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2８ 

フ
ィ
ヒ
テ
は
、
ふ
ず
か
ら
の
哲
学
的
思
惟
の
立
場
を
一
貫
し
て
「
批
判
的
観
念
論
」
と
称
す
る
。
こ
の
言
葉
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
に

つ
い
て
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
知
識
学
の
試
糸
の
中
で
数
多
く
語
っ
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
「
批
判
的
」
と
い
う
語
そ
れ
自
体
の
内
実

に
関
し
て
は
、
我
衛
は
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
少
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
象
ず
か
ら
批
判
哲
学
を
積
極
的
に
擁
護
す
る
フ
ィ

ヒ
テ
像
を
念
頭
に
置
く
と
き
、
ま
ず
「
知
識
学
」
の
途
に
お
け
る
「
批
判
」
の
意
義
の
重
要
性
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
し

か
も
、
フ
ィ
ヒ
テ
自
身
が
、
「
知
識
学
」
を
形
而
上
学
と
し
て
位
置
づ
け
、
し
か
も
そ
の
形
而
上
学
と
し
て
の
「
知
識
学
」
が
学
と
し

て
の
哲
学
の
高
象
に
到
達
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
の
予
備
学
と
し
て
の
批
判
が
絶
対
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
力
説
し
て
い
る
以
上
は
な

お
さ
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
論
文
で
は
、
知
識
学
へ
の
途
に
お
け
る
フ
ィ
ヒ
テ
の
最
初
期
の
哲
学
的
思
惟
を
「
知
識
学
」
の
前

提
で
あ
る
「
批
判
」
を
準
備
す
る
批
判
的
思
惟
と
し
て
捉
え
て
、
そ
の
内
実
を
概
観
す
る
と
と
も
に
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
哲
学
的
思
惟
そ
れ

自
体
の
も
つ
批
判
的
性
格
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。

注
当
論
文
に
て
引
用
す
る
フ
ィ
ヒ
テ
の
著
作
は
左
記
の
通
り
。
（
）
内
の
数
字
は
ペ
ー
ジ
数
を
示
す
。

］
＆
：
ロ
○
．
三
】
の
ワ
国
◎
耳
の
㎡
殴
日
冒
呂
の
葛
①
骨
の
・
・
旨
、
、
。
『
◎
ｐ
Ｈ
・
田
・
国
。
ｐ
訂
・
因
閂
】
旨
・
】
震
、
１
台
。

カ
ソ
ト
以
後
の
哲
学
者
た
ち
は
、
カ
ン
ト
の
適
し
た
課
題
八
定
説
的
体
系
と
批
判
的
体
系
の
合
一
の
試
糸
Ｖ
を
如
何
に
解
決
す
る
か

と
い
う
状
況
に
置
か
れ
て
い
た
（
翌
。
フ
ィ
ヒ
テ
も
ま
た
、
ゑ
ず
か
ら
の
思
想
形
成
の
端
緒
に
お
い
て
、
当
時
の
そ
の
よ
う
な
哲
学
的

状
況
の
な
か
で
彼
独
自
の
思
惟
の
立
脚
点
を
明
確
に
し
よ
う
と
試
み
て
い
た
。
そ
の
さ
い
に
フ
ィ
ヒ
テ
自
身
が
暗
黙
の
前
提
と
し
て
受

け
入
れ
た
具
体
的
な
哲
学
状
況
は
、

（
１
）
 

二
、
批
判
の
必
要
性
ｌ
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ト
と
エ
ー
ネ
ジ
デ
ム
ス
Ｉ

一
、
は
じ
め
に
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2９ 

味
し
た
の
で
あ
る
。

⑩
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ト
批
判

周
知
の
ご
と
く
、
ラ
イ
ソ
ホ
ー
ル
ト
の
根
元
哲
学
は
、
「
意
識
に
お
い
て
表
象
は
、
主
観
に
よ
っ
て
主
観
・
客
観
か
ら
区
別
さ
れ
、

両
者
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
。
」
と
い
う
意
識
命
題
（
□
の
【
の
菖
園
：
印
団
の
ョ
臣
津
⑩
の
ご
）
を
哲
学
の
絶
対
的
な
第
一
原
則
と
し
て
定
立
す

る
（
５
）
。
で
は
、
こ
の
意
識
命
題
に
関
し
て
の
フ
ィ
ヒ
テ
の
見
解
を
、
そ
の
命
題
自
体
と
命
題
を
構
成
す
る
諸
概
念
と
に
つ
い
て
明
ら

①
哲
学
に
は
、
い
ま
だ
一
つ
の
至
高
の
普
遍
妥
当
的
な
原
則
が
欠
如
し
て
い
る
。

②
こ
の
原
則
の
定
立
に
よ
っ
て
の
み
哲
学
は
学
た
り
う
る
。

③
こ
の
原
則
は
、
最
も
至
高
な
概
念
で
あ
る
表
象
概
念
を
規
定
す
る
原
則
で
あ
る
。

と
い
う
一
一
一
つ
の
テ
ー
ゼ
に
表
現
さ
れ
る
当
時
の
普
遍
的
な
哲
学
的
雰
囲
気
に
基
づ
い
て
い
た
の
で
あ
る
（
４
）
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の

前
提
と
し
て
、
「
我
為
の
内
に
表
象
が
存
在
す
る
」
と
い
う
事
実
、
お
よ
び
真
な
る
も
の
の
試
金
石
と
し
て
の
一
般
論
理
学
の
普
遍
妥

当
性
が
承
認
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
（
旨
ｓ
ｏ

さ
て
、
上
記
の
哲
学
的
課
題
の
解
決
に
向
け
て
大
い
な
る
貢
献
を
な
し
た
と
み
な
さ
れ
た
の
が
、
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ト
の
根
元
哲
学

（
目
の
国
の
日
の
日
日
勺
冨
］
。
、
。
旨
］
の
）
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
ニ
ー
ネ
ジ
デ
ム
ス
が
懐
疑
主
義
的
論
調
に
よ
っ
て
、
批
判
哲
学
と
し
て
の

根
元
哲
学
を
非
難
す
る
に
及
び
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
哲
学
的
理
性
が
懐
疑
主
義
に
よ
っ
て
安
逸
を
破
ら
れ
、
ふ
た
た
び
か
の
大
い
な
る
目

標
へ
向
か
っ
て
新
た
な
歩
糸
を
開
始
せ
ん
と
し
て
い
る
の
を
感
じ
取
る
と
と
も
に
、
そ
の
反
面
、
カ
ン
ト
の
批
判
的
思
惟
の
伝
統
が
独

断
論
的
な
懐
疑
主
義
に
よ
っ
て
圧
倒
さ
れ
て
い
く
危
険
を
も
見
抜
い
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
彼
象
ず
か
ら
の
哲
学
的

使
命
で
あ
る
批
判
哲
学
の
擁
護
と
全
哲
学
の
体
系
化
の
意
図
を
明
確
に
表
明
す
る
こ
と
に
な
る
（
灘
）
。
こ
の
フ
ィ
ヒ
テ
の
立
場
は
、
ラ

イ
ソ
ホ
ー
ル
ト
の
根
元
哲
学
と
エ
ー
ネ
ジ
デ
ム
ス
の
懐
疑
論
と
に
評
価
と
批
判
を
加
え
つ
つ
第
三
の
独
自
の
観
点
を
目
指
す
こ
と
を
意

か
に
し
て
い
費
」
た
い
。

ま
ず
命
題
自
体
に
関
し
て
は
、
そ
れ
が
全
哲
学
の
絶
対
的
原
則
た
り
う
る
か
ど
う
か
が
問
わ
れ
る
。
ニ
ー
ネ
ジ
デ
ム
ス
は
、
．
切

の
判
断
作
用
の
至
高
の
規
則
で
あ
る
矛
盾
律
の
も
と
に
」
、
あ
ら
ゆ
る
判
断
や
命
題
が
立
つ
こ
と
を
根
拠
と
し
て
、
意
識
命
題
が
哲
学
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3０ 

の
絶
対
的
第
一
命
題
と
し
て
の
資
格
を
持
ち
え
な
い
こ
と
を
主
張
す
る
（
冒
ｓ
ｏ
し
か
し
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ト
と
同
様

に
、
思
惟
の
法
則
に
つ
い
て
は
、
「
こ
の
思
惟
の
法
則
に
従
う
以
外
、
思
惟
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
（
旨
ら
こ
と
を
承
認
す
る
。
批
判
哲

学
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
矛
盾
律
は
、
意
識
命
題
を
規
定
す
る
原
則
（
の
日
日
、
臼
Ｎ
）
で
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
意
識
命
題
が
矛
盾
し
て

は
な
ら
な
い
法
則
（
の
硯
の
宮
）
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
矛
盾
律
の
対
象
が
反
省
形
式
の
象
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
の

妥
当
性
が
あ
く
ま
で
も
論
理
的
か
つ
形
式
的
な
妥
当
性
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
反
省
の
質
料
や
内
実
は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
で

（
２
）
 

あ
ろ
う
か
。
フ
ィ
ヒ
テ
に
と
っ
て
は
、
哲
学
の
絶
対
的
な
第
一
命
題
と
し
て
の
意
識
命
題
が
そ
の
質
料
（
旨
買
の
国
の
）
に
関
し
て
な
ん

の
哲
学
的
反
省
を
加
え
ら
れ
る
こ
と
な
く
無
造
作
に
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
疑
問
を
抱
く
の
で
あ
る
（
旨
ら
・
全
哲
学
の
絶
対
的
第
一

原
則
は
、
そ
の
形
式
の
象
な
ら
ず
、
そ
の
内
実
に
お
い
て
も
自
己
規
定
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
（
量
ら
・
そ
こ
で
次
に
、

意
識
命
題
が
、
分
析
的
命
題
で
あ
る
か
そ
れ
と
も
総
合
的
命
題
で
あ
る
か
が
検
証
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
エ
ー
ネ
ジ
デ
ム
ス
は
、
ラ
イ

ソ
ホ
ー
ル
ト
に
反
対
し
て
、
意
識
命
題
を
、
主
語
・
意
識
・
述
語
の
三
つ
の
契
機
が
随
伴
す
る
総
合
的
命
題
で
あ
る
と
承
な
す
（
６
）
。

だ
が
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
「
い
か
な
る
意
識
あ
か
の
三
つ
の
契
機
な
く
し
て
は
思
惟
し
え
な
い
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
ら
の

契
機
は
意
識
概
念
の
う
ち
に
あ
る
こ
と
と
な
る
」
（
７
）
の
で
あ
る
か
ら
、
意
識
命
題
が
意
識
の
立
て
る
反
省
命
題
で
あ
る
か
ぎ
り
あ
く

ま
で
も
分
析
的
命
題
な
の
で
あ
る
。
だ
が
、
意
識
命
題
に
お
け
る
「
意
識
の
行
為
と
し
て
の
表
象
作
用
そ
れ
自
体
は
、
意
識
に
お
い
て

区
別
さ
れ
て
関
連
づ
け
ら
れ
る
が
ゆ
え
に
、
明
ら
か
に
総
合
的
」
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
意
識
命
題
は
、
そ
の
内
実
に
関
し
て

は
、
「
至
高
の
総
合
」
を
表
明
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
（
》
豆
ｓ
ｏ
だ
が
、
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ト
と
ニ
ー
ネ
ジ
デ
ム
ス
に
は
そ
の
総
合
を
思
惟

せ
し
め
る
根
拠
を
問
う
視
点
が
欠
如
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
視
点
の
欠
如
こ
そ
は
、
両
者
が
と
も
に
、
意
識
命
題
を
「
意
識
の

表
明
に
つ
い
て
思
念
し
た
と
こ
ろ
の
こ
と
を
陳
述
す
る
抽
象
的
命
題
」
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
に
起
因
す
る
、
と
プ
ィ
ヒ
テ
は
見
抜
く

の
で
あ
る
（
ザ
一
ｓ
・
フ
ィ
ヒ
テ
に
よ
れ
ば
、
「
一
切
の
表
象
は
心
性
の
経
験
的
規
定
で
あ
る
こ
と
を
否
定
し
え
な
い
」
（
旨
ら
の
で
あ
る

か
ら
、
「
あ
ら
ゆ
る
諸
制
約
を
伴
う
表
象
作
用
そ
れ
自
体
も
、
表
象
作
用
の
表
象
を
通
じ
て
、
す
な
わ
ち
経
験
的
に
意
識
に
与
え
ら
れ

る
」
（
量
ら
こ
と
と
な
る
。
そ
こ
で
、
意
識
命
題
で
は
、
経
験
的
諸
制
約
を
捨
象
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
表
象
作
用
一
般
の
表
象
が
語
ら

れ
て
い
る
、
と
考
え
ざ
る
を
え
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
意
識
命
題
に
は
単
に
経
験
的
妥
当
性
し
か
帰
す
こ
と
が
で
き
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３１ 

な
い
」
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
に
と
っ
て
は
、
意
識
に
つ
い
て
反
省
を
い
か
に
重
ね
よ
う
と
も
、
そ
の
反
省
と

い
う
事
実
か
ら
抽
象
作
用
を
通
じ
て
得
ら
れ
る
命
題
は
、
あ
く
ま
で
も
経
験
的
妥
当
性
し
か
有
さ
ず
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
そ
の
よ
う

な
命
題
は
全
哲
学
の
絶
対
的
第
一
原
則
た
り
え
な
い
の
で
あ
る
。

さ
て
次
に
は
、
意
識
命
題
を
構
成
す
る
諸
概
念
に
つ
い
て
の
フ
ィ
ヒ
テ
の
見
解
を
概
観
し
て
み
よ
う
。

ま
ず
表
象
概
念
が
哲
学
で
の
最
も
至
高
な
概
念
で
あ
る
か
ど
う
か
が
問
わ
れ
る
。
心
性
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
る
も
の
は
す
べ
て
表
象

で
あ
る
と
い
う
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ト
の
前
提
に
立
つ
と
き
（
９
）
、
意
識
命
題
で
の
区
別
作
用
と
関
連
づ
け
作
用
と
は
、
そ
れ
自
体
表
象
で

あ
る
と
同
時
に
、
表
象
を
も
ち
き
た
ら
す
た
め
に
心
性
に
必
要
と
さ
れ
る
働
き
で
も
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
し
て
、
表
象
作
用
よ
り
一
層

根
源
的
な
心
性
の
働
き
（
四
目
巳
自
帰
ロ
）
が
存
在
す
る
こ
と
と
な
る
（
旨
ｓ
ｏ
こ
の
点
に
お
い
て
、
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ト
は
、
は
か
ら
ず

も
表
象
概
念
が
最
も
至
高
な
概
念
で
は
な
い
こ
と
を
告
白
し
て
い
る
と
言
え
る
。
さ
ら
に
、
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ト
は
、
意
識
命
題
に
関
す

る
註
（
旨
ｅ
に
お
い
て
、
「
主
観
と
客
観
は
、
表
象
と
表
象
の
意
識
と
の
関
係
を
媒
介
に
し
て
の
承
現
在
す
る
」
と
言
う
。
こ
の
こ
と

は
、
主
観
と
客
観
と
が
表
象
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
初
め
て
存
在
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
で
に
、
フ
ィ
ヒ
テ
が
明
ら
か
に
述
べ
て

い
る
よ
う
に
、
「
一
切
の
表
象
は
心
性
の
経
験
的
規
定
」
で
あ
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
に
表
象
に
よ
っ
て
間
接

的
に
与
え
ら
れ
る
主
観
と
客
観
も
ま
た
、
経
験
的
意
識
に
も
と
づ
く
経
験
的
抽
象
概
念
と
し
て
、
「
表
象
す
る
も
の
」
と
「
表
象
さ
れ

る
も
の
」
と
い
う
規
定
し
か
得
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
（
皿
）
・
さ
ら
に
、
ニ
ー
ネ
ジ
デ
ム
ス
も
鋭
く
指
摘
す
る
よ
う
に
、
関
係
蕊
ｌ
こ

の
場
合
は
、
菱
象
と
主
観
・
辮
観
ｌ
が
関
係
づ
け
作
用
に
先
行
的
に
存
在
し
て
初
め
て
「
関
係
づ
け
ら
れ
る
」
こ
と
が
可
能
と
な
る

の
で
あ
る
か
ら
、
主
観
・
客
観
も
、
表
象
と
同
様
に
、
直
接
的
に
与
え
ら
れ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
な
る
。
「
表
象
さ
れ
る

こ
と
の
な
い
表
象
す
る
も
の
で
あ
る
絶
対
的
主
観
」
（
旨
ｅ
と
、
「
一
切
の
表
象
に
依
存
す
る
こ
と
の
な
い
物
そ
れ
自
体
で
あ
る
絶
対
的

客
観
」
（
言
ｅ
と
は
、
た
ん
な
る
経
験
的
所
与
で
は
決
し
て
な
く
、
あ
く
ま
で
も
知
的
直
観
に
よ
っ
て
定
立
さ
れ
る
直
接
的
な
る
も
の
な

の
で
あ
る
（
『
亘
ら
。

②
ニ
ー
ネ
》

フ
ィ
ヒ
テ
は
、

ニ
ー
ネ
ジ
デ
ム
ス
批
判

ヒ
テ
は
、
上
記
の
よ
う
に
、
意
識
命
題
が
哲
学
の
絶
対
的
な
第
一
命
題
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
ニ
ー
ネ
ジ
デ
ム
ス
の
論
述
を
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3２ 

積
極
的
に
評
価
す
る
の
で
は
あ
る
が
鯵
そ
の
反
面
、
エ
ー
ネ
ジ
デ
ム
ス
が
批
判
の
域
を
越
え
て
、
独
断
論
的
主
張
を
展
開
し
て
批
判
哲

学
そ
れ
自
体
を
批
判
す
る
に
及
ん
で
、
ブ
ィ
ヒ
テ
は
鋭
く
批
判
を
加
え
る
こ
と
と
な
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
の
エ
ー
ネ
ジ
デ
ム
ス
批
判
は
、
理

論
哲
学
的
側
面
と
実
践
哲
学
的
側
面
に
わ
た
っ
て
行
な
わ
れ
る
。

理
論
哲
学
的
側
面
に
お
い
て
は
、
総
合
判
断
形
式
の
源
泉
と
物
自
体
に
つ
い
て
の
論
述
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
ま
ず
、
総
合
判
断
形

式
の
源
泉
と
し
て
、
ニ
ー
ネ
ジ
デ
ム
ス
は
、
批
判
掌
一
般
の
主
張
と
同
様
に
、
「
我
々
の
心
性
」
ｌ
ラ
ィ
ソ
ホ
ー
ル
ト
で
は
表
象
能

カ
ー
の
存
在
を
承
認
す
る
（
ｕ
）
．
だ
が
、
ニ
ー
ネ
ジ
デ
ム
ス
峰
そ
の
存
在
を
、
我
蕊
の
思
惟
作
用
に
依
存
す
る
こ
と
の
な
い
即
自
的

存
在
と
す
る
の
で
あ
る
（
】
亘
ら
・
こ
の
こ
と
は
、
「
諸
表
象
の
現
実
性
の
根
拠
で
あ
る
表
象
能
力
は
、
一
切
の
表
象
に
先
行
し
て
現
在
し
、

個
盈
の
表
象
か
ら
は
区
別
さ
れ
る
」
と
い
う
論
拠
に
由
来
す
る
（
葺
ｅ
。
も
し
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
「
或
る
も
の
が
、
我
々
の
思
惟

作
用
に
依
存
す
る
こ
と
な
く
自
体
的
に
、
そ
れ
自
体
思
惟
作
用
で
あ
る
と
こ
ろ
の
判
断
作
用
の
根
拠
で
あ
る
と
い
う
》
」
と
は
、
一
体
、

何
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
か
」
（
量
ｅ
、
と
フ
ィ
ヒ
テ
に
問
わ
し
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
「
表
象
能
力
は
、
表
象
能
力
に
対
し
て
、

表
象
能
力
に
よ
っ
て
実
存
在
す
る
」
（
一
目
ら
と
い
う
こ
と
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
フ
ィ
ヒ
テ
に
と
っ
て
は
有
限
的
知
性
の
不
可
避
的
で

必
然
的
な
制
約
な
の
で
あ
る
（
』
：
）
。
こ
の
制
約
を
超
出
す
る
と
こ
ろ
に
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
独
断
論
の
姿
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

エ
ー
ネ
ジ
デ
ム
ス
は
、
「
総
合
判
断
形
式
は
、
実
在
的
根
拠
を
持
た
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
冠
）
と
い
う
こ
と
を
カ
ン
ト
か
ら
読
承
取

（
３
）
 

っ
て
、
総
合
判
断
形
式
の
他
の
源
泉
と
し
て
、
物
自
体
と
、
そ
の
客
観
的
属
性
を
我
々
の
心
性
へ
媒
介
す
る
「
予
定
調
和
」
を
主
張
す

る
Ｂ
）
。
と
く
に
、
「
予
定
調
和
」
は
、
ア
・
プ
リ
オ
ー
リ
な
概
念
が
物
自
体
と
し
て
の
事
物
に
関
係
し
、
し
か
も
物
自
体
と
し
て
の
事

物
の
客
観
的
属
性
が
心
性
へ
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
の
可
能
根
拠
と
し
て
提
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
認
識
の
実
在
性
と
必
然
性
と
は
、

外
的
事
物
が
我
念
の
心
性
を
「
触
発
す
る
」
と
い
う
仕
方
で
産
出
さ
れ
る
、
と
エ
ー
ネ
ジ
デ
ム
ス
は
主
張
す
る
の
で
あ
る
Ｂ
）
。
も
し

そ
う
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
外
的
事
物
が
触
発
す
る
も
の
は
上
記
の
表
象
能
力
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
｝
Ｔ
ネ
ジ
デ
ム
ス
自
身
が
述
べ

た
よ
う
に
、
表
象
能
力
が
我
念
の
思
惟
作
用
に
依
存
し
な
い
物
自
体
で
あ
る
か
ぎ
り
、
「
同
一
律
と
矛
盾
律
と
に
よ
っ
て
判
断
」
す
る

し
か
な
い
我
食
の
思
惟
作
用
（
旨
ら
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
か
の
予
定
調
和
と
そ
れ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
と
さ
れ
る
事
物
の
客
観

的
属
性
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
フ
ィ
ヒ
テ
は
問
う
）
」
と
に
よ
っ
て
、
同
一
律
と
矛
盾
律
と
に
ょ
っ
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3３ 

て
判
断
す
る
こ
と
の
な
い
表
象
能
力
Ｂ
）
と
、
そ
の
よ
う
な
表
象
能
力
に
依
存
す
る
こ
と
な
く
自
体
的
に
存
在
す
る
物
に
関
す
る
思
想

が
、
妄
想
で
あ
り
、
夢
で
あ
り
、
無
思
想
で
あ
る
こ
と
を
鋭
く
指
摘
す
る
の
で
あ
る
（
Ｕ
・
エ
ー
ネ
ジ
デ
ム
ス
は
、
批
判
哲
学
の
観
念

論
的
性
格
を
理
解
す
る
こ
と
な
く
非
難
し
、
我
点
の
認
識
の
実
在
性
と
必
然
性
と
の
源
泉
を
物
自
体
に
求
め
ん
と
し
た
の
で
あ
る
。
だ

が
、
プ
ィ
ヒ
テ
に
と
っ
て
は
、
存
在
の
一
切
の
規
定
は
自
我
と
の
関
係
を
通
じ
て
の
象
独
得
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
「
事
物
は
、
実
際
か

つ
自
体
的
に
、
思
惟
能
力
を
持
つ
知
性
的
自
我
す
な
わ
ち
同
一
律
と
矛
盾
律
と
に
よ
っ
て
思
惟
す
る
存
在
者
が
、
そ
れ
を
思
惟
し
う
る

仕
方
で
存
在
す
る
」
の
で
あ
る
（
３
。
し
た
が
っ
て
、
根
拠
律
も
そ
の
論
理
的
妥
当
性
に
制
約
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、

「
我
念
は
、
思
惟
物
の
論
理
的
根
拠
は
同
時
に
そ
の
思
惟
物
の
実
在
的
な
い
し
実
存
在
的
根
拠
で
も
あ
る
と
思
念
す
べ
き
で
あ
る
」
、

（
４
）
 

と
フ
ィ
ヒ
テ
は
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

さ
て
次
に
、
実
践
哲
学
的
側
面
で
は
、
実
践
理
性
の
優
位
の
否
定
が
論
じ
ら
れ
る
。
ニ
ー
ネ
ジ
デ
ム
ス
は
、
批
判
哲
学
の
道
徳
理
論

に
関
し
て
、
「
こ
の
道
徳
理
論
は
、
何
事
か
が
命
ぜ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
そ
の
下
に
お
い
て
の
象
命
ぜ
ら
れ
る
こ
と
が
充
足
さ

れ
う
る
と
こ
ろ
の
諸
制
約
の
実
在
的
定
在
を
推
理
す
る
こ
と
に
な
る
」
、
と
言
う
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
ニ
ー
ネ
ジ
デ
ム

ス
が
、
「
命
法
の
承
認
を
通
じ
て
命
法
充
実
の
諸
制
約
の
実
在
的
定
在
に
つ
い
て
の
確
信
が
根
拠
づ
け
ら
れ
う
る
の
で
は
決
し
て
な
く
、

む
し
ろ
、
か
の
承
認
は
こ
の
確
信
の
の
ち
に
初
め
て
そ
の
場
を
得
る
」
と
考
え
て
い
る
こ
と
を
見
抜
く
（
翌
。
こ
の
こ
と
は
、
エ
ー
ネ

ジ
デ
ム
ス
が
理
論
哲
学
と
実
践
哲
学
と
の
其
の
区
別
に
つ
い
て
理
解
を
欠
い
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
の
立

場
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
「
道
徳
法
則
は
、
自
己
以
外
の
何
者
か
を
生
来
せ
し
め
る
有
効
な
原
因
と
し
て
の
物
理
的
力
に
向
け
ら
れ
る
の

で
は
な
く
、
超
物
理
的
な
欲
求
能
力
へ
向
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
道
徳
法
則
は
、
行
為
を
生
来
せ
し
め
る
の
で
は
ま
っ
た
く
な
く
、
た

と
え
行
為
が
自
然
的
威
力
に
よ
っ
て
阻
害
さ
れ
て
有
効
性
を
発
揮
し
な
く
と
も
、
行
為
へ
の
恒
常
的
な
欲
求
作
用
を
生
来
せ
し
め
る
の

で
あ
る
」
（
』
ぼ
ら
。
し
か
も
、
そ
の
さ
い
の
欲
求
作
用
と
は
、
自
我
が
自
己
自
身
を
定
立
す
る
と
い
う
絶
対
的
自
立
性
を
放
棄
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
が
ゆ
え
に
、
そ
の
自
己
定
立
的
な
自
我
と
、
英
知
的
な
る
も
の
を
表
象
す
る
経
験
的
意
識
に
お
け
る
自
我
と
を
自
我
が
統

一
せ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
生
じ
る
の
で
あ
る
（
賃
ｓ
ｏ
フ
ィ
ヒ
テ
に
と
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
「
理
性
は
実
践
的
な
の

で
あ
る
八
日
の
「
の
目
目
溥
】
の
戸
冒
鳥
冒
８
．
Ｖ
」
（
員
ら
。
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3４ 

「
人
間
は
、
染
ず
か
ら
自
身
を
、
常
に
屯
の
を
認
識
せ
ん
と
す
る
知
性
と
し
て
考
え
る
」
、
と
フ
ィ
ヒ
テ
は
一
一
一
一
口
う
（
釦
）
。
人
間
の
精

神
的
活
動
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
「
知
」
は
多
種
多
様
な
の
で
あ
る
が
、
フ
ィ
ヒ
テ
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
意
義
を
有
す
る
の
は
、

フ
ィ
ヒ
テ
は
、
す
で
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
カ
ン
ト
批
判
哲
学
の
精
神
を
継
受
し
つ
つ
も
、
そ
の
意
義
づ
け
に
さ
い
し
て
、
は
っ
き

り
と
み
ず
か
ら
の
独
自
性
を
表
現
す
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
に
と
っ
て
、
定
説
的
体
系
と
批
判
的
体
系
と
の
統
一
を
目
指
す
こ
と
こ
そ
、
全
哲

学
の
課
題
で
あ
っ
た
。
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
こ
と
は
、
将
来
に
お
い
て
「
明
証
的
学
の
位
置
」
（
幻
）
に
至
る
学
と
し
て
の
哲
学
は
、

批
判
と
形
而
上
学
と
か
ら
成
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
「
い
わ
ゆ
る
物
自
体
に
関
す
る
教
説
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、

我
☆
の
意
識
の
う
ち
に
生
来
す
る
も
の
の
発
生
的
な
導
出
そ
の
も
の
を
ふ
た
た
び
哲
学
す
る
」
（
型
）
形
而
上
学
は
、
そ
の
可
能
性
、
本

来
的
な
制
約
・
規
則
に
関
す
る
研
究
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
課
題
を
担
う
も
の
こ
そ
批
判
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
、
フ
ィ
ヒ
ー
プ
の
批
判
は
、
形
而
上
学
の
予
備
学
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
も
そ
の
よ
う
な
批
判
の
本
来
的

課
題
は
、
「
哲
学
的
思
惟
を
批
判
す
る
」
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
批
判
的
思
惟
が
対
象
的
に
人
間
理
性
の
権
能
と
限
界
の

確
定
に
向
か
う
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
思
惟
が
純
粋
に
自
己
自
身
の
承
に
内
向
し
て
人
間
的
思
惟
そ
の
も
の
の
根
拠
と
限
界
と

（
５
）
 

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
へ
と
向
か
う
こ
と
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
そ
の
よ
う
な
批
判
を
展
開
す
る
に
さ
い
し
て
、
フ
ィ
ヒ

テ
が
そ
の
一
般
的
前
提
と
な
し
た
事
柄
に
つ
い
て
概
観
し
て
い
き
た
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
ラ
ィ
ソ
ホ
ー
ル
ト
と
｝
－
－
ネ
ジ
デ
ム
ス
と
の
対
立
を
見
据
え
な
が
ら
、
糸
ず
か
ら
の
哲
学
的
使
命

と
そ
の
立
脚
点
と
を
我
々
に
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
し
か
も
、
フ
ィ
ヒ
テ
に
と
っ
て
、
「
批
判
哲
学
そ
れ
自
体
は
、
そ
の
内
実
に
お
い

て
常
に
確
固
と
し
て
」
あ
る
の
で
あ
る
が
、
「
そ
の
素
材
を
十
全
に
結
合
せ
ら
れ
た
確
固
た
る
全
体
へ
秩
序
づ
け
る
に
は
、
な
お
多
く

の
研
究
」
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
（
雪
。

テ
が
そ
の
一
般
的
前
提
と

⑪
体
系
的
知
の
存
在

三
、
批
判
の
一
般
的
前
提
ｌ
フ
ィ
ヒ
｜
ァ
の
哲
学
的
信
条
Ｉ
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3５ 

上
記
の
言
明
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
学
的
な
い
し
認
識
論
的
な
「
知
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
関
心
対
象
と
し
て
の

「
知
」
と
は
、
命
題
と
し
て
表
わ
さ
れ
る
個
別
的
学
の
構
成
契
機
で
あ
る
「
知
識
」
と
い
え
る
。
で
は
、
そ
の
よ
う
な
学
的
「
知
識
」

と
し
て
の
「
知
」
の
存
在
様
態
に
つ
い
て
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

フ
ィ
ヒ
テ
は
、
「
唯
一
完
全
な
る
知
の
体
系
が
人
間
精
神
の
う
ち
に
存
在
す
る
」
劇
）
こ
と
を
確
信
し
て
い
る
。
こ
の
陳
述
で
は
、

人
間
に
お
け
る
「
知
」
一
般
の
体
系
性
・
唯
一
性
・
完
全
性
・
実
存
在
性
が
表
明
さ
れ
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
に
よ
れ

ば
、
ま
ず
「
体
系
性
」
と
は
、
個
点
の
知
識
が
同
等
の
確
実
性
に
よ
っ
て
結
合
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
ｎ
）
。
そ
し
て
、
そ
の

よ
う
に
結
合
せ
ら
れ
た
知
識
に
対
し
て
は
、
そ
の
具
体
的
内
実
に
従
っ
て
全
体
に
対
す
る
位
置
と
関
係
が
規
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る

（
｝
亘
ら
。
そ
の
好
例
を
我
々
は
、
ユ
ー
ク
リ
ド
「
原
論
」
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
は
ま
だ
、

「
知
」
一
般
の
体
系
の
「
唯
一
性
」
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
そ
こ
で
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
我
盈
の
知
が
相
互
に
関
連
の
な
い
多
く
の
系
か
ら

な
る
と
想
定
し
た
場
合
、
知
識
の
量
的
拡
張
を
認
め
つ
つ
も
、
そ
の
状
態
で
の
人
間
精
神
の
貧
し
さ
を
説
く
の
で
あ
る
。
「
そ
の
貧
し
さ

は
、
我
為
が
本
来
的
に
所
有
す
る
も
の
を
ひ
と
つ
の
全
体
と
し
て
考
察
し
知
る
こ
と
が
決
し
て
で
き
な
い
こ
と
」
＆
）
に
起
因
す
る
。
だ

が
、
こ
の
陳
述
だ
け
で
は
誰
に
も
知
の
唯
一
性
を
納
得
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
或
る
命
題
論
的

な
解
明
を
な
す
こ
と
と
な
る
。
要
約
し
て
示
す
と
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。
「
八
人
聞
知
の
う
ち
に
は
唯
一
の
体
系
し
か
存
在
し
な
い
Ｖ

と
い
う
命
題
は
そ
れ
自
体
、
知
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
知
の
原
則
と
し
て
の
絶
対
的
命
題
へ
還
元
さ
れ
る
。
さ
て
、
そ

の
命
題
の
真
性
は
、
そ
れ
の
属
す
る
体
系
を
根
拠
づ
け
て
い
る
絶
対
的
原
則
の
真
性
と
同
等
な
の
で
あ
る
か
ら
、
先
の
命
題
の
対
立
命

題
は
、
必
然
的
に
前
者
の
属
す
る
体
系
に
矛
盾
す
る
こ
と
と
な
る
。
も
し
、
両
立
し
え
な
い
一
一
つ
の
体
系
が
人
間
知
の
う
ち
に
存
在
す

る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
両
立
し
え
な
い
二
つ
の
絶
対
的
原
則
が
存
在
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
」
（
印
）
。
そ

し
て
、
そ
れ
ら
相
矛
盾
す
る
絶
対
的
原
則
は
、
絶
対
的
に
両
立
し
え
な
い
直
接
性
で
あ
る
八
局
。
げ
す
冒
自
９
．
Ｖ
と
八
田
島
宮
口
亘
・
亘

（
６
）
 

目
：
．
Ｖ
と
に
根
拠
づ
け
ら
れ
る
が
ゆ
え
に
、
知
の
体
系
は
唯
一
で
あ
る
こ
と
が
結
論
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
旨
ｓ
ｏ
さ
て
で
は
、
そ
の

よ
う
な
「
知
の
体
系
」
の
「
完
全
性
」
と
は
、
何
で
あ
ろ
う
か
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
直
接
的
に
確
実
な
る
も
の
が
決
し
て
存
在
す
る
こ
と

の
な
い
状
態
、
言
い
換
え
れ
ば
、
人
間
の
知
が
始
点
を
持
た
な
い
無
限
系
列
を
な
す
状
態
を
知
の
不
完
全
性
と
考
え
る
（
患
。
と
い
う
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の
は
、
そ
の
状
態
で
あ
る
か
ぎ
り
、
知
の
体
系
的
形
式
で
あ
る
確
実
性
は
蓋
然
的
と
な
り
、
「
我
斉
は
、
そ
の
確
実
性
に
翌
日
は
信
頼

を
置
く
こ
と
が
あ
り
え
な
い
」
（
一
三
ｓ
と
い
う
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
「
知
」
の
体
系
が
始
点
と
し
て
の

無
制
約
的
な
絶
対
的
確
実
性
に
根
拠
づ
け
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
要
請
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
「
唯
一
完
全

な
る
体
系
が
人
間
精
神
の
う
ち
に
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
唯
一
至
高
の
絶
対
的
第
一
原
則
が
存
在
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
我
だ
の
知

は
、
そ
の
原
則
か
ら
多
く
の
系
へ
と
拡
張
す
る
に
し
て
も
、
一
切
が
そ
の
唯
一
の
環
に
繋
留
さ
れ
、
そ
の
環
自
体
の
力
に
よ
っ
て
体
系

全
体
が
維
持
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
我
々
の
地
球
は
そ
の
重
力
に
よ
っ
て
み
ず
か
ら
を
維
持
し
、
そ
の
中
心
は
球
面
上
の
一
切
の
も
の
を

（
７
）
 

圧
倒
的
に
引
き
つ
け
、
微
塵
さ
え
も
離
脱
さ
せ
な
い
の
で
あ
る
」
（
則
）
。
こ
の
一
一
一
一
口
明
か
ら
は
、
た
し
か
に
人
間
の
知
の
体
系
性
と
そ
の

完
全
性
が
鮮
明
に
印
象
づ
け
ら
れ
る
の
で
は
あ
る
が
、
で
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
我
々
は
ど
の
よ
う
に
し
て
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
す
で
に
、
知
の
無
限
的
拡
張
が
フ
ィ
ヒ
テ
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
て
い
る
以
上
、
無
限
量
の
知
が
示
す
体
系
的
完
全
性

を
人
間
の
有
限
的
知
性
に
よ
っ
て
理
解
す
る
こ
と
は
、
一
見
不
可
能
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
こ
の
問
い
に

つ
い
て
、
知
を
無
限
円
と
捉
え
て
説
明
す
る
命
）
。
個
別
的
諸
学
は
、
そ
の
無
限
円
の
無
限
箇
の
半
径
で
あ
り
、
そ
の
半
径
は
唯
一
の

中
心
を
共
有
し
て
い
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
無
限
円
の
中
心
を
把
握
す
る
こ
と
が
、
無
限
円
全
体
を
把
握
す
る
こ

と
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
知
は
、
そ
の
程
度
（
の
【
且
）
に
お
い
て
無
限
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
方
法
（
し
Ｈ
Ｃ
に
お
い
て
は
知
の

法
則
に
よ
っ
て
完
全
に
汲
み
尽
く
す
こ
と
が
で
き
る
」
の
で
あ
る
（
旨
ら
。
だ
が
、
周
知
の
よ
う
に
、
中
心
を
定
立
し
て
円
を
描
く
こ
と

よ
り
も
、
所
与
の
円
の
中
心
を
発
見
す
る
こ
と
の
ほ
う
が
、
は
る
か
に
困
難
な
の
で
あ
る
。
こ
の
中
心
の
発
見
の
試
み
こ
そ
、
以
後
の

プ
ィ
ヒ
テ
の
哲
学
的
思
惟
の
方
向
を
規
定
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
で
は
、
こ
の
よ
う
な
唯
一
完
全
な
る
体
系
的
知
は
、
実
存
在
す
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
「
そ
の
よ
う
な
体
系
な
い
し
そ
の
条
件
と
し
て
の
原
則
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
は
、
研
究
に
先
だ
っ
て
は
な
に
も
決

定
し
え
な
い
。
大
切
な
こ
と
は
、
『
試
ゑ
る
八
己
の
Ｈ
２
目
の
口
Ｖ
』
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
（
別
）
。
こ
の
「
試
残
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
知

の
法
則
性
を
把
握
す
る
と
い
う
課
題
を
担
い
続
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
課
題
を
負
う
知
識
学
の
確
立

を
追
求
す
る
こ
と
で
あ
る
。
「
そ
れ
に
成
功
す
れ
ば
、
人
間
知
の
ひ
と
つ
の
体
系
が
存
在
し
そ
の
叙
述
が
知
識
学
で
あ
る
こ
と
が
証
明

さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
失
敗
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
体
系
は
存
在
し
な
い
か
、
な
い
し
は
、
ま
だ
発
見
し
て
な
い
か
で
あ
る
。
我
倉
が
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②
精
神
の
自
由
な
働
き

知
の
体
系
性
と
い
う
上
述
の
前
提
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
知
の
完
全
性
と
い
う
契
機
を
強
調
す
る
こ
と
は
、
知
の
展
開
系
列
に
必
然
性

を
帰
結
せ
し
め
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
構
想
す
る
知
の
世
界
に
は
、
自
由
の

余
地
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
だ
が
し
か
し
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
必
然
性
を
示
す
知
の
体
系
が
強
制
的
に
意
識
を
し
て
表
象
せ
し

め
る
、
と
は
考
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
意
識
な
い
し
知
性
の
う
ち
に
、
そ
の
知
の
体
系
を
能
動
的
に
展
開
せ
ん
と
す
る
働
き

（
出
自
巳
自
頃
の
ロ
）
、
す
な
わ
ち
精
神
の
自
由
な
働
き
を
語
る
余
地
が
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
自
由
を
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
「
強

制
や
強
迫
な
し
に
ゑ
ず
か
ら
を
行
為
そ
の
も
の
へ
と
端
的
に
規
定
（
限
定
）
す
る
人
間
精
神
の
能
力
」
（
ｇ
と
す
る
の
で
あ
る
。
「
端
的

に
」
と
い
う
表
現
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
場
合
、
絶
対
的
な
る
も
の
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
人
間
の
自
由
は
絶
対
的
な
能
力
と
い
う

こ
と
と
な
る
。
そ
の
絶
対
的
な
能
力
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
抽
象
作
用
と
反
省
作
用
と
し
て
顕
現
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
そ
の
自
由
な

働
き
は
、
知
の
諸
法
則
を
具
体
化
し
て
個
別
的
学
と
し
て
展
開
す
る
働
き
と
、
そ
の
知
の
諸
法
則
そ
れ
自
体
を
対
象
と
し
て
知
識
学
を

な
ら
な
い
。
中
心
蜜

な
る
か
ら
で
あ
る
。
」

の
体
系
な
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
哲
学
的
思
惟
と
く
に
知
識
学
の
試
み
に
と
っ
て
、
「
唯
一
完
全
な
る
体
系
的
知

の
存
在
」
は
、
不
可
欠
的
前
提
な
の
で
あ
る
。
だ
が
ま
た
、
こ
の
前
提
そ
の
も
の
が
「
知
識
学
」
の
確
立
を
も
っ
て
確
証
さ
れ
る
と
す

る
フ
ィ
ヒ
テ
の
哲
学
的
思
惟
は
、
そ
の
批
判
性
に
お
い
て
徹
底
し
て
い
る
と
同
時
に
、
彼
の
途
の
困
難
性
を
も
示
唆
し
て
い
る
と
言
え

よ
う
。
さ
て
、
最
後
に
、
人
間
の
知
の
体
系
性
と
そ
の
写
像
た
る
知
識
学
の
体
系
性
と
の
差
異
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
す
で
に
述
べ
た

よ
う
に
、
知
は
無
限
円
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
、
中
心
た
る
知
そ
れ
自
身
の
諸
法
則
と
そ
こ
か
ら
発
す
る
無

限
箇
の
半
径
た
る
無
限
量
の
質
料
か
ら
な
る
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
知
識
学
の
目
指
す
も
の
は
あ
く
ま
で
も
そ
の
無
限
円
の
中
心
に
他

な
ら
な
い
。
中
心
の
把
握
こ
そ
円
全
体
の
把
握
を
意
味
す
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
中
心
が
与
え
ら
れ
れ
ば
、
い
か
な
る
円
も
可
能
と

な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
意
味
に
お
い
て
、
個
別
的
諸
学
の
諸
原
則
・
諸
法
則
の
体
系
こ
そ
、
フ
ィ
ヒ
テ
に
と
っ
て
は
無
限
的
知

発
見
し
な
か
っ
た
が
ゆ
え
に
決
し
て
存
在
し
な
い
の
だ
と
主
張
す
る
こ
と
は
、
誠
実
な
考
察
の
も
つ
品
位
を
低
め
る
不
遜
な
態
度
な
の

で
あ
る
」
（
旨
ｓ
ｏ

Hosei University Repository



3８ 

形
成
す
る
働
き
、
と
い
う
二
重
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。

で
は
、
前
者
の
場
合
に
は
、
自
由
は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
フ
ィ
ヒ
テ
が
例
と
し
て
挙
げ
る
幾
何
学

に
お
い
て
は
、
空
間
が
必
然
的
な
も
の
と
し
て
与
え
ら
れ
、
点
が
絶
対
的
限
界
と
し
て
与
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
構
想
力
に
点
を
任
意

に
定
立
す
る
完
全
な
自
由
が
委
ね
ら
れ
る
と
言
う
ａ
）
。
す
な
わ
ち
、
能
動
的
な
自
己
限
定
能
力
と
し
て
の
自
由
は
、
構
想
力
の
自
由

性
と
し
て
顕
現
す
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
自
然
科
学
の
領
域
に
お
い
て
も
、
経
験
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
諸
対

象
へ
能
動
的
に
関
わ
る
反
省
的
判
断
力
の
自
由
性
と
し
て
顕
現
す
る
の
で
あ
る
（
】
▽
】
ｓ
ｏ
し
か
も
こ
の
よ
う
な
精
神
の
自
由
は
、
具
体
的

学
の
対
象
の
も
つ
量
的
無
限
性
の
ゆ
え
に
、
無
限
の
作
用
圏
を
有
す
る
と
言
え
る
（
錨
）
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
自
由
概
念
に
て
重
要
な
契

機
と
考
え
ら
れ
る
の
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
「
我
為
に
ま
っ
た
く
依
存
し
な
い
自
然
」
と
い
う
観
念
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
自
然
に
よ
っ
て

人
間
の
意
識
に
も
た
ら
さ
れ
る
経
験
的
対
象
の
所
与
性
と
い
う
観
念
と
自
由
の
観
念
と
を
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
ど
の
よ
う
に
調
停
す
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
「
我
為
は
観
察
に
よ
っ
て
法
則
を
学
ぶ
の
で
は
な
く
、
一
切
の
観
察
の
根
底
に
法
則
を
置
く
の
で
あ
る
。
自
然
法
則
と
は
、

’
…
：
我
食
が
ど
の
よ
う
に
自
然
を
観
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
我
々
自
身
に
と
っ
て
の
法
則
な
の
で
あ
る
」
（
色
、
と
フ
ィ

ヒ
テ
は
述
べ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
法
則
と
は
、
あ
く
ま
で
も
自
然
な
い
し
経
験
的
対
象
に
対
す
る
我
々
に
と
っ
て
の
我
々
か
ら
の
説
明

根
拠
に
他
な
ら
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
経
験
的
事
象
の
所
与
性
は
、
そ
の
事
象
の
解
釈
に
さ
い
し
て
我
念
の
精

（
８
）
 

神
を
強
迫
的
に
束
縛
す
る
こ
と
が
決
し
て
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
自
由
概
念
は
意
味
し
て
い
る
。
独
断
論
的
立
場
か
ら
す

る
物
自
体
と
予
定
調
和
論
に
依
拠
す
る
一
致
的
真
理
観
か
ら
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
明
確
に
詮
ず
か
ら
の
立
場
を
区
別
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら

か
で
あ
ろ
う
。
カ
ン
ト
の
「
触
発
」
観
念
を
も
フ
ィ
ヒ
テ
は
乗
り
越
え
て
批
判
的
思
惟
を
純
粋
に
展
開
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な

つ
ぎ
に
、
後
の
知
識
学
の
形
成
を
促
す
人
間
精
神
の
自
由
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
人
間
精

神
の
う
ち
に
は
知
の
体
系
が
存
在
す
る
こ
と
が
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
思
惟
に
は
前
提
さ
れ
て
い
た
。
で
は
、
そ
の
知
は
具
体
的
に
は
ど
の
よ

う
に
存
在
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
精
神
の
う
ち
に
あ
る
も
の
（
三
闇
）
は
、
働
き
（
国
目
巳
目
晦
日
）
に
ほ
か
な
ら
な

い
と
言
う
（
わ
）
。
い
わ
ゆ
る
内
的
存
在
者
と
は
、
精
神
の
活
動
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
よ
う
な
精
神
の
活
動
で
あ
る
知

い
で
あ
ろ
う
か
。
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に
体
系
性
が
帰
せ
ら
れ
る
こ
と
は
、
精
神
の
あ
ら
ゆ
る
活
動
が
或
る
法
則
に
則
っ
て
展
開
す
る
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が

で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
「
人
間
精
神
の
う
ち
に
は
、
我
々
の
知
に
先
行
し
て
、
根
源
的
に
、
内
実
（
三
爵
・
活
動

そ
の
も
の
）
と
形
成
（
言
尉
・
活
動
の
唯
一
の
制
約
と
し
て
の
法
則
）
と
が
存
在
し
、
相
互
に
不
可
分
に
結
合
し
て
い
る
」
（
一
目
）
こ
と

が
明
ら
か
と
な
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
精
神
の
活
動
そ
の
も
の
の
生
起
が
、
法
則
に
制
約
さ
れ
る
た
め
に
必
然
性
を
帯
び

る
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
活
動
が
意
識
へ
も
た
ら
さ
れ
る
事
態
は
、
な
ん
ら
必
然
性
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
（
ひ
。
こ
こ
に
、

無
自
覚
的
に
は
、
諸
学
が
な
ん
の
相
互
連
関
性
も
な
く
展
開
し
て
い
る
さ
主
を
、
自
覚
的
か
つ
能
動
的
に
そ
れ
ら
諸
学
の
原
則
の
体
系

的
知
と
し
て
獲
得
す
る
可
能
性
が
拓
か
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
意
図
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
る
の
が
、
他
な
ら
ぬ
知
識
学
の
試

象
な
の
で
あ
る
。
さ
て
、
そ
の
さ
い
、
精
神
の
内
的
働
き
そ
れ
自
体
を
対
象
と
す
る
精
神
の
働
き
が
前
提
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
で

あ
ろ
う
。
し
か
も
そ
の
働
き
は
、
さ
き
の
必
然
性
を
伴
う
働
き
と
は
、
明
確
に
区
別
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
冠
）
。
こ
の
、
「
人
間

精
神
の
働
き
の
仕
方
そ
の
も
の
を
意
識
へ
の
ぼ
ら
せ
る
働
き
」
（
旨
ｅ
こ
そ
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
指
摘
す
る
哲
学
的
思
惟
に
と
っ
て
不
可
欠
な

「
自
由
な
働
き
」
（
四
な
の
で
あ
る
。
上
述
し
た
よ
う
に
、
自
由
は
自
己
限
定
的
作
用
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、

こ
の
場
面
で
の
自
由
な
働
き
も
自
己
限
定
作
用
と
し
て
の
能
力
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
フ
ィ
ヒ
テ

は
「
知
性
そ
の
も
の
の
働
き
の
仕
方
を
意
識
へ
の
ぼ
ら
せ
る
よ
う
に
（
自
己
を
）
限
定
す
る
」
、
と
言
う
。
だ
が
、
こ
の
自
由
な
働
き

は
、
具
体
的
学
の
場
合
と
は
異
な
り
、
そ
れ
固
有
の
困
難
性
を
あ
つ
の
も
否
定
し
え
な
い
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
自
由
の
対
象
た
る
知

性
の
必
然
的
働
き
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
系
列
的
に
意
識
の
う
ち
に
生
起
す
る
の
で
は
な
く
、
し
か
も
自
由
な
働
き
の
対
象
と

し
て
与
え
ら
れ
る
経
験
的
所
与
は
期
待
し
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
よ
う
な
自
由
な
働
き
は
、
知
性
の
様
交
な
必
然
的
働

き
を
、
そ
れ
ら
が
自
体
的
に
生
起
す
る
系
か
ら
分
離
し
、
い
わ
ば
一
切
の
混
交
か
ら
純
粋
に
立
て
な
く
て
は
な
ら
な
い
（
召
が
ゆ
え
に
、

抽
象
作
用
を
そ
の
契
機
と
す
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
ら
自
体
的
に
形
式
で
あ
る
知
性
の
必
然
的
な
働
き
を
、
内
実
と
し
て
新

し
い
形
式
す
な
わ
ち
知
な
い
し
意
識
の
形
式
へ
と
も
た
ら
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
（
】
亘
ｅ
が
ゆ
え
に
、
そ
の
自
由
な
働
き
は
反
省
作
用
で

な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
知
識
学
へ
と
導
く
精
神
の
自
由
な
働
き
は
、
抽
象
作
用
と
反
省
作
用
か
ら
な
る

（
９
）
 

と
一
一
旨
え
る
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
し
て
、
学
の
生
成
契
機
と
し
て
の
精
神
の
自
由
な
働
き
が
明
ら
か
と
な
っ
た
の
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
に
大
き
な
問
題
が

横
た
わ
っ
て
い
る
。
人
間
精
神
は
、
盲
目
的
活
動
に
よ
っ
て
展
開
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
根
源
的
な
意
味
で
の
秩
序
が
存
在
す

る
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
知
性
の
働
き
は
す
べ
て
必
然
性
を
伴
う
こ
と
と
な
る
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
こ
の
知
性
の
自
由
な
働

き
は
、
上
記
の
意
味
で
は
、
精
神
の
秩
序
だ
っ
た
必
然
的
活
動
の
う
ち
の
ひ
と
つ
と
は
理
解
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ

で
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
「
自
由
に
よ
っ
て
生
起
す
る
反
省
的
抽
象
作
用
に
お
い
て
は
…
…
哲
学
的
判
断
力
は
盲
目
的
強
制
に
よ
っ
て
導
か

れ
る
の
で
は
ま
っ
た
く
な
い
」
（
丘
ｅ
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
こ
に
は
自
己
限
定
作
用
と
し
て
の
自
由
の
限
定
作
用
そ
の
も
の

を
強
制
を
伴
わ
ず
に
規
定
す
る
或
る
高
次
の
規
則
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
自
由
な
働
き
も
、
或
る
意
味
で
は
被
制
約
的

で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
自
由
な
働
き
、
と
く
に
知
識
学
の
試
糸
に
お
け
る
知
性
の
自
由
な
働
き
と
は
、

い
っ
た
い
何
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
染
ず
か
ら
の
基
礎
づ
け
根
拠
を
ど
こ
に
有
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
問
い
に
対

し
て
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
理
論
理
性
の
陥
る
無
限
遡
及
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
応
え
て
い
る
（
別
）
。
す
な
わ
ち
、
理
論
理
性
が
思

惟
し
う
る
個
々
の
原
因
は
、
そ
の
理
性
の
法
則
に
な
る
と
い
う
結
果
に
終
わ
り
、
再
び
そ
れ
固
有
の
原
因
を
理
論
理
性
は
探
求
し
な
く

て
は
な
ら
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
第
一
原
因
を
求
め
る
課
題
が
存
続
し
続
け
る
に
し
ろ
、
そ
の
第
一
原
因
は
決
し
て

見
出
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
」
（
一
目
）
。
し
た
が
っ
て
、
先
の
精
神
の
自
由
な
働
き
を
規
定
す
る
高
次
の
規
則
と

は
、
決
し
て
論
理
的
意
味
で
の
規
則
で
は
な
く
、
む
し
ろ
精
神
自
体
の
根
源
的
な
自
己
限
定
と
い
う
働
き
そ
の
も
の
を
意
味
す
る
の
で

は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
我
点
を
そ
れ
へ
と
導
き
目
撃
せ
し
め
る
も
の
こ
そ
、
い
わ
ゆ
る
哲
学
者
の
「
真
理
感
覚
」
（
別
）
と
「
真
理
愛
」
（
否

な
の
で
あ
ろ
う
。
「
哲
学
す
る
八
勺
曰
］
・
ｍ
ｇ
ｚ
の
『
８
Ｖ
」
と
い
う
行
為
の
、
人
間
精
神
に
お
け
る
特
権
的
地
位
を
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
こ
の

よ
う
に
暗
黙
の
う
ち
に
前
提
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
批
判
は
形
而
上
学
の
予
備
学
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
そ
の
予
備
学
と
し
て
の
批
判
は
、

四
批
判
の
具
体
的
前
提
Ｉ
知
識
学
へ
の
諸
制
約
Ｉ
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⑩
命
題
論

言
う
ま
で
も
な
く
、
学
的
知
識
は
命
題
と
し
て
表
現
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
精
神
の
活
動
の
写
像
で
あ
る
知
の
体
系
」
馬
）
も

ま
た
多
く
の
多
様
な
命
題
か
ら
成
る
体
系
と
し
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
も
そ
の
多
様
な
各
命
題
は
、
「
唯
一
の
原
則
に
よ

っ
て
維
持
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
相
互
に
完
全
に
規
定
さ
れ
」
（
囚
尽
く
さ
れ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
そ
の

唯
一
の
原
則
も
ま
た
一
つ
の
命
題
と
し
て
表
現
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
哲
学
的
思
惟
に
お

い
て
は
、
命
題
と
い
う
表
現
形
式
は
特
別
の
重
要
性
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
特
別
な
重
要
性
を
有
す
る
命
・

題
に
関
し
て
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
独
自
の
解
釈
を
示
し
て
い
る
。

「
金
は
物
体
で
あ
る
八
○
。
］
。
尊
の
目
尻
○
ｓ
の
Ｈ
・
Ｖ
」
と
い
う
命
題
を
例
と
し
て
取
り
上
げ
て
ふ
よ
う
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
金
と
物
体

を
命
題
の
内
実
（
の
①
富
一
斤
）
、
命
題
の
性
質
で
あ
る
肯
定
性
を
命
題
の
形
式
（
句
日
日
）
と
呼
ぶ
（
伯
）
。
こ
の
形
式
は
、
さ
ら
に
具
体
的

に
は
、
「
そ
れ
ら
（
金
と
物
体
）
は
、
或
る
特
定
の
観
点
に
て
は
同
等
で
あ
り
、
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
他
方
の
場
に
一
方
を
定
立
し

う
る
」
こ
と
を
表
現
す
る
と
言
わ
れ
る
（
鯛
）
。
こ
の
説
明
で
は
、
内
実
と
し
て
の
「
金
」
と
「
物
体
」
と
の
い
わ
ゆ
る
客
観
的
属
性
に

関
す
る
自
然
科
学
的
陳
述
に
重
点
が
侭
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
「
金
」
と
「
物
体
」
と
が
、
或
る

特
定
の
条
件
の
下
で
は
同
等
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
言
表
可
能
で
あ
る
こ
と
を
、
そ
の
命
題
を
言
表
す
る
知
性
が
「
現
に

今
知
っ
て
い
る
」
と
い
う
知
の
状
態
を
表
現
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
命
題
を
言
表
す

る
知
性
は
、
「
金
」
と
「
物
体
」
が
有
す
る
あ
ら
ゆ
る
属
性
を
、
原
則
的
に
は
、
理
解
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
な
ろ
う
。
し
た
が
っ

て
、
そ
の
命
題
は
、
そ
れ
を
言
表
す
る
知
性
が
そ
れ
ら
事
象
と
し
て
の
内
実
（
「
金
」
と
「
物
体
」
）
に
関
し
て
な
す
豊
富
な
働
き
の
一

部
し
か
表
現
し
て
い
な
い
こ
と
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
か
ら
す
れ
ば
、
命
題
の
表
現
す
る
事
態
は
、
知
性
の
働
き
が
限
定
的
に
抽

象
さ
れ
た
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
い
か
な
る
命
題
も
、
命
題
そ
れ
自
体
と
し
て
は
、
知
性
の
働
き
を

と
く
に
、
知
識
学
（

観
し
て
い
き
た
い
。

形
而
上
学
と
し
て
の
知
識
学
に
不
可
欠
な
具
体
的
な
方
法
や
前
提
を
先
行
的
に
規
定
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は

と
く
に
、
知
識
学
の
遂
行
に
と
っ
て
重
要
な
命
題
論
と
事
行
、
さ
ら
に
は
そ
れ
ら
を
支
え
る
批
判
的
前
提
と
し
て
の
循
環
に
つ
い
て
慨
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②
意
識
の
事
実
か
ら
事
行
へ

ラ
ィ
ソ
ホ
ー
ル
ト
の
意
識
命
題
批
判
の
さ
い
に
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
「
全
哲
学
の
原
則
は
事
実
（
曰
目
宮
口
同
意
）
で
は
な
く
、
事
行

（
目
冨
冒
目
星
冒
巴
を
表
現
で
き
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
、
と
主
張
す
る
（
８
）
。
す
で
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
命
題
論
の

独
自
性
は
、
各
命
題
の
背
景
と
し
て
の
精
神
の
能
動
的
働
き
を
目
撃
す
る
こ
と
を
哲
学
的
思
惟
の
課
題
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た

が
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
、
各
命
題
を
単
に
知
性
の
分
析
的
働
き
の
対
象
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
を
拒
否
す
る
姿
勢
を
示
す
と
言
え
よ

う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ラ
ィ
ン
ホ
ー
ル
ト
は
、
経
験
的
に
意
識
に
与
え
ら
れ
ざ
る
を
え
な
い
具
体
的
な
諸
命
題
の
承
に
抽
象
的
反
省
を

加
え
つ
つ
、
か
の
全
哲
学
の
第
一
原
則
と
し
て
の
意
識
命
題
を
定
立
す
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
観
点
か
ら
す

れ
ば
、
表
象
能
力
に
よ
っ
て
表
象
せ
ら
れ
る
二
切
の
表
象
は
、
心
性
の
経
験
的
規
定
で
あ
る
こ
と
を
否
定
し
え
な
い
」
（
７
）
の
で
あ

る
か
ら
、
そ
の
よ
う
に
し
て
得
ら
れ
る
経
験
的
諸
命
題
そ
れ
自
体
を
い
か
に
抽
象
反
省
し
よ
う
と
、
哲
学
の
第
一
原
則
の
要
請
す
る
絶

対
性
に
は
決
し
て
到
達
す
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
哲
学
的
思
惟
は
、
精
神
の
能
動
的
な
働
き
の
結
果
（
日
日
Ｃ

完
全
に
表
現
し
え
な
い
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
Ａ
に
つ
い
て
Ｂ
を
知
っ
て
い
る
ハ
ヨ
の
、
の
回
国
ぐ
自
褥
Ｖ
」
に
お
い
て
、
Ａ
を

命
題
の
内
実
、
Ｂ
を
命
題
の
形
式
と
す
る
フ
ィ
ヒ
テ
の
解
釈
に
お
い
て
は
、
あ
く
ま
で
も
ハ
ヨ
、
、
の
曰
く
目
Ｖ
に
力
点
が
置
か
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
に
よ
れ
ば
、
命
題
は
、
そ
れ
を
言
表
す
る
主
体
と
し
て
の
知
性
の
働
き
と
の
直
接
的
な
関
り
の
う
ち
で
初
め

て
そ
の
十
全
な
意
味
を
我
交
に
指
示
す
る
と
言
え
よ
う
。
「
知
識
の
本
質
は
、
そ
の
知
識
の
内
実
の
状
態
（
団
の
、
。
冨
魚
の
：
の
芹
）
、
す
な

わ
ち
そ
の
内
実
が
意
識
に
対
し
て
も
つ
関
係
に
あ
る
」
、
と
言
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
（
鉋
）
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
「
我
々
の

意
識
の
う
ち
に
生
来
す
る
も
の
の
発
生
的
な
導
出
を
そ
れ
自
体
再
び
哲
学
す
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
愚
）
フ
ィ
ヒ
テ
の
哲
学

的
思
惟
は
、
人
間
精
神
の
必
然
的
制
約
で
あ
る
言
表
形
態
と
し
て
の
命
題
そ
の
も
の
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
の
命
題
を
「
現
に
今
」
言
表

し
て
い
る
「
知
性
の
働
き
そ
の
も
の
」
に
必
然
的
に
向
か
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
固
定
化
し
え
な
い
精
神
の
働
き
を
命
題

と
し
て
固
定
化
せ
ざ
る
を
え
な
い
限
界
を
自
覚
し
つ
つ
、
し
か
も
固
定
せ
ら
れ
限
定
せ
ら
れ
た
命
題
と
し
て
の
知
か
ら
錆
神
の
働
き
そ

れ
自
体
の
糸
を
純
粋
に
目
蝶
せ
ん
と
す
る
フ
ィ
ヒ
テ
の
哲
学
的
思
惟
の
困
難
性
は
、
ま
さ
に
、
以
上
の
よ
う
な
独
自
の
命
題
論
に
も
窺

え
る
で
あ
ろ
う
。
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を
、
経
験
的
諸
制
約
を
伴
う
表
象
を
通
じ
て
表
現
す
る
命
題
の
糸
を
単
な
る
分
析
的
能
力
の
対
象
物
（
の
回
呂
の
）
と
し
て
考
察
し
て
は

な
ら
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
、
さ
ら
に
は
上
記
の
命
題
論
の
独
自
性
か
ら
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
哲
学
的
思
惟
の

方
向
が
さ
ら
に
明
瞭
に
な
っ
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
我
為
の
思
惟
は
、
「
思
惟
の
法
則
に
従
う
以
外
、
思
惟
す
る

こ
と
が
で
き
ず
」
（
５
）
、
し
か
も
命
題
形
式
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
以
上
、
命
題
は
哲
学
的
思
惟
に
と
っ
て
重
要
な
契
機

の
ひ
と
つ
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
精
神
の
働
き
の
結
果
（
目
冨
（
）
と
し
て
の
命
題
は
決
し
て
無
視
し
え
な
い
の
で
あ

る
。
で
は
、
命
題
と
し
て
表
現
さ
れ
る
哲
学
の
第
一
原
則
が
、
そ
の
地
平
た
る
精
神
の
働
き
そ
れ
自
体
（
田
圃
且
一
目
、
）
を
「
表
現
し

な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
は
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
す
で
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
彼
の
命
題
論
を
前
提
と
す

る
か
ぎ
り
、
第
一
原
則
に
向
か
う
哲
学
的
思
惟
の
現
に
今
在
る
「
知
っ
て
い
る
八
三
一
ｍ
ｍ
目
Ｖ
」
と
い
う
事
態
は
、
決
し
て
命
題
形
式
で

は
完
全
に
汲
承
尽
く
し
え
な
い
漸
態
の
は
ず
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
主
眼
は
、
第
一
原
則
の
命
題
と
し
て
の
完
全
性

を
追
求
し
て
そ
れ
を
作
り
上
げ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
第
一
原
則
と
し
て
仮
説
的
に
定
立
さ
れ
る
命
題
を
言
表
す
る
さ
い

の
精
神
の
働
き
そ
れ
自
体
を
、
精
神
の
地
平
を
指
示
す
る
命
題
を
手
掛
り
に
し
て
遡
及
的
に
さ
ら
に
抽
象
反
省
し
て
い
く
こ
と
に
置
か

れていると一一一貢えよう。このフィヒテの哲学的思惟の有り様桃）思惟がゑずから自身に対目的に関りっっ、しかも
そ
の
関
係
そ
れ
自
体
を
弁
証
法
的
に
思
惟
し
て
い
く
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
「
自
我
は
、
現
に
自
我
が
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
り
、

現
に
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
と
し
て
あ
る
が
ゆ
え
に
、
自
我
に
対
し
て
あ
る
の
で
あ
る
」
（
肥
）
、
と
プ
ィ
ヒ
テ
は
語
っ
て
い
る
・
だ
が
、

こ
の
よ
う
な
思
惟
は
、
或
る
種
の
困
難
性
を
伴
う
が
ゆ
え
に
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
哲
学
的
思
惟
が
あ
く
ま
で
も
「
試
象
」
と
い
う
性
格
を
示

さ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
も
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
（
鋼
）
。
「
珈
行
を
表
現
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
哲
学
的
思
惟

の
困
難
な
全
行
程
を
象
徴
的
に
表
現
す
る
と
同
時
に
、
フ
ィ
ヒ
テ
を
導
く
道
標
と
し
て
の
意
義
を
も
つ
一
一
一
一
口
葉
な
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う

力、
。

③
循
環

フ
ィ
ヒ
テ
に
よ
れ
ば
、
循
環
（
国
鳥
の
一
）
と
は
、
人
間
精
神
お
よ
び
そ
の
働
き
に
お
い
て
承
ら
れ
る
不
可
避
的
な
事
態
で
あ
っ
て
、

こ
れ
を
無
視
す
る
こ
と
は
独
断
論
へ
必
然
的
に
陥
ら
ざ
る
を
え
な
い
か
、
な
い
し
は
困
難
な
ア
ポ
リ
ア
に
直
面
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
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る
、
そ
の
よ
う
な
人
間
精
神
の
本
来
的
に
有
す
る
限
界
性
を
示
す
事
態
を
意
味
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
｝
」
の
事
態
を
哲
学
的
思
惟

が
自
覚
し
つ
つ
思
惟
す
る
こ
と
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
思
惟
の
批
判
的
性
格
そ
の
も
の
を
保
証
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
そ
の
よ
う
な
循
環
と
し
て
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
人
間
精
神
一
般
に
お
け
る
循
環
と
、
知
識
学
の
試
み
に
見
出
せ
る
循
環
と
を
明

ら
か
に
し
て
い
る
。
ま
ず
、
人
間
精
神
一
般
に
お
け
る
循
環
と
は
、
｝
－
－
ネ
ジ
デ
ム
ス
批
判
に
関
連
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ

る
。
「
我
々
の
う
ち
に
表
象
が
存
在
す
る
」
こ
と
は
、
衆
目
の
一
致
す
る
普
遍
的
真
理
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
表
象
を
生
起
せ
し
め

る
我
々
の
表
象
能
力
の
実
存
在
も
否
定
し
え
な
い
。
そ
こ
で
以
上
の
こ
と
か
ら
、
エ
ー
ネ
ジ
デ
ム
ス
は
、
原
因
は
結
果
に
依
存
し
な
い

と
い
う
ふ
ず
か
ら
の
立
場
か
ら
、
表
象
に
依
存
し
な
い
表
象
能
力
の
客
観
的
実
存
性
を
主
張
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
（
Ｕ
・
こ
の
こ
と

は
、
エ
ー
ネ
ジ
デ
ム
ス
に
お
い
て
は
、
表
象
能
力
が
物
自
体
と
し
て
実
在
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
こ
で
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
「
表
象
作

用
に
依
存
す
る
こ
と
な
く
、
物
自
体
し
か
も
表
象
す
る
も
の
と
し
て
実
存
在
す
る
或
る
も
の
」
（
百
ｓ
を
ど
の
よ
う
に
我
台
は
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
基
本
的
な
疑
問
を
提
示
す
る
。
そ
の
よ
う
な
も
の
は
、
我
々
に
と
っ
て
は
思
惟
不
能
な
も
の
な
の
で
あ
る
。

フ
ィ
ヒ
テ
に
よ
れ
ば
、
「
表
象
能
力
は
表
象
能
力
に
対
し
て
、
表
象
能
力
に
よ
っ
て
実
存
在
す
る
八
□
闇
ご
目
黒
①
］
］
巨
砲
の
く
の
Ｈ
Ｂ
Ｃ
頤
目

の
倒
の
陣
の
耳
昏
Ｈ
国
己
目
『
９
８
の
く
日
の
［
の
］
一
目
、
叩
く
の
『
曰
□
ぬ
の
ご
Ｖ
」
（
旨
９
）
の
で
あ
る
。
表
象
能
力
は
、
ゑ
ず
か
ら
自
身
に
対
す
る
関

係
を
保
持
し
つ
つ
、
そ
の
関
係
を
ゑ
ず
か
ら
を
通
し
て
み
ず
か
ら
に
表
象
す
る
と
い
う
仕
方
で
存
在
す
る
も
の
、
と
理
解
す
る
こ
と
が

で
き
よ
う
。
表
象
能
力
よ
り
生
起
す
る
表
象
の
存
在
が
、
表
象
能
力
の
存
在
を
根
拠
づ
け
る
と
い
う
、
こ
の
循
環
こ
そ
、
「
有
限
的
な

悟
性
、
我
交
の
思
惟
が
陥
る
必
然
的
な
循
環
」
（
一
目
）
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
こ
の
循
環
を
脱
出
せ
ん
と
す
る
者
は
、
象
ず
か

ら
自
身
を
理
解
し
て
い
な
い
者
か
、
さ
し
な
く
ぱ
お
の
れ
が
何
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
を
知
ら
な
い
者
な
の
で
あ
る
」
（
一
畳
）
。
確
か

に
、
こ
の
循
環
は
、
物
自
体
の
実
存
在
を
主
張
す
る
独
断
論
者
に
向
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
は
あ
る
が
、
他
方
、
い
わ

ゆ
る
絶
対
的
観
念
論
の
立
場
を
擁
護
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
、
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
我

☆
の
表
象
作
用
そ
の
も
の
に
必
然
的
に
随
伴
す
る
経
験
的
諸
制
約
と
意
識
に
お
け
る
表
象
の
所
与
性
に
つ
い
て
明
確
に
語
っ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
（
８
）
。

さ
て
つ
ぎ
に
、
知
識
学
の
試
承
に
お
け
る
三
つ
の
循
環
、
す
な
わ
ち
知
識
学
の
体
系
性
に
関
す
る
一
一
つ
の
循
環
と
知
識
学
の
遂
行
規
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則
に
関
す
る
循
環
と
に
つ
い
て
概
観
し
よ
う
。
知
識
学
の
体
系
性
に
関
し
て
は
、
ま
ず
知
識
学
そ
れ
戸
口
体
が
「
人
間
知
の
体
系
の
写
像
」

（
弱
）
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
知
識
学
も
ま
た
第
一
原
則
と
そ
れ
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
唯
一
の
知
識
体
系
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
は
ず
で
あ

る
。
だ
が
、
プ
ィ
ヒ
テ
は
、
そ
の
第
一
原
則
と
唯
一
的
体
系
性
と
の
あ
い
だ
に
基
礎
づ
け
に
関
す
る
相
互
循
環
的
な
関
係
を
染
る
の
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
命
題
Ｘ
が
人
間
知
の
第
一
至
高
の
絶
対
的
原
則
な
ら
ば
、
人
間
知
の
う
ち
に
は
唯
一
の
体
系
が
存
在
す
る
。
と

い
う
の
は
、
人
間
知
の
う
ち
に
は
唯
一
の
体
系
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
が
命
題
Ｘ
か
ら
帰
結
す
る
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
人
間

知
の
う
ち
に
唯
一
の
体
系
が
存
在
す
べ
き
な
ら
ば
、
真
に
体
系
を
基
礎
づ
け
る
命
題
Ｘ
は
、
人
間
知
一
般
の
原
則
で
あ
り
、
そ
れ
に
基

礎
づ
け
ら
れ
る
体
系
は
人
間
知
の
唯
一
の
体
系
で
あ
る
」
ａ
）
。
だ
が
、
こ
の
循
環
は
、
知
識
学
の
遂
行
に
お
い
て
は
単
に
見
掛
け
だ

け
の
も
の
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
絶
対
的
第
一
原
則
か
ら
の
導
出
に
よ
る
人
間
知
の
体
系
そ
の
』
も
の
の
建

設
を
主
眼
と
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
体
系
の
建
設
可
能
性
を
追
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
端
緒
と
し
て
の
第
一
原
則
の
絶
対

性
を
確
証
せ
ん
と
す
る
意
図
が
窺
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
知
識
学
の
試
象
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
非
難
す
る
独
断
論
的
演

鐸
に
陥
る
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
二
つ
の
重
大
な
問
題
が
派
生
す
る
。
ま
ず
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
絶
対
的
第
一
原
則

と
し
て
仮
定
さ
れ
る
命
題
Ｘ
を
ど
の
よ
う
に
し
て
見
出
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
さ
き
の
循
環
に
つ
い
て
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
次
の
よ
う
に
述
べ

る
。
「
こ
の
循
環
を
廃
棄
せ
ん
と
望
む
こ
と
は
、
直
接
的
真
理
は
決
し
て
存
在
せ
ず
、
媒
介
さ
れ
た
真
理
し
か
存
在
し
な
い
と
い
う
こ

と
を
主
張
す
る
に
等
し
い
の
で
あ
る
」
＆
）
と
。
そ
の
命
題
Ｘ
は
、
悟
性
的
推
論
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
無
媒
介
な
人

間
精
神
の
働
き
（
哲
学
者
の
真
理
感
、
後
に
主
張
さ
れ
る
知
的
直
観
）
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
こ
と
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
す
な

わ
ち
、
「
わ
れ
在
り
八
円
呂
宮
Ｐ
Ｖ
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
知
識
学
の
試
み
の
端
緒
は
、
直
観
知
に
ほ
か
な
ら
な

い
こ
と
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
直
観
知
そ
れ
自
体
は
決
し
て
論
証
の
対
象
た
り
え
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る

体
系
は
、
或
る
意
味
で
は
、
あ
く
ま
で
も
そ
の
真
性
に
関
し
て
は
蓋
然
性
し
か
有
し
え
な
い
こ
と
と
な
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
フ
ィ
ヒ

テ
の
哲
学
的
思
惟
は
、
根
本
的
に
は
そ
の
直
観
知
の
明
証
性
そ
の
も
の
を
証
す
る
こ
と
に
主
眼
を
置
か
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
そ
の
こ

と
が
、
知
の
体
系
の
写
像
た
る
知
識
学
の
建
設
の
課
題
に
他
な
ら
な
い
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
フ
ィ
ヒ
テ
の
哲
学
的
思
惟
は
、
あ
た

か
』
も
デ
カ
ル
ト
の
八
○
○
四
ｓ
の
Ｈ
函
Ｃ
２
日
．
Ｖ
の
明
証
性
そ
の
』
も
の
を
明
証
せ
ん
と
意
図
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
ｊ
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
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る
。
で
は
、
そ
の
よ
う
な
完
結
的
な
唯
一
の
体
系
と
し
て
の
知
識
学
は
、
い
か
な
る
地
点
に
お
い
て
完
結
す
る
と
言
え
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
そ
れ
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
に
よ
れ
ば
、
「
我
々
の
出
発
点
で
あ
る
原
則
が
、
同
時
に
最
終
的
な
結
論
で
も
あ
る
」
（
忠
と
い
う
事
態
に

お
い
て
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
他
の
一
切
の
学
の
原
則
が
、
完
全
に
知
識
学
に
還
元
さ
れ
、
逆
に
知
識
学
か
ら
一
切
の
原
則
が
導
出
さ

れ
る
こ
と
を
、
知
識
学
自
体
が
論
証
し
、
一
切
の
学
の
根
拠
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
場
合
で
あ
る
（
旨
ｅ
・
さ
ら
に
具
体
的
に
言
い
換
え

る
な
ら
ば
、
知
識
学
の
第
一
原
則
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
可
能
な
学
の
諸
原
則
が
導
出
可
能
で
あ
る
』
」
と
を
知
識
学
の
う
ち
で
証
す
る
こ
と

が
で
き
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
つ
ぎ
に
、
知
性
の
必
然
的
な
働
き
方
と
そ
れ
を
自
覚
す
る
意
識
の
必
然
的
な
働
き
方
と
の
間
に
循
環
が
指
摘
さ
れ
る
冠
）
。
す

な
わ
ち
、
意
識
の
対
象
と
な
る
べ
き
知
性
の
必
然
的
な
働
き
方
は
、
必
然
的
に
意
識
の
働
き
の
形
式
の
う
ち
に
も
た
ら
さ
れ
る
は
ず
で

あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
前
者
は
す
で
に
先
行
的
に
意
識
の
働
き
の
形
式
の
う
ち
に
属
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
な
る
。
し

た
が
っ
て
、
こ
の
循
環
は
、
探
求
す
べ
き
も
の
が
す
で
に
獲
得
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
、
厳
密
に
言
え
ば
、
循
環
と
言
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
場
合
の
循
環
と
は
、
意
識
が
ゑ
ず
か

ら
自
身
を
意
識
し
尽
く
す
こ
と
、
こ
の
こ
と
が
知
識
学
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
さ
て
最
後
に
、
知
識

学
を
導
く
一
般
的
反
省
法
則
と
知
識
学
固
有
の
遂
行
規
則
と
の
間
に
循
環
が
指
摘
さ
れ
る
（
３
．
だ
が
、
こ
の
循
環
は
、
意
識
の
形
式

に
関
す
る
上
記
の
循
環
の
特
殊
的
事
例
と
象
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
知
識
学
の
形
式
が
意
識
の
形
式
に
す
で

に
属
し
て
い
る
以
上
、
そ
の
遂
行
規
則
も
ま
た
意
識
の
必
然
的
な
働
き
方
の
う
ち
に
属
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
問

題
と
な
る
の
は
、
仮
定
さ
れ
た
遂
行
規
則
と
意
識
の
反
省
法
則
と
の
一
致
を
い
か
に
確
証
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ

い
て
は
、
「
特
定
の
反
省
法
則
を
前
提
に
し
た
の
ち
、
そ
の
同
じ
も
の
を
学
の
行
程
に
お
い
て
唯
一
正
し
い
も
の
と
し
て
発
見
す
る
」

（
ザ
苞
）
に
至
る
場
合
、
い
う
な
れ
ば
知
識
学
が
知
の
唯
一
の
体
系
的
写
像
で
あ
る
こ
と
が
確
証
さ
れ
る
場
合
、
と
言
わ
れ
る
だ
け
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
フ
ィ
ヒ
テ
の
応
答
は
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
我
々
に
失
望
を
抱
か
せ
る
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
。
だ
が
、
｝
」
の
こ
と

に
こ
そ
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
哲
学
的
思
惟
の
批
判
的
性
格
が
如
実
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
人
間
精

神
の
営
糸
が
内
包
す
る
不
可
避
的
な
循
環
を
明
確
に
自
覚
す
る
シ
」
と
を
通
じ
て
、
み
ず
か
ら
の
哲
学
的
思
惟
の
歩
象
が
、
あ
く
ま
で
も
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4７ 

初
期
ブ
ィ
ヒ
テ
の
批
判
的
思
惟
は
、
以
上
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
カ
ン
ト
の
批
判
的
思
惟
と
は
異
な
る
独
自
性
を
有
し
て
い
る
。

そ
れ
は
、
批
判
的
思
惟
を
通
じ
て
な
さ
れ
る
批
判
が
、
形
而
上
学
と
し
て
の
知
識
学
の
予
備
学
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
、

さ
ら
に
は
批
判
が
人
間
精
神
の
働
き
そ
れ
自
体
の
ゑ
ず
か
ら
に
対
す
る
自
己
限
定
、
す
な
わ
ち
精
神
の
自
由
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
、

か
ら
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
前
者
を
通
じ
て
は
、
知
識
学
の
構
想
に
向
か
う
フ
ィ
ヒ
テ
の
信
条
が
我
々
に
明
ら
か
に
な

っ
て
く
る
。
だ
が
、
後
者
か
ら
は
、
さ
ら
に
一
層
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
批
判
的
思
惟
の
独
自
性
が
窺
わ
れ
る
。
定
説
的
体
系
と
し
て
の
形
而

上
学
を
櫛
想
す
る
の
に
絶
対
不
可
欠
な
前
提
を
、
彼
の
批
判
的
思
惟
は
提
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
と
く
に
、
自
我
は
、
演
緯
さ
れ

る
こ
と
が
で
き
な
い
が
ゆ
え
に
、
哲
学
は
自
我
か
ら
出
発
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
（
剛
）
と
い
う
立
場
を
貫
き
つ
つ
、
し
か
も
自
我
に

関
し
て
定
立
さ
れ
る
諸
原
則
が
、
あ
く
ま
で
も
仮
説
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
主
張
す
る
フ
ィ
ヒ
テ
の
姿
勢
は
、
カ
ン
ト
批
判
哲
学

の
八
甸
冨
］
Ｃ
ｍ
Ｃ
ｐ
三
円
８
Ｖ
の
精
神
を
内
的
方
向
に
徹
底
し
て
い
く
も
の
と
一
一
一
一
口
え
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
批
判
的
思
惟
の
遂

行
は
、
来
た
る
べ
き
知
識
学
へ
の
途
が
、
多
く
の
困
難
性
を
予
想
せ
し
め
る
こ
と
を
フ
ィ
ヒ
テ
は
す
で
に
そ
の
端
緒
に
お
い
て
自
覚
し

て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
困
難
性
に
も
拘
ら
ず
、
フ
ィ
ヒ
テ
を
そ
の
途
へ
と
駆
り
立
て
る
も
の
は
、
彼
の
「
真
理
愛
と
真
理
感

覚
」
の
糸
な
ら
ず
、
「
自
由
」
と
し
て
の
人
間
精
神
へ
の
限
り
な
い
信
頼
と
言
え
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
「
我
々
が
、
知
の
体

系
を
発
見
し
な
か
っ
た
が
ゆ
え
に
そ
れ
は
存
在
し
な
い
の
だ
、
と
主
張
す
る
こ
と
は
、
誠
実
な
考
察
の
も
つ
品
位
を
低
め
る
不
遜
な
態

真
理
を
確
証
す
る
た
め
の
歩
承
に
他
な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
途
上
で
思
惟
さ
れ
た
し
の
は
途
上
に
あ
る
も
の
と
し
て
真
理
に
関

す
る
仮
説
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
示
め
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
循
環
に
よ
っ
て
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
批
判
的
思
惟
の

独
自
性
が
あ
ら
わ
と
な
る
。
カ
ン
ト
は
、
そ
の
批
判
哲
学
に
お
い
て
、
能
力
と
し
て
の
人
間
理
性
の
権
能
と
限
界
を
明
ら
か
に
し
た

が
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
よ
り
根
源
的
に
そ
の
人
間
理
性
を
対
象
と
す
る
人
間
精
神
の
働
き
そ
の
も
の
の
権
能
と
限
界
と
を
、
人
間
精
神
の

自
己
省
察
を
通
じ
て
明
ら
か
に
せ
ん
と
し
た
、
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

五
、
お
わ
り
に
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4８ 

度
で
あ
る
（
色
。
…
…
む
し
ろ
、
い
か
な
る
も
の
が
帰
結
し
よ
う
と
も
、
み
ず
か
ら
の
道
を
突
き
進
ま
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
だ
。
哲

学
者
は
、
段
も
苦
労
の
多
い
意
味
深
い
仕
事
が
、
根
拠
の
な
い
こ
と
と
示
さ
れ
た
り
、
ふ
ず
か
ら
そ
の
）
」
と
を
見
出
し
た
り
し
て
も
決

し
て
倦
怠
を
感
じ
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
仕
事
を
や
り
抜
く
力
を
維
持
し
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
だ
。
も
し
見
当
違
い

を
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
何
で
あ
ろ
う
。
現
在
ま
で
の
あ
ら
ゆ
る
思
惟
に
共
通
で
あ
っ
た
運
命
以
上
の
何
が
哲
学
者
に
起
こ
る

と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
（
万
】
。
こ
の
よ
う
に
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
八
同
匡
］
・
の
目
冨
の
『
の
ロ
Ｖ
と
い
う
営
糸
の
意
義
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
フ
ィ
ヒ
テ
の
姿
勢
を
い
か
に
評
価
す
る
か
は
、
現
代
の
我
灸
の
主
体
性
を
問
わ
れ
る
も
の
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

注

（
３
）
エ
ー
ネ
ジ
デ
ム
ス
は
、
カ
ン
ト
の
「
純
粋
理
性
批
判
」
を
誤
解
し
て
い
る
、
む
し
ろ
ま
っ
た
く
読
ん
で
い
な
い
、
と
フ
ィ
ヒ
テ
は
考
え
て
い

（
１
）
少
の
ロ
研
一
（
荷
目
勗
と
は
、
の
・
国
．
、
呂
巳
恩
ご
臼
Ｉ
』
、
園
の
匿
名
で
あ
る
。
彼
は
、
カ
ン
ト
お
よ
び
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ト
の
批
判
哲
学
を
懐
疑

論
の
立
場
か
ら
非
難
し
た
。

（
２
）
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
矛
盾
律
の
無
制
約
的
な
形
式
的
普
遍
性
を
承
認
す
る
点
に
お
い
て
、
思
惟
で
の
矛
盾
律
の
働
き
に
絶
対
的
性
格
を
帰
す
。
し

た
が
っ
て
、
知
識
学
の
第
一
原
則
が
形
式
と
内
実
と
も
に
１
対
１
対
応
と
い
う
絶
対
的
性
格
を
有
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
す

で
に
絶
対
的
形
式
を
有
す
る
と
承
な
さ
れ
る
矛
盾
律
を
知
性
の
働
き
か
ら
の
抽
象
命
題
と
染
な
し
て
、
そ
の
根
源
を
見
出
す
と
い
う
方
法
が
と

ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
こ
そ
、
知
識
学
の
試
み
の
端
緒
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
、
矛
盾
律
は
、
自
同
律
と
し
て
の
側
面
か
ら
検
討
さ
れ

（
４
）
こ
の
点
に
お
い
て
、
人
間
が
「
思
惟
す
る
」
と
い
う
こ
と
の
限
界
が
明
ら
か
と
な
る
。
「
思
惟
せ
ら
れ
た
し
の
」
は
、
あ
く
ま
で
も
「
思
惟

せ
ら
れ
た
も
の
」
と
し
て
存
在
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
の
存
在
の
仕
方
は
絶
対
に
あ
り
え
な
い
こ
と
が
述
ぺ
ら
れ
て
い
る
。
確
か
に
、

こ
れ
は
存
在
と
思
惟
と
の
一
致
と
い
う
思
想
へ
連
ら
な
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
場
合
に
は
、
こ
の
こ
と
を
人
間
的
知
性
の
被
制
約

性
を
表
現
す
る
も
の
、
と
考
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
５
）
「
本
来
的
な
批
判
は
、
哲
学
的
思
惟
を
批
判
す
る
。
哲
学
そ
れ
自
体
が
批
判
的
と
称
さ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
が
自
然
的
思
惟
を
批
判
し
て

い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
承
ず
か
ら
を
八
戸
鼻
房
Ｖ
と
称
す
る
カ
ン
ト
的
批
判
は
、
哲
学
的
思
惟
と
自
然
的
思
惟
を
批
判
す
る
が
ゆ
え
に
、
純

る
（
、
）
。

る
の
で
あ
る
。
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粋
八
扁
冒
Ｖ
で
は
ま
っ
た
く
な
く
、
大
部
分
が
そ
れ
自
体
形
而
上
学
で
あ
る
。
」
（
鍋
）

（
６
）
八
円
目
ご
甘
閂
目
．
Ｖ
と
八
房
け
す
旨
巳
・
旨
ぼ
け
．
Ｖ
の
両
立
不
可
能
を
主
張
す
る
プ
ィ
ヒ
テ
の
立
場
は
、
そ
れ
ら
を
単
に
命
題
自
体
と
し
て

考
察
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
デ
カ
ル
ル
ト
的
な
直
観
を
命
題
の
背
景
に
見
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
７
）
こ
の
例
証
か
ら
し
て
も
、
当
時
の
一
一
二
１
ト
ン
力
学
思
想
の
圧
倒
的
な
威
力
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（
８
）
個
別
的
学
、
と
く
に
幾
何
学
・
物
理
学
に
お
け
る
こ
の
自
由
の
働
き
の
無
制
約
性
は
、
興
味
深
い
。
近
代
自
然
科
学
の
原
則
で
あ
る
「
実
験

と
観
察
」
は
、
経
験
重
視
の
傾
向
を
強
め
る
、
い
わ
ば
知
性
が
経
験
に
完
全
に
拘
束
さ
れ
る
事
態
を
招
く
の
で
あ
る
が
、
ブ
ィ
ヒ
テ
の
立
場

は
、
あ
く
ま
で
も
そ
れ
ら
領
域
で
の
人
間
的
知
性
の
優
位
を
語
る
も
の
で
あ
り
、
後
代
の
非
ユ
ー
ク
リ
ド
幾
何
学
や
現
代
物
理
学
思
想
の
方
法

へ
連
ら
な
る
要
素
を
包
含
し
て
い
る
、
と
言
え
よ
う
。

（
９
）
三
・
］
画
鳥
の
》
富
国
・
宮
Ｐ
の
⑩
】
ロ
ロ
且
”
の
［
］
の
凶
・
ロ
ー
ロ
日
日
］
農
の
ロ
ロ
関
辱
冨
⑫
目
の
口
昌
の
日
目
島
》
］
召
Ｐ
⑫
．
］
葛
・

（
、
）
プ
ィ
ヒ
テ
の
弁
証
法
に
つ
い
て
は
、
隈
元
忠
敬
氏
著
「
フ
ィ
ヒ
テ
『
全
知
識
学
の
基
礎
』
の
研
究
」
犯
ペ
ー
ジ
以
下
参
照
。
そ
こ
で
氏
は
、

フ
ィ
ヒ
テ
弁
証
法
を
「
対
立
の
統
一
」
と
し
て
特
徴
づ
け
て
お
ら
れ
る
。
対
立
が
そ
の
ま
ま
で
統
一
で
あ
る
と
の
見
解
は
、
静
的
に
で
は
な

く
、
む
し
ろ
対
立
す
る
各
契
機
が
相
互
連
関
的
に
活
動
し
て
い
る
状
態
ｌ
例
え
ば
、
場
の
相
互
置
換
の
よ
う
な
動
的
状
態
Ｉ
を
意
味
す
る
の
で

、
、
、
■

は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
あ
た
か
も
、
パ
ル
サ
ー
の
相
互
活
動
が
我
戈
に
ひ
と
つ
の
動
的
状
態
と
し
て
把
握
さ
れ
る
よ
う
に
。

（
ｕ
）
フ
ィ
ヒ
テ
の
循
環
論
に
つ
い
て
は
、

隈
元
氏
の
上
記
著
書
髄
ペ
ー
ジ
以
下
参
照
。
こ
こ
で
氏
は
、
中
世
哲
学
の
「
信
」
と
「
知
」
と
の
関
係
を
想
定
し
て
お
ら
れ
る
が
、
さ
ら
に

は
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
学
的
思
惟
の
純
粋
に
批
判
的
な
性
格
を
も
読
糸
取
る
べ
き
で
ば
な
か
ろ
う
か
。

さ
ら
に
、
こ
れ
ら
循
環
に
関
し
て
は
、
大
峯
顕
氏
著
「
フ
ィ
ヒ
テ
研
究
」
、
ペ
ー
ジ
以
下
参
照
。
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