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1７ 

人
は
と
き
に
こ
の
世
の
住
み
に
く
さ
を
感
じ
る
。
そ
れ
が
ふ
つ
う
は
人
間
関
係
に
起
因
す
る
こ
と
は
誰
も
が
知
っ
て
い
る
。
「
智
に

働
け
ば
角
が
立
つ
。
情
に
棹
さ
せ
ば
流
さ
れ
る
。
意
地
を
通
せ
ば
窮
屈
だ
。
兎
角
に
人
の
世
は
住
み
に
く
い
」
と
漱
石
が
嘆
息
し
た

（
「
草
枕
』
）
と
き
、
明
ら
か
に
人
の
世
の
住
み
に
く
さ
の
要
因
を
人
間
関
係
に
み
て
い
る
。
「
智
」
「
情
」
「
意
地
」
と
は
ま
さ
に
－
１
人
の

世
「
｜
に
作
用
す
る
こ
と
で
、
人
間
関
係
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
だ
。
し
か
し
「
住
み
に
く
さ
が
岡
し
―
て
「
安
い
所
へ
Ⅷ
き
越
し
た
く

葱
」
っ
て
ｌ
そ
し
て
―
ど
こ
へ
越
し
て
も
挑
み
に
く
い
と
悟
っ
た
」
の
は
漱
石
で
あ
る
が
、
仮
に
そ
の
卿
魍
が
一
几
は
解
消
し
た
と

し
て
も
、
な
お
別
の
住
み
に
く
さ
が
残
っ
て
い
る
と
感
じ
た
と
き
、
改
め
て
周
囲
を
見
回
す
。
そ
の
と
き
目
に
映
る
の
が
、
｜
時
休
戦

し
た
我
・
人
と
も
に
立
つ
生
活
の
場
で
あ
る
。
こ
う
し
て
人
間
関
係
以
外
に
別
の
住
み
に
く
さ
が
あ
る
こ
と
に
思
い
を
い
た
し
た
と
き
、

「
人
の
世
」
に
は
住
み
場
所
、
す
な
わ
ち
環
境
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
気
が
つ
い
た
。

い
ま
巷
間
で
一
「
環
境
問
題
」
が
か
ま
び
す
し
く
な
っ
た
背
景
に
つ
い
て
、
さ
し
あ
た
っ
て
ざ
っ
と
そ
ん
な
経
緯
を
考
え
て
み
る
。
そ

う
考
え
て
日
々
の
新
聞
を
広
げ
て
み
て
も
、
そ
れ
に
関
す
る
紀
事
の
な
い
日
は
な
い
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
で
あ
る
。
人
間
の
住
環
境
に

閃
す
る
邪
柄
に
つ
い
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
不
都
合
を
環
境
問
題
と
い
う
と
し
て
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
が
こ
と
さ
ら
に
岐
近
に
な
っ
て
に
わ
か

環
境
倫
理
学
の
透
視
図

竹
内

昭
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1８ 

し
か
し
そ
の
割
に
と
い
う
べ
き
か
、
だ
か
ら
と
い
っ
た
ら
い
い
の
か
、
い
ま
さ
ま
ざ
ま
に
い
わ
れ
て
い
る
環
境
問
題
は
錯
綜
し
て
い

て
全
体
像
を
つ
か
み
に
く
い
面
が
あ
る
。
環
境
問
題
と
い
っ
て
も
一
様
で
は
な
く
、
い
ろ
い
ろ
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
可
能
だ
か
ら
だ
。
そ

（
？
）
 

う
し
た
事
態
を
指
し
て
「
環
境
問
題
複
合
体
」
と
い
っ
た
研
究
者
も
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
あ
る
も
の
は
そ
の
田
心
想
的
な
背
景
を
探
り
、

あ
る
も
の
は
そ
の
意
識
の
歴
史
を
論
じ
、
ま
た
あ
る
も
の
は
社
会
・
政
治
運
動
と
し
て
関
与
し
、
さ
ら
に
あ
る
も
の
は
具
体
的
な
技
術

問
題
と
し
て
研
究
し
、
そ
し
て
あ
る
も
の
は
そ
れ
の
事
業
と
し
て
の
可
能
性
を
模
索
す
る
。
す
な
わ
ち
、
現
実
の
ゴ
ミ
な
ど
の
廃
棄
物

処
理
の
面
か
ら
関
わ
れ
ば
、
行
政
の
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
具
体
的
な
処
理
技
術
の
面
か
ら
は
、
化

学
や
生
物
学
な
ど
の
科
学
的
研
究
が
必
要
に
な
る
。
日
常
の
消
費
生
活
に
関
す
る
面
で
関
与
す
れ
ば
、
経
済
・
経
営
の
問
題
も
視
野
に

入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
面
で
む
し
ろ
積
極
的
に
関
与
し
て
、
い
わ
ゆ
る
エ
コ
ビ
ジ
ネ
ス
が
企
て
ら
れ
た
り
す
る
。
あ
る
い
は

に
注
目
さ
れ
だ
し
た
必
然
性
は
あ
る
と
し
て
も
、
広
く
い
え
ば
人
類
発
生
と
と
も
に
あ
る
問
題
と
い
っ
て
い
い
。
遺
跡
の
貝
塚
な
ど
も

要
す
る
に
古
代
の
ゴ
ミ
捨
て
場
で
、
そ
れ
に
は
多
か
れ
少
な
か
れ
、
廃
棄
物
処
理
の
問
題
が
絡
ま
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
環
境
問
題

は
、
人
間
が
自
然
の
な
か
で
自
然
と
関
わ
っ
て
生
活
す
る
以
上
、
避
け
て
通
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

環
境
問
題
が
こ
こ
に
き
て
と
く
に
注
目
さ
れ
だ
し
た
詳
し
い
要
因
の
分
析
は
と
も
か
く
と
し
て
、
た
だ
事
実
と
し
て
み
て
も
、
近
年

の
自
然
環
境
の
悪
化
は
は
な
は
だ
し
く
、
人
間
の
生
活
基
盤
の
崩
壊
と
い
っ
た
危
機
意
識
が
世
界
的
な
規
模
で
広
ま
り
か
つ
高
ま
っ
て

き
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
環
境
悪
化
に
対
す
る
先
覚
者
に
よ
る
警
告
は
、
’
九
六
○
年
代
に
な
る
と
徐
々
に
高
ま
っ
て
く
る
が
、
そ

う
し
た
動
き
に
呼
応
し
て
、
’
九
七
○
年
代
に
入
っ
て
環
境
問
題
に
関
わ
る
多
様
な
文
献
が
相
次
い
で
登
場
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ

＊
 

を
皮
切
り
に
、
以
後
続
々
と
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
意
識
を
も
っ
た
関
連
文
献
が
出
現
し
、
い
ま
に
い
た
っ
て
い
る
。

＊
一
九
四
九
年
に
原
著
初
版
が
出
た
文
献
（
１
）
を
例
外
と
し
て
、
文
献
（
２
）
が
一
九
六
○
年
代
に
、
文
献
（
３
）
、
（
４
）
、
（
５
）
等
が
一
九
七
○

年
代
に
英
語
圏
で
、
日
本
で
は
、
文
献
（
６
）
、
（
７
）
、
（
８
）
等
が
、
’
九
七
○
年
代
に
出
版
さ
れ
て
い
る
。

な
お
こ
こ
で
は
、
な
る
べ
く
一
般
に
流
布
し
て
手
に
取
り
や
す
い
文
献
（
翻
訳
書
も
含
め
て
）
を
も
と
に
、
そ
れ
ら
を
素
材
に
問
題
点
を
明
ら

か
に
す
る
方
法
を
と
り
、
環
境
問
題
の
大
枠
を
鳥
倣
し
て
み
た
い
。
「
環
境
」
と
い
う
言
葉
自
体
に
、
お
よ
そ
人
に
最
も
身
近
な
問
題
で
あ
り
、

そ
う
し
た
問
題
意
識
を
も
っ
た
人
の
広
い
参
加
が
前
提
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
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1９ 

し
て
お
こ
う
。

貿
易
、
た
と
え
ば
木
材
の
輸
入
の
川
か
ら
考
え
れ
ば
、
熱
帯
雨
林
の
伐
採
の
問
題
と
な
り
、
こ
の
局
而
か
ら
は
、
南
北
Ⅲ
題
と
い
っ
た

国
際
政
治
・
絲
済
問
題
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
て
く
る
。
そ
れ
ら
を
す
べ
て
視
野
に
入
れ
て
、
思
想
的
・
意
識
的
背
穀
を
探
る
と
い
う

課
題
を
た
て
れ
ば
、
環
境
哲
学
、
エ
コ
ェ
テ
ィ
カ
、
あ
る
い
は
環
境
倫
理
学
な
ど
と
名
づ
け
ら
れ
る
研
究
分
野
に
よ
る
探
究
に
な
る
。

こ
こ
で
は
こ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
局
面
を
も
つ
環
境
問
題
を
、
最
も
広
い
意
味
で
の
「
倫
理
」
の
問
題
と
規
定
し
て
、
そ
の
視
点
か

ら
そ
の
全
体
像
の
透
視
図
を
描
い
て
み
た
い
。
倫
理
と
は
も
と
も
と
人
の
あ
る
べ
き
生
き
方
の
こ
と
で
あ
り
、
人
が
生
き
る
た
め
に
は

〈
他
者
〉
と
の
関
係
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
の
〈
他
者
〉
を
何
と
考
え
る
か
に
よ
っ
て
そ
の
論
に
時
代
の
変
遷
が
あ
る
と
し

て
も
、
そ
の
遜
本
樅
想
は
変
わ
ら
な
い
。
「
環
境
」
を
人
間
と
〈
他
者
〉
と
の
関
係
の
場
と
考
え
る
か
ぎ
り
、
そ
こ
に
は
単
に
「
あ
る
」

と
い
う
事
実
概
念
で
は
な
く
、
「
あ
る
べ
き
」
と
い
う
価
値
概
念
が
含
ま
れ
、
し
た
が
っ
て
す
で
に
倫
理
観
念
が
前
提
さ
れ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
自
然
環
境
は
悪
化
し
た
と
い
う
け
れ
ど
も
、
仮
に
自
然
を
人
間
か
ら
切
り
離
し
て
そ
の
も
の
と
し
て
見
れ
ば
、
そ
れ
は
悪

化
し
た
の
で
は
な
く
事
実
と
し
て
変
化
し
た
だ
け
で
、
善
悪
を
超
越
し
て
い
る
。
そ
れ
を
悪
化
し
た
と
み
る
こ
と
目
体
が
、
す
で
に
自

然
を
あ
る
べ
き
も
の
と
し
て
価
値
の
次
元
で
と
ら
え
て
い
る
。
自
然
を
人
間
の
行
為
の
場
所
、
〈
他
者
〉
と
の
関
係
の
場
所
、
す
な
わ

ち
「
環
境
」
と
と
ら
え
る
か
ら
、
そ
れ
が
悪
化
し
た
と
考
え
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
自
体
、
価
値
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
人
間
の
行
為
の
関
与
に
よ
っ
て
そ
の
場
所
が
善
悪
両
様
に
影
響
さ
れ
る
な
ら
、
当
然
環
境
は
人
間
の
生
き
方
に
関
わ
っ
て
く

る
。
し
た
が
っ
て
お
よ
そ
ど
の
よ
う
な
環
境
問
題
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
も
、
結
局
は
「
人
間
と
そ
の
行
為
の
場
所
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
」

と
い
う
基
本
問
題
を
欠
く
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
う
な
ら
そ
れ
ら
は
す
べ
て
広
い
意
味
で
の
倫
理
学
、
そ
し
て
そ
の
下
位
概
念
と
し
て
の

「
環
境
倫
理
学
」
の
課
題
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
な
る
。

〈
他
者
〉
の
変
遷
に
よ
っ
て
倫
理
の
視
点
が
広
が
っ
て
き
た
状
況
と
、
そ
の
〈
他
者
〉
の
内
部
構
造
を
鮪
分
け
し
て
「
環
境
倫
理
学
」

の
透
視
図
を
描
い
て
み
よ
う
、
と
い
う
の
が
こ
こ
で
の
論
点
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
ま
ず
く
他
者
〉
の
拡
大
の
さ
ま
を
ざ
っ
と
確
認

（
胴
）

新
し
い
視
点
か
ら
み
た
く
他
者
〉
と
は
、
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
Ⅲ
フ
レ
チ
ェ
ッ
ト
が
諸
論
者
の
説
を
ま
と
め
る
と
一
」
ろ
に
よ
れ
ば
、
「
生
命
」

で
、
人
間
中
心
主
義
か
ら
生
命
中
心
主
義
へ
の
視
点
の
移
行
が
新
し
い
倫
理
学
、
す
な
わ
ち
環
境
倫
理
学
を
生
ん
だ
と
い
う
。
す
な
わ
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2０ 
ち
あ
ら
ゆ
る
存
在
は
、
平
等
で
内
在
的
な
価
値
、
そ
れ
自
体
に
お
け
る
価
値
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
し
か
し
シ
ュ
レ
ー

ダ
ー
Ⅲ
フ
レ
チ
ェ
ッ
ト
自
身
は
、
他
の
論
者
と
と
も
に
、
あ
く
ま
で
も
人
間
中
心
主
義
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
い
、
生
命
体
平
等

主
義
は
、
人
間
を
「
環
境
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
の
犠
牲
に
す
る
と
反
論
す
る
。

（
Ⅱ
）
 

ナ
ッ
シ
ュ
は
〈
他
者
〉
を
広
／
、
「
自
然
」
と
み
な
し
、
そ
の
権
利
が
拡
大
し
て
い
く
さ
ま
を
思
想
史
的
に
解
明
し
て
い
く
。
す
な
わ

ち
、
道
徳
に
は
人
間
と
日
然
と
の
関
係
が
含
ま
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
を
歴
史
的
に
明
ら
か
に
し
、
倫
理
学
は
人
間
関
係
に

専
心
す
る
と
い
う
考
え
方
か
ら
転
換
し
て
、
そ
の
対
象
を
自
然
一
般
、
あ
る
い
は
環
境
に
ま
で
拡
大
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
思
想
の
形

成
過
程
を
検
証
す
る
。
そ
の
た
め
に
彼
は
、
人
間
は
動
植
物
に
対
し
て
支
配
権
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
創
世
記
の
思
想
を
検
討
し
て
、

そ
こ
か
ら
す
べ
て
の
自
然
物
（
人
間
、
動
植
物
、
無
生
物
）
間
の
平
等
性
と
い
う
環
境
思
想
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
た
か
を
論
ず
る
。

（
胆
）

「
エ
コ
ェ
テ
ィ
カ
の
ｃ
ｃ
「
の
旨
Ｃ
ロ
」
を
提
唱
し
た
の
は
今
道
友
信
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
人
類
の
生
息
圏
の
規
模
で
考
え
る
倫
理
」
と

規
定
さ
れ
、
「
生
圏
倫
理
学
」
と
も
呼
ば
れ
る
。
生
圏
と
は
、
要
す
る
に
人
間
と
そ
の
行
為
の
場
所
と
し
て
の
環
境
を
含
め
た
生
態
系

全
体
の
こ
と
だ
か
ら
、
し
た
が
っ
て
こ
の
場
合
〈
他
者
〉
は
「
生
態
系
全
体
」
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
今
道
に
よ
れ
ば
、
人
間
の

技
術
が
未
熟
で
あ
っ
た
時
代
は
、
環
境
と
し
て
の
自
然
は
自
然
の
ま
ま
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
倫
理
は
対
人
倫
理
で
済
ん
で
い
て
、
そ

れ
は
自
然
を
超
え
た
と
こ
ろ
で
、
文
字
ど
お
り
目
の
白
‐
□
ご
巴
日
と
し
て
成
立
し
た
。
し
か
し
技
術
が
進
ん
で
拡
大
し
て
環
境
と
し
て

の
自
然
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
よ
う
に
な
る
と
、
環
境
は
自
然
環
境
か
ら
技
術
環
境
に
変
化
す
る
に
い
た
り
、
し
た
が
っ
て
そ
の
技

術
に
対
す
る
反
省
、
す
な
わ
ち
曰
の
国
‐
扇
ｃ
ゴ
ロ
一
日
が
必
要
と
な
っ
て
、
新
た
に
対
物
倫
理
と
し
て
の
倫
理
学
が
要
請
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
い
え
ば
、
倫
理
は
技
術
が
関
与
す
る
「
物
」
に
ま
で
お
よ
ぶ
こ
と
に
な
り
、
対
人
か
ら
対
物
に
移

行
す
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
〈
他
者
〉
は
広
義
の
「
物
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
１
）
 

こ
の
「
物
」
を
さ
ら
に
具
体
的
に
「
土
地
」
と
規
定
し
、
「
土
地
倫
理
一
■
。
。
の
（
国
Ｃ
」
を
提
唱
し
た
の
は
レ
オ
ポ
ル
ド
で
あ
る
。
倫

理
的
〈
他
者
〉
の
変
遷
に
つ
い
て
彼
は
い
う
、
は
じ
め
は
人
間
で
あ
っ
た
が
、
つ
い
で
社
会
が
強
調
さ
れ
、
さ
ら
に
い
ま
や
土
地
を
い

た
わ
る
べ
き
仲
間
と
み
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
に
い
た
っ
た
、
と
。
す
な
わ
ち
「
土
地
は
単
な
る
土
で
は
な
く
、
土
、
植
物
、

動
物
と
い
う
回
路
を
巡
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
源
泉
で
あ
る
。
食
物
連
鎖
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
上
方
の
層
に
送
る
生
き
た
回
路
で
あ
る
。
死
と
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2１ 
腐
敗
に
よ
っ
て
そ
れ
は
ま
た
土
に
遮
る
」
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
土
地
倫
理
と
は
、
土
地
と
そ
こ
に
生
育
す
る
動
植
物
に
対
す
る
人
間

の
立
場
を
あ
つ
か
う
倫
理
な
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
い
う
「
生
命
」
「
自
然
」
「
生
態
系
」
「
物
」
「
土
地
」
を
す
べ
て
環
境
と
い
う
上
位
概
念
で
括
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、
こ
れ

ら
を
対
象
と
す
る
理
論
は
み
な
環
境
倫
理
学
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
新
し
い
倫
理
的
〈
他
者
〉
は
、
こ
う
し
て
「
環
境
」

に
ま
で
拡
大
し
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
ま
ず
、
「
倫
理
」
の
意
味
を
確
認
し
た
う
え
で
、
新
し
い
倫
理
の
視
点
を
概
観
す
る
た
め
に
、
そ
の
視
点
の
移
行
を
倫
理

的
な
〈
他
者
〉
の
変
遷
と
み
て
そ
の
経
線
を
あ
ら
ま
し
み
た
。
し
か
し
、
〈
他
者
〉
の
視
点
が
広
が
っ
て
も
、
人
の
あ
る
べ
き
生
き
方

と
い
う
倫
理
の
基
本
構
想
は
変
わ
ら
な
い
と
し
て
も
、
実
際
に
〈
他
者
〉
が
環
境
へ
と
拡
大
し
て
考
察
さ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
理
論
は
多

様
で
か
つ
錯
綜
し
て
い
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
た
と
え
ば
「
人
間
中
心
主
義
」
対
「
人
間
非
中
心
主
義
」
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
完

全
に
相
対
立
し
た
理
論
が
並
立
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
事
実
の
認
識
問
題
な
ら
と
も
か
く
、
倫
理
の
よ
う
な
人
の
あ
る
べ
き
生
き
方

に
か
か
わ
る
の
っ
ぴ
き
な
ら
な
い
価
値
問
題
で
、
Ａ
も
あ
り
ま
す
非
Ａ
も
あ
り
ま
す
、
で
は
混
乱
す
る
。
そ
う
し
た
い
わ
ば
「
環
境
問

題
複
合
体
」
を
整
理
し
て
新
し
い
視
点
の
理
論
的
な
透
視
図
を
描
い
て
み
た
う
え
で
、
そ
の
共
通
な
思
考
基
盤
を
試
み
て
み
よ
う
と
い

う
の
が
、
こ
こ
で
の
も
く
ろ
み
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
拡
大
し
た
く
他
者
〉
と
し
て
の
「
環
境
」
が
ど
の
よ
う
な
問
題
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
か
を
検
証
す
る
た
め
に
、

「
環
境
問
題
複
合
体
」
と
し
て
の
各
説
を
整
理
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
全
体
の
見
通
し
を
よ
く
す
る
た
め
に
、
整
理
の
大
枠
と
し
て
、
環

境
倫
理
学
の
諸
説
を
「
目
的
の
説
」
と
し
て
の
〈
思
想
的
基
盤
〉
の
理
論
と
、
「
手
段
の
説
」
と
し
て
の
〈
現
象
対
策
〉
の
理
論
と
に

分
け
て
み
た
い
。

－ 

１■■■■■ 
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2２ 

環
境
問
題
の
基
本
的
な
考
え
方
の
全
体
像
に
つ
い
て
は
、
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
Ⅱ
フ
レ
チ
ェ
ッ
ト
が
詳
細
に
か
つ
手
際
よ
く
整
理
し
て
い

（
川
）

る
。
そ
一
」
で
は
諸
家
に
よ
る
諸
論
文
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
を
編
ん
で
、
相
対
す
る
基
本
主
張
を
紹
介
し
た
り
、
そ
の
問
題
点
を
、
日
著
論

文
に
よ
っ
て
編
著
者
自
ら
の
態
度
を
明
確
に
し
て
、
あ
る
と
き
に
は
批
判
的
に
あ
る
と
き
に
は
同
調
的
に
吟
味
し
た
り
と
い
っ
た
手
法

を
と
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
大
き
く
四
部
に
分
類
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
〈
思
想
的
基
盤
〉
の
枠
組
と
し
て
は
、
第
一
部
「
理
論
的

人
の
意
識
は
旧
弊
に
安
住
し
や
す
く
、
な
か
な
か
変
わ
ら
な
い
も
の
だ
。
し
か
し
生
き
方
の
変
更
を
求
め
ら
れ
る
よ
う
な
問
題
が
出

来
す
れ
ば
、
意
識
改
革
を
し
な
け
れ
ば
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
環
境
の
悪
化
が
叫
ば
れ
れ
ば
、
そ
の
原
因
を
除
去
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
の
原
因
除
去
の
技
術
的
万
策
を
識
ず
る
前
に
、
あ
る
い
は
並
行
し
て
、
そ
う
し
た
原
因
を
も
た
ら
し
た
事
態
を
反
省
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
意
識
改
革
と
し
て
ど
う
対
処
す
べ
き
か
、
と
い
う
問
題
意
識
で
あ
る
。
そ
う
し
た
背
景
か
ら
川
た
と

考
え
る
の
が
こ
こ
で
い
う
〈
思
想
的
基
盤
〉
で
あ
る
。
事
態
の
反
省
に
は
目
的
意
識
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
、
環
境
問
題
の
〈
思
想
的

埜
雛
〉
を
問
う
と
い
う
の
は
、
自
ず
か
ら
環
境
問
題
の
目
的
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
課
題
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
も
と
も
と

こ
う
し
た
反
省
の
上
に
立
っ
て
、
そ
の
思
想
的
基
盤
の
巻
察
と
い
う
課
題
を
も
っ
て
成
立
し
た
の
が
、
環
境
倫
理
学
、
エ
コ
フ
ィ
ロ
ソ

フ
ィ
ー
、
エ
コ
ェ
テ
ィ
カ
等
、
と
呼
ば
れ
る
新
し
い
分
野
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
は
思
想
的
聴
盤
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
そ
の
基
本
的
な
考
え
方
を
概
観
す
る
の
が
主
眼
で
あ
る
か
ら
、
い
ま
は
環
境
思
想

牛

成
立
の
歴
史
的
な
事
実
問
題
に
は
一
一
二
口
及
し
な
い
。

＊
環
境
思
想
成
立
の
歴
史
的
な
研
究
は
数
多
く
あ
る
。
管
見
の
か
ぎ
り
で
は
、
た
と
え
ば
文
献
（
４
）
で
は
、
環
境
問
題
に
関
わ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

自
然
観
の
伝
統
が
、
東
洋
思
想
と
の
比
較
研
究
の
手
法
で
手
際
よ
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
文
献
（
Ⅱ
）
は
、
ア
メ
リ
カ
思
想
史
に
傾
く
が
、

「
自
然
の
権
利
」
思
想
の
歴
史
的
拡
大
の
状
況
が
的
確
に
概
観
さ
れ
て
い
る
。
文
献
（
旧
）
の
ｌ
は
、
こ
れ
ま
た
主
と
し
て
ア
メ
リ
カ
の
多
様
な
文

献
に
よ
る
翻
訳
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
（
前
者
の
別
の
論
文
も
含
む
）
で
あ
る
が
、
環
境
思
想
の
歴
史
的
出
現
の
さ
ま
が
鳥
勵
で
き
る
。
文
献
（
皿
）
で

は
、
と
く
に
第
一
章
で
一
「
環
境
倫
理
思
想
の
系
譜
」
が
簡
潔
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

Ａ
思
想
的
基
盤
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2３ 
枠
組
」
と
第
１
部
「
椛
利
・
義
務
・
珠
境
」
で
論
じ
ら
れ
る
問
題
を
吟
味
し
て
み
よ
う
。

＊
こ
の
苫
の
第
一
部
と
第
二
部
で
は
、
い
わ
ば
一
般
的
か
つ
理
論
的
な
問
題
群
が
あ
つ
か
わ
れ
、
第
１
部
「
社
会
正
義
と
瓜
境
」
と
第
四
部
「
現

代
の
デ
ィ
レ
ン
マ
」
で
は
、
む
し
ろ
具
体
的
か
つ
現
実
的
な
テ
ー
マ
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
と
考
え
、
こ
こ
で
は
前
者
を
〈
思
想
的
雄
盤
〉
の

範
囲
の
問
題
と
み
な
し
、
後
者
を
〈
現
象
対
策
〉
に
関
わ
る
問
題
と
み
な
し
て
検
討
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
後
者
に
つ
い
て
は
つ
ぎ
の
問
題
の
検

討
事
項
と
す
る
。

論
文
①
は
、
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
の
倫
理
と
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
・
功
利
主
義
の
倫
理
が
環
境
を
悪
化
さ
せ
た
と
い
い
、
人
間
以

外
の
世
界
に
対
す
る
人
間
の
義
務
に
焦
点
を
合
わ
せ
た
道
徳
原
理
を
確
立
す
べ
き
だ
と
説
く
。
論
文
②
は
、
そ
れ
に
対
す
る
編
著
者
自

身
に
よ
る
批
判
論
文
で
、
〈
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
の
倫
理
と
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
・
功
利
主
義
の
倫
理
Ⅱ
悪
者
〉
説
を
批
判
し
、
伝

来
の
倫
理
体
系
を
厳
守
し
な
い
か
ら
環
境
破
壊
を
招
く
の
だ
、
し
た
が
っ
て
新
し
い
倫
理
で
は
な
く
現
行
の
倫
理
を
も
っ
と
上
手
く
堅

持
す
べ
き
だ
と
主
張
す
る
。
結
論
と
し
て
、
功
利
主
義
的
倫
肌
剛
諭
の
復
権
に
よ
っ
て
将
来
の
川
代
の
利
維
を
保
幽
し
、
平
等
脱
義
的

倫
理
理
論
の
導
入
に
よ
っ
て
人
々
の
平
等
な
保
護
の
確
実
さ
を
損
な
う
よ
う
な
環
境
へ
の
危
害
を
一
切
禁
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と

ま
ず
、
第
一
部
「
理
論
的
枠
組
」
で
は
二
つ
の
テ
ー
マ
「
環
境
倫
理
学
は
必
要
か
」
と
「
環
境
に
関
す
る
も
う
一
つ
の
倫
理
学
」
が

展
開
さ
れ
、
前
者
で
は
二
つ
の
論
文
、
①
「
倫
即
か
便
宜
か
」
と
②
「
環
境
に
関
わ
る
貰
任
と
古
典
的
な
倫
理
理
論
」
が
、
後
者
で
は

二
つ
の
論
文
、
③
「
〈
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
ま
た
は
カ
ウ
ボ
ー
イ
倫
理
〉
と
〈
救
命
ポ
ー
ト
倫
理
〉
」
お
よ
び
④
「
宇
耐
船
倫
即
」
が
紹
介
さ

れ
る
。

論
文
③
と
④
は
、
編
著
者
に
よ
る
環
境
倫
理
学
の
基
本
的
な
考
え
方
の
提
示
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
こ
の
両
論
文
で
は
、
一
般
的
な

倫
理
モ
デ
ル
、
す
な
わ
ち
三
つ
の
主
要
な
環
境
倫
理
体
系
、
「
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
ま
た
は
カ
ウ
ボ
ー
イ
倫
理
」
「
救
命
ポ
ー
ト
倫
理
「
｜
「
宇

宙
船
倫
理
」
に
つ
い
て
の
紹
介
と
そ
の
検
討
・
評
価
が
な
さ
れ
る
。
「
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
ま
た
は
カ
ウ
ボ
ー
イ
倫
理
」
と
は
、
編
著
者
に

よ
れ
ば
、
伝
統
的
な
哲
学
理
論
と
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
に
ね
ざ
し
た
、
人
間
を
自
然
の
支
配
者
と
み
な
す
人
間
中
心
主
義
の
倫
理
理

論
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
考
え
方
が
科
学
至
止
樅
義
と
無
限
な
資
源
と
い
う
幻
想
を
唯
み
、
地
球
を
環
境
危
機
に
陥
ら
せ
た
。
そ
こ
で

い
〉
っ
。
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2４ 
そ
の
対
案
と
し
て
出
さ
れ
た
の
が
「
救
命
ポ
ー
ト
倫
理
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
地
球
は
い
わ
ば
さ
ま
ざ
ま
な
救
命
ポ
ー
ト
（
国
々
）
が

浮
か
ん
で
い
る
海
で
あ
る
か
ら
、
豊
か
な
国
が
生
き
残
る
た
め
に
は
、
強
制
的
な
人
口
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
、
共
有
の
資
源
の
管
理
、
厳
格

な
移
民
政
策
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
説
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
編
著
者
は
、
そ
も
そ
も
そ
の
前
提
が
疑
わ
し
い
し
、

配
分
的
正
義
の
観
点
か
ら
も
擁
護
で
き
な
い
と
い
う
。
す
な
わ
ち
〈
適
度
の
数
の
人
が
乗
船
し
て
い
る
ポ
ー
ト
Ⅱ
豊
か
な
国
〉
と
〈
極

端
に
混
ん
で
い
る
ポ
ー
ト
Ⅱ
貧
し
い
国
〉
の
間
に
は
配
分
に
関
し
て
完
全
な
正
義
の
実
現
は
不
可
能
で
、
豊
か
な
国
の
み
を
保
護
す
る

こ
と
に
な
る
か
ら
だ
。
し
た
が
っ
て
こ
の
考
え
方
で
は
、
公
平
、
配
分
的
正
義
、
民
主
主
義
的
決
定
、
生
き
残
る
こ
と
の
価
値
、
等
の

問
題
を
未
解
決
の
ま
ま
残
す
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
環
境
に
関
わ
る
第
三
の
枠
組
と
し
て
、
編
著
者
が
、
問
題
点
を
修
正
し
な
が
ら

も
、
推
奨
す
る
の
が
「
宇
宙
船
倫
理
」
で
あ
る
。
こ
の
モ
デ
ル
で
は
、
太
陽
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
イ
ン
プ
ッ
ト
に
依
存
し
な
が
ら
も
、
相
対

的
に
閉
じ
ら
れ
た
有
限
な
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
地
球
を
「
宇
宙
船
地
球
号
」
と
見
な
し
て
、
そ
の
存
続
を
考
え
る
よ
う
と
す
る
。
「
宇

宙
船
倫
理
」
の
提
唱
者
た
ち
は
、
も
と
も
と
人
類
と
自
然
の
福
利
は
と
も
に
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
だ
か
ら
、
他
方
を
徹
底
的
に

損
な
う
こ
と
な
し
に
は
い
ず
れ
か
一
方
に
優
越
性
を
与
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
主
張
す
る
が
、
編
著
者
は
こ
の
考
え
に
与
し
た

う
え
で
、
こ
の
理
論
は
、
前
二
者
の
モ
デ
ル
と
異
な
り
、
人
間
が
自
然
に
対
し
て
優
位
に
あ
る
こ
と
も
、
裕
福
な
救
命
ボ
ー
ト
の
乗
組

員
が
貧
し
い
救
命
ポ
ー
ト
の
乗
組
員
に
対
し
て
優
位
に
あ
る
こ
と
も
認
め
な
い
故
に
、
環
境
政
策
に
と
っ
て
有
効
な
モ
デ
ル
だ
と
い
う
・

編
著
者
に
よ
れ
ば
、
環
境
倫
理
の
論
争
の
核
心
に
は
、
資
源
の
枯
渇
や
汚
染
と
い
っ
た
物
質
的
な
問
題
の
解
決
だ
け
で
な
く
、
環
境
の

安
全
性
を
守
る
た
め
の
非
民
主
的
な
方
法
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
精
神
的
危
機
を
い
か
に
解
決
す
る
か
と
い
う
問
題
も
含
ま
れ
る
。

こ
う
し
て
、
環
境
危
機
が
も
つ
精
神
的
・
人
格
的
次
元
の
問
題
に
関
し
て
、
各
人
の
心
と
環
境
に
関
わ
る
習
慣
と
の
両
者
を
変
革
す
る

た
め
に
は
、
「
宇
宙
船
倫
理
」
に
そ
の
解
決
の
可
能
性
が
あ
る
、
と
結
論
さ
れ
る
。

＊
こ
こ
で
編
著
者
の
い
う
「
環
境
の
安
全
性
を
守
る
た
め
の
非
民
主
的
な
方
法
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
精
神
的
危
機
を
い
か
に
解
決
す
る
か
と

い
う
問
題
」
す
な
わ
ち
「
環
境
危
機
が
も
つ
精
神
的
・
人
格
的
次
元
の
問
題
」
に
関
し
て
「
各
人
の
心
と
環
境
に
関
わ
る
習
慣
と
の
両
者
を
変
革

す
る
た
め
」
に
は
環
境
に
関
す
る
目
的
と
し
て
の
〈
意
識
改
革
〉
が
必
要
で
あ
り
、
ま
さ
に
そ
れ
を
説
く
部
門
を
こ
こ
で
は
〈
思
想
的
基
盤
〉
と

名
づ
け
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
「
資
源
の
枯
渇
や
汚
染
と
い
っ
た
物
質
的
な
問
題
の
解
決
」
に
つ
い
て
は
手
段
と
し
て
の
〈
対
症
療

法
〉
が
必
要
で
、
そ
れ
を
考
え
る
部
門
を
こ
こ
で
は
〈
現
象
対
策
〉
と
規
定
し
た
。
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2５ 
つ
ぎ
に
第
二
部
「
権
利
・
義
務
・
環
境
」
で
は
、
五
つ
の
テ
ー
マ
が
あ
つ
か
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
’
「
未
来
世
代
の
権
利
」
、

２
「
自
然
物
の
権
利
」
、
３
「
動
物
の
権
利
」
、
４
「
住
み
よ
い
環
境
へ
の
権
利
」
、
５
「
消
費
制
限
の
義
務
」
で
あ
る
。

ｌ
「
未
来
世
代
の
権
利
」
で
は
、
基
本
的
に
は
未
来
世
代
の
権
利
を
認
め
る
立
場
に
立
つ
二
つ
の
論
文
を
と
り
あ
げ
る
。
た
だ
し
お

互
い
に
そ
の
論
点
が
異
な
る
。
論
文
①
「
未
来
世
代
に
対
す
る
道
徳
性
」
で
は
、
利
己
主
義
的
な
倫
理
の
観
点
か
ら
未
来
世
代
に
対
す

る
可
能
な
義
務
を
見
出
す
が
、
そ
の
義
務
を
社
会
契
約
論
的
に
基
礎
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
主
張
す
る
。
そ
う
し
て
未
来
世
代

に
対
す
る
義
務
を
、
も
っ
ぱ
ら
人
間
の
本
性
と
し
て
の
利
己
心
に
基
礎
づ
け
る
。
人
間
は
、
利
己
的
な
存
在
と
し
て
社
会
生
活
を
営
む

た
め
に
は
社
会
契
約
は
有
効
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
時
間
的
に
限
定
さ
れ
た
現
代
に
通
用
す
る
議
論
だ
か
ら
未
来
に
対
し
て
は
有

効
で
は
な
い
、
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
人
間
は
そ
の
本
性
上
未
来
を
志
向
し
、
意
思
決
定
と
は
、
現
代
人
が
未
来
に
お
け
る
結
果
と
い

う
観
点
か
ら
、
未
来
の
行
為
の
た
め
に
出
さ
れ
た
結
論
で
あ
っ
て
、
推
量
・
推
測
・
予
測
・
計
画
。
想
像
に
よ
っ
て
す
で
に
未
来
を
訪

れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
現
代
世
代
は
、
未
来
に
対
す
る
関
心
か
ら
、
利
得
を
手
に
入
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
編
著
者
自
身
に

よ
る
論
文
②
「
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
・
環
境
・
世
代
側
の
公
平
」
は
、
現
代
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
も
た
ら
し
た
永
続
的
な
灘
性
を
も
つ
産
物

（
有
機
化
学
物
質
、
核
分
裂
廃
棄
物
等
）
を
残
す
こ
と
は
未
来
世
代
へ
の
義
務
違
反
で
あ
る
、
と
い
う
観
点
か
ら
出
発
す
る
。
そ
う
し

て
未
来
世
代
に
対
し
て
私
た
ち
を
義
務
づ
け
る
社
会
契
約
を
肯
定
し
、
社
会
契
約
は
時
間
的
に
制
限
さ
れ
な
い
と
主
張
す
る
。
世
代
間

倫
理
の
社
会
契
約
の
前
提
と
し
て
、
世
代
〈
…
…
Ａ
ｌ
Ｂ
ｌ
Ｃ
ｌ
Ｄ
…
…
〉
で
は
、
世
代
Ａ
が
世
代
Ｂ
の
た
め
に
な
り
、
Ｂ
は
Ｃ
の
た

め
に
な
り
、
Ｃ
は
Ｄ
の
た
め
に
な
る
ｌ
と
い
う
図
式
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
。
さ
ら
に
こ
の
世
代
間
の
相
互
性
を
支
え
る
概
念
の
定

式
化
の
可
能
性
の
一
つ
を
、
日
本
語
の
「
恩
」
に
求
め
る
。
し
か
し
こ
の
論
文
で
は
、
未
来
世
代
の
権
利
を
認
め
た
場
合
の
問
題
点
を

二
点
指
摘
し
て
こ
う
い
う
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
未
来
の
す
べ
て
の
個
人
の
利
害
を
考
慮
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
し
、
そ
れ
を

満
た
す
こ
と
は
い
っ
そ
う
不
可
能
で
あ
る
。
第
二
に
、
現
に
生
存
し
て
い
る
人
々
の
権
利
、
こ
と
に
貧
困
者
や
市
民
権
を
も
た
な
い
人

た
ち
の
権
利
が
そ
れ
に
よ
っ
て
減
少
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
結
局
、
こ
の
問
題
の
完
全
な
解
決
策
は
な
い
が
、
現
在
か
未
釆
か
の
二

者
択
一
の
問
遡
で
は
な
い
こ
と
を
雛
認
し
て
、
優
先
権
の
問
題
と
し
て
調
瀧
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
結
論
さ
れ
る
。

２
「
自
然
物
の
権
利
」
は
、
二
つ
の
論
文
、
す
な
わ
ち
土
地
倫
理
の
必
要
性
を
説
く
も
の
と
、
む
し
ろ
中
立
の
立
場
か
ら
、
「
自
然
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2６ 
物
の
権
利
」
の
可
能
性
と
条
件
作
り
が
考
察
さ
れ
る
論
文
と
か
ら
な
る
。
論
文
①
「
土
地
は
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
で
は
、
人
間

と
自
然
は
生
態
学
的
に
相
互
依
存
の
関
係
に
あ
る
か
ら
、
生
き
て
い
る
も
の
ば
か
り
か
、
水
や
土
の
よ
う
な
生
き
て
い
な
い
存
在
も
す

べ
て
平
等
で
あ
り
、
道
徳
的
、
法
的
権
利
の
保
有
者
と
し
て
も
平
等
で
あ
っ
て
、
私
た
ち
に
尊
重
さ
れ
る
価
値
を
も
つ
、
と
説
く
。
論

文
②
「
倫
理
と
自
然
物
の
権
利
」
は
編
著
者
の
も
の
で
、
自
然
物
の
権
利
を
認
め
る
た
め
の
根
拠
を
、
「
人
間
の
福
祉
」
と
「
生
態
系

全
体
の
利
益
」
と
い
う
一
一
つ
の
観
点
か
ら
そ
の
可
能
性
を
論
じ
て
、
自
然
物
の
権
利
を
認
め
る
こ
と
に
関
す
る
哲
学
的
な
問
題
点
と
実

際
上
の
問
題
点
を
考
察
す
る
。
結
論
と
し
て
、
こ
の
問
題
は
「
地
に
満
ち
て
地
を
従
わ
せ
よ
」
（
『
創
世
記
一
一
・
二
八
）
と
「
火
を
兄
弟

と
し
て
水
を
姉
妹
と
し
て
受
け
入
れ
よ
」
（
ア
ッ
シ
ジ
の
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
）
の
選
択
問
題
だ
と
説
き
、
自
然
を
制
服
す
る
の
で
は
な
く
、

自
然
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
希
望
を
も
と
う
、
と
い
う
。

３
「
動
物
の
権
利
」
で
は
、
動
物
の
権
利
を
認
め
る
か
否
か
と
い
う
論
争
点
を
も
っ
た
二
つ
の
論
文
が
検
討
さ
れ
る
。
論
文
①
「
動

物
の
解
放
」
で
は
、
椛
利
は
存
在
者
間
の
事
実
的
な
平
等
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
道
徳
的
平
等
に
も
と
づ
く
、
と
い
う
観
点
か
ら
、
人

間
も
他
の
動
物
も
苦
術
を
感
じ
る
能
力
が
あ
る
以
上
、
向
背
と
も
に
等
し
く
認
め
ら
れ
る
べ
き
利
諜
が
あ
る
と
主
振
す
る
。
そ
の
論
拠

と
し
て
、
ベ
ン
サ
ム
の
「
平
等
の
根
拠
は
、
理
性
が
あ
る
と
か
高
綺
能
力
が
あ
る
と
か
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
苫
術
を
感
じ
る
こ
と
が

で
き
る
と
こ
ろ
に
あ
る
」
と
い
う
所
論
が
引
か
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
論
文
②
「
〈
動
物
の
解
放
〉
に
対
す
る
一
つ
の
批
判
」
で
は
、

権
利
を
決
定
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
、
道
徳
的
な
平
等
だ
け
を
考
慮
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
躯
実
的
な
要
件
も
大
い
に
関
係
が
あ
る
か

ら
、
動
物
に
も
人
間
の
利
害
と
同
等
の
権
利
が
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
は
無
意
味
で
あ
る
、
と
い
う
。
そ
の
論
拠
と
し
て
、
人
間
が
生

態
系
の
一
員
な
ら
、
そ
の
食
物
連
鎖
シ
ス
テ
ム
の
一
環
と
し
て
、
植
物
だ
け
で
な
く
動
物
の
肉
も
捕
食
す
る
存
在
で
あ
る
こ
と
は
否
定

で
き
な
い
と
い
う
事
実
を
あ
げ
る
。
た
だ
し
、
編
著
者
に
よ
れ
ば
、
動
物
に
関
わ
る
人
間
の
義
務
が
無
視
さ
れ
が
ち
で
あ
り
、
人
間
が

多
く
の
過
ち
を
犯
し
て
き
た
動
物
の
権
利
に
つ
い
て
、
検
討
し
見
直
す
こ
と
は
重
要
で
あ
る
、
と
確
認
し
て
い
る
点
で
両
者
は
一
致
し

４
「
住
み
よ
い
環
境
へ
の
権
利
」
で
は
、
論
文
①
「
エ
コ
ロ
ジ
ー
と
権
利
」
と
論
文
②
「
自
由
・
誠
実
・
友
愛
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」

に
論
争
さ
せ
る
。
論
文
①
は
、
私
た
ち
に
は
住
み
や
す
い
環
境
に
対
す
る
権
利
が
存
在
す
る
と
主
張
し
、
そ
れ
に
伴
う
哲
学
的
難
点
に

て
い
る
。
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2７ 
言
及
し
な
が
ら
も
、
そ
の
論
拠
と
し
て
、
こ
う
し
た
権
利
は
人
が
自
ら
の
人
間
的
能
力
を
実
現
す
る
た
め
に
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
点

を
あ
げ
る
。
し
か
し
現
在
の
と
こ
ろ
、
住
み
や
す
い
環
境
へ
の
権
利
は
人
権
と
み
な
さ
れ
て
は
い
て
も
、
広
く
法
的
な
権
利
が
あ
る
と

認
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
留
保
を
つ
け
な
が
ら
も
、
環
境
の
危
機
に
よ
っ
て
私
た
ち
は
、
こ
れ
ま
で
人
間
の
基
本
的
権
利

と
さ
れ
て
き
た
も
の
の
一
部
を
否
定
す
る
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
の
権
利
を
制
限
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
る
、
と
結
論
す
る
。
そ
し
て

同
時
に
、
そ
れ
ら
の
権
利
を
具
体
化
し
て
い
る
諸
制
度
を
作
り
替
え
る
時
期
に
き
て
い
る
、
と
い
う
。
そ
れ
に
対
し
て
論
文
②
は
、
多

く
の
法
廷
で
争
わ
れ
た
裁
判
の
事
例
を
あ
げ
な
が
ら
、
こ
の
権
利
が
法
的
に
有
し
て
い
る
様
々
な
側
面
は
、
論
文
①
が
示
唆
す
る
ほ
ど

単
純
な
も
の
で
は
な
い
、
と
主
張
す
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
ど
ん
な
事
例
に
お
い
て
も
、
そ
う
し
た
権
利
が
侵
害
さ
れ
た
と
か
、
保
護

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
立
証
す
る
の
は
困
難
で
あ
り
、
こ
の
困
難
の
根
底
に
あ
る
の
は
、
環
境
に
関
す
る
財
と
害
悪
と

が
絡
ま
り
あ
っ
て
複
合
的
性
格
を
も
っ
て
い
る
点
に
あ
る
、
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
理
論
的
に
い
っ
て
も
実
効
性
の
う
え
か
ら
い
っ

て
も
、
環
境
に
関
す
る
権
利
と
個
人
の
自
由
の
ど
ち
ら
が
よ
り
高
い
倫
理
的
規
範
あ
る
い
は
よ
り
大
き
な
善
を
意
味
す
る
か
に
つ
い
て

評
価
を
下
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
、
と
結
論
さ
れ
る
。
こ
の
テ
ー
マ
に
お
け
る
こ
う
し
た
対
立
は
、
論
者
の
肩
書
き
ど
お
り
、
哲
学
と

法
律
学
と
の
論
争
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
哲
学
者
は
有
る
べ
き
理
想
を
語
り
、
法
律
学
者
は
、
現
行
の
法
律
と
そ
れ
に
よ
る
判

例
か
ら
離
れ
ず
に
、
有
る
現
実
を
直
視
す
る
こ
と
に
専
念
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
だ
。

５
「
消
費
制
限
の
義
務
」
は
、
消
費
制
限
は
不
必
要
あ
る
い
は
現
行
の
ま
ま
で
可
、
と
す
る
二
つ
の
論
文
と
、
そ
れ
に
反
対
す
る
編

（
３
）
 

著
者
の
論
文
の
一
二
点
か
ら
な
る
。
論
文
①
「
資
源
枯
渇
に
関
す
る
一
経
済
学
者
の
見
解
」
は
、
Ｍ
Ｉ
Ｔ
リ
ポ
ー
ト
「
成
長
の
限
界
』
に

反
論
し
、
多
く
の
資
源
に
は
不
足
が
生
じ
な
い
こ
と
、
希
少
な
物
質
に
は
将
来
新
し
い
代
替
物
が
見
川
さ
れ
る
こ
と
、
合
衆
国
式
消
費

パ
タ
ー
ン
が
貧
し
い
国
々
に
と
っ
て
有
益
で
あ
る
こ
と
、
等
を
主
張
す
る
。
論
文
②
「
質
素
・
浪
費
・
必
要
」
は
、
前
論
文
と
同
様
に
、

資
源
消
費
の
現
行
の
パ
タ
ー
ン
が
望
ま
し
い
と
主
張
し
そ
の
理
由
を
提
示
す
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
市
場
は
、
価
格
と
商
品
蔵
を
制
御

す
る
機
能
を
も
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
希
少
な
資
源
を
配
分
す
る
最
も
効
率
的
な
手
段
と
最
も
望
ま
し
い
方
法
が
も
た
ら
さ
れ
る

と
い
う
。
こ
れ
ら
は
い
わ
ば
自
由
主
義
経
済
市
場
シ
ス
テ
ム
の
完
全
な
容
認
で
あ
る
。
論
文
③
「
自
発
的
に
質
素
に
す
る
こ
と
と
消
費

を
制
限
す
る
義
務
」
は
、
こ
の
両
論
文
に
反
対
し
て
、
資
源
消
費
を
将
来
制
限
し
な
け
れ
ば
、
地
球
規
模
の
環
境
危
機
と
政
治
危
機
が
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2８ 

以
上
、
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
Ⅲ
フ
レ
チ
ェ
ッ
ト
が
第
一
部
と
第
二
部
で
論
じ
た
と
こ
ろ
を
〈
思
想
的
基
盤
〉
と
し
て
そ
の
要
旨
に
よ
っ
て

再
構
成
し
て
み
た
が
、
強
い
て
い
え
ば
、
前
者
は
総
論
、
後
者
は
各
論
の
色
彩
が
濃
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
う
し
た
思
想
的
基
雛
を
広
範
に
検
討
し
さ
ら
に
簡
潔
に
整
理
し
た
の
が
、
加
藤
尚
鈍
の
説
で
あ
る
・
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
環
境
倫
理

学
に
は
一
一
一
つ
の
基
本
主
張
が
あ
る
と
い
い
、
お
お
よ
そ
つ
ぎ
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

Ⅲ
「
自
然
の
生
存
権
の
問
題
」
人
間
だ
け
で
な
く
、
生
物
の
種
、
生
態
系
、
景
観
な
ど
に
も
生
存
の
権
利
が
あ
る
の
で
、
勝
手
に

そ
れ
を
否
定
し
て
は
な
ら
な
い
。
１
１
１
人
間
だ
け
に
生
存
権
が
あ
り
、
自
然
物
に
生
存
権
が
な
い
と
す
る
と
、
人
間
の
生
存
を
守
る
と

い
う
理
由
が
あ
れ
ば
、
結
局
は
自
然
破
壊
が
正
当
化
さ
れ
て
し
ま
う
。
人
間
に
は
他
の
生
物
よ
り
も
生
存
の
優
先
権
が
あ
る
と
い
う
人

間
優
先
主
義
を
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②
「
世
代
間
倫
理
の
問
題
」
現
代
世
代
は
、
未
来
世
代
の
生
存
可
能
性
に
対
し
て
責
任
が
あ
る
。
１
環
境
を
破
壊
し
、
資
源
を

枯
渇
さ
せ
る
と
い
う
行
為
は
、
現
代
世
代
が
加
害
者
に
な
っ
て
未
来
世
代
が
被
害
者
に
な
る
と
い
う
榊
造
を
も
っ
て
い
る
。
加
寄
者
と

被
害
者
が
世
代
に
ま
た
が
る
時
間
差
を
も
っ
て
い
る
。

③
「
地
球
余
体
主
義
」
地
球
の
囎
鱸
系
は
開
い
た
宇
術
で
は
な
く
て
閉
じ
た
世
界
で
あ
る
。
ｌ
こ
の
剛
じ
た
世
界
で
は
、
利
用

可
能
な
物
質
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
総
量
は
有
限
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
生
存
可
能
性
の
保
証
に
優
先
権
が
あ
る
。
し
か
も
、
つ
ぎ
の
世
代

に
選
択
の
形
を
与
え
る
の
で
は
な
く
、
現
実
の
選
択
可
能
性
を
保
証
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
す
る
と
、
こ
の
原
則
を
守
る
た
め
に
、

他
の
価
値
を
犠
牲
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
配
分
の
問
題
が
正
義
に
と
っ
て
根
本
の
問
題
と
な
る
。

こ
の
書
は
、
こ
れ
ら
の
基
本
主
張
を
柱
に
、
そ
れ
ぞ
れ
に
ま
つ
わ
る
問
題
点
を
解
説
し
な
が
ら
、
環
境
倫
理
学
に
簡
潔
な
展
望
を
与

》
え
て
い
る
。

と
が
提
案
さ
れ
る
。

や
っ
て
く
る
だ
ろ
う
と
警
告
す
る
。
そ
の
論
拠
と
し
て
、
そ
う
し
た
制
限
に
よ
っ
て
世
界
資
源
の
分
配
の
公
平
が
実
現
す
る
こ
と
、
さ

ら
に
個
人
レ
ヴ
ェ
ル
で
は
、
見
せ
び
ら
か
し
の
消
費
の
状
況
か
ら
個
人
を
解
放
し
て
く
れ
る
こ
と
、
を
あ
げ
る
。
そ
う
し
て
消
費
を
制

限
す
る
こ
と
で
精
神
の
成
長
が
助
け
ら
れ
る
と
い
う
主
張
に
与
し
て
、
自
発
的
な
単
純
さ
あ
る
い
は
質
素
に
も
と
づ
く
倫
理
に
従
う
こ
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2９ 

Ｂ
現
象
対
策

意
識
改
革
と
し
て
の
〈
思
想
的
基
盤
〉
に
呼
応
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
具
体
的
な
方
策
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
状
況
を
み
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
が
、
そ
の
面
を
こ
こ
で
は
〈
現
象
対
策
〉
の
理
論
と
し
て
検
討
す
る
。
目
的
が
定
ま
れ
ば
、
そ
の
た
め
の
手
段
を
考
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
つ
い
で
「
手
段
の
説
」
と
し
て
の
基
本
的
な
考
え
方
を
整
理
し
て
み
よ
う
。
そ
う
し
た
枠
組
に
入
れ
る
こ

と
の
で
き
る
文
献
は
数
多
く
出
版
さ
れ
て
い
て
応
接
に
暇
が
な
い
ほ
ど
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
一
例
と
し
て
、
す
で
に
前
項
で
述

べ
た
よ
う
に
、
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
Ⅲ
フ
レ
チ
ェ
ッ
ト
の
本
の
第
三
部
と
第
四
部
を
と
り
あ
げ
、
そ
れ
に
即
し
て
ま
と
め
て
み
る
。

ま
ず
第
三
部
「
社
会
正
義
と
環
境
一
で
は
、
一
づ
の
テ
ー
マ
「
環
境
対
経
済
」
と
「
環
境
対
貧
民
」
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
前
者
で

（
脈
）

さ
ら
に
間
瀬
啓
允
は
、
エ
コ
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ー
（
環
境
哲
学
）
の
主
要
な
課
題
を
「
第
一
に
、
人
間
と
自
然
を
一
一
元
論
的
に
理
解
し

よ
う
と
す
る
立
場
に
対
し
て
鋭
く
批
判
的
な
考
察
を
与
え
る
こ
と
で
あ
り
、
第
二
は
、
自
然
と
人
間
の
あ
い
だ
に
成
り
立
ち
う
る
倫
理

の
雅
礎
づ
け
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
」
と
い
っ
て
二
つ
に
整
理
し
、
そ
の
視
点
か
ら
さ
ら
に
赦
術
し
て
、
そ
の
城
本
的
な
考
え
方
を
一
一
．

点
に
ま
と
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち

Ⅲ
「
自
然
を
支
配
す
る
と
い
う
考
え
を
捨
て
て
、
自
然
と
の
共
生
と
い
う
考
え
に
転
ず
る
こ
と
」

②
「
自
然
に
お
け
る
生
命
の
位
置
を
見
定
め
て
、
全
体
に
エ
コ
シ
ス
テ
ム
的
な
考
え
に
転
じ
る
こ
と
」

③
「
質
を
重
ん
じ
る
生
活
、
金
で
は
買
え
な
い
非
物
質
的
な
価
値
を
尊
重
す
る
生
活
に
転
じ
る
こ
と
」

以
上
こ
こ
で
は
環
境
倫
理
学
に
お
け
る
〈
他
者
〉
の
範
囲
を
知
る
た
め
に
、
そ
の
基
本
的
な
考
え
方
の
い
く
つ
か
を
提
示
し
た
が
、

そ
れ
に
つ
い
て
の
考
察
は
の
ち
に
〈
三
〉
で
行
う
。

な
お
森
岡
正
博
は
、
加
藤
の
整
理
し
た
三
つ
の
主
張
に
ほ
ぼ
対
応
す
る
と
い
い
な
が
ら
、
環
境
倫
理
の
基
本
的
な
考
え
方
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
ま

と
め
る
。
「
Ｉ
「
川
有
限
な
地
球
環
境
の
も
と
で
人
類
が
生
き
て
ゆ
く
た
め
の
、
新
し
い
倫
理
が
必
要
で
あ
る
。
②
い
ま
樅
き
て
い
る
人
間
の
こ

と
だ
け
で
は
な
く
、
将
来
世
代
の
人
々
の
こ
と
ま
で
含
め
て
、
現
在
の
私
た
ち
の
行
動
を
決
め
て
ゆ
こ
う
（
世
代
間
倫
理
）
。
③
人
間
だ
け
で
な
く
、

動
物
や
植
物
な
ど
の
生
き
も
の
を
も
私
た
ち
の
一
員
と
し
て
配
慮
し
て
、
私
た
ち
の
行
動
を
決
め
て
ゆ
こ
う
（
人
間
非
中
心
主
義
）
」
（
文
献
肥
）
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3０ 
は
こ
っ
の
論
文
、
①
「
環
境
十
字
噸
に
は
敬
意
を
表
し
つ
つ
も
」
と
②
「
経
済
成
長
対
環
境
破
壊
の
倫
理
的
問
題
点
」
が
、
後
者
で
は

二
つ
の
論
文
、
③
「
エ
コ
ロ
ジ
ー
と
社
会
正
義
」
と
④
「
黒
人
の
エ
コ
ロ
ジ
ー
」
が
検
討
さ
れ
る
。

論
文
①
は
、
環
境
保
護
運
動
を
「
環
境
十
字
軍
の
。
ぐ
一
『
。
。
日
目
白
一
。
『
巨
如
目
の
」
と
名
づ
け
、
そ
れ
に
一
定
の
評
価
を
与
え
つ
つ
も
、

（
３
）
 

そ
の
行
き
過
ぎ
に
対
し
て
は
批
判
し
、
市
場
シ
ス
テ
ム
と
経
済
成
長
を
擁
護
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
垂
剛
文
②
は
、
『
成
長
の
限
界
』
を

論
拠
と
し
て
、
古
典
的
な
市
場
制
度
を
批
判
し
、
ゼ
ロ
成
長
シ
ス
テ
ム
を
主
張
す
る
。

熱
帯
雨
林
の
伐
採
の
よ
う
な
経
済
的
な
開
発
に
は
、
人
間
を
優
先
す
る
か
環
境
を
優
先
す
る
か
と
い
う
議
論
が
絡
む
が
、
そ
れ
に
は

必
然
的
に
経
済
的
な
弱
者
の
問
題
が
関
わ
っ
て
く
る
。
論
文
③
は
、
エ
コ
ロ
ジ
ス
ト
の
立
場
を
擁
護
し
な
が
ら
、
環
境
に
対
す
る
関
心

は
貧
民
の
利
害
と
競
合
す
る
と
い
う
見
解
に
反
論
し
て
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
も
環
境
問
題
も
と
も
に
共
通
の
利
益
を
も
っ
て
い
る
と
生
娘

す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
論
文
④
は
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
を
黒
人
社
会
を
例
に
し
て
、
そ
の
利
害
と
環
境
保
繊
述
動
の
利
害
と
は
机
玩
に
矛

盾
し
て
い
る
、
と
い
う
。
両
者
に
共
通
な
問
題
は
、
環
境
汚
染
を
回
避
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
受
け
る
の
は
そ
の
利
益
だ
け
で
な
く
、
費

用
も
公
平
に
分
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
に
対
し
て
現
実
に
ど
の
よ
う
に
対
応
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

第
四
部
「
現
代
の
デ
ィ
レ
ン
マ
」
で
は
、
さ
ら
に
具
体
的
な
三
つ
の
テ
ー
マ
、
す
な
わ
ち
１
「
人
口
・
個
人
の
自
由
・
公
共
の
善
」
、

２
「
腱
薬
の
問
題
」
、
３
「
核
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
放
射
能
汚
染
」
が
論
じ
ら
れ
る
。

１
「
人
口
・
個
人
の
自
由
・
公
共
の
善
」
の
主
題
は
、
要
す
る
に
人
Ⅱ
問
題
で
あ
る
。
論
文
①
「
共
有
地
の
悲
劇
」
は
、
人
間
の
道

徳
性
は
行
為
と
そ
の
場
所
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
い
う
根
本
前
提
に
立
っ
て
、
地
球
を
行
為
の
場
所
と
し
て
の
有
限
な
「
共
有
地
」

に
た
と
え
、
地
球
が
有
限
で
あ
る
以
上
、
生
殖
に
関
す
る
個
人
の
目
川
は
、
環
境
を
維
持
し
よ
う
と
い
う
社
会
の
自
由
を
被
域
す
る
と

主
張
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
論
文
②
「
倫
理
と
人
口
制
限
」
は
、
権
利
は
社
会
的
目
標
あ
る
い
は
環
境
問
題
に
は
決
し
て
従
属
し
え

な
い
の
で
あ
り
、
生
殖
の
自
由
は
経
済
的
、
社
会
的
、
あ
る
い
は
人
口
学
的
な
効
用
に
優
先
す
る
よ
り
高
い
価
値
な
の
だ
、
と
反
論
す

ブ（》。２
「
農
薬
の
問
題
」
で
は
、
さ
ら
に
具
体
的
な
汚
染
問
題
に
関
す
る
二
つ
の
論
文
が
紹
介
さ
れ
る
。
論
文
①
「
農
薬
の
毒
性
と
発
ガ

ン
の
可
能
性
」
で
は
、
農
薬
の
動
物
に
対
す
る
発
ガ
ン
性
が
認
め
ら
れ
て
も
、
人
間
に
対
す
る
発
症
の
直
接
の
証
拠
が
な
い
か
ぎ
り
、
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3１ 
そ
の
農
薬
の
社
会
的
経
済
的
必
要
が
あ
れ
ば
、
当
の
農
薬
の
使
用
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
編
著
者
自
身

に
よ
る
論
文
②
團
鍵
の
議
性
ｌ
倫
理
学
的
な
展
望
」
は
、
前
者
の
方
法
論
的
お
よ
び
倫
理
的
根
拠
の
間
違
い
を
祷
繍
し
た
あ
と
で
、

農
薬
の
大
量
使
用
に
対
す
る
実
行
可
能
な
代
替
案
が
存
在
す
る
こ
と
、
農
薬
の
よ
う
な
化
学
薬
品
の
広
範
に
わ
た
る
使
用
は
、
医
学
的
、

農
業
的
あ
る
い
は
経
済
的
理
由
か
ら
も
不
必
要
で
あ
る
こ
と
、
の
二
点
を
論
証
す
る
。

３
「
核
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
放
射
能
汚
染
」
で
は
、
現
代
の
環
境
問
題
に
お
け
る
最
大
脅
威
で
あ
る
核
問
題
を
あ
つ
か
っ
て
い
る
。
論
文

①
「
原
子
力
が
健
康
に
お
よ
ぼ
す
危
険
」
は
、
原
子
力
発
電
所
が
受
け
入
れ
可
能
か
否
か
と
い
う
問
題
は
、
ほ
と
ん
ど
技
術
的
な
問
題

だ
と
し
、
原
発
に
よ
っ
て
損
害
が
生
じ
る
確
率
と
火
力
発
電
所
か
ら
生
じ
る
危
険
と
を
比
較
し
た
う
え
で
、
原
子
力
の
リ
ス
ク
は
受
け

入
れ
可
能
だ
と
主
張
す
る
。
他
方
、
論
文
②
「
原
子
力
は
単
な
る
技
術
問
題
か
」
は
、
そ
れ
に
対
し
て
真
っ
向
か
ら
反
対
し
、
核
分
裂

の
問
題
は
、
本
質
的
に
政
治
的
、
制
度
的
、
道
徳
的
な
問
題
で
あ
っ
て
、
科
学
的
、
技
術
的
な
問
題
で
は
な
い
と
論
じ
る
。
そ
う
し
て

原
子
力
が
火
力
に
よ
る
発
電
よ
り
も
安
全
で
安
上
が
り
だ
と
み
な
さ
れ
て
い
る
の
は
、
政
府
が
原
子
力
に
莫
大
な
援
助
を
行
っ
た
り
、

そ
れ
が
健
康
に
お
よ
ぼ
す
多
大
な
影
響
を
無
視
し
て
き
た
か
ら
に
す
ぎ
な
い
、
と
結
論
す
る
。

な
お
、
〈
現
象
対
策
〉
に
関
し
て
、
も
う
一
つ
の
基
本
的
な
考
え
方
を
補
足
し
て
お
こ
う
。
ド
イ
ツ
に
お
け
る
環
境
問
題
へ
の
取
り
組
み
の
柵

図
に
つ
い
て
、
竹
内
恒
夫
（
環
境
庁
環
境
保
全
活
動
推
進
室
）
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
報
告
し
て
い
る
（
法
政
大
学
学
生
サ
ー
ク
ル
《
ド
イ
ツ
文
化
の

集
い
》
・
第
一
教
養
部
・
学
生
部
主
催
〈
ド
イ
ツ
文
化
講
座
〉
｜
ド
イ
ツ
人
の
エ
コ
ロ
ジ
ー
」
、
一
九
九
七
年
四
月
二
ｈ
日
。
た
だ
し
、
そ
の
と
き

劉
会
者
を
つ
と
め
た
筆
者
の
筆
紀
録
に
よ
る
た
め
に
、
正
確
さ
を
保
証
す
る
こ
と
隣
で
き
な
い
こ
と
を
付
拙
し
、
参
考
に
と
ど
め
る
）
。
‐
川

エ
コ
右
派
ｌ
環
境
悪
化
の
原
因
を
経
済
活
動
と
み
な
し
、
そ
れ
を
制
限
す
る
、
も
し
く
は
や
め
さ
せ
る
。
市
民
は
禁
欲
に
徹
す
る
。
②
エ
コ
中
道

ｌ
技
術
で
処
理
す
る
。
た
と
え
ば
車
の
排
ガ
ス
規
制
や
交
通
体
系
の
改
革
、
等
。
③
エ
ゴ
左
派
ｌ
持
続
可
能
な
開
発
を
め
ざ
す
。
社
会
・
経
済
機

構
を
環
境
に
合
っ
た
シ
ス
テ
ム
に
変
え
る
。

人
間
の
住
環
境
の
悪
化
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
そ
の
状
況
を
的
確
に
把
握
し
て
反
省
し
、
意
識
改
革
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ

の
た
め
に
〈
思
想
的
基
盤
〉
の
吟
味
を
と
お
し
て
そ
も
そ
も
の
目
的
を
確
認
す
る
作
業
を
欠
か
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
こ
う
し

た
理
論
面
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
実
践
面
す
な
わ
ち
〈
現
象
対
策
〉
の
面
で
具
体
的
に
考
察
し
な
け
れ
ば
完
結
し
な
い
と
い
う
の
が
、
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3２ 

と
い
う
流
れ
に
図
式
化
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
③
の
〈
他
者
〉
と
し
て
の
「
自
然
」
に
は
、
前
二
段
階
の
「
人
間
」
と

人
の
倫
理
的
な
関
わ
り
の
対
象
を
〈
他
者
〉
と
み
な
し
、
そ
れ
が
徐
々
に
広
が
っ
て
い
く
状
況
を
吟
味
し
て
く
る
と
、
そ
の
〈
他
者
〉
に

（
Ⅱ
〉

自
己
が
巻
き
込
ま
れ
、
取
り
込
ま
れ
て
い
く
経
過
が
み
え
て
く
る
。
鬼
頭
秀
一
は
環
境
倫
理
学
の
枠
組
の
変
遷
を
、
「
人
間
中
心
主
義

シ
コ
ヨ
『
ｏ
己
Ｏ
Ｂ
ロ
ヨ
⑪
ョ
」
か
ら
「
生
命
中
心
主
義
囚
・
８
コ
（
『
一
⑩
日
」
を
経
て
「
生
態
系
中
心
主
義
向
Ｂ
Ｃ
の
。
（
「
】
⑫
ョ
」
へ
と
移
行
す
る
流

れ
に
集
約
し
た
。
こ
の
経
過
を
、
対
立
す
る
〈
他
者
〉
か
ら
自
己
を
含
ん
だ
〈
他
者
〉
へ
の
変
遷
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、

そ
の
過
程
は

こ
の
部
門
す
な
わ
ち
「
環
境
倫
理
学
」
の
特
性
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
う
し
た
不
都
合
な
結
果
を
も
た
ら
し
た
原
因
を
探
り

そ
れ
を
除
去
す
る
方
法
を
識
ず
る
面
を
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
環
境
悪
化
に
関
す
る
因
果
の
絡
み
合
い
を
解
き

ほ
ぐ
し
て
、
そ
の
原
因
を
除
去
す
る
具
体
的
な
方
策
を
見
出
す
た
め
に
、
直
接
に
技
術
開
発
の
面
で
関
わ
る
の
が
科
学
で
あ
る
が
、

そ
れ
を
実
際
に
適
用
し
た
場
合
の
効
果
あ
る
い
は
問
題
点
を
考
え
る
た
め
に
は
、
法
律
、
経
済
、
経
営
、
行
政
、
国
際
政
治
、
等
の
関

与
が
不
可
欠
で
あ
る
。
前
者
を
ハ
ー
ド
面
、
後
者
を
ソ
フ
ト
面
に
た
と
え
れ
ば
、
両
者
は
〈
現
象
対
策
〉
の
両
輪
と
み
る
こ
と
が
で
き

る
。
〈
現
象
対
策
〉
の
項
で
検
討
し
た
諸
論
文
は
、
み
な
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

以
上
「
環
境
倫
理
学
」
の
構
図
を
概
観
す
る
た
め
に
、
〈
他
者
〉
の
性
格
な
い
し
は
範
囲
に
よ
っ
て
そ
の
大
枠
を
二
つ
に
分
け
て
検

討
し
て
き
た
が
、
狭
義
に
は
Ａ
を
環
境
倫
理
学
と
い
い
、
Ｂ
は
具
体
的
な
環
境
問
題
で
あ
る
が
、
広
義
に
考
え
れ
ば
Ｂ
も
環
境
倫
理
学

に
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
環
境
と
は
本
質
的
に
人
間
の
生
き
方
に
関
わ
る
こ
と
だ
か
ら

で
あ
る
。

Ⅲ
〈
自
己
対
他
者
・
人
間
〉
ｌ
②
〈
自
己
対
他
者
・
生
物
〉
ｌ
③
〈
自
己
対
他
者
・
自
然
〉

Ｕ■■■■ 

■■■■ 

￣ 
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3３ 

し
た
が
っ
て
新
し
い
道
徳
性
は
、
行
為
が
対
人
の
側
面
だ
け
で
抽
象
さ
れ
る
の
で
は
な
く
て
、
そ
れ
と
そ
の
場
所
に
よ
っ
て
決
定
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
Ｇ
・
ハ
ー
デ
ィ
ン
が
Ｊ
・
フ
レ
ッ
チ
ャ
ー
の
著
書
か
ら
引
用
す
る
文
言
、
「
あ
る
行
為
の
道

徳
性
は
、
そ
の
行
為
が
行
わ
れ
た
時
点
に
お
け
る
シ
ス
テ
ム
の
関
数
で
あ
る
」
が
的
確
に
い
い
表
し
て
い
る
（
文
献
（
、
）
。
本
論
〈
一
一
〉

の
Ｂ
の
枠
内
で
検
討
し
た
論
文
一
共
有
地
の
悲
劇
」
）
。
そ
れ
を
敷
術
し
て
彼
は
い
う
、
行
為
の
道
徳
性
は
そ
の
行
為
の
置
か
れ
て
い
る
シ
ス

テ
ム
全
体
を
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
行
為
を
写
し
た
写
真
か
ら
は
、
い
い
か
え
れ
ば
行
為
の
一
部

分
を
切
り
取
っ
た
場
面
か
ら
は
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
。
さ
ら
に
「
百
間
は
一
見
に
如
か
ず
」
と
い
う
諺
を
取
り
上
げ
て
、

そ
の
二
見
」
の
正
し
さ
を
証
明
す
る
た
め
に
は
一
〃
言
を
要
す
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
。
そ
う
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
結
論
づ
け
る
。

｜
「
生
物
」
が
含
ま
れ
、
そ
の
意
味
で
の
自
然
が
「
環
境
」
を
形
成
す
る
。
こ
の
段
階
の
「
人
間
」
は
、
川
の
単
な
る
〈
他
者
・
人
間
〉

す
な
わ
ち
他
人
と
し
て
の
人
間
で
は
な
く
、
自
己
を
も
取
り
込
ん
だ
人
間
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
③
の
段
階
の
〈
他
者
〉
へ
の
は
た
ら

き
か
け
に
は
、
自
己
が
自
己
に
関
与
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
が
出
来
す
る
。
そ
れ
を
こ
こ
で
は
、
自
己
が
自
己
に
言
及
す
る
構
造
、

す
な
わ
ち
〈
自
己
言
及
性
〉
の
視
点
と
考
え
る
。
自
己
言
及
と
は
、
自
己
内
観
照
と
し
て
の
反
省
で
は
な
く
、
自
己
を
い
っ
た
ん
環
境

の
中
に
置
い
て
、
そ
こ
に
自
己
を
投
げ
出
し
て
自
ら
の
他
と
の
相
互
交
渉
の
さ
ま
を
見
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
〈
自
己
投
影
〉
で
あ
る
。

＊
こ
こ
で
い
う
〈
自
己
言
及
性
〉
と
は
、
現
代
思
想
に
共
通
な
認
識
Ⅲ
実
践
基
盤
と
み
な
す
こ
と
の
で
き
る
新
た
な
視
点
で
あ
る
が
、
そ
の
一
般

的
な
意
義
・
構
造
に
つ
い
て
は
、
「
知
の
枠
組
転
換
の
た
め
に
」
と
副
題
を
付
け
て
、
す
で
に
広
範
に
わ
た
っ
て
や
や
詳
し
く
考
察
し
た
（
「
〈
自

己
言
及
性
〉
試
論
」
『
法
政
大
学
教
養
部
紀
要
」
第
九
三
号
、
一
九
九
五
年
）
。

そ
れ
に
即
し
て
考
え
れ
ば
、
従
来
の
倫
理
学
の
視
点
は
、
時
空
を
超
越
し
た
「
ｌ
漱
石
が
嘆
息
し
た
よ
う
な
１
１
純
粋
な
人
間
関
係

の
議
論
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
そ
こ
に
は
、
比
〈
時
的
観
点
と
共
通
空
間
、
す
な
わ
ち
生
活
の
場
所
と
い
う
視
点
が
な

い
。
要
す
る
に
、
人
間
対
人
間
と
い
う
二
次
元
の
視
点
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
新
し
い
枠
組
は
、
時
間
と
空
間
を
導
入
し
た
三
次
血

の
観
点
を
と
る
。
す
な
わ
ち
人
と
人
と
の
間
の
関
係
の
中
に
時
間
・
空
間
、
い
い
か
え
れ
ば
場
所
、
あ
る
い
は
具
体
的
に
は
側
然
、
さ

ら
に
具
体
的
に
は
環
境
を
介
入
さ
せ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
必
然
的
に
生
じ
さ
せ
る
視
点
を
こ
こ
で
は
〈
自
己
言
及
性
〉
と
規
定
し
た

の
で
あ
る
。
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こ
う
し
て
新
し
い
道
徳
性
は
、
カ
ン
ト
の
道
徳
的
命
法
に
即
し
て
い
え
ば
、
仮
言
命
法
の
性
格
を
お
び
る
こ
と
に
な
る
。
た
し
か
に

そ
の
立
場
を
擁
護
す
る
側
か
ら
は
、
ひ
い
て
は
一
般
に
現
代
倫
理
学
の
立
場
、
あ
る
い
は
こ
と
に
メ
タ
倫
理
学
の
立
場
か
ら
も
、
と
か

（
汀
）

く
カ
ン
ト
の
定
一
一
一
［
命
法
は
評
判
が
悪
い
。
い
ま
は
環
境
倫
理
に
か
ぎ
っ
て
い
え
ば
、
た
と
え
ば
間
瀬
啓
允
は
、
人
間
中
心
主
義
倫
理
の

こ
こ
で
い
う
「
〈
汝
…
…
す
る
な
か
れ
〉
と
い
う
伝
統
的
な
倫
理
的
命
令
」
は
従
来
の
規
範
倫
理
学
の
主
題
で
あ
る
。
こ
の
引
用
文

で
は
名
指
さ
れ
て
は
い
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
そ
の
倫
理
学
の
典
型
と
し
て
カ
ン
ト
の
定
言
命
法
に
代
表
さ
せ
て
み
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
「
行
為
の
道
徳
性
は
そ
の
行
為
の
置
か
れ
て
い
る
シ
ス
テ
ム
全
体
を
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
」

と
は
、
カ
ン
ト
の
い
う
仮
言
命
法
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
定
言
命
法
は
「
私
は
…
…
す
べ
き
で
あ
る
」
と
端
的
に
、
無
条
件
に
命

令
す
る
の
に
対
し
て
、
仮
言
命
法
と
は
、
「
も
し
」
と
い
う
先
行
条
件
を
も
ち
、
「
も
し
私
が
こ
の
目
的
を
欲
す
る
な
ら
ば
、
私
は
…
…

を
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
一
般
的
な
形
式
を
も
つ
。
す
る
と
「
行
為
の
置
か
れ
て
い
る
シ
ス
テ
ム
全
体
を
把
握
す
る
こ
と
」
は
そ
の

行
為
の
条
件
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
、
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
行
為
の
道
徳
性
を
そ
の
場
所
の
な
か
で

判
定
す
る
と
い
う
の
は
、
そ
の
行
為
の
置
か
れ
て
い
る
条
件
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
そ
の
行
為
を
単
独
に
抽
象
し
て
み
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
「
ど
の
よ
う
な
条
件
の
も
と
で
な
ら
」
許
さ
れ
る
か
、
を
評
価
規
準

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

＊
カ
ン
ト
の
道
徳
的
命
法
の
議
論
は
錯
綜
し
て
い
て
、
一
読
し
て
分
か
り
に
く
い
面
が
あ
る
が
、
仮
言
命
法
と
定
言
命
法
の
意
義
、
お
よ
び
そ
の

相
互
関
係
、
そ
し
て
定
言
命
法
の
基
本
方
式
と
そ
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
の
諸
方
式
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
諸
説
を
勘
案
し
な
が
ら
詳

し
く
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
（
｜
「
カ
ン
ト
の
定
言
命
法
と
そ
の
諸
方
式
に
つ
い
て
」
「
法
政
大
学
教
養
部
紀
要
』
第
六
六
号
、
一
九
八
八
年
）
。

「
道
徳
性
が
シ
ス
テ
ム
に
影
響
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
の
倫
理
学
者
に
見
落
と
さ
れ
て
き
た
。
〈
汝
…
…

す
る
な
か
れ
〉
と
い
う
の
が
伝
統
的
な
倫
理
的
命
令
の
形
態
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
は
個
々
の
状
況
は
考
慮
さ
れ
な
い
。
私

た
ち
の
社
会
の
法
律
は
、
昔
か
ら
の
倫
理
学
の
パ
タ
ー
ン
を
踏
襲
し
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
複
雑
で
密
集
し
た
変
化
し
や
す
い
世

界
を
管
理
す
る
の
に
、
十
分
に
対
応
で
き
な
い
で
い
る
」
（
文
献
（
、
）
、
二
四
七
頁
、
訳
書
（
下
）
四
五
六
‐
七
頁
）
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3５ 
典
型
を
カ
ン
ト
の
定
言
命
法
、
こ
と
に
目
的
自
体
の
方
式
に
み
て
、
そ
れ
を
「
人
間
対
人
間
の
関
係
に
お
い
て
成
り
立
つ
人
格
倫
理
」

と
規
定
し
、
そ
れ
に
対
し
て
新
し
い
倫
理
の
立
場
、
す
な
わ
ち
「
対
自
然
に
関
す
る
人
間
の
責
任
倫
理
」
の
立
場
か
ら
は
そ
れ
を
越
え

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
カ
ン
ト
の
目
的
自
体
の
方
式
で
は
、
人
間
だ
け
が
手
段
と
し
て
で
は
な
く

目
的
と
し
て
あ
つ
か
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
が
、
新
し
い
倫
理
の
視
点
か
ら
は
、
人
間
以
外
の
も
の
も
人
間
の
目
的
の
単
な

る
手
段
で
は
な
く
て
そ
れ
自
体
目
的
と
し
て
あ
つ
か
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
、
人
間
中
心
の
「
目
的
の
国
」
と
い
う
カ
ン
ト
の
倫

理
学
説
は
さ
ら
に
拡
大
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

た
し
か
に
〈
人
間
中
心
主
義
↓
生
命
中
心
主
義
↓
生
態
系
中
心
主
義
〉
図
式
か
ら
み
れ
ば
、
全
体
と
し
て
人
間
非
中
心
主
義

へ
と
視
界
が
拡
張
し
て
い
く
過
程
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
む
し
ろ
表
面
的
な
現
象
面
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
〈
自
己

対
他
者
〉
図
式
に
読
み
か
え
て
み
れ
ば
、
〈
他
者
〉
が
ど
れ
だ
け
拡
張
さ
れ
よ
う
と
も
、
人
間
中
心
性
は
変
わ
ら
な
い
。
ど
の
段
階

の
〈
他
者
〉
に
も
、
つ
ね
に
人
間
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
し
て
最
終
段
階
③
の
、
人
間
と
生
物
を
含
ん
だ
高
次
の
自
然

と
し
て
の
〈
他
者
〉
に
よ
っ
て
〈
自
己
言
及
性
〉
の
視
点
が
う
ま
れ
る
経
緯
に
つ
い
て
は
す
で
に
考
察
し
た
が
、
こ
の
〈
自
己
言
及

性
〉
に
は
人
間
が
自
ら
を
向
こ
う
側
に
見
る
と
い
う
視
点
が
前
提
さ
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
こ
の
概
念
か
ら
は
必
然
的
に
人
間
巾
心

性
が
導
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
新
し
い
道
徳
性
の
観
点
か
ら
は
、
人
間
中
心
の
定
言
命
法
か
ら
人
間
非
中
心
の
仮
言
命
法
に
移
行
す
べ
き

だ
と
い
う
の
は
、
た
し
か
に
現
象
面
か
ら
は
そ
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
底
流
の
次
元
か
ら
み
れ
ば
、
そ
う
単
純
な
構
造
で

は
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
も
と
も
と
定
言
命
法
と
仮
言
命
法
と
は
二
者
択
一
に
関
わ
る
同
位
概
念
で
は
な
い
。
む
し
ろ
す
べ
て
の
道
徳

性
の
根
拠
が
定
言
命
法
と
し
て
方
式
化
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
仮
言
命
法
は
そ
れ
を
根
拠
に
し
て
成
り
立
つ
下
位
次
元
の
方
式
な
の
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
然
に
は
「
平
叙
形
」
と
し
て
の
自
然
法
則
が
あ
る
の
と
同
じ
く
、
道
徳
に
は
「
命
令
形
」
と
し
て
の
自
由
法
則

が
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
命
令
形
の
根
拠
を
定
言
命
法
に
込
め
た
の
で
あ
る
。
定
言
命
法
は
、
具
体
的
に
人
間
に
何
か
を
命
令
す
る

実
践
法
則
で
は
な
く
、
人
は
自
他
に
対
し
て
事
あ
る
ご
と
に
命
ず
る
が
、
そ
の
根
拠
は
何
か
と
い
う
課
題
に
対
す
る
解
答
と
し
て
説
か

れ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
仮
言
命
法
を
新
し
い
道
徳
性
、
す
な
わ
ち
人
間
非
中
心
の
原
理
と
み
な
す
な
ら
、
定
言
命
法
に
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６
 

３
い
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
現
象
面
で
は
な
く
、
そ
れ
を
支
え
る
本
質
面
か
ら
考
え
れ
ば
、
人
間
中
心
主
義
か
人
間
非
中
心
主
義
か
の
二
者
択
一

問
題
で
は
な
く
、
依
然
と
し
て
人
間
中
心
性
と
い
う
見
方
を
排
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
旧
来
の
単
純

（
９
）
 

な
人
間
中
心
主
義
で
は
な
い
。
佐
倉
統
に
よ
れ
ば
、
環
境
問
題
の
解
決
の
た
め
に
は
、
人
間
Ｌ
自
然
の
一
一
項
対
立
で
は
な
く
、
人
間
を

含
ん
だ
自
然
を
理
解
す
る
こ
と
と
、
同
時
に
、
人
間
の
中
に
自
然
（
人
間
の
中
の
環
境
、
す
な
わ
ち
遺
伝
子
）
が
含
ま
れ
て
い
る
状
況

を
も
考
慮
す
る
こ
と
が
重
要
だ
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
を
本
論
文
の
文
脈
で
解
釈
す
れ
ば
、
そ
こ
で
は
人
間
は
メ
タ
存
在
と
し
て
、

「
人
間
を
含
ん
だ
自
然
」
と
「
人
間
の
中
に
含
ま
れ
た
自
然
」
を
同
時
に
〈
自
己
言
及
〉
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
存
在
だ
、
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
意
味
で
、
環
境
問
題
は
あ
く
ま
で
も
人
間
中
心
主
義
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
佐
倉
に
与
し

て
い
え
ば
、
そ
れ
は
人
間
優
先
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
人
間
優
位
と
い
う
意
味
で
の
既
存
の
人
間
中
心
主
義
の
こ
と
で
は
な
い
。

ユ
ク
ス
キ
ュ
ル
は
「
環
境
世
界
」
と
い
う
概
念
を
提
唱
し
、
お
よ
そ
動
物
に
は
独
自
の
環
境
世
界
が
あ
り
、
同
じ
一
つ
の
対
象
物
で

（
烟
〉

も
そ
れ
ぞ
れ
の
動
物
の
体
制
に
よ
っ
て
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
知
覚
さ
れ
る
、
と
主
張
し
た
。
い
い
か
え
れ
ば
、
世
界
は
動
物
の
主
観
に

よ
っ
て
成
り
立
つ
、
と
い
う
議
論
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
世
界
は
、
唯
一
客
観
的
な
世
界
な
ど
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
動
物
が
、

ひ
い
て
は
生
物
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
種
の
体
制
に
即
し
て
、
自
ら
を
中
心
と
し
て
描
く
環
境
世
界
な
の
で
あ
る
。
ユ
ク
ス
キ
ュ
ル
に
よ
れ

ば
、
そ
れ
で
も
な
お
す
べ
て
を
包
括
し
て
い
る
客
観
的
な
宇
宙
と
い
う
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
こ
だ
わ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
た
だ
こ
の
よ

う
な
古
く
さ
い
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
助
け
を
借
り
る
ほ
う
が
、
お
互
い
に
話
が
通
じ
や
す
い
か
ら
と
い
う
だ
け
の
こ
と
、
な
の
で
あ
る
。

人
間
も
ま
た
同
様
に
、
世
界
の
描
き
手
と
し
て
、
た
だ
し
く
自
己
言
及
〉
す
る
存
在
と
し
て
、
自
然
と
自
己
を
も
含
む
自
ら
の
体
制
に

適
合
し
た
環
境
を
作
り
な
が
ら
そ
れ
に
関
与
す
る
の
で
あ
る
。
も
し
こ
れ
を
生
物
種
中
心
主
義
と
呼
ぶ
な
ら
、
人
間
非
中
心
主
義
の
概

念
は
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
陥
る
こ
と
に
な
る
。
人
間
も
ま
た
生
物
種
の
一
つ
だ
か
ら
だ
。
し
た
が
っ
て
、
人
間
の
い
な
い
「
環
境
」
（
環

境
世
界
）
と
い
う
の
は
無
意
味
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
人
間
中
心
主
義
を
排
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
も
そ
も
「
環
境
」
と
い

う
言
葉
そ
の
も
の
が
、
人
間
を
含
む
こ
と
を
前
提
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
考
え
を
敷
術
し
て
い
け
ば
、
「
自
然
の
権
利
」
も

替
え
て
そ
れ
を
採
用
せ
よ
と
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
の
根
底
に
そ
れ
が
成
り
立
つ
場
所
と
し
て
定
言
命
法
を
前
提
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
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3７ 
「
世
代
間
倫
理
」
も
「
地

釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

人
間
中
心
主
義
か
人
間
非
中
心
主
義
か
、
と
い
う
二
者
択
一
の
視
点
を
〈
自
己
対
他
者
〉
図
式
に
移
し
て
み
る
と
、
以
上
の
よ
う

な
新
し
い
展
望
が
開
け
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
論
拠
の
あ
ら
ま
し
を
考
え
て
み
た
。
最
後
の
〈
他
者
〉
に
は
人
間
と
他
の
生
物
を
包
括

し
た
生
態
系
全
体
、
す
な
わ
ち
自
然
が
含
ま
れ
、
そ
れ
が
環
境
を
形
成
す
る
。
こ
の
環
境
は
生
活
・
行
為
の
「
場
所
‐
｜
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
新
し
い
環
境
倫
理
学
は
〈
場
所
の
倫
理
学
〉
と
名
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

Ｃ
九
九
七
年
八
月
下
旬
脱
稿
）

＊
ユ
ク
ス
キ
ュ
ル
の
「
環
境
世
界
」
は
、
原
語
の
ド
イ
ツ
語
で
は
□
冒
三
の
戸
で
あ
る
。
こ
れ
は
い
ま
は
「
環
境
」
と
訳
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ

る
が
、
ユ
ク
ス
キ
ュ
ル
の
「
環
境
世
界
論
」
が
紹
介
さ
れ
た
頃
は
、
ま
だ
環
境
問
題
は
一
般
的
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
こ
の
よ
う
な
訳
語
が
当
て

ら
れ
た
。
い
ま
は
□
白
暑
の
←
ｓ
８
Ｚ
の
Ｂ
ｃ
Ｂ
署
の
旨
の
自
己
丙
》
ご
ヨ
ミ
の
一
ａ
六
○
コ
○
己
一
Ｐ
ご
ヨ
ミ
の
－
５
臣
山
砲
○
ぬ
一
六
な
ど
の
複
合
語
も
広
く
用
い
ら
れ
、

そ
れ
ぞ
れ
「
環
境
問
題
」
「
環
境
技
術
」
「
環
境
経
済
」
「
環
境
教
育
一
な
ど
と
訳
さ
れ
る
概
念
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
現
状
か
ら
い

え
ば
、
こ
れ
を
「
環
境
」
と
訳
し
、
環
境
問
題
の
「
環
境
」
と
同
じ
概
念
と
み
な
し
て
何
の
不
都
合
も
な
い
。
そ
う
し
た
文
脈
か
ら
す
れ
ば
、
ユ
ク

ス
キ
ュ
ル
を
環
境
問
題
を
取
り
上
げ
た
先
駆
者
の
一
人
に
数
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（
１
）
Ｆ
の
。
□
○
一
□
・
缶
｝
。
。
』
の
国
司
＆
（
ご
瞠
誌
ご
●
喧
澤
』
弓
ミ
ョ
自
負
の
弄
量
貝
香
鴎
帛
｛
電
⑤
色
菖
＆
『
琴
③
愚
」
程
①
》
ご
ゴ
》
。
※
（
Ｃ
ａ
ご
曰
く
国
砿
一
口
勺
円
の
膀
亨
室
の
鋲
『
邑
○
門
戸
・

新
島
義
昭
訳
「
野
性
の
う
た
が
聞
こ
え
る
』
’
九
八
六
年
、
森
林
書
房

（
２
）
○
胃
鰯
・
房
詞
凹
ロ
ゴ
①
一
出
曽
員
忽
軋
菖
Ｐ
］
＠
ｓ
・
配
・
■
ぬ
三
・
口
冒
琶
頁
、
・
の
（
・
ロ
・
青
樹
簗
｜
訳
「
生
と
死
の
妙
薬
」
’
九
六
四
年
、
新
潮
社

ｓ
沈
黙
の
春
」
一
九
七
四
年
、
新
潮
文
庫
）

（
３
）
三
の
四
。
。
諄
「
⑪
．
□
。
■
の
一
一
回
国
・
一
言
の
四
二
○
夢
「
叩
．
□
の
】
】
己
の
Ｆ
へ
罰
口
唇
』
の
【
⑩
．
］
・
『
、
の
ご
一
団
の
豈
再
の
ロ
②
曰
・
言
】
］
｝
冒
已
三
・
”
『
琴
③
ド
ョ
ミ
時
（
。
。
『
。
＆
（
苫
・
聖

文
献
一
覧

も
「
地
球
全
体
主
義
」
も
、
す
べ
て
こ
の
意
味
で
の
人
間
中
心
主
義
を
原
理
と
し
、
そ
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
解

↑ 
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3８ 

（
Ⅲ
）
鬼
頭
秀
一
『
自
然
保
繊
を
問
い
な
お
す
』
一
九
九
六
年
、
ち
く
ま
新
謝
／
「
環
境
倫
理
学
の
慨
学
的
川
検
肘
」
日
本
哲
学
会
編
『
打
蕊
』
第

四
七
号
、
一
九
九
六
年
、
日
本
哲
学
会

（
応
）
加
藤
尚
武
『
環
境
倫
理
学
の
す
す
め
』
一
九
九
一
年
、
丸
善
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー

（
肥
）
森
岡
正
博
「
生
命
観
を
問
い
な
お
す
』
一
九
九
四
年
、
ち
く
ま
新
書
／
「
環
境
倫
理
」
星
野
勉
・
三
嶋
輝
夫
・
関
根
清
三
編
『
倫
理
思
想
辞

典
』
’
九
九
七
年
、
山
川
出
版
社

（
Ⅳ
）
間
瀬
啓
允
「
エ
コ
フ
ィ
ロ
ソ
ブ
イ
提
唱
」
一
九
九
一
年
、
法
藏
館

（
肥
）
こ
の
滉
宮
一
こ
鼻
・
一
〕
く
・
ゴ
ヘ
【
１
§
（
ｂ
の
。
『
輔
の
冨
蔦
蒔
鰯
＆
ミ
ｇ
鳶
＆
韓
鳥
（
荷
：
§
国
鳥
謁
菖
員
忌
冒
＆
§
『
胃
烏
Ｅ
冒
湧
尊
鼠
］
君
Ｐ

の
・
国
、
、
言
『
ご
ｏ
『
一
口
飼
・
『
『
目
顔
己
二
ｍ
目
富
津
ヨ
・
日
高
敏
隙
・
野
川
保
之
訓
『
生
物
か
ら
見
た
世
界
』
一
九
七
三
／
七
五
年
、
思
索
社

（
７
）
石
牟
礼
道
子
『
苦
海
浄
土
』
一
九
七
二
年
、
講
談
社
文
蹴

（
８
）
有
吉
佐
和
子
『
汝
合
汚
染
』
上
・
下
、
一
九
七
肛
作
、
新
潮
社
（
合
本
、
一
九
七
九
年
、
新
潮
文
脈
）

（
９
）
佐
倉
銃
「
現
代
思
想
と
し
て
の
鰍
境
問
題
・
一
一
九
九
二
年
、
巾
公
新
諜

（
皿
）
色
〕
『
且
。
『
’
『
『
・
・
二
・
戸
。
【
ｍ
・
“
爵
菖
ミ
ミ
鑓
ミ
ミ
国
ミ
屋
．
］
葛
〕
軋
め
の
８
且
圏
・
・
一
息
］
．
『
す
の
因
・
潟
冨
。
。
。
で
『
の
勝
・
ロ
・
の
。
シ
・
求
祁
生
命
倫
理

研
究
会
訳
『
環
境
の
倫
理
」
上
・
下
、
一
九
九
三
年
、
晃
洋
書
房

（
、
）
Ｚ
“
、
｜
〕
・
幻
・
己
。
『
一
・
六
句
『
鷺
一
命
『
蛆
菖
侭
国
葛
房
ミ
ニ
冒
忌
》
』
輯
薗
・
ミ
ミ
曾
員
菖
蒼
§
冒
局
費
厨
・
巴
忠
・
三
の
□
己
く
の
『
い
ご
・
『
言
い
８
皀
豊

っ
『
の
藍
》
ロ
、
．
シ
・
岡
崎
沖
慌
修
・
松
野
弘
訳
『
自
然
の
権
利
！
‐
珠
境
倫
理
の
文
明
史
．
一
一
九
九
一
一
一
年
、
Ｔ
Ｂ
Ｓ
ブ
リ
タ
ニ
カ

（
⑫
）
今
週
友
信
『
エ
コ
ェ
テ
ィ
ヵ
ー
Ｉ
生
圏
倫
理
学
入
門
』
一
九
九
○
年
、
識
談
社
学
術
文
庫

（
⑬
）
小
原
秀
雄
監
修
一
．
蝋
境
思
想
の
系
譜
』
余
三
巻
（
－
「
環
境
思
想
の
出
現
」
２
「
環
境
思
想
と
社
会
」
３
「
環
境
思
想
の
多
様
な
展
開
」
）
一

（
６
）
立
花
隆
一
思
考
の
拝

九
○
年
、
中
公
文
庫
）

勾
恩
・
蔓
ご
『
『
ざ
Ｑ
§
＆
記
○
ミ
：
尋
且
円
（
。
轌
豊
ミ
さ
負
§
蔦
ミ
ミ
ミ
自
尊
良
一
君
陣
・
口
二
一
く
・
『
駕
国
Ｃ
Ｃ
颪
》
ヱ
ロ
ミ
『
。
『
天
・
大
来
佐
武

郎
艤
訳
『
成
長
の
限
界
ｌ
ロ
ー
ァ
ク
ラ
プ
「
人
瓢
の
危
機
」
レ
ポ
ー
ト
一
一
九
七
二
躯
、
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社

（
４
）
で
四
ｍ
ｍ
ョ
・
『
。
．
」
ｏ
ゴ
ゴ
叩
ミ
目
吋
宛
鴎
ご
冒
亀
菖
菖
さ
、
之
ミ
ミ
輔
Ｚ
向
ｇ
』
・
蔦
員
甲
＆
行
営
⑫
§
＆
一
恵
鳥
冒
早
員
登
§
・
』
垣
忌
．
。
高
『
一
の
⑭

⑫
。
『
一
目
の
『
・
切
印
目
印
Ｚ
の
弓
罠
・
『
【
・
間
瀬
啓
允
訳
『
自
然
に
対
す
る
人
間
の
責
任
」
一
九
七
九
年
、
岩
波
諜
店

（
５
）
Ｐ
・
く
Ｃ
－
ｃ
・
云
一
］
・
国
。
負
曽
）
』
』
ご
呵
邑
ト
８
秀
ミ
ト
篇
目
届
ミ
忌
・
岳
己
Ｃ
罠
Ｃ
ａ
已
昌
ぐ
の
『
⑫
】
ご
厚
の
、
ｍ
・
ス
ワ
ミ
・
プ
レ
ム
・
プ
ラ
ブ
ッ
ダ
訳

「
地
球
生
命
圏
ｌ
ガ
ィ
ァ
の
科
学
』
’
九
八
四
年
、
工
作
舎

（
６
）
立
花
隆
一
思
考
の
技
術
・
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
発
想
の
す
す
め
」
一
九
七
一
年
、
日
本
経
済
新
聞
社
（
『
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
思
考
の
す
す
め
』
一
九

九
九
獅
年
、
東
海
大
学
出
版
会

Hosei University Repository


