の
弁
証
法
的
存
在
構
造
―
―
現
象
学
と
弁
証
法
―
―
」
Ｇ
講
座
哲
学
３
』
所
収
、
東
京
大
学
出
版
会
）

誤
解
を
避
け
る
た
め
に
言
え
ば
、
こ
の
城
塚
論
文
は
、
唯
物
論
的
観
点
を
ふ
ま
え
た
、
現
象
学
と
の
す
ぐ
れ
た
対
話
の
試
み
に
な
っ
て
い

る
。
氏
の
現
象
学
理
解

。
現
象
学
批
判
は
水
準
が
高
い
。

（
・３
）

竹
内
良
知

「現
象
学
と
マ
ル
ク
ス
主
義

（上

。
中

・
下
】

（『思
想
』
五
六

一
・
五
六
四

・
五
六
六
号
所
収
）

（
・４
）

戸
坂
潤

「認
識
論
と
は
何
か
」

（全
集
第
三
巻
所
収
、
勁
草
圭
三
房
）

（
・５
）

岩
崎
允
胤

。
官
原
将
平

『
現
代
自
然
科
学
と
唯
物
弁
証
法
』
大
月
書
店
。

（
・６
）

菅
野
礼
司

「科
学
方
法
論
を
め
ぐ
る
反
科
学
主
義
批
判
」
「
唯
物
論
』
第
六
号
所
収
、
汐
文
社
）

（
・７
）

町
田
茂

。
有
尾
善
繁

『
現
代
科
学
と
物
質
概
念
』
青
木
書
店
。

（
・８
）

科
学
技
術
や
文
明
観
を
め
ぐ
る
問
題
に
か
か
わ
っ
て

後
藤
道
夫

「科
学

・
技
術
批
判
と
マ
ル
ク
ス
主
義
」
「
唯
物
論
研
究
』
第
十
号
所
収
）

入
江
重
吉

「
現
代
文
明
と
人
間
」
「
人
間
と
は
何
か
』
所
収
、
青
木
書
店
）

の
二
論
文
は
、
ひ
じ
ょ
う
に
示
唆
に
と
む
好
論
文
な
の
で
、
読
者
に
も

一
読
を
す
す
め
た
い
。
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‘‐・‥
‥
Ｆ
日
本
に
お
け
る
唯
物
論
研
究
の
動
向

唯
物
論
は
現
代
に
い
か
に
関
わ
る
べ
き
か

（
一
九
八
五
年
七
月
２

一
九
八
六
年
六
月
）

戦
後
四
〇
年
を
印
し
た
昨
年
か
ら
今
年
に
か
け
て
の
思
想
状
況
は
、　
″戦
後
政
治
の
総
決
算
″
の
一
環
を
な
す
天
皇
制
キ
ャ
ン
ペ

ー
ン
や

「
行
革
」
路
線
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
版
た
る

「
臨
教
審
」
答
申
な
ど
、
体
制
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
攻
勢
が
き
わ
だ

っ
た
。
そ
の

一
方
で
、
唯
物
論
哲
学
を
排
除
し
た
、
観
念
論
哲
学
の
一
つ
の
集
成
と
し
て
の
新
岩
波
講
座

『哲
学
』
が
刊
行
さ
れ
は
じ
め
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
、
唯
研
を
中
心
と
し
た
唯
物
論
研
究
は
、
季
刊
化
し
た

『
思
想
と
現
代
』

（自
石
書
店
）
の
発
行

が

軌
道
に
の
る
と
と
も
に
、
昨
秋
に
は

『
唯
物
論
研
究
年
報
』

（自
石
書
店
）
も
発
刊
さ
れ
る
な
ど
、
こ
の
一
年
も
多
彩
で
着
実

な
前

進
を
遂
げ
た
と
い
え
る
。
だ
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
で
厳
し
さ
を
ま
す
今
日
の
思
想
状
況
の
な
か
で
、
唯
物
論
は
い
か
に
時
代
に
関

わ

っ
て
ゆ
く
べ
き
か
の
課
題
は
大
き
い
。
こ
の
一
年
の
唯
物
論
研
究
の
動
向
を
筆
者
な
り
に
概
観
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
方
向

を
探

っ
て
ゆ
き
た
い
。



唯物論は現代にいかに関わるべきか

一
、
天
皇
制

キ

ャ
ン
ペ
ー
ン
と

「
日
本
文
化
論
」
再
興

の
問
題

戦
後
四
〇
年
の
時
点
で
の
主
要
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
対
立
は
、　
″戦
後
四
〇
年
″
か

″昭
和
六
〇
年
″
か
の
対
立
を
中
軸
と
し
て
展

開
し
た
。
　
〃昭
和
六
〇
年
″
は
当
然
天
皇
制
賛
美
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
上
に
成
立
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
天
皇
の
在
位
六
〇
年
と
い
う

事
実
は
、
そ
の
ま
ま
戦
前
と
戦
後
を
同
質
化
で
き
る
価
値
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
こ
の
天
皇
制
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
は

決
し
て
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
と
し
て
で
は
な
く
、
当
節
の
新
国
家
主
義
の
重
要
な
支
柱
と
し
て
捉
え
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
福

田
静
夫

「
支
配
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
人
間
の
原
理
」

（『文
化
評
塾習
、
八
六
年
四
月
号
、
六
月
号
）
は
、
今
日
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
総
体

的
な
分
析
を
行

っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
福
田
氏
は
こ
こ
で
、
今
日
の

「
日
本
の
独
占
資
本
の
国
際
的
な
地
位
の
相
対
的
な
向
上
や
そ

れ
に
と
も
な
う
経
済
摩
擦
の
発
生
は
、
排
外
主
義
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
よ
る
支
配
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
統
合
機
能
を
高
め
る
と

い
う
こ
と
」
、
し
た
が

っ
て
戦
前
か
ら
戦
後
へ
の

「
独
占
資
本
の
全
発
展
史
と
国
民
支
配
の
全
様
式
を
正
当
化
す
る
た
め
」

「
天
皇

制
を
支
配
に
不
可
欠
の
契
機
と
し
て
組
み
込
む
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
天
皇
制
賛
美
そ
れ
自
体
は
、　
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
や
体
制
的
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
を
総
動
員
し
た
と
こ
ろ
で
、
ま
と
も
な
思
想

た
り
え
な
い
。
多
少
の
思
想
的
形
態
を
と
と
の
え
た
今
日
の
天
皇
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、

「
日
本
文
化
論
」

「
日
本
学
」
の
再
興
と

し
て
登
場
し
つ
つ
あ
る
。
そ
の
代
表
は
、

「
新
京
都
学
派
」
と
呼
ば
れ
る
上
山
春
平
氏
の

「
深
層
文
化
論
」
や
梅
原
猛
氏
の

「
和
の

思
想
」
で
あ
り
、
彼
ら
は
政
府
サ
イ
ド
の

「
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
」
設
立
の
運
動
に
も
か
か
わ

っ
て
い
る
。
こ
う

し
た

「
日
本
文
化
論
」
に
対
す
る
唯
物
論
の
立
場
か
ら
の
批
判
的
検
討
が
行
わ
れ
た
が
、
上
山
氏
に
関
し
て
は
岩
崎
允
胤

「
表
層
―
深
層

分
析
の
流
行
と

『
深
層
文
化
論
』
」

（
『科
学
と
思
想
』
ｍ
６０
）
、
黒
田
治
夫

「
『深
層

文
化
論
』
と
上
山
国
家
論
」

Ｇ
文
化
評
論
』



八
六
年
五
月
口し

、
ま
た
梅
原
氏
に
関
し
て
は
、
岩
崎
允
胤

「
『
日
本
学
』
と
天
皇
制
イ
デ

オ

ロ
ギ
ー
」

（同
、
八
六
年
四
月
口し

、

上
田
浩

「
『和
』
の
思
想
と
梅
原
理
論
』

（同
、
八
六
年
五
月
日し

な
ど
が
あ
る
。

岩
崎
氏
は
、
上
山
氏
の

「
深
層
文
化
論
」
が
最
近
の
フ
ロ
イ
ト
や
ユ
ン
グ
の
流
行
と
軌
を

一
に
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の

翌
思
識

―
無
意
識
に
か
か
わ
る
表
層
―
深
層
分
析
」
が

「生
産
手
段
の
私
的
所
有
と
そ
れ
に
よ
る
階
級
的
抑
圧
の
観
点
」
を
ま

っ
た
く
欠
落

し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
大
化
改
新
か
ら
明
治
維
新
ま
で
を
律
令
国
家

（そ
の
頂
点
に
祭
祀
的
天
皇
が
位
置
す
る
）
と
捉
え
、
こ
の

律
令
的
遺
産
を
明
治
―
昭
和
憲
法
に
ま
で
わ
り
こ
ま
せ
そ
れ
を
日
本
と
そ
の
文
化
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
化
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
る
と
指
摘
し
、
結
論
的
に
、
こ
の

「
深
層
文
化
論
の
最
も
重
要
な
主
題
と
し
て
、
表
層
―
深
層
分
析
を
加
え
て
こ
こ
に
構
成
す
る

日
本
国
家
の
構
造
た
る
も
の
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
日
本
国
家
を
ば
天
皇
制
を
主
軸
と
し
て
考
え
る
と
い
う
意
味
で
天
皇
制
国
家
論

に
は
か
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
て
い
る
。

ま
た
上
田
氏
は
、
梅
原
氏
の
最
近
の

「縄
魂
」

（
日
本
人
の
隠
さ
れ
た
魂
と
し
て
の
縄
文
文
化
の
魂
）
の
発
見
が
、
日
本
文
化
の

原
理
を

「
生
命
の
一
体
感
」

「宇
宙
の
循
環
」

「
和
」
と
い
う
三
つ
の

「
思
想
」
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
る
神
道
的

な

「生

命

の
思

想
」
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
こ
れ
が
、
か
っ
て
の
京
都
学
派
の

「
世
界
史
の
哲
学
」
に
お
け
る

「
モ
ラ
リ
ッ
シ
ュ

・
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
の
新
版
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
解
明
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
鰺
坂
真

「
『
新
京
都
学
派
』
の
日
本

文
化

論
」

（同
、
八
六
年
五
月
口じ

も
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
新
し
い
形
態
の
日
本
文
化
論
が
、
西
田
哲
学
の
文
化
論

（
『
日
本
文

化
の
問
題
』
）
や
和
辻
倫
理
学
に
お
け
る

「
間
柄
」
主
義
や

「尊
王
」
主
義
に
淵
源
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
動
向
と
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、

「臨
教
審
」
が
昨
年
六
月
と
今
年
四
月
に
、
二
度
の
答
申
を
行

っ
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
な
か
で
、

「
教
育
荒
廃
」
の
原
因
の
一
つ
と
し
て

″集
団
主
義
〃　
″和
の
文
化
″
と
い
っ
た

「伝
統
的
価
値
規
範
」

の
敗
戦
に

よ
る

″否
定
″
が
挙
げ
ら
れ
、

「
国
際
社
会
の
中
の
日
本
文
化
の
歴
史

。
伝
統

・
個
性
」
の
認
識
が
強
調
さ
れ
て
い
る

（「臨
教
審
」
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の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
つ
い
て
は
、
深
田
正
光
、
山
科
三
郎
他

『臨
教
審
答
申
を
ど
う
読
む
か
』
労
働
句
報
社
、
八
五
年
七
月
、
な
ど
が
あ
る
）
。
こ

う
し
た
現
実
的
な
背
景
か
ら
い
っ
て
も
、
日
本
文
化
論
の
検
討
は
、
そ
の
観
念
的
、
神
秘
的
形
態
へ
の
批
判
に
と
ど
ま
ら
ず
、
民
主

的
な
観
点
か
ら
す
る
日
本
文
化
論
の
、
集
団
的
で
長
期
的
な
構
築
作
業
が
必
要
と
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

二
、
現
代

イ
デ
オ

ロ
ギ

ー
批
判
と
運
動

の
論
理

あ
れ
こ
れ
の
天
皇
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
そ
の

「
不
可
欠
の
契
機
」
と
し
つ
つ
も
、
現
代
の
支
配
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
自
ら
に
ふ
さ

わ
し
い
今
日
的
形
態
を
直
接
的
に
も
提
示
す
る
。
し
た
が

っ
て
、
戦
後
四
〇
年
の
時
点
で
の
思
想
的
イ
ニ
シ
ャ
テ
ィ
ブ
は
、　
一
定
の

″成
熟
″
を
遂
げ
た

″市
民
社
会
″
と
し
て
の
現
代
社
会
を
い
か
に
把
握
し
、
そ
れ
に
ど
の
よ
う
に
対
処
す
る
か
を
め
ぐ
る
も
の
と

し
て
争
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

今
日
の
主
要
な
ブ
ル
ジ
ョ
ア
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
か
っ
て
の

「大
衆
社
会
」
論
の
新
し
い
展
開
形
態
と
し
て

の

「
脱

工
業

社

会
」
論
、

「情
報
化
社
会
」
論
と
し
て
登
場
し
て
い
る
。
そ
の
特
徴
は
、
河
村
望

『
現
代
社
会
の
解
剖
』

（人
間
の
科
学
社
、
八
五
年

四
月
）
が
規
定
す
る
よ
う
に
、
か
っ
て
の
大
衆
社
会
論
が
科
学

・
技
術
の
発
展
を

「
人
間
疎
外
」
と
し
て
否
定
的
に
捉
え
た
の
と
は

逆
に
、
科
学

・
技
術
の
発
展
が

「
長
期
的
か
つ
全
体
的
に
は
、
政
治
的
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
対
立
お
よ
び
そ
の
物
的
基
礎
と
な
っ
て

い
る
階
級
的
対
立
を
な
く
し
、
新
し
い
合
意
を
つ
く
り
だ
す
も
の
と
し
て
肯
定
的
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
」
こ
と
に
あ
る
。

戦
後
の
現
時
点
に
お
け
る
現
代
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
思
想
的
に
解
明
す
る
も
の
と
し
て
、

『
思
想
と
現
代
』
第
二
号
の
特
集

「
戦
後

四
〇
年
と
知
識
人
」
や
東
京
唯
物
論
研
究
会
編

『
戦
後
思
想
の
再
検
討
』
上

下

二
巻

（自
石
書
店
、
一
九
八
六
年
三
ｔ
四
月
）
は
時
宜

に
か
な

っ
た
も
の
と
い
え
る
。
前
者
の
特
集
の
な
か
で
、
矢
沢
修
次
郎

「
大
衆
社
会
論
を
越
え
て
」
は
、
現
代
に
お
け
る
大
衆
社
会



論
の
再
興
を

「早
生
的
」
で
あ

っ
た
六
〇
年
代
の
そ
れ
と
比
較
し
つ
つ
、
今
日
の
大
衆
社
会
論
が
結
局

「消
極
的
な
大
衆
」
観
、
新

し
い

「
管
理
社
会
」
の
合
理
化
、

「
欲
求
や
価
値
の
相
克
性
」
へ
の
無
批
判
性
に
陥
る
も
の
と
規
定
す
る
。
そ
の
上
で
矢
沢
氏
は
、

「
『
超
管
理
社
会
化
』
の
進
展
の
な
か
で
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
危
機
」
的
状
況
に
あ
る
今
日
、
知
識
人
が

「構
造
的
世
界
認
識

を

再
建

し
、
そ
の
構
造
を
の
り
こ
え
る
主
体
を
明
確
に
す
」
る
こ
と
を
提
起
し
て
い
る
。
筆
者
自
身
も
同
特
集
の

「
戦
後

″啓
蒙
主
義
″
の

危
機
と
再
生
の
問
題
」
で
、
今
日
の
知
識
人
が
戦
後
啓
蒙
主
義
か
ら
の

″限
定
″
を
脱
却
し
、

「
″市
民
社
会
″
の
現
在
的
矛
盾
と

問
題
を
そ
の
構
造
的
全
体
性
に
お
い
て
」
立
ち
向
う
必
要
性
を
指
摘
し
た
。

『
戦
後
思
想
の
再
検
討
』
は
注
目
す
べ
き
諸
論
文
が
多
く
別
に
ま
と
ま

っ
た
書
評
が
で
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
う
ち

石
井
伸
男

「
『
脱
産
業
化
社
会
』
の
夢
と
現
実
―
―
山
崎
正
和
氏
の
現
代
社
会
像
」
と
佐
藤
和
男

「
文
化
運
動
と
高
度
経
済
成
長
」

だ
け
に
ふ
れ
て
お
き
た
い
。

石
井
氏
の
論
文
は
、
現
代
の
大
衆
社
会
論
の
代
表
者
と
い
え
る
山
崎
氏
の
主
張
を
、

「
脱
産
業
＝
消
費
社
会
の
原
理

に
み
あ
う

『
柔
ら
か
い
自
我
』
の
個
人
主
義
」
と
捉
え
つ
つ
、
そ
の

″私
人
″
的
虚
構
性
を
全
面
的
に
批
判
す
る
も
の
で
あ
る
。
石
井
氏
に
よ

れ
ば
、
近
代
的
個
人
は
法
的
人
格
＝
政
治
的
権
利
の
主
体

（公
人
）
で
あ
り
つ
つ
、
私
的
分
業
と
私
的
交
換
の
従
事
者
た
る
点
で
没

個
性
的

「
利
己
主
義
者
」
と
し
て
の
私
人
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
山
崎
氏
の
個
人
主
義
が

「
利
害
の
個
人
主
義
あ
る
い
は
趣
味
の
個

人
主
義
」
に
す
ぎ
な
い
か
ぎ
り
、
近
代
的
個
人
と
は
無
縁
で
あ
る
。
石
井
氏
は
現
代
に
お
け
る
個
人
の
発
展

を

「個

人

の

『
市

民

性
』
と

『階
級
性
』
を
徹
底
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

『
私
人
性
』

（そ
の
凝
結
性
と
し
て
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
階
級
性
）
を
克
服
し

て
い
く
」
こ
と
に
求
め
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
今
日
の
思
想
的
対
決
点
の
一
つ
が
明
確
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
今
後
、

こ
の
近
代
的
個
人
の
発
展
の
方
向
を
ど
の
よ
う
に
具
体
化

（
た
と
え
ば
、
市
民
の
論
理
と
階
級
の
論
理
の
関
係
や
民
主
主
義
理
論
の

一
層
の
展
開
な
ど
）
し
て
ゆ
く
か
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
山
崎
氏
ら
の
主
張
に
み
ら
れ
る
欲
望
や
消
費
の
問
題
に
か
か
わ
っ
て
、
海
老
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沢
照
明

「消
費
能
力
と
変
革
主
体
形
成
」

（『社
会
科
学
研
究
年
報
』
合
同
出
版
、
一
九
八
五
ｔ
六
年
版
）
が
、
創
造
的
な
問
題
提
起
を
し

て
い
る
こ
と
に
触
れ
て
お
き
た
い
。

佐
藤
氏
の
論
文
は
、

「
よ
い
音
楽
を
安
く
多
く
の
人
に
」
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
も
と
に
展
開
し
た
労
音
運
動
を
主
題
と
し
て
、
今
日

に
お
け
る
文
化
運
動
の
主
体
的
あ
り
方
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
佐
藤
氏
に
よ
れ
ば
、
高
度
経
済
成
長
は
、
再
生
装
置
等
の
発
達
の

ほ
か
に

「演
泰
会
の
圧
倒
的
増
大
、
鑑
賞
組
織
の
多
様
化
、
興
行
組
織
の
増
大
」
な
ど
を
通
し
て
、
演
泰
会
な
ど
の

「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
の
論
理
」
を
押
し
つ
ぶ
し
た
。
氏
が
、
今
日
、
労
音

（そ
し
て
文
化
運
動

一
般
）
に
提
起
す
る
も
の
は
、

「
近

代

市

民

（ブ
ル
ジ
ョ
ア
）
社
会
の
芸
術
の
あ
り
方
へ
の
根
本
的
な
批
判
」
、
す
な
わ
ち

「
④
、
芸
術
が
日
常
生
活
か
ら
離
れ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
の
克
服
、
０
、
専
門
家
と
素
人
、
演
奏
家
と
聴
衆
と
い
う
対
立
的
設
定
の
克
服
、
い
、
文
化
が
地
域
に
根
づ
か
ね
ば
な
ら
ず
、

し
た
が

っ
て
、
ま
た
人
と
人
の
つ
な
が
り
、
共
同
体
の
形
成
」
な
ど
で
あ
る
。
佐
藤
論
文
は
、
現
代
に
お
け
る
現
実
的
な
主
体
形
成

論
の
一
環
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
注
目
す
べ
き
問
題
提
起
と
い
え
よ
う
。

な
お
、
現
代
社
会
自
体
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
の
試
み
と
し
て
、
社
会
科
学
者
の
学
際
的
研
究
と
し
て

『
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
革
命

と
現
代
社
会
』
全
三
巻

（大
月
書
店
、
一
九
八
五
年
十
一
月
ｔ
八
六
年
二
月
）
が
刊
行
さ
れ
た
。
こ
の
中
で
、
た
と
え
ば
尾
関
周
二

「
コ

ン
ピ

ュ
ー
タ
と
人
間
」
（第
一
巻

「社
会
。
文
化
し

は
、　
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
革
命
に
よ
っ
て

「
社
会
的
共
同
的
存
在
」
と
し
て
の
人
間
の

「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
や

「人
間
的
労
働
の
本
源
性
」
が
喪
失
す
る
危
険
性
を
指
摘
し
つ
つ
、

「人
間
に
と

っ
て
の
コ
ン
ピ

ュ

ー
タ
」
の
主
体
的
活
用
の
問
題
を
提
起
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
、
変
動
す
る
現
代
社
会
そ
の
も
の
へ
の
思
想
的
解
明
が

一
層
要
請

さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
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三
、
理
性

の
再
建
を

め
ぐ

っ
て

現
代
社
会
を
と
り
ま
く
状
況
が
厳
し
い
な
か
で
、
哲
学
に
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
は
大
き
い
。
こ
の
時
、
新
岩
波
哲
学
講
座
が
昨
年

五
月
よ
り
十
八
年
振
り
に
刊
行
さ
れ
は
じ
め
た
。
各
巻
の

「
ま
え
が
き
」
に
は
、
今
日
人
類
が

「
地
球
的
規
模
の
難
問
」
、
た
と
え

ば

「核
戦
争
の
危
機
、
貧
富
の
極
端
な
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
、
公
害
と
環
境
破
壊
、
教
育
の
荒
廃
」
に
面
し
て
い
る
と
し
て
い
る
が
、
他

方
で
は
、
編
集
上
で

「特
定
の
立
場
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
、
つ
ま
り
は
唯
物
論
哲
学
、　
マ
ル
ク
ス
主
義
を
当
初
か
ら
排
除
す
る
と
い

う
、
重
大
な
問
題
性
を
は
ら
ん
だ
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
講
座
に
つ
い
て
は
、
既
刊
の
う
ち
特
に
第

一
巻
を
中
心
と
し
て
、
北

村
実

「
時
代
の
課
題
に
こ
た
え
う
る
か
」

（
『文
化
評
ム四

、　
一
九
八
五
年
十
二
月
日し

、
碓
井
敏
正

「
『
新
岩
波
講
座

・
哲
学
』
の
論

調
と
現
代
に
お
け
る
哲
学
の
任
務
」
（
『思
想
と
現
代
』
第
四
口こ

、
鯵
坂
真

「
現
代
観
念
論
の
混
迷
」
Ｇ
科
学
と
思
想
』ｍ

６．
）
ら
の
批

判
的
検
討
が
行
な
わ
れ
た
。

北
村
氏
は
、
講
座
第

一
巻
の
全
体
の
基
調
が
反

「
理
性
」
、
反

「
科
学
」
、
反

「文
明
」
で
あ
る
と
規
定
し
つ
つ
、
そ
の
主
張
が

依
然
と
し
て

「海
外
の
流
行
哲
学
の
紹
介

・
解
説
」
に
終

っ
て
い
る

「
文
化
的
後
進
性
」
を
指
摘
し
て
い
る
。
碓
井
氏
は
、
そ
の
よ

う
な
日
本
の
哲
学
の
伝
統
的
性
格
の
は
か
に
、　
マ
ル
ク
ス
主
義
関
係
の
研
究
者
を
排
除
し
た
こ
と
に
よ
り

「
全
体
的
傾
向
と
し
て
、

社
会
科
学
的
な
視
点
が
全
く
弱
い
と
い
う
こ
と
」
を
具
体
的
に
指
摘
し
た
。
鯵
坂
氏
は
、　
マ
ル
ク
ス
主
義
を
排
除
す
る
編
集
の
な
か

に
か
え
っ
て
、

「
現
代
の
反
マ
ル
ク
ス
主
義
の
哲
学
、
観
念
論
哲
学
の
見
取
図

・
配
置
図
」
が
提
示
さ
れ
て
い
る
と
し
つ
つ
、
全
体

的
特
徴
と
し
て

「
現
代
文
明
総
体
に
対
す
る
ペ
シ
ミ
ズ
ム
あ
る
い
は
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
ム
ー
ド
で
あ
る
」
こ
と
を
分
析
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
今
回
の
講
座

『哲
学
』

（そ
れ
は
唯
物
論
を
除
い
た
現
代
日
本
の
哲
学
の
傾
向
と
水
準
を
代
表
す
る
と

い
え

よ
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う
）
が
、
今
日
の
哲
学
へ
の
期
待
を
満
た
す
も
の
で
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
唯
物
論
哲
学
は
、
こ
う
し
た
現
代
日
本
の
哲
学
へ
の
批

判
を
思
想
的
に
深
め
て
ゆ
く
こ
と
と
と
も
に
、
自
ら
が
現
代
の

″
ア
ン
ツ
ク
ロ
ペ
デ
ィ

″
を
作
成
し
て
ゆ
く
こ
と
が
重
要
な
課
題
と

な

っ
て
い
る
と
い
え
ま
い
か
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
具
体
化
す
る
際
に
は
、
井
上
ひ
さ
し
氏
の

「物
書
き
も
学
者
も
自
分
ら
の
専
門
用

語
を
し
ゃ
べ
っ
て
い
て
、
庶
民
に
伝
わ

っ
て
い
か
な
い
。
こ
れ
は
特
定
の
知
識
人
の
問
題
の
み
な
ら
ず
、
日
本
語
の
内
側
に
あ
る
間

題
で
す
」
と
い
う
提
言
や
、
島
田
豊
氏
の

「底
流
に
は
お
そ
ら
く
国
民
の
時
代
の
言
葉
に
対
す
る
交
通
整
理
の
要
求
が
高
ま

っ
て
き

て
い
る
動
向
が
あ
る
ん
だ
と
思
い
ま
す
」
と
い
う
認
識

∩
思
想
と
現
岱

第
四
号
、
対
談

「政
治
と
笑
い
」
）
を
ふ
ま
え
た
新
し
い
形
態

の
哲
学
の
創
造
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
反
理
性
や
反
科
学
の
風
潮
が
高
ま
る
な
か
で
、

『
思
想
と
現
代
』
は

「
問
題

と
し
て
の
理
性
」

（第
二

号
）
や
「現
代
科
学
と
人
間
の
変
貌
宍
第
五
口し

を
特
集
し
た
。
こ
の
両
特
集
は
、
理
性
と
科
学
へ
の
信
頼
を
基
調
に
し
つ
つ
、
現
代

に
お
け
る
理
性
の
あ
り
方
、
科
学
や
技
術
の
展
開
方
向
を
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
か
で
も
、
河
野
勝
彦

「
デ
カ
ル
ト
と
近
代
理

性
」
が
指
摘
す
る
、
新
し
い
意
味
で

「
環
境
世
界
の
メ
ゾ
コ
ス
ム
を
超
え
て
ミ
ク
ロ
コ
ス
ム
と
マ
ク
ロ
コ
ス
ム
の
認
識

を
も

た
ら

す
」

「
進
化
論
的
認
識
論
」
の
問
題
や
、
赤
井
正
二

「
啓
蒙
的
理
性
の
可
能
性
、
も
し
く
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
シ
ョ
ン
合
理
性
」
が
取

上
げ
て
い
る

「
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
民
主
主
義
論
た
る
実
践
的
討
議
の
理
論
」
の
問
題
な
ど
は
き
わ
め
て
現
代
的
な
検
討
課
題
で
あ
ろ

う
。
ま
た
、
高
田
求

「科
学
と
人
間
に
つ
い
て
の
考
察
」
が
提
出
す
る
、

「科
学
へ
の
信
頼
」
回
復
の
た
め
に
は

「
社
会
的
存
在
と

し
て
の
人
間
の
自
己
認
識
の
科
学
、
社
会
科
学
」
が
必
要
だ
と
い
う
問
題
は
今
後
充
分
追
究
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
理
性

の
立
場
の
再
建
の
た
め
に
は
、
唯
物
論
の
原
理
自
体
の
再
吟
味
、
再
確
認
も
必
要
な
作
業
と
な
る
意
味
で
、
北
村
実

「
『
反
映
』
の

意
味
」

（『唯
物
論
研
究
年
報
』
八
五
年
版
）
や
秋
間
実

「
『
哲
学
の
根
本
問
題
』
を
め
ぐ

っ
て
」
Ｇ
科
学
と
思
想
』
ｍ
５９
）
は
新

し

い
問

題
提
起
を
行
な

っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
東
京
唯
研
の

『
唯
物
論
』
第
５９
号

（八
五
年
十
月
）
は

「人
間
観
の
再
構
築

へ
む
け
て
」
を



特
集
し
、
竹
内
章
郎

「病
気
と
障
害
を
め
ぐ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
、
中
山

一
樹

「
問
題
群
と
し
て
の
不
登
校

・
『
登
校
拒
否
』
」
な

ど
き
わ
め
て
具
体
的
な
問
題
提
起
を
ふ
ま
え
た
人
間
論
が
構
想
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
岩
崎
允
胤
、
鯵
坂
真
編
の

『
西
洋
哲
学
史
概
説
』

（有
斐
閣
、
八
六
年
四
月
）
は
、

「弁
証
法
的

唯
物
論
の
立
場
に
た
つ
西

洋
哲
学
史
の
総
合
的
な
叙
述
」
を
二
〇
名
の
執
筆
者
に
よ
っ
て
果
し
た
共
同
研
究
の
成
果
で
あ
る
。
森
宏

一
氏
の
翻
訳

『
グ
ル
ツ
ェ

ン
著
作
選
集
』
全
三
巻

（同
時
代
社
、
八
五
ｔ
六
年
）
の
完
成
と
と
も
に
そ
の
意
義
を
確
認
し
た
い
。
な
お
、
岩
崎
氏
は
最
近

『核
兵

器
と
人
間
の
倫
理
』

（新
日
本
出
版
社
、
八
六
年
六
月
）
も
刊
行
さ
れ
た
が
、
ふ
れ
え
な
い
。

四
、
唯
物
論
の
伝
統
に
依
拠
し
た
、
新
た
な
展
開
の
た
め
に

戦
後
四
〇
年
は
、
敗
戦
の
年
に
三
木
清
や
戸
坂
潤
が
獄
死
し
た
こ
と
に
も
か
ん
が
み
、
唯
物
論
の
伝
統
を
省
り
み
、
新
た
な
展
開

方
向
を
探
る

一
里
塚
で
も
あ

っ
た
。

『
唯
物
論
研
究
年
報
』
は

「
唯
物
論
の
伝
統
と
現
代
」
を
特
集
し
た
が
、
そ
の
中
に
は
、
志
田
昇
ヨ
一木
清
の
実
践
的
唯
物
論
」、

津
田
雅
夫

「
宗
教
と
構
想
カ
ー
ー
三
木
清
を
め
ぐ

っ
て
」
が
含
ま
れ
た
。
そ
の
他
、
す
ぐ
れ
た
思
想
家
、
唯
物
論
者
を
考

察

し

た

も
の
は
数
多
く
、
小
川
晴
久

「
社
会
問
題
の
領
域
と

コ
モ
ン
・
セ
ン
ス
論
―
―
戦
後
に
お
け
る
古
在
由
重

の
仕
事
」

（
『思
想
と

現
代
』
、
第
一一口し

、
福
田
静
夫

「真
下
信

一
に
お
け
る
理
性
」

（同
、
第
一一一口し

、
古
田
光

「
戦
後
思
想
の
一
つ
の
遺
産
―
―
務
台

理
作
の
哲
学
を
め
ぐ

っ
て
」

（同
、
第
四
口し

、鈴
木
正

「
三
木

・
戸
坂
を
お
も
う
―
―
獄
死
四
〇
年
を
記
念

し
て
」
（同
、
第
四
口し
、

「
戦
後
思
想
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
ー
吉
野
源
三
郎
を
よ
む
」

（『社
会
科
学
研
究
年
報
』、
八
五
ｔ
六
年
版
）
な
ど
が
あ

っ
た
。
ま
た
、　
特
記

し
て
お
き
た
い
の
は
、

『信
州
自
樺
』
第
六
五
号

（八
五
年
十
月
）
が

「
戸
坂
潤
四
〇
周
年
忌
特
集
」
を
組
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。
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同
誌
に
は
、
藤
本
治

「
戸
坂
潤
と
そ
の
思
想
の
民
衆
性
」
や
、
同
氏
が
保
管
し
て
い
た
戸
坂
の
青
年
時
代
の
ノ
ー
ト
や
全
集
未
収
論

文
数
篇
も
発
表
さ
れ
て
い
る
。

唯
物
論
の
伝
統
を
考
察
す
る
論
稿
の
多
く
が
、
そ
の
統

一
戦
線
的
性
格
を
強
調
す
る
点
が
特
徴
的
に
み
え
た
。
志
田
氏
は

「
三
木

清
の

『実
践
的
唯
物
論
』
は

『
同
伴
者
』
の
哲
学
で
あ
り
、
同
時
に
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
統

一
戦
線
の
哲
学
だ

っ
た
」
と
規
定
し
、
古

田
氏
は
、
務
台
理
作
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
思
想
を
、
彼
が
戦
後

「
人
類
平
和
の
た
め
の
統

一
戦
線
」
を
求
め
て

「人
類
ヒ
ュ
ー
マ
ニ

ズ
ム
」
の
思
索
と
実
践
を
進
め
た
も
の
と
し
て
、
深
く
追
考
し
て
い
る
。
ま
た
鈴
木
氏
も
、
三
木
や
戸
坂
の

「
新
興
科
学
の
旗
の
も

と
に
」
や

「唯
研
」
の
組
織
方
針
に
ふ
れ
つ
つ
、
今
日

「
リ
ベ
ラ
ル
派
」
や
「社
会
主
義
派
」
が

「
非
フ
ァ
シ
ズ
ム
派
」
も
含
め
て
、

「
す
ぐ
れ
た
意
味
で
現
状
を
ま
も
る
節
義
を
互
に
認
め
あ
い
、
共
有
し
て
支
え
あ
」
う
こ
と
の
必
要
性
を
問
う
て
い
る
。
唯
物
論
に

は
、
も
と
も
と
原
理
的
性
格
と
と
も
に
統

一
戦
線
的
性
格

（
た
と
え
ば
現
実
か
ら
の
問
題
の
抽
出
や
実
践
に
よ
る
検
証
な
ど
）
が
存

在
す
る
と
い
え
る
が
、
今
後
こ
の
方
向
を
ど
の
よ
う
に
進
展
さ
せ
る
か
が
、　
一
つ
の
大
き
な
課
題
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
唯
物
論
の
統

一
戦
線
的
あ
り
方
は
、
研
究
者
相
互
の
議
論
や
批
判
を
排
除
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
前
提
す
る
も

の
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
議
論
の
一
つ
と
し
て
、
牧
野
広
義

「創
刊
記
念
座
談
会

『
思
想
と
現
代
』
を
読

ん
で
」

（『思
想
と
現
代
』

第
一一一日こ

が
、
そ
の
座
談
会
に
お
け
る
芝
田
進
午
氏
の
発
言
を
批
判
し
、
芝
田
氏
が

「
″注
文
生
産
の
思
想
″
を
排
す

・
再
論
」
（同
、

第
四
口こ

で
応
答
し
た
も
の
が
あ
る
。
牧
野
氏
は
、
芝
田
氏
の

「
注
文
生
産
」
の
発
言
に
つ
い
て
、

「
『
権
力
者
な
り
出
版
社
』
か

ら
の
注
文
に
応
じ
て
、
そ
の
政
治
的
な
い
し
商
業
主
義
的
意
向
の
教
に
よ
っ
て
本
を
生
産
す
る
の
は
、
…
…
思
想
家
と
い
え
な
い
か

も
し
れ
な
い
」
と
し
つ
つ
も
、

「
労
働
者

。
人
民
の
立
場
に
立
つ
哲
学
者
」
が

「
進
歩
的

。
革
新
的
勢
力
や
出
版
社
の

『
注
文
』
に

応
じ
て
本
を
か
く
こ
と
を
通
し
て
、
自
ら
の
思
想
を
よ
り
発
展
さ
せ
る
」
こ
と
を
含
め
た

「
思
想
的
営
為
の
多
様
な
形

態

の
可
能

性
」
を
主
張
し
た
。
芝
田
氏
は
再
論
に
お
い
て
、

「
注
文
生
産
の
思
想
」
を
改
め
て
、

「
非
自
主
的

・
非
主
体
的
に
、
無
責
任
に
、



心
に
も
な
い
こ
と
を
主
張
す
る

″御
用
思
想
″
な
い
し

″商
品
と
し
て
の
思
想
″
」
で
あ
り
、

「
み
ず
か
ら
主
体
的
に
責
任
を
と
る

″自
主
生
産
の
思
想
″
に
対
立
す
る
」
も
の
以
外
に
な
い
と
定
義
し
た
。
こ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
牧
野
氏
の
危
惧
は
成
立
し
な
い

と
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
、
こ
の
問
題
は
、
芝
田
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

「
お
こ
り
う
る
フ
ァ
ッ
ズ
ム
の
専
制
」
下
だ
け

で

は
な

く
、
か
っ
て
の
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ァ
や
今
日
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
も
進
行
す
る
と
さ
れ
る
問
題
で
あ
る
か
ぎ
り
、

「
思
想
の
論
理
と

倫
理
」
の
問
題
と
し
て
今
後
広
く
討
議
し
掘
り
下
げ
る
べ
き
主
体
的
問
題
で
あ
ろ
う
。

批
判
的
検
討
に
関
し
て
は
も
う

一
つ
、
浦
地
実

「〈
ポ
ス
ト

・
モ
ダ
ン
〉
と
唯
物
論
」
翁
思
想
と
現
代
』第
一一口こ

に
対
し
て
、
志
位

和
夫

「退
廃
と
遊
戯
の

『
哲
学
』
」

∩
前
衛
』
八
六
年
四
月
口こ

が
、　
浦
地
氏
の
政
治
的
主
張
や
行
動
の

「
根
底
に
あ
る
も
の
」
と
し

て
、
厳
し
い
批
判
を
行

っ
た
。

『
思
想
と
現
代
』
所
載
の
論
文
が
内
外
の
批
判
を
受
け
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、
む
し
ろ
同
誌
上

で
今
ま
で
浦
地
論
文
に
つ
い
て
の
批
判
的
検
討
が
な
い
こ
と
が
問
題
か
も
し
れ
な
い
。
ち
な
み
に
、
唯
物
論
が
現
実
的
な
思
想
で
あ

る
か
ぎ
り
、
政
治
的
性
格
を
も
つ
こ
と
は
不
可
避
で
あ
り
当
然
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
結
果
と
し
て
そ
の
よ
う
な
性
格
を
も

つ
の
で
あ
り
、
当
初
か
ら

一
定
の
政
治
を
前
提
し
志
向
す
る
べ
き
で
は
な
い
と
思
え
る
。
唯
物
論
に
お
け
る
政
治
主
義
と
非
政
治
主

義
を
排
す
る
た
め
に
、
哲
学
と
政
治
に
お
け
る
相
互
の
自
律
性
と
連
関
性
の
問
題
も
深
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
、
地
域
の
機
関
誌
と
し
て
最
近
、
札
幌
唯
研

『唯
物
論
』
第
３．
号
、
名
古
屋
哲
研

『
哲
学
と
現
代
』
第
九
号
が
発
行
さ
れ

た
が
、
時
間
の
関
係
で
検
討
し
え
な
か
っ
た
。
ま
た
、

『
社
会
科
学
研
究
年
報
』
は
最
近
号
を
も

っ
て
終
刊
さ
れ
る
由
で
あ
る
。
同

誌
が
近
年

一
貫
し
て
、

「核
時
代
」
が
提
起
す
る
哲
学
、
社
会
科
学
上
の
諸
問
題
や
民
主
主
義
理
論
に
つ
い
て
の
研
究
や
問
題
提
起

は
大
き
な
意
義
を
も

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
成
果
は
、
唯
物
論
研
究
全
体
の
中
で
継
承
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。（八

六
年
七
月
記
）
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6)《Apparat》 巻のなかにエングルスが執筆過程で行なった内容上また文

体上の変更をすべて明らかにした「異文一覧」 (Variantenverzeichnis)

が 195ペ ージにわたってかかげられたことも,フ ェッセンが強調してい

る (Vgl.D彿 ,SS.275-276)と おり,新 MEGA版のもう一つの重

要な有益な寄与である。

7)Vgl."Hinweise“ ,SS.60*-61*,Griese/PawelZig9 DZ」 P/2,SS.268-

270.

8)Vgl."Hinweise``,SS.61*-62*.― 一本稿のつぎの節では, 6部を便

宜上 I, 1,… …Ⅵと表記する。

9)Vgl.Griese/PawelZig9 DZβ%,S.270.

lo)MEW版 の上掲の注 (162),SS.648-649,『 全集』では703-704ペ ー

ジ,参照。

11)「 1880年のプラン」(Plan 1880)(〔 16の )力
',「

1878年のプラン」のつ

ぎに巻頭にかかげられるという特別待遇 (?)を 受けていることも,首

尾一貫性の妨げになっている。

12)編者はブルシリンスキー (Wladimir Bruschlinski)である。この人

は,新 MEGA版『自然の弁証法』作製作業にも援助を惜しまなかった

そうである。Vgl."Hinweise``,S.72*.

13)Vgl."Hinweise``,S.63*.

14)Vgl."Hinweise``,SS.65*-66*, SOWie Griese/PawelZig,D〃 動
,

SS.270-271.

15)Vgl.Fessen,DZβ%,SS.272-273.

16)た だし,こ の修正 もまた「改善」と見てよいものかどうかについては,

議論の余地があろう。ともあれ,新 MEGA版では原典主義をつらぬい

ており,そ して, これが最 も重要なことなのである。

(1986年 5月 13日 )
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ボル ト大学 (ベルリーン)教授であり,フ ェッセンは,同大学に所属す

る博士である (たぶん助手であろう)。

グリーゼについては,H.HOrz/A.Griese:昴 グあs″ん″α″′Natur_

密′
““

sc・Lqβ,Dietz Verlag Berlin 1968カ
',パ

ーヴェルッィヒについ

ては,G.Pawelzig:D″ルたι′たα″ Ettωたた′%ηg況ノι力ι′υ″ 豊ソSιι″ら

VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften Berlin 1970が , そオ■ぞ

れわたしの手 もとにある。わたしはまた,世界科学者連盟機関誌 &″″‐

均%Wレ ″ 1973年第 3号に掲載された G.Pawelzigの論文 Limits of

Growth or Growth of Limitsを 日本科学者会議『 日本の科学者』編集

委員会の依頼にこたえて訳出し, これを同誌1975年 6月号に寄せたこと

がある (「成長の限界別名限界の成長」)。

編集チームの他の3人のメンパーも,フ ンボル ト大学の関係者ではな

し動 ,ゝ と推測さオ■る。

2)こ の数は, MEW版 の注 (162)(S.648.大 月書店版『全集』第20巻

(以下では,本文でも,ただ『全集』とだけ言う)では,703ペ ージ)にあ

げられている181と 食いちがっている。第 1に,そ こであげられている

「覚え書きと断片」の数169は,誤りであって,実際には170で ある (疑

わしいと思う人は, どうか自分で数えてみてください)。 こうして, 全

稿数は182と なる。第 2に,新 MECA版との数えかたのちがいがある。

新 MEGA版では,まず, 4つの包みの表題をも稿としているし, さら

に,一一本稿の 3で示されたとおり,一―MEW版で(a)3稿 とされてい

たものがそれぞれ分割されて 3増 となり(b)2稿 とされていたものが逆

に合体されて 1稿 とされて 1減となり,差引き2増 という事態になって

いる。こうして,188と いう数が得られるわけである。

3)MEW,Bd.20,SS.585-586,お よび,S.589.『全集』では,それぞ

れ,630-631ペ ージ,634-635ペ ージ。

4)Vgl.Griese/PawelZt DZ/PL,S.267.両 人が「再び」と言っている

のは, もともと『反デューリング論』の「序説」の最初の異文といっし

ょに『自然の弁証法』の第 1の包みのなかに入れられていたこの 2つの

覚え書きが,MEWで は,『自然の弁証法』から除かれていた (上掲注

(162),参照),と いう事情がある (それを新 MEGAで ぃゎばもとへ も

どした)からである。

この 2稿のうち 〔101〕 の取 り扱いについては,上に述べられた。

5) Vgl,Griese/PawelZi3 ebenda。

なお,〔170前半も,新 しく採録された部分である。 Vgl.Fessen,
D彿 ,S.272.



新 MEGA版『 自然の弁証法』警見

て始め られなければな らない。

S.546(590ペ ージ):

"Kinetische GastheOrie:…
……“ という君高と ,,Was fullt die zwischen‐

raume aus?・ …・・̀ `と ぃぅ稿とが別べつにあるのではなく,両者を接続し

て稿 〔54〕 としなければならない。

こうしたた ぐいの改善 (と 言ってよかろう)は,け っして以上につきる

ものではない。げんにフェッセンは,急ぎの作業の途中ではわたしの目に

はいることのなかった「新規の判読」(Neuentzifferungen)の 例を一―上

にわたしがあげたもののうちのいくつかとならべて一―いくつもあげてい

る16)し ,わたし自身,た ったいま,新 MEGAで は I「歴史的序論」の冒

頭に置かれることになった稿 〔57〕「歴史的事項」をなんの気なしに MEW

版の文言とくらべてみたところ,後者で ,,・
・…・die rebellischen Bauem

und hinter den Bauem… …“と複数形で書かれているのが前者では ,,・
・…・

den rebellischen Bauem und hinter dem Bauem……“ と単数形になっ

ていること,後者に見られる改行が前者では一つ減 らされていること,こ

の 2点にただちに気づいたばか りのところなのである16)。
読みすすんでい

くにつれて,こ のような発見をいくつもすることになるにちがいない。

これをもって,新しい『 自然の弁証法』の瞥見の結果についての報告を

終えることにする。

この新しいテキス トを研究することによって,わたしたちのエングルス

理解いや自然弁証法そのものの理解が深まり前進することが期待できるの

ではないか。その一助としても,全巻が日本語に訳出され,広い範囲にわ

たる多数の人びとがその新しい姿に母国語で実際に接することができる状

態が一 日も早 く実現されることが,望ましいのではないか。これが,わた

しの一一最後につけくわえておきたい一一大きな期待であ り要望である。

注

1)同誌上の執筆者紹介によると,グ リーゼもパーヴェルツィヒも,フ ン
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S.495(534ぺ =ジ ):

"Unsinn von Hackel:…
…・̀`と 始まる稿 〔104]の末尾に ,,Hack.sch.

Gesch.… …“ を置いてはならない。,,InduktiOn und Deduktion.Hack.

Sch. Gescho S.76-77. Der Schlu3 polarisirt in lnduktiOn und Deduk‐

tiOn!``は ,,,Durch lnduktion``で 始まるつぎの稿 [105〕 (ebenda;534

-535ペ ージ)の欄外の書きこみなのである。

SS.514-515(556557ペ ージ):

,,κあ
―

″″ば α″ 駐 sseπscりcπ,… …・̀ ` と始まる稿 〔47〕 は, 1パ

ラグラフで終わる。
"Ende des vOrigen Jahrhunderts・

…・・̀ `と 始まるつぎ

のパラグラフは,独立した稿 〔48〕 として扱われなければならない。

S.515(557ペ ージ):

,,Hegels Einteilung(die ursprungliche)“ で始まる稿 [132〕 の末尾をな

す ,,Jede Gruppe… …“ という部分は,じ つは,欄外の書きこみにはかな

らない。

S.522(564ペ ージ):

″ZグルπαSお672ぉ “を見出しとする稿

in der Mathematik… ……“セま, じつは,

S.527(570ペ ー ジ):

"Grad und Krumm…
…`` と始まる稿 〔70〕 の末尾 :,,Als die Mathe‐

masik des Graden und des Krummen・ …・・̀ `は ,じ つは,欄外の書きこ

みにはかならない。

S.539(582ペ ージ):

〔67]の 末尾 :,,Der Wendepunkt

欄外の書きこみにはかならない。

の欄外の書きこみとされている 3語

本文の一部であ り,,,und zwar“ の

,√な磁燃 ・…・・̀ `と 始まる稿 〔155]

,,(beStritten Ⅵblf 325)``は ,じつは,

前に置かれなければならない。

S.546(589ペ ージ):

,,Bei absolut O° “で始まる稿 〔175〕 が書かれた紙葉には,じつは,こ の

部分に先だって数式の記載がある。すなわち,こ の稿は,当の数式をもっ



新 MEGA版 『 自然の弁証法』讐見

S.444(482ペ ージ):

o9〕 ,,Anteil der Arbeit an

先だって,も との表題 ,,Die

記されなければならない。

S.471(511ペ ージ):

"Gott“
で始まる稿 [44〕 の末尾に置かれた文 :,,Gott=nescio;aber ig‐

norantia non est argumentum.(Spin.)``は ,じつは,欄外の書きこ教に

はかならない。

S.476(514ペ ージ):

,,Buchner``と 題せ られた稿 〔1〕 終わ りに近 く,,Hegel― _dessen〔・―・・〕

Zusammenfassung``と 印刷され「インクのしみでおおわれて 判読できな

い」と注記されたこの語は,こ のたび ,,encyc10padische``と 判読された !

S.476(514ペ ージ):

"Bei der Pratention des B〔
uchner〕 ………“ と女台まるノくラグラフおよてバこ

れにつづく7パ ラグラフは,稿 〔1]の末尾の部分ではない。独立した稿

〔9〕 として扱われなければならない。

SS.483-484(522-523ペ ージ):

"Identitat―
――abstrakte,a=a“ で始まる稿 〔20]は , 1パ ラグラフで終

わる。結びの ,,・
・…・iSt Selbstredend.``に ,,(s.folgende Seite)``が つけ

くわえられなければならない。一一つづけて印刷されている1パ ラグラフ

(,,Die fortwahrende veranderung・ ……̀ `と 始まるもの)は , じつは,稿

〔24〕 である。そして,こ の始まりの前に ,メルπ″夕.Zusatz.``が補われ

なければならない。

S.491(531ペ ージ):

,,カバ″″′π″′厖″物

“
ル.``を見出しとする稿〔76〕 の末尾に置かれた文 :

"Die Chemie,in der die 4″
αりse die vorherrschende Untersuchungs‐

fom ist,ist nichts Ohne deren〔 MEW:ihren〕 Gegenpol die sy″ J72ι∫ι.``

は,じつは,欄外の書きこみにはかならない。
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る。

最後に,第Ⅵ部「自然と社会」は,〔99〕「猿が人間化するにあたっての

労働の役割」,ただこの論文だけでできている。「覚え書きと断片」のうち

にこれに見あうものはない。

以上,新 MEGA版の編成がMEW版 の編成とどのように異なっている

のか,こ れをいわば実地検分してみたわけである。上の対照表の一瞥によ

っても,こ うした検分によっても,両者のちがいが全体としてかなり大き

なものであ り,部分的にはきわめて大きな変動が生じている (た とえば,

「論文」のいわば処遇をめぐって,ま た,Vの構成において,な ど)と い

うことは明らかである。そして,わたしは,す くなくともざっと双方をく

らべて見たかぎりでは,新 MEGA版のほうがずっとよくエングルスの意

図にかなって首尾一貫しており読者にとっても見通しのよいものになって

いる,と いう印象をつよく受ける。新 MEGA版の編集作業とその結果と

には,いずれにせよ,エ ングルス研究のその後の深化と発展とが反映され

ている,と 考えるのである。

3

このことは,MEW版 の一つひとつの稿の確定 。その文言の訂正といっ

たもうすこし低いレベルの (と は言え,き わめて基礎的・基本的な)こ と

がらについても言える。

これまでにただ上掲の両版対照表をつくるだけの作業の過程で早くも日

についたことどもを, とりあえず以下に列挙しておこう (便宜上, MEW

版の配列順序に従い,そ の文言などの修正として示すことにする):

S.369(『全集』402ペ ージ):

S.354か らつづいている稿 〔170〕 ,,Grundformen der Bewegung“ の末尾

に ,,(Arbeit― ―Ubertragung von Bewegung und ihre Forllnen‐ Zusammen‐

fassung sind zu entwickeln)“ がつけくわえられなければならない。



新 MEGA版『自然の弁証法』讐見

「1880年 のプラン」のとりわけ後半)を基準にして,こ れに該当すると考

えられた諸稿が「数学」。「力学 と天文学」。「物理学」。「化学」。「生物学」

に配当されたのであろうが,新 MEGA版 の編者たちは,エ ングルスがこ

の両プランに従って仕事をすすめていく過程で個別諸科学の枠を突破する

もっと一般的な諸問題 (或る運動形態から別の運動形態への移行,諸科学

のあいだの連関,にかかわるもの)にもたずさわることになった,と 認定

し, これに該当すると判定した諸稿を Vの前半部に集めることにしたので

ある14)。

〔166〕 をもって始まるVの前半部では,こ うして,〔 170〕「運動の基本

的諸形態」および 〔171〕「運動の尺度――仕事」という2論文をいわば軸

にして,「自然科学と哲学」からの 1稿 と「物質の運動諸形態,諸科学の

分類」からの13稿 と「物理学」からの 8稿 とMEIrにはない3稿 (〔 172〕・

〔173〕・〔174〕)と が配列されることになった。なお,「諸形態」からの諸

稿のうちの 8稿の順序は,も とのままである。

「数学について」には,「数学」のすべての稿が全体としてはかなり大

はばに順序を変えて移し入れられ,こ れに MEWに はない2稿 (〔 142〕 o

〔143〕)がつけくわえられた。

「力学と天文学とについて」では,「力学と天文学」の大部分の諸稿が

もとどおりの順序で配列されたはか,〔177〕「潮汐摩擦。カントとトムソ

ン=テ ート」および「物理学」からの 3稿が収録された。

「物理学について」は,[191〕「熱」。〔192〕「電気」という2「論文」

を冒頭に得, MEWにはない 〔168〕 を末尾に得,そ の中間に「物理学」

からの19稿を部分的にもとの順序を保ったまま配置されて,計22稿 となっ

た。「物理学」は,全部で31稿であった。上の19稿を差引いた残 り12稿は,

Iと Vの前半と「力学と天文学とについて」とへ移されたのである。

「化学について」は,「化学」とほとんど同様である。

「生物学について」も,一―冒頭に「物質の運動諸形態,諸科学の分類」

から 〔127〕 を得たはかには,一―はとんどまったく「生物学」のままであ

16



ューリング論』への旧序文。弁証法について」と 〔162〕「心霊界での自然

研究」とが据えられた。「自然科学と哲学」の諸稿は,〔61〕 が第 V部前半

へ,〔43〕 と〔108〕 とが第Ⅲ部(a)へ ,それぞれまわされたはかには,すべ

て一―もとの配列を部分的には保持しながら一一 Ⅲへ移された。 Iは,こ

れに加えて,上述の [193〕 および [44〕,な らびに,「力学と天文学」か

らの 〔6〕 および「物理学」からの [129〕 ,さ らにMEWにはない〔185〕 ,

以上を得た。

第Ⅲ部「学としての弁証法」は,MEWの 「弁証法」が a「弁証法の一

般的問題。弁証法の根本法貝J」 とb「弁証法的論理学と認識論。『認識の

限界』について」とに分けられているのに見あって,やはり2部に分かれ

る, と見てよい。(a)の 冒頭に [165〕「弁証法」が置かれる。aの諸稿は,

〔178〕 が第Ⅳ部へまわされたはか,すべて (a)へ移された。(a)は ,こ

れに加えて,『反デューリング論』のための準備労作からあの 〔103〕 を,

「 自然科学と哲学」から上述の 〔43〕 と 〔108〕 とを,さ らには「弁証法」

bか ら [36〕 。〔33〕・〔150〕 。〔15〕 を,それぞれ得た。そして, このbの

残 りの諸稿は,すべて(b)へ移された。Ⅲ全体をつうじてMPⅣ での配列

が部分的には保持されている。

第Ⅳ部「物質の運動諸形態と,諸科学の連関」は,わずか 8稿でできて

いる。冒頭に置かれたのは,MEW版 のこれに対応する部分「物質の運動

諸形態,諸科学の分類」からの [2〕 「 自然科学の弁証法」であって,こ

れに 6稿がつづく(ほぼ同じ順序を保ちながら)。 そして,最後に,上述の

「弁証法」 aか らの [178〕 力`置かれている。一一MEW版 のこの部分の残

りの諸稿は,ほ とんどすべて第 V部前半へ移され,ただ 〔127〕 だけが同

じ第 V部の「生物学について」へまわされた。

第 V部「諸科学の弁証法的内容」は,一般性のほうがつよい前半部と特

殊性のほうがつよい後半部とに分かれている。そして,前者に対応するよ

うな部分は,MEIV版にはない。MEW版 では,[164〕「1878年のプラン」

の第 5項「個別諸科学とそれの弁証法的内容との概要」 (お よび,〔 166〕
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FE I
〔 85〕

〔194〕

〔195]

〔196〕

〔197〕

〔146〕

〔136〕

〔 83]

〔 85〕

〔194〕

〔195〕

〔196〕

〔197〕

「包みの表題 , 内容 目録」

Ⅵ 「自然と社会」

〔99〕  「猿が人間化する……」

「包みの表題,内容目録」

〔101〕  一→ (不採用)

〔103〕   一 Ⅲ(a)

計 190(188+2) 計 196(〔 101〕 を除 く)

MEW版 と新 MEGA版 との編集上の異同は,以上によって十分に明瞭

である,と 考えられるが,以下,念のために,後者の第 I部から第Ⅵ部ま

でのテキス トの編成が前者のそれのどのような変更をもたらしたのか,こ

れを跡づけてみよう。

第 二部「歴史的序論」に対応しているのは,「科学史から」である。こ

こか ら [57]「歴史的事項」が Iの 冒頭へもっていかれ,そのあとに 〔98〕

「序論」が配置された。つづけて 〔87〕～〔90〕 がそのままの順序で移され

た。『 フォイエルバハ論』から除かれた部分である [193〕 ,お よび,〔44〕

は, ともに第 1部へまわされた。

第 1部「ヘーゲル以来の理論的発展のあゆみ。哲学 と自然科学」に対応

しているのは,「 自然科学と哲学」である。 Iの 冒頭には,〔 163〕「『反デ
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〔135]

〔158〕

〔133〕

〔10〕 ―→ V(力学 と天文学)

「化学」

〔 80〕

〔134〕

〔128]

〔148〕

〔184〕

「生物学」

〔 65〕

〔 22〕

〔 59〕

〔 64〕

〔 94〕

〔 49〕

〔 75〕

〔 50〕

〔 53〕

〔51〕

〔 52〕

〔146〕

〔136〕

〔 83〕

〔 72〕

〔110〕

「化学について」

〔 80〕

〔128〕

〔148〕

〔134]

〔184〕

「生物学について」

〔127] ―  「諸形態」

〔 65〕

〔 22〕

〔 59〕

〔 64]

〔 49〕

〔 75〕

〔 94〕

〔 50〕

〔 53〕

〔51〕

〔 52〕

〔 72〕

〔110〕

〔147]

〔

“

〕
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「物理学」 「物理学について」

〔154〕

〔140〕

〔124〕

〔115〕

〔138〕

〔 60〕

〔181〕

〔 28〕

〔 31]

〔 35〕

〔 73〕

〔 79〕

〔 88〕

〔167]

〔141〕

〔 5〕

〔 4〕

〔175〕

〔176〕

〔 78〕

〔543

〔 58〕

〔71〕

〔 84〕

〔129〕

〔131〕

〔130〕

12

〔191〕

〔192〕

〔124〕

〔 73〕

〔 79〕

〔88〕

〔167〕

〔  5〕

〔  4〕

〔141〕

〔175〕

〔 78〕

〔 54〕

〔 58〕

〔71〕

〔 84]

〔130〕

〔131〕

〔135〕

〔158〕

〔133〕

〔168〕

「委燕」

「電気」

一→V(力学 と天文学)

一→V(力学と天文学)

一→ V前半

一→ V前半

一→ V前半

一→ V前半

一→ V前半

一→ V前半

―→ V前半

(前半ない)

一→ V前半

(MEWに はない)

-1



〔1173

〔116〕

〔 69〕

〔118〕

〔1141

〔681

〔 70〕

〔139]

〔 66〕

〔137〕

〔160〕

〔120〕

〔119〕

〔120〕

〔137]

〔112〕

〔113〕

〔116〕

〔117]

〔 69〕

〔118〕

〔114D

〔 68〕

〔 70〕

〔139]

〔119〕

〔142〕

〔143〕

「力

〔63〕

〔 7〕

〔34〕

〔74〕

〔  8〕

〔91〕

〔 92]

〔93〕

〔1773

〔155〕

〔 62〕

「力学と天文学」

(MEW lctt16r,r)

学と天文学とについて」

〔 63〕

〔 7〕

〔 34]

〔 74〕

〔 8〕

〔 91]

〔92〕

〔 93〕

〔 6]

〔155]

〔 62〕

――)I

|

「潮汐摩擦」

|



新 MEGA版 『 自然の弁証法』瞥 見

「数学」

〔18〕

〔 67]

[||:| )

10

〔153〕

〔123〕

〔 13〕

〔 39〕

〔 3〕

〔 30〕

〔 60〕

〔 61〕

〔 38〕

〔 32〕

〔169〕

〔 29]

〔115]

〔 37〕

〔138〕

〔 28〕

〔 31〕

〔181〕

〔 35〕

〔171〕

〔176〕

←一「諸形態」

il:|||

「数学について」

〔160〕

〔 18〕

〔 66〕

〔 67〕

←一「物理学」

←一「 自然科学と哲学」

←一「諸形態」

←―「諸形態」

←―「諸形態」

←一「諸形態」

←一「物理学」

←一「諸形態」

←一「物理学」

←一「物理学」

←―「物理学」

←―「物理学」

←一「物理学」

「運動の尺度」

←―「物理学」

(MEWにはない)



「物質の運動諸形態,諸科学の

分類」

Ⅳ

〔 2〕

〔 47〕

〔 48]

〔126〕

〔132]

〔159〕

〔161〕

〔178〕

V

〔166〕

〔170〕

〔 11]

〔 26]

〔11〕

〔 26〕

〔153]

〔123〕

〔 13〕

〔 39〕

〔 3〕

〔30〕

〔 29〕

〔 37]

〔 32〕

〔169〕

〔38〕

〔 2〕

〔 47〕

〔48〕

〔126〕

〔132〕

〔127]

〔161〕

〔159〕

―→V前半

―→ V前半

―→ V前半

―→ V前半

一→ V前半

―→ V前半

「 自然科学の弁証法」

一
V (生物学)

「物質の運動諸形態と,

諸科学の連関」

「 自然科学の弁証法」

←―「弁証法 a」

「諸科学の弁証法的内容」

「1880年 のプラン」

「運動の基本的諸形態」
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b「弁証法的1論理学と認識論。

『認識の限界』について」

|

)

|

|

――→Ⅲ(a)

一 工(a)

一 Ⅲ(a)

一 Ⅲ(a)

(b)

〔46〕

〔1823

〔183〕

〔 76〕

〔■87〕

〔189D

〔188〕

〔41]

〔104〕

〔105〕

〔 77〕

〔86D

〔150〕

〔33〕

〔36〕

〔 15〕

〔1441

〔151]

〔23]

‐〔111〕

〔100〕

〔1253

〔186〕

〔 12〕

〔 16〕

〔109〕

〔46〕

〔7ω

〔182〕

〔183〕

〔186〕

〔187〕‐

0891

〔188〕

〔104〕

〔105D

〔 41〕

〔 77]

〔86〕

〔 12]

〔 16〕

〔109〕

a00〕

〔125〕

〔1443

〔151]

〔233

〔111〕



「弁証法」

a「弁証法の一般的問題。

法の根本法則」

「学としての弁証法」

(a)

「弁証法」

←―「 自然科学と哲学」

←一「弁証法 b」

←―「弁証法 b」

←―「弁証法 b」

←―「弁証法 b」

←―「 自然科学と哲学」

弁証

[:〔: |

〔178〕  → Ⅳ

〔 14]

〔 17]

[:]|
〔 20〕

〔24〕

〔 55]

〔179]

〔21〕

〔121〕

〔107]

〔106]

〔16]

〔102〕

〔165〕

〔 82〕

〔81]

〔103〕

〔 14〕

〔107〕

〔108〕

〔106]

〔17〕

〔121〕

〔 21〕

〔 19〕

〔 25〕

〔179]

〔 55]

〔 20〕

〔 24〕

〔145〕

〔36〕

〔 33〕

〔150〕

〔 15]

〔43]

〔1∝〕



新 MEGA版 『 自然の弁証法』警見

――)Ⅱ

〔 44〕    ―――→Ⅱ

「自然科学と哲学」

I 「ヘーゲル以来の理論的発

展のあゆみ。哲学と自然科

学」

〔163〕  「旧序文」

〔162〕  「心霊界」

[:||
〔193〕 「『フォイエルバハ論』か

ら除かれた部分」

〔 56〕

〔 97]

〔180〕

〔 27〕

〔152〕

〔149]

〔190〕

〔156〕

〔129〕

〔122〕

〔2〕

〔40〕

〔 44〕

〔  6〕

〔185〕

―  「物理学」

―  「科学史」

←一「力学 と天文学」

(MEIVに はない)

〔  1〕

〔  9〕

〔180〕

〔 27〕

〔152〕

〔149〕

〔 40〕

〔2]

〔190〕

〔156〕

〔122〕

〔 61〕

〔 43〕

〔108〕

〔 56〕

〔 97〕

―→ V前半

一 Ⅲ(a)

一 Ⅲ(a)



いて」 ――)I

〔162〕  「′b霊界での自然研究」

――)Ⅱ

〔165] 「弁証法」   ―→ Ⅲ

〔170〕  「運動の基本的諸形態」

―→V前半

〔171〕  「運動の尺度――仕事」

―→V前半

〔177] 「潮汐摩擦,カ ントとト

ムソン=テ ート」

―→V(力学と天文学)

〔191〕  「熱」一→ V(物理学)

〔192] 「電気」

一 V(物理学)

〔99〕  「猿が人間化するにあた

っての労働の役割」

―→Ⅵ

「覚え書きと断片」

「科学史から」

この表で用いら

一 ないし

移動を示

対応を示

号

湘
一す
ヨ

す

〔 87]

〔 95〕

〔 96〕

〔157〕

〔 89]

〔 90]

〔 57〕

〔193〕

I

〔 57]

〔 98〕

〔 87]

〔 95〕

〔 96〕

〔157]

〔 89〕

〔 90〕

「歴史的序論」

「歴史的事項」

「序論」

「歴史的事項」

「『 フォイエルバハ論』か

ら除かれた部分」



新 MEGA版『自然の弁証法』瞥見

「覚え書きと断片」は「覚え書きと断片」で,それぞれ 〔16期 をほぼ指針

として配列されてはいるのである1のが,ほかならぬこの二重構 造 のせ い

で,全巻をつ うじての編成の首尾一貫性は,はじめか らいわば断念されて

いることになる11)。

Ⅲ 大部分は短い大多数の稿つまり「覚え書きと断片」の配列にあた つ

て,い ろいろな可能性があるために一義的に絶対に確実な決定をくだせな

いばあい, 1941年の ロシア語版『 自然の弁証法』 (D物″たガ滋 ′″'いぅ

M“kwa 1941)12)以 来ならわしになってきた配列をできるだけ変えない

(具体的には,MEW版 における配列をできるだけ生かす),と いう方針を

とっていること13)。

では,新 しい体系的配列は,具体的にどのような姿を呈することになっ

たのであろうか? これをつぎに MEW版 と対比 した表で示すことにし

よう。

2

「論文」および少数の (長めの)重要な稿については,表題をしるす。

記号については,次ページ右上のかこみを見ていただきたい。

lヽEW ⅣIEGA

「計画草案」

〔164〕  「1878年 のプラン」

〔166〕  「1880年 のプラン」

一→V前半

「論文」

〔98〕  「序論」― I

〔163〕  「『反デューリング論』

への旧序文。弁証法につ

4

〔164〕  「1878年のプラン」



稿 (〔 142〕 。〔143〕 。〔168〕 。〔172〕・〔174〕・〔185〕)が 採録 されたのであ

る。)。

編集にかんして

全 197稿を,上述のとお り,ま ず執筆順に並べ,つ ぎに 1稿を除いて体

系的に配列 した,と いうことが,こ れまでのどの版にもなかった新 MEGA

の新しい大きな特色である6)。 執筆順による配列というものがどのような

や りかたで確実にないし高い確度をもって実現できたのか,読者がこの配

列を活用 して「エングルスの思考作業場における完全な実習」(ein Юllstan‐

diges Praktikum in der Gedankenwerkstatt von Engels)を しおえるに

はどうした らよいのか,な どについては,編者たちが語っている7)。 興味

ぶかいし,ま た,参考になる。とは言え,わたしがもっと興味をひかれる

のは(たぶん,だれでもそ うであろう),やは り,実際にどのように体系的

配列が行なわれて,そ の結果,どのような新 しいテキス トがわたしたちに

提供されることになったのか,こ れとMEヽV版テキス トとの異同はどのよ

うなものであろうか,と いうこと,こ ちらのほ うにである。

新しい体系的配列を特徴づけているのは,つ ぎの 3点であろう :

I「 1878年 のプラン」(Plan 1878)(〔 164〕)を ,エ ングルスがもくろ

んだ著作の全体構想 (部別構成)を示すものと見なし,すべての稿の配列

の指針としたこと。具体的には,こ れを巻頭にかかげ,そ の第 1項 。第 2

項 。第 3項 。第 4項 。第 5項 。第11項 に見あった 6部に残 りの 196稿 をす

べて配当したこと8)。

1 そのさい,多少とも完結 した10本の長い「論文」(Artikel)と その

はかの「覚え書きと断片」(Notizen und Fragmente)と を区別 (差別P!)

せず,つま り,MEW版 でのように前半に「論文」をまとめて置き後半に

「覚え書きと断片」を集めるというや りかた は や め て,「単層的配列」

(einSChiChtige Anordnung)9)を貫徹したこと。

MEW版 でも,巻頭に 〔164〕 が置かれてお り,「論文」は「論文」で,
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かかわるいくつかの問題について」(Zu einigen Problemen der Darbie‐

tung des Textes der,,Dialektik der Natur``in der ⅣEEGA)1), こうし

た文章をも参照しながら,以下,こ れまで広 く普及してわたしたちも親し

んできた『 マルクス =エ ングルス全集』 (KARL MARX― FRIEDRICH

ENGELS:WERKE)一 一以下,「MEW」 と言 う一―第20巻 (1962)所収

のものとはかな りちがった様子をしている『 自然の弁証法』のこの最新の

テキス トについて,さ しあた りの所見をしるしておきたい。

1

全般的なこと

新 MEGAで 『 自然の弁証法』の草稿 で あ る と認定された稿 (Text‐

stucke)は ,全部で197個である。このなかには,た とえば,57ベ ージにわ

たって印刷されている「電気」(Elektricitat)の ような長大な論稿もはいっ

ていれば,た だ 4語だけでできた「 セッキと教皇」(SecChi und der Papst)

といった短い断片もはいっていれば, 4つの包み (Umschlage)の表題も

はいっている。この197稿が,《Text》 巻の前半で一―およそはじめてのこ

とにちがいない !―一年代順つまり執筆順に配列されて (Chron010gische

Anordnung)つ ぎつぎに 〔1〕 から 〔197〕 までの番号を付けられている。

そして,後半では,ただ一つ 〔101〕 だけを除外して196稿が体系的に配列

されている (systematische Anordnung)。

MEW版 『 自然の弁証法』に収められている稿の数は,数えてみると,

188である2)。
新 MEGAで は,MEWで 「『反デューリング論』のため

のエ ングルスの準備労作から」(Aus Engels'Vorarbeiten zum,,Anti‐

Duhring``)と 題してまとめられている諸稿のうち,奴隷制にかんする覚

え書きと, フーリエ (F.―M.―Ch.Fourier)の 著書『産業的・組合的新世

界』(Nouveau monde industriel et s∝ i6taire)か らの抜き書きと8)が
,

それぞれ 〔101〕 および 〔103〕 として再び収録された4)ぅ ぇに,新 しく7

2
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新 MEGA版『自然の弁証法』瞥見

一
MEW版 との比較を中′いに

―

秋  間 実

0

先日,新しい『マルクス・エングルス全集』 (KARL MARX―FRIED

RICH ENGELS:GESAMTAUSGABE(MEGA))― 以下,「新

MEGA」 と言 う一―第 I部第26巻『 自然の弁証法』⊂滋 ″λ″カル″ハしιπ″

(1873-182),Dietz Verlag Berhn,1985)が 手もとに届いた。実際にこ

の巻 (《Text》 巻と《Apparat》 巻との 2冊)の編集などに当たったのは,

geXt》 巻の扉ページの裏の記載によると,グ リーゼ (Anneliese Griese),

フェッセン (Friederun Fessen), ハーン (Nella Hahn), ハイニヒ(Karl

Heinig), コッホ (Martin KOch), ′く―ヴェルツィヒ (Gerd Pawelzig),

この 6人であ り, グリーゼが指揮をとったという。この人たちの手になっ

たものと考えられるこの巻の「序論」 (Einleitung)お よび「編集にかか

わる参考事項」(Editorische Hinweise),な らびに,『 ドイツ哲学雑誌』

(Dttsr72ι 笏 数坊″L″″Dり腸″ん″ :DZ/PL)1986年 3月 号に掲載され

た 2報告 :グ リーゼ/パ ーヴェルツィヒ「新 MEGAの 諸原則に見あった

『 自然の弁証法』新版の作製について」(Zur Gestaltung der neuen EditiOn

der,,I)ialektik der Natur“ entsprechend den Prinzipien der NIIEGA)

およびフェッセン「新 MEGAで の『 自然の弁証法』のテキス トの提供に
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