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第
一
章　

現
実
の
形
成

　

現
実
は
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

わ
れ
わ
れ
は
日
々
、
人
々
と
交
わ
り
、
些
細
な
ひ
と
言
に
苦
し
ん
だ
り
、
あ
る
い
は
助
け
ら
れ
た
り
、
気
を
晴
ら
し

た
り
す
る
。
そ
れ
は
言
葉
だ
け
で
な
く
、
身
体
的
な
触
れ
合
い
や
強
制
、
あ
る
い
は
詩
や
絵
画
、
音
楽
な
ど
に
も
よ

る
。
さ
ら
に
は
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
ま
た
深
い
か
疎
遠
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ
は
一
定
の
集

団
（
家
族
、
地
域
、
学
校
等
の
機
関
か
ら
国
家
、
な
ど
）
の
中
に
あ
っ
て
そ
の
集
団
と
、
ま
た
そ
の
集
団
の
一
員
と
し

て
他
の
集
団
と
交
わ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
人
や
集
団
だ
け
で
な
く
、
た
と
え
ば
贈
り
物
の
ネ
ク
タ
イ
や
形
見
の
時
計
な
ど

の
物
と
共
に
、
あ
る
い
は
一
輪
の
バ
ラ
や
一
匹
の
ペ
ッ
ト
と
共
に
、
広
く
は
自
然
と
共
に
、
わ
れ
わ
れ
は
生
き
て
い

る
。
そ
れ
ら
は
相
互
に
連
関
し
合
い
、
そ
の
綴
れ
織
り
の
直
中
で
、
わ
れ
わ
れ
は
生
き
て
い
る
。
現
実
が
織
物
の
ご
と

く
に
編
ま
れ
る
な
ら（

（
（

、
私
が
生
き
て
い
る
現
実
、
あ
る
い
は
私
た
ち
が
共
有
し
う
る
現
実
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が

相
互
に
連
関
し
合
い
な
が
ら
、
私
あ
る
い
は
私
た
ち
と
い
う
集
団
で
交
差
し
て
編
ま
れ
、
そ
れ
が
現
わ
に
実
を
結
ん
だ

も
の
、
つ
ま
り
実
あ
る
も
の
と
し
て
私
あ
る
い
は
私
た
ち
を
貫
い
て
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
だ
と
言
え
よ
う
。

　

も
ち
ろ
ん
、
相
互
連
関
は
生
動
的
に
変
動
し
て
い
る
。
私
は
こ
の
世
界
に
産
ま
れ
た
と
き
か
ら
す
で
に
相
互
連
関
の
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織
物
に
織
り
込
ま
れ
、
そ
し
て
人
や
物
や
集
団
に
出
会
う
ほ
ど
に
そ
の
織
り
方
も
織
り
糸
も
複
雑
に
変
貌
す
る
。
一
個

人
の
成
長
と
共
に
そ
の
現
実
も
変
る
。
そ
し
て
集
団
も
、
社
会
も
、
国
家
も
、
時
の
経
過
と
共
に
移
り
変
り
、
一
定
の

社
会
や
歴
史
を
形
成
す
る
と
同
時
に
変
遷
す
る
。
一
個
人
は
そ
れ
に
流
さ
れ
、
翻
弄
さ
れ
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
抗
い
、

変
革
し
、
あ
る
い
は
安
住
し
、
身
を
任
せ
、
そ
の
時
々
を
生
き
て
い
る
。
私
の
現
実
、
私
た
ち
の
現
実
は
、
歴
史
的
社

会
的
に
変
動
す
る
現
実
で
あ
る
。〈
私
〉
と
は
現
実
の
さ
ま
ざ
ま
な
織
り
糸
が
絡
み
合
い
交
差
す
る
処
で
あ
る
。

　

現
実
は
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
に「
連
関
」
と
い
う
語
を
も
っ
て
応
え
た
の
が
、

世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
に
か
け
て
ド
イ
ツ
の
現
実
を
生
き
た
ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
デ
ィ
ル
タ
イ
（W

ilhelm
 D

ilthey,

一
八
三
三

−

一
九
一
一
）
で
あ
る
。
人
は
相
互
連
関
の
織
物
の
直
中
に
編
み
込
ま
れ
な
が
ら
現
れ
、
そ
の
な
か
で
連
関

が
、
そ
し
て
現
実
が
、
形
成
し
直
さ
れ
て
い
く
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
こ
う
し
た
連
関
を
人
の
心
身
の
局
面
、
成
長
の
局

面
、
歴
史
社
会
の
局
面
に
応
じ
て
、「
構
造
連
関
」、「
獲
得
連
関
」、「
作
用
連
関
」
と
し
て
語
る
。
い
ず
れ
も
、
自
然

科
学
的
な
因
果
連
関
で
は
な
く
、
生
動
的
に
移
り
変
る
「
生
の
連
関
」
で
あ
る
。
彼
は
、
人
の
生
を
自
然
科
学
的
な
因

果
連
関
に
よ
っ
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
当
時
の
動
向
に
対
抗
し
て
、
生
の
連
関
を
提
示
し
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
因
果
連
関
に
対
抗
し
て
生
の
連
関
を
ど
の
よ
う
に
探
求
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
生
は
ど

の
よ
う
に
連
関
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
そ
れ
は
因
果
連
関
と
ど
の
よ
う
に
異
な
り
、
ま
た
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か

（
第
一
節
「
生
の
連
関
の
探
求　

―　
自
然
の
斉
一
性
に
対
し
て
」）。
あ
る
い
は
連
関
は
そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
に
経

験
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
（
第
二
節
「
連
関
の
経
験　

―　
観
念
の
連
合
に
対
し
て
」）。
そ
し
て
こ
の
連
関

が
個
人
に
お
い
て
経
験
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
こ
か
ら
ど
の
よ
う
に
し
て
他
者
を
介
し
な
が
ら
歴
史
的
社
会
的
な
広
が

り
を
も
つ
の
で
あ
ろ
う
か
（
第
三
節
「
類
比
に
よ
る
連
関　

―　
帰
納
に
よ
る
普
遍
に
対
し
て
」）。
か
く
し
て
個
々
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人
と
し
て
の
私
の
現
実
が
歴
史
的
社
会
的
現
実
と
し
て
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
（
第
四
節
「
現
実
の

経
験　

―　
構
造
連
関
・
獲
得
連
関
・
作
用
連
関
」）。
デ
ィ
ル
タ
イ
の
哲
学
に
入
り
込
ん
で
み
よ
う
。

第
一
節　

生
の
連
関
の
探
求　

―　
自
然
の
斉
一
性
に
対
し
て

一　

デ
ィ
ル
タ
イ
の
哲
学
へ

　

生
の
連
関
を
因
果
律
と
の
関
係
で
考
え
る
手
掛
か
り
に
な
る
の
が
、
斉
一
性（

（
（

と
い
う
概
念
で
あ
る
。
こ
の
語
は
、

「
自
然
の
斉
一
性
」
と
し
て
語
ら
れ
る
と
き
、
自
然
科
学
的
な
因
果
性
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
自
然
の
あ
り
方
を
意

味
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
デ
ィ
ル
タ
イ
は
こ
の
語
を
生
に
関
し
て
も
用
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
生
に
は
一
定
の
規

則
性
が
あ
り
統
一
的
な
全
体
性
が
形
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
、
生
に
つ
い
て
の
彼
の
見
方
に
基
づ
い
て
い
る
。
し
か

も
、
規
則
性
あ
る
い
は
斉
一
性
と
い
う
点
か
ら
見
れ
ば
、
自
然
科
学
的
な
因
果
連
関
と
生
の
連
関
は
異
質
で
は
な
く
、

そ
の
根
を
共
に
生
の
う
ち
に
持
っ
て
い
る
、
と
彼
は
考
え
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
従
来
の
デ
ィ
ル
タ
イ
研
究
で
は
、
こ
の
よ
う
に
自
然
科
学
に
ま
で
及
ぶ
斉
一
性
の
概
念
は
さ
ほ
ど
注
目
さ
れ

て
こ
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
当
時
の
学
問
的
状
況
の
中
で
、
自
然
科
学
に
対
抗
し
て
自
然
科
学
と
は
異

な
る
仕
方
で
、
精
神
科
学
の
学
問
的
基
礎
づ
け
を
認
識
論
的
・
心
理
学
的
に
行
い
、
そ
し
て
自
然
科
学
的
な
「
説
明
」

に
対
抗
し
て
精
神
科
学
的
な
「
理
解
」
を
提
示
し
、
か
く
し
て
心
理
学
か
ら
解
釈
学
へ
方
向
転
換
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

解
釈
学
を
形
成
し
た
、
と
み
な
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
研
究
状
況
は
彼
の
精
神
科
学
の
基
礎
づ
け
に
関
わ
る
遺
稿
の
公



第１章　現実の形成

4

刊
か
ら
変
っ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
一
九
八
二
年
に
「
ブ
レ
ス
ラ
ウ
草
稿
」
を
は
じ
め
と
す
る
遺
稿
が
デ
ィ
ル
タ
イ
全

集
第
一
九
巻
と
し
て
公
刊
さ
れ
て
か
ら
、
全
集
第
二
〇
巻
か
ら
二
四
巻
に
至
る
ま
で
、
論
理
学
・
認
識
論
・
心
理
学

に
関
す
る
遺
稿
が
次
々
公
刊
さ
れ
た
。
そ
し
て
文
学
・
詩
に
関
す
る
既
刊
書
も
含
め
て
第
二
六
巻
が
二
〇
〇
五
年
に
、

第
二
五
巻
が
二
〇
〇
六
年
に
公
刊
さ
れ
、
全
集
が
完
結
し
た
。
第
一
九
巻
の
公
刊
か
ら
ほ
ぼ
四
半
世
紀
を
要
し
た
。
そ

の
二
〇
〇
五
年
秋
に
は
全
集
の
完
結
を
背
景
に
し
て
国
際
コ
ロ
ッ
キ
ウ
ム
が
開
催
さ
れ
、
そ
の
成
果
が
二
〇
〇
八
年
に

ベ
ル
ト
ラ
ム
と
ロ
ー
デ
ィ
の
編
纂
に
よ
り
『
デ
ィ
ル
タ
イ
、
そ
し
て
哲
学
に
お
け
る
解
釈
学
的
転
換（

（
（

』
と
し
て
公
刊
さ

れ
た（

（
（

。
遺
稿
の
公
刊
と
全
集
の
完
結
と
い
う
こ
と
を
顧
慮
す
れ
ば
、
こ
れ
は
遺
稿
を
新
資
料
と
し
た
デ
ィ
ル
タ
イ
研
究

の
集
大
成
で
あ
る
と
同
時
に
、
今
後
の
研
究
の
出
発
点
で
も
あ
ろ
う
。

　

そ
の
表
題
「
解
釈
学
的
転
換
」
は
、
こ
れ
ま
で
誤
解
さ
れ
て
き
た
よ
う
な
「
デ
ィ
ル
タ
イ
哲
学
内
部
に
お
け
る
心
理

学
か
ら
解
釈
学
へ
の
転
換
」
を
意
味
し
な
い
。
そ
れ
は
、
彼
の
哲
学
を
「
心
理
学
的
記
述
」
と
「
解
釈
学
的
表
現
論
」

の
「
二
つ
の
側
面
」
か
ら
捉
え
、
こ
れ
に
よ
っ
て
「
デ
ィ
ル
タ
イ
哲
学
の
志
向
」
を
「
一
九
世
紀
の
哲
学
か
ら
の
根
本

的
な
転
換
」
と
し
て
捉
え
る（

（
（

。
し
か
も
、
そ
れ
以
降
の
「
ハ
イ
デ
ガ
ー
お
よ
び
ガ
ダ
マ
ー
に
よ
る
転
換
」、
二
〇
世
紀

初
頭
の
「
人
間
学
的
転
換
」、
カ
ッ
シ
ー
ラ
に
よ
る
「
文
化
的
転
換
」
に
対
し
て
デ
ィ
ル
タ
イ
の
転
換
の
意
義
を
明
瞭

に
し
、
そ
れ
を
「
解
釈
学
的
・
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
的
転
換
」
と
し
て
規
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
今
日
の
「
マ
ル
チ
メ

デ
ィ
ア
的
転
換
」
へ
の
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
示
そ
う
と
し
て
い
る（

（
（

。
こ
れ
は
、
一
九
世
紀
の
哲
学
的
潮
流
に
対
抗
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
二
〇
世
紀
の
哲
学
の
流
れ
を
方
向
づ
け
た
哲
学
者
と
し
て
デ
ィ
ル
タ
イ
を
位
置
づ
け
、
こ
れ
に
よ
っ

て
彼
の
現
代
的
な
意
義
を
評
価
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。

　

こ
の
中
で
新
た
に
注
目
さ
れ
た
概
念
の
一
つ
に
、
斉
一
性
と
同
義
的
な
規
則
性
が
あ
る
。
イ
ナ
イ
ヒ
ェ
ン
は
、
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デ
ィ
ル
タ
イ
の
語
る
規
則
性
と
い
う
概
念
を
法
則
性
に
至
る
前
段
階
の
概
念
と
し
て
、
す
な
わ
ち
「
弱
き
法
則
性
」
と

し
て
規
定
し
、
精
神
科
学
に
お
け
る
「
意
味
形
成
の
理
解
」
が
目
指
す
終
着
地
点
を
法
則
認
識
に
求
め
、
自
然
科
学
に

対
す
る
デ
ィ
ル
タ
イ
の
位
置
と
意
義
を
新
た
に
提
示
し
て
い
る（

（
（

。
た
し
か
に
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
精
神
科
学
の
基
礎
づ
け

を
テ
ー
マ
に
し
て
、
と
り
わ
け
自
然
科
学
的
な
法
則
性
の
普
遍
的
必
然
的
な
客
観
的
妥
当
性
に
対
す
る
精
神
科
学
固
有

の
客
観
的
妥
当
性
を
論
じ
る
さ
い
に
、
彼
の
言
う
規
則
性
あ
る
い
は
斉
一
性
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、

本
章
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
、「
理
解
が
因
果
的
説
明
に
お
い
て
頂
点
に
達
す
る（

（
（

」
と
は
言
え
ず
、
デ
ィ

ル
タ
イ
は
一
方
で
自
然
科
学
的
な
因
果
性
・
斉
一
性
を
生
の
斉
一
性
と
区
別
し
な
が
ら
、
そ
の
一
方
で
前
者
の
由
来

を
後
者
に
求
め
、
し
か
も
前
者
を
後
者
の
抽
象
化
と
い
う
仕
方
で
両
者
を
関
係
づ
け
た
の
で
は
な
い
か
。
し
か
も
こ
の

生
の
斉
一
性
か
ら
連
関
と
構
造
へ
、
年
代
を
追
っ
て
分
析
が
深
ま
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
心
的
生
と
そ
の
成
長
を
「
構
造

連
関
」
と
「
獲
得
連
関
」
と
し
て
語
り
出
し
、
晩
年
に
は
歴
史
的
世
界
を
「
作
用
連
関
」
と
し
て
構
築
す
る
試
み
、
す

な
わ
ち
「
精
神
科
学
に
お
け
る
歴
史
的
世
界
の
構
築
」
が
結
実
し
た
の
で
は
な
い
か
。
本
章
で
は
こ
の
道
筋
を
年
代
的

に
追
跡
し
な
が
ら
現
実
の
形
成
の
仕
方
を
明
瞭
に
し
て
い
こ
う
。

　

そ
の
た
め
に
、
と
く
に
デ
ィ
ル
タ
イ
全
集
第
二
一
・
二
二
巻
に
立
ち
入
り
、
斉
一
性
そ
し
て
連
関
と
構
造
と
い

う
用
語
の
意
味
変
遷
を
年
代
順
に
追
跡
し
よ
う
。
こ
の
二
巻
は
一
九
九
七
年
そ
し
て
二
〇
〇
五
年
に
公
刊
さ
れ
、
第

一
九
巻
の
公
刊
以
降
、
新
た
な
デ
ィ
ル
タ
イ
像
を
彫
塑
す
る
資
料
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か

も
そ
こ
に
は
、
初
期
か
ら
九
〇
年
代
ま
で
の
心
理
学
関
係
の
遺
稿
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、
晩
年
の
『
解
釈
学
の
成
立
』

（
一
九
〇
〇
）、
そ
し
て
『
精
神
科
学
の
基
礎
づ
け
の
た
め
の
研
究
』（
一
九
〇
五

−

九
）
を
通
し
て
『
精
神
科
学
に
お

け
る
歴
史
的
世
界
の
構
築
』（
一
九
一
〇
）(

以
下
『
構
築
』
と
略
記)
へ
至
る
道
が
、
九
〇
年
代
ま
で
の
心
理
学
的
分
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析
に
よ
っ
て
切
り
開
か
れ
て
き
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
変
遷
の
時
期
を
大
き
く
五
つ
に
区
分

し
て
お
こ
う
。
す
な
わ
ち
、
六
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代
前
半
頃
ま
で
の
時
期
、『
精
神
科
学
序
説
』（
一
八
八
三
）（
以

下
『
序
説
』
と
略
記
）
を
含
む
八
〇
年
前
後
の
時
期
、
そ
し
て
八
〇
年
代
後
半
か
ら
九
〇
年
代
に
か
け
て
の
時
期
、
さ

ら
に
『
記
述
的
分
析
的
心
理
学
の
理
念
』（
一
八
九
四
）（
以
下
『
理
念
』
と
略
記
）
を
含
む
九
〇
年
代
の
時
期
、
最
後

に
二
〇
世
紀
に
入
っ
て
『
解
釈
学
の
成
立
』
そ
し
て
『
構
築
』
を
含
む
晩
年
の
時
期
で
あ
る
。
以
上
の
年
代
区
分
を
、

便
宜
上
、
初
期
、『
序
説
』
の
時
期
、『
序
説
』
か
ら
『
理
念
』
へ
の
時
期
、『
理
念
』
の
時
期
、
晩
年
の
時
期
、
な
ど

と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。

二　

斉
一
性
概
念
の
形
成
（
初
期
）

　

斉
一
性
と
い
う
と
、
通
例
、
自
然
の
斉
一
性
が
念
頭
に
浮
ぶ
が
、
デ
ィ
ル
タ
イ
が
求
め
る
の
は
精
神
あ
る
い
は
生

の
斉
一
性
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
彼
に
と
っ
て
も
斉
一
性
は
、
精
神
や
生
に
限
定
さ
れ
ず
、
自
然
に
対
し
て
も
使
わ

れ
、
し
た
が
っ
て
自
然
と
精
神
に
共
通
の
概
念
で
あ
っ
た
。
し
か
も
彼
は
、
精
神
の
斉
一
性
を
自
然
の
斉
一
性
と
区
別

し
て
、
そ
の
固
有
性
を
心
理
学
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
精
神
が
法
則
に
従
っ

て
働
き
、
こ
の
斉
一
的
な
も
の
が
自
然
と
区
別
さ
れ
た
自
由

0

0

・
進
歩

0

0

・
成
長

0

0

を
生
み
出
し
て
い
る
」（GS（（,（

）
こ
と
、

し
た
が
っ
て
「
自
然
の
斉
一
性
に
、
精
神
的
生
に
お
け
る
成
長
の
法
則

0

0

0

0

0

が
対
向
す
る
こ
と
」（GS（（,（

）、
こ
の
点
を
心

理
学
に
よ
っ
て
「
記
述
」
し
、「
分
析
」
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
（GS（（,（（

）。

　

こ
の
よ
う
に
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
自
然
の
斉
一
性
に
対
し
て
精
神
の
斉
一
性
を
心
理
学
に
よ
っ
て
記
述
・
分
析
し
よ

う
と
す
る
。
こ
こ
で
、
ま
ず
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
右
に
見
る
文
面
か
ら
分
る
よ
う
に
、
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彼
は
斉
一
性
を
「
法
則
に
従
う
」
と
も
表
現
し
、
自
然
の
斉
一
性
と
区
別
し
て
精
神
固
有
の
「
自
由
・
進
歩
・
成
長
」

に
精
神
の
斉
一
性
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
則
と
い
う
と
自
然
の
場
合
に
は
因
果
律
が
ま
ず
想

定
さ
れ
る
が
、
精
神
の
場
合
は
そ
う
で
は
な
く
、「
自
由
・
進
歩
・
成
長
」
の
法
則
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
さ
い
に
彼

は
、
法
則
の
ほ
か
に
規
則
と
い
う
言
葉
も
同
義
的
に
使
う
。
た
と
え
ば
、「
わ
れ
わ
れ
の
中
で
、
あ
る
ク
ラ
ス
の
〔
精

神
的
〕
事
実
が
他
の
ク
ラ
ス
の
そ
れ
と
継
起
に
お
い
て
規
則
的

0

0

0

に
結
合
さ
れ
て
い
る
」（GS（（,（（

）。
あ
る
い
は
『
理

念
』
の
時
期
か
ら
引
け
ば
、「
私
は
記
述
的
心
理
学
と
い
う
こ
と
で
、····

成
長
す
る
人
間
の
各
々
の
心
的
生
の
中
で

斉
一
的

0

0

0

に
出
現
す
る
成
分
と
連
関
の
記
述
の
こ
と
を
理
解
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
記
述
的
心
理
学
は
心
的
生
の
連
関

に
お
け
る
規
則
性

0

0

0

を
対
象
に
し
て
い
る
」（GS（（,（（9

）。
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
が
強
調
点
を
付
し
た
「
斉
一
的
」
は
「
規

則
的
」
に
置
き
換
え
ら
れ
る
し
、
ま
た
「
規
則
性
」
は
「
斉
一
性
」
に
置
き
換
え
ら
れ
よ
う
。
し
か
も
こ
れ
ら
は
先
の

「
法
則
性
」
と
同
義
的
に
使
わ
れ
て
い
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
の
ド
イ
ツ
語
か
ら
す
れ
ば
、「
斉
一
性（Gleichförm

igkeit

）」

に
お
け
る
規
則
性
も
法
則
性
も
、
そ
の
意
味
は
、「
同
様
（gleichförm

ig

）」
の
生
起
が
、
い
つ
も
繰
り
返
さ
れ
る
と

い
う
こ
と
、
し
か
も
ど
の
個
体
に
お
い
て
も
み
な
「
一
様
（gleichförm

ig

）」
に
繰
り
返
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
、
に

あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
規
則
性
と
法
則
性
は
斉
一
性
と
共
に
同
義
的
に
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
イ
ナ
イ
ヒ
ェ
ン

は
、
規
則
性
を
記
述
に
よ
る
一
般
化
と
し
て
捉
え
、
必
然
性
・
普
遍
性
を
表
す
法
則
性
と
区
別
し
、
規
則
性
を
「
弱
き

法
則
性
」
と
し
て
性
格
づ
け
た（

9
（

。
し
か
し
デ
ィ
ル
タ
イ
は
法
則
も
規
則
も
同
義
的
に
使
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も

重
要
な
の
は
次
の
点
で
あ
る
。
心
理
学
的
に
記
述
さ
れ
る
斉
一
性
と
い
う
こ
と
で
彼
が
求
め
て
い
る
の
は
、
自
然
科
学

的
な
因
果
律
な
ど
に
含
意
さ
れ
る
自
然
の
事
実

0

0

0

0

0

の
普
遍
性
・
必
然
性
で
は
な
く
、
精
神
の
斉
一
性
が
意
識
の
事
実

0

0

0

0

0

に
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基
づ
い
て
い
る
こ
と
、
こ
の
意
味
で
の
客
観
性
で
あ
る
。
次
の
言
葉
に
注
目
し
た
い
。

「
心
理
学
は
、
斉
一
的
な
も
の
を
事
実
に
お
い
て
確
定
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
と
説
明
す
る
こ
と
を
完
全
に
区
別
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
心
理
学
は
、
説
明
に
代
え
て
、
意
識
の
与
え
ら
れ
た
事
実

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
し
て
三
つ
の
ク
ラ
ス
を
区

分
す
る
こ
と
で
満
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（GS（（,（

）。

こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
意
識
の
事
実
」
と
し
て
の
「
三
つ
の
ク
ラ
ス
」
と
は
、
た
と
え
ば
目
前
に

0

0

0

犬
を
見
る

0

0

0

や
恐
怖

を
感
じ

0

0

0

避
け
よ
う
と
す
る

0

0

0

0

0

、
そ
う
し
た
表
象
・
感
受
・
意
志
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
心
理
学
は
、
表
象
・
感
受
・
意

志
が
い
つ
も
同
様
に

0

0

0

生
起
し
、
ま
た
ど
の
個
体
に
お
い
て
も
み
な
一
様
に

0

0

0

生
起
し
て
い
る
こ
と
を
意
識
の
事
実
と
し
て

確
定
す
る
の
で
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
の
目
指
す
心
理
学
は
、
当
時
主
流
で
あ
っ
た
要
素
か
ら
の
構
成
あ
る
い
は
要
素
へ

の
還
元
、
そ
し
て
自
然
科
学
的
な
普
遍
必
然
性
が
求
め
ら
れ
る
仮
説
（
法
則
）
に
よ
る
説
明
で
は
な
く
、
意
識
の
事
実

の
分
析
と
記
述
を
方
法
と
す
る
。
そ
の
日
指
す
と
こ
ろ
は
、
自
然
科
学
が
実
証
的
に
自
然
の
事
実
に
訴
え
る
の
に
対
し

て
、
意
識
の
事
実
に
訴
え
る
精
神
科
学
固
有
の
客
観
性
に
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
、
一
九
世
紀
と
い
う
時
代
の
中

で
、
自
然
科
学
の
法
則
性
に
求
め
ら
れ
る
普
遍
必
然
性
に
対
抗
し
て
意
識
の
事
実
に
即
し
た
客
観
的
妥
当
性
へ
転
換
し

よ
う
と
す
る
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
学
問
的
志
向
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
意
識
の
事
実
に
訴
え
る
と
い

う
こ
と
が
、『
序
説
』
の
時
期
に
去
っ
て
精
神
科
学
の
学
的
客
観
性
の
認
識
論
的
基
礎
づ
け
と
し
て
遂
行
さ
れ
た
の
で

あ
る（

（（
（

。

　

次
に
注
意
し
た
い
の
は
、
斉
一
性
に
は
、
二
つ
の
局
面
が
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
共
存
す
る
も
の
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と
継
起
す
る
も
の
、
こ
れ
ら
の
斉
一
的
な
も
の
」（GS（（,（

）
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
斉
一
性
は
時
間
的
経
過
の

中
で
の
「
共
存
」
と
「
継
起
」
に
関
し
て
語
ら
れ
る
。
こ
れ
に
応
じ
て
、「
心
理
学
は
、
意
識
に
お
け
る
諸
状
態
の
継

起
と
共
存
の
確
定
を
目
指
す
」（GS（（,（

）。
斉
一
的
な
も
の
が
継
起
と
共
存
の
両
方
を
含
ん
で
い
る
こ
と
は
、
時
間
的

に
は
、
心
理
学
が
意
識
の
あ
る
状
態
と
あ
る
状
態
を
共
時
的
に
記
述
す
る
場
合
と
通
時
的
に
記
述
す
る
場
合
の
両
方
に

及
ん
で
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
前
者
で
は
、
あ
る
状
態
と
あ
る
状
態
は
同
時
に
存
在
し
、
後
者
で
は
継
起
し
て
存
在

す
る
。
こ
の
よ
う
な
共
存
と
継
起
の
斉
一
性
を
、「
精
神
」
に
お
け
る
「
自
由
・
進
歩
・
成
長
」
の
「
法
則
」
と
し
て

心
理
学
に
よ
っ
て
分
析
・
記
述
す
る
こ
と
が
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
目
指
す
と
こ
ろ
と
な
る
。

　

こ
の
よ
う
に
見
れ
ば
、
斉
一
性
は
、
八
〇
年
代
以
降
に
中
心
概
念
と
な
る
連
関
と
構
造
を
す
で
に
含
意
し
て
い
る
の

で
は
な
い
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
生
の
斉
一
性
あ
る
い
は
規
則
性
の
探
求
が
、
生
を
連
関
そ
し
て
構
造
と
し
て
捉
え
る

こ
と
に
至
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
と
い
う
の
は
、
生
に
お
い
て
あ
る
状
態
と
あ
る
状
態
が
規
則
的
に
共
存
あ
る
い
は
継

起
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
双
方
の
状
態
が
一
定
の
連
関
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
、
し
か
も
二
つ
の
状
態
が
斉
一

的
に
連
関
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
生
が
そ
の
よ
う
な
構
造
を
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
因
果
連
関
に
対
す
る
、
斉
一
性
、
連
関
と
構
造
、
こ
れ
ら
相
互
の
意
味
区
分
で
あ

る
。
こ
れ
ら
は
デ
ィ
ル
タ
イ
の
思
索
の
展
開
と
共
に
順
次
、
語
り
出
さ
れ
て
い
く
か
ら
で
あ
る
。
斉
一
性
の
次
に
、
し

か
も
斉
一
性
と
意
味
的
に
区
別
さ
れ
て
語
ら
れ
る
の
が
、
連
関
で
あ
る
。
八
〇
年
前
後
、『
序
説
』
の
時
期
に
な
っ
て

か
ら
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
意
味
的
区
分
に
注
目
し
た
い
。
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三　

斉
一
性
か
ら
連
関
へ
（『
序
説
』
の
時
期
）

 
（
一
）
一
八
七
一
年
に
キ
ー
ル
大
学
か
ら
ブ
レ
ス
ラ
ウ
大
学
に
移
っ
て
四
年
後
の
一
八
七
五
年
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
『
序

説
』
の
前
身
と
も
い
え
る
『
人
間
・
社
会
・
国
家
に
関
す
る
学
問
の
歴
史
の
研
究
に
つ
い
て
』（
以
下
『
七
五
年
論
考
』

と
略
記
）
を
著
し
、
八
〇
年
前
後
に
は
精
神
科
学
の
基
礎
づ
け
の
中
核
を
な
す
草
稿
群
「
ブ
レ
ス
ラ
ウ
草
稿
」
を
仕
上

げ
る
。
こ
こ
で
彼
は
、「
覚
知
」（
自
身
の
意
識
状
態
を
自
身
で
気
づ
い
て
い
る
こ
と
）
と
い
う
「
意
識
の
事
実
」
の
直

接
的
な
把
握
を
「
意
識
の
事
実
」
の
確
実
性
の
「
最
終
審
」
と
み
な
し
、
こ
れ
を
「
現
象
性
の
原
理
」
と
名
づ
け
て
「
精

神
科
学
の
認
識
論
的
基
礎
づ
け
」
を
試
み
る
（GS（9,（（ff. GS（0,（（（ff.

）。
か
く
し
て
、
一
八
八
二
年
に
ベ
ル
リ
ン
大

学
へ
移
っ
た
翌
年
、『
序
説
』
を
公
刊
す
る
。

　

デ
ィ
ル
タ
イ
は
こ
の
過
程
で
、
斉
一
性
と
連
関
を
概
念
的
意
味
的
に
区
別
し
始
め
、
そ
れ
に
応
じ
て
心
理
学
的
分
析

の
目
標
を
斉
一
性
か
ら
連
関
へ
捉
え
直
す
。
全
集
第
二
一
巻
の
遺
稿
に
あ
る
次
の
文
面
に
注
目
し
た
い
。

「
こ
の
法
則
〔
心
的
事
実
の
斉
一
性
〕
を
確
定
す
る
こ
と
は
い
ま
だ
心
理
学
の
最
終
目
標
で
は
な
く
、
す
べ
て
の

心
的
事
実
相
互
の
連
関

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
確
定
す
る
こ
と
が
心
理
学
の
主
要
目
標
で
あ
る
」（GS（（,（（

）。「
心
理
学
の
最
初
の
歩

み
は
、
精
神
的
事
実
の
共
存
に
お
け
る
斉
一
性
が
知
覚
さ
れ
、
提
示
さ
れ
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
斉
一
性

0

0

0

は
、
た
し
か
に
最
初
の
一
歩
で
は
あ
る
が
、
い
ぜ
ん
と
し
て
心
理
学
的
学
問
で
は
な
い
。····

心
理
学
は
そ
れ
で

満
足
せ
ず
に
、
む
し
ろ
、
精
神
的
事
実
の
一
つ
の
連
関

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
求
め
る
。
そ
れ
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
精
神
的

0

0

0

事
実
が
互
い
に
結
合

0

0

0

0

0

0

0

0

さ
れ
て
一
つ
の
学
問
的
全
体

0

0

0

0

0

0

0

0

に
な
る
、
そ
の
よ
う
な
連
関
で
あ
る
」（GS（（,（（

）。
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わ
れ
わ
れ
は
以
上
の
文
面
か
ら
い
く
つ
か
の
点
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
ず
、
斉
一
性
は
初
期
と
同
様
に

法
則
性
（
規
則
性
）
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
あ
る
状
態
が
あ
る
状
態
と
継
起
的
あ
る
い
は
共
存
的
に
生

起
す
る
こ
と
の
規
則
性
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
次
に
、
初
期
で
は
、
心
理
学
は
こ
の
斉
一
性
を
取
り
出
す
こ
と
が
目
標
で

あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
、
斉
一
性
は
「
最
初
の
一
歩
」
に
す
ぎ
ず
、
連
関
が
「
最
終
目
標
」
に
さ
れ
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
、
第
三
に
、
連
関
は
斉
一
性
と
意
味
的
に
区
分
さ
れ
る
概
念
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
斉
一
性
が
共
存
・
継
起

の
規
則
性
で
あ
る
の
対
し
て
、
連
関
は「
互
い
の
結
合
」
を
含
意
し
て
い
る
。
心
理
学
が
記
述
的
分
析
的
で
あ
る
な
ら
、

わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
に
対
応
し
て
次
の
よ
う
に
言
っ
て
も
良
い
で
あ
ろ
う
。
規
則
性
は
精
神
的
事
実
の
生
起
の
仕
方
を
記

述
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
定
で
き
る
が
、
連
関
は
そ
れ
を
分
析
し
、
そ
こ
に
結
合
関
係
を
見
出
し
て
初
め
て
確
定
で
き

る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
共
存
・
継
起
し
て
い
る
だ
け
の
も
の
は
、
そ
れ
ら
を
分
離
し
、
独
立
し
た
も
の
と

し
て
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
結
合
し
て
い
る
も
の
は
そ
う
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
結
合
関

係
を
確
定
す
る
こ
と
は
、
逆
に
、
分
離
し
が
た
く
生
起
す
る
こ
と
を
確
定
す
る
こ
と
に
等
し
い
。
か
く
し
て
、「
す
べ

て
の
精
神
的
事
実
が
互
い
に
結
合
さ
れ
て
い
る
」
の
で
あ
れ
ば
、
精
神
的
事
実
が
一
つ
の
統
一
的
全
体
を
形
成
し
て
い

る
こ
と
に
な
ろ
う
。
斉
一
性
の
分
析
は
時
間
的
経
過
の
中
で
の
同
様
で
一
様
な
繰
り
返
し
に
重
点
が
あ
っ
た
の
に
対
し

て
、
連
関
に
お
い
て
は
そ
れ
ら
相
互
の
不
可
分
な
統
一
的
全
体
性
に
重
点
が
あ
る（

（（
（

。
か
く
し
て
第
四
に
、
こ
の
よ
う
な

生
の
連
関
が
、
学
問
と
の
関
係
で
は
、「
一
つ
の
学
問
的
全
体
」
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
。
生
が
連
関
と
し
て
統
一
的

全
体
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
に
基
づ
い
て
、
精
神
的
事
実
を
対
象
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
精
神
科
学
が
相
互
に
「
一
つ
の

学
問
的
全
体
」
を
な
す
の
で
あ
る
。
精
神
科
学
の
対
象
と
同
時
に
学
問
相
互
の
統
一
性
の
基
礎
が
、
生
の
連
関
に
求
め

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
見
れ
ば
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
分
析
が
意
識
の
事
実
の
斉
一
性
か
ら
連
関
へ
向
か
う
こ
と
は
、
同
時
に
、
生

の
統
一
的
な
全
体
性
へ
向
か
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
こ
れ
に
よ
っ
て
、「
生
の
連
関
」
と
共
に
「
生
の
統
一
体
」

と
い
う
生
の
根
本
的
な
在
り
方
に
つ
い
て
彼
の
考
え
方
が
形
成
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
精
神
科
学
の
基

礎
づ
け
の
道
筋
も
形
成
さ
れ
て
い
く
。
す
な
わ
ち
、
精
神
科
学
の
基
礎
づ
け
は
、
心
的
生
を
覚
知
に
よ
っ
て
確
実
な
意

識
の
事
実
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
精
神
科
学
の
対
象
の
確
実
性
と
共
に
学
の
客
観
性
を
確
保
し
、
そ
し
て
そ
れ

を
心
理
学
的
に
分
析
し
て
連
関
を
確
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
諸
々
の
精
神
科
学
を
一
つ
の
学
問
的
全
体
と
し
て
基
礎
づ

け
る
の
で
あ
る
。
前
者
が
「
現
象
性
の
原
理
」
に
よ
る
「
精
神
科
学
の
認
識
論
的
基
礎
づ
け
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

後
者
は
『
理
念
』
第
一
章
表
題
に
掲
げ
ら
れ
た
「
精
神
科
学
の
心
理
学
的
基
礎
づ
け
」
と
呼
ば
れ
る
。
当
時
、
自
然
科

学
と
精
神
科
学
が
分
岐
し
、
さ
ら
に
は
心
理
学
が
実
験
心
理
学
と
し
て
自
然
科
学
化
し
て
い
く
の
に
対
し
て
、
デ
ィ
ル

タ
イ
は
、
精
神
諸
科
学
の
学
問
的
全
体
性
を
生
の
全
体
的
統
一
性
に
よ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
を
分
析
記
述
す
る
心

理
学
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
当
時
の
精
神
科
学
全
体
の
動
向
に
対
す
る
、
と
り

わ
け
当
時
の
心
理
学
の
動
向
に
対
す
る
、
彼
の
転
換
点
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
よ
う（

（（
（

。

　

そ
れ
で
は
、
斉
一
性
か
ら
連
関
へ
、
そ
し
て
連
関
か
ら
統
一
性
へ
向
か
い
、「
わ
れ
わ
れ
の
諸
経
験
の
統
一
的
連
関
」

（GS（（, （0（

）
を
分
析
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
ど
の
よ
う
に
し
て
生
の
統
一
性
が
分
析
記
述
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
も
そ
も
統
一
体
は
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
生
の
連
関
が
自
然
の
斉
一
性
と
区
別
さ
れ
は
し
た

が
、
け
っ
き
ょ
く
、
生
も
自
然
と
同
じ
よ
う
に
因
果
的
に
統
一
体
が
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
因
果
的
で
な
い
な

ら
、
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
あ
ろ
う
か
。

 

（
二
）
そ
こ
で
、
因
果
性
を
求
め
て
き
た
従
来
の
探
求
に
対
抗
し
て
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
ど
こ
を
目
指
し
て
ま
た
ど
の
よ
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う
な
仕
方
で
探
求
を
進
め
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
こ
の
点
を
ま
ず
見
定
め
て
お
こ
う
。

　

デ
ィ
ル
タ
イ
に
よ
れ
ば
、「
一
七
世
紀
に
は
ガ
リ
レ
イ
が
〔
運
動
〕
法
則
を
打
ち
立
て
、
外
界
の
法
則
性
を
洞
察
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
な
段
階
に
入
り···· 

、
法
則
、
必
然
性
、
因
果
関
係
と
い
う
厳
密
な
概
念
が
形
成
さ
れ
た
。
そ

し
て
因
果
関
係
は
、
自
然
を
支
配
す
る
斉
一
性
の
表
現
で
あ
っ
た
」（GS（（,（（（f.

）。
で
は
、
因
果
律
が
自
然
の
斉
一

性
を
厳
密
に
表
現
し
た
自
然
科
学
的
な
概
念
で
あ
る
な
ら
、
そ
も
そ
も
自
然
に
は
斉
一
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
ど
の

よ
う
に
経
験
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
続
く
ヒ
ュ
ー
ム
に
対
す
る
叙
述
の
中
に
デ
ィ
ル
タ
イ
の
見
方
が
語
ら
れ
て

い
る
。「

ヒ
ュ
ー
ム
は
原
因
と
必
然
性
と
い
う
概
念
の
根
底
に
は
、
事
実
の
継
起
に
お
け
る
斉
一
性
の
経
験
が
あ
る
と
考

え
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
心
的
に
条
件
づ
け
ら
れ
る
習
慣
を
考
え
た
。
そ
れ
ゆ
え
ヒ
ュ
ー
ム
に
と
っ
て
因
果
性

と
必
然
性
は
た
ん
に
経
験
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
自
然
経
過
の
必
然
性
の
意
識

は
経
験
の
な
か
で
生
じ
る
こ
と
に
な
り
、
行
為
の
な
か
で
経
験
さ
れ
る
斉
一
性
は
行
為
に
関
す
る
必
然
的
で
法
則

的
な
連
関
を
想
定
さ
せ
よ
う
」（GS（（,（9（
）。

こ
こ
で
の
デ
ィ
ル
タ
イ
の
見
方
を
先
の
叙
述
と
合
せ
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

　

ま
ず
、
自
然
科
学
で
使
わ
れ
る
因
果
性
と
い
う
厳
密
な
概
念
は
、
自
然
の
斉
一
性
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し

て
自
然
の
斉
一
性
は
事
実
の
継
起
と
し
て
経
験
さ
れ
る
。
し
か
も
こ
の
経
験
に
よ
っ
て
心
の
習
慣
が
形
成
さ
れ
る
。
つ

ま
り
、
観
念
と
観
念
を
連
合
す
る
心
の
傾
き
が
形
成
さ
れ
る
。
そ
し
て
心
的
な
傾
向
性
に
基
づ
い
て
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
言
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葉
を
借
り
れ
ば
、
観
念
間
の
連
合
は
「
恒
常
的
連
接
」
と
し
て
形
成
さ
れ
、
さ
ら
に
こ
れ
が
自
然
科
学
に
お
い
て
必

然
性
を
含
意
す
る
因
果
性
と
い
う
厳
密
な
概
念
と
し
て
、
つ
ま
り
「
必
然
的
結
合
」
と
し
て
表
現
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

デ
ィ
ル
タ
イ
の
叙
述
で
重
要
な
の
は
、
自
然
科
学
的
な
因
果
性
の
概
念
形
成
の
源
を
求
め
て
、
ヒ
ュ
ー
ム
と
共
に
経
験

的
な
心
的
な
事
実
に
遡
っ
て
い
る
点
で
あ
り
、
し
か
も
自
然
の
斉
一
性
の
問
題
を
、
行
為
の
場
面
に
移
行
さ
せ
よ
う
と

し
て
い
る
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
然
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
行
為
に
つ
い
て
も
斉
一
性
の
経
験
が
あ
り
、
そ
の

経
験
に
基
づ
い
て
連
関
が
形
成
さ
れ
る
の
だ
、
し
か
も
こ
れ
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
見
解
か
ら
想
定
可
能
な
の
だ
、
と
彼
は

主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
デ
ィ
ル
タ
イ
に
と
つ
て
源
に
な
る
の
は
、
自
然
に
つ
い
て
も
行
為
に
つ
い
て
も
、
斉
一
性

0

0

0

（
規
則
性

0

0

0

）

の
経
験

0

0

0

で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
こ
に
一
つ
の
問
い
が
生
じ
る
の
で
は
な
い
か
。
自
然
の
斉
一
性
の
経
験
か
ら
因

果
性
と
い
う
厳
密
な
概
念
が
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
行
為
の
斉
一
性
は
ど
の
よ
う
に
経
験
さ
れ
、
ま
た
そ
れ
は
ど

の
よ
う
に
概
念
化
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
デ
ィ
ル
タ
イ
自
身
の
問
い
に
な
る
。
し
か
も
彼
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
か

ら
の
流
れ
の
中
で
Ｊ
．Ｓ
．ミ
ル
が
自
然
科
学
的
方
法
を
「
道
徳
科
学
」
へ
適
用
し
て
帰
納
法
的
に
答
え
る
試
み
に
対
抗

し
て
、「
精
神
科
学
」
に
固
有
の
心
理
学
的
な
記
述
分
析
に
よ
っ
て
答
え
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る（

（（
（

。

　

こ
の
よ
う
な
デ
ィ
ル
タ
イ
の
探
求
の
仕
方
に
関
し
て
Ｊ
．Ｓ
．ミ
ル
の
他
に
想
起
し
て
お
き
た
い
の
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
に

対
し
て
立
て
ら
れ
た
カ
ン
ト
の
問
い
、
す
な
わ
ち
、
ア
プ
リ
オ
リ
な
総
合
判
断
は
い
か
に
し
て
可
能
か
と
い
う
問
い
で

あ
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
で
は
自
然
の
斉
一
性
が
経
験
的
な
心
の
習
慣
に
基
づ
け
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
カ
ン
ト
の
問
い
で

は
、
因
果
性
の
必
然
性
と
普
遍
性
が
意
図
さ
れ
、
自
然
の
斉
一
性
経
験
を
可
能
に
す
る
ア
プ
リ
オ
リ
な
超
越
論
的
条
件

が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
、
Ｊ
．Ｓ
．ミ
ル
そ
し
て
カ
ン
ト
を
前
に
し
て
デ
ィ
ル
タ
イ
が
進
む
方
向
性
は
明
瞭
で
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あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
習
慣
に
よ
る
「
観
念
連
合
」
の
経
験
か
ら
普
遍
必
然
的
な
因
果
律
を
帰
納
す
る
の
で
は
な
く
、
あ

る
い
は
逆
に
、
因
果
律
を
普
遍
必
然
的
な
「
ア
プ
リ
オ
リ
な
条
件
」
と
し
て
主
観
の
形
式
に
見
出
し
そ
の
客
観
的
妥
当

性
を
演
繹
す
る
の
で
も
な
く
、
ど
こ
ま
で
も
斉
一
性
の
経
験
を
意
識
の
事
実
と
し
て
覚
知
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
客

観
性
を
認
識
論
的
に
基
礎
づ
け
、
そ
し
て
そ
れ
を
心
理
学
的
に
記
述
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
連
関
」
を
取
り
出
そ

う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

そ
う
で
あ
れ
ば
、
行
為
の
斉
一
性
も
意
識
の
事
実
と
し
て
経
験
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
先
に
注
目

し
た
よ
う
に
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
こ
の
時
期
の
分
析
が
斉
一
性
か
ら
連
関
に
向
か
う
の
で
あ
れ
ば
、
行
為
の
斉
一
性
の
経

験
へ
の
問
い
は
、
よ
り
広
く
は
、「
わ
れ
わ
れ
の
諸
経
験
の
統
一
的
連
関
」
が
意
識
の
事
実
に
基
づ
い
て
い
か
に
形
成

さ
れ
る
の
か
と
い
う
問
い
に
な
ろ
う
。
カ
ン
ト
が
ア
プ
リ
オ
リ
な
総
合
判
断
の
可
能
性
を
超
越
論
的
に
問
う
た
の
に
対

し
て
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
諸
経
験
の
統
一
的
連
関
の
形
成
の
仕
方
を
心
理
学
的
に
分
析
す
る
。
こ
れ
が
彼
の
探
求
の
仕
方

で
あ
り
目
指
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。

 

（
三
）
そ
れ
で
は
こ
の
問
い
に
対
し
て
デ
ィ
ル
タ
イ
は
ど
の
よ
う
に
答
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
右

に
見
て
き
た
彼
の
歴
史
叙
述
が
、「
意
志
の
理
論
が
社
会
・
国
家
・
法
に
関
す
る
学
問
の
基
礎
を
形
成
し
、
と
く
に
歴

史
の
扱
い
に
関
し
て
影
響
力
が
強
い
」（GS（（,（9（
）
と
い
う
表
題
の
も
と
で
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。

こ
の
表
題
で
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
デ
ィ
ル
タ
イ
が
「
意
志
の
理
論
」
に
着
眼
し
始
め
た
の
は
、
こ
の
時
期
、
八
〇

年
前
後
で
あ
る
。
一
八
八
〇
年
以
前
と
さ
れ
る
「
認
識
論
の
た
め
の
初
期
草
稿
」
で
は
、
意
識
そ
し
て
生
は
主
知
主
義

的
に
表
象
作
用
だ
け
を
含
む
の
で
は
な
く
、
意
志
と
感
受
も
劣
ら
ず
生
の
成
分
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
、
こ
れ
ら
三

つ
が
生
の
基
本
的
要
素
と
さ
れ
る（GS（9,（0

）。
そ
し
て
、
最
初
期
の
一
八
六
五
／
六
六
年
の
論
理
学
講
義
の
中
で「
自
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然
の
学
」
に
対
し
て
「
精
神
の
学
」
を
構
想
し
た
と
き
（GS（0,（（

）、
そ
れ
と
同
時
に
生
じ
る
「
外
界
の
実
在
性
」
の

問
題
（GS（0,（（（

）
に
対
し
て
、
意
志
と
そ
の
抵
抗
経
験
を
も
っ
て
答
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
も
、
八
〇
年
前
後
で
あ

る（
（（
（

。
し
た
が
っ
て
、
行
為
の
斉
一
性
さ
ら
に
は
諸
経
験
の
統
一
的
連
関
へ
の
問
い
に
対
し
て
も
ま
た
、
意
志
的
な
生
の

事
実
に
基
づ
い
て
答
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

そ
れ
で
は
、
こ
の
時
期
に
生
の
心
的
活
動
は
心
理
学
的
に
ど
の
よ
う
に
分
析
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
り
わ
け
、

心
的
生
の
統
一
体
あ
る
い
は
統
一
的
連
関
の
形
成
は
ど
の
よ
う
に
記
述
分
析
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
八
八
〇
年
の

「
記
述
心
理
学
草
稿
」
か
ら
要
点
を
取
り
出
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
心
的
活
動
は
「
循
環
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
こ
れ

に
よ
っ
て
「
連
関
」
お
よ
び
「
統
一
体
」
の
形
成
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。

「
循
環
」
と
は
、「
諸
々
の
印
象
が
常
に
意
志
作
用

0

0

0

0

を
引
き
起
こ
し
、
次
に
意
志
は
抵
抗
経
験

0

0

0

0

の
中
で
生
の
新
た
な

刺
激
に
帰
り
着
く
」（GS（（,（（（
）。

刺
激
か
ら
意
志
作
用
へ
、
意
志
作
用
か
ら
新
た
な
刺
激
へ
、
と
い
う
よ
う
に
繰
り
返
さ
れ
る
心
的
活
動
の
循
環
の
中

で
、
諸
々
の
心
的
状
態
が
連
関
し
て
統
一
体
が
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
人
間
の
生
は
ひ
と
つ
の
統
一
体

0

0

0

で
あ
る
の
で
、
生
の
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
は
偶
然
的
に
連
関
し
て
互
い
に
交
代
す

る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
間
に
は
、
個
人
が
自
分
自
身
の
生
を
連
関
し
た
成
長

0

0

0

0

0

0

と
し
て
把
握
し
う
る
よ
う
な
関

係
が
あ
る
。
こ
の
連
関
を
形
成
す
る
の
は
心
的
活
動
の
循
環

0

0

で
あ
る
」（GS（（,（（（

）。
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こ
の
よ
う
に
、
各
々
の
心
的
状
態
や
活
動
な
ど
に
現
れ
る
連
関
を
生
の
統
一
体
と
し
て
形
成
す
る
の
は
、
心
的
活
動

の
循
環
に
、
つ
ま
り
意
志
的
な
抵
抗
経
験
と
い
う
、
諸
印
象
の
受
容
（
表
象
的
感
受
的
働
き
）
と
そ
れ
に
対
す
る
能
動

的
作
用
（
意
志
的
働
き
）
と
の
循
環
的
な
繰
り
返
し
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
抵
抗
経
験
に
お
け
る
受
動
と
能
動
、
つ
ま
り
意
志
的
な
相
互
作
用
が
、
因
果
的

な
相
互
関
係
や
実
体
的
統
一
体
の
相
互
関
係
で
は
な
い
し
、
意
志
的
な
前
者
に
基
づ
い
て
後
者
が
知
性
的
に
構
成
さ
れ

る
と
い
う
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
因
果
性
の
概
念
は
、
意
志
を
類
比
に
し
て
、
表
象
可
能
な
も
の
を
す
べ
て
明
晰

に
構
成
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
実
体
の
概
念
は
、
知
性
が
そ
う
す
る
よ
う
に
、
あ
る
統
一
体
を
こ
れ
も
等
し
い
他
の

統
一
体
に
対
し
て
措
定
す
る
も
の
を
す
べ
て
明
晰
に
構
成
し
た
も
の
で
あ
る
」（GS（（,（（（

）、
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
意
志
的
な
相
互
作
用
の
働
き
が
、
知
性
に
よ
っ
て
表
象
化
さ
れ
、
対
象
（
実
体
）
相
互
の
因
果
関
係
と
し
て
構
成

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
意
志
的
な
相
互
作
用
を
因
果
性
や
実
体
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
捉
え
よ
う
と
す

る
こ
と
は
、
本
末
転
倒
に
な
る
。
か
く
し
て
デ
ィ
ル
タ
イ
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
ら
因
果
性
と
実
体
の
概
念
に
よ
っ
て
連
関
の
内
的
本
性

0

0

0

0

0

0

0

を
た
と
え
表
現
で
き
な
く
と
も
、
わ

れ
わ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
中
で
こ
の
内
的
連
関
を
体
験

0

0

し
て
い
る
。
こ
の
、
わ
れ
わ
れ
の
中
の
根
本
的
連
関
が
上
述

の
循
環
を
も
っ
て
完
遂
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
、
こ
れ
が
実
際
、
生
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
、
心
的
統
一
体

0

0

0

0

0

は

わ
れ
わ
れ
の
中
で
経
験

0

0

さ
れ
て
い
る
」（GS（（,（（（

）。

　

先
に
見
た
よ
う
に
心
的
活
動
を
循
環
と
し
て
分
析
記
述
す
る
こ
と
は
、
心
的
生
の
表
象
・
感
受
・
意
志
と
い
う
三
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つ
の
働
き
が
不
可
分
に
連
関
し
て
い
る
こ
と
の
分
析
記
述
に
ほ
か
な
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
意
志
的
な
相
互
作
用

と
し
て
経
験
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
テ
レ
ビ
に
流
れ
た
演
説
に
落
胆
と
と
も
に
怒
り
を
感
じ
た
り
、
旅
行

先
で
地
元
の
人
と
楽
し
く
過
ご
し
た
り
、
そ
れ
ら
の
経
験
は
他
者
と
の
相
互
作
用
の
連
関
と
し
て
日
々
わ
れ
わ
れ
が
何

気
な
く
為
し
て
い
る
表
象
・
感
受
・
意
志
の
不
可
分
な
統
一
的
経
験
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
デ
ィ
ル
タ
イ
は
こ
の
時
期
、
心
的
生
の
統
一
体
そ
し
て
統
一
的
連
関
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
て
い
る

か
を
分
析
す
る
。
そ
れ
は
「
循
環
」
で
あ
り
、
抵
抗
経
験
と
し
て
の
「
相
互
作
用
」
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
を
起
動
し

て
い
る
の
が
意
志
作
用
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
意
志
的
相
互
作
用
を
原
動
力
に
し
て
心
的
生
そ
れ
自
身
の
統
一
的
連
関
が

形
成
さ
れ
て
い
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
に
と
っ
て
、
こ
れ
が
生
の
事
実
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
相
互
作
用
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
統
一
的
連
関
の
内
的
本
性
は
、
因
果
性
や
実
体
と
い
う

概
念
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
え
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
ほ
か
に
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
に
対

し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
通
常
、
自
然
の
斉
一
性
を
形
成
す
る
法
則
と
し
て
因
果
律
を
考
え
、
自
然
を
機
械
論
的
に
把
握
す

る
の
に
慣
れ
て
い
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
意
志
的
働
き
そ
し
て
意
志
的
行
為
の
斉
一
性
に
つ
い
て
、
合
目
的
性
と
い
う

概
念
に
よ
っ
て
目
的
論
的
に
理
解
す
る
こ
と
に
慣
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
と
も
、
デ
ィ
ル
タ
イ
が
連
関
の
本

性
は
因
果
性
と
い
う
概
念
で
は
把
握
で
き
な
い
と
言
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
合
目
的
性
と
い
う
概
念
も

不
適
切
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
実
際
、
こ
の
時
期
、
心
的
生
の
分
析
が
斉
一
性
か
ら
連
関
へ
、
そ
し
て
統
一
体
へ
向
か
い

は
す
る
が
、
そ
れ
が
合
目
的
性
に
基
づ
い
て
目
的
論
的
に
形
成
さ
れ
て
い
る
と
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が

ら
、
八
〇
年
代
後
半
か
ら
、
合
目
的
性
が
デ
ィ
ル
タ
イ
の
鍵
概
念
と
し
て
前
面
に
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ど
の

よ
う
に
し
て
で
あ
ろ
う
か
。
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四　

連
関
の
合
目
的
性
と
連
関
の
斉
一
性
（『
序
説
』
か
ら
『
理
念
』
へ
の
時
期
）

　

一
八
八
三
年
の
『
序
説
』
公
刊
以
降
、
八
〇
年
代
後
半
か
ら
九
〇
年
代
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
心
理
学
が
仮
説
に
よ
る

説
明
心
理
学
に
反
対
し
て
分
析
に
よ
る
記
述
心
理
学
と
し
て
形
成
さ
れ
、
心
的
生
の
心
理
学
的
分
析
が
深
め
ら
れ
る
時

期
で
あ
る
。
こ
れ
に
応
じ
て
、
自
然
の
斉
一
性
に
対
し
て
精
神
の
斉
一
性
の
分
析
が
こ
れ
ま
で
以
上
に
掘
り
下
げ
ら
れ

る
。
以
下
に
見
る
よ
う
に
、
八
〇
年
代
後
半
に
は
、
全
体
的
統
一
的
な
連
関
が
合
目
的
的
に
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

述
べ
ら
れ
、
そ
し
て
九
〇
年
代
に
入
っ
て
「
包
括
的
連
関
の
斉
一
性
」（GS（（,（（（,（（9

）
あ
る
い
は
「
獲
得
連
関
の

斉
一
性
」（GS（（,（9（,（（（,（（（

）
が
分
析
さ
れ
る
。
こ
こ
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
道
筋
を
見
通
す
こ
と
が
で

き
よ
う
。
こ
れ
ま
で
は
各
々
の
斉
一
的
な
も
の
の
連
関
が
意
識
の
事
実
と
し
て
分
析
さ
れ
、
こ
の
時
期
に
は
、
そ
の
連

関
の
統
一
的
全
体
的
な
形
成
の
仕
方
が
合
目
的
性
に
求
め
ら
れ
、
か
く
し
て
連
関
そ
の
も
の
の
斉
一
性
が
語
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
前
者
の
斉
一
性
を
共
存
・
継
起
の
繰
り
返
し
あ
る
い
は
規
則
性
と
し
て
、
後

者
の
そ
れ
を
連
関
の
合
目
的
性
と
し
て
特
徴
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
彼
は
な
ぜ
、
こ
の
時
期
に
至
っ
て
合

目
的
性
を
語
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
そ
れ
が
、
自
然
科
学
の
因
果
性
と
同
じ
よ
う
に
、
普
遍
的
必
然
的
な
法
則
性

あ
る
い
は
一
般
化
す
る
説
明
原
理
と
し
て
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
記
述
的
分
析
的
心
理
学
の
理
念
か
ら
逸
脱
す
る

こ
と
に
な
ろ
う
。
合
目
的
性
を
語
る
デ
ィ
ル
タ
イ
の
真
意
は
ど
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

ま
ず
、
八
〇
年
代
後
半
の
資
料
は
、
従
来
は
全
集
第
六
巻
所
収
の
「
詩
人
の
構
想
力
と
狂
気
」（
一
八
八
六
）（
以
下

「
八
六
年
想
像
力
講
演
」
と
略
記
）、「
詩
人
の
構
想
力
。
詩
学
の
た
め
の
礎
石
」（
一
八
八
七
）（
以
下
「
八
七
年
詩
学

論
考
」
と
略
記
）
な
ど
が
主
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
で
は
詩
学
の
領
域
が
扱
わ
れ
る
が
、
心
理
学
的
分
析
に
よ
っ
て
、
詩

学
の
基
礎
が
詩
人
の
体
験
に
、
そ
し
て
詩
作
の
根
源
的
能
力
が
想
像
力
に
求
め
ら
れ
る（

（（
（

。
ま
た
全
集
二
一
・
二
二
巻
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に
収
め
ら
れ
た
遺
稿
か
ら
も
、
こ
の
時
期
、
ベ
ル
リ
ン
大
学
の
心
理
学
講
義
な
ど
を
通
し
て
心
理
学
的
分
析
が
試
み
ら

れ
、
説
明
心
理
学
へ
の
批
判
と
同
時
に
記
述
心
理
学
の
構
想
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、『
序
説
』
公
刊
直
後

の
一
八
八
三
／
八
四
年
の
講
義
「
心
理
学
」
を
皮
切
り
に
、
一
八
八
四

−

一
九
〇
五
年
の
「
説
明
心
理
学
と
の
対
決
の

た
め
に
」、
一
八
八
八
／
八
九
年
の
講
義
「
経
験
科
学
と
し
て
の
心
理
学
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
で
斉
一
性
概
念
は
さ
ま

ざ
ま
な
事
柄
に
語
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、「
自
然
の
因
果
性
」（GS（（,9（, （（（

）
や
「
反
復
」（GS（（,（（0

）
に
、

精
神
に
関
し
て
は
「
内
的
状
態
の
契
機
」（GS（（,（（（

）
に
、
さ
ら
に
は
「
心
的
過
程
」
と
「
身
体
的
作
用
」
と
の
間

の
「
関
係
」（GS（（, （（（
）
あ
る
い
は
「
記
憶
の
再
生
」（GS（（, （（（

）
に
、
斉
一
性
が
語
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
多
様
で
あ
っ
て
も
、「
心
的
生
の
中
で
現
れ
る
斉
一
的
な
も
の
の
認
識
」（GS（（,（（

）
が
目
指
さ
れ
て

い
る
点
は
、
初
期
か
ら
一
貫
し
て
い
る
。
か
く
し
て
こ
の
時
期
に
至
っ
て
、「
心
的
生
の
諸
部
分
の
内
的
結
合

0

0

0

0

に
お
い

て
合
目
的
的
な
連
関

0

0

0

0

0

0

0

が
現
れ
る
」（GS（（,（（

）
と
語
ら
れ
る
。
連
関
が
心
的
生
の
諸
状
態
・
活
動
の
不
可
分
な
結
合
と

し
て
統
一
的
全
体
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
形
成
が
目
的
論
的
に
遂
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
た

し
か
に
、
行
為
の
場
面
で
は
、
あ
る
目
的
を
目
指
し
て
、
あ
る
手
段
と
結
果
が
規
則
的
に
現
れ
、
双
方
の
連
関
が
経
験

さ
れ
る
こ
と
が
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
心
的
生
に
関
し
て
は
、
目
的
は
ど
の
よ
う
に
分
析
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
先
に
見
た
八
〇
年
前
後
の
分
析
で
は
、
心
的
生
の
統
一
体
が
意
識
の
事
実
に
基
づ
い
て
刺
激
と
意
志
作
用
と
の
循

環
、
つ
ま
り
相
互
作
用
と
し
て
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
ど
こ
に
合
目
的
性
が
記
述
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
刺
激
と
反
応
と
い
う
因
果
的
な
相
互
作
用
と
言
う
べ
き
で
は
な
い
か
。

　

こ
の
問
い
に
対
し
て
デ
ィ
ル
タ
イ
は
生
物
に
お
け
る
環
境
へ
の
適
応
を
挙
げ
る
。
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「
内
的
生
の
原
細
胞
と
も
言
え
る
原
型
は
、
ど
こ
に
あ
っ
て
も
、
生
物
の
環
境
の
印
象
か
ら
、
こ
の
生
物
と
環
境

と
の
間
に
適
応
を
も
た
ら
す
運
動
へ
向
か
う
進
展
で
あ
る
。
今
や
わ
れ
わ
れ
が
合
目
的
性
と
い
う
こ
と
で
理
解
し

て
い
る
の
は
、
合
目
的
性
の
全
概
念
が
こ
の
地
点
か
ら
の
み
形
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
、
こ
の
こ
と
に
ほ
か
な
ら

な
い
。····

す
な
わ
ち
、
統
一
的
な
生
の
出
来
事
の
因
果
的
連
関
は
、
刺
激
、
中
心
的
出
来
事
、
そ
し
て
運
動
、

こ
れ
ら
の
間
の
合
目
的
的
連
関
に
あ
る
」（GS（（,（（

（
（（
（

）。

こ
こ
で
合
目
的
性
の
概
念
は
、
刺
激
・
印
象
を
受
け
た
心
的
生
の
環
境
へ
の
適
応
運
動
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ

は
先
に
見
た
循
環
か
ら
す
れ
ば
、
刺
激
に
対
す
る
意
志
的
作
用
が
、
た
と
え
ば
暑
さ
に
耐
え
き
れ
ず
エ
ア
コ
ン
を
つ
け

て
人
心
地
つ
い
た
り
、
あ
る
い
は
暑
く
て
も
エ
ア
コ
ン
を
つ
け
ず
に
省
エ
ネ
す
る
な
ど
、
感
受
を
伴
っ
た
環
境
へ
の
適

応
作
用
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
こ
で
目
的
と
さ
れ
る
の
は
環
境
へ
の
適
応
運
動
と
し
て
、
た
と
え
ば

エ
ア
コ
ン
を
つ
け
て
人
心
地
つ
く
こ
と
、
あ
る
い
は
省
エ
ネ
し
て
核
の
恐
怖
を
軽
減
す
る
こ
と
な
ど
の
的ま

と

と
な
る
も
の

で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
、
各
々
異
な
っ
た
仕
方
で
全
体
的
な
連
関
を
形
成
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
時
に
は
互
い
に
拮
抗

す
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
見
れ
ば
、
刺
激
と
反
応
と
い
う
、
自
然
科
学
的
に
因
果
関
係
と
し
て
概
念
化
さ
れ
る
関
係
さ
え
も
、

デ
ィ
ル
タ
イ
か
ら
見
れ
ば
、
何
か
を
的
と
し
た
合
目
的
的
連
関
の
中
に
織
り
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
に
と
っ

て
、
因
果
関
係
と
合
目
的
的
関
係
は
、
二
つ
の
対
立
し
た
関
係
、
あ
る
い
は
自
然
領
域
と
道
徳
領
域
と
い
う
二
つ
の
異

な
る
領
域
に
お
け
る
異
な
る
原
理
で
は
な
い
。
生
と
環
境
の
相
互
作
用
が
合
目
的
な
作
用
で
あ
り
、
こ
の
相
互
作
用
が

自
然
科
学
で
は
因
果
性
と
し
て
概
念
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
因
果
性
は
生
の
合
目
的
性
に
還
元
さ
れ
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る
。
九
四
年
の
『
理
念
』
で
は
、
周
知
の
よ
う
に
、「
因
果
関
係
そ
れ
自
身
が
さ
ら
に
わ
れ
わ
れ
の
内
部
に
由
来
す
る

総
合
に
よ
っ
て
生
じ
る
」（GS（,（（0

）
と
言
わ
れ
て
い
た
こ
と
も
、
す
で
に
八
〇
年
前
後
か
ら
八
〇
年
代
後
半
に
お
け

る
心
理
学
的
分
析
に
基
づ
い
て
い
た
の
で
あ
る（

（（
（

。
し
か
も
そ
れ
が
心
的
生
の
意
識
の
事
実
か
ら
分
析
さ
れ
た
の
で
あ
る

な
ら
、
目
的
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
で
さ
え
、
次
の
よ
う
な
帰
結
に
至
る
こ
と
は
必
定
で
あ
ろ
う
。

「
目
的
と
い
う
概
念
は
、
心
的
構
造
に
含
ま
れ
て
い
る
体
験
の
抽
象
的
表
現
に
す
ぎ
な
い
」（GS（（,（0（

）。

こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
心
的
構
造
」
が
表
象
・
感
受
・
意
志
と
い
う
構
造
連
関
で
あ
れ
ば
、
体
験
は
意
志
的
な
体
験
と

し
て
常
に
受
動
的
能
動
的
に
的ま

と

を
目
指
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
意
味
で
目
的
的
で
あ
る
。
心
的
生
に
お
け
る
意
志
的

な
相
互
作
用
の
体
験
そ
れ
自
身
が
、
目
的
と
い
う
概
念
で
表
現
さ
れ
る
体
験
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
デ
ィ
ル
タ
イ
で
は
そ

れ
が
環
境
へ
の
適
応
の
体
験
と
し
て
分
析
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
が
循
環
と
し
て
規
則
的
に
繰
り
返
さ
れ
る

斉
一
性
の
体
験
で
あ
る
な
ら
、
こ
の
斉
一
性
が
自
然
科
学
的
に
刺
激
と
反
応
の
因
果
性
と
い
う
概
念
に
抽
象
化
さ
れ
た

の
で
あ
る
。

　

そ
う
で
あ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
一
般
的
に
行
為
の
領
域
で
語
る
目
的
概
念
も
、
相
互
作
用
の
体
験
か
ら
考
え
ら
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
意
志
作
用
に
よ
る
相
互
作
用
は
、「
自
己
」
と
外
界
の「
他
者
」
や「
事
物
」
つ
ま
り「
私

の
自
己
の
総
体
を
規
定
す
る
実
在
的
な
も
の
」（GS（9,（9

）
と
の
相
互
作
用
に
な
る
。
し
か
も
こ
の
相
互
作
用
に
よ
っ

て
生
が
連
関
と
し
て
形
成
さ
れ
る
限
り
、
生
は
た
ん
に
自
己
自
身
に
よ
っ
て
の
み
措
定
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。「
生
は
、

自
己
意
識
の
中
で
与
え
ら
れ
る
自
己
と
世
界
と
の
対
置

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
よ
っ
て
措
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」（GS（（,（（（

）。
こ
こ
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で
は
「
実
在
的
な
事
物
」
も
ま
た
、
意
志
に
作
用
す
る
も
の
と
し
て
、「
作
用
す
る
統
一
体
」
で
あ
る
（GS（9,（9

）。

そ
う
で
あ
れ
ば
、
心
的
生
に
お
け
る
印
象
・
刺
激
と
反
応
と
の
意
志
的
な
相
互
作
用
は
、
同
時
に
、
社
会
の
な
か
で

の
行
為
に
よ
る
自
己
と
実
在
的
事
物
・
他
者
と
の
相
互
作
用
で
も
あ
る
。『
序
説
』
で
は
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い

た
。「

私
は
社
会
的
生
を〔
次
の
よ
う
に
〕
理
解
す
る
。
個
人
は····

自
覚
的
に
意
志
が
目
指
し
行
為
し
た
こ
と
の
諸
々

の
影
響
に
反
応
す
る
と
い
う
仕
方
で
、
社
会
の
諸
々
の
相
互
作
用
の
中
の
一
つ
の
要
素
で
あ
り
、
こ
の
相
互
作
用

0

0

0

0

の
さ
ま
ざ
ま
な
体
系
の
交
差
点

0

0

0

で
あ
り
、
そ
れ
と
同
時
に
こ
う
し
た
こ
と
す
べ
て
を
見
つ
め
探
求
す
る
知
性
で
あ

る
」（GS（,（（

）。

　

こ
の
よ
う
に
、
相
互
作
用
は
心
的
生
の
意
志
的
志
向
だ
け
で
な
く
、
社
会
の
中
で
の
個
々
人
の
、
さ
ら
に
は
、
あ
る

社
会
と
あ
る
社
会
と
の
相
互
作
用
に
広
が
る
。
個
人
と
し
て
の
〈
私
〉
は
そ
う
し
た
相
互
作
用
の
「
交
差
点
」
で
あ
る

と
同
時
に
、
そ
れ
を
見
つ
め
探
求
し
う
る
存
在
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
〈
私
〉
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
連
関
が
貫
く
交
差

点
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
自
体
で
独
立
し
て
存
在
し
う
る
よ
う
な
我0

や
自
我

0

0

、
あ
る
い
は
一
般
的
な
人
間

0

0

で
も
な

く
、
あ
る
特
定
の
家
族
や
友
人
、
事
物
や
自
然
、
そ
し
て
歴
史
的
社
会
的
現
実
の
中
で
「
成
長
」
す
る
具
体
的
な
個
人

以
外
に
は
な
い
の
で
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
に
と
っ
て
こ
の
よ
う
な
個
人
を
貫
く
相
互
作
用
の
体
験
が
、
概
念
的
に
、
合

目
的
的
な
連
関
の
形
成
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
生
の
連
関
が
合
目
的
的
に
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
れ

ば
、
目
的
は
生
の
連
関
を
統
一
化
す
る
、
い
わ
ば
扇
の
要か

な
めに

な
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
あ
る
目
的
の
も
と
で
諸
々
の
連
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関
が
生
の
統
一
体
（Einheit,unity

）
を
形
成
し
た
も
の
が
、
生
の
単
位
（Einheit,unity

）、
た
と
え
ば
あ
る
個
人
、

あ
る
社
会
、
あ
る
国
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
も
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
る
自
己
の
生
を
統
一
的
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
一
般
的

に
人
生
の
意
味
と
か
国
の
存
在
意
義
と
い
う
言
葉
を
使
う
と
き
が
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
も
ま
た
九
〇
年
代
に
入
っ
て

「
生
と
認
識
」
の
な
か
で
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
わ
れ
わ
れ
は
今
や
、
目
的
と
い
う
こ
と
で
、
あ
る
生
の
統
一
体
の
、
そ
し
て
あ
る
他
者
の
、
最
後
に
は
あ
る
事

物
の
、
意
義

0

0

な
い
し
意
味

0

0

の
こ
と
を
表
示
す
る
」（GS（9,（（（

）。

　

原
語
を
引
き
合
い
に
出
せ
ば
、
目
的
論
（T

eleologie

）
が
テ
ロ
ス
（telos

目
的
）
の
論
（logos

論
）
と
し
て
、

一
定
の
テ
ロ
ス
（
終
点Ende

）
を
目
指
し
て
完
遂
す
る
（
終
点
に
達
す
るV

ollendung

）
こ
と
で
あ
る
と
同
時
に
、

そ
の
さ
ま
ざ
ま
に
遂
行
さ
れ
る
各
々
の
体
験
を
テ
ロ
ス
に
よ
っ
て
統
一
的
全
体
的
に
形
成
す
る
こ
と
で
あ
れ
ば
、
デ
ィ

ル
タ
イ
の
言
う
生
の
合
目
的
性
は
、
二
つ
の
側
面
か
ら
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
一
つ
は
生
の
相
互
作
用
が
テ
ロ

ス
を
目
指
し
て
完
遂
（vollenden

）
し
て
い
く
側
面
で
あ
り
、
一
つ
は
そ
の
テ
ロ
ス
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
連
関
を
統
一

的
に
形
成
し
て
い
く
側
面
で
あ
る
。
前
者
の
側
面
で
は
、
意
志
的
志
向
と
し
て
目
指
さ
れ
て
い
る
テ
ロ
ス
は
、
統
一
体

を
形
成
す
る
要
と
し
て
、
生
の
意
味

0

0

と
標
示
さ
れ
よ
う
。
そ
し
て
後
者
の
側
面
で
は
、
そ
の
テ
ロ
ス
に
基
づ
い
て
さ
ま

ざ
ま
な
連
関
が
意
義

0

0

づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
統
一
体
が
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
統
一
的
全
体
を
纏
め
る
も
の
が

生
の
意
味
で
あ
り
、
そ
の
部
分
的
連
関
は
そ
の
中
で
意
義
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
合
目
的
性
の
こ
う
し
た
二
側
面
こ
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そ
、
晩
年
の
『
解
釈
学
の
成
立
』
を
通
し
て
、
体
験
・
表
現
・
理
解
に
お
け
る
部
分
（
意
義
）
と
全
体
（
意
味
）
の

循
環
と
し
て
明
示
的
に
語
ら
れ
る
に
至
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

生
が
以
上
の
よ
う
な
意
味
で
合
目
的
的
で
あ
れ
ば
、
自
然
の
斉
一
性
が
因
果
性
を
原
理
に
し
て
い
る
の
に
対
し
て
心

的
生
に
お
い
て
も
社
会
的
生
に
お
い
て
も
、
生
の
連
関
は
、
合
目
的
性
を
原
理
に
し
て
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ

う
。
か
く
し
て
デ
ィ
ル
タ
イ
は
九
〇
年
代
に
入
っ
て
「
連
関
の
斉
一
性
」
を
心
理
学
の
対
象
と
み
な
す
。

「
人
間
が
も
た
ら
す
個
々
の
形
象
の
法
則
性
つ
ま
り
斉
一
性
か
ら
、
そ
し
て
個
々
の
形
象
を
一
つ
の
全
体
に
結
合

す
る
包
括
的
な
連
関
の
法
則
性
つ
ま
り
斉
一
性

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

か
ら
、
記
述
心
理
学
は
仮
説
を
混
入
す
る
こ
と
な
く
現
実
の
分
析

を
許
す
確
固
と
し
て
堅
牢
な
材
料
を
う
る
」（GS（（,（（（

）。

デ
ィ
ル
タ
イ
が
初
期
に
「
自
然
の
斉
一
性
」
に
対
抗
し
て
心
理
学
に
よ
っ
て
目
指
し
た
「
精
神
的
生
に
お
け
る
成

長
の
法
則
」
は
、
心
的
生
の
斉
一
性
か
ら
生
の
連
関
へ
、
そ
し
て
連
関
の
斉
一
性
に
至
っ
て
、「
心
理
学
者
は
、
環

境
、
構
造
連
関
、
生
の
価
値
、
成
長
、
こ
れ
ら
の
間
の
連
関
か
ら
こ
の
成
長
の
法
則
つ
ま
り
斉
一
性
を
獲
得
す
る
」

（GS（（,（（（f.

）
と
み
な
す
。
こ
の
成
長
の
斉
一
性
こ
そ
、
自
然
の
因
果
性
に
対
し
て
意
志
的
相
互
作
用
に
根
を
も
つ
生

の
合
目
的
性
に
求
め
ら
れ
た
と
言
え
よ
う
。
か
く
し
て
デ
ィ
ル
タ
イ
は
『
理
念
』
の
時
期
に
、「
人
間
本
性
の
斉
一
性
」

（GS（（,（（（,（（9,（（（,（（（

）
を
語
る
。
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五　

人
間
本
性
の
斉
一
性
（『
理
念
』
の
時
期
）

　

そ
れ
で
は
、「
人
間
本
性
の
斉
一
性
」
と
い
う
こ
と
で
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
人
間

の
普
遍
的
な
本
性
と
い
っ
た
も
の
が
設
定
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
そ
う
し
た
も
の
が
心
理
学
的
分
析
に
よ
っ
て
記
述
で

き
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
人
間
の
本
性
は
、
連
関
と
そ
の
形
成
と
い
う
観
点
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

た
し
か
に
、「
人
間
本
性
」
と
聞
く
と
、
本
質
定
義
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
存
在
論
的
実
体
的
な
普
遍
的
な
も
の
が
思
い

浮
ぶ
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
八
〇
年
代
後
半
の
探
求
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
デ
ィ
ル
タ
イ
が
生
を
連
関

と
し
て
捉
え
る
と
き
、
そ
れ
は
因
果
的
で
も
実
体
的
で
も
な
か
っ
た
。
因
果
的
あ
る
い
は
実
体
的
な
伝
統
的
把
握
に
反

対
し
て
、
そ
し
て
ま
た
独
立
し
た
要
素
か
ら
の
構
成
と
い
う
心
理
学
に
反
対
し
て
、
相
互
作
用
的
で
相
互
不
可
分
離
的

な
連
関
と
い
う
概
念
が
提
示
さ
れ
た
、
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
こ
う
し
た
考
え
方
の
中
心
に
な
る
の
が
意
志
的
な
抵
抗

体
験
と
し
て
の
相
互
作
用
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
自
己
、
世
界
、
そ
し
て
生
が
、
連
関
と
し
て
、
し
か
も
合
目
的

的
な
連
関
と
し
て
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
九
四
年
の
『
理
念
』
の
な
か
で
頻
繁
に
語
ら
れ
る
「
人

間
本
性
」
も
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
連
関
に
基
づ
い
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
「
恒
常
的
な
連
関
」
で

あ
る
。
問
題
は
「
恒
常
的
」
の
意
味
で
あ
る
。

「
心
的
生
の
獲
得
連
関
は
、
成
長
し
た
人
間
に
存
在
し
、
形
象
・
概
念
・
価
値
規
定
・
理
想
・
恒
常
的
意
志
志
向

な
ど
を
斉
一
的
に
包
含
し
て
お
り
、
恒
常
的
な
連
関

0

0

0

0

0

0

を
含
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
、
両
性
の
う
ち
の
一
方
、
あ
る
一

つ
の
人
種
や
国
家
、
あ
る
一
つ
の
身
分
な
ど
に
、
結
局
は
個
々
人
に
固
有
な
諸
連
関
と
並
ん
で
、
す
べ
て
の
人
間

0

0

0

0

0

0
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個
人
の
な
か
で
斉
一
的
に
反
復
さ
れ
る
連
関
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」（GS（（,（（（.GS（,（（（f.

）。
し
か
も
、「
心
的
生
の
構
造
と

成
長
史
の
中
で
拡
張
す
る
斉
一
的
連
関
は
、
よ
り
深
く
調
べ
れ
ば
、
個
体
性
の
形
態
化
が
依
存
し
て
い
る
規
則
を

そ
れ
自
身
の
う
ち
に
含
ん
で
い
る
」（GS（（,（（（. GS（,（（（

）。

　

デ
ィ
ル
タ
イ
は
こ
こ
で
、
成
長
の
法
則
性
と
し
て
経
験
的
に
個
人
的
に
獲
得
さ
れ
る
連
関
（
獲
得
連
関
）
と
並
ん
で

す
べ
て
の
人
間
個
人
の
中
で
恒
常
的

0

0

0

に
反
復
さ
れ
る
連
関
が
あ
り
、
前
者
は
後
者
を
含
ん
で
い
る
、
と
言
う
の
で
あ
る
。

後
者
の
恒
常
的
な
連
関
を
も
っ
て
彼
は
人
間
本
性
の
斉
一
性
を
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
か
ら
、
個

人
的
な
性
格
は
さ
ま
ざ
ま
だ
が
、
表
象
・
感
受
・
意
志
と
い
う
連
関
は
す
べ
て
の
人
間
個
人
に
お
い
て
恒
常
的
に
反
復

さ
れ
て
い
る
、
あ
る
い
は
環
境
の
違
い
と
そ
の
仕
方
の
違
い
は
あ
っ
て
も
誰
で
あ
れ
そ
の
環
境
に
適
応
し
て
暮
ら
す
こ

と
を
目
指
し
て
い
る
、
な
ど
の
例
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
こ
で
は
普
遍
が
前
提
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

ど
こ
ま
で
も
経
験
的
な
言
い
方
に
留
ま
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
彼
は
「
必
然
的
」
と
は
言
わ
ず
に
「
恒
常
的
」
と
言

う
こ
と
に
よ
っ
て
連
関
や
人
間
本
性
が
、
経
験
的
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
は
、
連
関
は
経
験
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
エ
ビ
ン
グ
ハ
ウ
ス
の
批
判
に
応
え
て
起
草
さ
れ
た
原
稿
か
ら

も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、「
あ
る
変
化
が
し
だ
い
し
だ
い
に
起
っ
て
、
外
的
知
覚
に
現
れ
て
も
、
そ

れ
ら
の
変
化
は
常
に
時
間
系
列
を
通
し
て
の
み
結
合
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
が
斉
一
的
な
も
の
を
探
求
す
る

の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
同
時
性
あ
る
い
は
継
起
の
そ
れ
で
し
か
あ
り
え
な
い
。
連
関
は
た
だ
心
的
生
の
中
で
の
み
経
験

さ
れ
る····

」（GS（（,（（（

）。
こ
の
よ
う
に
、
変
化
と
い
う
こ
と
自
体
が
あ
る
状
態
と
あ
る
状
態
の
不
可
分
な
結
合
と
し

て
、
つ
ま
り
連
関
と
し
て
経
験
さ
れ
て
初
め
て
語
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
斉
一
性
そ
し
て
連
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関
は
時
間
系
列
を
通
し
た
変
化
の
な
か
で
結
合
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
が
恒
常
的
に
経
験
さ
れ
て
い
る
も

の
が
、
恒
常
的
連
関
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
、
思
考
に
よ
っ
て
抽
象
化
あ
る
い
は
把
握
さ

れ
た
普
遍
性
や
必
然
性
で
は
な
く
、
意
識
の
事
実
に
基
づ
い
て
分
析
さ
れ
た
事
実
的
な
規
則
性
を
表
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
デ
ィ
ル
タ
イ
の
探
求
が
斉
一
性
か
ら
連
関
へ
、
さ
ら
に
は
連
関
の
斉
一
性
か
ら
人
間
本
性
の
斉
一
性
に

至
り
、
そ
れ
を
「
恒
常
的
連
関
」
と
し
て
心
理
学
的
に
分
析
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
、
ヒ
ュ
ー
ム
の

言
う
「
恒
常
的
連
接
」
を
想
起
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
れ
ま
で
跡
づ
け
て
き
た
連
関
の

探
求
を
、
Ｊ
．Ｓ
．ミ
ル
の
道
徳
科
学
そ
し
て
ヒ
ュ
ー
ム
の
経
験
論
か
ら
影
響
を
受
け
な
が
ら
も
そ
れ
と
対
決
し
な
が
ら

独
自
の
精
神
科
学
の
基
礎
づ
け
を
試
み
る
中
で
遂
行
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
も
こ
れ
に
応
じ
て
、
次
の
第
二

節
で
は
ヒ
ュ
ー
ム
と
の
対
決（

（（
（

、
第
三
節
で
は
Ｊ
．Ｓ
．ミ
ル
と
の
対
決（

（（
（

を
見
な
が
ら
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
連
関
を
、
前
者
で

は
〈
観
念
の
連
合
〉
に
対
す
る
〈
連
関
の
経
験
〉
と
し
て
、
後
者
で
は
〈
帰
納
に
よ
る
普
遍
〉
に
対
す
る
〈
類
比
に
よ
る

連
関
〉
と
し
て
際
立
た
せ
て
み
よ
う
。
そ
の
う
え
で
、
彼
の
言
う
、
構
造
連
関
、
獲
得
連
関
、
作
用
連
関
を
明
確
に
し

て
み
よ
う
。

第
二
節　

連
関
の
経
験　

―　
観
念
の
連
合
に
対
し
て

一　

経
験
と
体
験

　

デ
ィ
ル
タ
イ
が
人
間
本
性
と
し
て
挙
げ
た
恒
常
的
連
関
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
観
念
連
合
と
し
て
の
恒
常
的
連
接
を
想
起
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さ
せ
る
。
い
ず
れ
も
そ
れ
が
経
験
的
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
ヒ
ュ
ー
ム
を
批
判
的
に
受
容
し

な
が
ら
、
観
念
の
連
合
に
対
し
て
は
連
関
の
経
験

0

0

0

0

0

を
、
ま
た
ヒ
ュ
ー
ム
の
経
験
論0

に
対
し
て
は
経
験
の
哲
学

0

0

0

0

0

を
提
示

し
、
一
線
を
画
す
る
。
本
節
で
は
、
両
者
が
接
近
す
る
と
同
時
に
袂
を
分
か
つ
地
点
に
立
ち
入
ろ
う
。
そ
う
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
デ
ィ
ル
タ
イ
の
言
う
連
関
、
経
験
、
そ
し
て
連
関
の
経
験
の
固
有
性
を
際
立
た
せ
よ
う
。
先
取
り
し
て
言
え

ば
、
彼
に
と
っ
て
連
関
の
経
験

0

0

0

0

0

は
、
同
時
に
、
連
関
の
形
成

0

0

0

0

0

で
あ
る
。

　

そ
こ
で
ま
ず
、
デ
ィ
ル
タ
イ
自
身
の
用
語
と
し
て
経
験
概
念
を
体
験
概
念
に
対
し
て
際
立
た
せ
て
お
こ
う
。
と
い

う
の
も
、
晩
年
の
解
釈
学
で
は
、
遺
稿
と
な
る
『
精
神
科
学
に
お
け
る
歴
史
的
世
界
の
構
築
の
た
め
の
続
編
の
構
想
』

（
以
下
『
構
築
続
編
』
と
略
記
）
の
中
で
「
体
験
、
表
現
、
そ
し
て
理
解
」（GS（,（9（ff

）
と
語
ら
れ
、
経
験
概
念
よ

り
も
こ
の
概
念
連
関
こ
そ
デ
ィ
ル
タ
イ
の
哲
学
を
象
徴
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
同
じ
遺
稿

で
、
生
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
、
生
の
次
に
体
験
が
挙
げ
ら
れ
て
い
て
も
、
経
験
は
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る

（GS（,（（（ff.

）。

　

た
し
か
に
体
験
概
念
は
、
彼
の
哲
学
の
鍵
概
念
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
体
験
が
〈
体
験
・
表
現
・
理
解
〉
と

い
う
概
念
連
関
と
し
て
定
式
化
さ
れ
て
語
ら
れ
た
の
は
、
最
晩
年
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
定
式
的
表
現
は
一
九
〇
〇
年
の

『
解
釈
学
の
成
立
』
で
も
ま
だ
現
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
は
、「
理
解
」
は
語
ら
れ
て
も
、
体
験
の
代
わ
り
に
「
内
的
な

も
の
」（GS（,（（（

）「
心
的
生
」（GS（,（（（

）
が
、
そ
し
て
表
現
の
代
わ
り
に
「
生
の
表
出
」「
心
的
生
の
表
出
」
が
見

ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。

　

し
か
し
も
ち
ろ
ん
、
体
験
概
念
は
、
解
釈
学
的
定
式
が
で
き
る
以
前
か
ら
使
わ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
経
験
と
同
義

的
に
使
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
認
識
論
的
基
礎
づ
け
の
要
と
な
る
現
象
性
の
原
理
は
、
一
八
八
三
年
の
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『
序
説
』
で
は
、「
私
が
私
の
中
で
体
験

0

0

し
て
い
る
も
の
は
、
私
が
そ
れ
を
覚
知
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
意
識
の
事
実
と

し
て
私
に
と
っ
て
存
在
し
て
い
る
」（GS（,（9（

）
と
さ
れ
、「
体
験
」
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、
一
八
七
九
年
の
「
認
識

論
的
断
片
」
で
は
「
気
づ
い
て
〔
覚
知
し
て
〕
い
る
こ
と
、
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
経
験

0

0

し
て
い
る
こ
と
、
わ
れ
わ

れ
に
と
っ
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
、
こ
れ
ら
は
一
致
し
た
概
念
で
あ
る
」（GS（（,（9（

）
と
い
う
よ
う
に
、「
経
験
」
が

使
わ
れ
て
い
る
。
九
〇
年
代
に
入
っ
て
、
前
章
で
見
た
九
四
年
の
『
理
念
』
で
は
、「
生
の
連
関
の
経
験

0

0

」（GS（,（（（

）

と
も
、「
体
験

0

0

さ
れ
た
連
関
」（GS（,（（（

）
と
も
、
語
ら
れ
る
。
そ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
自
身
に
よ

る
概
念
規
定
で
あ
る
。
彼
は
す
で
に
八
〇
年
前
頃
の
草
稿
の
中
で
経
験
概
念
を
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
現
実
的
な
も
の
が
経
験
の
対
象
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
経
験
と
し
て
表
示
す
る
の
は
、
現
実
的
な
も
の
が
意
識

に
出
現
す
る
、
そ
の
意
識
の
出
来
事
で
あ
る
。
こ
の
現
実
的
な
も
の
は
、
外
的
な
事
物
で
あ
り
、
外
的
な
出
来

事
で
あ
り
、
あ
る
い
は
心
的
生
の
事
実
で
あ
る
。
ど
れ
で
あ
れ
、
経
験
の
こ
の
対
象
は
事
実
と
し
て
存
在
す
る
」

（GS（9,S.（（

）。

　

こ
こ
で
は
、
経
験
は
意
識
の
事
実
と
さ
れ
、
そ
の
対
象
は
現
実
と
さ
れ
る
。
し
か
も
現
実
に
は
、
外
的
事
物
・
出

来
事
も
心
的
出
来
事
も
含
ま
れ
て
い
る
。
彼
に
と
っ
て
意
識
の
事
実
と
は
、
先
の
現
象
性
の
原
理
で
言
わ
れ
る
よ
う

に
、「
私
に
と
っ
て
存
在
す
る
こ
と
」
を
意
味
し
、
あ
た
か
も
外
界
と
隔
絶
さ
れ
た
内
的
心
的
事
象
を
意
味
す
る
わ
け

で
は
な
い
。
そ
し
て
、
私
に
と
っ
て
存
在
し
、
し
た
が
っ
て
私
に
作
用
（w

irken,act

）
し
て
い
る
も
の
が
、
外
的
・

内
的
な
出
来
事
を
共
に
含
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
現
実
（W

irklichkeit,actuality

）
で
あ
る
。
現
実
は
私
に
と
っ
て
作
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用
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
意
識
の
事
実
を
経
験
す
る
こ
と
が〈
現
実
の0

経
験
〉
と
し
て
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
、

現
実
が
経
験
を
形
成
す
る
と
同
時
に
、
経
験
も
ま
た
現
実
を
形
成
す
る
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。
と
い
う
の
は
、
デ
ィ
ル

タ
イ
の
と
っ
て
作
用
は
一
方
向
的
で
は
な
く
、
意
志
的
な
相
互
作
用
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
が
一
八
九
〇
年
の
「
外
界

の
実
在
性
論
考
」
の
中
で
、
意
志
的
志
向
と
そ
の
阻
止
の
意
識
か
ら
な
る
「
抵
抗
経
験
」
と
し
て
分
析
さ
れ
た
の
で

あ
っ
た
（GS（,9（ff.

）。
じ
っ
さ
い
、
た
と
え
ば
あ
る
事
件
を
経
験
し
た
と
言
う
と
き
、
そ
う
語
る
人
は
、
そ
の
事
件

に
影
響
を
受
け
な
が
ら
も
、
そ
れ
に
関
わ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
よ
う
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
内
的
／
外
的
と

い
う
二
分
法
で
は
な
く
、
現
実
／
経
験
の
相
互
作
用
で
あ
る
。
こ
の
重
要
性
の
ゆ
え
に
、
彼
は
、
一
八
九
二
／
九
三

年
頃
の
『
生
と
認
識
』
で
は
、「
生
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
に
相
互
作
用
と
し
て
の
「
能
動
と
受
動
」
を
挙
げ
る
の
で
あ
る

（GS（9,（（（f.

）。

　

こ
れ
に
対
し
て
体
験
は
、『
解
釈
学
の
成
立
』
以
降
の
晩
年
、「
体
験
、
表
現
、
そ
し
て
理
解
」
と
い
う
定
式
が
語
ら

れ
た
遺
稿
の
中
で
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

「
統
一
的
意
義
を
持
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
時
間
の
流
れ
の
中
で
統
一
体
を
形
成
し
て
現
前
し
て
い
る
も
の
は
、
わ

れ
わ
れ
が
体
験
と
し
て
表
示
で
き
る
最
小
単
位
の
統
一
体
で
あ
る
。
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
生
の
経
過
に
と
つ
て

共
通
な
意
義
に
よ
っ
て
結
合
さ
れ
て
い
る
諸
部
分
の
よ
り
包
括
的
な
各
々
の
統
一
体
を
、
そ
の
諸
部
分
が
出
来
事

に
よ
っ
て
断
ち
切
ら
れ
て
互
い
に
分
離
さ
れ
て
い
て
も
、
体
験
と
呼
ん
で
い
る
」（GS（,（9（

）。

こ
の
規
定
に
従
え
ば
、
最
小
単
位
の
統
一
体
か
ら
よ
り
包
括
的
な
統
一
体
ま
で
、
そ
の
広
が
り
は
多
様
で
あ
っ
て
も
、
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生
の
統
一
体
が
体
験
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
生
の
統
一
体
は
単
に
心
的
だ
け
で
な
く
心
身
的
で
あ
り
、
右
に

み
た
さ
ま
ざ
ま
な
外
的
心
的
出
来
事
と
の
相
互
作
用
と
し
て
統
一
体
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
体
験
概

念
は
経
験
概
念
と
同
義
的
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
が
〈
体
験
・
表
現
・
理
解
〉
と
い
う
解
釈
学
的
プ
ロ
セ
ス
の
中

で
語
ら
れ
る
と
き
は
、『
解
釈
学
の
成
立
』
で
語
ら
れ
た
よ
う
に
、
体
験
は
表
現
と
い
う
「
表
出
さ
れ
た
も
の
」
に
対

す
る
「
内
的
な
も
の
」
と
い
う
意
味
を
含
ん
で
い
よ
う
。
し
か
し
こ
の
場
合
に
も
ち
ろ
ん
、
表
出
あ
る
い
は
外
的
と
内

的
の
区
分
は
現
実
と
経
験
と
い
う
区
分
に
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
、
現
実
が
外
的
で
体
験
が
内
的
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。

〈
現
実
／
経
験
〉
が
外
的
出
来
事
や
内
的
出
来
事
を
含
ん
だ
相
互
作
用
で
あ
り
、
生
の
統
一
体
を
形
成
す
る
の
で
あ
れ

ば
、
こ
の
〈
現
実
／
経
験
〉
全
体
が
ま
さ
し
く
生
の
統
一
体
と
し
て
〈
内
的
に
体
験
〉
さ
れ
、〈
外
的
に
表
出
〉
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
う
し
た
体
験
が
外
的
に
表
出
さ
れ
、
自
己
や
他
者
の
理
解
の
対
象
と
な
り
、
そ
し

て
相
互
作
用
を
通
し
て
生
の
統
一
体
が
形
成
さ
れ
て
い
く
と
い
う
出
来
事
全
体
が
、
経
験
概
念
（
あ
る
い
は
同
義
的
に

使
わ
れ
る
体
験
概
念
）
に
よ
っ
て
包
含
さ
れ
よ
う
。
晩
年
に
語
ら
れ
た
解
釈
学
的
な
体
験
概
念
は
、
そ
れ
以
前
の
経
験

概
念
を
前
提
に
し
た
概
念
に
な
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
見
れ
ば
、
経
験
と
体
験
は
い
ず
れ
も
意
識
の
事
実
、
生
の
統
一
体
を
表
し
て
お
り
、
こ
の
点
で
は
同
義

的
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
語
ら
れ
る
視
点
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
、
現
実
と
の
相
互
作
用
、
生
の
統
一
体
と
い
う
局
面

か
、
そ
れ
と
も
そ
の
内
的
な
も
の
の
表
出
の
局
面
か
に
よ
っ
て
使
い
方
が
異
な
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
一
八
九
四

年
の
『
理
念
』
で
は
、「
体
験

0

0

と
し
て
内
的
経
験

0

0

0

0

に
与
え
ら
れ
た
も
の
」
と
い
う
使
い
方
も
出
て
く
る
（GS（,（（0

）。

こ
の
違
い
が
ま
さ
し
く
、
一
八
八
〇
年
前
後
に
構
想
さ
れ
た
精
神
科
学
の
基
礎
づ
け
の
推
移
か
ら
生
じ
て
き
た
も
の
で

あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
、
連
関
の
経
験
を
視
点
に
し
て
、
簡
単
に
次
の
よ
う
に
描
く
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な



第 （ 節　連関の経験― 観念の連合に対して

33

わ
ち
、
歴
史
的
社
会
的
現
実
を
対
象
と
す
る
精
神
科
学
の
基
礎
づ
け
は
、〈
現
実
の
経
験
〉
を
意
識
の
事
実
と
し
て
学

的
認
識
の
客
観
性
の
基
礎
と
す
る
認
識
論
的
基
礎
づ
け
か
ら
、
そ
れ
を
分
析
し
て
「
構
造
連
関
・
獲
得
連
関
」
を
取
り

出
す
心
理
学
的
基
礎
づ
け
を
経
て
、
解
釈
学
的
な
「
体
験
・
表
現
・
理
解
」
に
よ
る
精
神
科
学
の
基
礎
づ
け
と
し
て
、

歴
史
的
世
界
を
「
作
用
連
関
」
と
し
て
構
築
す
る
こ
と
へ
推
移
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
基
礎
づ
け
の
推
移

の
中
で
一
貫
し
て
い
る
の
が
〈
現
実
の
経
験
〉
と
し
て
の
〈
連
関
の
経
験
〉
で
は
な
い
か
。
し
か
も
そ
れ
は
一
八
八
〇

年
前
後
の
ヒ
ュ
ー
ム
の
「
観
念
の
連
合
」
へ
の
批
判
的
吟
味
か
ら
生
じ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
。
ま
ず
一
八
八
〇
年
前

後
か
ら
の
精
神
科
学
の
基
礎
づ
け
の
構
想
を
概
括
し
、
経
験
の
哲
学
、
そ
し
て
連
関
の
経
験
へ
と
、
順
次
、
的
を
紋
っ

て
い
こ
う
。

二　

精
神
科
学
の
基
礎
づ
け

　

一
八
八
三
年
に
公
刊
さ
れ
た
『
序
説
』
第
一
巻
「
序
文
」
の
構
想
に
よ
れ
ば
、
精
神
科
学
の
基
礎
づ
け
は
「
認
識

論
的
基
礎
づ
け
」
と
し
て
『
序
説
』
第
二
巻
に
含
ま
れ
る
「
第
四
部
、
第
五
部
」
で
遂
行
さ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た

（GS（,X
lX

）。
し
か
し
第
二
巻
は
公
刊
さ
れ
ず
、「『
序
説
』
第
二
巻
の
た
め
の
草
稿
」（GS（9,（（ -（9（

）
が
遺
稿
と

し
て
デ
ィ
ル
タ
イ
全
集
第
一
九
巻
に
収
め
ら
れ
て
公
刊
さ
れ
た
。
一
九
八
二
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

「
認
識
論
的
基
礎
づ
け
」
と
し
て
予
定
さ
れ
て
い
た
第
四
部
と
第
五
部
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
認
識
の
基
礎
づ
け
」
と
「
思

考
、
そ
の
法
則
・
形
式
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
現
実
へ
の
連
関
」
と
題
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
第
四
部
第
一
章
に
あ
た
る

「
ブ
レ
ス
ラ
ウ
草
稿
」（
一
八
八
〇
年
頃
）
で
は
、
精
神
科
学
の
認
識
論
的
基
礎
と
し
て
「
現
象
性
の
原
理
」
が
提
示
さ

れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
諸
科
学
の
認
識
対
象
が
、「
覚
知
」
を
「
確
実
性
の
最
終
審
」
と
し
て
得
ら
れ
た
「
意
識
の
事
実
」



第１章　現実の形成

34

に
基
礎
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
（GS（9,（（ff.

）。
こ
れ
を
見
る
限
り
、
当
時
、
彼
の
構
想
し
た
認
識
論
的
基

礎
づ
け
は
、
後
に
な
っ
て
「
認
識
論
的
論
理
学
的
基
礎
づ
け
」
と
も
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
（GS（,（（（

）、
学
的
認
識

の
最
終
的
な
基
礎
を
意
識
の
事
実
に
求
め
る
と
共
に
、「
思
考
、
そ
の
法
則
・
形
式
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
現
実
へ
の
連

関
」
を
解
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
精
神
科
学
に
固
有
な
、
学
的
認
識
の
客
観
性
を
確
保
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
言
え

よ
う
。
精
神
科
学
の
対
象
が
歴
史
的
社
会
的
現
実

0

0

で
あ
る
な
ら
ば
、
認
識
論
的
基
礎
づ
け
は
そ
れ
を
意
識
の
事
実

0

0

0

0

0

に
基

づ
け
る
試
み
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
基
礎
づ
け
は
、
カ
ン
ト
が
思
考
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
現
象
へ
の
客
観
的
妥
当
性
を
演
繹
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
純
粋
自
然
科
学
の
基
礎
づ
け
を
試
み
た
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
。
し
か
し
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
超
越
論
的
演
繹
に
よ
る
基

礎
づ
け
で
は
な
く
、
ど
こ
ま
で
も
意
識
の
事
実
し
て
の
現
実
の
経
験

0

0

0

0

0

に
基
づ
け
よ
う
と
す
る
。
彼
は
『
序
説
』
公
刊
年

の
講
義
で
、
認
識
論
的
基
礎
づ
け
を
遂
行
す
る
立
場
が
「
認
識
論
的
立
場
」
だ
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
語
る
。
す
な
わ

ち
、「
す
べ
て
の
科
学
」
は
「
経
験
の
科
学
」
で
あ
り
、
経
験
科
学
か
ら
出
発
し
て
「
人
間
本
性
の
連
関
」
に
関
わ
る

立
場
が
「
認
識
論
的
立
場
」
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
「
精
神
科
学
の
基
礎
づ
け
」
は
「
形
而
上
学
的
基
礎
づ
け
」
で
は

な
く
「
認
識
論
的
基
礎
づ
け
」
で
あ
る
、
と
（GS（0,（（（

）。

　

そ
う
で
あ
れ
ば
、
認
識
論
的
基
礎
づ
け
は
、
意
識
の
事
実
を
学
的
認
識
の
基
礎
と
し
て
確
保
し
て
思
考
の
規
則
を
解

明
す
る
だ
け
で
な
く
、
現
実
の
経
験
と
し
て
「
人
間
本
性
の
連
関
」
を
分
析
す
る
こ
と
へ
向
か
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
が

心
理
学
的
分
析
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
た
の
が
、
ほ
ぼ
一
〇
年
後
に
「
心
理
学
的
基
礎
づ
け
」（GS（,（（

）
と
し
て
公
刊

さ
れ
た
『
理
念
』
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
人
間
本
性
の
連
関
は
、
普
遍
的
な
連
関
で
は
な
く
、
経
験
的
な
恒
常
的

0

0

0

連

関
と
形
容
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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し
か
も
精
神
科
学
が
諸
々
の
学
を
包
含
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
基
礎
づ
け
は
、
そ
れ
ら
の
学
が
相
互
に
連
関
し
て
、
ほ

か
な
ら
ぬ
精
神
科
学
で
あ
る
こ
と
を
基
礎
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
基
礎
と
し
て
求
め
ら
れ
た
の
が
、「
人
間

本
性
の
連
関
」
と
し
て
の
「
心
的
生
の
連
関
」
で
あ
っ
た
。
彼
は
心
理
学
的
基
礎
づ
け
の
中
で
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
個
々
の
精
神
科
学
の
発
展
が
心
理
学
の
形
成
に
結
び
つ
い
て
い
る
よ
う
に
、
個
々
の
精
神
科
学

0

0

0

0

0

0

0

を
結
合
し
て
一0

つ
の
全
体

0

0

0

0

へ
導
く
の
も
、
そ
れ
ら
が
結
合
さ
れ
て
い
る
心
的
連
関

0

0

0

0

の
理
解
な
し
に
は
あ
り
え
な
い
。
個
々
の
精
神

科
学
の
諸
々
の
関
係
の
基
礎
と
な
る
心
的
連
関
へ
の
関
与
な
し
に
は
、
諸
々
の
精
神
科
学
は
集
合
や
束
で
あ
っ

て
、
体
系
で
は
な
い
。····

経
済
・
法
・
宗
教
・
芸
術
・
知
が
互
い
に
結
合
し
、
ま
た
人
間
社
会
の
外
的
組
織
と

結
合
し
て
い
る
の
は
、
包
括
的
で
斉
一
な
心
的
連
関

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

か
ら
し
か
理
解
で
き
な
い
の
で
あ
る····

」（GS（,（（（

）。

　

こ
の
よ
う
に
心
的
連
関
に
よ
っ
て
諸
々
の
精
神
科
学
の
連
関
の
み
な
ら
ず
社
会
的
組
織
の
在
り
方
を
も
基
礎
づ
け
よ

う
と
す
る
こ
と
は
、
双
方
を
生
と
そ
の
表
現
の
関
係
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
可
能
に
な
ろ
う
。
す
な
わ

ち
、
精
神
科
学
や
社
会
的
組
織
は
、
心
的
生
が
表
現
さ
れ
た
も
の
に
な
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
精
神
科
学
の
基
礎
づ
け

は
、
心
的
な
も
の
と
そ
の
表
現
と
の
連
関
を
基
礎
づ
け
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
〈
体
験
・
表
現
・
理
解
〉
に
よ
る

解
釈
学
的
な
基
礎
づ
け
で
あ
る
。
認
識
論
的
・
心
理
学
的
基
礎
づ
け
が
意
識
の
事
実
を
基
礎
に
し
た
人
間
本
性
の
連

関
を
心
的
生
に
向
か
っ
て
掘
り
下
げ
て
い
く
分
析
で
あ
る
な
ら
、
解
釈
学
的
基
礎
づ
け
は
、
表
出
さ
れ
た
表
現
を
視
野

に
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
本
性
の
連
関
を
過
去
・
現
在
・
未
来
と
い
う
歴
史
的
社
会
的
広
が
り
に
向
か
っ
て

分
析
し
て
歴
史
的
世
界
を
構
築
す
る
試
み
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
前
者
を
内
的
本
性
に
遡
る
縦
軸
の
基
礎
づ
け
と
す
る
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な
ら
、
後
者
は
外
的
表
出
が
歴
史
的
社
会
的
に
広
が
る
横
軸
の
基
礎
づ
け
と
言
え
よ
う
。

三　

デ
ィ
ル
タ
イ
と
ヒ
ュ
ー
ム
の
接
点
に
し
て
分
岐
点

　

も
ち
ろ
ん
、
以
上
の
基
礎
づ
け
の
推
移
は
、
内
容
的
に
断
絶
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
重
層
的
相
互
補
完
的
に
一

つ
に
な
っ
て
精
神
科
学
の
基
礎
づ
け
を
完
結
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
基
礎
づ
け
の
推
移
を
貫
い
て
一
つ
に
束
ね

て
基
礎
と
な
っ
て
い
る
の
が
、
意
識
の
事
実
と
し
て
の
現
実
の
経
験
で
あ
る
。
編
者
に
よ
っ
て
「
経
験
の
哲
学
。
経
験

知
で
あ
っ
て
経
験
論
で
は
な
い
」
と
題
さ
れ
た
認
識
論
関
係
の
初
期
断
片
の
中
で
、
彼
は
、「
経
験
の
哲
学
の
ほ
か
に

哲
学
は
な
い
」
と
断
言
す
る
と
共
に
、「
経
験
の
対
象
」
は
「
現
実
」
で
あ
る
と
規
定
す
る
（GS（9,（（

）。
哲
学
を
経

験
の
哲
学
と
捉
え
、
そ
の
対
象
を
現
実
に
求
め
る
こ
と
は
、
彼
の
哲
学
的
姿
勢
と
し
て
、
精
神
科
学
の
基
礎
づ
け
の
基

調
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
一
八
八
三
年
の
『
序
説
』
の
中
で
、「
各
々
の
精
神
科
学
は
そ
れ
ぞ
れ
歴
史
的
社

会
的
現
実
を
対
象
と
し
て
い
る
」（GS（,（
）
と
み
な
し
、
そ
し
て
こ
の
「
現
実
」
を
「
意
識
の
事
実
」
と
し
て
「
認
識

論
的
に
基
礎
づ
け
る
こ
と
」
に
よ
っ
て
精
神
科
学
の
基
礎
づ
け
に
着
手
し
よ
う
と
し
た
点
に
顕
著
に
現
れ
て
い
よ
う
。

デ
ィ
ル
タ
イ
に
と
つ
て
、
覚
知
を
確
実
性
の
最
終
審
と
し
て
与
え
ら
れ
た
意
識
の
事
実
以
外
に
、
現
実
の
経
験
は
あ
り

え
な
い
の
で
あ
る
。

　

し
か
も
こ
う
し
た
基
調
は
、
一
方
で
は
、「
経
験
論
」
に
反
対
し
て
「
経
験
論
は
経
験
の
哲
学
で
は
な
い
」

（GS（（,（（

）
と
断
じ
、
他
方
で
は
思
弁
的
形
而
上
学
に
反
対
し
て
、
ま
た
社
会
学
と
歴
史
学
が
個
別
科
学
と
し
て
哲
学

か
ら
分
科
し
て
い
く
動
向
に
対
抗
し
て
意
識
の
事
実
を
最
終
的
な
基
礎
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
諸
学
の
連
関
を
求
め
、

ま
た
心
理
学
が
実
験
心
理
学
・
説
明
的
構
成
的
心
理
学
と
な
っ
て
自
然
科
学
的
な
科
学
性
に
学
問
的
方
法
論
的
基
礎
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を
求
め
る
こ
と
に
対
抗
し
て
心
的
生
の
記
述
的
分
析
的
心
理
学
を
構
想
し
、
さ
ら
に
は
心
的
生
の
表
出
を
介
し
て
生
を

理
解
す
る
解
釈
学
を
構
想
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
つ
ど
、〈
現
実
の
経
験
〉
は
そ
れ
ぞ
れ
の
推
移
に
応
じ
た
呼
び

名
が
与
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
認
識
論
的
に
は
〈
意
識
の
事
実
〉
と
し
て
、
心
理
学
的
に
は
〈
心
的
生
の
連
関
〉
と

し
て
、
解
釈
学
的
に
は
〈
歴
史
的
世
界
〉
と
し
て
呼
ば
れ
た
と
言
え
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
現
実
の
経
験
か
ら
す
れ
ば
、
精
神
科
学
の
み
な
ら
ず
、
自
然
科
学
さ
え
そ
の
う
ち
に
包
含
さ
れ
る
の
で

は
な
い
か
。
そ
れ
は
す
で
に
、
現
象
性
の
原
理
か
ら
も
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

「
私
が
関
係
し
て
い
る
人
間
を
も
含
め
て
、
す
べ
て
の
対
象

0

0

0

0

0

0

は
、
私
の
意
識
の
事
実

0

0

0

0

0

と
し
て
私
に
と
っ
て
存
在
す

る
」（GS（9,（（

）。

「
私
の
意
識

0

0

は
、
か
く
も
計
り
知
れ
な
い
よ
う
に
見
え
る
こ
の
外
界
全
体

0

0

0

0

を
も
包
み
込
ん
で
い
る
場
所

0

0

で
あ
り
、

外
界
の
中
で
押
し
除
け
合
っ
て
い
る
す
べ
て
の
客
体
を
織
り
上
げ
て
い
く
材
料

0

0

で
あ
る
」（GS（9,（9

）。

　

こ
の
よ
う
に
デ
ィ
ル
タ
イ
の
言
う
「
意
識
」
と
は
、
客
体
に
対
す
る
主
体
に
の
み
限
定
さ
れ
た
精
神
的
内
的
状
態
で

は
な
く
、
外
界
全
体
を
も
包
み
込
ん
だ
「
場
所
」
と
し
て
、
主
体
に
対
す
る
客
体
を
成
立
さ
せ
る
「
材
料
」
と
も
な
る
。

そ
れ
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
連
関
が
交
差
す
る
処
と
し
て
の
〈
私
〉
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
自
然
科
学
が
対
象
と

す
る
自
然
の
事
実
で
さ
え
、「
私
に
と
っ
て
存
在
す
る
」
限
り
、
意
識
の
事
実
に
基
礎
を
置
く
こ
と
に
な
る
。

　
『
序
説
』
第
一
巻
を
印
刷
に
付
し
て
い
る
最
中
、
デ
ィ
ル
タ
イ
か
ら
プ
ロ
イ
セ
ン
文
部
高
等
教
育
長
・
リ
ヒ
ア
ル

ト
・
シ
ェ
ー
ネ
宛
の
書
簡
（
一
九
八
二
年
七
月
六
日
以
前
）
で
は
『
序
説
』
第
一
巻
の
概
要
と
共
に
、
第
二
巻
に
つ
い
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て
も
述
べ
ら
れ
、
そ
の
な
か
で
認
識
論
的
基
礎
づ
け
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。「
第
二
巻
は
認
識
論
的

基
礎
づ
け
の
構
築
を
含
ん
で
い
ま
す
。
こ
れ
は····

意
識
の
事
実
の
全
領
域
に
基
礎
を
お
い
た
認
識
論

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
よ
っ
て
な
さ

れ
ま
す
。····

こ
の
認
識
論
的
基
礎
づ
け
に
よ
っ
て
、
自
然
科
学
と
精
神
科
学
の
関
係

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
ど
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い

る
か
が
明
ら
か
に
な
り
ま
す
」（BW

I,（（（

）。
認
識
論
的
基
礎
づ
け
か
ら
両
科
学
の
関
係
を
規
定
し
、
精
神
科
学
の
自

然
科
学
に
対
す
る
固
有
性
を
確
保
す
る
こ
と
は
、
同
書
簡
の
中
で
次
の
よ
う
に
明
言
さ
れ
て
い
る
。「
第
一
巻
第
一
部

は
、
今
日
の
潮
流
で
あ
る
コ
ン
ト
と
ミ
ル
の
学
派
に
よ
る
構
成
に
反
対
し
て
、
個
別
科
学
へ
歴
史
的
に
展
開
し
て
き
た

精
神
科
学
の
現
実
的
な
内
的
構
造
を
把
握
す
る
つ
も
り
で
す
。
そ
し
て
こ
こ
か
ら
そ
の
結
果
と
し
て
、
普
遍
的
基
礎
づ

け
の
必
然
性
の
証
明
が
生
じ
る
の
で
す
」（BW

I,（（（

）。

　

こ
の
よ
う
に
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
ミ
ル
が
自
然
科
学
的
方
法
を
道
徳
科
学
に
適
用
し
て
道
徳
科
学
を
い
わ
ば
自
然
科
学

化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
『
論
理
学
体
系
』
に
組
み
入
れ
よ
う
と
し
た
の
に
反
対
し
、
両
科
学
の
独
立
性
を
認
め
な
が
ら

も
、
意
識
の
事
実
に
基
づ
い
て
両
科
学
の
関
係
を
規
定
し
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
彼
が
心
理
学
的
記
述
分
析
に
よ
っ
て

意
識
の
事
実
の
中
に
見
出
し
た
基
礎
は
人
間
本
性
の
連
関
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
が
コ
ン
ト
と
ミ
ル
の
流
れ
に
反
対
し

て
人
間
本
性
の
連
関
に
遡
る
出
発
点
と
し
た
意
識
の
事
実
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
経
験
の
哲
学
と
ヒ
ュ
ー
ム
の
経
験
論
が
接

近
し
て
袂
を
分
か
つ
の
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
地
点
、「
意
識
の
事
実
の
全
領
域
に
基
礎
を
お
い
た
認
識
論
」
に
ほ
か
な

ら
な
い
。『
序
説
』
の
な
か
で
デ
ィ
ル
タ
イ
は
そ
れ
を
認
識
論
の
文
脈
の
中
で
次
の
よ
う
に
明
言
す
る
。「
私
〔
デ
ィ
ル

タ
イ
〕」
は「
ロ
ッ
ク
、
ヒ
ュ
ー
ム
、
そ
し
て
カ
ン
ト
の
認
識
論
学
派
と
一
致
す
る
点
」
は
あ
る
が
、「
哲
学
の
全
基
礎
」

で
あ
る
「
意
識
の
事
実
の
連
関
」
を
把
握
す
る
仕
方
は
異
な
る
、
と
（GS（,V

orrede,（（

）。
同
年
の
遺
稿
で
も
次
の

よ
う
に
言
う
。「
認
識
論
的
立
場
」
か
ら
、「
私〔
デ
ィ
ル
タ
イ
〕
は
ロ
ッ
ク
、
ヒ
ュ
ー
ム
、
カ
ン
ト
と
一
致
す
る
」
が
、
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彼
ら
が
「
主
知
主
義
的
立
場
」
を
地
盤
に
し
て
「
人
間
の
知
性
を
心
的
連
関
全
体
〔
表
象
・
感
受
・
意
志
〕
の
連
関

か
ら
切
り
離
し
て
」
い
る
点
で
「
私
と
異
な
る
」、
と
（GS（0,（（（

）。

　

デ
ィ
ル
タ
イ
は
諸
学
の
基
礎
づ
け
と
い
う
点
で
コ
ン
ト
と
ミ
ル
の
流
れ
に
反
対
し
、
そ
の
具
体
的
な
基
礎
づ
け
の
出

発
点
と
な
る
「
意
識
の
事
実
の
連
関
」
に
関
し
て
は
ヒ
ュ
ー
ム
と
共
有
し
な
が
ら
も
、
そ
の
把
握
の
仕
方
は
袂
を
分
か

つ
の
で
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
を
起
点
に
し
て
ミ
ル
へ
至
る
流
れ
に
反
対
し
て
、
も
う
一
度
ヒ
ュ
ー
ム
に

戻
り
、
し
か
も
ミ
ル
と
は
別
の
方
向
に
進
ん
だ
、
と
言
え
よ
う
。

　

し
か
も
ヒ
ュ
ー
ム
に
戻
る
と
き
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
認
識
論
的
観
点
に
加
え
て
、
経
験
論
そ
し
て
心
理
学
と
い
う
観

点
か
ら
も
吟
味
す
る
。「
経
験
論
は
ロ
ッ
ク
、
ヒ
ュ
ー
ム
、
Ｊ
．Ｓ
．ミ
ル
、
べ
イ
ン
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
。
彼
ら
英

国
の
思
索
者
は
、
真
善
美
の
観
念
、
自
然
と
社
会
の
諸
作
用
に
よ
る
人
間
の
理
想
的
世
界
、
こ
れ
ら
を
諸
表
象
の
継

起
・
共
存
の
連
合
の
法
則
と
そ
れ
以
外
の
法
則
か
ら
導
出
し
よ
う
と
試
み
た
」（GS（（,（9

）。「
か
く
し
て
前
世
紀
に

は
、
す
べ
て
の
心
理
学
の
二
つ
の
根
本
的
方
向
が
す
で
に
存
在
し
た
。
一
つ
は
、
外
的
自
然
の
考
察
方
法
を
類
比
に
し

て
、〔
心
的
〕
要
素
に
一
定
の
力
を
付
与
し
、
こ
の
力
の
共
同
作
用
か
ら
心
的
事
実
の
総
体
を
説
明
す
る
。
こ
れ
に
対

置
す
る
の
は
、
人
間
本
性
に
お
け
る
統
一
的
な
も
の
こ
そ
を
出
発
点
に
す
る
心
理
学
で
あ
る
」（GS（（,（（

）。

　

こ
の
よ
う
に
、
精
神
科
学
の
基
礎
づ
け
が
構
想
・
起
草
さ
れ
て
い
た
こ
ろ
、
認
識
論
・
経
験
論
・
心
理
学
、
こ
れ

ら
の
観
点
か
ら
デ
ィ
ル
タ
イ
の
批
判
的
狙
上
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
ヒ
ュ
ー
ム
で
あ
り
、
と
り
わ
け
ヒ
ュ
ー
ム
の
連

合
そ
し
て
心
的
事
実
の
総
体
な
い
し
統
一
と
い
う
概
念
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
認
識
論
・
経
験
論
・
心

理
学
に
対
す
る
彼
の
批
判
の
中
で
、
連
合
概
念
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
直
さ
れ
、
そ
の
中
で
経
験
概
念
そ
し
て
現
実
概
念

は
ど
の
よ
う
に
意
味
形
成
さ
れ
、
デ
ィ
ル
タ
イ
独
自
の
連
関
概
念
が
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
の
言
う
連
関
の
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経
験
、
そ
し
て
連
関
の
形
成
に
的
を
絞
っ
て
い
こ
う
。

四　

連
関
の
経
験

　

デ
ィ
ル
タ
イ
が
意
識
の
事
実
か
ら
の
出
発
と
い
う
点
で
ヒ
ュ
ー
ム
と
一
致
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
、
ど
の
地
点
で

挟
を
分
か
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
認
識
論
的
観
点
か
ら
次
の
よ
う
に
言
う
。
す
な
わ
ち
、「
ヒ
ュ
ー
ム
と
そ
れ
に
続

く
、
意
識
の
事
実
の
新
た
な
分
析
者
は
、
意
識
の
事
実
を
、
さ
ま
ざ
ま
な
度
合
い
の
生
気
あ
る
状
態
と
し
て
考
察
し

た
」（GS（9,（（（

）
の
に
対
し
て
、「
わ
れ
わ
れ
は
覚
知
と
知
覚
を
表
象
か
ら
区
別
す
る
。
こ
れ
ら
区
分
さ
れ
る
意
識
状

態
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
が
考
え
た
よ
う
に
単
に
生
気
の
度
合
い
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
両
者
が

出
現
す
る
仕
方
の
質
的
違
い
が
存
在
す
る
」（GS（（,（（（

）。
す
な
わ
ち
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
区
別
す
る
観
念
と
印
象
は
い
ず

れ
も
表
象
と
し
て
対
象
的
に
出
現
す
る
の
に
対
し
て
、
覚
知
で
あ
れ
ば
、
表
象
の
出
現
そ
の
も
の
に
直
接
的
に
伴
っ

て
、
し
か
も
そ
れ
を
対
象
的
に
で
は
な
く
非
対
象
的
に
捉
え
る
働
き
と
し
て
、
表
象
か
ら
質
的
に
区
分
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
た
と
え
ば
、
私
が
目
前
の
も
の
を
視
覚
的
触
覚
的
に
パ
ソ
コ
ン
と
し
て
捉
え
て
い
る
働
き
は
表
象
的
対
象
的
で
あ

る
が
、
そ
う
捉
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
自
分
が
自
分
で
気
づ
い
て
い
る
と
い
う
働
き
は
、
覚
知
と
し
て
、
パ
ソ
コ
ン

の
把
握
作
用
に
直
接
的
に
伴
い
、
し
か
も
そ
の
把
握
作
用
を
パ
ソ
コ
ン
の
よ
う
に
対
象
と
し
て
措
定
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
こ
う
し
た
非
対
象
的
直
接
的
に
把
握
さ
れ
て
い
る
も
の
が
、
意
識
の
事
実
で
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
に
と
っ
て

は
、
こ
の
よ
う
な
非
対
象
的
な
直
接
的
把
握
が
、
そ
れ
以
上
遡
及
で
き
な
い
「
確
実
性
の
最
終
審
」（GS（9,（（（

）
と

な
っ
て
、
意
識
の
事
実
を
精
神
科
学
の
対
象
と
し
て
確
保
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
意
識
に
お
け
る
対
象
的
表
象
と
覚
知
と
の
出
現
の
仕
方
に
違
い
が
あ
っ
て
も
、
意
識
の
事
実
か
ら
の
出
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発
と
い
う
点
は
デ
ィ
ル
タ
イ
も
ヒ
ュ
ー
ム
と
同
じ
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
う
し
た
意
識
の
事
実
に
お
い
て
観
念
が
連
合
し

て
出
現
し
て
く
る
と
い
う
点
も
、
も
と
よ
り
デ
ィ
ル
タ
イ
も
認
め
る
。「
ホ
ッ
ブ
ズ
も
ま
た
偶
然
的
な
表
象
に
代
え
て

法
則
性
を
想
定
し
た
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
こ
の
法
則
を
〔
観
念
連
合
の
原
理
と
し
て
〕
規
定
し
た
。［
こ
れ
は
、］
私
の
中
に

一
つ
の
表
象
は
存
在
せ
ず
、
他
の
表
象
と
連
関
し
て
い
る
と
い
う
事
実
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
一
つ
の
表
象

が
精
神
に
生
じ
る
と
、
他
の
表
象
を
呼
び
起
す
。
す
な
わ
ち
連
合
を
呼
び
起
す
。
諸
表
象
は
互
い
に
連
合
し
て
い
る
」

（GS（（,（（

）。
し
か
し
、
こ
う
し
た
連
合
を
、
最
小
単
位
の
要
素
へ
と
分
解
し
て
要
素
に
還
元
す
る
、
あ
る
い
は
逆
に

要
素
か
ら
構
成
す
る
、
そ
う
し
た
や
り
方
に
デ
ィ
ル
タ
イ
は
反
対
す
る
。
彼
の
言
う
連
関
は
、
前
節
で
見
た
よ
う
に
、

不
可
分
な
結
合
を
含
意
す
る
。
こ
こ
に
、
連
合
と
連
関
と
の
、
ま
た
経
験
論
に
お
け
る
経
験
概
念
と
デ
ィ
ル
タ
イ
の
経

験
概
念
と
の
、
根
本
的
な
違
い
が
生
じ
る
。

　

そ
の
さ
い
に
彼
が
理
解
す
る
経
験
論
と
は
、「
精
神
的
生
の
内
容
は
、
自
然
の
印
象
の
流
れ
か
ら
意
識
の
中
に
帰
着

す
る
と
い
う
見
解
、
つ
ま
り
、
精
神
が
み
ず
か
ら
の
構
成
と
内
容
を
受
け
取
る
の
は
、
最
終
的
に
は
感
官
刺
激
と
反
射

機
構
か
ら
で
あ
る
と
い
う
見
解
」（GS（9,（（
）
を
意
味
す
る
。
こ
れ
に
従
え
ば
、
内
的
（
内
省
）
に
せ
よ
外
的
（
外
官
）

に
せ
よ
、
観
念
な
い
し
印
象
が
心
に
与
え
ら
れ
て
初
め
て
心
の
中
の
内
容
構
成
が
生
じ
、
知
が
成
立
す
る
と
い
う
、
知

の
形
成
プ
ロ
セ
ス
の
中
の
特
に
「
感
官
刺
激
と
反
射
機
構
」
が
「
経
験
」
と
名
づ
け
ら
れ
る
。
ロ
ッ
ク
の
言
葉
を
引
け

ば
、「
ど
の
よ
う
に
人
間
が
観
念
を
得
る
の
か
」、
ま
た
「
ど
こ
か
ら
心
が
推
論
と
知
識
の
す
べ
て
の
材
料
を
得
る
の

か
」、
そ
の
答
え
と
な
る
の
が
「
経
験
」、
つ
ま
り
「
内
省
」
と
「
感
覚
」
で
あ
る（

（（
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
経
験
論
的
な
経
験
概
念
を
支
配
し
て
い
る
の
は
、
感
官
へ
の
刺
激
と
、
そ
れ
に
対
す
る
機
械
論
的
反

射
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
自
然
科
学
的
な
因
果
性
で
あ
る
。
こ
の
ゆ
え
に
ま
た
、
因
果
性
概
念
そ
れ
自
体
が
、
と
り
わ
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け
そ
の
必
然
性
の
概
念
が
、
逆
に
、
経
験
の
範
囲
に
限
定
さ
れ
、
そ
の
内
に
留
ま
っ
て
解
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ

れ
が
、
ロ
ッ
ク
か
ら
ヒ
ュ
ー
ム
に
至
る
経
験
論
の
中
で
生
じ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、「
原
因
性
と
必
然
性
は

ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
れ
ば
経
験
的
に
し
か
基
礎
づ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
」（GS（（,（9（

）。

　

か
く
し
て
経
験
論
へ
の
デ
ィ
ル
タ
イ
の
問
い
は
次
の
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、「
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
が
互
い
に
連

関
す
る
さ
い
の
原
理
を
探
求
す
る
前
に
、
わ
れ
わ
れ
が
ま
ず
知
り
た
い
の
は
、
そ
う
し
た
要
素
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る

が
ゆ
え
に
、
わ
れ
わ
れ
の
最
初
の
問
い
は
次
の
よ
う
に
な
る
。
連
合
関
係
の
中
で
相
対
し
て
出
現
す
る
心
的
要
素
と

は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
」（GS（（,（（

）。
こ
れ
に
対
す
る
デ
ィ
ル
タ
イ
の
答
え
は
明
瞭
で
あ
る
。「
ど
の
よ
う
に
あ
る
一

つ
の
知
覚
〔
心
的
要
素
（
印
象
・
観
念
）〕
が
生
じ
る
か
、
私
は
そ
れ
を
内
的
経
験
に
基
づ
い
て
も
何
ら
知
ら
な
い
」

（GS（（,（（

）。
す
な
わ
ち
、
経
験
論
が
内
的
あ
る
い
は
外
的
な
感
官
に
よ
る
印
象
の
受
容
と
そ
の
連
合
を
語
る
の
で
あ

れ
ば
、
そ
う
し
た
刺
激
と
反
射
、
受
容
と
連
合
の
過
程
は
経
験
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
し
か
し
デ
ィ
ル
タ

イ
か
ら
見
れ
ば
、
そ
れ
は
経
験
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
何
が
経
験
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
感
覚
と
内
省
に
よ
る
経
験
論
的
な
経
験
概
念
に
対
し
て
、
デ
ィ

ル
タ
イ
の
経
験
概
念
が
、
前
節
で
見
た
よ
う
に
、
現
実
と
の
相
互
作
用
に
あ
る
な
ら
、
そ
こ
で
経
験
さ
れ
て
い
る
の
は

現
実
以
外
に
は
な
い
。
彼
は
ご
く
日
常
的
な
具
体
例
を
挙
げ
て
答
え
て
い
る
。「
眠
り
か
ら
覚
め
て
眼
を
開
き
、
部
屋

の
知
覚
像
が
目
の
前
に
現
れ
る
と
き
、
そ
の
像
が
ど
の
よ
う
に
生
じ
た
の
か
、
わ
れ
わ
れ
は
経
験
し
て
い
な
い
。
心
理

学
の
重
要
な
一
部
分
は
知
覚
の
説
明
に
携
わ
り
、
こ
の
事
実
が
説
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
に
つ

い
て
何
の
経
験
も
持
っ
て
い
な
い
」（GS（（,（（f.

）。
経
験
さ
れ
て
い
る
の
は
、「
眠
り
か
ら
目
覚
め
て
目
を
開
き
、
部

屋
の
知
覚
像
が
目
の
前
に
現
れ
る
」
と
い
う
経
験
で
あ
る
。
端
的
に
は
、
目
覚
め
で
あ
り
、
部
屋
で
あ
る
。
こ
れ
は
も
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と
よ
り
私
の
経
験
で
あ
る
以
上
、
経
験
さ
れ
て
い
る
の
は
、
私
の
目
覚
め
で
あ
り
、
私
が
い
る
部
屋
で
あ
る
。

　

そ
れ
ゆ
え
に
デ
ィ
ル
タ
イ
は
ヒ
ュ
ー
ム
と
袂
を
分
か
っ
て
次
の
よ
う
に
問
う
。
す
な
わ
ち
、「
現
実
の
行
為
か
ら
出

発
し
て
、
人
が
自
身
の
在
る
状
態
を
感
じ
取
っ
て
い
る
〔
覚
知
し
て
い
る
〕、
そ
う
し
た
も
と
も
と
の
状
態
〔
意
識
の

事
実
〕
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
」（GS（（,（（f.

）。
こ
の
問
い
に
応
じ
て
右
の
具
体
例
を
考
え
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
ろ

う
。
私
が
経
験
し
て
い
る
の
は
、
た
と
え
ば
、
目
覚
め
で
あ
り
、
ま
た
目
覚
め
た
と
き
に
い
る
部
屋
で
あ
り
、
一
定
の

統
一
性
を
持
っ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
部
屋
で
あ
れ
ば
、
机
と
椅
子
、
そ
し
て
本
棚
等
の
配
置
に
分
節
さ
れ
る
で

あ
ろ
う
し
、
そ
の
さ
い
に
昨
日
は
模
様
替
え
を
し
た
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
そ
れ
ら
が
バ
ラ
バ
ラ
に

分
離
さ
れ
て
で
は
な
く
、
分
節
さ
れ
て
も
一
つ
の
連
関
を
も
っ
て
私
に
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
一
定

の
統
一
体
は
、
そ
れ
自
身
も
統
一
的
な
も
の
に
分
節
さ
れ
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
連
関
か
ら
統
一
的
に
形
成
さ
れ
て
い

る
。
個
々
の
事
物
や
記
憶
表
象
も
ま
た
、
一
つ
の
統
一
的
な
連
関
と
し
て
経
験
さ
れ
、
意
識
の
事
実
と
し
て
与
え
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
経
験
は
、
原
子
論
的
な
要
素
か
ら
成
立
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
自
身
統
一
的
な
経
験
の
連
関
に

分
節
で
き
る
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
連
関
か
ら
成
立
し
て
い
る
。
端
的
に
言
え
ば
、
現
実
は
生
の
連
関
と
し
て
経
験
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
経
験
が
現
実
の
経
験
で
あ
り
、
経
験
と
現
実
と
は
相
互
作
用
的
で
あ
れ
ば
、
経
験
は
現

実
を
離
れ
て
は
あ
り
え
な
い
。
経
験
そ
れ
自
身
が
生
の
連
関
の
経
験
と
し
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

　

共
に
意
識
の
事
実
か
ら
出
発
し
て
も
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
観
念
連
合
の
原
理
に
よ
っ
て
諸
表
象
の
連
合
を
考
え
た
の
に
対

し
て
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
生
の
事
実
が
連
関
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
を
分
析
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
違
い
は
、
連
関

の
形
成
の
仕
方
に
関
し
て
際
立
っ
て
く
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
そ
れ
を
観
念
連
合
の
原
理
に
よ
っ
て
答
え
た
。
そ
れ
で
は
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デ
ィ
ル
タ
イ
は
連
関
の
形
成
を
ど
の
よ
う
に
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

五　

連
関
の
形
成

　

経
験
が
生
の
連
関
の
経
験
と
し
て
生
じ
る
な
ら
、
連
関
は
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
の
問
い
に
ヒ
ュ
ー
ム
は
観
念
連
合
の
原
理
と
し
て
因
果
性
を
も
っ
て
答
え
た
。
し
か
し
そ
れ
は
、
経
験
の
う
ち

で
習
慣
に
基
づ
く
限
り
、
普
遍
必
然
性
は
得
ら
れ
ず
、
恒
常
的
な
連
接
に
留
ま
る
。
も
ち
ろ
ん
ヒ
ュ
ー
ム
は
、「
お
そ

ら
く
、
弾
性
、
重
力
、
部
分
凝
集
、
衝
撃
に
よ
る
運
動
伝
達
、
こ
れ
ら
が
、
わ
れ
わ
れ
が
自
然
の
中
に
た
え
ず
発
見

し
よ
う
と
し
て
い
る
究
極
的
原
因
で
あ
ろ
う（

（（
（

」
と
述
べ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
こ
れ
を
次
の
よ
う
に
批
判
す
る
。「
こ
の

〔
ロ
ッ
ク
が
切
り
開
い
た
〕
歩
み
は
、
単
純
な
要
素
か
ら
出
発
し
、
複
雑
な
事
実
を
単
純
に
複
合
現
象
と
し
て
考
察
し
、

ヒ
ュ
ー
ム
は
連
合
現
象
と
し
て
考
察
し
た
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
こ
の
ゆ
え
に
、
単
純
な
心
的
諸
要
素
が
共
演
す
る
た
め
の
秘0

密
に
満
ち
た
力

0

0

0

0

0

0

を
仮
定
し
た
」（GS（（,（（

（
（（
（

）。

　

し
か
し
他
方
で
彼
は
次
の
よ
う
に
も
言
う
。「
も
し
人
が
ヒ
ュ
ー
ム
の
連
合
の
も
と
で
あ
る
特
殊
な
力
を
理
解
す
る

な
ら
、
ヒ
ュ
ー
ム
を
誤
解
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
彼
は
こ
れ
に
よ
っ
て
、
存
在
す
る
に
違
い
な
い
こ
の
連
関
の
事
実
だ

け
を
確
定
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
力
の
詳
細
な
知
見
は
も
っ
て
お
ら
ず
、
力
の
活
動

0

0

性0

し
か
知
ら
な
い
の
で
あ
る
」（GS（（,（（

）。
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
連
合
な
い
し
は
連
関
を
形
成
す
る

何
ら
か
の
力
を
仮
定
す
る
か
否
か
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
彼
は
、
一
方
で
、
ヒ
ュ
ー
ム
が
「
秘
密
に
満
ち
た
力
を
仮

定
し
た
」
と
批
判
し
、
他
方
で
、
そ
う
理
解
す
る
の
は
「
誤
解
」
だ
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
一
八
七
八
年

の
「
心
理
学
」
と
題
さ
れ
た
ブ
レ
ス
ラ
ウ
講
義
の
中
で
語
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
一
見
、
矛
盾
す
る
見
解
も
、
デ
ィ
ル
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タ
イ
の
ヒ
ュ
ー
ム
へ
の
接
近
に
し
て
分
岐
と
見
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
に
解
釈
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
デ
ィ
ル
タ
イ

は
ヒ
ュ
ー
ム
の
中
に
、
一
方
で
は
力
を
仮
定
す
る
方
向
と
、
他
方
で
は
そ
う
で
な
い
方
向
を
読
み
取
り
、
前
者
を
批
判

し
、
後
者
を
自
身
の
連
関
概
念
の
形
成
の
た
め
に
ヒ
ュ
ー
ム
か
ら
掬
い
出
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ラ

イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
考
え
た
形
而
上
学
的
実
体
の
作
用
す
る
力
で
は
な
く
、
生
の
連
関
が
相
互
的
な
作
用
（w

irken

）
と

し
て
生
動
的
に
形
成
さ
れ
る
さ
い
の
「
活
動
性
（W

irksam
keit

）」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
そ
う
し
た
活
動
性
に
何
ら
か
の
規
則
性
あ
る
い
は
法
則
性
が
あ
る
の

か
、
と
い
う
点
に
な
ろ
う
。
こ
の
意
味
で
、
連
関
の
原
理
は
何
か
、
と
い
う
問
い
が
提
示
さ
れ
よ
う
。
こ
こ
で
も
デ
ィ

ル
タ
イ
が
手
掛
り
に
す
る
の
は
ヒ
ュ
ー
ム
で
あ
る
。
彼
は
、「
ヒ
ュ
ー
ム
が
こ
の
法
則
に
与
え
た
体
裁
は
最
高
度
に
不

完
全
な
も
の
で
あ
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
今
や
、
連
合
の
法
則
の
、
彼
が
や
っ
た
以
上
に
完
全
な
体
裁
を
追
求
し
よ
う
」

（GS（（,（（

）
と
語
り
、
表
象
結
合
の
「
根
本
的
過
程
」
と
し
て
「
融
合
」（GS（（,（（ff.

）
と
「
連
合
」（GS（（,（（ff.

）

を
挙
げ
る
。
い
ず
れ
も
、
現
在
の
知
覚
と
以
前
の
表
象
の
結
合
、
あ
る
い
は
以
前
の
表
象
相
互
の
結
合
で
あ
る
が
、

「
融
合
」
は
「
質
的
に
同
じ
も
の
」（GS（（,（（
）
の
結
合
で
あ
り
、「
連
合
」
は
「
諸
表
象
の
再
生
あ
る
い
は
想
起

の
持
続
的
で
不
断
の
原
因
」
の
結
合
つ
ま
り
「
想
起
表
象
と
、
そ
の
出
発
点
と
な
る
表
象
あ
る
い
は
知
覚
の
結
合
」

（GS（（,（（

）
で
あ
る
。
融
合
の
例
と
し
て
は
、
犬
や
馬
と
い
っ
た
種
概
念
な
ど
、
あ
る
い
は
、
家
か
ら
道
に
出
た
と
き

の
知
覚
に
以
前
の
表
象
が
部
分
的
あ
る
い
は
完
全
に
融
合
す
る
場
合
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
連
合
の
例
と
し
て

は
、
自
分
の
住
ん
で
い
た
部
屋
を
想
起
す
る
と
き
、
隣
の
部
屋
そ
し
て
家
全
体
も
同
時
に
想
起
さ
れ
る
場
合
な
ど
が
挙

げ
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
て
彼
が
連
関
形
成
の
法
則
性
を
分
析
す
る
や
り
方
は
、
個
々
の
事
例
を
類
別
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
一
般
的
な
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規
則
性
を
見
出
す
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
右
に
挙
げ
た
部
屋
の
例
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
で
挙
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ

り
、「
類
似
・
隣
接
・
因
果
性
」
の
う
ち
の
「
隣
接
」
に
類
別
さ
れ
て
い
る
が（

（（
（

、
デ
ィ
ル
タ
イ
で
は
、「
表
象
は
部
分

と
し
て
全
体
と
共
に
も
た
ら
さ
れ
る
」
と
法
則
化
さ
れ
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
言
う
習
慣
は
、「
諸
表
象
の
連
鎖
し
た
再
生
が

よ
り
容
易
に
な
さ
れ
る
の
は
、
習
慣
化
、
未
知
か
ら
既
知
へ
、
直
観
の
自
然
的
な
進
み
具
合
、
こ
れ
ら
三
つ
の
方
向
性

に
お
い
て
で
あ
る
」
と
法
則
化
さ
れ
る
（GS（（,（（

）。

　

こ
の
よ
う
に
、
彼
の
挙
げ
る
連
関
の
法
則
性
は
、
帰
納
的
原
理
あ
る
い
は
演
繹
的
原
理
を
求
め
る
の
と
異
な
り
、
ど

こ
ま
で
も
経
験
的
な
事
例
に
そ
く
し
た
網
羅
的
な
類
型
化
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
彼
は
そ
の
よ

う
な
類
別
が
生
じ
て
く
る
連
関
形
成
の
働
き
に
遡
り
、
連
関
形
成
の
過
程
に
一
定
の
意
義
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
点

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
融
合
の
事
例
を
挙
げ
た
後
で
、「
わ
れ
わ
れ
の
意
識
的
生
の
中
で
再
認
し
同
一
化
す
る
と

い
う
融
合
過
程
の
根
底
に
あ
る
意
義
を
捉
え
よ
う
」
と
述
べ
、「
も
し
こ
の
よ
う
な
過
程
が
生
じ
な
い
と
す
る
な
ら
、

表
象
と
知
覚
が
互
い
に
比
較
さ
れ
て
も
、
そ
こ
か
ら
単
一
な
像
は
一
つ
も
生
じ
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
わ
れ
わ
れ
の
精
神

的
生
全
体
が
別
の
形
態
を
と
っ
た
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
（GS（（,（（

）。
こ
こ
で
は
反
事
実
的
条
件
文
に
訴
え
て
い
る
よ

う
に
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
手
法
は
、
帰
納
的
で
も
演
繹
的
で
も
な
く
、
ど
こ
ま
で
も
経
験
に
留
ま
っ
た
類
型
化
で
あ
る
。

　

そ
う
で
あ
れ
ば
、
自
然
科
学
的
に
帰
納
あ
る
い
は
演
繹
で
求
め
ら
れ
る
原
理
の
普
遍
必
然
性
に
対
し
て
、
精
神
科
学

に
固
有
な
〈
普
遍
性
〉
は
、
こ
う
し
た
仕
方
で
の
〈
類
型
〉
以
外
に
は
求
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ

う
な
類
型
化
に
よ
っ
て
「
連
関
」
の
「
根
本
形
態
」
を
形
成
す
る
働
き
も
ま
た
、
経
験
的
な
心
的
働
き
以
外
に
は
求
め

ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
心
理
学
的
分
析
の
な
か
で
彼
独
自
に
昇
華
さ
れ
た
「
基
礎
的
論
理
操
作
」
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
そ
れ
は
『
理
念
』
で
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
た
。
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「
区
別
す
る
こ
と
、
等
し
い
と
み
な
す
こ
と
、
違
い
の
程
度
を
見
定
め
る
こ
と
、
結
合
す
る
こ
と
、
分
離
す
る
こ

と
、
抽
象
す
る
こ
と
、
い
く
つ
も
の
連
関
を
一
つ
の
連
関
に
結
び
つ
け
る
こ
と
、
い
く
つ
も
の
事
実
か
ら
斉
一
性

を
獲
得
す
る
こ
と
、
こ
の
よ
う
な
基
礎
的
論
理
操
作
は
、
ど
の
内
的
知
覚
に
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、
各
々
の
内
的

知
覚
の
集
ま
り
か
ら
生
じ
て
く
る
」（GS（,（（（ff.

）。

ヒ
ュ
ー
ム
が
連
合
の
形
成
を
「
習
慣
」
に
求
め
た
の
に
対
し
て
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
そ
れ
を
「
基
礎
的
論
理
操
作
」
と
名

づ
け
ら
れ
る
内
的
知
覚
の
働
き
に
求
め
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
わ
れ
わ
れ
は
、
目
前
に
あ
る
い
く
つ
か
の
も
の
を

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
と
し
て
知
覚
す
る
と
き
、
各
々
を
区
別
し
な
が
ら
、
ま
た
各
々
を
連
関
づ
け
、
あ
る
規
則
性
を
獲
得

し
、
各
々
を
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
と
し
て
知
覚
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
操
作
を
基
礎
に
し
て
、
各
々
の
人
物
や
事
物
の
知
覚
が
、
し
た
が
っ
て
現
実
の
経
験

そ
の
も
の
が
成
り
立
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
も
こ
う
し
た
基
礎
的
論
理
操
作
に
よ
っ
て
連
関
が
形
成
さ
れ
る
の

で
あ
れ
ば
、
連
関
は
そ
の
操
作
を
基
礎
に
し
た
経
験
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。
経
験
は

連
関
の
経
験
と
し
て
生
じ
、
そ
れ
と
同
時
に
こ
う
し
た
経
験
に
よ
っ
て
連
関
が
形
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
現
実
の0

経
験
が
、
現
実
と
経
験
と
の
相
互
作
用
に
よ
っ
て
生
じ
る
よ
う
に
、
連
関
の0

経
験
も
、
双
方
の
相
互
作
用
か
ら
生
じ
る

の
で
あ
る
。

六　

連
関
の
展
開

　

以
上
の
よ
う
に
、
連
関
の
経
験
そ
し
て
連
関
の
形
成
を
貫
い
て
い
る
の
は
、〈
現
実
の0

経
験
〉
と
い
う
現
実
と
経
験
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と
の
不
可
分
な
相
互
作
用
性
で
あ
り
、
そ
の
活
動
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
デ
ィ
ル
タ
イ
の
言
う
生
の
生
動
性
で

あ
る
。
生
は
活
き
活
き
と
活
動
し
て
い
る
。
そ
の
活
動
が
〈
現
実
の
経
験
〉
と
し
て
の
連
関
の
経
験
に
し
て
連
関
の
形

成
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
活
動
が
連
関
の
交
差
点
と
し
て
の
〈
私
〉
を
形
成
し
、〈
私
〉
は
ま
た
現
実
を
経

験
し
形
成
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
〈
私
〉
の
現
実
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

デ
ィ
ル
タ
イ
の
思
索
の
変
遷
の
中
で
、
こ
の
よ
う
な
〈
私
〉
の
〈
現
実
の
経
験
〉
は
、
と
り
わ
け
八
〇
年
代
後
半
か

ら
九
〇
年
代
に
か
け
て
、
外
界
の
実
在
性
の
問
題
圏
の
中
で
、
心
的
生
の
意
志
的
作
用
と
他
者
・
外
界
か
ら
の
反
作

用
と
い
う
、
意
志
的
な
抵
抗
経
験
と
し
て
語
ら
れ
た
。
し
か
も
抵
抗
経
験
を
形
成
す
る
「
能
動
・
受
動
」（
相
互
作
用
、

作
用
反
作
用
）
は
、
一
八
九
二
／
九
三
年
の
「
生
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
と
し
て
の
「
実
在
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
に
挙
げ
ら
れ
、

そ
の
「
形
式
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
と
し
て
因
果
性
が
挙
げ
ら
れ
る
に
至
る
（GS（9,（（（f.

）。
生
の
連
関
を
抽
象
化
し
、
そ

の
生
動
性
を
抜
き
去
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
然
科
学
に
お
け
る
機
械
論
的
な
因
果
性
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
精
神
科
学

が
生
の
連
関
を
対
象
に
し
、
そ
の
諸
科
学
相
互
の
連
関
が
生
の
連
関
に
基
礎
を
置
い
て
い
る
な
ら
、
自
然
科
学
は
そ
の

抽
象
化
と
い
う
仕
方
で
生
の
連
関
に
基
礎
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

そ
う
で
あ
れ
ば
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
初
期
に
ヒ
ュ
ー
ム
を
批
判
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
連
合
を
意
識
の
事
実
に
即
し
て

生
動
的
な
連
関
と
し
て
捉
え
直
す
と
同
時
に
、
連
関
を
形
成
し
て
い
る
活
き
活
き
し
た
能
動
・
受
動
を
実
在
的
カ
テ

ゴ
リ
ー
に
数
え
入
れ
、
連
合
の
原
理
で
あ
る
因
果
性
を
そ
の
抽
象
化
と
し
て
形
式
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
位
置
づ
け
る
こ
と

に
至
っ
た
と
言
え
よ
う
。
し
か
も
、
生
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の
能
動
・
受
動
は
、
単
純
に
自
然
科
学
的
な
因
果
性

に
対
置
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
す
で
に
八
〇
年
前
後
か
ら
九
〇
年
代
に
か
け
て
の
心
理
学
的
分
析
の
中
で
、
デ
ィ
ル

タ
イ
は
、
意
志
イ
ン
パ
ル
ス
と
阻
止
と
の
経
験
の
な
か
で
生
は
快
・
不
快
（
感
受
）
を
伴
い
な
が
ら
環
境
へ
の
適
応
を
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目
指
し
て
対
象
把
握
（
表
象
）
を
し
、
み
ず
か
ら
の
生
を
維
持
（
意
志
）
し
て
い
く
と
分
析
す
る
と
き
、
こ
の
よ
う
な

生
の
活
動
か
ら
因
果
的
な
見
方
と
合
目
的
的
な
見
方
が
生
じ
る
と
す
る
（GS（（,（（f.

）。
つ
ま
り
、
生
が
環
境
へ
適
応

す
る
合
目
的
的
な
能
動
・
受
動
と
い
う
生
の
活
動
を
、
刺
激
・
反
応
と
し
て
機
械
論

0

0

0

的
に
見
る
自
然
科
学
的
な
見
方

が
生
じ
る
と
同
時
に
、
こ
の
機
械
論
の
対
抗
的
位
置
に
、
目
的
論

0

0

0

が
配
置
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
心
的
生
の
抵
抗
経
験
、

そ
し
て
生
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
さ
れ
た
能
動
・
受
動
は
、
機
械
論
対
目
的
論
、
因
果
性
対
合
目
的
性
と
い
う
対
立
図
式

が
生
じ
て
く
る
源
の
経
験
を
名
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
ヒ
ュ
ー
ム
へ
の
接
近
と
同
時
に
分
岐
す
る
地
点
を
起
点
に
す
る
と
、
そ
れ
以
降
の
連
関
の
展
開
の
道
筋

が
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
八
〇
年
代
後
半
か
ら
九
〇
年
代
に
か
け
て
、
生
の
表
象

的
知
性
的
側
面
だ
け
で
な
く
、
感
受
的
・
意
志
的
側
面
を
中
心
に
し
て
、
心
的
生
を
構
造
連
関
と
獲
得
連
関
（
発
達
連

関
）
と
し
て
捉
え
、
か
く
し
て
晩
年
、
生
の
表
出
と
い
う
側
面
か
ら
、
こ
の
「
心
的
生
の
構
造
に
従
っ
て
、
価
値
を
産

出
し
、
目
的
を
実
現
す
る
」「
作
用
連
関
」（GS（,（（（

）
の
分
析
へ
進
む
の
で
あ
る
。
心
的
生
の
〈
表
象
・
感
受
・
意

志
〉
と
い
う
構
造
連
関
が
、
個
々
人
の
〈
私
〉
の
獲
得
連
関
の
中
で
〈
個
々
の
対
象
把
捉
・
価
値
産
出
・
目
的
実
現
〉

と
い
う
連
関
に
具
体
化
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
連
関
の
分
析
は
、
心
的
生
に
留
ま
ら
ず
、
そ
れ
を
超
え
出
て
、
な
お
か

つ
個
人
と
し
て
の
生
に
作
用
・
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
歴
史
的
社
会
的
な
現
実
を
形
成
す
る
作
用
連
関
に
及
ぶ
の
で
あ

る
。
認
識
論
的
心
理
学
的
基
礎
づ
け
に
お
い
て
は
、
心
的
生
は
統
一
体
と
し
て
、
し
か
も
そ
の
部
分
的
統
一
体
か
ら
成

る
連
関
と
し
て
経
験
さ
れ
、
そ
れ
が
い
わ
ば
縦
軸
方
向
に
掘
り
下
げ
ら
れ
な
が
ら
構
造
連
関
・
獲
得
連
関
と
し
て
取

り
出
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、
こ
の
よ
う
な
連
関
の
経
験
が
、
同
時
に
、
外
界
・
他
者
と
の
抵
抗
経
験
と
し
て
展
開
し

て
、
そ
れ
が
い
わ
ば
横
軸
方
向
に
外
界
・
他
者
を
含
ん
で
歴
史
的
社
会
的
に
広
が
る
作
用
連
関
と
し
て
取
り
出
さ
れ
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た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
縦
軸
と
横
軸
が
交
差
す
る
地
点
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
連
関
が
交
差
し
て
い
る
〈
私
〉
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
精
神
科
学
の
基
礎
づ
け
を
具
体
的
に
着
手
し
た
一
八
八
〇
年
前
後
に
遡
っ
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は

経
験
論
者
と
し
て
の
ヒ
ュ
ー
ム
が
デ
ィ
ル
タ
イ
の
対
抗
者
と
し
て
出
現
し
、
そ
れ
以
降
の
彼
の
方
向
性
を
規
定
し
て
き

た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
彼
は
そ
の
当
時
、
精
神
科
学
の
認
識
論
的
基
礎
づ
け
を
意
識
の
事
実
に
求
め
、
こ
の
点
で

ヒ
ュ
ー
ム
に
接
近
し
な
が
ら
も
、〈
経
験
の
哲
学
〉
を
徹
底
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
経
験
論
を
批
判
し
て
観
念
の
連
合

に
対
し
て
連
関
の
経
験
を
分
析
し
、
取
り
出
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、〈
現
実
の
経
験
〉
と
し
て
、
生
を
個
々
の
経

験
の
不
可
分
な
統
一
的
連
関
と
し
て
経
験
す
る
こ
と
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
経
験
自
身
が
連
関
を
形
成
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
連
関
の
形
成
が
経
験
そ
れ
自
身
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
、
精
神
科
学
で
目
指
さ

れ
る
「
人
間
本
性
の
斉
一
性
」
へ
至
る
に
は
、
ど
の
よ
う
な
道
を
歩
む
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
道
は
、
経
験
的
な
帰
納

法
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ヒ
ュ
ー
ム
か
ら
Ｊ
．Ｓ
．ミ
ル
へ
の
道
は
ま
さ
し
く
そ
う
で
あ
り
、
ミ
ル
は
そ
こ
で
道
徳
科

学
を
も
含
め
た
論
理
の
体
系
を
形
成
し
た
。
そ
れ
で
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
ミ
ル
に
反
対
し
て
ヒ
ュ
ー
ム
に
遡
り
、

な
お
か
つ
ヒ
ュ
ー
ム
と
は
別
の
道
を
歩
む
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
経
験
的
な
基
礎
的
論
理
操
作
に
基
づ
き
な
が
ら
、
ど
の
よ

う
な
方
法
に
よ
っ
て
人
間
本
質
の
斉
一
性
へ
、
つ
ま
り
恒
常
的
連
関
へ
、
至
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ミ
ル
の
道

徳
科
学
が
デ
ィ
ル
タ
イ
の
精
神
科
学
へ
批
判
的
に
受
容
さ
れ
る
道
筋
の
中
で
、
問
題
に
し
て
み
よ
う
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は

基
礎
的
論
理
操
作
に
基
づ
い
て
ど
の
よ
う
な
方
法
で
人
間
本
性
に
至
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
し
て
そ
れ
に

よ
っ
て
得
ら
れ
る
恒
常
的
連
関
と
は
ど
の
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
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第
三
節　

類
比
に
よ
る
連
関　

―　
帰
納
に
よ
る
普
遍
に
対
し
て

一　

道
徳
科
学
か
ら
精
神
科
学
へ

　

本
節
で
は
、
前
節
ま
で
見
て
き
た
連
関
の
探
求
を
方
法
論
的
観
点
か
ら
見
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
精
神
科
学
の
基
礎

づ
け
の
中
で
展
開
さ
れ
た
、
Ｊ
．Ｓ
．ミ
ル
の
〈
帰
納
に
よ
る
普
遍
〉
に
対
す
る
デ
ィ
ル
タ
イ
の
〈
類
比
に
よ
る
連
関
〉

を
際
立
た
せ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
「
恒
常
的
連
関
」
に
よ
っ
て
「
人
間
の
本
性
」
を
語
っ
て
い
て
も
、

そ
れ
は
人
間
の
普
遍
的
本
性
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
彼
の
分
析
が
経
験
的
な
規
則
性
・
斉
一
性
の
分
析
で
あ
れ

ば
、
そ
の
方
法
は
〈
普
遍
を
求
め
る
帰
納
〉
で
は
な
く
、〈
比
較
に
よ
る
類
比
〉
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
じ
っ
さ

い
彼
は
、
Ｊ
．Ｓ
．ミ
ル
の
道
徳
科
学
を
精
神
科
学
と
し
て
受
容
す
る
過
程
で
、
ミ
ル
の
〈
帰
納
に
よ
る
普
遍
〉
に
反
対

し
て
、
ど
こ
ま
で
も
経
験
的
な
〈
類
比
に
よ
る
連
関
〉
を
提
示
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
さ
い
に
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
「
精

神
科
学
」
と
い
う
用
語
自
体
が
、
ミ
ル
の
『
論
理
学
体
系
』
に
あ
る
「
道
徳
科
学
」
の
ド
イ
ツ
語
訳（

（（
（

で
あ
れ
ば
、
こ
う

し
た
翻
訳
上
の
事
柄
か
ら
哲
学
的
内
実
へ
の
切
り
込
み
が
必
要
に
な
ろ
う
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
本
節
で
提
示
し

た
い
論
点
と
そ
こ
か
ら
の
帰
結
を
あ
ら
か
じ
め
提
示
し
て
お
こ
う
。

　

ま
ず
、
わ
れ
わ
れ
の
考
察
は
デ
ィ
ル
タ
イ
の
最
初
期
に
遡
る
。
す
な
わ
ち
、
一
八
六
〇
年
代
中
葉
か
ら
七
〇
年
代
中

葉
に
か
け
て
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
ミ
ル
が
『
論
理
学
体
系
』
第
六
部
「
道
徳
科
学
の
論
理
学
」
に
お
い
て
試
み
た
「
道
徳

科
学
に
自
然
科
学
の
方
法
を
適
用
」（
同
第
一
章
第
一
節
表
題
）
す
る
こ
と
に
反
対
し
て
、
帰
納
推
論
を
〈
帰
納
に
よ

る
普
遍
化
〉
と
し
て
批
判
的
に
吟
味
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
方
法
論
的
に
は
帰
納
に
反
対
し
て
類
比
（
ア
ナ
ロ
ジ
ー
）

を
、
内
容
的
に
は
普
遍
に
対
し
て
経
験
的
な
連
関
を
提
示
し
、
ど
こ
ま
で
も
経
験
の
範
囲
に
留
ま
っ
た
〈
類
比
に
よ
る
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連
関
〉
を
も
っ
て
精
神
科
学
の
基
礎
づ
け
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
は
、
次
に
、
デ
ィ
ル
タ
イ
哲
学
全
体
の
理
解
の
仕
方
に
重
要
な
点
を
二
つ
帰
結
さ
せ
る
。
一
つ
は
彼
の
哲

学
の
『
理
念
』
を
中
心
に
し
た
時
期
の
心
理
学
的
分
析
の
対
象
に
な
っ
た
人
間
の
心
的
生
に
関
し
て
、
一
つ
は
晩
年
に

解
釈
学
を
通
し
た
歴
史
的
世
界
の
構
築
に
関
し
て
で
あ
る
。『
理
念
』
の
時
期
、
彼
は
心
理
学
的
分
析
に
よ
っ
て
見
出

し
た「
恒
常
的
連
関
」
に「
人
間
の
本
性
」
を
求
め
る
と
き
、「
恒
常
的
」
を
ヒ
ュ
ー
ム
へ
の
接
近
の
中
で
形
成
し
、「
人

間
本
性
」
を
ミ
ル
へ
の
接
近
点
で
あ
る
基
礎
的
論
理
操
作
を
基
礎
に
し
て
、
し
か
し
普
遍
性
と
袂
を
分
か
ち
、
経
験
的

で
あ
り
な
が
ら
経
験
を
跳
躍
す
る
「
類
比
」
を
方
法
に
し
て
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
連
合
や
連
接
で
は
な
く
、
彼
独
自
の
「
連

関
」
へ
進
む
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
ば
、
私
た
ち
の
経
験
の
範
囲
で
私
が
目
の
前
の
人
を
私
と
〈
同
じ
人

間
〉
だ
と
言
う
と
き
、
そ
の
〈
同
じ
〉
と
は
、
普
遍
や
本
質
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
た
同
一
性
で
は
な
く
、
経
験
に
よ
っ

て
得
ら
れ
た
各
々
の
連
関
の
類
似
性
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
で
も
以
下
で
も
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
の
〈
同
じ
〉
は

わ
れ
わ
れ
が
経
験
す
る
「
歴
史
的
社
会
的
現
実
」
の
な
か
で
常
に
確
信
さ
れ
る
と
同
時
に
反
証
に
も
曝
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
晩
年
の
時
期
、
彼
が
試
み
る
歴
史
的
世
界
の
構
築
も
ま
た
、
も
と
よ
り
普
遍
的
客
観
性
を
持
ち

う
る
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
か
と
い
っ
て
歴
史
的
相
対
性
に
陥
る
の
で
も
な
く
、
歴
史
を
類
比
に
よ
る
類
型
と
し
て
捉

え
、
こ
れ
に
よ
っ
て
精
神
科
学
固
有
の
客
観
性
の
確
保
を
目
指
し
た
の
で
あ
る（

（（
（

。

　

そ
れ
で
は
以
上
の
見
通
し
に
、
道
徳
科
学
か
ら
精
神
科
学
へ
の
移
行
は
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
く
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
さ
し
あ
た
り
、
そ
の
翻
訳
上
の
事
情
か
ら
明
ら
か
に
し
て
お
こ
う
。
そ
の
さ
い
に
本
書
で
は
混
乱
を
避
け
る
た

め
に
す
で
に
表
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
英
語
の
「m

oral sciences
」、
そ
の
ド
イ
ツ
語
の
直
訳
「m

oralische W
is-

senschaften

」
は
「
道
徳
科
学
」
と
表
記
し
、
ま
た
ミ
ル
の
言
う
「m

oral sciences

」
の
ド
イ
ツ
語
訳
と
な
っ
た
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「Geistesw
issenschaften

」
は
「
精
神
科
学
」
と
表
記
し
よ
う
。
つ
ま
り
、
直
訳
で
、
ま
た
単
数
複
数
の
区
別
は
な

し
に
表
記
し
よ
う
。

　

デ
ィ
ル
タ
イ
が
Ｊ
．Ｓ
．ミ
ル
の
名
前
と
共
に
「
精
神
科
学
」
と
い
う
用
語
を
挙
げ
た
の
は
、『
序
説
』（
一
八
八
三
）

の
原
型
と
も
な
る
「
七
五
年
論
考
」
の
中
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
ジ
ョ
ン
・
シ
ュ
ト
ゥ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
は
、
論
理

学
の
中
で
自
身
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
部
分
、
す
な
わ
ち
彼
の
「
精
神
科
学
の
論
理
学
」
つ
ま
り
「
道
徳
科
学
の
論

理
学
」
の
中
で
、
コ
ン
ト
に
従
い
な
が
ら
、
歴
史
的
事
実
の
説
明
の
方
法
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち

····

」（GS（,（（.

）。
こ
こ
で
デ
ィ
ル
タ
イ
が
引
用
符
で
挙
げ
て
い
る
前
者
「
精
神
科
学
の
論
理
学
」
は
シ
ー
ル
に
よ
る

ド
イ
ツ
語
訳
で
あ
り
、
後
者
「
道
徳
科
学
の
論
理
学
」
は
そ
の
基
と
な
る
ミ
ル
『
論
理
学
体
系
』
第
六
部
の
英
語
標
題

「
道
徳
科
学
の
論
理
学
」
の
ド
イ
ツ
語
直
訳
で
あ
る
。
ミ
ル
の
「
道
徳
科
学
」
を
、
シ
ー
ル
は
「
精
神
科
学
」
と
ド
イ

ツ
語
訳
し
た
の
で
あ
る
。

　

ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
の
化
学
の
講
師
・
シ
ー
ル
に
よ
る
ド
イ
ツ
語
訳
は
、
そ
の
第
一
版
が
、
ミ
ル
の
原
典
初
版
公

刊
か
ら
六
年
後
の
一
八
四
九
年
に
一
巻
本
と
し
て
出
版
さ
れ
、
標
題
は
「
帰
納
論
理
学　

―　
科
学
的
探
究
と
り
わ

け
自
然
探
求
の
哲
学
的
原
理
の
叙
述
」
と
さ
れ
、「
原
典
の
最
初
と
最
後
の
部
は
翻
訳
し
て
い
な
い（

（（
（

」。
つ
ま
り
、「
第

六
部
」「
道
徳
科
学
の
論
理
学
」
は
第
一
版
で
は
翻
訳
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
デ
ィ
ル
タ
イ
が

ミ
ル
の
シ
ー
ル
訳
を
最
初
に
あ
げ
た
の
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
全
集
を
見
る
限
り
、
一
八
六
五
／
六
六
年
の
『
哲
学
的
科

学
の
論
理
学
と
体
系
の
梗
概
』（
以
下
『
六
五
／
六
六
年
論
理
学
講
義
』
と
略
記
）
の
中
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
論
理

学
関
係
の
文
献
が
紹
介
さ
れ
、
そ
の
中
に
自
身
の
師
・
ト
レ
ン
デ
レ
ン
ブ
ル
ク
の
『
論
理
学
研
究
』
二
巻
（
改
訂
版
、

一
八
六
二
年
）
と
並
ん
で
ミ
ル
の
書
『
論
理
学
体
係
』
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
通
り
の
表
記
で
引
い
て
お
こ
う
。
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A
 System

 of Logic, Ratiocinative and Inductive. Being a Connected V
iew

 of the Principles of 
Evidence and the M

ethods of Scientific Investigation, （ V
olum

es, London （（（（. D
eutsch, nach 

der fünften A
uflage, von J.Schiel, Braunschw

eig （（（（.

（GS（0,（9

）

す
な
わ
ち
、『
論
理
学
体
係
』
全
二
巻
、
一
八
四
三
年
に
ロ
ン
ド
ン
で
刊
行
さ
れ
た
書
で
、
タ
イ
ト
ル
は
英
語
原
典
の

表
記
の
ま
ま
で
あ
る
が
、
こ
れ
で
デ
ィ
ル
タ
イ
が
指
示
し
て
い
る
の
は
、「
シ
ー
ル
に
よ
る
ド
イ
ツ
語
訳
」
で
あ
る
。

そ
れ
は
英
語
原
典
「
第
五
版
に
基
づ
い
て
」「
一
八
六
二
年
」
に
「
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ヒ
」
で
出
版
さ
れ
た
も
の

で
あ
り
、
発
行
年
号
か
ら
し
て
、
シ
ー
ル
の
ド
イ
ツ
語
訳
第
二
版
に
当
た
る
。

　

こ
の
シ
ー
ル
訳
第
二
版
は
二
巻
本
に
な
り
、
そ
の
第
一
巻
が
一
八
六
二
年
、
第
二
巻
が
一
八
六
三
年
に
公
刊
さ
れ
て

い
る（

（（
（

。
こ
の
底
本
と
な
っ
て
い
る
英
語
原
典
第
五
版
は
、
ド
イ
ツ
語
訳
第
二
版
第
一
巻
公
刊
と
同
年
の
一
八
六
二
年
に

出
版
さ
れ
、
そ
の
「
前
書
き
」
は
、
ド
イ
ツ
語
訳
第
二
版
で
も
訳
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
訳
出
に
よ
れ
ば
、「
こ
の
第

五
版
で
は
、
小
さ
な
訂
正
が
多
く
施
さ
れ
、
ま
た
、
精
神
科
学
の
理
念
を
い
っ
そ
う
解
明
し
、
そ
れ
を
不
明
瞭
に
す

る
誤
っ
た
考
え
の
い
く
つ
か
を
排
除
す
る
た
め
に
、
最
終
部
に
一
つ
の
章
を
丸
ご
と
付
加
し
た（

（（
（

」。
こ
こ
で
言
わ
れ
る

「
最
終
部
」
が
、
第
六
部
「
精
神
科
学
の
論
理
学
」
で
あ
り
、「
丸
ご
と
付
加
」
さ
れ
た
「
一
つ
の
章
」
と
は
第
六
部
第

一
一
章
「
歴
史
学
的
方
法
の
さ
ら
な
る
究
明（

（（
（

」
で
あ
る
。

　

そ
の
一
方
で
シ
ー
ル
訳
第
二
版
に
つ
い
て
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
一
九
六
五
／
六
六
年
か
ら
二
年
後
の
「
論
理
学
と
哲

学
的
科
学
の
体
系
」（
以
下
、「
六
七
／
六
八
年
バ
ー
ゼ
ル
論
理
学
」）
で
、
再
度
、
右
に
引
用
し
た
ミ
ル
の
原
典
英
語

表
記
に
続
け
て
シ
ー
ル
の
ド
イ
ツ
語
訳
表
記
を
し
、
そ
し
て
次
の
よ
う
に
書
誌
事
項
を
加
え
て
い
る
。
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A
us dem

 Englischen ins D
eutsche übertragen von J. Schiel, （ Bände, Braunschw

eig （（（9.

（GS（0,（0

）

す
な
わ
ち
、
シ
ー
ル
に
よ
る
英
語
か
ら
の
ド
イ
ツ
語
訳
、
全
二
巻
、
一
八
四
九
年
に
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ヒ
で
刊
行

と
あ
る
が
、「
一
八
四
九
年
」
と
い
う
発
行
年
は
、
一
巻
本
と
し
て
発
行
さ
れ
た
初
版
本
の
発
行
年
で
あ
り
、
明
ら
か

に
一
八
六
二
／
六
三
年
の
誤
記
か
、
初
版
発
行
年
の
み
を
記
し
て
当
該
二
巻
本
の
発
行
年
を
略
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
の
よ
う
な
シ
ー
ル
訳
と
は
別
に
、
一
八
六
九
年
か
ら
ゴ
ン
ペ
ル
ツ
に
よ
る
Ｊ
．Ｓ
．ミ
ル
の
ド
イ
ツ
語
訳
全
集
が

刊
行
さ
れ
て
お
り
、
ミ
ル
が
逝
去
し
た
翌
年
の
一
八
七
四
年
に
、
そ
の
追
悼
の
意
を
込
め
て
で
あ
ろ
う
、
デ
ィ
ル
タ
イ

は
「
ジ
ョ
ン
・
シ
ュ
ト
ゥ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
の
『
全
集
』」
と
題
し
て
書
評
を
書
い
て
い
る
（GS（（,（（（f.

）。
そ
こ
に
挙

げ
ら
れ
て
い
る
書
誌
事
項
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

John Stuart M
ill, Gesam

m
elte W

erke. A
utorisierte Ü

bersetzung unter Redaktion von T
heodor 

Gom
perz. （（ Bände. Leipzig （（（9 bis （（（（.

（GS（（,（（（

）

す
な
わ
ち
、『
全
集
』
は
ゴ
ン
ペ
ル
ツ
の
監
修
で
翻
訳
さ
れ
、
全
一
二
巻
、
一
八
六
九
年
か
ら
一
八
七
三
年
に
ラ
イ
プ

ツ
ィ
ヒ
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
書
評
で
は
、「
こ
れ
ま
で
に
八
巻
が
手
元
に
届
き
、
残
り
の
四
巻
が
引
き
続

い
て
早
急
に
出
る
こ
と
が
待
ち
望
ま
れ
て
い
る
」
と
あ
り
、
既
刊
の
八
巻
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
「
テ

オ
ド
ー
ル
・
ゴ
ン
ベ
ル
ツ
訳
『
論
理
学
』」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
ゴ
ン
ペ
ル
ツ
訳



第１章　現実の形成

56

以
外
の
訳
書
と
し
て
、
一
八
六
二
／
六
三
年
に
二
巻
本
と
し
て
出
版
さ
れ
た
シ
ー
ル
訳
を
挙
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

「
ゴ
ン
ペ
ル
ツ
訳
以
外
に
は
、
完
成
度
は
劣
る
が
ミ
ル
の
二
・
三
の
小
品
の
翻
訳
や
、
シ
ー
ル
に
よ
る
ミ
ル
の
『
演
繹

と
帰
納
の
論
理
学
体
系
』
の
優
れ
た
翻
訳（
ブ
ラ
ウ
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ヒ
、
一
八
六
二
年
、
二
巻
）
が
あ
る
」（GS（（,（（（

）。

　

こ
こ
か
ら
見
る
限
り
、
ミ
ル
『
論
理
学
体
系
』
の
ド
イ
ツ
語
訳
と
し
て
は
、
ゴ
ン
ベ
ル
ツ
訳
が
出
る
ま
で
は
、
英
語

原
典
第
五
版
を
定
本
と
し
た
一
八
六
二
／
六
三
年
の
二
巻
本
（
ド
イ
ツ
語
訳
第
二
版
）
が
流
布
し
て
い
た
と
見
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。
と
同
時
に
、
ゴ
ン
ペ
ル
ツ
訳
と
の
比
較
で
注
目
し
た
い
の
は
、
ミ
ル
の
言
う
「
道
徳
科
学
」
が
シ
ー
ル

訳
で
は
「
精
神
科
学
」
と
訳
さ
れ
た
が
、
ゴ
ン
ペ
ル
ツ
訳
で
は
そ
う
で
は
な
く
、
そ
の
ま
ま
「
道
徳
科
学
」
と
訳
さ

れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
デ
ィ
ル
タ
イ
は
書
評
の
中
で
一
言
も
触
れ
て
い
な
い（

（（
（

。
さ
ら
に

一
八
八
三
年
の
『
序
説
』
の
中
で
は
、「
精
神
科
学
」
と
い
う
呼
称
が
流
布
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

「
私
は
、
知
性
と
い
う
天
球
の
も
う
一
つ
の
半
分
を
精
神
科
学
と
表
記
し
て
い
る
哲
学
者
達
の
言
葉
遣
い
に
従
っ

て
い
る
。
Ｊ
．Ｓ
．ミ
ル
の
論
理
学
が
広
く
流
布
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
表
記
が
も
う
少
な
か
ら
ず
一
般
的
に

理
解
可
能
で
通
例
の
表
記
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」（GS（,（

）。

　

同
年
の
講
義
「
精
神
科
学
序
説
の
た
め
の
講
義
」
で
は
、
こ
の
表
記
が
ミ
ル
の
例
に
倣
っ
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
た

後
で
、
別
の
表
記
と
し
て
「
道
徳
科
学
」
を
挙
げ
て
い
る
。

「
学
問
の
総
体
は
、
自
然
科
学
と
、
こ
こ
で
は
ジ
ョ
ン
・
シ
ュ
ト
ゥ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
の
先
例
に
倣
っ
て
精
神
科
学
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と
表
記
す
る
第
二
の
領
域
に
分
か
れ
る
。
別
の
表
現
と
し
て
は
社
会
科
学
、
道
徳
科
学
が
あ
る
」（GS（0,（（9

）。

か
く
し
て
歴
史
的
社
会
的
現
実
を
扱
う
学
と
し
て
「
精
神
科
学
」
と
い
う
呼
称
が
定
着
す
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
晩
年
に

ゴ
ン
ペ
ル
ツ
訳
を
指
示
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、「
精
神
科
学
」
に
代
え
て
「
道
徳
科
学
」
を
使
う
こ
と
は
な
い（

（（
（

。

　

そ
う
で
あ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、
翻
訳
上
の
事
情
か
ら
さ
ら
に
、
デ
ィ
ル
タ
イ
が
「
道
徳
科
学
」
で
は
な
く
「
精
神

科
学
」
と
し
て
呼
ば
ざ
る
を
え
な
い
、
そ
の
よ
う
な
必
然
性
を
伴
っ
た
内
実
を
掘
り
起
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の

内
実
こ
そ
、
ミ
ル
の
シ
ー
ル
訳
を
挙
げ
た
『
六
五
／
六
六
年
論
理
学
講
義
』
の
中
で
、「
自
然
の
学
」
に
対
し
て
「
精

神
の
学
」（GS（0,（9

）
を
構
想
し
、
そ
こ
で
「
精
神
」
の
法
則
性
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
よ
う
。

デ
ィ
ル
タ
イ
の
関
心
は
、
自
然
の
法
則
に
対
し
て
精
神
の
法
則
に
向
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
ゆ
え
に
、
当

時
、
論
理
学
講
義
を
繰
り
返
す
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、「
論
理
学
の
歴
史
は
、
西
洋
の
精
神
の
歴
史

0

0

0

0

0

で
あ
る
」（Bd.（0,（（

）

と
さ
え
言
う
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
デ
ィ
ル
タ
イ
が
『
六
五
／
六
六
年
論
理
学
講
義
』
の
中
で
ミ
ル
の
『
論
理
学
体
系
』
を
参
考
文
献
に
挙

げ
た
の
は
、
論
理
学
の
探
求
に
よ
っ
て
、
精
神
の
論
理
と
し
て
の
精
神
の
法
則
性
を
、
し
た
が
っ
て
精
神
の
法
則
性
と

い
う
意
味
で
の
人
間
の
本
性
を
求
め
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ミ
ル
の
『
論
理
学
体
系
』
第
六
部
「
道
徳
科
学
の
論

理
学
」
も
ま
さ
し
く
、「
人
間
本
性
の
科
学
」（
同
部
第
三
章
表
題
）
と
し
て
「
精
神
の
法
則
」（
同
部
第
四
章
表
題
）

を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
が
ミ
ル
に
接
近
す
る
の
は
、
こ
の
地
点
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
ミ
ル
は
「
精
神

の
法
則
」
そ
し
て
「
人
間
本
性
」
と
い
う
こ
と
で
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
理
解
し
、
ま
た
何
を
求
め
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
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か
。
そ
し
て
こ
れ
に
対
し
て
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
ど
の
よ
う
な
方
向
に
進
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
。

二　

デ
ィ
ル
タ
イ
と
Ｊ
．Ｓ
．ミ
ル
の
接
点
に
し
て
分
岐
点

　

ミ
ル
が
『
論
理
学
体
系
』
第
六
部
で
展
開
し
た
こ
と
は
、
自
然
科
学
の
方
法
を
道
徳
科
学
に
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
道
徳
科
学
の
遅
れ
を
取
り
戻
し
、
進
展
さ
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、『
六
五
／

六
六
年
論
理
学
講
義
』
で
ミ
ル
の
『
論
理
学
体
系
』
を
参
考
文
献
と
し
て
あ
げ
た
当
初
か
ら
ミ
ル
の
成
果
を
賞
賛
し
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、「
論
理
学
の
探
求
」
は
「
自
身
の
内
的
な
も
の
の
中
の
論
理
的
経
過
に
つ
い
て
の
反
省
か
ら
包
括

的
対
象
へ
高
ま
り
」、「
Ｊ
．Ｓ
．ミ
ル
」
な
ど
に
よ
っ
て
「
並
外
れ
た
運
動
が
呼
び
起
こ
さ
れ
た
」（GS（0,（

）。
し
か
し

彼
は
そ
の
一
方
で
、
自
然
科
学
の
方
法
を
精
神
科
学
に
適
用
す
る
こ
と
を
批
判
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
論
理
学
」
は「
自

然
科
学
を
引
き
入
れ
た
が
、
精
神
の
学
の
事
実
の
吟
味
に
服
し
て
い
な
い
」。「
ミ
ル
は
論
理
学
で
形
成
さ
れ
た
方
法
を

歴
史
に
転
移
し
た
が
、
そ
の
方
法
が
歴
史
に
固
有
か
ど
う
か
を
探
求
し
て
い
な
い
」（GS（0,（

）。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ

う
に
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
論
理
学
講
義
を
展
開
し
な
が
ら
「
精
神
」
の
「
論
理
的
過
程
」
に
関
心
を
持
つ
一
方
で
、
自
然

科
学
の
方
法
を
「
精
神
の
学
」
に
適
用
す
る
こ
と
に
反
対
す
る
。
そ
の
理
由
は
、「
論
理
学
の
方
法
」
が
「
精
神
の
学

の
事
実
」
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
ミ
ル
は
吟
味
し
て
い
な
い
、
と
い
う
点
に
あ
る
。

　

こ
こ
に
は
両
者
の
根
本
的
な
違
い
が
現
れ
て
い
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
ミ
ル
の
『
論
理
学
体
系
』
を
参
照
指
示
す
る

一
方
で
、「
自
然
の
学
」
に
対
し
て
「
精
神
の
学
」
を
構
想
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
外
界
」
か
ら
「
内
界
の
諸
現
象
」

（GS（0,（（（

）
へ
向
か
う
と
き
、「
自
然
」
と
「
精
神
」
を
事
象
と
し
て
同
一
視
せ
ず
に
、
精
神
に
関
し
て
は
自
然
と
異

な
る
固
有
の
基
礎
づ
け
を
試
み
よ
う
と
す
る
（GS（0,（（,（（.GS（（,（
）。
よ
り
慎
重
に
言
え
ば
、
同
じ
方
法
を
適
用
す
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る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
、
し
た
が
っ
て
双
方
を
同
じ
事
象
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
は
吟
味
す
る
必
要

が
あ
る
、
と
い
う
態
度
を
と
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
ミ
ル
は
、
そ
の
よ
う
な
吟
味
が
必
要
か
否
か
と
い
う
議
論
に
は
入
ら
ず
、
考
察
の
焦
点
を
法
則
性
に

求
め
、
そ
こ
か
ら
二
つ
の
事
象
を
均
等
に
扱
う
。
す
な
わ
ち
、「
恒
常
的
な
法
則
に
従
っ
て
あ
る
事
実
が
他
の
事
実
に

次
い
で
起
こ
る
、
そ
う
し
た
事
実
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
れ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
そ
れ
自
身
に
お
い
て
、
科
学
の
主
題
に
ふ
さ
わ
し
い（

（（
（

」。

し
た
が
っ
て
こ
こ
か
ら
、
精
神
に
つ
い
て
も
、「
精
神
の
現
象
」
と
は
、「
不
適
切
に
も
身
体
的
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の

も
、
ま
た
心
的
と
特
異
に
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
も
、
い
ず
れ
を
も
含
め
た
、
わ
れ
わ
れ
の
本
性
の
さ
ま
ざ
ま
な
感
じ
で

あ
る
。
そ
し
て
精
神
の
法
則
と
い
う
こ
と
で
私
が
意
味
し
て
い
る
の
は
、
そ
れ
ら
の
感
じ
が
他
の
感
じ
を
引
き
起
す
さ

い
に
従
っ
て
い
る
法
則
の
こ
と
で
あ
る
」、
と
さ
れ
、「
人
間
本
性
の
科
学
」
も
ま
た
、「
精
神
そ
れ
自
身
の
本
性
に
関

す
る
思
弁
」
で
は
な
く
、「
人
間
存
在
の
思
想
、
感
じ
、
行
為
」
と
い
う
「
精
神
的
現
象
の
法
則
」
を
主
題
に
す
る
学

で
あ
る
、
と
さ
れ
る
の
で
あ
る（

（（
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
ミ
ル
と
デ
ィ
ル
タ
イ
で
は
探
求
の
視
点
が
根
本
的
に
異
な
り
、
し
た
が
っ
て
自
然
と
精
神
へ
の
近
づ

き
方
と
し
て
の
方
法
も
異
な
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
デ
ィ
ル
タ
イ
が
探
求
の
対
象
と
す
る
「
自
身
の
内
的
な
も

の
の
中
の
論
理
的
経
過
」
は
、
ミ
ル
の
言
う
「
精
神
的
現
象
の
法
則
」
と
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
ミ
ル
が
右
で
言
う

「
精
神
的
現
象
の
法
則
」
と
し
て
の
「
人
間
存
在
の
思
想
、
感
じ
、
行
為
」
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
で
は
心
的
生
の
〈
表
象
・

感
受
・
意
志
〉
と
い
う
斉
一
的
構
造
連
関
と
し
て
分
析
さ
れ
る
も
の
に
な
ろ
う
。
こ
れ
が
両
者
の
接
点
に
な
る
と
同
時

に
分
岐
点
に
も
な
る
。
こ
の
点
に
注
目
し
よ
う
。

　

ま
ず
、「
法
則
」
と
い
う
言
葉
が
両
者
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
の
か
、
こ
の
点
に
注
意
し
た
い
。
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ミ
ル
に
お
い
て
法
則
と
は
、
あ
る
事
実
が
他
の
事
実
に
次
い
で
起
こ
る
と
き
、
そ
の
継
起
が
従
っ
て
い
る
も
の
で
あ

る
。
科
学
は
そ
れ
を
対
象
と
し
、
し
か
も
普
遍
性
を
も
っ
て
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ミ
ル
は
そ
の
方
法
を
演
繹
法

と
帰
納
法
に
求
め
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
経
験
的
探
求
の
四
つ
（
一
致
・
差
異
・
剰
余
・
付
随
的
変
化
）
の
方
法（

（（
（

に
よ
っ
て
法
則
を
見
出
す
と
き
、
諸
原
因
の
法
則
を
確
証
す
る
直
接
的
帰
納
の
操
作
、
そ
し
て
論
証
操
作
、
検
証
操
作

と
い
う
三
段
階
の
演
繹
的
方
法
を
経
る（

（（
（

。
そ
の
さ
い
に
注
意
し
た
い
の
は
、
こ
の
よ
う
に
ミ
ル
に
と
っ
て
「
帰
納
」
が

「
経
験
か
ら
の
普
遍
化
」
と
し
て
普
遍
的
な
も
の
を
推
論
し
う
る
た
め
に
は
、「
帰
納
の
根
本
的
原
理
あ
る
い
は
一
般
公

理
」
と
し
て
、「
自
然
の
過
程
は
斉
一
的
で
あ
る
こ
と
」
つ
ま
り
「
自
然
の
経
過
の
斉
一
性
」
を
「
す
べ
て
の
帰
納
の

究
極
的
大
前
提（

（（
（

」
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
斉
一
性
は
、
ア
プ
リ
オ
リ
な

主
観
的
形
式
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
個
々
の
も
の
か
ら
諸
々
の
斉
一
的
な
も
の
が
、
そ
し
て
諸
々
の

斉
一
的
な
も
の
か
ら
「
自
然
の
斉
一
性
」
が
帰
納
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る（

（（
（

。

　

こ
れ
に
対
し
て
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
一
方
に
お
い
て
、
ミ
ル
の
名
も
挙
げ
て
、「
厳
密
学
と
し
て
の
歴
史
学
」
は

「
人
間
の
諸
状
態
に
共
存
と
継
起
（
進
歩
）
と
い
う
諸
々
の
斉
一
的
な
も
の
（
諸
法
則
）
を
発
見
す
る
」
と
み
な
し

（GS（0,（0

）、
ミ
ル
が
「
個
々
の
斉
一
的
な
も
の
」
か
ら
「
自
然
の
斉
一
性
」
を
分
析
し
た
点
を
ミ
ル
の
貢
献
と
し
て

讃
え
る
（GS（0,（（（f.

）。
デ
ィ
ル
タ
イ
も
ま
た
、
諸
々
の
斉
一
的
な
も
の
か
ら
全
体
的
統
一
的
な
斉
一
性
を
求
め
、
し

か
も
自
然
の
経
過
の
斉
一
性
に
対
し
て
心
的
過
程
の
斉
一
性
、
そ
し
て
人
間
本
性
の
斉
一
性
を
求
め
て
い
る
。
こ
の
点

で
彼
は
ミ
ル
と
同
じ
方
向
に
進
ん
だ
と
言
え
よ
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
彼
は
、
他
方
で
、
そ
の
内
実
に
関
し
て
ミ
ル
を
批
判
す
る
。
一
つ
は
、
帰
納
推
論
に
よ
っ
て
個
別

か
ら
普
遍
へ
向
か
い
歴
史
認
識
を
正
当
化
し
て
も
、
そ
れ
は
「
個
体
の
過
小
評
価
」（GS（0,9（

）
で
あ
り
、
自
然
科
学
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と
同
じ
や
り
方
で
は
「
精
神
的
世
界
の
固
有
性
」
が
飛
び
越
え
ら
れ
て
し
ま
う
（GS（0,（（（

）、
と
い
う
批
判
で
あ
る
。

こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
探
求
の
視
点
が
、
ミ
ル
と
異
な
り
、
自
然
と
は
異
な
る
精
神
的
世
界
の
固
有
性
の

分
析
を
目
指
し
て
い
る
こ
と
に
由
来
す
る
。
そ
し
て
、
帰
納
に
よ
る
普
遍
化
に
対
す
る
批
判
が
、
同
時
に
、
個
々
の
経

験
に
立
ち
留
ま
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
継
起
の
規
則
性
・
法
則
性
、
し
た
が
っ
て
斉
一
性
と
い
う
概
念

か
ら
、
普
遍
と
い
う
意
味
合
い
を
剥
ぎ
取
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
も
う
一
つ
の
ミ
ル
批
判

に
通
じ
る
。

　

デ
ィ
ル
タ
イ
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
す
な
わ
ち
、
ミ
ル
は
「
個
々
の
斉
一
的
な
も
の
」
か
ら
「
自
然
の
斉
一
性
」
を

分
析
し
、
そ
れ
を「
自
然
法
則
」
と
し
て「
包
括
的
な
帰
納
」
に
よ
っ
て
引
き
出
し
、
こ
こ
で
彼
は「
斉
一
性
」
か
ら「
依

存
関
係
」
を
排
除
し
た
が
、
し
か
し
「
私
の
関
心
」
は
「
継
起
の
斉
一
性
」
で
は
な
く
「
内
的
関
係
」
に
あ
る
、
と

（GS（0,（（（f.

）。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
こ
こ
で
、
ミ
ル
が
斉
一
性
か
ら
依
存
関
係
を
排
除
し
た
と
批
判
し
、
自
身
は
「
内
的

関
係
」
を
求
め
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
ミ
ル
の
言
う
斉
一
性
は
依
存
関
係
の
な
い
斉
一
性
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
デ
ィ

ル
タ
イ
の
言
う
斉
一
性
は
、
依
存
関
係
の
あ
る
斉
一
性
、
つ
ま
り
そ
の
よ
う
な
内
的
関
係
の
あ
る
斉
一
性
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
依
存
関
係
」
と
は
、
継
起
に
お
け
る
後
件
が
前
件
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
を
言
う
。
ミ
ル
に
お

い
て
は
そ
う
し
た
依
存
関
係
は
排
除
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
あ
る
瞬
間
に
存
在
す
る
現
象
と
、
次
の
瞬
間
に
存

在
す
る
現
象
と
の
間
に
は
、
継
起
の
不
変
の
秩
序
が
あ
る
。
自
然
の
経
過
の
斉
一
性
に
つ
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の

織
物
は
別
々
の
繊
維

0

0

0

0

0

か
ら
編
ま
れ
て
お
り
、
こ
の
集
合
的
秩
序
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
部
分
の
間

0

0

0

0

0

0

を
変
わ
ら
ず
に
支
配
す

る
、
個
々
の
連
続
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
あ
る
事
実
に
は
あ
る
事
実
が
常
に
継
起
し
、
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
が
信
じ
て

い
る
よ
う
に
、
継
起
し
続
け
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
恒
常
的
前
件
が
原
因
と
呼
ば
れ
、
恒
常
的
後
件
は
結
果
と
呼
ば
れ
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る（
（（
（

」。
こ
の
よ
う
に
、
ミ
ル
に
と
っ
て
因
果
関
係
は
、
別
々
の
も
の
が
継
起
し
て
い
る
だ
け
の
関
係
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

た
と
え
ば
始
動
因
の
よ
う
に
、
前
件
が
後
件
を
惹
起
し
、
し
た
が
っ
て
後
件
が
前
件
に
依
存
す
る
と
い
う「
内
的
関
係
」

を
持
つ
こ
と
も
な
く
、
一
つ
の
現
象
に
次
い
で
次
の
現
象
が
恒
常
的
に
生
じ
る
こ
と
だ
け
を
意
味
す
る
。

　

そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
の
ゆ
え
に
こ
そ
、
前
件
と
後
件
の
継
起
の
恒
常
性
を
保
証
す
る
た
め
に
、「
自
然
の
斉
一
性
」

を
「
帰
納
の
究
極
的
大
前
提
」
と
し
な
け
れ
ば
、
個
々
別
々
の
現
象
を
い
く
ら
帰
納
し
て
も
一
般
的
な
法
則
は
見
出
せ

な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
れ
ば
い
っ
そ
う
、
最
終
的
に
公
理
と
し
て
前
提
さ
れ
て
い
る
「
自
然
の
斉

一
性
」
こ
そ
、
何
ら
か
の
「
内
的
関
係
」
を
持
た
な
け
れ
ば
、
自
然
全
体
の
秩
序
は
失
わ
れ
、
個
々
の
斉
一
的
な
も
の

の
恒
常
性
も
、
し
た
が
っ
て
法
則
性
も
、
保
証
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
な
ら
な
い
た
め
に

は
、「
斉
一
性
」
と
い
う
概
念
そ
れ
自
体
が
、
そ
の
よ
う
な
「
内
的
関
係
」
を
含
意
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
、

こ
れ
が
デ
ィ
ル
タ
イ
の
ミ
ル
批
判
の
核
心
に
な
る
。

　

デ
ィ
ル
タ
イ
が
関
心
を
向
け
た
「
内
的
関
係
」
と
は
、
ま
さ
し
く
斉
一
性
を
斉
一
性
と
し
て
成
り
立
た
せ
、
個
々
の

現
象
を
内
的
に
結
び
付
け
、
全
体
的
な
統
一
体
を
形
成
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
、
前
節
で
見
た
よ
う

に
、
八
〇
年
代
後
半
か
ら
九
〇
年
代
に
、
合
目
的
性
と
し
て
経
験
そ
の
も
の
の
意
志
的
な
相
互
作
用
の
中
に
求
め
ら
れ

た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
内
的
に
結
合
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
目
的
は
「
内
在
的
目
的
」
と
呼
ば
れ
、「
外

在
的
目
的
」
と
は
区
別
さ
れ
る
（GS（,（（（

）。
生
が
目
指
す
内
在
的
「
目
的
」
に
よ
っ
て
諸
々
の
心
的
現
象
は
内
的
に

全
体
的
統
一
体
を
形
成
し
、
そ
し
て
そ
の
中
で
、
相
互
の
「
作
用
」
は
個
々
の
現
象
の
前
件
と
後
件
の
依
存
関
係
を
形

成
し
て
個
々
の
斉
一
的
な
も
の
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
生
自
身
が
生
自
身
の
連
関
を
斉
一
的
に
形
成
し

経
験
し
て
い
く
の
が
生
の
生
動
性
で
あ
り
、
生
の
固
有
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
デ
ィ
ル
タ
イ
が
自
然
に
対
し
て
精
神
の
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固
有
性
を
見
出
し
、
こ
の
ゆ
え
に
自
然
科
学
の
方
法
を
精
神
科
学
に
転
移
す
る
こ
と
に
反
対
し
た
理
由
は
、
こ
こ
に
あ

る
。

　

こ
の
よ
う
に
デ
ィ
ル
タ
イ
も
ミ
ル
と
同
様
に
斉
一
性
を
求
め
る
が
、
ミ
ル
が
そ
の
も
と
で
〈
帰
納
に
よ
る
普
遍
〉
を

求
め
た
の
に
対
し
て
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
そ
こ
か
ら
普
遍
を
剥
奪
し
な
が
ら
内
的
結
合
を
含
意
す
る
〈
連
関
〉
を
求
め
た

の
で
あ
る
。 
か
く
し
て
七
〇
年
代
に
入
っ
て
、
彼
は
、「
一
領
域
の
方
法
を
す
べ
て
の
時
代
に
妥
当
す
る
も
の
と
し
て

独
断
的
に
強
硬
に
打
ち
立
て
た
」「
論
理
学
者
」
と
し
て
ミ
ル
の
名
前
を
挙
げ
る
に
至
る
（GS（（,（9

）。
そ
れ
で
は
彼

は
、
帰
納
に
よ
る
斉
一
性
に
対
し
て
、
連
関
を
ど
の
よ
う
に
獲
得
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
、
特
殊
か
ら

普
遍
へ
の
道
で
は
な
く
、
経
験
に
留
ま
り
な
個
か
ら
個
へ
進
む
類
比
を
提
示
す
る
の
で
あ
る
。

三　

個
か
ら
個
へ
の
類
比

　

六
〇
年
代
後
半
に
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
演
繹
と
帰
納
に
対
し
て
、
個
か
ら
個
へ
進
む
類
比
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
。
す

な
わ
ち
、「
も
ち
ろ
ん
、
特
殊
か
ら
特
殊
へ
の
推
論
が
あ
る
。
そ
れ
は
実
践
的
生
活
の
中
で
大
き
な
意
義
が
あ
る
。
帰

納
推
論
は
こ
れ
と
混
同
さ
れ
て
は
な
ら
ず
、
さ
も
な
け
れ
ば
混
乱
が
生
じ
る
」（GS（0,（（

）。
こ
こ
で
彼
は
、「
今
生
き

て
い
る
ウ
ィ
リ
ン
ト
ン
が
可
死
的
で
あ
る
こ
と
を
ど
こ
か
ら
知
る
の
か
」
と
い
う
問
い
を
例
に
出
す
。
演
繹
推
論
で
あ

れ
ば
次
の
よ
う
に
答
え
よ
う
。

大
前
提
：
す
べ
て
の
人
間
は
可
死
的
で
あ
る
。 

 

小
前
提
：
ウ
ィ
リ
ン
ト
ン
は
人
間
で
あ
る
。 
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結　

論
：
ウ
ィ
リ
ン
ト
ン
は
可
死
的
で
あ
る
。

し
か
し
日
常
で
は
こ
う
し
た
演
繹
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
個
々
の
事
例
「
M（

、
M（

、
M（

は
死
ん
だ
」（
人
間
を

M
と
す
る
）
か
ら
ウ
ィ
リ
ン
ト
ン
が
死
ぬ
で
あ
ろ
う
こ
と
を
推
論
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
特
殊
か
ら
特
殊
へ
進
む
類
比

で
あ
る
、
と
デ
ィ
ル
タ
イ
は
主
張
す
る
。
も
ち
ろ
ん
特
殊
か
ら
特
殊
へ
進
む
も
と
の
と
し
て
帰
納
推
論
が
あ
る
。
二
つ

の
場
合
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
事
例
が
特
定
数
に
限
定
さ
れ
て
い
る
場
合
（
例
え
ば
三
例
が
す
べ
て
で
あ
る
場
合
）
と
、

そ
う
で
な
い
場
合
で
あ
る
。

　

三
例
が
「
す
べ
て
」
で
あ
る
場
合 

 

大
前
提
：
M（

、
M（

、
M（

は
可
死
的
で
あ
る
。 

 

小
前
提
：
S
は
M（

で
あ
る
。 

 

結　

論
：
S
は
可
死
的
で
あ
る
。 

 
 　

限
定
が
無
い
場
合 

 

大
前
提
：
M（

、
M（

、
M（····

は
可
死
的
で
あ
る
。 

 

小
前
提
：
S
は
Mn

で
あ
る
。 

 

結　

論
：
S
は
可
死
的
で
あ
る
。
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前
者
は
「
す
べ
て
」
を
網
羅
し
た
も
の
で
あ
り
完
全
な
帰
納
と
し
て
三
段
論
法
第
一
格
に
入
れ
ら
れ
る
が
、
後
者
は
、

未
知
の
も
の
へ
と
認
識
を
拡
張
す
る
帰
納
で
あ
り
、
既
知
の
事
例
か
ら
す
べ
て
の
事
例
へ
推
論
す
る
根
拠
が
問
題
に
な

り
、
ミ
ル
で
は
帰
納
の
原
理
と
し
て
「
自
然
の
斉
一
性
」（
上
例
で
は
「
す
べ
て
の
M
は
p
で
あ
る
」）
が
前
提
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
が
、
い
ず
れ
の
場
合
も
帰
納
推
論
は「
演
繹
の
逆
操
作
」
に
す
ぎ
な
い
、
と
デ
ィ
ル
タ
イ
は
批
判
し
、「
す

べ
て
」
へ
の
普
遍
化
を
拒
む
の
で
あ
る
（GS（0,（（（f.

）。
こ
れ
に
対
し
て
類
比
推
論
は
、
普
遍
化
を
拒
む
こ
と
に
よ
っ

て
、
大
前
提
「
M
は
P
で
あ
る
」
か
ら
結
論
「
S
は
P
で
あ
る
」
に
至
る
た
め
の
小
前
提
が
「
S
は
M
に
類
似
し
て
い

る
」
と
定
式
化
さ
れ
る
（GS（0,（（（

）。

大
前
提
：
M（

、
M（

、
M（····
は
可
死
的
で
あ
る
。 

 

小
前
提
：
S
は
M（

〜
M（

に
類
似
し
て
い
る
。 

 

結　

論
：
S
は
可
死
的
で
あ
る
。

こ
れ
を
比
例
関
係
の
よ
う
に
書
き
直
し
て
、
類
比
式
「
M（

：
可
死
的
：
：
M（

：
可
死
的
：
：
M（

：
可
死
的
：
：
S
：

X
」
と
す
れ
ば
、「
X
」
に
「
可
死
的
」
を
入
れ
る
根
拠
は
「
S
は
M（

〜
M（

に
類
似
し
て
い
る
」
と
い
う
類
似
性
に
求

め
ら
れ
る
。
そ
し
て
類
似
性
を
根
拠
に
し
て
、
既
知
の
M（

〜
M（

か
ら
未
知
の
S
へ
跳
躍
す
る
類
比
推
論
が
、
抵
抗
体
験

と
し
て
の
相
互
作
用
か
ら
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
M（

が
〈
私
〉
と
す
れ
ば
、〈
私
〉
と
M（

、
M（

、
私
と
S
、
そ
の
相

互
作
用
の
中
で
S
を〈
私
〉
や
M（

、
M（

と
類
似
し
た
も
の
と
し
て
、「
可
死
的
」
を
類
比
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ

て
、
M（

〜
M（

が
「
人
間
」
と
呼
称
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、「
人
間
は
可
死
的
で
あ
る
」
が
形
成
さ
れ
、
こ
れ
が
ま
た
人
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間
の
斉
一
性
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
に
よ
っ
て
「
す
べ
て
」
の
普
遍
化
が
目
指
さ
れ
て
い
る

の
で
は
な
く
、
M（

〜
M（

そ
し
て
S
に
と
っ
て
斉
一
的
な
連
関
が
形
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
具
体
的
連
関
か

ら
な
る
「
人
間
」
の
類
型
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
見
れ
ば
、
各
々
の
も
の
の
類
似
を
見
出
す
の
は
、
す
で
に
感
覚
的
知
覚
に
よ
っ
て
意
識
せ
ず
と
も
行
わ

れ
て
い
る
こ
と
が
明
瞭
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
目
の
前
に
近
づ
い
て
く
る
も
の
を
一
目
見
て
、
人
間
が

犬
を
つ
れ
て
い
る
光
景
と
し
て
見
て
い
る
の
で
あ
り
、
つ
ま
り
犬
と
人
間
を
区
別
し
た
り
、
あ
る
い
は
二
人
連
れ
の
同

じ
女
性
と
し
て
見
た
り
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
言
う
基
礎
的
論
理
操
作
が
す
で
に
働
い
て

い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
「
区
別
す
る
こ
と
、
等
し
い
と
み
な
す
こ
と
、
違
い
の
程
度
を
見
定
め
る
こ
と
、
結

合
す
る
こ
と
、
分
離
す
る
こ
と
、
抽
象
す
る
こ
と
、
い
く
つ
も
の
連
関
を
一
つ
の
連
関
に
結
び
つ
け
る
こ
と
、
い
く
つ

も
の
事
実
か
ら
斉
一
性
を
獲
得
す
る
こ
と
」
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ミ
ル
が
経
験
的
な
探
究
の
方
法
と

し
て
挙
げ
た
一
致
法
・
差
異
法
・
剰
余
法
・
付
随
的
変
化
法
も
同
様
で
は
な
い
か
。
ミ
ル
と
デ
ィ
ル
タ
イ
が
接
近
す

る
の
は
こ
の
地
点
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
ミ
ル
が
演
繹
的
方
法
と
し
て
帰
納
操
作
・
論
証
操
作
・
検
証
操
作
へ
と
展

開
し
て
経
験
か
ら
の
普
遍
化
を
目
指
し
た
の
に
対
し
て
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
個
か
ら
個
へ
の
類
比
に
留
ま
る
こ
と
に
よ
っ

て
ミ
ル
と
袂
を
分
つ
の
で
あ
る
。

　

デ
ィ
ル
タ
イ
が
『
六
五
／
六
六
論
理
学
講
義
』
の
中
で
初
め
て
ミ
ル
の
『
論
理
学
体
系
』
を
参
考
文
献
に
挙
げ
て
か

ら
、
ミ
ル
の
名
前
と
共
に
「
精
神
科
学
」
と
い
う
用
語
を
挙
げ
た
「
七
五
年
論
考
」
ま
で
、
ほ
ぼ
一
〇
年
の
歳
月
が
あ

る
。
こ
の
一
〇
年
間
は
、
精
神
科
学
の
基
礎
づ
け
を
認
識
論
的
基
礎
づ
け
と
し
て
具
体
的
に
着
手
し
た
「
プ
レ
ス
ラ
ウ

草
稿
」
を
含
む
一
九
八
〇
年
前
後
の
、
ち
ょ
う
ど
前
段
階
に
な
ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
本
節
の
考
察
対
象
に
し
て
き
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た
こ
の
最
初
期
の
一
〇
年
間
に
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
「
精
神
の
学
」
の
基
礎
づ
け
を
目
指
し
な
が
ら
、
ミ
ル
を
介
し
て
、

し
か
も
ミ
ル
を
批
判
的
に
吟
味
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
精
神
科
学
の
方
法
論
の
原
型
を
形
作
っ
て
い
っ
た
と
見
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。
そ
れ
が
ミ
ル
の
〈
帰
納
に
よ
る
普
遍
〉
に
対
す
る
〈
類
比
に
よ
る
連
関
〉
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
八
〇

年
代
以
降
、
意
識
の
事
実
に
基
づ
い
て
心
理
学
的
に
分
析
さ
れ
る
人
間
の
本
性
も
、
そ
し
て
理
解
に
基
づ
い
て
解
釈
学

的
に
構
築
さ
れ
る
歴
史
的
世
界
も
、〈
類
比
に
よ
る
連
関
〉
と
し
て
分
析
さ
れ
、
具
体
的
に
は
歴
史
的
社
会
的
現
実
を

形
成
す
る
構
造
連
関
・
獲
得
連
関
・
作
用
連
関
と
し
て
取
り
出
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

第
四
節　

現
実
の
経
験　

―　
構
造
連
関
・
獲
得
連
関
・
作
用
連
関

一　

恒
常
的
連
関
と
個
性
化
（『
理
念
』
の
時
期
）

　

こ
の
よ
う
に
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
語
る
連
関
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
そ
し
て
Ｊ
．Ｓ
．ミ
ル
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
も
、〈
観
念

の
連
合
〉
に
対
す
る
〈
連
関
の
経
験
〉
と
し
て
、
そ
し
て
〈
帰
納
に
よ
る
普
遍
〉
に
対
す
る
〈
類
比
に
よ
る
連
関
〉
と

し
て
形
成
さ
れ
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
彼
が
人
間
本
性
を
恒
常
的
連
関
と
し
て
語
る
と
き
、「
恒
常
的
」
と
は
、
連
関

が
ど
こ
ま
で
も
経
験
に
由
来
し
、
し
た
が
っ
て
普
遍
必
然
性
は
持
ち
え
な
い
こ
と
を
含
意
し
て
い
る
。
彼
の
言
う
「
人

間
本
性
の
斉
一
性
」
も
、
こ
う
し
た
連
関
と
同
義
的
に
、
意
識
の
事
実
に
基
づ
い
た
心
的
生
の
経
験
的
な
規
則
性
と
い

う
意
味
で
の
斉
一
性
に
留
ま
る
。
こ
れ
に
対
し
て
自
然
科
学
で
求
め
ら
れ
る
普
遍
必
然
性
は
、
彼
に
と
っ
て
、
こ
の
よ

う
な
生
の
斉
一
性
を
基
に
し
て
、
そ
れ
を
思
考
に
よ
っ
て
抽
象
化
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
彼
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の
言
う
恒
常
的
連
関
は
、
そ
も
そ
も
、
必
然
性
・
普
遍
性
と
偶
然
性
・
特
殊
性
と
い
う
対
置
的
な
概
念
枠
組
み
の
中

で
、
た
と
え
ば
必
然
性
と
偶
然
性
の
中
間
的
位
置
を
占
め
る
も
の
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
概

念
枠
組
み
が
生
じ
る
以
前
の
、
ま
た
そ
の
基
に
な
る
生
の
事
実
性
を
表
現
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
彼
が
「
恒
常

的
連
関
」
を
「
す
べ
て
の
人
間
個
人
の
中
で
斉
一
的
に
反
復
さ
れ
る
連
関
」
と
表
現
す
る
の
も
同
様
で
あ
る
。

　

し
か
も
わ
れ
わ
れ
が
こ
れ
ま
で
特
に
注
目
し
て
き
た
の
は
、
連
関
の
形
成
が
、
心
的
生
の
経
験
的
働
き
そ
の
も
の
に

よ
っ
て
遂
行
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
基
礎
的
論
理
操
作
」
と
呼
ば
れ
る
心
的
生
の
働
き
で
あ
り
、

こ
の
働
き
に
よ
る
類
似
性
に
基
づ
く
類
比
で
あ
っ
た
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
心
的
生
の
斉
一
性
は
、
心
的
生
そ
れ
自
身
の

働
き
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
、
な
お
か
つ
類
比
的
に
把
握
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
意
識
の
事
実
に
ほ
か
な
ら
な

い
。〈
連
関
の
経
験
〉
は
、
連
関
を
経
験
す
る
こ
と
で
あ
る
と
同
時
に
、
こ
の
経
験
が
連
関
を
〈
類
比
に
よ
る
連
関
〉

と
し
て
形
成
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。

　

連
関
が
こ
の
よ
う
に
経
験
的
に
形
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
か
ら
さ
ら
に
進
ん
で
、
次
の
よ

う
に
言
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、
人
間
本
性
と
さ
れ
た
恒
常
的
連
関
の
形
成
は
、
同
時
に
、
そ
こ
か

ら
差
異
化
さ
れ
て
い
く
連
関
を
形
成
す
る
こ
と
で
も
あ
る
、
と
。
と
い
う
の
も
、
基
礎
的
論
理
操
作
に
よ
っ
て
等
し
い

も
の
を
見
出
す
こ
と
は
同
時
に
そ
う
で
な
い
も
の
を
区
別
す
る
こ
と
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
恒
常

的
連
関
は
、
い
わ
ば
そ
れ
自
体
で
自
足
し
て
心
的
生
に
内
在
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
差
異
化
の
中
で
し
か

現
れ
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
こ
れ
を
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
人
間
本
性
の
斉
一
性
は
、（
異
常
な
欠
陥
が
な
い
場
合
に
）
す
べ
て
の
人
間
に
同
じ
質
的
規
定

0

0

0

0

つ
ま
り
同
じ
結
合
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形
式
が
現
れ
て
い
る
点
に
表
現
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
量
的
割
合
の
中
で
現
れ
て
来
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
で
あ
り
、
量
的
規
定

は
互
い
に
き
わ
め
て
異
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
相
違
し
た
も
の
が
互
い
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
常
に
新
た
な
組
合
せ

が
生
じ
る
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
個
体
性
の
差
異
が
基
づ
い
て
い
る
」（GS（（,（（9.GS（,（（9

）。

こ
こ
で
は
人
間
本
性
の
斉
一
性
は
「
質
的
規
定
」
と
さ
れ
、
そ
れ
は
「
量
的
割
合
」
の
中
で
、
つ
ま
り
量
的
相
違
の
中

で
生
じ
る
と
さ
れ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
こ
こ
で
具
体
例
を
挙
げ
て
い
る
。
質
的
規
定
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

「
あ
る
個
体
性
に
は
存
在
し
て
他
の
個
体
性
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
よ
う
な
、
感
情
や
情
動
あ
る
い
は
構
造
連
関

は
存
在
し
な
い
。
異
常
な
欠
陥
が
あ
る
場
合
は
除
い
て
、
特
定
の
選
別
さ
れ
た
色
だ
け
を
見
て
い
る
人
、
あ
る
い

は
他
の
人
よ
り
多
く
の
色
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
人
、
あ
る
い
は
色
の
感
覚
や
音
の
結
合
に
快
感
情
を
結
び
つ
け

る
こ
と
が
出
来
な
い
人
、
怒
り
や
同
情
を
感
じ
る
こ
と
の
出
来
な
い
人
、
攻
撃
に
抵
抗
す
る
こ
と
が
出
来
な
い

人
、
こ
う
し
た
人
は
存
在
し
な
い
」（GS（（,（（9.GS（,（（9

）。

こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
る
も
の
は
、
よ
り
一
般
的
に
言
え
ば
、
表
象
・
感
受
・
意
志
の
連
関
を
含
め
て
、
生
物
的
種
と
し

て
の
人
間
の
神
経
系
や
感
覚
器
官
に
関
わ
る
刺
激
・
反
応
の
連
関
と
し
て
現
れ
る
も
の
す
べ
て
で
あ
ろ
う
。
彼
の
言
う

恒
常
的
連
関
は
、
カ
ン
ト
の
よ
う
に
理
性
的
存
在
者
と
し
て
の
人
間
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
能
力
で
は
な
く
、
当
時
の
心
理

学
・
生
理
学
に
基
づ
い
た
事
実
的
な
も
の
で
あ
り
、
経
験
的
に
知
ら
れ
る
限
り
の
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
人
間

の
本
性
と
い
う
概
念
は
、
内
包
の
要
素
が
普
遍
的
必
然
的
に
確
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
外
延
も
揺
れ
動
く
の
で
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あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
個
体
差
と
し
て
の
事
例
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

「
人
種
、
国
家
、
社
会
階
層
、
職
業
形
態
、
歴
史
段
階
、
個
体
性
、
こ
れ
ら
は
み
な
、
斉
一
的
な
人
間
本
性
の
内

部
で
個
的
な
違
い
を
い
っ
そ
う
際
立
た
せ
る
」（GS（（,（（（.GS（,（（（

）。

こ
こ
で
は
、
個
々
人
の
個
性
か
ら
、
人
種
、
国
家
、
そ
し
て
社
会
や
歴
史
ま
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
こ
そ
、
わ

れ
わ
れ
個
々
人
の
生
長
を
貫
い
て
歴
史
的
社
会
的
現
実
を
形
成
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
精
神
科
学
の
対
象
に
ほ
か
な

ら
な
い
。

　

わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
、
彼
の
挙
げ
る
具
体
的
事
例
の
探
求
、
あ
る
い
は
質
・
量
と
い
う
標
記
に
立
ち
入
る
よ
り
も
、

斉
一
的
な
人
間
本
性
が
個
体
差
の
中
で
現
れ
、
逆
に
ま
た
個
体
差
が
斉
一
的
な
人
間
本
性
の
内
部
で
こ
そ
際
立
っ
て
く

る
と
い
う
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
分
析
に
注
目
し
た
い
。
そ
れ
は
、
連
関
を
形
成
す
る
基
礎
的
論
理
操
作
が
「
区
別
す
る
こ

と
、
等
し
い
と
み
な
す
こ
と
、
違
い
の
程
度
を
見
定
め
る
こ
と
、
結
合
す
る
こ
と
、
分
離
す
る
こ
と
」
と
言
わ
れ
て
い

た
よ
う
に
、
生
の
働
き
そ
れ
自
身
に
由
来
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
何
か
を
区
別
す
る
こ
と
は
同
時
に
何
か
を
等
し
い

と
み
な
す
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
歴
史
の
中
に
は
、
斉
一
的
な
も
の

0

0

0

0

0

0

の
王
国
と
個
別
的
な
も
の

0

0

0

0

0

0

の
王
国
と
の

間
の
活
き
活
き
し
た
連
関

0

0

0

0

0

0

0

0

が
あ
る
」（GS（（,（（（.GS（,（（（
）、
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
九
〇
年
代
に
語
ら
れ
た
こ
の

言
葉
が
具
体
化
さ
れ
た
の
が
、
晩
年
の
試
み
「
精
神
科
学
に
お
け
る
歴
史
的
世
界
の
構
築
」（GS（,（9ff.

）
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
こ
れ
は
た
と
え
ば
、
一
個
人
の
中
に
人
間
で
あ
る
こ
と
と
個
体
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
共
存
的
に
連
関
し

て
い
る
こ
と
、
彼
の
言
葉
で
は
構
造
連
関
と
獲
得
連
関
が
連
関
し
合
っ
て
い
る
こ
と
と
同
様
で
あ
ろ
う
。
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こ
の
よ
う
に
デ
ィ
ル
タ
イ
が
八
〇
年
前
後
か
ら
精
神
科
学
の
基
礎
づ
け
に
よ
っ
て
目
指
し
て
き
た
も
の
は
、
こ
こ
に

至
っ
て
斉
一
性
と
個
別
性
と
の
「
活
き
活
き
し
た
連
関
」
と
し
て
具
体
化
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
出
発
点
と
な

る
の
が
意
識
の
事
実
の
覚
知
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
れ
が
心
的
生
の
分
析
と
し
て
展
開
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
前
者
は
八
〇

年
前
後
に
精
神
科
学
の
認
識
論
的
基
礎
づ
け
と
し
て
現
象
性
の
原
理
に
仕
上
げ
ら
れ
、
後
者
は
そ
れ
以
降
、
心
理
学
的

基
礎
づ
け
と
し
て
分
析
的
記
述
的
心
理
学
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
初
期
に
お
い
て
心
的
生
の
諸
状

態
の
斉
一
性
が
分
析
さ
れ
、
そ
し
て
八
〇
年
前
後
に
は
統
一
的
連
関
が
分
析
さ
れ
、
さ
ら
に
は
九
〇
年
代
に
か
け
て
合

目
的
性
へ
、
そ
し
て
『
理
念
』
に
至
っ
て
連
関
そ
の
も
の
の
斉
一
性
、
人
間
本
性
の
斉
一
性
へ
と
分
析
が
深
ま
り
、
こ

れ
に
よ
っ
て
初
め
て
、
斉
一
性
の
内
部
で
の
個
別
性
が
歴
史
的
個
別
性
を
も
視
野
に
入
れ
て
分
析
対
象
に
な
っ
て
き
た

の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、「
歴
史
的
世
界
」
を
斉
一
性
と
個
別
性
と
の
「
活
き
活
き
し
た
連
関
」
と
し
て
「
構
築
」
す

る
こ
と
が
試
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
初
期
か
ら
『
理
念
』
の
時
期
に
、
す
で
に
、
晩
年
の
「
歴
史
的

世
界
の
構
築
」
に
向
か
う
道
筋
が
形
成
さ
れ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
は
心
理
学
を
放
棄
し
て
解
釈
学
へ
方
向
転
換

す
る
道
で
は
な
く
、
心
理
学
的
分
析
に
よ
っ
て
切
り
開
か
れ
た
道
で
あ
る
。

　

以
上
の
道
筋
の
中
で
デ
ィ
ル
タ
イ
は
心
的
生
の
恒
常
的
連
関
を
構
造
連
関
と
し
て
、
そ
し
て
成
長
の
過
程
で
個
体
性

と
し
て
差
異
化
さ
れ
て
く
る
も
の
を
獲
得
連
関
あ
る
い
は
発
達
連
関
と
し
て
、
さ
ら
に
は
歴
史
や
社
会
の
推
移
を
個
人

や
集
団
、
そ
し
て
国
家
、
そ
れ
ら
相
互
の
作
用
連
関
と
し
て
語
り
出
す
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
ら
の
特
徴
を
見

な
が
ら
歴
史
的
社
会
的
現
実
が
形
成
さ
れ
る
さ
い
の
基
本
的
な
枠
組
み
と
分
析
の
特
徴
を
輪
郭
づ
け
よ
う
。
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二　

構
造
連
関
（『
理
念
』
の
時
期
）

　

デ
ィ
ル
タ
イ
の
構
造
概
念
は
、
連
関
と
密
接
に
結
び
つ
き
、「
構
造
連
関
」
と
い
う
語
を
形
成
し
、
心
的
生
が
統
一

体
で
あ
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
心
的
生
が
統
一
体
で
あ
る
と
は
、
そ
れ
が
個
々
の
独
立
し
た
心
的
要
素
な
ど
か
ら
構

成
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
諸
部
分
に
分
節
が
可
能
で
あ
っ
て
も
各
々
の
部
分
が
内
的
に
結
合
し
て
不
可
分
な
連
関
を
形

成
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
心
的
生
を
こ
の
よ
う
に
捉
え
る
こ
と
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
初
期
か
ら
一
貫
し
て
い

る
。
し
か
も
そ
れ
は
「
運
動
神
経
の
構
造
」（GS（（,（（

）、「
神
経
系
の
構
造
」（GS（（,（（

）
あ
る
い
は
「
感
覚
器
官
の

構
造
」（GS（（,（0（
）
な
ど
、
生
理
学
的
領
域
を
基
礎
に
し
て
概
念
形
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
が
彼
の
分

析
の
第
一
の
特
徴
と
言
え
よ
う
。

「
し
た
が
っ
て
神
経
系
の
構
造

0

0

0

0

0

0

と
そ
の
機
能
の
内
的
連
関

0

0

0

0

0

0

0

0

0

は
、
心
的
諸
活
動
の
座
と
し
て
、
心
的
生
の
構
造
の
把

0

0

0

0

0

0

0

0

握
に
手
が
か
り

0

0

0

0

0

0

と
な
る
確
固
と
し
た
地
点
を
形
成
し
て
い
る
」（GS（（,（（

）。

　

こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
神
経
系
の
構
造
と
そ
の
機
能
の
連
関
」
と
い
う
言
葉
が
、
心
的
生
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
構
造
と

連
関
の
意
味
を
明
瞭
に
示
し
て
い
る
。
構
造
と
は
、
神
経
系
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
諸
部
分
が
分
離
独
立
し
た
も
の

と
し
て
は
機
能
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
各
々
が
結
合
さ
れ
て
一
つ
の
全
体
を
形
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
機
能
し

う
る
よ
う
な
、
そ
う
し
た
仕
方
で
の
結
合
を
意
味
す
る
。
ま
た
連
関
と
は
、
神
経
系
の
各
々
の
分
枝
が
相
互
に
働
き

合
っ
て
機
能
し
て
い
る
よ
う
に
、
心
的
な
諸
部
分
が
相
互
に
作
用
を
及
ぼ
し
合
っ
て
初
め
て
各
々
が
機
能
し
う
る
、
そ

う
し
た
相
互
の
関
係
性
を
意
味
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
連
関
は
部
分
相
互
の
関
係
性
を
表
し
、
構
造
は
そ
の
連
関
に
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従
っ
た
部
分
相
互
の
結
合
を
表
す
の
で
あ
れ
ば
、
連
関
の
な
い
構
造
は
あ
り
え
な
い
。「
生
の
構
造
は
連
関
の
各
々
の

部
位
に
即
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
」（GS（（,（0

）
か
ら
で
あ
る
。
逆
に
、
構
造
が
な
け
れ
ば
連
関
も
あ
り
え
な
い
。
た

と
え
ば
、
思
考
に
関
し
て
言
え
ば
、「
心
的
生
の
内
部
で
思
考
が
出
現
し
て
く
る
連
関
は
、
心
的
生
の
構
造
に
よ
っ
て

制
約
さ
れ
て
い
る
」（GS（（,（（（

）
か
ら
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
構
造
と
連
関
は
不
可
分
な
も
の
と
し
て
構
造
連
関
と
い
う
用
語
を
形
成
す
る
と
同
時
に
、
デ
ィ
ル
タ

イ
が
自
然
の
斉
一
性
に
対
し
て
求
め
て
た
生
の
斉
一
性
は
、
心
的
生
の
構
造
を
形
成
す
る
分
節
枝
相
互
の
共
存
・
継

起
の
仕
方
と
し
て
、
連
関
の
仕
方
に
求
め
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ
こ
で
、『
理
念
』
の
な
か
で
「
構
造
連
関
」

が
「
構
造
法
則
」
と
い
う
用
語
と
共
に
導
入
さ
れ
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。
こ
れ
ら
の
用
語
は
、
全
集
二
一
お
よ
び

二
二
巻
の
中
で
は
、「『
理
念
』
の
校
正
ゲ
ラ
原
稿
」
を
除
い
て
一
八
八
四

−

九
四
年
の
遺
稿
「
説
明
心
理
学
と
の
対
決

の
た
め
に
」
の
中
で
一
回
現
わ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
こ
と
を
顧
慮
す
れ
ば
、『
理
念
』（
九
五
年
）
の
執
筆
時
期
に
形

成
さ
れ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
遺
稿
に
は
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。

「
し
か
も
心
的
出
来
事
は
い
つ
も
、
心
的
生
の
構
造
法
則
に
従
っ
て
連
関

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

し
て
い
る
。
表
象
の
刺
激
は
感
受
を

呼
び
起
こ
し
、
感
受
は
意
志
活
動
を
帰
結
さ
せ
る
。
心
的
出
来
事
の
こ
の
構
造
連
関

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

は
、
感
覚
あ
る
い
は
表

象
が
、
感
受
に
よ
っ
て
、
あ
る
知
覚
あ
る
い
は
表
象
連
関
の
形
成
へ
の
志
向
を
引
き
起
す
と
こ
ろ
で
生
じ
る
」

（GS（（,（（0f.

）。

　

こ
の
文
面
か
ら
「
構
造
連
関
」
の
意
味
は
明
瞭
で
あ
ろ
う
。
構
造
が
諸
々
の
心
的
出
来
事
の
結
合
を
意
味
す
る
の
で
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あ
れ
ば
、「
構
造
法
則
」
は
そ
の
結
合
の
法
則
を
言
う
。
し
た
が
っ
て
「
構
造
連
関
」
と
は
、
心
的
出
来
事
に
お
け
る

表
象
・
感
受
・
意
欲
の
「
連
関
」
が
一
定
の
「
法
則
」
に
従
っ
て
「
結
合
」
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
彼
の
求

め
る
規
則
性
・
法
則
性
は
、
連
関
の
概
念
に
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
構
造
と
連
関
が
九
〇
年
代
に
至
っ
て
構
造
連
関
と
い
う
語
に
結
実
す
る
過
程
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
分
析

が
神
経
系
か
ら
、
八
〇
年
代
に
入
っ
て
、
生
物
そ
し
て
心
的
生
に
進
む
過
程
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
点
に
注
目
し
た

い
。
八
〇
年
代
に
は
、
神
経
系
の
構
造
か
ら
「
す
べ
て
の
生
物
の
根
本
構
造
」
そ
し
て
「
心
的
生
の
根
本
構
造
」
へ
至

る
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
、「
諸
印
象
を
受
容
し
、
そ
れ
を
み
ず
か
ら
の
生
存
を
考
え
て
測
り
、
そ
し
て
適
応
す
る
た
め

に
外
界
に
反
応
す
る
こ
と
」
を
「
す
べ
て
の
生
物
の
根
本
構
造
」
と
す
る
と
共
に
、「
表
象
・
感
受
・
意
欲
は
心
的
生

の
プ
ロ
セ
ス
の
三
側
面
で
あ
る
」
と
し
て
、
こ
れ
を
「
心
的
生
の
根
本
構
造
」
あ
る
い
は
「
心
的
生
の
単
一
な
構
造
」

と
す
る
（GS（（,（（（

）。
そ
し
て
八
〇
年
代
後
半
か
ら
九
〇
年
代
に
は
連
関
の
統
一
性
の
問
題
か
ら
連
関
の
法
則
性
を

合
目
的
性
と
し
て
分
析
し
、
構
造
に
つ
い
て
も
次
の
よ
う
に
語
る
。

「
わ
れ
わ
れ
は
不
断
の
刺
激
・
知
覚
・
表
象
を
引
き
起
こ
し
、
そ
れ
ら
の
中
で
現
実
が
現
れ
る
。
感
受
的
生
は
そ

れ
ら
に
価
値
規
定
を
与
え
、
意
志
は
自
身
の
目
的
を
受
け
取
り
現
実
化
す
る
の
で
あ
る
。
覚
知
さ
れ
て
い
る
現
実

〔
表
象
〕、
経
験
さ
れ
た
価
値
〔
感
受
〕、
そ
し
て
措
定
さ
れ
た
目
的
〔
意
志
〕、
こ
れ
ら
の
活
き
活
き
し
た
連
関
が

ま
さ
し
く
心
的
生
の
構
造
で
あ
る
」（GS（（,（0（

）。

　

か
く
し
て
、
心
的
生
は
、「
表
象
・
感
受
・
意
欲
」
を
構
造
と
し
、「
表
象
さ
れ
た
現
実
・
感
受
さ
れ
た
価
値
・
意
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志
さ
れ
た
目
的
」
と
い
う
連
関
と
し
て
具
体
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
す
で
に
見
た
よ
う
に
、〈
現
実
の
経
験
〉

が
相
互
作
用
的
で
あ
り
、
こ
の
相
互
作
用
の
中
で
連
関
が
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

　

こ
の
よ
う
に
生
の
斉
一
性
の
探
求
は
、
連
関
と
構
造
の
分
析
に
始
ま
り
、
双
方
が
一
つ
に
な
っ
て
構
造
連
関
に
結

実
す
る
と
同
時
に
、
構
造
連
関
は
、
た
ん
に
心
的
生
の
側
面
に
留
ま
る
の
で
は
な
く
、〈
現
実
の
経
験
〉
の
な
か
で
、

現
実
・
価
値
・
目
的
と
い
う
連
関
と
し
て
具
体
化
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
心
理
学
的
分
析
が
現
実
の
中
で
具
体
化

さ
れ
な
が
ら
遂
行
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
が
、
彼
の
分
析
の
第
二
の
特
徴
と
言
え
よ
う
。
彼
に
と
っ
て
、〈
表
象
・
感

受
・
意
志
〉
と
い
う
心
的
な
構
造
連
関
は
〈
現
実
・
価
値
・
目
的
〉
と
い
う
連
関
と
一
つ
な
の
で
あ
る
。

　

か
く
し
て
、
構
造
連
関
そ
れ
自
身
か
ら
、
現
実
に
あ
る
多
様
な
類
型
と
い
う
考
え
方
が
導
き
出
さ
れ
る
。
こ
れ
が
第

三
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

「
心
的
生
の
諸
部
分
の
内
的
な
結
合
の
な
か
で
合
目
的
的

0

0

0

0

な
連
関

0

0

が
表
出
し
て
く
る
、
そ
う
し
た
心
的
生
の
諸
部

分
の
内
的
結
合
を
、
私
は
構
造

0

0

と
名
づ
け
る
。
次
に
、
こ
の
内
的
結
合
が
現
実
化
さ
れ
る
、
そ
の
主
要
な
仕
方

を
、
私
は
心
的
構
造
の
類
型

0

0

と
名
づ
け
る
」（GS（（,（（

）。

こ
の
よ
う
に
構
造
が
諸
部
分
の
連
関
の
相
互
関
係
性
に
応
じ
た
内
的
結
合
を
意
味
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
し
か
も
内
的
結

合
が
必
然
的
結
合
で
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
連
関
の
仕
方
は
諸
部
分
の
関
係
性
に
応
じ
て
可
変
的
に
な
る
。
こ
こ
に
構
造

の
類
型
が
生
じ
る
。
構
造
は
同
じ
で
も
連
関
の
仕
方
の
違
い
で
分
類
さ
れ
る
も
の
、
そ
れ
が
類
型
で
あ
る
。
類
型
は
、

外
か
ら
の
恣
意
的
な
分
類
で
は
な
く
、
構
造
連
関
そ
の
も
の
に
内
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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以
上
の
よ
う
に
連
関
と
構
造
の
探
求
は
、
心
的
生
の
構
造
連
関
の
探
求
へ
向
か
う
と
同
時
に
、
現
実
の
経
験
の
中
で

の
連
関
と
類
型
の
探
求
へ
向
か
う
。
そ
し
て
こ
れ
が
獲
得
連
関
と
作
用
連
関
へ
向
か
う
道
と
な
る
。

三　

獲
得
連
関
と
作
用
連
関
（『
理
念
』
の
時
期
か
ら
晩
年
へ
）

　

こ
の
よ
う
に
心
的
生
の
構
造
連
関
は
〈
現
実
の
経
験
〉
の
中
に
あ
っ
て
、
現
実
・
価
値
・
目
的
と
し
て
表
出
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
〈
現
実
の
経
験
〉
の
中
で
形
成
さ
れ
る
の
が
、
獲
得
連
関
で
あ
り
作
用
連
関
で
あ
る
。
デ
ィ

ル
タ
イ
は
『
理
念
』
第
八
章
「
心
的
生
の
成
長
」
の
中
で
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
こ
れ
ら
の
制
約
〔
成
長
の
三
種
の
制
約
と
し
て
、
身
体
の
成
長
、
自
然
環
境
の
成
長
、
周
り
の
精
神
的
世
界
と

の
連
関
〕
は
心
的
生
の
構
造
連
関
に
作
用
し
、
そ
の
中
で
、
差
異
化
の
進
行
と
よ
り
高
次
の
結
合
の
形
成
と
を
呼

び
起
す
。
も
し
、
こ
の
構
造
と
そ
の
駆
り
立
て
る
力
の
中
に
、
合
目
的
性
が
、
ま
た
そ
れ
を
前
へ
駆
り
立
て
る
価

値
連
関
が
な
い
と
す
る
な
ら
、
生
の
流
れ
は
成
長
で
な
く
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
」（GS（（,（（（.GS（,（（（

（
（（
（

）。

　

ご
く
一
般
的
に
言
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
心
的
身
体
的
生
と
し
て
環
境
の
中
で
成
長
す
る
。
心
的
生
の
構
造
連
関
が
身

体
や
環
境
の
変
化
に
影
響
さ
れ
、
そ
う
し
た
成
長
の
過
程
で
新
た
に
連
関
が
獲
得
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
れ
ば
、「
構
造

連
関
と
獲
得
連
関
は
互
い
に
制
約
し
合
い
」、「
こ
の
〔
構
造
〕
連
関
の
中
に
合
目
的
性
、
価
値
連
関
が
含
ま
れ
る
」
こ

と
に
な
ろ
う
（GS（（,（（（.GS（,（（（

）。
構
造
連
関
と
獲
得
連
関
は
別
々
の
連
関
で
は
な
く
、
心
的
構
造
そ
れ
自
身
が
、

一
定
の
目
的
に
従
っ
て
形
成
さ
れ
、「
現
実
・
価
値
・
目
的
」
と
い
う
連
関
と
し
て
働
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
心
的
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構
造
の
合
目
的
性
」（GS（（,（（（,usw

.

）
そ
し
て
「
合
目
的
的
な
構
造
連
関
」（GS（（,（（9

）
と
い
う
用
語
に
含
意
さ
れ

て
い
る
事
態
で
あ
る
。
明
示
的
に
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

「
構
造
連
関
、
合
目
的
性
、
そ
し
て
生
の
価
値
、
こ
れ
ら
を
わ
れ
わ
れ
は
一
つ
の
連
関
の
中
で
一
緒
に
見
出
す
」

（GS（（,（（（
）。

　

表
象
・
感
受
・
意
志
と
い
う
心
的
生
の
構
造
連
関
は
、
社
会
の
中
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
行
為
を
通
し
て
、
合
目
的
性

と
生
の
価
値
と
一
つ
に
連
関
し
て
生
を
成
長
さ
せ
、
新
た
な
連
関
を
形
成
し
獲
得
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
成
長

と
共
に
獲
得
さ
れ
て
い
く
連
関
、
す
な
わ
ち
獲
得
連
関
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
『
理
念
』
で
は
、
心
的
な
構
造
と
連
関
か
ら
構
造
連
関
へ
、
そ
し
て
社
会
の
中
で
の
成
長
と
い
う
観
点

か
ら
、
合
目
的
性
と
生
の
価
値
を
加
え
て
獲
得
連
関
へ
、
分
析
が
広
が
っ
て
い
く
。
そ
の
広
が
り
の
出
発
点
に
な
る
の

が
初
期
に
お
け
る
刺
激
と
反
応
の
分
析
で
あ
り
、
こ
れ
が
八
〇
年
前
後
に
用
語
化
さ
れ
、
九
〇
年
代
に
生
の
カ
テ
ゴ

リ
ー
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
能
動
・
受
動
で
あ
り
、
言
い
換
え
れ
ば
相
互
作
用
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
〈
現
実
の
経
験
〉
に

お
い
て
は
、
こ
の
相
互
作
用
が
抵
抗
体
験
と
し
て
分
析
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
こ
こ
で
は
、
構
造
連
関
は
人

間
本
性
の
斉
一
的
連
関
と
し
て
働
き
な
が
ら
、
心
的
生
に
お
け
る
感
覚
器
官
へ
の
「
刺
激
に
対
す
る
意
志
的
作
用
」
の

連
関
へ
、
そ
し
て
社
会
の
な
か
で
の
意
志
的
行
為
に
お
け
る
「
目
的
・
手
段
・
価
値
」
の
連
関
へ
及
ぶ
こ
と
に
よ
っ

て
、「
人
種
、
国
家
、
社
会
階
層
、
職
業
形
態
、
歴
史
段
階
、
個
体
性
」（GS（（,（（（.GS（,（（（

）
な
ど
の
個
別
性
と

「
活
き
活
き
し
た
連
関
」
を
結
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
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こ
こ
で
改
め
て
注
目
し
た
い
の
は
、
次
の
よ
う
な
重
層
し
た
道
筋
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
斉
一
性
か
ら
合
目
的
性
に

至
っ
た
段
階
で
、
第
一
節
で
見
た
よ
う
に
合
目
的
性
と
い
う
概
念
が
心
的
生
の
体
験
と
意
味
と
い
う
二
つ
の
側
面
か
ら

把
握
さ
れ
、
し
か
も
双
方
が
そ
れ
ぞ
れ
表
象
・
感
受
・
意
志
と
現
実
・
目
的
・
価
値
と
し
て
分
析
さ
れ
な
が
ら
も
構

造
連
関
の
中
に
一
つ
に
含
意
さ
れ
、
そ
し
て
方
法
論
的
に
は
体
験
の
心
理
学
的
分
析
が
深
ま
る
に
従
っ
て
「
意
味
」
の

解
釈
学
的
理
解
が
必
要
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
に
応
じ
て
現
実
形
成
の
枠
組
み
に

つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
表
象
・
感
受
・
意
志
と
現
実
・
価
値
・
目
的
と
い
う
二

側
面
、
そ
し
て
体
験
と
意
味
と
い
う
二
側
面
、
こ
の
よ
う
な
構
造
連
関
の
二
側
面
は
、〈
私
〉
の
生
が
、
個
と
し
て
表

象
・
感
受
・
意
志
と
い
う
心
的
な
構
造
連
関
を
持
つ
と
同
時
に
、
社
会
の
中
で
の
個
と
し
て
現
実
・
価
値
・
目
的
と

い
う
連
関
を
形
成
し
な
が
ら
、
歴
史
的
社
会
的
現
実
を
経
験
し
形
成
す
る
と
い
う
、
二
つ
の
側
面
を
持
つ
こ
と
に
等
し

い
。
そ
し
て
前
者
の
側
面
で
、
個
と
し
て
成
長
し
な
が
ら
獲
得
連
関
を
形
成
し
、
後
者
の
側
面
で
社
会
の
中
に
あ
っ
て

は
歴
史
的
社
会
的
現
実
の
中
で
相
互
に
作
用
し
な
が
ら
歴
史
的
社
会
的
な
作
用
連
関
を
形
成
し
、
し
か
も
両
側
面
は
相

互
に
作
用
し
合
っ
て
〈
私
〉
の
〈
現
実
〉
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

か
く
し
て
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
晩
年
、
こ
う
し
た
作
用
連
関
と
し
て
「
歴
史
的
世
界
」
を
「
構
築
」
す
る
。『
構
築
』

第
四
章
「
作
用
連
関
と
し
て
の
歴
史
的
世
界
」
の
な
か
で
デ
ィ
ル
タ
イ
は
作
用
連
関
と
い
う
語
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に

言
う
。「

こ
の
作
用
連
関
は
自
然
の
因
果
連
関
か
ら
区
別
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
作
用
連
関
が
心
的
生
の
構
造

0

0

0

0

0

0

に
従
っ
て
価0

値0

を
産
出
し
、
目
的

0

0

を
実
現
す
る
か
ら
で
あ
る
」（GS（,（（（

）。
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こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
心
的
生
の
構
造
」
が
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
「
構
造
連
関
」
を
意
味
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
作
用
連
関
は
構
造
連
関
を
基
に
し
て
価
値
・
目
的
・
現
実
を
実
現
す
る
連
関
を
意
味
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
連
関
こ
そ
、
す
で
に
『
理
念
』
で
語
ら
れ
て
い
た
、「
斉
一
性
」
と
「
特
殊
」
と
の
「
活
き

活
き
し
た
連
関
」
を
包
含
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
特
殊
と
し
て
は
、
先
に
挙
げ
ら
れ
た
「
人
種
、
国
家
、
社
会
階

層
、
職
業
形
態
、
歴
史
段
階
、
個
体
性
」
に
加
え
て
、「
風
土
、
民
族
、
歴
史
と
国
家
形
態
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
国

民
、
そ
し
て
国
民
が
共
に
活
動
し
て
い
る
、
時
間
的
に
制
約
さ
れ
た
、
時
期
と
時
代
に
よ
っ
て
境
界
づ
け
ら
れ
た
も

の
」（GS（,（（

）
も
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
ら
の
特
殊
的
要
素
の
相
互
作
用
に
よ
っ
て
歴
史
的
社
会
的
現
実
が
構
築
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
デ
ィ
ル
タ
イ
の
基
本
的
な
方
向
性
に
な
る
。

　

そ
う
で
あ
れ
ば
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
、『
構
築
』
か
ら
遡
る
こ
と
三
〇
年
弱
、
第
一
節
で
引
い
た
一
八
八
三
年
『
序

説
』
の
一
文
を
改
め
て
想
起
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、「
私
は
社
会
的
生
を
〔
次
の
よ
う
に
〕
理
解
す
る
。

個
人
は
一
方
で
、
自
覚
的
に
意
志
が
目
指
し
行
為
し
た
こ
と
の
諸
々
の
影
響
に
反
応
す
る
と
い
う
仕
方
で
、
社
会

の
諸
々
の
相
互
作
用
の
中
で
の
一
つ
の
要
素
で
あ
り
、
こ
の
相
互
作
用
の
さ
ま
ざ
ま
な
体
系
の
交
差
点
で
あ
る
…
」

（GS（,（（

）。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、〈
私
〉
を
貫
い
て
交
差
す
る
「
相
互
作
用
」
と
し
て
、
初
期
か
ら
晩
年
ま
で
、
心
的
生

の
構
造
連
関
、
そ
し
て
成
長
の
獲
得
連
関
、
歴
史
的
社
会
の
作
用
連
関
、
さ
ら
に
は
個
別
性
と
斉
一
性
の
連
関
、
こ
れ

ら
の
連
関
を
分
析
し
て
き
た
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
ら
の
連
関
に
よ
っ
て
現
実
が
形
成
さ
れ
、
そ
し
て
〈
私
〉
は
そ
の
連

関
の
交
差
点
と
し
て
現
実
を
経
験
し
、
そ
の
経
験
が
ま
た
現
実
の
連
関
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
う
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
〈
現
実
〉
は
〈
私
〉
に
現
れ
、〈
私
〉
は
〈
現
実
〉
の
中
で
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
彼
の
探
求
は

こ
の
よ
う
な
〈
私
〉
の
〈
現
実
の
経
験
〉
の
探
求
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
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四　

現
実
の
経
験
と
生
の
謎

　

わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
ま
で
デ
ィ
ル
タ
イ
の
哲
学
に
入
り
込
み
、
そ
こ
か
ら
現
実
の
形
成
の
枠
組
み
と
で
も
言
え
る
も
の

を
構
造
連
関
・
獲
得
連
関
・
作
用
連
関
と
し
て
取
り
出
し
て
き
た
。
そ
の
基
本
に
な
る
の
が
相
互
作
用
と
し
て
の
連

関
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
う
し
た
連
関
は
二
つ
の
側
面
を
持
っ
て
い
る
。
心
的
な
表
象
・
感
受
・
意
志
の
連
関
、
そ

の
表
出
と
し
て
の
現
実
・
価
値
・
目
的
の
連
関
で
あ
る
。
こ
の
両
側
面
を
包
含
し
て
歴
史
的
社
会
的
現
実
が
形
成
さ

れ
る
の
で
あ
り
、〈
私
〉
そ
し
て
〈
私
た
ち
〉
は
、
そ
の
連
関
が
交
差
す
る
処
と
し
て
現
実
に
編
み
込
ま
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

　

こ
こ
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
、
現
実
の
経
験
を
考
え
る
さ
い
の
、
い
く
つ
か
の
視
点
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で

は
な
い
か
。
ま
ず
、
現
実
を
形
成
す
る
連
関
が
心
的
な
表
象
・
感
受
・
意
志
の
連
関
と
、
そ
の
具
体
化
と
し
て
の
現

実
・
価
値
・
目
的
の
連
関
が
あ
り
、
双
方
を
も
っ
て
〈
現
実
〉
と
標
記
す
る
な
ら
、
具
体
的
な
対
象
と
し
て
表
象
さ

れ
可
視
的
に
な
っ
た
も
の
を
〈
見
え
る
現
実
〉、
そ
し
て
心
的
な
連
関
、
さ
ら
に
は
心
的
に
想
起
さ
れ
る
過
去
の
出
来

事
の
歴
史
的
な
連
関
な
ど
を
不
可
視
の
〈
見
え
な
い
現
実
〉
と
標
記
し
て
も
よ
か
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
他

者
と
の
相
互
作
用
の
中
で
現
実
を
形
成
し
て
い
く
と
き
、
お
互
い
に
と
っ
て
心
的
出
来
事
や
過
去
の
存
在
し
な
い
出
来

事
は
見
え
な
い
側
面
で
あ
っ
て
も
、
現
実
は
感
受
的
意
志
的
に
形
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

次
に
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
連
関
が
自
然
科
学
的
な
必
然
性
を
含
意
し
た
因
果
関
係
に
反
対
し
て
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と

に
注
意
す
る
な
ら
、
生
の
連
関
に
こ
そ
、
内
的
結
合
と
同
時
に
自
由
が
含
意
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
と
り
わ
け
構

造
連
関
の
意
志
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
生
が
意
志
的
に
、
し
た
が
っ
て
自
由
に
、
諸
連
関
を
合
目

的
性
に
よ
っ
て
統
一
的
全
体
的
に
形
成
し
て
い
る
限
り
、
生
の
連
関
は
自
由
を
内
含
し
、
し
た
が
っ
て
可
変
的
生
動
的
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に
個
別
化
を
包
含
し
う
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
、
デ
ィ
ル
タ
イ
が
最
初
期
に
、
自
然
の
学
に
対
し
て
精
神

の
学
を
構
想
し
、
精
神
の
斉
一
性
の
探
求
に
入
り
込
ん
で
行
っ
た
と
き
の
一
文
を
思
い
起
こ
そ
う
。

「
精
神
が
法
則
に
従
っ
て
働
き
、
こ
の
斉
一
的
な
も
の
が
自
然
と
区
別
さ
れ
た
自
由

0

0

・
進
歩

0

0

・
成
長

0

0

を
生
み
出
し

て
い
る
」（GS（（,（

）。

　

進
歩
・
成
長
は
獲
得
連
関
・
作
用
連
関
と
し
て
分
析
さ
れ
、
そ
し
て
自
由
は
構
造
連
関
そ
し
て
生
の
連
関
そ
の
も

の
に
内
在
す
る
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
わ
れ
わ
れ
は
、
自
由
そ
し
て
意
志
と
い
う
視
点
か
ら
、
と
り
わ
け
〈
見
え

な
い
現
実
〉
の
形
成
に
つ
い
て
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
意
志
も
ま
た
、
見
え
な
い
現
実
を
形
成
し
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
と
同
時
に
、
連
関
は
デ
ィ
ル
タ
イ
に
あ
っ
て
基
礎
的
論
理
操
作
に
基
づ
き
な
が
ら
類
比
的
に
形
成
さ
れ
る
の

で
あ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
類
比
に
よ
っ
て
未
知
の
見
え
な
い
世
界
へ
跳
躍
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
連
関
が
形
成
さ
れ
、
現
実
が
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
類
比
と
い
う
視
点
か
ら〈
見
え
な
い
現
実
〉

の
形
成
を
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

か
く
し
て
第
三
の
視
点
が
現
れ
て
く
る
。
そ
れ
を
問
い
と
し
て
述
べ
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
な
ぜ
、
私
の
あ
る

い
は
私
た
ち
の
現
実
は
、
こ
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
て
、
別
様
で
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
な
ぜ
、
私
の
あ
る
い
は
私

た
ち
の
成
長
や
歴
史
は
、
こ
の
よ
う
に
な
っ
て
、
別
様
で
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
な
ぜ
、
人
は
死
ぬ
の
で
あ
ろ
う

か
。
こ
の
よ
う
な
問
い
に
対
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
連
関
を
辿
り
な
が
ら
答
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、

連
関
の
形
成
が
必
然
性
を
含
意
し
て
い
な
い
限
り
、
ま
た
連
関
が
自
由
を
内
含
し
て
い
る
限
り
、
連
関
を
遡
っ
て
も
、
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〈
こ
の
よ
う
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
〉
は
示
せ
て
も
、〈
別
様
で
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
〉
つ
ま
り
〈
他
で
は
あ
り
得
な

い
〉
と
い
う
必
然
性
は
示
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
連
関
が
合
目
的
的
に
内
的
に
結
合
さ
れ
て
も
、

そ
の
目
的
が
必
然
的
に
決
定
さ
れ
て
生
の
統
一
体
が
確
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
自
由
を
内
含
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
生
の
統
一
体
は
生
動
的
に
活
き
活
き
と
推
移
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
そ
う

で
あ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
「
な
ぜ
」
の
問
い
に
対
し
て
、
最
後
決
定
的
な
答
え
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ

る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
現
実
の
形
成
の
仕
方
あ
る
い
は
骨
組
み
を
分
析
で
き
て
も
、
個
々
の
具
体
的
な
現
実
形
成
の
必
然

性
を
、
ほ
か
な
ら
ぬ
現
実
の
連
関
そ
の
も
の
の
中
に
探
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
現
実
・
生
が
ど
こ
か

ら
来
て
ど
こ
へ
行
く
の
か
、
そ
の
落
ち
着
く
処
は
、
ど
こ
ま
で
も
謎
で
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
こ
れ
を
「
理
解
不
可
能

な
も
の
」
と
し
て
の
「
生
の
謎
」
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
語
る
。

「
す
べ
て
の
理
解
不
可
能
な
も
の
の
中
心
に
あ
る
の
が
、
生
殖
、
誕
生
、
成
長
、
そ
し
て
死
で
あ
る
。
生
あ
る
も

の
は
死
を
知
っ
て
は
い
る
が
、
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」（GS（,（0f.

）。

　

も
ち
ろ
ん
現
実
・
生
の
外
に
出
て
、
あ
る
い
は
生
の
背
後
に
回
り
込
ん
で
、
こ
の
生
を
眺
め
る
な
ら
、
謎
は
無
く

な
り
必
然
性
を
含
意
し
た
答
え
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
生
の
背
後
に
回
り

込
ま
ず
、
生
を
生
か
ら
理
解
し
よ
う
と
す
る
。
か
く
し
て
第
四
の
視
点
は
、
謎
か
ら
現
実
の
形
成
を
見
る
と
い
う
視
点

で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
謎
を
抱
え
込
み
な
が
ら
、
現
実
を
経
験
し
な
が
ら
現
実
を
形
成
し
、
そ
し
て
現
実
を
理

解
し
な
が
ら
現
実
の
中
で
生
き
て
行
か
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
そ
う
し
た
理
解
不
可
能
な
も
の
を
抱
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え
込
ん
だ
理
解
と
は
、
ど
の
よ
う
な
営
み
で
あ
ろ
う
か
。

　

わ
れ
わ
れ
は
デ
ィ
ル
タ
イ
の
連
関
の
探
求
か
ら
、
以
上
の
よ
う
な
四
つ
の
視
点
を
獲
得
す
る
。
第
一
は
〈
見
え
な
い

現
実
〉、
第
二
は
そ
の
中
の
自
由
意
志
、
第
三
は
そ
こ
へ
の
跳
躍
と
し
て
の
類
比
、
第
四
は
謎
で
あ
る
。
こ
れ
に
応
じ

て
本
書
以
下
、
第
二
章
で
は
、
第
三
・
四
の
視
点
か
ら
理
解
に
つ
い
て
立
ち
入
っ
て
み
よ
う
。
現
実
の
中
で
の
理
解

は
ど
の
よ
う
な
営
み
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
第
三
章
で
は
、
第
二
・
三
の
視
点
か
ら
意
志
・
類
比
を
視
点
に
し
て
〈
見

え
な
い
現
実
〉
に
立
ち
入
っ
て
み
よ
う
。
そ
し
て
第
四
章
で
は
、
第
一
の
視
点
に
立
っ
て
、
見
え
る
現
実
と
見
え
な
い

現
実
が
相
互
に
作
用
し
合
う
こ
の
現
実
を
、
鏡
に
映
し
出
し
て
み
よ
う
。

注（
（
）　

本
書
で
「
現
実
」
は
ド
イ
ツ
語
のW

irklichkeit

、
英
語
のactuality 

を
念
頭
に
置
い
て
い
る
。
共
に
「
作
用
す
る

（w
irken,act

）
と
い
う
意
味
を
も
つ
動
詞
か
ら
な
り
、
現
実
は
さ
ま
ざ
ま
な
作
用
の
連
関
か
ら
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
表
し

て
い
る
。
現
実
が
作
用
か
ら
形
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
前
著
の
テ
ー
マ
で
あ
り
、
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。
山

本
、
二
〇
〇
五
、
特
に
第
五
・
六
章
。

 

　

ま
た
、
フ
ォ
ネ
ェ
セ
ン
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
語
の
「w

irken

」
が
「w

eben

（
織
る
）」
と
い
う
意
味
を
持
つ
こ
と
か
ら
、

「
現
実
（W

irklichkeit

）」
が
「
布
を
織
る
（W

irken von T
uchen

）」
か
ら
理
解
す
る
試
み
が
あ
っ
た
が
、
こ
の
論
は
、

W
irken 

に
と
っ
て w

eben

の
意
味
は
副
次
的
で
あ
り
、W

irklichkeit

と
い
う
語
が
後
期
中
世
で
作
ら
れ
た
後
にW

eben

の
意
味
が
加
わ
り
、W

irken

さ
れ
る
の
は
中
高
ド
イ
ツ
語
の
時
代
で
も
家
や
像
や
家
具
だ
っ
た
と
い
う
理
由
で
、
市
民
権
を

得
な
か
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
に
対
し
て
フ
ォ
ネ
ェ
セ
ン
は
、
た
と
え
ば
壁
は
編
み
壁
か
ら
発
達
し
、
家
が
編
ま
れ
る
（w

eben, 
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w
irken

）
と
い
う
こ
と
も
不
思
議
は
な
い
と
し
て
、w

irken

（
現
実
の
作
用
）
がw

eben

（
織
る
、
編
む
）
か
ら
理
解
さ
れ
る

と
す
る
（V

onessen, （99（, S.（（ff.

）。

第
一
節

（
（
）　

ド
イ
ツ
語
の
原
語
と
し
て
はGleichförm

igkeit 

で
あ
る
。
ま
た
本
文
後
に
見
る
Ｊ
．Ｓ
．ミ
ル
で
は uniform

ity 

で
あ
る
。

同
型
性
と
も
訳
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
本
文
で
述
べ
る
よ
う
に
「
自
然
の
斉
一
性
」
と
い
う
言
い
方
に
合
わ
せ
て
「
斉
一
性
」

と
訳
し
て
い
る
。
規
則
的
で
あ
る
こ
と
、
一
様
で
あ
る
こ
と
、
な
ど
を
含
意
す
る
。

（
（
）　B

ertram
, （00（.

（
（
）　

同
じ
く
「
没
後
百
年
を
機
縁
に
し
た
ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
デ
ィ
ル
タ
イ
の
研
究
」
と
し
て
ア
ン
ナ
ほ
か
の
編
纂
に
よ
る
『
人
間

学
と
歴
史
』
が
二
〇
一
三
年
に
公
刊
さ
れ
て
い
る
。D

' A
nna, （0（（.

こ
の
書
は
、
そ
の
編
集
の
方
針
に
よ
れ
ば
（S.（

）、
デ
ィ

ル
タ
イ
の
哲
学
を
、
自
然
科
学
に
対
す
る
精
神
科
学
の
認
識
論
と
い
う
狭
い
理
解
を
超
え
た
も
の
と
し
て
捉
え
、
人
間
の
生
物

学
的
生
理
学
的
な
自
然
的
基
礎
と
歴
史
・
文
化
を
合
わ
せ
て
思
考
す
る
哲
学
と
し
て
今
日
に
提
示
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

（
（
）　B

ertram
, （00（, S.（0.

（
（
）　ibid., S.（（

（
（
）　Ineichen, （00（, S.（（（. V

gl. S.（99.

（
（
）　ibid., S.（（（.

（
9
）　ibid.

（
（0
）　

こ
の
詳
細
な
跡
づ
け
は
、
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。
山
本
、
二
〇
〇
五
、『
実
在
と
現
実
』
第
五
章
三
「
意
識
の
事
実
と
覚

知
」、
二
〇
三
頁
以
下
。
本
文
以
下
で
は
、
必
要
な
限
り
触
れ
る
。

（
（（
）　

斉
一
性
と
連
関
の
意
味
的
な
区
分
は
、『
精
神
科
学
の
基
礎
づ
け
の
た
め
の
研
究
』「
第
一
研
究
」（
一
九
〇
五
）
に
至
っ
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て
、
心
的
生
に
お
け
る
「
規
則
性
」
の
大
き
な
区
分
と
し
て
明
示
的
に
語
ら
れ
る
。
一
つ
は
「
緒
過
程
の
継
起
を
規
定
す

る
規
則
性
」。
も
う
一
つ
は「
心
的
諸
事
実
が
内
的
関
係
に
よ
っ
て
互
い
に
結
合
さ
れ
て
い
る
秩
序
」
と
し
て
の「
規
則
性
」

で
あ
る
。
前
者
は
「
斉
一
性
」、
後
者
は
「
構
造
」
と
さ
れ
て
い
る
（G

S（,（（f.

）。

（
（（
）　

当
時
の
心
理
学
の
動
向
に
対
す
る
デ
ィ
ル
タ
イ
の
記
述
的
心
理
学
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
し
て
い

る
。
伊
藤
、
二
〇
〇
九
。

（
（（
）　

ヒ
ュ
ー
ム
そ
し
て
Ｊ
．Ｓ
．ミ
ル
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
経
験
論
に
対
す
る
デ
ィ
ル
タ
イ
の
「
経
験
の
哲
学
」
と
い
う
観
点

か
ら
、
本
章
第
二
節
そ
し
て
第
三
節
で
述
べ
る
。

（
（（
）　

た
と
え
ば
、
七
九
年
頃
の
『
経
験
の
哲
学
』（G

S（9,（（

）。
ま
た
八
〇
年
の
『
記
述
心
理
学
の
草
稿
』（G

S（（,（（（

）。

な
お
、
外
界
の
実
在
性
の
問
題
と
抵
抗
経
験
に
つ
い
て
詳
細
は
以
下
を
参
照
。
山
本
、
二
〇
〇
五
、
第
三
・
五
章
。

（
（（
）　

詩
学
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
第
三
章
第
一
・
二
節
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
（（
）　

遺
稿
か
ら
の
引
用
箇
所
は
、
内
容
か
ら
見
て
八
〇
年
代
後
半
か
ら
九
〇
年
代
に
か
け
て
と
推
定
で
き
る
。

（
（（
）　
『
理
念
』
は
、
そ
の
「
校
正
用
ゲ
ラ
」
が
全
集
第
二
二
巻
に
収
め
ら
れ
、
興
味
深
い
こ
と
に
、
そ
の
校
正
用
ゲ
ラ
へ
の

ヨ
ル
タ
伯
に
よ
る
書
き
込
み
も
注
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
本
文
で
引
用
し
た
箇
所
の
う
ち
「
わ
れ
わ
れ
の
内

部
に
由
来
す
る
総
合
」
に
は
ヨ
ル
ク
伯
の
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
ン
が
付
さ
れ
次
の
書
き
込
み
が
あ
る
。「
因
果
性
関
係
は
、
付

加
的
な
も
の
で
は
な
く
、
第
一
次
的
な
構
成
的
総
合
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
世
界
の
現
実
そ
れ
自
身
の
関
係
で
あ
り
、
抽

象
的
瞑
想
的
な
思
考
に
と
っ
て
の
み
、
応
用
的
付
加
的
な
総
合
に
見
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
内
的
知
覚
」
と
同
様

に
直
接
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」（G

S（（,（（（,A
nm

.（（（

）。
ヨ
ル
ク
伯
の
考
え
は
、
暗
黙
の
う
ち
に
、
自
然

界
が
わ
れ
わ
れ
の
心
的
生
と
は
独
立
し
て
そ
れ
自
体
で
因
果
的
に
存
在
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
前
提
し
て
い
る
が
、

デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
い
て
は
、
出
発
点
は
意
識
の
事
実
に
あ
り
、
し
か
も
本
文
で
見
た
よ
う
に
、
事
物
の
自
己
に
対
す
る
統

一
的
中
心
も
自
己
と
自
然
的
世
界
と
の
相
互
作
用
の
中
で
合
目
的
的
に
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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（
（（
）　

以
下
を
参
照
。Sauerland, （9（（. Lessing, （9（（, S.（9（f. Bollnow

, （9（（, S.（（f. Rodi, （00（, S.（0（ff.
（
（9
）　

以
下
を
参
照
。
鏑
木
、
二
〇
〇
二
、一
一
〇
頁
以
下
。

第
二
節

（
（0
）　Lock, H

U
, BookⅡ

, Chapter （ 

§（ -（, pp.（0（.

（
（（
）　H

um
e, H

U
, Section（, Part（, p.（（.

（
（（
）　

こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
秘
密
に
満
ち
た
力
」
に
つ
い
て
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
一
九
〇
〇
年
前
後
に
な
っ
て
も
「
ヒ
ュ
ー
ム
は
こ
の

原
理
〔
習
慣
と
そ
れ
に
基
づ
く
連
合
〕
を
ち
ょ
う
ど
万
有
引
力
に
喩
え
た
」（GS（0,（（0f.

）
と
語
ら
れ
る
。

（
（（
）　H

um
e, H

U
, Section（, Part（9.

第
三
節

（
（（
）　

英
語
のm

oral sciences

（
道
徳
科
学
）
に
対
す
る
ド
イ
ツ
語
訳Geistesw

issenschaften

（
精
神
科
学
）
は
Ｊ
．Ｓ
．ミ
ル 

『
論
理
学
体
系
』
の
シ
ー
ル
訳
［Schiel,（（（（/（（

］
が
一
般
に
典
拠
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
語
自
体
は
一
八
世
紀
末
に
使
用

例
が
あ
る
（H

istorisch
es W

örterbu
ch

 d
er P

h
ilosoph

ie, Bd.（

）、
と
指
摘
さ
れ
て
い
る 

［
舟
山
、
二
〇
一
〇
］。

（
（（
）　

歴
史
的
世
界
の
構
築
に
関
し
て
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
晩
年
の
『
構
築
続
編
』
の
な
か
で
、
普
遍
史
に
つ
い
て
肯
定
的
に
語
っ
て

い
る
よ
う
に
見
え
る
。
す
な
わ
ち
、「
普
遍
・
史
の
理
解
」
と
題
さ
れ
た
節
で
、「
こ
の
理
解
は
、
自
伝
や
伝
記
、
そ
し
て
国

家
、
文
化
体
系
、
組
織
な
ど
の
歴
史
、
こ
れ
ら
を
前
提
と
す
る
。
こ
れ
ら
の
歴
史
の
各
々
に
は
、
そ
れ
固
有
の
中
心
点
が
あ
り
、

諸
々
の
出
来
事
は
そ
の
中
心
点
に
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
の
関
係
か
ら
生
じ
る
価
値
・
目
的
・
意
義
も
あ

る
。
こ
れ
ら
の
要
素
の
相
互
連
関
に
、
客
観
的
普
遍
史
へ
近
づ
く
可
能
性

0

0

0

0

0

0

が
基
づ
い
て
い
る
」（GS（,（（（

）。
し
か
し
ま
た
、
同

じ
節
で
、「
人
間
の
出
来
事
の
共
存
と
継
起
に
あ
る
作
用
連
関
は
普
遍
史
的
な
作
用
連
関
で
は
な
い
」（ibid.,（（（

）
と
言
わ
れ
て
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い
る
よ
う
に
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
言
う
作
用
連
関
と
し
て
の
歴
史
的
世
界
の
構
築
は
、
普
遍
史
の
構
築
で
は
な
い
。
し
か
し
、
通

常
言
わ
れ
る
普
遍
史
に
近
い
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、「
人
間
本
性
」
を
語
り
、
し
か
し
そ
れ
を
「
恒
常
的
連
関
」
と
し

て
普
遍
性
と
は
異
な
る
と
す
る
の
と
同
様
で
あ
る
。
作
用
連
関
か
ら
普
遍
史
へ
、
恒
常
的
連
関
か
ら
普
遍
的
人
間
本
性
へ
、
こ

の
道
は
抽
象
化
の
道
と
し
て
「
近
づ
く
可
能
性
」
が
あ
る
が
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
道
で
は
な
い
。
む
し
ろ
彼
の
論
点
は
、
普
遍
史

を
語
る
こ
と
も
、
普
遍
的
な
人
間
本
性
を
語
る
こ
と
も
、
自
身
の
作
用
連
関
に
、
恒
常
的
連
関
に
基
づ
い
て
い
る
、
と
い
う
点

に
あ
る
。

（
（（
）　M

ill, Schiel, Ü
S（, S.Ⅲ

f.

（
（（
）　

本
書
巻
末
の
文
献
一
覧
に
挙
げ
た
シ
ー
ル
訳
第
四
版
の「
訳
者
前
書
き
」
に
よ
れ
ば
、「
ミ
ル
の
著
作
の
第
二
版
と
第
三
版
は
、

自
然
探
求
だ
け
で
な
く
精
神
科
学
（
社
会
科
学
と
道
徳
科
学
）
へ
の
適
用
を
含
め
て
、
帰
納
と
演
繹
の
論
理
学
の
完
全
な
体
系

を
含
ん
で
い
る
。
こ
の
間
、
原
典
は
、
ド
イ
ツ
語
第
三
版
の
定
本
と
な
っ
た
原
典
第
五
版
か
ら
、
少
な
く
と
も
版
を
三
回
重
ね
、

し
た
が
っ
て
通
し
て
八
版
に
及
ん
で
お
り−

こ
れ
は
著
者
に
と
っ
て
も
国
家
に
と
っ
て
も
名
誉
あ
る
結
果
で
あ
り
、
偉
大
で
聡

明
な
今
は
亡
き
哲
学
者
に
帰
せ
ら
れ
よ
う−

し
か
も
第
八
版
は
ミ
ル
の
逝
去
直
前
に
出
版
さ
れ
た
。
こ
の
第
八
版
に
従
っ
て
、

本
ド
イ
ツ
語
第
四
版
が
仕
上
げ
ら
れ
た
が
、
本
版
は
、
以
前
の
版
と
比
べ
て
重
要
な
改
善
と
付
加
を
施
し
た
」、
と
あ
る
。

（
（（
）　

引
用
は
、
一
八
七
七
年
の
シ
ー
ル
訳
第
四
版
の
「
原
著
者
前
書
き
」
に
よ
る
。
な
お
、
ド
イ
ツ
語
訳
の
引
用
文
中
の
「
精
神

科
学
の
理
念
」
は
、
英
語
原
典
で
は
「
歴
史
学
の
理
念
」
で
あ
る
。

（
（9
）　

英
語
原
典
で
は
、
第
六
部
の
表
題
は
、
も
と
よ
り
「
道
徳
科
学
の
論
理
学
」
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
第
二
章
は
「
歴
史
学
に
つ

い
て
の
追
加
説
明
」
で
あ
る
。

（
（0
）　

ゴ
ン
ペ
ル
ツ
訳
に
つ
い
て
は
本
書
巻
末
の
文
献
一
覧
に
挙
げ
た
版
を
参
照
。

（
（（
）　

た
と
え
ば
一
九
〇
五
年
の
『
一
般
哲
学
史
の
梗
概
』
の
中
の
ミ
ル
の
紹
介
で
は
、
そ
の
文
献
と
し
て
ゴ
ン
ペ
ル
ツ
の
翻
訳
全

集
（D

eutsche Ü
bersetzung der Gesam

m
elten W

erke von Gom
perz （（（9ff.

）
を
挙
げ
て
い
る
が
、
シ
ー
ル
訳
は
挙
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げ
て
い
な
い
（GS（（,（（（

）。

（
（（
）　M

ill, CW
（, p.（（（.

（
（（
）　ibid., p.（（9.

（
（（
）　ibid., CW

（, pp.（（（ -（0（.

（
（（
）　ibid., pp.（（（ -（（（.

（
（（
）　ibid., pp.（0（ -（0（.

（
（（
）　ibid., pp.（（（ -（（（.

（
（（
）　ibid., p.（（（.

第
四
節

（
（9
）　

引
用
は
第
二
二
巻
「『
理
念
』
の
校
正
ゲ
ラ
」
に
基
づ
い
て
い
る
が
、
そ
の
文
「
合
目
的
性
が
、
ま
た
そ
れ
を
前
へ
駆

り
立
て
る
価
値
連
関
が····

」
は
、
実
際
に
公
刊
さ
れ
た
第
五
巻
所
収
『
理
念
』
で
は
、「
そ
れ
を
前
へ
駆
り
立
て
る
合
目

的
性
が····

」
と
な
り
、「
価
値
連
関
」
は
削
除
さ
れ
、「
そ
れ
を
前
に
駆
り
立
て
る
」
が
「
合
目
的
性
」
を
形
容
し
て
い

る
。
ま
た
、
同
様
の
文
面
は
『
理
念
』
の
別
の
箇
所
に
も
あ
り
、
そ
こ
で
は
「
合
目
的
性
と
、
そ
れ
を
［
特
定
の
方
向
で
］

前
へ
駆
り
立
て
る
価
値
連
関
が····

」（G
S（（,（（（.G

S（,（（（.

［　

］
内
は
第
二
二
巻
「『
理
念
』
の
校
正
ゲ
ラ
」
に
は
な

く
、
第
五
巻
の
公
刊
稿
に
の
み
あ
る
）
と
な
っ
て
お
り
、「
合
目
的
性
」
と
「
価
値
連
関
」
が
「
と
」
で
結
ば
れ
て
い
る
。

本
書
本
文
の
校
正
ゲ
ラ
か
ら
の
引
用
文
で
は
、
カ
ン
マ
で
単
に
羅
列
き
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
第
二
二
巻
所
収

の
「
九
〇
年
代
の
記
述
心
理
学
」
の
中
の
草
稿
「
記
述
心
理
学
に
つ
い
て
の
理
念
」
に
は
、
引
用
文
と
同
様
の
文
章
が
見

ら
れ
る
が
、
そ
こ
で
は
「
合
目
的
性
」
で
は
な
く
、「
法
則
性
」
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
法
則
性
が
、
ま
た
そ
れ

を
前
へ
駆
り
立
て
る
価
値
連
関
が····

」
と
な
っ
て
い
る
。
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以
上
の
よ
う
な
訂
正
か
ら
次
の
点
が
言
え
よ
う
。
デ
ィ
ル
タ
イ
が
初
期
よ
り
求
め
た
生
の
成
長
の
「
法
則
性
」
は
、
こ

の
時
期
に
至
っ
て
、「
合
目
的
性
」
に
求
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
点
を
強
調
す
る
た
め
に
、「
合
目
的
性
」
と
「
価
値
連

関
」
の
並
記
を
訂
正
し
、「
価
値
連
関
」
を
削
除
す
る
箇
所
も
生
じ
た
。
し
か
し
「
価
値
連
関
」
と
「
合
目
的
性
」
は
、

生
の
構
造
連
関
の
「
感
受
」
と
「
意
志
」
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、「
と
」
に
よ
っ
て
結
ば
れ
表
記
さ
れ
た

の
で
あ
る
。






