
ロ
ー
タ
ッ
カ
ー
の

本
論
文
は
、

『
哲
学
的
人
間
学
』

人
間
本
質
と
し
て
の

エ
ー
リ
ッ
ヒ
・
ロ
ー
タ
ッ
カ
ー

(Erich
R
o
t
h
a
c
k
e
r
)

の
人
間
学
上
の
代
表
作
『
哲
学
的
人
間
学
』

(Philosophische

Anthropologie、
1
9
6
4
.
)

を
中
心
的
に
取
り
上
げ
、
彼
の
人
間
学
に
於
け
る
根
本
的
着
想
を
鮮
明
に
し
、
そ
の
う
え
で
、
「
行
為
」
が
人
間

本
質
を
最
も
明
確
に
す
る
、
と
い
う
こ
と
の
意
義
を
考
究
す
る
。

マ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ー
ラ
ー

(
M
a
x
Scheler)

を
創
始
者
と
す
る
「
哲
学
的
人
間
学
」

(Philosophische
A
n
t
h
r
o
p
o
l
o
g
i
e
)

の
思
想

潮
流
は
、
二

0
世
紀
前
半
以
降
、
い
く
ら
か
の
思
想
展
開
を
見
せ
な
が
ら
も
、
現
代
哲
学
の
一
流
派
と
し
て
は
退
潮
の
一
途
を
辿
っ
て
い

る
。
顧
み
れ
ば
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
が
人
間
学
を
提
唱
し
た
時
期
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
と
第
二
次
世
界
大
戦
と
の
間
の
戦
間
期
で
あ
っ
た
。

こ
の
当
時
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
、
最
初
の
大
規
模
戦
争
と
そ
の
悲
惨
な
結
末
を
経
験
し
、
と
り
わ
け
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
敗
戦
国
ド
イ
ツ

で
は
、
戦
争
に
対
す
る
多
額
の
賠
償
金
と
そ
れ
に
伴
う
経
済
的
疲
弊
や
社
会
的
不
安
の
中
で
、
や
が
て
ナ
チ
ス
が
権
力
を
掌
握
し
、
第
二

次
世
界
大
戦
へ
と
突
入
し
て
ゆ
く
暗
い
時
代
で
あ
っ
た
。
ナ
チ
ス
は
、
歴
史
か
ら
消
去
す
る
こ
と
の
で
き
ぬ
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
と
い
う
蛮
行

ロ
ー
タ
ッ
カ
ー
の
『
哲
学
的
人
間
学
』
に
於
け
る
人
間
本
質
と
し
て
の
「
行
為
」

六

窪
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ロ
ー
タ
ッ
カ
ー
の
『
哲
学
的
人
間
学
』
に
於
け
る
人
間
本
質
と
し
て
の
「
行
為
」

を
犯
し
た
が
、
「
哲
学
的
人
間
学
」
の
ゲ
ー
レ
ン
、
ロ
ー
タ
ッ
カ
ー
等
は
、
ナ
チ
ズ
ム
に
政
治
的
に
加
担
し
て
い
た
哲
学
者
で
も
あ
る

(
1
)
0

そ
れ
で
は
、
今
、
何
故
、
我
々
は
ロ
ー
タ
ッ
カ
ー
の
人
間
学
を
取
り
上
げ
る
の
か
。
思
う
に
、
「
哲
学
的
人
間
学
」
と
い
う
、
人
間
の

新
た
な
自
己
認
識
へ
の
強
い
要
求
は
、
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
暗
滸
た
る
社
会
状
況
の
中
で
生
じ
た
知
識
人
の
不
安
と
切
り
離
す
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
本
来
、
「
人
間
と
は
何
か
」
と
い
う
自
己
省
察
の
試
み
は
、
絶
望
・
過
誤
・
精
神
的
混
迷
と
い
っ
た
要

素
を
度
外
視
し
て
生
じ
得
る
も
の
で
は
な
い
。
人
間
は
、
何
ら
か
の
具
体
的
な
試
練
を
経
験
せ
ず
し
て
、
自
ら
を
知
ろ
う
と
す
る
貴
重
な

契
機
を
掴
む
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
ロ
ー
タ
ッ
カ
ー
が
そ
の
最
晩
年
に
残
し
た
人
間
学
上
の
業
績
こ
そ

は
、
歴
史
の
逆
説
と
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
二
度
の
世
界
大
戦
の
中
で
経
験
し
た
大
量
殺
裁
と
い
う
、
重
い
現
実
を
掻
い
潜
っ
た
果
て
に

結
晶
し
た
重
要
な
人
間
像
な
の
で
あ
る
(
2
)

。
の
み
な
ら
ず
、
現
代
の
人
間
に
関
す
る
諸
科
学
は
、
研
究
の
専
門
化
の
進
展
に
よ
っ
て
も
、

人
間
の
全
体
像
を
明
瞭
に
は
把
握
し
得
ず
、
む
し
ろ
、
こ
れ
を
喪
失
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
時
、
か
つ
て
、
哲
学
者
の
側
か
ら
研
究
の

核
心
的
な
課
題
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
「
哲
学
的
人
間
学
」
の
思
想
潮
流
に
、
時
代
的
な
制
約
を
超
え
て
、
ま
だ
、
な
ん
ら
か
の
可
能
性
を

見
出
せ
る
点
が
あ
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
論
文
は
、
そ
う
し
た
試
み
の
一
っ
と
し
て
、
ロ
ー
タ
ッ
カ
ー
の
人
間
学
を
取
り
上
げ
る
も

の
で
あ
る
(
3
)

。

我
々
は
ま
ず
、
第
一
章
に
於
い
て
、
ロ
ー
タ
ッ
カ
ー
人
間
学
の
着
想
の
基
盤
と
し
て
、
人
間
は
如
何
に
自
己
の
現
実
に
対
面
し
な
が
ら

世
界
を
形
成
す
る
の
か
、
と
い
う
点
を
論
ず
る
。
こ
れ
は
、
我
々
が
彼
の
人
間
学
の
根
本
を
明
ら
か
に
す
る
う
え
で
、
不
可
欠
の
論
点
と

な
る
も
の
で
あ
る
。

第
二
章
で
は
、
ロ
ー
タ
ッ
カ
ー
が
、
人
間
本
質
を
明
ら
か
に
す
る
う
え
で
「
行
為
」
を
重
視
し
て
い
る
点
を
考
究
し
な
が
ら
、
こ
の
論

点
が
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
人
間
学
を
批
判
す
る
中
で
具
体
化
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
点
を
論
じ
た
い
。

最
終
章
で
は
、
「
行
為
」
の
特
質
は
、
人
間
が
有
限
性
を
自
覚
し
た
時
に
最
も
意
義
の
あ
る
形
を
取
る
、
と
い
う
点
を
明
確
に
す
る
。

六
四



ロ
ー
タ
ッ
カ
ー
は
、
『
哲
学
的
人
間
学
』
（
以
下
、
『
人
間
学
』
と
略
記
）
に
於
い
て
、
人
間
は
自
然
の
一
部
で
あ
る
が
故
に
、
自
然
界

を
す
べ
て
解
釈
し
尽
く
す
、
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
考
え
て
い
る

(
V
g
l
.
P
A
、S
6
8
)

。
し
か
し
、
知
識
の
空
所
と
し
て
の
カ
オ

ス
、
あ
る
い
は
、
あ
る
が
ま
ま
の
世
界
は
、
人
間
の
精
神
活
動
の
集
積
に
よ
っ
て
、
次
第
に
秩
序
付
け
ら
れ
て
ゆ
く
。
ロ
ー
タ
ッ
カ
ー

は
、
人
間
が
自
己
の
周
囲
に
解
釈
に
よ
っ
て
秩
序
付
け
て
ゆ
く
活
動
空
間
を
「
現
実
」

(W巳ハ野
g
k
e
i
t
)

と
呼
び
、
こ
う
し
た
解
釈
の
総

体
を
「
世
界
」

(Welt)

と
表
現
し
て
い
る

(
V
g
l
.
P
A
、S
7
2
)
。

「
人
間
は
、
自
ら
の
世
界
を
案
出
す
る
。
人
間
の
解
釈
は
、
ま
さ
に
現
実
的
な
も
の
と
関
係
し
て
お
り
、
そ
し
て
、
こ
の
現
実
的
な
も

の
は
、
人
間
に
対
し
て
特
定
の
顔
を
見
せ
る
。
現
実
的
な
も
の
は
、
自
ら
を
こ
の
よ
う
に
解
釈
さ
せ
る
。
そ
れ
は
‘
―
つ
の
客
観
的
な

局
面
を
持
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
我
々
が
人
間
的
な
先
入
観
、
認
識
形
式
、
直
観
形
式
を
纏
っ
て
現
実
へ
臨
む
際
に
、
現
実
そ
れ
自
身

が
見
せ
る
顔
で
あ
る
。
」

(
P
A
、S
7
2
,
7
3
)

右
の
如
く
、

ロ
ー
タ
ッ
カ
ー
は
、
人
間
の
解
釈
の
集
積
は
い
つ
も
現
実
的
な
も
の
と
結
び
付
い
て
い
る
、
と
考
え
て
い
る
が
、
こ
こ
で

ロ
ー
タ
ッ
カ
ー
の
『
哲
学
的
人
間
学
』
に
於
け
る
人
問
本
質
と
し
て
の
「
行
為
」

．
 

ヽ

ロ
ー
タ
ッ
カ
ー
の
人
間
学
は
、
人
間
の
実
存
を
明
瞭
に
し
な
が
ら
、
そ
の
存
在
の
根
本
的
意
味
を
問
い
得
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
。

我
々
は
、
こ
う
し
た
点
を
最
終
的
に
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
。

空
無
と
し
て
の
自
然
と
人
間
の

「
環
境
世
界
」

六
五



言
う
「
現
実
」
と
は
、
あ
く
ま
で
、
人
間
が
関
わ
り
合
う
自
然
と
の
結
び
付
き
の
中
で
構
築
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
人
間
が
ま
っ
た
く
存

在
し
て
い
な
い
場
合
に
は
生
じ
得
な
い
も
の
で
あ
る
。
人
間
が
、
流
動
し
て
止
ま
ぬ
自
然
に
対
し
て
恐
怖
し
な
が
ら
、
唯
、
手
を
こ
ま
ね

い
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
何
ら
か
の
態
度
を
取
っ
て
生
き
よ
う
と
す
る
時
、
自
然
は
、
或
る
「
現
実
」
と
し
て
の
自
ら
の
相
貌
を
示
す
。

こ
の
よ
う
な
形
で
自
然
が
見
せ
る
顔
は
、
人
間
の
精
神
活
動
に
よ
り
そ
の
周
囲
に
結
晶
化
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
多
く
の
湯
合
、
言
語
に

よ
っ
て
、
総
体
的
な
「
世
界
」
と
し
て
の
諸
々
の
意
味
が
固
定
化
さ
れ
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
。

通
常
、
現
代
社
会
で
は
、
個
々
の
人
間
が
如
何
に
し
て
自
ら
の
生
を
営
ん
で
ゆ
く
の
か
、
と
い
う
不
安
定
な
性
質
の
問
題
は
、
か
な
り

の
程
度
、
自
己
が
属
す
る
社
会
の
習
慣
、
道
徳
、
法
規
制
等
に
よ
っ
て
覆
い
隠
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
我
々
は
、
ど
の
よ
う
な
時
代

で
あ
っ
て
も
、
歴
史
を
有
す
る
共
同
体
の
中
に
生
ま
れ
て
く
る
も
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
共
同
体
の
具
体
的
な
在
り
方
に
促
さ
れ
る
よ
う

に
し
て
、
自
己
に
関
す
る
態
度
、
あ
る
い
は
周
辺
状
況
に
対
す
る
認
知
の
在
り
方
を
形
作
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
ロ
ー
タ
ッ
カ
ー
は
、
人

間
が
自
ら
に
向
き
合
っ
て
、
そ
の
存
在
の
根
本
的
な
特
質
を
問
う
て
ゆ
く
為
に
、
次
の
よ
う
な
観
点
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
。
つ
ま
り
、

自
ら
も
自
然
の
一
部
で
あ
る
人
間
が
、
自
然
と
の
結
び
付
き
を
根
源
的
に
反
省
し
な
が
ら
、
再
度
、
如
何
に
し
て
自
然
に
対
処
す
る
の
か

を
問
題
に
す
る
場
合
、
自
然
は
―
つ
の
「
現
実
」
と
し
て
、
如
何
な
る
面
を
人
間
に
見
せ
る
も
の
な
の
か
、
と
。

こ
う
い
っ
た
論
点
に
関
連
す
る
も
の
と
し
て
、
『
人
間
学
』
で
は
、
人
間
に
と
っ
て
の
「
現
実
」
が
形
成
さ
れ
る
以
前
の
自
然
界
が
、

ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
想
像
す
る
こ
と
は
、
人
間
の
存
在
論
的
な
特
質
を
考
え
る
う
え
で
肝
要
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
同
書

で
は
、
ま
だ
我
々
が
、
足
を
踏
み
入
れ
た
こ
と
の
な
い
太
古
の
時
代
の
風
景
が
想
像
さ
れ
て
い
る
。
ー
ー
太
陽
の
下
に
広
が
る
海
、
砂

浜
、
そ
し
て
岩
場
に
は
洞
窟
が
暗
い
口
を
あ
け
て
お
り
、
そ
の
背
後
に
は
、
一
方
で
、
高
い
山
脈
が
つ
ら
な
り
、
他
方
で
は
、
灌
木
や
林

と
い
っ
た
平
地
が
広
が
っ
て
い
る
。
山
脈
に
は
種
々
の
獣
が
動
き
回
っ
て
お
り
、
川
に
は
魚
が
泳
い
で
い
る
。
川
の
水
は
谷
を
め
ぐ
り
、

や
が
て
海
へ
と
注
ぎ
込
む
。
海
に
も
又
、
多
種
多
様
な
生
物
が
生
息
し
て
い
る
。
上
空
に
は
、
数
多
く
の
鳥
が
羽
ば
た
い
て
い
る
だ
ろ

ロ
ー
タ
ッ
カ
ー
の
『
哲
学
的
人
間
学
』
に
於
け
る
人
間
本
質
と
し
て
の
「
行
為
」

六
六



六
七

う
。
こ
う
し
た
も
の
の
す
べ
て
の
上
に
輝
く
太
陽
は
や
が
て
沈
み
、
夜
が
到
来
す
る
。
夜
の
間
に
も
、
自
然
界
は
様
々
な
形
で
動
き
続
け

る

(
V
g
l
.
P
A
、S
6
2
,
6
3
)

ー
し
か
し
、
ロ
ー
タ
ッ
カ
ー
は
、
こ
の
よ
う
に
、
人
間
と
は
無
縁
の
状
態
で
横
た
わ
っ
て
い
る
自
然
界
を
想
像

し
た
あ
と
で
、
次
の
如
く
述
べ
て
い
る
。

「
熟
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
ま
っ
た
く
人
間
と
無
縁
な
風
景
の
中
に
、
我
々
に
よ
っ
て
記
述
さ
れ
た
す
べ
て
の
事
柄

は
、
も
し
か
す
る
と
、
何
百
万
年
に
も
渡
っ
て
寸
分
も
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？
そ
う
い
う
も
の
は
、
些
か
も
存
在

し
な
か
っ
た
の
だ
。
風
景
と
い
う
も
の
は
、
我
々
が
心
得
て
い
る
言
葉
の
意
味
で
は
存
在
し
な
か
っ
た
し
、
浜
辺
も
、
山
岳
地
帯
も
、

入
江
も
、
山
も
、
森
林
も
、
泉
も
、
洞
穴
等
も
、
何
一
っ
と
し
て
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
」

(
P
A、S
6
3
)

ロ
ー
タ
ッ
カ
ー
は
、
我
々
に
と
っ
て
自
明
な
自
然
の
風
景
は
、
人
間
の
解
釈
と
は
無
縁
な
場
面
で
は
、
ま
っ
た
く
存
在
す
る
筈
が
な

い
、
と
考
え
て
い
る
の
だ
。
彼
は
、
人
間
不
在
の
風
景
の
中
に
到
来
す
る
夜
も
又
、
人
間
が
考
え
る
夜
で
は
な
い
だ
ろ
う
、
と
述
べ
て
い

る

(
V
g
l
.
P
A
、S
6
5
)
。
人
間
の
い
な
い
自
然
界
で
は
、
夜
と
い
う
も
の
さ
え
無
い
。
我
々
の
解
釈
が
入
り
込
ん
で
い
な
い
世
界
は
、
我
々

に
と
っ
て
空
無
な
の
で
あ
る
。
普
段
、
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
知
識
は
、
伝
統
的
に
形
成
さ
れ
た
共
通
の
解
釈
の
地
平
を
基
盤
に
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
る
世
界
は
、
共
同
体
の
中
で
歴
史
的
に
そ
の
大
枠
が
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
共
に
歴
史
を
紡
ぎ
あ

げ
る
多
く
の
他
者
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
支
え
ら
れ
て
い
る
。
我
々
は
、
数
多
の
他
者
と
の
協
力
関
係
に
よ
っ
て
、
自
己
が
生
き
る
世
界
に

関
す
る
認
識
の
空
所
を
補
う
の
で
あ
る
。

自
然
界
の
中
で
、
最
初
か
ら
、
我
々
に
と
っ
て
自
明
な
も
の
は
存
在
し
な
い
。
我
々
は
、
本
論
文
に
於
い
て
、
ま
ず
、
こ
う
い
っ
た

ロ
ー
タ
ッ
カ
ー
の
問
題
意
識
を
重
視
す
る
。
人
間
は
、
何
時
の
時
代
に
あ
っ
て
も
、
自
己
に
向
か
っ
て
問
い
か
け
、
自
己
を
解
釈
し
よ
う

ロ
ー
タ
ッ
カ
ー
の
『
哲
学
的
人
間
学
』
に
於
け
る
人
間
本
質
と
し
て
の
「
行
為
」



ロ
ー
タ
ッ
カ
ー
の
『
哲
学
的
人
間
学
』
に
於
け
る
人
間
本
質
と
し
て
の
「
行
為
」

と
し
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
精
神
活
動
は
、
自
然
界
が
如
何
な
る
も
の
か
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
努
力
と
表
裏
一
体
の
も
の
で
あ
る
。
と

り
わ
け
、
近
代
以
降
、
多
様
な
社
会
秩
序
、
文
化
様
式
、
あ
る
い
は
個
々
の
専
門
分
野
の
形
成
の
為
に
、
そ
れ
ぞ
れ
明
確
な
人
間
像
が
必

要
と
さ
れ
て
き
た
。
こ
う
し
た
中
で
、
二

0
世
紀
に
な
り
、
「
哲
学
的
人
間
学
」
の
思
想
潮
流
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
動
物
行
動
学
者

ュ
ク
ス
キ
ュ
ル
は
、
人
間
を
含
め
た
す
べ
て
の
動
物
種
が
、
種
独
特
の
諸
器
官
の
構
造
と
機
能
に
相
関
性
を
持
つ
固
有
な
「
環
境
世
界
」

(Umwelt)
を
形
成
し
て
生
き
て
い
る
、
と
説
い
た
(
4
)
。
ロ
ー
タ
ッ
カ
ー
は
、
こ
の
所
説
を
支
持
し
て
、
人
間
が
生
き
る
「
現
実
」
と
、

そ
の
総
体
と
し
て
の
「
世
界
」
も
お
な
じ
く
‘
―
つ
の
「
環
境
世
界
」
と
し
て
看
倣
し
得
る
も
の
だ
、
と
考
え
て
い
る
(
5
)
。
現
代
に
於
け

る
個
別
科
学
の
発
達
は
目
覚
ま
し
い
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
依
然
と
し
て
、
我
々
は
、
明
ら
か
な
人
間
像
を
獲
得
す
る
に
は
至
っ
て
い

な
い
。
人
間
の
知
的
営
為
は
、
そ
の
枠
組
み
を
多
様
化
し
な
が
ら
、
む
し
ろ
ま
す
ま
す
、
人
間
の
内
奥
に
潜
在
す
る
不
安
定
性
を
露
呈
さ

せ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

「
哲
学
的
人
間
学
」
は
、
二

0
世
紀
に
於
け
る
個
別
科
学
の
種
々
の
成
果
を
受
容
し
な
が
ら
、
人
間
存
在
の
全
体
を
よ
り
明
晰
に
基
礎
付

け
よ
う
と
す
る
試
み
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ニ
―
世
紀
の
現
在
、
こ
の
思
想
潮
流
は
、
そ
れ
ほ
ど
盛
ん
な
も
の
で
は
な
く
な
っ
て

い
る
。
だ
が
、
考
え
て
み
る
に
、
人
間
は
自
己
と
、
究
極
的
に
は
不
可
測
な
自
然
を
解
釈
せ
ず
に
は
、
「
現
実
」
を
獲
得
で
き
な
い
存
在

で
あ
る
限
り
、
人
間
論
は
、
思
想
の
歴
史
に
不
可
避
的
に
伴
わ
れ
て
き
た
筈
で
あ
る
。
例
え
ば
、
『
人
間
学
』
で
は
、
人
間
が
「
現
実
」

を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
努
力
は
、
元
来
、
哲
学
の
始
ま
り
と
共
に
あ
っ
た
の
だ
、
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。

「
哲
学
の
始
原
が
そ
こ
に
存
す
る
と
言
わ
れ
て
い
る
驚
き
こ
そ
が
、
ま
さ
に
、
現
実
と
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
概
念
世
界
と
関
係

し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
こ
う
い
っ
た
幻
影
を
我
々
が
獲
得
で
き
る
の
は
、
驚
き
が
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
れ
が
あ
る
か
ら

こ
そ
、
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
」

(
P
A
、S
6
2
)

六
八



人
間
は
、
自
然
界
の
す
べ
て
を
知
っ
た
う
え
で
自
ら
の
生
を
始
め
る
の
で
は
な
い
。
我
々
は
、
い
つ
で
も
、
他
者
の
力
を
借
り
な
が
ら

活
動
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
然
の
あ
ら
ゆ
る
状
態
を
解
釈
し
な
が
ら
、
自
己
の
「
環
境
世
界
」
に
押
し
込
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ロ
ー

タ
ッ
カ
ー
に
於
い
て
、
活
動
し
な
が
ら
否
応
な
し
に
生
き
ざ
る
を
得
な
い
「
環
境
世
界
」
こ
そ
が
、
ま
さ
に
、
人
間
に
と
っ
て
の
世
界
な

の
で
あ
る
。

ロ
ー
タ
ッ
カ
ー
の
『
哲
学
的
人
間
学
』
に
於
け
る
人
間
本
質
と
し
て
の
「
行
為
」

二、

経
験
可
能
な
世
界
と

「
行
為
」

六
九

人
間
は
、
遠
い
昔
、
自
ら
が
存
す
る
自
然
界
を
驚
き
と
共
に
体
験
し
つ
つ
、
そ
れ
を
解
釈
し
て
、
自
己
が
生
き
る
「
現
実
」
と
成
し
て

き
た
。
上
述
の
如
く
、
ロ
ー
タ
ッ
カ
ー
は
、
我
々
の
解
釈
の
入
り
込
ん
で
い
な
い
有
史
以
前
の
自
然
界
を
、
表
現
不
可
能
な
も
の
と
し
て

い
る
が
、
こ
れ
は
、
見
方
を
変
え
る
な
ら
ば
、
人
間
は
、
す
べ
て
を
認
識
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
言
い
表
し
て
い
る
。

自
然
の
一
部
で
あ
る
人
間
は
、
驚
き
と
、
畏
怖
の
念
に
満
た
さ
れ
て
生
き
な
が
ら
、
認
識
不
可
能
な
自
然
の
全
体
を
、
自
分
の
眼
前
に
少

し
ず
つ
対
象
化
し
て
い
っ
た
。
対
象
化
さ
れ
る
以
前
の
自
然
界
の
闇
は
、
太
古
の
時
代
、
人
間
の
畏
怖
の
念
に
よ
っ
て
満
た
さ
れ
な
が
ら

「
夜
」
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
人
間
は
、
活
動
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
世
界
を
解
釈
し
な
が
ら
、
無
理
や
り
で
あ
っ
て
も
、

自
己
の
「
環
境
世
界
」
に
押
し
込
め
ら
れ
る
。
と
は
い
え
、
そ
の
世
界
と
は
、
お
よ
そ
有
限
な
生
物
と
し
て
、
人
間
が
あ
ら
ゆ
る
も
の
を

手
に
入
れ
る
地
盤
と
な
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
次
章
以
降
、
我
々
は
、
ロ
ー
タ
ッ
カ
ー
人
間
学
に
於
け
る
「
行
為
」
の
意
義
を
探
求
し
て

ゆ
く
が
、
「
行
為
」
の
意
義
も
又
、
根
本
的
に
、
人
間
が
形
成
す
る
「
環
境
世
界
」
の
中
で
こ
そ
生
ず
る
も
の
な
の
だ
、
と
い
う
こ
と
が

明
ら
か
と
な
る
で
あ
ろ
う
。



マ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
人
間
学
を
批
判
的
に
継
承
す
る
こ
と
か
ら

ロ
ー
タ
ッ
カ
ー
の
『
哲
学
的
人
間
学
』
に
於
け
る
人
間
本
質
と
し
て
の
「
行
為
」

彼
の
こ
う
い
っ
た
立
場
は
、
「
哲
学
的
人
間
学
」
の
創
始
者
、

生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
、
『
宇
宙
に
於
け
る
人
間
の
地
位
』

(Die
Stellung des M
e
n
s
c
h
e
n
 i
m
 K
o
s
m
o
s
、
1
9
2
8
.

以
下
、
『
地
位
』
と
略
記
）
の
中
で
、
人
間
の
本
質
を
「
精
神
」

(Geist)

と
し
て
規
定
し
、
そ
れ
は
、
生
命
進
化
の
過
程
に
於
い
て
、
チ

ン
パ
ン
ジ
ー
の
知
能
や
選
択
能
力
を
い
く
ら
高
め
て
も
到
達
で
き
る
も
の
で
は
な
い
、
と
考
え
た
(
6
)

。
二

0
世
紀
前
半
、
動
物
行
動
学
者

ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
ケ
ー
ラ
ー
の
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
の
知
能
実
験
以
降
、
動
物
に
は
、
本
能
的
反
射
作
用
を
超
越
す
る
実
践
的
な
知
能
が
存

す
る
か
ど
う
か
の
議
論
が
巻
き
起
こ
っ
た
。
ケ
ー
ラ
ー
及
び
ダ
ー
ウ
ィ
ン
や
ラ
マ
ル
ク
派
の
進
化
論
者
は
、
動
物
で
も
知
能
を
持
つ
が
故

に
、
人
間
と
動
物
と
の
間
に
は
究
極
的
差
異
は
な
い
、
と
看
倣
し
た
(
7
)
。
こ
れ
に
対
し
て
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
、
そ
の
よ
う
な
観
点
は
、
人

間
を
「
作
る
人

(
h
o
m
o
faber)
」
と
し
て
限
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
超
越
す
る
形
而
上
学
的
な
本
質
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
、

と
批
判
し
た
(
8
)
。
彼
に
よ
れ
ば
、
人
間
本
質
と
し
て
の
「
精
神
」
は
、
人
間
も
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
も
共
に
存
在
し
て
い
る
生
命
の
流
れ
そ
の

も
の
に
由
来
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
お
よ
そ
、
「
生
」
と
名
付
け
ら
れ
る
も
の
の
外
部
に
位
置
す
る
。
「
精
神
」
は
、
自
然
界
の
如

何
な
る
生
物
か
ら
も
隔
絶
し
た
人
間
の
特
殊
地
位
を
保
証
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
究
極
的
に
は
人
間
の
生
命
に
さ
え
も
対
立
す

る
、
と
さ
れ
て
い
る
(
9
)

。
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
、
こ
う
し
て
、
人
間
と
い
う
も
の
は
自
己
が
存
す
る
「
世
界
」
の
中
で
自
由
に
開
放
さ
れ
て
い

る
存
在
な
の
だ
と
し
な
が
ら
、
「
精
神
」
は
、
「
世
界
開
放
性
」

(Weltoffenheit)

と
い
う
特
性
を
持
つ
、
と
唱
え
た

(
I
O
)
0

こ
れ
に
対
し
て
、
ロ
ー
タ
ッ
カ
ー
は
、
『
地
位
』
に
於
け
る
人
間
本
質
の
観
点
、
と
り
わ
け
「
世
界
開
放
性
」
の
概
念
を
批
判
し
つ
つ
、

人
間
の
生
き
る
「
世
界
」
を
、
ど
こ
ま
で
も
開
か
れ
た
も
の
だ
と
看
倣
す
こ
と
に
は
慎
重
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
反
論
し
て
い
る

(
V
g
l
.
P
A
、S
1
3
6
,
1
3
7
)
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
何
故
な
ら
、
世
界
と
は
、
経
験
可
能
な
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
経
験
可
能
な
も
の
は
、
唯
、
〈
環
境
世
界
〉
だ
け
な
の
だ
。

七
〇



世
界
は
、
不
断
に
問
い
続
け
る
者
の
為
に
、
そ
し
て
、
不
断
に
体
験
し
続
け
る
意
識
の
為
に
開
か
れ
て
お
り
、

て
開
か
れ
て
い
る
が

i

そ
し
て
、
開
放
性
と
は
、
衝
動
に
よ
る
束
縛
の
対
立
概
念
だ
が

i

私
が
、

存
在
者
の
領
域
に
於
い
て
の
み
で
あ
り
、
世
界
内
的
な
も
の
だ
け
で
あ
る
。
」

右
の
よ
う
に
、
経
験
で
き
る
の
は
、
唯
、
「
環
境
世
界
」
だ
け
で
あ
り
、
存
在
者
の
領
域
だ
け
だ
、
と
断
言
さ
れ
て
い
る
点
は
重
要
で

あ
る
。
こ
れ
は
、
ロ
ー
タ
ッ
カ
ー
の
基
本
的
な
人
間
観
を
言
い
表
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
時
に
、
こ
こ

で
看
過
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
点
は
、
我
々
が
第
一
章
で
言
及
し
た
、
「
認
識
不
可
能
な
自
然
の
全
体
」
と
い
う
論
点
で
あ
る
。

人
間
の
認
識
能
力
と
い
う
も
の
は
、
元
来
、
自
ら
の
身
体
活
動
の
プ
ロ
セ
ス
で
、
刺
激
や
抵
抗
と
し
て
知
覚
さ
れ
る
物
質
の
輪
郭
や
筋

道
が
明
瞭
に
見
え
て
く
る
の
に
伴
っ
て
向
上
す
る
も
の
で
あ
り
、
知
性
も
又
、
こ
の
よ
う
な
環
境
に
適
応
す
る
能
力
か
ら
直
接
的
に
派
生

し
た
要
素
で
あ
る
。
人
間
は
、
意
識
構
造
を
他
の
動
物
種
と
お
な
じ
く
、
自
己
の
「
環
境
世
界
」
に
束
縛
さ
れ
る
中
で
伸
展
さ
せ
て
き
た

の
で
あ
る
。
ロ
ー
タ
ッ
カ
ー
は
、
「
世
界
は
、
不
断
に
問
い
続
け
る
者
の
為
に
開
か
れ
て
い
る
」
と
考
え
て
い
る
が

(
P
A
、S
1
3
7
)

、
こ
れ

は
観
点
を
変
え
る
な
ら
ば
、
人
間
が
問
い
続
け
な
い
限
り
、
そ
の
周
囲
に
は
、
い
つ
も
不
可
解
な
自
然
が
存
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
ロ
ー
タ
ッ
カ
ー
は
、
先
の
引
用
文
に
続
け
て
、
「
世
界
と
し
て
の
世
界
、
す
べ
て
と
し
て
の
す
べ
て
、
全
体
と
し
て
の
全
体
は
、
確

か
に
、
理
解
可
能
な
理
念
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
ら
は
、
感
覚
的
経
験
と
い
う
意
味
に
於
け
る
経
験
で
は
な
い
」
と
述
べ
て
い
る

(
P
A
、S
1
3
7
)

。
彼
は
、
認
識
不
可
能
な
、
或
る
意
味
で
形
而
上
学
的
な
領
域
を
感
じ
取
り
つ
つ
も
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
意
味
に
於
け
る
「
世

界
」
が
、
人
間
の
生
き
る
世
界
で
あ
る
限
り
は
、
そ
れ
を
、
あ
く
ま
で
も
意
識
に
と
っ
て
経
験
可
能
な
地
平
に
留
め
お
こ
う
と
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

例
え
ば
、

(
P
A
、S
1
3
7
)

ロ
ー
タ
ッ
カ
ー
は
、
以
下
の
よ
う
な
論
点
を
提
起
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
は
、
諸
々
の
対
象
物
に
い
つ
も
注
意
力
を

ロ
ー
タ
ッ
カ
ー
の
『
哲
学
的
人
間
学
』
に
於
け
る
人
間
本
質
と
し
て
の
「
行
為
」

七
そ
れ
故
、
未
来
へ
向
け

い
つ
も
研
究
が
で
き
る
の
は
、



ロ
ー
タ
ッ
カ
ー
の
『
哲
学
的
人
間
学
』
に
於
け
る
人
間
本
質
と
し
て
の
「
行
為
」

拘
束
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
即
自
存
在
を
理
念
化
し
超
越
す
る
能
力
を
持
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
実
際
に
は
、
一
面
的
で
特
殊
な
「
環
境

世
界
」
に
舞
い
戻
り
、
そ
の
中
で
生
き
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
は
何
故
な
の
か
、
と
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
彼
は
次
の
如
く
答
え
て
い
る
。

「
答
え
は
、
一
っ
し
か
な
い
。
そ
れ
は
、
行
為
で
あ
る
。
行
為
が
、
我
々
を
〈
環
境
世
界
〉
の
中
へ
と
強
い
る
の
だ
。
我
々
は
、
概
念

的
体
系
の
結
果
に
よ
っ
て
、
唯
一
の
対
象
を
認
識
す
る
の
で
は
な
い
。
物
理
学
や
化
学
等
と
い
っ
た
特
別
な
事
例
に
於
い
て
も
そ
う
な

の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
も
の
は
‘
―
つ
の
可
能
性
に
過
ぎ
な
い
。
別
の
可
能
性
が
、
廃
棄
さ
れ
ず
に
残
存
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
我
々

は
、
生
を
営
む
う
え
で
、
行
為
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
度
外
視
で
き
な
い
点
で
あ
る
。
行
為
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、

唯
、
特
定
の
立
場
か
ら
だ
け
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
絶
対
に
回
避
不
可
能
で
あ
る
。
」

(
P
A
、S
1
4
6
)

肝
要
な
こ
と
は
、
ロ
ー
タ
ッ
カ
ー
が
こ
こ
で
「
行
為
」

(das
H
a
n
d
e
l
n
)
と
い
う
も
の
を
ど
う
捉
え
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ

ろ
う
。
こ
こ
で
言
う
「
行
為
」
と
は
、
動
物
の
身
体
的
な
動
作
を
示
す
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
人
間
が
、
こ
の
自
然
界
に
於
い
て
展
開

す
る
「
行
為
」
に
は
、
い
う
な
れ
ば
、
人
間
が
人
間
で
あ
る
こ
と
の
す
べ
て
が
内
包
さ
れ
て
い
る
。

太
古
の
時
代
、
人
間
は
、
い
わ
ば
自
ら
の
皮
膚
感
覚
と
し
て
、
自
然
界
の
流
動
性
を
密
接
に
感
じ
取
っ
て
い
た
。
自
然
は
、
些
か
も
距

離
を
置
い
た
形
で
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
人
間
は
、
自
分
も
そ
の
一
部
で
あ
る
自
然
界
を
把
握
し
よ
う
と
し
、
そ

の
過
程
で
、
自
ら
が
ど
の
よ
う
な
行
為
を
す
れ
ば
よ
い
の
か
と
い
う
、
差
し
迫
っ
た
試
行
錯
誤
を
積
み
重
ね
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。
完
全
に
は
認
識
し
得
な
い
自
然
界
の
流
動
性
に
畏
怖
の
念
を
抱
き
な
が
ら
、
人
間
が
互
い
に
助
け
合
う
中
で
、
そ
こ
に
固
有
な
「
環

境
世
界
」
が
立
ち
現
れ
た
の
で
あ
る
。
近
代
以
降
、
科
学
技
術
が
発
達
す
る
中
で
も
、
「
行
為
」
に
人
間
の
本
質
が
潜
む
と
い
う
点
は
変

わ
っ
て
い
な
い
。
右
の
引
用
文
で
、
ロ
ー
タ
ッ
カ
ー
は
お
よ
そ
、
「
物
理
学
や
化
学
等
の
認
識
は
一
っ
の
可
能
性
に
過
ぎ
ず
、
別
の
可
能

七



性
も
廃
棄
さ
れ
ず
に
残
っ
て
い
る
」
と
考
え
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
彼
が
、
一
般
的
な
諸
法
則
を
、
自
然
に
関
す
る
唯
一
の
客
観
的
な
視

点
と
し
て
捉
え
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
自
然
に
関
す
る
諸
法
則
は
、
人
間
が
具
体
的
な
状
況
へ
働
き
か
け
て
ゆ
く
結

果
の
一
っ
と
し
て
齋
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
自
然
の
未
知
の
部
分
は
、
認
識
さ
れ
る
べ
き
別
の
可
能
性
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。
人
間
が

獲
得
す
る
自
然
の
諸
法
則
は
、
「
行
為
」
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
「
環
境
世
界
」
の
内
部
で
の
み
、
有
効
な
特
性
を
保
持
で
き
る
の
で
あ

る
。
我
々
は
、
一
般
的
な
諸
法
則
を
あ
ら
ゆ
る
形
で
利
用
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
、
か
り
に
、
法
則
を
特
殊
な
場
合
に
適
用
し
よ
う

と
す
る
際
に
は
判
断
力
が
ど
う
し
て
も
必
要
と
な
る
。
判
断
力
は
、
状
況
の
中
で
具
体
的
な
態
度
決
定
と
し
て
現
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ

う
し
た
点
に
関
連
し
て
、
ロ
ー
タ
ッ
カ
ー
は
、
「
あ
ら
ゆ
る
可
能
な
合
理
的
な
要
因
は
、
私
の
行
為
の
内
に
溶
け
込
ん
で
い
る
」
と
述
べ

て
い
る

(
P
A
、S
1
4
7
)
。
人
間
の
行
為
は
、
「
環
境
世
界
」
を
形
成
し
、
そ
れ
を
維
持
す
る
為
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
可
能
的
な
動
因
で
あ
り
続

け
る
。
と
は
い
え
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
ロ
ー
タ
ッ
カ
ー
は
、
特
定
の
状
況
に
左
右
さ
れ
な
い
物
理
対
象
の
「
客
観
的

な
認
識
」
の
在
り
方
を
完
全
に
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
状
況
に
束
縛
さ
れ
な
い
人
間
の
精
神
活
動
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
も

な
い
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

「
確
か
に
、
我
々
は
、
状
況
を
分
析
し
て
、
そ
れ
を
、
精
神
的
に
突
破
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
我
々
に
と
っ
て
、
大
い

に
役
立
ち
得
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
我
々
は
、
状
況
の
外
部
へ
飛
び
出
す
こ
と
は
な
い
。
す
べ
て
の
行
為
は
、
状
況
と
関
係
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
状
況
と
は
、
大
抵
の
場
合
、
非
常
に
多
く
の
結
合
可
能
な
理
論
的
法
則
に
よ
っ
て
も
、
予
測
す
る
こ
と
が
難
し
く
、

大
方
の
と
こ
ろ
曖
昧
に
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
、
個
々
の
事
例
な
の
で
あ
る
。
概
し
て
、
我
々
は
‘
―
つ
の
活
気
あ
る
状
況
を
、
完
全

に
解
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
」

(
P
A
、S
1
4
7
)

ロ
ー
タ
ッ
カ
ー
の
『
哲
学
的
人
間
学
』
に
於
け
る
人
間
本
質
と
し
て
の
「
行
為
」

七



ロ
ー
タ
ッ
カ
ー
の
『
哲
学
的
人
間
学
』
に
於
け
る
人
間
本
質
と
し
て
の
「
行
為
」

ロ
ー
タ
ッ
カ
ー
は
、
人
間
が
な
ん
ら
か
の
行
為
を
す
る
際
に
、
必
ず
或
る
空
間
と
時
間
の
中
で
体
験
さ
れ
る
事
柄
を
見
出
す
限
り
、
認

識
と
は
、
「
―
つ
の
活
気
あ
る
状
況
」
に
於
い
て
生
ず
る
も
の
、
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
は
、
人
間
が
多
様
に
発
揮
す
る
能
力
は
す

べ
て
、
自
然
界
と
の
密
接
な
結
び
付
き
の
中
で
触
発
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
又
、
獲
得
さ
れ
て
き
た
要
素
で
あ
る
と
い
う
点
を
忘
れ
て
い

な
い
。
上
述
の
如
く
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
、
「
世
界
開
放
性
」
の
概
念
に
よ
っ
て
、
人
間
の
特
質
が
、
自
然
界
に
対
し
て
自
由
に
開
放
さ
れ

て
い
る
と
い
う
側
面
を
強
調
し
て
い
る
。
彼
に
は
「
精
神
」
と
い
う
用
語
に
よ
っ
て
、
形
而
上
学
的
な
地
平
へ
の
志
向
が
見
受
け
ら
れ
る

が
、
そ
の
人
間
観
に
は
、
他
の
動
物
種
と
は
大
き
く
異
な
っ
た
人
間
の
柔
軟
な
能
力
が
自
覚
す
べ
き
問
題
と
し
て
優
先
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
シ
ェ
ー
ラ
ー
人
間
学
に
於
け
る
「
精
神
」
は
、
他
の
ど
の
よ
う
な
生
物
か
ら
も
隔
絶
し
た
形
で
、
生
命
や
衝
動
に
よ
る
抑
圧
・
依

存
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
い
う
状
態
を
作
り
出
し
、
そ
れ
だ
け
が
、
自
然
界
か
ら
受
け
る
諸
々
の
刺
激
や
抵
抗
を
客
観
的
な
事
象
と
し
て
対

象
化
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
事
象
を
客
観
視
し
た
う
え
で
、
「
精
神
」
の
み
が
自
ら
の
存
在
の
究
極
的
な
根
源
を
問
い
得
る
と

い
う
、
そ
の
形
而
上
学
的
な
特
質
は
、
人
間
の
本
質
を
究
明
す
る
際
に
重
要
な
も
の
と
な
り
得
る
が
、
半
面
、
そ
の
存
在
の
地
盤
が
自
然

界
と
い
つ
も
固
く
結
び
付
い
て
い
る
と
い
う
、
人
間
存
在
の
具
体
性
を
同
時
に
考
察
の
俎
上
に
乗
せ
難
く
す
る
と
い
う
危
険
性
を
学
ん
で

い
る

(
1
1
)
0

し
か
し
な
が
ら
、
ロ
ー
タ
ッ
カ
ー
は
、
「
環
境
世
界
」
か
ら
超
越
し
よ
う
と
す
る
人
間
の
能
力
を
、
け
っ
し
て
虚
し
い
も
の
で
あ
る
と

は
考
え
て
い
な
い
。
彼
は
、
超
越
の
可
能
性
と
い
う
も
の
は
、
本
来
、
人
間
は
有
限
性
の
意
識
を
持
っ
た
有
限
の
存
在
で
あ
る
、
と
い
う

自
覚
か
ら
生
ま
れ
る
も
の
だ
、
と
し
て
い
る

(
V
g
l
.
P
A
、S
1
9
5
)
。
自
己
意
識
を
持
つ
人
間
に
は
、
常
に
超
越
の
可
能
性
が
潜
ん
で
い
る
。

自
己
意
識
を
持
つ
と
い
う
こ
と
は
、
同
時
に
超
越
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
、
人
間
に
と
っ
て
価
値
あ
る
す
べ
て
の
も
の
を
創
り
出
す

契
機
と
も
な
る
。
最
終
章
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
論
点
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
ロ
ー
タ
ッ
カ
ー
が
超
越
、
あ
る
い
は
理
念
化
の
能
力
を
如
何
に

考
え
て
い
る
の
か
を
探
求
す
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
人
間
学
に
於
け
る
「
行
為
」
の
本
質
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

七
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人
間
が
、
「
有
限
な
存
在
で
あ
る
」
と
自
覚
す
る
の
は
、
ど
の
よ
う
な
時
で
あ
ろ
う
か
。
前
章
で
我
々
は
、
ロ
ー
タ
ッ
カ
ー
が
、
「
世
界

と
し
て
の
世
界
、
す
べ
て
と
し
て
の
す
べ
て
、
全
体
と
し
て
の
全
体
」
は
、
感
覚
的
経
験
と
い
う
意
味
に
於
け
る
経
験
で
は
な
い
の
で
、

人
間
に
は
認
識
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
点
に
言
及
し
た

(
V
g
l
.
P
A
、S
1
3
7
)
。
人
間
の
様
々
な
経
験
は
、
彼
が
否
応
な
し

に
生
き
ざ
る
を
得
な
い
「
環
境
世
界
」
の
内
側
で
生
ず
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
周
囲
に
は
、
い
つ
も
未
体
験
の
部
分
が
認
識
さ

れ
る
べ
き
残
余
の
領
域
と
し
て
放
置
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
中
、
「
有
限
な
存
在
で
あ
る
」
と
い
う
自
覚
は
、
人
間
が
自
己
の
行
為
に

於
け
る
可
能
性
の
限
界
を
覚
醒
し
た
意
識
に
よ
っ
て
把
握
す
る
時
に
、
最
も
尖
鋭
な
形
を
取
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
ロ
ー

タ
ッ
カ
ー
は
、
例
え
ば
「
束
縛
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
、
次
の
如
く
述
べ
て
い
る
。

「
動
物
は
束
縛
さ
れ
て
い
る
。
ー
人
間
は
束
縛
さ
れ
て
い
る
、
と
感
じ
る
。
だ
が
、
人
間
は
、
非
束
縛
の
理
念
が
な
け
れ
ば
、
束
縛
さ

れ
て
い
る
と
感
じ
る
こ
と
は
な
い
。
彼
が
、
も
し
、
束
縛
の
理
念
を
所
有
し
な
い
な
ら
、
彼
は
、
な
ん
ら
束
縛
の
感
情
を
持
ち
得
な

い
。
越
境
す
る
こ
と
の
理
念
な
し
に
は
、
境
界
の
概
念
も
成
立
せ
ず
、
境
界
も
体
験
さ
れ
な
い
。
故
に
、
こ
こ
に
は
、
理
念
と
人
間
の

体
験
と
の
不
可
避
の
相
互
作
用
が
あ
る
。
」

(
P
A
、S
1
3
8
)

「
人
間
は
、
非
束
縛
の
理
念
が
な
け
れ
ば
、
束
縛
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
る
こ
と
は
な
い
」
と
言
わ
れ
て
い
る
中
で
看
過
さ
れ
て
は
な
ら
な

い
点
は
、
自
己
の
行
為
の
限
界
に
関
す
る
意
識
と
、
そ
こ
に
於
け
る
思
考
力
の
重
要
性
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
、
行
為
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
遭
遇
し
て
い
る
状
況
を
豊
富
な
角
度
か
ら
把
握
し
よ
う
と
す
る
。
だ
が
、
こ
こ
で
、
と
り
わ
け
肝
腎
な
こ
と
は
、
「
環
境
世
界
」
を

ロ
ー
タ
ッ
カ
ー
の
『
哲
学
的
人
間
学
』
に
於
け
る
人
間
本
質
と
し
て
の
「
行
為
」

三、

「
有
限
性
」

の
自
覚
と
「
行
為
」

の
本
質
の
顕
在
化

七
五



ロ
ー
タ
ッ
カ
ー
の
『
哲
学
的
人
間
学
』
に
於
け
る
人
間
本
質
と
し
て
の
「
行
為
」

知
悉
し
よ
う
と
す
る
行
為
は
、
可
視
的
な
世
界
の
把
握
を
目
指
す
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
を
考
え
る
為
に

は
、
右
の
引
用
文
中
に
於
け
る
「
理
念
と
人
間
の
体
験
と
の
不
可
避
の
相
互
作
用
」
と
い
う
論
点
が
重
要
な
も
の
と
な
る
。
ロ
ー
タ
ッ

カ
ー
は
、
人
間
が
理
念
化
の
能
力
を
発
揮
す
る
為
に
必
要
な
契
機
と
し
て
、

H
動
物
と
し
て
の
狭
苦
し
い
衝
動
の
世
界
か
ら
の
解
放
、
ロ

自
己
を
含
め
た
、
あ
ら
ゆ
る
出
来
事
を
対
象
化
す
る
能
力
、
と
い
う
二
点
を
挙
げ
て
い
る

(
V
g
l
.
P
A、S
1
3
4
'
1
3
5
)

。

人
間
は
、
「
環
境
世
界
」
を
形
成
す
る
行
為
の
能
力
を
、
自
己
の
根
本
的
な
生
存
条
件
と
し
て
省
み
な
が
ら
、
そ
の
生
存
条
件
へ
の

「
束
縛
」
を
、
「
束
縛
」
と
し
て
対
象
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
直
面
す
る
状
況
を
対
象
化
し
な
が
ら
、
や
が
て
、
人
間
は
、
自
分
を
思
考

の
対
象
と
し
て
対
象
化
し
て
ゆ
く
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
我
々
は
、
自
ら
の
存
在
の
奥
深
く
に
沈
潜
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ

う
し
た
自
己
遡
及
的
な
能
力
は
、
行
為
の
限
界
に
関
す
る
意
識
と
、
そ
れ
に
伴
う
複
雑
な
精
神
活
動
を
通
し
て
、
自
分
を
一
定
の
「
環
境

世
界
」
に
束
縛
さ
れ
な
い
存
在
と
し
て
思
考
す
る
能
力
に
結
び
付
い
て
ゆ
く
。
つ
ま
り
は
、
自
己
を
理
念
化
す
る
能
力
に
結
び
付
い
て
ゆ

く
の
で
あ
る
。
我
々
は
第
一
章
に
於
い
て
、
ロ
ー
タ
ッ
カ
ー
の
人
間
学
に
於
け
る
着
想
の
基
盤
を
考
え
る
過
程
で
、
認
識
に
よ
っ
て
対
象

化
さ
れ
る
以
前
の
自
然
界
の
闇
は
、
太
古
の
時
代
、
人
間
の
畏
怖
の
念
に
よ
っ
て
満
た
さ
れ
な
が
ら
「
夜
」
と
な
っ
た
、
と
い
う
点
を
論

じ
た
。
こ
れ
と
お
な
じ
く
、
人
間
が
、
自
然
界
を
探
索
す
る
の
み
な
ら
ず
、
自
分
の
内
面
を
覗
き
込
み
な
が
ら
、
私
と
は
一
体
、
如
何
な

る
存
在
で
あ
る
の
か
、
を
自
問
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
「
闇
」
と
し
て
放
置
す
る
こ
と
な
く
思
考
す
る
よ
う
に
な
っ
た
時
、
人
間
は
、
自
然

の
変
動
に
恐
れ
を
抱
き
続
け
て
い
た
獣
の
一
群
と
袂
を
分
か
つ
こ
と
が
で
き
、
同
時
に
、
自
然
界
の
中
に
覚
醒
し
た
自
己
意
識
を
有
す
る

存

在

と

し

て

生

き

る

こ

と

が

で

き

た

の

で

あ

る

。

・

行
為
の
能
力
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
可
視
的
な
世
界
へ
向
け
ら
れ
る
だ
け
に
留
ま
ら
ず
、
そ
れ
は
自
分
の
内
側
の
「
闇
」
に
も
達
す

る
。
本
来
、
「
有
限
な
存
在
で
あ
る
」
と
い
う
自
覚
は
、
こ
う
し
た
能
力
に
よ
っ
て
こ
そ
生
ず
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
我
々
が
、
「
哲
学
的
人

間
学
」
の
潮
流
に
於
い
て
、
ロ
ー
タ
ッ
カ
ー
の
中
に
見
出
す
こ
の
よ
う
な
観
点
は
肝
要
な
も
の
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
ミ
ヒ
ャ
エ
ル
・

七
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ラ
ン
ト
マ
ン
は
、
『
哲
学
的
人
間
学
』

(Philosophische
A
n
t
h
r
o
p
o
l
o
g
i
e
、
1
9
5
5
.
)

に
於
い
て
、
現
代
人
は
、
世
界
を
可
視
的
な
観
察
の
諸

様
式
や
範
疇
に
よ
っ
て
認
識
し
よ
う
と
す
る
が
、
人
間
は
最
初
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
事
象
を
客
観
視
し
得
る
能
力
を
保
持
し
て
い
る
の
で
は

な
く
、
世
界
を
如
何
に
把
握
す
る
の
か
と
い
う
能
力
は
、
い
つ
も
実
際
に
活
動
し
て
い
る
人
間
そ
の
も
の
へ
関
係
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
人
間
学
の
内
で
こ
そ
、
真
の
哲
学
が
復
活
す
る
で
あ
ろ
う
、
と
論
じ
て
い
る

(
1
2
)
0

こ
う
し
た
問
題
意
識
は
、
我
々
が
、
ロ
ー
タ
ッ
カ
ー
人
間
学
に
於
け
る
「
行
為
」
の
重
要
性
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
時
、
最
も
鮮

明
な
も
の
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
前
章
に
於
い
て
、
ロ
ー
タ
ッ
カ
ー
が
、
人
間
は
、
な
ん
ら
か
の
行
為
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
特
定

の
「
環
境
世
界
」
に
生
き
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
る
、
と
し
て
い
る
点
に
触
れ
た

(
V
g
l
.
P
A
、S
1
4
6
)
。
更
に
、
彼
が
こ
う
し
た
「
行
為
」
の

論
点
に
関
し
て
、
「
あ
ら
ゆ
る
可
能
な
合
理
的
な
要
因
は
、
私
の
行
為
の
内
に
溶
け
込
ん
で
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
言
及
し
た

(
P
A
、S
1
4
7
)
。
い
う
な
れ
ば
、
「
行
為
」
と
は
、
人
間
が
人
間
と
し
て
生
き
て
ゆ
く
う
え
で
、
そ
の
根
本
を
常
に
具
体
的
に
形
成
す
る
も
の

な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
中
で
、
我
々
が
、
ロ
ー
タ
ッ
カ
ー
の
人
間
学
に
見
出
す
論
点
、
つ
ま
り
は
、
人
間
が
「
環
境
世
界
」
を
形
成
す

る
行
為
の
能
力
を
反
省
す
る
こ
と
か
ら
、
自
ら
を
対
象
化
し
、
自
己
の
内
面
に
沈
潜
し
て
「
有
限
性
の
自
覚
」
を
得
る
、
と
い
う
論
点

は
、
ま
さ
に
、
哲
学
の
根
本
的
主
題
の
―
つ
で
あ
る
「
自
己
省
察
」
の
在
り
方
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
し
て
、
ど
こ
ま
で
も
重
要
な
の

で
あ
る
。

し
か
し
、
上
述
の
如
く
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
「
精
神
」
概
念
は
、
本
能
や
衝
動
、
自
然
的
な
欲
求
等
の
制
限
や
束
縛
か
ら
自
由
に
な
っ

て
、
人
間
の
「
環
境
世
界
」
を
超
越
す
る
も
の
で
あ
り
、
「
環
境
世
界
」
の
内
で
人
間
が
如
何
に
自
己
の
特
質
と
し
て
の
行
為
の
能
力
を

発
揮
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
「
有
限
性
の
自
覚
」
を
有
す
る
の
か
、
と
い
っ
た
こ
と
は
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
ロ
ー
タ
ッ
カ
ー

は
、
人
間
の
特
質
は
あ
く
ま
で
も
、
「
環
境
世
界
」
の
中
で
具
体
的
に
形
成
さ
れ
る
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
有
限
性
の
自

覚
」
は
、
「
環
境
世
界
」
を
理
念
的
に
乗
り
越
え
得
る
思
惟
の
力
を
形
成
す
る
と
し
て
も
、
ま
ず
は
、
「
環
境
世
界
」
を
生
き
る
過
程
の
試

ロ
ー
タ
ッ
カ
ー
の
『
哲
学
的
人
間
学
』
に
於
け
る
人
間
本
質
と
し
て
の
「
行
為
」

七
七



ロ
ー
タ
ッ
カ
ー
の
『
哲
学
的
人
間
学
』
に
於
け
る
人
間
本
質
と
し
て
の
「
行
為
」

こ
の
よ
う
な
発
想
は
、

行
錯
誤
の
中
で
こ
そ
起
こ
る
も
の
だ
、
と
し
て
い
る
の
で
あ
る

(
V
g
l
.
P
A、S
1
6
7
,
1
7
4
)
。

又
、
ア
ル
ノ
ル
ト
・
ゲ
ー
レ
ン
の
『
人
間
』

(
D
q
M
e
n
s
c
h、
1
9
4
0
.
)

で
も
、
「
環
境
世
界
」
で
生
ず
る
「
有
限
性
の
自
覚
」
と
い
う
問

題
意
識
は
顕
著
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
行
為
論
と
言
語
論
を
中
核
と
す
る
人
間
学
は
、
生
来
、
特
定
の
環
境
領
域
に
特
殊
化
さ
れ
て
い

な
い
人
間
の
身
体
機
能
に
基
づ
く
能
力
が
、
如
何
に
し
て
外
界
に
働
き
か
け
る
言
語
行
為
と
な
る
の
か
、
と
い
う
点
に
重
き
を
置
い
て
い

る
(13)
。
つ
ま
り
、
意
識
の
志
向
性
は
い
つ
も
外
部
世
界
に
向
い
て
い
る
が
故
に
、
人
間
本
質
を
成
す
行
為
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
「
有
限

性
の
自
覚
」
に
至
る
の
か
、
と
い
っ
た
問
題
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
皆
無
な
の
で
あ
る
。
ゲ
ー
レ
ン
は
、
人
間
が
、
あ
ふ
れ
ん
ば
か
り
の
自

然
界
の
刺
激
か
ら
独
立
的
に
距
離
を
取
っ
て
、
能
動
的
な
行
為
を
な
す
際
に
重
要
と
な
る
能
力
の
こ
と
を
、
「
負
担
免
除
」

(Entlastung)

の
能
力
と
呼
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
負
担
免
除
」
が
最
も
集
約
的
に
表
現
さ
れ
る
の
が
、
言
語
の
使
用
で
あ
る

と
考
え
て
い
る
(14)
。
す
な
わ
ち
、
人
間
は
、
言
語
と
い
う
、
ほ
ん
の
少
し
ば
か
り
の
音
声
符
号
に
よ
っ
て
、
変
動
し
て
止
ま
な
い
広
大
な

自
然
領
域
を
、
精
緻
に
構
成
さ
れ
た
シ
ン
ボ
ル
世
界
と
し
て
変
化
さ
せ
る
こ
と
を
可
能
に
し
、
そ
の
世
界
に
於
い
て
、
見
て
、
話
し
て
、

表
象
し
な
が
ら
、
過
去
・
現
在
・
未
来
に
渡
っ
て
行
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
す
る
の
で
あ
る
。
ロ
ー
タ
ッ
カ
ー
は
、
こ
う
し
た
ゲ
ー

レ
ン
の
言
語
論
の
根
本
に
は
、
動
物
種
と
し
て
の
人
間
を
、
人
間
的
な
在
り
方
へ
発
展
さ
せ
よ
う
と
す
る
生
物
学
的
な
発
想
が
あ
り
、
そ

れ
は
、
人
間
本
質
を
経
験
的
な
哲
学
の
観
点
か
ら
明
晰
に
す
る
、
と
い
う
点
で
は
評
価
で
き
る
も
の
と
し
て
い
る

(
V
g
l
.
P
A、S
4
8
-
4
9
)
。

だ
が
、
そ
の
一
方
で
、
彼
は
、
ゲ
ー
レ
ン
の
人
間
学
で
は
、
言
語
に
よ
っ
て
豊
か
に
な
る
知
識
は
、
あ
く
ま
で
も
自
己
と
世
界
に
つ
い
て

の
関
係
性
の
知
識
が
核
心
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
言
語
論
は
、
人
間
が
自
分
を
有
限
な
存
在
と
し
な
が
ら
、
理
念
的
・
精
神
的
な
自
ら
の

存
在
価
値
を
問
い
得
る
ま
で
の
可
能
性
を
持
っ
て
い
な
い
、
と
批
判
し
て
い
る
(15)
。
ロ
ー
タ
ッ
カ
ー
は
、
人
間
を
「
環
境
世
界
」
の
中
へ

据
え
置
き
な
が
ら
、
そ
の
本
質
と
有
限
性
に
肉
迫
し
よ
う
と
す
る
が
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
や
ゲ
ー
レ
ン
に
は
け
っ
し
て

見
ら
れ
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。

七
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と
こ
ろ
で
、

ロ
ー
タ
ッ
カ
ー
の
『
哲
学
的
人
間
学
』
に
於
け
る
人
間
本
質
と
し
て
の
「
行
為
」

七
九

ロ
ー
タ
ッ
カ
ー
は
、
有
限
性
の
自
覚
と
共
に
内
面
を
覗
き
込
む
意
識
は
、
人
間
本
性
か
ら
由
来
す
る
あ
ら
ゆ
る
要
素
、
喜

び
や
愉
悦
、
苦
痛
、
苦
悩
、
病
気
、
欠
乏
、
不
安
、
恐
怖
等
を
見
出
す
の
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
そ
こ
に
、
「
人
間
的
限
界
」

(
m
e
n
s
c
h
l
i
,

g
e
n
 B
e
g
r
e
n
z
t
h
e
i
t
)

と
し
て
の
「
死
す
べ
き
運
命
」

(Sterblichkeit)

を
も
見
出
す
、
と
い
う
こ
と
を
論
じ
て
い
る

(
V
g
l
.
P
A
、S
1
7
6
)
。

そ
し
て
、
こ
の
「
死
す
べ
き
運
命
」
を
人
間
の
「
欠
陥
」
（

M
菩
gel)

と
し
な
が
ら
、
次
の
如
く
考
え
て
い
る
。

「
人
間
は
、
欠
陥
を
持
つ
が
故
に
、
願
望
を
持
つ
の
で
あ
る
。
願
望
も
、
欲
求
も
、
憧
憬
も
、
あ
ら
ゆ
る
要
求
が
、
一
様
に
人
間
に
属

し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
す
で
に
、
超
越
の
―
つ
の
明
ら
か
な
実
例
が
あ
る
。
与
え
ら
れ
た
条
件
か
ら
の
超
越
の
実
例
は
、
願
望

の
中
に
、
欲
求
の
中
に
、
要
求
の
中
に
あ
る
。
当
然
で
あ
る
が
、
欲
求
と
い
う
も
の
は
、
何
か
を
必
要
と
す
る
存
在
、
つ
ま
り
は
、
有

限
の
存
在
だ
け
が
持
つ
こ
と
が
で
き
る
。
と
い
う
の
は
、
無
限
の
存
在
は
、
す
べ
て
を
持
つ
が
故
に
、
何
も
必
要
と
は
し
な
い
か
ら
で

あ
る
。
」

(
P
A
、S
1
7
6
)

ロ
ー
タ
ッ
カ
ー
が
、
「
死
す
べ
き
運
命
」
を
、
「
人
間
的
限
界
」
あ
る
い
は
「
欠
陥
」
と
呼
ん
で
い
る
所
以
は
、
そ
れ
が
、
人
間
の
「
環

境
世
界
」
の
内
で
完
全
に
把
握
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
。
我
々
は
、
限
り
あ
る
生
の
時
間
の
中
で
、
自
分
の
行
為
の
能

力
を
感
じ
取
り
な
が
ら
、
様
々
な
願
望
や
欲
求
を
行
為
に
よ
っ
て
具
体
的
に
表
現
し
よ
う
と
す
る
。
こ
う
し
た
中
で
、
人
間
的
本
質
と
し

て
の
行
為
が
顕
著
な
形
を
取
る
の
は
、
そ
れ
が
、
最
早
、
幼
い
無
意
識
的
な
も
の
で
は
な
く
、
「
有
限
性
の
自
覚
」
と
共
に
、
成
熟
し
た

大
人
の
行
為
と
し
て
、
は
ち
き
れ
ん
ば
か
り
の
願
望
や
欲
求
や
憧
憬
に
満
ち
な
が
ら
、
設
定
さ
れ
た
目
標
に
向
け
て
遂
行
さ
れ
て
い
る
時

で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
ロ
ー
タ
ッ
カ
ー
は
、
『
人
格
の
諸
層
』

(
D
i
e
S
c
h
i
c
h
t
e
n
 d
e
r
 Personlichkeit

、
1
9
3
8
.
以
下
、
『
諸
層
』
と
略
記
）
に

於
い
て
、
人
間
精
神
の
地
盤
に
「
深
層
人
」

(
T
i
e
f
e
n
p
e
r
s
o
n
)

が
横
た
わ
っ
て
い
る
と
し
て
お
り
、
こ
の
内
部
に
は
、
「
我
々
の
内
な
る



ロ
ー
タ
ッ
カ
ー
の
『
哲
学
的
人
間
学
』
に
於
け
る
人
間
本
質
と
し
て
の
「
行
為
」

子
供
」
が
居
り
、
更
に
そ
の
下
方
に
は
、
「
我
々
の
内
な
る
動
物
」
が
潜
ん
で
い
る
、
と
し
て
い
る
(16)
。
生
物
と
し
て
の
人
間
は
、
自
然

界
を
構
成
す
る
無
数
の
要
素
の
―
つ
で
あ
り
、
「
深
層
人
」
と
し
て
自
然
に
密
着
し
て
い
る
限
り
、
意
識
の
覚
醒
性
は
必
要
で
は
な
い
。

意
識
が
覚
醒
す
る
の
は
、
自
然
か
ら
距
離
を
取
り
つ
つ
、
空
間
を
計
測
し
て
、
行
為
に
よ
っ
て
自
ら
を
取
り
戻
す
時
で
あ
る
。
ロ
ー
タ
ッ

カ
ー
は
こ
の
よ
う
な
状
態
を
、
「
私
が
私
を
手
に
入
れ
る
の
で
あ
る
」
と
表
現
し
て
い
る
(17)
。
成
熟
し
た
人
間
の
意
識
と
行
為
が
、
他
者

と
協
働
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
の
「
環
境
世
界
」
が
立
ち
現
れ
、
こ
の
世
界
の
中
で
こ
そ
、
我
々
は
自
ら
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
可

能
と
な
る
の
で
あ
る
。

我
々
は
こ
れ
ま
で
、
ロ
ー
タ
ッ
カ
ー
に
於
け
る
人
間
本
質
と
し
て
の
「
行
為
」
と
は
如
何
な
る
も
の
か
を
考
え
て
き
た
。
先
に
言
及
し

た
よ
う
に
、
『
人
間
学
』
で
は
、
「
行
為
が
、
我
々
を
〈
環
境
世
界
〉
の
中
へ
と
強
い
る
の
だ
」
と
考
え
ら
れ
て
い
る

(
P
A、S
1
4
6
)
。
同
書

で
は
、
人
間
の
す
べ
て
の
行
為
は
、
い
つ
も
特
定
の
状
況
と
関
係
し
て
い
る
、
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
状
況
と
い
う
も
の
は
、

そ
の
上
に
、
人
間
が
立
つ
よ
う
な
舞
台
で
は
な
く
、
い
わ
ば
、
人
間
が
人
間
と
し
て
生
き
る
為
に
選
択
し
た
「
現
実
」
そ
の
も
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
現
実
」
は
、
必
ず
一
定
の
「
環
境
世
界
」
の
内
側
で
形
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
中
、
ロ
ー
タ
ッ
カ
ー
に
於
け

る
「
行
為
」
と
は
、
「
環
境
世
界
」
を
形
成
す
る
為
の
具
体
的
な
契
機
と
な
る
、
と
い
う
こ
と
の
み
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
「
行
為
」

と
は
、
い
わ
ば
、
自
分
自
身
に
手
応
え
を
感
じ
な
が
ら
、
覚
醒
し
た
意
識
に
よ
っ
て
、
自
己
を
対
象
化
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
「
環
境
世

界
」
の
中
で
意
識
を
紛
ら
わ
す
こ
と
な
く
、
自
己
の
内
面
を
凝
視
す
る
際
に
重
要
な
契
機
と
も
な
る
の
で
あ
る
。
自
然
界
は
、
解
釈
の
仕

方
に
よ
っ
て
「
現
実
」
と
な
る
が
、
他
方
で
は
、
こ
の
解
釈
の
仕
方
は
、
人
間
自
身
の
内
側
へ
も
向
け
ら
れ
て
ゆ
く
。
ロ
ー
タ
ッ
カ
ー
の

場
合
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
と
は
異
な
り
、
理
念
的
な
能
力
は
、
む
し
ろ
、
生
命
が
遭
遇
す
る
束
縛
の
中
で
こ
そ
、
搾
り
出
さ
れ
る
よ
う
に
し
て

形
成
さ
れ
る
も
の
な
の
だ
、
と
さ
れ
て
い
る
。
『
人
間
学
』
で
は
、
「
純
粋
理
念
は
、
土
台
を
持
た
な
い
」
と
批
判
さ
れ
て
い
る
が

(
P
A、S
1
9
7
)
、
こ
れ
は
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
「
精
神
」
概
念
に
対
す
る
根
本
的
な
批
判
と
し
て
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
理
念
、
あ
る

八
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い
は
超
越
の
能
力
と
、
行
為
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
、
次
の
如
く
考
え
ら
れ
て
い
る
。

八

「
理
念
は
、
方
法
と
し
て
、
処
方
と
し
て
、
有
限
な
存
在
が
向
上
す
る
そ
の
度
に
必
要
な
道
標
と
し
て
、
具
体
的
な
も
の
が
更
に
先
へ

と
進
ん
で
高
ま
る
為
の
方
法
と
し
て
現
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
時
、
超
越
の
概
念
が
独
特
の
変
転
を
す
る
。
超
越
と
呼
ば
れ
る
、
い
わ

ば
静
的
な
向
こ
う
側
か
ら
、
今
や
―
つ
の
過
程
が
、
超
越
す
る
と
い
う
行
為
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。
人
間
に
と
っ
て
、
第
一
に
、
超
越

よ
り
重
要
な
も
の
が
、
超
越
す
る
と
い
う
行
為
で
あ
る
。
」

(
P
A
、S
1
9
8
)

有
限
な
存
在
が
、
向
上
し
よ
う
と
す
る
際
に
必
要
と
な
る
「
道
標
」

(
W
e
g
w
e
i
s
e
r
)

と
し
て
の
理
念
は
、
け
っ
し
て
看
過
で
き
な
い

論
点
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
「
道
標
」
を
目
指
す
行
為
、
つ
ま
り
は
、
「
超
越
す
る
と
い
う
行
為
」
が
重
要
な
の
は
、
言
っ
て
み
る
な
ら

ば
、
こ
の
よ
う
な
行
為
が
、
可
視
的
か
つ
現
実
的
な
地
盤
と
、
理
念
的
か
つ
形
而
上
学
的
な
地
平
と
の
結
節
点
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ

ろ
う
(18)
。
ロ
ー
タ
ッ
カ
ー
が
、
「
超
越
」
よ
り
も
「
超
越
す
る
と
い
う
行
為
」
に
重
き
を
置
く
所
以
は
、
そ
の
行
為
が
、
人
間
の
形
成
す

る
「
環
境
世
界
」
の
内
側
か
ら
生
ず
る
も
の
、
つ
ま
り
は
、
「
土
台
を
持
っ
た
も
の
」
で
あ
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

人
間
は
、
最
初
か
ら
、
自
己
の
意
味
や
目
的
を
希
求
す
る
存
在
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
自
ら
の
束
縛
状
況
を
克
服
す
る
と
い
う
課

題
は
、
人
間
本
質
を
考
え
る
う
え
で
、
自
己
探
求
の
意
味
よ
り
も
、
価
値
の
観
点
か
ら
、
下
位
に
置
か
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
思
わ

れ
る
。
『
諸
層
』
で
は
、
人
間
に
と
っ
て
、
自
分
の
身
体
に
対
す
る
漠
然
と
し
た
内
的
感
知
は
、
自
我
に
よ
っ
て
自
由
に
把
握
さ
れ
る
も

の
で
は
な
く
、
我
々
の
内
な
る
「
動
物
的
な
深
層
人
」

(g日
邑
i
s
c
h
e
n
Tiefenperson)

に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
も
の
、
と
さ
れ
て
い

る
(19)
。
人
間
的
な
自
己
経
験
の
背
後
に
は
、
自
我
や
思
考
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
て
い
な
い
情
動
的
な
動
物
性
が
常
に
息
づ
い
て
い
る
。

「
動
物
的
な
深
層
人
」
を
身
体
の
内
部
に
抱
え
込
み
な
が
ら
、
人
間
は
、
変
転
し
て
止
ま
ぬ
自
然
界
の
流
動
性
の
一
部
と
し
て
生
き
る
と

ロ
ー
タ
ッ
カ
ー
の
『
哲
学
的
人
間
学
』
に
於
け
る
人
間
本
質
と
し
て
の
「
行
為
」



ロ
ー
タ
ッ
カ
ー
の
人
間
学
で
は
、
人
間
の
行
為
は
特
定
の
状
況
と
関
係
す
る
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
論
点
が
、
生
物
と
し
て
の
人

間
の
根
本
条
件
か
ら
説
き
起
こ
さ
れ
る
限
り
は
、
人
間
の
世
界
も
又
、
諸
生
物
が
形
成
す
る
無
数
の
「
環
境
世
界
」
の
一
っ
と
し
て
看
倣

さ
れ
る
。
理
念
化
の
能
力
は
、
ま
ず
、
「
環
境
世
界
」
の
内
側
か
ら
遂
行
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ロ
ー
タ
ッ
カ
ー
に
は
、
従
来
、
西
欧
の
人

間
観
に
伝
統
的
に
内
在
し
て
き
た
人
間
中
心
主
義
の
思
想
を
如
何
に
し
て
超
克
す
る
べ
き
な
の
か
、
と
い
う
問
題
意
識
が
あ
っ
た
こ
と
は

結
語

ロ
ー
タ
ッ
カ
ー
の
『
哲
学
的
人
間
学
』
に
於
け
る
人
間
本
質
と
し
て
の
「
行
為
」

い
う
こ
と
を
強
い
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
中
で
、
人
間
は
、
そ
の
行
為
に
よ
っ
て
、
厳
し
い
自
然
条
件
を
克
服
し
て
ゆ
く
過
程
で
、

固
有
の
身
体
機
能
を
感
じ
取
り
な
が
ら
、
自
ら
が
生
き
る
世
界
を
理
解
し
よ
う
と
し
、
ひ
い
て
は
、
自
分
と
世
界
の
理
念
的
な
根
拠
を
問

お
う
と
す
る
努
力
を
積
み
重
ね
て
き
た
の
で
あ
る
。
ロ
ー
タ
ッ
カ
ー
人
間
学
の
重
要
な
点
は
、
一
定
の
具
体
的
な
状
況
下
で
、
理
念
化
の

能
力
、
あ
る
い
は
超
越
の
能
力
が
行
為
と
結
び
付
い
た
時
、
そ
こ
に
、
人
間
の
存
在
の
意
味
が
顕
在
化
す
る
、
と
考
え
て
い
る
点
に
あ

る
。
シ
ェ
ー
ラ
ー
や
ゲ
ー
レ
ン
と
は
大
き
く
相
違
し
て
、
ロ
ー
タ
ッ
カ
ー
は
人
間
も
又
、
他
の
動
物
と
同
様
に
特
有
の
「
環
境
世
界
」
に

束
縛
さ
れ
る
も
の
だ
と
し
て
い
る
。
彼
の
人
間
学
の
着
想
の
根
本
と
し
て
、
我
々
が
第
一
章
で
論
じ
た
よ
う
に
、
人
間
と
無
関
係
の
場
面

で
は
、
我
々
に
と
っ
て
自
明
な
自
然
の
風
景
は
あ
り
得
な
い
。
人
間
は
、
ど
こ
ま
で
も
、
自
己
意
識
と
行
為
に
よ
っ
て
把
握
で
き
る
も
の

だ
け
を
理
解
で
き
る
。
こ
れ
は
、
こ
の
世
界
に
於
け
る
人
間
の
基
本
の
姿
で
あ
る
、
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
人
間
は
同
時
に
、
理
念
を

「
道
標
」
と
し
て
眼
前
に
立
て
る
時
、
自
ら
の
周
辺
に
、
あ
る
い
は
自
ら
の
中
に
、
認
識
す
べ
き
未
体
験
の
領
野
を
無
限
に
予
感
し
つ
つ
、

こ
の
自
然
界
に
於
け
る
自
身
の
取
り
分
を
享
受
す
る
こ
と
も
可
能
な
存
在
な
の
で
あ
る
。

八



八

間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
彼
の
人
間
学
の
形
成
は
、
西
欧
で
受
け
継
が
れ
て
き
た
人
間
観
の
土
台
を
根
本
か
ら
揺
る
が
せ
た
、

二
度
の
世
界
大
戦
と
い
う
、
凄
惨
極
ま
る
歴
史
的
事
実
を
度
外
視
し
て
考
え
ら
れ
ぬ
で
あ
ろ
う
。
二

0
世
紀
前
半
に
生
じ
た
「
哲
学
的
人

間
学
」
の
思
想
潮
流
で
は
、
人
間
の
実
存
を
如
何
な
る
角
度
か
ら
研
究
す
る
べ
き
な
の
か
と
い
う
、
方
法
論
的
な
試
行
錯
誤
は
、
け
っ
し

て
回
避
し
得
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
考
え
る
に
、
こ
れ
は
恐
ら
く
、
人
間
本
質
の
解
明
に
必
然
的
に
伴
う
困
難
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
思
想
潮
流
が
、
後
世
に
明
確
に
継
承
し
得
る
見
解
を
内
部
で
持
ち
得
ず
、
次
第
に
退
潮
の
傾
向
を
見
せ
た
要
因
に
は
、
こ
う
し
た
背

景
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
「
精
神
」
概
念
、
あ
る
い
は
、
ゲ
ー
レ
ン
の
言
語
論
は
、
「
哲
学
的
人
間
学
」
に
於
け
る
苦
闘

の
跡
で
あ
り
、
ロ
ー
タ
ッ
カ
ー
の
人
間
学
も
又
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
の
人
間
学
に
は
、
人
間
本
質
の
観
念
性
、
そ
し
て
、

そ
の
生
物
学
的
な
現
実
性
を
共
に
重
視
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
を
総
合
し
よ
う
と
す
る
傾
向
性
が
あ
る
。
そ
れ
が
、
人
間
本
質
と
し
て
の

「
行
為
」
の
観
点
な
の
で
あ
る
。
人
間
は
、
他
者
と
協
働
し
つ
つ
、
多
様
な
行
為
を
展
開
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
世
界
を
如
何
に
理

解
す
る
べ
き
な
の
か
、
と
い
う
自
ら
の
態
度
を
決
定
す
る
。
我
々
が
第
二
章
で
考
察
し
た
よ
う
に
、
こ
う
い
っ
た
人
間
の
実
存
の
背
後
に

は
、
い
つ
も
、
認
識
さ
れ
る
べ
き
残
余
の
領
域
が
放
置
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
人
間
が
有
限
性
を
自
覚
し
な
が
ら
、
自
分
に
向
か
っ
て
理

念
的
な
問
い
を
立
て
、
放
置
し
て
い
る
未
体
験
の
領
域
を
、
そ
の
行
為
に
よ
っ
て
探
索
す
る
時
、
そ
の
よ
う
な
領
域
は
、
有
限
な
存
在
が

ま
さ
に
認
識
す
る
価
値
の
有
る
も
の
と
し
て
立
ち
現
れ
る
の
で
あ
る

(
2
0
)
0

ロ
ー
タ
ッ
カ
ー
の
『
哲
学
的
人
間
学
』
の
引
用
及
び
参
照
箇
所
は
、

E
芸
h
R
o
t
h
a
c
k
e
r、
Philosophische
Anthropologie
、
5.Aufl.
B
o
u
v
i
e
r
 

verlag 
H
e
r
b
e
r
t
 
Grundmann、
B
o
n
n
、
1
9
8
2
.

に
よ
る
。
尚
、
『
人
間
学
の
す
す
め
』
谷
口
茂
訳
、
思
索
社
、
一
九
七
八
年
も
参
照
し
た
。

註

ロ
ー
タ
ッ
カ
ー
の
『
哲
学
的
人
間
学
』
に
於
け
る
人
間
本
質
と
し
て
の
「
行
為
」



原
著
名
は
次
の
よ
う
に
略
記
す
る
。

ロ
ー
タ
ッ
カ
ー
の
『
哲
学
的
人
間
学
』
に
於
け
る
人
間
本
質
と
し
て
の
「
行
為
」

P
A
:
 P
h
i
l
o
s
o
p
h
i
s
c
h
e
 A
n
t
h
r
o
p
o
l
o
g
i
e、
1
9
6
4
.
(
1
.
A
u
f
l
.
)

(
l
)

ロ
ー
タ
ッ
カ
ー
の
『
哲
学
的
人
間
学
』
で
は
、
殊
更
に
ナ
チ
ズ
ム
ヘ
の
関
与
や
賛
同
を
示
唆
す
る
記
述
は
認
め
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
ナ

チ
ス
が
政
権
を
掌
握
し
た
時
代
の
ド
イ
ツ
で
は
、
哲
学
・
歴
史
学
・
社
会
学
・
生
物
学
等
の
学
問
分
野
で
多
く
の
研
究
者
が
ヒ
ト
ラ
ー
に
対
す

る
支
持
を
表
明
し
て
い
た
。
周
知
の
如
く
ナ
チ
ス
は
、
ゲ
ル
マ
ン
民
族
の
生
物
学
的
な
優
秀
性
を
唱
え
た
が
、
当
時
か
ら
、
生
物
学
の
知
見
を

数
多
く
取
り
上
げ
て
い
た
ゲ
ー
レ
ン
や
ロ
ー
タ
ッ
カ
ー
の
哲
学
は
、
こ
の
点
で
は
ま
っ
た
く
無
批
判
的
で
あ
る
ば
か
り
か
、
現
実
の
生
活
で

は
、
時
代
精
神
に
迎
合
し
て
い
た
様
子
も
伺
え
る
。
彼
等
の
人
間
学
に
於
い
て
、
人
間
の
実
存
に
焦
点
を
当
て
る
生
物
学
的
知
見
は
重
要
な
も

の
で
あ
り
、
人
間
学
上
の
独
自
の
所
説
を
構
築
す
る
う
え
で
核
心
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
こ
の
点
だ
け
を
取
っ
て
も
、
彼
等
が
ナ
チ
ズ

ム
を
批
判
し
得
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
は
、
問
題
が
あ
る
。
本
論
文
で
は
、
こ
う
し
た
ナ
チ
ズ
ム
と
「
哲
学
的
人
間
学
」
と
の
関
わ
り
合
い

に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
。
だ
が
、
ロ
ー
タ
ッ
カ
ー
の
人
間
学
が
、
我
々
が
本
論
文
で
考
察
す
る
如
く
、
人
間
存
在
の
根
本
的
意
味
を
問

い
得
る
可
能
性
を
秘
め
る
も
の
で
あ
り
、
本
質
的
に
机
上
の
空
論
で
は
な
い
限
り
、
右
の
問
題
は
、
哲
学
的
に
不
可
避
の
問
題
と
し
て
残
る
も

の
と
思
わ
れ
る
。

ナ
チ
ズ
ム
に
対
す
る
ゲ
ー
レ
ン
や
ロ
ー
タ
ッ
カ
ー
の
政
治
的
関
与
に
つ
い
て
は
、
『
岩
波
哲
学
・
思
想
事
典
』
、
廣
松
渉
、
子
安
宣
邦
、
三

島
憲
一
他
編
集
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
、
四
四

0
頁
（
ゲ
ー
レ
ン
の
項
目
）
、
一
七
四
五
頁
（
ロ
ー
タ
ッ
カ
ー
の
項
目
）
、
『
ハ
イ
デ
ガ
ー

哲
学
と
ナ
チ
ズ
ム
』
、
ト
ム
・
ロ
ッ
ク
モ
ア
著
、
奥
谷
浩
一
他
訳
、
北
海
道
大
学
図
書
刊
行
会
、
一
九
九
八
年
、
五

0
頁
、
あ
る
い
は
、
『
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
人
間
像
』
、
金
子
晴
勇
、
和
泉
書
館
、
二

0
0
二
年
、
二

0
七
ー
ニ

0
九
頁
（
こ
れ
は
、
ゲ
ー
レ
ン
に
関
し
て
）
等
を
参
照
。

尚
、
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
教
育
や
大
学
に
関
し
て
は
、
『
ナ
チ
ス
第
三
帝
国
事
典
』
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
テ
ー
ラ
ー
、
ウ
ォ
ー
レ
ン
・
シ
ョ
ー
著
、

吉
田
八
苓
監
訳
、
三
交
社
、
一
九
九
三
年
、
五
四
ー
五
六
頁
（
教
育
の
項
目
）
、
一
四
四
ー
一
四
五
頁
（
大
学
の
項
目
）
を
参
照
。

(2)
ロ
ー
タ
ッ
カ
ー
の
『
哲
学
的
人
間
学
』
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
一
九
五
三
ー
一
九
五
四
年
の
講
義
の
録
音
テ
ー
プ
の
内
容
を
基
に
し

て
、
後
年
に
纏
め
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
因
み
に
、
二
度
の
世
界
大
戦
の
戦
間
期
に
は
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
人
間
学
の
み
な
ら
ず
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
思
想
を
考
え
る
際
に
重
要
な
作
品
が
多
く
生
み
出
さ
れ
て
お
り
、
例
え
ば
、
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
の
『
西
洋
の
没
落
』
全
二
巻
(
-
九

一
八
ー
一
九
二
二
年
）
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
『
存
在
と
時
間
』
(
-
九
二
七
年
）
、
プ
レ
ス
ナ
ー
の
『
有
機
的
な
も
の
の
諸
段
階
と
人
間
』
(
-
九

八
四



ニ
八
年
）
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
前
期
の
代
表
作
『
哲
学
』
全
三
巻
(
-
九
三
二
年
）
等
が
あ
る
。

(3)
現
在
の
と
こ
ろ
、
ロ
ー
タ
ッ
カ
ー
の
『
哲
学
的
人
間
学
』
を
中
心
に
論
ず
る
研
究
文
献
、
研
究
論
文
は
存
在
し
な
い
。
我
が
国
で
も
、

シ
ェ
ー
ラ
ー
や
ゲ
ー
レ
ン
、
プ
レ
ス
ナ
ー
等
の
哲
学
的
人
間
学
に
関
す
る
研
究
は
多
い
が
、
ロ
ー
タ
ッ
カ
ー
の
そ
れ
に
つ
い
て
の
研
究
は
皆
無

で
あ
る
。
彼
は
、
従
来
、
精
神
科
学
や
歴
史
哲
学
、
文
化
人
間
学
の
方
面
で
知
ら
れ
て
お
り
、
と
り
わ
け
、
そ
の
著
書
『
文
化
人
間
学
の
問

題
』
で
は
、
芸
術
・
宗
教
と
文
化
的
伝
統
に
よ
る
人
間
の
形
成
過
程
を
根
本
的
に
考
え
て
お
り
、
こ
の
う
え
で
、
ヘ
ル
ダ
ー
や
デ
ィ
ル
タ
イ
の

影
響
を
受
け
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
ま
で
、
彼
の
人
間
学
は
、
他
の
哲
学
者
に
よ
る
哲
学
的
人
間
学
の
業
績
の
陰
に
隠
れ
て
し
ま
っ
て
お
り
、

目
立
っ
た
形
で
評
価
さ
れ
て
い
な
い
。
と
は
い
え
、
ロ
ー
タ
ッ
カ
ー
に
は
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
人
間
学
に
於
け
る
人
間
本
質
の
観
念
性
、
あ
る
い
は

ゲ
ー
レ
ン
人
間
学
の
生
物
学
的
な
視
点
か
ら
す
る
人
間
把
握
の
両
面
を
統
合
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
、
新
た
な
人
間
の
全
体
像
を
捉
え
よ
う
と
す

る
目
論
見
が
垣
間
見
え
る
。
例
え
ば
、
グ
レ
ー
ト
イ
ゼ
ン
は
、
す
べ
て
の
哲
学
的
人
間
学
の
テ
ー
マ
は
、
「
汝
自
身
を
知
る
」
と
い
う
こ
と
、

つ
ま
り
は
、
「
自
己
省
察
の
試
み
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
ロ
ー
タ
ッ
カ
ー
の
人
間
学
は
、
こ
の
よ
う
な
哲
学
的
人
間
学
の
根
本
的
主
題

に
肉
迫
し
よ
う
と
す
る
も
の
だ
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
、
本
論
文
に
於
い
て
、
こ
う
し
た
点
を
、
ロ
ー
タ
ッ
カ
ー
の
考
え
る
人
間
の

「
行
為
」
の
問
題
を
中
心
に
据
え
て
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
。

Vgl.Erich Rothacl̂
er、
Probleme
der Kulturanthropologie、
1
9
4
8
、
H
.
B
o
u
v
i
e
r
u.Co.Verlag, B
o
n
n
.
 

Vgl. B
.
G
r
o
e
t
h
u
y
s
e
n、Philosophische
Anthropologie、
R
.
O
l
d
e
n
b
o
u
r
g
,
M
i
i
n
c
h
e
n、
1931.S3.

(
4
)
V
g
l
.
J
a
k
o
b
 v
o
n
 Uexkiill、
Streifzuge
durch die U
m
w
e
l
t
e
n
 v
o
n
 Tieren u
n
d
 M
e
n
s
c
h
e
n
、
Fischer、
1
9
8
3
、
S11,14.

(
『
生
物
か
ら
見
た
世

界
』
、
日
高
敏
高
、
野
田
保
之
訳
、
新
思
索
社
、
一
九
九
八
年
、
一
九
ー
ニ
五
頁
参
照
。
）

(5)
ロ
ー
タ
ッ
カ
ー
が
、
ユ
ク
ス
キ
ュ
ル
の
学
説
を
支
持
す
る
理
由
は
、
ユ
ク
ス
キ
ュ
ル
が
、
特
定
の
動
物
種
は
、
そ
の
種
の
身
体
構
造
と
機

能
に
相
関
性
を
持
つ
活
動
世
界
を
形
成
す
る
も
の
な
の
だ
、
と
し
て
い
る
為
で
あ
る
。
人
間
も
又
、
こ
の
自
然
界
に
、
生
体
機
能
を
具
体
的
に

備
え
た
動
物
種
と
し
て
生
き
る
限
り
、
存
在
の
根
本
的
条
件
は
、
生
体
機
能
と
環
境
と
の
関
係
に
よ
っ
て
か
な
り
の
部
分
が
左
右
さ
れ
る
。
も

ち
ろ
ん
、
人
間
は
、
他
の
動
物
と
比
べ
て
本
能
に
常
時
、
拘
束
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
人
間
の
「
躁
境
世
界
」
に
は
、
環
境
の
改
造
と

い
う
文
化
的
な
営
み
が
生
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
ロ
ー
タ
ッ
カ
ー
は
、
人
間
の
理
念
的
・
観
念
的
な
諸
能
力
も
、
ま
ず
は
、
「
環
境
世
界
」
の

内
側
か
ら
生
ず
る
も
の
で
あ
る
、
と
し
て
い
る

(
V
g
l
.
P
A、S167,174)
。

(
6
)
V
 gl
.
M
a
x
 Scheler、
D
i
e
Stellung des M
e
n
s
c
h
e
n
 i
m
 K
o
s
m
o
s、
1
1
.
A
u
f
l
.
B
o
n
n、
B
o
u
v
i
e
r、
1988.537,38

(
7
)
V
g
l
.
W
o
ぷ
芯
n
g
K
o
h
l
e
r
、
IntelgenzpruFungen
a
n
 Menschenaffen

、
S
p
r
i
n
g
e
r
,
V
e
r
l
a
g、
1963.S191,192
(
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
ケ
ー
．

ロ
ー
タ
ッ
カ
ー
の
『
哲
学
的
人
間
学
』
に
於
け
る
人
間
本
質
と
し
て
の
「
行
為
」

八
五



ロ
ー
タ
ッ
カ
ー
の
『
哲
学
的
人
間
学
』
に
於
け
る
人
間
本
質
と
し
て
の
「
行
為
」

ラ
ー
『
類
人
猿
の
知
恵
試
験
』
、
宮
孝
一
訳
、
岩
波
書
店
、
二
五
六
ー
ニ
五
七
頁
を
参
照
）
、
尚
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
金
子
晴
勇
『
マ
ッ

ク
ス
・
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
人
間
学
』
、
創
文
社
、
一
九
九
五
年
、
六
五
ー
六
六
頁
、
あ
る
い
は
、
奥
谷
浩
一
『
哲
学
的
人
間
学
の
系
譜
ー
シ
ェ
ー

ラ
ー
、
プ
レ
ス
ナ
ー
、
ゲ
ー
レ
ン
の
人
間
論
』
、
梓
出
版
社
、
四
八
—
五
八
頁
を
参
照
。

(
8
)
V
g
l
.
 Scheler、
D
i
e
Stellung des M
e
n
s
c
h
e
n
 i
m
 K
o
s
m
o
s、
S
3
6
,
3
7

(
9
)
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
、
究
極
的
に
は
人
間
の
生
命
に
さ
え
も
対
立
す
る
「
精
神
」
の
特
質
に
つ
い
て
、
例
え
ば
、
次
の
如
く
述
べ
て
い
る
。

「
我
々
が
〈
人
間
〉
と
名
付
け
る
存
在
者
は
、
自
己
の
〈
精
神
〉
の
力
に
よ
っ
て
、
周
辺
を
世
界
存
在
の
次
元
へ
と
拡
大
し
て
、
諸
抵

抗
を
対
象
化
す
る
ば
か
り
で
な
く
、

1

こ
れ
こ
そ
が
、
最
も
注
目
す
る
価
値
の
あ
る
も
の
だ
が
ー
自
分
の
生
理
的
・
心
的
性
質
と
、

す
べ
て
の
個
々
の
心
的
体
験
、
す
べ
て
の
個
々
の
生
命
的
機
能
を
も
対
象
化
し
得
る
の
で
あ
る
。
こ
の
存
在
者
が
、
己
の
生
命
さ
え
も

自
由
に
投
げ
捨
て
ら
れ
る
の
は
、
そ
の
為
で
あ
る
。
」
（
ザ
id.
、位
2
)

(
I
O
)
V
g
l
.
I
b
i
d
.
‘
£
o
 

(ll)
『
地
位
』
の
最
終
部
で
は
、
「
絶
対
的
存
在
」

(das
absolute Sein)
、
あ
る
い
は
「
自
己
自
身
に
よ
る
存
在
者
」

(das
Durch'sich, 

Seiende)

と
い
っ
た
神
的
な
存
在
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
「
精
神
」
は
究
極
的
に
こ
の
よ
う
な
存
在
の
中
で
、
こ
の
よ
う
な
存
在
を
認
識
し
得

る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
意
味
に
於
い
て
、
「
精
神
」
は
形
而
上
学
的
な
特
質
を
有
し
て
い
る

(Vgl.Ibid.
、S93)
。

(12)
＜
gl.ア
ifichael
L
a
n
d
m
a
n
n
、Philosophische
Anthropolo
為、
5.Aufl.Walter
d
e
 G
r
u
y
t
e
r
.
B
e
r
l
i
n
.
N
e
w
 Y
o
r
k
.
1
9
8
2
.
S
3
7
，お

(
1
3
)
V
 gl
.
A
m
o
l
d
 G
e
h
l
e
n、
D
e
r
M
e
n
s
c
h
`
1
3
.
A
u
f
l
.
A
U
L
A
,
V
e
r
l
a
g
 W
i
e
s
b
a
d
e
n、
1986.S9,20

因
み
に
、
ゲ
ー
レ
ン
は
、
人
間
が
、
特
定
の
環
境
領
域
に
特
殊
化
さ
れ
ず
に
自
己
の
生
存
空
間
を
確
立
し
て
ゆ
く
と
い
う
特
質
を
、
「
未
確

定
動
物
」

(Nichtfestgestelltsein)

と
し
て
考
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
人
間
は
、
未
確
定
な
特
質
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
世
界
へ
開

か
れ
た
存
在
で
あ
る
と
し
て
い
る
点
で
、
ゲ
ー
レ
ン
の
見
解
に
は
シ
ェ
ー
ラ
ー
と
重
な
り
合
う
部
分
が
あ
る
。
し
か
し
、
ゲ
ー
レ
ン
は
、
自
己

の
生
存
状
況
を
開
拓
し
て
ゆ
く
人
間
の
在
り
方
を
問
う
と
い
う
こ
と
こ
そ
が
、
人
間
学
・
生
物
学
的
設
問
の
要
で
あ
る
と
し
て
い
る
点
で
、

シ
ェ
ー
ラ
ー
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る

(
V
g
l
.
G
e
h
l
e
n、
D
e
r
M
e
n
s
c
h、
S16,18)
。

(14)Vgl.Ibid.
、S
6
2
,
6
4

(15)
ロ
ー
タ
ッ
カ
ー
は
、
ゲ
ー
レ
ン
が
、
人
間
学
は
経
験
的
な
哲
学
で
在
り
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
し
て
い
る
点
に
は
賛
同
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
ゲ
ー
レ
ン
の
人
間
学
を
、
形
而
上
学
的
な
究
極
の
深
み
へ
す
ぐ
さ
ま
飛
び
込
も
う
と
は
し
な
い
健
全
な
も
の
、
と
し
て
評
価
し
て
い

八
六



る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ロ
ー
タ
ッ
カ
ー
は
、
ゲ
ー
レ
ン
の
人
間
学
を
こ
の
よ
う
に
評
価
す
る
一
方
で
、
そ
の
経
験
的
な
人
間
学
に
於
け
る
発

想
の
枠
組
み
だ
け
で
は
、
形
而
上
学
の
道
は
あ
ま
り
に
も
遠
く
多
難
で
あ
る
、
と
も
述
べ
て
い
る

(
V
g
l
.
P
A、S
5
0
)
。

(
1
6
)
E
r
i
c
h
 R
o
t
h
a
c
k
e
r
、D
i
e
S
c
h
i
c
h
t
e
n
 d
e
r
 Persiinlichkeit
、5
.
A
u
f
l
.
B
o
u
v
i
e
r
V
e
r
l
a
g
、B
o
n
n
1
9
5
2
.
S
1
1
 

(17)
テ
id.、S
1
1

(18)
ロ
ー
タ
ッ
カ
ー
は
、
人
間
の
中
で
、
有
限
な
も
の
と
無
限
な
も
の
と
が
固
く
結
び
付
い
て
い
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
動
物
は
有
限
で
あ
る

が
、
人
間
は
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
「
有
限
性
の
意
識
」
を
持
っ
て
い
る
。
無
限
の
理
念
と
い
う
も
の
が
な
け
れ
ば
、
有
限
感
は
な
く
、
意
味
の

理
念
が
な
け
れ
ば
、
偶
然
感
も
な
い
。
統
一
性
の
理
念
な
し
に
、
多
様
性
は
な
く
、
秩
序
の
理
念
が
な
け
れ
ば
、
無
秩
序
、
ひ
い
て
は
混
沌
に

つ
い
て
の
知
識
も
な
い
。
こ
れ
ら
す
べ
て
の
概
念
は
、
人
間
の
精
神
の
中
だ
け
に
存
す
る
も
の
で
あ
り
、
人
間
は
、
こ
れ
を
意
識
し
な
が
ら
自

然
界
に
於
い
て
固
有
の
行
為
を
成
し
得
る
。
こ
う
し
た
理
由
か
ら
、
ロ
ー
タ
ッ
カ
ー
は
、
人
間
と
は
、
無
限
性
と
有
限
性
の
結
節
点
で
あ
る
、

と
看
倣
す
の
で
あ
る

(
V
g
l
.
P
A
、S
1
9
6
)
。

(
1
9
)
V
g
l
.
R
o
t
h
a
c
l
^
e
r、
D
i
e
S
c
h
i
c
h
t
e
n
 d
e
r
 Persiinlichkeit、
5
2
3

(20)
「
認
識
さ
れ
る
べ
き
残
余
の
領
域
」
、
「
放
置
し
て
い
る
未
体
験
の
領
域
」
と
い
う
も
の
は
、
物
理
・
化
学
的
な
も
の
か
ら
、
価
値
理
念
、
あ

る
い
は
思
想
体
系
に
至
る
ま
で
の
、
お
よ
そ
あ
ら
ゆ
る
領
域
の
内
で
、
人
間
の
意
識
に
よ
っ
て
は
明
確
に
把
握
•
発
見
さ
れ
て
い
な
い
部
分
を

示
し
て
い
る
。
ロ
ー
タ
ッ
カ
ー
は
、
人
間
の
意
識
の
全
視
界
は
様
々
な
創
造
や
発
見
に
従
事
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
、
歴
史
的
に
実

現
さ
れ
た
内
容
の
中
に
の
み
存
在
し
得
る
、
と
考
え
て
い
る
。
我
々
が
知
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
は
、
具
体
的
な
歴
史
の
時
間
に
於
い
て
把
握

さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
換
言
す
る
な
ら
ば
、
人
間
に
と
っ
て
内
容
や
形
式
を
持
つ
も
の
は
す
べ
て
、
「
環
境
世
界
」
の
中
で
生
ま
れ
た
も
の
で

あ
る
こ
と
が
留
意
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る

(
V
g
l
.
P
A
、S
1
8
7
,
1
8
8
)
。

ロ
ー
タ
ッ
カ
ー
の
『
哲
学
的
人
間
学
』
に
於
け
る
人
間
本
質
と
し
て
の
「
行
為
」

八
七


