
近
代
の
知
を
超
え
て

二
0
世
紀
末
の
現
在
、
わ
れ
わ
れ
は
環
境
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
医
療
、
福
祉
あ
る
い
は
教
育
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
難
し
い
問

題
に
直
面
し
て
い
る
。
か
つ
て
は
近
代
の
知
を
駆
使
す
る
こ
と
で
そ
れ
ら
を
解
決
し
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
た
が
、
そ
の
解
決
は
根
本

的
な
も
の
で
な
く
、
結
局
問
題
を
先
送
り
に
し
て
き
た
だ
け
な
の
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
医
療
技
術
等
の
急
速
な
進
歩

に
よ
っ
て
、
逆
に
脳
死
と
臓
器
移
植
、
終
末
医
療
に
お
け
る
死
の
あ
り
方
と
い
っ
た
厳
し
い
問
題
に
直
面
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、

教
育
の
場
に
お
い
て
も
、
わ
れ
わ
れ
は
い
じ
め
、
不
登
校
、
売
春
等
の
無
視
し
え
な
い
事
実
を
突
き
つ
け
ら
れ
て
、
も
は
や
そ
れ
か
ら

逃
れ
ら
れ
な
い
で
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
死
あ
る
い
は
性
と
い
っ
た
本
来
隠
さ
れ
た
場
で
の
営
み
が
、
実
は
自
ら
の
日
常
の
世
界
と

分
か
つ
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
避
け
て
は
通
れ
な
い
こ
と
が
急
速
に
認
識
さ
れ
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
い
ま
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
直
面
し
、
い
ざ
そ
れ
を
解
決
し
よ
う
と
し
た
時
、
あ
れ
ほ
ど
絶
対
的
な
も
の
と
し
て
受
け
入

れ
ら
れ
て
き
た
近
代
の
知
の
体
系
は
大
し
て
役
に
は
立
た
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
深
刻
な
い
じ
め
に
悩
ん
で
い
る
本
人

あ
る
い
は
そ
の
家
族
が
専
門
家
を
尋
ね
、
そ
こ
で
い
じ
め
の
背
景
、
解
決
策
等
に
つ
い
て
心
理
学
的
な
知
見
を
駆
使
し
た
「
科
学
的
」

な
説
明
を
受
け
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
自
ら
の
抱
え
る
問
題
の
解
決
に
は
ほ
ど
遠
い
も
の
で
あ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
時
に
は
、
問

ー
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題
へ
の
対
処
を
誤
ら
せ
る
こ
と
さ
え
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
近
代
の
知
に
代
わ
り
う
る
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
補
完
す
る
い
ま
―
つ
の
知
を
希
求
し
て
い
る
。
そ
れ
が
、
た
と
え
ば
臨

床
の
知
で
あ
ろ
う
。
「
臨
床
」
と
は
意
味
が
濃
密
に
つ
ま
っ
た
固
有
の
場
で
人
と
人
が
か
か
わ
り
あ
う
こ
と
で
あ
る
。
狭
義
に
は
床
に

臨
む
こ
と
で
あ
り
、
病
院
「
臨
床
」
の
用
法
が
そ
の
最
た
る
も
の
で
あ
る
。
従
来
で
は
、
「
臨
床
」
の
用
法
が
そ
れ
以
外
の
舞
台
に
登

場
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
が
、
昨
今
で
は
広
義
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
近
代
の
知
に
対
す
る
臨
床
の
知
と
い
う

用
法
も
そ
の
―
つ
で
あ
る
。

近
代
の
知
が
固
有
の
場
と
不
可
分
の
現
象
、
事
象
を
充
分
に
説
明
し
え
な
い
の
は
、
そ
の
知
が
構
築
さ
れ
て
き
た
経
緯
と
無
関
係
で

は
な
い
。
近
代
の
知
は
自
他
分
離
の
立
場
か
ら
構
築
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
固
有
の
場
を
捨
象
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
事
象

が
そ
れ
自
体
独
自
に
「
あ
る
」
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
。
研
究
者
は
そ
の
事
象
を
観
察
し
、
そ
れ
ら
の
因
果
連
関
的
事
実
か
ら
法
則

を
定
立
し
て
ゆ
く
。
わ
れ
わ
れ
は
事
象
が
繰
り
返
し
生
起
す
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
、
そ
の
法
則
を
事
象
に
適
用
す
る
こ
と
で
、
事
象

あ
る
い
は
そ
の
生
起
の
成
り
立
ち
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
。

と
こ
ろ
が
、
私
の
体
験
は
固
有
の
場
に
埋
め
込
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
か
か
わ
り
の
な
か
で
そ
の
つ
ど
生
成
さ
れ
る
。
そ
の
体
験
は

私
と
不
可
分
で
あ
り
、
私
と
切
り
離
し
て
そ
れ
自
体
「
あ
る
」
も
の
で
は
な
く
、
私
の
な
か
で
そ
の
つ
ど
「
な
る
」
も
の
で
し
か
な
い
。

そ
の
た
め
、
そ
の
体
験
は
か
か
わ
り
の
な
か
に
あ
り
、
私
自
身
が
自
覚
す
る
と
い
う
形
で
し
か
捉
え
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
自
他
非
分
離

の
体
験
を
近
代
の
知
か
ら
説
明
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
現
に
、
近
代
の
知
を
自
ら
に
適
用
し
て
、
自
ら
の
生
き
る
こ
と
・
死
ぬ
こ
と

に
直
接
関
係
す
る
よ
う
な
、
た
と
え
ば
脳
死
、
臓
器
移
植
、
尊
厳
死
、
あ
る
い
は
い
じ
め
と
い
っ
た
深
刻
な
問
題
を
論
ず
る
こ
と
は
難

し
い
。
一
人
称
の
死
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
二
人
称
の
死
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
決
し
て
容
易
な
こ
と
で
は
な

い
。
わ
れ
わ
れ
は
深
刻
な
問
題
に
直
面
し
た
場
合
、
そ
こ
で
の
体
験
を
自
他
非
分
離
の
も
の
と
し
て
捉
え
、
関
係
者
と
か
か
わ
り
の
場
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り
方
が
問
わ
れ
て
く
る
。

を
共
有
し
て
ゆ
く
な
か
で
そ
れ
を
一
っ
―
つ
解
決
す
る
以
外
に
手
立
て
を
も
た
な
い
。
柳
田
邦
男
の
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
『
犠

牲
』
に
は
、
我
が
子
の
脳
死
、
臓
器
の
提
供
、
そ
の
家
族
、
そ
し
て
移
植
医
の
深
い
か
か
わ
り
が
読
み
と
れ
る
（
柳
田
、
一
九
九
五
）
。

し
か
し
、
近
代
の
知
を
重
視
す
る
と
い
う
社
会
的
偏
重
の
な
か
で
、
わ
れ
わ
れ
は
自
ら
の
存
在
を
か
か
わ
り
、
関
係
と
し
て
捉
え
る

こ
と
は
少
な
い
。
ま
た
、
医
療
、
教
育
現
場
あ
る
い
は
家
庭
に
お
い
て
も
、
か
か
わ
り
の
場
を
確
保
す
る
こ
と
が
難
し
く
、
そ
れ
だ
け

問
題
の
解
決
を
厄
介
な
も
の
に
し
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
も
は
や
出
来
事
を
固
有
の
場
に
位
置
づ
け
て
捉
え
、
そ
こ
で
の
か
か
わ
り
を

通
し
て
問
題
を
解
決
し
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
従
来
に
も
増
し
て
医
療
の
あ
り
方
、
学
校
あ
る
い
は
家
庭
で
の
教
育
の
あ

昨
今
の
臨
床
の
知
に
対
す
る
関
心
の
高
さ
は
、
人
び
と
が
か
か
わ
り
か
ら
立
ち
現
れ
る
臨
床
の
知
の
も
つ
意
味
を
、
そ
の
重
要
性
を
、

自
ら
の
生
き
る
こ
と
と
関
係
づ
け
て
積
極
的
に
認
識
し
は
じ
め
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
臨
床
の
知
が
臨
床
医
学
、
臨
床
心
理
学
あ
る
い
は

心
理
臨
床
学
に
負
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
随
分
あ
る
が
（
河
合
、
一
九
八
六
）
、
決
し
て
そ
れ
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
臨
床
が
他

者
と
の
直
接
的
な
か
か
わ
り
、
あ
る
い
は
そ
の
場
を
示
す
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
の
知
は
か
か
わ
り
の
あ
ら
ゆ
る
場
で
成
立
す
る
は
ず

で
あ
る
。
そ
も
そ
も
臨
床
の
知
は
、
中
村
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
近
代
の
知
が
切
り
捨
て
て
き
た
人
間
本
来
の
豊
か
な
知
と
し
て
、
ま

た
近
代
の
知
の
独
走
を
阻
み
相
対
化
す
る
も
う
―
つ
の
原
理
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
（
中
村
、
一
九
八
三
a
~

一
九
九
二
）
。

わ
れ
わ
れ
は
他
者
と
の
か
か
わ
り
を
通
し
て
個
人
的
体
験
を
自
ら
の
内
に
蓄
積
し
て
ゆ
く
。
そ
の
体
験
は
固
有
の
場
に
埋
め
込
ま
れ

た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
普
遍
化
し
て
ゆ
く
こ
と
は
難
し
い
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
個
人
的
体
験
を
固
有
の
場
に
意
味
づ
け
、
自

ら
の
経
験
と
し
て
ゆ
く
な
か
で
、
あ
る
種
の
普
遍
性
を
獲
得
し
て
い
る
。
そ
の
普
遍
性
は
固
有
の
場
で
蓄
積
さ
れ
、
ま
た
修
正
さ
れ
る

な
か
で
、
い
ま
―
つ
の
知
と
し
て
体
系
化
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
臨
床
の
知
で
あ
る
。
臨
床
の
知
は
、
自
己
に
と
っ
て
の
世
界
を
現
前

さ
せ
、
ま
た
そ
の
世
界
と
か
か
わ
っ
て
ゆ
く
自
己
を
豊
か
に
築
き
あ
げ
て
ゆ
く
た
め
に
も
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
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臨
床
の
知
は
必
ず
し
も
近
代
の
知
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
双
方
の
知
は
互
い
に
補
完
し
あ
う
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、

現
実
に
は
、
な
か
で
も
近
代
社
会
で
は
、
臨
床
の
知
に
対
す
る
近
代
の
知
の
優
位
性
が
目
立
つ
。
こ
れ
を
加
速
す
る
の
が
、
た
と
え
ば

情
報
工
学
あ
る
い
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
サ
イ
エ
ン
ス
の
急
激
な
発
展
で
あ
り
、
情
報
化
社
会
で
あ
る
。
そ
こ
で
の
事
象
は
固
有
の
場
か

ら
切
り
離
さ
れ
て
モ
ノ
化
さ
れ
、
そ
れ
自
体
独
立
に
存
在
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
臨
床
の
知
が
要
求
す
る
固
有
の
場

を
捨
象
し
た
も
の
で
あ
り
、
か
か
わ
り
の
な
か
で
そ
の
つ
ど
生
成
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

こ
の
こ
と
は
認
知
心
理
学
、
認
知
科
学
の
分
野
で
行
わ
れ
て
い
る
情
報
処
理
の
枠
組
み
に
依
拠
し
た
認
知
研
究
に
も
あ
て
は
ま
る
。

そ
の
研
究
の
関
心
は
、
外
界
を
認
識
す
る
た
め
に
頭
の
な
か
に
想
定
さ
れ
た
認
知
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
あ
り
、
あ
る
い
は
知
識
表
象
の
働
き

に
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
研
究
成
果
は
人
工
知
能
の
開
発
に
生
か
さ
れ
、
あ
る
い
は
認
知
療
法
（
ベ
ッ
ク
、
一
九
七
六
）
、
認
知
カ
ウ

ン
セ
リ
ン
グ
（
市
川
、
一
九
八
九
~
一
九
九
一
）
を
生
み
出
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
、
自
他
分
離
の
立
場
か
ら
体
系
化
さ
れ
た
近
代
の

知
の
臨
床
事
例
へ
の
適
用
で
あ
り
、
応
用
で
あ
る
。
そ
し
て
、
適
用
あ
る
い
は
応
用
が
そ
れ
な
り
の
成
果
を
上
げ
て
い
る
と
し
て
も
、

そ
れ
は
必
ず
し
も
近
代
の
知
の
妥
当
性
を
証
明
す
る
も
の
で
は
な
い
。
成
果
は
理
論
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
れ
を
適
用
す
る
「
ひ
と
」
の

働
き
に
負
う
て
い
る
部
分
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

「
ひ
と
」
の
働
き
は
固
有
の
場
に
埋
め
込
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
生
態
学
的
に
妥
当
な
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
働
き
は
行
為
主

体
と
世
界
を
不
可
分
の
関
係
と
し
て
捉
え
て
ゆ
く
。
い
ま
、
行
為
主
体
の
視
点
か
ら
そ
の
関
係
を
捉
え
れ
ば
、
「
ひ
と
」
の
働
き
が
浮

か
び
あ
が
る
。
ま
た
、
世
界
の
視
点
か
ら
そ
の
関
係
を
捉
え
れ
ば
、
対
象
化
さ
れ
た
事
実
が
立
ち
現
れ
る
。
従
来
の
認
知
論
は
こ
の
事

実
に
基
づ
い
て
世
界
を
構
築
し
て
い
た
が
、
昨
今
の
状
況
的
認
知
論
は
不
可
分
の
関
係
の
な
か
で
こ
の
事
実
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
八

0
年
代
中
頃
以
降
の
認
知
科
学
は
生
態
系
、
複
雑
系
、
関
係
性
、
全
体
性
と
い
っ
た
従
来
と
は
違
っ
た
概
念
、
ア
プ

ロ
ー
チ
を
採
用
し
て
い
る
。
こ
れ
が
認
知
科
学
に
お
け
る
状
況
的
認
知
論
で
あ
り
、
臨
床
の
知
と
い
く
つ
か
の
接
点
を
も
つ
。
従
来
、

4
 



序章 何故に、いま、臨床認知科学か

2
 

表
象
主
義
は
認
知
行
為
を
状
況
か
ら
切
り
離
し
、
単
に
頭
の
な
か
の
表
象
に
基
づ
い
て
そ
れ
を
説
明
し
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
て
状
況

的
認
知
論
は
、
認
知
が
課
題
の
目
的
、
入
手
可
能
な
支
援
、
外
界
の
刻
々
の
変
化
に
対
応
す
る
と
い
う
意
味
で
、
個
々
の
状
況
の
な
か

に
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
。
頭
の
な
か
の
表
象
あ
る
い
は
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
問
題
に
す
る
従
来
の
認
知
研
究
が
主
客
分
離
の
二
元
対

立
を
基
軸
に
据
え
る
の
に
対
し
て
、
状
況
的
認
知
論
は
主
体
と
環
境
と
の
か
か
わ
り
を
、
さ
ら
に
は
そ
の
場
を
重
視
す
る
。
そ
れ
だ
け

で
な
く
、
そ
れ
は
相
互
の
か
か
わ
り
か
ら
立
ち
現
れ
る
状
況
的
知
識
を
重
視
す
る
。

新
し
い
知
識
観

知
識
は
状
況
に
埋
め
込
ま
れ
て
は
じ
め
て
個
体
の
認
知
活
動
を
支
援
し
、
あ
る
い
は
制
約
す
る
。
こ
の
意
味
で
、
知
識
は
状
況
的
な

も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
方
で
は
、
知
識
は
状
況
を
超
え
て
役
立
つ
か
ら
こ
そ
知
識
で
あ
り
う
る
。
知
識
は
本
来
個
体
に
張
り
つ
い

た
も
の
で
あ
り
、
個
人
的
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
考
え
が
根
強
く
あ
る
。
そ
の
た
め
、
知
識
を
状
況
的
な
も
の
と
す
る
考
え
は
知
識
本

来
の
意
味
と
矛
盾
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
矛
盾
は
未
だ
に
解
決
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

未
解
決
の
理
由
の
一
っ
は
、
従
来
の
知
識
観
が
知
識
を
比
較
的
固
定
し
た
も
の
と
し
て
捉
え
、
そ
れ
を
「
あ
る
」
も
の
と
み
な
す
か

ら
で
あ
る
。
知
識
を
頭
の
な
か
の
表
象
と
し
て
捉
え
る
見
方
は
そ
の
最
た
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
も
う
一
方
の
状
況
的

認
知
論
も
生
態
系
、
複
雑
系
、
関
係
性
、
全
体
性
と
い
っ
た
従
来
と
は
違
っ
た
概
念
、
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
し
な
が
ら
も
、
未
だ
に

「
あ
る
」
視
点
か
ら
知
識
を
捉
え
て
い
る
。
現
に
、
状
況
的
認
知
論
は
知
識
が
状
況
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
と
主
張
し
な
が
ら
も
、
か

か
わ
り
か
ら
立
ち
現
れ
た
世
界
を
「
あ
る
」
も
の
と
し
て
捉
え
、
そ
れ
を
言
葉
で
記
述
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
現
在
の
と
こ
ろ
、
状

況
的
認
知
論
は
必
ず
し
も
か
か
わ
り
の
過
程
で
そ
の
つ
ど
生
成
さ
れ
る
状
況
的
知
識
そ
の
も
の
に
直
接
言
及
し
て
い
な
い
。

い
ま
、
知
識
の
も
つ
個
人
的
あ
る
い
は
状
況
的
側
面
の
双
方
を
矛
盾
の
な
い
形
で
捉
え
て
ゆ
く
た
め
に
は
、
従
来
と
は
違
っ
た
新
し

5
 



い
知
識
観
が
求
め
ら
れ
る
。
知
識
を
そ
れ
自
体
「
あ
る
」
も
の
と
し
て
捉
え
る
か
ら
こ
そ
、
知
識
が
個
人
的
か
状
況
的
か
、
と
い
っ
た

論
議
に
な
る
。
一
方
、
知
識
は
か
か
わ
り
の
な
か
で
そ
の
つ
ど
生
成
さ
れ
て
ゆ
く
と
い
う
新
し
い
知
識
観
か
ら
す
れ
ば
、
知
識
は
「
あ

る
」
も
の
で
は
な
く
、
固
有
の
場
で
そ
の
つ
ど
「
な
る
」
も
の
と
し
て
あ
る
。
そ
の
知
識
は
当
然
生
成
す
る
主
体
と
不
可
分
で
あ
る
。

こ
の
知
識
観
の
も
と
で
は
、
も
は
や
知
識
が
状
況
的
か
個
人
的
か
と
い
っ
た
論
議
は
成
立
し
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

「
な
る
」
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
認
知
科
学
の
課
題
は
行
為
あ
る
い
は
知
識
が
状
況
に
埋
め
込
ま
れ
て
ゆ
く
過
程
を
、
あ
る
い
は
ま
た

状
況
に
埋
め
込
ま
れ
た
知
識
を
可
視
化
し
て
ゆ
く
過
程
を
、
な
か
で
も
そ
こ
で
の
な
ま
身
の
か
か
わ
り
の
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
自
他
非
分
離
の
視
点
に
立
ち
、
我
が
身
が
捉
え
る
か
か
わ
り
の
過
程
を
自
覚
し
、
さ
ら
に
そ
の
解
釈
を
通
し

て
体
験
を
意
味
づ
け
、
普
遍
化
し
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
な
か
で
、
主
体
は
知
識
の
も
つ
個
人
的
あ
る
い
は
状
況
的
と
い

っ
た
違
い
を
超
越
し
、
「
ひ
と
」
の
働
き
を
豊
か
に
涵
養
し
て
ゆ
く
。

「
ひ
と
」
の
働
き
は
身
体
に
埋
め
込
ま
れ
た
も
の
と
し
て
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
身
体
は
か
か
わ
り
の
な
か
で
絶
え
ず
再
構
築
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
身
体
に
限
ら
れ
た
こ
と
で
は
な
い
。
動
物
の
形
態
あ
る
い
は
感
覚
器
官
は
外
界
と
や
り
と
り
す
る
な
か
で
徐
々

に
「
な
る
」
、
つ
ま
り
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
い
ま
な
お
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
か
か
わ
り
の
も
う
一
方
で
あ
る
外

界
の
特
性
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
仮
説
的
実
在
論
で
あ
り
（
ロ
ー
レ
ン
ツ
、
一
九
七
三
）
、
「
な
る
」
視
点
の
背
後
に
あ

る
基
本
的
な
考
え
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
仮
説
的
実
在
論
の
基
本
的
テ
ー
ゼ
は
進
化
軸
を
超
え
て
、
比
較
的
短
期
間
の
発
達
軸
あ
る
い
は
熟
達
軸
上
に
も
見
ら
れ
る
。

た
と
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
身
体
的
存
在
で
あ
る
か
ぎ
り
、
固
有
の
場
に
厳
し
く
制
約
さ
れ
る
こ
と
は
免
れ
え
な
い
。
し
か
し
、
わ
れ
わ

れ
は
固
有
の
場
の
諸
事
象
と
積
極
的
に
か
か
わ
り
、
そ
の
制
約
を
確
実
に
克
服
し
て
ゆ
く
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
生
け
る

身
体
（
第
9
章
参
照
）
を
構
築
し
て
い
る
。
生
け
る
身
体
は
そ
の
社
会
的
、
文
化
的
特
性
を
反
映
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
身
体
の

6
 



序章 何故に、いま、臨床認知科学か

働
き
の
相
当
部
分
は
透
明
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
際
の
知
識
は
状
況
的
で
あ
る
。
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
、
生
け
る
身
体
は
直
面
し
た
課
題

を
ス
ム
ー
ズ
に
解
決
し
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
な
る
」
視
点
が
採
用
す
る
方
法
は
、
実
験
研
究
が
採
用
す
る
主
体
と
客
体
、
観
察
者
と
観
察
対
象
と
い
う
二
元
対
立

の
そ
れ
で
は
な
く
、
関
与
（
し
な
が
ら
の
）
観
察
で
あ
る
対
話
、
か
か
わ
り
、
実
践
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
方
法
は
心
理

臨
床
学
の
そ
れ
と
相
当
部
分
重
な
り
あ
う
だ
け
で
な
く
、
認
知
科
学
と
心
理
臨
床
学
を
融
合
す
る
可
能
性
を
秘
め
た
も
の
で
あ
る
。
い

ず
れ
も
生
け
る
身
体
が
外
界
、
内
界
と
か
か
わ
る
過
程
、
あ
る
い
は
か
か
わ
り
を
介
し
て
立
ち
現
れ
る
世
界
を
重
視
し
て
い
る
。

認
知
科
学
、
な
か
で
も
状
況
的
認
知
論
の
関
心
は
生
活
世
界
で
の
な
ま
身
の
認
知
活
動
に
あ
り
、
ま
た
そ
の
活
動
を
担
う
心
に
向
け

ら
れ
て
い
る
。
一
方
、
心
理
臨
床
学
は
人
間
の
心
の
臨
床
学
を
指
向
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
方
法
論
の
出
発
点
が
「
な
ま
身
の
生
活

者
と
し
て
の
人
間
の
心
」
（
藤
原
、
一
九
九
二
頁
一
四
）
に
あ
る
。
さ
ら
に
藤
原
は
、
心
理
臨
床
学
は
動
的
で
あ
り
簡
単
に
は
対
象

化
し
え
な
い
生
き
た
心
に
つ
い
て
の
方
法
論
を
創
案
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
。
彼
は
、
研
究
者
自
身
が
関
与
者
で
あ
る
こ
と
を
前
提

に
し
た
、
協
働
的
な
接
近
法
を
考
え
て
い
る
。
そ
れ
が
面
接
法
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
状
況
的
認
知
論
あ
る
い
は
心
理
臨
床
学
は
、
い
ず
れ
も
な
ま
身
の
人
間
の
認
知
活
動
あ
る
い
は
深
層
の
心
を
直
接
捉
え

よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
は
関
与
者
が
自
ら
の
自
他
非
分
離
の
個
人
的
な
体
験
を
自
証
し
、
記
述
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
状

況
的
認
知
論
、
心
理
臨
床
学
の
理
論
お
よ
び
そ
の
技
法
は
、
こ
の
自
証
的
体
験
が
普
遍
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
普
遍
化
は
近
代

の
知
の
い
う
そ
れ
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
個
人
的
な
体
験
に
普
遍
化
を
求
め
た
も
の
で
あ
り
、
河
合
(
-
九
八
九
）
の
い
う
「
私
」

の
科
学
（
第
一
＿
＿
章
参
照
）
に
よ
る
。

「
な
る
」
視
点
か
ら
捉
え
た
体
験
は
自
他
非
分
離
の
そ
れ
で
あ
り
、
当
然
個
人
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
体
験
に
普
遍
性
を
見
出
す

た
め
に
は
、
ま
ず
自
ら
が
か
か
わ
り
の
真
っ
直
中
に
潜
入
し
、
そ
こ
に
我
が
身
を
委
ね
て
ゆ
く
な
か
で
、
か
か
わ
り
の
過
程
を
内
か
ら
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感
知
し
、
あ
る
い
は
自
覚
し
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
自
覚
が
必
ず
し
も
的
を
射
た
も
の
で
あ
り
、
あ
る
い
は
妥

当
な
も
の
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
ま
た
、
た
と
え
そ
れ
が
妥
当
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
こ
か
ら
直
ち
に
普
遍
性
が
導
き
出
さ

れ
る
わ
け
で
も
な
い
。
普
遍
性
は
個
別
の
自
覚
の
単
な
る
集
合
で
は
な
く
、
そ
れ
以
上
の
も
の
で
あ
る
。
個
別
を
い
か
に
集
め
た
と
し

て
も
、
そ
れ
は
個
別
の
集
合
で
あ
っ
て
、
決
し
て
普
遍
的
な
も
の
と
は
な
ら
な
い
。

個
別
の
自
覚
に
普
遍
性
を
見
出
す
た
め
に
は
、
個
別
的
な
状
況
で
の
自
覚
的
体
験
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
れ
を
一
般
的
な
関
係
の
な
か

で
捉
え
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
東
洋
で
い
う
「
型
」
の
学
習
お
よ
び
そ
の
脱
学
習
に
相
当
す
る
。
な
か
で
も
、
脱
学
習
は

未
知
を
構
想
す
る
「
ひ
と
」
の
働
き
に
よ
る
（
第
13
章
参
照
）
。
未
知
の
構
想
に
は
自
他
分
離
以
前
の
体
験
、
つ
ま
り
純
粋
経
験
（
西

田
、
一
九
―
-
）
へ
の
潜
入
が
、
ま
た
そ
の
分
化
が
重
要
な
意
味
を
も
つ
。
そ
し
て
理
論
あ
る
い
は
技
法
は
、
純
粋
経
験
へ
の
潜
入
と

分
化
の
絶
え
ま
な
い
繰
り
返
し
の
所
産
で
あ
ろ
う
。

と
す
る
と
、
研
究
者
あ
る
い
は
臨
床
家
は
自
ら
の
純
粋
経
験
に
身
を
委
ね
、
そ
れ
を
自
ら
の
身
体
で
内
感
し
、
自
覚
し
て
ゆ
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
身
を
委
ね
、
か
つ
自
覚
す
る
こ
と
が
「
な
る
」
視
点
に
立
つ
際
の
必
要
条
件
で
あ
り
、
ま
た
十
分
条
件
は
そ
こ
で
の

経
験
を
意
味
あ
る
も
の
に
す
る
各
自
の
力
量
で
あ
ろ
う
。
そ
の
力
量
は
あ
る
部
分
天
賦
の
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
臨
床
家
と
し
て
の
、

ま
た
研
究
者
と
し
て
の
修
行
を
介
し
て
獲
得
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

い
ま
、
我
が
身
を
絶
え
ず
固
有
の
場
に
委
ね
、
こ
れ
ら
双
方
の
条
件
を
満
た
し
さ
え
し
て
い
れ
ば
、
「
な
る
」
視
点
か
ら
自
覚
さ
れ

た
世
界
に
意
味
を
見
出
す
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
ま
た
、
見
出
さ
れ
た
そ
の
世
界
は
、
も
う
一
方
の
「
あ
る
」
視

点
か
ら
捉
え
ら
れ
た
世
界
と
お
の
ず
と
融
合
し
て
ゆ
く
。
融
合
す
る
た
め
に
は
動
的
な
か
か
わ
り
の
過
程
を
自
他
非
分
離
の
視
点
か
ら

自
覚
し
、
必
要
な
ら
そ
れ
を
記
述
あ
る
い
は
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
か
か
わ
り
の
過
程
を
自
他
分
離
の
視
点
か
ら
対
象

化
し
て
捉
え
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
ら
双
方
を
自
ら
の
内
で
整
合
的
に
働
か
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
よ
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序章 何故に、いま、臨床認知科学か

っ
て
は
じ
め
て
な
ま
身
の
人
間
に
普
遍
性
あ
る
理
論
な
り
、
技
法
が
確
立
し
て
ゆ
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
整
合
的
な
働
き
は
、
突
き
詰
め
て
考
え
れ
ば
、
固
有
の
場
で
の
な
ま
身
の
「
ひ
と
」
の
働
き
（
第
3
章
参
照
）
と
し
て
あ
る
。

そ
の
働
き
の
展
開
を
で
き
る
か
ぎ
り
客
観
的
に
記
述
し
、
体
系
化
し
た
も
の
が
、
こ
こ
で
い
う
状
況
的
認
知
論
で
あ
り
（
現
在
の
研
究

が
状
況
に
埋
め
込
ま
れ
た
認
知
行
為
を
適
切
に
説
明
し
て
い
る
か
否
か
は
別
と
し
て
）
、
あ
る
い
は
ま
た
心
理
臨
床
学
の
理
論
で
あ
り
、

そ
の
技
法
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
理
論
あ
る
い
は
技
法
と
し
て
現
前
す
る
以
前
で
は
、
な
ま
身
の
人
と
他
者
あ
る
い
は
世
界
は
「
一
者
な

る
も
の

(
o
n
e
n
e
s
s
)
」
と
し
て
あ
り
、
不
二
体
（
第
3
章
参
照
）
を
構
成
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

不
―
一
体
を
構
成
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
は
自
他
非
分
離
の
純
粋
経
験
に
我
が
身
を
委
ね
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
そ
の

経
験
が
認
知
科
学
あ
る
い
は
心
理
臨
床
学
を
構
築
す
る
際
に
重
要
な
意
味
を
も
つ
。
研
究
者
は
自
ら
の
純
粋
経
験
を
介
し
て
認
知
科
学

あ
る
い
は
心
理
臨
床
学
を
構
築
し
て
い
る
が
、
未
だ
に
純
粋
経
験
を
理
論
的
に
捉
え
て
は
い
な
い
。
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
、
認
知
科
学

は
分
化
の
所
産
の
み
を
取
り
上
げ
、
ま
た
心
理
臨
床
学
は
分
化
以
前
の
世
界
を
問
題
に
す
る
だ
け
で
あ
る
。

い
ま
、
固
有
の
場
に
生
き
る
な
ま
身
の
人
間
の
心
を
、
あ
る
い
は
そ
の
行
動
を
直
接
捉
え
よ
う
と
す
れ
ば
、
分
化
す
る
以
前
の
純
粋

経
験
と
、
分
化
の
所
産
と
し
て
の
認
知
行
動
を
―
つ
の
も
の
と
し
て
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
固
有
環
境
の
特

性
と
そ
こ
に
生
き
る
人
び
と
の
内
的
な
世
界
を
同
時
に
捉
え
る
こ
と
で
も
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
自
他
分
離
の
も
の
の
見
方
と
自
他
分
離

以
前
の
も
の
の
見
方
を
同
時
に
あ
わ
せ
も
ち
、
し
か
も
純
粋
経
験
と
そ
の
分
化
の
所
産
で
あ
る
認
知
科
学
の
知
見
、
あ
る
い
は
心
理
臨

床
学
の
知
見
を
不
可
分
の
も
の
と
し
て
捉
え
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
た
め
に
は
、
認
知
科
学
と
心
理
臨
床
学
の
双
方
を
不

可
分
の
も
の
と
す
る
新
た
な
学
の
体
系
が
必
要
に
な
る
。
そ
れ
が
臨
床
認
知
科
学
で
あ
る
。

，
 



臨
床
認
知
科
学
の
構
築

臨
床
認
知
科
学
は
状
況
的
認
知
論
と
心
理
臨
床
学
の
理
論
を
対
峙
さ
せ
る
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
理
論
レ
ベ
ル
で
安
易
な
統
合
を
め

ざ
す
も
の
で
も
な
い
。
あ
え
て
「
臨
床
認
知
科
学
」
と
し
て
銘
打
つ
の
は
、
従
来
の
状
況
的
認
知
論
が
取
り
上
げ
な
か
っ
た
分
化
以
前

の
、
な
ま
身
の
認
知
行
為
あ
る
い
は
心
を
そ
の
守
備
範
囲
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
な
ま
身
の
認
知
行
為
、
あ
る
い

は
心
を
自
ら
の
関
与
観
察
に
よ
っ
て
捉
え
、
そ
の
個
人
的
体
験
に
―
つ
の
普
遍
性
を
求
め
て
ゆ
く
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
か
か
わ
り

の
な
か
に
埋
め
込
ま
れ
た
自
ら
の
な
ま
身
の
認
知
行
為
を
事
実
と
し
て
、
あ
る
い
は
ま
た
相
互
関
与
の
な
か
で
立
ち
現
れ
た
現
象
を
心

と
し
て
記
述
す
る
学
の
体
系
で
あ
る
。
な
ま
身
の
認
知
行
為
あ
る
い
は
心
を
研
究
し
て
ゆ
く
臨
床
認
知
科
学
に
お
い
て
は
、
認
知
科
学

と
か
心
理
臨
床
学
と
か
い
っ
た
区
分
は
必
ず
し
も
必
要
と
し
な
い
。

さ
ら
に
、
臨
床
認
知
科
学
は
広
義
の
臨
床
の
知
、
な
か
で
も
熟
達
化
の
な
か
で
獲
得
さ
れ
る
知
の
体
系
、
あ
る
い
は
そ
の
知
の
特
性

を
研
究
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
従
来
必
ず
し
も
解
明
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
臨
床
の
知
の
生
成
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
く
こ

と
に
つ
な
が
る
。
た
と
え
ば
、
優
れ
た
分
析
家
、
熟
達
者
は
固
有
の
場
で
の
か
か
わ
り
を
的
確
に
捉
え
、
必
要
に
応
じ
て
自
ら
の
力
量

を
発
揮
す
る
。
そ
の
経
験
は
常
に
主
観
的
で
あ
り
、
そ
の
つ
ど
新
し
い
も
の
で
あ
る
が
、
彼
ら
は
そ
の
経
験
を
繰
り
返
す
な
か
で
、
豊

か
に
涵
養
さ
れ
た
経
験
知
を
獲
得
し
て
ゆ
く
。
と
し
て
も
、
経
験
知
の
み
に
依
拠
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
い
か
に
熟
達
者
と
い
え
ど
も
新

た
に
直
面
し
た
問
題
を
解
決
し
、
あ
る
い
は
課
題
を
遂
行
し
て
ゆ
く
こ
と
は
難
し
い
。
も
ち
ろ
ん
新
た
な
問
題
、
課
題
を
試
行
錯
誤
的

に
解
決
し
て
ゆ
く
こ
と
も
あ
り
う
る
が
、
多
く
の
場
合
、
彼
ら
は
言
葉
に
よ
る
知
識
を
積
極
的
に
援
用
し
て
そ
れ
ら
を
解
決
し
て
ゆ
く
。

言
葉
に
よ
る
知
識
は
師
匠
、
兄
弟
子
あ
る
い
は
口
伝
、
論
文
等
か
ら
与
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
自
ら
の
思

考
の
過
程
を
言
葉
で
表
す
こ
と
で
、
そ
れ
が
問
題
解
決
の
糸
口
に
な
る
こ
と
も
決
し
て
少
な
く
な
い
は
ず
で
あ
る
。

3
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序章 何故に、いま、臨床認知科学か

臨
床
認
知
科
学
は
、
そ
の
目
的
か
ら
し
て
分
化
以
前
の
不
二
体
を
重
視
す
る
。
そ
の
た
め
、
主
観
—
客
観
関
係
を
超
え
た
よ
り
深
い

場
所
で
の
心
の
働
き
に
注
目
す
る
。
深
い
場
所
と
は
、
た
と
え
ば
主
観
ー
客
観
関
係
全
体
を
支
え
る
場
所
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
空

間
的
に
は
特
定
で
き
な
い
無
の
場
所
で
あ
り
、
あ
る
意
味
で
皮
膚
の
境
界
を
超
え
た
場
所
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
無
の
場
所
に
至
る
手

立
て
そ
の
も
の
が
、
た
と
え
ば
熟
達
化
の
過
程
に
直
接
み
て
と
れ
る
。
熟
達
者
は
新
た
な
事
態
に
直
面
す
る
と
、
状
況
に
埋
め
込
ま
れ

た
自
己
、
知
識
あ
る
い
は
課
題
を
可
視
化
し
、
ま
た
一
方
で
は
、
言
葉
を
介
し
て
新
し
い
知
識
を
取
り
入
れ
る
。
彼
ら
は
そ
れ
ら
を
統

合
あ
る
い
は
融
合
す
る
な
か
で
新
た
な
知
識
を
生
成
し
、
問
題
を
解
決
し
て
ゆ
く
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
彼
ら
は
新
た
な
知
識
を
再
び

状
況
に
埋
め
込
み
、
透
明
に
し
て
ゆ
く
。
熟
達
化
と
は
こ
の
絶
え
ま
な
い
繰
り
返
し
の
な
か
に
進
展
し
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
状
況
的
知
識
あ
る
い
は
言
葉
に
よ
る
知
識
の
い
ず
れ
を
重
視
す
る
か
は
、
熟
達
化
の
到
達
段
階
の
違
い
に
よ
っ
て
異
な

っ
て
く
る
。
熟
達
化
の
初
期
の
段
階
で
は
、
状
況
的
知
識
は
必
ず
し
も
充
分
な
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
言
葉
に
よ
る
知
識
も
充
分
に
生

か
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
人
び
と
は
言
葉
に
よ
る
知
識
を
単
に
主
観
—
客
観
関
係
の
レ
ベ
ル
で
捉
え
る
の
み
で
、
そ
の
関
係
全
体
を
支

え
る
無
の
場
所
ま
で
遡
及
し
て
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
熟
達
化
が
進
む
に
つ
れ
て
状
況
的
知
識
が
増
大
し
、
あ
る
い

は
深
化
し
、
ま
た
そ
れ
に
伴
っ
て
言
葉
に
よ
る
知
識
を
積
極
的
に
利
用
し
う
る
よ
う
に
な
る
。
や
が
て
状
況
的
知
識
と
言
葉
に
よ
る
知

識
は
装
い
を
新
た
に
し
た
い
ま
―
つ
の
知
識
と
し
て
、
直
面
し
た
課
題
の
遂
行
に
関
与
し
て
ゆ
く
。
し
か
も
、
そ
の
際
の
遂
行
に
は
身

体
が
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
熟
達
者
は
、
一
方
で
は
心
と
身
体
、
身
体
と
世
界
の
不
二
体
を
構
成
す
る
が
、
他
方
で

は
身
体
を
媒
体
と
し
て
直
接
分
化
し
て
ゆ
く
。

熟
達
者
は
容
易
に
純
粋
経
験
に
潜
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
こ
に
潜
入
し
続
け
る
こ
と
は
難
し
い
。
主
客
未
分
の
純
粋
経
験
は

や
が
て
主
体
と
客
体
に
分
化
し
て
ゆ
く
。
こ
の
よ
う
な
潜
入
と
分
化
の
絶
え
ま
な
い
繰
り
返
し
の
な
か
で
、
再
び
不
二
体
が
構
成
さ
れ

て
ゆ
く
。
そ
れ
に
伴
っ
て
熟
達
者
は
速
や
か
に
純
粋
経
験
へ
潜
入
し
、
ま
た
そ
こ
に
長
く
身
を
委
ね
う
る
よ
う
に
な
る
。
熟
達
者
は
必
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要
な
時
に
必
要
な
形
で
不
二
体
を
分
化
し
、
課
題
を
素
早
く
遂
行
し
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
。

優
れ
た
熟
達
者
は
必
ず
し
も
言
語
を
媒
体
と
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
暗
黙
の
う
ち
に
不
一
一
体
を
分
化
し
て
ゆ
く
。
そ
の
分
化
の

大
枠
は
無
意
識
的
想
起
（
川
口
、
一
九
九
四
）
の
働
き
に
よ
る
と
考
え
て
よ
い
。
こ
の
想
起
は
意
識
を
伴
わ
な
い
が
、
記
憶
内
の
情
報

を
自
動
的
に
処
理
し
、
不
二
体
を
重
み
づ
け
て
ゆ
く
。
な
か
で
も
、
そ
の
重
み
づ
け
の
多
く
は
無
意
図
的
に
想
起
さ
れ
た
も
の
に
依
っ

て
い
る
。
無
意
図
的
想
起
は
思
い
だ
そ
う
と
意
図
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ふ
と
浮
か
び
上
が
る
も
の
で
あ
り
（
小
谷
津
、
鈴
木
と

大
村
、
一
九
九
二
）
、
必
ず
し
も
言
語
化
さ
れ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
む
し
ろ
無
意
識
的
、
無
意
図
的
想
起
の
内
容
の
多
く
は
未
だ

明
確
な
言
葉
と
は
な
っ
て
い
な
い
主
体
の
思
い
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
内
容
に
関
す
る
あ
る
種
の
内
感
、
予
感
で
あ
っ
た
り
す
る
。

熟
達
者
は
そ
れ
ら
を
い
ち
い
ち
言
葉
に
置
き
換
え
る
こ
と
な
く
、
不
二
体
を
重
み
づ
け
、
分
化
あ
る
い
は
構
成
し
て
ゆ
く
。
仏
師
な
ら

そ
の
思
い
、
内
感
を
刀
で
も
っ
て
直
接
素
材
に
む
か
い
、
仏
像
を
彫
り
あ
げ
て
ゆ
く
。
そ
れ
だ
け
に
、
そ
の
内
感
あ
る
い
は
予
感
に
は

自
ら
の
身
体
が
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
。
し
か
し
必
要
な
ら
、
内
感
あ
る
い
は
予
感
の
一
部
分
を
、
た
と
え
限
界
が
あ
る
に
し
て
も
、

あ
る
程
度
ま
で
言
語
を
媒
体
に
し
て
表
出
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

不
二
体
は
、
ま
ず
暗
黙
知
（
第
3
章
参
照
）
の
レ
ベ
ル
で
重
み
づ
け
ら
れ
、
や
が
て
必
要
に
応
じ
て
言
葉
に
置
き
換
え
ら
れ
て
ゆ
く
。

暗
黙
知
の
レ
ベ
ル
で
捉
え
て
い
る
か
ぎ
り
、
不
二
体
は
必
ず
し
も
明
確
に
分
化
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
想
起
以
前
の
状
況
に
埋
め
込
ま
れ

て
い
る
。
そ
の
た
め
、
状
況
的
知
識
は
暗
黙
知
と
重
な
る
部
分
も
多
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
暗
黙
知
の
働
き
に
よ
っ
て

想
起
以
前
の
知
識
と
想
起
さ
れ
た
知
識
が
つ
な
が
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
一
方
で
は
透
明
な
状
況
的
知
識
を
内
感
し
、
他
方
で
は
そ
れ

を
言
葉
に
よ
る
知
識
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
ら
の
明
示
的
な
知
識
の
背
後
に
あ
る
深
層
の
、
無
の
場
所
に
あ
る
知

識
の
働
き
を
推
測
し
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
。

い
ま
、
無
の
場
所
に
あ
る
知
識
の
働
き
を
推
測
し
て
ゆ
く
た
め
に
は
、
ま
ず
暗
黙
知
の
働
き
を
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
わ
れ
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序章 何故に、いま、臨床認知科学か

わ
れ
は
そ
の
働
き
を
介
し
て
純
粋
経
験
の
分
化
の
過
程
を
捉
え
、
ま
た
自
己
の
内
的
な
世
界
に
言
及
し
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の

言
及
の
所
産
が
、
た
と
え
ば
言
語
を
介
し
た
自
己
の
自
覚
で
あ
る
。
暗
黙
知
に
よ
っ
て
自
己
は
固
有
の
場
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
、

超
越
的
に
捉
え
ら
れ
て
ゆ
く
が
、
そ
れ
は
未
だ
明
確
に
自
己
と
し
て
自
覚
さ
れ
て
は
い
な
い
。
や
が
て
、
超
越
的
な
自
己
は
言
語
を
介

し
た
も
う
一
方
の
自
己
と
整
合
的
に
捉
え
ら
れ
て
ゆ
く
。

無
の
場
所
に
あ
る
知
識
を
無
意
図
的
に
想
起
し
、
自
己
を
自
己
限
定
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
純
粋
経
験
に
身
を
委
ね
、
さ
ら
に
純
粋

経
験
か
ら
自
他
分
離
の
過
程
を
把
握
し
、
そ
れ
を
言
葉
に
置
き
換
え
、
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
「
何
心
も
な
く
」
あ

る
い
は
「
我
を
忘
れ
て
」
の
事
態
に
我
が
身
を
委
ね
て
い
る
と
、
無
の
場
所
か
ら
無
意
図
的
に
ふ
と
浮
か
び
上
が
り
、
想
起
さ
れ
る
も

の
が
あ
る
。
そ
れ
ら
は
未
だ
知
ら
な
い
自
己
の
特
性
で
あ
っ
た
り
、
課
題
の
特
性
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
解
決
へ
の
手
掛
か
り
で
あ

っ
た
り
す
る
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
ら
に
基
づ
い
て
そ
の
背
後
に
あ
る
深
層
の
世
界
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
、
そ
の
内
実
を
表
出
し
て
ゆ
く

こ
と
が
あ
る
。
そ
の
表
出
の
所
産
が
創
造
行
為
で
あ
り
、
あ
る
い
は
作
品
で
あ
る
。
そ
し
て
、
深
層
の
世
界
を
表
出
し
て
ゆ
く
方
法
が

「
想
起
的
構
成
と
分
化
」
の
そ
れ
で
あ
る
。
臨
床
認
知
科
学
は
、
こ
の
方
法
を
経
て
立
ち
現
れ
た
諸
事
実
を
も
と
に
構
築
さ
れ
た
学
の

体
系
で
あ
る
。

「
想
起
的
構
成
と
分
化
」
の
方
法
は
、
個
人
的
な
体
験
の
本
質
を
見
極
め
、
ま
た
そ
の
普
遍
化
を
は
か
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
決
し

て
特
定
の
個
人
、
あ
る
い
は
特
定
の
体
験
に
限
定
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
日
々
の
生
き
る
こ
と
そ
れ
自
体
が
こ

こ
で
い
う
体
験
で
あ
り
、
そ
れ
は
長
い
時
間
を
か
け
て
蓄
積
さ
れ
て
き
た
も
の
の
現
れ
で
あ
る
。
い
ま
、
純
粋
経
験
を
伴
う
体
験
で
あ

る
な
ら
ば
、
た
と
え
そ
れ
が
誰
の
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
個
人
的
体
験
で
あ
ろ
う
と
も
、
固
有
の
場
で
の
「
わ
ざ
」
の
実
践
者
、
「
な

る
」
視
点
に
立
つ
記
述
者
、
さ
ら
に
は
「
あ
る
」
視
点
に
立
っ
て
捉
え
た
最
先
端
の
知
の
体
系
を
あ
わ
せ
も
っ
て
い
る
か
ぎ
り
、
彼
は

自
ら
の
体
験
の
意
味
を
、
ま
た
体
験
を
介
し
て
立
ち
現
れ
た
世
界
を
正
確
に
捉
え
て
、
そ
れ
ら
を
無
の
場
所
に
し
ず
め
て
い
る
は
ず
で
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本
書
は
、
「
想
起
的
構
成
と
分
化
」
の
手
法
で
立
ち
現
れ
た
事
実
あ
る
い
は
世
界
を
自
ら
の
「
な
る
」
視
点
か
ら
捉
え
、
そ
の
知
見

を
体
系
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
体
系
化
は
決
し
て
主
観
的
な
も
の
で
は
な
い
。
も
う
一
方
の
「
あ
る
」
視
点
か
ら
捉
え
ら
れ
た
事

実
と
整
合
性
を
も
つ
こ
と
か
ら
、
そ
の
体
系
化
は
客
観
的
な
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
自
ら
の
経
験
を
無
の
場
所
に
し
ず
め
、
そ

こ
か
ら
無
意
図
的
に
想
起
さ
れ
た
諸
事
象
か
ら
世
界
を
、
自
己
を
再
構
築
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
構
築
さ
れ
た
自
己

と
世
界
と
の
動
的
な
関
係
を
状
況
的
認
知
論
の
展
開
の
な
か
に
映
し
出
し
て
ゆ
く
。
そ
し
て
動
的
な
関
係
を
映
し
出
す
こ
と
が
、
も
う

一
方
の
心
理
臨
床
学
の
目
的
と
深
く
か
か
わ
っ
て
く
る
。
こ
れ
ら
双
方
を
不
可
分
の
も
の
と
し
た
学
の
体
系
が
、
す
な
わ
ち
臨
床
認
知

科
学
で
あ
る
。

本
書
は
序
章
、
第
I
部
、
第
II
部
、
第
III
部
、
第
W
部
お
よ
び
終
章
か
ら
な
る
。

II 

あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
彼
は
必
要
に
応
じ
て
無
の
場
所
に
あ
る
知
識
の
働
き
を
的
確
に
把
握
し
て
ゆ
く
こ
と
も
で
き
る
。

と
こ
ろ
が
、
た
と
え
そ
れ
を
的
確
に
把
握
す
る
と
し
て
も
、
「
想
起
的
構
成
と
分
化
」
の
方
法
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
た
世
界
が
深
層

の
世
界
と
は
別
物
で
あ
っ
た
り
、
時
に
は
偽
り
の
も
の
で
あ
っ
た
り
す
る
可
能
性
は
否
定
し
え
な
い
。
し
か
し
、
想
起
、
構
成
あ
る
い

は
分
化
が
固
有
の
場
で
行
わ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
偽
り
と
い
っ
た
問
題
は
起
こ
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
も
の
を
作
る
、

仏
像
を
彫
る
、
と
い
っ
た
場
合
、
偽
り
の
想
起
か
ら
は
満
足
の
ゆ
く
も
の
は
決
し
て
立
ち
現
れ
て
こ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
お
の
ず
と
場

の
も
つ
働
き
が
偽
り
の
そ
れ
ら
を
排
除
し
て
ゆ
く
と
考
え
て
よ
い
。

本
書
の
構
成
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序章 何故に、いま、臨床認知科学か

第
I
部
「
臨
床
認
知
科
学
の
構
築
に
む
け
て
」
で
は
、
臨
床
認
知
科
学
の
基
底
に
あ
る
概
念
、
考
え
を
明
確
に
す
る
。
ま
ず
、
イ
ン

ド
で
の
個
人
的
体
験
あ
る
い
は
仏
像
彫
刻
で
の
そ
れ
を
取
り
上
げ
、
こ
れ
ら
の
体
験
を
固
有
の
場
に
意
味
づ
け
、
そ
れ
を
経
験
と
し
て

ゆ
く
過
程
を
―
つ
の
事
例
と
し
て
記
述
し
て
ゆ
く
。
い
ず
れ
も
固
有
の
場
で
の
状
況
的
知
識
と
言
葉
に
よ
る
知
識
と
の
せ
め
ぎ
あ
い
か

ら
な
る
動
的
な
体
験
で
あ
る
（
第
1
章
参
照
）
。
動
的
な
か
か
わ
り
の
過
程
を
的
確
に
把
握
し
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
生
き
生
き
と
説
明

す
る
理
論
は
生
気
論
の
そ
れ
で
あ
っ
て
、
機
械
論
の
そ
れ
で
は
な
い
。
生
気
論
の
視
点
に
立
つ
こ
と
は
、
情
報
処
理
の
枠
組
み
を
超
え

た
新
た
な
発
想
か
ら
認
知
研
究
を
、
さ
ら
に
は
臨
床
研
究
を
捉
え
直
す
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。
そ
こ
に
融
合
理
論
が
生
ま
れ
る
（
第
2

章
参
照
）
。
そ
の
捉
え
直
し
は
「
ひ
と
」
の
働
き
を
駆
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
可
能
に
な
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
働
き
を
純
粋

経
験
へ
の
潜
入
と
分
化
、
あ
る
い
は
暗
黙
知
と
の
関
連
で
捉
え
、
さ
ら
に
は
純
粋
経
験
を
支
え
る
不
二
体
に
言
及
す
る
（
第
3
章
参

照
）
。
不
二
体
は
動
的
な
関
係
の
な
か
で
重
み
づ
け
ら
れ
、
や
が
て
主
体
と
客
体
へ
と
分
化
し
て
ゆ
く
。
そ
の
際
の
重
み
づ
け
、
さ
ら

に
は
分
化
の
媒
体
で
あ
る
言
語
お
よ
び
身
体
の
働
き
か
ら
、
自
己
組
織
化
の
過
程
を
み
て
ゆ
く
（
第
4
章
参
照
）
。

次
に
、
第
II
部
「
状
況
に
よ
る
支
援
」
で
は
、
状
況
的
認
知
論
に
関
す
る
研
究
か
ら
行
為
が
状
況
の
支
援
と
制
約
の
も
と
で
遂
行
さ

れ
て
ゆ
く
過
程
を
解
明
す
る
。
そ
の
過
程
の
解
明
は
臨
床
認
知
科
学
の
具
体
的
展
開
で
も
あ
る
。
人
び
と
は
状
況
に
よ
る
支
援
を
受
け

て
主
体
と
客
体
、
あ
る
い
は
心
と
身
体
と
い
っ
た
二
元
対
立
を
克
服
す
る
な
か
で
、
一
方
で
は
不
二
体
を
構
成
し
、
他
方
で
は
不
二
体

を
分
化
し
て
ゆ
く
。
い
ま
、
状
況
に
埋
め
込
ま
れ
た
知
識
あ
る
い
は
行
為
を
的
確
に
説
明
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
心
理
学
者
の
心
を
捉

え
て
離
さ
な
い
表
象
主
義
の
限
界
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
表
象
と
は
認
知
を
説
明
す
る
た
め
の
内
的
な
「
装
置
」
で
あ
り
、

こ
れ
を
重
視
す
る
表
象
主
義
者
は
頭
の
な
か
の
表
象
が
行
動
を
生
成
し
、
あ
る
い
は
制
御
す
る
と
い
う
（
第
5
章
参
照
）
。
し
か
し
、

認
知
は
状
況
に
埋
め
込
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
生
体
の
頭
の
な
か
に
あ
る
表
象
あ
る
い
は
階
層
構
造
的
な
行
為
の
プ
ラ
ン
に
基
づ
い
た

も
の
で
は
な
い
。
状
況
的
認
知
論
か
ら
す
れ
ば
、
主
体
が
捉
え
た
外
の
状
態
が
次
な
る
行
為
を
直
接
的
に
制
約
し
、
ま
た
現
在
の
対
象
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の
状
態
が
自
ら
の
行
為
と
の
関
連
で
知
覚
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
っ
て
、
双
方
は
分
か
ち
が
た
い
関
係
と
し
て
あ
る
（
第
6
章
参
照
）
。

そ
の
よ
う
な
状
況
に
埋
め
込
ま
れ
た
知
識
は
透
明
で
あ
り
、
不
二
体
と
し
て
あ
る
。
不
二
体
は
純
粋
経
験
を
介
し
て
確
実
に
分
化
し
て

ゆ
く
。
そ
の
際
、
科
学
言
語
を
媒
体
と
し
て
分
化
し
て
ゆ
く
と
、
ど
う
し
て
も
限
界
が
生
じ
る
。
そ
の
限
界
を
克
服
す
る
一
っ
が
、
た

と
え
ば
「
わ
ざ
」
言
語
で
あ
る
（
第
7
章
参
照
）
。
分
化
の
媒
体
は
わ
れ
わ
れ
の
生
き
ら
れ
る
世
界
、
生
活
世
界
の
な
か
に
埋
め
込
ま

れ
た
も
の
で
あ
り
、
文
化
の
固
有
性
の
根
源
で
も
あ
る
。
そ
の
最
た
る
も
の
が
言
語
で
あ
り
、
社
会
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
道
具
で
あ
る
。

人
は
外
在
す
る
事
物
、
道
具
さ
ら
に
は
他
者
と
い
っ
た
機
能
的
資
源
（
リ
ソ
ー
ス
）
の
支
援
を
受
け
て
世
界
を
認
知
し
て
ゆ
く
が
、
そ

の
際
の
支
援
は
同
時
に
制
約
に
も
な
る
（
第
8
章
参
照
）
。

さ
ら
に
、
第
III
部
「
何
を
獲
得
す
る
の
か
」
で
は
、
状
況
に
よ
る
支
援
と
制
約
の
も
と
で
の
獲
得
過
程
、
さ
ら
に
は
そ
の
所
産
に
言

及
す
る
。
身
体
は
、
一
方
で
は
い
ま
•
こ
こ
に
厳
し
く
制
約
さ
れ
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
が
、
他
方
で
は
そ
の
制
約
を
克
服
す
る

な
か
で
固
有
の
場
に
ふ
さ
わ
し
い
身
体
に
な
っ
て
ゆ
く
。
そ
れ
が
獲
得
さ
れ
た
身
体
で
あ
り
、
状
況
と
不
二
体
を
構
成
し
た
生
け
る
身

体
で
あ
る
。
生
け
る
身
体
は
世
界
と
、
あ
る
い
は
自
己
の
不
二
体
と
し
て
あ
り
、
そ
れ
は
動
的
な
か
か
わ
り
の
真
っ
直
中
に
あ
る
（
第

9
章
参
照
）
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
生
け
る
身
体
は
事
実
の
知
と
や
り
方
の
知
と
い
う
二
元
対
立
を
克
服
す
る
な
か
で
立
ち
現
れ
た
も

の
で
あ
り
、
知
性
的
技
能
と
し
て
あ
る
。
こ
の
技
能
に
支
え
ら
れ
て
「
わ
ざ
」
が
発
揮
さ
れ
て
ゆ
く
。
ま
た
、
知
性
的
技
能
は
熟
練
の

ア
イ
デ
ン
テ
イ
テ
ィ
あ
る
い
は
自
己
の
確
立
と
も
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
（
第
1
0
章
参
照
）
。
い
ま
、
生
け
る
身
体
が
知
性
的
技
能
と

し
て
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
知
性
的
技
能
そ
の
も
の
を
つ
き
つ
め
て
ゆ
け
ば
、
そ
れ
は
記
憶
と
し
て
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
記
憶
は
従

来
の
記
銘
で
は
な
く
、
不
二
体
の
分
化
と
し
て
の
想
起
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
状
況
的
認
知
論
が
ま
ず
超
え
る
べ
き
と
こ
ろ
は
、
た
と

え
ば
心
理
療
法
が
無
意
識
の
領
域
を
組
み
入
れ
て
深
遠
な
理
論
を
構
築
し
て
い
る
よ
う
に
、
い
か
に
暗
黙
の
、
前
言
語
的
な
記
憶
を
そ

の
理
論
の
な
か
に
組
み
入
れ
て
ゆ
く
か
で
あ
る
。
そ
の
記
憶
は
、
た
と
え
ば
不
二
体
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
頭
の
な
か
に
あ
る
の
で
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序章 何故に、いま、臨床認知科学か

は
な
く
生
け
る
身
体
に
、
さ
ら
に
は
自
己
と
世
界
と
の
あ
い
だ
に
あ
る
（
第
11
章
参
照
）
。
知
性
的
技
能
の
特
性
か
ら
し
て
そ
れ
を
他

者
に
伝
授
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
熟
達
者
が
そ
れ
を
身
に
つ
け
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
伝
授
の
難
し
さ
を
充
分
に
自
覚
し
て
、

な
お
そ
れ
を
伝
え
よ
う
と
し
た
学
び
の
場
が
あ
る
。
そ
れ
が
徒
弟
制
で
あ
り
、
正
統
的
周
辺
参
加
の
い
う
実
践
共
同
体
で
あ
る
（
第
1
2

章
参
照
）
。

最
後
に
、
第

w部
「
私
と
い
う
も
の
」
で
は
、
状
況
に
よ
る
支
援
と
制
約
の
も
と
で
獲
得
さ
れ
た
生
け
る
身
体
、
知
性
的
技
能
、
さ

ら
に
は
深
層
の
記
憶
に
よ
っ
て
、
一
体
「
私
」
が
ど
の
よ
う
に
構
築
さ
れ
て
ゆ
く
の
か
、
そ
の
過
程
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
く
。
ま
ず
、

自
己
は
そ
れ
自
体
「
あ
る
」
も
の
で
は
な
い
。
自
己
は
か
か
わ
り
の
な
か
で
構
築
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
‘
―
つ
の
通
過
点
と
し
て
そ
の

つ
ど
立
ち
現
れ
る
。
こ
の
意
味
で
、
自
己
は
「
な
る
」
こ
と
と
し
て
あ
る
。
人
び
と
は
未
知
の
自
己
を
構
想
し
、
そ
れ
を
感
知
し
な
が

ら
自
己
知
を
獲
得
し
て
ゆ
く
。
そ
れ
は
豊
か
に
涵
養
さ
れ
た
「
ひ
と
」
の
働
き
の
所
産
で
あ
る
（
第
1
3
章
参
照
）
。
そ
し
て
、
人
び
と

は
自
己
知
を
因
果
連
関
的
に
把
握
す
る
こ
と
で
自
己
の
素
朴
理
論
を
構
築
し
て
ゆ
く
。
素
朴
理
論
は
自
ら
の
行
為
の
集
積
の
な
か
で
精

緻
化
さ
れ
、
そ
れ
と
あ
い
と
も
な
っ
て
私
と
い
う
も
の
が
確
立
す
る
（
第
1
4
章
参
照
）
。
私
と
い
う
も
の
は
主
観
ー
客
観
関
係
を
支
え

る
意
識
を
超
越
し
て
、
そ
の
関
係
全
体
を
支
え
る
無
の
場
所
に
生
け
る
身
体
と
し
て
あ
る
が
、
生
け
る
身
体
と
い
え
ど
も
確
実
に
死
に

直
面
す
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
。
死
が
無
に
帰
す
こ
と
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
耐
え
が
た
い
も
の
と
な
る
。
そ
こ
で
、
イ
ン
ド

の
人
び
と
は
生
死
を
超
越
し
た
よ
り
高
い
自
己
を
希
求
す
る
な
か
で
、
た
と
え
ば
輪
廻
転
生
の
思
想
に
到
達
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
生
死

を
超
越
し
た
私
は
意
識
に
埋
め
込
ま
れ
た
身
体
と
し
て
あ
る
（
第
1
5
章
参
照
）
。

以
上
の
論
の
展
開
を
踏
ま
え
て
、
終
章
「
さ
ら
な
る
展
開
に
む
け
て
」
で
は
、
ニ
―
世
紀
の
心
理
学
の
あ
り
方
を
筆
者
な
り
に
提
言

し
て
ゆ
く
。
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