
　　

科
学
方
法
論

戸
坂

　

潤

　
　

　
　



　



1　序

序

、

　

科
、

　

学
、

　

方
、

　

法
、

　

論
を
私
は
、
、

　

学
、

　

問
、

　

論
乃
至
、

　

科
、

　

学
、

　

論
の
一
つ
の
特
殊
な
形
態
と
し
て
取
り
扱
う
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
学

問
の
、

　

方
、

　

法
を
中
枢
と
し
た
限
り
の
学
問
理
論
こ
そ
、

あ
た
か

恰
も
科
学
方
法
論
の
名
を
以
て
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ

し
て
又
そ
う
呼
ば
れ
る
こ
と
が
丁
度
そ
れ
に
適
わ
し
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
吾
々
は
、
こ
の
書
物
に
於

て
、
ま
ず
学
問
に
於
け
る
、

　

方
、

　

法
、

　

概
、

　

念
、

　

の
、

　

分
、

　

析
か
ら
出
発
す
る
理
由
を
も
つ
。
方
法
概
念
の
様
々
の
形
態
、
従
っ
て
又
科

学
方
法
論
の
様
々
な
形
態
は
、
茲
に
一
般
的
にあ

ら
か
じ

予
め
展
開
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。「
方
法
概
念
の
分
析
」
二
篇
は
吾
々

の
理
論
に
於
て
、
、

　

総
、

　

論
の
位
置
を
占
め
る
と
云
っ
て
好
い
。

後
に
続
く
三
篇
は
、
吾
々
が
実
際
上
出
逢
い
つ
つ
あ
る
既
成
の
科
学
方
法
論
に
就
い
て
、
前
の
総
論
で
得
た
結
果
を

実
地
に
検
証
し
よ
う
と
し
た
不
完
全
な
試
み
に
他
な
ら
な
い
。
私
は
こ
の
際
、
リ
ッ
ケ
ル
ト
教
授
が
主
と
し
て
与
え

た
限
り
の
「
科
学
論
」
を
、
材
料
の
中
心
と
し
て
―――
決
し
て
唯
一
の
材
料
で
は
な
い
―――
選
ぶ
の
が
適
当
で
あ
る
と

考
え
た
。

け
だ蓋

し
科
学
方
法
論
と
い
う
、

　

問
、

　

題
を
吾
々
に
最
も
著
し
く
意
識
せ
し
め
た
功
績
は
、

な
か
ん
ず
く

就
中
教
授
の
科
学
論
に

帰
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
ら
。

し
か併

し
そ
の
結
果
、
吾
々
の
科
学
方
法
論
は
一
つ
の
特
殊
な
視
角
を
与
え
ら
れ
ざ

る
を
得
な
く
な
り
、
そ
こ
に
於
て

お
よ凡

そ
提
出
さ
れ
得
た
問
題
は
こ
の
視
角
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と

と
な
っ
た
。
こ
の
視
角
に
於
て
必
ず
し
も
照
し
出
す
こ
と
の
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
科
学
方
法
論
の
恐
ら
く
幾
つ
か
の

問
題
は
そ
れ
故
、

つ
い遂

に
吾
々
の
理
論
の
内
容
と
な
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
、
私
は
之
を
他
の
機
会
に
取
り
上
げ
ね
ば

な
ら
な
い
と
思
う
。
こ
の
三
篇
は
特
殊
個
々
の
歴
史
的
内
容
を
取
り
扱
う
の
で
あ
る
か
ら
、
吾
々
の
理
論
に
於
て
、
、

　

特

、

　

論
に
相
当
す
る
位
置
を
占
め
る
も
の
で
あ
る
。

総
論
と
特
論
と
を
一
貫
す
る
叙
述
の
方
法
は
、
方
法
概
念
の
分
析
、
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
処
の
、
、

　

方
、

　

法
、

　

概
、

　

念
、

　

の
、

　

運
、

　

動
、



　2

の
内
に
存
在
す
る
。
事
物
を
そ
の
概
念
の
運
動
に
於
て
理
解
す
る
こ
と
は
、
事
物
を
根
柢
に
於
て
把
握
す
る
に
必
要

な
道
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
一
般
に
、
概
念
の
分
析
と
か
概
念
の
運
動
と
か
い
う
言
葉
が
何
を
意
味
す
る
か
を
、
読
者
は

実
地
に
就
い
て
お
の
ず
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
る
な
ら
ば
幸
い
で
あ
る
。

し
か併

し
私
は
、
学
問
界
の
伝
習
的
な
一
つ
の
話
題
と
し
て
、
吾
々
の
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
こ
と
を
好
ま
な
い
。
又

移
り
変
る
こ
と
な
き
絶
対
的
な
問
題
の
一
つ
と
し
て
之
を
提
出
し
得
よ
う
と
も
思
わ
な
い
。
た
だ
吾
々
に
と
っ
て
そ

し
て
今
日
、
こ
の
問
題
が
重
大
な
意
味
を
有
ち
又
有
力
な
効
用
を
約
束
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
、
吾
々
は
期
待
し
て
い

る
と
私
は
信
じ
る
。
私
の
不
完
全
な
処
女
作
も

も
っ
ぱ

専
ら
こ
の
期
待
に
立
脚
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
私
の
個
人
的
な
不
完

全
さ
が
、
こ
の
問
題
に
対
す
る
公
共
的
な
期
待
を
傷
け
得
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。

「
方
法
概
念
の
分
析
」（
そ
の
一
）（
そ
の
二
）
の
二
篇
は
、
雑
誌
『
哲
学
研
究
』
に
載
せ
た
文
章
を
多
少
書
き
改
め

た
も
の
で
あ
る
。

　

一
九
二
八
・
一
〇

京
都
に
て戸

　

坂

　
　

潤



3　再版序

再
版
序

再
版
に
際
し
て
は
、
誤
植
を
訂
正
す
る
程
度
の
変
更
を
加
え
る
こ
と
し
か
出
来
な
か
っ
た
。
そ
れ
も
友
人
や
未
知

の
好
意
あ
る
読
者
か
ら
の
注
意
に
よ
っ
て
発
見
し
た
も
の
が
大
部
分
で
あ
る
。
前
に
小
倉
金
之
助
博
士
か
ら
、
座
標

の
問
題
に
関
し
て
与
え
ら
れ
た
助
言
は
、
或
る
部
分
を
相
当
に
書
き
直
さ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
種
類
の
も
の
な
の
で
、

こ
の
版
で
は
不
本
意
な
が
ら
無
視
せ
ざ
る
を
得
な
い
事
情
に
な
っ
た
。
初
め
て
こ
の
書
物
を
書
い
た
時
と
、
現
在
の

私
と
で
は
、
可
な
り
考
え
に
変
化
も
あ
る
か
ら
、
い
つ
か
は
全
体
を
書
き
直
し
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
は
そ
う

い
う
機
会
が
熟
す
る
時
を
待
と
う
と
思
う
。

前
の
序
文
で
、
こ
の
書
物
と
連
関
し
た
一
群
の
仕
事
を
約
束
し
て
お
い
た
が
、
い
ま
だ
に
そ
の
仕
事
の
中
心
へ
立
入

る
こ
と
が
で
き
ず
に
い
る
の
は
遺
憾
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
私
は
決
し
て
そ
れ
を
破
棄
し
な
い
、

む
し寧

ろ
約
束
し
た
仕
事

の
重
大
さ
を
、
様
々
な
側
面
か
ら
増
々
痛
切
に
感
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

一
九
三
二
・
一
〇

東
京

著

　
　

者
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7　方法概念の分析（その一）

方
法
概
念
の
分
析
（
そ
の
一
）

第
一
部

空
疎
な
興
奮
で
も
な
く
、
平
板
な
執
務
で
も
な
く
し
て
、
生
活
は
一
つ
の
計
画
あ
る
営
み
で
あ
る
。
一
定
の
出
発
と

一
定
の
目
的
と
を

も有
つ
歩
み
で
常
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
意
味
に
於
て
、
歩
み
は
、

　

道
を
逐
う
て
運
ば
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
一
切
の
生
活
に
於
け
る
こ
の
特
色
は
、

あ
た
か

恰
も
、

　

方
、

　

法
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
。
吾
々
の
ど
の

よ
う
な
労
作
に
於
て
も
、
方
法
は
根
本
的
な
意
味
を

も有
つ
。

ひ
と独

り
学
問
の
研
究
に
於
て
ば
か
り
で
は
な
く
、
芸
術
的
感

覚
を
完
成
す
る
に
も
、
人
間
的
性
格
を
育
て
上
げ
る
に
も
、
又
そ
の
他
ど
の
よ
う
な
場
合
に
も
、
根
柢
に
方
法
が
働

い
て
い
な
い
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
中
に
も
学
問
の
研
究
に
と
っ
て
は
、
最
も
方
法
が
重
大
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

学
問
を
真
に
自
己
の
も
の
と
し
よ
う
と
す
る
時
、
云
い
換
え
れ
ば
、
実
際
に
み
ず
か
ら
そ
の
学
問
を
追
究
し
自
己
に

と
っ
て
そ
の
学
問
が
も
つ
必
然
性
を
検
証
し
よ
う
と
す
る
時
、
方
法
が
吾
々
に
と
っ
て
問
題
と
な
ら
ず
に
は
お
か
な

い
。
方
法
が
そ
れ
自
身
に
依
っ
て
―――

た
と例

え
ば
方
法
論
と
い
う
よ
う
な
話
題
に
促
さ
れ
て
で
は
な
く
―――
問
題
と
な

る
の
は
恐
ら
く
、
そ
の
学
問
の
前
途
を
祝
福
し
て
野
心
あ
る
計
画
を
持
と
う
と
欲
す
る
時
と
か
、
そ
れ
で
な
け
れ
ば
、

そ
の
学
問
の
現
状
に
疑
い
を
懐
い
て
去
就
を
決
し
兼
ね
る
よ
う
な
場
合
で
あ
ろ
う
。
何
と
な
れ
ば
、
吾
々
が
あ
る
学

問
の
特
徴
を
見
抜
き
見
極
め
る
の
に
役
立
つ
の
は
、
雑
多
な
末
梢
的
博
識
で
は
な
く
し
て
、

ま
さ正

に
方
法
を
中
心
と
し
た

中
枢
的
把
握
で
あ
る
他
は
な
い
が
、
か
く
て
把
握
さ
れ
た
、

　

方
、

　

法
、

　

的
、

　

理
、

　

解
は
初
め
て
、
そ
の
学
問
が
持
つ
第
一
義
に
優
れ

た
特
色
―――
、

　

性
、

　

格
―――
を
吾
々
に
示
す
こ
と
が
出
来
る
か
ら
で
あ
る
。
又
吾
々
は
こ
の
性
格
を
捉
え
て
こ
そ
そ
の
学

問
を
、

　

批
、

　

判
す
る
こ
と
も
出
来
る
の
で
あ
る
。
任
意
の
、
手
当
り
次
第
の
、
又
は
他
か
ら
そ
の
ま
ま
受
け
と
っ
た
、
一
つ
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の
特
色
を
持
ち
出
し
、
又
は
或
る
特
色
自
身
に
と
っ
て
は
偶
然
で
あ
る
よ
う
な
視
角
か
ら
そ
の
特
色
を
取
り
扱
う
こ

と
は
、
少
し
も
批
判
の
名
に
値
い
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
た
と
い
論
構
が
ど
れ
程
緻
密
で
あ
っ
て
も
、
見
当
を
―――
又

性
格
を
―――
逸
し
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
取
り
扱
わ
れ
た
問
題
は
批
判
さ
れ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
方
法
的
理

解
の
み
が
学
問
の
性
格
を
明
ら
か
に
し
そ
の
批
判
を
可
能
な
ら
し
め
る
。

方
法
的
理
解
―――
方
法
を
中
心
と
す
る
中
枢
的
把
握
―――
と
云
っ
た
が
、

し
か併

し
方
法
と
は
何
で
あ
る
か
。
無
論
私
は

学
問
（

な
い
し

乃
至
学
問
研
究
）
の
方
法
に

つ就
い
て
答
え
る
。
そ
し
て

そ
れ夫

と
、

　

反
、

　

対
―――
反
対
の
意
味
は
後
に
説
明
さ
れ
る
―――

な
も
の
を
通
じ
て
そ
れ
を
分
析
す
る
の
が

ふ
さ適

わ
し
い
。
方
法
に
、

　

反
、

　

対
な
る
も
の
は
、

　

対
、

　

象
で
あ
る（

一
）。

対
象
は
方
法
の
目

的
で
あ
り
、
方
法
は
対
象
の
出
発
点
で
あ
る
と
云
っ
て
よ
い
。
吾
々
が
方
法
に
よ
っ
て
、

　

通
、

　

達
す
る
も
の
、
そ
れ
が
対
象

で
あ
る
。
処
で
或
る
、

　

特
、

　

定
の
対
象
に
対
し
て
或
る
、

　

特
、

　

定
の
方
法
が
あ
る
の
が
至
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
も
し
任
意

の
対
象
に
対
し
て
任
意
の
方
法
が

ふ
さ適

わ
し
い
と
す
れ
ば
、
特
に
、

　

こ
、

　

の
学
問
の
方
法
と
い
う
よ
う
な
事
を
吾
々
が
問
題

と
し
て
そ
れ
に
関
心
を

も有
つ
理
由
が
な
い
筈
で
あ
る
。
処
が
方
法
が
吾
々
に
と
っ
て

そ
も
そ
も

抑
々
問
題
と
な
る
の
は
、
之
が

、

　

こ
、

　

の
学
問
又
は
、

　

か
、

　

の
学
問
の

そ
れ
ぞ
れ

夫
々
の
性
格
を
云
い
表
わ
す
か
ら
で
あ
っ
た
。
故
に
特
定
の
対
象
に
対
し
て
特
定
の
方

法
が
対
立
す
る
。
今
仮
に
、
特
定
の
方
法
と
之
に
対
す
る
特
定
の
対
象
と
い
う
二
つ
の
既
知
の
概
念
を
用
い
て
、
さ
し

当
り
最
も
形
式
的
な
出
発
を
と
る
と
す
れ
ば
、
論
理
的
に
必
然
な
選
言
と
し
て
次
の
四
つ
の
場
合
が
現
わ
れ
て
来
る
。

（
一
）
、

　

対
、

　

象
、

　

が
、

　

方
、

　

法
、

　

を
、

　

決
、

　

定
、

　

す
、

　

る
、

　

か
、（
二
）
、

　

方
、

　

法
、

　

が
、

　

対
、

　

象
、

　

を
、

　

決
、

　

定
、

　

す
、

　

る
、

　

か
、（
三
）
そ
れ
と
も
対
象
で
も
方
法
で
も
な

い
第
三
者
が
両
者
を
、

　

同
、

　

時
、

　

に
、

　

決
、

　

定
、

　

す
、

　

る
、

　

か
、（
四
）
そ
れ
と
も
又
方
法
と
対
象
と
の
、

　

相
、

　

互
、

　

決
、

　

定
、

　

で
、

　

あ
、

　

る
、

　

か
。
何
と
な
れ

ば
、
特
定
な
も
の
と
そ
れ
に
対
立
す
る
特
定
な
も
の
と
の
間
の
関
係
を
、
最
も
一
般
的
な
言
葉
を
か
り
て
、
、

　

決
、

　

定
と
呼

ん
で
よ
い
か
ら
。
恐
ら
く
第
一
の
場
合
は
、
素
朴
的

な
い
し

乃
至
独
断
的
、
或
い
は
或
る
意
味
に
於
け
る
実
在
論
的
立
場
と
呼

ば
れ
る
も
の
を
云
い
表
わ
し
、
第
二
の
場
合
は
「
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
」
を
経
た
批
判
的

な
い
し

乃
至
或
る
意
味
に
於
け
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る
観
念
論
的
立
場
と
云
わ
れ
る
も
の
を
代
表
す
る
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
こ
の
二
つ
の
立
場
の
是
非
は
、
或
る
手
懸

り
を
得
た
後
に
初
め
て
決
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
始
め
か
ら
之
を
決
定
し
て
出
発
す
る
こ
と
は
吾
々
に
と
っ
て

不
利
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
方
法
と
対
象
と
の
内
、

い
ず何

れ
か
が
特
に
優
先
権
を

も有
つ
事
は
形
式
的
出
発
と
し
て
は
許

せ
な
い
か
ら
。
第
三
の
場
合
は
方
法
と
対
象
と
へ
同
じ
権
利
を
与
え
る
点
に
於
て
形
式
的
に
整
っ
て
い
る
に
は
違
い

な
い
、
け
れ
ど
も
そ
の
第
三
者
と
は
何
か
。
吾
々
は
今
方
法
と
対
象
と
の
二
つ
の
概
念
し
か
知
ら
な
い
。
第
三
者
は

「
或
る
も
の
」
の
外
何
と
も
云
う
こ
と
は
出
来
な
い
。
処
が
そ
の
よ
う
な
「
或
る
も
の
」
か
ら
出
発
す
る
こ
と
は
常
に

不
可
能
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
或
る
も
の
と
は
、
何
物
の
手
懸
り
に
も
な
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
う
意
味
に
於
て
、

一
つ
の
逃
避
的
概
念
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
い
方
法
と
対
象
と
の
、

　

総
、

　

合
が
そ
れ
で
あ
る
と
云
っ
て
も
、
そ
の
場

合
の
よ
う
に
単
に
総
合
す
る
た
め
の
総
合
こ
そ
は
、せ

っ
ち
ゅ
う

折
衷
の
概
念
が
そ
れ
を
説
明
し
て
い
る
よ
う
に
、
一
つ
の
代
表
的

な
逃
避
的
概
念
に
外
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
残
る
も
の
は
第
四
の
場
合
―――
相
互
決
定
―――
だ
け
で
あ
る
。

第
一
に
そ
れ
が
形
式
上
の
整
備
を

も有
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
次
に
そ
れ
は
出
発
の
手
懸
り
と
な
る
こ
と

が
出
来
る
に
違
い
な
い
。
相
互
決
定
の
概
念
が
決
し
て
逃
避
的
概
念
で
は
な
く
し
て
生
産
的
な
概
念
で
あ
る
こ
と
を
、

私
は
次
第
に
明
ら
か
に
し
て
行
け
る
で
あ
ろ
う
か
ら
。

(

一)

　

方
法
に
対
す
る
も
の
と
し
て
人
々
は
、

　

体
、

　

系
と
か
、

　

主
、

　

題
と
か
、

　

資
、

　

料
と
か
を
挙
げ
る
か
も
知
れ
な
い
。
お
の
ず
か
ら
明
ら
か
と

な
る
理
由
に
よ
っ
て
私
は
之
か
ら
は
出
発
し
な
い
。
―――
体
系
に

つ就
い
て
は
後
を
見
よ
。

相
互
決
定
の
分
析
に
先
立
っ
て
一
つ
の
注
意
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
人
々
は

こ
こ茲

に
す直

ぐ
さ
ま
、

　

交
、

　

互
、

　

作
、

　

用
を
憶
い
起

こ
す
こ
と
で
あ
ろ
う
。
方
法
と
対
象
と
は

こ
も
ご
も

交
々
互
い
に
決
定
す
る
の
で
あ
っ
た
し
、
そ
し
て
こ
の
決
定
は
無
論
静
止
的

関
係
で
は
あ
り
得
な
い
が
、
今
も
し
こ
の
決
定
を
ば
決
定
と
い
う
作
用
を
作
用
す
る
―――W

irk
lich

es
W

irk
en

―――

こ
と
で
あ
る
と
云
う
な
ら
ば
、
相
互
決
定
の
関
係
は
一
応
は
交
互
作
用
と
呼
ば
れ
て
も
よ
い
よ
う
で
あ
る
。
け
れ
ど
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も
そ
の
よ
う
な
意
味
に
於
て
交
互
作
用
を
語
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
少
し
も
方
法
・
対
象
の
相
互
決
定
を
分
析

す
る
も
の
で
は
な
く
し
て
、

か
え却

っ
て
一
つ
の
よ
り
蕪
雑
な
概
念
―――
作
用
と
い
う
―――
を
用
い
て
同
語
反
覆
す
る
に

過
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
処
で
も
し
同
語
反
覆
以
上
の
よ
り
積
極
的
な
内
容
を
之
に
与
え
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
ん

ど
は
こ
の
概
念
の
使
用
の
場
合
を
取
り
違
え
て
い
る
こ
と
に
気
付
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、

そ
の
積
極
的
内
容
あ
る
交
互
作
用
と
は
カ
ン
ト
に
於
て
そ
う
あ
る
よ
う
に
、
一
つ
の
範
疇
に
他
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

と
い
う
意
味
は
、
、

　

対
、

　

象
と
、

　

対
、

　

象
と
の
「
関
係
」
を
構
成
す
る
概
念
で

そ
れ夫

は
あ
る
で
あ
ろ
う（

一
）。

処
が
吾
々
が
求
め
る
関
係

は
対
象
と
対
象
と
の

そ
れ夫

で
は
な
く
し
て
、

　

対
、

　

象
と
、

　

方
、

　

法
と
の

そ
れ夫

で
あ
っ
た
。
こ
の
関
係
に
こ
の
範
疇
を
適
用
す
る
こ
と

は
カ
ン
ト
に
於
て
も
許
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
い
う
な
ら
ば
こ
の
関
係
は
カ
ン
ト
的
範
疇
を
超
越
し
之
に
先
立
つ

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（

二
）。

両
者
の
相
互
決
定
の
関
係
は
既
成
の
一
範
疇
に
包
摂
さ
れ
て
理
解
さ
れ
る
よ
う
な
部
分

的
な
事
情
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
出
来
る
な
ら
ば

か
え却

っ
て
一
切
の
範
疇
を
そ
こ
に
於
て
統
一
的
に
理
解
せ
し
め
る

よ
う
な
根
本
的
な
関
係
に
ぞ
く
さ
ね
ば
な
ら
ぬ（

三
）。

そ
れ
で
あ
る
か
ら
今
は
交
互
作
用
―――
又
はG

em
ein

sch
aft

―――

と
い
う
概
念
と
は
独
立
に
、
こ
の
相
互
決
定
は
分
析
さ
れ
て
行
く
必
要
が
あ
る
。

(

一)

　

カ
ン
ト
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
ばH

a
n
d
eln

d
es

とL
eid

en
d
es

と
の
交
互
作
用
で
あ
る
。
ロ
ッ
ツ
ェ
の
根
本
概
念
で
あ

る
処
の
交
互
作
用
も
亦
、
物
と
物
と
の
間
の

そ
れ夫

で
あ
る
。L

o
tze,

M
eta

p
h
y
sik

,
K
a
p
.
6

参
照
。

(

二)

　

カ
ン
ト
の
物
自
体
が
感
性
を
感
触
す
る
処
の
原
因
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
時
、
因
果
の
範
疇
に

つ就
い
て
今
と
同
じ
こ
と
が
云

わ
れ
た
こ
と
を
思
い
起
こ
す
。

(

三)

　

た
と例

え
ば
フ
ィ
ヒ
テ
の
自
我
の
体
系
を
取
ろ
う
。
フ
ィ
ヒ
テ
に
於
て
も
交
互
作
用
は
自
我
か
ら
演
繹
さ
れ
た
範
疇
の
一
つ
に

過
ぎ
な
い
。

さ
き向

に
、
特
定
の
対
象
に
特
定
の
方
法
が
対
立
す
る
と
云
っ
た
。
そ
の
時
、
特
定
と
い
う
言
葉
は
た
だ
任
意
を
否
定
す
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る
目
的
に
の
み
用
い
ら
れ
た
。
今
や
之
に
次
の
こ
と
を
付
け
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
一
に
そ
れ
は
、

　

唯
、

　

一
を
意

味
す
る
の
で
は
な
い
。
唯
一
の
対
象
と
唯
一
の
方
法
と
が
必
ず
一
対
一
の
関
係
に
あ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
と
云
う

の
で
は
な
い
。
唯
一
で
な
く
し
て
幾
個
で
も

よ好
い
が
た
だ
任
意
の
数
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
云
う
の
で
あ
る
。
又

唯
一
の
甲
で
は
な
く
し
て
乙
で
も
丙
で
も

よ好
い
が
、
た
だ
任
意
の
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
云
う
ま
で
で
あ
る
。

或
る
一
定
さ
れ
た
範
囲
の
内
に
於
て
対
応
関
係
が
成
り
立
た
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
、
そ
れ
は
云
い
現
わ
し
て
い
た
の

で
あ
る
。
そ
の
範
囲
が
実
際
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
は
問
題
と
し
な
い
が
、
少
く
と
も
こ
の
範
囲
は
任
意
で
も

唯
一
で
も
な
い
処
の
一
定
―――
特
定
―――
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
第
二
に
、
特
定
と
は
一
定
、

　

不
、

　

変
を
意
味
し

て
は
な
ら
な
い
。
対
象
も
方
法
も
決
し
て
ど
の
よ
う
な
意
味
で
で
も
不
変
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

か
え却

っ
て
常
に
運
動
し
得
る
（
変
化
し
得
る
）
、

　

可
、

　

能
、

　

性
を

も有
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
そ
の
変

化
＝
運
動
が
任
意
の
変
動
で
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
と
云
う
ま
で
で
あ
る
。
か
か
る
運
動
は
浮
動
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
運

動
で
は
な
く
し
て
、

　

意
、

　

味
、

　

あ
、

　

る
、

　

運
、

　

動
で
あ
る
。
自
然
界
の
運
動
に
於
て
も
、
意
味
あ
る
運
動
は
名
前
を
与
え
ら
れ
て
い
る

よ
う
に
―――
円
運
動
と
か
ジ
グ
ザ
グ
と
か
―――
こ
の
運
動
も
亦
後
に
名
称
を

も有
つ
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
す
で

に
、

　

何
、

　

か
、

　

の
運
動
が
可
能
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
、

　

ど
、

　

の
、

　

よ
、

　

う
、

　

な
運
動
が
、

　

実
、

　

際
、

　

に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
。

―――
私
は
論
理
的
分
析
を
出
発
の
手
懸
り
と
し
て
事
実
の
分
析
に

は

い

這
入
っ
て
行
く
の
が
目
的
で
あ
る
。

対
象
と
方
法
と
は
相
互
に
決
定
す
る
。
そ
の
場
合
、
決
定
が

い
ず何

れ
か
ら
何
時
始
ま
っ
た
か
、
と
い
う
こ
と
は
全
く
問

題
に
な
る
こ
と
は
出
来
な
い
―――
も
し
そ
う
で
な
け
れ
ば
そ
れ
は
相
互
と
い
う
概
念
を
破
壊
す
る
。
そ
う
で
は
な
く

し
て

し
か而

も
、

　

現
、

　

に
、

　

已
、

　

に
一
方
が
他
方
を
決
定
し
、
か
く
し
て
決
定
さ
れ
た
他
方
が
更
に
又
一
方
を
決
定
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
の
過
程
に
は
終
り
が
な
い
。

こ
こ茲

に
際
限
な
い
、

　

循
、

　

環
が
存
在
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
こ
の
循
環
は
無
論
か
の

「
悪
し
き
循
環
」
で
あ
る
の
で
は
な
く
し
て
、
実
に
根
本
的
な
循
環
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
之
は
思
惟
に
於
け
る
論
理
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的
循
環
で
は
な
く
し
て
、
相
互
決
定
と
い
う
存
在
の
可
能
性
に
於
け
る
云
わ
ば
、

　

存
、

　

在
、

　

論
、

　

的
、

　

循
、

　

環
に
外
な
ら
な
い
か
ら
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
、

　

何
、

　

か
存
在
論
的
な
る
循
環
は
、
方
法
と
対
象
と
の
間
の
一
つ
の
運
動
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、

し
か併

し

ま
だ

す直
ぐ
に
は
方
法
そ
れ
自
身
、
対
象
そ
れ
自
身
の
持
つ
運
動
と
は
考
え
ら
れ
な
い
に
違
い
な
い
。

し
か而

も
吾
々
が
問

う
て
い
た
の
は
後
の
場
合
の
運
動
で
あ
っ
た
。
こ
の
循
環
に
よ
っ
て
は
、
対
象
自
身
・
方
法
自
身
は
そ
の
ま
ま
変
化
す

る
こ
と
な
く
、

か
え却

っ
て
常
に
そ
の
前
の
自
己
に
還
る
も
の
で
は
な
い
か
、
人
々
は
そ
う
尋
ね
る
か
も
知
れ
な
い
。
論
理

的
循
環
な
ら
ば
確
か
に
そ
う
で
あ
る
。
吾
々
が
或
る
仮
定
か
ら
結
論
し
、
そ
し
て
そ
の
結
論
か
ら
そ
の
仮
定
を
証
明

す
る
時
、
そ
れ
を
幾
回
繰
り
返
し
て
も
、
仮
定
は
依
然
と
し
て
前
の
仮
定
で
あ
り
、
結
論
は
依
然
と
し
て
前
の
結
論

で
あ
る
。
も
し
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
も
は
や
そ
こ
に
あ
る
も
の
は
循
環
で
は
な
く
し
て

む
し寧

ろ
形
式
論
理
的
矛
盾
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
処
が
対
象
と
方
法
と
の
循
環
―――
相
互
決
定
は
今
や
こ
の
言
葉
に
よ
っ
て
置
き
替
え

ら
れ
る
―――
は
論
理
的
循
環
で
は
な
く
し
て
相
互
決
定
と
い
う
何
か
存
在
論
的
な
る
循
環
で
あ
っ
た
。
こ
の
循
環
に

よ
っ
て
対
象
も
方
法
も
変
化
し
な
い
筈
で
あ
る
と
は
云
わ
れ
な
い
。
そ
し
て
、

　

実
、

　

際
、

　

に
そ
れ
は
変
化
す
る
。
自
然
科
学

の
方
法
に
と
っ
て
そ
の
対
象
は
自
然
的
事
物
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
自
然
の
事
物
は
自
然
科
学
的
方
法
に
よ
っ
て
観
察

さ
れ
、
記
述
さ
れ
、
又
説
明
さ
れ
る
と
云
わ
れ
て
い
る
。
今
ま
で
明
る
み
か
ら

か
く匿

さ
れ
て
い
た
自
然
の
事
物
の
諸
規
定

は
次
第
に
明
る
み
の
前
へ
持
ち
出
さ
れ
る
。
暗
く
し
て
恐
ら
く
深
々
と
見
え
た
対
象
は
次
第
に
覆
い
を
取
り
去
ら
れ
、

照
ら
さ
れ
、
固
有
の
色
彩
を
与
え
ら
れ
る
。
明
ら
か
に
対
象
は
変
化
す
る
。
暗
い
も
の
か
ら
そ
の
反
対
の
明
る
い
も

の
へ
運
動
す
る
。
又
方
法
は
こ
の
時
、
始
め
自
然
の
事
物
を
単
に
観
察
す
る
が
、
や
が
て
之
を
記
述
し
、
次
に
之
を

説
明
し
よ
う
と
企
て
る
で
あ
ろ
う
。
之
が
方
法
の
変
化
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
変
化
＝
運
動
を
個
々
独
立
に
は
常
々

吾
々
は
経
験
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

し
か併

し
私
が
今
語
ろ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
個
々
独
立
の
二
つ
の
経

験
に

つ就
い
て
で
は
な
く
し
て
、

ま
さ正

に
両
者
の
相
互
決
定
に

つ就
い
て
で
あ
っ
た
。
処
が
こ
の
よ
う
な
二
列
の
運
動
を
し
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て
そ
れ
ぞ
れ
の
運
動
で
あ
ら
し
め
る
も
の
こ
そ

ま
さ正

に
、

さ
き向

の
何
か
存
在
論
的
な
循
環
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
故

な
ら
ば
、
対
象
も
方
法
も
そ
れ
自
身
の
力
に
よ
っ
て
運
動
す
る
の
で
は
な
い
―――
両
者
は
、

　

絶
、

　

対
、

　

者
や
、

　

一
、

　

者
や
の
概
念
で

は
あ
り
得
な
か
っ
た
。
そ
う
で
は
な
く
し
て

か
え却

っ
て
常
に
他
か
ら
決
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
性
質
を
持
ち
、
相
互
に

他
か
ら
決
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
両
者
は
運
動
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
両
者
の
運
動

は
両
者
の
間
の
循
環
に
よ
っ
て
初
め
て
必
然
性
を
与
え
ら
れ
る
。

そ
れ
で
あ
る
か
ら
今
や
明
ら
か
で
あ
る
。
対
象
・
方
法
の
相
互
決
定
関
係
は
、
両
者
の
何
か
存
在
論
的
循
環
に
基
く

処
の
両
者
の

そ
れ
ぞ
れ

夫
々
の
運
動
を
ば
、
そ
の
第
一
の
規
定
と
す
る
。
求
め
ら
れ
る
相
互
決
定
は
こ
の
よ
う
な
構
造
―――
何

か
存
在
論
的
な
構
造
―――
を

も有
つ
（
出
発
に
選
ば
れ
た
相
互
決
定
は
単
に
形
式
論
理
的
構
造
に
過
ぎ
な
か
っ
た（

一
））。

(

一)
　

存
在
論
的
と
は
何
を
意
味
す
る
か
を
後
に
正
確
に
決
定
し
よ
う
。
そ
れ
は
少
く
と
も
従
来
の
形
而
上
学
の
本
体
論
と
直
接

の
関
係
が
あ
る
の
で
も
な
く
、
又
近
く
は
本
質
論
と
も
云
う
べ
き
フ
ッ
サ
ー
ル
のO

n
to
lo
g
ie

と
関
係
す
る
の
で
も
な
い
事

を
注
意
し
て
置
け
ば
足
り
る
。

こ
の
運
動
が
、

た
だ直

ち
に
人
々
の
思
い
至
る
で
あ
ろ
う
処
の
運
動
の
諸
概
念
に
よ
っ
て
は
、
必
ず
し
も
正
し
く
名
称
づ

け
ら
れ
な
い
こ
と
を
指
摘
し
よ
う
。

た
と例

え
ば
人
々
は
こ
の
場
合
、

　

発
、

　

展
と
い
う
言
葉
を
好
む
で
あ
ろ
う
。

も
っ
と

尤
も
発
展
概
念
は
往
々
に
し
て
進
歩
の
概
念
を

伴
う
が
、
今
之
に
触
れ
る
こ
と
は
避
け
る
。
進
歩
は
歴
史
に
ぞ
く
し
得
る
概
念
で
あ
る
が
、
吾
々
の
問
題
と
す
る
運
動

は
別
に

す直
ぐ
さ
ま
歴
史
に
ま
で
関
係
を
及
ぼ
し
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
。
之
に
反
し
て
発
展
概
念
は
確
か
に
今
の

場
合
意
味
を

も有
つ
こ
と
の
出
来
る
概
念
で
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
対
象
は
発
展
し
之
に
対
し
て
方
法
も
発
展
す
る
、
と

い
う
言
葉
は
、
対
象
・
方
法
の
構
造
―――

た
だ但

し
そ
れ
は
学
問
の
歴
史
と
は
別
で
あ
る
―――
を
云
い
表
わ
す
の
に

か
っ
こ
う

恰
好
で
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あ
る
よ
う
に
見
え
そ
う
で
あ
る
。

し
か併

し
こ
の
場
合
、
発
展
と
い
う
概
念
を
行
使
し
て
人
々
は
何
を
企
て
て
い
る
の
で

あ
る
か
。
包
ま
れ
た
る
も
の
を
拡
げ
、
含
ま
れ
て
い
た
も
の
を
表
に
出
し
、
微
細
な
も
の
を
拡
大
し
、
低
度
の
も
の
を

高
度
に
し
、
可
能
な
も
の
を
現
実
に
し
、

い
わ
ゆ
る

所
謂
含
蓄
よ
り
顕
現
へ
の
「
移
り
行
き
」
の
結
果
を
―――
移
り
行
き
の
過
程

そ
れ
自
身
の
持
つ
、

　

構
、

　

造
を
で
な
く

ま
さ正

に
過
程
の
、

　

結
、

　

果
を
―――
迹
づ
け
る
こ
と
を
、
人
々
は
こ
の
概
念
に
よ
っ
て
企
て
て

い
る
の
で
は
な
い
か
。
と
い
う
の
は
、
移
り
行
き
が
移
り
行
く
た
め
の
必
然
的
な
構
造
と
し
て

も有
つ
性
格
を
忘
れ
て

―――
そ
れ
を
知
ら
な
い
と
か
否
定
し
た
と
か
云
う
の
で
は
な
い
が
―――
、
た
だ
移
り
行
っ
た
足
跡
と
し
て

そ
れ夫

が
も有

つ

性
格
だ
け
を
把
握
し
、
そ
し
て
之
を
云
い
表
わ
す
の
に
発
展
と
い
う
概
念
を
利
用
す
る
の
で
は
な
い
か
。
発
展
と
い

う
言
葉
で
、
も
は
や
既
に
、
何
か
が
解
決
出
来
た
か
の

ご
と如

く
に
。

も
っ
と

尤
も
も
し
そ
う
で
あ
る
と
し
て
も
之
は
発
展
概
念
自

身
の
困
難
で
は
な
く
し
て
、
そ
の
概
念
の
使
用
法
の
欠
点
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

し
か併

し
私
は
こ
の
概
念
が
何
故
こ

の
よ
う
に
使
用
さ
れ
、

　

易
、

　

い
か
を
必
然
的
に
理
解
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
発
展
と
は
元
来
、
次
第
に
と
か
、
順
序
に
従
っ
て

と
か
、
段
々
に
と
か
、
い
う
、

　

漸
、

　

次
概
念
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
れ
故
吾
々
が
常
に
そ
う
す
る
必
要
が
あ
る
通
り
、
こ
の
概

念
を
も
そ
の
概
念
成
立
の
動
機
か
ら
理
解
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
発
展
が

い

か

如
何
な
る
構
造
を
持
と
う
と
も
そ
れ
は
抜
き

に
し
て
、
と
も
か
く
漸
次
と
い
う
形
態
に
当
て

は嵌
ま
っ
た
発
展
と
し
て
、
こ
の
概
念
が
理
解
さ
れ
る
こ
と
は
、
自
然

で
あ
る
。
過
程
を
抜
き
に
し
て
過
程
の
結
果
だ
け
を
と
り
出
し
勝
ち
な
こ
の
概
念
の
形
式
性
は
、
や
が
て
独
特
な
一

種
の
発
展
概
念
を
生
む
で
あ
ろ
う
。
次
第
に
、
お
の
ず
か
ら
、
困
難
な
く
、
幸
福
に
、
そ
し
て
こ
の
意
味
に
於
て
自
由

に
、
み
ず
か
ら
、
独
立
に
、
発
展
す
る
か
の
よ
う
に
、
発
展
は
往
々
に
し
て
、

　

分
、

　

出
、

　

説
、

　

的
・
、

　

演
、

　

繹
、

　

的
概
念
と
し
て
利
用
さ

れ
慣
さ
れ
る
傾
き
を

も有
つ
。
さ
て
吾
々
の
運
動
は
、

　

他
、

　

か
、

　

ら
、

　

の
、

　

決
、

　

定
に
よ
る
運
動
で
あ
っ
た
。
こ
の
運
動
の
こ
の
、

　

性
、

　

格

を
、

　

理
、

　

解
す
る
に
、
こ
の
よ
う
に
単
調
に
し
て
一
元
的
な
発
展
概
念
の
或
る
も
の
が
、

い

か

如
何
に
不
適
当
で
あ
る
か
を
説

明
す
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
要
す
る
に
言
葉
の
問
題
で
は
な
い
か
、
或
る
人
々
は
そ
う
云
う
で
あ
ろ
う
。
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い
な否

常
に
、

い
わ
ゆ
る

所
謂
言
葉
の
問
題
は
単
な
る
言
葉
の
問
題
で
は
あ
り
得
な
い
、
も
の
の
性
格
を

い

か

如
何
に
理
解
す
る
か
の
問
題

で
あ
る
。
言
葉
は
そ
の
一
つ
の
症
状
に
他
な
ら
な
い
。
も
し
吾
々
の
問
う
て
い
る
運
動
を
ば
、
今
指
摘
し
た
よ
う
な

意
味
で
の
発
展
概
念
に
よ
っ
て
片
づ
け
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
こ
の
運
動
の
優
れ
た
る
性
格
を
中
庸
化
す
る

こ
と
の
外
の
何
も
の
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

更
に
不
利
な
運
動
概
念
は
前
後
相
承N

ach
ein

an
d
er

に
帰
着
す
る
諸
概
念
で
あ
る
。

た
と例

え
ば
、

　

意
、

　

識
概
念
は
多
く
之

に
帰
着
す
る
の
が
常
で
あ
る
。
意
識
は
一
つ
の
流
れ
に
、
波
紋
に
、
円
錘
に
、

ひ

ゆ

譬
喩
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
無
論
こ
の

よ
う
な

ひ

ゆ

譬
喩
は
意
識
を
説
明
す
る
に
は
適
切
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
問
題
は
か
く

ひ

ゆ

譬
喩
さ
れ
る
よ
う
な
こ
の

概
念
を
今
の
場
合
、
即
ち
相
互
決
定
に
基
く
運
動
の
場
合
、
に
ま
で
も
及
ぼ
し
て

よ好
い
か

よ好
く
な
い
か
で
あ
る
。

も
っ
と

尤

も
意
識
は
そ
れ
を
単
に
前
後
相
承
と
呼
ぶ
だ
け
で
は
云
い
足
り
る
も
の
で
は
な
い
と
云
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
け

れ
ど
も

た
と例

え
ば
之
を
時
間
的
持
続
と
し
て
性
格
づ
け
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
時
間
的
持
続
は

ま
さ正

に
前
後
相
承
の
概

念
で
あ
る
。
其
は
た
か
だ
か
創
造
し
つ
つ
あ
る
処
の
独
存
的
概
念
で
あ
っ
て
、
、

　

他
、

　

か
、

　

ら
、

　

の
、

　

決
、

　

定
を
媒
介
と
す
る
今
の
運

動
を
之
に
よ
っ
て
理
解
す
る
こ
と
は
、
無
論
望
み
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
あ
る
か
ら
前
後
相
承
の
概
念
―――
そ

の
代
表
的
な
も
の
は
或
る
意
識
概
念
で
あ
る
―――
に
よ
っ
て
今
の
運
動
を
説
明
し
よ
う
と
す
れ
ば
、

こ
こ茲

に
も
亦
性
格

の
中
庸
化
が
指
摘
さ
れ
ず
に
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

さ
て
以
上
二
つ
の
運
動
概
念
、
発
展
概
念
の
或
る
も
の
と
前
後
相
承
、
は
現
象
が
一
般
に
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
根
本

的
運
動
の
代
表
的
な
二
つ
の
概
念
規
定
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
問
わ
れ
つ
つ
あ
る
運
動
―――
こ
れ
も
亦
恐
ら
く
、

　

根
、

　

本
、

　

的

、

　

運
、

　

動
に
ぞ
く
す
で
あ
ろ
う
―――
は
こ
の
二
つ
の
も
の
か
ら
警
戒
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
。

こ
の
運
動
が
他
か
ら
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
根
本
的
な
特
徴
は

ど

こ

何
処
に
あ
る
か
。
私
は
最
初
方
法
に
対
し
て
対
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象
を
対
立
せ
し
め
た
。
か
く
し
て
対
象
・
方
法
の
関
係
が
、
従
っ
て
そ
の
内
に
於
け
る
運
動
が
、
問
題
と
し
て
提
出
さ

れ
て
来
た
の
で
あ
っ
た
。

し
か併

し
何
故
に
方
法
に
対
し
て
特
に
対
象
が
選
び
出
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
か
。
、

　

対
、

　

象
は
、

　

方
、

　

法

の
、

　

反
、

　

対
で
あ
っ
た
が
故
に
。
対
象
と
方
法
と
の
関
係
は
単
に
相
異
る
も
の
の
対
立
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
し
て
、
相

反
対
す
る
も
の
の
対
立
で
あ
っ
た
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
で
あ
れ
ば
こ
そ
、

　

特
、

　

定
の
対
象
に
、

　

特
、

　

定
の
方
法
が
対

立
す
る
と
考
え
ら
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
両
者
の
間
に
は
始
め
か
ら
、
未
知
で
は
あ
る
が
或
る
特
定
の
必
然
的
な
反

対
関
係
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
反
対
関
係
の
上
に
立
っ
た
の
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
方
法
に
対
し
て
対
象
が
選
ば
れ
、

そ
の
関
係
も
初
め
て
問
題
と
な
る
手
懸
り
を
得
た
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
反
対
と
は
何
か
。
ま
ず
こ
の
反
対
関
係
が

決
し
て
単
に
論
理
的
な
そ
れ
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
と
い
う
意
味
は
、
甲
と
甲
に
反
対
な
る
或
る
も
の
と

が
対
立
す
る
際
に
、
甲
に
も
甲
と
反
対
な
も
の
に
も
共
通
な
一
つ
の
普
遍
者
が
是
非
と
も
予
想
さ
れ
な
く
て
は
な
ら

ぬ
、
と
い
う
、
そ
の
よ
う
な
形
式
論
理
的
な
統
一
関
係
が

こ
こ茲

に
働
い
て
い
る
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
仮

に
も
し
そ
れ
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
方
法
に
対
立
す
る
も
の
は
単
に
「
方
法
に
反
対
な
或
る
も
の
」
で
あ
る
筈
で

あ
っ
て
、
決
し
て
対
象
が
特
に
そ
れ
で
あ
る
と
は
云
わ
れ
な
い
わ
け
で
あ
る
。
対
象
と
方
法
と
の
反
対
は
、
単
に
論

理
的
反
対
と
い
う
ば
か
り
で
は
な
く
、
何
か
存
在
論
的
な
反
対
で
あ
る
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
次
に
反
対
が

形
式
論
理
的
矛
盾
で
な
い
こ
と
は
注
意
す
る
ま
で
も
な
い
。
黒
は
白
の
反
対
で
あ
る
が
矛
盾
で
は
な
い
。
処
で
黒
は

白
に
、

　

な
、

　

る
、
黒
は
白
に
、

　

運
、

　

動
す
る
と
云
う
こ
と
が
出
来
る
。
之
に
反
し
て

た
と例

え
ば
東
が
西
に
な
る
と
は
考
え
ら
れ
な

い
。
二
つ
は
何
か
概
念
の
構
造
を
異
に
し
て
い
る
。
黒
白
も
東
西
も
同
じ
く
相
対
的
な
反
対
概
念
と
考
え
ら
れ
る
か

も
知
れ
な
い
が
、
吾
々
は
両
項
間
に
、

　

運
、

　

動
の
可
能
性
を
許
す
と
許
さ
な
い
と
を
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
。
前
者
は
反

対
概
念
で
あ
り
、
後
者
は
単
に
相
対
概
念
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
運
動
こ
そ
今
の
場
合
に
と
っ
て
重
大
で
あ
る
。
今

私
は
両
項
間
の
運
動
の
可
能
性
に
基
く
処
の
反
対
の
み
を
特
に
反
対
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。
従
っ
て

た
と例

え
ば
主
観
と
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客
観
と
の
対
立
は
反
対
と
は
呼
ば
れ
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
主
観
と
客
観
と
の
区
別
に
よ
っ
て
或
る
も
の
が
説
明
さ

れ
る
た
め
に
こ
そ
、
両
者
の
対
立
は
想
定
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
両
者
の
相
対
的
概
念
成
立
の
動
機
を
忘
れ
な
い
限

り
、
両
者
の
間
の
運
動
は
禁
じ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
両
者
の
対
立
関
係
は

あ
た
か

恰
も
前
に
述
べ
た
形
式
論
理
的
統

一
の
み
に
よ
っ
て
統
一
し
つ
く
さ
れ
る
と
も
思
わ
れ
る
。
主
観
に
対
す
る
も
の
は
「
主
観
に
対
す
る
或
る
も
の
」
で
あ

り
、
こ
の
或
る
も
の
が
客
観
と
命
名
さ
れ
て
い
る
に
外
な
ら
な
い
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
関
係
に
於
て
な

ら
ば
両
項
間
の
運
動
と
い
う
も
の
は
全
く
無
意
味
で
あ
る
。
又
た
と
い
そ
う
で
な
い
に
し
て
も
、
も
し
主
観
が
客
観

に
、
客
観
が
主
観
に
、

　

な
、

　

り
得
る
な
ら
ば
、
も
は
や
主
客
対
立
を
想
定
し
て
も
何
の
効
果
も
生
じ
な
く
な
る
で
あ
ろ
う

よ
う
な
、
即
ち
そ
の
概
念
が
成
立
の
動
機
を
失
っ
て
破
壊
さ
れ
て

し
ま了

う
よ
う
な
、
そ
の
よ
う
な
も
の
こ
そ
主
観
概
念
・

客
観
概
念
で
あ
る
筈
で
あ
る
。
主
客
の
対
立
を
吾
々
は
、

　

相
、

　

関
、

　

関
、

　

係
と
呼
ぶ
こ
と
は
出
来
る
で
あ
ろ
う
、

し
か併

し
そ
れ
は

吾
々
の
意
味
す
る
反
対
で
は
な
い
。
か
く
し
て
反
対
は
対
立
で
も
な
く
、
形
式
的
反
対
で
も
な
く
、
矛
盾
で
も
な
く
、

相
対
で
も
な
く
、
相
関
で
も
な
い
、

そ
れ夫

は
運
動
の
可
能
性
に
基
く
一
つ
の
関
係
で
あ
る
の
で
あ
る
。
処
が
対
象
が
方

法
と
、

　

な
、

　

り
、
方
法
が
対
象
と
、

　

な
、

　

る
こ
と
こ
そ
望
ま
し
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
に
、
方
法
の
反
対
と
し
て
対
象

が
選
ば
れ
た
。
―――
さ
て
そ
う
す
れ
ば
対
象
・
方
法
に
於
け
る
循
環
は

ま
さ正

に
反
対
な
る
も
の
の
間
の

そ
れ夫

で
あ
る
。
処

が
或
る
も
の
が
そ
れ
と
反
対
な
も
の
に
よ
っ
て
、

　

決
、

　

定
さ
れ
る
と
は
何
か
（
こ
の
循
環
は
相
互
の
、

　

決
、

　

定
の

そ
れ夫

で
あ
っ
た
）。

私
は
そ
れ
を
、

　

否
、

　

定
と
呼
ぼ
う
。

も
っ
と

尤
も
否
定
は
往
々
矛
盾
に
よ
っ
て

ひ惹
き
起
こ
さ
れ
る
か
の
よ
う
に
、
そ
し
て
又
矛
盾

の
み
が
否
定
を

ひ惹
き
起
こ
し
得
る
か
の
よ
う
に
、
云
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
黒
が
白
に
変
化
す
る
時
、
黒
は

白
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
黒
が

そ
れ夫

と
反
対
な
も
の
―――
そ
れ
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
―――
即
ち
白

へ
、
変
化
す
る
運
動
を
、
吾
々
は
黒
の
否
定
と
し
て
理
解
し
て
い
る
。
私
の
云
う
の
は
こ
の
よ
う
に
反
対
に
根
柢
を
持

つ
処
の
否
定
で
あ
る
。
こ
の
反
対
は
運
動
の
可
能
性
を

も有
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
反
対
に
よ
る
決
定
と
考
え
ら
れ
た
こ
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の
否
定
は
、
実
際
一
つ
の
―――
も
は
や
可
能
性
で
は
な
い
処
の
―――
運
動
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
対
象
・
方
法
の
循
環

は
否
定
の
循
環
、

　

運
、

　

動
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
来
た
。
従
っ
て
又
こ
の
循
環
運
動
に
基
く
処
の
、
対
象
並
び
に

方
法
の
運
動
＝
変
化
は
こ
の
否
定
を
媒
介
と
す
る
の
で
な
け
れ
ば
起
こ
る
こ
と
が
出
来
ぬ
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

事
実
、
対
象
が
単
に
対
象
で
あ
っ
て
、
方
法
へ
向
っ
て
運
動
し
な
い
な
ら
ば
、
対
象
は
少
し
も
対
象
ら
し
い
も
の
と

し
て
顕
わ
れ
て
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
そ
れ
自
身
の
実
現
に
向
っ
て
運
動
し
得
る
た
め
に
は
、
対
象
は
、

　

方
、

　

法
、

　

に

、

　

よ
、

　

っ
、

　

て
、

　

構
、

　

成
さ
れ
た
も
の
と
し
て
見
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
ま
で
対
象
と
考
え
ら
れ
た
も
の
を
ば
、

か
え却

っ

て
吾
々
は
方
法
と
し
て
発
見
す
る
の
で
あ
る
。
対
象
は
方
法
に
対
し
て
、

　

与
、

　

え
ら
れ
た
も
の
か
ら
、
方
法
に
よ
っ
て
、

　

成

、

　

立
せ
し
め
ら
れ
た
も
の
に
ま
で
運
動
す
る
。
今
ま
で
、

　

自
、

　

然
の
事
物
と
し
て
性
格
づ
け
ら
れ
て
い
た
対
象
は
、

　

自
、

　

然
、

　

科
、

　

学

、

　

の
、

　

内
、

　

容
と
し
て
性
格
づ
け
ら
れ
る
に
至
る
で
あ
ろ
う
、
そ
う
し
て
自
然
科
学
の
方
法
の
下
に
ぞ
く
す
る
こ
と
と
な
る
。

対
象
は
方
法
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
る
、
そ
し
て

か
え却

っ
て
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
対
象
と
し
て
の
実
現
へ
運
動
す
る

こ
と
が
出
来
る
。
方
法
は
常
に
対
象
を
征
服
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
益
々
そ
の
方
法
ら
し
さ
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
。

方
法
は
常
に
対
象
を
否
定
す
る
（
常
に
方
法
が
対
象
を
規
定
す
る
か
の
よ
う
に
思
い
な
す
観
念
論
の
必
然
性
は

こ
こ茲

に

横
た
わ
る
）。
之
に
反
し
て
逆
に
又
、
方
法
は
対
象
の
内
に
見
出
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
単
に
独
立
な
る

方
法
は
な
い
。
ど
の
よ
う
な
方
法
も
常
に
対
象
に
よ
っ
て
口
授
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
他
は
な
い
。
之
を
忘
れ
る
な
ら

ば
対
象
は
全
く
勝
手
な
方
法
に
よ
っ
て
―――

た
と例

え
ば
人
間
は
人
間
と
し
て
で
な
く
機
械
と
し
て
―――
取
り
扱
わ
れ
る

と
い
う
場
合
も
出
て
来
る
で
あ
ろ
う
。
方
法
の
持
つ
性
格
は
実
は
対
象
の
持
つ
性
格
で
あ
る
。
方
法
か
ら
見
れ
ば
対

象
は
一
つ
の
試
金
石
で
あ
り
批
判
者
で
あ
る
。
方
法
の
独
立
は
常
に
対
象
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
る
。

し
か而

も
こ
の
よ
う

に
し
て
否
定
さ
れ
れ
ば
こ
そ
、
方
法
は
方
法
と
し
て
の
自
己
の
実
現
へ
運
動
し
得
る
の
で
あ
る
。
対
象
は
自
己
に
固

有
な
方
法
を
命
令
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
益
々
そ
の
対
象
ら
し
さ
を
帯
び
て
来
る
で
あ
ろ
う
。
対
象
は
常
に
方
法
を
否
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定
す
る
（
常
に
対
象
が
方
法
を
規
定
す
る
か
の
よ
う
に
思
い
做
す
実
在
論
は

こ
こ茲

に
そ
の
必
然
性
を

う享
け
る
）。

こ
の
よ
う
に
し
て
吾
々
が
問
う
運
動
は
否
定
を
媒
介
と
す
る
。
方
法
と
対
象
の

そ
れ
ぞ
れ

夫
々
の
運
動
は
相
互
の
循
環
的
な

否
定
に
基
き
、
こ
の
否
定
を
媒
介
と
し
て
初
め
て
可
能
な
運
動
で
あ
っ
た
。
処
が
吾
々
の
否
定
と
い
う
概
念
は
又
運
動

に
根
拠
を
置
く
約
束
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
私
は
対
象
・
方
法
の
関
係
に
於
て
こ
の
よ
う
な
運
動
と
こ
の
よ
う
な
否
定

と
の
離
す
こ
と
の
出
来
ぬ
こ
の
規
定
を
指
摘
し
た
。
処
で
こ
の
よ
う
な
規
定
を
持
つ
一
つ
の
根
本
的
関
係
は
、
、

　

弁
、

　

証

、

　

法
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
最
も

ふ
さ適

わ
し
い
名
称
を
与
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
弁
証
法
と
い
う
概
念
そ
れ
自
身
が

す
で
に
決
し
て
一
定
し
て
は
い
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
弁
証
法
が
一
種
類
に
限
る
と
考
え
ら
れ
る
理
由
も
な

い
。

し
か併

し
な
が
ら
今
求
め
ら
れ
た
規
定
は
少
く
と
も
弁
証
法
と
し
て
し
か
呼
び
よ
う
の
な
い
処
の
も
の
で
あ
る
と
思

う
。
之
が
弁
証
法
で
あ
る
と
云
っ
て
弁
証
法
を
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
今
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
し
て
、

あ
る
求
め
ら
れ
た
規
定
を
説
明
す
る
の
に
弁
証
法
の
概
念
の
或
る
も
の
を
用
い
よ
う
と
い
う
ま
で
で
あ
る
。
弁
証
法

は
様
々
な
問
題
提
出
の
仕
方
に
於
て
問
わ
れ
る
。

た
と例

え
ば
之
を
論
理
の
根
本
的
な
規
定
と
し
て
、
又
形
而
上
学
的
実

在
の
規
定
と
し
て
、
吾
々
は
問
う
こ
と
が
出
来
る
。
私
は
今
之
を
、

　

存
、

　

在
、

　

論
、

　

的
規
定
と
し
て
求
め
る
。
と
い
う
の
は
、
対

象
・
方
法
の
弁
証
法
は
存
在
論
に
於
て
初
め
て
そ
の
地
盤
を
発
見
す
る
に
違
い
な
い
。
も
し
そ
う
で
な
け
れ
ば
今
ま

で
述
べ
ら
れ
た
こ
と
は
一
つ
の
砂
上
の
楼
閣
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

今
試
み
に
、

　

一
、

　

つ
、

　

の
存
在
論
的
理
論
を
構
成
し
て
見
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
た
。

何
が
吾
々
に
と
っ
て
直
接
で
あ
る
か
。
近
世
の
哲
学
は
、
主
観
・
自
我
・
意
識
な
ど
を
以
て
之
に
答
え
た
で
あ
ろ
う
。

し
か併

し
、

　

直
、

　

接
、

　

性
は
こ
れ
等
諸
概
念
の

い
ず何

れ
も
が
意
味
す
る
処
の
或
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
或
る
も
の
を
人
々
は
、

　

現
、

　

象
と

呼
ん
で
い
る（

一
）。

直
接
者
が
何
で
あ
る
か
は
判
ら
な
い
と
し
て
も
、

そ
れ夫

は
と
に
か
く
直
接
性
―――
現
象
―――
で
あ
る
こ
と
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を
確
か
に
語
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
故
出
発
点
と
し
て
、
こ
の
現
象
は
何
で
あ
る
か
、
と
い
う
形
に
於
け
る
問
題
を

提
出
す
る
こ
と
が
最
も
普
遍
的
結
果
を
約
束
す
る
で
あ
ろ
う
。
、

　

現
、

　

象
、

　

論
、

　

一
、

　

般
の
必
然
性
は

こ
こ茲

に
あ
る
。

現
象
は
、

　

存
、

　

在
と
し
て
現
象
す
る
。

た
と例

え
ば
或
る
意
味
に
於
け
る
意
識
現
象
を
以
て
こ
の
現
象
を
代
表
さ
せ
る
こ
と

は
困
難
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
自
然
現
象
と
か
歴
史
現
象
と
か
社
会
現
象
と
か
い
う
或
る
現
象
は
、

そ
れ
ぞ
れ

夫
々
そ
れ
と
は

全
く
別
な
現
象
に
還
元
さ
れ
、
引
き
直
お
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
意
識
現
象
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
こ
と
は
出
来
な

い
で
あ
ろ
う
。
之
に
反
し
て
存
在
概
念
は

そ
れ
ぞ
れ

夫
々
の
現
象
を
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
現
象
た
ら
し
め
る

ち
ょ
う
ど

丁
度
そ
の
よ
う
な
概

念
で
あ
る
。
妥
当
と
存
在
と
の
区
別
に
頼
る
或
る
人
々
に
対
し
て
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
よ
う
。
吾
々
の
存
在
概
念

は
、
妥
当
と
存
在
と
の
区
別
を
何
故
そ
の
人
達
が
理
論
と
し
て
掲
げ
る
に
至
っ
た
か
、
と
い
う

ち
ょ
う
ど

丁
度
そ
の
こ
と
を
説

明
す
る
筈
の
概
念
で
あ
る
と
。
存
在
を
一
般
に
主
観
的
で
あ
る
と
か
客
観
的
で
あ
る
と
か
呼
ぶ
の
は
無
意
味
で
あ
る
。

元
来
吾
々
は
ど
こ
か
ら
そ
の
よ
う
な
主
客
の
対
立
を
持
ち
出
し
て
来
た
の
で
あ
る
か
。
そ
れ
が
直
接
で
あ
る
か
ら
か
。

し
か併

し
直
接
な
も
の
は
主
客
対
立
を
好
む
人
々
に
と
っ
て
、

む
し寧

ろ
主
客
の
統
一
・
総
合
・
同
一
で
は
な
か
っ
た
か
。

し
か併

し

又
主
観
も
客
観
も
直
接
で
な
い
な
ら
ば
、
両
者
の
対
立
を
予
想
し
た
上
で
そ
の
合
致
を
語
る
こ
と
は
、
益
々
直
接
で

は
な
い
筈
で
あ
る
。
之
を

な
お尚

直
接
と
考
え
よ
う
と
す
れ
ば
、
主
客
の
対
立
、

　

従
、

　

っ
、

　

て
、

　

そ
、

　

の
、

　

合
、

　

致
と
い
う
課
題
が
、
直
接
性

に
と
っ
て
は
全
く
見
当
違
い
な
出
発
で
あ
っ
た
こ
と
に
気
付
く
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
之
に
気
づ
き
な
が

ら
な
お

か且
つ
主
客
合
一
の
直
接
性
を
、

　

語
、

　

る
な
ら
ば
、
吾
々
は
そ
の
言
葉
を
言
葉
通
り
に
取
る
義
務
は
な
い
筈
に
な
る
。

そ
こ
で
主
客
合
一
と
い
う
黒
き
白
は
直
接
性
の
追
求
に

よ
う
か
い

容
喙
す
る
権
利
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
顕
ら

か
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
し
て
主
観
と
客
観
と
の
一
つ
一
つ
は

い
よ
い
よ

愈
々
そ
う
で
あ
る
。
次
に
存
在
は
存
在
す
る
処
の

或
る
も
の
―――
実
体
・
本
体
―――
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
吾
々
は
存
在
者
が
、

　

何
、

　

で
、

　

あ
、

　

る
、

　

か
を
（
カ
ン
ト
と
共
に
）

知
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
た
だ
存
在
者
が
、

　

如
、

　

何
、

　

に
、

　

存
、

　

在
、

　

す
、

　

る
、

　

か
を
問
い
得
る
だ
け
で
あ
る
。
存
在
のW

as

で
は
な
く
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し
て
存
在
のW

ie

が
、
、

　

存
、

　

在
、

　

の
、

　

仕
、

　

方
が
、
吾
々
に
直
接
な
存
在
で
あ
る
。
現
象
の
問
題
は
存
在
の
問
題
に
他
な
ら
な

い
と
云
っ
た
が
、
今
や
、
存
在
の
問
題
と
は
存
在
す
る
或
る
、

　

も
、

　

の
に
関
す
る
問
題
で
は
な
く
し
て
存
在
す
る
、

　

こ
、

　

と
の
問

題
で
あ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
意
味
に
於
け
る
、

　

存
、

　

在
、

　

概
、

　

念
、

　

の
、

　

分
、

　

析
と
し
て
、
、

　

存
、

　

在
、

　

論
、

　

一
、

　

般
は
必
然
的
で
あ
る（

二
）。

(
一)

　

現
象
と
い
う
概
念
が
、
文
字
を
同
じ
く
す
る
他
の
諸
概
念
と
ど
う
異
る
か
を
、
立
ち
入
っ
て
述
べ
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ

う
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
之
を
分
類
し
て
い
る(M

.
H
eid

eg
g
er,

S
ein

u
n
d
Z
eit,

S
.
2
8
ff
)

。

(

二)

　

も
し
主
客
の
対
立
か
ら
出
発
す
る
、

　

方
、

　

法
を
認
識
論
と
呼
び
、
窮
極
的
実
在
を
求
め
る
、

　

方
、

　

法
を
形
而
上
学
と
云
う
な
ら
ば
、
存

在
論
が
認
識
論
で
も
形
而
上
学
で
も
な
い
こ
と
は
、
今
や
明
ら
か
で
あ
る
。

存
在
は

そ
れ
ぞ
れ

夫
々
の
性
格
を

も有
っ
て
い
る
。
存
在
の
仕
方
と
は
こ
の
性
格
で
あ
っ
た
。
種
々
な
る
存
在
の
性
格
の
内
、
最

も
根
本
的
な
性
格
は
何
か
。
と
い
う
意
味
は
、
吾
々
が
存
在
を
問
う
た
め
に
は
是
非
そ
こ
か
ら
出
発
せ
ね
ば
な
ら
ず
、

従
っ
て
種
々
あ
る
他
の
存
在
の
性
格
を
之
に
よ
っ
て
の
み
理
解
し
得
る
よ
う
な
唯
一
のp

ar
ex
cellen

ce

な
存
在
の
性

格
は
何
か
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
Da
の
性
格
を

も有
つ
存
在
が
そ
れ
で
あ
る
と
い
う
。
私
は
今
こ
の
言
葉
を
借
り
る
こ
と

を
有
利
と
考
え
る
。
そ
う
す
れ
ば
根
本
的
存
在
はD

asein

で
あ
る
と
云
う
こ
と
が
出
来
る（

一
）。

吾
々
の
始
め
の
言
葉
を

用
い
る
な
ら
ば
、
最
も
、

　

直
、

　

接
、

　

な
、

　

も
、

　

の
こ
そ
之
で
あ
っ
た
。
さ
て
Da
と
は
、

　

世
、

　

界
、

　

に
、

　

於
、

　

て
、

　

あ
、

　

る
こ
と
を
意
味
す
る（

二
）。
も
っ
と

尤
も

世
界
と
い
う
一
定
の
領
野
が

ま先
ず
あ
っ
て
何
か
が
そ
の
世
界
の
、

　

内
に
在
る
と
い
う
こ
と
を
、
之
は
意
味
す
る
の
で
は

な
い
。
世
界
は
こ
の
場
合

か
え却

っ
て
Da
性
格
に
基
い
て
規
定
さ
れ
る
べ
き
概
念
で
あ
っ
て
、
Da
か
ら
独
立
に
単
独
に
理

解
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
Da
と
は
世
界
に
内
在
す
る
も
の
の
性
格
で
は
な
く
し
て
世
界
そ
の
も
の
の
性
格
―――
、

　

世
、

　

界

、

　

性
―――
で
あ
る
と
云
っ
て

よ好
い
。
世
界
と
い
う
こ
と
が
す
で
に
Da
な
の
で
あ
る
。
こ
の
Da
と
し
て
の
世
界
は
、

　

関
、

　

心
の

世
界
で
あ
る（

三
）。

環
境
と
い
う
言
葉
が
そ
れ
を
要
求
す
る
よ
う
に
、
世
界
に
於
て
あ
る
こ
と
は
関
心
さ
れ
て
あ
る
こ
と
で
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あ
る
が
、
関
心
に
於
て
あ
る
も
の
は
求
め
ら
れし

り
ぞ

却
け
け
ら
れ
、
又
肯
定
さ
れ
否
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
存
在
の

内
最
も
根
本
的
な
存
在
は
関
心
に
於
て
成
り
立
た
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
と
な
る
。

吾
々
は
他
の
言
葉
で
存
在
の
今
ま
で
の
規
定
を
繰
り
返
そ
う
。
直
接
な
も
の
は
、
現
象
は
、
即
ち
存
在
は
、
、

　

出
、

　

逢
、

　

う

こ
と
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
自
体
に
独
存
的
に
存
在
し
て
い
な
が
ら
、

た
ま
た
ま

偶
々
主
観
の
鏡
に
写
る
こ
と

に
よ
っ
て
吾
々
に
通
達
出
来
る
よ
う
に
な
る
よ
う
な
、
そ
の
よ
う
な
存
在
で
も
な
く
、
主
観
の
普
遍
的
必
然
的
構
成

に
於
て
初
め
て
浮
び
出
る
よ
う
な
そ
の
よ
う
な
存
在
で
も
な
く
し
て
、
吾
々
の
存
在
は
ま
ず
第
一
に
現
象
す
る
の
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
現
象
が
出
逢
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
出
逢
う
こ
と
の
最
も
根
本
的
な
―――
根
本
的

の
意
味
は
前
を
見
よ
―――
出
逢
い
方
は
世
界
に
於
て
出
逢
う
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
世
界
に
於
て
出
逢
う
と
は
関
心

を
以
て
相
会
す
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
意
味
に
於
て
吾
々
は
語
る
こ
と
が
出
来
る
、
最
も
根
本

的
な
存
在
は
、

　

交
、

　

渉
、

　

的
、

　

存
、

　

在
で
あ
る
と
。

(

一)

　

H
eid

eg
g
er,

S
ein

u
n
d
Z
eit,

S
.
7

参
照
。

(

二)

　

同S
.
5
2
ff

参
照
。

(

三)

　

同S
.
1
8
0
ff
.

参
照
。

世
界
に
於
て
―――
交
渉
的
存
在
に
於
て
―――
出
逢
う
と
云
っ
た
が
、
何
が
何
に
出
逢
う
の
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
、

　

吾
、

　

々

、

　

が
、

　

存
、

　

在
に
出
逢
う
こ
と
で
あ
る
。

し
か併

し
こ
の
吾
々
は
形
而
上
学
的
実
体
又
は
認
識
論
的
主
観
で
は
な
く
し
て
又
一
つ

の
存
在
で
あ
る
。
こ
の
存
在
で
あ
る
吾
々
が
又
一
つ
の
存
在
に
出
逢
う
。
か
く
し
て
こ
そ
吾
々
は
存
在
に
通
達
す
る

こ
と
が
出
来
、
又
こ
れ
で
あ
れ
ば
こ
そ
吾
々
は
存
在
を
問
う
理
由
と
可
能
と
必
然
と
を

も有
つ
の
で
あ
る
。
存
在
が
存

在
を
理
解
し
得
る
こ
と
がD

a
sein

の
先
か
ら
云
っ
て
い
る
根
本
性
に
他
な
ら
な
い
。

現
象
の
存
在
論
的
構
造
を
一
応
こ
う
説
明
し
て
置
い
て
、
吾
々
は
対
象
・
方
法
の
関
係
に
帰
ろ
う
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
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ス
は
方
法
に

つ就
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
研
究
の
道
は
（
方
法
は
）
吾
々
に
と
っ
て
最
も
知
り

や
す易

く
最
も
明

ら
か
な
も
の
か
ら
、
そ
の
本
性
に
於
て
よ
り
明
ら
か
な
よ
り
知
り

や
す易

い
も
の
へ
行
く
と（

一
）。

方
法
は
吾
々
か
ら
出
発
す

る
、
そ
れ
は
そ
の
本
性
に
於
て
あ
る
も
の
か
ら
出
発
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
こ
の
意
味
に
於
て
方
法
は
吾
々
に
属

す
。
吾
々
は
こ
の
道
を
歩
む
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
本
性
に
於
け
る
も
の
に
通
達
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
処
が
方
法
に

よ
っ
て
通
達
さ
れ
る
も
の
、
そ
れ
は
吾
々
の
言
葉
に
よ
れ
ば
対
象
で
あ
っ
た
。
処
が
又
そ
の
本
性
に
於
け
る
も
の
と

は
、
と
り
も
直
さ
ず
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
故
、

　

対
、

　

象
、

　

は
、

　

存
、

　

在
に
ぞ
く
す
。
か
く
し
て
今
や
、
対
象
・
方
法
の
関
係
は
吾
々

―
存
在
の
関
係
に
帰
し
た
。
処
が
吾
々
―
存
在
の
関
係
は

さ
き向

の
記
述
に
於
て
交
渉
的
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
吾
々

は
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
対
象
・
方
法
の
関
係
は
第
一
に
存
在
―――
交
渉
的
、

　

存
、

　

在
―――
で
あ
る
。
対
象
・
方
法
の
関
係
が

何
か
存
在
論
的
な
関
係
で
あ
る
こ
と
を
私
が
語
っ
た
の
は
実
は
之
を
指
し
た
の
で
あ
っ
た
。
第
二
に
こ
の
関
係
は
交

渉
―――
、

　

交
、

　

渉
、

　

的
存
在
―――
で
あ
る
。
対
象
・
方
法
の
関
係
を
弁
証
法
と
呼
び
、
そ
し
て
こ
の
弁
証
法
が
存
在
論
に
地
盤

を
見
出
す
で
あ
ろ
う
と
私
の
云
っ
た
の
は
之
を
意
味
し
た
の
で
あ
っ
た
。
何
と
な
れ
ば
交
渉
―――
吾
々
が
存
在
に
対

す
る
―――
に
於
て
の
み
、
方
法
と
対
象
と
の
弁
証
法
は
意
味
を

も有
つ
こ
と
が
出
来
る
か
ら
。

(

一)

　

P
h
y
sica

,
1
8
4
a
1
6

参
照
。

第
二
部

方
法
は
無
論
ま
ず
第
一
に
、

　

研
、

　

究
、

　

の
、

　

方
、

　

法
で
あ
る
。
吾
々
が
、

　

実
、

　

際
、

　

上
学
問
研
究
を
実
行
す
る
時
、
吾
々
が
そ
の
後
を
追

わ
ね
ば
な
ら
ぬ
道
が
方
法
で
あ
る
。
吾
々
が
交
渉
に
於
て
出
会
っ
た
対
象
は
、
た
だ
之
を
通
路
と
し
て
の
み
通
達
さ

れ
る
。
こ
の
時
、
問
わ
れ
た
対
象
は
答
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
対
象
は

こ
こ茲

に
一
つ
の
変
化
を
蒙
り
な
が
ら
運
動
し
た

こ
と
を
今
吾
々
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
ま
で
期
待
さ
れ
て
あ
っ
た
対
象
は
実
現
さ
れ
、
今
ま
で

ひ
が
ん

彼
岸
に
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あ
っ
た
対
象
は

し
が
ん

此
岸
へ
来
た
。
研
究
の
対
象
は
学
問
の
内
容
と
な
っ
た
。
事
柄
そ
れ
自
身
で
あ
っ
た
処
の
対
象
は
今

や
そ
の
対
象
に

つ就
い
て
の
、

　

学
、

　

問
と
な
っ
た
。
過
去
の
事
件
と
し
て
の
歴
史
は
書
か
れ
た
る
歴
史
と
な
る
、
史
学
に
構

成
さ
れ
る
。
こ
の
時
対
象
の
概
念
に
二
つ
を
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
必
要
な
穿
鑿
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
未

だ
構
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
対
象
が
構
成
さ
れ
た
対
象
と
な
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
、

　

構
、

　

成
、

　

前
の
対
象
と
、

　

構
、

　

成

、

　

後
の
対
象
と
が
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
実
際
人
々
は
規
定
を
異
に
す
る
こ
の
二
つ
の
対
象
概
念
を

こ
も
ご
も

交
々
用

い
て
い
る
で
あ
ろ
う
。「
認
識
の
対
象
」
と
云
う
時
、
人
は
前
者
を
考
え
る
が
、「
数
学
の
対
象
」
と
い
う
時
、
人
々
は

恐
ら
く
数
学
と
い
う
学
問
の
内
容
を
考
え
る
で
あ
ろ
う
。
無
論
吾
々
は

た
と例

え
ば
、

　

対
、

　

象
と
、

　

内
、

　

容
と
の
区
別
を
之
に
当
て

は嵌
め
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
こ
の
意
味
で
の
対
象
自
身
が
構
成
前
と
も
構
成
後
と
も
考
え
ら
れ
る
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

後
者
の
区
別
は
構
成
前
後
の

そ
れ夫

で
あ
っ
て
、
超
越
内
在
の
区
別
で
は
な
い
。

し
か併

し
フ
ッ
サ
ー
ル
は

か
え却

っ
て
次
の
区
別

を
挙
げ
て
い
る
、G

egen
stan

d
sch

lech
th
in

とG
egen

stan
d
im

W
ie

sein
er

B
estim

m
th
eiten （

一
）（
た
だ但

し
こ
の
区

別
は
二
つ
の
別
な
対
象
で
あ
る
の
で
は
な
く
し
て
、
同
一
の
概
念
の
二
つ
の
異
れ
る
規
定
で
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

で
は
何
故
吾
々
は
之
を
別
な
概
念
と
し
て
名
づ
け
な
い
の
で
あ
る
か
。
何
故
に
不
便
に
も
対
象
と
い
う
同
じ
概
念
を

用
い
ね
ば
な
ら
ぬ
の
か
。
―――
同
一
の
対
象
概
念
自
身
が
運
動
す
る
か
ら
で
あ
る
）。
さ
て
こ
の
対
象
の
二
つ
の
区
別

に
応
じ
て
、
方
法
は
こ
の
時
、
単
に
研
究
の
方
法
―――
構
成
前
の
対
象
に
通
達
す
べ
き
―――
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、

研
究
さ
れ
た
る
―――
構
成
後
の
―――
学
問
の
対
象
の
そ
の
構
成
の
原
理
で
も
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
て
吾
々
は

一
見
全
く
異
る
よ
う
に
見
え
る
処
の
二
つ
の
方
法
概
念
を
得
る
。「
学
問
研
究
の
方
法
」
と
「
学
問
構
成
の
原
理
」。
そ

し
て
実
際
二
つ
は
全
く
異
っ
た
性
格
を
以
て
吾
々
に
理
解
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
一
つ
の
実
験
を

い

か

如
何
に
装
置
す

べ
き
か
、
或
る
学
術
書
を

い

か

如
何
に
し
て
読
む
べ
き
か
。
之
は
確
か
に
「
学
問
研
究
の
方
法
」
を
問
う
も
の
と
し
て
吾
々

が
語
る
処
で
あ
る
。
処
が
化
学
は

い

か

如
何
な
る
基
礎
に
基
く
か
、
法
律
学
は

い

か

如
何
な
る
根
柢
の
上
で
成
り
立
つ
か
。
之
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は
確
か
に
「
学
問
構
成
の
原
理
」
を
問
う
も
の
と
し
て
吾
々
が
口
に
す
る
処
で
あ
る
。

し
か併

し
事
実
上
、
二
つ
は

い

か

如
何
に

甚
だ
し
く
異
る
問
い
で
あ
る
こ
と
か
。
―――
も
し
前
者
に
答
え
る
の
に
後
者
を
以
て
し
、
又
後
者
に
答
え
る
の
に
前

者
を
以
て
す
る
な
ら
ば
、
吾
々
は

わ
ら嗤

う
べ
き
迂
遠
か
あ
わ
れ
む
べ
き
浅
薄
の
非
難
を
受
け
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
で
あ

ろ
う
。
今
私
は
事
実
上
明
ら
か
な
こ
の
二
つ
の
も
の
の
区
別
を

な均
ら
し
て

し
ま了

お
う
と
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は

な
く
し
て

か
え却

っ
て
、
か
か
る
区
別
に
も

か
か
わ

拘
ら
ず
、
同
じ
く
方
法
と
い
う
概
念
を
以
て
吾
々
が
こ
の
二
つ
の
も
の
を
理
解

し
て
い
る
そ
の
根
拠
を
ば
、
方
法
概
念
が

も有
つ
存
在
論
的
構
造
に
於
て
発
見
す
る
の
が
目
的
な
の
で
あ
る
。
方
法
は

今
や
全
く
離
れ
た
か
に
見
え
る
二
つ
の
概
念
を
持
つ
。
研
究
方
法
と
構
成
原
理
。
そ
し
て
前
者
は
構
造
の
上
か
ら
無

論
後
者
に
先
立
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
て
後
者
は
前
者
の
、

　

研
、

　

究
、

　

の
、

　

方
、

　

法
に
対
し
て
、
、

　

学
、

　

問
、

　

の
、

　

方
、

　

法
と
呼
び

な做
さ
れ
る
。

こ
の
時
元
来
、

　

研
、

　

究
の
方
法
で
あ
っ
た
方
法
が
、
研
究
と
い
う
性
格
を
振
り
落
し
て
単
に
、

　

学
、

　

問
、

　

の
方
法
と
な
っ
た
こ
と
は
、

事
実
上
起
こ
る
著
し
い
変
化
で
な
く
て
は
な
ら
な
い（

二
）。

(

一)

　

H
u
sserl,

Id
een

zu
ein

er
rein

en
P
h
ä
n
o
m
en

o
lo
g
ie,

S
.
2
7
2

参
照
。

(

二)

　

二
つ
の
区
別
を
最
も
明
ら
か
に
意
識
し
よ
う
と
思
う
な
ら
ば
、
吾
々
は

た
と例

え
ば
史
学
研
究
法
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
と
史

学
認
識
論
と
呼
ば
れ
て
よ
い
も
の
と
の
一
応
の
対
立
を
憶
い
起
こ
す
べ
き
で
あ
る
。

た
と例

え
ば
ベ
ル
ン
ハ
イ
ム
と
リ
ッ
ケ
ル
ト
。

こ
の
対
立
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て

い
よ
い
よ

愈
々
鋭
く
な
っ
て
来
る
で
あ
ろ
う
。
、

　

研
、

　

究
の
概
念
は
そ
の
故
郷

か
ら
追
わ
れ
、

　

学
、

　

問
が
之
に
代
っ
た
。
吾
々
は
研
究
の
業
績
を
研
究
と
呼
ぶ
こ
と
は
あ
る
。

し
か併

し
そ
れ
は
実
際
に
研
究

す
る
過
程
の
一
つ
の
駅
舎
を
実
は
意
味
す
る
の
で
あ
っ
て
、
吾
々
は
之
に
よ
っ
て
駅
舎
か
ら
駅
舎
に
進
む
研
究
と
い
う

一
つ
の
旅
を
実
は
意
識
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
研
究
の
概
念
は
研
究
、

　

す
、

　

る
こ
と
を
意
味
す
る
べ
く
動
機
づ
け
ら
れ

て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
之
に
反
し
て
、
学
問
の
概
念
は
学
問
さ
れ
た
結
果
を
、
学
問
と
い
う
文
化
現
象
を
云
い
表
わ

す
べ
く
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
見
え
る
。
研
究
は
吾
々
の
云
わ
ば
動
作
を
示
す
言
葉
で
あ
り
、
学
問
は
吾
々
の
云
わ
ば
所
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有
を
指
す
言
葉
で
あ
る
。
研
究
に
於
て
吾
々
は
吾
々
の
関
心
が
求
め
る
処
の
対
象
に
出
会
う
。
方
法
・
対
象
の
交
渉

が
之
で
あ
っ
た
。
そ
し
て

こ
こ茲

に
於
け
る
存
在
はD

asein

で
あ
っ
た
。
之
に
反
し
て
学
問
に
あ
っ
て
は
必
ず
し
も
そ
う

で
は
な
い
。

な
る
ほ
ど

成
程
吾
々
は
学
問
に
出
会
う
。
け
れ
ど
も
関
心
さ
れ
た
も
の
、
求
め
ら
れ
た
も
の
と
し
て
、
そ
れ
に
出
会

う
の
で
は
必
ず
し
も
な
い
。
吾
々
は
学
問
を

た
ま
た
ま

偶
々
、

　

持
、

　

ち
、

　

合
、

　

わ
、

　

せ
、

　

る
の
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
気
が
付
い
た
時
に
は

す
で
に
学
問
が
吾
々
の
手
元
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
は
求
め
ら
れ
た
の
で
は
な
く
し
て
、

か
え却

っ

て
吾
々
に
押
し
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
吾
々
が
之
に
全
く
見
向
く
意
志
を

も有
た
な
い
場
合
が
少
な
く
な

い
で
あ
ろ
う
。
学
問
そ
の
も
の
の
存
在
は
―――
学
問
の
研
究
を
云
う
の
で
は
な
い
―――

た
だ直

ち
に
は
世
界
に
於
け
る
存

在
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
し
て
世
界
の
内
に
、

　

内
、

　

在
す
る
存
在
で
あ
る
。
学
問
の
客
観
的
存
在
と
か
社
会
的
公
共

性
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
之
を
意
味
す
る
場
合
は
少
な
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
学
問
の
存
在
は

た
だ直

ち
に
はD

asein

で
は
な

い
。
処
で
研
究
に
学
問
が
代
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、D

asein

にD
asein

な
ら
ぬ
存
在
―――V

orh
an

d
en

-S
ein

と
も

い
う
べ
き
存
在
―――
が
代
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
処
が
方
法
の
概
念
はD

asein

に
ぞ
く
し
て
い
た
筈
で
あ
っ
た
。
そ
れ

故
こ
の
概
念
は
本
来
か
ら
云
え
ば
も
は
や
学
問
に
は
ぞ
く
さ
な
い
筈
な
の
で
あ
る
。
も
し
そ
れ
に
も

か
か
わ

拘
ら
ず
学
問
に

つ就
い
て
も
亦
方
法
と
い
う
概
念
が
用
い
ら
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
学
問
か
ら
学
問
の
根
本
を
な
す
研
究
に
ま
で
帰
っ

て
、
そ
こ
か
ら
間
接
に
そ
の
概
念
使
用
の
動
機
が
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
他
は
な
い
。
、

　

研
、

　

究
、

　

の
、

　

方
、

　

法
に
対
し
て
、

　

学
、

　

問

、

　

の
、

　

方
、

　

法
と
は
こ
の
よ
う
な
手
続
き
を
含
む
言
葉
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
の
方
法
概
念
は
其
の
本
来
の
地

盤
を
遊
離
し
た
意
味
を
獲
得
す
る
。
従
っ
て
之
は
前
に
決
定
さ
れ
た
方
法
概
念
に
必
ず
し
も
忠
実
で
は
あ
り
得
な
い

し
、
又
そ
う
あ
る
必
要
も
な
い
。
そ
れ
故
今
や
人
々
は
学
問
の
方
法
と
い
う
概
念
の
下
に

た
と例

え
ば
、

　

学
、

　

問
、

　

の
、

　

基
、

　

礎
一
般
を

理
解
す
る
傾
き
を
持
ち
、
又
学
問
の
基
礎
に

つ就
い
て
の
一
般
的
考
察
が
、

　

方
、

　

法
論
的
と
し
て
形
容
さ
れ
る
理
由
が
あ
る
。

学
問
の
基
礎
づ
け
が
方
法
論
と
し
て
の
形
態
を
取
り
、
或
い
は
又
そ
れ
が
方
法
論
と
名
づ
け
ら
れ
る
根
拠
は
以
上
の
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構
造
の
内
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。

私
は
か
く
て
方
法
の
二
つ
の
概
念
の
区
別
と
、
そ
の
区
別
の
必
然
的
構
造
と
を
理
解
し
た
。
研
究
方
法
と
学
問
構
成

の
原
理
と
の
区
別
が
之
で
あ
る
。
さ
て

し
か併

し
前
者
か
ら
後
者
へ
の
方
法
概
念
の
運
動
は
吾
々
に
何
を
語
る
の
で
あ
る

か
。
そ
こ
に
説
か
れ
て
あ
る
も
の
は
運
動
に
よ
る
方
法
概
念
の
衰
微
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
方
法
概
念
は
本
来
の
地
盤

を
失
い
唯
名
的
に
使
用
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
を
吾
々
は
見
た
。
之
は
方
法
が
対
象
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
、
概
念
が
方

法
か
ら
対
象
に
ま
で
運
動
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
何
故
な
ら
学
問
構
成
と
い
う
方
法
概
念
は
、
構
成
さ
れ
た
る
対

象
に
方
法
が
対
応
す
る
時
、
初
め
て
産
れ
た
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
始
め
方
法
と
考
え
ら
れ
た
も
の
は
、

　

や
、

　

が
、

　

て
対
象
の

根
本
的
規
定
と
し
て
見
出
さ
れ
る
。
方
法
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
、

　

実
、

　

は
、

　

や
、

　

が
、

　

て
対
象
の
根
本
規
定
そ
の
も
の
が
理
解

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
来
た
で
あ
ろ
う
。
今
や
対
象
が
方
法
の
名
の
下
に
取
り
扱
わ
れ
る
。
―――
さ
て
こ
の
運
動
を

徹
底
す
れ
ば
、
方
法
は
も
は
や
研
究
方
法
で
も
な
く
又
学
問
構
成
で
も
な
く
し
て
、
更
に
、
根
本
的
な
る
、

　

対
、

　

象
、

　

規
、

　

定
と

し
て
現
わ
れ
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か併

し
之
は
表
象
散
漫
の
結
果
で
は
な
く

か
え却

っ
て
概
念
の
必
然
性

に
基
く
。
対
象
・
方
法
の
根
本
的
構
造
で
あ
る
交
渉
的
存
在
に
於
て
吾
々
が
見
て
お
い
た
弁
証
法
が
、

こ
こ茲

に
其
の
決
定

的
な
姿
を
現
わ
す
の
に
他
な
ら
な
い
。

し
か併

し
私
は
何
の
目
当
も
な
し
に
た
だ
畳
々
と
し
て
弁
証
法
の
連
鎖
を
手
繰
ろ

う
と
す
る
の
で
は
な
い
。（
一
）
研
究
方
法
、（
二
）
学
問
構
成
、（
三
）
対
象
規
定
は
、
学
問
の
方
法
論
的
省
察
の
根
本

形
態
の
三
つ
と
し
て
吾
々
に
事
実
上
提
供
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
仮
に
私
に
そ
の
著
し
い
代
表
者
を
選
ぶ
こ
と

を
許
す
な
ら
ば
、
第
一
は
形
式
論
理
学
の

い
わ
ゆ
る

所
謂
、

　

方
、

　

法
、

　

論
又
は
特
殊
科
学
自
身
の
持
つ
、

　

研
、

　

究
、

　

法
で
あ
り
、
第
二
は

た
と例

え
ば

リ
ッ
ケ
ル
ト
に
よ
っ
て
説
か
れ
た
、

　

科
、

　

学
、

　

論
で
あ
り
、
又
第
三
は

た
と例

え
ば
物
理
学
の
相
対
性
理
論
の
示
す
、

　

世
、

　

界
、

　

形
、

　

象
、

　

の

、

　

考
、

　

察
で
あ
ろ
う
。
第
一
は
学
問
が

い

か

如
何
に
し
て
、

　

研
、

　

究
さ
れ
る
か
と
い
う
反
省
で
あ
り
、
第
二
は
学
問
が

い

か

如
何
な
る
、

　

概

、

　

念
、

　

構
、

　

成
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
か
を
問
い
、
第
三
は
学
問
が

も有
つ
、

　

世
、

　

界
、

　

形
、

　

象
が
如
何
な
る
根
柢
の
上
に
成
り
立
っ
て
い



　第二部　28

る
か
―――
、

　

科
、

　

学
、

　

的
、

　

世
、

　

界
、

　

の
、

　

基
、

　

礎
―――
を
説
明
す
る
。
三
つ
の
も
の
は

い
ず何

れ
も
そ
の
問
題
を
異
に
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

し
か併

し
な
が
ら

そ
れ夫

に
も

か
か
わ

拘
ら
ず
、

ひ
と斉

し
く
、

　

方
、

　

法
の
省
察
の
名
に
値
い
す
る
充
分
の
理
由
の
あ
る
こ
と
は
、
方
法
概
念
の
運

動
自
身
が
之
を
説
明
し
た
処
で
あ
る
。
そ
し
て
学
問
の
性
格
を
決
定
す
る
の
に
そ
の
対
象
で
は
な
く
し
て
そ
の
方
法

を
拠
り
処
と
す
る

い
わ
ゆ
る

所
謂
、

　

科
、

　

学
、

　

論
が
、
何
故
正
し
い
と
考
え
ら
れ
る
か
と
い
う
理
由
は
、
之
に
よ
っ
て
必
然
的
で
あ
る
。

方
法
概
念
の
今
の
こ
の
運
動
を
導
く
た
め
に
、
私
は
対
象
概
念
の
方
法
概
念
へ
の
運
動
を
借
り
た
。
構
成
前
の
対

象
は
構
成
さ
れ
た
対
象
と
な
る
と
云
っ
た
。
、

　

研
、

　

究
、

　

の
、

　

対
、

　

象
は
、

　

学
、

　

問
、

　

の
、

　

内
、

　

容
と
な
っ
た
。
今
こ
の
対
象
概
念
の
こ
の
運

動
を
徹
底
す
れ
ば
、
―――
そ
の
過
程
は
方
法
に

つ就
い
て
の
ア
ナ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
―――
、

対
象
は
遂
に
は
、

　

方
、

　

法
、

　

の
、

　

規
、

　

定
と
な
っ
て
現
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
筈
で
あ
る
。
今
迄
は
実
践
的
に
行
な
わ
れ
る
研

究
の
対
象
で
あ
っ
た
対
象
が
、
其
の
本
来
の
地
盤
を
離
れ
て
学
問
内
容
と
な
り
、
更
に
学
問
の
方
法
的
規
定
に
変
化
す

る
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
対
象
概
念
は
次
第
に
稀
薄
と
な
り
遂
に
方
法
概
念
に
ま
で
運
動
す
る
。
こ
の
運
動
の
経
過

す
る
範
疇
は
全
く
方
法
の
場
合
に
於
け
る
三
つ
の

へ
い
た
ん

兵
站
―――
研
究
方
法
・
学
問
構
成
・
対
象
規
定
―――
に
平
行
す
る
こ

と
は
そ
う
あ
り
そ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
第
一
の
場
合
―――
研
究
の
対
象
―――
は
、

た
と例

え
ば
生
物
学
の
研
究
対
象
は
生

物
で
あ
る
と
い
う
意
味
の
、
対
象
の
観
念
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
。
吾
々
は
生
物
学
的
な
専
門
的
研
究
に
よ
っ
て
教

え
ら
れ
る
こ
と
な
く
し
て
も
何
を
生
物
と
し
て
取
り
扱
う
か
を
大
体
は
知
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
云
う
な
ら

ば
そ
れ夫

は
お
よ凡

そ
動
物
又
は
植
物
と
呼
ば
れ
る
一
切
の
生
命
あ
る
物
を
含
む
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
生
命
あ
る
も
の
と
は

何
か
と
尋
ね
る
時
、
古
典
的
、

　

常
、

　

識
は

た
と例

え
ば
営
養
を
摂
取
す
る
も
の
と
答
え
る
で
あ
ろ
う（

一
）。

生
物
学
の
研
究
の
対
象

を
生
物
と
し
て
、
又
星
学
研
究
の
対
象
を
天
体
と
し
て
、
吾
々
は
、

　

容
、

　

易
に
云
い
解
く
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
容
易
さ

は
そ
の
対
象
が
一
つ
の
、

　

常
、

　

識
、

　

概
、

　

念
と
し
て
、
学
問
的
研
究
を

ま俟
つ
ま
で
も
な
く
、
、

　

学
、

　

問
、

　

構
、

　

成
、

　

以
、

　

前
に
於
て
存
在
す
る
こ
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と
を
意
味
す
る
の
に
他
な
ら
な
い
。
構
成
以
前
と
は
研
究
以
前
の
、
即
ち
常
識
的
な
、
存
在
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。

も
っ
と

尤
も
人
々
は
常
識
と
学
問
的
研
究
と
の
間
に
漸
次
の
移
り
行
き
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
構
成
の
、

　

前
、

　

後
が
一

つ
の
概
略
的
区
別
に
過
ぎ
な
い
と
云
う
か
も
知
れ
な
い
。
そ
う
す
れ
ば
こ
の
区
別
は
要
す
る
に
程
度
の
差
で
あ
っ
て
、

云
わ
ば
同
じ
色
の
連
続
ス
ペ
ク
ト
ル
の
任
意
の
二
点
を

た
ま
た
ま

偶
々
私
が
異
る
二
つ
の
色
と
し
て
指
摘
し
た
よ
う
な
こ
と
に

な
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
偶
然
の
区
別
は
表
象
散
漫
に
よ
っ
て
同
一
と
も
異
る
も
の
と
も
考
え
ら

れ
そ
う
で
あ
る
。
―――
実
際
又
弁
証
法
的
諸
段
階
に
あ
っ
て
は
吾
々
は
そ
の
よ
う
な
不
精
確
さ
に
少
な
か
ら
ず
出
逢

う
で
あ
ろ
う
。

し
か併

し
な
が
ら
常
識
か
ら
学
問
的
知
識
へ
の
移
り
行
き
は
決
し
て
、

　

漸
、

　

次
の
概
念
に
よ
っ
て
は

つ
く尽

さ
れ
な

い
。
常
識
は
そ
れ
自
身
の
尺
度
を
持
ち
学
問
的
知
識
は
そ
れ
自
身
の
別
の
尺
度
を

も有
つ
。

あ
た
か

恰
も
世
論
が
ア
カ
デ
ミ
ー

の
理
論
と
は
別
な
勢
力
を
持
つ
よ
う
に
、
街
頭
と
研
究
室
と
は
別
な
社
会
的
存
在
と
し
て
現
わ
れ
る
性
質
を
持
っ
て

い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
二
つ
の
も
の
は
全
く
そ
の
原
理
を
―――
出
発
を
―――
異
に
す
る
。
一
か
ら
出
発
し
て
そ

の
ま
ま
他
へ
到
着
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
吾
々
は
常
識
か
ら
出
発
し
―――
何
と
な
れ
ば

い

か

如
何
な
る
人
もD

asein

と

し
て
は
ま
ず
第
一
に
常
識
者
で
あ
る
か
ら
―――
、
そ
し
て

も若
し
彼
が
学
者
で
あ
る
な
ら
ば
、
一
つ
の
転
換
に
よ
っ
て
学

問
研
究
に
向
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
転
換
、

　

以
、

　

後
に
発
生
し
た
学
問
的
概
念
で
は
な
く
し
て
、

ま
さ正

に
そ
れ
、

　

以

、

　

前
に
す
で
に
吾
々
が
持
っ
て
い
た
常
識
概
念
が
研
究
の
対
象
と
な
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
、

　

構
、

　

成
、

　

以
、

　

前
の
対
象
概
念
な
の

で
あ
る
。
構
成
の
前
後
は
転
換
の
鋭
角
に
よ
っ
て
折
目
づ
け
ら
れ
た
二
つ
の
分
野
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
構
成
以
前
の

対
象
概
念
―――
、

　

研
、

　

究
、

　

の
、

　

対
、

　

象
―――
は
研
究
す
べ
く
与
え
ら
れ
た
る
常
識
概
念
に
於
て
そ
の
実
例
を
見
出
す
と
考
え
ら

れ
る
。
一
般
に
博
物
学
的
研
究
の
対
象
は
之
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か（

二
）。
(

一)

　

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス(D

e
A
n
im

a
,
4
1
3
a
3
0
)

は
そ
う
云
っ
て
い
る
。

(

二)

　

生
物
学
が
物
理
的
化
学
的
精
密
科
学
に
還
元
さ
れ
そ
う
に
見
え
な
が
ら
、
何
故
還
元
さ
れ
得
な
い
か
に

つ就
い
て
、
そ
の
存
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在
論
的
根
柢
は
か
く
解
釈
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
と
思
う
。V

ita
lism

u
s

の
成
否
は
実
証
家
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
べ
き
で

あ
る
が
、
少
く
と
も
こ
の
思
想
が
何
故
発
生
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
必
然
性
は

こ
こ茲

に
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

第
二
は
構
成
以
後
の
対
象
概
念
の
場
合
で
あ
る
。
対
象
は
も
は
や
研
究
の
対
象
で
は
な
く
し
て
、
研
究
さ
れ
た
る

―――
学
問
の
―――
内
容
と
な
る
。
吾
々
は

た
と例

え
ば
物
理
学
に
於
て
そ
の
代
表
者
を
見
出
す
で
あ
ろ
う
。
生
物
学
の
対

象
が
生
物
で
あ
っ
た
に
対
し
て
物
理
学
の
対
象
は
何
で
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
天
体
で
も
地
球
で
も
な
い
。
そ

こ
に
あ
る
も
の
は
天
体
の
物
理
学
、
地
球
の
物
理
学
に
過
ぎ
な
い
。
物
理
学
の
対
象
は
特
定
の
此
又
は
彼
と
い
う
具

体
的
な
常
識
概
念
で
は
な
く
し
て
、
よ
り
一
般
的
な
抽
象
的
概
念
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
吾
々
は

そ
れ夫

を
物
体
と
す

ら
云
う
こ
と
は
出
来
な
い
。

か
え却

っ
て
物
体
に
於
て
第
一
義
的
に
本
来
属
す
る
処
の
或
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

物
体
の
運
動
或
い
は
静
止
の
、
或
る
原
理
・
或
る
原
因
と
云
わ
れ
る
処
の
、
自
然fü

sis

と
も
云
う
べ
き
も
の
と
考
え

る
他
は
な
い
で
あ
ろ
う（

一
）。

こ
の
意
味
に
於
て
物
理
学
の
対
象
は
言
葉
通
り
に
物
理
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

　

対
、

　

象
と
呼
ば
れ

る
よ
り
も

む
し寧

ろ
、
キ
ル
ヒ
ホ
フ
の
言
葉
に
従
っ
て
或
る
意
味
で
の
現
象
と
呼
ば
れ
て

よ好
い
よ
う
な
規
定
を
持
つ
或
る
も

の
で
あ
る
（
人
々
は
物
理
現
象
と
い
う
言
葉
は
好
む
で
あ
ろ
う
。

し
か併

し
誰
も
動
物
現
象
と
は
云
わ
な
い
に
違
い
な
い
）。

そ
れ
は
学
問
的
に
構
成
さ
れ
る
以
前
は
、
或
る
も
の
と
呼
ぶ
外
は
実
は
呼
び
よ
う
の
な
い
或
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意

味
に
於
て
之
は
到
底
第
一
の
場
合
の
常
識
概
念
で
は
な
い
。
物
理
学
の
内
容
に
ま
で
構
成
さ
れ
て
初
め
て
、
自
然
と
も

物
理
現
象
と
も
名
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
、
又
そ
の
名
が
何
を
指
し
示
す
か
を
吾
々
が
実
質
に
於
て
覚
る
こ
と
が

出
来
る
よ
う
な
、
そ
の
よ
う
な
も
の
が
物
理
学
の
対
象
な
の
で
あ
る
。
之
は
物
理
学
の
内
容
と
し
て
物
理
学
的
方
法

に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
対
象
で
あ
り
、
決
し
て
其
の

ま
ま儘

吾
々
が
常
識
的
に
出
逢
う
対
象
で
は
な
い
か
ら
こ
そ
、

か
え却

っ
て

吾
々
は
任
意
の
常
識
概
念
の
或
る
一
面
を
と
り
出
し
て
常
に
之
を
物
理
学
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
出
来
る
訳
で
あ
る
。

か
く
し
て
同
一
の
常
識
概
念
は

た
と例

え
ば
生
物
学
の
対
象
と
も
考
え
ら
れ
る
と
同
時
に
又
物
理
学
の

そ
れ夫

と
も
考
え
ら
れ
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る
理
由
が
出
て
来
る
の
で
あ
る
。
其
の
故
は
後
者
が
構
成
さ
れ
た
対
象
で
あ
り
、
又
そ
の
意
味
に
於
て
抽
象
の
産
物

で
あ
り
、
一
般
的
で
あ
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
物
理
学
が
何
故
自
然
科
学
の
根
柢
と
な
る
こ
と
が
出
来
、
又
何
故
自

然
科
学
の
理
想
的
典
型
と
し
て
王
位
に
就
け
ら
れ
る
の
を
慣
わ
し
と
す
る
か
は
、
之
に
よ
っ
て
半
ば
必
然
的
で
あ
る（

二
）。

第
二
の
場
合
の
―――
、

　

学
、

　

問
、

　

内
、

　

容
と
し
て
の
―――
対
象
概
念
は
、
物
理
学
に
於
て
そ
の
一
つ
の
実
例
を
見
出
す
と
云
う
こ

と
が
出
来
る
。

(

一)

　

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、P

h
y
sica

,
1
9
2
b
2
1

―2
3

参
照
。

(

二)

　

第
二
の
場
合
に
属
す
る
科
学
は
無
論
物
理
学
だ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
に
も

か
か
わ

拘
ら
ず
物
理
学
だ
け
が
こ
の
名
誉
を
担
う
。
そ

の
必
然
性
は
、

　

自
、

　

然
概
念
の
解
釈
を
之
に
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
完
全
に
与
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
―――
後
を
見
よ
。
今
の
場
合

だ
け
で
は
こ
の
必
然
性
は
半
ば
を
出
な
い
。

対
象
が
、

　

方
、

　

法
、

　

の
、

　

規
、

　

定
と
な
っ
て
現
わ
れ
る
第
三
の
場
合
は
、
再
び
相
対
性
理
論
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
と
思
わ
れ

る
。
物
理
学
は
座
標
を
現
象
記
載
の
手
段
と
し
て
用
い
る
。
一
切
の
自
然
現
象
は
数
量
と
し
て
計
量
さ
れ
、
数
量
は

空
間
量
と
し
て
測
定
さ
れ
、
そ
し
て
空
間
量
は
座
標
に
於
て
観
測
さ
れ
る
。
座
標
は
物
理
学
一
般
に
と
っ
て
窮
極
の

手
段
で
あ
る
。
そ
し
て
か
か
る
窮
極
の
手
段
は
或
る
意
味
に
於
て
、

　

方
、

　

法
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
と
な
れ
ば
物
理

学
は
之
に
よ
っ
て
初
め
て
学
問
と
し
て
構
成
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
学
問
構
成
こ
そ
は
方
法
を
取
り
扱
っ
た
第
二

の
場
合
に
相
当
す
る
、

　

学
、

　

問
、

　

の
、

　

方
、

　

法
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
処
が
相
対
性
理
論
に
従
え
ば
、
か
か
る
座
標
系
は
そ

れ
自
身
一
つ
の
、

　

世
、

　

界
を
組
み
立
て
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
座
標
系
の
軸
の
変
換

な
い
し

乃
至
は
曲
率
の
変
更
、
又
は
測
度
の

置
換
は
、
種
々
な
る
物
理
的
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
も
の
と
説
か
れ
る
。
そ
し
て

あ
た
か

恰
も
重
力
・
電
磁
気

ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
こ
そ
物
理
学
の
対
象
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
故

こ
こ茲

に
於
け
る
座
標
空
間
は
も
は
や
単
に
方
法

で
は
な
く
し
て
、

　

対
、

　

象
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
見
え
る
で
あ
ろ
う
。

し
か併

し
物
理
的
空
間
は
あ
く
ま
で
方
法
で
あ
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る
こ
と
を

や已
め
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
も
し
そ
う
で
な
け
れ
ば
物
理
学
者
は
測
定
や
観
測
の
地
盤
を

も有
た
な
い
処
の
、

通
路
な
き
空
間
の
一
つ
の
形
而
上
学
的
変
態
に
面
接
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
か
ら
。
物
理
的
空
間
は

元
来
、

　

方
、

　

法
概
念
と
し
て
成
り
立
っ
た
も
の
に
外
な
ら
な
い
。

し
か而

も
そ
れ
に
於
て
、

　

対
、

　

象
概
念
が
発
見
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

か
く
て
こ
の
場
合
に
於
て
対
象
と
考
え
ら
れ
た
も
の
は
実
は
方
法
の
規
定
に
外
な
ら
な
い
こ
と
が
約
束
さ
れ
て
い
る
。

対
象
は
研
究
の
対
象
と
し
て
の
地
盤
を
離
れ
て
運
動
し

か
え却

っ
て
方
法
に
於
て
自
己
を
見
出
す
。
始
め
物
理
的
構
成
を

経
な
い
間
は
物
理
学
的
研
究
の
対
象
と
見
え
た
自
然
の
空
間
的
存
在
は
、
物
理
学
的
構
成
の
極
点
に
於
て
、
方
法
と
し

て
の
空
間
―――
座
標
―――
と
し
て
現
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
方
法
が
な
お

や

は

矢
張
り
対
象
の
名
に
値
い
す
る
理
由
を

ば
私
は
今
説
明
し
た
処
で
あ
る
。

方
法
概
念
の
運
動
に
平
行
し
て
対
象
概
念
の
運
動
を
跡
づ
け
る
こ
と
が
出
来
る
こ
と
は
か
く
し
て
―――

も
っ
と

尤
も
私
は

簡
単
に
書
く
た
め
に
ア
ナ
ロ
ギ
ー
に
頼
っ
た
の
で
あ
る
が
、
―――
存
在
論
的
に
理
解
さ
れ
る
筈
で
あ
る
。
学
問
の
性

格
を
そ
の
対
象
に
於
て
見
出
し
、
従
っ
て
之
に
依
っ
て

た
と例

え
ば
、

　

学
、

　

問
、

　

の
、

　

分
、

　

類
を
企
て
る
こ
と
が
、

い

か

如
何
に
必
然
的
で
あ

る
か
は
又
、
今
ま
で
述
べ
て
来
た
処
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
に
違
い
な
い
。

方
法
は
対
象
を
決
定
し
、
同
じ
く
対
象
は
又
方
法
を
決
定
し
た
。
そ
し
て
方
法
概
念
は
対
象
概
念
に
ま
で
運
動
し
、

同
じ
く
対
象
概
念
は
方
法
概
念
に
ま
で
運
動
し
た
。
方
法
・
対
象
の
構
造
に
於
て
、
た
と
い
両
者
が
同
一
の
役
割
を
演

じ
な
い
ま
で
も
、
少
な
く
も
両
者
は
同
じ
程
度
の
資
格
を

も有
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
見
え
た
筈
で
あ
る
。

今
も
し
学
問
と
い
う
も
の
が
こ
の
方
法
・
対
象
の
構
造
に
於
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
―――

多
分
人
々
は
之
に
反
対
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
―――
、
学
問
の
構
造
に
於
て
方
法
と
対
象
と
は
同
じ
程
度
の
権
利
に
与

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
見
え
る
筈
で
あ
る
。
実
際
吾
々
が
既
に
見
た
通
り
、
学
問
は
方
法
に
よ
っ
て
そ
の
性
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格
を
理
解
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
と
共
に
、
又
同
じ
く
対
象
に
よ
っ
て
も
そ
の
性
格
を
理
解
さ
れ
得
る
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
前
者
は
、

　

科
、

　

学
、

　

論
の
名
の
下
に
、
後
者
は
学
問
の
、

　

分
、

　

類
の
名
の
下
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
必
然
性
を

も有
っ
た
。
処
が

そ
れ
に
も

か
か
わ

拘
ら
ず
人
々
は
学
問
を
性
格
づ
け
る
の
に
、
対
象
に
依
っ
て
す
る
よ
り
も
方
法
に
よ
っ
て
す
る
方
を
、
学
問

の
性
格
そ
れ
自
身
に
よ
り

ふ
さ適

わ
し
い
と
思
う
に
違
い
な
い
。
そ
れ
は
何
故
で
あ
る
の
か
。
私
は
最
後
に
そ
の
必
然
性

を
理
解
し
て
お
く
義
務
が
あ
る
。

人
々
は

た
だ直

ち
に
云
う
で
あ
ろ
う
。
吾
々
は
す
で
に
方
法
が
吾
々
の
側
に
ぞ
く
す
る
の
を
見
た
。
そ
し
て
学
問
も
亦

吾
々
の
産
ん
だ
仕
事
で
あ
る
。
故
に
こ
の
吾
々
と
い
う
概
念
を
媒
介
と
す
る
な
ら
ば
、
学
問
に
固
有
な
契
機
は
対
象

で
は
な
く
し
て
明
ら
か
に
方
法
で
あ
る
他
は
な
い
。
其
は
至
極
当
然
で
は
な
い
か
と
。
け
れ
ど
も
人
々
は
か
く
主
張

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
つ
の
同
語
反
覆
を
な
し
て
居
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
学
問
は
ど
の

よ
う
な
意
味
に
於
て
吾
々
の
産
ん
だ
仕
事
で
あ
る
の
か
。
そ
れ
は
吾
々
が
方
法
に
よ
っ
て
学
問
を
構
成
す
る
と
考
え

ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
場
合
そ
れ
故
学
問
は
方
法
と
同
一
視
さ
れ
て
い
る
。
方
法
の
性
格
は
無
論
方
法
で
あ
る
。

又
或
る
人
々
は
学
問
と
、

　

真
、

　

理
と
を
等
値
す
る
事
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
に
云
う
か
も
知
れ
な
い
。
真
理
は
吾
々
が
構
成

し
た
も
の
で
あ
る
、
そ
れ
故
こ
の
吾
々
を
媒
介
と
し
て
学
問
は
独
特
な
仕
方
で
方
法
に
結
び
付
く
筈
で
は
な
い
か
と
。

学
問
が
真
理
と
等
値
さ
れ
る
と
い
う
言
葉
自
身
を
吾
々
は
承
認
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
学
問
は
真
理
の
体
系
と
考
え

ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
真
理
が
吾
々
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
は
何
を
意
味
す
る

か
。
恐
ら
く
こ
の
構
成
の
原
理
は

い
わ
ゆ
る

所
謂
普
遍
妥
当
性
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
「
先
天
的
総
合
判
断
の
可
能
性
」

が
そ
れ
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
、

　

主
、

　

観
に
よ
っ
て
総
合
さ
れ
た
判
断
が

い

か

如
何
に
し
て
、

　

客
、

　

観
性

を
も有

つ
こ
と
が
出
来
る
か
、
と
い
う
問
い
を
こ
れ
は
意
味
す
る
。
こ
の
時
、

い
わ
ゆ
る

所
謂
、

　

吾
、

　

々
は
主
観
に
他
な
ら
な
い
。
処
が

方
法
が
吾
々
に
ぞ
く
す
と
云
っ
た
場
合
の
、

　

吾
、

　

々
が
決
し
て
主
観
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
私
は
特
に
指
摘
し
て
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お
い
た
。
従
っ
て
人
々
の
推
論
は
四
個
の
名
辞
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
。
の
み
な
ら
ず
普
遍
妥
当
性
が
独
立
化

せ
ら
れ
て
規
範
と
な
り
、
規
範
概
念
が
題
目
と
な
っ
て
独
立
化
し
て
価
値
概
念
と
な
る
時
、
其
は
主
観
と
さ
え
絶
縁
し

た
客
観
と
な
っ
て

し
ま了

う
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
人
々
は
見
せ
か
け
の
媒
語
を
す
ら
失
う
。
そ
れ
で
あ
る
か
ら
学
問
に
於

て
特
に
方
法
が
重
大
に
見
え
る
理
由
は
、
、

　

学
、

　

問
が
吾
々
に
ぞ
く
す
る
か
ら
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
し
て

す
で已

に
方

法
が
対
象
に
対
し
て
何
か
の
、

　

優
、

　

越
を
示
し
得
る
か
ら
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
処
が
方
法
と
対
象
と
は
今
ま
で
述
べ
た

限
り
に
於
て
は
、

　

平
、

　

等
で
あ
る
よ
う
に
見
え
た
。
こ
の
撞
着
を
ど
う
解
く
か
。

対
象
・
方
法
の
関
係
は
交
渉
的
存
在
に
於
て
あ
っ
た
。
両
者
は
従
っ
て
共
に
存
在
で
あ
る
。
処
が
方
法
は
特
有
な
存

在
―――
吾
々
―――
に
ぞ
く
し
た
。
も
し
方
法
が
対
象
に
対
す
る
優
越
を

も有
つ
と
す
れ
ば
そ
れ
は
た
だ
こ
の
点
に
の
み

あ
る
こ
と
が
出
来
る
に
相
違
な
い
。
そ
こ
で
人
々
は
云
う
で
あ
ろ
う
。
自
我
は
存
在
の
根
柢
で
あ
る
、
そ
れ
故
こ
の

自
我
に
ぞ
く
す
る
方
法
は
当
然
非
我
に
ぞ
く
す
る
対
象
を
優
越
す
る
と
。
け
れ
ど
も
こ
の
よ
う
な
形
而
上
学
的
存
在

が
、

　

吾
、

　

々
で
は
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
。
自
我
が
非
我
に
対
す
る
と
同
じ
に
吾
々
は
存
在
に
対
す
る
か
も
知
れ
な
い
。
け

れ
ど
も
吾
々
が
存
在
の
根
柢
で
あ
る
の
で
は
な
か
っ
た
。

し
か併

し
な
が
ら
何
故
人
々
は
自
我
を
存
在
の
根
柢
と
考
え
た

の
で
あ
る
か
。
自
我
が
一
つ
の
、

　

実
、

　

践
概
念
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
（
吾
々
は
フ
ィ
ヒ
テ
を
思
い
起
こ
せ
ば
よ
い
）。
そ
し

て
こ
の
点
に
於
て
吾
々
と
い
う
概
念
も
自
我
と
い
う
概
念
と
同
じ
使
命
を
帯
び
て
要
求
さ
れ
た
概
念
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
何
と
な
れ
ば
吾
々
と
存
在
と
の
交
渉
は

ま
さ正

に
一
つ
の
実
践
概
念
に
外
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
か
く
て
交

渉
的
存
在
の
こ
の
実
践
性
を
代
表
し
得
る
も
の
は
吾
々
で
あ
る
。
言
葉
を
換
え
て
云
う
な
ら
ば
、
対
象
・
方
法
の
関
係

を
、

　

代
、

　

表
す
る
も
の
は
方
法
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
方
法
の
優
位
は
そ
の
、

　

実
、

　

践
、

　

的
、

　

優
、

　

越
に
あ
る
こ
と
と
な
る
。
疑
問

は
か
く
し
て
解
か
れ
た
。
単
に
、

　

理
、

　

論
、

　

的
に
は
方
法
も
対
象
と
平
等
で
あ
る
。

し
か併

し
、

　

実
、

　

践
、

　

的
に
は
方
法
が
代
表
的
な
位

置
を
占
め
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
学
問
が
何
故
方
法
に
よ
っ
て
性
格
づ
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
ら
れ
る
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か
は
、
学
問
の
実
践
的
成
立
―――
研
究
―――
に
ま
で
遡
る
時
初
め
て
そ
の
必
然
性
を

う享
け
る
の
で
あ
る
。

さ
て
こ
の
平
凡
な
結
論
は
一
つ
の
説
明
を
含
ん
で
い
る
。
方
法
の
問
い
は
、
即
ち
一
般
に
、

　

方
、

　

法
、

　

論
は
、
実
践
的
動
機

に
於
て
の
み
そ
の
必
然
を

も有
つ
こ
と
が
出
来
る
、
と
い
う
こ
と
が
今
や
明
ら
か
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
実

践
的
学
問
態
度
―――
研
究
―――
に
よ
っ
て
動
機
づ
け
ら
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
方
法
の
問
題
は
決
し
て
本
来
の
問
題

と
し
て
発
生
し
て
来
る
理
由
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
吾
々
は
方
法
論
を

い

か

如
何
な
る
動
機
に
従
っ
て
も
追
求
す

る
こ
と
は
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
単
に

わ
へ
い

話
柄
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
之
を
考
察
す
る
こ
と
も
出
来
る
し
、
或

い
は
学
問
の
研
究
に
全
く
無
関
心
で
あ
り
な
が
ら
も
そ
の
学
問
の
方
法
論
を
思
弁
す
る
こ
と
も
出
来
る
。
吾
々
は
或

る
学
問
を
研
究
す
る
代
り
に
、
其
の
学
問
の
諸
々
の
方
法
の
説
だ
け
を
比
較
し

あ
ん
ば
い

按
配
す
る
こ
と
も
事
実
出
来
る
で
あ

ろ
う
。
処
が
こ
の
種
類
の

い
わ
ゆ
る

所
謂
方
法
論
が

い

か

如
何
に
不
毛
で
あ
り
無
力
で
あ
る
か
を
人
々
は
知
っ
て
い
る
。

し
か併

し
そ
れ

は
何
故
で
あ
る
の
か
。
吾
々
の
結
論
は
之
を
説
明
す
る
。
方
法
の
問
い
は
学
問
実
践
か
ら
の
み
発
生
す
る
。
従
っ
て

そ
の
発
生
の
地
盤
で
あ
る
実
践
を
遊
離
し
た
処
の
方
法
論
は
、
実
は
方
法
を
発
見
し
よ
う
と
す
る
誠
意
を
欠
い
た
一

つ
の
閑
話
で
あ
る
他
は
な
い
。
こ
の
種
類
の
営
み
は
方
法
な
き
研
究
が
そ
う
あ
る
と
同
じ
程
度
に
、
浪
費
の
危
険
に

曝
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
方
法
の
問
題
は
実
践
的
課
題
で
あ
る
。
方
法
・
対
象
の
関
係
が
方
法
・
対
象
の
対
立
の
単
な
る

総
合
と
い
う
よ
う
な
視
角
に
於
て
見
る
こ
と
が
許
さ
れ
ず
、
特
に
存
在
論
的
構
造
か
ら
基
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た

ゆ
え
ん

所
以
が
之
で
あ
る
。
そ
し
て
生
活
に
於
て
方
法
が
根
柢
に
働
い
て
い
る
と
云
っ
た
私
の
最
初
の
言
葉
は
之

に
基
い
て
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

方
法
概
念
の
分
析
は
、
今
や
、
理
論
的
視
角
か
ら
、
実
践
的
視
角
に
移
る
。
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方
法
概
念
の
分
析
（
そ
の
二
）

第
三
部

方
法
の
問
題
は
実
践
的
課
題
で
あ
る
。
吾
々
が
学
問
を
―――
今
は
問
題
を
学
問
の
範
囲
に
限
っ
て
い
る
―――
実
際

的
に
、
即
ち
単
な
る
関
心
な
き
一
つ
の
既
成
の
存
在
と
し
て
で
は
な
く
、
吾
々
自
身
が
現
実
的
に
交
渉
を

も有
と
う
と
欲

す
る
処
の
一
つ
の
営
み
と
し
て
、
遂
行
し
よ
う
と
す
る
時
、
初
め
て
方
法
の
問
題
は
発
生
す
る
。
こ
の
よ
う
な
動
機
か

ら
発
生
し
な
い
こ
の
同
じ
問
題
は
、
実
は
真
面
目
に
相
手
に
さ
れ
る
だ
け
の
誠
実
を

も有
つ
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

た
と
い
そ
れ
を
論
じ
る
論
調
と
論
構
と
が
、
ど
れ
程
荘
重
で
あ
ろ
う
と
も
、も

っ
と

尤
も
ら
し
さ
を
真
実
か
ら
区
別
す
る
必
要

に
常
々
迫
ら
れ
て
い
る
人
々
に
と
っ
て
は
、
之
は
一
つ
の
虚
偽
の
他
で
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
方
法
の
問
題
は
実

践
的
動
機
に
於
て
成
り
立
つ
か
ら
し
て
、
こ
の
問
題
に
於
て
初
め
て
正
当
に
問
題
と
な
り
得
る
処
の
方
法
概
念
は
又
、

実
践
的
動
機
を
内
に
含
ん
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
筈
で
あ
る
。
単
に
、
方
法
と
は
、

　

何
、

　

で
、

　

あ
、

　

る
、

　

か
、
に

つ就
い
て
の

さ
き向

の

理
論
的
な
視
角
に
於
て
さ
え
、
実
際
吾
々
が
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
方
法
と
対
象
と
の
存
在
論
的
交
渉
と
し
て
、
実
践

的
動
機
が
現
わ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

こ
の
実
践
的
動
機
は
、
方
法
が
何
で
あ
る
か
と
い
う
、

　

理
、

　

論
、

　

的
な
問
題
か
ら
、
必
然
的
に
、
、

　

如
、

　

何
、

　

に
、

　

し
、

　

て
方
法
を
求
め

る
か
と
い
う
、

　

実
、

　

践
、

　

的
問
題
を
呼
び
起
こ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
吾
々
が
、
こ
の
動
機
をさ

か
の
ぼ

溯
る
時
、
之
が

必
然
で
あ
る
の
で
あ
る
。

し
か然

し
、
こ
の
、

　

如
、

　

何
、

　

に
、

　

し
、

　

て
と
い
う
問
い
は
こ
の
場
合
、

そ
れ
ぞ
れ

夫
々
特
殊
の
学
問
の
内
容
に
ま
で
立
ち
入
っ
た
考
察
を
要
求

す
る
も
の
で
あ
る
他
は
な
い
。
と
い
う
意
味
は
個
々
の
特
殊
の
学
問
が
、
そ
の
、

　

研
、

　

究
の
、
そ
の
、

　

概
、

　

念
、

　

構
、

　

成
の
、
そ
の
、

　

世
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、

　

界
、

　

形
、

　

象
の
、
方
法
を
ば
自
分
自
身
に
よ
っ
て
決
定
す
る
他
は
な
い
の
で
あ
る
。
方
法
概
念
の
分
析
を
目
的
と
し
て
い

る
吾
々
は
、
無
論
、
こ
れ
等
特
殊
学
問
の

そ
れ
ぞ
れ

夫
々
の
成
果
と
計
画
と
傾
向
と
を
手
懸
り
と
し
て
、
方
法
概
念
に
肉
を
与
え
、

そ
れ
に
よ
っ
て
分
析
を
よ
り
現
実
的
に
す
る
こ
と
は
出
来
る
。
け
れ
ど
も
之
を
実
際
に
遂
行
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
と
り
も
直
さ
ず

そ
れ
ぞ
れ

夫
々
特
殊
の
学
問
の
研
究
を
遂
行
す
る
こ
と
と
一
つ
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
吾
々
は
方
法
概
念

の
分
析
と
い
う
課
題
と
、
学
問
研
究
と
い
う
課
題
と
を
、
課
題
と
し
て
は
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
れ
ば

私
は
方
法
に

つ就
い
て
今
の
、

　

如
、

　

何
、

　

に
、

　

し
、

　

て
と
い
う
問
い
を
、
正
当
な
権
利
を
以
て
一
応
回
避
す
る
こ
と
が
出
来
る
筈
で
あ

る
。
も
し
之
を
回
避
せ
ず
に

し強
い
て
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
な
ら
ば
、
吾
々
の
云
う
べ
き
言
葉
は
至
極
普
遍
的
な

従
っ
て
又
甚
だ
抽
象
的
な
、
幾
つ
か
の
、

　

格
、

　

率
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
方
法
は
対
象
に
固
有
で
あ
る
よ
う
に
求
め
よ
、
方
法

は
普
遍
的
で
あ
る
よ
う
に

え
ら択

べ
、
方
法
は
手
法
を
襲
踏
せ
ず
し
て
批
判
的
で
あ
る
よ
う
に
求
め
よ
、
等
々
。
こ
れ
ら
の

格
率
は

あ
た
か

恰
も
形
式
的
な
道
徳
的
格
率
が
そ
う
あ
る
よ
う
に
、
等
し
く
又
高
貴
な
も
の
で
は
あ
ろ
う
、
け
れ
ど
も
事
実
上
、

現
実
に
対
し
て
何
か
の
力
を

も有
た
な
い
な
ら
ば
―――
た
と
い

も有
つ
、

　

べ
、

　

き
に
し
て
も
―――
之
は
無
用
な

よ
う
か
い

容
喙
に
過
ぎ
な

い
で
あ
ろ
う（

一
）。

吾
々
は
之
を
通
り
越
し
て
、
よ
り
根
本
的
に
動
機
をさ

か
の
ぼ

溯
っ
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

一)

　

形
式
論
理
学
に
於
け
る
研
究
法
や
統
制
法
が
、
之
を
産
み
出
し
た
必
然
性
を
離
れ
て
（

た
と例

え
ば
ベ
ー
コ
ン
の
精
神
を
離
れ

て
）
既
に
与
え
ら
れ
た
既
成
の
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
時
、
こ
の
よ
う
な
批
難
が
或
い
は
当
て

は嵌
ま
る
で
あ
ろ
う
。
ベ
ー

コ
ン
に
と
っ
て
、
そ
の
研
究
法(a

rs
in
v
en

ien
d
i)

は
、

　

新
、

　

し
、

　

き
、

　

も
、

　

の
の
発
見
を
使
命
と
し
て
い
る
。

学
問
に
於
け
る
方
法
概
念
の
動
機
―――
そ
れ
は
実
践
的
で
あ
る
―――
の
最
も
根
本
な
源
は
、
学
問
に
於
て
方
法
が

、

　

何
、

　

故
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
、
に
あ
る
。
方
法
が
何
で
あ
る
か
と
か
、

い

か

如
何
に
し
て
求
め
ら
れ
る
か
で
は
な
く
し

て
、
、

　

何
、

　

故
、

　

に
、

　

求
、

　

め
、

　

ら
、

　

れ
、

　

ね
、

　

ば
、

　

な
、

　

ら
、

　

な
、

　

い
、

　

か
、
で
あ
る
。
無
論
学
問
に
於
て
方
法
が
何
か
の
理
由
に
よ
っ
て
必
要
で
あ
れ
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ば
こ
そ
方
法
が
実
践
的
に
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
筈
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
は
何
か
。
こ
の
問
い
に
向
っ
て
、
こ
の
動

機
の
溯
源
が
吾
々
を
導
い
て
来
る
。
そ
し
て
之
に
対
す
る
答
え
は
一
応
す
で
に
明
ら
か
で
あ
る
。
学
問
は
そ
の
対
象

を
研
究
す
る
た
め
に
は
、

　

是
、

　

非
、

　

と
、

　

も
方
法
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
方
法
と
は
対
象
に
至
る
道
で
あ
っ
た
。
言
葉

を
換
え
て
云
う
な
ら
ば
、
学
問
が
学
問
で
あ
ろ
う
た
め
に
は
是
非
と
も
方
法
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

そ
し
て
学
問
―――
こ
の
概
念
は
普
通
、

　

知
、

　

識
又
は
、

　

学
、

　

殖
と
し
て
理
解
せ
ら
れ
る
―――
が
学
問
で
あ
ろ
う
た
め
の
、
そ
の
威

厳
が
要
求
す
る
処
の
も
の
を
云
い
表
わ
す
も
の
、
之
を
吾
々
は
一
応
学
問
か
ら
区
別
し
て
、
特
に
、

　

学
、

　

問
、

　

性
（
、

　

科
、

　

学
、

　

性
）

と
い
う
概
念
を
以
て
呼
ぶ
こ
と
が
出
来
る
。
学
問
性
と
は
そ
の
よ
う
な
要
求
を
云
い
現
わ
し
従
っ
て
そ
の
限
り
こ
の

要
求
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
る
必
要
な
る
も
の
の
成
立
の
動
機
と
な
る
こ
と
が
出
来
る
概
念
で
あ
る
（
常
に
概
念
は
動
機

づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
要
求
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
、
こ
の
意
味
に
於
て
概
念
は
常
に
理
念
で
あ
る
と
い

う
こ
と
が
出
来
る
）。
そ
し
て
学
問
性
と
い
う
概
念
・
理
念
の
も
つ
こ
の
要
求
に
よ
っ
て
必
要
と
さ
れ
、
こ
の
動
機
に

よ
っ
て
動
機
づ
け
ら
れ
た
も
の
が
、

ま
さ正

に
方
法
概
念
な
の
で
あ
る
。
故
に
方
法
概
念
成
立
の
実
践
的
動
機
は

ま
さ正

に
、

　

学

、

　

問
、

　

性
の
概
念
に
在
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
、

　

方
、

　

法
、

　

概
、

　

念
の
分
析
は
、
根
本
に
於
て
（
即
ち
そ
の
実
践
的
動
機
に
於
て
）、
、

　

学

、

　

問
、

　

性
、

　

概
、

　

念
の
分
析
で
あ
る
の
で
あ
る
。
―――
之
が
吾
々
の
方
法
概
念
分
析
の
課
題
の
最
後
の
形
態
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

吾
々
は
今
、

　

学
、

　

問
が
何
で
あ
る
か
を
さ
し
当
り
の
問
題
に
し
よ
う
と
は
思
わ
な
い
、
そ
う
で
は
な
く
し
て
学
問
と
は
一

応
区
別
さ
れ
た
る
、
学
問
を
し
て
学
問
で
あ
ら
し
め
る
処
の
学
問
の
在
り
方(W

esen
h
eit)

―――
、

　

学
、

　

問
、

　

性
―――
だ
け
を

分
析
し
て
見
れ
ば
充
分
で
あ
る
。
そ
れ
で
あ
る
か
ら

た
と例

え
ば
学
問
は
諸
々
の
概
念
の
分
類
と
結
合
と
で
あ
る
、
と
い
う

よ
う
な
立
ち
入
っ
た
説
明
は
今
の
吾
々
の
問
題
に
は
直
接
に
関
わ
り
を
持
た
な
い（

一
）。

又
学
問
が
何
を
求
め
何
を
研
究
す

る
か
と
い
う
こ
と
、

た
と例

え
ば
そ
れ
は
事
物
の
原
因
・
原
理
を
研
究
す
る
と
い
う
よ
う
な
主
張
も
之
を

か
え
り

顧
み
る
必
要
は
さ

し
当
り
な
い（

二
）。

吾
々
が
今
必
要
と
す
る
処
の
も
の
は
、
こ
の
よ
う
な
原
因
、
こ
の
よ
う
な
原
理
が
、
ど
う
い
う
条
件
に
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於
て
求
め
ら
れ
研
究
さ
れ
る
時
に
、
そ
の
追
求
な
り
研
究
な
り
が
、

　

学
、

　

問
、

　

的
と
な
る
か
と
い
う
、
そ
の
条
件
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、

　

学
、

　

問
、

　

性
が
何
で
あ
る
か
は
お
の
ず
か
ら
学
問
が
何
で
あ
る
か
を
も
明
ら
か
に
す
る
出
発
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。

(

一)

　

プ
ラ
ト
ン
は
そ
の
学
問
―――
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ケ
ー
―――
を
処
々
に
於
て
ほ
ぼ
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
（
そ
の
代
表
的

な
も
の
は

た
と例

え
ば
『
ソ
フ
ィ
ス
テ
ー
ス
』2

3
5
D

）。

(
二)

　

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
学
問
は
原
因
と
原
理
と
の
追
求
に
他
な
ら
な
い
（

た
と例

え
ば
『
形
而
上
学
』9

8
2
a

）。

さ
て
学
問
性
は
、

た
と例

え
ば
第
一
に
事
物
が
、

　

知
、

　

覚
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
其
の
条
件
と
は
し
な
い
。
何
と
な
れ
ば
学

問
性
は
少
く
と
も
物
の
異
同
を
弁
ず
る
働
き
に
依
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
之
を
弁
ず
る
も
の
は
知
覚

に
固
有
な

そ
れ
ぞ
れ

夫
々
の
感
官
で
あ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

お
よ凡

そ
吾
々
が
物
に

つ就
い
て
そ
の
異
同
を
弁
じ
之
に
よ
っ
て
或
る

一
個
の
意
見
―――
そ
れ
は
常
識
的
で
あ
る
―――
を

も有
つ
こ
と
は
、
個
々
の
感
官
の
働
き
で
は
な
く
し
て
、
云
う
な
ら

ば
心
の
働
き
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
こ
の
心
の
働
き
で
あ
る
、

　

意
、

　

見
（
ド
ク
サ
）
は
学
問
性
の
条

件
と
な
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
か
。
少
く
と
も
虚
偽
な
意
見
は
之
に
耐
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
、
た
だ
、

　

正
、

　

し
、

　

き

、

　

意
、

　

見
だ
け
が
之
に
耐
え
得
る
よ
う
に
見
え
る
。

し
か併

し
又
正
し
き
意
見
も

た
だ直

ち
に
真
の
知
識
を

も
た
ら

齎
す
こ
と
は
出
来
な
い
、

人
々
は
み
ず
か
ら
目
撃
し
た
こ
と
の
な
い
も
の
に

つ就
い
て
も
、
た
だ
他
の
人
々
か
ら
聞
き
教
え
ら
れ
た
処
に
基
い
て
、

一
つ
の
意
見
を

し
か而

も
正
し
き
一
つ
の
意
見
を

も有
つ
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
、
け
れ
ど
も
そ
の
正
し
き
意
見
が
真
の

知
識
で
あ
る
こ
と
が
保
証
さ
れ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
処
が
学
問
性
は
無
論
真
の
知
識
の
一
つ
の
性
質
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
学
問
性
の
条
件
は
単
に
正
し
き
意
見
で
は
な
く
し
て
、
そ
の
意
見
が
何
故
正
し
い

か
を
語
り
説
明
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
を
必
要
と
す
る
。
そ
れ
は
今
や
、

　

ロ
、

　

ゴ
、

　

ス
、

　

に
、

　

よ
、

　

る
―――
、

　

説
、

　

明
、

　

し
、

　

得
、

　

る
―――
、

　

正
、

　

し

、

　

き
、

　

意
、

　

見
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る（

一
）（
た
だ但

し
、

　

説
、

　

明
と
は
こ
の
場
合
、

　

理
、

　

由
を
語
る
こ
と
を
指
す
）。

(

一)

　

プ
ラ
ト
ン
の
『
テ
ア
イ
テ
ー
ト
ス
』
は
続
け
て
述
べ
る
、
説
明
し
得
る
正
し
き
意
見
も
ま
だ
真
の
知
識
と
云
う
こ
と
が
出
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来
な
い
と
。
け
れ
ど
も
私
は

こ
こ茲

に
止
る
こ
と
を
有
利
と
考
え
る
。
プ
ラ
ト
ン
に
於
て
と
異
っ
て
、
吾
々
の
問
題
は
、
真
知
識

を
問
う
の
で
は
な
く
し
て
学
問
性
を
問
う
の
で
あ
っ
た
か
ら
。

今
得
た
結
果
か
ら
仮
に
二
つ
の
さ
し
当
り
不
必
要
な
規
定
を
除
く
こ
と
が
便
利
で
あ
る
。
第
一
は
、

　

知
、

　

識
に
関
す
る

規
定
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
知
識
（
又
学
殖
）
な
る
も
の
は
単
に
、
、

　

学
、

　

問
と
い
う
概
念
が
帰
着
し
又
は
結
び
付
く
概

念
、
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
吾
々
は
今
之
と
は
一
応
区
別
さ
れ
た
処
の
、
、

　

学
、

　

問
、

　

性
の
規
定
を
求
め
て
い
た

の
で
あ
る
か
ら
。
故
に
こ
の
知
識
を
規
定
す
る
処
の
、

　

意
、

　

見
と
い
う
規
定
は
ま
ず
第
一
に
除
か
れ
る
こ
と
が
好
ま
し
い
。

第
二
に
除
か
れ
る
べ
き
は
、

　

真
、

　

理
に
関
わ
る
規
定
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
学
問
性
の
分
析
を
進
め
て
行
っ
た
結
果
、
初

め
て
真
理
の
概
念
に
出
逢
う
こ
と
が
あ
る
に
し
て
も
、
―――
そ
し
て
そ
れ
は
必
然
的
で
あ
る
で
あ
ろ
う
―――
、
こ
の

概
念
と
の
交
渉
を
始
め
か
ら
決
定
し
て
お
く
必
要
は
吾
々
に
は
な
い
か
ら
。
そ
れ
故
こ
の
真
理
概
念
に
属
す
る
、

　

正
、

　

し

、

　

さ
の
規
定
も
亦
省
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
か
く
て
今
さ
し
当
り
学
問
性
の
規
定
と
し
て
残
さ
れ
る
も
の
は
、

　

説
、

　

明
、

　

し
、

　

得

、

　

る
と
い
う

そ
れ夫

で
あ
る
。
こ
の
規
定
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
形
而
上
学
』
の
始
め
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
処
の
、
、

　

教
、

　

え

、

　

得
、

　

る
と
い
う
学
問
性
の
規
定
と
直
接
に
関
連
し
得
る
こ
と
を
、
吾
々
は
見
逃
す
こ
と
が
出
来
な
い
。

教
え
得
る
（
従
っ
て
又
学
び
得
る
）
と
い
う
学
問
性
の
規
定
―――
、

　

教
、

　

導
、

　

性
―――
は
様
々
に
解
釈
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

吾
々
は
少
く
と
も
二
つ
の
場
合
を
区
別
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
思
う
。
学
問
が
学
問
で
あ
る
以
上
或
る
人
が
築
き
上

げ
た
学
問
は
他
の
或
る
人
に
よ
っ
て
伝
承
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
の
が
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
成

る
程
他
人
の
業
績
を
そ
の
ま
ま
無
批
判
に
受
け
と
る
こ
と
は
ど
の
よ
う
な
場
合
に
も
許
さ
れ
な
い
が
、

し
か併

し
そ
れ
が

学
問
を

も有
つ
か
ら
に
は
、
他
人
の
そ
の
労
作
を
一
つ
一
つ
実
地
に
繰
り
返
さ
な
く
て
も
、
自
分
に
と
っ
て
信
頼
す
べ
き

確
実
な
遺
産
と
し
て
そ
れ
を
所
有
す
る
こ
と
が
出
来
、
又
は
他
の
視
角
に
於
て
他
人
の
功
績
或
い
は
失
敗
を
再
び
繰

り
返
す
無
用
を
節
約
す
る
こ
と
が
出
来
、
従
っ
て
こ
れ
を
基
礎
と
し
て
自
分
の
研
究
を
進
め
る
こ
と
が
出
来
る
筈
で
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あ
る
、
と
い
う
の
が
第
一
の
場
合
で
あ
る
。

こ
こ茲

に
あ
る
も
の
は
伝
習
の
可
能
性
で
あ
る
。
―――
之
を
、

　

伝
、

　

承
、

　

性
と
呼
ぶ
こ

と
と
し
よ
う
。
之
に
対
し
て
第
二
は
、
学
問
が
学
問
で
あ
る
以
上
、
ま
だ
そ
の
学
問
の
語
る
理
論
に
到
達
し
て
い
な
い

処
の
人
々
（

も
っ
と

尤
も
あ
ま
り
に
そ
れ
か
ら
距
た
っ
て
い
る
も
の
は
別
と
し
て
）
を
し
て
、
之
に
通
達
せ
し
め
る
通
路
を
示

し
、
之
へ
誘
導
し
得
る
筈
で
あ
る
、
と
い
う
場
合
で
あ
る
。
こ
こ
に
あ
る
問
題
は
素
養
あ
る
他
人
が
、
之
に
付
い
て
来

る
こ
と
が
出
来
る
か
否
か
、
即
ち
異
議
と
曖
昧
に
出
逢
わ
ず
に
歩
む
こ
と
が
出
来
る
か
否
か
、
で
あ
る
。
―――
之
を
、

　

誘

、

　

導
、

　

性
と
呼
ぼ
う
。
伝
承
性
と
誘
導
性
、
こ
の
二
つ
の
場
合
は
、
決
し
て
同
じ
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
何
と
な
れ
ば
第
一

の
意
味
に
於
て
教
え
得
る
も
の
は
必
ず
第
二
の
意
味
に
於
て
も
亦
教
え
得
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

し
か併

し
、

そ
の
逆
は
必
ず
し
も
成
り
立
た
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
於
て

た
と例

え
ば
哲
学
は
学
び
得
な
い
と
い
う
言
葉
は

意
味
を

も有
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
何
と
な
れ
ば
哲
学
は
誘
導
さ
れ
得
る
が
、

し
か併

し
伝
承
さ
れ
得
な
い
と
い
う
関
係
を
、
そ

の
言
葉
は
語
ろ
う
と
し
て
い
る
の
だ
か
ら
。

伝
承
性
と
し
て
の
教
導
性
と
誘
導
性
と
し
て
の

そ
れ夫

と
は
、
一
応
こ
の
よ
う
に
し
て
区
別
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
と
思

う
。

た
だ但

し
後
者
は
前
者
よ
り
も
一
般
的
で
あ
っ
た
か
ら
、
学
問
性
の
も
つ
教
導
性
と
し
て
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
誘
導

性
の
み
を
理
解
し
て
も

さ
し
つ
か

差
閊
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
人
々
は
こ
う
云
う
か
も
知
れ
な
い
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で

―――
誘
導
性
と
い
う
意
味
で
―――
教
え
得
る
と
い
う
性
質
は
必
ず
し
も
学
問
に
固
有
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
芸
術
も

（
絵
画
で
さ
え
も
）
或
る
意
味
に
於
て
、

た
だ但

し
無
論
第
一
の
意
味
で
で
は
な
く
し
て
第
二
の
意
味
に
於
て
、
教
え
得
ら

れ
る
で
は
な
い
か
、
と
。
と
い
う
の
は
、
ど
の
よ
う
な
芸
術
作
品
も
観
照
者
を
し
て
そ
の
作
品
そ
の
も
の
の
理
解
に
ま

で
通
達
せ
し
め
る
通
路
を
用
意
す
る
の
を

お
こ
た

怠
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
通
路
に
或
る
意
味
に
於
け

る
異
議
と
曖
昧
―――
其
は
学
問
の
場
合
の

そ
れ夫

と
は
異
っ
て

よ好
い
―――
と
が
横
た
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
は
、
そ
の

作
品
は
そ
れ
だ
け
完
成
を
欠
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
処
が
吾
々
は
そ
の
よ
う
な
故
障
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を
と
り
除
く
た
め
に
、

あ
た
か

恰
も
か
の
、

　

説
、

　

明
、

　

し
、

　

得
、

　

る
と
い
う
規
定
を
思
い
出
す
必
要
が
あ
る
。
学
問
性
の

も有
つ
教
導
性
は
、

、

　

言
、

　

葉
を
以
っ
て
、

　

説
、

　

明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

　

理
、

　

由
を
与
え
得
る
、
と
い
う
そ
れ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
之
に
反
し
て

た
と例

え
ば
芸
術
の
教
導
性
は
決
し
て
こ
の
よ
う
な
説
明
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
筈
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
れ
ば
、
教
え
得
る
と
い
う
こ
と
は
た
だ
、

　

聞
、

　

き
、

　

得
、

　

る
と
い
う
条
件
に
於
て
の
み
結
果
す
る
の
で
あ

る
、
聞
き
得
る
と
は
こ
の
場
合
無
論
言
葉
を
で
あ
っ
て
単
な
る
音
を
で
は
な
い
。
故
に
、

　

教
、

　

え
、

　

得
、

　

る
と
は
今
の
場
合
、

さ
き向

の
意
味
に
於
て
、
、

　

説
、

　

明
、

　

し
、

　

得
、

　

る
と
い
う
事
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

け

し

芥
子
が
眠
り
を
、ふ

く
ろ
う

梟
が
賢
さ
を
、
何
か
の
意
味

で
説
明
す
る
と
は
云
っ
て
も
、
何
よ
り
先
に
そ
れ
は
言
葉
に
よ
る
説
明
で
は
な
い
。
詩
の
言
葉
と

い
え
ど

雖
も
説
明
す
る
も

の
で
あ
る
筈
は
な
い
。
そ
し
て
神
話
に
於
け
る
言
葉
で
さ
え
、
説
話
で
は
あ
っ
て
も
多
く
ま
だ
説
明
で
は
な
い
、
―――

説
明
は
理
由
を
語
る
こ
と
で
あ
っ
た
、
そ
し
て
神
話
は
多
く
理
由
の
代
り
に
伝
説
を
語
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る（

一
）。
し
か併

し

吾
々
は
何
も
、
こ
の
教
え
得
る
（
説
明
し
得
る
）
と
い
う
規
定
を
以
て
学
問
性
を
定
義
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
。

云
い
換
え
る
な
ら
ば
こ
の
規
定
に
よ
っ
て
学
問
性
を
規
定
し
、

　

尽
、

　

そ
、

　

う
と
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
不

可
能
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
吾
々
は
こ
の
性
質
を
以
て
学
問
性
の
最
初
の
一
つ
の
規
定
と
し
よ
う
と
云
う
ま
で
で

あ
る
。
で
あ
る
か
ら
、
た
と
い
こ
の
規
定
が
学
問
性
全
体
を
蔽
う
の
で
な
く
て
も
、
少
く
と
も
、
こ
の
規
定
が
学
問
以

外
の
も
の
に
ぞ
く
さ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
な
ら
ば
、
そ
れ
で
充
分
な
の
で
あ
る
。
さ
て
こ
の
よ
う
な
意
味
に

於
て
、
そ
し
て
た
だ
今
云
っ
た
意
味
に
於
て
の
み
、
学
問
性
は
ま
ず
第
一
に
教
え
得
る
こ
と
―――
、

　

教
、

　

導
、

　

性
―――
で
あ
る
。

(

一)

　

伝
説
と
理
由
と
を
近
づ
け
る
時
、
神
話
性
と
学
問
性
と
は
見
分
け
難
く
な
る
。
そ
し
て
実
際
そ
の
よ
う
な
場
合
を
吾
々
は

プ
ラ
ト
ン
に
於
て
、
特
に
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
に
於
て
、

も有
つ
。

け
だ蓋

し
様
々
な
意
味
に
於
て
、
神
話
は
学
問
と
密
接
な
関
係

に
あ
る
で
あ
ろ
う
。

学
問
性
の

も有
つ
教
導
性
は
、
学
問
の

も有
つ
、

　

公
、

　

共
、

　

性
の
一
つ
の
保
証
の
他
で
は
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
教
導
性
と
は
た
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と
え
ば
学
問
の
教
育
を
説
く
た
め
に
指
摘
さ
れ
た
規
定
で
あ
る
の
で
は
な
く
し
て
、
実
は
、
学
問
が
学
問
で
あ
る
た
め

に
は
、
個
人
的
人
格
の
内
面
性
を
踏
み
越
え
る
こ
と
が
出
来
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
、
学
問
の
公
共
性
を
説
く
た
め

に
採
用
さ
れ
た
規
定
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
事
実
、
学
問
に
於
て
は
特
に
、

ひ
と独

り
好
が
り
を
人
々
は
最
も

に
く悪

む
で
あ
ろ

う
。
公
共
性
を

も有
た
な
い
或
る
人
の
理
論
的
労
作
は
、
た
と
い
其
の
人
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
価
値
高
く
空
想
さ
れ

よ
う
と
も
、
そ
れ
で
あ
る
か
ら
と
云
っ
て
学
問
性
を

も有
つ
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
そ
れ
は
厳
正
な
意

味
に
於
け
る
学
問
の
名
に
値
い
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
今
、
公
共
性
と
は
普
遍
的
通
用
を
意
味
す

る
。

し
か併

し
そ
れ
は
学
問
が
事
実
に
於
て
通
用
し
、
又
は
統
計
上
概
し
て
通
用
し
、
或
い
は
又
公
算
上
恐
ら
く
通
用
す
る

で
あ
ろ
う
、
と
云
う
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
し
て
、

　

原
、

　

則
、

　

に
、

　

於
、

　

て
普
遍
的
に
通
用
す
る
筈
の
も
の
で
あ
り
、
又
普

遍
的
に
通
用
し
て

し
か然

る
べ
き
資
格
を

も有
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
そ
れ
は
意
味
す
る
。
学
問
性
を

も有
つ
が
故
に

か
え却

っ

て
事
実
上
普
遍
的
に
通
用
せ
ず
、
学
問
性
を
欠
く
が
故
に

か
え却

っ
て
事
実
上
一
般
に
学
問
ら
し
い
も
の
と
し
て
通
用
す

る
よ
う
な
、
そ
の
よ
う
な
場
合
を
人
々
は
知
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
さ
て
こ
の
よ
う
な
原
理
的
な
―――
単
に
事
実
的

な
も
の
と
は
異
る
―――
公
共
性
を
人
々
は
普
遍
妥
当
性
と
呼
ん
で
い
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
人
々
は
又
之
を
以
て

学
問
性
の
規
定
と

み

な

見
做
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
故
に
教
導
性
の
概
念
が

い
わ
ゆ
る

所
謂
普
遍
妥
当
性
の
古
典
的
な
云
い
表
わ
し

方
に
相
当
す
る
一
面
を

も有
つ
と
云
う
な
ら
ば
、
こ
の
言
葉
は
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
学
問
性
は
、

　

普
、

　

遍
、

　

妥
、

　

当
、

　

性
と

し
て
―――

た
だ但

し
無
論

さ
き向

に
規
定
し
た
通
り
の
教
導
性
に
相
当
す
る
学
問
に
固
有
な
普
遍
妥
当
性
と
し
て
―――
一
層
確

実
に
規
定
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
た
。

学
問
性
が
普
遍
妥
当
性
で
あ
る
と
い
う
言
葉
は
、
恐
ら
く
人
々
が
好
ん
で
用
い
安
ん
じ
て
使
っ
て
い
る
処
の
も
の

で
あ
ろ
う
。
学
問
性
が
普
遍
妥
当
性
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
で
あ
る
か
ら
―――
そ
の
人
達
は
こ
の
時
す
で
に
こ
う
推
論

す
る
こ
と
の
み
を
用
意
し
て
い
る
―――
学
問
性
は
当
為
で
あ
り
規
範
で
あ
り
真
理
価
値
に
関
す
る
、
と
。

し
か併

し
普
遍
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妥
当
性
の
概
念
を
こ
の
よ
う
に
形
式
的
に
―――
こ
の
概
念
が
単
に
概
念
と
し
て

も有
つ
観
念
性
だ
け
に
注
意
し
な
が
ら

そ
の
概
念
が
更
に
事
態
と
し
て

も有
つ
事
態
性
を
忘
れ
て
―――
取
り
扱
う
前
に
、
吾
々
は
そ
れ
よ
り
も
先
に
、
、

　

ど
、

　

の
、

　

よ
、

　

う

、

　

な
普
遍
妥
当
性
が
普
遍
妥
当
性
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
か
を
見
る
必
要
が
、
今
の
場
合
あ
る
の
で
あ
る
。
何
が
普
遍
妥

当
性
と
い
う
概
念
で
あ
る
か
よ
り
も
先
に
、
普
遍
妥
当
性
と
云
う
概
念
は

い

か

如
何
な
る
事
態
を
指
し
て
い
る
の
か
を
見

る
必
要
が
あ
る
。
之
を

お
こ
た

怠
る
時

せ
っ
か
く

折
角
の
普
遍
妥
当
性
も
内
容
を
顧
な
い
と
い
う
意
味
に
於
て
形
式
的
概
念
に
過
ぎ
な

く
な
っ
て

し
ま了

う
。
実
際
人
々
は
こ
の
よ
う
な
形
式
主
義
に
陥
っ
て
い
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
で
あ
ろ
う
、
往
々
に
し

て
人
々
は
、
普
遍
妥
当
性
が
現
実
に
、

　

何
と
な
っ
て
現
わ
れ
て
い
る
か
を
顧
み
ず
し
て
こ
の
概
念
に
安
ん
じ
て
い
る
場

合
が
多
い
で
あ
ろ
う
。
処
で
吾
々
の
普
遍
妥
当
性
は
形
式
的
概
念
で
あ
る
こ
と
に
安
ん
じ
な
い
、
そ
れ
は
、

　

現
、

　

実
、

　

的
、

　

内
、

　

容

を
持
つ
べ
き
で
あ
る
（

た
だ但

し
、
こ
の
現
実
的
内
容
と
は

さ
き向

の
か
の
、

　

事
、

　

実
、

　

上
、

　

の
普
遍
妥
当
で
は
な
い
。
原
理
的
な
概
念
の

現
実
的
内
容
は
又
依
然
と
し
て
原
理
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）。
―――
、

　

教
、

　

導
、

　

性
が

あ
た
か

恰
も
こ
の
現
実
的
内
容
で
あ
っ
た
。

故
に
、

　

所
、

　

謂
普
遍
妥
当
性
は
一
つ
の
形
式
的
な

そ
れ夫

で
あ
り
、
た
だ
教
導
性
の
み
が
内
容
的
な
普
遍
妥
当
性
概
念
で
あ
る

の
で
あ
る
。
そ
こ
で
今
や
云
う
こ
と
が
出
来
る
、
学
問
性
と
は
、
、

　

内
、

　

容
、

　

的
、

　

な
、

　

普
、

　

遍
、

　

妥
、

　

当
、

　

性
概
念
と
し
て
の
、
教
導
性
に

外
な
ら
な
い
と
。

処
が
更
に
、
教
導
性
―――
内
容
的
普
遍
妥
当
性
―――
は
、
学
問
性
の
ま
だ
、

　

抽
、

　

象
、

　

的
な
規
定
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
注
意

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

も
っ
と

尤
も
其
が
学
問
性
を
完
全
に
は
規
定
し
尽
し
得
な
い
か
ら
と
云
っ
て
そ
う
云
う
の
で
は
な

い
。
そ
う
で
は
な
く
し
て

む
し寧

ろ
教
導
性
概
念
そ
れ
自
身
の
立
場
か
ら
云
っ
て
こ
の
規
定
が
抽
象
的
な
の
で
あ
る
。
と

い
う
の
は
、
教
導
性
の
概
念
は
別
に
、

　

如
、

　

何
、

　

に
、

　

し
、

　

て
、

　

教
、

　

導
、

　

性
、

　

を
、

　

獲
、

　

得
、

　

す
、

　

る
、

　

か
と
い
う
そ
れ
自
身
に

つ就
い
て
の
顧
慮
を
含
ん

だ
概
念
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

お
よ凡

そ
或
る
概
念
を
分
析
す
る
場
合
、
そ
れ
が
、

　

観
、

　

念
、

　

的
に

も有
つ
規
定
ば
か
り
で
は
な

く
、
又
そ
れ
が
、

　

実
、

　

践
、

　

的
に
も
つ
規
定
を
も
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
学
問
性
の
概
念
―――
そ
れ
が
今
は
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教
導
性
で
あ
っ
た
―――
に
於
て
、
こ
の
教
導
性
概
念
は
学
問
性
の
（
即
ち
又
教
導
性
自
身
の
）
観
念
的
規
定
の
み
を
指

摘
す
る
に
過
ぎ
な
い
と
云
う
の
で
あ
る
。
何
故
そ
う
考
え
ら
れ
る
か
を
私
は
他
の
概
念
を
借
り
て
明
ら
か
に
し
よ
う
。

法
概
念
は
人
々
が
常
に
絶
対
的
に
そ
れ
に
服
従
す
べ
き
筈
の
規
定
を
持
つ
も
の
と
思
わ
れ
る
。
も
し
人
々
が
之
に
服

従
し
な
い
と
仮
定
す
る
な
ら
ば
も
は
や
そ
の
概
念
が
成
り
立
た
な
い
よ
う
な
そ
の
よ
う
な
概
念
で
法
は
あ
る
の
で
あ

る
。
之
は
無
論
之
だ
け
と
し
て
何
の

あ
や
ま

謬
り
も
含
み
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
之
が
法
概
念
の
観
念
的
規
定
で
あ
る
。
処

が
吾
々
は
こ
の
よ
う
な
云
わ
ば
自
然
法
概
念
に
対
し
て
又
、
法
の
歴
史
的
概
念
を
持
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
歴
史
的

法
概
念
に
対
し
て
は
、
観
念
的
法
概
念
は
必
ず
し
も
自
分
の
規
定
を
そ
の
ま
ま
強
制
す
る
こ
と
を
得
な
い
と
考
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
が
あ
る
。

か
え却

っ
て
何
か
の
非
合
法
的
な
行
為
に
よ
っ
て
―――

し
か而

も
法
の
・
正
義
の
・
概
念
そ

れ
自
身
の
名
に
於
て
―――
法
が
歴
史
的
に
変
革
し
て
来
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
故
法
に
対
し
て
、

　

実
、

　

践
、

　

的
に
取

引
を
し
よ
う
―――
そ
れ
が
法
の
、

　

歴
、

　

史
を
成
す
の
で
あ
る
―――
と
す
る
時
、
事
実
人
々
は
法
の
観
念
的
規
定
だ
け
か
ら

は
多
く
を
期
待
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
法
の
観
念
的
規
定
は
す
で
に
成
立
せ
る
も
の
と
し
て
の
、
又
は
そ
の
成
立
の

如
何
を
問
題
に
し
な
い
理
念
と
し
て
の
、
法
を
説
明
す
る
こ
と
は
出
来
る
。

し
か併

し
別
に

い

か

如
何
に
し
て
或
る
法
を
獲
得

す
べ
き
か
と
い
う
―――

し
か而

も
法
概
念
そ
れ
自
身
に

つ就
い
て
の
―――
実
践
へ
の
顧
慮
を
含
ん
だ
規
定
で
は
な
い
の
で
あ

る
か
ら
。
こ
の
よ
う
に
し
て
法
概
念
に
於
て
、

　

観
、

　

念
、

　

的
、

　

規
、

　

定
と
、

　

実
、

　

践
、

　

的
（
、

　

現
、

　

実
、

　

的
）
、

　

規
、

　

定
と
の
対
立
を
分
析
す
る
こ
と
が

出
来
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
観
念
的
規
定
は
実
践
へ
の
特
殊
の
顧
慮
を
そ
の
内
に
含
ま
ぬ
点
に
於
て
抽
象
的
で
あ

る
の
で
あ
る
。
概
念
分
析
の
一
例
と
し
て
挙
げ
た
上
の
場
合
は
そ
の
ま
ま
教
導
性
の
概
念
に
も
当
て

は嵌
ま
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
教
導
性
は
学
問
性
が
何
で
あ
る
か
を
説
明
す
る
、
そ
し
て
そ
の
説
明
は
そ
れ
だ
け
と
し
て
は
正
し
い
。

け
れ
ど
も
こ
の
概
念
は
別
に

い

か

如
何
に
し
て
そ
の
概
念
自
身
を
実
践
的
に
実
現
す
る
か
―――

い

か

如
何
に
し
て
教
導
性
を
獲

得
す
る
か
―――
と
い
う
こ
と
に
関
す
る
顧
慮
を
含
ん
だ
規
定
で
は
決
し
て
な
い
。
教
導
性
は
そ
れ
故
学
問
性
の
観
念
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的
規
定
に
外
な
ら
な
い
、
そ
れ
は
従
っ
て
こ
の
意
味
に
於
て
抽
象
的
規
定
に
過
ぎ
な
い
と
云
う
の
で
あ
る
。
さ
て
、
学

問
性
の
（
又
教
導
性
の
）
具
体
的
（
現
実
的
）
規
定
―――
そ
れ
は
実
践
へ
の
顧
慮
を
計
上
し
た
規
定
で
あ
る
―――
と
し

て
吾
々
は
何
を
持
っ
て
い
る
か
。

そ
れ
に
先
立
っ
て
一
つ
の
説
明
を
揷
む
に

よ好
い
機
会
で
あ
る
。
学
問
性
を
単
に
教
導
性
又
は
普
遍
妥
当
性
と
し
て

理
解
す
る
こ
と
―――
学
問
性
の
観
念
的
規
定
を
主
張
す
る
こ
と
―――
は
、
そ
れ
自
身
に
於
て
は
正
し
い
、
こ
れ
は
今
説

明
さ
れ
た
。
処
が
そ
れ
に
、

　

止
、

　

る
と
い
う
こ
と
は
、
正
し
い
出
発
を
し
な
が
ら
も
、
や
が
て

あ
や
ま

謬
っ
た
帰
結
を
導
き
入
れ
る

結
果
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
学
問
が
吾
々
の
実
践
に
関
わ
る
こ
と
な
く
し
て
何
か
観
念
的
に
規
定
し
得
ら
れ
る
存
在
で

あ
る
か
の
よ
う
な
主
張
を
、
そ
れ
は
帰
結
し
な
い
と
も
限
ら
な
い
。
そ
の
時
こ
れ
は
学
問
性
の
実
践
的
規
定
を
排
斥

す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
処
が
こ
の
、

　

実
、

　

践
、

　

的
規
定
の
、

　

排
、

　

斥
と
、

　

観
、

　

念
、

　

的
規
定
の
、

　

主
、

　

張
と
は
全
く
別
で
あ
る
。
後
者
は

具
体
性
の
単
な
る
、

　

欠
、

　

乏(P
riva

tu
m
)

で
あ
る
、
之
に
反
し
て
前
者
は
具
体
性
の
、

　

否
、

　

定
で
あ
る
。
後
者
の
抽
象
性
は
具

体
性
へ
の
進
展
を
拒
み
は
し
な
い
―――
そ
れ
で
あ
れ
ば
こ
そ
吾
々
は
学
問
性
の
分
析
に
於
て
安
ん
じ
て
之
を
通
過
す

る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。

し
か然

る
に
前
者
の
抽
象
性
は
進
展
を
拒
ん
で
安
住
を
、
逃
避
と
籠
城
と
を
欲
す
る
。
両

者
は
そ
れ
で
あ
る
の
に
往
々
に
し
て
混
同
さ
れ

や
す易

い
の
を
人
々
は
知
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う（

一
）。

(

一)

　

プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
が
既
成
の
真
理
概
念
―――
普
遍
妥
当
性
が
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
―――
に
対
し
て
与
え
る
攻
撃
は

あ
た
か

恰
も
こ
の
混
同
に
対
す
る
も
の
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
時
、
初
め
て
正
当
に
理
解
出
来
る
。
真
理
が

た
と例

え
ば
普
遍
妥
当
性
で
あ

る
と
い
う
或
る
範
囲
の
論
理
主
義
者
の
主
張
を
、
実
は
誰
も
非
難
し
よ
う
と
す
る
の
で
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
プ
ラ
グ
マ
チ

ズ
ム
は
そ
の
よ
う
な
論
理
主
義
者
が
、
安
住
と
逃
避
と
籠
城
と
の
動
機
に
従
っ
て
語
っ
て
い
る
の
を
見
破
っ
て
い
る
に
他
な

ら
な
い
。

さ
て
今
、
学
問
性
の
実
践
的
規
定
を
求
め
る
こ
と
が
吾
々
の
目
的
と
な
っ
た
。
そ
し
て
元
来
吾
々
は
、

　

方
、

　

法
概
念
か
ら
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、

　

学
、

　

問
概
念
へ
の
推
移
の
動
機
と
し
て

す
で已

に
こ
の
実
践
性
を
持
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

学
問
性
―――
そ
れ
は
今
迄
の
処
教
導
性
で
あ
る
―――
が
誘
導
性
と
伝
承
性
と
に
区
別
さ
れ
た
の
を
思
い
出
そ
う
。
前

者
は
一
定
の
学
問
が
自
分
へ
の
通
路
を
人
々
に
与
え
て
こ
れ
を
誘
導
し
得
る
と
い
う
学
問
性
の
規
定
で
あ
り
、
後
者
は

一
定
の
学
問
が
人
々
に
伝
承
さ
れ
研
究
の
基
礎
と
な
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
学
問
性
の
規
定
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
問

題
は
、
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
規
定
―――
そ
れ
は
ま
だ
抽
象
的
・
観
念
的
な
規
定
で
あ
っ
た
―――
に
相
当
す
る
現
実
的
・

実
践
的
な
規
定
は
何
で
あ
る
か
、
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
取
り
も
直
さ
ず
こ
う
で
あ
る
、
一
方
に
於
て
、

　

如
、

　

何
、

　

に
、

　

す
、

　

れ
、

　

ば

誘
導
的
と
な
り
得
る
か
と
い
う
説
明
を
含
ん
だ
一
つ
の
新
し
い
学
問
概
念
を
、
他
方
に
於
て
、

　

如
、

　

何
、

　

に
、

　

す
、

　

れ
、

　

ば
伝
承
的
と

な
り
得
る
か
と
い
う
説
明
を
含
ん
だ
も
一
つ
の

そ
れ夫

を
、
求
め
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
一
方
に
於
て
そ
れ
は
、

　

手
、

　

続
、

　

き
の

概
念
で
あ
り
、
他
方
に
於
て
そ
れ
は
、

　

成
、

　

果
の
概
念
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
何
と
な
れ
ば
手
続
き
を
経
て
誘
導
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
こ
そ
学
問
の
誘
導
は
実
現
さ
れ
、
成
果
を
伝
承
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
学
問
の
伝
承
は
実
際
的
と
な
り

得
る
か
ら
で
あ
る
。
―――
さ
て
人
々
は
学
問
に
於
て
、
こ
の
、

　

手
、

　

続
、

　

き
を
、

　

方
、

　

法
と
呼
び
、
こ
の
、

　

成
、

　

果
を
、

　

体
、

　

系
と
名
づ
け
て

い
る
。
故
に
、

　

方
、

　

法
と
、

　

体
、

　

系
と
が
、
求
め
ら
れ
た
る
学
問
性
の
実
践
的
規
定
に
外
な
ら
な
い
。
―――
か
く
て
吾
々
は
、
学

問
性
の
視
野
に
於
て
、
再
び
方
法
概
念
を
取
り
上
げ
、
之
を
体
系
概
念
に
対
せ
し
め
て
見
直
す
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

か
つ嘗

て
、

　

学
、

　

問
の
性
格
を
云
い
表
わ
す
も
の
と
し
て
、
方
法
は
、

　

対
、

　

象
に
対
立
し
た
。
今
や
、

　

学
、

　

問
、

　

性
の
規
定
と
し
て
、
そ
れ

は
、

　

体
、

　

系
に
対
立
す
る
。
単
に
学
問
の
性
格
を
云
い
表
わ
す
と
云
わ
れ
る
に
止
ら
ず
し
て
、
方
法
は
（
又
体
系
は
）
今
や

更
に
学
問
性
そ
の
も
の
の
規
定
で
あ
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
、

　

学
、

　

問
、

　

性
が
今
や
一
方
に
於
て
方
法
で
、

　

あ
、

　

り
、
他
方

に
於
て
体
系
で
、

　

あ
、

　

る
の
で
あ
る
。
か
く
て
、

　

学
、

　

問
は
一
方
に
於
て
方
法
、

　

と
、

　

し
、

　

て
―――
、

　

手
、

　

続
、

　

き
、

　

と
、

　

し
、

　

て
―――
、
他
方
に
於
て

体
系
、

　

と
、

　

し
、

　

て
―――
、

　

成
、

　

果
、

　

と
、

　

し
、

　

て
―――
、

　

成
、

　

立
、

　

す
、

　

る
。
学
問
の
学
問
性
は
一
方
に
於
て
は
方
法
に
よ
っ
て
、
他
方
に
於
て
は

体
系
に
よ
っ
て
、
初
め
て
保
証
さ
れ
る
。
さ
て
今
、
学
問
性
の
分
析
を
借
り
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
方
法
概
念
は
自
分
自
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身
の
根
柢
に
向
っ
て
云
わ
ば
垂
直
に
運
動
し
て
行
っ
た
の
を
人
々
は
見
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は

か
つ嘗

て
方
法
が
対

象
に
向
っ
て
行
っ
た
運
動
と
は
明
ら
か
に
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
運
動
―――
恐
ら
く
落
着
又
は
上
昇
―――
で

あ
る
。
前
の
場
合
の
云
わ
ば
水
平
運
動
に
対
し
て
之
は
云
わ
ば
垂
直
運
動
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
垂
直
軸

の
新
し
い
一
点
を
原
点
と
す
る
水
平
面
に
現
わ
れ
る
も
の
が
、

　

体
、

　

系
の
概
念
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
新
し
い
水
平
面
に

於
け
る
こ
の
二
つ
の
概
念
相
互
の
運
動
を
、
吾
々
は
今
見
よ
う（

一
）。

(

一)

　

、

　

方
、

　

法
と
、

　

対
、

　

象
と
の
関
係
が
最
も
よ
く
意
識
さ
れ
る
の
は
、

　

科
、

　

学
に

つ就
い
て
の
場
合
で
あ
る
。
之
に
反
し
て
、

　

方
、

　

法
と
、

　

体
、

　

系
と
の

関
係
が
意
識
さ
れ
る
の
は
重
に
、

　

哲
、

　

学
―――
哲
学
と
科
学
の
区
別
は
後
を
見
よ
―――
に
於
て
で
あ
る
こ
と
を
注
意
し
よ
う
。
で

あ
る
か
ら
吾
々
は
こ
の
章
に
於
て
、
哲
学
を
頭
に
置
く
こ
と
が
便
宜
で
あ
る
。

人
々
が

こ
こ茲

で
方
法
と
呼
ぶ
処
の
も
の
は
手
続
き
で
あ
っ
た
、
そ
し
て
手
続
き
は
誘
導
性
の
実
行
を
説
明
す
る
概
念

で
あ
っ
た
。
誘
導
性
と
は
理
論
の
連
続
に
於
て
異
議
と
曖
昧
と
に
出
会
わ
ず
し
て
理
論
に
通
達
し
得
る
こ
と
を
意
味

し
た
。
こ
の
意
味
に
於
て

そ
れ夫

は
理
論
的
に
、

　

無
、

　

理
、

　

な
、

　

き
、

　

こ
、

　

と
―――

し
か併

し
之
は
習
俗
的
な
、

　

尤
、

　

も
、

　

ら
、

　

し
、

　

さ
か
ら
厳
重
に
区
別

さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
―――
を
意
味
し
た
。
そ
し
て
、

　

間
、

　

隙
又
は
、

　

飛
、

　

躍
の
無
い
こ
と
従
っ
て
、

　

綿
、

　

密
で
あ
る
こ
と
は
、
た
だ
こ

の
意
味
に
於
て
の
み
誘
導
性
を
保
証
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
人
は
今
や
云
う
こ
と
が
出
来
る
、
学
問
性
は
綿
密

な
る
―――

た
だ但

し
今
の
意
味
に
於
て
綿
密
な
る
―――
方
法
（
手
続
き
）
に
よ
っ
て
初
め
て
保
証
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
、

と
。
事
実
人
々
は
或
る
理
論
が
妥
当
で
あ
る
か
否
か
―――
即
ち
学
問
性
を

も有
つ
か
否
か
―――
を
見
る
た
め
に
、
ま
ず

そ
の
方
法
（
手
続
き
）
が
綿
密
で
あ
る
か
否
か
を
検
べ
る
の
を
常
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
全
く
始
め
か
ら
誘
導
的
で
あ

る
こ
と
を
心
が
け
な
い
理
論
は
無
論
の
こ
と
、
た
と
い
そ
う
あ
る
こ
と
を
心
が
け
た
も
の
で
あ
っ
て
も
ま
だ
充
分
に

綿
密
で
な
い
理
論
は
、
そ
れ
だ
け
学
問
性
を
低
く
評
価
さ
れ
る
の
が
常
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
方
法
（
手
続
き
）

の
概
念
は
第
一
に
或
る
理
論
が
綿
密
で
あ
る
か
無
い
か
を
云
い
表
わ
す
。
繰
り
返
し
て
云
お
う
、
異
議
と
曖
昧
と
に
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出
会
う
こ
と
な
く
し
て
或
る
理
論
を
追
跡
す
る
こ
と
が
出
来
る
か
否
か
―――
誘
導
性
を

も有
つ
か
否
か
―――
、
之
を
示

す
も
の
が
方
法
（
手
続
き
）
の
概
念
で
ま
ず
あ
る
の
で
あ
る
。

処
が
、
方
法
（
手
続
き
）
の
綿
密
さ
の
概
念
は
、
単
に
誘
導
性
の
綿
密
さ
ば
か
り
を
云
い
表
わ
す
と
は
限
ら
な
い
、

と
い
う
こ
と
を
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
は
こ
う
で
あ
る
。
学
問
の
手
続
き
が
充
分
に
綿
密
で
あ
る

た
め
に
は
、
そ
の
学
問
を
理
論
す
る
個
人
が
単
独
に
道
づ
け
た
理
論
―――
そ
れ
は
無
論
事
物
そ
れ
自
身
に
即
し
た
理
論

で
あ
る
べ
き
で
は
あ
る
が
―――
だ
け
で
は
、
ま
だ
往
々
に
し
て
不
充
分
で
あ
り
は
し
な
い
か
を
人
々
は
恐
れ
る
で
あ

ろ
う
。
彼
は
何
物
か
を
見
逃
し
又
は
気
付
か
ぬ
誤
り
を
犯
し
は
せ
ぬ
か
を
人
々
は
疑
う
に
違
い
な
い
。

こ
こ茲

に
人
々
は

、

　

文
、

　

献
を
要
求
す
る
。
学
問
の
手
続
き
は
文
献
の

ば
っ
し
ょ
う

跋
渉
を

お
こ
た

怠
る
こ
と
を
許
さ
な
い
。
処
で
文
献
を
無
視
す
る
こ
と
が
異

議
と
曖
昧
と
の
可
能
性
を
暗
示
す
る
と
想
像
さ
れ
る
限
り
、
な
る
程
文
献
の
有
る
無
し
は
誘
導
性
の
有
無
を
決
定
す

る
と
考
え
ら
れ
る
、
が

し
か併

し
文
献
の
よ
り
本
来
の
性
質
は
、

い

か

如
何
に
し
て
或
る
学
問
を
伝
承
す
る
か
と
い
う
、

　

伝
、

　

承
、

　

性
の

問
題
に
係
わ
っ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
れ
ば
文
献
は
、
従
っ
て
文
献
を
計
上
し
て
初

め
て
許
さ
れ
る
綿
密
さ
は
、
も
は
や
誘
導
性
と
本
来
の
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
判
る
。
で
あ
る
か

ら
方
法
（
手
続
き
）
の
綿
密
さ
は
必
ず
し
も
誘
導
性
の
そ
れ
で
は
な
い
。
―――
こ
の
綿
密
さ
は
伝
承
性
の
そ
れ
で
も
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
事
実
、
学
問
の
方
法
（
手
続
き
）
は
文
献
の

ば
っ
し
ょ
う

跋
渉
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
得
る
が
、
そ
の

文
献
は
も
は
や
学
問
の
、

　

誘
、

　

導
、

　

性
―――
そ
れ
か
ら
吾
々
は
手
続
き
（
方
法
）
の
概
念
を
導
い
た
―――
の
保
証
を
本
来
の
性

質
と
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
し
て

ま
さ正

に
学
問
の
、

　

伝
、

　

承
、

　

性
を
保
証
す
る
こ
と
を
そ
の
使
命
と
す
る
も
の
で

あ
る
。
文
献
は
先
駆
者
が
残
し
た
、

　

成
、

　

果
を
他
に
し
て
何
も
の
で
も
な
い
。
そ
し
て

い
っ
た
ん

一
旦
こ
の
成
果
と
い
う
概
念
に
到

着
す
る
な
ら
ば
、
人
々
が
や
が
て

す直
ぐ
さ
ま
、

　

体
、

　

系
概
念
へ
運
ば
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
最
も
自
然
で
あ
っ
た
―――

前
を
見
よ
。
吾
々
は
で
あ
る
か
ら
次
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
始
め
体
系
（
成
果
）
と
単
に
対
立
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し
て
い
た
方
法
（
手
続
き
）
の
概
念
は
、
今
や
―――
文
献
概
念
が
之
を
媒
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
―――
こ
の
体
系
（
成

果
）
の
概
念
と
の
交
通
路
を
見
出
し
た
、
と
い
う
こ
と
。
方
法
（
手
続
き
）
は
も
は
や
理
論
の
単
な
る
誘
導
性
の
み
を

意
味
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
、
そ
れ
は
之
を
離
れ
て
体
系
（
成
果
）
に
向
うv

irtu
al

v
elo

city

を
も有

つ
処
の
何
物
か

を
意
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
決
し
て
偶
然
で
は
な
か
っ
た
で
あ

ろ
う
、
何
と
な
れ
ば
元
来
方
法
概
念
も
体
系
概
念
も
、
同
じ
教
導
性
概
念
の
二
つ
の
規
定
―――
誘
導
性
と
伝
承
性
と

―――
か
ら
導
か
れ
た
の
で
あ
っ
た
か
ら
。

し
か併

し
私
は
文
献
概
念
を
よ
り
よ
く
注
意
す
る
必
要
を

も有
つ
。
文
献
は
先
駆
者
の
成
果
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
先
駆
者

の
取
っ
た
、

　

方
、

　

法
（
、

　

手
、

　

続
、

　

き
）
、

　

そ
、

　

れ
、

　

自
、

　

身
が
一
つ
の
成
果
と
し
て
文
献
の
内
容
に
な
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
か
。
も
し
方

法
（
手
続
き
）
が
理
論
の
単
な
る
誘
導
性
の
み
を
意
味
す
る
な
ら
ば
、
仮
に
そ
の
よ
う
な
方
法
（
手
続
き
）
を
成
果
と

し
て
伝
承
し
た
に
し
て
も
、
そ
れ
は
高
々
理
論
の
鋭
さ
や
奥
行
き
を
知
り
又
は
讃
え
得
る
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が

文
献
の
内
容
と
な
る
と
い
う
言
葉
は
云
い
過
ぎ
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
処
が
吾
々
は
今
、
方
法
（
手
続
き
）
が
理
論

の
単
な
る
誘
導
性
に
止
る
こ
と
の
出
来
な
い
理
由
を
指
摘
し
て
お
い
た
。
そ
れ
が
文
献
の
内
容
と
な
り
得
な
い
と
い

う
理
由
は
従
っ
て
見
当
ら
な
い
。
そ
し
て
実
際
、
方
法
（
手
続
き
）
概
念
は
或
る
特
殊
の
変
更
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て

文
献
の
内
容
と
な
る
こ
と
が
出
来
る
。
何
と
な
れ
ば
、
先
駆
者
の
理
論
の
、

　

着
、

　

眼
は
、
、

　

出
、

　

発
、

　

の
、

　

仕
、

　

方
は
、
、

　

問
、

　

題
、

　

提
、

　

出
、

　

法
は
、

、

　

問
、

　

題
、

　

の
、

　

取
、

　

扱
、

　

い
は
、
一
口
で
云
う
な
ら
ば
、
そ
の
、

　

考
、

　

え
、

　

方
は
、
吾
々
が
文
献
に
於
て
―――

た
と例

え
ば
古
典
と
い
う
成
果
と

し
て
―――
伝
承
し
得
る
処
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
理
論
の
、

　

手
、

　

続
、

　

き
は

む
し寧

ろ
理
論
の
、

　

考
、

　

え
、

　

方
と
呼
ば
れ
る
に

ふ
さ応

わ
し
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
れ
ば
方
法
概
念
も
亦
―――
そ
れ
は
手
続
き
で
あ
っ
た
―――
考
え
方
の
概
念
と
な
る
。
そ

こ
で
吾
々
は
便
宜
の
た
め
、

　

考
、

　

え
、

　

方
と
し
て
の
方
法
を
、

　

手
、

　

続
、

　

き
と
し
て
の
方
法
か
ら
区
別
す
る
こ
と
が
出
来
る
、
後
者
は

理
論
の
、

　

単
、

　

な
、

　

る
誘
導
性
を
、
之
に
反
し
て
前
者
は
理
論
の
誘
導
性
、

　

以
、

　

上
の
何
も
の
か
を
説
明
す
る
概
念
で
あ
る
。
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さ
て
吾
々
は
、

　

手
、

　

続
、

　

き
―――
そ
れ
は
理
論
の
誘
導
性
を
説
明
す
る
―――
と
し
て
の
方
法
概
念
と
、
之
か
ら
区
別
さ
れ
た

処
の
、

　

考
、

　

え
、

　

方
と
し
て
の
方
法
概
念
と
を
得
た
。
前
者
―――
そ
れ
は
今
ま
で

す
で已

に
吾
々
に
知
ら
れ
て
い
た
―――
が
ど
の

よ
う
に
し
て
後
者
へ
運
動
し
得
た
か
を
重
ね
て
述
べ
る
必
要
は
も
は
や
な
い
で
あ
ろ
う
。

、

　

手
、

　

続
、

　

き
か
ら
、

　

考
、

　

え
、

　

方
へ
の
方
法
概
念
の
こ
の
運
動
は
何
を
意
味
す
る
か
。

し
か併

し
考
え
方
と
は
何
で
あ
っ
た
か
。
最

も
直
接
に
は
そ
れ
は
着
眼
で
あ
る
、
着
眼
は
出
発
の
仕
方
を
規
定
す
る
、
出
発
の
仕
方
は
問
題
の
提
出
の
仕
方
に
他
な

ら
な
い
。
一
定
の
仕
方
に
於
て
問
題
が
提
出
さ
れ
る
時
、
そ
の
問
題
の
先
々
の
取
扱
い
方
は
そ
の
原
理
に
於
て

す
で已

に
決

定
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
或
る
意
味
に
於
て
そ
の
問
題
の
解
決
は
予
定
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

た
と例

え
ば

人
間
と
い
う
概
念
を
生
物
学
的
に
問
う
な
ら
ば
人
間
は
一
つ
の
動
物
と
し
て
解
決
さ
れ
る
他
は
あ
り
得
な
い
。
で
あ

る
か
ら
考
え
方
は
実
は
理
論
の
行
く
先
々
の
整
合
を

す
で已

に
予
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
他
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か併

し
整

合
を
そ
れ
だ
け
独
立
に
取
出
し
て
見
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、

　

組
、

　

織
の
概
念
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
組
織
は
一
つ

の
、

　

体
、

　

系
概
念
―――

た
だ但

し
之
は
此
迄
の
成
果
と
し
て
の
体
系
で
は
な
い
―――
で
は
な
い
か
。
故
に
、
方
法
概
念
が
行
な
う

筈
で
あ
っ
た
先
の
運
動
は
、
体
系
概
念
へ
の
運
動
に
外
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
事
実
、
考
え
方
と
し
て
の
方
法
は
、

あ
ら
か
じ

予
め
そ
の
考
え
方
が
組
織
立
て
ら
れ
た
上
で
、
初
め
て
成
り
立
つ
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
方
法
が
こ
の
意
味
に

於
て
常
に
体
系
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
は
必
然
で
あ
る
。
―――
之
は
方
法
概
念
が
そ
れ
自
身
に
於
て
そ
れ
自
身
に
向

う
処
の
運
動
で
は
あ
る
（
手
続
き
よ
り
も
考
え
方
の
方
が
よ
り
多
く
方
法
ら
し
く
は
な
い
か
）、

し
か而

も
そ
れ
は
同
時
に

方
法
概
念
な
ら
ぬ
体
系
概
念
へ
の
運
動
に
他
な
ら
な
い
。

し
か而

も
之
に
並
行
し
て
体
系
概
念
は
益
々
そ
れ
自
身
へ
向
っ

て
運
動
し
た
で
あ
ろ
う
（
成
果
よ
り
も
組
織
の
方
が
よ
り
多
く
体
系
ら
し
く
は
な
い
か
）、
そ
し
て
そ
れ
が
同
時
に
方

法
概
念
へ
の
運
動
に
他
な
ら
な
い
こ
と
を
、
人
々
は
類
推
し
て
よ
い
理
由
が
あ
る（

一
）。

事
実
、
体
系
概
念
―――
そ
れ
は
組

織
で
あ
る
―――
は
、
、

　

や
、

　

が
、

　

て
、
組
織
す
る
と
い
う
一
つ
の
方
法
概
念
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
が
常
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
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(

一)

　

た
と例

え
ば
哲
学
に
於
て
、
優
れ
た
る
体
系
は
常
に
一
つ
の
方
法
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
体
系
と
は
こ
の
場
合
、
モ
ザ
イ
ッ
ク

で
は
な
く
し
て
組
織
で
あ
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
一
例
と
し
て
フ
ィ
ヒ
テ
のT

a
th
a
n
d
lu
n
g

の
体
系
を
取
ろ
う
。
又
優
れ

た
る
方
法
は
常
に
一
つ
の
体
系
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
方
法
と
は
こ
の
場
合
、
一
つ
の
落
想
で
は
な
く
し
て
秩
序
あ
る
考

え
方
で
あ
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
一
例
と
し
て
現
代
の
現
象
学
―――
そ
れ
は
一
つ
の
方
法“

Z
u
d
en

S
a
ch
en

selb
st”

を

意
味
す
る
―――
を
挙
げ
よ
う
。
方
法
と
体
系
と
の
相
互
の
運
動
を
注
意
せ
し
め
た
の
は
、
恐
ら
く
ヘ
ル
マ
ン
・
コ
ー
エ
ン
で

あ
っ
た
。

（
方
法
概
念
と
体
系
概
念
と
の
運
動
が
、
相
互
の
否
定
を
媒
介
し
て
初
め
て
起
こ
る
処
の
運
動
で
あ
り
、
従
っ
て
両

者
が
、

　

弁
、

　

証
、

　

法
的
関
係
に
あ
る
こ
と
、
こ
の
意
味
に
於
て
二
つ
は
相
、

　

反
、

　

対
す
る
概
念
で
あ
る
こ
と
、
之
を
方
法
・
対
象
の

場
合
に
準
じ
て
述
べ
る
手
数
を
、
私
は
省
い
て

よ好
い
と
思
う
。）

か
く
て
学
問
性
は
、
一
方
に
於
て
、
前
に
、

　

手
、

　

続
、

　

き
と
し
て
の
方
法
と
考
え
ら
れ
た
に
対
し
て
、
、

　

考
、

　

え
、

　

方
と
し
て
の

、

　

方
、

　

法
で
あ
り
、
又
他
方
に
於
て
、
前
に
、

　

成
、

　

果
と
し
て
の
体
系
と
考
え
ら
れ
た
に
対
し
て
、
、

　

組
、

　

織
と
し
て
の
、

　

体
、

　

系
で
あ

る
。
今
や
学
問
性
と
は
学
問
の
方
法
で
あ
り
又
学
問
の
体
系
で
あ
る
。
此
の
二
つ
の
概
念
は
相
互
に
否
定
し
合
う
筈

で
あ
っ
た
か
ら
、
或
る
時
は
体
系
概
念
が
、
之
に
反
し
て
又
或
る
時
は
方
法
概
念
が
、
学
問
性
を
云
い
表
わ
す
も
の
と

し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
は
必
然
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
第
一
の
場
合
を
吾
々
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
て
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
は
、「
知
識
は
学
問
と
し
て
の
み
即
ち
体
系
と
し
て
の
み
現
実
的
で
あ
る
。」
そ
し
て
「
体
系
な
く

し
て
哲
学
す
る
こ
と
は
少
し
も
学
問
的
で
あ
る
こ
と
を
得
な
い（

一
）。」

ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
に
於
て
普
通
人
々
の
注
意
を

ひ惹

く
も
の
は
、

む
し寧

ろ
そ
の
方
法
―――
弁
証
法
―――
で
あ
る
の
で
あ
る
が
、

し
か併

し
彼
自
身
に
と
っ
て
は
学
問
の
学
問
ら
し

い
性
格
は
常
に
体
系
に
在
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
何
と
な
れ
ば
方
法
と
は
「
内
容
の
内
面
的
自
己
運
動
の
、

　

形
、

　

式
の

意
識
」
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
認
識
の
、

　

内
、

　

容
を
顧
慮
す
る
時
、「
方
法
自
身
が
、
、

　

体
、

　

系
に
ま
で
拡
大
す
る
」
の

だ
か
ら
で
あ
る（

二
）。

学
問
を

す
で已

に
出
来
上
っ
た
所
有
―――
財
―――
と
し
て
観
照
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
、
方
法
―――
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こ
れ
は
実
践
に
ぞ
く
す
る
―――
で
は
な
く
し
て
体
系
が
、
学
問
性
を
保
証
す
る
も
の
と
し
て
現
わ
れ
る
の
は
自
然
で

あ
る
。
処
が
之
に
反
し
て
、
第
二
の
場
合
―――
方
法
概
念
が
学
問
性
を
云
い
表
わ
す
場
合
―――
の
実
例
も
亦
吾
々
は

持
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
は
そ
の
哲
学
の
―――

む
し寧

ろ
一
般
に
学
問
の
―――
学
問
性
を
、
方
法
概
念

に
於
て
の
み
認
め
る
。
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
は
何
か
特
定
の
成
果
を
主
張
す
る
の
で
は
な
く
し
て
「
単
に
方
法
に
外
な

ら
な
い
」、「
そ
の
方
法
を
除
い
て
は
何
等
の
教
義
を
も
持
た
な
い
」
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
出
来
上
っ
た
体
系
に
背
を

向
け
る
」
処
に
そ
れ
の
特
色
を
示
す（

三
）。

か
く
て
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
に
於
て
、
体
系
概
念
の
、

　

直
、

　

接
、

　

な
、

　

る
、

　

否
、

　

定
に
吾
々
は
出

逢
う
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
第
一
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
場
合
に
あ
っ
て
、
体
系
概
念
が
方
法
概
念
を
否
定
し
た
の
は
、

決
し
て
こ
の
よ
う
な
直
接
な
る
否
定
に
よ
っ
て
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
場
合
、
体
系
は
方
法
を
、
学
問
性
か
ら
単
純

に
、
全
く
、
排
斥
し
て

し
ま了

う
の
で
は
な
く
し
て
、
之
を
包
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
之
を
否
定
す
る
の
で
あ
っ
た
。

し
か然

る
に
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
に
於
て
は
、
方
法
は
完
全
に
、
純
粋
に
、
体
系
を
排
斥
す
る
。
故
に
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
に
於

て
、
方
法
概
念
は
体
系
概
念
を
、

　

完
、

　

全
、

　

に
、

　

優
、

　

越
す
る
と
考
え
ら
れ
る
外
は
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
け
る
体
系
概
念
は
、
こ

の
意
味
に
於
て
は
、

　

完
、

　

全
、

　

に
、

　

は
方
法
概
念
を
優
越
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。

(

一)

　

H
eg
el,

P
h
ä
n
o
m
en

o
lo
g
ie

d
es

G
eistes

(p
h
il.,

B
ib
l.

S
.
1
6
)

及
びE

n
zy
k
lo
p
ä
d
ie

(p
h
il.,

B
ib
l.

S
.
4
7
).

(

二)

　

H
eg
el,

W
issen

sch
a
ft

d
er

L
o
g
ik

(p
h
il.,

B
ib
l.)

1
-T
eil,

S
.
3
5

及
び2

-T
eil,

S
.
5
0
0
.

(

三)

　

W
.
J
a
m
es,

W
h
a
t
P
ra
g
m
a
tism

m
ea
n
s?

参
照
。

体
系
に
対
す
る
方
法
の
こ
の
よ
う
な
優
越
は

し
か併

し
な
が
ら
、
方
法
概
念
の
分
析
の
内
か
ら
ま
だ
必
然
的
に
導
き
出

さ
れ
て
い
な
い
。

も
っ
と

尤
も
、
方
法
は
体
系
に
較
べ
て
よ
り
実
践
的
な
規
定
を
持
つ
か
ら
、
其
の
優
越
は
当
然
で
は
な
い
か
、

そ
う
人
々
は
云
う
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
そ
う
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
体
系
概
念
で
あ
っ
て
も

た
と例

え
ば
そ
れ
が
教
導
性
の

実
践
的
規
定
と
し
て
見
出
さ
れ
た
時
、
方
法
概
念
の
或
る
も
の
よ
り
も
よ
り
実
践
的
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
れ
故
問



　第四部　54

題
は
こ
の
場
合
、
方
法
が
、

　

ど
、

　

の
、

　

よ
、

　

う
、

　

な
、

　

点
、

　

に
、

　

於
、

　

て
体
系
に
較
べ
て
よ
り
実
践
的
で
あ
る
か
に
存
在
す
る
。
も
し
之
を
指

摘
し
な
い
で
た
だ
実
践
的
で
あ
る
が
故
に
方
法
が
体
系
を
優
越
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
云
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
方
法
概
念

の
分
析
―――
そ
れ
は
そ
の
実
践
的
動
機
へ
の
溯
源
で
あ
っ
た
―――
を
恐
ら
く
軽
薄
に
す
る
で
あ
ろ
う
。
方
法
概
念
は

い

か

如
何
な
る
点
に
於
て
、
体
系
概
念
に
較
べ
て
、
よ
り
実
践
的
と
考
え
ら
れ
る
か
、
従
っ
て
之
を
優
越
す
る
か
。
―――
之

に
答
え
る
こ
と
が
出
来
る
た
め
に
、
吾
々
は
再
び
学
問
性
の
分
析
へ
立
ち
戻
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
今
の
吾
々
に

と
っ
て
は
、
方
法
概
念
の
分
析
は
、
学
問
性
の
概
念
の
分
析
を
通
過
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
与
え
ら
れ
る
順
序
に

於
て
あ
る
の
で
あ
っ
た
か
ら
。
之
は
方
法
概
念
の
実
践
的
動
機
か
ら
云
っ
て
必
然
で
あ
っ
た
―――
始
め
を
見
よ
。

第
四
部

之
ま
で
学
問
性
は
、

　

普
、

　

遍
、

　

妥
、

　

当
、

　

性
と
し
て
―――

た
だ但

し
単
な
る
形
式
的
概
念
と
し
て
で
は
な
く
し
て
内
容
あ
る
そ
れ
と

し
て
―――
即
ち
、

　

教
、

　

導
、

　

性
と
し
て
、
理
解
さ
れ
た
。
従
っ
て
そ
れ
は
一
方
に
於
て
は
、

　

手
、

　

続
、

　

き
・
、

　

考
、

　

え
、

　

方
で
あ
る
限
り
の
、

　

方

、

　

法
と
し
て
、
他
方
に
於
て
は
、

　

成
、

　

果
・
、

　

組
、

　

織
で
あ
る
限
り
の
、

　

体
、

　

系
と
し
て
、
理
解
さ
れ
て
来
た
。
此
等
の
諸
概
念
が
学
問

性
を
規
定
し
得
る
こ
と
を
、
恐
ら
く
誰
も
疑
わ
な
い
に
違
い
な
い
。

し
か併

し
又
そ
れ
と
同
時
に
、
こ
れ
等
諸
概
念
が
学
問

性
の
も
つ
可
な
り
皮
相
な
規
定
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
、
誰
し
も
気
付
か
ず
に
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
人
々
は
云
う
こ

と
が
出
来
る
。
学
問
が
学
問
で
あ
る
た
め
に
は
、
即
ち
学
問
性
を
与
え
る
も
の
と
し
て
は
、
今
挙
げ
ら
れ
た
諸
規
定

は
、
な
る
程
相
当
重
大
で
あ
ろ
う
、
そ
れ
な
く
し
て
は

な
る
ほ
ど

成
程
学
問
性
は
成
り
立
た
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か併

し
之
が
中
心
と

な
っ
て
学
問
性
が
成
り
立
つ
の
で
は
な
い
。
学
問
に
於
て
学
問
性
が
成
り
立
つ
た
め
に
必
要
な
、

　

前
、

　

階
と
し
て
そ
れ
が

要
求
さ
れ
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
学
問
そ
の
も
の
の
、

　

精
、

　

神
は
更
に
そ
の
奥
に
横
た
わ
っ
て
い
る
、
と
。
真
の
学
問
性
に

と
っ
て
か
か
る
規
定
は
欠
く
こ
と
の
出
来
な
い
必
要
条
件
で
あ
る
に
は
違
い
な
い
が
、
か
か
る
規
定
そ
れ
自
身
が
す
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ぐ
様
真
の
学
問
性
で
は
な
い
、
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
―――
吾
々
は
学
問
性
の
よ
り
根
柢
的
な
規
定
を
求
め
る

必
要
に
迫
ら
れ
る
。

吾
々
は
そ
こ
で
、
か
く
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
な
ら
ば
こ
れ
等
の
諸
規
定
は
、

　

何
、

　

の
、

　

た
、

　

め
、

　

に
、

　

必
、

　

要
と
さ
れ
る
の
で

あ
る
か
。
、

　

か
、

　

か
、

　

る
、

　

学
、

　

問
、

　

性
―――
何
と
な
れ
ば

さ
き向

の
諸
規
定
は

ま
さ正

に
学
問
性
の

そ
れ夫

と
し
て
見
出
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
か

ら
―――
は
、
、

　

何
、

　

故
、

　

必
、

　

要
で
あ
る
の
か
と
。
か
か
る
問
い
に
対
す
る
答
え
を
含
む
処
の
学
問
性
は
何
で
あ
る
か
。
―――

さ
て
こ
の
問
い
は
、
学
問
性
が
単
に
何
で
あ
る
か
―――
観
念
的
規
定
と
し
て
は
教
導
性
で
あ
り
実
践
的
規
定
と
し
て
は

方
法

な
い
し

乃
至
体
系
で
あ
る
―――
で
は
な
く
し
て
、
学
問
に
於
て
学
問
性
が
何
の
た
め
に
要
求
さ
れ
る
か
を
問
う
。
学
問

性
概
念
の
動
機
にさ

か
の
ぼ

溯
っ
て
学
問
性
の
規
定
を
見
出
す
の
が
今
の
課
題
な
の
で
あ
る
。
或
る
意
味
に
於
け
る
理
論
的
規

定
を
学
問
性
に
求
め
て
い
る
の
で
は
今
は
な
い
、
そ
う
で
は
な
く
し
て
或
る
意
味
に
於
け
る
実
践
的
規
定
―――
、

　

何
、

　

の

、

　

目
、

　

的
、

　

の
、

　

た
、

　

め
、

　

に
、

　

学
、

　

問
、

　

性
、

　

が
、

　

学
、

　

問
、

　

に
、

　

と
、

　

っ
、

　

て
、

　

必
、

　

要
、

　

で
、

　

あ
、

　

る
、

　

か
―――
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
―――
そ
の
時
、
学
問
性
は

、

　

真
、

　

理
、

　

性
、

　

を
、

　

獲
、

　

得
、

　

す
、

　

る
目
的
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
、
と
云
う
言
葉
が
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
れ
ば
学
問
性

は
今
や
学
問
の
手
続
き
や
考
え
方
、
学
問
の
成
果
や
組
織
で
は
な
く
し
て
、

ま
さ正

に
学
問
の
真
理
性
を
獲
得
す
る
処
に
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
重
ね
て
云
お
う
、
こ
の
場
合
学
問
性
が
単
に
真
理
性
で
あ
る
と
い
う
の
で
は
な

い
―――
そ
の
場
合
は
後
に
譲
ろ
う
―――
、
そ
う
で
は
な
く
し
て
学
問
性
は
真
理
性
を
、

　

獲
、

　

得
す
る
―――
実
践
的
に
―――
処

に
あ
る
と
云
う
の
で
あ
る
。
真
理
性
を
獲
得
す
る
と
い
う
意
味
に
於
て
、
そ
し
て
た
だ
こ
の
意
味
に
於
て
の
み
、
学
問

性
は
真
理
性
で
あ
る
、
と
い
う
言
葉
が
今
の
場
合
許
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
獲
得
さ
れ
ん
と
す
る
、
又
獲
得
さ
れ

つ
つ
あ
る
、
又
獲
得
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
真
理
性
で
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
今
の
場
合
の
真
理
性
は
そ
れ
の
実
践
的

獲
得
と
い
う
規
定
を
含
ん
だ
真
理
概
念
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
先
の

い
わ
ゆ
る

所
謂
普

遍
妥
当
性
（
従
っ
て
又
真
理
価
値
）
と
い
う
観
念
的
規
定
か
ら
区
別
さ
れ
た
、
実
践
的
な
学
問
性
の
規
定
で
、
そ
れ
は
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あ
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
学
問
性
は
今
や
、
、

　

真
、

　

理
、

　

性
、

　

の
、

　

実
、

　

践
、

　

的
、

　

獲
、

　

得
と
し
て
規
定
さ
れ
る
。

学
問
性
は
真
理
性
の
獲
得
で
あ
る
と
云
っ
た
が
、

し
か併

し
真
理
性
の
獲
得
と
は
、
具
体
的
に
何
を
指
す
の
で
あ
る
か

（
問
題
は
真
理
性
の
実
践
的
な
獲
得
で
あ
る
の
だ
か
ら
真
理
性
に
対
す
る
観
念
論
的
規
定
―――
普
遍
妥
当
性
・
真
理
価

値
―――
は
今
の
場
合
一
応
除
い
て
お
く
）。

こ
こ茲

に
吾
々
は
少
く
と
も
解
釈
の
二
つ
の
道
を
事
実
上
知
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
第
一
に
真
理
性
の
獲
得
は
、

　

問
、

　

題
、

　

の
、

　

解
、

　

決
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
真
理
性
は
与
え
ら
れ
た
問
題
を
解
決
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
初
め
て
獲
得
さ
れ
得
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
も
し
或
る
問
題
を
解
決
し
得
な
い

な
ら
ば
、
何
人
も
真
理
性
を
獲
得
し
た
と
は
信
じ
る
こ
と
が
出
来
な
い
に
相
違
な
い
、
、

　

判
、

　

っ
、

　

た
と
思
う
こ
と
は
不
可

能
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
こ
の
場
合
学
問
性
は
解
決
で
あ
る
。
或
る
学
問
が
、

　

解
、

　

決
、

　

力
を
持
つ
限
り
学
問
性
を
持

ち
、

そ
れ夫

を
も有

た
な
い
時
之
を

も有
た
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
、
何
等
の
解
決
を

も
た
ら

齎
す
こ
と
の
出
来
な
い
学
問
、
そ

の
学
問
の
学
問
性
は
無
に
等
し
い
で
あ
ろ
う
。
学
問
性
と
は
研
究
を
進
め
課
題
を
解
き
得
る
実
行
力
―――
学
問
の
、

　

有

、

　

用
は
何
よ
り
も
先
に
之
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
―――
の
他
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
は

あ
た
か

恰
も
学

問
性
―――
真
理
性
の
獲
得
―――
を

こ
こ茲

に
求
め
る
の
で
あ
る
（
之
に
対
し
て
、
真
理
は
解
決
力
―――
有
用
―――
の
有
る
無

し
で
は
な
く
し
て
普
遍
妥
当
性
を

も有
つ
か

も有
た
な
い
か
に
あ
る
、
と
云
っ
て
反
対
す
る
こ
と
は
、
始
め
か
ら
許
さ
れ

て
い
な
い
。
何
と
な
れ
ば

こ
こ茲

で
は
真
理
性
の
単
な
る
規
定
で
は
な
く
し
て
真
理
性
の
獲
得
が
問
題
で
あ
っ
た
の
だ
か

ら
）。
さ
て
学
問
性
は
真
理
性
の
、

　

実
、

　

践
、

　

的
、

　

獲
、

　

得
に
存
在
し
、
そ
れ
が
、

　

解
、

　

決
の
概
念
で
あ
っ
た
。
処
が
方
法
は
体
系
よ
り

も
常
に
何
か
の
意
味
に
於
て
実
践
的
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
解
決
の
概
念
は
体
系
に
で
は
な
く
し
て

ま
さ正

に
、

　

方

、

　

法
に
属
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
解
決
は
方
法
概
念
の
内
に
ぞ
く
す
。
そ
れ
故
こ
の
場
合
の
学
問
性
は
方
法
概
念
に
ぞ
く

す
る
の
で
あ
る
他
は
な
い
。
か
く
て

こ
こ茲

に
於
て
は
―――
学
問
性
が
も
は
や
手
続
き
や
考
え
方
・
成
果
や
組
織
で
は
な

く
し
て
真
理
性
の
獲
得
で
あ
る
処
で
は
―――
、

　

方
、

　

法
が
、

　

体
、

　

系
を
優
越
す
る
こ
と
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
学
問
性
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概
念
の
動
機
へ
の
分
析
に
於
て
一
つ
の
、

　

新
、

　

し
、

　

い
、

　

方
、

　

法
、

　

概
、

　

念
―――
何
と
な
れ
ば
そ
れ
は
も
は
や
体
系
概
念
と
の
相
互
の

否
定
を
許
さ
な
い
優
越
な
る
方
法
で
あ
る
か
ら
―――
を
吾
々
は

こ
こ茲

に
見
出
し
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
実
際
プ
ラ
グ
マ

チ
ズ
ム
の

い
わ
ゆ
る

所
謂
方
法
は
真
理
性
獲
得
の
、

　

手
、

　

段
の
概
念
で
あ
る
。
真
理
発
見
の
手
段
が
学
問
と
考
え
ら
れ
る
。

真
理
性
獲
得
の
第
二
の
解
釈
。
そ
の
一
例
は
、

　

批
、

　

判
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
真
理
性
の
獲
得
は
た
だ
批
判
的

で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
解
釈
は
第
一
の

そ
れ夫

に
較
べ
て
よ
り
根
柢

的
で
あ
り
、
従
っ
て
動
機
へ
よ
り
溯
源
し
、
従
っ
て
よ
り
実
践
的
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
真
理
性
の
実
践
的
獲
得

は
問
題
の
解
決
で
あ
る
、
と
云
う
ば
か
り
に
止
ら
ず
、
、

　

如
、

　

何
、

　

に
、

　

し
、

　

て
問
題
を
、

　

解
、

　

決
、

　

す
、

　

る
か
、
に
答
え
る
用
意
を
そ
れ
は

も有
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
批
判
に
よ
っ
て
の
み
問
題
は
、

　

正
、

　

当
、

　

に
解
決
出
来
る
と
考
え
ら
れ
る
。

も
っ
と

尤
も
批
判
と
い
う

言
葉
の
意
味
は
様
々
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
吾
々
は
第
一
に
、
或
る
一
定
の
文
化
財
の
先
験
的
な
権
利
を
明
ら
か
に
し
、

之
を
権
利
づ
け
る
と
共
に
そ
れ
の
権
利
の
限
界
を
示
し
、
か
く
権
限
を
決
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

そ
れ夫

を
、

　

基
、

　

礎
づ
け
る

こ
と
を
、
批
判
と
呼
ん
で
い
る
。
自
然
科
学
又
は
歴
史
科
学
に
対
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ

夫
々
の
特
殊
科
学
が
又
は
哲
学
が
な
す
処
の

批
判
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

し
か併

し
こ
の
場
合
、

い
わ
ゆ
る

所
謂
基
礎
づ
け
を

た
だ直

ち
に
そ
の
文
化
財
の
単
な
る
権
利

づ
け
―――
肯
定
と
弁
護
―――
と
ば
か
り
考
え
て
は
無
論
な
ら
な
い
。
人
々
は
権
利
の
な
い
も
の
を
権
利
づ
け
る
こ
と

は
出
来
な
い
、
た
だ
権
利
あ
る
も
の
の
み
を
正
当
づ
け
る
こ
と
が
出
来
る
だ
け
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
基
礎
づ
け
は

ま先

ず
始
め
に
権
利
の
有
無
を
、
権
利
の
問
題
を
、
問
う
て
か
か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
上
で
権
利
あ
る
も
の
へ
は

権
利
を
与
え
、
権
利
な
き
も
の
と
認
め
ら
れ
た
も
の
か
ら
は
之
を
奪
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
基

礎
づ
け
と
は
必
ず
し
も
権
利
の
肯
定
で
は
な
く
し
て
又
権
利
の
否
定
を
も
含
む
筈
で
あ
る
。
基
礎
づ
け
は
、

　

一
、

　

般
、

　

に
、

　

は

権
利
づ
け
で
は
な
く
し
て
、
事
物
の
根
柢
―――
之
に
よ
っ
て
権
利
が
肯
定
さ
れ
又
は
否
定
さ
れ
る
―――
へ
の
探
求
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
基
礎
を
検
討
す
る
こ
と
、
地
盤
を
検
察
す
る
こ
と
、
事
物
を
根
柢
に
於
て
理
解
す
る
こ
と
、
之
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こ
そ
基
礎
づ
け
で
あ
る
。
今
の
場
合
の
批
判
は
実
は
こ
の
こ
と
を
云
い
表
わ
す
。
批
判
は
ま
ず
第
一
に
、

　

根
、

　

柢
の
理
解

で
あ
る
（
同
じ
根
柢
に
立
ち
な
が
ら
、
そ
の
根
柢
を
理
解
す
る
代
り
に
、
そ
の
根
柢
の
上
に
立
つ
諸
関
係
を
、

ほ
て
つ

補
綴
し

つ
じ
つ
ま

辻
褄
を
合
わ
せ
る
こ
と
は
、
そ
れ
故
元
来
批
判
と
い
う
名
に
は
値
い
し
な
い
。

し
か然

る
に
、

　

内
、

　

在
、

　

的
、

　

批
、

　

判
は
往
々
こ
の
よ
う

な
ほ
て
つ

補
綴
に
外
な
ら
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
）。
第
二
に
批
判
は
、
た
と
い
そ
れ
が
自
分
以
外
の
も
の
に

対
す
る
批
判
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
時
で
も
、
実
は
自
分
自
ら
に
対
す
る
批
判
と
し
て
の
意
味
を

も有
つ
時
に
限
っ
て
、

批
判
の
名
に
値
い
す
る
。

け
だ蓋

し
事
物
は
人
々
が
そ
れ
自
身
の
立
場
に

ひ
と
ま

一
先
ず
立
つ
の
で
な
け
れ
ば
批
判
さ
れ
る
こ
と

は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
し
人
々
が
始
め
か
ら
事
物
の
外
部
に
立
っ
て
事
物
を
見
る
な
ら
ば
、
即
ち
自
分
自
身
の

内
に
そ
の
事
物
を
取
り
入
れ
る
こ
と
が
全
く
出
来
な
い
な
ら
ば
、
そ
こ
に
あ
る
も
の
は
批
判
で
は
な
く
し
て
恐
ら
く

単
な
る
非
難
か
排
斥
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
批
判
は
常
に
、
何
か
の
意
味
に
於
け
る
自
分
自
ら
に

つ就
い
て
の
批

判
で
あ
る
他
は
な
い
（
文
化
財
の
基
礎
づ
け
は
無
論
カ
ン
ト
の
理
性
―――
そ
れ
は
一
つ
の
自
分
自
ら
で
あ
る
―――
批

判
か
ら
由
来
し
た
）。
批
判
は
根
柢
の
理
解
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
根
柢
は
そ
れ
故
自
分
自
身
―――
そ
れ
が
自
我
で
あ
ろ

う
と
も
其
の
他
の
事
物
で
あ
ろ
う
と
も
―――
の
根
柢
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
自
分
自
身
の
根
柢
の
理
解
、
之
は
反
省
で

あ
る
。
批
判
は
第
二
に
、

　

反
、

　

省
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
々
が
自
分
以
外
に
起
こ
り
つ
つ
あ
る
諸
現
象
を
、
自
己
に

と
り
い
れ
よ
う
と
す
る
時
、
、

　

批
、

　

判
、

　

的
で
あ
る
よ
う
に
忠
告
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
批
判
こ
そ
反
省
の
別
の
名

に
他
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
反
省
と
し
て
批
判
概
念
は

さ
き向

の
第
一
の
規
定
―――
根
柢
の
理
解
―――
に
較

べ
て
、
よ
り
、

　

実
、

　

践
、

　

的
な
規
定
―――
、

　

自
、

　

己
、

　

自
、

　

身
の
根
柢
の
理
解
―――
を
獲
る
。
故
に
批
判
概
念
は
そ
の
根
源
に
於
て
実
は

常
に
、

　

自
、

　

己
、

　

批
、

　

判
で
あ
る
。
さ
て
真
理
性
の
獲
得
は
こ
の
よ
う
な
自
己
批
判
―――
学
問
の
又
学
者
の
―――
の
他
で
は
な

い
と
思
わ
れ
る
と
云
う
の
で
あ
る
。
吾
々
は
又
吾
々
の
学
問
内
容
は
、
多
く
の
、

　

独
、

　

断
を

も有
つ
。
と
い
う
意
味
は
そ
の

成
立
の
根
柢
を
充
分
に
反
省
す
る
こ
と
な
く
し
て
た
だ
成
立
し
た
或
る
成
果
だ
け
を
そ
の
ま
ま

も
っ
と

尤
も
な
も
の
と
し
て
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見
出
し
、
又
之
を
承
認
し
て
い
る
こ
と
が
吾
々
の
常
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
根
柢
を
理
解
せ
ず
し
て
こ
の

独
断
の
上
に
更
に
研
究
の
層
を
重
ね
よ
う
と
す
る
不
断
の
傾
き
を
吾
々
が
持
っ
て
い
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
な
る
程

こ
の
時
、
そ
の
手
続
き
や
考
え
方
・
成
果
や
組
織
に
於
て
、
そ
し
て
又
課
題
を

と兎
に

か
く角

或
る
範
囲
に
於
て
解
決
し
得
る

と
い
う
点
に
於
て
、
こ
れ
迄
述
べ
ら
れ
た
学
問
性
は
充
分
保
証
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

し
か併

し
そ
う
で
あ
る
か
ら
と

云
っ
て
吾
々
は
、
そ
の
よ
う
な
仕
方
に
於
て
真
理
性
の
獲
得
を
安
ん
じ
て
期
待
出
来
る
と
は
限
ら
な
い
。
一
体
吾
々

は
、

　

根
、

　

柢
、

　

そ
、

　

の
、

　

も
、

　

の
、

　

に
、

　

就
、

　

い
、

　

て
の
真
理
性
を
獲
得
せ
ず
に
済
ま
せ
て
よ
い
筈
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ茲

に
自
己
批
判
が

要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
処
が
第
三
に
、
自
ら
の
―――
自
己
の
又
は
其
の
他
の
事
物
の
―――
根
柢
は
之
を
徹
底
的
に

理
解
す
る
時
―――
と
い
う
の
は
最
後
の
根
柢
へ
ま
でさ

か
の
ぼ

溯
る
時
―――
常
に
社
会
的
規
定
の
他
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ

し
て
一
応
学
問
性
の
根
柢
に
達
し
た
と
考
え
ら
れ
る
時
で
も
、
そ
の
時
確
実
で
あ
り
又
或
る
意
味
に
於
て
―――
第
一

第
二
の
意
味
に
於
て
―――
批
判
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
と
し
て
も
、
社
会
性
に
接
し
た
根
柢
に
於
て
は
、
学
問
性
は

実
は
或
る
一
つ
の
遊
離
状
態
に
あ
る
こ
と
が
発
見
さ
れ
る
の
を
常
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
何
と
な
れ
ば
社
会
は
事
実
上

常
に
、
事
物
を
そ
の
根
柢
か
ら
遊
離
せ
し
め
、
そ
し
て
か
く
遊
離
せ
し
め
ら
れ
た
事
物
へ
一
応
根
柢
と
思
わ
れ
そ
う
な

外
見
上
の
固
定
性
を
与
え
る
と
い
う
性
質
を

も有
つ
条
件
を
、
そ
れ
自
身
に
於
て

そ
な具

え
て
い
る
か
ら
で
あ
る（

一
）。

社
会
的
規

定
は
こ
の
意
味
に
於
て
常
に
、

　

虚
、

　

偽
、

　

性
を

も有
つ
―――
そ
れ
は
、

　

真
、

　

理
、

　

性
の
反
対
に
他
な
ら
ぬ
。
処
が
吾
々
は
今
真
理
性
の

実
践
的
獲
得
を
ば
学
問
性
―――
自
己
批
判
―――
の
名
に
於
て
欲
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
故
に
学
問
性
―――
自
己
批

判
―――
と
は
、
真
理
性
を
実
践
的
に
獲
得
す
る
た
め
に
、
こ
の
よ
う
な
虚
偽
性
を
・
社
会
的
遊
離
を
破
棄
し
て
、
事
物

の
最
後
の
根
柢
で
あ
る
社
会
的
規
定
―――
そ
れ
こ
そ
実
践
的
で
あ
る
―――
を
理
解
す
る
こ
と
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

か
く
て
最
後
に
、
学
問
性
と
し
て
批
判
は
、

　

社
、

　

会
、

　

的
、

　

規
、

　

定
、

　

に
、

　

対
、

　

す
、

　

る
、

　

自
、

　

己
、

　

批
、

　

判
と
な
る
。
第
一
第
二
の
批
判
概
念
は
こ
の

批
判
を
根
柢
と
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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(

一)

　

ベ
ー
コ
ン
の
四
つ
の
偶
像
が
―――
批
判
は
か
か
る
偶
像
の
破
壊
で
あ
る
が
―――
、

い
ず何

れ
も
、

　

人
、

　

間
の
規
定
か
ら
由
来
し
て
い

る
こ
と
は
、
注
意
に
値
い
し
な
い
程
当
然
で
あ
る
。
処
が
こ
の
よ
う
な
人
間
的
規
定
は
、

　

社
、

　

会
、

　

的
、

　

規
、

　

定
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
。

そ
こ
で
社
会
に
固
有
な
偶
像
性
が
吾
々
の
云
う
虚
偽
性
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
批
判
概
念
を
以
て
学
問
性
を
規
定
し
尽
す
こ
と
は
出
来
な
い
が
、

し
か併

し
学
問
性
に
と
っ
て
こ
の
規
定

程
重
大
な
も
の
を
見
出
す
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
外
観
・
そ
の
形
骸
に
於
て
学
問
ら
し
く
見
え
る
も
の

も
こ
の
規
定
を
た
だ
一
つ
欠
く
時
、
そ
れ
は
学
問
性
の
精
神
を
全
く

も有
た
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
（
曲
学

の
概
念
は

こ
こ茲

に
生
れ
る
）。
唯
名
上
の
学
問
性
を

そ
な具

え
て
い
る

か
ど廉

を
以
て
、
学
問
ら
し
い
威
容
を

も有
ち
な
が
ら
俗
流
と

一
致
す
べ
く
通
用
す
る
処
の
、
没
批
判
的
理
論
を
吾
々
は
常
に
眼
に
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
又
事
実
諸
々
の
問
題
を

解
決
し
得
る
有
力
な
理
論
で
さ
え
も

す直
ぐ
様
学
問
性
を

も有
つ
と
想
像
す
る
こ
と
を
吾
々
は
控
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
何

と
な
れ
ば

い
っ
た
ん

一
旦
提
出
さ
れ
た
問
題
は
、

い

か

如
何
な
る
根
柢
の
上
で
で
も
、
そ
の
根
柢
自
身
の
批
判
と
は
無
関
係
に
、
必
ず

一
応
は
解
か
れ
得
る
性
質
を

も有
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て

つ
い
で

序
に
、
学
殖
・
博
学
な
る
知
識
そ
れ
自
ら
だ
け
で
は

（
之
は
元
来
学
問
性
概
念
と
は
一
応
別
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
―――
前
を
見
よ
）、
学
問
性
を

も有
つ
こ
と
が
出
来
な
い
こ

と
を
述
べ
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
た
だ
社
会
的
規
定
に
対
す
る
こ
の
批
判
性
に
於
て
の
み
、
真
理
性
の
こ
の

獲
得
に
於
て
の
み
、
真
理
の

い
わ
ゆ
る

所
謂
、

　

価
、

　

値
と
い
う
言
葉
も
純
粋
な
意
味
を
受
け
取
る
こ
と
が
出
来
、
そ
し
て
か
か
る
真
理

性
の
獲
得
に
よ
っ
て
の
み
、
こ
の
学
問
性
に
よ
っ
て
の
み
、
学
問
の

い
わ
ゆ
る

所
謂
、

　

自
、

　

由
と
い
う
も
の
も
唯
名
的
性
質
を
脱
す
る

こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
（
学
問
に
於
け
る
自
由
―――
そ
れ
こ
そ
学
問
性
で
あ
る
―――
は
何
か
「
強
制
の
欠
落
状
態
」

と
い
う
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
で
は
な
く
し
て
、
、

　

批
、

　

判
、

　

的
、

　

気
、

　

魄
の
存
在
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
）。
学
問
の

い
わ
ゆ
る

所
謂
、

　

神
、

　

聖
は

こ
こ茲

に
於
て
初
め
て
保
証
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
―――
か
く
て
こ
の
よ
う
に
根
柢
的
な
批
判
性
に
於
て
、
学
問
性
は

そ
れ夫

の

も
つ
真
に
実
践
的
な
規
定
を
、
初
め
て
示
す
こ
と
が
出
来
る
。
何
と
な
れ
ば
社
会
的
規
定
こ
そ
は
真
に
実
践
的
な
規
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定
で
あ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
。
―――
さ
て
そ
う
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
学
問
性
―――
根
柢
的
批
判
性
―――
は
方
法
に
属

す
る
か
そ
れ
と
も
又
体
系
に
ぞ
く
す
る
か
。
か
か
る
批
判
は
体
系
の

も有
つ
名
で
は
な
く
し
て
、

　

方
、

　

法
が

も有
つ
名
で
あ
る

外
は
な
い
の
で
あ
る
。
、

　

批
、

　

判
、

　

的
、

　

体
、

　

系
な
る
言
葉
は
あ
る
に
し
て
も
、
も
し
批
判
が
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
―――
根
柢
的

な
―――
批
判
で
あ
る
な
ら
ば
、
批
判
と
、

　

い
、

　

う
体
系
、
な
る
言
葉
は
事
実
上
意
味
を

も有
つ
こ
と
が
出
来
な
い
に
違
い
な

い
。
批
判
は
方
法
概
念
に
ぞ
く
す
。
批
判
が
、

　

実
、

　

践
、

　

的
な
―――
社
会
的
規
定
に
対
す
る
―――
批
判
で
あ
り
、
又
方
法
が

元
来
、

　

実
、

　

践
、

　

的
概
念
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
之
は
至
極
当
然
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
方
法
こ
そ
が
初
め

て
真
理
性
獲
得
の
、

　

手
、

　

段
―――
そ
れ
は
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
の
場
合
の
、

　

方
、

　

法
概
念
で
あ
っ
た
―――
で
も
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。
何
と
な
れ
ば
根
柢
的
・
批
判
的
・
方
法
に
於
て
の
み
、
ど
の
問
題
も
解
決
さ
れ
る
べ
き
、

　

正
、

　

当
、

　

な
仕
方
に

於
て
解
決
さ
れ
る
見
込
み
が
初
め
て
立
つ
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
―――
今
や
吾
々
は
、
、

　

方
、

　

法
概
念
が
こ
の
点
に
於
て
、

　

体

、

　

系
概
念
を
優
越
す
る
必
然
性
を
遂
に
知
る
こ
と
が
出
来
た
。
、

　

学
、

　

問
、

　

性
の
一
規
定
と
し
て
の
批
判
概
念
に
於
て
、
学
問

の
、

　

方
、

　

法
概
念
は
そ
の
中
枢
的
な
規
定
に
出
逢
う（

一
）。
、

　

学
、

　

問
、

　

性
は
、

　

方
、

　

法
で
あ
る
。

(

一)

　

古
典
に
於
て
、
そ
の
学
問
の
体
系
で
は
な
く
し
て

ま
さ正

に
方
法
が
学
ば
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
理
由
が
、

こ
こ茲

に
そ
の

必
然
性
を

う享
け
る
。

し
か而

も
特
に
方
法
が
学
ば
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
は
批
判
的
で
あ
ろ
う
た
め
で
あ
っ
た
。
そ

れ
故
手
法
の
末
流
的
伝
承
は
方
法
を
学
ぶ
目
的
と
相
容
れ
な
い
。

私
は
方
法
概
念
に
関
わ
る
最
後
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
機
会
に
来
た
。
学
問
の
方
法
が
学
問
の
社
会
的
規
定
に
対

す
る
自
己
批
判
で
あ
る
場
合
を

さ
き向

に
述
べ
た
。
処
が
学
問
の
こ
の
社
会
性
―――
実
践
性
―――
が
、
や
が
て
学
問
全
体

が
そ
れ
自
身
と
し
て
社
会
に
対
し
て
持
つ
関
係
を
要
求
し
て
来
る
の
は
自
然
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
意
味
は
こ
う
で
あ

る
。
今
迄
の
処
で
は
学
問
が
、

　

内
、

　

部
に
於
て
持
つ
社
会
的
規
定
を
取
り
扱
っ
た
、
今
や
そ
れ
は
お
の
ず
か
ら
、
学
問
が
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そ
の
、

　

外
、

　

部
に
於
て
持
つ
社
会
的
規
定
を
取
り
扱
わ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
来
る
で
あ
ろ
う
、
そ
し
て
外
部
に
於
て
持

つ
社
会
的
規
定
、
そ
れ
が
学
問
が
社
会
に
対
す
る
関
係
を
指
す
。
理
由
は
こ
う
で
あ
る
。
学
問
の
学
問
性
は
今
其
の

、

　

批
、

　

判
、

　

的
、

　

方
、

　

法
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
処
で
人
々
の
実
践
生
活
―――
そ
れ
が
社
会
で
あ
る
―――
は
批
判
的
で
あ
る
こ

と
を
最
も

し
ば
し
ば

屡
々
理
想
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
吾
々
が
生
活
意
識
を
明
白
に
す
る
と
は
恐
ら
く
之
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か

ら
。
そ
う
す
れ
ば
生
活
の
理
想
は
、

　

充
、

　

分
、

　

に
批
判
的
で
あ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
即
ち
批
判
的
、

　

方
、

　

法
に
よ
る
生
活
で
あ
る

こ
と
に
な
る
か
ら
、あ

た
か

恰
も
こ
の
批
判
的
方
法
で
あ
る
学
問
性
が
そ
の
在
り
方(W

esen
h
eit)

で
あ
る
処
の
学
問
は
、
生

活
の
理
想
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
至
極
自
然
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
れ
ば
学
問
そ
れ
自

身
が
生
活
の
典
型
的
な
形
態
を
云
い
表
わ
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。

こ
こ茲

に
学
問
は
、

　

生
、

　

活
、

　

の
、

　

方
、

　

法
と
な
る
。

も
は
や
学
問
が
学
問
性
と
し
て
持
つ
処
の
方
法
―――
批
判
―――
で
あ
る
に
は
止
ら
ず
し
て
、
学
問
そ
れ
自
身
が
生
活

に
対
し
て
、
社
会
・
実
践
的
世
界
に
対
し
て
、
そ
の
方
法
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
学
問
は
一
つ
の
優
れ
た
る
生
活
法

と
な
る
。
学
問
の
方
法
と
い
う
概
念
は
今
や
単
に
学
問
の
で
は
な
く
し
て
、
一
般
に
、
生
活
の
方
法
と
い
う
概
念
と
な

る
。
か
く
て
学
問
に
関
す
る
方
法
概
念
は
生
活
の
方
法
の
概
念
と
し
て
そ
の
最
後
の
位
置
に
就
く
の
で
あ
る（

一
）。

さ
て

こ
の
よ
う
な
事
情
は
、
も
し
学
問
性
が
体
系
で
あ
っ
て
方
法
で
な
か
っ
た
と
し
た
な
ら
ば
、
起
こ
り
得
な
か
っ
た
で
あ

ろ
う
。

こ
こ茲

に
方
法
概
念
の
実
践
的
優
位
が
見
紛
う
こ
と
を
許
さ
ぬ
よ
う
に
顕
わ
れ
る
。

(

一)

　

こ
の
よ
う
な
場
合
を
吾
々
は

す
で已

に
ギ
リ
シ
ア
に
於
て
知
っ
て
い
る
（

た
だ但

し
其
の
他
の
歴
史
的
制
約
を
見
な
い
と
し
て
）。
生

活
法
と
し
て
の
学
問
は
、
従
っ
て
又
学
問
の
そ
の
よ
う
な
学
問
性
は
、
中
に
も
プ
ラ
ト
ン
に
於
て
最
も
よ
く
意
識
さ
れ
る
。
プ

ラ
ト
ン
に
於
て
は
学
問
性
が
、
之
に
対
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
於
て
は

む
し寧

ろ
学
問
の
方
法
が
、
主
と
し
て
問
題
と
な
っ
た
。

（
思
う
に
現
代
の
最
も
著
し
い
特
色
の
一
つ
は
生
活
の
学
問
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。
生

活
の
指
導
原
理
は
今
や
、
ゲ
ミ
ュ
ー
ト
で
は
な
く
し
て

ま
さ正

に
学
問
的
（
又
科
学
的
）
で
あ
る
こ
と
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
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い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
人
々
は
之
を
、

　

主
、

　

知
、

　

的
で
あ
ら
ん
が
た
め
の
合
理
主
義
的
・
啓
蒙
主
義
的
傾
向
と
混
同
し
て
は

な
ら
な
い
。
今
日
の
学
問
性
は
主
知
的
で
あ
ら
ん
が
た
め
で
は
な
く
し
て

か
え却

っ
て

あ
た
か

恰
も
実
践
的
で
あ
ら
ん
が
た
め
の

そ
れ
な
の
で
あ
る
か
ら
。
、

　

実
、

　

践
生
活
の
方
法
と
し
て
、
時
代
は
、

　

学
、

　

問
（
科
学
）
を
要
求
し
つ
つ
あ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の

よ
う
な
傾
向
が
何
故
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
と
い
う
必
然
性
を
今
吾
々
は
見
た
。
今
見
た
こ
の
必
然
性
に
従
っ

て
こ
の
学
問
の
学
問
性
は
も
は
や
、

　

対
、

　

象
の
高
貴
や
、

　

体
、

　

系
の
壮
麗
で
あ
る
こ
と
に
満
足
す
る
を
得
ず
に
、あ

た
か

恰
も
、

　

方
、

　

法
の
か

の
、

　

批
、

　

判
、

　

性
に
ま
で
徹
底
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
事
実
、
要
求
さ
れ
つ
つ
あ
る
学
問
性
は
生
活
の
原
理
・
、

　

生
、

　

活
、

　

方

、

　

法
と
し
て
の
、

　

社
、

　

会
、

　

的
、

　

自
、

　

己
、

　

批
、

　

判
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
自
己
批
判
と
し
て
の
学
問
性
は
、

　

学
、

　

殖
の
崇
拝
や

、

　

教
、

　

育
又
は
、

　

功
、

　

利
へ
の
関
心
か
ら
は
発
生
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

あ
た
か

恰
も
こ
の
意
味
に
於
て
、
そ
し
て
又
言
葉
の
原
理
的
に

純
粋
な
意
味
に
於
て
、
現
代
の
学
問
性
は
、

　

哲
、

　

学
、

　

的
で
あ
っ
て
、

　

詭
、

　

弁
、

　

的
で
は
な
い
。）

も
し
吾
々
の
課
題
の
形
態
が
、

　

学
、

　

問
、

　

性
、

　

に
、

　

於
、

　

け
、

　

る
、

　

方
、

　

法
、

　

概
、

　

念
、

　

の
、

　

分
、

　

析
で
は
な
く
し
て
、
単
に
、

　

学
、

　

問
、

　

性
、

　

概
、

　

念
、

　

の
、

　

分
、

　

析
で

あ
っ
た
な
ら
ば
、
恐
ら
く
最
も
始
め
に
次
の
こ
と
を
注
意
す
る
必
要
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
学
問
性
は
真
理
性
の
獲

得
と
し
て
規
定
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
学
問
が
真
理
を
云
い
表
わ
す
も
の
に
他
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
れ
ば
学
問
性
は
真
理
性
と
一
つ
に
考
え
ら
れ
る
筈
の
も
の
で
あ
る
他
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

処
が
真
理
性
の
概
念
は
、
そ
の
真
理
に
至
る
方
法
と
か
、
そ
の
真
理
を
叙
述
す
る
体
系
と
か
い
う
概
念
を
以
て
は
、
中

枢
的
に
把
握
出
来
な
い
処
の
一
つ
の
固
有
な
規
定
を

も有
っ
て
い
る
こ
と
を
人
々
は
気
付
く
に
違
い
な
い
。
こ
の
規
定

の
最
も
代
表
的
な
、

　

表
、

　

現
は
、

　

深
、

　

さ
の
感
覚
―――T

iefsin
n

―――
で
あ
る
。
真
理
性
が
深
さ
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
学
問
性
が

真
理
性
と
等
置
さ
れ
た
か
ら
に
は
、
学
問
性
も
亦
深
さ
を
そ
の
最
も
深
い
規
定
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な

る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、
現
に
方
法
は
学
問
性
の
根
本
的
な
規
定
で
あ
る
こ
と
を
止
め
ね
ば
な
ら
な
く
な
り
そ
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う
で
あ
る
。
こ
の
結
果
は
成
る
程
、
方
法
概
念
が
体
系
概
念
に
対
し
て

も有
つ
一
応
の
優
越
を
必
ず
し
も
破
り
は
し
な

い
か
も
知
れ
な
い
、

し
か併

し
吾
々
が
得
た
方
法
概
念
の
優
れ
た
る
性
格
―――
学
問
性
の
性
格
・
又
生
活
原
理
と
し
て
の

―――
は
失
わ
れ
る
。
か
く
て
実
際
、
方
法
概
念
の
分
析
の
興
味
は
重
大
な
、

　

損
、

　

失
、

　

を
受
け
る
で
あ
ろ
う
。
終
り
に
臨
ん
で

こ
の
不
満
を
処
理
し
て
お
こ
う
。

或
る
意
味
に
於
て
学
問
性
は
真
理
性
で
あ
る
。

し
か併

し
真
理
性
必
ず
し
も
学
問
性
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
人
々
は

ひ
と独

り
学
問
の
真
理
を
ば
か
り
で
は
な
く
宗
教
的
体
験
の
・
文
芸
的
感
覚
の
・
人
間
的
性
格
の
真
理
を
語
る
で
あ
ろ
う
。

か
か
る
真
理
は
学
問
の
真
理
と
は
別
で
あ
る
と
云
う
か
。
そ
う
す
れ
ば
学
問
性
は
特
に
、

　

学
、

　

問
、

　

的
、

　

真
、

　

理
、

　

性
で
あ
る
の
で

あ
ろ
う
。
又
か
か
る
真
理
は
学
問
・
宗
教
・
芸
術
・
道
徳
・
一
切
に
普
遍
で
あ
る
と
い
う
の
か
。
そ
れ
は
真
理
性
必
ず

し
も
学
問
性
で
は
な
い
と
い
う

さ
き向

の
言
葉
を
裏
書
き
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
も
し
こ
の
言
葉
を
否
定
し
よ
う

と
欲
す
る
な
ら
ば
、
人
々
は
学
問
と
他
の
営
み
と
の
区
別
を
も
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
、
そ
う
す

れ
ば
学
問
性
と
い
う
概
念
そ
れ
自
身
が
無
意
味
と
な
る
。
何
と
な
れ
ば
、

お
よ凡

そ
他
の
概
念
と
区
別
さ
れ
得
な
い
も
の

は
一
定
の
概
念
と
し
て
成
立
す
る
動
機
を

も有
つ
こ
と
が
出
来
な
い
か
ら
。
か
く
て
真
理
性
必
ず
し
も
学
問
性
で
は
な

い
、
た
だ
学
問
的
真
理
性
の
み
が
学
問
性
で
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
学
問
的
真
理
性
と
学
問
的
で
な
い
真
理
性
と

を
区
別
す
る
も
の
は
真
理
性
で
あ
る
こ
と
は
出
来
な
い
、
無
論
そ
れ
が
学
問
性
で
あ
る
の
で
あ
る
。
学
問
性
は
真
理

性
の
獲
得
で
あ
っ
た
、
そ
の
意
味
に
於
て
学
問
性
は
真
理
性
で
は
あ
る
、
真
理
性
一
般
に
属
す
る
の
で
は
あ
る
。
が

い

か

如
何
に
し
て
そ
の
真
理
性
を
獲
得
す
る
か
と
い
う
点
に
於
て
、
そ
の
、

　

方
、

　

法
に
於
て
、
学
問
性
は
他
の
営
み
か
ら
自
己
を

区
別
す
る
。
そ
し
て
た
だ
、

　

学
、

　

問
、

　

的
、

　

方
、

　

法
の
み
が
学
問
性
を
保
証
す
る
。
学
問
性
は
そ
れ
故
是
非
方
法
に
あ
ら
ね
ば
な

ら
な
い
筈
で
あ
る
。

し
か併

し
深
さ
の
感
覚
は
こ
の
場
合
に
ど
う
処
理
さ
れ
た
か
。
深
さ
は
真
理
性
の
一
つ
の
根
本
規
定
で
あ
っ
た
。
従
っ
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て
又
学
問
性
の
根
本
的
規
定
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
誤
り
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か併

し
な

が
ら
深
さ
は

ひ
と独

り
、

　

学
、

　

問
、

　

的
真
理
に
特
有
な
規
定
で
あ
る
の
で
は
な
い
、

む
し寧

ろ
そ
れ
は
元
来
宗
教
的
真
理
概
念
か
ら
発

生
し
た
概
念
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
れ
ば
深
さ
は
学
問
性
に
、

　

特
、

　

有
な
規
定
で
は
な
い
―――
実
際
学
問
に
於
て
は

特
に
往
々
深
さ
が
非
難
さ
れ
る
の
を
さ
え
人
々
は
知
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
特
有
で
な
い
規
定
を
以
て
或
る
概
念
を
規

定
し
よ
う
と
欲
す
る
時
、
人
々
は
一
方
に
於
て
正
し
さ
を
得
る
と
同
時
に
他
方
に
於
て
誤
り
を
犯
す
で
あ
ろ
う
。
深

さ
を
以
て
学
問
性
を
規
定
し
よ
う
と
す
れ
ば
人
々
は
、
学
問
が
学
問
的
方
法
に
よ
っ
て
真
理
性
を
獲
得
す
る
時
深
さ

を
獲
得
す
る
で
あ
ろ
う
、
と
主
張
す
る
こ
と
に
於
て
至
極
正
し
く
あ
る
と
同
時
に
、
又
人
々
は
、
学
問
が
た
だ
単
に
直

接
に
深
く
あ
ろ
う
と
志
す
こ
と
に
よ
っ
て
真
理
性
を
獲
得
し
得
る
で
あ
ろ
う
、
と
主
張
す
る
こ
と
に
於
て
誤
る
こ
と

が
出
来
る
の
で
あ
る
。
思
う
に
、
深
き
も
の
を
透
明
に
表
わ
す
こ
と
こ
そ
深
さ
で
あ
り
、
之
に
反
し
て
深
く
な
い
も
の

を
深
そ
う
に
表
わ
す
こ
と
は

か
え却

っ
て
一
つ
の
浅
さ
に
他
な
ら
な
い
。
学
問
的
方
法
に
よ
っ
て
得
た
結
果
が
深
く
あ
り

得
る
こ
と
は
望
ま
し
い
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
深
さ
を
弁
護
す
る
人
々
は

こ
こ茲

に
於
て
正
当
で
あ
る
）。

し
か併

し
単

に
深
く
あ
ろ
う
と
志
す
こ
と
を
以
て
学
問
性
が
成
立
す
る
と
思
う
な
ら
ば

そ
れ夫

は
笑
う
べ
き
で
あ
る
（
厳
正
を
求
め
深

さ
を
非
難
す
る
人
々
は

こ
こ茲

に
於
て
正
し
い（

一
））。

吾
々
は
こ
の
二
つ
の
場
合
の
混
同
を
最
も
警
戒
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

前
の
場
合
は
学
問
性
を
真
理
性
の
、

　

獲
、

　

得
と
し
て
見
る
の
で
は
な
く
し
て
、

　

す
、

　

で
、

　

に
獲
得
さ
れ
た
真
理
性
と
し
て
考
え
る

場
合
で
あ
り
、
後
の
場
合
は
学
問
性
が
現
に
獲
得
し
よ
う
と
し
て
い
る
処
の
真
理
性
を
考
え
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
故

に
、
も
し
今
単
に
、

　

観
、

　

念
、

　

的
な
―――
観
念
的
の
意
味
は
前
を
見
よ
―――
真
理
概
念
の
分
析
に
満
足
す
る
な
ら
ば
、
学
問
性

の
根
本
規
定
は
ま
ず
何
よ
り
も
先
に
、

　

深
、

　

さ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
之
に
反
し
て
こ
の
真
理
性
を

い

か

如
何
に

し
て
獲
得
す
る
か
と
い
う
、

　

実
、

　

践
、

　

的
な
真
理
概
念
―――
そ
れ
が
学
問
性
で
あ
っ
た
―――
の
分
析
を
必
要
と
す
る
な
ら
ば
、

学
問
性
の
根
本
規
定
は
深
さ
で
は
な
く
し
て

ま
さ正

に
、

　

方
、

　

法
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
吾
々
は
始
め
か
ら
―――
方
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法
概
念
の
実
践
的
動
機
をさ

か
の
ぼ

溯
る
吾
々
は
―――
常
に
実
践
的
概
念
の
分
析
を
要
求
し
て
い
た
。
故
に
吾
々
に
と
っ
て
、

　

学

、

　

問
、

　

性
は
、
再
び
是
非
と
も
そ
の
、

　

方
、

　

法
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
、
証
明
さ
れ
た
。

(

一)

　

学
問
性
に

つ就
い
て
、

　

深
、

　

さ
と
、

　

厳
、

　

正
と
を
対
決
せ
し
め
た
も
の
は

た
と例

え
ば
フ
ッ
サ
ー
ル
が
デ
ィ
ル
タ
イ
に
対
し
て
与
え
た
批
評

で
あ
る
。
吾
々
に
と
っ
て
は

し
か併

し
、
批
難
さ
れ
る
べ
き
も
の
は
深
さ
そ
の
も
の
で
は
な
く
し
て
非
方
法
的
な
深
さ
に
他
な
ら

な
い
。
又
、

　

厳
、

　

正
な
る
方
法
の
み
が
代
表
的
な
学
問
性
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
な
い
―――
後
を
見
よ
（H

u
sserl,

P
h
ilo

so
p
h
ie

a
ls

stren
g
e
W

issen
sch

a
ft,

L
o
g
o
s
I

参
照
）。

今
や
、

　

一
、

　

般
、

　

的
、

　

に
こ
う
結
論
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
、

　

方
、

　

法
概
念
は
最
後
に
、
、

　

学
、

　

問
、

　

性
の
概
念
と
し
て
現
わ
れ
る
。
こ
こ

に
現
わ
れ
た
方
法
概
念
は
、
も
は
や
単
に
、
任
意
の
対
象
を
取
り
扱
う
、

　

研
、

　

究
、

　

の
、

　

方
、

　

法
で
も
な
け
れ
ば
、
科
学
的
、

　

概
、

　

念
、

　

構

、

　

成
の
手
続
き
を
意
味
す
る
の
で
も
な
く
、
又
科
学
が
も
つ
、

　

科
、

　

学
、

　

的
、

　

世
、

　

界
、

　

の
、

　

基
、

　

礎
と
し
て
現
わ
れ
る
の
で
も
な
い
。
方

法
概
念
の
こ
れ
等
様
々
の
形
態
が
終
局
に
於
て
そ
れ
に
帰
着
し
、
又
之
に
そ
の
根
柢
を
持
っ
て
い
る
処
の
、
学
問
に

と
っ
て
恐
ら
く
最
も
意
味
の
重
い
方
法
概
念
が
、
、

　

学
、

　

問
、

　

性
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。

最
初
、
、

　

方
、

　

法
概
念
は
、

　

対
、

　

象
概
念
に
対
立
し
た
（
第
一
部
）。
そ
し
て
方
法
概
念
は
そ
れ
に
固
有
な
実
践
性
故
に
、
対

象
概
念
を
実
践
的
に
優
越
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
（
第
二
部
）。
今
度
は
方
法
概
念
の
実
践
的
動
機
を
追
跡
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
学
問
性
概
念
の
分
析
にさ

か
の
ぼ

溯
り
、
学
問
性
と
し
て
、

　

方
、

　

法
概
念
が
、

　

体
、

　

系
概
念
に
対
立
す
る
こ
と
を
見
た

（
第
三
部
）。
そ
し
て
方
法
概
念
は
再
び
そ
の
実
践
性
の
故
に
―――

た
だ但

し
今
度
は
前
と
は
異
っ
て
学
問
性
概
念
が
媒
介

し
た
実
践
性
の
故
に
―――
、
体
系
概
念
を
優
越
し
た
の
で
あ
る
（
第
四
部
）。
―――
さ
て
こ
の
よ
う
な
も
の
が
、

　

方
、

　

法
、

　

概

、

　

念
、

　

の
、

　

運
、

　

動
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
概
念
の
、
こ
の
運
動
の
、
分
析
が
、
た
だ
実
践
的
世
界
の
構
造
―――
そ
れ
は

存
在
論
的
で
あ
っ
た
―――
か
ら
の
み
始
ま
り
又
之
に
於
て
の
み
終
っ
た
こ
と
を
注
意
し
て
お
こ
う
。
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分
析
の
結
果
の

す
べ凡

て
を
一
言
に
よ
っ
て
云
い
表
わ
せ
ば
、
、

　

学
、

　

問
の
、

　

性
、

　

格
は
、

　

方
、

　

法
で
あ
る
。
学
問
が
単
に
観
念
的
概
念

と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
安
住
出
来
ず
、
更
に
実
践
的
概
念
と
し
て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
れ
ば
―――
そ
し
て

吾
々
は
絶
対
に
そ
れ
を
要
求
す
る
―――
、
学
問
概
念
の
性
格
は
方
法
概
念
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
さ
て
此
の
方
法
の

概
念
が
（
第
一
）
、

　

研
、

　

究
、

　

法
、（
第
二
）
、

　

科
、

　

学
、

　

的
、

　

概
、

　

念
、

　

構
、

　

成
、（
第
三
）
、

　

科
、

　

学
、

　

的
、

　

世
、

　

界
、

　

の
、

　

基
、

　

礎
、（
第
四
）
、

　

学
、

　

問
、

　

性
、
の
四
つ

の
根
本
的
な
形
態
を
と
る
。
そ
れ
故
方
法
概
念
の
こ
の
四
つ
の
形
態
に
応
じ
て
、
方
法
に

つ就
い
て
の
考
察
―――
、

　

科
、

　

学

、

　

方
、

　

法
、

　

論
―――
の
四
つ
の
形
態
が
必
然
と
な
る
。

し
か併

し
私
は
第
一
の
場
合
を
形
式
論
理
学
に
一
任
し
よ
う
。
そ
の
代
り

第
二
の
場
合
に
於
て
は
、

ひ
と独

り
、

　

方
、

　

法
の
考
察
ば
か
り
で
は
な
く
、
、

　

対
、

　

象
の
省
察
を
も
加
え
る
必
要
を
、
吾
々
は

も有
つ
で

あ
ろ
う
。
故
に
、
吾
々
の
科
学
方
法
論
は
、
今
か
ら
四
つ
の

へ
い
た
ん

兵
站
を
通
過
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。（
第
一
）

、

　

対
、

　

象
に
対
応
し
て
は
「
学
問
の
分
類
」、（
第
二
）
、

　

概
、

　

念
、

　

構
、

　

成
、

　

と
、

　

し
、

　

て
、

　

の
、

　

方
、

　

法
に
対
応
し
て
は
「
科
学
論
」、（
第
三
）
、

　

科

、

　

学
、

　

的
、

　

世
、

　

界
、

　

の
、

　

省
、

　

察
と
し
て
の
方
法
論
、（
第
四
）
、

　

学
、

　

問
、

　

性
の
省
察
と
し
て
の
方
法
論
。
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学
問
の
分
類

第
一
部

学
問
と
は
何
で
あ
る
か
。
こ
の
学
問
論
的
な
、
一
般
的
な
問
題
に
答
え
る
仕
方
を
、
吾
々
は
恐
ら
く
幾
つ
か
持
っ
て

い
る
で
あ
ろ
う
。
学
問
に
於
け
る
、

　

方
、

　

法
・
、

　

対
、

　

象
、

　

の
、

　

構
、

　

造
を
分
析
す
る
こ
と
、
之
は
吾
々
が
得
た
第
一
の
解
答
で
あ
っ
た
。

、

　

学
、

　

問
、

　

性
の
分
析
、
之
が
吾
々
の
見
た
第
二
の
道
で
あ
っ
た
。
恐
ら
く
第
三
に
人
々
は
、

　

知
、

　

識
な
い
し

乃
至
、

　

認
、

　

識
の
分
析
を
提
言

す
る
で
あ
ろ
う
。
学
問
は
或
る
意
味
に
於
け
る
構
造
か
ら
云
っ
て
、
知
識

な
い
し

乃
至
認
識
か
ら
成
り
立
ち
、
又
或
る
特
定

の
条
件
の
下
に
於
け
る
そ
の
集
成
で
あ
る
こ
と
を
誰
し
も
常
に
意
識
し
て
い
る
に
違
い
な
い
、
学
問(W

issen
sch

aft)

は
実
際
、
知
識
（
認
識
）
の
集
成
―――W

issen
-S
ch
aft

―――
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
第
三
の
仕
方
に
於
て
学

問
論
を
追
求
す
る
こ
と
は
、
学
問
論
の
内
、
特
に
、

　

知
、

　

識
、

　

学
又（

一
）は
、

　

認
、

　

識
、

　

論
の（

二
）名

を
以
て
呼
ば
れ
て
い
る
。
或
い
は
意
識

の
自
覚
的
体
系
を
、
或
い
は
認
識
の
論
理
的
条
件
を
解
明
す
る
も
の
と
し
て
―――
そ
し
て
こ
れ
も
亦
一
つ
の
学
問
論

の
名
に
値
い
す
る
で
あ
ろ
う
―――
、
現
わ
れ
る
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

し
か併

し
学
問
が
知
識

な
い
し

乃
至
認
識
の
集
成
で
あ
る

と
云
っ
て
も
、
こ
の
言
葉
自
身
が
物
語
っ
て
い
る
通
り
、
知
識

な
い
し

乃
至
認
識
が
、

　

直
、

　

ち
、

　

に
学
問
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
学
問

は
単
な
る
知
識
単
な
る
認
識
で
は
な
く
し
て
、
そ
の
集
成
で
あ
り
、

し
か而

も
大
事
な
こ
と
は
、
こ
の
集
成
が
必
然
的
に
、

―――
次
に
説
か
れ
る
よ
う
に
―――
、
、

　

歴
、

　

史
、

　

社
、

　

会
、

　

的
、

　

存
、

　

在
と
し
て
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
吾
々
の

も有

つ
学
問
概
念
は
こ
の
歴
史
社
会
的
規
定
に
よ
っ
て
、
単
な
る
知
識
概
念
、
認
識
概
念
か
ら
自
己
を
区
別
す
る
。
そ
れ
で

あ
れ
ば
こ
そ
、
吾
々
は
今
ま
で
特
に
、も

っ
ぱ

専
ら
学
問
の
対
象
・
方
法
的
構
造
と
学
問
性
概
念
と
だ
け
に
於
て
、
学
問
概
念

を
分
析
し
て
来
た
の
で
あ
っ
た
（
対
象
・
方
法
が
存
在
論
的
―――
即
ち
又
歴
史
社
会
的
―――
構
造
に
於
て
あ
っ
た
こ
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と
、
又
学
問
性
概
念
が
歴
史
社
会
的
根
柢
を

も有
っ
た
こ
と
を
憶
い
起
こ
そ
う
）。
又
そ
れ
で
あ
れ
ば
こ
そ
吾
々
は
今
ま

で
、
学
問
を
ば
知
識

な
い
し

乃
至
認
識
と
い
う
概
念
規
定
の
側
か
ら
見
る
の
を
故
意
に
避
け
て
来
た
の
で
あ
っ
た
。

(

一)

　

フ
ィ
ヒ
テ
や
ボ
ル
ツ
ァ
ー
ノ
の
、

　

知
、

　

識
、

　

学
と
リ
ッ
ケ
ル
ト
な
ど
の
、

　

科
、

　

学
、

　

論
と
は
無
論
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
、

　

後
、

　

者
は
前

者
に
対
し
て
、

　

認
、

　

識
、

　

論
と
呼
ば
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
後
に
吾
々
の
関
心
を
呼
ぶ
も
の
は
前
者
で
は
な
く
後
者
で
あ
る
。

(
二)

　

認
識
論
と
し
て
の
学
問
論
に

つ就
い
て
は
「
科
学
論
」
を
見
よ
。

学
問
論
の
こ
の
第
三
の
道
を
後
に
回
そ
う
―――
「
科
学
論
」
の
項
を
見
よ
。
第
四
の
道
、
そ
れ
が
、

　

学
、

　

問
、

　

の
、

　

分
、

　

類
で
あ

る
。
人
々
が
普
通

す
べ凡

て
の
概
念
を
そ
う
取
り
扱
お
う
と
す
る
傾
き
を
も
つ
よ
う
に
、
も
し
学
問
概
念
が
単
に
学
問
と

い
う
名
辞
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
る
処
の
一
つ
の
、

　

観
、

　

念
に
過
ぎ
な
い
な
ら
ば
、
第
一
か
ら
第
三
ま
で
の
道
を
除
い
て
、
学

問
概
念
分
析
の
第
四
の
形
態
は
、
到
底
あ
り
そ
う
に
見
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
学
問
論
は
こ
の
方
向
に
於
て
は
運
ば
れ

得
な
い
か
の
よ
う
に
見
え
る
に
違
い
な
い
。
け
れ
ど
も
人
々
は
学
問
概
念
に

つ就
い
て
は
事
実
上
決
し
て
こ
の
よ
う
な

意
味
で
の
観
念
論
者
で
は
な
い
、
誰
し
も
学
問
が
、

　

歴
、

　

史
、

　

社
、

　

会
、

　

的
、

　

に
、

　

存
、

　

在
し
て
い
る
一
つ
の
客
観
的
な
る
、

　

現
、

　

実
の
存
在
で

あ
る
こ
と
を
承
知
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
人
々
は
こ
の
よ
う
な
存
在
を
、

　

概
、

　

念
と
呼
ぶ
代
り
に
普
通
は
、

　

事
、

　

実
と
呼

ん
で
い
る
と
い
う
ま
で
で
あ
る
。
人
々
が

こ
こ茲

に
概
念
と
呼
ぶ
も
の
は
吾
々
の
言
葉
を
用
い
る
な
ら
ば
実
は
概
念
で
は

な
く
し
て
単
に
、

　

観
、

　

念
に
外
な
ら
な
い
。
観
念
こ
そ
現
実
の
事
実
か
ら
逃
避
す
る
。
概
念
は
之
に
反
し
て
、

　

現
、

　

実
の
事
実

の
理
解
を
離
れ
て
成
り
立
ち
は
し
な
い
。
学
問
概
念
の
分
析
は
歴
史
社
会
的
存
在
と
し
て
の
学
問
に

つ就
い
て
行
な
わ

れ
る
こ
と
が
出
来
、
又
行
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
社
会
に
於
て
歴
史
的
に
現
実
に
存
在
し
て
い
る
諸
学
問
、
之

を
学
問
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
に
於
い
て
、
人
々
は
現
実
的
な
、
観
念
的
で
な
い
学
問
概
念
を
、
最
も
、

　

直
、

　

接
、

　

に
も有

っ
て

い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
概
念
の
分
析
が
学
問
論
の
第
四
の
道
で
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
分
析
の
最
も
手
近

か
な
手
懸
り
が

ま
さ正

に
、

　

学
、

　

問
、

　

の
、

　

分
、

　

類
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
分
け
る
こ
と
は
支
配
す
る
こ
と
の
第
一
歩
で
あ
る
か
ら
。
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学
問
の
分
類
を
考
察
す
る
前
に
一
つ
の
注
意
を
怠
っ
て
は
な
ら
な
い
。
元
来
人
々
が
学
問
の
分
類
を
企
て
る
一
般

的
な
動
機
は
、
現
実
に
、
即
ち
歴
史
社
会
的
に
（
と
い
う
の
は
社
会
は
常
に
歴
史
社
会
で
あ
る
か
ら
―――
後
を
見
よ
）、

事
実
と
し
て
存
在
し
て
い
る
諸
規
定
を
見
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
学
問
概
念
を
分
析
し
よ
う
と
い
う

も

く

ろ

み

目
論
見
に
あ
っ

た
筈
で
あ
る
。
人
々
は
学
問
が
何
で
あ
る
か
を
よ
り

よ好
く
知
る
た
め
に
、
ま
ず
第
一
に
現
実
に
存
在
し
て
い
る
諸
学

問
を
分
類
し
て
み
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
そ
れ
故
学
問
は
、
そ
れ
が
事
実
上
存
在
し
て
い
る
形
態
の

下
に
、
そ
の
ま
ま
、
或
い
は
又
そ
れ
が
あ
ろ
う
と
す
る
傾
向
・
あ
る
べ
き
標
準
に
於
て
現
実
の
、

　

事
、

　

実
に
基
い
て
、
ま
ず

区
分
せ
ら
れ
、
次
に
関
係
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
筈
で
あ
る
。

こ
こ茲

に
は
学
問
の
、

　

現
、

　

実
、

　

的
、

　

な
、

　

分
、

　

類
が
要
求
さ
れ
る
。

処
が
実
際
こ
の
よ
う
な
現
実
的
分
類
を
企
て
よ
う
と
す
る
時
、
云
う
ま
で
も
な
く
人
々
は
常
に
何
か
の
分
類
の
、

　

原
、

　

理

を
見
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、

い
っ
た
ん

一
旦
或
る
一
つ
の
分
類
原
理
を
採
用
し
た
と
す
る
と
、
分
類
は
、

　

原
、

　

理
、

　

的
、

　

に
導

き
出
さ
れ
得
る
こ
と
に
な
る
し
、
又
そ
れ
が
望
ま
し
い
こ
と
に
見
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
れ
ば
、
現
実
の
諸
学
問
の

様
々
な
形
態
と
は
往
々
に
し
て
無
関
係
に
―――
そ
れ
と
の
一
致
が
最
初
の
関
心
で
あ
っ
た
に
も

か
か
わ

拘
ら
ず
―――
学
問
の

、

　

可
、

　

能
、

　

的
分
類
が
導
き
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
生
ま
れ
て
来
な
い
と
は
限
ら
な
い
。
か
く
て
人
々
が
、

か
つ嘗

て
存
在
も

し
な
い
し
又
さ
し
当
り
存
在
し
そ
う
に
も
な
い
よ
う
な
仮
空
的
諸
学
問
に

つ就
い
て
、
そ
の
分
類
を
論
じ
よ
う
と
い
う

様
な
企
て
を
試
み
る
こ
と
と
な
る
の
は
自
然
で
あ
る
。
な
る
程
こ
の
よ
う
な
、

　

仮
、

　

空
、

　

的
、

　

分
、

　

類
も
、
そ
れ
が
仮
空
的
で
あ

る
か
ら
と
云
っ
て
誤
り
で
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
恐
ら
く
そ
れ
は
何
か
他
の
点
に
関
係
し
て
重
大
な
意
味
を

も有

つ
こ
と
も
出
来
な
く
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か併

し
な
が
ら
歴
史
社
会
的
存
在
と
し
て
の
、

　

学
、

　

問
が
何
で
あ
る
か
に

つ就
い
て
、

―――
知
識
・
認
識
が
何
で
あ
る
か
に

つ就
い
て
で
は
な
い
、
―――

ま況
し
て
現
実
に
存
在
し
て
い
る
諸
学
問
が
何
で
あ
る
か

に
つ就

い
て
は
、
こ
の
仮
空
的
分
類
は
吾
々
に
何
事
を
も
教
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
に
相
違
な
い
。
そ
し
て

も若
し
之
を
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知
る
こ
と
が
元
来
学
問
の
分
類
の
目
的
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
―――
吾
々
に
と
っ
て
は

ま
さ正

に
そ
う
で
あ
っ
た
―――
、
こ

の
仮
空
的
分
類
は
少
く
と
も
、

　

学
、

　

問
、

　

の
、

　

分
、

　

類
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
た
も
の
と
し
て
は
無
益
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。

な
る
ほ
ど

成
程
学

問
を
産
み
出
し
又
成
り
立
た
せ
る
と
普
通
考
え
ら
れ
て
い
る
処
の
、
、

　

知
、

　

識
（
認
識
）
を
考
察
す
る
場
合
で
あ
る
な
ら
ば
、

こ
の
分
類
は
重
大
な
役
目
を
果
す
か
も
知
れ
な
い
。
知
識
は

あ
ら凡

ゆ
る
そ
の
形
態
を
、
即
ち
現
実
に
存
在
し
又
現
実
に

存
在
し
な
い
学
問
を
、
完
全
にあ

ら
か
じ

予
め
準
備
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

し
か併

し
そ
う
す

れ
ば
そ
れ
は
今
の
吾
々
の
学
問
論
の
形
態
で
あ
る
よ
り
は

む
し寧

ろ
知
識
学

な
い
し

乃
至
認
識
論
の
一
つ
の
形
態
に
外
な
ら
な
い

で
あ
ろ
う
。
こ
の
二
つ
の
課
題
―――
学
問
分
類
と
知
識
学

な
い
し

乃
至
認
識
論
―――
が
無
関
係
で
あ
る
と
吾
々
は
云
お
う
と

す
る
の
で
は
な
い
。

か
え却

っ
て
後
に
至
っ
て
二
つ
の
も
の
の
必
然
的
連
関
を
吾
々
は
指
摘
す
る
場
合
に
来
る
で
あ
ろ
う
。

し
か併

し
二
つ
は
今
の
場
合
一
応
異
っ
た
課
題
な
の
で
あ
る
。
学
問
の
分
類
を
求
め
る
吾
々
に
と
っ
て
、
当
面
の
課
題
は

無
論
後
者
で
は
な
く
し
て
前
者
で
あ
る
。
故
に
云
う
こ
と
が
出
来
る
。
吾
々
に
と
っ
て
、
学
問
の
分
類
は
現
実
的
な

分
類
を
目
的
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
。

一
般
に
、
事
物
の
分
類
の
原
理
を
見
出
す
時
、
そ
れ
は

た
だ直

ち
に
統
一
と
整
正
と
の
欲
望
を
伴
い
、
こ
の
欲
望
は
又

た
だ直

ち
に
事
物
の
現
実
に
於
け
る
多
角
性
を
忘
れ
さ
せ
て
体
系
的
な
調
和
を
夢
み
さ
せ
勝
ち
で
あ
る
。
人
間
の
理
性
に
恐

ら
く
普
遍
す
る
こ
の
性
質
―――
弱
点
で
あ
り
又
長
所
で
あ
る
―――
が
、
或
る
条
件
の
下
に
現
わ
れ
た
も
の
が
、
吾
々
の

よ
く
見
る
、
学
問
の
か
の
仮
空
的
分
類
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
性
質
は
学
問
の
、

　

分
、

　

類
と
い
う
概
念
の
も
つ
必
然
性
に

基
く
、
之
を
後
に
再
び
吾
々
は
見
る
で
あ
ろ
う
。

学
問
の
分
類
を
始
め
る
前
に
、
之
に
先
だ
っ
て
、
学
問
と
い
う
社
会
的
存
在
と
、
学
問
な
ら
ぬ

そ
れ夫

と
の
、
区
別
を
与

え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
吾
々
の
生
活
に
於
て
、
、

　

生
、

　

産
、

　

的
な
い
し

乃
至
、

　

創
、

　

造
、

　

的
営
み
と
、
そ
う
で
な
い
営
み
と
を
区
別
出
来
る
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な
ら
ば
（

け
だ蓋

し
生
産
は
物
質
的
形
態
に
於
け
る
創
造
概
念
で
あ
り
、
創
造
は
必
ず
し
も
物
質
的
形
態
を
必
要
と
し
な
い

生
産
概
念
で
あ
ろ
う
）、
生
産
的

な
い
し

乃
至
創
造
的
営
み
、
労
作
そ
れ
自
身
は
、
―――
こ
の
労
作
の
結
果
の
享
有
で
は
な
い
、

―――
最
も
根
本
的
な
意
味
に
於
て
、
、

　

芸
、

　

術(A
rs)

と
呼
ば
れ
て

よ好
い
で
あ
ろ
う（

一
）。

人
々
は
之
を
或
る
意
味
で
の
、

　

自
、

　

然
概

念
に
対
立
せ
し
め
る
。
人
間
は
原
理
的
に
、
自
然
の
内
に
於
て
生
活
し
な
が
ら
自
然
を
利
用
し
、
之
を
使
役
し
、
そ
の

意
味
に
於
て
之
を
征
服
し
、
否
定
す
る
。
自
然
概
念
の
こ
の
よ
う
な
否
定
―――
そ
れ
は
単
な
る
又
直
接
な
る
否
定
で

は
な
く
し
て
、
そ
の
克
服
・
止
揚
で
あ
る
―――
を
理
解
せ
し
め
る
も
の
が
今
の
芸
術
概
念
な
の
で
あ
る
。
之
に
よ
っ
て

人
間
の
自
然
生
活
―――

い

か

如
何
な
る
人
間
も
常
に
自
然
生
活
を
営
ま
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
が
―――
は
歴
史
的
生
活
に
ま

で
否
定
さ
れ
止
揚
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
芸
術
の
概
念
に
よ
っ
て
初
め
て
、
自
然
生
活
は
常
に
歴
史
的
生
活
と
し
て
性

格
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
理
由
が
与
え
ら
れ
る
。
人
間
生
活
に
於
け
る
此
の
芸
術
を
認
め
る
限
り
、

い

か

如
何
な
る

場
合
と

い
え
ど

雖
も
、
生
活
の
（
社
会
の
）
、

　

単
、

　

な
、

　

る
自
然
的
条
件
な
ど
と
い
う
も
の
は
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
人
間
の
生
活

を
今
の
通
り
理
解
す
る
限
り
、
こ
の
生
活
そ
の
も
の
に
他
な
ら
な
い
、

　

社
、

　

会
は
、
常
に
、

　

歴
、

　

史
的
で
し
か
あ
り
得
な
い
。
こ

の
時
社
会
を
自
然
的
な

な
い
し

乃
至
一
般
に
超
歴
史
的
な
諸
関
係
と
し
て
の
み
理
解
し
片
づ
け
る
理
由
は

ど

こ

何
処
に
も
あ
り
得

な
い
。
社
会
は
常
に
、

　

歴
、

　

史
、

　

社
、

　

会
で
あ
る
。
歴
史
社
会
を
特
徴
づ
け
る
も
の
そ
れ
が
芸
術
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
学
問
は

第
一
に
こ
の
芸
術
に
ぞ
く
す
る
。

(

一)

　

人
々
は
、

　

文
、

　

化
と
い
う
概
念
を
好
む
か
も
知
れ
な
い
。
が
、
少
く
と
も
今
日
の
吾
々
の
概
念
と
し
て
は
、
文
化
は
、
云
う
な

ら
ば

む
し寧

ろ
享
有
概
念
で
あ
っ
て
特
に
生
産
的
規
定
を
高
調
す
る
概
念
で
は
な
い
。

歴
史
的
に
存
在
し
た

い
わ
ゆ
る

所
謂
、

　

自
、

　

由
、

　

芸
、

　

術
と
そ
し
て
恐
ら
く
自
由
芸
術
で
は
な
い
処
の
芸
術
と
の
区
別
が
ど
の
よ
う
な

標
準
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
か
は
問
題
の
外
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
上
の
事
実
か
ら
は
独
立
に
、
な
お
自
由
芸
術

と
不
自
由
芸
術
と
の
区
別
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
う
す
れ
ば
学
問
は
第
二
に
、
一
つ
の
自
由
芸
術
と
考
え
ら
れ
な
け
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れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
自
由
芸
術
と
し
て
の
学
問
は
他
の
自
由
芸
術
か
ら
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
今
は
、
最
も
広
い
意

味
に
於
け
る
、

　

詩
―――
そ
れ
は
、

　

学
と
最
も
密
接
な
関
係
を

も有
つ
―――
か
ら
之
を
区
別
す
れ
ば
足
り
る
。
詩
は
或
る
意
味

に
於
て
学
問
と
非
常
に
似
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
詩
は
、

　

想
、

　

像
に
基
く
と
よ
く
云
わ
れ
る
が
、
学
問
も
亦
特
に
そ
れ
な
く

し
て
は
研
究
を
進
め
る
こ
と
が
出
来
な
い
。

ち
ょ
う
ど

丁
度
事
物
へ
の
感
覚
―――
そ
の
働
き
の
一
つ
が
実
は
想
像
と
呼
ば
れ
る

も
の
に
他
な
ら
な
い
―――
を
欠
い
た
詩
が
感
傷
に
終
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
全
く
同
様
に
、
感
覚
な
き
学
問
は
単

な
る
博
識
に
終
る
で
あ
ろ
う
。
学
問
がim

agin
atio

に
基
く
と
い
う
言
葉
は

こ
こ茲

に
も
そ
の
意
味
を

も有
つ
（
一
例
と
し

て
デ
カ
ル
ト
を
挙
げ
よ
う（

一
））。

そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
、
或
る
特
定
の
学
問
は
詩
と
全
く
同
じ
能
力
に
基
き
同
じ
使
命

を
も有

つ
と
さ
え
考
え
ら
れ
る
。「
哲
学
は
芸
術
と
全
く
同
じ
く
生
産
的
能
力
に
基
く
。」「
平
俗
な
実
在
か
ら
逃
れ
出
る

道
は
た
だ
二
つ
で
あ
る
、
吾
々
を
観
念
界
に
移
す
処
の
詩
と
、
吾
々
の
眼
前
の
実
在
界
を
全
く
消
滅
せ
し
め
る
処
の
哲

学
と（

二
）。」
し
か併

し
な
が
ら
そ
れ
に
も

か
か
わ

拘
ら
ず
人
々
は
無
論
両
者
の
間
の
重
大
な
区
別
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
両
者
が

た
と
い
同
一
の
生
産
的
能
力
に
基
い
て
も
、
両
者
は

す
で已

に
「
生
産
能
力
の
方
向
を
異
に
し
て
い
る（

三
）」

の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
或
る
他
の
一
つ
の
意
味
に
於
て
は
、

か
え却

っ
て
詩
ほ
ど
学
問
を
遠
ざ
か
っ
て
い
る
も
の

は
な
い
で
あ
ろ
う
。
詩
は
想
像
に
基
く
と

さ
き向

に
云
っ
た
。
処
が
学
問
は
之
に
反
し
て
、
今
の
場
合
の
意
味
に
於
て
は

、

　

想
、

　

像
に
基
く
の
で
は
な
く
し
て
、

ま
さ正

に
、

　

理
、

　

性
に
基
く
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る（

三
）。

そ
し
て
理
性
は
想
像

と
は
正
反
対
な
概
念
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
事
実
人
々
は
、
学
問
と
詩
と
の
乖
離
を
嘆
き
、
又
学
問
と
詩
と
の
分
離
を
誇

る
。
さ
て
こ
の
両
つ
の
も
の
の
区
別
の
原
理
は

ど

こ

何
処
に
あ
る
の
か
。
人
々
は
知
識
（
認
識
）
概
念
を
か
り
て
こ
の
区
別

の
標
準
を
求
め
る
か
も
知
れ
な
い
。

し
か併

し
吾
々
は
、

　

学
、

　

問
、

　

性
の
概
念
の
有
無
を
以
て
之
に
答
え
る
こ
と
が
出
来
る
筈
で

あ
る
。
そ
の
分
析
を
吾
々
は
前
に
す
で
に
行
な
っ
て
お
い
た
。
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(

一)

　

R
eg
u
la
e
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d
d
irectio

n
em
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(

二)

　

S
ch
ellin

g
,
S
y
stem

d
es

tra
n
szen

d
en

ta
len

Id
ea
lism

u
s.

(

三)

　

ベ
ー
コ
ン
は
理
性
と
想
像
と
記
憶
と
を
以
て

そ
れ
ぞ
れ

夫
々
哲
学
（
学
問
）
と
詩
と
歴
史
と
を
区
別
し
た
。

た
だ但

し
、
彼
に
よ
れ
ば
詩

は
学
問
の
不
充
分
な
形
態
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
独
立
し
た
も
の
と
し
て
詩
が
学
問
に
対
立
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

詩
に

つ就
い
て
述
べ
ら
れ
た
こ
と
は

ほ

ぼ

略
々
そ
の
ま
ま

い
わ
ゆ
る

所
謂
芸
術
の
一
般
に
、
又
道
徳
・
信
仰
等
々
に

つ就
い
て
も
述
べ
ら

れ
得
る
。
ス
ト
ア
学
徒
に
従
っ
て
道
徳
と
学
問
と
を
同
一
視
し
、
又
ス
コ
ラ
学
徒
に
従
っ
て
信
仰
と
学
問
と
を
同
一

視
す
る
こ
と
が
出
来
た
と
し
て
も
、
学
問
は
常
に
み
ず
か
ら
を
他
の
一
切
の
も
の
か
ら
、
み
ず
か
ら
に
固
有
な
学
問
性

に
よ
っ
て
、
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

学
問
を
そ
の
一
項
と
す
る
分
類
、
学
問
が
学
問
以
外
の
も
の
に
対
す
る
分
類
は
、
之
ま
で
と
し
て
お
い
て
、
学
問
が

そ
の
内
部
に
於
て
、
ど
う
い
う
風
に
分
類
さ
れ
、
又
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
か
を
、
見
よ
う
。

、

　

科
、

　

学
と
、

　

哲
、

　

学
と
―――
吾
々
の
国
語
は
両
者
を
区
別
す
る
―――
は
今
日
二
つ
の
種
類
の
学
問
と
考
え
ら
れ
る
の
を
普

通
と
す
る
。
そ
し
て
恐
ら
く
学
問
に
於
け
る
最
も
根
本
的
な
最
も

し
ば
し
ば

屡
々
必
要
な
区
別
と
し
て
人
々
は
こ
の
区
別
を
要

求
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
吾
々
は

ま先
ず
始
め
に
こ
の
区
別
に

つ就
い
て
言
葉
を
費
す
義
務
を
感
じ
る
。

第
一
に
、
科
学
と
哲
学
と
の
こ
の
対
立
が
、
学
問
の
永
い
歴
史
の
内
で
は
、
極
め
て
後
の
時
代
に
ぞ
く
す
る
近
代
的

な
学
問
形
式
に
於
て
、
初
め
て
著
し
く
現
わ
れ
て
来
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
十
八
―
十
九
世
紀
に
至
っ
て
、
自
然
科
学
が
隆
盛
と
な
る
に
つ
れ
、
自
然
科
学
的
世
界
観
は
、
或
い
は
一
般
に
自

然
主
義
の
名
の
下
に
、
或
い
は
唯
物
論
の
名
の
下
に
、
従
来
の
伝
統
を
形
づ
く
っ
て
い
た
学
問
―――
哲
学
―――
を
圧
倒

し
よ
う
と
す
る
勢
を
示
し
て
来
た
の
は
人
々
の
知
る
通
り
で
あ
る
。
従
来
の
学
問
即
ち
従
来
の
哲
学
＝
観
念
論
―――

そ
れ
は
学
問
一
般
の
典
型
で
あ
っ
た
―――
は
終
結
し
、
之
に
代
っ
て
自
然
科
学

な
い
し

乃
至
一
般
的
に
自
然
科
学
的
学
問
が
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時
代
を
支
配
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
わ
れ
た
（
こ
の
根
本
的
な
潮
流
は
現
代
に
於
て
も
進
行
を
続
け
て
い
る
）。
処

で
こ
の
よ
う
に
支
配
的
な
学
問
の
形
態
が
、
自
然
科
学
と
呼
ば
れ
る
或
る
一
つ
の
、

　

特
、

　

殊
科
学
で
あ
る
の
か
、
或
い
は
そ

う
で
は
な
く
し
て
一
般
に
自
然
科
学
的
な
学
問
―――
そ
れ
は

い
わ
ゆ
る

所
謂
哲
学
を
も
含
む
こ
と
が
出
来
る
―――
で
あ
る
の
か
、

と
い
う
問
題
に

つ就
い
て
は
、
無
反
省
で
あ
っ
た
こ
と
は
自
然
で
あ
る
。
自
然
科
学
が

ま
さ正

に
す
べ凡

て
の
学
問
を
牽
制
す
べ

き
学
問
の
新
し
い
典
型
で
あ
る
、
そ
の
限
り
一
切
の
学
問
は
自
然
科
学
に
他
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
た
の
は
自
然
で

あ
る
。
さ
て
こ
の
よ
う
な
運
動
に
対
す
る
反
動
と
し
て
―――
大
勢
に

さ
か
ら

逆
う
と
い
う
意
味
に
於
て

ま
さ正

に
反
動
で
あ
っ
た

こ
と
を
記
憶
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
―――
自
然
科
学
に
対
す
る
、
そ
し
て
一
般
に
科
学
に
対
す
る
、

　

批
、

　

判
が
、
発
生
し
た
の
は
必

然
で
あ
っ
た
。
一
面
に
於
て
歴
史
学
を
自
然
科
学
の
支
配
か
ら
救
い
出
す
た
め
に
、
又
他
面
に
於
て

ま
さ正

に
哲
学
を
同

じ
く
自
然
科
学
の
独
宰
か
ら
助
け
出
す
た
め
に
、
こ
の
こ
と
が
是
非
と
も
必
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
特
に
、

新
カ
ン
ト
主
義
の
名
に
於
て
、
哲
学
は
、
自
然
科
学
と
い
う
特
殊
科
学
の
ア
プ
リ
オ
リ
を
検
討
し
、
基
礎
づ
け
、
そ
れ

に
よ
っ
て
そ
の
妥
当
の
、

　

限
、

　

界
を
制
限
し
、
か
く
て
特
殊
科
学
の
限
界
を
越
え
て
哲
学
に
代
ろ
う
と
し
た
自
然
科
学
を

ば
、

　

形
、

　

而
、

　

上
、

　

学
と
呼
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て

し
り
ぞ

却
け
、
特
殊
科
学
と
し
て
の
自
然
科
学
の
限
界
の
外
に
自
己
の
領
野
を
保
つ
こ

と
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。

こ
こ茲

に
「
実
証
的
」
、

　

科
、

　

学
と
「
批
判
的
」
、

　

哲
、

　

学
と
の
調
定
が
成
り
立
っ
た
。
現
代
に
於
け
る

科
学
と
哲
学
と
の
区
別
は
実
証
と
批
判
と
の
区
別
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
。

第
二
に
、

し
か併

し
こ
こ茲

に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
哲
学
が
科
学
の
、

　

特
、

　

殊
、

　

性
を
指
摘
し
た
こ
と
が
、
決
し
て
哲

学
の
、

　

全
、

　

般
、

　

性
を
保
証
す
る
こ
と
に
は
な
ら
ず
に
、

か
え却

っ
て
同
時
に
自
ら
の
特
殊
性
を
証
明
す
る
結
果
に
な
っ
た
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
哲
学
は
古
く
か
ら
考
え
ら
れ
た
よ
う
に
、

　

実
、

　

在
を
取
り
扱
う
学
問
で
は
も
は
や
な
く

し
て

た
と例

え
ば
た
だ
、

　

価
、

　

値
の
み
を
―――
そ
れ
は
実
在
か
ら
区
別
さ
れ
た
、

　

特
、

　

殊
の
領
野
で
あ
る
―――
そ
の
対
象
と
す
る
こ

と
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
価
値
を
以
て
実
在
に
、

　

代
、

　

え
よ
う
と
す
る
価
値
の
形
而
上
学
―――
そ
れ
は
自
然
科
学
的
形
而
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上
学
が
破
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
ら
れ
た
と
同
じ
言
葉
の
意
味
に
於
て
形
而
上
学
で
あ
る
―――
に
逃
れ
な
い
限
り
、

哲
学
は
そ
れ
故
一
つ
の
、

　

特
、

　

殊
な
学
問
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
筈
な
の
で
あ
る
。
た
と
い
哲
学
が
科
学
に
較
べ
て
よ
り

一
般
的
な
よ
り
根
柢
的
な
対
象
を
取
り
扱
う
に
し
て
も
、
そ
れ
は
哲
学
が
全
般
的
・
総
括
的
な
学
問
で
あ
る
こ
と
を
保

証
す
る
も
の
で
は
な
い
。
哲
学
を
何
か
の
意
味
に
於
て
批
判
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
―――
そ
れ
が
実
証
科
学
に
取
っ

て
代
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
云
う
点
に
於
て
―――
そ
れ
は
一
つ
の
特
殊
な
学
問
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
哲
学

が
何
か
の
理
由
か
ら
、

　

実
、

　

証
、

　

的
と
な
り
得
る
時
に
の
み
、
そ
れ
は
初
め
て
哲
学
に
従
来
期
待
さ
れ
て
い
た
処
の
か
の
全

般
性
を
再
び
獲
る
機
会
が
あ
る
で
あ
ろ
う
（

た
だ但

し
科
学
が
実
証
的
で
あ
る
か
ら
と
云
っ
て
科
学
の
全
般
性
は
保
証
さ

れ
な
い
）。
そ
し
て
実
際
人
々
は
す
で
に
之
ま
で
、

　

実
、

　

証
、

　

哲
、

　

学
の
名
の
下
に
、
哲
学
の
こ
の
全
般
性
を
求
め
て
来
た
の
で

あ
る（

一
）。

こ
の
時
科
学
と
哲
学
と
を
区
別
す
る
も
の
は
、
そ
の
学
問
が
、
諸
学
問
の
総
合
・
集
成
と
し
て
、
、

　

全
、

　

般
、

　

性
を

も有

つ
か
、
又
は

も有
た
な
い
か
、
の
相
違
の
他
に
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

(

一)

　

こ
れ
の
代
表
的
な
も
の
は
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
コ
ン
ト
で
あ
る
。
彼
の
哲
学
（
科
学
）
―――
特
に
社
会
学
―――
は
或
る
意
味

に
於
て
諸
科
学
の
集
成
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
よ
り
複
雑
な
る
学
問
は
よ
り
単
純
な
る
諸
学
問
の
基
礎

の
上
に
立
つ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
社
会
（
又
歴
史
）
の
学
は
、
こ
の
最
も
複
雑
な
従
っ
て
又
今
の
場
合
最
も

全
般
的
な
総
合
的
な
学
問
で
あ
る
の
で
あ
る
。
特
殊
科
学
の
不
当
な
る
拡
張
で
あ
っ
た

さ
き向

の
形
而
上
学
と
、
こ
の
種
類
の
諸

科
学
の
成
果
の
集
成
（
之
は
往
々
に
し
て
、

　

百
、

　

科
、

　

全
、

　

書
的
と
な
る
恐
れ
は
あ
る
が
）
と
は
、
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
実
証
哲

学
は
批
判
哲
学
で
も
な
い
が
又
形
而
上
学
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
近
代
に
於
て

た
と例

え
ば
ヴ
ン
ト
を
一
例
と
し
て
取
る
こ
と
が

出
来
る
（W

u
n
d
t,

S
y
stem

d
er

P
h
ilo

so
p
h
ie

を
見
よ
）。

自
然
科
学
が
一
つ
の
形
而
上
学
と
な
っ
た
時
、
科
学
と
哲
学
と
の
区
別
は
問
題
と
さ
れ
る
理
由
が
な
か
っ
た
。
一

つ
の
自
然
科
学
（
科
学
）
が
そ
の
ま
ま
―――

た
と例

え
ば
他
の
特
殊
科
学
と
の
、

　

総
、

　

合
、

　

を
、

　

俟
、

　

た
、

　

ず
、

　

に
―――
形
而
上
学
（
哲
学
）

と
な
る
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
故
に
第
三
に
、

し強
い
て
今
の
場
合
二
つ
の
学
問
の
区
別
を
与
え
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
恐
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ら
く
た
だ
学
問
が
包
括
す
る
外
延
上
の
大
小
―――
そ
れ
は
内
包
上
の
特
殊
・
全
般
の
区
別
で
は
な
い
―――
が
そ
の
区

別
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
又
今
、
場
合
を
逆
に
し
て
或
る
形
而
上
学
が

た
と例

え
ば
一
つ
の
自
然
科
学
と
な
る
時
で
あ
る
な

ら
ば
、
前
と
同
じ
理
由
に
よ
っ
て
、
こ
の
場
合
に
も
亦
哲
学
と
科
学
と
の
区
別
は
あ
り
得
な
い
。
事
実
、
シ
ェ
リ
ン
グ

や
ヘ
ー
ゲ
ル
の
自
然
哲
学
―――
そ
れ
は
特
殊
な
哲
学
的
思
弁
が
実
証
の
範
囲
に
ま
で
及
ん
で
之
に
取
っ
て
代
っ
た
と

い
う
意
味
に
於
て
前
の
場
合
と
同
様
に
形
而
上
学
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
―――
に
と
っ
て
は
、
科
学
は
と
り
も
直
さ
ず

哲
学
で
あ
る
べ
き
で
あ
っ
た（

一
）。

(

一)

　

シ
ェ
リ
ン
グ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
は
哲
学
の
外
に
科
学
が
事
実
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
と例

え
ば
ル
ネ
サ
ン
ス
の
自
然
哲
学
者
達
―――
彼
等
は
多
く
そ
れ
自
身
自
然
、

　

科
、

　

学
、

　

者
で
あ
っ
た
―――
の
場
合
と
こ
の
場
合
と
の

区
別
を
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

哲
学
を
批
判
と
し
て
理
解
す
る
時
（
第
一
の
場
合
）、
そ
れ
は
実
証
と
し
て
の
科
学
か
ら
区
別
さ
れ
、
そ
れ
を
実
証

的
な
ら
し
め
る
時
、
哲
学
は
単
に
総
合
・
集
成
と
し
て
の
全
般
的
な
る
も
の
と
し
て
の
み
特
殊
科
学
か
ら
区
別
さ
れ

る
（
第
二
の
場
合
）。
そ
し
て
哲
学
又
は
科
学
を
形
而
上
学
と
す
る
時
、
両
者
の
区
別
は
た
だ
外
面
的
―――
外
延
の
大

小
―――
に
し
か
存
在
し
な
い
（
第
三
の
場
合
）。
吾
々
は
科
学
と
哲
学
と
の
区
別
と
し
て
少
な
く
と
も
今
挙
げ
た
三
つ

の
場
合
を
、
事
実
上

も有
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

吾
々
は
之
迄
、
科
学
と
哲
学
と
を
一
応
対
立
せ
し
め
た
上
で
そ
の
区
別

な
い
し

乃
至
区
別
の
有
無
を
見
た
。

し
か併

し
な
が
ら
歴

史
の
源
泉
に
於
て
は
、
こ
の
よ
う
な
一
応
の
対
立
を
想
像
す
る
こ
と
す
ら
許
さ
れ
な
い
場
合
が

む
し寧

ろ
本
来
で
あ
っ
た

の
で
あ
る
。
―――
知
識
の
追
求
―――p

h
ilo

sop
h
ia

―――
は
極
め
て
最
近
に
至
る
ま
で
哲
学
と
同
時
に
科
学
を
意
味
し

た（
一
）。

そ
し
て
又scien

tia

も
科
学
で
あ
る
と
同
時
に
哲
学
で
あ
っ
た
。
ギ
リ
シ
ア
に
於
け
る

い
わ
ゆ
る

所
謂
哲
学
を
、
今
日
吾
々

が
科
学
か
ら
区
別
し
て
い
る
処
の
哲
学
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
欲
す
る
時
、
多
く
の
無
理
を
見
出
す
で
あ
ろ
う
と
同
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じ
に
、
ギ
リ
シ
ア
の
科
学
（

た
と例

え
ば
自
然
哲
学
）
を
、
今
日
の
哲
学
か
ら
区
別
さ
れ
た

い
わ
ゆ
る

所
謂
科
学
と
し
て
待
遇
す
る
こ

と
も
同
様
に
出
来
な
い
こ
と
で
あ
る
。

た
と例

え
ば
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の

い
わ
ゆ
る

所
謂
、

　

物
、

　

理
、

　

学
は
物
理
現
象
に
行
な
わ
れ
る
種
々

な
る
経
験
法
則
（
そ
れ
を
今
日
の
、

　

科
、

　

学
と
し
て
の
物
理
学
は
求
め
る
）
や
、
又
そ
れ
が
基
く
と
考
え
ら
れ
る
先
天
的
原

理
（

た
と例

え
ば
カ
ン
ト
の
自
然
、

　

哲
、

　

学
は
之
を
求
め
る（

二
））

を
指
摘
す
る
こ
と
を
そ
の
第
一
の
目
的
と
す
る
の
で
は
な
く
し
て
、

ま
ず
第
一
に
自
然
そ
の
も
の
を
、
自
然
概
念
を
―――

た
だ但

し
自
然
に
関
す
る
観
念
や
表
象
（
そ
れ
は
後
世
の
意
識
の
問
題

と
な
る
）
で
は
な
い
―――
分
析
し
、
次
に
之
に
ぞ
く
す
る
諸
々
の
根
本
概
念
を
分
析
す
る
の
を
そ
の
任
務
と
し
た
で
あ

ろ
う
。
そ
う
す
れ
ば
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
物
理
学
は
哲
学
に
対
す
る
科
学
（
自
然
科
学
）
で
あ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

け
れ
ど
も
そ
う
か
と
云
っ
て
そ
れ
を
科
学
に
対
す
る
哲
学
（
自
然
哲
学
）
で
あ
る
と
云
っ
て

し
ま了

う
こ
と
も
無
論
許
さ
れ

な
い
。
そ
れ
故
哲
学
と
科
学
と
を
区
別
し
よ
う
と
す
る
現
代
的
な
着
眼
は
今
の
場
合

や

や

稍
々
当
違
い
な
結
果
を

ひ惹
き
起

こ
す
こ
と
に
終
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
こ
の
場
合
の
例
は
恐
ら
く
ギ
リ
シ
ア
の
学
問
全
体
に

つ就
い
て
云
い
及
ぼ
す

こ
と
の
出
来
る
も
の
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。

お
よ凡

そ
哲
学
と
科
学
と
の
区
別
は
近
代
的
関
心
か
ら
生
ま
れ
た
近
代
的
な
学

問
形
態
に
ぞ
く
す
―――
前
を
見
よ
。

も
っ
と

尤
も
そ
の
萌
芽
は
恐
ら
く
遠
く
ル
ネ
サ
ン
ス
期
に
於
け
る
イ
タ
リ
ア
の
自
然
哲

学
の
内
に
植
え
ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

し
か併

し
こ
の
区
別
へ
の
関
心
は
、
そ
の
自
覚
は
、
非
常
に
新
し
い
。
古
典
に
於

て
こ
の
区
別
は
必
ず
し
も
伝
統
的
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
記
憶
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

一)

　

た
と例

え
ば
吾
々
はL

o
rd

K
elv

in
-T

a
it

の
物
理
学
で
あ
る“

T
rea

tise
o
n
N
a
tu
ra
l
P
h
ilo

so
p
h
iy
”
(1
8
6
7

）
を

も有
っ
て
い
る
。

(

二)

　

K
a
n
t

のM
eta

p
h
y
sisch

e
A
n
fa
n
g
sg
rü
n
d
e
d
er

N
a
tu
rw

issen
sch

a
ft

は
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
自
然
科
学
に

つ就
い
て
の
先
天

的
原
理
を
取
り
扱
う
。

哲
学
と
科
学
と
の
区
別
を
特
に
提
唱
す
る
必
要
が
あ
る
か
な
い
か
は
、
そ
の
時
代
時
代
の
学
問
の
史
的
条
件
に
よ
っ

て
決
定
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
科
学
が
偏
狭
に
し
て
大
胆
な
る
形
而
上
学
と
な
る
時
、
又
哲
学
が
固
定
し
た
原
理
を
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以
て
生
き
た
事
実
を
強
制
し
よ
う
と
す
る
時
、
叫
ば
れ
る
も
の
は
哲
学
と
科
学
と
の
相
互
の
根
本
的
な
限
界
で
あ
る
。

之
に
反
し
て
、
科
学
が
或
る
与
え
ら
れ
た
手
法
に
堕
し
て
普
遍
的
展
望
を
失
っ
た
特
科
の
学
と
な
る
時
（
そ
れ
は
悪
い

意
味
に
於
て
言
葉
通
り
、

　

科
、

　

学
で
あ
る
）、
又
哲
学
が
科
学
の
取
り
扱
う
に

ふ
さ適

わ
し
い
よ
う
な
、

　

事
、

　

実
か
ら
、

　

純
、

　

粋
と
な
る
こ

と
に
よ
っ
て
実
は
空
疎
に
し
て
不
毛
な
思
弁
と
し
て
し
か
見
出
さ
れ
な
い
時
、
両
者
の
衒
学
的
区
別
は
批
難
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
さ
て
人
々
は
現
在
、
こ
の
二
つ
の
場
合
の

い
ず何

れ
に
於
て
自
ら
を
見
出
し
て
い
る
か
。

し
か併

し

吾
々
に
と
っ
て
は
―――
学
問
の
現
実
的
な
分
類
を
求
め
る
吾
々
に
と
っ
て
は
―――
、
科
学
と
哲
学
と
を
区
別
、

　

す
、

　

べ
、

　

き
で

あ
る
か
無
い
か
は
、
当
面
の
問
題
と
は
な
ら
な
い
。
二
つ
の
も
の
の
区
別
を
提
唱
す
る
人
々
も
、
区
別
の
撤
廃
を
要
求

す
る
人
々
も
、
同
じ
く
、
現
在
に
於
け
る
二
つ
の
学
問
が
事
実
上
区
別
さ
れ
、
或
い
は
区
別
さ
れ
る
も
の
と
事
実
上
考

え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
、
そ
の
出
発
点
と
し
て
い
る
。
吾
々
に
と
っ
て
必
要
な
の
は

ま
さ正

に
こ
の
事
実
―――
区
別
の
事
実

―――
で
あ
っ
て
、
ま
だ
そ
の
区
別
の
是
非
で
は
な
い
。
そ
れ
に
、
現
に
今
吾
々
が
試
み
よ
う
と
し
て
い
る
学
問
の
分
類

と
い
う
問
題
は
、
特
殊
な
る

そ
れ
ぞ
れ

夫
々
の

い
わ
ゆ
る

所
謂
科
学
が
取
り
扱
う
こ
と
の
出
来
る
問
題
で
は
な
い
。
何
と
な
れ
ば
二
つ
の
科

学
の
関
係
―――
こ
の
関
係
の
一
つ
が
両
者
の
区
別
で
あ
る
―――
の
考
察
は
、
無
論
二
つ
の

そ
れ
ぞ
れ

夫
々
の
科
学
か
ら
で
は
決

定
出
来
な
い
筈
で
あ
ろ
う
か
ら
。
そ
う
す
れ
ば
学
問
の
分
類
は
、

そ
れ
ぞ
れ

夫
々
の
科
学
で
は
な
く
し
て
、
云
う
な
ら
ば
、

　

科
、

　

学
、

　

の

、

　

科
、

　

学
に
よ
っ
て
、
初
め
て
正
し
く
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
そ
し
て
科
学
の
科
学
、
そ
れ
を
哲
学
と
呼
ぶ
こ

と
は
恐
ら
く
不
都
合
で
は
な
い
。
科
学
と
哲
学
と
の
区
別
と
い
う
、

　

事
、

　

実
は
今
の
吾
々
に
と
っ
て

こ
こ茲

に
厳
存
し
て
い
る
。

科
学
と
哲
学
と
の
こ
の
事
実
上
の
区
別
は
、
無
論
何
か
の
根
拠
に
基
く
。
私
は

さ
き向

に
さ
し
当
り
三
つ
の
根
拠
を
見

て
お
い
た
。
今
こ
の
根
拠
の
是
非
に
就
い
て
論
じ
る
こ
と
は
避
け
よ
う
。
又
こ
れ
等
の
根
拠
に
取
っ
て
代
る
べ
き
よ

り
根
本
的
な
根
拠
を
指
摘
す
る
に
適
当
な
機
会
で
は
、
今
は
な
い
。
た
だ
両
者
が
事
実
区
別
さ
れ
又
さ
れ
得
る
と
考

え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に

つ就
い
て
、
そ
の
一
応
の
根
拠
の
幾
つ
か
が
指
摘
さ
れ
た
か
ら
、
吾
々
は
学
問
を
ま
ず
第
一
に
科
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学
と
哲
学
と
に
分
類
す
る
権
利
を
、
得
る
こ
と
が
出
来
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
区
別
を
指
摘
し
た
こ
と
は

し
か併

し
、
吾
々
に
と
っ
て
一
つ
の
実
際
上
の
便
宜
を

も
た
ら

齎
す
。
と
い
う
の
は
科
学
と
哲

学
と
を
区
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
吾
々
が
今

も有
っ
て
い
る
処
の
、

　

学
、

　

問
、

　

の
、

　

分
、

　

類
と
い
う
課
題
か
ら
、
少
く
と
も
、

　

哲
、

　

学
に

関
す
る
分
類
を
取
り
除
く
こ
と
が
出
来
る
か
ら
で
あ
る
。
思
う
に
哲
学
は
、
そ
の
種
々
な
る
分
科
を
、
比
較
的
一
定
し

た
も
の
と
し
て
は
決
し
て
提
供
し
な
い
。
分
科
の
分
類
そ
の
も
の
が

そ
れ
ぞ
れ

夫
々
の
個
々
の
哲
学
的
方
法

な
い
し

乃
至
体
系
に
よ
っ

て
変
更
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
方
法

な
い
し

乃
至
体
系
は
人
に
よ
り
又
時
代
に
よ
っ
て
常
に
甚

だ
し
く
異
る
の
を
そ
の
特
色
と
し
て
い
る
。
そ
れ
故
も
し
吾
々
が
哲
学
の
分
類
を
企
て
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は

す直
ぐ
様
、

哲
学
そ
れ
自
身
の
考
察
と
な
る
他
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
吾
々
の
問
題
は
そ
の
よ
う
な
構
造
へ
そ
れ
る
こ
と
を
禁
止
す

る
。
そ
れ
故
吾
々
に
と
っ
て
、
哲
学
の
分
類
と
い
う
課
題
を
ば
、
学
問
の
分
類
と
い
う
課
題
か
ら
引
き
去
る
こ
と
が

望
ま
し
い
。
科
学
と
哲
学
と
の
事
実
上
の
区
別
は

こ
こ茲

に
役
立
つ
。
今
や
学
問
の
分
類
は
、
、

　

主
、

　

と
、

　

し
、

　

て
「
、

　

科
、

　

学
の
分
類
」

と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
（

た
だ但

し
、
科
学
の
分
類
の
名
に
於
て
求
め
ら
れ
得
る
限
り
の
哲
学
の
分
類
を
排

斥
す
る
必
要
は
な
い
が
）。

第
二
部

学
問
の
分
類
が
、
も
し
学
問
そ
の
も
の
に
と
っ
て
固
有
で
な
い
よ
う
な
或
る
標
準
を
以
て
与
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、

あ
ら凡

ゆ
る
場
合
の
分
類
が
そ
う
あ
る
通
り
、
そ
の
分
類
は
学
問
そ
れ
自
身
に
と
っ
て
、
殆
ん
ど
何
の
意
味
を

も有
つ
こ
と
も
出

来
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
分
類
は
分
類
の
目
的
―――
学
問
の
性
格
の
理
解
―――
を
果
す
望
み
が
な
い
。
で
あ

る
か
ら
、

　

分
、

　

類
、

　

の
、

　

原
、

　

理
は
、
学
問
概
念
そ
れ
自
身
の
内
か
ら
、
見
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
と例

え
ば
ダ
ン
テ
は
詩
人

ら
し
い
着
想
に
よ
っ
て
、
十
個
の
天
体
の
区
別
を
以
て
十
個
の
学
問
の
分
類
の
標
準
と
し
た
。
か
く
て
彼
に
よ
れ
ば
、
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月
と
文
法
学
、
水
星
と
弁
証
法
、
金
星
と
修
辞
学
、
太
陽
と
算
術
、
等
々
が
類
推
に
よ
っ
て
対
応
せ
し
め
ら
れ
る
。

し
か併

し
こ
の
よ
う
な
着
想
は
無
論
、
分
類
の
名
に
値
す
る
よ
う
な
何
の
分
類
を
も
、
直
接
に
結
果
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
で

あ
ろ
う
。
何
と
な
れ
ば
、
天
体
が
学
問
概
念
に
ぞ
く
す
こ
と
を
想
像
す
る
こ
と
は
少
し
も
学
問
概
念
と
関
係
の
あ
る

こ
と
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

学
問
は
常
に
何
か
の
目
的
を

も有
つ
で
あ
ろ
う
、
目
的
を

も有
た
な
い
学
問
は
あ
り
得
な
い
筈
で
あ
る
。

し
か併

し
そ
う
で
あ

る
か
ら
と
云
っ
て
、
学
問
が
常
に
学
問
な
ら
ぬ
他
の
何
も
の
か
の
手
段
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な

い
。
な
る
程
学
問
は
吾
々
の
生
活
に
何
か
の
意
味
で
役
立
つ
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
吾
々
が

学
問
を
必
要
と
す
る
理
由
は
元
来

ど

こ

何
処
に
も
あ
り
よ
う
が
な
い
の
で
あ
る
か
ら
。

し
か併

し
実
は
学
問
そ
れ
自
ら
が

か
え却

っ

て
一
個
の
或
い
は
一
部
の
生
活
そ
れ
自
身
で
は
な
い
の
か
。
そ
う
す
れ
ば
学
問
が
生
活
に
役
立
つ
と
い
う
の
は
、
こ

の
場
合
、
学
問
な
ら
ぬ
他
の
も
の
の
手
段
と
な
る
こ
と
で
は
な
く
し
て
実
は
学
問
自
ら
の
手
段
に
な
る
と
い
う
こ
と

に
過
ぎ
な
い
。
自
ら
の
手
段
と
な
る
こ
と
、
目
的
と
な
る
も
の
と
手
段
と
な
る
も
の
と
の
同
一
、
そ
れ
は
自
己
目
的
と

呼
ば
れ
る
。
学
問
は
、
少
く
と
も
学
問
の
理
想
は
、
即
ち
又
学
問
概
念
の
性
格
か
ら
云
っ
て
学
問
は
、
自
己
目
的
的

で
あ
る
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
故
に
学
問
が
学
問
な
ら
ぬ
他
の
も
の
の
為
め
に
役
立
つ
そ
の
仕
方
に
於

て
分
類
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
そ
の
概
念
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
処
の
性
格
そ
れ
自
身
に
と
っ
て
、
疎
外

的
で
あ
る
。

お
よ凡

そ
概
念
の
性
格
は
任
意
の
一
つ
の
特
色
を
以
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
を
許
さ
な
い
、
そ
れ
は
人
間
の
性

格
に

つ就
い
て
そ
う
あ
る
と
同
じ
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
疎
外
的
な
視
覚
か
ら
す
る
分
類
は
学
問
自
身
に
固

有
な
特
徴
を
逸
し
て

し
ま了

う
と
い
う
意
味
に
於
て
、
、

　

偶
、

　

然(p
er

accid
en

s)

―――
そ
れ
はp

er
se

に
対
す
る
―――
で
あ
る
。

吾
々
は
こ
の
よ
う
な
場
合
を
ス
ト
ア
学
徒
に
於
て
発
見
す
る
。
ス
ト
ア
学
徒
に
よ
れ
ば
そ
れ
自
ら
を
外
に
し
て
目
的

を
持
た
な
い
学
問
は
虚
し
く
し
て
無
用
で
あ
る
、

お
よ凡

そ
学
問
は
吾
々
の
道
徳
的
生
活
を
指
導
す
る
こ
と
を
そ
の
唯
一



　第二部　82

の
目
的
と
す
る
。
真
偽
・
有
益
無
益
を
弁
別
し
、
自
然
の
裏
に
分
け
入
っ
て
世
界
の
秩
序
を
跡
づ
け
、
善
と
悪
と
を
見

分
け
る
こ
と
、
之
こ
そ
学
問
の
効
用
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
て
学
問
は

そ
れ
ぞ
れ

夫
々
の
外
部
へ
の
目
的
に
従
っ
て
、
論

理
学
・
物
理
学
・
倫
理
学
に
分
類
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
エ
ピ
ク
ロ
ス
学
徒
も
亦
こ
の
三
分
法
を
採
用
し
た
。
彼
等
に
よ

れ
ば
論
理
学
は
物
理
学
に
役
立
と
う
た
め
に
、
物
理
学
は
倫
理
学
に
役
立
と
う
た
め
に
、
そ
し
て
倫
理
学
は
人
生
―――

そ
の
理
想
は
幸
福
で
あ
る
―――
に
役
立
と
う
た
め
に
、
の
み
存
在
す
る
。
こ
の
分
類
そ
の
も
の
が
受
け
容
れ
ら
れ
得

る
か
ど
う
か
よ
り
も
前
に
、
こ
の
分
類
の
原
理
で
あ
る
処
の
学
問
概
念
自
身
が
常
に
吾
々
の
第
一
の
問
題
で
あ
る
の

で
あ
る
が
、
今
の
こ
の
分
類
理
論
が
学
問
意
識
に

つ就
い
て
多
く
の
真
理
を
語
っ
て
い
る
に
も

か
か
わ

拘
ら
ず
、
結
局
学
問
概
念

の
性
格
を
或
る
一
点
に
於
て
逸
し
て
い
る
（
偶
然
が
そ
れ
で
あ
っ
た
）
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
分
類
の
致
命
傷
で
な
く

て
は
な
ら
ぬ
。
学
問
に
対
し
て
は
常
に
学
問
に
固
有
な
視
角
に
立
つ
こ
と
を
吾
々
は
要
求
す
る（

一
）。

(

一)
　

人
間
生
活
に
役
立
つ
そ
の
仕
方
に
よ
っ
て
試
み
た
学
問
の
分
類
を
吾
々
は
、
近
く
は
再
びL

.
F
erra

rese(—
1
8
2
8
—

)

に

於
て

も有
つ
（—

　

—

に
揷
む
年
度
は
必
要
な
る
著
書
の
出
版
さ
れ
た
年
を
示
す
。
以
下
同
じ
）。
ス
ト
ア
学
徒
と
一
致
す
る

三
分
法
は
、
又
之
を
ロ
ッ
ク
に
発
見
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

た
だ但

し
こ
の
場
合
の
分
類
は
別
に
人
間
生
活
に

い

か

如
何
に
役
立
つ
か

に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い(E

ssay
co
n
cern

in
g
H
u
m
a
n
U
n
d
ersta

n
d
in
g

）。

学
問
の
分
類
と
い
う
課
題
は
、

　

現
、

　

実
、

　

の
、
従
っ
て
、

　

歴
、

　

史
、

　

社
、

　

会
、

　

的
な
、
諸
学
問
の
分
類
で
あ
る
筈
で
あ
っ
た
（
初
め
を
見

よ
）。
そ
う
す
れ
ば
学
問
の
諸
形
態
の
歴
史
的
発
展
を
跡
づ
け
、
こ
れ
か
ら
学
問
の

も有
つ
、

　

諸
、

　

時
、

　

代
を
画
す
こ
と
に
よ
っ

て
、
こ
の
課
題
が
最
も

よ好
く
果
さ
れ
そ
う
に
思
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

も
っ
と

尤
も
歴
史
的
発
展
を
た
だ
そ
の
ま
ま
叙
述
す
る

の
で
あ
る
な
ら
ば
そ
れ
は
、

　

学
、

　

問
、

　

の
、

　

歴
、

　

史
で
あ
っ
て
、
、

　

学
、

　

問
、

　

の
、

　

分
、

　

類
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か併

し
今
云
う
の
は
か
か
る

学
問
の
中
に
一
定
の
時
代
を
画
し
、
之
に
一
定
の
学
問
の
形
態
を
あ
て

は嵌
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
云
わ
ば
学
問
の
、

　

歴

、

　

史
、

　

的
、

　

分
、

　

類
を
企
て
る
場
合
を
指
す
。
之
は
ヴ
ィ
ー
コ
に
よ
っ
て
創
め
ら
れ
た
。
一
切
の
歴
史
は
ヴ
ィ
ー
コ
に
よ
れ
ば
、
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人
間
の
理
解
の
仕
方
・
知
識
の
形
式
に
従
っ
て
、
三
つ
の
時
代
に
分
た
れ
る
。
神
祇
時
代
・
英
雄
時
代
・
人
間
時
代
。

従
っ
て
学
問
も
亦
こ
の
三
つ
の
歴
史
的
時
期
に
よ
っ
て
区
分
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
三
つ
の
時
期

は
人
間
の
理
性
の
、

　

発
、

　

達
の
程
度
と
順
序
と
に
よ
っ
て
並
べ
ら
れ
る
。
そ
れ
故
或
る
時
代
は
こ
の
三
つ
の
時
期
の

い
ず何

れ

か
一
つ
を
占
め
る
べ
き
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
れ
以
外
の
時
期
は
過
去
又
は
未
来
に
ぞ
く
す
筈
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば

学
問
も
亦
或
る
時
代
に
於
て
は
或
る
時
期
を
占
め
る
筈
で
あ
っ
て
、
他
の
二
つ
の
時
期
は
過
去
又
は
未
来
に
ぞ
く
す
。

で
あ
る
か
ら
こ
の
場
合
得
る
学
問
の
分
類
は
少
く
と
も
、

　

現
、

　

在
現
実
に
存
在
し
て
い
る
諸
学
問
の
分
類
で
あ
る
こ
と
は

出
来
な
い
。
学
問
は
そ
の
歴
史
的
発
展
・
進
歩
に
於
て
神
祇
的
・
英
雄
的
・
人
間
的
に
分
類
さ
れ
て
も
、
現
在
の
学
問

―――
仮
に
人
間
的
な
段
階
に
あ
る
学
問
―――
が

い

か

如
何
に
分
類
さ
れ
る
か
は
、
少
し
も
之
に
よ
っ
て
明
ら
か
と
は
な
ら

な
い
。
処
で
吾
々
が
学
問
の
分
類
を
企
て
る
動
機
は
、
現
実
に
そ
し
て
現
在
―――
何
と
な
れ
ば
最
も
直
接
な
現
実
は

現
在
で
あ
る
か
ら
―――
存
在
し
て
い
る
異
な
れ
る
諸
学
問
の
間
の
関
係
を
知
ろ
う
と
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

も
し
仮
に
た
だ
一
様
の
学
問
し
か
吾
々
の
眼
の
前
に
与
え
ら
れ
て
な
い
と
す
れ
ば
、
恐
ら
く
吾
々
は
学
問
の
分
類
を

求
め
る
動
機
を

も有
た
な
い
に
違
い
な
い
。
故
に
今
、
ヴ
ィ
ー
コ
の
歴
史
的
分
類
は

あ
た
か

恰
も
現
在
の
学
問
を
分
離
す
る
こ

と
が
出
来
な
か
っ
た
か
ら
、
こ
の
点
に
於
て
、
そ
れ
は
学
問
の
分
類
と
し
て
不
充
分
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
―――
無
論
歴
史
的
分
類
は
学
問
の
分
類
と
し
て
決
し
て
除
外
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か併

し

、

　

歴
、

　

史
、

　

的
分
類
か
ら
、

　

現
、

　

在
、

　

に
、

　

於
、

　

け
、

　

る
分
類
へ
移
る
こ
と
は
少
く
と
も
ヴ
ィ
ー
コ
の
立
場
に
於
て
は
―――
そ
し
て
次
に
述

べ
る
で
あ
ろ
う
ヴ
ィ
ー
コ
の
流
れ
に
入
る
人
々
の
立
場
に
立
っ
て
は
―――
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
今
述
べ
た
。
之
に

反
し
て
逆
に
現
在
に
於
け
る
分
類
か
ら
歴
史
的
分
類
に
移
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
そ
の
時
代
時
代
の

現
在
に
於
け
る
分
類
を
吾
々
は
歴
史
的
に
跡
づ
け
る
こ
と
が
出
来
（
そ
れ
は
、

　

学
、

　

問
、

　

分
、

　

類
、

　

の
、

　

歴
、

　

史
で
あ
る
）、
之
に
基
い

て
要
す
れ
ば
学
問
の
発
達
の
歴
史
的
時
期
を
画
す
こ
と
も
出
来
る
か
ら
で
あ
る
。
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人
間
理
性
の
発
達
に
基
い
て
歴
史
的
に
三
つ
の
時
代
を
画
し
、
之
に
よ
っ
て
又
学
問
の
三
つ
の
形
態
を
与
え
る
試

み
は
、
普
通
コ
ン
ト
が
之
を
代
表
す
る
と
思
わ
れ
て
い
る
が
、
ヴ
ィ
ー
コ
に

す
で已

に
之
を
見
る（

一
）。
し
か併

し
其
の
影
響
が
最
も

大
き
く
又
著
名
な
の
は
無
論
コ
ン
ト
の
思
想
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
彼
が
神
学
的
・
形
而
上
学
的
・
実
証
的
の
三
つ
の
時

代
を
区
別
し
、
前
二
者
を
過
去
の
又
は
棄
て
去
ら
れ
る
べ
き
も
の
、
た
だ
実
証
的
精
神
に
基
く
学
問
の
み
が
現
在
あ
る

べ
き
又
将
来
を
支
配
す
べ
き
学
問
形
態
で
あ
る
と
考
え
た
の
は
、
人
々
の
知
る
処
で
あ
る
。
此
の
ラ
テ
ン
的
と
も
云

う
べ
き
歴
史
社
会
的
考
察
は

た
だ直

ち
に
プ
ル
ー
ド
ン
に
よ
っ
て
伝
承
さ
れ
た（

二
）。

彼
は
コ
ン
ト
の
法
則
に
従
い
な
が
ら
彼

自
身
の
言
葉
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
な
区
画
を
与
え
て
い
る
。
宗
教
・
哲
学
・
科
学
、
即
ち
、
信
仰
・
詭
弁
・
方
法
（
方

法
は
形
而
上
学
と
呼
ば
れ
る
）。
―――
コ
ン
ト
及
び
プ
ル
ー
ド
ン
が
与
え
た
学
問
の
歴
史
的
分
類
（
そ
れ
は
普
通
の
意

味
で
の
、

　

学
、

　

問
の
分
類
を
脱
し
て
い
る
が
）
が
、
ヴ
ィ
ー
コ
の

そ
れ夫

と
全
く
同
じ
い
不
充
分
さ
を
分
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
を
、
繰
り
返
す
必
要
は
な
い
。
吾
々
は
学
問
の
、

　

歴
、

　

史
、

　

的
分
類
で
は
な
く
し
て
、

　

現
、

　

在
の
分
類
―――
た
と
い
過
去
の

そ
れ
ぞ
れ

夫
々
の
時
代
の
現
在
で
あ
ろ
う
と
―――
を
要
求
す
る
動
機
を

も有
つ
。
処
が
次
に
コ
ン
ト
が
他
方
に
於
て
、
単
に
学
問

の
段
階
を
、

　

歴
、

　

史
、

　

的
に
配
列
し
た
ば
か
り
で
は
な
く
、
諸
学
問
を
ば
、
単
純
―
複
雑
、
独
立
―
依
存
の
関
係
に
於
て
、
、

　

並

、

　

列
、

　

的
に
―――
歴
史
的
に
で
は
な
く
―――
分
類
し
た
こ
と
を
、
吾
々
は
注
意
し
た
い
。
実
証
的
諸
科
学
は
、
数
学
か
ら
始

め
て
社
会
学
・
歴
史
学
に
至
る
ま
で
、
こ
の
秩
序
に
於
て
段
階
づ
け
ら
れ
る
（
こ
の
分
類
法
は
恐
ら
く
ホ
ッ
ブ
ズ
か
ら

始
ま
る
で
あ
ろ
う
）。
コ
ン
ト
に
よ
れ
ば
諸
学
問
は
、

　

系
、

　

列
、

　

的
に
―――
歴
史
的
に
又
並
列
的
に
―――
配
列
さ
れ
て
分
類
せ

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

(

一)

　

コ
ン
ト
の

い
わ
ゆ
る

所
謂
歴
史
三
段
階
説
が
、
直
接
に
は
、
テ
ュ
ル
ゴ
と
サ
ン
・
シ
モ
ン
の
そ
れ
か
ら
伝
承
さ
れ
た
こ
と
は
、
知
ら

れ
て
い
る
。

(

二)

　

P
ro
u
d
h
o
n
,
D
e
la

C
réa

tio
n
d
e
l’O

rd
re

d
a
n
s
l’H

u
m
a
n
ité,

1
8
4
3
.

プ
ル
ー
ド
ン
は
学
問
の
分
類
に
於
て
た
だ
に
コ
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ン
ト
か
ら
影
響
さ
れ
た
ば
か
り
で
は
な
く
、
又
ア
ン
ペ
ー
ル
か
ら
の
影
響
を

も有
つ
。
後
に
こ
の
点
に
触
れ
よ
う
。

し
か併

し
学
問
の
こ
の
よ
う
な
―――
特
に
コ
ン
ト
の
―――
、

　

系
、

　

列
、

　

的
配
列
は
す
で
に
ス
ペ
ン
サ
ー
に
よ
っ
て
攻
撃
さ
れ
て

い
る
。
ス
ペ
ン
サ
ー
に
よ
れ
ば
、
学
問
の
歴
史
的
発
展
が
何
等
そ
の
よ
う
な
系
列
的
順
序
を

も有
つ
も
の
で
は
な
い
の

み
な
ら
ず
、
又
論
理
的
に
云
っ
て
も
事
実
上
の
現
象
か
ら
云
っ
て
も
、
学
問
は
一
般
に
前
後
相
依
存
し
て
並
列
的
に
一

つ
の
系
列
を
造
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
吾
々
は

こ
こ茲

に
学
問
を
、

　

歴
、

　

史
、

　

的
に
系
列
づ
け
る
こ
と
に
対
す
る
非
難
と
、

一
般
に
学
問
を
何
か
の
系
列
に
於
て
分
類
す
る
こ
と
に
対
す
る

そ
れ夫

と
を
読
む
こ
と
が
出
来
る
。
第
一
の
非
難
を
吾
々

自
身
先
に
述
べ
た
、
第
二
の
非
難
が
次
の
問
題
で
あ
る
。

た
と例

え
ば
、
コ
ン
ト
の
思
想
を
こ
の
点
に
於
て
受
け
容
れ
た
と

思
わ
れ
る
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
・
ベ
ー
ン
は
、

　

基
、

　

礎
、

　

的
諸
学
問
―――
そ
れ
は
論
理
学
・
数
学
・
力
学
・
物
理
学
・
化
学
・
生

物
学
・
心
理
学
で
あ
る
―――
を
、
コ
ン
ト
と
同
じ
く
単
純
か
ら
複
雑
へ
、
独
立
か
ら
依
存
へ
、
の
系
列
と
し
て
分
類
し

た
。
又
同
じ
く
コ
ン
ト
の
影
響
を
蒙
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
マ
ー
サ
リ
ク
は
ベ
ー
ン
と

ほ

ぼ

略
々
同
様
に
、
そ
の
、

　

基
、

　

礎
、

　

的
諸
学

問
―――
そ
れ
は
大
体
ベ
ー
ン
の
系
列
の
最
後
に
（
コ
ン
ト
と
同
じ
く
）
社
会
学
を
加
え
れ
ば
よ
い
―――
の
教
職
的
段

階
を
述
べ
て
い
る（

一
）。

こ
の
系
列
的
配
列
は
コ
ン
ト
の
一
面
又
は
プ
ル
ー
ド
ン
の
一
面
の
よ
う
に
、

　

歴
、

　

史
、

　

的
発
展
の
順
序

で
は
無
論
な
い
、
そ
う
で
は
な
く
し
て
、

　

現
、

　

在
存
在
す
る
諸
学
問
の
間
の
系
列
的
分
類
で
あ
る
の
で
あ
る
。
さ
て
こ
の

よ
う
な
、

　

系
、

　

列
、

　

的
、

　

分
、

　

類
は
、
今
挙
げ
た
或
る
特
定
の
人
々
の
場
合
に
限
る
の
で
は
な
く
て
、
広
く
一
般
に
多
く
の
人
々
に

よ
っ
て
採
用
さ
れ
て
い
る
処
で
あ
ろ
う（

二
）。

そ
し
て
こ
れ
が
相
当
正
し
い
洞
察
の
結
果
で
あ
る
こ
と
を
疑
う
わ
け
に
は

行
か
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
吾
々
の
知
識
の
構
造
か
ら
云
っ
て
も
、
又
学
問
の
成
立
の
秩
序
か
ら
云
っ
て
も
、
諸
学
問

が
単
純
―
複
雑
・
独
立
―
依
存
其
の
他
之
に
似
た
関
係
の
順
序
に
立
つ
こ
と
は
、
重
大
な
意
味
の
あ
る
で
あ
ろ
う
処

の
事
実
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か併

し
そ
う
で
あ
る
か
ら
と
云
っ
て
、
こ
の
系
列
を

た
だ直

ち
に
最
も
、

　

正
、

　

面
、

　

的
な
分
類
と
考

え
る
理
由
は

ど

こ

何
処
に
も
見
出
さ
れ
な
い
。
第
一
に
か
か
る
系
列
的
分
類
は
、
そ
の
分
類
法
を
採
用
す
る
人
々
自
身
に
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と
っ
て
さ
え
必
ず
し
も
、
学
問
全
部
に
通
ず
る
分
類
原
理
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
分
類
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
て
い

な
い
（
マ
ー
サ
リ
ク
に
と
っ
て
は
、

　

基
、

　

礎
、

　

的
学
問
以
外
の
学
問
は
系
列
的
配
列
の
内
に
数
え
ら
れ
て
い
な
い
）。
で
あ
る

か
ら
系
列
が
諸
学
問
の
全
面
的
分
類
の
原
理
と
な
る
こ
と
は
恐
ら
く
不
可
能
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。

し
か併

し
も
し
仮
に
之

が
学
問
全
部
に
及
ぼ
す
こ
と
の
出
来
る
分
類
原
理
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
第
二
に
そ
の
分
類
原
理
は
非
常
に
外
面
的

で
し
か
あ
り
得
な
い
。

な
る
ほ
ど

成
程
そ
の
よ
う
な
分
類
に
よ
っ
て
諸
学
問
の
一
応
の
配
列
は
与
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

し
か併

し

注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
吾
々
は
ど
の
よ
う
な
分
類
原
理
に
よ
っ
て
も
、
総
て
の
も
の
を
一
応
は
分
類
す
る

こ
と
が
出
来
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
類
は
皮
膚
の
色
に
よ
っ
て
も
、
背
の
高
さ
に
よ
っ
て
も
、
言
葉
に
よ
っ
て

も
、
宗
教
に
よ
っ
て
も
、
其
の
他
何
に
よ
っ
て
も
分
類
さ
れ
う
る
に
違
い
な
い
。
け
れ
ど
も
そ
れ
で
あ
る
か
ら
と
云
っ

て
総
て
の
分
類
原
理
が
同
様
に
外
面
的
で
な
い
と
云
う
こ
と
は
出
来
な
い
。
で
あ
る
か
ら
系
列
に
よ
っ
て
総
て
の
学

問
が
一
応
分
類
さ
れ
得
た
に
し
て
も
、
そ
の
分
類
原
理
が
外
面
的
で
な
い
こ
と
の
保
証
は
与
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
実
際
こ
の
場
合
の
分
類
原
理
―――
単
純
―
複
雑
・
独
立
―
依
存
・
其
の
他
―――
は
分
類
原
理
と
し
て
外
面
的
で

あ
る
と
云
う
他
は
な
い
。
そ
の
理
由
は
こ
う
で
あ
る
。

た
と例

え
ば
数
学
が
物
理
学
に
較
べ
て
よ
り
単
純
で
あ
り
よ
り
独

立
で
あ
る
と
し
よ
う
。
系
列
を
以
て
分
類
し
よ
う
と
す
る
人
々
に
と
っ
て
は
と
り
も
直
さ
ず
、
こ
の
単
純
さ
こ
の
独

立
性
が
分
類
の
原
理
に
外
な
ら
な
い
。
処
が
人
々
が

た
だ直

ち
に
思
い
付
く
で
あ
ろ
う
よ
う
に
、
数
学
と
物
理
学
と
は
単

に
、
単
純
で
あ
る
か
複
雑
で
あ
る
か
と
か
、
又
独
立
で
あ
る
か
他
に
依
存
す
る
か
と
か
、
又
其
の
他
之
に
類
し
た
こ
と
、

に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
よ
り
も
、
此
等
の
学
問
の
取
り
扱
う
世
界
の
性
質
か
ら
し
て
区
別
さ
れ
る
方
が
、
恐
ら
く
よ
り

内
面
的
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
と
い
う
の
は
数
学
は
先
験
的
妥
当
性
を

も有
ち
之
に
反
し
て
物
理
学
は
経
験
的
妥
当
性

を
も有

ち
、
又
前
者
は
可
能
的
対
象
を

も有
ち
之
に
反
し
て
後
者
は
現
実
的
対
象
を
持
つ
、
等
々
の
こ
と
を
標
準
と
し
て
こ

そ
、
両
者
の
区
別
は
内
面
的
で
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
系
列
的
分
類
は
第
一
に
必
ず
し
も
、

　

全
、

　

面
、

　

的
で
は
な
く
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又
第
二
に
、

　

内
、

　

面
、

　

的
で
も
あ
り
得
な
い
。
故
に
そ
れ
が
学
問
の
、

　

正
、

　

面
、

　

的
分
類
で
は
あ
り
得
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。

(

一)

　

学
問
に
教
職
的
段
階
を
見
出
す
考
え
方
はC

o
m
en

iu
s
(—

1
6
4
5
—

)

に
始
ま
る
と
云
わ
れ
て
い
る
。

(

二)

　

吾
々
は
そ
の
著
し
い
者
と
し
て
他
に
な
おP

.
E
.
D
ov

e
(—

1
8
5
0
—

)

と
かH

.
M
.
S
ta
n
ley

(—
1
8
8
4
—

)

と
か
を
つ
け

加
え
る
こ
と
が
出
来
る
。

か
く
て
学
問
の
分
類
が
、
、

　

歴
、

　

史
、

　

的
な
、

　

系
、

　

列
、

　

的
分
類
ば
か
り
で
は
な
く
一
般
に
、
、

　

系
、

　

列
、

　

的
分
類
そ
の
も
の
に
安
ん
じ
る

こ
と
が
出
来
な
い
こ
と
が
見
出
さ
れ
る
。

け
だ蓋

し
一
般
に
事
物
を
系
列
づ
け
る
こ
と
は
、
事
物
を
分
類
し
よ
う
と
す
る

動
機
に
よ
る
よ
り
も
、
直
接
に
は

む
し寧

ろ
、
事
物
の
単
な
る
、

　

配
、

　

列
を
与
え
よ
う
と
す
る
企
て
に
よ
っ
て
動
機
づ
け
ら
れ
て

い
る
の
が
常
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
そ
れ
が
事
物
の
性
格
を
把
握
す
る
こ
と
か
ら
は
遠
く
隔
っ
て
い
る
場
合
の

出
て
く
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
の
で
あ
る
。
処
が
学
問
の
性
格
を
把
握
す
る
こ
と
こ
そ
、
学
問
の
分
類
の
目
的
―――

従
っ
て
又
動
機
―――
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
分
類
は
そ
の
動
機
か
ら
云
っ
て
学
問
の
系
列
と
し
て
与
え
ら
れ

る
こ
と
に
満
足
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
、

　

学
、

　

問
、

　

の
、

　

系
、

　

列
で
は
な
く
し
て
云
う
な
ら
ば
「
学
問
の
樹
木
」
を
そ
れ
は
求
め

る
。
学
問
が

い

か

如
何
に
並
ん
で
い
る
か
で
は
な
く
し
て
、
学
問
が

い

か

如
何
に
枝
さ
し
て
い
る
か
が
、
学
問
の
分
類
の
課
題
の

真
の
形
態
で
あ
る
。

今
も
し
学
問
が
、

　

知
、

　

識
の
所
産
と
考
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
学
問
の
分
類
が
ま
ず
第
一
に
、

　

精
、

　

神
、

　

能
、

　

力
―――
学
問
に
関
す

る
限
り
そ
れ
が
知
識
で
あ
る
―――
を
標
準
と
し
て
考
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
必
然
で
あ
る
（
学
問
概
念
が
、
、

　

知
、

　

識
概

念
と
し
て
、
又
、

　

方
、

　

法
、

　

―
、

　

対
、

　

象
の
構
造
に
於
て
、
又
、

　

学
、

　

問
、

　

性
概
念
と
し
て
、
理
解
さ
れ
得
る
の
を
初
め
に
述
べ
た
こ
と
を

こ
こ茲

に
思
い
起
こ
せ
）。
何
と
な
れ
ば
精
神
能
力
は
知
識
の
も
つ
第
一
の
性
格
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
シ
ス
・
ベ
ー
コ
ン
は
理
性
的
精
神
の
三
つ
の
能
力
を
区
別
す
る
、
記
憶
・
想
像
・
理
性
。
こ
の
三
つ
の
精
神
能
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力
の
所
産
が

そ
れ
ぞ
れ

夫
々
歴
史
学
・
文
学
・
哲
学
で
あ
る
こ
と
は
一
般
に
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ベ
ー
コ
ン
の
こ
の
分

類
は
後
に
主
と
し
て
ア
ラ
ン
ベ
ー
ル
に
よ
っ
て
訂
正
を
加
え
ら
れ
た
。
こ
の
分
類
が
ど
こ
ま
で
正
当
で
あ
り
ど
こ
か

ら
不
充
分
で
あ
る
か
は
、
特
に
吟
味
を
必
要
と
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
、
吾
々
は
そ
れ
を
省
く
。
そ
れ
よ
り
も
吾
々
に

と
っ
て
必
要
で
あ
る
の
は
、
精
神
能
力
が
学
問
分
類
の
原
理
と
し
て
、
再
び
、
果
し
て
正
面
的
で
あ
る
か
無
い
か
で
あ

る
。

し
か併

し
元
来
、
知
識
が
単
に
精
神
能
力
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
、
一
体
正
面
的
で
あ
っ
た
か
。
、

　

精
、

　

神
、

　

能
、

　

力
と
は
、

全
く
人
々
の
主
観
に
於
け
る
、
従
っ
て
そ
の
限
り
客
観
的
で
は
な
い
処
の
、
一
つ
の
働
き
を
意
味
す
る
概
念
で
あ
る

で
あ
ろ
う
。
処
が
之
に
反
し
て
、

　

知
、

　

識
は
単
に
主
観
的
な
働
き
―――
精
神
能
力
―――
し
か
意
味
し
な
い
概
念
で
は
な
い
。

た
と例

え
ば
吾
々
は
知
識
を
交
換
し
知
識
を
蓄
え
る
と
い
う
言
葉
を
有
つ
。
精
神
能
力
を
交
換
し
た
り
精
神
能
力
を
蓄
積

し
た
り
す
る
（
そ
れ
は
能
力
を
訓
練
す
る
こ
と
で
は
な
い
）
こ
と
は
、
無
意
味
で
あ
ろ
う
。
知
識
は
一
般
に
客
観
的
で

あ
る
こ
と
が
出
来
る
性
質
を
持
っ
て
い
る
。
ま
し
て
知
識
の
集
成
と
し
て
の
学
問
は
、
常
に
客
観
的
で
し
か
な
い
。
そ

れ
は
現
実
的
な
、
歴
史
社
会
的
な
―――
そ
れ
こ
そ
客
観
的
で
あ
る
―――
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
精
神
能
力
に
よ
っ

て
知
識
概
念
を
正
面
的
に
理
解
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
ま
し
て
学
問
は
精
神
能
力
に
よ
っ
て
正
面
的
に
把
握
さ
れ

な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
故
に
精
神
能
力
の
区
別
に
よ
る
学
問
の
分
類
は
正
面
的
で
は
な
い（

一
）。

実
際
、
主
観
的
に

し
か
過
ぎ
な
い
、

　

精
、

　

神
、

　

能
、

　

力
に
対
し
て
は
、
之
と
並
行
し
て

そ
れ
ぞ
れ

夫
々
の
客
観
的
な
、

　

対
、

　

象
が
考
え
ら
れ
る
の
を
普
通
と
す
る
。

た
と例

え
ば
、
直
観
・
知
覚
・
理
性
な
ど
の
能
力
に
対
応
し
て
、
観
念
的
・
事
実
的
・
道
徳
的
な
ど
の
存
在
が
掲
げ
ら
れ
る

こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う（

二
）。

そ
う
す
れ
ば
精
神
能
力
に
よ
る
分
類
と
考
え
ら
れ
た
も
の
は
こ
の
時
、
実
は
、
単
に
そ
れ

だ
け
で
は
な
く
し
て
、
同
時
に
対
象
に
よ
る
分
類
で
も
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
こ
の
分
類

が
精
神
能
力
を
原
理
と
す
る
と
い
う
の
は
、
た
だ
名
目
の
上
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
実
は
対
象
の
区
別
こ
そ
こ
の

分
類
の
原
理
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
理
由
も
出
て
来
る
で
あ
ろ
う
。
現
に
ベ
ー
コ
ン
自
身
、
精
神
能
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力
に
よ
っ
て
第
一
次
の
分
類
を
与
え
な
が
ら
、
こ
の
各
分
科
を
更
に
第
二
次
的
に
分
類
す
る
に
際
し
て
、
す
で
に
学

問
の
対
象
を
ば
分
類
の
標
準
と
し
て
選
ん
で
い
る
の
で
あ
る（

三
）。

さ
て

こ
こ茲

に
人
々
は
、

　

対
、

　

象
に
よ
る
分
類
へ
移
る
機
会
を

つ
か
む
。
―――

た
だ但

し
精
神
能
力
に
対
立
す
る
意
味
で
の
、

　

対
、

　

象
は
実
は
、

　

客
、

　

観
に
外
な
ら
な
か
っ
た
、
之
に
対
す
る
、

　

主
、

　

観

が
こ
の
精
神
能
力
で
あ
っ
た
。
故
に
精
神
能
力
の
側
か
ら
出
発
す
れ
ば
主
客
の
対
立
を
脱
却
す
る
こ
と
は
出
来
な
い（

四
）。

処
が
吾
々
が
前
か
ら
意
味
し
て
い
た
対
象
の
概
念
は
主
客
の
対
立
に
基
い
て
は
な
ら
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
、
そ
れ
は

そ
の
よ
う
な
認
識
論
的
対
立
に
於
て
は
な
か
っ
た
、
対
象
は
、

　

方
、

　

法
に
対
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
故
に
今
の

こ
の
機
会
は
、あ

た
か

恰
も
吾
々
が
主
客
対
立
の
立
場
を
破
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
機
会
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

(

一)

　

W
h
ew

ell
は
そ
の
独
特
の
立
場
か
ら
、
学
問
が
精
神
能
力
に
よ
っ
て
分
類
さ
れ
、

　

得
、

　

な
、

　

い
こ
と
を
主
張
し
た
。

(

二)
　

R
o
sm

in
i

は
そ
う
考
え
て
い
る
。

(

三)
　

能
力
と
対
象
と
を
併
せ
以
て
分
類
の
原
理
と
す
る
も
の
は
少
な
く
な
い
。

た
と例

え
ばC

a
n
to
n
i

（
―1

8
7
0

―
）
が
そ
れ
で
あ
る
。

(

四)

　

D
e
P
a
m
p
h
ilis

(—
1
8
6
9
—

)

は
客
観
的
・
主
観
的
・
客
観
主
観
的
の
三
つ
の
学
問
を
区
別
す
る
。

さ
て
対
象
に
よ
る
分
類
に
来
る
。
ア
ン
ペ
ー
ル
は
自
ら
与
え
た
分
類
の
特
色
を
、
学
問
そ
れ
自
身
の
考
察
に
基
く
処

に
存
在
す
る
と
考
え
た（

一
）。あ
た
か

恰
も
リ
ン
ネ
が
植
物
の
分
類
に
於
て
植
物
そ
の
も
の
の
性
質
を
そ
の
原
理
と
し
た
と
同
じ
精

神
と
意
味
と
に
於
て
、
ア
ン
ペ
ー
ル
は
学
問
自
身
の
性
質
に
基
い
て
学
問
の
分
類
を
与
え
る
と
考
え
た
。
学
問
そ
れ
自

身
の
性
質
で
は
な
く
し
て
精
神
的
能
力
の
性
質
に
基
い
て
与
え
ら
れ
た
ベ
ー
コ
ン
・
ア
ラ
ン
ベ
ー
ル
の
分
類
法
―――
三

分
法
―――
と
は
異
っ
て
、
彼
は
二
分
法
を
採
用
し
た
点
に
他
の
も
一
つ
の
特
色
を

も有
つ
。scien

ces
cosm

ologiq
u
es

とscien
ces

n
o
o
log

iq
u
es

と
が
そ
の
第
一
次
の
分
類
で
あ
る
。
処
が
学
問
そ
れ
自
身
の
性
質
と
は
彼
に
よ
れ
ば

ま
さ正

に

、

　

対
、

　

象
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
に
他
な
ら
な
い
。
故
に
こ
の
場
合
の
分
類
の
原
理
は
対
象
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
ベ

ン
サ
ム
は
ア
ン
ペ
ー
ル
と

ほ

ぼ

略
々
同
じ
動
機
に
従
っ
て
彼
自
身
の
二
分
法
―――co

eon
tology

とid
ion

tology

―――
を

も有
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つ
。
又
ア
ン
ペ
ー
ル
の
分
類
を
訂
正
し
た
も
の
と
し
て
吾
々
は
ク
ル
ノ
ー
を

も有
っ
て
い
る
。
ク
ル
ノ
ー
の
分
類
の
特

異
な
点
は
三
つ
の
系
列
と
五
つ
の
群
と
の
組
み
合
わ
せ
を
以
て
そ
の
原
理
と
す
る
処
に
あ
る
が
、
こ
の
系
列
も
群
も

そ
れ
自
身
対
象
的
区
別
に
基
く
の
で
あ
る（

二
）。

対
象
に
よ
る
分
類
の
内
最
も
精
密
で
あ
り
又
最
も
、

　

現
、

　

実
、

　

的
に
し
て（

三
）
か且

つ

現
代
の
学
問
状
態
に
適
切
で
あ
る
の
は
ヴ
ン
ト
の

そ
れ夫

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ヴ
ン
ト
の
分
類
は
人
々
の

よ能
く
知
る

処
で
あ
る（

四
）。

(

一)

　

学
問
の
分
類
が
精
神
能
力
の
区
別
に
よ
ら
ず
し
て
学
問
そ
れ
自
身
の
性
質
に
依
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
述
べ
た
者

に
す
で
に
カ
ン
パ
ネ
ラ
が
あ
る
こ
と
を
注
意
し
よ
う
。

(

二)

　

C
o
u
rn
o
t,

E
ssa

i
su
r
les

fo
n
d
em

en
ts

d
e
n
o
s
co
n
n
a
issa

n
ces,

C
h
a
p
.
X
X
II

参
照
。

(

三)

　

ベ
ン
サ
ム
の“

C
h
resto

m
a
th
ia
”

に
於
け
る
分
類
は
そ
の
命
名
法
に
於
て
す
で
に
非
現
実
的
で
あ
る
。

た
と例

え
ばS

o
m
a
to
lo
g
y,

P
n
eu

m
a
to
lo
g
y
;
P
o
so
lo
g
y,

P
o
io
lo
g
y

等
々
。
こ
の
非
現
実
的
命
名
法
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
は
分
類
自
身
が
非
現
実
的

で
あ
っ
た
こ
と
の
症
状
と
考
え
ら
れ
な
い
で
も
な
い
。

(

四)

　

ヴ
ン
ト
の
分
類
は
そ
のL

o
g
ik
,
B
d
.
II

;
P
h
ilo

so
p
h
isch

e
S
tu
d
ien

;
S
y
stem

d
er

P
h
ilo

so
p
h
ie

等
に
与
え
ら
れ
て
い

る
。
な
お
田
辺
元
博
士
『
科
学
概
論
』
一
七
七
頁
以
下
を
参
照
せ
よ
。

対
象
の
区
別
を
原
理
と
し
て
学
問
を
分
類
す
る
こ
と
は
、
従
来
の
学
問
分
類
の
殆
ん
ど
大
多
数
を
支
配
す
る
特
色

で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
何
と
な
れ
ば
吾
々
は

す
で已

に
学
問
が
も
つ
対
象
―

方
法
の
存
在
論
的
構
造
に
於
て
、
何
故
学
問
が
対
象
に
よ
っ
て
分
類
さ
れ
る
の
を
普
通
と
す
る
か
を
、
理
解
し
て
お
い

た
筈
で
あ
っ
た
か
ら
。
事
実
、
、

　

学
、

　

問
、

　

分
、

　

類
の
問
題
は
、

　

対
、

　

象
概
念
と
離
す
こ
と
の
出
来
な
い
対
応
関
係
に
あ
る
と
考
え
ら

れ
た
（
之
に
反
し
て
、

　

科
、

　

学
、

　

論
の
問
題
に
対
応
す
る
も
の
は
、

　

方
、

　

法
概
念
で
あ
っ
た
）
―――
前
を
見
よ
。

し
か併

し
そ
の
時
と
同

時
に
又
吾
々
は
、
学
問
の
性
格
が
―――
そ
し
て
こ
の
性
格
を
理
解
す
る
一
つ
の
道
が
学
問
の
分
類
を
動
機
づ
け
た
の
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で
あ
っ
た
―――
結
局
は
そ
の
対
象
に
あ
る
の
で
は
な
く
し
て
、

ま
さ正

に
そ
の
方
法
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
を
も
見

た
（
こ
の
理
由
は
方
法
概
念
の
実
践
的
優
越
に
あ
っ
た
）。
学
問
の
分
類
が
よ
り
根
柢
的
・
性
格
的
で
あ
る
た
め
に
は
、

そ
れ
故
之
は
対
象
に
よ
る
分
類
か
ら
方
法
に
よ
る
分
類
へ
と
移
り
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ヴ
ン
ト
は
、
自
然
科
学
と
精
神
科
学
―――
こ
の
分
類
は
対
象
に
基
く
―――
と
の
各
々
を
第
二
次
的
に
、
現
象
論
的
・

発
生
論
的
・
組
織
論
的
に
分
類
す
る
に
当
っ
て
、
も
は
や
対
象
で
は
な
く
し
て
方
法
を
標
準
と
し
て
い
る
こ
と
が
見
出

さ
れ
る
。
或
る
対
象
を
記
述
す
る
方
法
に
よ
る
も
の
は
組
織
論
に
、
之
を
説
明
す
る
方
法
に
よ
る
も
の
は
現
象
論
に
、

そ
し
て
其
の
中
間
に
位
い
す
る
も
の
が
発
生
論
に
該
当
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
吾
々
は

あ
た
か

恰
も
之
と
同
一
の
分
類

を
す
で
に
プ
ル
ー
ド
ン
に
於
て
も
発
見
す
る
。
プ
ル
ー
ド
ン
は
―――
そ
の
も
一
つ
の
分
類
原
理
を
問
題
の
他
と
し
て

（
前
を
見
よ
）
―――
記
述
的
学
問
と
、
変
化
・
進
歩
等
を
論
じ
る
学
問
と
、
法
則
を
見
出
す
学
問
と
の
、
三
つ
を
区
別

し
た
。
下
っ
て

た
と例

え
ばD

e
R
o
b
erty

は
観
察
の
仕
方
の
相
違
に
よ
っ
て
四
つ
の
学
問
を
分
類
し
た
、
直
観
に
よ
る
諸

学
問
・
単
純
な
る
観
察
に
よ
る

そ
れ夫

・
実
験
に
よ
る
も
の
・
記
述
に
よ
る
諸
学
問
、
等
が
そ
れ
で
あ
る
。

し
か併

し
こ
の
よ
う

な
例
を
一
つ
一
つ
挙
げ
る
な
ら
ば
恐
ら
く
そ
こ
に
は
際
限
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
何
と
な
れ
ば
、

　

こ
、

　

の
、

　

種
、

　

の
、

　

方
、

　

法
に
よ
る

分
類
は
、
対
象
の
相
異
に
よ
る
先
の
分
類
に
劣
ら
ず
普
通
一
般
に
行
な
わ
れ
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
現
に

人
々
は
之
に
似
て
、
記
述
科
学
と
説
明
科
学
と
を
区
別
す
る
の
が
常
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、

　

こ
、

　

の
、

　

種
、

　

の
、

　

方
、

　

法
に

よ
る
分
類
の
他
で
は
な
い
。

し
か併

し
「
こ
の
種
の
方
法
」
と
は
何
か
。
そ
れ
は
学
問
的
概
念
構
成
以
前
に
横
た
わ
る
処
の

其
の
意
味
に
於
て
常
識
的
な
る
対
象
、
に
対
す
る
意
味
で
の
方
法
を
示
す
。
か
か
る
方
法
が

あ
た
か

恰
も
形
式
論
理
学
の
方

法
論
に
於
て
取
り
扱
わ
れ
る
よ
う
な
そ
の
よ
う
な
方
法
概
念
を
云
い
表
わ
し
た
こ
と
を
吾
々
は
思
い
起
こ
そ
う
。
之

は
方
法
概
念
の
最
も
原
始
的
な
形
態
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
方
法
概
念
は
対
象
概
念
に
向
っ
て
運
動
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
事
実
を
も
亦
思
い
起
こ
そ
う
。
対
象
概
念
へ
向
っ
て
運
動
し
つ
つ
あ
る
方
法
概
念
、
之
は
学
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問
構
成
後
の
対
象
に
対
応
す
る
処
の
方
法
概
念
―――
概
念
構
成
と
し
て
の
方
法
―――
で
あ
っ
た
。
今
や
こ
の
意
味
で

の
方
法
に
よ
っ
て
学
問
は
分
類
さ
れ
る
こ
と
が
、
必
然
的
に
な
っ
て
来
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
と
り
も
直
さ

ず
リ
ッ
ケ
ル
ト
の
科
学
論
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
（
リ
ッ
ケ
ル
ト
の
科
学
論
に

つ就
い
て
の
細
か
い
考
察
は
後
に
譲
る
）。

処
が
リ
ッ
ケ
ル
ト
の
科
学
論
に
含
ま
れ
て
い
る
動
機
を
少
く
と
も
三
段
に
区
別
す
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
最

も
根
柢
的
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
動
機
は
、
諸
学
問
―――
特
に
自
然
科
学
と
歴
史
学
―――
の

そ
れ
ぞ
れ

夫
々
が
も
つ
独
特
の
、

　

学

、

　

問
、

　

性
の
特
色
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
処
に
横
た
わ
る
と
思
わ
れ
る
。

し
か併

し
こ
の
動
機
は
第
一
に
、
其
に
先
立
っ

て
、
諸
科
学
の
、

　

方
、

　

法
、

　

論
を
確
立
す
る
動
機
と
な
っ
て
現
わ
れ
る
。
処
が
方
法
論
は
更
に
之
に
先
立
っ
て
第
二
に

ま
さ正

に

、

　

科
、

　

学
、

　

の
、

　

分
、

　

類
の
課
題
を
動
機
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
科
学
の
分
類
は
云
う
ま
で
も
な
く
方
法
に
よ
る
分
類
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
方
法
概
念
が
と
り
も
直
さ
ず
今
吾
々
の
求
め
て
お
い
た
処
の
意
味
に
於
け
る

方
法
概
念
な
の
で
あ
る
。
か
く
て
学
問
が
、
特
有
な
意
味
に
於
け
る
―――
、

　

概
、

　

念
、

　

構
、

　

成
と
し
て
の
―――
方
法
の
相
違
を

原
理
と
し
て
、
分
類
さ
れ
る
場
合
が
生
じ
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

処
が
次
に
方
法
概
念
の
運
動
は
や
が
て
こ
の
方
法
概
念
を
し
て
対
象
概
念
と
一
致
せ
し
む
る
に
至
る
場
合
を
私
は

前
に
指
摘
し
て
お
い
た
。
方
法
概
念
は
形
式
論
理
学
に
於
け
る
方
法
概
念
か
ら
科
学
論
に
於
け
る

そ
れ夫

へ
運
動
し
た
ば

か
り
で
は
な
く
、
更
に
そ
れ
を
通
過
し
て

た
と例

え
ば
物
理
学
に
於
け
る
相
対
性
理
論
に
於
け
る
方
法
概
念
へ
ま
で
運
動

す
る
理
由
が
あ
っ
た
。
こ
の
最
後
の
場
合
に
於
て
、
方
法
は
も
は
や
単
に
方
法
で
は
な
く
し
て
、

　

方
、

　

法
、

　

並
、

　

び
、

　

に
、

　

対
、

　

象
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、

　

対
、

　

象
、

　

と
、

　

し
、

　

て
、

　

の
、

　

方
、

　

法
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
学
問
は
又
こ
の
対

象
と
し
て
の
方
法
な
る
も
の
に
よ
っ
て
分
類
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
ね
ば
な
ら
な
い
筈
で
あ
る
。

た
だ但

し
今
の
場
合
を
次

の
よ
う
な
場
合
と
し
て
理
解
す
る
な
ら
ば
そ
れ
は
誤
解
で
あ
る
。

た
と例

え
ば
学
問
を
論
理
的
な
る
も
の
と
物
理
的
な
る

も
の
と
に
分
類
し
た
と
し
て
、
そ
の
分
類
の
原
理
が
、
対
象
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
と
同
時
に
方
法
に
よ
っ
て
も
与
え
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ら
れ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
論
理
的
学
問
と
物
理
的
学
問
と
が
、
そ
の
対

象
か
ら
す
れ
ば
可
能
界
と
現
実
界
と
に
分
類
さ
れ
、

し
か而

も
こ
の
同
じ
分
類
が
、
推
理
と
実
証
と
い
う
方
法
の
区
別
に

よ
っ
て
も
亦
同
じ
に
与
え
ら
れ
る（

一
）、

と
い
う
よ
う
な
場
合
が
今
の
場
合
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
し
て
同

一
の
分
類
原
理
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
分
類
原
理
が
同
時
に
対
象
で
も
あ
り
方
法
で
も
あ
る
よ
う
な
、
そ
の
よ
う
な

場
合
を
今
は
云
う
の
で
あ
る
。
対
象
と
方
法
と
の
合
致
―――
対
象
と
し
て
の
方
法
―――
そ
れ
は
、

　

科
、

　

学
、

　

的
、

　

世
、

　

界
、

　

の
、

　

基
、

　

礎

を
与
え
る
処
の
も
の
で
あ
っ
た
。
か
か
る
世
界
の
基
礎
の
相
違
が
学
問
分
類
の
原
理
と
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
の
が
今
の

場
合
で
あ
る
。
科
学
的
世
界
の
基
礎
の
一
例
と
し
て
吾
々
は
前
に
物
理
的
空
間
の
概
念
を
提
供
し
た
で
あ
ろ
う
。
こ

の
空
間
が
基
礎
と
な
っ
て
物
理
学
的
世
界
が
科
学
的
に
成
立
す
る
こ
と
を
得
、
こ
の
成
立
の
仕
方
と
他
の
仕
方
と
の

相
違
に
よ
っ
て
、
物
理
学
は
他
の
多
く
の
科
学
か
ら
区
別
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
之
と
同
じ
く
、

た
と例

え

ば
歴
史
的
世
界
の
構
造
連
関
が
歴
史
的
世
界
を
成
立
せ
し
め
、
こ
の
成
立
の
特
性
が
歴
史
学
を
他
の
諸
科
学
か
ら
区

別
す
る
原
理
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
て

た
と例

え
ば
自
然
科
学
と
精
神
科
学
と
が
、

そ
れ
ぞ
れ

夫
々
の
、

　

科
、

　

学
、

　

的
、

　

世
、

　

界
の
相
違
に

よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
―――
普
通
行
な
わ
れ
る
処
の
、
、

　

自
、

　

然
と
、

　

精
、

　

神
と
の
区
別
、
そ
れ
に
よ
っ

て
い
わ
ゆ
る

所
謂
自
然
科
学
と
精
神
科
学
と
の
分
類
が
与
え
ら
れ
る
の
を
普
通
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
区
別
は
、
二
つ
の

、

　

対
、

　

象
の
区
別
と
考
え
ら
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
に
も

か
か
わ

拘
ら
ず
、
よ
り
根
柢
的
に
見
る
時
、
、

　

世
、

　

界
の
区
別
に
よ
っ
て
与

え
ら
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
世
界
の
科
学
的
表
現
に
他
な
ら
な
い
科
学
的
世
界
の
基
礎

が
単
に
対
象
で
は
な
く
し
て
、

あ
た
か

恰
も
対
象
と
し
て
の
方
法
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
―――
か
く
て
、

　

科
、

　

学
、

　

的

、

　

世
、

　

界
の
区
別
、

そ
れ夫

が
学
問
分
類
の
原
理
と
な
る
場
合
が
可
能
で
あ
る
で
あ
ろ
う（

二
）。

後
に
そ
れ
を
見
よ
う
。

(

一)

　

こ
れ
は
ル
ヌ
ヴ
ィ
エ
に
於
て
見
出
さ
れ
る
例
で
あ
る
。

(

二)

　

比
較
的
こ
の
場
合
に
近
い
例
をW

h
ew

ell

に
於
て
発
見
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
学
問
は
そ
れ
に
含
ま
れ
た
諸
、

　

観
、

　

念
―――
空
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間
と
か
運
動
と
か
―――
に
よ
っ
て
分
類
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
彼
が
一
方
に
於
て
学
問
の
単
な
る
、

　

対
、

　

象
に
よ
る

分
類
を

し
り
ぞ

却
け
け
て
い
る
こ
と
を
今
の
場
合
特
に
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

、

　

対
、

　

象
・
、

　

概
、

　

念
、

　

構
、

　

成
・
、

　

科
、

　

学
、

　

的
、

　

世
、

　

界
・
こ
の
三
つ
の

そ
れ
ぞ
れ

夫
々
に
基
く
分
類
に
次
ぐ
も
の
は
、
、

　

学
、

　

問
、

　

性
に
よ
る
そ
れ
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
―――
吾
々
は
こ
の
四
つ
の
形
態
を
初
め
に
用
意
し
て
お
い
た
。

学
問
性
概
念
は
前
に
、
、

　

体
、

　

系
を
意
味
す
る
こ
と
が
出
来
た
か
ら
、
体
系
に
よ
る
分
類
が

ま先
ず
始
め
に
今
の
場
合
と
し

て
与
え
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。

し強
い
て
そ
の
例
を
挙
げ
る
な
ら
ば
カ
ン
ト
を
選
ん
で

よ好
い
で
あ
ろ
う
。
彼
は
第
一
批
判

の“
A
rch

itek
to
n
ik

d
er

rein
en

V
ern

u
n
ft”

に
於
て
云
っ
て
い
る
、
通
常
の
認
識
を
ば
初
め
て
、

　

学
、

　

問
と
な
し
、
単
な

る
集
合
を
、

　

体
、

　

系
と
す
る
も
の
、
そ
の
よ
う
な
も
の
の
組
織
的
統
一
の
術
がA

rch
itek

ton
ik

で
あ
る
、
と
。
従
っ
て
学

問
は
体
系
で
あ
る
か
ら
、
之
を
形
造
るA

rch
itek

ton
ik

の
相
違
に
よ
っ
て
、
学
問
の
分
類
が
与
え
ら
れ
る
筈
で
あ
る
。

分
類
原
理
は
、

　

組
、

　

織
・
、

　

体
、

　

系
と
考
え
ら
れ
る
。
処
が
カ
ン
ト
は
続
け
て
云
う
、
そ
れ
故
こ
のA

rch
itek

ton
ik

は
必
然
に

、

　

方
、

　

法
、

　

論
に
ぞ
く
す
、
と（

一
）。

方
法
を
特
に
体
系
に
対
立
せ
し
め
た
吾
々
に
と
っ
て
、
そ
れ
故
、
こ
の
言
葉
は
体
系
に
よ
る

分
類
か
ら
方
法
―――
学
問
性
と
し
て
の
方
法
―――
に
よ
る

そ
れ夫

へ
の
移
り
行
き
を
意
味
す
る
。
そ
こ
で
方
法
と
し
て
の

学
問
性
―――
そ
れ
こ
そ
真
の
学
問
性
で
あ
っ
た
―――
に
よ
る
学
問
の
分
類
、
そ
れ
の
例
は
何
か（

二
）。

リ
ッ
ケ
ル
ト
の
科
学

論
の
、
方
法
論
の
、
根
本
的
な
動
機
の
一
つ
と
し
て
そ
れ
は
現
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
諸
科
学
の
学
問
性
を
決
定
す
る
こ

と
こ
そ
彼
の
科
学
論
の
根
本
的
な
動
機
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
科
学
論
に
於
け
る
科

学
の
分
類
は
、
根
柢
に
於
て
、
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
現
わ
れ
て
来
る
筈
で
あ
る
。
後
に
又
そ
れ
を
見
よ
う
。

(

一)

　

K
a
n
t,

K
ritik

d
er

rein
en

V
ern

u
n
ft,

S
.
8
6
0

参
照
。

(

二)

　

真
理
・
真
理
性
―――
学
問
性
は
之
の
獲
得
に
外
な
ら
な
か
っ
た
―――
の
相
違
を
、
学
問
分
類
の
原
理
と
し
て
明
ら
か
に
掲

げ
た
場
合
は
案
外
少
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。B

.
L
a
b
a
n
ca

(—
1
8
7
5
—

)

を
そ
の
一
例
と
し
て
採
る
こ
と
が
出
来
る
。
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さ
て
最
後
に
、
吾
々
の
理
論
の
構
造
に
於
て
根
本
的
な
一
つ
の
点
を
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
学
問

な
い
し

乃
至
科
学

の
分
類
は
、
最
初
の
叙
述
か
ら
始
め
て
恐
ら
く
、

　

対
、

　

象
に
よ
る
分
類
の
辺
に
至
る
ま
で
の
間
は
、
当
然
学
問
の
分
類
―――

、

　

諸
、

　

学
、

　

問
、

　

の
、

　

自
、

　

然
、

　

的
、

　

体
、

　

系
―――
と
い
う
名
に

ふ
さ適

わ
し
い
課
題
に
他
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
、
至
極
無
理
な
く
受
け
取
ら

れ
た
と
思
わ
れ
る
。
処
が
そ
れ
を
押
し
つ
め
た
処
の
、
、

　

概
、

　

念
、

　

構
、

　

成
に
よ
る
分
類
、
又
、

　

科
、

　

学
、

　

的
、

　

世
、

　

界
に
よ
る
分
類
、
又
更

に
、

　

学
、

　

問
、

　

性
に
よ
る
分
類
に
来
る
時
、
、

　

学
、

　

問
、

　

の
、

　

分
、

　

類
と
し
て
の
課
題
は
、
み
ず
か
ら
の
概
念
を
ば
次
第
に
影
の
薄
い
も
の

と
し
て
来
る
、
と
い
う
点
を
人
々
は
気
付
か
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
な
る
程
そ
う
な
っ
て
も
学
問
分
類
と
い
う
概
念

が
完
全
に
失
わ
れ
て

し
ま了

う
の
で
は
な
い
が
、
た
だ
そ
れ
が
次
第
に
何
時
の
間
に
か
、
単
な
る
名
目
に
過
ぎ
な
い
も
の
と

な
り
、
そ
の
実
質
は
之
に
反
し
て
何
か
他
の
も
の
と
な
っ
て
来
た
の
を
人
々
は
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
ア
ン
ペ
ー
ル
や

ベ
ン
サ
ム
に

な
ら倣

っ
て
生
物
学
的
名
辞
を
借
り
て
よ
い
な
ら
ば
、
問
題
は
も
は
や
学
問
の
、

　

分
、

　

類
、

　

学
で
は
な
く
し
て
そ
の

、

　

形
、

　

態
、

　

学
と
し
て
の
内
容
を

も有
っ
て
来
た
こ
と
は
事
実
上
の
変
化
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
学
問
分
類
の
概
念
は
、
そ
れ
を

つ
き
つ
め
て
行
く
内
に
、
学
問
形
態
の
概
念
に
向
っ
て
運
動
し
た
の
で
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
吾
々
の
問
題
は
、
も
は
や

「
学
問
の
分
類
」
に
止
る
こ
と
は
出
来
ず
、
学
問
形
態
の
理
論
、
特
に
「
科
学
論
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
来
た
。

（
こ
の
篇
に
用
い
た
間
接
の
資
料
の
多
く
の
も
の
は
、R

.
F
lin

t,
P
h
ilosop

h
y
as

S
cien

tia
S
cien

tiaru
m

a
n
d

a
H
istory

o
f
C
la
ssifi

ca
tion

o
f
S
cien

ces,
1904

か
ら
借
り
た
。
人
々
は
之
を
参
照
す
べ
き
で
あ
る
。）
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科
学
論

第
一
部

科
学
論
―――
之
は
現
在
主
と
し
て
リ
ッ
ケ
ル
ト
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
―――
の
成
立
の
、

　

動
、

　

機
を
私
は
ま
ず
始
め
に

分
析
す
る
。

方
法
に
対
立
す
る
概
念
は
、
第
一
に
対
象
で
あ
る
。
学
問
を
一
般
的
に
取
り
扱
お
う
と
す
る
時
、
最
初
の
手
懸
り
と

な
る
も
の
は
、
学
問
の
方
法
か
又
は
之
に
対
す
る
意
味
の
対
象
で
あ
る
。「
学
問
の
分
類
」
は

あ
た
か

恰
も
学
問
の
、

　

対
、

　

象
の
問

題
に
ぞ
く
す
る
考
察
で
あ
っ
た
。
対
象
に

つ就
い
て
の
関
心
を
代
表
的
に
満
足
せ
し
め
る
も
の
が
学
問
の
分
類
と
い
う

課
題
で
あ
る
こ
と
を
、
吾
々
は
前
に
知
っ
て
い
る
。
之
に
反
し
て
、

　

方
、

　

法
に

つ就
い
て
の
関
心
が
集
中
す
る
処
の
も
の
が

今
や
、「
科
学
論
」
で
あ
る
の
で
あ
る
。
方
法
こ
そ
学
問

な
い
し

乃
至
科
学
の
性
格
を
云
い
表
わ
す
概
念
で
あ
っ
た
。
―――
さ

て
吾
々
が
行
な
っ
て
来
た
分
析
は
今
、「
学
問
の
分
類
」
か
ら
「
科
学
論
」
へ
移
る
場
合
に
来
た
。

こ
の
推
移
は

し
か併

し
単
に
テ
ー
マ
を
取
り
換
え
た
だ
け
で
は
な
い
。
テ
ー
マ
の
単
な
る
交
替
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ

は
云
わ
ば
私
の
随
意
で
あ
る
で
あ
ろ
う
、
そ
う
す
れ
ば
二
つ
の
テ
ー
マ
の
こ
の
並
立
に
は
別
に
客
観
的
な
意
味
は
な

い
で
あ
ろ
う
。

し
か併

し
実
は
、
前
者
が
後
者
へ
、

　

必
、

　

然
、

　

的
、

　

に
―――
学
問
分
類
と
い
う
概
念
の
成
立
の
動
機
か
ら
云
っ
て
必
然

的
に
―――
移
動
す
る
の
で
あ
る
。
元
来
学
問
の
分
類
と
い
う
概
念
は
、
学
問
が
何
で
あ
る
か
を
ば
或
る
限
ら
れ
た
範

囲
に
於
て
分
析
し
理
解
し
得
よ
う
目
的
の
た
め
に
、
成
立
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
か
っ
た
が
、
科
学
論
こ
そ
は
こ
の
目

的
を
よ
り
根
柢
的
に
追
求
す
る
た
め
に
生
れ
た
テ
ー
マ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
運
動
の
動
機
を
し
て
最
も
著
し
く
動
機
せ
し
め
る
機
能
は
、
分
類
概
念
の

も有
つ
云
わ
ば
悲
劇
的
な
性
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格
内
に
存
在
す
る
こ
と
を
注
意
し
よ
う
。
分
類
は
、

　

現
、

　

存
、

　

す
、

　

る
諸
科
学
の
間
の
秩
序
を
理
解
す
る
た
め
に
こ
そ
企
て
ら

れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
意
味
に
於
て
、
之
に
適
応
す
る
よ
う
に
、
分
類
は
現
実
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が

要
求
さ
れ
た
―――
前
を
見
よ
。
処
が
他
方
に
於
て
又
分
類
は
常
に
何
か
の
、

　

分
、

　

類
、

　

原
、

　

理
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
必
要
が

あ
る
。
諸
科
学
を
最
も
単
純
に
幾
つ
か
の
群
に
含
ま
せ
る
た
め
に
す
ら
（
そ
れ
はK

lassifi
kation

で
あ
る
）、
そ
の
よ

う
な
原
理
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
ま
し
て
完
全
な
分
類
に
と
っ
て
こ
の
分
類
原
理
を
欠
く
こ
と
は
絶
対
に
許
さ
れ
な
い
。

願
わ
く
ば
唯
一
の
原
理
に
よ
っ
て
、
即
ち
或
る
一
つ
の
も
の
の
分
割
又
は
分
釈
に
よ
っ
て
、
分
類
は
分
類
ら
し
い
資

格
を
得
る(E

in
teilu

n
g
,
G
lied

eru
n
g
)

こ
と
が
望
ま
し
い
。
処
が
そ
の
よ
う
な
原
理
的
分
類
は
、
事
実
上
諸
科
学
の

現
実
の
秩
序
に
も
は
や
適
応
し
な
く
な
る
よ
う
な
必
然
性
を

も有
っ
て
い
る
こ
と
を
も
亦
吾
々
は
す
で
に
見
て
お
い
た
。

そ
こ
で
分
類
概
念
そ
れ
自
身
が
自
分
の
も
一
つ
の
要
求
に
於
て
他
の
も
一
つ
の
要
求
に
、

　

矛
、

　

盾
し
て
来
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。
之
は
或
る
意
味
に
於
け
る
論
理
的
矛
盾
で
は
な
い
、
静
止
し
て
い
る
二
つ
の
観
念
内
容
の
相
互
の

排
斥
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
し
て
二
つ
の
現
実
的
規
定
が
運
動
す
る
こ
と
に
於
て
、
そ
の
運
動
の
動
機
に
よ
っ

て
衝
突
に
陥
る
処
の
、
概
念
的
矛
盾
で
之
は
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
矛
盾
は
分
類
概
念
そ
れ
自
身
に
固
有
で

あ
る
か
ら
、
分
類
概
念
は
こ
の
矛
盾
に
よ
っ
て
そ
の
性
格
の
破
綻
を
招
き
、
そ
の
限
り
そ
の
性
格
を
失
い
（
全
く
消
滅

し
て

し
ま了

う
の
で
は
な
い
が
）、
他
の
性
格
を
持
つ
概
念
に
推
移
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
性
を

も有
つ
。
推
移
の
結
果

生
じ
る
こ
の
新
し
い
性
格
が
、

　

科
、

　

学
、

　

論
で
あ
る
。

も
は
や
現
実
に
存
在
す
る
諸
科
学
を
余
す
処
な
く
、
一
つ
の
原
理
か
ら
分
類
し
尽
す
こ
と
を
人
々
は
断
念
し
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
意
味
に
於
て
学
問
の
分
類
は
、
も
し
そ
の
概
念
を
徹
底
す
る
な
ら
ば
、
成
立
し
な
い
。

し
か併

し
そ
う
云
っ
て
も
学
問
の
分
類
が
単
純
に
他
の

そ
れ夫

な
ら
ぬ
も
の
に
よ
っ
て
置
き
換
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
、
こ
の

意
味
に
於
て
全
く
そ
の
概
念
が
消
滅
し
て

し
ま了

う
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
し
て
、
そ
れ
自
身
が
徹
底
す
る
こ
と



第一部　98

に
於
て
そ
れ
自
身
を
強
度
に
し
な
が
ら
、

か
え却

っ
て
お
の
ず
か
ら
そ
れ
自
身
の
衰
微
を
招
く
点
に
、
こ
の
概
念
の
悲
劇
的

性
格
が
あ
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
事
実
上
、
対
象
に
よ
る
分
類
は
よ
り
徹
底
し
た
分
類
で
あ
ろ
う
た
め
に
は
方
法
に

よ
る
分
類
と
な
る
。
処
が
方
法
に
よ
る
分
類
に
と
っ
て
、
最
も
重
大
な
関
心
は
、
実
は
、

　

分
、

　

類
が
何
で
あ
る
か
よ
り
も
先

に
、
、

　

方
、

　

法
が
ど
う
あ
る
か
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て

こ
こ茲

に
学
問
の
分
類
は
、

　

方
、

　

法
、

　

論
と
な
る
。
学
問
の
分
類
は

さ
き向

に
科
学
論
と
な
り
、
今
又
方
法
論
と
な
る
動
機
を

も有
つ
。
故
に
、

　

科
、

　

学
、

　

論
は
、

　

方
、

　

法
、

　

論
と
し
て
現
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

―――
之
が
科
学
論
の
第
一
の
動
機
で
あ
る
。

科
学
論
は
方
法
論
と
し
て
現
わ
れ
る
が
、
、

　

方
、

　

法
、

　

論
は
更
に
、

　

或
、

　

る
、

　

意
、

　

味
、

　

に
、

　

於
、

　

け
、

　

る
、

　

論
、

　

理
、

　

学
と
し
て
現
わ
れ
る
理
由
が
あ

る
こ
と
を
今
示
そ
う
。
之
が
示
さ
れ
れ
ば
、
、

　

科
、

　

学
、

　

論
が
或
る
意
味
に
於
け
る
論
理
学
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
当

然
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
今
、

　

方
、

　

法
、

　

論
が
「
或
る
意
味
に
於
け
る
論
理
学
」
と
し
て
現
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理

由
を
見
れ
ば

よ好
い
筈
で
あ
る
。

方
法
は
吾
々
が
対
象
に
通
達
す
る
通
路
で
あ
っ
た
か
ら
、
通
達
の
、

　

機
、

　

関
と
し
て
方
法
の
省
察
が
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
し
て
か
か
る
機
関
と
し
て
の
形
式
論
理
学
の
一
部
分
―――
研
究
法
と
統
制
法
―――
は
事
実
、
方
法
論
の
名
を

も有
っ
て
い
る
。
私
が
「
或
る
意
味
に
於
け
る
論
理
学
」
と
呼
ん
だ
の
は

し
か併

し
、
之
を
指
す
の
で
は
な
い
。
そ
れ
で
は
何

を
指
す
か
。

、

　

一
、

　

般
、

　

論
、

　

理
、

　

学
な
い
し

乃
至
、

　

形
、

　

式
、

　

論
、

　

理
、

　

学
を
以
て
最
も
当
然
な

か且
つ
著
し
い
代
表
者
と
す
る
処
の
論
理
学
は
、
普
通
、
、

　

思
、

　

考
の

形
式
の
学
問
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
吾
々
が
断
片
的
な
思
考
に
於
て
、
表
象
的
に
概
念
し
、
判
断

し
、
推
論
す
る
場
合
か
ら
始
め
て
、
体
系
的
な
る
思
考
に
於
け
る
今
の

そ
れ
ぞ
れ

夫
々
の
場
合
に
至
る
ま
で
、

お
よ凡

そ
思
考
が
正
し

く
あ
ろ
う
た
め
に
は
是
非
と
も
そ
れ
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
規
則
を
そ
れ
は
取
り
扱
う
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
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規
則
は
、
そ
の
規
則
に
従
う
べ
き
そ
し
て
場
合
場
合
に
よ
っ
て
異
な
る
処
の
内
容
が
如
何
あ
ろ
う
と
も
、

そ
れ夫

に
よ
っ
て

影
響
さ
れ
な
い
よ
う
な
、
独
立
な
普
遍
的
な
関
係
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
こ
の
規
則
に
は
、

　

形
、

　

式
の
名
こ
そ

ふ
さ適

わ

し
い
。
故
に
論
理
学
は
一
般
に
思
考
の
形
式
の
学
問
と
定
義
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
思
考
形
式
の
学
問
と
し
て
の
論
理

学
は
、
思
考
が
そ
う
あ
る
通
り
、
吾
々
の
理
論
的
労
作
の
一
切
の
場
合
に

つ就
い
て
欠
く
こ
と
が
出
来
な
い
。
故
に
一
般

に
論
理
学
は
、

　

形
、

　

式
論
理
学
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
形
式
論
理
学
は
単
に
或
る
形
式
を
取

り
扱
う
か
ら
し
て
形
式
的
で
あ
る
の
で
は
な
く
し
て
、

ま
さ正

に
、

　

思
、

　

考
の
形
式
を
取
り
扱
う
か
ら
し
て
初
め
て
形
式
的
と

呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
注
目
し
て
お
こ
う
）。

成
る
程
思
考
は
一
切
の
理
論
的
労
作
に
必
ず
伴
う
で
あ
ろ
う
。

い

か

如
何
な
る
理
論
的
な
労
作
も
皆
思
考
と
い
う
形
式

に
於
て
行
な
わ
れ
る
、
理
論
的
労
作
は

す
べ凡

て
思
考
に
、

　

還
、

　

元
さ
れ
る
。

し
か併

し
そ
う
で
あ
る
か
ら
と
云
っ
て
、
一
切
の
理
論

的
労
作
が
思
考
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
理
解
し

つ
く尽

さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
は
之
は
な
い
。
或
る
種
類
の
理
論
的
労
作

―――
学
問
―――
は
思
考
の
外
に
一
歩
も
踏
み
出
さ
な
い
か
ら
と
云
っ
て
、
単
に
思
考
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
理
解
し

つ
く尽

さ
れ
は
し
な
い
。
学
問
は
単
な
る
思
考
で
は
な
く
し
て
或
る
そ
れ
特
有
の
性
格
を
持
っ
た
特
殊
な
思
考
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
―――
方
法
的
な

な
い
し

乃
至
は
体
系
的
な
又
は
一
定
の
対
象
を

も有
っ
た
限
り
の
思
考
が
学
問
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。

そ
う
す
れ
ば

た
と例

え
ば
、

　

学
、

　

問
、

　

の
、

　

形
、

　

式
は
な
る
程
、

　

思
、

　

考
、

　

の
、

　

形
、

　

式
に
従
い
は
す
る
が
、

し
か併

し
後
者
と
一
つ
で
は
な
く
従
っ
て

後
者
だ
け
か
ら
理
解
さ
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
そ
う
す
れ
ば
又
学
問
の
形
式
に

つ就
い
て
の
学
問
は
な
る
程
形
式
論

理
学
に
ぞ
く
し
は
す
る
が
、

し
か併

し
後
者
と
一
つ
で
は
な
く
従
っ
て
後
者
だ
け
か
ら
理
解
さ
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
無

論
学
問
の
形
式
か
ら
特
に
思
考
の
形
式
だ
け
を
抽
象
し
独
立
せ
し
め
る
こ
と
は
ど
の
よ
う
な
場
合
で
も
出
来
な
く
は

な
い
、
そ
の
よ
う
な
結
果
が
形
式
論
理
学
に
於
け
る

さ
き向

の
い
わ
ゆ
る

所
謂
方
法
論
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
こ
の
場
合

問
題
と
な
る
の
は
実
は
学
問
の
形
式
で
は
な
く
し
て
、
学
問
に
於
け
る
思
考
の
形
式
に
過
ぎ
な
い
。
学
問
の
形
式
と
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呼
ば
れ
て

し
か然

る
べ
き
も
の
は
こ
の
場
合
の
問
題
と
し
て

は

い

這
入
っ
て
来
る
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
、

　

思
、

　

考
の
形
式

を
取
り
扱
う
形
式
論
理
学
に
よ
っ
て
は
理
解
し

つ
く尽

さ
れ
な
い
も
の
―――
、

　

学
、

　

問
の
形
式
―――
を
取
り
扱
う
学
問
、
そ
れ

は
も
は
や
形
式
論
理
学
で
は
な
い
筈
で
あ
る
。

形
式
論
理
学
か
ら
区
別
さ
れ
た
こ
の
学
問
―――
そ
れ
を
何
と
呼
ぶ
か
を
ま
だ
吾
々
は
決
め
て
い
な
か
っ
た
―――
は

、

　

応
、

　

用
、

　

論
、

　

理
、

　

学
で
あ
る
か
。
仮
に
こ
の
言
葉
を
許
す
と
し
よ
う
、

し
か併

し
人
々
は
之
を
応
用
論
理
学
と
名
づ
け
て
実
は
何

を
説
こ
う
と
す
る
の
で
あ
る
か
。
応
用
論
理
学
は
そ
の
原
理
を
形
式
論
理
学
の
内
に

も有
つ
、
そ
れ
は
個
々
の
学
問
の

特
殊
の
認
識
目
的
に
こ
の
形
式
論
理
学
を
応
用
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
、
そ
れ
は
固
有
の
原
理
を
少
し
も

も有
た
な
い
、

と
こ
う
説
こ
う
と
す
る
の
で
あ
ろ
う（

一
）。
し
か併

し
お
よ凡

そ
応
用
と
い
う
概
念
を
今
の
場
合
の
よ
う
に
使
用
す
る
こ
と
は
、
云
わ

ば
一
種
の
権
謀
に
外
な
ら
ぬ
。
何
と
な
れ
ば
、
こ
の
概
念
は
一
方
に
於
て
応
用
さ
れ
る
べ
き
受
動
者
が
応
用
さ
れ
る

べ
き
能
動
者
（
一
般
論
理
学
）
か
ら
理
解
し

つ
く尽

さ
れ
得
な
い
と
い
う
独
立
性
を
認
め
て
お
き
な
が
ら
、
他
方
に
於
て
こ

の
独
立
性
を
今
の
能
動
者
の
名
に
於
て
否
定
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
、

ひ
と独

り
今
の
場
合
に
限
ら
ず
、
応
用

と
い
う
言
葉
は
何
か
有
力
な
意
味
を

も有
つ
に
は
あ
ま
り
に
も
都
合
の
好
す
ぎ
る
言
葉
な
の
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
が
何

か
有
力
な
意
味
を

も有
つ
こ
と
の
出
来
る
場
合
は
、
た
だ
、
学
問
の
形
式
の
内
か
ら
特
に
形
式
論
理
学
に
ぞ
く
す
る
断
面

だ
け
を
独
立
せ
し
め
た
時
に
限
る
、
そ
し
て
之
は
再
び
形
式
論
理
学
に
於
け
る

い
わ
ゆ
る

所
謂
方
法
論
に
他
な
ら
な
か
っ
た（

二
）。

(

一)

　

W
in
d
elb

a
n
d
,
D
ie

P
rin

zip
ien

d
er

L
o
g
ik
,
III

参
照
。

(

二)

　

ロ
ッ
ツ
ェ
の
『
応
用
論
理
学
』
は
事
実
、
形
式
論
理
学
的
方
法
論
に
過
ぎ
な
い
（L

o
tze,

L
o
g
ik
,
2
B
u
ch

参
照
）。
そ
し

て
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
は
ロ
ッ
ツ
ェ
の
論
理
学
に
学
ん
だ
。

学
問
の
―――
思
考
の
で
は
な
い
―――
形
式
を
取
り
扱
う
学
問
は
形
式
論
理
学
で
も
な
く
又
応
用
論
理
学
で
も
な
い
。

そ
れ
で
あ
る
の
に
な
お
一
つ
の
論
理
学
と
考
え
ら
れ
る
理
由
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
理
由
は
こ
う
で
あ
る
。
カ
ン
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ト
の
根
本
思
想
を
借
り
る
な
ら
ば
（
こ
の
思
想
が
何
故
今
の
場
合
必
然
性
を

も有
つ
か
は
後
を
見
よ
）、
吾
々
の
精
神
内

容
は
形
式
と
内
容
と
の
結
合
と
し
て
説
明
さ
れ
る
。
そ
し
て
形
式
は
内
容
の
不
可
欠
の
条
件
、
そ
の
意
味
に
於
て
、

　

論
、

　

理

、

　

的
予
想
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
す
れ
ば
こ
の
、

　

形
、

　

式
は

す
べ凡

て
こ
の
意
味
に
於
て
論
理
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う

す
れ
ば
又
、

　

学
、

　

問
、

　

の
、

　

形
、

　

式
も
論
理
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
れ
ば
最
後
に
、
こ
の
形
式
を
取
り
扱
う
学
問
は
今

の
意
味
に
於
て
論
理
学
の
名
に
価
す
る
わ
け
で
あ
る
。
故
に
も
し
、

　

学
、

　

問
、

　

の
、

　

形
、

　

式
と
い
う
概
念
を
取
り
出
す
な
ら
ば
、
そ

れ
の
省
察
は
又
一
つ
の
―――

た
だ但

し
形
式
論
理
学
で
も
応
用
論
理
学
で
も
な
い
処
の
―――
論
理
学
で
あ
る
こ
と
と
な
る
。

、

　

思
、

　

考
の
論
理
学
―――
そ
の
系
列
に
ぞ
く
す
る
も
の
が
形
式

な
い
し

乃
至
応
用
論
理
学
で
あ
っ
た
―――
に
対
立
す
る
論
理
学
は

一
般
に
、
客
観
論
理
学
か
先
験
論
理
学
で
あ
る
。
今
の
場
合
は
先
験
論
理
学
の
名
を
取
ろ
う
。
、

　

学
、

　

問
、

　

形
、

　

式
の
理
論
は
、

　

先

、

　

験
、

　

論
、

　

理
、

　

学
に
ぞ
く
す
る
（
先
験
論
理
学
は
カ
ン
ト
の
立
場
に
外
な
ら
な
い
）。
―――
処
が
、
学
問
の
形
式
は
、
再
び
カ

ン
ト
の
立
場
に
立
っ
て
、
学
問
の
方
法
と
考
え
ら
れ
る
。
何
と
な
れ
ば
形
式
は
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
内
容
を
統
制
し
て
認

識
をも

た
ら

齎
す
機
能
に
他
な
ら
な
い
が
、
認
識
をも

た
ら

齎
す
機
能
こ
そ
方
法
で
は
な
い
の
か
。
、

　

学
、

　

問
、

　

の
、

　

形
、

　

式
は
、

　

学
、

　

問
、

　

の
、

　

方
、

　

法
で
あ

る
。
故
に
カ
ン
ト
の
立
場
に
於
て
吾
々
は
次
の
帰
結
を
得
る
。
、

　

方
、

　

法
、

　

論
―――M

eth
o
d
ologie,

M
eth

o
d
en

leh
re

―――

は
、

　

先
、

　

験
、

　

論
、

　

理
、

　

学
に
ぞ
く
す
、
と
。
之
が
吾
々
の
求
め
た
「
或
る
意
味
に
於
け
る
論
理
学
」
で
あ
っ
た
。
故
に
又
、

　

科
、

　

学
、

　

論

は
一
つ
の
、

　

論
、

　

理
、

　

学
―――
先
験
論
理
学
―――
と

み

な

見
做
さ
れ
る
理
由
が
明
ら
か
と
な
っ
た（

一
）。

(

一)

　

学
問
の
分
類
―――
そ
れ
は
科
学
論
の
機
能
の
一
つ
で
あ
っ
た
―――
も
亦
論
理
学
に
ぞ
く
す
る
も
の
と
し
て
面
目
を
新
に
す

る
。
諸
科
学
分
類
の
原
理
は
、
も
は
や
今
ま
で
の
よ
う
に
任
意
の
視
角
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
ず
、
、

　

論
、

　

理
、

　

的
に

必
然
的
に
指
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

科
学
論
が
ぞ
く
す
る
論
理
学
―――
先
験
論
理
学
―――
を
、
吾
々
に
と
っ
て
最
も
意
味
あ
る
よ
う
に
特
色
づ
け
る
他

の
概
念
は
、
、

　

認
、

　

識
、

　

論
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
認
識
と
か
認
識
論
と
か
い
う
言
葉
の
意
味
は
様
々
で
あ
る
が
、
今
は
科
学
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的
（
学
問
的
）
認
識
の
理
論
を
之
に
よ
っ
て
理
解
し
て
お
こ
う（

一
）。

今
は
科
学
的
（
学
問
的
）
認
識
の
分
析
が
、
科
学
論

―――
方
法
論
―――
の
中
心
的
な
形
態
と
な
る
で
あ
ろ
う
と
云
う
の
で
あ
る
。
学
問
概
念
に

つ就
い
て
の
吾
々
の
分
析
は

そ
れ
故
、
も
は
や
単
に
方
法
対
象
の
構
造
の
分
析
で
も
な
く
、
又
更
に
学
問
性
の
分
析
で
も
な
く
、
又
更
に
学
問
の
分

類
の
問
題
で
も
な
く
し
て
、

ま
さ正

に
認
識
の
（
即
ち
又
知
識
の
）、
そ
し
て
又
科
学
的
（
学
問
的
）
認
識
の
、
分
析
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
学
問
の
分
類
」
の
最
初
に
挙
げ
た
、
学
問
概
念
の
分
析
の
第
三
の
道
が
之
で
あ
っ
た
。
科
学
論

は
最
後
に
認
識
論
と
し
て
そ
の
性
格
を
現
わ
す
。
科
学
論
は
方
法
論
と
な
り
論
理
学
と
な
っ
た
が
最
後
に
認
識
論
と

し
て
性
格
づ
け
ら
れ
る
。

(

一)

　

た
と例

え
ば
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
は
認
識
論
を
形
式
論
理
学
と
方
法
論
と
か
ら
区
別
す
る(W

in
d
elb

a
n
d
,
D
ie

P
rin

zip
ien

d
er

L
o
g
ik
)

。
し
か併

し
今
仮
に
カ
ン
ト
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
吾
々
に
と
っ
て
、
認
識
は
主
に
学
問
的
認
識
を
意
味
し
て
よ
い

で
あ
ろ
う
。

科
学
論
―――
方
法
論
―――
は
論
理
学
と
し
て
現
わ
れ
、
こ
の
論
理
学
は
又
認
識
論
と
し
て
性
格
づ
け
ら
れ
る
。
之
は

カ
ン
ト
の
批
判
主
義
―――
形
式
と
内
容
と
の
対
立
―――
に
立
つ
時
必
然
で
あ
る
。
処
で
吾
々
が
カ
ン
ト
の
こ
の
立
場

に
止
ま
る
こ
と
が
出
来
る
か
ど
う
か
を
今
は
問
わ
な
い
と
し
て
、
こ
の
立
場
自
身
が
何
故
必
然
的
で
あ
る
か
を
理
解

す
る
義
務
を
吾
々
は

も有
つ
。

処
が
カ
ン
ト
の
批
判
主
義
、
之
に
必
然
に
伴
わ
ね
ば
な
ら
な
い
形
式
内
容
の
二
元
論
は
、
人
々
が
素
朴
な
そ
の
限
り

又
実
在
論
的
な
哲
学
的
学
問
態
度
を
信
じ
る
こ
と
が
出
来
な
い
限
り
、

た
だ直

ち
に
一
応
必
然
で
あ
る
。
カ
ン
ト
自
身
が

コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
と
し
て
誇
り
、
又
後
の

い
わ
ゆ
る

所
謂
カ
ン
ト
学
徒
達
に
よ
っ
て
、
往
々
神
経
質
と
思
わ
れ
る
ま
で
誇

張
さ
れ
る
も
の
こ
そ
こ
の
必
然
性
で
あ
る
の
で
あ
る
。
之
に
よ
っ
て
、

　

実
、

　

在
な
い
し

乃
至
、

　

存
、

　

在
の
問
題
も
亦
、

　

認
、

　

識
な
い
し

乃
至
、

　

知
、

　

識
の

問
題
に
ま
で
転
回
さ
れ
る
。

い
わ
ゆ
る

所
謂
形
而
上
学

な
い
し

乃
至
本
体
論
は
認
識
論

な
い
し

乃
至
論
理
学
に
ま
で
転
回
さ
れ
る
。

も
っ
と

尤
も
こ
の
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時
、
問
題
を
一
歩
進
め
て
、
こ
の
認
識
論
的
立
場
に
止
る
こ
と
が
当
然
で
あ
る
か
な
い
か
を
問
う
べ
き
場
合
に
来
る
筈

な
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
遙
か
後
回
し
と
し
て
、
少
く
と
も

い
っ
た
ん

一
旦
は
こ
の
立
場
に
立
つ
こ
と
が
必
然
で
あ
る
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
故

こ
こ茲

に
一
切
の
問
い
は
、

　

認
、

　

識
な
い
し

乃
至
、

　

知
、

　

識
に

つ就
い
て
の

そ
れ夫

と
し
て
性
格
づ
け
ら
れ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、

　

学
、

　

問
も

亦
之
に
従
っ
て
一
つ
の
認
識
―――
学
問
的
認
識
―――
と
し
て
認
識
と
い
う
規
定
に
沿
う
て
性
格
づ
け
ら
れ
る
他
は
な

い
。
科
学
論
が
、

　

知
、

　

識
理
論(W

issen
sch

a
ftsleh

re)

と
し
て
、

　

認
、

　

識
、

　

論
に
帰
属
す
る
こ
と
は

こ
こ茲

に
初
め
て
そ
の
必
然
性
を

も有
つ
。
科
学
論
は
そ
の
理
論
の
論
理
的
秩
序
に
於
て
、
学
問
的
認
識
の
論
理
学
―――
認
識
論
―――
と
し
て
意
識
さ
れ

る
、
科
学
論
は
こ
の
論
理
的
根
柢
に
基
い
て
論
理
的
に
構
成
さ
れ
る
。
―――
之
が
科
学
論
の
第
二
の
動
機
で
あ
る
。

科
学
論
の
動
機
に

つ就
い
て
今
ま
で
与
え
ら
れ
た
分
析
の
結
果
は
次
の
二
つ
で
あ
る
。
第
一
、
学
問
の
分
類
の
概
念

か
ら
科
学
論
―――
方
法
論
―――
概
念
へ
の
推
移
。
第
二
、
科
学
論
は
そ
の
理
論
の
論
理
的
秩
序
に
於
て
は
、
論
理
学
・

認
識
論
と
し
て
意
識
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
。
前
者
は
必
ず
し
も
其
と
意
識
さ
れ
て
は
い
な
い
処
の
、
従
っ
て
理
論
の

秩
序
に
於
て
必
ず
し
も
論
理
的
前
提
で
は
な
い
処
の
、
動
機
で
あ
る
。
後
者
は
之
に
反
し
て
、
理
論
に
於
て
論
理
的
予

想
と
し
て
意
識
さ
れ
た
る
、
動
機
で
あ
る
で
あ
ろ
う
（

け
だ蓋

し
動
機
の
多
く
の
も
の
は
―――
そ
れ
が
論
理
的
根
柢
で
な
い

限
り
―――
論
理
的
構
造
に
於
て
は
意
識
さ
れ
な
い
と
い
う
特
徴
を

も有
っ
て
い
る
。
動
機
と
論
理
的
予
想
と
は
相
蔽
う

概
念
で
は
な
い
）。
―――
科
学
論
は
之
ま
で
の
処
、
一
つ
の
動
機
―――
科
学
論
は
歴
史
的
に
は
学
問
の
分
類
と
い
う
課

題
か
ら
動
機
づ
け
ら
れ
た
―――
と
、
一
つ
の
論
理
的
予
想
―――
認
識
論
―――
（
之
も
亦
一
つ
の
動
機
で
あ
る
が
）
と

か
ら
成
立
す
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
た（

一
）。

動
機
の
分
解
を
今
は
さ
し
当
り

こ
こ茲

に
止
め
て
お
こ
う
。

(

一)

　

科
学
論
の
動
機
は
之
だ
け
に
止
ま
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
動
機
は
後
の
機
会
に
至
っ
て
次
第
に
よ
り
根
柢
的
に
辿
ら
れ
る

で
あ
ろ
う
。
今
は
一
応
之
に
止
め
る
。

之
か
ら
先
当
分
、
吾
々
に
と
っ
て
必
要
な
も
の
は
、
前
者
の
動
機
で
は
な
く
し
て
後
者
の
論
理
的
予
想
―――
認
識
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な
い
し

乃
至
認
識
論
―――
で
あ
る
。

カ
ン
ト
的
な
立
場
に
於
て
は
一
切
の
精
神
内
容
は
形
式
と
内
容
と
の
結
び
付
き
で
あ
っ
た
。
認
識
と
い
う
精
神
内

容
に
於
け
る
形
式
と
内
容
と
は
、
、

　

概
、

　

念
と
、

　

直
、

　

観
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

た
だ但

し
こ
こ茲

に
概
念
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
理

性
の
又
は
悟
性
の
論
理
的
機
能
を

も有
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
限
り
の
概
念
で
あ
り
、
之
に
対
応
し
て
直
観
と
呼
ば
れ

る
も
の
は
、
概
念
以
前
に
与
え
ら
れ
、
概
念
的
構
成
と
は
独
立
で
あ
る
処
の
、
独
立
な
感
性
的
―――
知
的
で
は
な
い

―――
素
材
を
意
味
す
る（

一
）。

認
識
は
、
従
っ
て
又
科
学
（
学
問
）
は
、
単
に
直
観
だ
け
か
ら
も
又
単
に
概
念
だ
け
か
ら

も
成
り
立
つ
こ
と
は
出
来
な
い
。
そ
の
よ
う
な
場
合
の
知
識
は
盲
目
で
あ
る
か
空
疎
で
あ
る
か
で
あ
ろ
う
。
た
だ
直

観
が
概
念
と
結
び
付
い
た
場
合
に
於
て
の
み
そ
れ
は
理
性
的
に
し
て
実
質
あ
る
知
識
と
な
る
こ
と
が
出
来
る
。
直
観

と
概
念
と
が
結
び
付
く
と
い
う
の
は

し
か併

し
、
両
者
が
同
一
の
資
格
を
以
て
単
純
に
結
び
付
く
の
で
は
な
い
。
直
観
は

そ
れ
自
身
に
於
て
は
無
力
で
あ
り
―――
何
と
な
れ
ば
そ
れ
は

た
と例

え
ば
知
的
直
観
の
よ
う
に
自
発
性
は
持
た
な
い
か
ら
、

―――
た
だ
概
念
の
み
が
働
く
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
自
発
的
な
悟
性
が
、
概
念
と
し
て
、
能
動
的

に
機
能
し
、
之
に
対
し
て
直
観
は
全
く
受
動
的
に
悟
性
に
よ
っ
て
機
能
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
悟
性
は
常
に
直
観
の
、

　

多

、

　

様
を
、

　

統
、

　

一
に

も
た
ら

齎
す
任
務
を
持
つ
。
こ
の
意
味
に
於
て
悟
性
は
直
観
を
概
念
に
ま
で
、

　

構
、

　

成
し
、

　

加
、

　

工
す
る
の
で
あ
る
（
こ

の
構
成
加
工
の
普
遍
的
な
規
則
が
範
疇
―――
そ
れ
は
悟
性
概
念
で
あ
る
―――
と
呼
ば
れ
る
こ
と
は
カ
ン
ト
範
疇
論
の

特
異
点
を
な
す
。

し
か併

し
今
吾
々
は
範
疇
に

つ就
い
て
の
考
察
を
度
外
視
し
よ
う
。
何
故
な
ら
ば
、
こ
の
問
題
が
そ
れ
だ

け
で
独
立
し
た
可
な
り
困
難
な
課
題
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
こ
の
問
題
は
又
今
の
吾
々
に
と
っ
て
是
非
と
も
一

般
的
な
解
決
が
要
求
さ
れ
る
課
題
で
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
か
ら
）。
さ
て
直
観
は

い

か

如
何
に
し
て
概
念
へ
ま
で
構
成
さ

れ
加
工
さ
れ
る
か
の
問
い
に
来
る
。
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(

一)

　

吾
々
が
日
常
活
用
し
て
い
る
概
念
と
い
う
通
俗
語
が
必
ず
し
も
カ
ン
ト
的
な
意
味
で
の
―――
そ
れ
に
よ
れ
ば
之
は
、

　

論
、

　

理
、

　

的

で
あ
る
―――
概
念
で
は
な
い
こ
と
を
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
吾
々
が
、

　

概
、

　

念
、

　

の
、

　

分
、

　

析
を
行
の
う
て
来
た
場
合
の
概
念
も
亦
カ

ン
ト
的
な
意
味
で
の
概
念
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
又
カ
ン
ト
的
意
味
に
於
け
る
直
観
も
必
ず
し
も
吾
々
が
日
常
用
い
て

い
る
直
観
概
念
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
カ
ン
ト
の
直
観
は
そ
れ
自
身
の
働
き
に
於
て
概
念
の
源
泉
と
な
り
地
盤
と
な
る
と

い
う
よ
う
な
こ
と
が
な
い
。

し
か然

る
に
実
際
、

　

直
、

　

観
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
て
い
る
通
り
、
吾
々
に
と
っ
て
は
直
観
は

か
え却

っ
て
概
念
の
―――
思
惟
の
・
、

　

反
、

　

省
の
―――
根
源
と
し
て
通
用
す
る
こ
と
が
日
常
で
あ
る
。

処
が
リ
ッ
ケ
ル
ト
の
科
学
論
に
於
て
、
直
観
と
概
念
と
の
こ
の
対
立
は
、
一
つ
の
変
容
を
受
け
る
。
と
い
う
の
は
、

彼
に
於
て
も
そ
の
、

　

直
、

　

観
は
、

　

概
、

　

念
に
対
立
す
る
が
、
直
観
自
身
が
も
は
や
単
な
る
盲
目
な
る
内
容
で
は
な
く
し
て
、
す
で

に
形
式
と
結
び
付
い
た
一
つ
の
内
容
を
意
味
す
る
。
之
に
対
応
し
て
概
念
も
単
な
る
空
虚
な
る
形
式
で
は
な
く
し
て
、

す
で
に
内
容
と
結
び
付
い
て
形
式
と
な
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
も

か
か
わ

拘
ら
ず
前
者
は
単
な
る
内
容
の
、
後
者
は
単
な
る
形

式
の
資
格
を
得
て
、
両
者
は
相
対
立
す
る
の
で
あ
る
。
さ
て
こ
の
意
味
に
於
け
る
、

　

直
、

　

観
に
於
て
、

　

与
、

　

え
ら
れ
る
も
の
は
、

　

事

、

　

実
（
、

　

実
、

　

在
）
で
あ
る
。
ま
だ
概
念
的
―――
今
述
べ
ら
れ
た
意
味
に
於
け
る
概
念
的
―――
な
加
工
を
経
な
い
処
の
、
そ
し

て
ま
だ
、

　

科
、

　

学
、

　

的
に
構
成
さ
れ
な
い
処
の
、
従
っ
て
科
学
的
認
識
に
対
立
す
る
処
の
事
実
（
実
在
）
が
そ
れ
な
の
で
あ
る
。

実
在
は
科
学
的
知
識
に
対
立
す
る
云
わ
ば
常
識
的
知
識
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
今
カ
ン
ト
の
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
テ
ー
ゼ

に
よ
れ
ば
（
吾
々
は

い
っ
た
ん

一
旦
カ
ン
ト
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
筈
で
あ
っ
た
）、
認
識
は
一
般
に
実
在
の
、

　

模
、

　

写
で
あ
る
こ
と

は
出
来
な
い
。
仮
り
に
科
学
は
実
在
が
あ
る
通
り
に
、
之
を
叙
述
す
る
も
の
で
あ
る
と
云
っ
て
も
、
、

　

叙
、

　

述
さ
れ
た
る
も

の
は
も
は
や
叙
述
さ
れ
る
実
在
と
一
つ
で
は
な
い
。
故
に
科
学
は
実
在
の
―――
事
実
の
―――
模
写
で
は
な
く
し
て
そ

の
、

　

加
、

　

工
で
あ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
処
で
加
工
は
こ
の
場
合
複
雑
化
す
る
こ
と
で
は
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
、
何
と
な

れ
ば
与
え
ら
れ
た
も
の
の

す
べ凡

て
が
事
実
で
あ
り
、
之
を
更
に
複
雑
に
す
る
だ
け
の
所
与
は
他
に
な
い
か
ら
。
そ
う
す

れ
ば
加
工
は
、

　

単
、

　

純
、

　

化
で
し
か
あ
り
得
な
い
筈
で
あ
る
。
事
実
の
単
純
化
に
よ
っ
て
の
み
科
学
的
概
念
は
構
成
さ
れ
る
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の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
之
は
現
代
の
、

　

認
、

　

識
、

　

論
的

な
い
し

乃
至
、

　

論
、

　

理
、

　

学
的
立
場
に
於
て
一
般
的
に
承
認
さ
れ
得
る
命
題
で

あ
る
で
あ
ろ
う
。

し
か併

し
科
学
は

い

か

如
何
に
し
て
事
実
を
単
純
化
す
る
か
、
之
が
次
の
問
題
と
な
る
。

こ
の
単
純
化
に
於
て
、
科
学
の
、

　

方
、

　

法
は
、
初
め
て
問
題
と
な
る
こ
と
が
出
来
る
。
と
い
う
の
は
こ
う
で
あ
る
。
リ
ッ

ケ
ル
ト
は
実
在
（
事
実
）
に
二
つ
の
根
本
的
な
規
定
を
帰
す
る
、
、

　

連
、

　

続
と
、

　

異
、

　

質
、

　

性
。
実
在
は
認
識
以
前
、
科
学
以
前
の

も
の
で
あ
っ
た
筈
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
点
に
於
て
之
は
非
合
理
的
な
性
質
を

も有
っ
て
い
る
筈
で
あ
る
。
も
し
そ
う
で
は

な
く
し
て
合
理
的
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
理
性
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
り
、
そ
う
す
れ
ば
も
は
や

概
念
か
ら
独
立
な
直
観
と
し
て
の
意
味
を
失
っ
て

し
ま了

う
か
ら
。
処
が
連
続
と
異
質
性
こ
そ
非
合
理
性
の
特
色
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
実
在
に
連
続
と
異
質
性
と
を
帰
す
る
こ
と
は
当
然
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ

ろ
う
。
実
際
、
実
在
―――
存
在
又
は
事
件
―――
に

つ就
い
て
人
々
は
明
確
な
限
界
を
限
る
こ
と
は
出
来
な
い
し
（
実
在
は

次
第
の
推
移
の
他
の
何
物
で
も
な
い
―――
自
然
は
飛
躍
し
な
い
）、
又

い

か

如
何
な
る
実
在
で
も
互
い
に
完
全
に
相
等
し
い

も
の
は
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
―――
人
々
は
ラ
イ
プ
ニ
ツ
が
求
め
た
全
く
相
等
し
い
二
枚
の
木
の
葉
の
揷
話
を
思

い
出
す
べ
き
で
あ
る
。
実
在
は
そ
れ
故
、
異
質
的
連
続
―――stetiges

A
n
d
erssein

―――
を
な
す
と
考
え
ら
れ
る
。
実

在
は
、

　

個
、

　

別
、

　

的
で
あ
る
。
さ
て
科
学
が
実
在
を
単
純
化
す
る
た
め
に
は
、
是
非
と
も
こ
の
二
つ
の
規
定
の
内
の
ど
れ
か

一
つ
を
捨
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。
実
在
へ
そ
の
ま
ま
近
づ
く
こ
と
は
人
々
に
は
不
可
能
で
あ
る
、
実

在
は
単
純
化
―――
ど
れ
か
の
規
定
の
破
棄
―――
に
よ
っ
て
の
み
通
達
出
来
る
、
と
い
う
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
リ
ッ

ケ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
異
質
性
を
捨
て
て
連
続
を
保
存
す
る
時
、
即
ち
そ
の
よ
う
な
手
続
き
―――
、

　

方
、

　

法
―――
に
よ
っ
て
概

念
を
構
成
す
る
時
、
、

　

数
、

　

学
が
生
じ
、
之
に
反
し
て
連
続
を
捨
て
て
異
質
性
を
保
存
す
る
時
、
即
ち
こ
の
よ
う
な
別
の
手

続
き
―――
、

　

方
、

　

法
―――
に
よ
っ
て
概
念
を
構
成
す
る
時
、
様
々
の
、

　

経
、

　

験
、

　

科
、

　

学
が
生
じ
る
の
で
あ
る（

一
）。

か
く
て
彼
に
よ
れ
ば

数
学
の
対
象
は
等
質
的
連
続
で
あ
り（

二
）、

経
験
科
学
の
対
象
は
異
質
的
不
連
続
で
あ
る
。
前
者
に
於
て
は
、

　

純
、

　

粋
、

　

な
、

　

る
、

　

量
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―――
質
を
量
化
し
た
量
で
は
な
い
―――
が
、
後
者
に
於
て
は
、

　

質
―――
そ
れ
の
み
が
個
別
的
で
あ
る
―――
が
支
配
す
る
。

経
験
科
学
の
み
が
、

　

実
、

　

在
に

つ就
い
て
の
科
学
と
考
え
ら
れ
る
理
由
は
、
こ
の
点
か
ら
し
て
自
ら
明
ら
か
で
あ
る
に
違
い

な
い
。
―――
之
に
反
し
て
数
学
は
、

　

観
、

　

念
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
か
く
て

ま先
ず
第
一
に
、
数
学
と
経
験
科
学
と
の
区

別
―――
そ
れ
は
従
来
主
と
し
て
単
に
、

　

形
、

　

式
、

　

的
・
、

　

実
、

　

質
、

　

的
の
区
別
を
以
て
云
い
表
わ
さ
れ
た
（
ヴ
ン
ト
の
場
合
を
見
よ
）

―――
は
、
即
ち
両
者
間
の
、

　

分
、

　

類
は
、
、

　

方
、

　

法
―――
単
純
化
―――
に
基
い
て
方
法
論
的
に
与
え
ら
れ
る（

二
）。

(

一)

　

R
ick

ert,
K
u
ltu

rw
issen

sch
a
ft

u
n
d
N
a
tu
rw

issen
sch

a
ft,

S
.
3
4
ff

参
照
。

(

二)

　

リ
ッ
ケ
ル
ト
に
よ
れ
ば
数
学
の
対
象
は
、

　

等
、

　

質
、

　

的
、

　

媒
、

　

質
―――
時
間
と
空
間
―――
に
於
て
あ
る
。
其
処
に
於
て
は
同
一
の
対
象

が
異
な
れ
る
、

　

位
、

　

置
に
即
く
こ
と
が
出
来
る
、
対
象
は
交
換
し
得
る
（R

ick
ert,

D
a
s
E
in
e,

d
ie

E
in
h
eit

u
n
d
d
ie

E
in
s,

S
.

5
8
ff

参
照
）。

(

二)
　

ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
の
如
き
は
数
学
と
哲
学
と
を
合
わ
せ
て
「
合
理
的
科
学
」
と
呼
び
之
を
他
の
「
経
験
科
学
」
に
対
立

せ
し
め
た(W

in
d
elb

a
n
d
,
P
rä
lu
d
ien

,
B
d
.
II,

S
.
1
4
1

）。

吾
々
が
実
在
に
通
達
し
得
る
と
考
え
ら
れ
る
の
は
数
学
を
通
じ
て
で
は
な
く
し
て
経
験
科
学
を
通
じ
て
で
あ
っ
た
。

―――
実
在
の
個
別
性
は
、
経
験
科
学
に
と
っ
て
異
質
性
な
る
も
の
と
し
て
残
っ
て
い
る
。
問
題
を
そ
れ
故
経
験
科
学

に
限
ろ
う
。
実
在
の
単
純
化
―――
方
法
―――
は

し
か併

し
無
論
人
々
の
勝
手
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
、
そ
れ
に
は
或
る
一

定
の
ア
プ
リ
オ
リ
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
経
験
科
学
が
連
続
的
な
実
在
か
ら
不
連
続
を
単
純
化
し
出
す
時
、
即
ち
実

在
と
実
在
と
の
間
に
区
画
を
施
す
時
、
こ
の
よ
う
な
ア
プ
リ
オ
リ
を
原
理
と
し
て
之
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
る
が
、
、

　

選
、

　

択
の
原
理
が

ま
さ正

に
こ
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
の
で
あ
る
。
単
純
化
と
は
こ
の
場
合
実
在
か
ら
或
る
一
定
の

原
理
に
従
っ
て
選
択
を
行
な
う
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
或
る
一
定
の
、

　

見
、

　

地
に
立
っ
て
本
質
的
な
も
の
と
非
本
質
的
な

も
の
と
を
分
ち
、
本
質
的
な
も
の
だ
け
を
抽
き
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
科
学
的
概
念
は
構
成
さ
れ
る
。
科
学
の
方
法
は
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選
択
の
原
理
―――
そ
れ
は
方
法
が
そ
う
あ
る
と
同
様
に
、

　

形
、

　

式
的
性
格
を

も有
つ
―――
に
あ
る
。
或
る
一
定
の
特
殊
科
学

に
つ就

い
て
、
無
論
選
択
の
原
理
は
、
そ
の
方
法
は
、
唯
一
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か併

し
元
来
選
択
は
一
定
の
、

　

見
、

　

地
に

立
つ
の
で
あ
っ
た
か
ら
し
て
、
一
切
の
経
験
科
学
に

つ就
い
て
こ
の
原
理
が
同
一
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
は
な
い
。

そ
し
て
選
択
の
原
理
を
異
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
方
法
の
相
違
に
よ
っ
て
こ
そ
、
様
々
の
異
っ
た
特
殊
科
学
が

生
ま
れ
て
来
る
こ
と
が
出
来
る
。
故
に
経
験
諸
科
学
は
再
び
方
法
―――
選
択
の
原
理
―――
に
よ
っ
て
分
類
さ
れ
る
こ

と
が
出
来
る
筈
で
あ
る
。
か
く
て
リ
ッ
ケ
ル
ト
に
よ
れ
ば
経
験
諸
科
学
は
、
、

　

自
、

　

然
、

　

科
、

　

学
と
、

　

歴
、

　

史
、

　

科
、

　

学
と
い
う
特
殊
科

学
の
主
な
る
二
群
へ
、
方
法
論
的
に
、
、

　

形
、

　

式
、

　

的
に
―――
そ
れ
は
、

　

内
、

　

容
、

　

的
に
対
立
し
て
意
識
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
―――
分
類

さ
れ
る（

一
）（

之
に
反
し
て
内
容
的
に
は
自
然
科
学
と
、

　

文
、

　

化
、

　

科
、

　

学
と
に
分
類
さ
れ
る
―――
後
を
見
よ
）。

(

一)
　

こ
の
区
別
を
今
の
意
味
に
於
て
初
め
て
与
え
た
も
の
は
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
で
あ
っ
た
と
看

な做
さ
れ
る(W

in
d
elb

a
n
d
,

P
rä
lu
d
ien

,

―――G
esch

ich
te

u
n
d
N
a
tu
rw

issen
sch

a
ft)

。

方
法
と
し
て
理
解
さ
れ
た
こ
の
選
択
の
原
理
は
、
同
時
に
、

　

分
、

　

類
、

　

の
、

　

原
、

　

理
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
を
注
意
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
学
問
概
念
の
認
識
論
的
・
論
理
的
、

　

予
、

　

想
は
科
学
論
に
於
て
、
そ
の
科
学
分
類
の
、

　

動
、

　

機
と
交
叉
し
て
い

る
（
前
を
見
よ
）。

し
か而

も
こ
の
交
叉
は
至
極
自
然
に
又
徹
底
的
に
行
な
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
処
が
方
法
と
分
類
原
理
と

の
こ
の
合
致
は
従
来
の
学
問
分
類
法
に
於
て
は
、
決
し
て
之
程
自
然
で
あ
り
徹
底
的
で
あ
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。

こ
の
合
致
は
今
の
場
合
の
科
学
論
の
一
つ
の
長
所
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
伝
統
的
な
従
来
の
分
類
に
於
て
最
も
代
表
的

で
あ
り
又
有
力
と
考
え
ら
れ
た
も
の
は

し
か然

る
に
、
、

　

自
、

　

然
、

　

科
、

　

学
と
、

　

精
、

　

神
、

　

科
、

　

学
と
の
区
別
で
あ
っ
た
。
今
の
長
所
を
判
明

に
す
る
た
め
に
はあ

ら
か
じ

予
め
こ
の
区
別
を
批
評
し
て
お
く
必
要
が
あ
る（

一
）。
(

一)

　

こ
の
区
別
を
支
持
す
る
者
と
し
て
ヴ
ン
ト
と
デ
ィ
ル
タ
イ
と
を
並
べ
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
か
も
知
れ
な
い
。

し
か併

し
前
者

と
後
者
と
で
は
、
精
神
科
学
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
理
解
す
る
処
が
、
非
常
に
距
た
っ
て
い
る
。

い
わ
ゆ
る

所
謂
精
神
科
学
に

つ就
い
て



109　科学論

の
デ
ィ
ル
タ
イ
の
優
れ
た
る
洞
察
は
、
今
の
場
合
の
批
評
の
対
象
と
は
な
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
後
に
至
っ
て
之
に
触
れ
る

必
然
的
な
別
な
機
会
を
私
は

も有
つ
。

自
然
科
学
と
精
神
科
学
と
の
対
立
は
、
自
然
概
念
と
精
神
概
念
と
の
対
立
に
基
く
。
自
然
と
い
う
概
念
は
吾
々
の

生
活
に
と
っ
て
最
も
活
き
て
働
い
て
い
る
概
念
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
起
源
は
古
い
。
そ
れ
は
意
味
の
多
く

の
分
岐
と
変
遷
と
を

も有
っ
て
い
る
。
ギ
リ
シ
ア
哲
学
の
自
然
、
ス
コ
ト
ゥ
ス
・
エ
リ
ウ
ゲ
ナ
の
そ
れ
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
そ

れ
、
ゲ
ー
テ
の
そ
れ
、
最
後
に
今
日
吾
々
に
と
っ
て
最
も
代
表
的
と
考
え
ら
れ
る
カ
ン
ト
の
そ
れ
等
々
、
様
々
に
異
っ

た
自
然
概
念
を
人
々
は
知
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

し
か併

し
現
在
の
吾
々
に
と
っ
て
最
も
直
接
に
意
識
さ
れ
る
も
の
は
、

　

第

、

　

一
、

　

に
、

　

物
、

　

理
、

　

的
・
、

　

物
、

　

体
、

　

的
・
、

　

物
、

　

質
、

　

的
な
る
自
然
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
之
に
対
す
る
精
神
は
―――
、

　

第
、

　

一
、

　

に
―――
、

　

心
、

　

理
、

　

的
な
る

も
の
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
物
理
的
な
る
も
の
を
取
り
扱
う
物
理
学
と
、
心
理
的
な
る
も
の
を
取
り
扱
う
心
理
学
と

が
、

そ
れ
ぞ
れ

夫
々
自
然
科
学
と
精
神
科
学
と
を
代
表
す
る
と
考
え
ら
れ
る
（
特
に
精
神
科
学
が
、

　

心
、

　

理
、

　

学
を
そ
の
典
型
と
す
る

と
い
う
こ
と
に
注
目
し
て
お
こ
う
）。

し
か併

し
な
が
ら
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
―――
そ
し
て
リ
ッ
ケ
ル
ト
は
之
を
承
け
て
い
る

―――
、
或
る
特
定
の
物
理
的
と
か
物
体
的
と
か
物
質
的
と
か
い
う
物
そ
の
も
の
が

も有
つ
性
質
だ
け
が
自
然
で
あ
る
の

で
は
な
い
。
自
然
と
は
物
そ
の
も
の
の

も有
つ
性
質
に
よ
っ
て
指
定
さ
れ
る
概
念
で
は
な
く
し
て
、

か
え却

っ
て
主
観
の
特

定
の
態
度
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
一
定
の
領
野
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
云
う
な
ら
ば
、

　

単
、

　

な
、

　

る
、

　

対
、

　

象
の
性
質
で
は
な

く
し
て
或
る
、

　

方
、

　

法
、

　

に
、

　

基
、

　

い
、

　

て
、

　

生
、

　

じ
、

　

た
、

　

対
、

　

象
の
性
質
な
の
で
あ
る
。
吾
々
の
感
官
の
対
象
で
あ
り
従
っ
て
又
経
験
の
対

象
で
あ
る
限
り
の
一
切
の
事
物
の

す
べ凡

て
、
之
が
カ
ン
ト
の
自
然
概
念
に
外
な
ら
な
い
。
今
こ
の
よ
う
な
自
然
概
念
を

採
用
す
る
な
ら
ば
、
物
理
的
な
る
も
の
と
同
じ
く
心
理
的
な
る
も
の
も
亦
―――
、

　

心
、

　

理
、

　

的
、

　

自
、

　

然
と
し
て
―――
自
然
で
あ

る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

も
っ
と

尤
も
一
般
に
心
理
現
象
―――

た
と例

え
ば
、

　

意
、

　

識
―――
は
必
ず
し
も
物
理
的
な
る
も
の
に

つ就
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い
て
と
同
じ
意
味
に
於
て
「
経
験
」
の
対
象
で
あ
る
の
で
は
な
い
と
云
う
か
も
知
れ
な
い
。

し
か併

し
そ
れ
は
何
も
心
理
現

象
が
自
然
で
あ
る
場
合
を

し
り
ぞ

斥
け
は
し
な
い
。

か
え却

っ
て
心
理
的
な
る
も
の
が
場
合
場
合
に
よ
っ
て
こ
の
よ
う
に
異
っ
た

意
味
を

も有
つ
こ
と
が
と
り
も
直
さ
ず
、
心
理
的
な
る
も
の
を
精
神
と
呼
ぶ
人
々
に
と
っ
て
、
精
神
と
い
う
概
念
が

い

か

如
何

に
不
判
明
で
あ
る
か
を
証
拠
立
て
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
か
く
て
心
理
的
な
る
も
の
と
精
神
と
は
相
蔽
わ
な
い
二
つ

の
概
念
で
あ
る
、
心
理
的
な
る
も
の
も
自
然
に
ぞ
く
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
同
時
に
物
理
的
な
る
も
の
は
自
然
の
他

の
一
部
分
に
過
ぎ
な
い
こ
と
が
証
拠
立
て
ら
れ
る
。
か
く
て
、

　

第
、

　

二
に
自
然
と
は
、

　

感
、

　

性
、

　

的
・
、

　

精
、

　

神
、

　

物
、

　

理
、

　

的
、
、

　

対
、

　

象
を
指
す
。

そ
う
す
れ
ば

さ
き向

に
自
然
科
学
と
精
神
科
学
と
を

そ
れ
ぞ
れ

夫
々
代
表
す
る
か
の
よ
う
に
見
な
さ
れ
、
従
っ
て
こ
の
二
つ
の
科
学

の
区
別
を
与
え
る
こ
と
が
出
来
る
と
考
え
ら
れ
た
物
理
学
と
心
理
学
と
は
、
結
局
同
じ
く
自
然
を
取
り
扱
う
限
り
に

於
て
自
然
科
学
に
ぞ
く
す
る
と
云
う
こ
と
が
出
来
る
わ
け
で
あ
る
。
心
理
学
は
も
は
や
自
然
科
学
か
ら
区
別
さ
れ
る

べ
き
精
神
科
学
を
代
表
す
る
こ
と
は
出
来
な
く
な
る
。
自
然
科
学
と
精
神
科
学
と
を
第
一
の
意
味
に
於
て
対
立
せ
し

め
る
の
は
単
な
る
、

　

対
、

　

象
―――
ま
だ
方
法
的
省
察
を
経
な
い
処
の
対
象
―――
に
よ
る
区
別
に
他
な
ら
な
い
。
も
し
分
類

を
こ
の
点
に
止
め
、
も
し
く
は
之
を
以
て
最
も
根
本
的
な
分
類
と
主
張
す
る
な
ら
ば
、
吾
々
は
両
者
の
こ
の
区
別
を
不

当
と
呼
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
方
法
こ
そ
今
の
場
合
の
分
類
原
理
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

リ
ッ
ケ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
第
二
の
意
味
に
於
け
る
―――
物
理
学
と
心
理
学
と
を
含
む
こ
と
の
出
来
る
―――
自
然
科
学

に
対
立
す
る
も
の
は
、

　

歴
、

　

史
、

　

科
、

　

学
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
歴
史
科
学
こ
そ
新
し
い
意
味
に
於
け
る
、

　

精
、

　

神
、

　

科
、

　

学
で
あ
り
そ

う
に
見
え
る
。
処
が
こ
の
場
合
、
精
神
科
学
の
名
は
彼
に
よ
れ
ば
適
当
で
は
な
い
、
そ
の
理
由
は
こ
う
で
あ
る
。
第
二

の
意
味
に
於
け
る
自
然
―――
精
神
物
理
的
・
感
性
的
な
る
も
の
―――
に
対
立
す
る
第
二
の
精
神
概
念
は
な
る
程
見
出

さ
れ
る
。
感
性
的
対
象
と
考
え
ら
れ
た
自
然
に
対
し
て
、
非
感
性
的
な
る
従
っ
て
又
非
実
在
的
な
る
も
の
、
、

　

知
、

　

覚
し
得

る
も
の
で
は
な
く
し
て
、

　

理
、

　

解
す
べ
き
も
の
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
ば
、

　

客
、

　

観
、

　

的
、

　

精
、

　

神
、
之
こ
そ
精
神
の
第
二
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の
概
念
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
リ
ッ
ケ
ル
ト
は
之
を
、

　

意
、

　

味
と
呼
ぶ
。
処
が
歴
史
科
学
は
こ
の
意
味
を
、

　

専
、

　

ら
取
り
扱

う
科
学
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
単
な
る
意
味
を
研
究
の
対
象
と
す
る
も
の
が
歴
史
科
学
で
あ
る
の
で
は
な
い
。「
歴

史
の
材
料
は
引
き
離
さ
れ
た
非
実
在
的
な
意
味
で
は
な
く
し
て
、
意
味
を
帯
び
た
精
神
物
理
的
実
在
で
あ
る
。」
で
あ

る
か
ら
客
観
的
精
神
の
研
究
が
、
感
性
的
な
る
物
理
的

な
い
し

乃
至
心
理
的
実
在
の
研
究
と
、
そ
の
方
法
を
異
に
す
る
か
ら
と

云
っ
て
、
す
ぐ
様
歴
史
科
学
が
客
観
的
精
神
―――
第
二
の
精
神
概
念
―――
を
と
り
扱
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
筈
で
あ

る
。
そ
う
す
れ
ば
歴
史
科
学
を
こ
の
意
味
に
於
て
精
神
科
学
と
呼
ぶ
の
は
適
当
で
は
な
い（

一
）。

(

一)

　

R
ick

ert,
D
ie

P
ro
b
lem

e
d
er

G
esch

ich
tsp

h
ilo

so
p
h
ie,

S
.
1
5

―2
5

参
照
。

精
神
科
学
は
、
一
方
に
於
て
心
理
学
と
し
て
自
然
科
学
に
対
立
す
る
こ
と
が
不
当
で
あ
り
、
他
方
に
於
て
歴
史
科
学

と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
も
不
適
当
で
あ
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
た
。
精
神
科
学
と
い
う
概
念
の
代
り
に
単
に
、

　

歴
、

　

史
、

　

科

、

　

学
か
又
は
、

　

文
、

　

化
、

　

科
、

　

学
か
の
概
念
が
望
ま
れ
る
。
之
こ
そ
初
め
て
真
に
自
然
科
学
に
対
立
す
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ

う
。
歴
史
的
方
法
に
基
く
諸
科
学
は
、
之
を
そ
の
形
式
か
ら
見
て
名
づ
け
る
時
、
歴
史
科
学
と
呼
ば
れ
、
之
を
内
容
か

ら
見
て
名
づ
け
る
時
、
文
化
科
学
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
今
や
リ
ッ
ケ
ル
ト
に
よ
れ
ば
経
験
科
学
は
自
然
科
学
と
精

神
科
学
と
に
分
類
さ
れ
る
代
り
に
、
自
然
科
学
と
歴
史
科
学
（
又
は
文
化
科
学
）
と
に
分
類
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（

一
）。

(

一)

　

も
し
客
観
的
精
神
を
単
にirrea

le
S
in
n
g
eb

ild
e,

B
ed

eu
tu
n
g
fü
r
sich

と
し
て
ば
か
り
見
る
代
り
に
、

む
し寧

ろ
よ
り
正
当

に
、
感
性
的
実
在
に
於
て
表
現
さ
れ
之
に
よ
っ
て
帯
び
ら
れ
て
い
る
限
り
の
精
神
と
し
て
理
解
す
る
な
ら
ば
、
リ
ッ
ケ
ル
ト

の
主
張
と
衝
突
す
る
こ
と
な
く
し
て

し
か而

も
歴
史
科
学
を
精
神
科
学
と
呼
ぶ
正
当
な
理
由
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

た
と例

え
ば
デ
ィ
ル

タ
イ
の
場
合
。

経
験
科
学
の
分
類
は
そ
の
方
法
に
よ
っ
て
初
め
て
原
理
的
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
吾
々
は

い
よ
い
よ

愈
々

、

　

分
、

　

類
へ
の
関
心
を
捨
て
て
、

　

方
、

　

法
へ
の
関
心
に
移
動
す
べ
き
で
あ
る
。
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そ
れ
ぞ
れ

夫
々
の
認
識
目
的
に
応
じ
た
選
択
原
理
に
従
っ
て
事
実
（
実
在
）
を
単
純
化
す
時
、
科
学
的
概
念
が
構
成
さ
れ
る
。

、

　

概
、

　

念
、

　

構
、

　

成
の
相
違
に
よ
っ
て
―――
形
式
的
に
は
―――
自
然
科
学
と
歴
史
科
学
と
が
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
自
然

科
学
的
概
念
構
成
は
歴
史
科
学
的
概
念
構
成
に
対
し
て
、

　

限
、

　

界
を

も有
つ
。
こ
の
限
界
を
簡
単
に
叙
述
す
る
機
会
で
あ
る（

一
）。

(

一)

　

以
下
特
に
断
ら
な
い
限
りR

ick
ert,

D
ie

G
ren

zen
d
er

n
a
tu
rw

issen
sch

a
ftlich

en
B
eg
riff

sb
ild

u
n
g
;
K
u
ltu

rw
is-

sen
sch

a
ft

u
n
d
N
a
tu
rw

issen
sch

a
ft

;
D
ie

P
ro
b
lem

e
d
er

G
esch

ich
tsp

h
ilo

so
p
h
ie

参
照
。

自
然
科
学
的
概
念
は
、

　

普
、

　

遍
、

　

的
で
あ
る
。
何
か
の
意
味
に
於
て
普
遍
的
で
な
い
概
念
は
在
り
得
な
い
と
云
う
な
ら
ば
、

こ
の
場
合
の
普
遍
は
、

　

共
、

　

通
を
意
味
す
る
と
云
う
べ
き
で
あ
る
。
異
質
的
に
し
て
非
連
続
的
な
る
も
の
と
し
て
通
達
し

得
る
よ
う
に
な
っ
た
実
在
―――
そ
れ
は
な
お
見
渡
し
尽
せ
な
い
ほ
ど
の
多
様
で
あ
る
―――
の

す
べ凡

て
か
ら
、

そ
れ
ぞ
れ

夫
々
の
実

在
に
固
有
で
あ
っ
て
他
の
実
在
に
は
欠
け
て
い
る
よ
う
な
点
は
之
を
捨
て
、
た
だ

す
べ凡

て
に
共
通
な
点
だ
け
を
選
択
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
も
の
が
、
普
遍
的
な
自
然
科
学
的
概
念
で
あ
る
。
こ
の
概
念
の
云
い
表
わ
す
任
意
の

対
象
は
そ
れ
故
、
他
の

す
べ凡

て
の
対
象
と
異
る
特
色
を

も有
つ
が
故
に
対
象
と
な
り
得
た
の
で
は
な
く
し
て
、
他
の

す
べ凡

て
の

対
象
の
、

　

見
、

　

本
と
し
て
の
資
格
を

も有
つ
が
故
に
初
め
て

え
ら択

ば
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
普
遍
的
概
念
は
、

　

一
、

　

般
、

　

化
に

よ
っ
て
成
立
す
る
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
れ
ば
自
然
科
学
に
於
け
る
概
念
構
成
―――
そ
の
方
法
―――

は
一
般
化
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
実
（
実
在
）
に
於
け
る
事
件
は
空
間
に
於
て
存
在
す
る
と
同
時
に
、
、

　

時
、

　

間
に
於
て
継
起
す
る
が
、
か
か
る
継
起
に

つ就
い
て
普
遍
者
を
求
め
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、

　

反
、

　

覆
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
反
覆
す
る
現
象
を
云
い
表
わ
す
も
の
、

そ
れ
は
、

　

法
、

　

則
の
概
念
で
あ
る
。
故
に
自
然
科
学
は
普
遍
的
法
則
を
求
め
る
科
学
、
法
則
的
科
学
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
―――
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
は
之
をn

om
oth

etisch

と
名
づ
け
て
い
る（

一
）。
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(

一)

　

v
o
n
K
ries

は
科
学
を

ほ

ぼ

略
々
之
に
似
てn

o
m
o
lo
g
isch

とo
n
to
lo
g
isch

と
に
分
つ
（D

ie
P
rizip

ien
d
.
W
a
h
rsch

ein
-

lich
k
eitsrech

n
u
n
g
,
1
.
2
7
.
S
.
X
V
.

及
びL

o
g
ik

其
の
他
参
照
）。

す
べ凡

て
一
般
化
し
得
る
も
の
は
質
で
は
な
く
し
て
、

　

量
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
質
と
量
と
の
区
別
は
決
し
て
一
義

的
に
決
定
出
来
る
程
明
白
で
は
な
い
が
、
量
は
一
般
化
す
る
こ
と
が
出
来
之
に
反
し
て
質
は
一
般
化
し
得
な
い
と
い

う
言
葉
が
受
け
容
れ
ら
れ
る
限
り
に
於
て
、
一
般
化
し
得
る
も
の
は
量
で
あ
る
と
云
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
こ
の
意

味
に
於
て
自
然
科
学
は
量
を
取
り
扱
う
、

な
い
し

乃
至
は
、
一
切
の
対
象
を
量
と
し
て
、
量
化
し
て
取
り
扱
う
、
と
云
う
こ
と

が
出
来
る
。

か
く
て
自
然
科
学
的
概
念
構
成
は
、
普
遍
・
一
般
化
・
反
覆
・
法
則
・
量
的
な
ど
に
そ
の
限
界
を
も
つ
。
さ
て
之
に

よ
っ
て
限
界
さ
れ
る
歴
史
科
学
的
概
念
構
成
は
従
っ
て
、
当
然
、
特
殊
・
個
別
化
・
一
回
性
・
質
的
な
ど
の
性
質
を

も有

つ
筈
で
あ
る
。

自
然
科
学
に
於
て
は
、
―――
中
に
も
そ
の
典
型
的
な
も
の
と

み

な

見
做
さ
れ
て
い
る
理
論
物
理
学
に
於
て
は
―――
、
特
殊

な
性
質
を

も有
つ
対
象
は
、

　

例
、

　

外
と
し
て
取
り
除
か
れ
る
。

も
っ
と

尤
も
自
然
科
学
の
各
対
象
が
皆
同
様
で
あ
っ
て
、

　

異
、

　

っ
、

　

て
い
て

は
な
ら
な
い
と
云
う
の
で
は
な
い
。
一
つ
の
一
般
的
法
則
の
下
に
摂
し
ら
れ
る
諸
現
象
は
無
論
同
じ
で
は
な
く
し
て

別
々
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
、
も
し
そ
う
で
な
け
れ
ば
法
則
の
普
遍
性
―――
共
通
性
―――
と
い
う
概
念
自

身
が
成
り
立
つ
理
由
が
な
い
筈
で
あ
る
か
ら
。

し
か併

し
こ
の
場
合
単
に
、

　

異
、

　

る
と
い
う
こ
と
と
、

　

個
、

　

別
で
あ
る
と
い
う
こ
と

と
は
区
別
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
カ
エ
サ
ル
が
ル
ビ
コ
ン
河
を
渡
っ
た
と
い
う
事
実
は
無
論
、
他
の
人
が
之
と
同
じ

く
ル
ビ
コ
ン
河
を
渡
っ
た
と
い
う
他
の
一
つ
の
事
実
と
同
じ
で
は
な
い
、
そ
れ
は
、

　

異
、

　

っ
、

　

た
二
つ
の
事
件
で
あ
る
。

し
か併

し
今
こ
の
事
を
、
或
る
誰
人
で
も

よ好
い
二
人
の
人
間
が
ル
ビ
コ
ン
河
を
渡
っ
た
事
件
と
し
て
の
み
見
る
な
ら
ば
、
二

つ
の
事
件
は
異
っ
て
い
る
に
し
て
も
共
通
の
普
遍
的
事
件
の
二
つ
の
場
合
に
過
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
渡
っ
た
一
人
は
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カ
エ
サ
ル
と
呼
ば
れ
た
ロ
ー
マ
の
将
軍
で
は
な
く
し
て
偶
然
に
選
び
出
さ
れ
た
人
類
の
一
員
で
し
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
場
合
の
カ
エ
サ
ル
は
他
の
何
人
に
よ
っ
て
も
置
き
換
え
る
こ
と
を
許
さ
な
い
歴
史
上
唯
一
の
個
人
と
し
て
の
カ

エ
サ
ル
で
は
な
く
し
て
、

さ
き向

の
他
の
一
人
に
対
し
て
単
に
そ
の
人
と
、

　

異
、

　

る
処
の
一
人
の
人
間
に
過
ぎ
な
い
。
処
が
之

に
反
し
て
歴
史
上
の
個
人
と
し
て
の
カ
エ
サ
ル
は
こ
の
人
間
に
対
し
て
、

　

個
、

　

別
な
人
間
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
者

は
云
わ
ば
、

　

量
、

　

的
、

　

個
、

　

別
、
後
者
は
、

　

質
、

　

的
、

　

個
、

　

別
―――
そ
れ
の
み
が
本
当
の
、

　

個
、

　

性
を
も
つ
―――
で
あ
る
。
両
者
は
別
で
あ
る
。

そ
こ
で
自
然
科
学
の
対
象
は
量
的
個
別
は

も有
つ
で
あ
ろ
う
、
質
的
個
別
に
対
し
て
は
歴
史
科
学
の
み
が
関
心
を

も有
つ

の
で
あ
る
。
事
実
、
歴
史
家
は
或
る
対
象
が
普
遍
的
な
・
一
般
的
な
性
質
を

も有
つ
限
り
、
之
を
記
述
す
る
の
で
は
な

く
、
そ
れ
が
、

　

特
、

　

殊
で
あ
り
、

　

個
、

　

別
、

　

的
で
あ
り
、

　

個
、

　

性
を

も有
つ
限
り
、
之
を
記
述
す
る
理
由
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
歴
史
科
学

的
概
念
構
成
は
そ
れ
故
、

　

個
、

　

別
、

　

化
に
基
く
。

時
間
的
・
空
間
的
で
あ
る
処
の
事
実
（
実
在
）
に
於
け
る
事
件
に

つ就
い
て
、
個
別
な
る
も
の
を
求
め
る
な
ら
ば
、
そ

れ
は
反
覆
し
な
い
も
の
、
、

　

一
、

　

回
、

　

限
、

　

り
の
も
の
、
で
あ
る
他
は
な
い
。
一
回
的
な
も
の
に

つ就
い
て
自
然
科
学
的
法
則
が
成

り
立
つ
こ
と
は
出
来
な
い
。
普
遍
的
事
件
の
類
例
と
し
て
の
資
格
を

も有
つ
限
り
に
於
て
は
一
回
的
な
る
事
件
も
皆
自

然
法
則
に
従
う
の
で
は
あ
る
が
、
こ
の
一
回
的
の
事
件
が
、
一
回
的
事
件
と
し
て
の
資
格
を

も有
つ
限
り
に
於
て
は
、
そ

れ
は
も
は
や
自
然
法
則
に
従
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
カ
エ
サ
ル
を
刺
す
も
の
は
自
然
法
則
的
に
誰
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
か
。
個
別
化
と
は
、
関
連
あ
る
諸
事
物
の
独
立
化
・
無
関
係
化
で
は
な
く
し
て
、

か
え却

っ
て
個
別
化
さ
れ
た
る
諸

事
物
間
の
或
る
特
殊
の
一
定
の
関
係
を
見
出
す
こ
と
こ
そ
其
の
目
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の

個
別
化
に
基
く
歴
史
は
、
一
回
的
な
る
も
の
の
単
な
る
羅
列
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
筈
で
あ
る
。
歴
史
に
は
、

　

個
、

　

別
、

　

的

、

　

因
、

　

果
関
係
が
一
貫
し
て
い
る
。

し
か併

し
そ
う
す
る
と
、
自
然
法
則
と
個
別
的
因
果
と
の
関
係
は
ど
う
あ
る
か
。

し
か併

し
個

別
的
因
果
と
は
何
か
。
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人
々
は
普
通
、
一
般
に
因
果
と
合
法
則
性
―――
そ
れ
は
普
遍
的
で
あ
っ
た
―――
と
を
同
一
に
考
え
る
。

し
か併

し
因
果

関
係
が
、
経
験
的
に
実
在
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
以
上
、
一
般
に
そ
れ
は
普
遍
的
で
は
な
く
し
て
個
別
的
で

あ
る
他
は
な
い
。
経
験
的
実
在
は
個
別
的
―――
異
質
的
―――
で
し
か
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
、

　

実
、

　

在
に
於
け
る
因
果

関
係
は
そ
れ
故
個
別
的
因
果
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
歴
史
的
発
展
の
段
階
相
互
の
関
係
に
於
て
、
又
歴
史
的
事
件

と
そ
の
環
境
と
の
関
係
に
於
て
、
見
出
さ
れ
る
因
果
関
係
、
そ
れ
は
又
こ
の
個
別
的
因
果
関
係
で
あ
る
の
で
あ
る
。
個

別
的
因
果
を

そ
な具

え
た
事
実
（
実
在
）
を
そ
の
個
別
的
因
果
に
於
て
把
握
し
得
る
も
の
は
自
然
科
学
で
は
な
く
し
て
た
だ

歴
史
科
学
だ
け
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
歴
史
科
学
が
歴
史
的
全
体
と
部
分
と
の
連
関
を
明
ら
か
に
し
之
を
云
い
表

わ
す
た
め
に
は
、
こ
の
因
果
関
係
を
跡
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

し
か併

し
歴
史
家
は
こ
の
場
合
単
に
原
因

結
果
の
時
間
的
継
起
を
指
摘
す
る
だ
け
で
は
な
く
し
て
、
こ
の
反
覆
し
得
な
い
個
別
的
原
因
が
、
こ
の
反
覆
し
得
な

い
個
別
的
結
果
を

ひ惹
き
起
こ
さ
、

　

ね
、

　

ば
、

　

な
、

　

ら
、

　

な
、

　

い
と
い
う
よ
う
に
、
一
つ
の
、

　

必
、

　

然
、

　

性
を
見
出
す
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
必
然
性
な
く
し
て
た
だ
二
つ
の
事
件
の
時
間
的
な
前
後
関
係
を
指
摘
し
た
だ
け
で
は
少
し
も
科
学
的
意
味
を
得

る
こ
と
は
出
来
な
い
か
ら
で
あ
る
。
処
が
こ
の
必
然
性
を
見
出
す
た
め
に
は
、
結
果
と

み

な

見
做
さ
れ
る
べ
き
個
別
的
事

物
を
、
ま
ず
そ
れ
に
結
合
し
て
い
る
諸
々
の
、

　

普
、

　

遍
、

　

的
な
要
素
に
分
解
し
、
次
に
之
を
ば
原
因
と
し
て
の
事
物
の
同
じ
く

普
遍
的
な
要
素
に
結
び
付
け
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
個
別
的
因
果
を
必
然
的
な
る
も
の
と
し
て
指
摘
す

る
た
め
に
は
、
、

　

普
、

　

遍
、

　

的
、

　

因
、

　

果
を
迂
回
し
た
上
で
、
個
別
的
原
因
が
個
別
的
結
果
を

ひ惹
き
起
こ
す
こ
と
を
跡
づ
け
る
必
要

が
あ
る
の
で
あ
る
。
か
く
す
れ
ば
、
、

　

個
、

　

別
、

　

的
、

　

因
、

　

果
の
指
摘
は
必
然
に
、

　

因
、

　

果
、

　

法
、

　

則
を
必
要
と
す
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ

う
。

し
か然

る
に
法
則
は
一
般
化
に
固
有
で
あ
っ
た
。
個
別
的
因
果
を
用
い
ね
ば
な
ら
な
い
歴
史
科
学
は
そ
れ
故
、
も
は

や
単
に
個
別
化
で
は
な
く
し
て
一
般
化
に
含
ま
れ
て

し
ま了

う
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。
か
く
て
は
歴
史
科
学
も
自
然

科
学
か
ら
区
別
さ
れ
る
今
ま
で
見
た
唯
一
の
特
徴
を
失
っ
て

し
ま了

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。

し
か併

し
個
別
的
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因
果
を
指
摘
す
る
た
め
に
必
要
な
普
遍
的
因
果
―――
因
果
法
則
―――
は
、
要
す
る
に
一
つ
の
迂
路
に
外
な
ら
な
か
っ

た
。
と
い
う
意
味
は
、
因
果
法
則
の
追
跡
が
こ
の
場
合
、
歴
史
科
学
の
目
的
で
あ
る
の
で
は
な
く
し
て
、
た
だ
そ
の
目

的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
一
手
段
で

そ
れ夫

は
あ
る
の
で
あ
っ
た
。
因
果
法
則
は
個
別
的
因
果
の
追
求
と
い
う
目
的

の
手
段
と
し
て
の
意
味
し
か
持
た
な
い
。
歴
史
科
学
は
個
別
的
因
果
に
於
て
、
個
別
的
な
る
も
の
を
取
り
扱
う
こ
と

を
そ
の
、

　

目
、

　

的
と
し
て
い
る
。
そ
の
、

　

手
、

　

段
と
し
て
或
る
範
囲
の
一
般
化
―――
因
果
法
則
の
よ
う
な
―――
は
用
い
る
で
あ

ろ
う
、

し
か併

し
自
然
科
学
に
於
て
の
よ
う
に
、
こ
の
一
般
化
が
そ
の
目
的
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
歴
史
科
学
の
概
念
構
成

は
、
こ
の
意
味
に
於
て
、

や

は

矢
張
り
個
別
化
で
あ
る
。

自
然
科
学
的
概
念
構
成
は
一
般
化
に
基
き
、
歴
史
科
学
的
概
念
構
成
は
個
別
化
に
基
く
。
一
般
化
を

い

か

如
何
に
し
て
実

際
に
行
な
う
か
は
特
に
説
明
を
必
要
と
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
一
切
の
現
象
に
例
外
な
く
当
て

は嵌
ま
る
よ
う
な

普
遍
的
関
係
を
見
出
す
ま
で
で
あ
る
、
と
云
え
ば
そ
れ
で
足
り
る
で
あ
ろ
う
か
ら
。

た
と例

え
ば
物
理
学
的
法
則
を
心
に
留

め
る
な
ら
ば
一
般
化
が
何
を
意
味
す
る
か
は
明
ら
か
で
あ
る
。
処
が
之
に
反
し
て
個
別
化
の
概
念
は
今
ま
で
の
叙
述

だ
け
で
は
ま
だ
人
々
に
充
分
理
解
さ
れ
な
い
に
違
い
な
い
。
そ
れ
を
単
に
一
般
化
―――
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
の
言
葉

を
借
り
る
な
ら
ばn
o
m
o
th
etisch

―――
に

た
い
し
ょ

対
蹠
し
てid

iograp
h
isch

と
呼
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
性
格
づ
け
お
お
せ
た

と
思
う
な
ら
ば
早
計
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
個
別
化
し
た
だ
け
で
は
個
別
化
さ
れ
た
対
象
の
数
は
依
然
と
し
て
無
限

で
あ
る
の
で
、
歴
史
学
が
之
を
記
述
し
て
何
か
の
意
味
に
於
て
終
点
に
来
る
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
個
別
化
と

云
う
だ
け
で
あ
っ
て
は
、
歴
史
科
学
の
対
象
―――
歴
史
的
連
関
―――
の
統
一
が
ど
の
よ
う
に
し
て

も
た
ら

齎
さ
れ
る
か
を
説

明
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
か
ら
で
あ
る
。
歴
史
記
述
は
個
別
化
と
い
う
規
定
の
み
に
よ
っ
て
は
ま
だ
成
り
立
た
な
い
。

個
別
的
な
る
無
限
の
対
象
の
内
か
ら
更
に
、

　

選
、

　

択
を
施
す
こ
と
が

こ
こ茲

に
必
要
と
な
る
。
歴
史
学
が
或
る
統
一
あ
る
記

述
で
あ
る
た
め
に
は
そ
う
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
の
選
択
は
何
を
標
準
と
し
て
行
な
わ
れ
る
か
。
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記
述
す
べ
き
歴
史
的
事
件
は
、
人
々
に
と
っ
て
―――

た
だ但

し
そ
れ
は
必
ず
し
も
歴
史
家
個
人
で
は
な
い
―――
個
別
的

な
も
の
と
し
て
、
何
か

そ
れ
ぞ
れ

夫
々
特
有
の
興
味
を
も
ち
人
々
の
関
心
を
占
め
る
こ
と
が
出
来
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。
処
で
人
々
が
或
る
歴
史
的
事
件
に
興
味
と
関
心
を

も有
つ
の
は
、
そ
の
事
件
が
人
々
の
、

　

評

、

　

価
し
て
い
る
何
か
の
、

　

価
、

　

値
―――
、

　

文
、

　

化
、

　

価
、

　

値
―――
に
対
し
て
何
か
の
意
味
を

も有
つ
か
ら
で
あ
る
。
無
論
人
々
は
或
る
事

物
を
評
価
し
て
之
を
毀
誉
褒
貶
す
る
で
あ
ろ
う
。

し
か併

し
こ
の
事
物
を
積
極
的
に
評
価
し
て
い
る
に
し
て
も
消
極
的
に

評
価
し
て
い
る
に
し
て
も
、
こ
の
歴
史
的
事
件
は
こ
の
事
物
―――
そ
れ
が
評
価
さ
れ
て
価
値
と
な
る
―――
に
対
し
て
、

た
と
い
等
し
く
な
い
ま
で
も
、
と
に
か
く
人
々
が
無
関
心
で
な
い
限
り
は
、
何
か
の
意
味
を

も有
つ
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
歴
史
的
事
件
は
こ
の
価
値
に
関
係
づ
け
ら
れ
て
意
味
を
も
つ
。
、

　

価
、

　

値
、

　

へ
、

　

の
、

　

関
、

　

係
、

　

づ
、

　

け
が
そ
れ
故
歴
史
的
資
料
を
選

択
す
る
標
準
と
な
り
、
之
に
基
い
て
或
る
限
ら
れ
た
る
範
囲
内
の
事
件
の
み
が
記
述
さ
れ
得
、
又
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。
処
が
元
来
人
々
が
個
人
で
あ
る
以
上
人
々
は
、
他
の
人
々
と
は
無
関
係
に
全
く
主
観
的
に
過
ぎ
な
い
評

価
を
し
な
い
と
も
限
ら
な
い
。
甲
の
関
心
を

も有
つ
も
の
に
対
し
て
乙
が
全
く
無
関
心
で
あ
っ
た
り
、
乙
の
賞
讃
す
る

も
の
を
甲
は
誹
謗
し
た
り
す
る
か
も
知
れ
な
い
。
も
し
そ
う
す
れ
ば
歴
史
家
は

こ
こ茲

に
至
っ
て
、
甲
に
従
っ
て

よ好
い
か

乙
に
従
っ
て
よ
い
か
を
決
定
す
る
標
準
を
失
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
歴
史
家
が
歴
史
的
個
物
を
関
係
づ
け
る
処
の

価
値
は
、

　

一
、

　

般
、

　

的
、

　

価
、

　

値
で
あ
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
一
般
的
価
値
と
は

た
だ但

し
人
々
が
事
実
上
一
般
的
に
認
め
て
評
価

を
下
し
て
い
る
価
値
の
こ
と
で
あ
る
。
超
越
的
な
理
念
と
し
て
の
そ
れ
で
は
な
く
し
て
、
事
実
に
於
て
現
実
に
評
価

さ
れ
て
現
わ
れ
て
い
る
価
値
―――
国
家
と
か
芸
術
と
か
宗
教
と
か
に
現
わ
れ
た
―――
が
そ
れ
で
あ
る
の
で
あ
る
。
歴

史
家
は
、
人
々
に
よ
っ
て
、

　

事
、

　

実
、

　

上
、

　

一
、

　

般
、

　

に
、

　

評
、

　

価
さ
れ
て
い
る
、

　

価
、

　

値
へ
或
る
歴
史
的
個
別
的
対
象
が
関
係
せ
し
め
ら
れ
得

る
か
否
か
を
見
て
、
そ
の
対
象
の
取
捨
選
択
を
行
な
う
。
そ
れ
故
彼
は
一
般
的
価
値
概
念
を
自
ら
与
え
た
り
、

い
わ況

ん
や

諸
価
値
の
体
系
を
組
み
立
て
た
り
す
る
必
要
は
な
い
（
そ
れ
は
哲
学
者
の
仕
事
で
あ
る
）。
価
値
関
係
づ
け
に
於
け
る
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一
般
的
価
値
は
常
に
事
実
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
て
資
料
選
択
の
標
準
が
価
値
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
価

値
に
よ
っ
て
選
択
さ
れ
た
一
群
の
対
象
が
、
こ
の
価
値
を
標
準
と
し
て
、
初
め
て
因
果
関
係
の
連
関
に
於
て
、
統
一
を

得
る
こ
と
が
出
来
る
わ
け
で
あ
る
。

（
歴
史
家
が
対
象
を
価
値
へ
関
係
づ
け
る
こ
と
と
、
歴
史
家
自
身
が
与
え
る
価
値
の
評
価
と
は
関
係
が
な
い
。
そ
れ

は
先
程
、
人
々
が
或
る
事
物
を

い

か

如
何
に
評
価
す
る
か
に
関
ら
ず
、
と
も
か
く
そ
れ
に
関
心
を
持
つ
こ
と
が
出
来
た
の
と

同
じ
理
由
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
評
価
は
恐
ら
く
実
践
的
で
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
価
値
関
係
づ
け
は
之
に
反
し
て
完
全

に
理
論
的
で
あ
る
こ
と
が
出
来
る
。）

か
く
て
歴
史
科
学
的
概
念
は
そ
の
概
念
構
成
の
過
程
に
於
て
、

　

価
、

　

値
、

　

的
―――
文
化
価
値
的
―――
で
あ
る
こ
と
を
特
色

と
す
る
。
処
が
之
に
反
し
て
自
然
科
学
的
概
念
は
、

　

没
、

　

価
、

　

値
、

　

的
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
こ
の
概
念
は
、
価
値
に
対
し
て
意

味
を
有
つ
が
故
に
選
択
さ
れ
構
成
さ
れ
る
の
で
は
な
く
し
て
、
単
に
普
遍
的
で
あ
る
と
い
う
だ
け
の
理
由
か
ら
―――

し強
い
て
云
う
な
ら
ば
そ
う
い
う
価
値
の
故
に
―――
成
立
す
る
の
で
あ
る
か
ら
。
歴
史
科
学
は
こ
の
意
味
に
於
て
云
わ

ば
、

　

人
、

　

間
、

　

的
で
あ
り
自
然
科
学
は
之
に
反
し
て
人
間
的
で
は
な
い
、
と
も
云
え
る
で
あ
ろ
う
。

け
だ蓋

し
価
値
は
常
に
人
間

に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
る
こ
と
を
絶
対
に
必
要
と
す
る
か
ら
。
自
然
科
学
に
於
て
は
、
そ
こ
に
発
見
さ
れ
る
で
あ
ろ
う

個
別
化
―――
そ
れ
は
量
的
で
あ
っ
た
―――
と

い
え
ど

雖
も
没
価
値
で
あ
る
。

リ
ッ
ケ
ル
ト
は
か
か
る
、

　

方
、

　

法
＝
概
念
構
成
の
区
別
に
基
い
て
学
問
を
分
類
す
る
、
自
然
科
学
と
歴
史
科
学
と
の
区

別
が
そ
れ
で
あ
っ
た
。
こ
の
二
つ
の
科
学
は
無
論
、
仮
空
的
・
可
能
的
に
の
み
存
在
す
る
の
で
は
な
く
し
て
、
吾
々
が

現
在
、
学
問
が
現
代
に
於
て
現
実
に
存
在
し
て
い
る
歴
史
的
形
態
に
於
て
、
常
に
見
出
す
こ
と
の
出
来
る
、
、

　

現
、

　

実
の

二
つ
の
学
問
の
群
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
吾
々
は
少
く
と
も
物
理
学
と
歴
史
学
と
を

そ
れ
ぞ
れ

夫
々
の
代
表
者
と
し
て

も有
っ
て
い

る
。

し
か併

し
こ
の
分
類
の
特
徴
と
す
る
処
は
現
存
す
る
諸
科
学
を
単
に
配
列
し
て
見
た
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
存
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す
る
。
一
般
に
分
類
の
最
初
の
動
機
は
恐
ら
く
、
異
っ
た
幾
個
か
の
も
の
を
配
列
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
何
か
の
統
一

を
も
た
ら

齎
す
こ
と
に
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
今
の
場
合
の
分
類
は
之
と
は
異
っ
て
、
、

　

配
、

　

列
で
は
な
く
し
て
科
学
相
互
の
、

　

限
、

　

界
、

　

の

、

　

決
、

　

定
と
い
う
動
機
か
ら
発
生
し
た
。
そ
し
て
こ
の
限
界
の
決
定
は
更
に
又
、
科
学
の

そ
れ
ぞ
れ

夫
々
の
、

　

特
、

　

色
を
見
抜
く
た
め
に

こ
そ
要
求
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
特
色
は
、

　

方
、

　

法
に
於
て
跡
づ
け
ら
れ
た
。
そ
れ
で
あ
る
か
ら
こ
の
分
類
は
単
に
現

存
す
る
諸
科
学
の
配
列
で
は
な
く
し
て
、
諸
学
問
の
方
法
の
相
異
を
検
出
す
る
使
命
を

も有
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

う
す
れ
ば
こ
の
時
分
類
は
、
云
う
な
ら
ば
、

　

諸
、

　

科
、

　

学
の
方
法
に
よ
る
分
類
で
は
な
く
し
て
、
科
学
的
、

　

諸
、

　

方
、

　

法
の
分
類
と
し

て
現
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
筈
で
あ
る
。
―――
人
々
は

こ
こ茲

に
、
、

　

科
、

　

学
、

　

論
が
も
は
や
、

　

学
、

　

問
、

　

分
、

　

類
で
は
な
く
し
て
全
く

、

　

方
、

　

法
、

　

論
と
な
っ
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

ゆ
え
ん

所
以
を
重
ね
て
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
自
然
科
学
と
歴
史
科
学
と
は
そ
れ

故
、
二
つ
の
学
問
の
名
で
は
な
く
実
は
科
学
の
二
つ
の
、

　

方
、

　

法
の
名
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
両
者
は
自
然
科
学
と
歴
史
科

学
で
は
な
く
し
て
実
は
、

　

自
、

　

然
、

　

科
、

　

学
、

　

的
、

　

科
、

　

学
と
、

　

歴
、

　

史
、

　

科
、

　

学
、

　

的
、

　

科
、

　

学
の
謂
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
こ
の
二
つ
の
方

法
を
理
想
的
に
代
表
し
つ
つ
現
存
す
る
二
つ
の
科
学
が

い
わ
ゆ
る

所
謂
自
然
科
学
と
歴
史
科
学
で
あ
る
の
で
あ
る
。
両
者
は
現

実
に
存
在
す
る
科
学
で
あ
り
又
そ
う
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
―――
こ
の
分
類
は
仮
空
的
で
は
な
い
―――

し
か併

し
同
時
に
又

両
者
が
一
切
の
現
存
す
る
諸
科
学
を
包
括
し

つ
く尽

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
義
務
を

も有
つ
必
要
は
な
い
。
実
際
両
者
は
諸

科
学
の
相
異
な
る
二
つ
の
傾
向
の

そ
れ
ぞ
れ

夫
々
の
、

　

極
、

　

端
を
意
味
す
る
に
過
ぎ
な
い
（

た
だ但

し
こ
の
両
極
は
仮
空
的
な
二
つ
の
科

学
で
は
な
く
し
て
現
実
の
二
つ
の
科
学
―――
物
理
学
と
歴
史
学
―――
で
あ
る
）。
多
く
の
他
の
諸
科
学
は
こ
の
両
極
の

、

　

中
、

　

間
、

　

領
、

　

域
に
於
て
存
在
す
る
。「
自
然
科
学
に
於
け
る
歴
史
的
分
子
」、「
歴
史
科
学
に
於
け
る
自
然
科
学
的
分
子
」、
が

こ
の
中
間
領
域
に
あ
る
諸
学
問
を
造
る
。

か
く
て
自
然
科
学
と
歴
史
科
学
と
は
科
学
の
、

　

方
、

　

法
―――
概
念
構
成
―――
の
、

　

分
、

　

類
を
云
い
表
わ
す
の
で
あ
っ
た
。
こ

の
分
類
に
基
い
て
同
時
に
又
こ
の
二
つ
の
科
学
の
、

　

方
、

　

法
、

　

に
、

　

よ
、

　

る
、

　

分
、

　

類
が
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
さ
て
学
問
の
方
法
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が
学
問
の
形
式
と
呼
ば
れ
る
理
由
を
吾
々
は
前
に
見
て
お
い
た
。
そ
こ
で
こ
の
分
類
は
、

　

形
、

　

式
、

　

的
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

処
が
形
式
に
対
応
し
て
内
容
を
指
摘
す
る
こ
と
が
出
来
る
か
ら
、
形
式
的
分
類
に
対
応
し
て
、
二
つ
の
科
学
は
そ
の
ま

ま
、

　

内
、

　

容
、

　

的
分
類
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
二
つ
の
科
学
が

そ
れ
ぞ
れ

夫
々
、
自
然
科
学
及
び
、

　

文
、

　

化
、

　

科
、

　

学
と
名
づ
け
ら
れ
る

の
で
あ
っ
た
。

（
た
だ但

し
こ
の
場
合
の
、

　

内
、

　

容
は

た
だ直

ち
に
、

　

対
、

　

象
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
も
し
内
容
が
直
ち
に
対
象
と

一
つ
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
自
然
と
、

　

精
、

　

神
と
に
分
類
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
筈
で
あ
っ
て
―――
前
を
見
よ

―――
、
自
然
と
、

　

文
、

　

化
と
で
は
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
か
ら
。
そ
れ
で
は
こ
の
内
容
は
何
を
意
味
す
る
か
、
後
に
之
を
理
解

す
る
機
会
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。）

第
二
部

リ
ッ
ケ
ル
ト
の
こ
の
科
学
論
に
対
し
て
人
々
は
様
々
な
関
心
と
視
角
と
か
ら
し
て
、
様
々
の
疑
問
を
提
出
す
る
こ

と
が
出
来
る
し
、
又
事
実
そ
れ
を
試
み
て
い
る
も
の
は
少
な
く
な
い
。
私
は
今
吾
々
に
と
っ
て
必
要
な
限
り
の
批
評

を
簡
単
に
与
え
る
こ
と
で
満
足
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
吾
々
に
と
っ
て
比
較
的
便
宜
あ
る
の
は
フ
リ
ッ
シ
ュ
ア
イ

ゼ
ン
・
ケ
ー
ラ
ー
が
加
え
て
い
る

そ
れ夫

で
あ
る（

一
）。

私
は
第
一
に
、

ほ

ぼ

略
々
之
を
手
懸
り
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
吾
々
の
関
心

し
て
い
る
問
題
―――
方
法
概
念
の
運
動
―――
を
動
か
し
て
行
く
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

(

一)

　

F
risch

eisen
-K

ö
h
ler,

W
issen

sch
a
ft

u
n
d
W

irk
lich

k
eit,

S
.
1
3
9
ff
.

は
こ
の
批
評
の
た
め
に
特
に
章
を
設
け
て
い
る
。

、

　

第
、

　

一
、

　

の
、

　

批
、

　

難
は
、

　

個
、

　

別
、

　

的
、

　

因
、

　

果
の
概
念
に
関
係
し
て
見
出
さ
れ
る
。
リ
ッ
ケ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
、

　

因
、

　

果
、

　

関
、

　

係
―――
之
は
一

つ
の
必
然
性
で
あ
っ
た
―――
と
、

　

合
、

　

法
、

　

則
、

　

性
―――
之
も
一
つ
の
必
然
性
で
あ
る
―――
と
は
、
普
通
同
一
に

み

な

見
做
さ
れ
て

い
る
に
も

か
か
わ

拘
ら
ず
、
相
異
な
る
二
つ
の
必
然
性
概
念
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
因
果
関
係
必
ず
し
も
法
則
的
必
然
性
で
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は
な
い
。
法
則
的
必
然
性
は
そ
れ
が
法
則
的
で
あ
る
か
ら
当
然
、
自
然
科
学
の
み
に
固
有
な
筈
で
あ
る
、
之
に
反
し
て

歴
史
科
学
を
支
配
す
る
も
の
は
、
法
則
的
で
は
な
い
処
の
因
果
関
係
―――
個
別
的
因
果
―――
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。

個
別
的
因
果
は
元
来
事
実
（
実
在
）
そ
の
も
の
に
固
有
で
あ
っ
た
、
そ
し
て
歴
史
科
学
の
み
が
そ
れ
を
科
学
的
に
把
握

し
得
る
の
で
あ
っ
た
―――
前
を
見
よ
。

し
か併

し
個
別
的
因
果
を
よ
り
立
ち
入
っ
て
吟
味
し
て
見
よ
う
。
そ
れ
が
特
に
個

別
的
で
あ
る
と
呼
ば
れ
る
か
ら
に
は
、
吾
々
は
そ
れ
に

つ就
い
て
二
つ
の
場
合
を
想
像
す
る
こ
と
が
出
来
る
（
フ
リ
ッ

シ
ュ
ア
イ
ゼ
ン
・
ケ
ー
ラ
ー
は
そ
う
考
え
る
）。
、

　

同
、

　

一
、

　

の
、

　

原
、

　

因
が
時
の
異
な
る
に
従
っ
て
、

　

異
、

　

る
、

　

結
、

　

果
を

ひ惹
き
起
こ
す
こ

と
が
出
来
る
場
合
（
第
一
の
場
合
）、
そ
れ
で
な
け
れ
ば
、
仮
に
普
通
の
因
果
関
係
と
同
じ
く
同
一
の
原
因
が
同
一
の

結
果
を
生
む
も
の
と
し
た
上
で
、
、

　

同
、

　

一
、

　

の
、

　

原
、

　

因
が
元
来
、

　

二
、

　

度
、

　

と
、

　

起
、

　

こ
、

　

り
、

　

得
、

　

な
、

　

い
場
合
（
第
二
の
場
合
）。
第
一
の
場
合

で
あ
る
と
し
て
見
よ
う
、
即
ち
実
在
す
る
諸
事
件
の
内
に
於
て
同
一
の
原
因
が
異
っ
た
結
果
を

ひ惹
き
起
こ
し
得
る
も

の
と
想
像
し
て
見
よ
う
。

し
か併

し
い

か

如
何
な
る
手
段
に
よ
っ
て
吾
々
は
、
因
果
的
に
継
起
す
る
或
る
一
定
の
事
件
を
因
果

的
と
し
て
指
摘
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
か
。
成
る
程
転
変
す
る
諸
事
件
の
間
に
或
る
何
か
の
個
別
的
な
必
然
性
が
あ

る
と
云
え
ば
、
原
因
と
結
果
と
い
う
時
間
上
の
関
係
の
存
在
は
一
応
、

　

形
、

　

式
、

　

的
に
は
指
摘
さ
れ
る
に
は
違
い
な
い
が
、

し
か併

し
そ
れ
だ
け
で
は
ど
の
事
件
と
ど
の
事
件
と
の
関
係
が
因
果
的
で
あ
る
の
か
を
、

　

現
、

　

実
に
指
摘
す
る
こ
と
は
ま
だ
出
来

な
い
。
そ
う
す
る
た
め
に
は
何
か
の
特
徴
を
用
い
て
、
因
果
関
係
と
し
て
把
握
し
得
る
よ
う
な
一
定
の
関
係
を
見
出

す
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
処
が
そ
れ
は
そ
の
関
係
の
項
―――
事
件
の
個
々
の
内
容
―――
か
ら
独
立
し
て
そ
の
関

係
そ
の
も
の
だ
け
で
吾
々
に
知
ら
れ
得
る
よ
う
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
、

　

反
、

　

覆
し
得
る
関
係
だ
け
が
そ
の
よ

う
な
資
格
を

も有
つ
。
故
に
因
果
関
係
が
単
に
形
式
的
に
思
惟
し
得
ら
れ
る
ば
か
り
で
は
な
く
現
実
に
把
握
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
以
上
―――
そ
し
て

こ
こ茲

に
初
め
て
科
学
的
認
識
は
あ
る
の
で
あ
る
―――
、
因
果
と
は
同
一
の
原
因
が
常

に
同
一
の
結
果
を

ひ惹
き
起
こ
す
こ
と
で
あ
る
外
は
な
い
。
か
く
し
て
個
別
的
因
果
が
た
と
い
事
実
（
実
在
）
に
於
て

そ
な具
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わ
っ
て
い
る
と
想
像
出
来
な
く
は
な
い
に
し
て
も
、
之
を
現
実
に
把
握
す
る
手
段
が
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
現
実
に
把

握
出
来
て
従
っ
て
科
学
に
於
て
意
味
を
も
つ
こ
と
の
出
来
る
因
果
関
係
は
、
た
だ
同
一
の
原
因
が
同
一
の
結
果
を

ひ惹

き
起
こ
す
処
の
、
法
則
的
因
果
だ
け
で
あ
る
と
云
う
他
は
な
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
法
則
的
因
果
は
常
に
事
実
と
離
れ
る

こ
と
の
出
来
な
い
よ
う
に
結
び
付
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
こ
の
概
念
構
成
を
こ
の
事
実
か
ら
独
立
な
も
の
と

し
て
、
引
き
離
し
て
考
え
る
こ
と
は
出
来
な
く
な
る
。
又
第
二
の
場
合
で
あ
る
と
し
よ
う（

一
）。

即
ち
同
一
の
原
因
が
同
一

の
結
果
を
伴
う
と
し
て
、
元
来
同
一
の
原
因
が
二
度
と
起
こ
り
得
な
い
、
の
が
個
別
的
因
果
で
あ
る
と
し
よ
う
。

し
か併

し

こ
の
よ
う
な
個
別
的
因
果
は
（
、

　

第
、

　

二
、

　

の
、

　

批
、

　

難
の
結
果
か
ら
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
よ
う
に
法
則
的
な
る
も
の
も
亦
個
別
的

な
る
も
の
を
取
り
扱
い
得
る
か
ら
―――
後
を
見
よ
）
法
則
的
因
果
と
区
別
さ
れ
得
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
す
れ
ば

個
別
的
因
果
と
い
う
概
念
が
成
り
立
つ
理
由
は
無
く
な
る
。
従
っ
て
こ
の
場
合
に
も
亦
法
則
的
因
果
を
事
実
か
ら
独

立
に
引
き
離
さ
れ
た
概
念
構
成
に
ぞ
く
す
る
も
の
と
見
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
―――
ま
ず
始
め
に
単
な
る
事
実
が

与
え
ら
れ
、
之
に
対
し
て
後
に
他
か
ら
、
法
則
的
因
果
―――
そ
れ
は
自
然
科
学
的
概
念
構
成
に
固
有
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
た
―――
が
加
え
ら
れ
る
の
で
は
な
く
し
て
、
事
実
そ
の
も
の
が
始
め
か
ら
法
則
的
因
果
を

そ
な具

え
て
い
る
と
考
え
ら

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
事
実
（
実
在
）
に

そ
な具

わ
っ
て
い
る
因
果
関
係
は
個
別
的
因
果
で
は
な
く
し
て

む
し寧

ろ
法
則
的
因

果
で
あ
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
故
に
個
別
的
因
果
の
概
念
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
歴
史
科
学
を
自
然
科
学

か
ら
区
別
す
る
理
由
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
な
い
。
―――
之
が
第
一
の
批
難
で
あ
る
。

(

一)

　

こ
の
第
二
の
場
合
を
ば
フ
リ
ッ
シ
ュ
ア
イ
ゼ
ン
・
ケ
ー
ラ
ー
自
身
は
後
に
述
べ
る
で
あ
ろ
う
第
二
の
批
難
に
関
係
づ
け
て

語
っ
て
い
る
。
私
は
こ
の
批
難
と
後
の
批
難
と
を
切
り
離
し
て
見
た
。

リ
ッ
ケ
ル
ト
の
個
別
的
因
果
の
概
念
は
今
仮
定
さ
れ
た
第
一
の
場
合
で
は
な
く
し
て

も
っ
ぱ

専
ら
第
二
の
場
合
で
な
く
て

は
な
ら
な
い
。
何
と
な
れ
ば
個
別
的
因
果
の
認
識
は
彼
に
よ
れ
ば
、
普
遍
的
法
則
的
因
果
を
手
段
と
し
て
之
を
迂
回
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す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
目
的
を
達
す
る
こ
と
が
出
来
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
迂
回
は
同
一
の
原
因
が
同
一
の

結
果
を
伴
う
と
考
え
ら
れ
る
場
合
を
他
に
し
て
は
、
許
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
。
個
別
的
因
果
は
個
別
的
な
る
原

因
が
個
別
的
な
る
結
果
を
、

た
だ但

し
一
定
の
原
因
は
常
に
一
定
の
結
果
を
伴
う
と
い
う
条
件
の
下
に
、
伴
う
こ
と
を
意
味

し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
こ
の
意
味
で
の
個
別
的
因
果
は
法
則
的
な
普
遍
的
因
果
に
帰
着
し
得
る
か
。
も
し

帰
着
し
得
る
と
す
れ
ば
、
少
く
と
も
リ
ッ
ケ
ル
ト
自
身
の
立
場
を
そ
の
ま
ま
と
る
時
、
個
別
的
因
果
の
概
念
は
成
立

の
動
機
を
失
う
筈
で
あ
る
し
、
も
し
帰
着
し
得
な
い
と
す
れ
ば
リ
ッ
ケ
ル
ト
自
身
の
立
場
を
そ
の
ま
ま
取
っ
て
も
こ

の
概
念
は
成
り
立
つ
こ
と
が
出
来
る
筈
で
あ
る
。
フ
リ
ッ
シ
ュ
ア
イ
ゼ
ン
・
ケ
ー
ラ
ー
に
よ
れ
ば
法
則
的
（
普
遍
的
）

な
る
も
の
も
個
別
的
な
る
も
の
を
含
む
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
―――
次
の
批
難
を
見
よ
―――
、
個
別
的
因
果
は
普
遍

的
因
果
に
帰
着
す
る
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

も
っ
と

尤
も
リ
ッ
ケ
ル
ト
の
、

　

個
、

　

別
は
単
に
別
個
の
も
の
を
意
味
す
る
の

で
は
な
く
し
て
実
は
、

　

個
、

　

性
あ
る
も
の
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ
た
の
に
、
フ
リ
ッ
シ
ュ
ア
イ
ゼ
ン
・
ケ
ー
ラ
ー
の
、

　

個
、

　

別
は

単
に
別
個
の
も
の
を
指
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
―――
第
二
の
批
難
を
見
よ
―――
か
ら
、
法
則
的
（
普
遍
的
）
な
る
も

の
が
個
別
的
な
る
も
の
を
含
む
と
い
う
言
葉
は
、
リ
ッ
ケ
ル
ト
の
意
味
に
於
て
は
許
さ
れ
な
い
の
で
は
あ
る
。

し
か併

し

元
来
そ
の
よ
う
な
個
性
は
た
だ
価
値
に
関
係
づ
け
ら
れ
て
の
み
初
め
て
把
握
出
来
る
―――
個
別
化
が
そ
れ
で
あ
っ
た

―――
筈
で
あ
っ
た
か
ら
、
価
値
関
係
づ
け
を
欠
い
た
場
合
に
は
本
来
の
個
性
―――
個
別
―――
概
念
は
実
は
許
さ
れ
な

い
筈
で
あ
る
。
即
ち
価
値
関
係
づ
け
以
後
に
於
て
の
み
、

　

個
、

　

性
―
、

　

個
、

　

別
の
概
念
は
成
り
立
つ
こ
と
が
出
来
、
そ
れ
以
前

に
於
て
は
た
だ
、

　

別
、

　

個
の
概
念
し
か
成
り
立
た
な
い
筈
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
個
別
の
概
念
は
、

　

歴
、

　

史
、

　

科
、

　

学
、

　

的
、

　

概
、

　

念
、

　

構
、

　

成

―――
そ
れ
が
価
値
関
係
づ
け
で
あ
っ
た
―――
に

つ就
い
て
の
み
許
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
歴
史
科
学
的
概
念
構
成
以
前

の
之
と
独
立
な
直
観
的
に
与
え
ら
れ
た
、

　

事
、

　

実
（
、

　

実
、

　

在
）
に

つ就
い
て
は
許
さ
れ
な
い
筈
で
あ
る
。
故
に
リ
ッ
ケ
ル
ト
が
、

　

個

、

　

別
的
因
果
を
事
実
そ
れ
自
身
に

そ
な具

わ
っ
た
も
の
と
考
え
る
時
、
こ
の
個
別
の
概
念
は
本
来
の
個
別
の
概
念
か
ら
堕
し
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た
或
る
も
の
と
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
時
そ
れ
は
単
な
る
別
個
と
実
は

え
ら択

ぶ
処
が
な
い
で
あ

ろ
う
。
そ
う
す
れ
ば
フ
リ
ッ
シ
ュ
ア
イ
ゼ
ン
・
ケ
ー
ラ
ー
が
、
個
別
的
因
果
―――
そ
れ
は
実
は
単
に
別
個
な
る
も
の
の

因
果
の
外
の
何
物
を
も
意
味
し
な
い
―――
は
普
遍
的
因
果
に
帰
着
す
る
、
と
主
張
す
る
時
、
そ
の
主
張
は
正
し
い
で
あ

ろ
う
。
従
っ
て
個
別
的
因
果
に
対
す
る

さ
き向

の
批
難
は
正
し
い
で
あ
ろ
う
。

し
か然

る
に
、
個
別
を
単
な
る
別
個
な
る
も
の
と
し
て
理
解
す
る
代
り
に
個
性
的
な
る
も
の
と
し
て
理
解
す
る
な
ら
ば

―――
そ
し
て
之
こ
そ
リ
ッ
ケ
ル
ト
の
真
意
で
あ
る
―――
吾
々
は
リ
ッ
ケ
ル
ト
と
共
に
、
又
他
の
多
く
の
人
々
と
共
に
、

歴
史
に
於
け
る
個
別
的
因
果
を
―――
何
か
の
立
場
に
立
っ
て
―――
許
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う（

一
）。

そ
こ
で
問

題
の
解
決
は
こ
う
な
る
。
吾
々
は
リ
ッ
ケ
ル
ト
の
個
別
的
因
果
と
い
う
概
念
を
認
め
る
が
、

し
か併

し
リ
ッ
ケ
ル
ト
が
こ
の

概
念
を
用
い
て
い
る
、

　

立
、

　

場
そ
の
も
の
は
之
を
認
め
な
い
、
と
。
リ
ッ
ケ
ル
ト
の
立
場
、
そ
れ
は
第
一
に
事
実
と
一
般
に

科
学
的
、

　

概
、

　

念
、

　

構
、

　

成
と
の
独
立
、
に
外
な
ら
な
い
。
ま
ず
始
め
に
、
自
然
科
学
に
も
歴
史
科
学
に
も
ぞ
く
さ
な
い
直
観
的

に
与
え
ら
れ
た
事
実
が
あ
り
、
之
に
対
し
て
云
わ
ば
外
か
ら

そ
れ
ぞ
れ

夫
々
の
概
念
構
成
が
加
え
ら
れ
る
、
と
い
う
の
が
彼
の
立

場
の
第
一
歩
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
、

　

事
、

　

実
そ
の
も
の
に
個
別
的
因
果
が

そ
な具

わ
っ
て
お
り
、
、

　

歴
、

　

史
、

　

科
、

　

学
、

　

的
、

　

概
、

　

念
、

　

構
、

　

成
―――

そ
れ
は
事
実
を
個
別
的
因
果
に
於
て
把
握
す
る
筈
で
あ
っ
た
―――
が
之
を
受
け
取
る
、
と
い
う
の
が
彼
の
立
場
の
第

二
歩
で
あ
っ
た
。
処
で
歴
史
科
学
的
概
念
構
成
が
事
実
を
把
握
す
る
最
も
優
れ
た
―――
少
く
と
も
自
然
科
学
的
概
念

構
成
に
較
べ
て
―――
仕
方
で
あ
る
こ
と
を
何
人
も
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
個
別
的
因
果
―――
そ

れ
が
歴
史
に
必
要
で
あ
る
こ
と
を
吾
々
は
す
で
に
認
め
た
―――
が
た
だ
歴
史
科
学
的
概
念
構
成
に
だ
け
固
有
で
あ
っ

て
事
実
そ
の
も
の
に
は
之
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
彼
の
立
場
の
第
二
歩
を
吾
々
は
認

め
な
い
わ
け
に
は
行
か
な
い
。
そ
こ
で
吾
々
が
棄
て
ね
ば
な
ら
な
い
彼
の
立
場
と
は
、

さ
き向

の
第
一
歩
の

そ
れ夫

で
あ
る
こ



125　科学論

と
と
な
る
。
吾
々
は
、

　

事
、

　

実
と
、

　

科
、

　

学
、

　

的
、

　

概
、

　

念
、

　

構
、

　

成
と
の
独
立
と
い
う
リ
ッ
ケ
ル
ト
の
根
本
的
な
立
場
を
棄
て
る
こ
と
を

し強
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
来
た
。
そ
し
て
之
は
個
別
的
因
果
の
概
念
を
救
う
た
め
に
必
然
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

(

一)

　

個
別
的
因
果
の
概
念
が
一
般
に
成
り
立
つ
か
否
か
に

つ就
い
て
は
、
故
左
右
田
博
士
と
田
辺
博
士
と
の
論
争
を
参
照
す
べ
き

で
あ
る
。
後
者
は
最
近
、
性
格
的
必
然
性
の
概
念
と
し
て
之
を
認
め
た
（『
哲
学
研
究
』
一
四
六
号
）。
リ
ッ
ケ
ル
ト
自
身
は

こ
の
問
題
に
関
し
て
、H

essen
,
In
d
iv
id
u
elle

K
a
u
sa
litä

t

を
推
奨
し
て
い
る
。
―――
歴
史
科
学
に
と
っ
て
個
別
的
因
果
の

概
念
が
何
故
必
然
で
あ
る
か
は
な
お
後
を
見
よ
。

事
実
（
実
在
）
は
歴
史
科
学
的
概
念
構
成
と
独
立
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
又
同
様
に
そ
れ
は
自
然
科
学

的
概
念
構
成
か
ら
独
立
に
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
も
な
い
―――
之
は
す
で
に
フ
リ
ッ
シ
ュ
ア
イ
ゼ
ン
・
ケ
ー
ラ
ー

の
主
張
で
あ
っ
た
。

故
に
第
一
の
批
難
は
、
実
は
個
別
的
因
果
に
対
す
る
批
難
で
は
な
く
て
、
こ
の
概
念
が
リ
ッ
ケ
ル
ト
に
よ
っ
て
用
い

ら
れ
た
リ
ッ
ケ
ル
ト
の
特
有
な
根
本
的
な
立
場
―――
事
実
と
科
学
的
概
念
構
成
と
の
独
立
―――
に
対
す
る
批
難
で
あ

る
、
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
事
実
と
科
学
的
概
念
構
成
と
の
独
立
は

し
か併

し
な
が
ら
、
、

　

内
、

　

容
と
、

　

形
、

　

式
と
の
対
立
か
ら
由

来
し
た
こ
と
を
思
い
起
こ
そ
う
。
カ
ン
ト
に
於
て
は
実
際
内
容
と
形
式
と
は
相
互
に
独
立
し
て
対
立
し
て
い
た
で
あ

ろ
う
。
よ
り
一
般
的
に
云
う
時
、
こ
の
対
立
は
、

　

主
、

　

観
と
、

　

客
、

　

観
と
の
、

　

認
、

　

識
、

　

論
、

　

的
―――
人
々
は
之
を
、

　

論
、

　

理
、

　

的
と
も
名
づ
け

る
―――
立
場
に
於
け
る
対
立
に
由
来
す
る
。
今
や
云
う
こ
と
が
出
来
る
、
第
一
の
批
難
は
認
識
論
的
立
場
―――
そ
れ

は
主
客
の
対
立
か
ら
出
発
す
る
特
色
を
も
つ
（
前
を
見
よ
）
―――
に
対
す
る
批
難
に
他
な
ら
な
い
、
と
。

、

　

第
、

　

二
、

　

の
、

　

批
、

　

難
。
仮
に
フ
リ
ッ
シ
ュ
ア
イ
ゼ
ン
・
ケ
ー
ラ
ー
の
云
う
処
に
従
っ
て
、
個
別
的
因
果
の
概
念
が
、
一
般
に

従
っ
て
又
リ
ッ
ケ
ル
ト
の
立
場
に
於
て
も
亦
、
成
り
立
た
な
い
と
す
れ
ば
、
リ
ッ
ケ
ル
ト
の
立
場
に
立
っ
て
一
般
に
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因
果
は
自
然
必
然
的
な
普
遍
的
法
則
的
因
果
で
し
か
あ
り
得
な
い
こ
と
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
一
般
に
因
果
が
行
な

わ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
処
に
は
即
ち
又
法
則
性
が
支
配
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
故

又
、
も
し
実
在
が
因
果
的
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
法
則
性
の
有
無
を
以
て
自
然
科
学
と
歴
史
科
学
と
の
区
別
の
徴
表
と
す

る
こ
と
は
出
来
な
い
し
、
之
に
反
し
て
法
則
性
を
以
て
区
別
の
徴
表
と
し
得
る
た
め
に
は
人
々
は
実
在
に

そ
な具

わ
っ
た

因
果
を
一
般
に
否
定
せ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
。
も
し
実
在
（
従
っ
て
又
歴
史
）
に

そ
な具

わ
っ
た
因
果
を
否
定
す
る
理
由

が
な
い
と
す
れ
ば
―――
そ
し
て
恐
ら
く
人
々
は
リ
ッ
ケ
ル
ト
と
共
に
之
を
認
め
る
で
あ
ろ
う
―――
、
そ
う
す
れ
ば
自

然
科
学
と
歴
史
科
学
と
の
区
別
は
法
則
性
―――
、

　

一
、

　

般
、

　

化
―――
に
よ
っ
て
は
与
え
ら
れ
な
く
な
る
。
こ
の
こ
と
は
即
ち
、

前
に
述
べ
た
通
り
、
両
者
の
区
別
が
、

　

個
、

　

別
、

　

化
に
よ
っ
て
は
与
え
ら
れ
な
い
こ
と
を
も
意
味
す
る
。
そ
う
す
る
と
、
自
然

科
学
に
於
け
る
法
則
は
果
し
て
個
別
的
な
る
も
の
を
排
除
す
る
か
ど
う
か
が
、
重
大
な
疑
問
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
し
て

あ
た
か

恰
も
之
に
関
係
し
て
、
リ
ッ
ケ
ル
ト
に
と
っ
て
一
つ
の
困
難
が
実
際
か
く
さ
れ
て
い
る
。

法
則
に
固
有
な
一
般
化
は
一
つ
の
抽
象
化
で
は
あ
る
で
あ
ろ
う
。
実
在
そ
の
も
の
を
模
写
し
て
い
な
い
以
上
法
則
は
抽

象
化
が
産
ん
だ
も
の
で
は
あ
ろ
う
。

し
か併

し
抽
象
化
必
ず
し
も
リ
ッ
ケ
ル
ト
の
意
味
す
る
一
般
化
―――G

en
eralisation

―――
で
は
な
い
、
と
フ
リ
ッ
シ
ュ
ア
イ
ゼ
ン
・
ケ
ー
ラ
ー
は
考
え
る
。
種
概
念
か
ら
類
概
念
へ
の
上
昇
が
こ
の
よ
う

な
一
般
化
の
意
味
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
種
類
の
一
般
化
が
自
然
科
学
全
体
又
は
そ
の
代
表
的
な
る
も
の
を
支
配

し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
恐
ら
く
生
物
学
で
あ
る
な
ら
ば
（
あ
ま
り
代
表
的
で
は
な
い
こ
の
自
然
科
学
で
あ
る
な
ら

ば
）、
こ
の
種
類
の
一
般
化
が
そ
れ
に
特
有
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

し
か併

し
無
論
生
物
学
の
概
念
構
成
が

た
と例

え
ば
物
理

学
の
（
代
表
的
な
る
こ
の
自
然
科
学
の
）

そ
れ夫

で
は
な
い
。
そ
し
て
こ
の
物
理
学
に
於
て
こ
そ
初
め
て
、

　

法
、

　

則
の
概
念
が

そ
の
本
来
の
面
目
を
現
わ
す
。
そ
う
す
れ
ば
法
則
の
一
般
性
はG

en
eralisieru

n
g

で
あ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
、

　

分
、

　

析

―――Iso
lieru

n
g

―――
こ
そ

そ
れ夫

で
あ
る（

一
）。

―――
フ
リ
ッ
シ
ュ
ア
イ
ゼ
ン
・
ケ
ー
ラ
ー
は
そ
う
区
別
す
る
。
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(

一)

　

フ
リ
ッ
シ
ュ
ア
イ
ゼ
ン
・
ケ
ー
ラ
ー
に
よ
れ
ば

い
わ
ゆ
る

所
謂
、

　

単
、

　

純
、

　

化
はIso

lieru
n
g

で
は
な
く
し
て
、
た
だG

en
era

lisieru
n
g

に

の
み
ぞ
く
す
る
。

自
然
科
学
に
於
け
る
―――
一
般
に

す
べ凡

て
の
科
学
に
於
け
る
―――
法
則
は
何
の
た
め
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
。
無

論
普
遍
的
な
関
係
を
求
め
る
こ
と
が
法
則
の
目
的
に
は
違
い
な
い
が
、
こ
の
普
遍
的
な
関
係
が
更
に
何
の
た
め
に
求
め

ら
れ
る
の
か
。
そ
れ
は
、
之
に
よ
っ
て
、

　

個
、

　

々
の
現
象
を
統
一
的
に
説
明
し
得
よ
う
た
め
で
あ
る
。
法
則
の
目
的
は
そ
れ

故
実
は
一
般
化
で
は
な
く
し
て
一
般
化
を
通
じ
て
個
々
の
も
の
を
理
解
す
る
こ
と
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
単
に
普

遍
的
関
係
を
見
出
し
た
だ
け
で
は
―――
な
る
程
そ
れ
だ
け
で
も
知
識
上
の
一
つ
の
収
穫
で
は
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
―――
、

法
則
は
法
則
と
し
て
の
本
来
の
、

　

機
、

　

能
を
現
わ
す
こ
と
は
出
来
な
い
。

た
と例

え
ば
社
会
が
次
第
に
分
化
し
て
行
く
と
い
う

普
遍
的
な
関
係
を
指
摘
し
得
て
も
、
こ
の
関
係
に
よ
っ
て
個
々
の
社
会
現
象
が
今
ま
で
出
来
な
か
っ
た
仕
方
に
於
て

説
明
さ
れ
得
、
又
之
を
機
関
と
し
て
更
に
個
々
の
現
象
の
研
究
を
進
め
得
る
、
そ
の
よ
う
な
実
践
的
機
能
を

も有
た
な
い

限
り
、
そ
の
関
係
は
た
だ
単
に
法
則
の
名
を

も有
っ
て
い
る
と
云
う
ま
で
で
あ
る
。
之
を
法
則
と
呼
ぶ
の
は

さ
し
つ
か

差
閊
え
な

い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
も
の
を
法
則
と
呼
ん
で
法
則
の
名
に
満
足
す
る
こ
と
は
、
法
則
概
念
自
身
が
許
さ
な
い（

一
）。

ケ
プ
ラ
ー
の
法
則
は
た
だ
天
体
界
の
普
遍
的
関
係
で
あ
る
の
で
は
な
く
し
て
、
之
に
よ
っ
て
諸
々
の
星
の
軌
道
を
計

算
し
得
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
法
則
は
、
法
則
概
念
の
性
格
そ
れ
自
身
に
よ
っ
て
、
単
な
る
普
遍

的
関
係
で
は
な
く
し
て
、
与
え
ら
れ
た
る
諸
現
象
を
説
明
し
得
、

か且
つ
そ
の
上
に
、
未
だ
与
え
ら
れ
な
い
諸
現
象
へ
理

論
を

き
ょ
う
ど
う

嚮
導
し
得
る
資
格
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
与
え
ら
れ
た
る
又
未
だ
与
え
ら
れ
な
い
諸
現
象
―――
そ

れ
は
普
遍
的
で
は
な
く
し
て
、

　

個
、

　

々
の
現
象
で
あ
る
―――
を
法
則
が
規
制
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
法
則
は
本
来
の
法
則

で
は
な
い
。
、

　

法
、

　

則
の
目
的
は
、

　

個
、

　

々
の
現
象
を
統
一
的
に
、

　

記
、

　

述
す
る
こ
と
に
存
在
す
る
、
、

　

普
、

　

遍
、

　

的
、

　

関
、

　

係
を
用
い
る
こ
と

は
そ
れ
の
一
つ
の
手
段
の
外
で
は
な
い
。
法
則
は
普
遍
者
に
到
着
す
る
こ
と
が
目
的
で
は
な
く
し
て
個
々
の
現
象
に
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還
る
こ
と
―――
そ
れ
こ
そ
学
問
的
実
践
で
あ
る
―――
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
特
に
吾
々
は
注
意
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
意
味
に
於
て
、
法
則
の

も有
つ
一
般
化
はG

en
eralisieru

n
g

で
は
な
く
し
てIsolieru

n
g

と
呼

ば
れ
る
こ
と
に
重
大
な
意
味
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
リ
ッ
ケ
ル
ト
の
法
則
概
念
は
こ
の
関
係
を
意
識
す
る
こ
と
に
於
て
、

散
漫
で
あ
っ
た
。

(

一)

　

法
則
が
理
論
に
与
え
る
実
践
的
機
能
を
人
々
が
意
識
し
な
い
時
、
無
益
な
る
法
則
概
念
が
成
立
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
機

能
な
き
法
則
概
念
を

し強
い
て
機
能
せ
し
め
よ
う
と
す
る
時
、
生
ま
れ
る
も
の
は
不
生
産
的
な
衒
学
的
理
論
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
吾
々
は
物
理
学
を
模
倣
し
て
法
則
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
様
々
の
学
問
に
於
て
、
そ
の
よ
う
な
法
則
概
念
の
使
用
を
見
る
。

法
則
の
機
能
性
は
次
の
場
合
を
考
え
る
時

い
よ
い
よ

愈
々
明
ら
か
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
理
論
物
理
学
的
法
則
は
多
く
代
数
的

な
い
し

乃
至
微
分
的
方
程
式
の
形
を
と
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
場
合
、
こ
の
方
程
式
に
よ
っ
て
云
い
表
わ
さ
れ
る
関
係
そ

れ
自
身
が
、
普
遍
的
で
あ
る
と
い
う
ば
か
り
で
は
な
く
、
更
に
こ
の
方
程
式
の
各
々
の
変
数
が
普
遍
概
念
で
あ
る
こ
と

を
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
各
々
の
変
数
が
常
数
で
は
な
く
し
て

ま
さ正

に
変
数
で
あ
る
こ
と
に
於
て
、
法

則
の
、

　

機
、

　

能
、

　

性
を
、
方
程
式
の
、

　

関
、

　

数
、

　

性
と
し
て
、
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
処
が
関
数
は
一
般
に
、
個
々
の
異
っ
た
切
線

を
も有

つ
点
の
連
続
と
し
て
の
曲
線
を
云
い
表
わ
す
。
関
数
と
は
そ
の
微
分
係
数
が
個
々
の
切
線
の
方
向
を
与
え
得
る

よ
う
な
一
般
者
で
あ
る
。
関
数
の
場
合
の
一
般
者
は
個
々
の
場
合
を
除
外
し
な
い
。
そ
し
て
理
論
物
理
学
の
法
則
は

実
際
、
こ
の
よ
う
な
関
数
な
の
で
あ
る
。
故
に
法
則
は
今
の
場
合
に
於
て
、
そ
の
機
能
性
を
―――
、

　

関
、

　

数
、

　

性
を
―――
最
も

鮮
明
に
示
す
こ
と
が
出
来
る
。
法
則
の
機
能
性
に
於
て
現
わ
れ
る
一
般
化
は
、
決
し
て
個
々
の
も
の
を
排
除
す
る
こ

と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
個
々
の
も
の
を

ま俟
た
ず
に
は

か
え却

っ
て
一
般
化
の
目
的
を
失
っ
て

し
ま了

わ
ね
ば
な
ら
ぬ
で

あ
ろ
う
。
リ
ッ
ケ
ル
ト
が
与
え
て
い
る
法
則
概
念
は
少
く
と
も
法
則
の
こ
の
重
大
な
性
質
を
強
調
す
る
こ
と
を
忘
れ

て
い
る（

一
）。

困
難
は

こ
こ茲

に
横
た
わ
る
。
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(

一)

　

こ
の
弱
点
を
指
摘
し
た
も
の
の
内
で
代
表
的
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
で
あ
る
（C

a
ssirer,

S
u
b
sta

n
zb

eg
riff

u
n
d
F
u
n
k
tio

n
sb

eg
riff

,
S
.
2
9
2
f

参
照
）。

こ
の
困
難
は

し
か併

し
な
が
ら
、
リ
ッ
ケ
ル
ト
科
学
論
の
理
論
的
整
合
か
ら
見
て
、
必
ず
し
も
致
命
的
で
は
な
い
で
あ
ろ

う
。
な
る
程
自
然
科
学
―――
そ
れ
は
普
遍
的
法
則
を
求
め
る
―――
は
決
し
て
、

　

個
、

　

々
の
も
の
を
排
除
し
は
し
な
い
で
あ

ろ
う
。

し
か併

し
そ
う
で
あ
る
か
ら
と
云
っ
て
、
自
然
科
学
の
法
則
が
個
別
的
な
も
の
を
記
述
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

個
々
の
も
の
は
成
る
程
一
般
的
な
る
も
の
と
し
て
で
は
な
く

ま
さ正

に
個
々
の
も
の
と
し
て
、
法
則
の
規
制
を
受
け
る
の

で
は
あ
る
、

し
か併

し
そ
れ
で
あ
る
か
ら
と
云
っ
て
、
個
々
の
も
の
の

も有
つ
で
あ
ろ
う
、

　

個
、

　

性
が
、
個
性
と
し
て
、
法
則
の
支

配
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
、

　

相
、

　

異
、

　

る
も
の
―――
個
々
の
も
の
―――
が
必
ず
し
も
、

　

個
、

　

別
的
な
も
の
で
は

な
か
っ
た
こ
と
を
人
々
は
思
い
起
こ
す
べ
き
で
あ
る
。
個
別
的
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
は
実

は
常
に
、
個
性
を

も有
っ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
処
が
個
々
の
も
の
は
差
異
性
を
こ
そ
持
て
、
そ
れ
だ
け

で
は
ま
だ
個
性
を

も有
ち
は
し
な
い
。
問
題
は
個
性
の
有
無
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
リ
ッ
ケ
ル
ト
は
、
そ
の
概
念
規
定
が

や
や
不
適
当
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
と
に
か
く
、

　

量
、

　

的
個
別
性
と
、

　

質
、

　

的
個
別
性
と
を
区
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
区

別
を
与
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故

た
と例

え
ば
精
神
物
理
学
が
個
別
的
な
そ
し
て

し
か而

も
質
的
な
も
の
を
取
り
扱
う
か

ら
と
云
っ
て
も
、
個
別
や
質
が
こ
の
場
合
個
性
的
な
も
の
を
意
味
し
な
い
か
ら
に
は
、
こ
の
科
学
が
依
然
と
し
て
自
然

科
学
に
ぞ
く
す
る
こ
と
を
妨
げ
は
し
な
い
の
で
あ
る（

一
）。

真
に
個
別
的
な
る
も
の
―――
個
性
―――
は
一
定
の
、

　

価
、

　

値
に
関

係
せ
し
め
ら
れ
て
初
め
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
か
か
る
価
値
は
自
然
科
学
の
対
象
の
規
定
に
少
し
も

あ
ず与

か

る
理
由
を
見
出
さ
な
い
。
個
別
化
は
そ
れ
故

や

は

矢
張
り
歴
史
科
学
に
の
み
特
有
で
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
あ
る
か
ら
、

自
然
科
学
は
、
そ
の
法
則
は
、
個
別
的
な
も
の
を
取
り
扱
わ
な
い
、
と
い
う
リ
ッ
ケ
ル
ト
の
言
葉
は
、
一
応
誤
っ
て
は

い
な
い
で
あ
ろ
う
。
―――
た
だ
批
難
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
と
見
え
る
の
は
、
こ
の
言
葉
に
よ
っ
て
事
実
上
暴
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露
さ
れ
て
い
る
処
の
、
自
然
科
学
的
法
則
概
念
の
理
解
の
不
充
分
さ
で
あ
る
。
元
来
自
然
科
学
的
概
念
構
成
の
限
界

を
決
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
歴
史
科
学
の
概
念
構
成
の
特
色
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
の
が
、
科
学
論
の
理
論
上
の
手

続
き
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
自
然
科
学
的
概
念
構
成
の
特
徴
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
法
則
概
念
が
す
で
に
不

充
分
で
あ
る
こ
と
は
、
必
然
に
自
然
科
学
的
並
び
に
歴
史
科
学
的
概
念
構
成
の
理
論
を
薄
弱
に
し
な
い
で
は
お
か
な

い
筈
で
あ
る
。
特
に
今
は
自
然
科
学
に

つ就
い
て
―――
歴
史
科
学
に

つ就
い
て
は
後
を
見
よ
―――
こ
の
弱
点
が

あ
た
か

恰
も
指
摘

さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

(

一)

　

フ
リ
ッ
シ
ュ
ア
イ
ゼ
ン
・
ケ
ー
ラ
ー
は
こ
れ
を
一
例
と
し
て
リ
ッ
ケ
ル
ト
の
困
難
を
指
摘
し
得
た
と
考
え
た
が
、
そ
れ
は

誤
解
で
あ
る
で
あ
ろ
う(W

issen
sch

a
ft

u
n
d
W

irk
lich

k
eit,

S
.
1
5
1
)

。

第
二
の
批
難
が
示
す
も
の
は
、
一
般
的
に
云
う
な
ら
ば
、
科
学
論
が
特
に
自
然
科
学
的
方
法
の
、

　

現
、

　

実
、

　

的
、

　

内
、

　

容
へ
充
分

に
立
ち
入
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
と
い
う
欠
点
で
あ
る
。
こ
の
欠
点
故
に
科
学
論
は
、
現
実
の
科
学
の
、
特
に
自
然
科

学
の
、
内
部
に
立
脚
し
な
い
処
の
、
地
盤
を

も有
た
な
い
方
法
論
と
し
て
意
識
さ
れ
る
理
由
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
自
然
科

学
の
地
盤
か
ら
加
え
ら
れ
る
批
難
は
、
そ
れ
が
正
当
な
批
難
で
あ
っ
て
も
不
当
な
批
難
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
根
本
的
な

動
機
を
こ
の
意
識
か
ら

う享
け
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

、

　

第
、

　

三
、

　

の
、

　

批
、

　

難
。
歴
史
科
学
が
取
り
扱
う
概
念
は
個
別
化
さ
れ
た
る
も
の
、
個
性
、
で
あ
っ
た
が
、
個
性
と
は
実
は
価

値
へ
関
係
づ
け
ら
れ
た
る
限
り
の
個
物
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
た
。
歴
史
科
学
的
概
念
構
成
の
性
格
は

、

　

価
、

　

値
、

　

関
、

　

係
、

　

づ
、

　

け
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。

し
か併

し
な
が
ら
、

い
わ
ゆ
る

所
謂
価
値
関
係
づ
け
だ
け
に
よ
っ
て
は
、
歴
史
科
学
的
概
念

構
成
の
性
格
は
明
ら
か
に
さ
れ
ず
、
又
価
値
関
係
づ
け
が
そ
れ
の
最
も
重
大
な
特
色
で
あ
る
の
で
も
な
い
、
之
が
フ

リ
ッ
シ
ュ
ア
イ
ゼ
ン
・
ケ
ー
ラ
ー
の
第
三
の
批
難
で
あ
る
。
歴
史
科
学
的
記
述
は
、
個
物
の
も
つ
多
様
の
性
質
の
内
か



131　科学論

ら
特
に
価
値
に
関
係
づ
け
ら
れ
て
取
り
出
さ
れ
た
特
定
の
性
質
だ
け
を
記
述
す
る
こ
と
で
あ
る
、
と
云
う
の
が
誤
り

で
あ
る
と
云
う
の
で
は
な
い
が
、
歴
史
科
学
に
と
っ
て
重
大
な
関
心
と
な
る
も
の
は
、
単
に
歴
史
科
学
が
今
述
べ
た

よ
う
に
記
述
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
主
張
で
は
な
く
し
て
、

い

か

如
何
な
る
手
続
き
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
歴
史
科
学

が
か
か
る
記
述
を
、

　

現
、

　

実
、

　

的
に
行
な
い
得
る
か
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。
な
る
程
価
値
へ
関
係
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て

歴
史
科
学
的
統
一
の
、

　

準
、

　

備
は
整
っ
た
で
あ
ろ
う
。

し
か併

し
単
に
価
値
へ
関
係
づ
け
ら
れ
た
だ
け
の
対
象
は
そ
れ
だ
け
で

は
ま
だ
、

　

実
、

　

際
の
統
一
を

も有
っ
て
は
い
な
い
。

た
と例

え
ば
歴
史
家
が
実
際
に
、
或
る
歴
史
的
人
物
の
個
性
を
記
述
す
る
と

し
よ
う
。
彼
は
そ
の
人
物
の
全
体
を
標
準
と
し
て
そ
の
部
分
と
な
る
べ
き
一
切
の
行
動
や
表
現
を
材
料
と
し
て
選
択

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
材
料
の
選
択
は
そ
れ
が
こ
の
全
体
の

も有
つ
内
部
的
連
関
を
明
ら
か
に
す
る
材
料

と
し
て
役
立
つ
よ
う
に
行
な
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
選
択
は
価
値
へ
関
係
づ
け
て
行
な
わ
れ
る
に
は
違
い
な
い
。

し
か併

し
選
択
し
た
だ
け
で
は
ま
だ
実
際
の
記
述
で
は
な
い
、
現
実
の
記
述
は
、
こ
の
材
料
を

い

か

如
何
に
し
て
全
体
と
部
分
の

連
関
と
し
て
関
係
づ
け
る
か
と
い
う
、
現
実
的
な
問
題
の
内
に
存
す
る
筈
で
あ
る
。
故
に
価
値
へ
関
係
づ
け
る
と
い

う
性
質
を
特
に
指
摘
し
て
見
た
処
で
、
歴
史
的
部
分
相
互
の
、
又
部
分
が
全
体
に
対
す
る
、
連
関
の
実
際
上
の
分
析
に

は
、
少
し
も
現
実
的
に
寄
与
す
る
こ
と
を
得
な
い
。
歴
史
科
学
的
概
念
構
成
の
特
色
は
そ
れ
で
あ
る
か
ら
、
単
に
価
値

関
係
づ
け
で
あ
る
と
云
う
こ
と
に
よ
っ
て
は
現
実
的
に
は
明
ら
か
に
さ
れ
得
な
い
。
そ
う
す
れ
ば
次
に
、
価
値
関
係

づ
け
は
第
二
段
と
し
て
、
特
に
云
い
立
て
る
必
要
の
な
い
も
の
と
し
て
し
か
意
識
さ
れ
ず
、
之
に
反
し
て
歴
史
的
全
体

と
部
分
と
を
連
関
せ
し
め
る
現
実
的
な
方
法
が
、
第
一
義
的
な
問
題
と
な
っ
て
、
歴
史
科
学
的
概
念
構
成
を
性
格
づ
け

る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
自
然
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
価
値
関
係
づ
け
と
い
う
規
定
は
こ
の
時
次
第
に
無
視
さ
れ
る
結

果
を
招
き
、
従
っ
て

た
と例

え
ば
「
自
然
科
学
的
な
意
味
に
於
て
構
成
さ
れ
得
る
特
徴
を
与
え
る
の
で
な
け
れ
ば
、
ど
の
よ

う
な
特
殊
の
事
物
の
記
述
も
不
完
全
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
な
点
が
力
説
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
そ
し
て

か
え却

っ
て
之
が
、
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価
値
関
係
づ
け
だ
け
で
は
歴
史
記
述
の
解
明
と
し
て
不
充
分
で
あ
る
こ
と
の
証
拠
と
考
え
ら
れ
る
に
至
る
で
あ
ろ
う
。

又
た
と例

え
ば
価
値
関
係
づ
け
と
は
、
歴
史
家
に
と
っ
て
単
に
、
歴
史
的
全
体
―――
歴
史
的
普
遍
概
念
―――
の
内
容
へ
歴
史

的
事
件
を
従
属
せ
し
め
る
こ
と
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
い
、
と
も
考
え
ら
れ
る
に
至
る
で
あ
ろ
う（

一
）。

そ
う
す
れ
ば
歴
史

記
述
の
特
色
は
も
は
や
価
値
関
係
づ
け
で
は
な
く
し
て
、

た
と例

え
ば
、
、

　

目
、

　

的
、

　

乃
、

　

至
、

　

作
、

　

用
、

　

の
、

　

連
、

　

関
の
記
述
に
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
も
必
然
で
あ
ろ
う（

二
）。

(

一)

　

F
risch

eisen
-K

ö
h
ler,

W
issen

sch
a
ft

u
n
d
W

irk
lich

k
eit,

S
.
1
6
4
—

1
7
5

参
照
。

(

二)

　

同
上S

.
1
7
6

及
びD

ilth
ey,

D
er

A
u
fb
a
u
d
er

g
esch

ich
tlich

en
W
elt

in
d
er

G
eistesw

issen
sch

a
ft

(G
esa

m
m
elte

S
ch
riften

,
B
d
.
7
,
S
.
1
3
8
)

参
照
。
フ
リ
ッ
シ
ュ
ア
イ
ゼ
ン
・
ケ
ー
ラ
ー
は
デ
ィ
ル
タ
イ
に
基
く
。

こ
の
批
難
は

し
か併

し
、
、

　

直
、

　

接
、

　

に
、

　

は
、
少
し
も
リ
ッ
ケ
ル
ト
に
対
す
る
批
難
と
は
な
ら
な
い
。
何
と
な
れ
ば
リ
ッ
ケ
ル
ト

自
身
、
歴
史
的
な
、

　

作
、

　

用
、

　

の
、

　

連
、

　

関
の
記
述
を
以
て
歴
史
記
述
の
目
的
と
見
て
い
る
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
個
別
的
因
果
の

概
念
の
如
き
か
か
る
連
関
に

つ就
い
て
こ
そ
必
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

か
え却

っ
て
彼
は
、
一
般
に
承
認
さ
れ
て
い
る
で

あ
ろ
う
処
の
歴
史
記
述
の
今
の
こ
の
目
的
の
根
柢
に
、
価
値
関
係
づ
け
と
い
う
新
し
い
関
係
を
見
出
し
た
点
に
於
て

こ
そ
、
独
創
的
で
あ
っ
た
の
で
あ
る（

一
）。

フ
リ
ッ
シ
ュ
ア
イ
ゼ
ン
・
ケ
ー
ラ
ー
の
批
難
は
、
リ
ッ
ケ
ル
ト
自
身
が
述
べ

て
い
る
よ
う
に
、
彼
に
対
す
る
誤
解
に
基
く
と
云
う
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

し
か併

し
な
が
ら
こ
の
誤
解
は
決
し
て

無
意
味
な
誤
解
で
は
な
い
、
そ
れ
は
結
局
リ
ッ
ケ
ル
ト
の
事
実
上
示
し
て
い
る
一
つ
の
欠
点
を
指
摘
す
る
動
機
に
基

い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
リ
ッ
ケ
ル
ト
の
科
学
論
に
於
て
は
、
歴
史
記
述
に

つ就
い
て
た
だ
価
値
関
係
づ
け
と
い
う
規

定
だ
け
が
強
調
さ
れ
、
之
に
反
し
て
歴
史
的
作
用
の
連
関
と
い
う
他
の
重
大
な
規
定
は
極
め
て
軽
ん
じ
ら
れ
て
見
え

る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
処
が
作
用
連
関
の
記
述
こ
そ
歴
史
記
述
の
現
実
的
な
規
定
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
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う
の
は
、
価
値
関
係
づ
け
と
い
う
規
定
を
指
摘
し
た
処
で
歴
史
家
の
歴
史
記
述
に
対
し
て
実
際
上
の
解
明
を
与
え
る

余
地
は
恐
ら
く
少
な
い
で
あ
ろ
う
、
之
に
反
し
て
作
用
連
関
の
記
述
の
仕
方
を
指
摘
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
自
身
実
際

的
歴
史
記
述
の
解
明
で
あ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
。
人
々
は

こ
こ茲

に
リ
ッ
ケ
ル
ト
の
歴
史
哲
学
と
デ
ィ
ル
タ
イ
の

そ
れ夫

と
を
そ

の
実
際
上
の
効
果
に
於
て
比
較
し
て
見
る
べ
き
で
あ
る
。
歴
史
記
述
の
こ
の
現
実
的
な
規
定
―――
作
用
連
関
―――
を

特
に
強
調
し
よ
う
と
す
る
こ
と
が
、
と
り
も
直
さ
ず
フ
リ
ッ
シ
ュ
ア
イ
ゼ
ン
・
ケ
ー
ラ
ー
の
批
難
の
根
本
動
機
を
な

す
。
で
あ
る
か
ら
こ
の
批
難
は
、

　

直
、

　

接
、

　

に
、

　

は
リ
ッ
ケ
ル
ト
に
対
す
る
批
難
と
な
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
そ
れ
に
も

か
か
わ

拘

ら
ず
、
、

　

間
、

　

接
、

　

に
、
結
局
は
、
科
学
論
の
一
つ
の
欠
点
を
実
質
上
指
摘
し
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（

二
）。

(

一)

　

人
々
は
リ
ッ
ケ
ル
ト
の
歴
史
理
論
と
、た

と例
え
ば
エ
ド
ゥ
ア
ル
ト
・
マ
イ
ア
ー
の
歴
史
論
と
を
比
較
し
て
見
よ(E

.
M
ey
er,

Z
u
r

T
h
eo
rie

u
n
d
M
eth

o
d
ik

d
.
G
esch

ich
te.

―――in
“
K
lein

e
S
ch
riften

”
)

。
両
者
の
比
較
は
す
で
に
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー

バ
ー
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
る(M

.
W
eb

er,
Z
u
r
A
u
sein

a
n
d
ersetzu

n
g
m
it

E
d
u
a
rd

M
ey
er.

―――“
G
esa

m
m
elte

A
u
fsä

tze
zu

r
W

issen
sch

a
ftsleh

re”
,
S
.
2
1
5
ff
.)

。

(

二)

　

こ
の
欠
点
を
補
っ
た
も
の
に
相
当
す
る
の
はM

a
x
W
eb

er,
O
b
jek

tiv
e
M
ö
g
lich

k
eit

u
n
d
a
d
ä
q
u
a
te

V
eru

rsa
ch
u
n
g

in
d
er

h
isto

risch
en

K
a
u
sa
lb
etra

ch
tu
n
g

（“
G
esa

m
m
elte

A
u
fsẗze

zu
r
W

issen
sch

a
ftsleh

re”
,
S
.
2
6
6
ff
)

で
あ
る
で

あ
ろ
う
。

歴
史
科
学
の
概
念
構
成
が
価
値
関
係
づ
け
で
あ
る
と
い
う
主
張
は
、
そ
の
も
の
と
し
て
、
誤
り
で
な
い
ば
か
り
で
は

な
く
、
至
極
必
要
な
そ
し
て
意
味
あ
る
洞
察
に
基
い
た
も
の
で
あ
る
。
人
々
は
之
を
否
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
で

あ
ろ
う
。
た
だ
か
く
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
歴
史
記
述
が
現
実
に
遂
行
さ
れ
る
そ
の
手
続
き
―――
之
こ
そ
真
に

、

　

概
、

　

念
、

　

構
、

　

成
の
名
に

ふ
さ適

わ
し
い
―――
を
充
分

か
え
り

顧
み
る
必
要
が
な
い
か
の

ご
と如

く
見
え
る
よ
う
に
振
舞
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は

事
実
上
、
一
つ
の
重
大
な
欠
点
と
し
て
現
わ
れ
て
く
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
科
学
論
の
第
三
の
批
難
は

こ
の
欠
点
を
指
摘
す
る
処
に
横
た
わ
る
。
歴
史
科
学
的
概
念
構
成
の
、

　

現
、

　

実
、

　

的
、

　

内
、

　

容
に
充
分
立
ち
入
ら
ず
、
従
っ
て
歴
史
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科
学
的
方
法
の
た
だ
観
念
的
な
―――
現
実
的
に
対
象
に
食
い
込
ま
な
い
―――
規
定
の
み
を
与
え
る
こ
と
に
満
足
す
る

か
の
よ
う
に
見
え
る
こ
の
欠
点
を
指
摘
し
よ
う
と
す
る
こ
と
が
、
歴
史
科
学
の
地
盤
か
ら
加
え
ら
れ
る
処
の
、
多
く
の

正
当
な
又
不
当
な
、
批
難
の
根
本
的
な
動
機
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。

、

　

第
、

　

四
、

　

の
、

　

批
、

　

難
。
私
は
フ
リ
ッ
シ
ュ
ア
イ
ゼ
ン
・
ケ
ー
ラ
ー
の
加
え
た
批
評
か
ら
離
れ
て
、
科
学
論
に
対
す
る
更
に
一

般
的
な
そ
し
て
よ
り
重
大
と
思
わ
れ
る
、
批
難
を

か
え
り

顧
み
る
。
歴
史
科
学
が
法
則
を
求
め
る
こ
と
を
そ
の
目
的
と
し
な

い
と
い
う
こ
と
、
個
別
化
が
そ
の
概
念
構
成
の
特
色
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
、
之
に
対
す
る
批
難
と
そ

の
或
る
意
味
に
於
け
る
弁
解
と
を
私
は
す
で
に
述
べ
た
。

し
か併

し
之
ま
で
の
攻
撃
は
必
ず
し
も
積
極
的
な
攻
撃
で
も
な

け
れ
ば
正
面
か
ら
の
衝
突
で
も
な
か
っ
た
。
今
度
は
之
に
反
し
て
、
歴
史
科
学
の
地
盤
か
ら
現
実
の
歴
史
記
述
に
立

脚
し
て
、
積
極
的
な
正
面
か
ら
の
攻
撃
が
加
え
ら
れ
る
場
合
で
あ
る
。
最
も
有
力
な
攻
撃
は
主
と
し
て
、
歴
史
を
、

　

社

、

　

会
概
念
へ
関
係
づ
け
て
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
人
々
か
ら
加
え
ら
れ
て
い
る

そ
れ夫

で
あ
ろ
う
。
一
方
に

於
て
は
伝
統
的
歴
史
家
か
ら

た
と例

え
ば
ラ
ン
プ
レ
ヒ
ト
の
場
合
を
、
他
方
に
於
て
は
唯
物
史
家
の
場
合
を
、
こ
の
例
と

し
て
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。
前
者
に
と
っ
て
は
、

　

社
、

　

会
、

　

的
、

　

心
、

　

的
、

　

法
、

　

則
が
、
後
者
に
と
っ
て
は
、

　

社
、

　

会
、

　

的
、

　

物
、

　

質
、

　

的
、

　

存
、

　

在
、

　

の

、

　

法
、

　

則
が
歴
史
を
一
貫
す
る
原
理
で
あ
り
、
そ
し
て
歴
史
科
学
は
、
そ
れ
の
追
求
並
び
に
之
に
よ
る
歴
史
の
説
明
を
目
的

と
す
る
も
の
と
し
て
、
理
解
さ
れ
る（

一
）。

元
来
歴
史
に
於
て
法
則
を
否
定
す
る
こ
と
こ
そ
リ
ッ
ケ
ル
ト
の
歴
史
科
学
方
法

論
の
核
心
で
あ
り
又
そ
の
独
創
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
攻
撃
は

ま
さ正

に
正
面
的
で
あ
る
他
は
な
い
。
そ
こ
で

リ
ッ
ケ
ル
ト
は
こ
の
攻
撃
に
対
し
て
答
え
る
。

い
わ
ゆ
る

所
謂
歴
史
的
法
則
と
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
実
は
、

　

歴
、

　

史
の
原
理

で
は
な
く
し
て
、

　

社
、

　

会
の
原
理
に
外
な
ら
な
い
。
、

　

社
、

　

会
、

　

生
、

　

活
の
原
理
と
し
て
、
社
会
学
の
対
象
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
法

則
は
意
味
あ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

し
か併

し
元
来
、

　

社
、

　

会
、

　

学
は
、
往
々
そ
れ
を
要
求
さ
れ
る
に
もか

か
わ

拘
ら
ず
、
決
し
て
、

　

歴
、

　

史
哲
学
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で
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、

　

社
、

　

会
、

　

生
、

　

活
の
原
理
を
求
め
る
の
で
あ
っ
て
、

　

文
、

　

化
、

　

生
、

　

活
の
原
理
を
求
め
る
も
の
で
は
な

い
か
ら
で
あ
る
。
文
化
生
活
の
原
理
、
そ
れ
こ
そ
歴
史
的
、

　

原
、

　

理
で
あ
る
で
あ
ろ
う
（
歴
史
的
原
理
は
リ
ッ
ケ
ル
ト
に
よ

れ
ば
再
び
、

　

価
、

　

値
の
外
で
は
な
い
）、

し
か併

し
そ
れ
は
歴
史
的
、

　

法
、

　

則
で
は
な
い
。
歴
史
的
法
則
と
い
う
概
念
は
論
理
的
矛
盾

で
あ
っ
て
論
理
的
に
不
可
能
で
あ
る
、
と（

二
）。

そ
れ
故
リ
ッ
ケ
ル
ト
に
よ
れ
ば
こ
の
批
難
の
誤
れ
る
根
拠
は
、

　

歴
、

　

史
概
念
と

、

　

社
、

　

会
概
念
と
の
―――
、

　

文
、

　

化
と
、

　

自
、

　

然
と
の
―――
混
同
に
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

一)

　

前
者
が
、

　

国
、

　

民
を
以
て
、
後
者
が
、

　

階
、

　

級
を
以
て
、
支
配
的
な
社
会
単
位
と

み

な

見
做
し
て
い
る
の
も

よ好
い
対
照
で
あ
る
。

(

二)

　

D
ie

P
ro
b
lem

e
d
er

G
esch

ich
tsp

h
ilo

so
p
h
ie,

S
.
8
9
ff

其
の
他
参
考
。

な
る
程
歴
史
と
呼
ば
れ
る
も
の
も
社
会
と
呼
ば
れ
る
も
の
も
与
え
ら
れ
た
実
在
で
は
な
く
し
て
、
実
在
に
加
工
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た

そ
れ
ぞ
れ

夫
々
の
概
念
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
た
と
い
歴
史
と
社
会
と
が
現
実
に
は
離
れ

る
こ
と
の
出
来
な
い
関
係
に
あ
る
と
し
て
も
、
二
つ
を
離
す
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
も
な
く
、
又
離
し
て
な
ら
な
い
の

で
も
な
い
。
そ
し
て
二
つ
を

い
っ
た
ん

一
旦
全
く
引
き
離
し
て

し
ま了

う
こ
と
は
、
概
念
を
学
問
的
に
明
晰
に
す
る
た
め
に
常
に
必

要
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。

し
か併

し
そ
の
こ
と
は
、
一
方
の
も
の
を
他
方
の
も
の
へ
関
係
づ
け
て
、
よ
り
よ
く
立
ち
入
っ
て
理

解
す
る
こ
と
を
、
禁
止
す
る
理
由
と
は
な
り
得
な
い
筈
で
あ
る
。
歴
史
と
社
会
と
が
、
相
互
に
独
立
な
も
の
で
は
な
く

し
て
常
に
結
合
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
事
実
で
あ
り
、
こ
の
事
実
を
明
晰
に
理
解
す
る
た
め
に
こ
そ
、

い
っ
た
ん

一
旦
両
者
の

区
別
を
明
晰
に
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
之
を
通
り
過
し
て
更
に
よ
り

よ好
く
両
者
の
結
合
を
理
解
す
る

こ
と
こ
そ
、

か
え却

っ
て
両
者
の
区
別
の
動
機
と
目
的
と
に
一
致
す
る
筈
で
あ
る
。
歴
史
概
念
は
、

　

現
、

　

実
、

　

的
に
は
社
会
概
念

を
離
れ
て
成
り
立
つ
こ
と
は
出
来
な
い
。
歴
史
の
現
実
的
概
念
―――
現
実
的
概
念
と
観
念
的
概
念
と
の
区
別
は
前
を

見
よ
―――
は
常
に
社
会
概
念
へ
の
関
係
を
含
ま
ず
に
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
事
実
、
歴
史
を
単
に
観
想
的
―――

そ
れ
は
観
念
的
な
る
も
の
の
代
表
的
な
場
合
で
あ
る
―――
に
理
解
す
る
の
で
は
な
く
し
て
、
現
実
的
―――
そ
れ
は
実
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践
的
な
る
も
の
の
代
表
的
な
場
合
で
あ
る
―――
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
社
会
概
念
こ
そ
歴
史
概
念
の
中
枢

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
今
は
も
は
や
歴
史
を
吾
々
の
現
実
の
関
心
か
ら
遠
ざ
か
っ
た
過

去
の
事
物
と
見
る
の
で
な
く
し
て
、
現
に
吾
々
を
動
か
し
、
又
吾
々
が
現
に
そ
の
内
に
於
て
動
き
得
る
よ
う
な
、
そ
の

よ
う
な
現
実
の
運
動
と
し
て
見
る
な
ら
ば
、
歴
史
は
常
に
社
会
に
於
て
こ
そ
見
出
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場

合
、
あ
く
ま
で
も
歴
史
と
社
会
と
の
区
別
に
執
着
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
無
意
味
で
あ
る
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
も
し
歴
史
を
、

　

文
、

　

化
概
念
に
帰
着
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
之
を
、

　

社
、

　

会
か
ら
区
別
し
得
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
社

会
―――
そ
れ
は
自
然
概
念
に
帰
着
す
る
部
分
を
も
つ
―――
を
除
外
し
た
文
化
概
念
こ
そ
は
、
文
化
の

ま
さ正

に
代
表
的
な

観
念
的
概
念
に
外
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
―――
さ
て
歴
史
概
念
と
社
会
概
念
と
が
、

　

現
、

　

実
、

　

的
に
云
っ
て
分
離
さ
れ
て
は

な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
両
者
の
混
同
は
批
難
さ
れ
る
べ
き
混
同
で
は
な
く
、

か
え却

っ
て
両
者
を
区
別
し
た
ま
ま

に
放
任
し
て
お
く
こ
と
こ
そ
批
難
さ
れ
る
べ
き
不
充
分
さ
と
見
え
る
で
あ
ろ
う
。
科
学
論
の
歴
史
概
念
は
歴
史
の
観

念
的
概
念
に
過
ぎ
な
い
。
観
念
的
概
念
は
そ
の
内
部
に
於
て
何
の
矛
盾
も
不
当
も
有
つ
も
の
で
は
な
い
が
、
之
に
止

ま
る
と
い
う
こ
と
は
、
即
ち
歴
史
の
現
実
的
概
念
に
眼
を
蔽
い

ま況
し
て
積
極
的
に
之
を
排
除
す
る
こ
と
は
、
必
然
的
に

事
実
上
、
批
難
を
呼
び
起
こ
す
理
由
が
あ
る
の
で
あ
る
。

し
か併

し
、
科
学
論
に
於
て
歴
史
概
念
が
観
念
的
概
念
に
止
ま
っ
て
い
る
と
い
う
事
情
は
、
科
学
論
に
と
っ
て
偶
然
で

あ
る
の
で
は
な
く
し
て
、
科
学
論
そ
の
も
の
の
動
機
か
ら
必
然
的
に
動
機
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
科
学
論
の
歴
史

に
対
す
る
関
心
は
、
、

　

専
、

　

ら
、

　

歴
、

　

史
、

　

記
、

　

述
が
ど
う
あ
る
か
に
存
在
す
る
。
と
い
う
の
は
、
、

　

歴
、

　

史
、

　

的
、

　

存
、

　

在
と
も
云
う
べ
き
も
の

―――
そ
れ
が
現
実
的
に
は
と
り
も
直
さ
ず
又
社
会
的
存
在
で
あ
る
―――
は
と
に
か
く
と
し
て
、
そ
れ
よ
り
も
先
に
之
と

は
独
立
に
、
歴
史
科
学
的
、

　

概
、

　

念
、

　

構
、

　

成
が
ど
う
あ
る
か
が
問
題
な
の
で
あ
る
。

こ
こ茲

に
科
学
論
が
、
そ
の
問
題
提
出
の
仕
方

そ
の
も
の
に
於
て
、
問
題
の
観
念
的
解
決
を
約
束
し
て
い
る
の
を
人
々
は
見
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
処
が
科
学
的
概
念
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構
成
と
し
て
歴
史
科
学
の
特
色
を
求
め
る
な
ら
ば
、
当
然
自
然
科
学
の
概
念
構
成
―――
、

　

法
、

　

則
を
求
め
る
―――
の
限
界

か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
之
に
対
し
て
、

　

個
、

　

別
、

　

化
が
歴
史
科
学
の
概
念
構
成
を
第
一
に
性
格
づ
け
る
も

の
と
し
て
現
わ
れ
る
の
は
必
然
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
歴
史
的
存
在
そ
の
も
の
か
ら
出
発
せ
ず
し
て
、

い
っ
た
ん

一
旦
之
と
は

独
立
に
理
解
さ
れ
た
限
り
の
、

　

歴
、

　

史
、

　

学
、

　

的
、

　

方
、

　

法
か
ら
問
題
を
提
出
す
れ
ば
、
科
学
論
の
理
論
の
順
序
は
必
然
に
、
こ
の
方

法
を
個
別
化
に
於
て
求
め
さ
せ
る
他
は
結
果
し
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
て
科
学
論
の
歴
史
概
念
が
観
念
的
概
念
に
止

ま
ら
な
い
わ
け
に
行
か
ず
、
従
っ
て
科
学
論
は
歴
史
学
的
方
法
を
個
別
化
に
求
め
る
他
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
之

に
反
し
て
今
、
も
し
、

　

歴
、

　

史
、

　

的
、

　

存
、

　

在
の
側
か
ら
問
題
を
提
出
す
る
な
ら
ば
―――
そ
し
て
之
が
社
会
的
歴
史
観
の
理
論
の

順
序
で
あ
る
―――
、
そ
れ
は
必
然
に
歴
史
に

つ就
い
て
の
現
実
的
な
解
決
を
約
束
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
れ
ば
科
学

論
の
主
張
と
は
異
っ
て
、
歴
史
が
法
則
を

も有
つ
と
い
う
こ
と
も
あ
り
そ
う
な
こ
と
と
な
る
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
法
則
は

し
か併

し
恐
ら
く
自
然
必
然
的
な
自
然
法
則
―――
そ
れ
は
リ
ッ
ケ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、

　

反
、

　

覆
を
意
味
し
た
―――
で

は
な
く
し
て
、
た
だ
歴
史
的
社
会
的
存
在
に
於
て
の
み
見
出
さ
れ
得
る
よ
う
な
歴
史
運
動
の
原
動
力
と
し
て
の
、

　

歴
、

　

史

、

　

的
、

　

法
、

　

則
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
之
が
自
然
科
学
に
於
け
る
法
則
と
そ
の
性
質
を
全
く
同
じ
に
す
る
と
い
う

こ
と
は
あ
り
得
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
、
そ
れ
に
も

か
か
わ

拘
ら
ず

や

は

矢
張
り
一
つ
の
法
則
と
呼
ば
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
関
係
で
そ
れ

は
あ
る
と
想
像
さ
れ
る
。
歴
史
的
法
則
は
自
然
法
則
で
は
な
い
と
云
っ
た
が
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
と
云
っ
て
又
、
そ
れ

と
単
な
る
歴
史
的
連
関
と
は
同
じ
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
何
と
な
れ
ば
歴
史
的
連
関
を

い

か

如
何
に
理
解
す
る
か
と
い
う

こ
と
が
す
で
に
歴
史
的
法
則
を

い

か

如
何
に
把
握
す
る
か
に
依
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
。
さ
て
こ
の
よ
う
な
歴
史
的

法
則
が
実
際
見
出
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
時
―――

た
と例

え
ば
人
々
は
之
を
、

　

歴
、

　

史
、

　

的
、

　

弁
、

　

証
、

　

法
に
於
て
見
出
す
と
考
え
て
い

る
―――
、
歴
史
科
学
は
も
は
や
単
に
個
別
化
を
そ
の
方
法
と
す
る
の
で
は
な
く
し
て
、
又
一
つ
の
法
則
科
学
と
し
て
主

張
さ
れ
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
之
を

た
と例

え
ば
歴
史
学
か
ら
区
別
さ
れ
た
単
な
る
社
会
学
と
し
て
片
づ
け
る
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こ
と
は
出
来
な
い
、
現
実
的
な
歴
史
概
念
は
も
は
や
社
会
概
念
か
ら
独
立
で
は
な
か
っ
た
か
ら
。

科
学
論
に
対
す
る
こ
の
批
難
は
そ
れ
故
、
歴
史
に

つ就
い
て
の
現
実
的
概
念
と
し
て
歴
史
科
学
の
現
実
的
内
容
と
な
っ

て
現
わ
れ
る
べ
き
、

　

歴
、

　

史
、

　

的
、

　

存
、

　

在
―――
そ
れ
は
同
時
に
社
会
的
存
在
で
も
あ
る
こ
と
を
そ
の
特
色
と
す
る
―――
へ
の
関

心
を
怠
り
、
そ
し
ても

っ
ぱ

専
ら
、
歴
史
的
存
在
と
は
独
立
に
理
解
さ
れ
た
、

　

歴
、

　

史
、

　

叙
、

　

述
―――
歴
史
科
学
的
概
念
構
成
と
し
て
の

方
法
が
そ
れ
で
あ
っ
た
―――
に
対
し
て
の
み
関
心
を
も
つ
、
と
い
う
科
学
論
の
根
本
的
な
重
点
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。

歴
史
叙
述
と
し
て
の
、

　

方
、

　

法
概
念
が
、
歴
史
的
存
在
と
し
て
の
、

　

対
、

　

象
概
念
へ
、
ま
だ
充
分
に
現
実
的
に
交
渉
を

も有
た
な
い

と
い
う
点
に
、
結
局
の
批
難
が
加
え
ら
れ
て
い
る
に
外
な
ら
な
い
。
歴
史
科
学
が
法
則
科
学
で
は
な
い
と
い
う
科
学

論
の
主
張
に
対
す
る
正
当
な
又
不
当
な
批
難
は
、
多
く

こ
こ茲

に
そ
の
動
機
を

も有
つ
で
あ
ろ
う（

一
）。

(

一)
　

歴
史
と
社
会
と
の
現
実
的
に
不
離
な
関
係
に
よ
っ
て
、
吾
々
は
、

　

歴
、

　

史
、

　

科
、

　

学
の
概
念
か
ら

す直
ぐ
様
、

　

社
、

　

会
、

　

科
、

　

学
の
概
念
―――

人
々
は
こ
の
概
念
を
最
も
一
般
的
に
理
解
す
べ
き
で
あ
る
―――
に
思
い
至
る
筈
で
あ
る
。

し
か併

し
社
会
科
学
に

つ就
い
て
の
問
題

は
、
吾
々
が
取
り
上
げ
て
い
る
今
の
科
学
論
の
問
題
の
動
機
の
外
に
、
之
と
異
っ
た
他
の
動
機
を
持
っ
て
い
る
。
で
あ
る
か

ら
、
吾
々
は
之
を
他
の
機
会
に
独
立
に
、

た
だ但

し
恐
ら
く
学
問
論

な
い
し

乃
至
科
学
論
の
名
に
於
て
、
取
り
扱
う
こ
と
が
便
宜
で
あ
る

で
あ
ろ
う
。

リ
ッ
ケ
ル
ト
の
科
学
論
に
対
す
る
四
つ
の
重
な
批
難
を
私
は
吟
味
し
た
。
此
等
の
批
難
が
吾
々
に
と
っ
て
何
を
意

味
す
る
か
を
改
め
て
述
べ
よ
う
。

第
一
の
批
難
は
、
与
え
ら
れ
た
事
実
（
実
在
）
と
科
学
的
概
念
構
成
と
の
相
互
に
独
立
な
対
立
に
基
く
立
場
に
向
け

ら
れ
る
と
云
っ
た
。
事
実
と
概
念
構
成
と
が
、

　

内
、

　

容
と
、

　

形
、

　

式
と
し
て
、
又
よ
り
一
般
的
に
云
う
な
ら
は
、

　

客
、

　

観
と
、

　

主
、

　

観
と
し

て
、
対
立
す
る
処
の
、
カ
ン
ト
的
立
場
に
対
す
る
批
難
で
そ
れ
は
あ
っ
た
。
こ
の
カ
ン
ト
的
・
、

　

認
、

　

識
、

　

論
、

　

的
（
又
そ
れ
は
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、

　

論
、

　

理
、

　

的
と
呼
ば
れ
る
）
立
場
が
一
応
は
必
然
で
あ
る
こ
と
を
吾
々
は
前
に
見
て
お
い
た
が
、
今
や
こ
の
立
場
が
要
す
る

に
一
応
の
も
の
に
過
ぎ
ず
終
局
的
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
、
こ
の
批
難
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
故
に

第
一
の
批
難
を
吟
味
し
た
結
果
は
、
認
識
論
的
立
場
―――
形
式
と
内
容
・
主
観
と
客
観
の
対
立
―――
を
棄
て
る
こ
と
を

吾
々
に
要
求
す
る
。
科
学
的
概
念
構
成
と
事
実
・
実
在
と
の
対
立
は
、
も
は
や
相
互
に
独
立
と
考
え
ら
れ
る
形
式
と
内

容
・
主
観
と
客
観
と
の
そ
れ
で
あ
る
こ
と
を
許
さ
れ
ず
、
何
か
他
の
意
味
で
の
対
立
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
が
要
求

さ
れ
る
。
そ
し
て
実
際
、
両
者
の
対
立
は
、

　

方
、

　

法
と
、

　

対
、

　

象
と
の
対
立
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
処
が
方
法
と
対
象
と
の
対
立

は
認
識
論
的
な
主
客
の
対
立
で
は
な
く
し
て
、

　

存
、

　

在
、

　

論
、

　

的
―――
そ
し
て
弁
証
法
的
―――
対
立
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
が
、
吾
々
の

そ
も
そ
も

抑
々
の
出
発
点
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
れ
で
あ
る
か
ら
認
識
論
的
立
場
を
棄
て
ね
ば
な
ら
な
い
今
の
吾
々

は
、
認
識
論
的
立
場
を
去
っ
てあ

た
か

恰
も
存
在
論
的
立
場
に
移
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
科
学
的
概
念
構
成

と
実
在
と
の
関
係
は
、
も
し
両
者
が

そ
れ
ぞ
れ

夫
々
方
法
と
対
象
と
し
て
理
解
さ
れ
る
な
ら
ば
、
始
め
か
ら
存
在
論
的
立
場
―――

リ
ッ
ケ
ル
ト
自
身
の
認
識
論
的
・
論
理
的
立
場
で
は
な
く
―――
に
立
っ
て
取
り
扱
わ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て

し
か併

し
こ
の
新
し
い
―――
実
は
最
初
か
ら
決
め
て
お
い
た
―――
存
在
論
的
立
場
に
立
つ
と
、
対
象
と
方
法
と
は

相
互
の
運
動
を

も有
た
ね
ば
な
ら
ぬ
筈
で
あ
っ
た
。
方
法
は
対
象
へ
の
、
対
象
は
方
法
へ
の
、
運
動
に
於
て
の
み
、

そ
れ
ぞ
れ

夫
々

方
法
で
あ
り
対
象
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

あ
た
か

恰
も
リ
ッ
ケ
ル
ト
自
身
が
、

　

対
、

　

象
と
呼
ぶ
も
の
は
方
法
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ

た
限
り
の
こ
の
よ
う
な
対
象
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

そ
れ夫

は
そ
う
と
し
て
今
吾
々
に
と
っ
て
重
大
な
の
は
、
存
在
論
的

関
係
に
於
て
は
、
方
法
と
対
象
と
が
も
は
や
こ
の
よ
う
な
、

　

対
、

　

立
に
も
安
住
し
て
い
ら
れ
な
い
と
い
う
事
で
あ
る
。
と

い
う
の
は
、
方
法
と
対
象
と
の
対
立
―――
そ
れ
は
常
に
リ
ッ
ケ
ル
ト
の
科
学
論
に
於
け
る
方
法
概
念
の
特
色
を
な
す

―――
は
、
方
法
概
念
の
運
動
の
必
然
性
に
よ
っ
て
、
や
が
て
は
も
は
や
両
者
の
対
立
で
は
な
く
し
て
両
者
の
、

　

合
、

　

一
に
ま

で
至
ら
ね
ば
な
ら
な
い
理
由
が
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。
方
法
は
単
に
対
象
に
対
立
す
る
も
の
か
ら
、
対
象
と
合
一
し
た
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も
の
と
し
て
の

そ
れ夫

へ
、
運
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
―――
前
を
見
よ
。
対
象
と
対
立
す
る
も
の
と
し
て
の
方
法

こ
そ
リ
ッ
ケ
ル
ト
の
科
学
論
の
方
法
概
念
で
あ
っ
た
。
之
に
反
し
て
、
対
象
と
一
つ
と
な
っ
た
も
の
と
し
て
の
方
法

は
必
ず
し
も

そ
れ夫

で
は
な
い
。
故
に
方
法
概
念
が
概
念
的
運
動
に
於
て
対
象
と
対
立
す
る
も
の
と
し
て
の

へ
い
た
ん

兵
站
を
進
出

す
る
時
、
即
ち
対
象
と
合
一
す
る
時
、
即
ち
又
対
象
そ
の
も
の
に
食
い
込
み
こ
の
対
象
に
於
て
の
み
見
出
さ
れ
る
如
き

も
の
と
な
る
時
、
そ
の
方
法
概
念
は
リ
ッ
ケ
ル
ト
の
科
学
論
―――
そ
れ
は
元
来
主
客
の
認
識
論
的
対
立
か
ら
出
発
し

た
―――
に
と
っ
て
必
ず
し
も
、

　

適
、

　

切
で
は
な
く
な
る
わ
け
で
あ
る
。
第
一
の
批
難
が
指
摘
し
た
欠
点
は
、
吾
々
に
と
っ

て
以
上
の
意
味
を
も
つ
。
さ
て
第
二
第
三
第
四
の
批
難
はあ

た
か

恰
も
、
今
の
こ
の
、

　

不
、

　

適
、

　

切
、

　

さ
の
云
い
表
わ
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
で
あ
ろ
う
。
何
と
な
れ
ば
此
等
の
批
難
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
た
欠
点
は
一
般
に
、
方
法
論
が
―――
そ
れ
に
於
け
る

方
法
概
念
が
―――
ま
だ
充
分
に
現
実
的
・
実
践
的
で
な
い
と
い
う
処
に
見
出
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
充
分
に
現
実

的
・
実
践
的
で
な
い
と
い
う
こ
と
は
と
り
も
直
さ
ず
、
方
法
が
科
学
の
現
実
的
内
容
に
、
即
ち
又
科
学
が
取
り
扱
お
う

と
す
る
生
き
た
対
象
の
内
に
、
ま
だ
充
分
に
食
い
入
っ
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
に
他
な
ら
な
い
か
ら
。

故
に
云
う
こ
と
が
出
来
る
。
科
学
論
の
困
難
は
、
方
法
概
念
が
、
対
象
と
一
つ
に
な
っ
た
方
法
・
対
象
と
し
て
の

そ
れ夫

に
ま
だ
な
り
切
ら
な
い
処
に
発
生
す
る
、
と
。
さ
て
方
法
と
対
象
と
の
一
致
、
そ
れ
を
吾
々
は
、

　

科
、

　

学
、

　

的
、

　

世
、

　

界
の
基
礎
に

於
て
見
出
し
た（

一
）。

―――
前
を
見
よ
。

(

一)

　

リ
ッ
ケ
ル
ト
は
形
式
的
に
自
然
科
学
と
、

　

歴
、

　

史
科
学
と
を
区
別
し
、
内
容
的
に
自
然
科
学
と
、

　

文
、

　

化
科
学
と
を
区
別
す
る
。
、

　

歴

、

　

史
と
、

　

文
、

　

化
と
の
区
別
は
、

　

対
、

　

象
と
、

　

世
、

　

界
と
の
区
別
に
相
当
す
る
で
あ
ろ
う
―――
前
を
見
よ
。

方
法
概
念
の
運
動
―――
対
象
と
の
対
立
か
ら
対
象
と
の
一
致
へ
の
運
動
―――
に
よ
っ
て
、
科
学
論
（
科
学
方
法
論
）

の
概
念
も
亦
運
動
し
な
い
わ
け
に
は
行
か
な
い
。
科
学
論
は
こ
の
運
動
に
於
て
、
そ
の
過
去
か
ら
の
影
響
を
全
く
す
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て
て
新
し
い
形
態
を
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
、

　

学
、

　

問
、

　

の
、

　

分
、

　

類
と
い
う
概
念
か
ら
の
運
動
で
あ
っ

た
過
去
の
因
縁
を
す
て
（
科
学
論
は
、

　

科
、

　

学
、

　

の
、

　

限
、

　

界
を
決
定
す
る
こ
と
に
没
頭
し
て
い
た
）、

そ
れ
ぞ
れ

夫
々
の
方
法
そ
れ
自
身
の

内
容
を
（
諸
方
法
の
、

　

区
、

　

別
に
ば
か
り
没
頭
せ
ず
に
）
分
析
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

か
く
て
最
後
に
、
科
学
論
の
形
態
は
、
、

　

科
、

　

学
、

　

的
、

　

世
、

　

界
の
方
法
論
的
分
析
と
し
て
現
わ
れ
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

科
学
的
世
界
の
、

　

基
、

　

礎
、
そ
れ
の
基
礎
的
、

　

構
、

　

造
、
之
の
分
析
こ
そ
科
学
論
―――
方
法
論
―――
の
真
に
実
り
あ
る
内
容
と
な

る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
吾
々
は
自
然
科
学
と
歴
史
科
学
と
に
於
て
、

そ
れ
ぞ
れ

夫
々
之
に
相
当
す
る
科
学
論
―――
方
法
論
―――

を
事
実
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
。
、

　

歴
、

　

史
、

　

的
、

　

世
、

　

界
の
構
造
を
分
析
し
た
も
の
は

た
と例

え
ば
デ
ィ
ル
タ
イ
で
あ
っ
た
し（

一
）、
、

　

物

、

　

理
、

　

的
、

　

世
、

　

界
の
基
礎
の
研
究
を
与
え
た
も
の
は
理
論
物
理
学
の
原
論
に
相
当
す
る
相
対
性
理
論
で
あ
っ
た
。

(

一)
　

デ
ィ
ル
タ
イ
は
歴
史
的
世
界
に

つ就
い
て
云
っ
て
い
る
。「
世
界
の
概
念
に
於
て
は
次
の
要
求
が
云
い
表
わ
さ
れ
る
、
体

験
し
得
べ
き
一
切
の
も
の
直
観
し
得
べ
き
一
切
の
も
の
を
、
之
に
含
ま
れ
て
い
る
事
実
的
な
る
も
の
の
諸
関
係
の
連
関

に
よ
っ
て
云
い
表
わ
す
と
い
う
要
求
が
そ
れ
で
あ
る
」
と(D

ilth
ey,

D
er

A
u
fb
a
u
d
er

g
esch

ich
tlich

en
W
elt

in
d
er

G
eistesw

issen
sch

a
ften

,
G
esa

m
m
elte

S
ch

riften
,
B
d
.
7
,
S
.
1
2
9
)

。

（
科
学
的
世
界
に
よ
っ
て
科
学
が
、

　

分
、

　

類
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
私
は
前
に
触
れ
た
。
自
然
科
学
が
歴
史
科
学
―――

精
神
科
学
―――
に
対
し
て
も
つ
、

　

限
、

　

界A
b
gren

zu
n
g

を
与
え
た
も
の
は
再
び
デ
ィ
ル
タ
イ
で
あ
る
。）

リ
ッ
ケ
ル
ト
の
科
学
論
が

そ
れ
ぞ
れ

夫
々
の
科
学
的
世
界
の
現
実
的
内
容
に
ま
で
食
い
込
む
こ
と
が
出
来
ず
、
従
っ
て
そ
れ

だ
け
現
実
的
・
実
践
的
・
実
際
的
で
な
い
と
い
う
こ
と
、
之
を
吾
々
は
見
た
し
、
又
之
を
人
々
は
よ
く
説
く
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
が
科
学
論
に
と
っ
て
、
結
局
は
一
つ
の
致
命
的
な
欠
陥
と
な
る
こ
と
を
否
定
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か併

し
こ
の

欠
陥
は
、
他
の
点
に
於
て
、
非
常
に

も
っ
と

尤
も
な
理
由
を

も有
っ
て
い
る
。
今
こ
の
理
由
を
理
解
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
リ
ッ
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ケ
ル
ト
の
科
学
論
を
根
本
的
な
動
機
か
ら
把
握
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
リ
ッ
ケ
ル
ト
の
科
学
論
の
動

機
の
一
つ
―――
そ
れ
は
今
ま
で
、

　

学
、

　

問
、

　

の
、

　

分
、

　

類
そ
れ
に
従
っ
て
又
、

　

方
、

　

法
、

　

論
の
動
機
と
な
っ
て
現
わ
れ
た
―――
は
、
根
本
に

於
て
、
、

　

学
、

　

問
、

　

性
の
特
色
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
動
機
に
よ
っ
て
動
機
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
見
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

何
と
な
れ
ば
事
実
彼
は
、
単
に
学
問
の
分
類
を
―――
他
の
多
く
の
人
々
が
百
科
辞
典
的
興
味
か
ら
し
た
よ
う
に
―――

学
問
の
分
類
と
し
て
企
て
た
の
で
も
な
く
、
又
単
に
方
法
論
を
各
個
科
学

そ
れ
ぞ
れ

夫
々
の
方
法
の
理
論
と
し
て
試
み
た
の
で

も
な
く
し
て
、
全
く
、
自
然
科
学
に
於
け
る
学
問
性
が
歴
史
学
に
於
け
る
学
問
性
を
ま
で
も
圧
倒
し
よ
う
と
し
た
諸

科
学
の
一
時
的
歴
史
状
態
に
基
い
て
、
特
に
自
然
科
学
的
学
問
性
―――
そ
れ
を
彼
は
一
般
化
的
概
念
構
成
に
求
め
た

―――
か
ら
、
歴
史
学
的
学
問
性
―――
価
値
関
係
づ
け
―――
を
防
護
し
よ
う
と
す
る
関
心
か
ら
出
発
し
た
の
で
あ
っ
た

か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
こ
そ
、
彼
の
科
学
論
は
学
問
分
類
一
般
で
は
な
く
、
特
に
自
然
科
学
と
歴
史
科
学
と
の
限

界
を
与
え
る
べ
き
「
区
別
の
徴
表
」
の
発
見
を
そ
の
課
題
と
し
た
の
で
あ
っ
た
し
、
又
こ
の
二
つ
の
科
学
に

つ就
い
て

も
そ
れ
ぞ
れ

夫
々
の
方
法
の
現
実
的
内
容
に
ま
で
立
ち
入
っ
て
規
定
す
る
こ
と
を
当
面
の
課
題
と
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

自
然
科
学
と
歴
史
科
学
と
の
限
界
、

し
か而

も
そ
れ
ぞ
れ

夫
々
の
も
つ
学
問
性
の
区
別
、
之
を
見
出
す
こ
と
が
リ
ッ
ケ
ル
ト
の
科
学
論

の
根
本
的
な
動
機
を
な
す
。

、

　

学
、

　

問
、

　

性
、

　

の
、

　

区
、

　

別
を
見
出
す
こ
と
、
こ
れ
は
、

　

方
、

　

法
、

　

論
の
名
に
値
い
す
る
。
何
と
な
れ
ば
、
学
問
性
こ
そ
学
問
に
於
け
る

方
法
概
念
の
最
も
根
柢
的
な
形
態
で
あ
っ
た
こ
と
を
吾
々
は
最
初
に
決
め
て
お
い
た
の
で
あ
る
か
ら
。

処
が
リ
ッ
ケ
ル
ト
の
科
学
論
・
方
法
論
は

そ
れ
ぞ
れ

夫
々
の
科
学
の
学
問
性
そ
の
も
の
の
考
察
で
は
な
く
し
て

ま
さ正

に
二
つ
の
学

問
性
の
、

　

区
、

　

別
を
求
め
る
処
に
そ
の
特
色
を

も有
っ
て
い
る
。
、

　

学
、

　

問
、

　

性
の
追
求
が
根
柢
的
な
動
機
で
は
あ
り
な
が
ら
、
こ
の

動
機
は
、
そ
の
ま
ま
現
わ
れ
ず
に
、
彼
の

い
わ
ゆ
る

所
謂
、

　

方
、

　

法
、

　

論
と
し
て
の
、
そ
し
て
最
も
直
接
に
は
、

　

分
、

　

類
、

　

論
と
し
て
の
、
動
機

と
な
っ
て
現
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
さ
て
こ
の
よ
う
な
、

　

分
、

　

類
の
動
機
は

さ
き向

に
述
べ
た
処
に
よ
っ
て
、
リ
ッ
ケ
ル
ト
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の
科
学
論
が
発
生
し
た
歴
史
的
条
件
に
由
来
す
る
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
之
は
リ
ッ
ケ
ル
ト
の
科
学
論
の
歴
史
的
な

そ
し
て
全
く
暫
定
的
な
制
限
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
制
限
を
除
い
て
、
な
お
、

　

夫
、

　

々
、

　

の
、

　

科
、

　

学
、

　

の
、

　

学
、

　

問
、

　

性
、

　

の
、

　

分
、

　

析
が
、
方

法
論
・
科
学
論
の
最
後
の
形
態
と
し
て
残
さ
れ
る
筈
で
あ
る（

一
）。

(
一)

　

吾
々
は
始
め
に
学
問
性
、

　

一
、

　

般
の
分
析
を
行
な
っ
て
あ
る
。
今
度
は
、

　

夫
、

　

々
、

　

の
、

　

科
、

　

学
の
学
問
性
を
分
析
す
る
場
合
に
来
る
。

科
学
論
・
方
法
論
の
二
つ
の
形
態
―――
リ
ッ
ケ
ル
ト
の
科
学
論
で
は

つ
く尽

さ
れ
な
か
っ
た
二
つ
の
形
態
―――
が
残
さ

れ
た
。

そ
れ
ぞ
れ

夫
々
の
科
学
の
、

　

科
、

　

学
、

　

的
、

　

世
、

　

界
、

　

の
、

　

分
、

　

析
と

そ
れ
ぞ
れ

夫
々
の
、

　

科
、

　

学
、

　

の
、

　

学
、

　

問
、

　

性
、

　

の
、

　

分
、

　

析
。
―――
私
は
相
対
性
理
論
の
場
合
を

採
っ
て
前
者
を
代
表
せ
し
め
、
次
に
之
を
手
懸
り
と
し
て
後
者
を
試
み
る
で
あ
ろ
う
。
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科
学
的
世
界
、
科
学
の
学
問
性

第
一
部

方
法
概
念
は
そ
の
第
三
の
形
態
と
し
て
、
、

　

科
、

　

学
、

　

的
、

　

世
、

　

界
、

　

の
、

　

基
、

　

礎
を
意
味
し
た
。
こ
こ
に
於
て
は
方
法
と
対
象
と
の

合
致
が
、
即
ち
対
象
と
し
て
の
方
法
概
念
が
、
最
も
徹
底
的
に
現
わ
れ
る
。
そ
れ
を
吾
々
は
初
め
に
述
べ
て
お
い
た
。

さ
て
こ
の
科
学
的
世
界
の
基
礎
を
考
察
す
る
こ
と
が
、
之
か
ら
吾
々
が
と
り
扱
お
う
と
す
る
方
法
論
の
任
務
と
な
る
。

処
で
科
学
的
世
界
と
は
何
か
。

し
か併

し
世
界
と
は
何
か
。

或
る
意
味
に
於
て
吾
々
は
、

　

世
、

　

界
、

　

に
、

　

於
、

　

て
生
活
し
て
い
る
、
吾
々
は
世
界
に
於
け
る
存
在
で
あ
っ
た
―――
前
を
見
よ
。

ま
ず
世
界
と
い
う
存
在
が
初
め
か
ら
あ
っ
て
、
そ
の
上
で
そ
の
存
在
の
内
部
に
吾
々
が
初
め
て
位
置
を
占
め
て
い
る
と

云
う
の
で
は
な
い
。

か
え却

っ
て
吾
々
の
存
在
そ
の
も
の
が
初
め
て
そ
の
周
囲
に
世
界
を

も有
つ
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う

な
世
界
は
特
に
人
間
的
存
在
に
固
有
な
規
定
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
―――

し
か併

し
今
私
が
世
界
と
呼
ぼ
う
と
す
る
も

の
は
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
世
界
で
は
な
い
。
之
と
は
反
対
に
又
之
と
は
異
っ
て
、
事
物
が
そ
の
内
部
に
於
て
位
置

を
占
め
る
に
先
立
っ
て
ま
ずあ

ら
か
じ

予
め
存
在
す
る
と
考
え
る
の
を
許
す
こ
と
の
出
来
る
処
の
、
或
る
特
殊
の
幾
つ
か
の
存

在
が
吾
々
の
云
う
世
界
で
あ
る
。
初
め
に
必
要
な
こ
と
は
、
世
界
が
、
諸
々
の
事
物
が
そ
の
内
に
存
在
し
そ
れ
に
ぞ
く

す
る
こ
と
の
出
来
る
よ
う
な
、
事
物
の
存
在
の
仕
方
を
云
い
表
わ
す
一
つ
の
存
在
概
念
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
同
一

の
事
物
が
様
々
の
世
界
に
ぞ
く
す
る
も
の
と
し
て
自
ら
を
見
出
し
得
る
の
で
、
様
々
の
世
界
は
事
物
を
媒
介
と
し
て

互
い
に
交
錯
す
る
こ
と
が
出
来
る
、
そ
れ
は
単
に
相
互
の
限
界
を

も有
つ
の
で
は
な
い
。
自
然
・
歴
史
・
社
会
等
が
こ
の

よ
う
な
世
界
で
あ
る
が
、
実
際
同
一
の
事
物
も
自
然
に
ぞ
く
す
る
も
の
と
し
て
、
又
同
時
に
歴
史
に
、
社
会
に
、
ぞ
く
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す
る
も
の
と
し
て
、
現
わ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
、

　

凡
、

　

て
、

　

の
個
々
の
事
物
は
或
る
意
味
に
於
て
、
此
等
世
界
の

、

　

任
、

　

意
、

　

の
、

　

一
、

　

つ
、

　

に
ぞ
く
す
こ
と
が
出
来
る
、
各
々
の
世
界
は

す
べ凡

て
の
個
々
の
事
物
を
包
括
し
支
配
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

故
に
世
界
は
こ
の
意
味
に
於
け
る
、

　

普
、

　

遍
、

　

性
を

も有
つ
こ
と
を
そ
の
特
色
と
す
る
の
で
あ
る
。

世
界
の
概
念
は
決
し
て
専
門
的
研
究
を

ま俟
っ
て
発
生
し
た
概
念
で
は
な
く
し
て
、
人
々
が
日
常
所
有
し
て
い
る
一

つ
の
基
礎
概
念
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
何
人
も
学
問
的
研
究
に
先
立
っ
て
、
日
常
的
概
念
と
し
て
世
界
と
い
う
概
念
を

理
解
し
得
て
い
る
に
相
異
な
い
。
今
こ
の
日
常
的
概
念
で
あ
る
世
界
を
ば
、
世
界
そ
の
も
の
と
し
て
―――
世
界
に
ぞ

く
す
る
事
物
と
し
て
で
は
な
く
―――
、
、

　

科
、

　

学
、

　

的
、

　

に
取
り
扱
う
時
、
世
界
は
、

　

科
、

　

学
、

　

的
、

　

世
、

　

界
で
あ
る
。

日
常
的
概
念
・
世
界
―――
そ
れ
は
普
遍
的
な
る
存
在
の
仕
方
で
あ
っ
た
―――
は
個
々
の
事
物
を
包
括
し
て
支
配
す
る

と
云
っ
た
。
世
界
そ
れ
自
身
を
取
り
扱
う
使
命
を

も有
つ
科
学
と
、
世
界
に
ぞ
く
す
る
個
々
の
事
物
を
取
り
扱
う
科
学

と
を
、
今
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
。
世
界
は
普
遍
的
存
在
で
あ
っ
た
か
ら
、
之
を
取
り
扱
う
科
学
は
そ
の
限
り
普
遍
性

を
も有

ち
、
之
に
反
し
て
個
々
の
事
物
を
取
り
扱
う
科
学
は
こ
の
普
遍
性
を

も有
つ
こ
と
が
出
来
な
い
筈
で
あ
る
。
、

　

自
、

　

然

と
い
う
、

　

世
、

　

界
を
取
り
扱
う
科
学
―――
物
理
学
が
そ
の
代
表
者
で
あ
る
―――
の
得
た
成
果
は
、
自
然
全
体
に
対
し
て
、
即

ち
自
然
に
ぞ
く
す
る
、

　

一
、

　

切
の
事
物
に

つ就
い
て
、
妥
当
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
義
務
と
権
利
と
を

も有
っ
て
い
る
。
之
に

反
し
て

た
と例

え
ば
、

　

湖
、

　

沼
と
い
う
よ
う
な
一
個
の
、

　

事
、

　

物
を
取
り
扱
う
科
学
―――
湖
沼
学
―――
の
成
果
は
、
た
だ
こ
の
特
殊
の

事
物
に
し
か
妥
当
す
る
権
利
を

も有
た
な
い
。
第
一
に
、
前
者
は
普
遍
性
を
持
ち
、

し
か然

る
に
後
者
は

そ
れ夫

を
持
た
な
い
。
次

に
個
々
の
事
物
は
、
各
々
の
世
界
に
ぞ
く
す
こ
と
が
出
来
る
筈
で
あ
っ
た
か
ら
、
各
々
の
世
界
を
取
り
扱
う

そ
れ
ぞ
れ

夫
々
の

科
学
―――
自
然
科
学
・
歴
史
科
学
・
社
会
科
学
等
―――
に
特
有
な

そ
れ
ぞ
れ

夫
々
の
、

　

方
、

　

法
に
従
っ
て
、

す
べ凡

て
の
事
物
が
取
り
扱
わ

れ
得
る
。
故
に
個
々
の
事
物
を
取
り
扱
う
科
学
の

い
わ
ゆ
る

所
謂
方
法
は
多
く
の
方
法
の
混
合
で
あ
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
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う
。
こ
の
場
合
の
方
法
は
そ
れ
故
、

　

一
、

　

義
、

　

的
で
は
な
い
。
之
に
反
し
て
一
つ
の
世
界
そ
れ
自
身
が
他
の
世
界
に
ぞ
く
す

る
理
由
は
な
い
か
ら
、
之
を
対
象
と
す
る
科
学
の
方
法
は
一
義
的
に
決
定
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
湖
沼
学

は
物
理
学
的
に
も
神
話
学
的
に
も
経
済
学
的
に
も
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
物
理
学
は

し
か然

る
に
た

だ
物
理
学
的
に
し
か
取
り
扱
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
後
の
場
合
の
方
法
は
世
界
そ
れ
自
身
に
又
そ
の

科
学
に
、
、

　

固
、

　

有
で
あ
る
、
之
に
反
し
て
前
の
場
合
の
対
象
に
は
固
有
の
方
法
を
指
定
す
る
理
由
が
あ
る
と
は
限
ら
な
い
、

従
っ
て
そ
の
科
学
に
と
っ
て
も
亦
固
有
の
方
法
が
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
一
つ
に
於
け
る
方
法
は
一
義
的
・
固
有
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
一
つ
に
於
て
は
そ
う
で
は
な
い
。

世
界
を
取
り
扱
う
科
学
、
従
っ
て
又
科
学
的
世
界
を
そ
の
対
象
と
す
る
科
学
は
、
か
く
し
て
普
遍
性
を

も有
ち
、
又
世

界
並
び
に
科
学
自
身
に
固
有
な
一
義
的
な
方
法
を

も有
つ
か
ら
し
て
、
こ
の
種
類
の
科
学
は
、
単
に
個
々
の
事
物
を
取
り

扱
う
種
類
の
科
学
―――
そ
れ
は
世
界
を
対
象
と
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
―――
に
較
べ
て
、
何
か
優
れ
た
資
格
を

も有
つ

も
の
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
必
然
で
あ
る
。
科
学
的
世
界
を
対
象
と
す
る
科
学
は
、
そ
う
で
は
な
い
科
学
に
較
べ
て
、

何
か
、

　

本
、

　

格
、

　

的
と
考
え
ら
れ
る
理
由
が
之
で
あ
る
。

私
は
問
題
を
簡
単
に
す
る
た
め
に
、
世
界
を
自
然
に
の
み
限
ろ
う
。
そ
う
す
れ
ば
以
下
、
科
学
的
世
界
は
、

　

自
、

　

然
科
学

的
世
界
に
限
ら
れ
る
。

、

　

自
、

　

然
は
一
つ
の
世
界
で
あ
る
と
云
っ
た
。

た
だ但

し
自
然
が
、
個
々
の
又
特
殊
の
物
体
を
、
生
物
を
、
現
象
を
、
意
味
す

る
時
、
そ
れ
は
世
界
に
ぞ
く
す
る
単
な
る
事
物
を
意
味
す
る
に
他
な
ら
な
い
。
人
々
が
自
然
を
こ
の
よ
う
な
個
々
の

事
物
と
し
て
理
解
し
て
い
る
場
合
の
あ
る
の
は
事
実
で
あ
る
。
処
が
こ
の
よ
う
な
一
切
の
自
然
的
事
物
を
包
括
し
支

配
す
る
処
の
世
界
を
も
亦
事
実
人
々
は
自
然
と
呼
ん
で
い
る
。
自
然
は
個
々
の
事
物
と
し
て
も
、
又
普
遍
的
世
界
と
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し
て
も
理
解
出
来
る
。
今
は
た
だ
後
者
の
意
味
を
の
み
取
る
。
世
界
と
し
て
の
自
然
、
こ
の
日
常
的
概
念
は
更
に
、
科

学
的
世
界
と
し
て
の
自
然
―――
自
然
科
学
的
世
界
―――
と
な
る
こ
と
が
出
来
る
。

世
界
と
し
て
の
自
然
―――
、

　

自
、

　

然
、

　

的
、

　

世
、

　

界
―――
を
取
り
扱
う
科
学
が
必
ず
し
も
、

　

自
、

　

然
、

　

科
、

　

学
の

す
べ凡

て
で
は
な
い
こ
と
を

注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
自
然
は
単
な
る
個
々
の
事
物
を
指
す
の
で
は
な
か
っ
た
か
ら
、
こ
の
個
々
の
事

物
を
取
り
扱
う
限
り
の
自
然
科
学
は
、
自
然
的
世
界
を
取
り
扱
う
処
の
科
学
で
は
な
い
筈
で
あ
る
。
自
然
的
世
界
を

取
り
扱
う
科
学
、
即
ち
又
自
然
科
学
的
世
界
を
対
象
と
す
る
科
学
、
そ
れ
は
、

　

物
、

　

理
、

　

学
の
他
で
は
な
い
。
実
際
、
そ
れ
で

あ
る
か
ら
、
物
理
学
の
も
つ
科
学
的
世
界
―――
物
理
学
的
世
界
―――
は
一
切
の
自
然
的
事
物
を
支
配
し
包
括
す
る
、

　

普

、

　

遍
、

　

性
を

も有
つ
。
植
物
学
そ
の
も
の
と
し
て
は
動
物
学
の
対
象
を
取
り
扱
う
こ
と
は
出
来
な
い
、
之
に
反
し
て
物
理
学

そ
の
も
の
と
し
て
は
両
者
の
対
象
を
取
り
扱
い
得
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
か
ら
又
事
実
、
物
理
学
の
方

法
は
多
く
の
方
法
の
混
合
で
は
な
く
し
て
、
一
義
的
に
決
定
さ
れ
た
そ
れ
で
あ
り
、

し
か而

も
そ
の
方
法
は
物
理
学
に
の
み

固
有
な
そ
れ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
に
又
実
際
、
物
理
学
は
、

　

本
、

　

格
、

　

的
な
科
学
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
出
来

る
の
で
あ
る
。
物
理
学
は
他
の
自
然
科
学
を
、

　

代
、

　

表
す
る
処
の
、

　

典
、

　

型
と
し
て
、
事
実
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
之
を
証
拠

立
て
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

物
理
学
―――
こ
の
特
に
本
格
的
な
自
然
科
学
―――
の
方
法
を
、
単
に
法
則
を
求
め
一
般
化
を
行
な
う
と
い
う
言
葉

に
よ
っ
て
云
い
表
わ
す
の
は
、
不
充
分
に
過
ぎ
る
と
い
う
意
味
に
於
て
不
適
当
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。

ま況
し
て
そ
れ
が

物
理
学
的
世
界
―――
自
然
―――
に
対
す
る
理
解
を
少
し
も
助
け
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
自
然
は
任

意
の
自
然
科
学
が

も有
つ
こ
と
の
出
来
る
単
な
る
領
域
で
は
な
い
、
そ
う
で
は
な
く
し
て
そ
れ
は
一
つ
の
世
界
で
あ
る
。

こ
の
世
界
に
、

　

一
、

　

定
、

　

固
、

　

有
な
科
学
が

ま
さ正

に
物
理
学
な
の
で
あ
る
。

自
然
に
と
っ
て
一
定
固
有
で
あ
り
、
従
っ
て
本
格
的
で
あ
る
処
の
、
物
理
学
の
こ
の
特
有
の
資
格
は
、

し
か併

し
な
が
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ら
ま
だ
物
理
学
の
権
威
の
半
ば
を
保
証
す
る
だ
け
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
物
理
学
の
権
威
と
し
て

む
し寧

ろ
ま
ず
第
一

に
指
摘
さ
れ
る
も
の
は
、
そ
れ
が
、

　

数
、

　

学
を
含
み
そ
の
限
り
、

　

精
、

　

密
で
あ
る
と
い
う
点
に
あ
る
の
で
あ
る
か
ら（

一
）。

そ
こ
で

吾
々
は
こ
の
点
を
追
求
し
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
義
務
を
負
う
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
点
の
追
求
は

や
が
て
遂
に
は
、
物
理
学
の

さ
き向

の
本
格
性
へ
、
即
ち
そ
れ
が

も有
つ
物
理
学
的
世
界
へ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
又
こ
の
世
界
の

基
礎
に
於
け
る
方
法
と
対
象
と
の
合
致
へ
、
具
体
的
な
姿
を
以
て
、
帰
着
し
て
行
く
で
あ
ろ
う
、
そ
れ
を
今
之
か
ら

吾
々
は
見
よ
う
。

(

一)

　

物
理
学
が
数
学
的
で
あ
る
点
に
於
て
科
学
と
し
て
の
そ
の
権
威
を
示
し
て
い
る
こ
と
を
哲
学
的
に
、

　

特
、

　

に
指
摘
し
た
の
は
、
カ

ン
ト
の
功
績
の
重
大
な
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。

し
か併

し
こ
の
点
を
最
も
、

　

高
、

　

調
し
た
の
は
―――
コ
ー
エ
ン
を
通
っ
て
―――
ナ
ト
ル

プ
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
（P

.
N
a
to
rp
,
D
ie

lo
g
isch

en
G
ru
n
d
la
g
en

d
er

ex
a
k
ten

W
issen

sch
a
ften

は
之
を
代
表
す
る
）。

科
学
は
そ
の
内
に
数
学
を
含
む
限
り
、

　

精
、

　

密
で
あ
る
と
呼
ば
れ
る
。

し
か併

し
数
学
に
は
云
う
ま
で
も
な
く
様
々
の
種
類

と
段
階
と
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
決
め
な
い
限
り
、
精
密
と
い
う
言
葉
は
全
く
曖
昧
で
あ
る
こ
と
を
免
れ
な

い
。

い

か

如
何
な
る
数
学
が

い

か

如
何
に
含
ま
れ
る
時
、
科
学
は
最
も
精
密
と
な
る
こ
と
が
出
来
る
の
か
。

科
学
に
対
す
る
数
学
の
、

　

応
、

　

用
は
様
々
で
あ
る
。
統
計
的
研
究
の
根
柢
に
於
て
は
一
般
に
公
算
論
が
用
い
ら
れ
る
。
社

会
現
象
に
之
を
応
用
す
る
こ
と
は
何
人
も
知
っ
て
い
る
処
で
あ
る
が
、
自
然
に
対
す
る
そ
の
応
用
も
重
大
な
意
味
を

も有

つ
で
あ
ろ
う（

一
）。
た
と例

え
ば
物
理
的
法
則
を
力
学
的
法
則
と
、

　

統
、

　

計
、

　

的
法
則
と
に
区
別
す
る
こ
と
が
出
来
る
な
ら
ば
、
従
来
行

な
わ
れ
て
来
た
純
力
学
的
研
究
に
於
て
、
支
配
的
で
あ
っ
た
も
の
が
前
者
で
あ
っ
た
に
対
し
て
、

た
と例

え
ば
熱
力
学
的
研

究
に
よ
っ
て
新
し
く
要
求
さ
れ
た
も
の
が
後
者
で
あ
る（

二
）。

前
者
は
云
わ
ば
大
宇
宙
的
自
然
の
孤
立
的
現
象
―――
天
体

の
よ
う
な
―――
に
固
有
で
あ
り
、
後
者
は
云
わ
ば
小
宇
宙
的
自
然
の
集
団
的
現
象
―――
分
子
の
よ
う
な
―――
に
固
有

で
あ
る
と
云
う
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
処
が
人
々
は
公
算
論
が
科
学
へ
応
用
さ
れ
る
と
い
う
点
だ
け
を
取
っ
て
、
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科
学
の
精
密
さ
を
代
表
さ
せ
よ
う
と
は
思
わ
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
る
程
こ
の
応
用
が
科
学
を
或
る
意
味
に
於
て
精
密

に
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
の
で
は
な
い
が
、
或
る
科
学
が
精
密
で
あ
る
と
呼
ば
れ
る
の
は
、な

か
ん
ず
く

就
中
公
算
論
が
応
用
さ
れ

た
か
ら
で
あ
る
、
と
は
云
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
精
密
と
い
う
概
念
を
用
い
る
動
機
は
他
に
あ
る
筈
で
あ
る
。
或
る
範

囲
の
代
数
が
用
い
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
か
―――
メ
ン
デ
リ
ズ
ム
の
場
合
に
於
け
る
組
み
合
せ
の

ご
と如

く
。
生
物
学
に
代

数
を
用
い
る
こ
と
が
出
来
た
か
ら
と
云
っ
て
―――
そ
れ
に
応
用
の
範
囲
は
極
め
て
小
部
分
に
過
ぎ
な
い
―――
、
生
物

学
が
精
密
と
な
っ
た
と
思
う
な
ら
ば
、
違
算
で
あ
る
。

た
と例

え
ば
群
論
が
礦
物
学
へ
応
用
さ
れ
る
場
合
に

つ就
い
て
も
亦

そ
う
あ
る
で
あ
ろ
う
。
何
人
も
又
代
数
式
が
―――
方
程
式
が
―――
用
い
ら
れ
た
か
ら
と
云
っ
て
精
密
科
学
を
獲
得
し

た
と
は
考
え
な
い
（

た
と例

え
ば
経
済
学
的
公
式（

三
））。

精
密
と
い
う
概
念
が
用
い
ら
れ
る
動
機
は
依
然
と
し
て
他
に
あ
る
の

で
あ
ろ
う
。

(

一)

　

v
o
n
K
ries,

D
ie

P
rin

zip
ien

d
er

W
a
h
rsch

ein
lich

k
eitsrech

n
u
n
g
,
S
.
1
9
2
ff

参
照
。

(

二)

　

こ
の
区
別
を
吾
々
は
プ
ラ
ン
ク
か
ら
学
ぶ
。
自
然
科
学
に
於
け
る
統
計
的
法
則
は
ボ
ル
ツ
マ
ン
に
よ
っ
て
促
さ
れ
た(P

la
n
ck
,

P
h
y
sika

lisch
e
R
u
n
d
b
lick

e)

。

(

三)

　

こ
れ
は
す
で
に
、
単
に
所
謂
、

　

法
、

　

則
を

も有
つ
こ
と
だ
け
で
は
科
学
の
精
密
性
は
ま
だ
与
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
、
こ
と
を

示
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

数
学
の
応
用
が
科
学
を
勝
義
に
於
て
精
密
な
ら
し
め
る
の
は
、
こ
の
数
学
が
、
、

　

数
と
、

　

空
、

　

間
と
の
対
応
を
含
む
場
合
で

あ
る
の
で
あ
る
。
人
々
は

す直
ぐ
様
幾
何
学
に
思
い
及
ぶ
で
あ
ろ
う
が
、
幾
何
学
で
あ
っ
て
も
、

た
と例

え
ば
位
置
解
析
学
や
、

純
粋
射
影
幾
何
学
は
数
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
幾
何
学
の
応
用
は
科
学
を
精
密
に
は
し
な
い
。
、

　

計
、

　

量
、

　

的

な
幾
何
学
の
み
が
、
数
と
空
間
と
を
対
応
さ
せ
る
幾
何
学
だ
け
が
、
―――
そ
し
て
逆
に
幾
何
学
を
外
に
し
て
之
を
な
し

得
る
も
の
は
な
い
―――
そ
れ
を
応
用
し
た
科
学
を
精
密
に
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
何
故
幾
何
学
を
他
に
し
て
之
を
な
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し
得
な
い
か
と
云
え
ば
、

た
と例

え
ば
算
術
や
代
数
の
数
値
を
延
長
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
は
、
要
す
る
に
一
つ
の
解
釈
で

あ
っ
て
、
必
ず
し
も
数
と
空
間
（
延
長
）
と
の
対
応
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
し
延
長
が
延
長
と
、

　

解
、

　

釈
さ
れ
た
も
の

で
は
な
く
し
て
、

　

実
、

　

際
、

　

の
延
長
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
と
り
も
直
さ
ず
、
、

　

幾
、

　

何
、

　

学
、

　

的
、

　

座
、

　

標
に
依
っ
て
い
る
こ
と
に
他
な

ら
な
い
。
数
と
空
間
と
の
対
応
は
幾
何
学
だ
け
に
固
有
な
の
で
あ
る
。

も
っ
と

尤
も
計
量
的
な
幾
何
学
で
あ
っ
て
も
、
射
影

幾
何
学
的
計
量
に
基
く
も
の
に
於
て
は
、
数
と
空
間
と
が
対
応
す
る
の
で
は
な
く
し
て
、

や

は

矢
張
り
空
間
が
数
と
し
て
解

釈
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
こ
で
た
だ
純
粋
の
計
量
幾
何
学
の
み
が
数
と
空
間
と
の
対
応
を
与
え
る
こ
と
が
出
来
る
。

之
を
云
い
換
え
れ
ば
こ
う
な
る
。
た
だ
、

　

座
、

　

標
幾
何
学
の
み
が
科
学
を
、

　

精
、

　

密
に
す
る
こ
と
が
出
来
る
、
と
。
精
密
と
い
う

概
念
の
動
機
を
追
求
す
る
と
吾
々
は
こ
の
結
果
へ
行
き
着
く
。

科
学
の
精
密
性
の
有
無
は
そ
の
最
勝
義
に
於
て
、
単
に
数
学
を
含
む
か
否
か
に
あ
る
の
で
は
な
く
し
て
、
座
標
―――

一
切
の
純
粋
計
量
幾
何
学
は
座
標
幾
何
学
と
な
る
こ
と
が
出
来
る
―――
に
依
る
か
否
か
で
、
あ
る
の
で
あ
る（

一
）。

処
で
座

標
は
空
間
を
代
表
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
と
い
う
の
は
、
も
し
人
々
が
空
間
概
念
に
よ
っ
て
、
質
で
は
な
く
し
て
何
か

の
量
を
理
解
す
る
な
ら
ば
―――
そ
し
て
そ
れ
は
人
々
が
事
実
欲
し
て
い
る
処
で
あ
る
―――
、
こ
の
よ
う
な
量
概
念
の

最
も
精
密
な
表
現
が
座
標
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
吾
々
は
今
や
こ
う
云
う
こ
と
が
出
来
る
、
科
学
の
精

密
性
は
、
そ
の
最
勝
義
に
於
て
、
、

　

空
、

　

間
に
依
っ
て
与
え
ら
れ
る
、
と（

二
）。

吾
々
は
、

　

第
、

　

一
、

　

に
、
こ
の
言
葉
を
今
ま
で
の
考
察

の
一
段
階
と
し
て
、
記
憶
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

(

一)

　

カ
ン
ト
の
有
名
な
言
葉
に
よ
れ
ば
、「
科
学
は
そ
の
内
に
数
学
が
見
出
さ
れ
る
そ
の
程
度
に
従
っ
て
、
、

　

真
、

　

の
科
学
と
な
る

こ
と
が
出
来
る
」。
真
の
―――eig

en
tlich

―――
と
は
今
の
場
合
の
精
密
を
意
味
す
る
。
処
が
カ
ン
ト
は
数
学
に
よ
っ
て
実
は
、

幾
何
学
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

(

二)

　

こ
の
思
想
は
デ
カ
ル
ト
に
於
て
最
も
明
ら
か
に
提
唱
さ
れ
た
。
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座
標
―――
空
間
―――
が
ど
の
よ
う
に
し
て
科
学
に
、
無
論
特
に
経
験
科
学
に
、
用
い
ら
れ
る
か
を
見
よ
う
。
計
量
幾

何
学
に
於
け
る
座
標
は
云
う
ま
で
も
な
く
、

　

計
、

　

量
、

　

の
、

　

座
、

　

標
で
あ
っ
た
。
処
が
之
が
経
験
科
学
に
用
い
ら
れ
る
時
、
座
標
は

も
は
や
計
量
の
座
標
と
し
て
は
理
解
し

つ
く尽

さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
理
由
か
ら
で
あ
る
。
経
験
科
学

に
於
て
最
も
精
密
な
る
―――
そ
れ
は
カ
ン
ト
の
言
葉
に
よ
れ
ばeigen

tlich

で
あ
る
―――
も
の
は
、

　

力
、

　

学
で
あ
る
。
ヘ
ル

ツ
の
、

　

真
、

　

の
力
学(eig

en
tlich

e
M
ech

a
n
ik
)

を
、
、

　

経
、

　

験
、

　

科
、

　

学
に
於
け
る
最
も
精
密
な
る
部
分
の
古
典
的
表
現
と
し
て

え
ら択

ん
で
見
よ
う
。
ヘ
ル
ツ
に
よ
れ
ば
真
の
力
学
は
、
時
間
と
質
量
と
が
空
間
に
結
合
し
た
場
合
の
力
学
を
意
味
す
る
、
そ

れ
は
カ
ン
ト
の
意
味
に
於
て
、
先
天
的
で
は
な
く
し
て
経
験
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
処
が
、
空
間
と
時
間

と
の
結
合
と
し
て
定
義
さ
れ
た
運
動
学
、
又
空
間
と
質
量
と
の
結
合
と
し
て
定
義
さ
れ
た
静
力
学
、
こ
の
両
者
は
ヘ
ル

ツ
に
よ
れ
ば
、
カ
ン
ト
の
意
味
に
於
て
、
先
天
的
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
空
間
・
時
間
・
質
量
は

い
ず何

れ
も
先

天
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
筈
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
先
天
的
な
三
つ
の
概
念
の
結
合
で
あ
っ
た
真
の
力
学
が

先
天
的
で
は
な
く
し
て
経
験
的
で
あ
る
た
め
に
は
、
何
か
三
者
の
結
合
の
際
に
経
験
的
な
も
の
が
外
か
ら

は

い

這
入
っ
て

来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
筈
で
あ
る
。
そ
れ
は
何
か
。
三
者
の
結
合
の
仕
方
が

そ
れ夫

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
結
合

の
仕
方
と
は
力
学
的
、

　

法
、

　

則
の
外
で
は
な
い
。
こ
の
法
則
が
経
験
的
で
あ
る
の
に
相
違
な
い
。
そ
う
す
れ
ば
ヘ
ル
ツ
の

真
の
力
学
に
於
け
る
座
標
―――
事
実
彼
は
形
態
座
標
な
る
も
の
と
絶
対
位
置
の
座
標
な
る
も
の
と
を
区
別
し
て
い
る

―――
は
、
経
験
的
法
則
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
制
約
は
単
な
る
計
量
の
座
標
に
於
て
は
あ
り
得

な
い
。
故
に
こ
の
場
合
の
座
標
は
単
な
る
計
量
の
座
標
で
は
な
く
し
て
そ
れ
以
上
の
何
物
か
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
で
に
ヘ
ル
ツ
の
真
の
力
学
―――
こ
の
人
為
的
と
も
思
わ
れ
る
程
幾
何
学
的
な
力
学
―――
に
於
て
、
座
標
は
も
は

や
単
に
計
量
の
座
標
で
は
な
い
。
人
々
が
普
通
理
解
し
て
い
る
力
学
―――
そ
こ
に
は
ヘ
ル
ツ
の
場
合
と
は
異
っ
て
物

質
と
か
力
と
か
と
い
う
経
験
的
要
素
が
含
ま
れ
る
―――
に
於
て
は
、

ま況
し
て
益
々
そ
う
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
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う
。
け
れ
ど
も
、
座
標
が
経
験
的
法
則
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
、
と
云
っ
た
だ
け
で
は
、
そ
の
実
際
的
な
内
容
は
少
し

も
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。
吾
々
は
そ
れ
が
実
際
的
に
ど
う
い
う
風
に
な
っ
て
現
わ
れ
て
い
る
か
を
見
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
之
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
計
量
の
座
標
以
上
で
あ
る
と
云
わ
れ
た

さ
き向

の
座
標
が
、
何
と
呼
ば
れ
て
理
解
さ
れ

得
る
か
が
初
め
て
判
っ
て
来
る
で
あ
ろ
う
。

一
般
に
物
理
学
の
対
象
は
―――
中
に
も
力
学
に

つ就
い
て
は
―――
た
だ
、

　

測
、

　

定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
存
在
す
る
。

物
理
学
に
測
定
し
得
る
も
の
の
み
存
在
し
、
測
定
し
得
な
い
も
の
は
物
理
学
的
に
存
在
し
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
処

が
法
則
は
物
理
的
に
測
定
さ
れ
た
る
量
の
一
定
不
変
の
関
係
―――
精
密
な
る
場
合
は
そ
れ
が
方
程
式
と
し
て
現
わ
れ

る
―――
に
他
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
経
験
的
法
則
と
は
こ
の
場
合
、
物
理
的
測
定
に
基
い
て
見
出
さ
れ
る
も
の
を
意
味

す
る
。
法
則
が
経
験
的
で
あ
る
と
は
実
際
、
法
則
が
物
理
的
測
定
に
よ
っ
て
経
験
的
に
見
出
さ
れ
た
場
合
を
指
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
故
に
、
座
標
が
経
験
的
法
則
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
と
い
う
の
は
、
実
際
の
場
合
を
云
う
な
ら
ば
、

座
標
が
物
理
的
測
定
の
座
標
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
に
他
な
ら
な
い
。
物
理
学
者
が
経
験
的
に
実
際
に
観
測
し
そ

こ
に
立
っ
て
機
械
を
用
い
て
測
定
す
る
か
、
又
は
そ
う
す
る
と
表
象
さ
れ
る
処
の
、
或
る
一
点
、
又
は
こ
の
一
点
と

一
定
の
関
係
の
あ
る
他
の
点
の
み
が
、
こ
の
場
合
の
座
標
の
原
点
と
な
る
こ
と
が
出
来
る
。
力
学
に
於
け
る
座
標
と

は
単
な
る
計
量
の
座
標
で
は
な
く
し
て
、

ま
さ正

に
、

　

測
、

　

定
、

　

の
、

　

座
、

　

標
で
あ
る
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
座
標
―――
空
間

―――
が
経
験
科
学
に
用
い
ら
れ
る
の
は
、
た
だ
測
定
の
座
標
と
し
て
で
あ
る
。
故
に
今
や
、
科
学
―――
経
験
科
学
―――

の
精
密
性
を
与
え
る
も
の
は
測
定
の
座
標
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

処
が
、
測
定
の
座
標
と
し
て
の
空
間
、
そ
れ
は
今
述
べ
た
こ
と
か
ら
、
測
定
の
手
段
を
、
実
際
的
な
原
理
を
、
意
味

す
る
。
人
々
は
た
だ
こ
の
座
標
に
、

　

よ
、

　

っ
、

　

て
の
み
事
物
を
測
定
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
之
は
測
定
の
物
理
的

、

　

方
、

　

法
を
意
味
す
る
。

し
か併

し
又
座
標
は
座
標
の
性
質
そ
れ
自
身
に
基
い
て
、
こ
の
場
合
、
測
定
さ
れ
た
る
量
そ
の
も
の
を
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も
意
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
測
定
さ
れ
た
る
事
物
の
数
値
が
そ
の
事
物
の
座
標
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る

と
、
測
定
の
座
標
と
は
測
定
さ
れ
た
る
物
理
的
、

　

対
、

　

象
を
も
意
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
故
に
、
測
定
の
座
標
と
し
て

の
空
間
は
、
一
つ
の
物
理
的
、

　

方
、

　

法
で
あ
る
と
共
に
、
又
一
つ
の
物
理
的
、

　

対
、

　

象
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
空
間
は
こ
の
場
合

―――
物
理
的
空
間
と
し
て
―――
物
理
学
的
な
方
法
と
対
象
と
を
意
味
す
る
。
吾
々
は
、

　

第
、

　

二
、

　

に
こ
の
こ
と
を
記
憶
し
て

お
く
必
要
を
有
つ
。

測
定
の
座
標
は
、

　

物
、

　

理
、

　

的
、

　

空
、

　

間
の
一
つ
の
場
合
で
あ
る
（
之
に
対
し
て
先
の
計
量
の
座
標
は
幾
何
学
的
空
間
の
一
つ
の

場
合
で
あ
っ
た
）。
こ
の
物
理
的
空
間
が
も
つ
今
の
こ
の
特
色
、
物
理
学
的
方
法
並
び
に
対
象
で
あ
る
も
の
と
し
て
の

特
色
が
、
理
論
物
理
学
に
於
て
ど
の
よ
う
に
し
て
発
揮
さ
れ
て
行
く
か
を
、
私
は
分
析
す
る
。
吾
々
の
問
題
は
物
理
学

に
於
け
る
空
間
概
念
の
検
討
に
集
中
す
る
。
相
対
性
理
論
の
存
在
は
、

あ
た
か

恰
も
こ
の
問
題
へ
の
解
明
を
用
意
し
て
い
る

の
で
あ
る（

一
）。

(

一)

　

相
対
性
理
論
は
理
論
物
理
学
の
内
に
於
て
も
一
つ
の
特
殊
問
題
に
過
ぎ
な
い
。

し
か併

し
そ
れ
は
物
理
学
の
、
又
一
般
に
自
然

科
学
の
根
柢
に
係
わ
る
問
題
で
あ
り
、
空
間

な
い
し

乃
至
時
間
・
物
質
等
の
問
題
の
形
態
を
と
っ
て
、
最
も
普
遍
的
な
意
味
を
自
然

科
学
に
対
し
て

も有
つ
。
従
っ
て
そ
の
限
り
之
は
吾
々
の
―――
科
学
方
法
論
の
―――
問
題
と
な
る
こ
と
が
出
来
、
ま
た
な
ら
ね

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
問
題
の
哲
学
的
解
釈
を
吾
々
は
数
限
り
な
く

も有
つ
の
で
あ
る
が
、
そ
の
内
最
も
吾
々
に
と
っ
て
意
味
あ

る
も
の
は
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
そ
れ
で
あ
る
と
思
わ
れ
る(C

a
ssirer,

Z
u
r
E
in
stein

sch
en

R
ela

tiv
itä

tsth
eo
rie)

。
何
と

な
れ
ば
、
こ
の
論
文
は
彼
の
、

　

方
、

　

法
、

　

論
の
順
当
な
延
長
に
外
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
形
態
に
於
け
る
問
題
の
数
学
的
な

研
究
的
叙
述
と
し
て
はW

ey
l,
R
a
u
m
-Z
eit-M

a
terie

を
、
多
少
哲
学
的
な
纏
っ
た
解
説
と
し
て
は

た
と例

え
ばR

eich
en
b
a
ch
,

P
h
ilo

so
p
h
ie

d
er

R
a
u
m
-Z
eit-L

eh
re

な
ど
を
、
挙
げ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

幾
何
学
に
於
て
は

す
べ凡

て
の
座
標
は
た
だ
一
つ
の
座
標
に
帰
着
す
る
。
と
い
う
の
は
、
ど
の
よ
う
な
任
意
の
座
標
も
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之
に
対
し
て
一
定
の
関
係
に
あ
る
任
意
の
他
の
座
標
へ
変
換
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
も
し
そ
う
で
な
け

れ
ば
幾
何
学
に
於
け
る
対
象
―――
幾
何
学
的
空
間
―――
は
そ
の
理
論
的
統
一
を
失
っ
て
成
り
立
た
な
く
な
っ
て

し
ま了

う

で
あ
ろ
う
。
幾
何
学
の
座
標
は
単
に
計
量
の
座
標
で
し
か
あ
り
得
な
か
っ
た
か
ら
、
そ
し
て
計
量
と
は
経
験
的
―――

物
理
的
―――
測
定
で
は
な
く
し
て
数
と
空
間
と
の
先
天
的
な
対
応
に
基
く
の
で
あ
る
か
ら
、
是
非
こ
う
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。
処
が
物
理
学
に
於
け
る
座
標
は

ま
さ正

に
測
定
の
座
標
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
場
合

座
標
の
原
点
は
、
も
は
や
計
量
の
原
点
で
は
な
く
し
て
、
観
察
者
が
実
際
そ
こ
に
立
ち
又
は
立
つ
と
考
え
ら
れ
る
そ
の

点
に
他
な
ら
な
い
。
そ
う
す
れ
ば
、

た
と例

え
ば
二
人
の
観
測
者
は
全
く
他
と
は
無
関
係
に
、
そ
の
位
置
を
か
え
る
―――
、

　

運

、

　

動
す
る
―――
こ
と
が
出
来
る
筈
で
あ
る
か
ら
、
一
方
の
座
標
を
他
方
の
座
標
に
変
換
す
る
こ
と
は
、
計
量
の
座
標
に
於

け
る
場
合
と
同
じ
意
味
で
は
不
可
能
で
あ
る
。
前
の
場
合
に
於
て
は
座
標
の
運
動
―――
原
点
の
連
続
的
推
移
―――
は

顧
る
必
要
が
な
か
っ
た
、
之
に
反
し
て
今
の
場
合
は
原
点
が
運
動
し
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
一
方
の
座
標

は
他
方
の
座
標
へ
帰
着
し
な
い
、

こ
こ茲

に
は
少
く
と
も
二
つ
の
事
実
上
独
立
な
座
標
を
認
め
る
こ
と
が
絶
対
に
必
要
で

あ
る
。
甲
観
測
者
は
自
分
自
身
の
位
置
―――
そ
の
位
置
は
連
続
的
に
推
移
し
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
―――
に
立
っ
て
、

乙
観
測
者
の
原
点
を
測
定
す
る
。
逆
に
乙
は
甲
に

つ就
い
て
同
様
の
こ
と
を
行
う
。
今
人
々
が
甲
で
あ
る
か
乙
で
あ
る

か
に
よ
っ
て
測
定
の
結
果
が
物
理
的
に
異
っ
て
来
る
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
時
、
甲
乙

い
ず何

れ
の
原
点
が
他
の
者
の
規
準

と
な
る
資
格
が
あ
る
の
か
。

し
か併

し
二
人
が
代
表
す
る
た
だ
二
つ
の
原
点
だ
け
で
出
来
て
い
る
体
系
に
於
て
、
こ
の
原

点
の
運
動
は
全
く
相
互
の
関
係
に
於
て
し
か
認
め
る
こ
と
は
出
来
な
い
筈
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
運
動
は
常
に
相
対

的
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
運
動
が
相
対
的
で
あ
る
か
ら
に
は
二
つ
の
原
点
の
資
格
は
同
一
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ど
の
原
点
が
特
に
他
に
優
っ
た
資
格
を

も有
つ
と
い
う
こ
と
は
之
ま
で
の
所
な
い
筈
で
あ
る
、
絶
対
的
原
点
、
絶
対
空
間

が
認
め
ら
れ
る
理
由
は
之
ま
で
の
所
な
い
筈
で
あ
る
。
空
間
―――
原
点
は
そ
れ
を
代
理
す
る
―――
は
、

　

相
、

　

対
、

　

的
で
あ
る
。
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空
間
の
―――
測
定
の
座
標
の
―――
相
対
性
は
、
恐
ら
く
人
々
が
経
験
を

ま俟
た
ず
に
先
天
的
理
論
に
よ
っ
て
、
承
認
す
る

も
の
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。

し
か併

し
こ
の
性
質
と
必
ず
し
も
一
致
し
そ
う
に
は
見
え
な
い
経
験
的
事
実
を
人
々
は
知
っ
て

い
る（

一
）。

そ
こ
で
物
理
学
者
は
こ
の
経
験
的
事
実
に
よ
っ
て
空
間
の
相
対
性
の
一
般
的
妥
当
を
制
限
す
る
代
り
に
、

か
え却

っ

て
空
間
の
相
対
性
に
特
別
の
条
件
を
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
相
対
性
を
原
理
と
し
な
が
ら
今
の
こ
の
事
実
を
解
釈

し
よ
う
と
欲
す
る
。
空
間
の
、
又
運
動
の
、
相
対
性
は
一
つ
の
、

　

公
、

　

準
と
し
て
要
求
さ
れ
る
。
事
実
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

は
空
間
の
こ
の
相
対
性
を
ば
、
相
対
性
理
論
―――
特
殊
相
対
性
理
論
―――
の
、

　

第
、

　

一
、

　

の
、

　

公
、

　

準
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
表
現

し
た
。

い

か

如
何
な
る
物
理
的
法
則
も
、
あ
ら
ゆ
る
座
標
系
に
対
し
て
、
全
く
同
様
に
妥
当
す
る
、
と
。
と
い
う
の
は
、
甲

乙
両
座
標
に
於
て
測
定
さ
れ
た

そ
れ
ぞ
れ

夫
々
の
諸
量
は
相
異
る
が
、
そ
れ
等
の
量
の
一
定
不
変
の
関
係
―――
そ
れ
が
法
則
で

あ
る
―――
は
、
甲
乙
両
座
標
に
共
通
で
あ
る
な
ら
ば
、
甲
乙

い
ず何

れ
か
が
特
別
の
資
格
を

も有
つ
座
標
で
あ
る
こ
と
は
結
局

に
於
て
見
出
す
こ
と
が
出
来
な
い
か
ら
で
あ
る
。
空
間
は
相
対
的
で
あ
る
。

(

一)

　

回
転
運
動
に
於
け
る
遠
心
力
と
か
、
マ
ク
ス
ウ
ェ
ル
の
指
摘
し
た
電
磁
気
現
象
に
於
け
る
相
対
性
の
不
整
合
と
か
、
が
そ
れ

で
あ
る
。
前
者
の
困
難
は
相
対
性
理
論
の
拡
張
に
よ
っ
て
解
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
、
後
者
の
困
難
は
時
間
の
相
対
性
に
よ
っ

て
解
か
れ
る
。

、

　

時
、

　

間
も
亦
相
対
的
で
あ
る
こ
と
を
特
に
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ガ
リ
レ
イ
・
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
相
対
性
理
論

に
於
て
は
、
一
つ
の
空
間
座
標
が
一
定
の
速
度
を
以
て
之
と
相
対
的
に
運
動
し
つ
つ
あ
る
他
の
空
間
座
標
に
変
換
さ

れ
る
時
、
時
間
座
標
ま
で
が
変
換
さ
れ
る
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。
時
間
は
ど
の
よ
う
な
空
間
座
標
に

か
ん
よ

干
与
し
て

も
同
一
で
あ
る
と
い
う
こ
と
―――
絶
対
的
時
間
―――
を
之
は
暗
黙
の
間
に
仮
定
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

し
か併

し
い

か

如
何

な
る
先
天
的
理
由
も
経
験
も
之
を
保
証
し
て
は
い
な
い
。
そ
し
て
経
験
に

も
と
づ

基
け
ば
、

か
え却

っ
て
時
間
の
相
対
性
が
要
求

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
次
第
は
こ
う
で
あ
る
。
時
間
が
物
理
学
的
概
念
と
し
て
物
理
学
に
於
て
活
き
て
働
く
た
め
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に
は
、
時
間
は
ま
ず
初
め
に
、

　

物
、

　

理
、

　

的
、

　

に
、

　

定
、

　

義
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
定
義
は
時
間
を
測
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

実
験
的
に
決
定
す
る
方
法
を
具
体
的
に
云
い
表
わ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
第
一
に
、

　

等
、

　

時
、

　

性

(S
y
n
ch
ron

ism
u
s)

の
概
念
を
定
義
す
る
。
二
つ
の
座
標
系
を
Ａ
・
Ｂ
と
す
れ
ば
、
光
が
Ａ
か
ら
Ｂ
に
達
す
る
に
必

要
な
時
間
と
、
Ｂ
か
ら
Ａ
に
達
す
る
に
要
す
る
時
間
と
が
等
し
い
と
す
る
時
、
時
間
は
Ａ
・
Ｂ
に
共
通
で
あ
り
、

　

等
、

　

時

(sy
n
ch
ron

)

で
あ
る
。
第
二
に
、
Ａ
を
発
し
た
光
と
Ｂ
を
発
し
た
光
と
が
直
線
AB
の
中
点
に
於
て
相
会
う
時
、
光
は

A
・
B
を
、

　

同
、

　

時
、

　

に(g
leich

zeitig)

発
し
た
も
の
と
定
義
さ
れ
る（

一
）。

さ
て
物
理
学
に
於
て
こ
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
た
時

間
―――
物
理
的
時
間
―――
は
、

　

光
と
い
う
全
く
経
験
的
な
現
象
の
性
質
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
光

を
ど
う
理
解
す
る
か
に
よ
っ
て
時
間
の
理
解
が
変
っ
て
来
る
で
あ
ろ
う
。
ガ
リ
レ
イ
・
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
相
対
性
理
論

の
立
場
に
あ
っ
て
は
、
光
は
一
つ
の
電
磁
気
、

　

現
、

　

象
―――
そ
れ
は
他
の
諸
現
象
と
特
に
異
っ
た
資
格
を
持
っ
た
現
象
で

あ
る
と
は
想
像
さ
れ
て
い
な
い
―――
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
光
の
速
度
は
一
定
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
光

線
と
共
に
進
む
媒
質
と
之
に

さ
か
ら

逆
う
媒
質
と
に
よ
っ
て
、
又
観
測
者
の
運
動
の
速
度
の
多
少
・
正
負
に
よ
っ
て
、
光
は

そ
の
速
度
を
変
え
る
筈
で
あ
ろ
う
。
処
が
或
る
実
験
が
示
す
処
に
よ
る
と
、
水
の
流
れ
に
従
う
光
線
も
之
に

さ
か
ら

逆
う
光

線
も
、
そ
の
速
度
は
単
に
之
に
水
の
速
度
を
加
減
し
た
も
の
と
等
し
く
は
な
い
。
そ
し
て
画
期
的
な
マ
イ
ケ
ル
ソ
ン
・

モ
ー
リ
ー
の
実
験
に
よ
れ
ば
光
速
度
は
観
測
者
の
運
動
の
速
度
と
は
無
関
係
に
恒
常
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
光
は
単

に
一
つ
の
現
象
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
光
速
度
の
恒
常
は
一
つ
の
、

　

法
、

　

則
と
も
呼
ば
れ
る
べ
き
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い（

二
）。

光
速
度
恒
常
の
法
則
は
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
相
対
性
理
論
の
、

　

第
、

　

二
、

　

の
、

　

公
、

　

準
と
な
っ
て
現
わ
れ
る
。
さ
て

こ
の
第
二
の
公
準
と

さ
き向

の
第
一
の
公
準
―――
物
理
的
法
則
の
絶
対
性
―――
と
に
よ
っ
て
初
め
て
、

い
わ
ゆ
る

所
謂
ロ
ー
レ
ン
ツ

変
換
が
理
論
的
に
計
算
的
に
導
か
れ
る
。
ロ
ー
レ
ン
ツ
変
換
に
於
て
は

ひ
と独

り
空
間
の
相
対
性
ば
か
り
で
は
な
く
、
之

と
不
離
に
結
び
付
い
て
、
時
間
の
相
対
性
が
云
い
表
わ
さ
れ
て
い
る
の
は
人
々
の
知
る
処
で
あ
る
。
今
や
等
時
も
同
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時
も
、

い

か

如
何
な
る
座
標
系
に
於
て
事
物
を
測
定
す
る
か
に
よ
っ
て
、
決
定
さ
れ
変
化
さ
れ
る
。
物
理
的
時
間
―――
そ
れ

は
測
定
し
又
測
定
さ
れ
た
時
間
で
あ
る
―――
は
相
対
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

一)

　

E
in
stein

,
Ü
b
er

d
ie

sp
ezielle

u
n
d
d
ie

a
llg

em
ein

e
R
ela

tiv
itä

tsth
eo
rie

;

及
びZ

u
r
E
lek

tro
d
y
n
a
m
ik

b
ew

eg
ter

K
ö
rp

er

参
照
。

(
二)

　

E
.
C
o
h
n
,
P
h
y
sika

lisch
es

ü
b
er

R
a
u
m

u
n
d
Z
eit

参
照
。

時
間
の
相
対
性
は
―――
ロ
ー
レ
ン
ツ
変
換
を
媒
介
と
し
て
―――
空
間
の
相
対
性
を
必
ず
伴
う
。
時
間
と
空
間
と
の

関
係
を
見
る
こ
と
が
、
そ
れ
故
必
要
と
な
っ
て
来
る
。
ロ
ー
レ
ン
ツ
変
換
を
施
し
た
任
意
の
座
標
系
に
於
け
る
時
空

の
座
標
の
、
或
る
一
定
の
形
態
に
於
け
る
結
合
は
、
今

え
ら択

ば
れ
た
座
標
系
の
任
意
か
ら
は
独
立
で
あ
り
、
恒
常
な
数
値

に
等
し
い
こ
と
が
発
見
さ
れ
る
。
こ
の
一
定
の
形
態
に
於
け
る
結
合
と
は
、
四
次
元
空
間
に
於
け
る
球
面
又
は
二
面

双
曲
面
体
の
方
程
式
を
指
す
。
こ
の
ロ
ー
レ
ン
ツ
変
換
か
ら
独
立
な
不
変
な
方
程
式
が
現
わ
す
時
空
関
係
の
四
次
元

空
間
的
図
形
は
、
ミ
ン
コ
フ
ス
キ
ー
に
よ
っ
て
、

　

世
、

　

界
―――
吾
々
は
こ
の
言
葉
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
―――
と
名
づ
け

ら
れ
た
。
ロ
ー
レ
ン
ツ
変
換
は
こ
の
世
界
の
座
標
軸
の
変
換
、
特
に
軸
回
転
に
よ
る
変
換
群
、
に
相
当
す
る
こ
と
が
指

摘
さ
れ
る
。
彼
の
図
形
に
よ
れ
ば
、
一
定
の
範
囲
に
横
た
わ
る
世
界
点
の

す
べ凡

て
は
、
今
云
っ
た
変
換
を
適
当
に

え
ら択

ぶ
時
、

世
界
の
原
点
と
、

　

同
、

　

時
の
状
態
に
引
き
直
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
即
ち
時
間
は
、
空
間
軸
の

え
ら択

び
方
に
よ
っ
て
、
少
く

と
も
一
定
の
範
囲
の
内
で
は
、
同
時
と
も
前
後
と
も
な
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
時
間
も
空
間
も
そ
れ

自
身
で
は
独
立
し
得
る
も
の
で
は
な
く
、
両
者
の
結
合
で
あ
る
、

　

世
、

　

界
の
み
が
初
め
て
独
立
性
を

も有
ち
得
る
こ
と
が
結

果
し
た
。
―――
次
に
世
界
に
於
て
引
か
れ
た
線
―――
世
界
線
―――
の
交
互
関
係
は
、
物
理
的
法
則
の
最
も
完
全
な
表

現
に
相
当
す
る
。
何
と
な
れ
ば
物
理
的
法
則
は
、
第
一
の
公
準
に
従
っ
て
、
座
標
の
変
換
か
ら
独
立
で
あ
り
不
変
で
あ

る
筈
で
あ
っ
た
が
、
世
界
に
於
け
る
変
換
か
ら
独
立
で
不
変
な
関
係
を
求
め
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は

ま
さ正

に
、
世
界
線
の
交
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互
関
係
に
外
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
世
界
線
の
方
程
式
が
物
理
的
法
則
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
も
の

が
ミ
ン
コ
フ
ス
キ
ー
の
、

　

世
、

　

界
で
あ
る（

一
）。

(

一)

　

H
.
M
in
k
ow

sk
i,
R
a
u
m

u
n
d
Z
eit

を
見
よ
。

物
理
的
空
間
は
、
測
定
の
座
標
軸
を
意
味
し
た
。
そ
れ
は
そ
の
限
り
物
理
学
的
、

　

方
、

　

法
を
提
供
す
る
。
処
が
又
之
は

そ
れ
ぞ
れ

夫
々
測
定
さ
れ
た
る
空
間
座
標
を
意
味
し
た
。
従
っ
て
そ
れ
は
そ
の
限
り
又
物
理
学
的
、

　

対
、

　

象
と
な
る
。
そ
し
て
之
は

そ
の
ま
ま
物
理
的
時
間
に

つ就
い
て
も
繰
り
返
え
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
物
理
的
空
間
も
物
理
的
時
間
も
方
法
で
あ
る

と
同
時
に
対
象
で
あ
る
。
こ
の
事
情
は
ミ
ン
コ
フ
ス
キ
ー
の
、

　

世
、

　

界
に
於
て

い
よ
い
よ

愈
々
明
白
に
な
っ
て
来
る
で
あ
ろ
う
。
世

界
の
変
換
軸
―――
時
間
と
空
間
―――
が
測
定
の
、

　

方
、

　

法
を
意
味
す
る
こ
と
は
誰
に
も
承
認
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
変

換
軸
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
べ
き
世
界
の
内
容
が
物
理
学
的
、

　

対
、

　

象
で
あ
る
こ
と
は
、
世
界
線
の
関
係
が
物
理
的
法
則

を
意
味
す
る
こ
と
を
見
れ
ば
、
明
白
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
何
と
な
れ
ば
世
界
線
は
、
速
度
・
加
速
度
・
力
な
ど
―――
そ

れ
は
物
理
学
の
対
象
で
あ
る
―――
を
意
味
し
、
そ
の
結
合
が
法
則
―――
そ
れ
も
亦
物
理
学
の
対
象
で
あ
る
―――
を
意

味
す
る
か
ら
。
世
界
は
方
法
で
あ
り
又
対
象
で
あ
る
。
―――
さ
て
こ
の
よ
う
な
世
界
の
概
念
は
無
論
科
学
的
手
続
き

に
よ
っ
て
初
め
て
成
立
す
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
必
ず
し
も
日
常
的
な
直
接
性
を
も
た
ず
、
そ
れ
で
あ
る
か
ら
往
々
一

つ
の
擬
制
と
し
て
し
か
受
け
取
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
も
生
じ
て
来
る
で
あ
ろ
う
。

し
か併

し
な
が乍

ら
、
之
を
吾
々
が
理
解

し
そ
れ
に
意
味
を
見
出
し
、
そ
し
て
そ
れ
に
吾
々
の
直
観
性
を
入
れ
込
む
こ
と
が
出
来
る
か
ら
に
は
、
ミ
ン
コ
フ
ス

キ
ー
の
世
界
が
、
何
か
吾
々
の
日
常
的
に
通
達
出
来
る
概
念
を
解
説
し
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
ミ
ン
コ
フ
ス

キ
ー
の
世
界
は
、

　

自
、

　

然
、

　

的
、

　

世
、

　

界
と
し
て
日
常
的
に
理
解
さ
れ
て
い
る
も
の
の
科
学
的
解
明
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ

ろ
う
。
そ
れ
は
、

　

自
、

　

然
、

　

科
、

　

学
、

　

的
、

　

世
、

　

界
の
、
特
に
は
、

　

物
、

　

理
、

　

学
、

　

的
、

　

世
、

　

界
の
、
最
も
、

　

精
、

　

密
な
表
現
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ

う
。
こ
の
言
葉
を
証
拠
立
て
る
た
め
に
、
ミ
ン
コ
フ
ス
キ
ー
の
世
界
が
理
論
的
に
発
展
さ
れ
る
時
、
益
々
物
理
的
対
象
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と
し
て
の
意
味
を
持
っ
て
来
る
こ
と
を
明
白
に
し
、
従
っ
て
益
々
物
理
的
世
界
を
具
体
的
に
表
現
し
て
行
く
処
の
、
一

例
を
私
は
今
指
摘
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

運
動
の
相
対
性
―――
そ
れ
は
相
対
性
理
論
の
根
本
的
な
公
準
で
あ
る
―――
が
公
準
と
し
て
根
本
的
な
意
義
を
得
る

た
め
に
は
、
そ
れ
は

す
べ凡

て
の
運
動
に

つ就
い
て
妥
当
す
べ
き
で
あ
る
。
一
定
速
度
の
運
動
に

つ就
い
て
ば
か
り
で
は
な
く

―――
特
殊
相
対
性
理
論
は
問
題
を
之
に
限
っ
て
い
る
―――
一
切
の
加
速
度
運
動
に

つ就
い
て
も
、
そ
の
相
対
性
が
要
求
さ

れ
る
。
特
殊
相
対
性
理
論
は
一
般
相
対
性
理
論
へ
拡
張
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
処
が
こ
の
拡
張
は
必
然
的
に
一
つ
の

新
し
い
問
題
を
含
ん
で
来
る
。
と
云
う
の
は
、
経
験
の
教
え
る
処
に
従
え
ば
、

す
べ凡

て
の
物
体
に
等
加
速
度
を
与
え
る
と

い
う
特
質
を
持
つ
一
つ
の
力
の
場
―――
重
力
の
場
―――
が
存
在
す
る
か
ら
、
一
般
相
対
性
理
論
の
徹
底
は
同
時
に
一

種
の
重
力
説
に
帰
着
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
さ
て
物
体
の
重
力
に
基
く
と
考
え
ら
れ
る
質
量
―――
重
力

質
量
―――
は
経
験
に
於
て
常
に
、
物
体
の
惰
性
に
基
く
と
考
え
ら
れ
る
質
量
―――
惰
性
質
量
―――
に
対
し
て
、
同
一

の
比
を

も有
つ
か
ら
、
も
し
適
当
な
単
位
を

え
ら択

ぶ
な
ら
ば
、
二
つ
の
質
量
は
、

　

同
、

　

値(äq
u
ivalen

t)

と
な
る
。
処
が
惰
性
の

法
則
は
、
質
点
の
運
動
が
最
短
線
に
沿
う
の
を
本
来
の
状
態
と
す
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
が
出
来
る
か
ら
、

こ
の
関
係
は
、
、

　

重
、

　

力
と
、

　

空
、

　

間
（
又
、

　

世
、

　

界
）
と
の
、

　

或
、

　

る
、

　

種
の
同
値
を
云
い
表
わ
す
こ
と
に
な
り
得
る
わ
け
で
あ
る
。
静
止

せ
る
座
標
系
に

か
ん
よ

干
与
し
て
測
定
す
る
時
加
速
度
運
動
を
な
す
と

み

な

見
做
さ
れ
る
他
の
座
標
系
は
、
後
者
の
座
標
系
に

か
ん
よ

干
与

し
て
は
静
止
し
て
い
る
と

み

な

見
做
さ
れ
る
。
従
っ
て
座
標
の
選
択
に
よ
っ
て
、
即
ち
座
標
軸
の
変
換
に
よ
っ
て
、
体
系
の

加
速
度
を
消
滅
、
生
起
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
る
。
加
速
度
は
、

　

世
、

　

界
の
座
標
軸
の
変
換
に
相
対
的
で
あ
る
。
世
界
の
座
標

軸
の
変
換
に
よ
っ
て
生
起
す
る
（
従
っ
て
又
消
滅
し
得
る
）
加
速
度
が
見
出
さ
れ
る
体
系
、
即
ち
一
つ
の
力
の
場
―――

遠
心
力
・
求
心
力
等
―――
は
、
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
よ
っ
て
、

　

重
、

　

力
に
相
当
す
る
―――
同
値
で
あ
る
―――
も
の
と
、

　

仮
、

　

定
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さ
れ
た
。
こ
の
、

　

同
、

　

値
、

　

の
、

　

原
、

　

理
は
そ
れ
故
、
、

　

重
、

　

力
と
、
、

　

世
、

　

界
、

　

の
、

　

座
、

　

標
、

　

軸
、

　

の
、

　

変
、

　

換
と
の
、
同
値
を
こ
の
場
合
云
い
表
わ
す
。

し
か併

し
本
来
の
重
力
の
場
は
、

た
と例

え
ば
静
止
せ
る
物
質
の
周
囲
に
生
じ
る
恒
常
な
る
重
力
の
場
は
、

さ
き向

の
場
合
の
よ

う
に
変
換
に
よ
っ
て
消
滅
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
こ
の
場
合
の
重
力
の
場
は

さ
き向

の
場
合
の
そ
れ
と
一
つ
で
は
な
い
。

後
者
は
前
者
の
特
殊
な
場
合
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
ミ
ン
コ
フ
ス
キ
ー
の
世
界
に
於
て
、
法
則
は
世
界
線
―――
ヴ
ェ
ク

ト
ル
（
特
殊
の
テ
ン
ソ
ル
）
―――
の
不
変
な
関
係
と
し
て
与
え
ら
れ
た
。
之
を
よ
り
精
密
に
云
う
な
ら
ば
、
法
則
は
一

般
に
テ
ン
ソ
ル
か
ら
な
る
共
変
的
微
分
方
程
式
と
し
て
与
え
ら
れ
る
。
さ
て
そ
う
す
れ
ば
重
力
の
法
則
も
亦
そ
の
よ

う
な
方
程
式
と
し
て
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
計
算
に
よ
っ
て
、
重
力
の
法
則
は
一

種
の
テ
ン
ソ
ル
―――
基
本
テ
ン
ソ
ル
―――
か
ら
な
る
共
変
的
関
係
と
し
て
示
さ
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
共
変
的
関
係
は

リ
ー
マ
ン
・
ク
リ
ス
ト
ッ
フ
ェ
ル
・
テ
ン
ソ
ル
が
零
と
な
る
方
程
式
と
し
て
ま
ず
第
一
に
与
え
ら
れ
る
。
之
が
座
標

軸
の
変
換
に
よ
っ
て
生
起
消
滅
す
る
と
考
え
ら
れ
た
重
力
の
場
に

つ就
い
て
行
な
わ
れ
る
重
力
の
法
則
に
他
な
ら
な
い
。

こ
の
重
力
の
場
は
恒
常
な
る
重
力
を
含
ま
な
い
世
界
を
云
い
表
わ
す
。
恒
常
な
る
重
力
の
場
に
於
て
行
な
わ
れ
る
重

力
の
一
般
的
法
則
は
、
特
殊
な
リ
ー
マ
ン
・
ク
リ
ス
ト
ッ
フ
ェ
ル
・
テ
ン
ソ
ル
が
零
と
な
る
方
程
式
と
し
て
与
え
ら
れ

る
。
前
者
は
後
者
の
特
殊
な
場
合
―――
恒
常
な
る
重
力
＝
０
の
場
合
―――
に
他
な
ら
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
―――

さ
て
処
が
、
今
基
本
テ
ン
ソ
ル
と
呼
ば
れ
た
も
の
は
実
は
、
、

　

世
、

　

界
に
於
け
る
、

　

微
、

　

線
、

　

分
の
関
数
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

即
ち
そ
れ
は
幾
何
学
に
於
て
―――
ガ
ウ
ス
が
そ
れ
を
研
究
し
た
―――
空
間
各
点
の
曲
率
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
故
に

今
や
次
の
こ
と
が
帰
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
、

　

重
、

　

力
、

　

の
、

　

存
、

　

在
は
、

　

世
、

　

界
、

　

各
、

　

点
、

　

の
、

　

曲
、

　

率
と
同
値
で
あ
る
と（

一
）。

(

一)

　

E
d
d
in
g
to
n
,
R
ep

o
rt

o
n
th
e
R
ela

tiv
ity

T
h
eo
ry

o
f
G
rav

ita
tio

n

参
照
。
人
々
は
こ
の
断
章
に

つ就
い
て
は
、E

in
stein

,

G
ru
n
d
la
g
e
d
er

a
llg

em
ein

en
R
ela

tiv
itä

tsth
eo
rie

に
依
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

先
に
、
重
力
の
特
殊
の
場
合
が
世
界
の
座
標
軸
の
変
換
と
同
値
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
今
又
重
力
が
世
界
各
点
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の
曲
率
と
同
値
で
あ
る
こ
と
を
吾
々
は
見
た
。
故
に
、

　

重
、

　

力
、

　

の
、

　

場
は
と
り
も
直
さ
ず
、

　

世
、

　

界
自
身
の
内
に
含
ま
れ
る
こ
と

が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

本
来
の
重
力
は
物
質
の
周
囲
に
起
こ
る
。
こ
の
重
力
が
世
界
各
点
の
曲
率
で
あ
っ
た
。
之
に
反
し
て
、

　

物
、

　

質
は
世
界

の
よ
り
高
次
の
曲
歪
と
し
て
理
解
さ
れ
る（

一
）。

か
く
て
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
力
学
的
法
則
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
力
学
的
内

容
は
、

す
べ凡

て
全
く
こ
の
、

　

世
、

　

界
の
内
に
含
ま
れ
た
も
の
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。

(

一)

　

E
d
d
in
g
to
n
,
S
p
a
ce,

T
im

e
a
n
d
G
rav

ita
tio

n
,
p
.
1
9

参
照
。

し
か併

し
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
物
質
の
存
在
や
重
力
ば
か
り
で
は
な
く
、
電
磁
気
も
亦
世
界
の
性
質
か
ら
導
き
出

さ
れ
る
。
ヴ
ァ
イ
ル
に
よ
れ
ば
、
世
界
―――
そ
れ
は
一
つ
の
幾
何
学
的
図
形
と
し
て
表
現
さ
れ
る
―――
の
各
点
は
、
必

ず
し
も
同
じ
計
量
の
尺
度
を

も有
つ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
即
ち
世
界
線
―――
ヴ
ェ
ク
ト
ル
―――
の
計
量
さ
れ
た
る
長

さ
は
そ
の
移
動
の
道
の

い
か
ん

如
何
に

か
か
わ

拘
ら
ず
不
変
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
一
般
に
、
世
界
各
点
は

そ
れ
ぞ
れ

夫
々
固
有
の
計
量
の

尺
度
を

も有
ち
、
世
界
は
、

　

計
、

　

量
、

　

上
、

　

の
、

　

連
、

　

続
を
な
し
て
い
る
。
世
界
の
計
量
関
係
は
、
そ
の
時
、
ガ
ウ
ス
の
与
え
た
曲
率
関

係
だ
け
に
よ
る
の
で
あ
っ
て
は
ま
だ
不
定
で
あ
り
、
終
局
的
に
は
決
定
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
之
を
終
局
的
に
決
定

す
べ
き
で
あ
る
処
の
他
の
一
つ
の
計
量
関
係
、
そ
れ
に
於
て
、あ

た
か

恰
も
電
磁
気
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
に
相
当
す
る
諸
因
子
が

見
出
さ
れ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る（

一
）。

か
く
し
て
世
界
は
、

　

電
、

　

磁
、

　

気
、

　

の
、

　

場
に
同
値
な
る
計
量
関
係
を

も有
つ
と
い
う
こ
と
が

主
張
さ
れ
る
。
故
に
今
や
、
世
界
は
そ
れ
自
身
の
内
に
、
、

　

一
、

　

切
、

　

の
―――
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
力
学
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
も

の
に
限
ら
ず
―――
力
学
的
内
容
を
含
む
こ
と
が
出
来
た
わ
け
で
あ
る
。
(

一)

　

W
ey
l,
G
rav

ita
tio

n
u
n
d
E
lek

trizitä
t

は
こ
の
こ
と
を
説
い
て
い
る
。

ミ
ン
コ
フ
ス
キ
ー
の
世
界
そ
れ
自
身
が
今
や
、
重
力
の
場
で
あ
り
、
物
質
を
含
み
、
電
磁
気
の
場
で
あ
る
。
さ
て
こ
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の
よ
う
な
内
容
を

も有
つ
世
界
は
、
正
に
物
理
学
的
、

　

対
、

　

象
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
始
め
物
理
学
的
方
法
で

あ
っ
た
測
定
の
座
標
は
、
か
く
て
そ
れ
自
身
世
界
に
ま
で
組
み
立
て
ら
れ
た
結
果
、
、

　

対
、

　

象
と
な
っ
た
こ
と
を
吾
々
は
注

意
し
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ミ
ン
コ
フ
ス
キ
ー
の
世
界
が
物
理
的
、

　

方
、

　

法
で
あ
る
と
同
時
に
又
物
理
的
、

　

対
、

　

象
で
あ

る
こ
と
は
、

こ
こ茲

に
み
ま
が

見
紛
う
余
地
も
な
く
現
わ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う（

一
）。

(

一)

　

世
界
は
対
象
と
し
て
の
性
格
を

も有
つ
か
ら
、
世
界
の
理
論
が
、

　

宇
、

　

宙
―――
そ
れ
は
物
理
学
的
対
象
の
特
殊
な
も
の
に
他
な
ら

な
い
―――
の
理
論
と
な
る
理
由
が
生
じ
て
来
る
。
事
実
、
新
し
い
、

　

宇
、

　

宙
、

　

論
は
相
対
性
理
論
の
発
展
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
つ
つ

あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
ミ
ン
コ
フ
ス
キ
ー
の
、

　

世
、

　

界
は
方
法
＝
対
象
を
意
味
す
る
。
処
が
す
で
に
、

　

物
、

　

理
、

　

的
、

　

空
、

　

間
が
又
方
法
＝
対
象
を
意

味
し
て
い
た
。
両
者
の
関
係
は
ど
う
あ
る
か
。

ミ
ン
コ
フ
ス
キ
ー
の
世
界
に
於
て
、
無
論
時
間
軸
と
空
間
軸
と
は
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
世
界
を

云
い
表
わ
す
方
程
式
に
於
て
、
三
つ
の
空
間
軸
を
現
わ
す
三
つ
の
変
数
は
全
く
同
じ
い
性
質
を

も有
つ
に
反
し
て
、
第

四
次
元
と
し
て
の
時
間
軸
を
現
わ
す
変
数
だ
け
は
特
別
の
性
質
を
与
え
ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

し
か併

し
第
一
に
注
意

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
世
界
そ
れ
自
身
が
一
つ
の
、

　

幾
、

　

何
、

　

学
、

　

的
表
現
に
於
て
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
と
い
う
の
は
世
界
に
於
て
は
時
間
は
幾
何
学
的
に
―――
そ
の
限
り
空
間
化
さ
れ
て
―――
表
現
さ
れ
る
他
は
な
い
。

そ
れ
で
あ
る
か
ら
世
界
は
ま
ず
第
一
に
、

　

幾
、

　

何
、

　

学
、

　

的
、

　

空
、

　

間
を
意
味
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
処
が
こ
の
幾
何
学
的

空
間
は
単
な
る
そ
れ
で
は
な
く
し
て
、

さ
き向

に
述
べ
た
通
り
、
、

　

物
、

　

理
、

　

的
、

　

内
、

　

容
を
そ
れ
自
身
の
内
に
含
ん
で
い
な
く
て
は

な
ら
な
か
っ
た
。
そ
う
す
る
と
世
界
は
幾
何
学
的
空
間
で
あ
り
な
が
ら
そ
の
ま
ま
又
物
理
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

故
に
世
界
は
、

　

物
、

　

理
、

　

的
、

　

空
、

　

間
に
他
な
ら
な
い
。

こ
こ茲

に
於
て
は
空
間
が
時
間
に
含
ま
れ
る
の
で
は
な
く
し
て
時
間
が
空
間

に
含
ま
れ
て
い
る
。
物
理
的
時
間
を
含
ん
だ
物
理
的
空
間
を
最
も
精
密
に
表
現
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
こ
の
物
理
的
時
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間
を

い
っ
た
ん

一
旦
空
間
軸
と
は
区
別
し
な
が
ら
、

し
か而

も
空
間
に
於
け
る
四
次
元
と
し
て
之
を
空
間
化
す
他
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

世
界
は

あ
た
か

恰
も
こ
の
よ
う
な
意
味
に
於
て
時
間
を
含
ん
だ
物
理
的
空
間
で
あ
る
の
で
あ
る
。
之
を
、

　

世
、

　

界
、

　

空
、

　

間
と
呼
ぶ
こ

と
が
許
さ
れ
て

よ好
い
で
あ
ろ
う
。

さ
て
こ
の
世
界
空
間
が
最
も
実
証
的
に
物
理
的
方
法
＝
対
象
を
云
い
表
わ
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
吾
々
は
今
見
た

の
で
あ
る
が
、
世
界
空
間
が

あ
た
か

恰
も
物
理
的
空
間
の
一
つ
の
形
態
で
あ
る
筈
で
あ
っ
た
か
ら
、

こ
こ茲

に
、
世
界
空
間
こ
そ
物

理
的
空
間
の
今
の
こ
の
特
色
―――
方
法
＝
対
象
―――
を
最
も
具
体
的
に
云
い
表
わ
す
も
の
で
あ
る
こ
と
が
結
果
す
る
。

私
は
こ
の
結
果
を
前
に
約
束
し
て
お
い
た
。

吾
々
は
初
め
に
科
学
の
、

　

精
、

　

密
の
概
念
を
追
求
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
、

　

数
、

　

学
に
よ
っ
て
、
更
に

く
わ精

し
く
は
、

　

幾
、

　

何
、

　

学
に

よ
っ
て
、
更
に

く
わ精

し
く
は
、

　

幾
、

　

何
、

　

学
の
応
用
・
物
理
的
、

　

空
、

　

間
に
よ
っ
て
、
最
後
に
は
、

　

世
、

　

界
、

　

空
、

　

間
に
よ
っ
て
、
保
証
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
。
事
実
、
世
界
空
間
の
形
式
は
精
密
科
学
の
理
想
と
考
え
ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
処
が
こ
の
世
界
空

間
は
又
同
時
に
、
、

　

方
、

　

法
、

　

と
、

　

対
、

　

象
、

　

と
、

　

の
、

　

一
、

　

致
を
、
理
想
的
に
云
い
表
わ
す
。
方
法
と
対
象
と
の
一
致
と
は
、

し
か併

し
な
が
ら
、

あ
た
か

恰
も
、

　

科
、

　

学
、

　

的
、

　

世
、

　

界
、

　

の
、

　

基
、

　

礎
を
決
定
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
か
っ
た
―――
最
初
を
見
よ
。
故
に
最
後
の
問
題
は
、

　

世
、

　

界
、

　

空

、

　

間
と
、

　

自
、

　

然
、

　

科
、

　

学
、

　

的
、

　

世
、

　

界
の
関
係
に
横
た
わ
る
。

、

　

世
、

　

界
、

　

空
、

　

間
は
自
然
科
学
的
世
界
―――
世
界
と
し
て
の
、

　

自
、

　

然
―――
を
最
も
、

　

精
、

　

密
に
、

　

代
、

　

表
す
る
表
現
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。

何
故
か
。
自
然
の
根
本
的
な
る
規
定
が
空
間
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
時
間
も
亦
自
然
の
規
定
で
あ
る
と
云
う
か
。

し
か併

し
自
然
に
於
け
る
時
間
は
空
間
化
さ
れ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
、
そ
れ
は
云
わ
ば
空
間
的
時
間
で
あ
る
で
あ
ろ
う
、
そ
の

精
密
な
る
表
現
が
世
界
空
間
に
於
け
る
時
間
軸
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
又
自
然
の
根
本
的
規
定
は
物
質
で
あ
る
と
云

う
か
。

し
か併

し
物
質
は
た
だ
空
間
的
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
物
質
で
あ
る
こ
と
が
出
来
る
。
、

　

自
、

　

然
、

　

の
、

　

性
、

　

格
は
、

　

空
、

　

間
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に
あ
る
。
世
界
空
間
は
自
然
の
こ
の
、

　

空
、

　

間
と
し
て
の
、

　

性
、

　

格
を
云
い
現
わ
し
て
い
る
。
そ
れ
で
あ
る
か
ら
世
界
空
間
は

自
然
科
学
的
世
界
を
最
も
、

　

精
、

　

密
に
、

　

代
、

　

表
す
る
表
現
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
世
界
空
間
は
、

　

自
、

　

然
、

　

科
、

　

学
、

　

的
、

　

世
、

　

界
、

　

形
、

　

象
を

表
わ
す
。
―――
か
く
し
て
吾
々
は
、

　

精
、

　

密
の
概
念
を
追
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
然
科
学
的
、

　

世
、

　

界
の
概
念
へ
抜
け
て
出

る
こ
と
が
出
来
た
。
、

　

世
、

　

界
を
取
り
扱
う
と
い
う
こ
と
と
、
、

　

精
、

　

密
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
一
つ
と
な
っ
て
初
め
て
、
物

理
学
が
自
然
科
学
の
内
に
於
て
占
め
て
い
る
、

　

王
、

　

位
を
保
証
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
物
理
学
の
こ

の
王
位
が
世
界
空
間
に
よ
っ
て
―――
相
対
性
理
論
に
於
て
―――
そ
の
王
冠
を
祝
わ
れ
た
こ
と
を
、
人
々
は
知
っ
て
い
る
。

世
界
空
間
は
自
然
を
代
表
す
る
。
自
然
と
い
う
世
界
を
取
り
扱
う
、

　

自
、

　

然
、

　

科
、

　

学
―――
物
理
学
―――
の
、

　

基
、

　

礎
は
、
そ
れ
故
、

こ
の
世
界
空
間
―――
そ
れ
は
方
法
＝
対
象
で
あ
っ
た
―――
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う

で
あ
る
か
ら
今
や
云
う
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
、
世
界
空
間
は
自
然
科
学
に
対
し
て
、

　

方
、

　

法
、

　

的
意
義
を

も有
つ
、
と
。
自

然
科
学
に
固
有
な
、

　

方
、

　

法
、

　

概
、

　

念
の
最
も
実
証
的
な
形
態
―――
そ
れ
は

い

か

如
何
な
る
科
学
に
於
て
も
対
象
と
の
一
致
で
あ
る

べ
き
で
あ
っ
た
―――
は
世
界
空
間
と
し
て
検
証
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
一
般
に
科
学
的
世
界
は
対
象
と
し
て
の
方
法
概

念
で
あ
っ
た
。
故
に
、

　

科
、

　

学
、

　

方
、

　

法
、

　

論
は
科
学
的
世
界
の
基
礎
の
解
明
に
於
て
、
最
も
内
容
的
・
現
実
的
・
実
証
的
と
な
る

こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
―――
科
学
論
が

こ
こ茲

ま
で
到
達
し
な
い
内
は
、
科
学
論
に
於
て
何
か
空
疎
な
も
の
を
人
々

が
感
じ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
方
法
概
念
の
運
動
か
ら
云
っ
て
至
極
あ
り
そ
う
な
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
、

　

学

、

　

問
、

　

の
、

　

分
、

　

類
も
亦
科
学
的
世
界
の
区
別
に
基
い
て
最
も
内
容
的
と
な
り
得
る
で
あ
ろ
う
―――
前
を
見
よ
。
吾
々
は
知
る

こ
と
が
出
来
た
、
相
対
性
理
論
に
よ
っ
て
、
自
然
科
学
に

つ就
い
て
、
、

　

科
、

　

学
、

　

方
、

　

法
、

　

論
の
最
も
実
証
的
な
形
態
が
与
え
ら
れ

る
こ
と
を
。

（
私
は
終
り
に
断
わ
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
相
対
性
理
論
の
或
る
発
展
段
階
に

つ就
い
て
今
与
え
た
簡
単

な
叙
述
に
よ
っ
て
、
私
は
相
対
性
理
論
を
支
持
し
得
よ
う
と
も
思
わ
な
い
し
、
又
之
を
疑
い
得
よ
う
と
も
思
わ
な
い
。
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吾
々
に
と
っ
て
―――
概
念
分
析
を
目
的
と
す
る
吾
々
に
と
っ
て
―――
、
相
対
性
理
論
の
存
在
は
歴
史
的
に
現
実
に
与

え
ら
れ
た
一
つ
の
事
実
で
し
か
な
い
。
吾
々
は
之
を

ま
さ正

に
一
つ
の
事
実
と
し
て
解
釈
す
る
。
即
ち
概
念
運
動
に
於
け

る
必
然
性
の
現
実
的
表
現
と
し
て
之
を
指
摘
す
る
ま
で
で
あ
る
。）

自
然
科
学
的
世
界
に

つ就
い
て
与
え
ら
れ
た
こ
の
よ
う
な
種
類
の
叙
述
は
、
相
応
す
る
変
容
を
之
に
加
え
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
恐
ら
く
、

　

歴
、

　

史
、

　

学
、

　

的
、

　

世
、

　

界
に

つ就
い
て
も
亦
検
証
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
私
は
之
を
省
く
。

第
二
部

方
法
概
念
が
、
最
後
の
根
本
的
な
形
態
と
し
て
、
科
学
の
も
つ
、

　

学
、

　

問
、

　

性
と
な
っ
て
現
わ
れ
る
こ
と
を
、
吾
々
は
初
め

に
見
て
置
い
た
。
最
後
に
吾
々
は
今
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
機
会
へ
来
た
。

し
か併

し
こ
の
新
し
い
問
題
へ
の
推
移
は
、

、

　

科
、

　

学
、

　

論
の
動
機
か
ら
し
て
、
偶
然
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

さ
き向

に
科
学
論
の
課
題
が
、
そ
の
内
に
含
ま
れ
た
困
難
故
に
、

科
学
的
世
界
の
考
察
に
ま
で
到
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
時
科
学
論
は
、
科
学
の
現
実
的
内
容
そ
の
も

の
に
立
ち
入
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ら
、
実
証
的
と
な
り
特
殊
的
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
云
う
な
ら
ば
そ
れ
は
前
進
の
道

を
と
っ
た
。
之
に
反
し
て
今
の
場
合
、
科
学
論
は
そ
れ
自
身
の
動
機
へさ

か
の
ぼ

溯
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
云
う
な
ら
ば
背
進
の
道

を
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
科
学
の
学
問
性
は
科
学
の
も
つ
最
も
観
念
的
な
普
遍
的
な
性
格
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
科
学

論
は
そ
の
左
右
両
端
へ
延
長
さ
れ
る
。
科
学
的
世
界
の
考
察
は
そ
の
一
端
で
あ
り
科
学
の
学
問
性
の
考
察
は
そ
の
他

端
で
あ
る
。

し
か併

し
相
反
す
る
二
つ
の
極
端
で
あ
る
に
も

か
か
わ

拘
ら
ず
、
科
学
の
学
問
性
の
問
題
は
、
必
然
的
に
、
科
学
的
世
界
の
問
題

の
内
か
ら
、
そ
の
緒
を

ひ惹
き
出
す
こ
と
が
出
来
る
。
そ
の
理
由
は
こ
う
で
あ
る
。
自
然
科
学
の
典
型
は
物
理
学
に
於

て
与
え
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
た
が
、
典
型
と
し
て
の
こ
の
資
格
は
物
理
学
に
於
け
る
、

　

科
、

　

学
、

　

的
、

　

世
、

　

界
と
、

　

精
、

　

密
、

　

性
と
が
相
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ま俟
っ
て
与
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
吾
々
は

さ
き向

に
見
た
。

こ
こ茲

に
科
学
的
世
界
と
科
学
の
精
密
性
と
は
離
れ
る
こ
と
の

出
来
な
い
よ
う
に
結
び
付
い
て
い
る
。
そ
れ
で
あ
る
か
ら
科
学
的
世
界
の
考
察
は
必
然
に
科
学
の
精
密
性
の
考
察
を

伴
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
筈
で
あ
る
。
処
が
科
学
の
精
密
性
、
そ
れ
は
科
学
の
、

　

学
、

　

問
、

　

性
が
も
つ
一
つ
の
場
合
の
名
に

外
な
ら
な
い
。
事
実
、
物
理
学
の
学
問
性
は
そ
の
精
密
性
に
於
て
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

さ
き向

に

、

　

科
、

　

学
、

　

的
、

　

世
、

　

界
を
取
り
扱
っ
て
来
た
吾
々
は
今
、
科
学
の
、

　

学
、

　

問
、

　

性
の
考
察
に
入
ら
ね
ば
な
ら
な
い
順
序
に
来
る
。
そ
し

て
そ
の
緒
と
な
る
も
の
は
、
吾
々
に
と
っ
て
物
理
学
に
於
て
最
も
著
し
く
現
わ
れ
る
と
考
え
ら
れ
た
学
問
性
―――
精

密
性
―――
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

精
密
性
の
最
も
代
表
的
な
も
の
―――
そ
れ
は
物
理
学
の
内
に
於
て
見
出
さ
れ
る
―――
を
分
析
し
て
見
る
と
、
精
密
と

は
、

　

幾
、

　

何
、

　

学
、

　

的
、

　

方
、

　

法
に
基
く
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
。
そ
の
内
に
単
に
数
学
が
見
出
さ
れ
る
と
い
う
こ

と
で
は
な
く
し
て
、
特
に
空
間
に

つ就
い
て
の
数
学
―――
幾
何
学
―――
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
が
、
最
も
正
確
な
意
味
に
於

け
る
精
密
性
で
あ
っ
た
。

し
か併

し
、
こ
の
概
念
が
こ
れ
程
正
確
な
意
味
に
於
て
で
は
な
く
用
い
ら
れ
得
る
こ
と
も
亦
事
実

で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
に
於
て
、
一
般
に
記
述
的
で
は
な
い
処
の
―――
理
論
的
な
る
―――
自
然
科
学
は
精
密

科
学
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
に
は
、
理
由
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
広
い
適
用
の
範
囲
を

も有
つ
精
密
の
概
念
は
恐
ら
く

一
般
に
、

　

数
、

　

学
、

　

的
、

　

方
、

　

法
に
基
く
処
に
、
そ
の
特
色
を

も有
つ
で
あ
ろ
う
。
、

　

計
、

　

算
し
得
る
量
（

な
い
し

乃
至
数
）
を
取
り
扱
う
科
学
は

す
べ凡

て
精
密
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
処
が
精
密
の
概
念
は
よ
り
以
上
に
拡
張
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。

一
般
に
理
論
の
、

　

論
、

　

理
、

　

的
、

　

必
、

　

然
、

　

性
に
基
く
場
合
が
そ
れ
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
、

　

論
、

　

証
し
得
る
よ
う
な
そ
の
よ
う
な
正
確

さ
を
も
っ
た
科
学
が
精
密
と
考
え
ら
れ
る
に
至
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
精
密
は

し
か併

し
特
に
厳
正
―――stren

g

―――

と
名
づ
け
ら
れ
る（

一
）。

か
く
て
普
通
可
な
り
正
確
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
科
学
の
学
問
性
を
、
精
密

な
い
し

乃
至
厳
正
と
人
々
は
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呼
ぶ
こ
と
が
出
来
る
。

(

一)

　

何
か
の
意
味
に
於
て
厳
正
で
な
い
学
問
は
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
今
は
特
殊
の
意
味
に
於
け
る
―――
論
証
し
得
る
と
い

う
意
味
に
於
け
る
―――
厳
正
で
あ
る
。

精
密
な
る

な
い
し

乃
至
は
厳
正
な
る
学
問
性
は
無
論
、

す
べ凡

て
の
科
学
に
於
て
見
出
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
。
多

く
の
科
学
は
そ
の
学
問
性
が
ま
だ
充
分
に
発
達
し
て
い
な
い
た
め
に
、
今
云
っ
た
学
問
性
を
獲
得
出
来
ず
に
い
る
で

あ
ろ
う
。

し
か併

し
又
そ
う
で
は
な
く
し
て
、
充
分
に
発
達
し
た
学
問
性
を

そ
な具

え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
或
る
種

類
の
科
学
に
あ
っ
て
も
、
そ
の
学
問
性
は
、

　

結
、

　

局
、

　

に
、

　

於
、

　

て
精
密
で
も
厳
正
で
も
あ
り
得
な
い
場
合
が
事
実
見
出
さ
れ
る
の

を
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
の
場
合
は
精
密
厳
正
が
そ
の
学
問
性
の
到
達
し
得
べ
き
、

　

理
、

　

想
で
あ
る
。
後
の
場

合
に
は
之
に
反
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
後
の
場
合
に
於
て
も
精
密
で
あ
り
厳
正
で
あ
る
こ
と
は
望
ま
し
い
で
あ
ろ
う
、

許
さ
れ
る
限
り
人
々
は
そ
れ
を
試
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
は
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

し
か併

し
、

　

結
、

　

局
、

　

に
、

　

於
、

　

て
、
人
々

は
そ
の
要
求
を
徹
底
的
に
貫
く
こ
と
が
原
理
的
に
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
覚
る
で
あ
ろ
う
。
最
後
に
至
る
一
歩
前
ま

で
は
精
密
厳
正
で
あ
る
こ
と
が
出
来
て
も
―――
そ
し
て
人
々
は
そ
う
あ
る
こ
と
を
要
求
す
る
権
利
と
義
務
と
が
あ
る

―――
、
最
後
の
一
歩
に
於
て
精
密
厳
正
と
は
異
る
何
か
の
要
素
に
基
か
な
く
て
は
、
そ
の
学
問
が
そ
れ
に
固
有
な
学
問

ら
し
い
学
問
性
を

か
え却

っ
て
発
揮
出
来
な
い
、
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
こ茲

に
精
密
厳
正
な
る
学
問
性
の
適
用
に
と
っ

て
、
事
実
上
の
限
界
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
精
密
厳
正
な
る
学
問
性
は
、

　

論
、

　

証
し
得
る
―――
そ
れ
は
、

　

論
、

　

理
、

　

的
、

　

必
、

　

然
、

　

性
に
あ

る
こ
と
を
意
味
す
る
―――
特
色
を

も有
っ
た
。
精
密
厳
正
を
求
め
て
最
後
の
一
歩
に
於
て
そ
れ
を
徹
底
し
得
な
い
時
は
、

そ
こ
に
も
は
や
論
証
し
尽
す
こ
と
の
出
来
な
い
要
素
が
見
出
さ
れ
た
時
で
あ
る
。
論
証
的
学
問
性
の
限
界
を
、

　

透
、

　

察
、

　

的

(d
iv
in
a
torisch

)

と
名
づ
け
よ
う（

一
）。

そ
う
す
れ
ば
学
問
性
は
今
や
、
、

　

論
、

　

証
、

　

的
と
、

　

透
、

　

察
、

　

的
と
に
区
別
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

(

一)

　

D
ilth

ey,
E
n
tw

ü
rfe

zu
r
K
ritik

d
er

h
isto

risch
en

V
ern

u
n
ft

(G
esa

m
m
elte

S
ch
riften

,
B
d
.
7
)
S
.
2
2
6

参
照
。
な
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お
こ
の
論
文
が
「
歴
史
的
、

　

世
、

　

界
の
構
造
」
の
研
究
の
引
き
続
き
で
あ
る
こ
と
を
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
―――
な
お
論

証
の
概
念
は
他
に
、
よ
り
広
い
意
味
を

も有
つ
こ
と
が
出
来
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
今
は

も
っ
ぱ

専
ら
、

　

論
、

　

理
、

　

的
、

　

必
、

　

然
、

　

性
に
よ
る
論
証
の

み
を
論
証
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。

二
つ
の
学
問
性
の
区
別
は
、
真
理
性
の
二
つ
の
典
型
を
区
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
明
ら
か
に
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

初
め
学
問
性
概
念
を
分
析
し
た
時
、
学
問
性
が
真
理
性
の
獲
得
を
意
味
し
た
筈
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
吾
々
は
真

理
性
を
ど
う
区
別
し
よ
う
と
す
る
か
。

永
遠
な
る
又
そ
の
意
味
に
於
て
絶
対
的
な
る
真
理
が
あ
る
か
な
い
か
を
よ
く
人
々
は
問
題
と
す
る
。
或
る
人
々
は

そ
れ
な
く
し
て
は
真
理
が
一
般
に
成
立
し
得
な
い
こ
と
を
主
張
し
、
又
他
の
人
々
は
事
実
上
そ
の
よ
う
な
も
の
が
存

在
し
得
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。
今
吾
々
は
こ
れ
の
是
非
を
論
じ
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
。
た
だ
次
の
こ
と
を
見

る
べ
き
で
あ
る
。
絶
対
真
理
の
主
張
者
は
真
理
の
代
表
的
典
型
と
し
て
恐
ら
く
、

　

数
、

　

学
に
於
て
見
受
け
ら
れ
る
よ
う
な

真
理
を
心
に
描
い
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
之
に
反
し
て
絶
対
真
理
の
否
定
者
は
、

　

道
、

　

徳
、

　

的
真
理
を
常
に
眼
前
に
彷
彿
し
て

い
る
と
思
わ
れ
る
。
実
際
、
数
学
は
普
通
、
経
験
か
ら
の
訂
正
を
必
要
と
し
な
い
と
い
う
意
味
に
於
て
永
遠
絶
対
の
真

理
を

も有
ち（

一
）、

之
に
反
し
て
諸
信
条
・
人
格
的
な
諸
信
念
は
、
確
か
に
時
代
と
世
界
と
個
人
と
に
よ
っ
て
相
対
的
に
相

異
っ
て
い
る（

二
）。

か
く
て
吾
々
は
真
理
概
念
が
決
し
て
一
定
の
典
型
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
注
目
す
る
こ
と
が

出
来
る
。
一
般
に
ど
の
よ
う
な
真
理
性
の
典
型
が
見
出
さ
れ
る
か
。

(

一)

　

数
学
的
な
真
理
を
真
理
一
般
の
典
型
と
す
る
考
え
方
は
非
常
に
多
い
。
エ
ウ
ク
レ
イ
デ
ス
（
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
）
は
ス
ピ
ノ
ザ

の
手
本
と
な
り(E

th
ica

)

、
ニ
ュ
ー
ト
ン
が
カ
ン
ト
の
叙
述
の
模
範
と
な
る
場
合
が
茲
か
ら
生
じ
て
来
る(M

eta
p
h
y
sisch

e

A
n
fa
n
g
sg
rü
n
d
e
d
er

N
a
tu
rw

issen
sch

a
ft)

。
近
く
は
形
相
的
な
る
も
の
が
現
象
学
を
支
配
す
る
。

(

二)

　

真
理
が
形
式
的
で
は
な
く
し
て
云
う
な
ら
ば
内
容
的
で
あ
る
時
、
真
理
は
常
に
相
対
的
と
考
え
ら
れ
る
動
機
を

も有
つ
。
こ

の
動
機
に
従
う
相
対
主
義
を
ば
、
も
し
故
意
に
ピ
ュ
ロ
ン
的
懐
疑
に
帰
せ
し
め
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
批
評
そ
れ
自
身
が
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判
断
の
回
避
の
外
で
は
な
い
。

真
理
の
典
型
の
区
別
は
ラ
イ
プ
ニ
ツ
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
。
事
実
真
理
と
永
久
真
理
。
後
者
は
可
能
的
世
界
に

つ就
い
て
の
、
前
者
は
現
実
的
世
界
に
就
い
て
の
、
真
理
で
あ
っ
た
。
数
学
は
後
者
を
、
特
に
歴
史
は
前
者
を
そ
の
真
理

概
念
と
す
る
。
永
久
概
念
は
省
こ
う
、
事
実
真
理
と
は
何
で
あ
っ
た
か
。
、

　

神
、

　

の
、

　

意
、

　

志
―――
神
の
理
性
で
は
な
い
―――

に
基
い
て
選
ば
れ
た
現
実
的
世
界
に

つ就
い
て
の
真
理
が
そ
れ
で
あ
っ
た
。
私
は
今
之
を
吾
々
に
役
立
て
る
た
め
に
、
之

か
ら
神
の
意
志
と
い
う
規
定
を
引
き
去
る
。
従
っ
て
又
そ
れ
と
離
す
こ
と
の
出
来
な
い
歴
史
と
い
う
規
定
を
も
さ
し

当
り
取
り
除
こ
う
（
歴
史
概
念
は
多
く
の
場
合
そ
う
あ
っ
た
よ
う
に
ラ
イ
プ
ニ
ツ
に
於
て
は
一
つ
の
、

　

神
、

　

学
、

　

的
概
念
に

他
な
ら
な
か
っ
た
）。
そ
う
す
る
と
一
般
に
事
実
に
、

　

就
、

　

い
、

　

て
の
真
理
、
そ
れ
を
、

　

吾
、

　

々
、

　

の
、

　

意
、

　

味
、

　

に
、

　

於
、

　

て
、

　

事
、

　

実
、

　

真
、

　

理
と
呼
ぶ

こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
る
。
さ
て
事
実
に

つ就
い
て
の
真
理
を
吾
々
は
二
つ
に
区
別
す
る
。
そ
の
第
一
を
仮
に
、

　

事
、

　

実

、

　

決
、

　

定
、

　

の
、

　

真
、

　

理
と
呼
ぼ
う
。
事
実
に
於
け
る
諸
関
係
を
決
定
す
る
も
の
は
無
論
、

　

吾
、

　

々
―――
、

　

人
、

　

々
―――
の
他
に
は
な
い
が
、

決
定
さ
れ
た
関
係
そ
れ
自
身
は
あ
く
ま
で
事
実
に
於
け
る
関
係
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
そ
の
事
実
が
吾
々
に
対
し
て

も有

つ
関
係
を
脱
却
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
吾
々
へ
の
関
係
を
脱
却
し
た
関
係
を
決
定
し
得
る
と
考
え
ら
れ
る
時
、
そ

こ
に
、

　

事
、

　

実
、

　

決
、

　

定
、

　

の
、

　

真
、

　

理
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
―――
之
か
ら
区
別
さ
れ
る
第
二
の
事
実
真
理
を
、
、

　

事
、

　

実
、

　

解
、

　

釈
、

　

の

、

　

真
、

　

理
と
呼
ぶ
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
こ
う
で
あ
る
。
事
実
は
無
論
吾
々
に
対
し
て
事
実
と
い
う
意
味
を

も有
っ
て
い
る
、
吾
々
は
現
に
事
実
と
事
実
で
な
い
も
の
と
を
区
別
し
た
上
で
初
め
て
事
実
と
い
う
概
念
を
承
認
す
る
の

で
あ
ろ
う
。

し
か併

し
事
実
は
そ
れ
が
事
実
で
あ
る
と
い
う
意
味
を
外
に
し
て
な
お
一
つ
の
、

　

意
、

　

味
を
帯
び
て
い
る
場
合
が

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

も
っ
と

尤
も
或
る
現
象
が
、
或
る
実
験
の
結
果
が
、
一
つ
の
理
論
を
組
み
立
て
よ
う
と
し
て
い
る
吾
々

に
と
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
、

　

意
、

　

味
を

も有
つ
か
は
、
学
問
に
於
て
常
に
問
題
と
な
ら
ず
に
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
が
そ
の
よ

う
な
意
味
は
今
の
場
合
の
意
味
で
は
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
そ
の
理
論
は
事
実
の
関
係
―――
そ
れ
は
吾
々
へ
の
関
係
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を
脱
却
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
―――
の
理
論
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
場
合
吾
々
に
対
す
る
意
味
と
考
え
ら
れ

た
も
の
は
実
は
終
局
に
於
て
は
事
実
の
関
係
に
帰
着
す
べ
き
意
味
で
あ
り
、
事
実
の
関
係
が
吾
々
へ
の
関
係
を
脱
却

し
た
暁
に
は
も
は
や
意
味
で
は
な
く
し
て
事
実
に
な
っ
て

し
ま了

う
処
の
、
一
時
的
な
意
味
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
処

が
今
の
意
味
は
之
に
反
し
て
、
事
実
が
、

　

吾
、

　

々
、

　

に
、

　

対
、

　

し
、

　

て
、

　

常
、

　

に
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
意
味
な
の
で
あ
る
。
意
味
は
一
般

に
―――
そ
れ
が
事
実
、

　

と
、

　

い
、

　

う
意
味
で
あ
っ
て
も
―――
ど
の
よ
う
な
時
に
も
、

　

吾
、

　

々
、

　

に
、

　

対
、

　

し
、

　

て
、
初
め
て
成
り
立
つ
。
今
の

場
合
は
こ
の
意
味
が
、

　

一
、

　

時
、

　

的
、

　

に
、
事
実
決
定
の
、

　

手
、

　

段
、

　

と
、

　

し
、

　

て
、
成
り
立
つ
の
で
は
な
く
し
て
、
、

　

常
、

　

に
、
そ
れ
自
身
の
、

　

目

、

　

的
、

　

と
、

　

し
、

　

て
、
成
り
立
つ
と
云
う
の
で
あ
る
。
事
実
が
こ
の
よ
う
な
状
態
に
於
て
、
吾
々
に
対
し
て
或
る
意
味
を

も有
ち
得

る
場
合
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
云
う
の
で
あ
る
。
意
味
は
常
に
、

　

吾
、

　

々
、

　

へ
、

　

の
、

　

関
、

　

係
を
含
ま
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
吾
々
へ

の
こ
の
関
係
が
、
今
の
場
合
、
手
段
と
し
て
、
即
ち
目
的
を
達
す
れ
ば
脱
却
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
、
あ
る
の
で
は

な
く
し
て
、
そ
れ
の
決
定
自
身
を
目
的
と
し
て
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
吾
々
は
こ
の
時
、
事
実
を
、

　

決
、

　

定
す
る
の
を

目
的
と
す
る
代
り
に
、
事
実
が

も有
つ
意
味
を
、

　

理
、

　

解
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
、

　

事
、

　

実
、

　

解
、

　

釈
が
之
で
あ
る
。

も
っ
と

尤
も
、
事
実
と
い
う
概
念
の
下
に
事
実
が
吾
々
に
対
し
て

も有
つ
意
味
を
も
含
め
て
理
解
す
る
な
ら
ば
―――
そ
し
て
そ

れ
は
普
通
行
な
わ
れ
る
事
実
概
念
で
あ
る
―――
、
こ
の
事
実
解
釈
も
亦
一
つ
の
事
実
決
定
と
呼
ば
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

た
だ但

し
前
者
の
場
合
の
事
実
は

い
っ
た
ん

一
旦
吾
々
へ
の
関
係
を
通
過
し
そ
し
て
之
を
保
留
す
る
処
の
そ
れ
で
あ
り
、
後
者
の
場

合
の
そ
れ
は
吾
々
へ
の
関
係
を

い
っ
た
ん

一
旦
通
過
し
て
も
結
局
之
を
脱
却
す
る
処
の
事
実
で
あ
る
か
ら
、
事
実
解
釈
は
た
だ

後
者
の
事
実
決
定
と
は
異
っ
た
概
念
に
於
て
の
み
、
一
つ
の
事
実
決
定
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
事
実
が
も
つ

吾
々
へ
の
関
係
を
理
解
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
ら
れ
る
時
、
即
ち
事
実
の
解
釈
を
与
え
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
ら
れ
る
時
、

そ
こ
に
求
め
ら
れ
る
事
実
真
理
を
、

　

事
、

　

実
、

　

解
、

　

釈
、

　

の
、

　

真
、

　

理
と
呼
ん
で
よ
い
で
あ
ろ
う
。
第
一
の
、

　

事
、

　

実
、

　

決
、

　

定
、

　

の
、

　

真
、

　

理
は
事
実

が
吾
々
に
対
し
て
持
つ
関
係
―――
一
つ
の
意
味
―――
を
脱
却
す
る
処
に
、
之
に
反
し
て
第
二
の
、

　

事
、

　

実
、

　

解
、

　

釈
、

　

の
、

　

真
、

　

理
は
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事
実
が
吾
々
に
対
し
て
持
つ
関
係
―――
そ
れ
が
意
味
で
あ
る
―――
を
保
留
す
る
処
に
、

そ
れ
ぞ
れ

夫
々
成
り
立
つ
と
考
え
ら
れ

る
。

た
と例

え
ば
水
素
原
子
の
構
造
が
ど
う
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
―――
そ
れ
は
決
定
さ
れ
る
べ
き
未
見
の
、

　

事
、

　

実
で
あ
る

―――
と
い
う
問
に
対
す
る
答
え
は
、
事
実
決
定
の
真
理
に
ぞ
く
す
る
真
理
性
を

も有
つ
こ
と
を
要
求
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

之
に
反
し
て

た
と例

え
ば
或
る
芸
術
作
品
が

い

か

如
何
な
る
芸
術
的
価
値
を
も
つ
か
―――
そ
れ
は
作
品
が
吾
々
に
対
し
て

も有
つ

、

　

意
、

　

味
で
あ
る
―――
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
答
え
は
事
実
解
釈
の
真
理
を
帯
び
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

さ
て
（
未
見
）
の
事
実
を
決
定
す
る
こ
と
は
、

　

論
、

　

証
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
こ
と
が
出
来
る
。
論
証
す
る
に
は
、あ

ら
か
じ

予
め
論

証
に
先
立
っ
て
、
又
論
証
の
過
程
の
全
行
程
に
於
て
、
直
観
又
は
直
覚
と
名
づ
け
て
よ
い
も
の
が
働
く
こ
と
は
認
め
る

と
し
て
も
、
そ
れ
に
も

か
か
わ

拘
ら
ず
、
事
実
は
論
証
と
い
う
、

　

形
、

　

式
、

　

的
過
程
に
よ
っ
て
、
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
論
証
し

得
な
い
事
実
は
決
定
さ
れ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
も
し
論
証
し
得
な
い
に
も

か
か
わ

拘
ら
ず
或
る
事
実
を
決
定
し
得
た
と

思
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
決
定
で
は
な
く
し
て
盲
断
に
外
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
事
実
の
決
定
は
た
だ
論
証
に
よ
っ
て

の
み
与
え
ら
れ
る
。
故
に
、

　

事
、

　

実
、

　

決
、

　

定
、

　

の
、

　

真
、

　

理
を
獲
得
す
る
こ
と
を
、

　

目
、

　

的
と
す
る
学
問
性
は
、

　

論
、

　

証
、

　

的
、

　

学
、

　

問
、

　

性
と
呼
ば
れ

る
理
由
が
あ
る
。
厳
正
―――
そ
れ
は
精
密
を
も
含
む
―――
は
か
か
る
学
問
性
に
ぞ
く
し
た
。
―――
処
が
、
事
実
が
吾
々

に
対
し
て

も有
つ
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
、
事
実
の
解
釈
は
、
論
証
の
み
に
よ
っ
て
は
成
り
立
た
な
い
。
無
論
事
実
の

解
釈
に
於
て
も
―――
そ
れ
は
必
ず
し
も
事
実
の
決
定
で
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、

　

意
、

　

味
、

　

の
、

　

決
、

　

定
と
は
呼
ぶ
こ
と
が
出

来
る
―――
論
証
を
容
れ
る
余
地
は
あ
る
し
、
又
余
地
の
あ
る
処
に
は
論
証
をさ

し
は
さ

揷
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
は
あ
ろ
う
。

し
か併

し
吾
々
は
事
実
解
釈
の
当
否
を
、

　

論
、

　

証
、

　

し
、

　

尽
、

　

す
こ
と
は
出
来
ま
い
。
論
証
し
尽
す
こ
と
が
出
来
な
い
最
後
の
要
素
は
、

解
釈
の
当
否
が
混
沌
と
し
て
収
拾
し
難
い
か
ら
論
証
さ
れ
得
な
い
の
で
は
な
く
、

か
え却

っ
て
論
証
を
容
れ
る
余
地
が
な
い

と
い
う
意
味
に
於
て
そ
れ
程
明
白
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
論
証
さ
れ
得
な
い
の
で
あ
る
（

た
だ但

し
こ
の
明
白
さ
は
事

実
が
も
つ
明
白
さ
で
は
な
く
し
て
事
実
が
吾
々
に
対
す
る
意
味
の
も
つ
明
白
さ
で
あ
る
）。
論
証
し

つ
く尽

さ
れ
な
い
点
を
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か
え却

っ
て
吾
々
は
論
証
し
得
な
い
と
い
う
意
味
に
於
け
る
直
接
性
に
於
て
、

　

理
、

　

解
し
て
い
る
（
事
実
の
明
白
さ
な
ら
ば
吾
々

は
之
を
直
観
的
に
明
白
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
於
け
る
直
接
性
に
於
て
、

　

決
、

　

定
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
）。
直
接
性
に
於
て

理
解
す
る
と
云
っ
て
も
、
何
の
手
続
き
―――
方
法
―――
を
も
加
え
ず
し
て
、
居
な
が
ら
に
把
握
出
来
る
と
い
う
の
で
は

な
い
。
明
白
な
る
も
の
の
直
接
の
理
解
は
、
論
証
に
よ
っ
て
初
め
て
明
白
に
な
る
の
で
は
な
い
と
い
う
点
に
於
て
の

み
、
直
接
で
あ
る
の
で
あ
っ
て
、

い
わ
ゆ
る

所
謂
直
観
―――
そ
れ
は
論
証
の
基
礎
に
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
―――
の
も
つ
直
接
性

で
は

そ
れ夫

は
な
い
。
論
証
的
な
ら
ぬ
理
解
は
常
に
た
だ
、

　

分
、

　

析
に
よ
っ
て
の
み

も
た
ら

齎
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

た
だ但

し
こ
の
、

　

分
、

　

析
は

、

　

事
、

　

実
が
吾
々
に
対
し
て
も
つ
、

　

意
、

　

味
を
分
析
し
得
る
よ
う
な
分
析
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
筈
で
あ
る
。
そ
れ
は

た
と例

え
ば

数
学
的
分
析
や
、
吾
々
へ
の
意
味
を
媒
介
と
し
な
い
事
実
の
諸
関
係
に
固
有
な
分
析
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
分
析

は
こ
の
場
合
、
論
証
的
で
は
な
く
し
て
、

　

透
、

　

察
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
他
の
道
を

も有
た
な
い
の
で
あ
る
。
吾
々
は
、

　

透
、

　

察
し

て
い
る
。
―――
か
く
て
論
証
の
限
界
は
透
察
で
あ
り
、
論
証
的
学
問
性
の
限
界
は
従
っ
て
、
、

　

透
、

　

察
、

　

的
、

　

学
、

　

問
、

　

性
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
透
察
的
学
問
性
、
そ
れ
は
、

　

事
、

　

実
、

　

解
、

　

釈
、

　

の
、

　

真
、

　

理
の
獲
得
を
目
的
と
す
る
場
合
の
学
問
性
の
外
で
は
な
い
。

私
は
今
ま
で
に
次
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
真
理
性
の
二
つ
の
典
型
の
相
違
す
る
点
、
及
び
こ
の
相
違
に
基
く

学
問
性
の
二
つ
の
種
類
。

し
か併

し
こ
の
二
つ
の
種
類
の
学
問
性
に

つ就
い
て
人
々
は
な
お
疑
問
を

も有
つ
に
違
い
な
い
。
論

証
的
学
問
性
は
事
実
人
々
が
よ
く
親
み
又
人
々
に
よ
っ
て
そ
れ
と
し
て
意
識
さ
れ
て
来
た
学
問
性
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。

疑
問
は
主
と
し
て

い
わ
ゆ
る

所
謂
透
察
的
学
問
性
に
関
わ
る
。

透
察
的
学
問
性
は
、
論
証
的
学
問
性
と
は
異
っ
て
、
、

　

性
、

　

格
、

　

的
、

な
い
し

乃
至
、

　

個
、

　

性
、

　

的
で
あ
る
こ
と
を
そ
の
特
色
と
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う（

一
）。

こ
の
学
問
性
は
事
実
解
釈
の
真
理
に
基
く
も
の
と
し
て
説
明
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の

真
理
は
又
、
事
実
が
、

　

吾
、

　

々
（
、

　

人
、

　

々
）
に
対
し
て

も有
つ
関
係
（
意
味
）
を
保
留
す
る
の
を
そ
の
特
色
と
し
た
。
処
が
、

　

吾
、

　

々
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―――
、

　

人
、

　

々
―――
と
は
無
論
、
形
而
上
学
的
自
我
や
人
格
の
概
念
で
は
な
く
し
て
日
常
理
解
さ
れ
て
い
る
、

　

人
、

　

間
と
し
て
の

吾
々
な
の
で
あ
る
か
ら
、
少
く
と
も
ま
ず
第
一
に
、

　

個
、

　

人
を
意
味
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
従
っ
て
そ
の
限
り
個
性
的
で
あ
り
又

性
格
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
故
に
透
察
的
学
問
性
は
性
格
的

な
い
し

乃
至
個
性
的
で
あ
る
の
が
当
然
で
あ
る
。

た
と例

え
ば

或
る
一
つ
の
社
会
的
現
象
が
そ
の
時
代
又
は
後
世
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を

も有
つ
か
―――
之
は
到
底
、

　

事
、

　

実
、

　

の
、

　

決

、

　

定
で
は
な
い
―――
を
理
解
す
る
仕
方
は
、
個
人
（
又
個
人
の
ぞ
く
す
る
時
代
）
の
個
性

な
い
し

乃
至
性
格
に
よ
っ
て
異
る
こ
と

が
出
来
、
又
異
る
こ
と
が
必
ず
し
も
誤
謬
の
存
在
を
指
し
示
す
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
し
事
実
が

も
つ
意
味
の
解
釈
が
、
個
人
（
又
時
代
）
の
性
格
か
ら
独
立
で
あ
る
べ
き
論
証
―――
そ
の
形
式
は

い
わ
ゆ
る

所
謂
客
観
的
な
る
、

　

論

、

　

理
、

　

的
推
論
で
あ
る
―――
に
基
く
真
理
性
を

も有
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
相
違
が
出
て
来
る
筈
は
な
い
。

透
察
的
学
問
性
は
、

　

性
、

　

格
、

　

的
で
あ
る
。
事
実

そ
れ夫

は
個
人
の
感
情
・
意
志
を
、

　

比
、

　

較
、

　

的
そ
の
ま
ま
の
形
に
於
て
含
む
こ
と
が

出
来
る
。

し
か併

し
そ
う
す
る
と
、
こ
の
学
問
性
が
何
か
個
人
を
超
越
す
る
と
い
う
意
味
に
於
け
る
普
遍
性
を

も有
た
な
い

か
の
よ
う
に
想
像
さ
れ
そ
う
で
あ
る
。
も
し

も有
た
な
け
れ
ば
之
は
初
め
か
ら
学
問
性
で
は
あ
り
得
な
い
筈
で
あ
っ
た
。

(

一)

　

、

　

個
、

　

性
の
概
念
は
個
別
化
の
原
理
に
よ
っ
て
成
立
の
動
機
を
与
え
ら
れ
た
概
念
で
あ
る
。
之
に
反
し
て
、

　

性
、

　

格
の
概
念
は
そ
う

で
は
な
い
。
一
般
に
云
え
ば
両
者
は
決
し
て
同
じ
く
は
な
い
理
論
的
使
命
を
持
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

し
か併

し
今
は
便
宜
の
た

め
両
者
を

ほ

ぼ

略
々
同
じ
に
使
用
す
る
。

ど
の
よ
う
な
個
人
も
、
誤
謬
さ
え
含
ま
な
け
れ
ば
必
ず
同
一
の
論
証
の
結
果
に
到
着
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い

う
意
味
に
於
け
る
普
遍
性
は
、
な
る
程
透
察
に
は
な
い
。

し
か併

し
、
二
人
の
個
人
が
、
別
に
誤
謬
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
な

欠
点
を

も有
た
な
い
に

か
か
わ

拘
ら
ず
、
二
人
は
異
っ
た
二
つ
の
透
察
に
到
着
す
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
相
互
に
相
手

の
透
察
の
誤
謬
を
指
摘
し
得
た
と
考
え
て
い
る
時
で
も
、
第
三
者
の
立
場
に
立
っ
て
公
平
に
判
断
す
る
な
ら
ば
、
二

人
が
同
じ
程
度
に
正
確
な
分
析
に
よ
っ
て
透
察
し
て
お
り
、
従
っ
て

そ
れ
ぞ
れ

夫
々
誤
謬
を
含
む
と
は
考
え
ら
れ
な
い

も
っ
と

尤
も
な
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主
張
を

も有
つ
、
場
合
は
事
実
あ
る
で
あ
ろ
う
。
、

　

主
、

　

義
の
も
つ
学
問
性
―――
真
理
性
―――
は
多
く
そ
の
よ
う
な
性
質
を

も
つ
。

お
よ凡

そ
理
論
が
も
し
そ
の
個
性
を
意
識
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
主
義
と
名
づ
け
ら
れ
る
理
由
は
あ
り
得
な
い
で

あ
ろ
う
。

す
べ凡

て
の
人
々
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
従
っ
て
そ
の
限
り
実
際
個
性
を
意
識
さ
れ
な
い
よ
う
な
事
柄
―――

た
と例

え

ば
地
球
の
回
転
―――
に

つ就
い
て
、
主
義
を
云
々
す
る
こ
と
に
は
意
味
が
な
い
。
た
だ
ロ
ー
マ
法
皇
の
思
想
に
対
し
て

の
み
之
は
ガ
リ
レ
イ
の
主
義
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
主
義
―――
そ
れ
は
透
察
の
一
つ
の
性
格
で
あ
る
―――
は
常
に
個

性
的
性
格
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
二
つ
の
主
義
は
そ
れ
故
、
そ
れ
が

そ
れ
ぞ
れ

夫
々
真
理
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
に
も

か
か
わ

拘

ら
ず
、
必
ず
し
も
、

　

同
、

　

一
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
透
察
は
超
個
人
的
普
遍
性
を
有
た
な
い
の
か
。

透
察
は
性
格
的
で
あ
っ
た
、
少
く
と
も
そ
れ
は
個
人
の
性
格

な
い
し

乃
至
個
性
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
。

し
か併

し
ど
の
よ
う

な
場
合
に
於
て
も
、
個
人
は
独
存
の
個
人
で
あ
る
こ
と
は
出
来
な
い
し
、
又
そ
う
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
少

く
と
も
個
人
が
透
察
的
で
あ
る
時
、
個
人
は
ま
ず
第
一
に
歴
史
社
会
に
於
け
る
存
在
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の

時
個
人
は
独
よ
が
り
で
あ
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
個
人
は
常
に
時
代
的
錯
誤
と
地
方
的
錯

誤
―――P

rov
in
cia

lism

―――
と
か
ら
さ
え
警
戒
さ
れ
る
必
要
を

も有
つ
で
あ
ろ
う
。

こ
こ茲

に
透
察
は
或
る
普
遍
性
を
要
求

さ
れ
て
い
る
。

も
っ
と

尤
も
透
察
で
あ
っ
て
も
無
論
、

　

正
、

　

確
な
分
析
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
正
確
性
に

於
け
る
限
り
の
普
遍
性
を

も有
た
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、

し
か併

し
そ
の
よ
う
な
正
確
性
は
分
析
の
結
果

に
よ
る
超
個
人
的
な
、

　

同
、

　

一
を
必
ず
し
も
約
束
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
で
あ
る
か
ら
今
は
、
之
を
他
に
し
て
な
お
、

之
よ
り
一
層
重
大
に
し
て
必
要
な
或
る
超
個
人
的
な
普
遍
性
を
透
察
は
要
求
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る（

一
）。

(

一)

　

厳
正
な
る
―――
論
証
的
な
る
―――
学
問
に
ぞ
く
す
る
こ
と
を
そ
の
特
色
と
す
る
現
象
学
が
、
、

　

本
、

　

質
、

　

直
、

　

観
に
於
て
そ
の
学
問

性
を
保
証
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
主
張
す
る
時
、

か
え却

っ
て
そ
の
普
遍
性
が
疑
わ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
理
由
の
な
い
こ
と
で

は
な
い
。
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透
察
の
求
め
ら
れ
た
普
遍
性
は
第
一
に
そ
れ
が
も
つ
、

　

包
、

　

括
、

　

的
な
性
質
に
於
て
見
出
さ
れ
る
。
と
い
う
の
は
総
て
の

透
察
は
常
に
何
か
の
制
限
を
持
っ
て
い
る
が
、
こ
の
制
限
が
最
も
少
な
い
も
の
ほ
ど
普
遍
性
を
も
つ
こ
と
が
出
来
る

と
い
う
の
で
あ
る
。
制
限
は
そ
の
制
限
を
も
つ
透
察
自
身
に
よ
っ
て
は
自
覚
さ
れ
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
で
あ
ろ
う
、

何
と
な
れ
ば
制
限
を
意
識
す
る
こ
と
は
制
限
を
踏
み
越
え
た
こ
と
に
他
な
ら
な
い
か
ら
。
そ
れ
故
こ
の
制
限
を
も
つ

透
察
は
こ
の
制
限
を
脱
し
た
他
の
透
察
に
よ
っ
て
そ
の
制
限
を
指
摘
さ
れ
て
も
、
必
ず
し
も
之
を
受
け
容
れ
る
こ
と

が
出
来
ず
、
た
だ
単
に
後
者
を
反
発
す
る
に
過
ぎ
な
い
場
合
が
あ
り
得
る
。
処
が
そ
の
場
合
、
実
は
後
者
が
す
で
に
前

者
を
包
括
し
て
い
る
か
ら
、
後
者
は
前
者
を
反
発
す
る
理
由
を
見
な
い
、
た
だ
そ
の
制
限
を
指
摘
す
る
だ
け
で
あ
る
。

後
者
の
透
察
は
こ
の
場
合
、
よ
り
普
遍
的
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
或
る
制
限
内
に
於
け
る
諸
問
題
を
解
き
得
る

こ
と
は
、
一
応
、
透
察
の
資
格
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
、

し
か併

し
そ
の
よ
う
な
透
察
は
そ
の
制
限
外
に
横
た
わ
る
問
題
を
解

く
こ
と
は
出
来
な
い
。
そ
の
透
察
は
偏
狭
と
考
え
ら
れ
る
。
偏
狭
な
性
格
を
し
か
も
た
な
い
透
察
で
あ
っ
て
も
、
そ

の
内
に
―――
そ
の
体
系
に
於
て
―――
矛
盾
を
含
む
と
は
考
え
ら
れ
な
い
時
、
一
応
の
真
理
性
は
も
つ
で
あ
ろ
う
。

し
か併

し
こ
の
透
察
は
ま
だ
高
い
展
望
と
広
い
領
野
と
を
支
配
し
な
い
。
よ
り
包
括
的
な
透
察
が
よ
り
普
遍
性
を
も
た
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
包
括
的
な
透
察
は
従
っ
て
又
、

　

多
、

　

面
、

　

的
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
何
と
な
れ
ば
、
よ
り
包
括
的
で
は
な
い
透

察
に
較
べ
て
、
そ
れ
は
よ
り
少
な
い
制
限
―――
偏
狭
さ
を

も有
つ
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
う
す
れ
ば
偏
狭
な
る
多
く
の
透

察
を
自
分
の
一
面
と
す
る
よ
う
な
多
面
性
を
、
そ
れ
は

も有
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
か
ら
。
か
く
て
透
察

―――
そ
れ
は
性
格
的
で
あ
っ
た
―――
の
普
遍
性
は
第
一
に
そ
れ
の
包
括
性
・
多
面
性
に
存
在
す
る
（
論
証
で
あ
る
な
ら

ば
、
、

　

特
、

　

殊
、

　

の
、

　

場
、

　

合
―――
そ
れ
は
制
限
さ
れ
た
る
論
証
で
あ
る
―――
は
、
、

　

一
、

　

般
、

　

の
、

　

場
、

　

合
―――
そ
れ
は
制
限
を
脱
却
し
て

拡
張
さ
れ
た
る
論
証
で
あ
る
―――
に
対
し
て
、
反
発
す
る
ど
こ
ろ
で
は
な
く
、

か
え却

っ
て
之
に
包
摂
さ
れ
る
こ
と
を
喜
ん

で
意
識
す
る
筈
で
あ
る
。
論
証
に
於
け
る
偏
狭
は
力
を

こ罩
め
て
非
難
さ
れ
る
に
は
値
し
な
い
も
の
と
し
て
現
わ
れ
る
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で
あ
ろ
う
。
論
証
の
真
理
性
を
保
証
す
る
第
一
の
標
準
は
、
理
論
の
、

　

多
、

　

面
、

　

性
―――
、

　

包
、

　

括
、

　

性
―――
で
は
な
く
し
て
そ
の

、

　

厳
、

　

正
さ
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。

し
か然

る
に
透
察
に
と
っ
て
は
多
面
性
こ
そ
最
も
重
大
で
あ
る
）。

透
察
の
普
遍
性
の
第
二
の
条
件
、
そ
れ
は
透
察
が
、

　

正
、

　

面
、

　

的
で
あ
る
こ
と
を
求
め
る
。
も
し
事
物
を
任
意
の
側
面
か

ら
透
察
し
て
よ
い
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
透
察
を
他
の

そ
れ夫

に
較
べ
て
、
よ
り
包
括
的
・
多
面
的
に
見
せ
掛
け
る
こ
と

は
、
恐
ら
く
容
易
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。

せ
っ
ち
ゅ
う

折
衷
妥
協
は

あ
た
か

恰
も
こ
の
よ
う
な
普
遍
性
を
も
つ
処
の
も
の
で
あ
る
。
処
が
こ

の
よ
う
な
普
遍
性
は
透
察
と
い
う
多
面
性
を
保
証
す
る
ど
こ
ろ
で
は
な
く
、

か
え却

っ
て

ま
さ正

に
そ
れ
の
喪
失
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
事
物
の
本
来
の
性
格
が
そ
れ
に
よ
っ
て
失
わ
れ
れ
ば
こ
そ

せ
っ
ち
ゅ
う

折
衷
や
妥
協
が
批
難
さ
れ
る

の
で
あ
る
が
、
事
物
の
こ
の
性
格
を
把
握
し
な
い
よ
う
な
透
察
は
少
く
と
も
学
問
的
で
あ
る
こ
と
が
出
来
な
い
か
ら
。

之
に
反
し
て
徹
底
の
概
念
は
事
物
の
性
格
を
明
白
に
し
強
度
に
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
が

せ
っ
ち
ゅ
う

折
衷
と
妥
協
と
を

し
り
ぞ

斥
け
る
点
に
於
て
、
到
底

せ
っ
ち
ゅ
う

折
衷
と
妥
協
と
が
も
つ
か
の
普
遍
性
を
も
つ
こ
と
は
出
来
な
い
、
そ
の
限
り
そ
れ
は
偏
狭

と
も
見
え
る
理
由
を
も
つ
。

し
か併

し
こ
の
場
合
の
普
遍
性
が
学
問
性
―――
そ
れ
が
今
は
透
察
で
あ
る
―――
と
無
関
係
で

あ
っ
た
限
り
、
そ
れ
に
反
対
す
る
意
味
に
於
け
る
今
の
場
合
の
偏
狭
も
亦
、
学
問
性
と
は
関
係
が
な
い
。
徹
底
は
透
察

の
学
問
性
に
対
し
て
、
包
括
性
と
は
系
統
を
異
に
し
た
寄
与
を
な
す
。
そ
れ
は
事
物
の
性
格
を
把
握
し
出
す
。
事
物

の
側
面
―――
そ
れ
は
性
格
で
は
な
く
し
て
偶
然
な
性
質
に
外
な
ら
な
い
―――
を
で
は
な
く
し
て
事
物
の
正
面
―――
性

格
は
そ
こ
に
姿
を
見
せ
て
い
る
―――
を
照
ら
す
。
透
察
は
よ
り
正
面
的
で
あ
る
に
従
っ
て
こ
の
普
遍
性
を
得
る
こ
と

が
出
来
る
。
徹
底
の
概
念
が
そ
の
一
例
を
示
し
て
い
る
（
論
証
に
於
て
は

せ
っ
ち
ゅ
う

折
衷
や
妥
協
は
非
難
さ
れ
る
理
由
が
な
く
、

又
徹
底
と
い
う
概
念
は
無
意
味
で
さ
え
あ
る
で
あ
ろ
う
。
論
証
が
厳
正
で
あ
る
か
否
か
が
論
証
の
価
値
を
決
め
る
の

で
あ
っ
て
、
之
を
他
処
に
し
て
論
証
が
徹
底
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
何
を
意
味
す
る
か
を
吾
々
は
理
解
出
来
な
い
。

事
物
の
性
格
―――
正
面
性
―――
は
論
証
さ
れ
得
な
い
、
透
察
し
得
る
だ
け
で
あ
る
）。
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透
察
の
正
面
性
と
多
面
性
、
之
が
透
察
に
固
有
な
普
遍
性
―――
客
観
性
―――
を
保
証
す
る
。
こ
の
よ
う
な
普
遍
性
は

論
証
に
於
い
て
見
出
さ
れ
る

そ
れ夫

―――
厳
正
―――
と
一
つ
で
は
な
い
。
た
だ
性
格
的
・
個
性
的
な
る
も
の
一
般
に

つ就
い
て

の
み
求
め
ら
れ
る
普
遍
性
で
之
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
―――
さ
て
も
し
透
察
に
今
述
べ
ら
れ
た
よ
う
な
普
遍
性
が

無
か
っ
た
と
し
た
な
ら
ば
、
透
察
は
少
く
と
も
そ
れ
に
固
有
な
学
問
性
を
充
分
に
も
つ
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
で
あ
ろ

う
。
透
察
的
学
問
性
と
い
う
概
念
は
従
っ
て
成
り
立
つ
理
由
が
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
透
察
に
固
有
な
―――
論
証
に

於
て
は
求
め
ら
れ
な
い
―――
普
遍
性
が
指
摘
さ
れ
た
か
ら
、
今
や
、
透
察
的
学
問
性
は
正
当
な
権
利
を
以
て
存
在
す
る
。

、

　

論
、

　

証
、

　

的
学
問
性
と
、

　

透
、

　

察
、

　

的
学
問
性
、
之
を
区
別
す
る
権
利
を
吾
々
は
得
た
、
そ
し
て
前
者
は
事
実
決
定
の
真
理
に
後

者
は
事
実
解
釈
の
真
理
に
基
く
。
こ
の
区
別
を
混
同
す
る
時
、
人
々
は
多
く
の
誤
っ
た
困
難
を
見
出
す
で
あ
ろ
う
。

た
と例

え
ば
論
証
的
学
問
性
を
も
つ
べ
き
科
学
に
対
し
て
透
察
的
学
問
性
―――
そ
れ
は
性
格
的
で
あ
っ
た
―――
を
要
求
す
る

時
、
そ
の
科
学
の
無
味
乾
燥
が
、
非
人
間
性
が
、
何
か
の
意
味
に
於
て
批
難
さ
れ
て
も

よ好
い
か
の
よ
う
に
見
え
る
で
あ

ろ
う
。

し
か併

し
こ
の
よ
う
な
批
難
は
そ
の
科
学
の
正
常
な
感
覚
を
欠
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
他
に
し
て
何
の
意
味
も

無
論

も有
た
な
い
。
又
逆
に
透
察
的
学
問
性
を

も有
つ
べ
き
科
学
に
対
し
て
論
証
的
学
問
性
を
求
め
る
時
、
そ
の
科
学
の

散
漫
が
、
不
正
確
が
、
批
難
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
現
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

た
と例

え
ば
歴
史
学
―――
そ
れ
の
学
問
性
に

つ就
い
て
は
今
述
べ
る
―――
は
科
学
な
り
や
否
や
、
と
い
う
よ
う
な
、
或
時
代
の
題
目
は
、
恐
ら
く
こ
の
よ
う
な
批
難
に

よ
っ
て

う
な
が

促
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
批
難
は
批
難
す
る
も
の
の
誤
解
を
云
い
表
わ
す
も
の
で
し
か
な
い
。

そ
の
誤
解
が
、
今
云
っ
た
二
つ
の
学
問
性
の
混
同
で
あ
っ
た
。

さ
て
論
証
的
学
問
性
を
追
求
す
る
諸
科
学
の
内
、
そ
の
代
表
的
な
る
も
の
は
、

　

自
、

　

然
、

　

科
、

　

学
―――
特
に
は
物
理
学
―――
で

あ
る
。
何
と
な
れ
ば
自
然
科
学
が
決
定
す
る
諸
事
実
の
関
係
は
、
性
格
的
な
る
吾
々
―――
人
々
―――
へ
の
意
味
関
係
か
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ら
脱
却
す
る
処
に
そ
れ
の

い
わ
ゆ
る

所
謂
客
観
性
を

も有
ち
、
こ
の
客
観
性
の
把
握
が
先
の
第
一
の
事
実
決
定
の
真
理
に
他
な
ら

な
い
か
ら
で
あ
る
。
之
に
反
し
て
透
察
的
学
問
性
を
追
求
す
る
科
学
の
代
表
的
な
る
も
の
が
、

　

歴
、

　

史
、

　

科
、

　

学
で
あ
る
で
あ

ろ
う
。
歴
史
科
学
が
決
定
し
よ
う
と
す
る
諸
事
実
の
関
係
は
、
常
に
性
格
的
な
る
吾
々
―――
人
々
―――
へ
の
意
味
関

係
を
保
留
し
て
い
る
処
に
そ
の
特
色
が
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
歴
史
的
世
界
が
人
間
的
と
考
え
ら
れ
る
の

は
他
で
は
な
い
こ
の
意
味
に
於
て
で
あ
る
。
歴
史
的
世
界
に
在
る
も
の
は
単
な
る
自
然
で
は
な
く
し
て
常
に
人
間
の

生
活
で
あ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
。
そ
れ
故
か
く
て
自
然
科
学
と
歴
史
科
学
と
は
そ
の
学
問
性
を
異
に
す
る
。

そ
れ
ぞ
れ

夫
々
の
求

め
る
真
理
は
典
型
を
異
に
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
自
然
科
学
は
歴
史
的
世
界
の
生
き
た
内
容
を
理
解

す
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
考
え
ら
れ
、
又
歴
史
科
学
は
自
然
科
学
の

も有
つ
種
類
の
厳
正
さ
―――
と
い
う
の
は

い

か

如
何
な

る
科
学
も
或
る
意
味
に
於
て
常
に
厳
正
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
―――
を
も
つ
こ
と
が
出
来
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

之
は

そ
れ
ぞ
れ

夫
々
の
欠
点
で
は
な
く
し
て
、
そ
の
学
問
性
の
―――
そ
の
真
理
性
の
―――

そ
れ
ぞ
れ

夫
々
の
性
格
か
ら
必
然
で
あ
る
の
で

あ
る
。
二
つ
の
学
問
性
の
区
別
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
歴
史
科
学
と
自
然
科
学
と
の
性
質
の
相
違
は
根
本
的
に
明

ら
か
と
な
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
今
そ
れ
を
見
よ
う
。

歴
史
学
が
決
定
し
よ
う
と
す
る
事
実
は
、
そ
れ
が
吾
々
―――
人
々
―――
に
対
し
て
持
つ
意
味
関
係
に
よ
っ
て
制
限

さ
れ
た
限
り
の
事
実
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
が
、
今
も
し
歴
史
的
事
実
の
、

　

選
、

　

択
を
行
な
お
う
と
す
る
な
ら
ば
、
選
択
の

原
理
も
亦
今
の
こ
の
意
味
関
係
を
他
に
し
て
見
出
さ
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
意
味
関
係
と
は

し
か併

し
こ
の
場
合
、
事

物
を
吾
々
が
自
己
へ
の
関
係
に
従
っ
て
規
定
す
る
そ
の
規
定
の
他
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
吾
々
が
事
物
に
関
係
す

る
限
り
の
こ
の
関
心
を
事
物
に
帰
着
せ
し
め
た
結
果
を

そ
れ夫

は
意
味
す
る
、
そ
れ
は
、

　

価
、

　

値
で
あ
る
。

け
だ蓋

し
価
値
は
事
物

が
吾
々
の
関
心
に
対
し
て

も有
つ
意
味
の
最
も
優
れ
た
一
つ
の
名
称
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
れ
ば
歴
史
事
実
の
選

択
の
原
理
は
価
値
を
他
に
し
て
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
こ
と
と
な
る
。
選
択
の
原
理
は
、

　

価
、

　

値
、

　

関
、

　

係
、

　

づ
、

　

け
―――
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た
だ但

し
そ
れ
は
主
観
的
な
評
価
で
は
な
く
し
て
客
観
的
な
理
論
的
価
値
関
係
づ
け
で
あ
る
―――
に
他
な
ら
な
い
こ
と
が

帰
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
リ
ッ
ケ
ル
ト
が
価
値
関
係
づ
け
を
以
て
歴
史
学
的
概
念
構
成
の
特
色
と
見
た
の
は

こ
こ茲

に
必
然
で
あ
る
。
―――
今
も
し
、

　

普
、

　

遍
、

　

的
な
る
事
実
を
選
択
す
る
の
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
選
択
の
原
理
は
そ
の
課
せ
ら
れ

た
普
遍
者
そ
の
も
の
の
内
に
あ
る
筈
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
吾
々
は
そ
の
普
遍
者
の
、

　

事
、

　

例
と
し
て
役
立
つ
よ
う
な
事

実
を
選
択
す
る
ま
で
で
あ
る
。
こ
の
場
合
な
る
程
普
遍
者
に
対
し
て
価
値
を
も
つ
事
実
は
そ
の
限
り
又
こ
の
普
遍
者

を
認
識
し
よ
う
と
す
る
吾
々
に
対
し
て
価
値
を

も有
つ
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
間
接
な
る
価
値
関
係
づ
け
は
、
今
の
価
値

関
係
づ
け
で
は
な
い
。
何
と
な
れ
ば
後
者
は
一
般
に
吾
々
へ
の
価
値
関
係
づ
け
で
あ
っ
た
が
、
吾
々
は

た
と例

え
ば
歴
史

に
於
て
た
だ
普
遍
者
な
る
も
の
に
の
み
価
値
を
見
出
す
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
故
に
普
遍
的
な
る
事
実
の
選
択

の
原
理
は
事
実
が
普
遍
者
に
対
し
て

も有
つ
価
値
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
事
実
が
―――
直
接
に
―――
吾
々
に
対
し
て
も

つ
価
値
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
場
合
選
択
の
原
理
は

い
わ
ゆ
る

所
謂
価
値
関
係
づ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
故
価
値
関
係
づ
け

と
い
う
選
択
の
原
理
は
た
だ
、

　

個
、

　

別
、

　

的
―――
普
遍
的
で
は
な
い
―――
な
る
事
実
に

つ就
い
て
の
み
、
、

　

特
、

　

有
の
意
味
に
於
て
語

ら
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
価
値
関
係
づ
け
は
た
だ
、

　

個
、

　

別
、

　

化
の
方
法
と
し
て
の
み
特
有
の
意
味
を
も
つ
。
従
っ
て
歴
史

的
事
実
は
、
そ
の
吾
々
へ
の
意
味
関
係
に
於
て
、
そ
の
価
値
関
係
づ
け
に
於
て
、
個
別
的
な
る
も
の
と
し
て
の
み
意
味

を
も
つ
。
歴
史
科
学
的
概
念
構
成
が
個
別
化
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

ゆ
え
ん

所
以
が
之
で
あ
る
。
―――
歴
史
的
事
実
は
こ
の

よ
う
に
し
て
個
別
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
吾
々
へ
の
意
味
関
係
は
吾
々
―――
人
々

―――
が
個
人
を
意
味
す
る
以
上
個
性
的
性
格
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
歴
史
的
事
実
は
又
そ
の
限
り
個
性
的

な
規
定
を
受
け
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
歴
史
的
事
実
に
於
け
る
因
果
関
係
は
そ
れ
故
、
そ
れ
自
身
個
別
的
で
あ

る
点
に
於
て

か且
つ
又
個
性
的
な
る
も
の
と
し
て
吾
々
へ
意
味
関
係
を
も
つ
点
に
於
て
、
個
別
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
か
か
る
因
果
は
単
に
個
々
の
も
の
に

つ就
い
て
の
因
果
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
―――
そ
れ
な
ら
ば
フ
リ
ッ
シ
ュ
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ア
イ
ゼ
ン
・
ケ
ー
ラ
ー
の
云
う
よ
う
に
自
然
科
学
も

そ
れ夫

を
取
り
扱
う
こ
と
が
出
来
る
―――
、
吾
々
が
そ
の
因
果
の
連
鎖

を
吾
々
へ
の
意
味
関
係
に
於
て
性
格
的
―――
個
性
的
―――
に
追
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
、
因
果
で
あ
る（

一
）。

因
果
の
こ
の
よ
う
な
個
性
的
・
性
格
的
な
追
求
は
自
然
科
学
に
於
て
は
許
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
ヴ
ェ
ス
ヴ
ィ
オ
の

噴
火
の
原
因
は
、
そ
の
無
限
の
原
因
に
も

か
か
わ

拘
ら
ず
、
常
に
一
義
的
に
決
定
し
得
ら
れ
る
べ
き
性
質
を
持
っ
て
い
る
。

し
か然

る
に
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
原
因
は
何
で
あ
る
か
。
ブ
ル
ボ
ン
王
朝
の
失
政
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
市
民
階
級
の
台
頭
で

あ
る
か
、
そ
れ
と
も
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
や
ル
ソ
ー
の
思
想
の
影
響
で
あ
っ
た
か
。
か
か
る
原
因
の
、

　

解
、

　

釈
は
、
性
格
的

に
―――
時
代
の
・
階
級
の
・
又
個
人
の
性
格
に
応
じ
て
―――
変
り
得
る
性
質
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
或
意
味
に
於

て
一
義
的
に
決
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
な
が
ら
、
ヴ
ェ
ス
ヴ
ィ
オ
噴
火
の
原
因
と
同
じ
意
味
に
於
て
は
、
一
義
的
に

決
定
さ
れ
得
な
い（

二
）。

こ
の
因
果
は
自
然
科
学
に
於
け
る
因
果
―――
自
然
的
因
果
―――
で
は
な
く
し
て

あ
た
か

恰
も
、

　

個
、

　

別
、

　

的
、

　

因

、

　

果
と
呼
ば
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
（
、

　

性
、

　

格
、

　

的
、

　

因
、

　

果
と
呼
ぶ
の
も

よ好
い
で
あ
ろ
う
）。

も
っ
と

尤
も
こ
の
個
別
的
因
果
が
そ
の
ま
ま

リ
ッ
ケ
ル
ト
の
与
え
た
意
味
で
の
個
別
的
因
果
と
な
る
の
で
は
な
い
。
す
で
に
、
こ
の
概
念
が
リ
ッ
ケ
ル
ト
自
身
に

よ
っ
て
用
い
ら
れ
た
立
場
―――
認
識
論
的
立
場
―――
そ
の
も
の
の
困
難
を
吾
々
が
見
た
時
、
個
別
的
因
果
が
彼
自
身

の
考
え
る
よ
う
に
歴
史
学
的
概
念
構
成
か
ら
独
立
な
事
実
（
実
在
）
に
始
め
か
ら

そ
な具

わ
っ
た
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
こ

と
を
も
見
て
お
い
た
筈
で
あ
る
か
ら
。

し
か併

し
そ
れ
に
も

か
か
わ

拘
ら
ず
吾
々
が
リ
ッ
ケ
ル
ト
の
こ
の
概
念
を
尊
重
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
そ
の
理
由
が
、
今
与
え
ら
れ
た
。
歴
史
科
学
の
方
法
論
に
於
て
個
別
的
因
果
の
概
念
が
引
き
合
い

に
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
性
は

こ
こ茲

に
横
た
わ
る
。

(

一)

　

こ
こ茲

に
於
て
「
歴
史
的
感
覚
」
や
そ
の
感
覚
の
「
鋭
さ
」
の
概
念
が
必
要
と
な
る
。
歴
史
的
因
果
関
係
の
指
摘
は
「
歴
史
家

の
判
断
」
に

ま俟
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（E

.
M
ey
er,

前
掲
書

S
.
4
7

―5
0

参
照
）。
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
事
実
の

選
択
―――
価
値
関
係
づ
け
―――
と
歴
史
的
連
関
の
因
果
づ
け
を
完
全
に
引
き
離
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
前
者
は
、

　

解
、

　

釈
に
依
存
し
、



181　科学的世界、科学の学問性

後
者
は
之
に
反
し
て
、

　

充
、

　

足
、

　

的
―――
、

　

必
、

　

然
、

　

的
と
は
区
別
さ
れ
る
―――
に
決
定
し
得
ら
れ
る
、
と
説
く
。

た
と例

え
ば
歴
史
的
事
件
に

つ就
い
て

い
わ
ゆ
る

所
謂
「
客
観
的
可
能
性
」
を

も有
つ
仮
空
的
な
因
果
関
係
に
よ
る
結
果
を
描
き
、
之
と
実
際
の
因
果
関
係
の
結
果
と
を

比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
充
足
的
に
原
因
を
見
出
す
」
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
吾
々
は
歴
史
記

述
に
於
て
、
事
実
の
選
択
と
そ
の
因
果
づ
け
と
の
完
全
な
る
分
離
を
ば
、あ

た
か

恰
も
今
述
べ
る
個
別
的
因
果
の
概
念
の
名
に
よ
っ

て
疑
う
の
で
あ
る
が
、

し
か併

し
そ
れ
は
と
に
か
く
と
し
て
、
彼
に
於
て
も
、
歴
史
科
学
の
、

　

充
、

　

足
、

　

的
因
果
は
自
然
科
学
の
、

　

必
、

　

然
、

　

的

因
果
か
ら
区
別
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（M

.
W
eb

er,
O
b
jek

tiv
e
M
ö
g
lich

k
eit

u
n
d
a
d
ä
q
u
a
te

V
eru

rsa
ch
u
n
g
in

d
er

h
isto

risch
en

K
a
u
sa
lb
etra

ch
tu
n
g

参
照
）。
な
お
こ
の
点
に

つ就
い
て
はv

o
n
K
ries

や
法
学
者M

.
R
ü
m
elin

等
の
労
作
を

参
照
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(

二)

　

従
っ
て
歴
史
的
記
述
は
変
化
し
得
る
―――
歴
史
的
に
―――
性
質
を

も有
つ
（
次
を
見
よ
）。

歴
史
的
事
実
の
選
択
の
原
理
は
価
値
で
あ
っ
た
が
、
価
値
の
評
価
は
経
験
と
共
に
変
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
哲

学
―――
或
い
は

む
し寧

ろ
一
種
の
形
而
上
学
―――
に
と
っ
て
で
な
い
限
り
、
価
値
は
常
に
現
実
的
に
評
価
さ
れ
た
価
値
を

し
か
意
味
し
な
い
、
そ
し
て
価
値
の
評
価
は
個
人
と
共
に
或
い
は
又
そ
の
他
の
も
の
と
共
に
、
そ
し
て
終
局
に
於
て
は

時
代
と
共
に
、
変
化
す
る
の
が
事
実
で
あ
る
か
ら
。
歴
史
的
事
実
の
選
択
は
そ
れ
故
、

　

終
、

　

局
、

　

に
、

　

於
、

　

て
時
代
と
共
に
変
化

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
処
が
事
実
の
選
択
は
同
時
に
事
実
の
因
果
づ
け
を
制
約
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
筈
で
あ
る
。

実
際
、
因
果
づ
け
は
価
値
関
係
づ
け
の

い
か
ん

如
何
に
よ
っ
て

そ
れ
ぞ
れ

夫
々
異
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
れ
ば
歴
史
的
事
実
の
因
果
づ

け
も
亦
時
代
と
共
に
変
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
て
初
め
て
、

　

歴
、

　

史
、

　

記
、

　

述
は
時
代
と
共
に
変
化
す
る
と
云
う
言

葉
が
許
さ
れ
る
。
何
と
な
れ
ば
事
実
の
選
択
は
云
わ
ば
歴
史
記
述
の
準
備
で
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
因
果
づ
け
こ
そ
歴

史
記
述
の
目
的
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
歴
史
は
こ
の
意
味
に
於
て
―――
増
補
や
訂
正
を
外
に
し
て
―――
常
に

、

　

書
、

　

き
、

　

替
、

　

え
ら
れ
る
べ
き
運
命
を

も有
っ
て
い
る
。
歴
史
の
こ
の
性
質
は

し
か併

し
な
が
ら
、
歴
史
が
常
に
、

　

現
、

　

代
に
関
係
づ
け
ら

れ
て
の
み
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
云
い
表
わ
し
て
い
る
に
外
な
ら
な
い（

一
）。

そ
し
て
又
之
は

い

か

如
何
に
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歴
史
が
、

　

社
、

　

会
か
ら
離
れ
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
い
か
を
も
物
語
る
―――
前
を
参
照
。

け
だ蓋

し
社
会
か
ら
離
れ
て
理
解
さ
れ

た
歴
史
概
念
に
於
て
、
現
代
と
は
、
容
積
な
き
一
つ
の
時
間
点
に
外
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
。
さ
て
常
に
書
き
替
え

ら
れ
る
と
い
う
歴
史
の
こ
の
運
命
を
、
も
し
自
然
科
学
ま
で
も
が
分
つ
な
ら
ば
、
そ
れ
は
自
然
科
学
の
学
問
性
を
破
壊

す
る
こ
と
を
除
い
て
何
物
を
も
意
味
し
な
い
。
と
い
う
の
は
も
し
或
る
自
然
科
学
の
業
績
が
書
き
替
え
ら
れ
ね
ば
な

ら
ぬ
も
の
と
し
て
見
出
さ
れ
た
な
ら
ば
、
そ
の
業
績
は
自
然
科
学
の
真
理
と
し
て
は
―――
歴
史
的
財
と
し
て
は
別
で

あ
る
―――
否
定
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
か
ら
。
処
が
之
に
反
し
て
歴
史
学
が

さ
き向

に
述
べ
た
意
味
に
於
て

書
き
替
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
時
、
書
き
替
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
は
歴
史
学
と
し
て
の
、

　

真
、

　

理
、

　

を
、

　

否
、

　

定
さ
れ
る
の
で
は
な
く

し
て
、
単
に
、

　

過
、

　

去
の
歴
史
記
述
と
し
て
待
遇
さ
れ
る
と
い
う
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

こ
こ茲

に
自
然
科
学
と
歴
史
科
学

と
の
根
本
的
な
相
違
が
、
学
問
性
に
於
て
見
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う（

二
）。

そ
し
て
之
は
論
証
的
学
問
性
と
透
察
的
学
問
性
と

の
区
別
の
他
で
は
な
い
。

(

一)

　

歴
史
記
述
が
現
代
へ
の
関
係
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
こ
と
は
多
く
の
歴
史
家
の
主
張
す
る
処
で
あ
る
。
吾
々
は

た
と例

え
ば
ク

ロ
ー
チ
ェ
を
取
ろ
う
。
彼
に
よ
れ
ば
歴
史
は

そ
れ
ぞ
れ

夫
々
の
時
代
の
思
想
・
哲
学
に
基
い
て
記
述
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

(

二)

　

「
こ
の
、

　

主
、

　

観
、

　

的
、

　

な
、

　

価
、

　

値
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
力
学
を
典
型
と
す
る
自
然
科
学
に
と
っ
て
は
、
常
に

完
全
に
無
縁
で
あ
る
。
之
が

あ
た
か

恰
も
歴
史
的
な
る
も
の
と
自
然
科
学
と
の
種
的
対
立
を
与
え
る
の
で
あ
る
。」(M

.
W
eb

er,

G
esa

m
m
elte

A
u
fsä

tze
zu

r
sen

sch
a
ftsleh

re,
S
.
2
6
2
)

。

論
証
的
学
問
性
と
透
察
的
学
問
性
と
は
、

そ
れ
ぞ
れ

夫
々
、
自
然
科
学
と
歴
史
科
学
と
の
学
問
の
性
格
を
解
明
す
る
。
そ
し
て

こ
の
学
問
性
の
相
異
に
基
い
て
、
吾
々
は
リ
ッ
ケ
ル
ト
の
科
学
論
に
於
け
る
根
本
的
な
動
機
を
解
釈
す
る
こ
と
が
出

来
る
、
そ
れ
を
今
示
し
た
。
二
つ
の
科
学
の
分
類
も
亦
こ
の
二
つ
の
学
問
性
の
区
別
に
よ
っ
て
初
め
て
根
本
的
に
示

さ
れ
得
た
で
あ
ろ
う
。
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、

　

科
、

　

学
、

　

の
、

　

学
、

　

問
、

　

性
の
考
察
は
そ
れ
故
、
科
学
論
の
・
又
科
学
方
法
論
の
、
最
後
の
形
態
で
あ
る
の
で
あ
る
。
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結
論

、

　

学
、

　

問
、

　

に
、

　

於
、

　

け
、

　

る
、

　

方
、

　

法
、

　

概
、

　

念
を
分
析
す
る
時
、
方
法
概
念
は
之
ま
で
述
べ
た
通
り
の
形
態
を
と
っ
て
運
動
す
る
。
こ

の
運
動
に
対
応
し
て

そ
れ
ぞ
れ

夫
々
の
、

　

科
、

　

学
、

　

方
、

　

法
、

　

論
の
形
態
が
又
決
定
さ
れ
る
。
吾
々
は
此
等
の
関
係
を
そ
の
、

　

必
、

　

然
、

　

性
に
於
て

―――
、

　

概
、

　

念
、

　

分
、

　

析
に
よ
っ
て
―――
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
思
う
。

科
学
方
法
論
と
い
う
名
に
よ
っ
て
呼
ば
れ
る
顕
著
な
課
題
の
意
識
を
促
し
た
功
績
は
、
主
と
し
て
リ
ッ
ケ
ル
ト
の

、

　

科
、

　

学
、

　

論
に
帰
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
、

　

こ
、

　

の
科
学
論
そ
れ
自
ら
は
、
科
学
方
法
論
一
般
の
一
つ
の
特
殊
の
場
合

に
過
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
方
法
概
念
の
運
動
に
於
て
、
そ
の
上
限
と
下
限
と
し
て
、

　

科
、

　

学
、

　

の
、

　

学
、

　

問
、

　

性
の
考
察
と

、

　

科
、

　

学
、

　

的
、

　

世
、

　

界
の
基
礎
の
省
察
と
に
接
し
て
お
り
、
そ
の
発
生
の
動
機
に
於
て
は
、

　

科
、

　

学
、

　

の
、

　

分
、

　

類
か
ら
糸
を
引
い
て
い
る
。

そ
し
て
之
が
提
出
す
る
問
題
は
、
現
在
重
大
な
一
つ
の
問
題
と
し
て
、
、

　

社
、

　

会
、

　

科
、

　

学
の
問
題
と
相
隣
り
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
科
学
論
は
こ
の
よ
う
に
し
て
科
学
方
法
論
一
般
の
云
う
な
ら
ば
網
の
上
に
懸
っ
て
い
る
処
の
一
理
論
で
あ
る
。

処
が
更
に
、
科
学
方
法
論
そ
れ
み
ず
か
ら
が
又
一
つ
の
網
の
上
に
懸
っ
て
い
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
と

い
う
の
は
科
学
方
法
論
は
科
学
に

つ就
い
て
の
特
に
方
法
を
中
心
と
し
た
中
枢
的
な
理
解
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
れ
は
、

　

一

、

　

般
、

　

に
、

　

学
、

　

問
、

　

論
―――
こ
れ
を

さ
き向

の
科
学
論
か
ら
区
別
し
よ
う
―――
の
一
つ
の
特
殊
の
場
合
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
科
学
方

法
論
は
科
学
論
の
内
に
於
て
一
定
の
限
ら
れ
た
限
界
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
限
界
に
隣
る
も
の
は
、

た
と例

え
ば
真
理
の
理
論
、
認
識
又
は
知
識
の
理
論
、
又
学
問
の
社
会
的
機
能
の
考
察
、
等
々
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
科
学
方
法

論
は
特
殊
の
学
問
論
に
過
ぎ
な
い
。

故
に
科
学
方
法
論
の
概
念
は
、
終
局
に
於
て
そ
れ
み
ず
か
ら
の
位
置
に
安
住
す
る
こ
と
は
出
来
ず
、
様
々
の
学
問
論

の
形
態
へ
向
っ
て
運
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
運
命
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
科
学
方
法
論
は
従
っ
て
暫
定
的
課
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題
で
あ
る
。
従
っ
て
吾
々
は
科
学
方
法
論
に
付
随
し
て
課
せ
ら
れ
た
多
く
の
学
問
論
的
問
題
を
残
し
て
い
る
こ
と
を

忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
科
学
方
法
論
の
内
に
於
て
す
ら
そ
れ
に
含
ま
れ
る
問
題
の
総
て
を

今
ま
で
に
取
り
上
げ
得
た
と
私
は
思
わ
な
い
。
殊
に
人
々
が
今
日
最
も
関
心
を

も有
つ
で
あ
ろ
う
社
会
科
学
に

つ就
い
て

の
問
題
は
、
之
を
他
の
機
会
に
譲
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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•

『
戸
坂
潤
全
集
』
第
一
巻
（
勁
草
書
房
、
一
九
六
六
年
五
月
第
一
刷
発
行
、
一
五
七
五
年
五
月
第
一
一
刷
）
所
収
。

•
地
名
・
人
名
は
通
行
の
も
の
に
改
め
た
。

•
読
み
や
す
さ
の
た
め
に
振
り
仮
名
を
付
加
し
た
。
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