
PDF issue: 2025-07-04

聴く思想史 : 屋嘉比収を読みなおす

新城, 郁夫

(出版者 / Publisher)
法政大学沖縄文化研究所

(雑誌名 / Journal or Publication Title)
沖縄文化研究

(巻 / Volume)
38

(開始ページ / Start Page)
555

(終了ページ / End Page)
580

(発行年 / Year)
2012-03-31

(URL)
https://doi.org/10.15002/00007977



屋
嘉
比
収
が
類
例
な
く
す
ぐ
れ
た
歴
史
家
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
よ
う
の
な
い
事
実
で
あ
る
が
、
そ
の
事
実
は
ま

た
、
屋
嘉
比
収
と
い
う
一
人
の
思
想
家
が
歴
史
（
学
）
の
制
度
化
に
対
す
る
峻
厳
た
る
批
判
者
で
あ
っ
た
こ
と
と
、
な

ん
ら
矛
盾
し
な
い
。
歴
史
（
学
）
批
判
を
通
し
て
近
現
代
沖
縄
を
め
ぐ
る
思
想
史
を
身
体
の
働
き
に
お
い
て
生
き
直
そ

う
と
し
た
試
み
の
な
か
に
、
屋
嘉
比
収
と
い
う
歴
史
家
の
特
質
が
あ
り
、
同
時
に
、
思
想
を
人
々
に
よ
っ
て
生
き
ら
れ

た
歴
史
的
文
脈
の
錯
綜
の
な
か
に
差
し
戻
し
て
「
学
び
な
お
す
」
と
い
う
点
に
屋
嘉
比
収
と
い
う
思
想
家
の
特
質
が

（
１
）
 

あ
っ
た
、
と
、
そ
う
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
田
心
え
る
。

こ
の
反
Ⅱ
歴
史
学
的
に
し
て
同
時
に
反
Ⅱ
思
想
史
的
な
姿
勢
が
屋
嘉
比
収
そ
の
ひ
と
の
思
索
に
お
い
て
重
な
り
交
差

す
る
と
こ
ろ
に
、
ほ
と
ん
ど
例
外
な
く
控
え
て
い
る
問
題
系
列
が
あ
る
。
そ
れ
が
「
当
事
者
性
の
獲
得
」
と
い
う
問
い

聴
く
思
想
史
Ｉ
屋
嘉
比
収
を
読
み
な
お
す

「
当
事
者
性
の
獲
得
」
と
い
う
試
練
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で
あ
る
。
屋
嘉
比
の
次
の
よ
う
な
言
葉
を
、
た
ど
り
な
お
し
て
み
よ
う
。

岡
本
恵
徳
氏
は
、
沖
縄
戦
や
「
集
団
自
決
」
を
考
え
る
さ
い
の
肝
要
な
点
と
し
て
、
沖
縄
戦
や
「
集
団
自
決
」

の
客
観
的
な
事
実
性
の
究
明
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
追
及
す
る
私
た
ち
の
「
主
体
側
の
問
題
」
を
問
う
こ
と
の
重

要
性
を
い
ち
は
や
く
指
摘
し
て
い
る
（
＊
岡
本
恵
徳
二
責
任
の
追
及
』
と
い
う
こ
と
」
「
沖
縄
タ
ィ
ム
ス
』
一
九
七
○
年

四
月
五
日
）
。
そ
し
て
、
そ
の
問
題
意
識
の
も
と
で
、
「
集
団
自
決
」
を
論
じ
た
論
考
「
水
平
軸
の
発
想
」
の
な
か

で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

集
団
自
決
が
渡
嘉
敷
島
だ
け
の
、
特
殊
で
偶
然
的
な
も
の
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
真
に
沖
縄
戦
の
体
験
を

と
ら
え
そ
の
意
味
を
問
い
つ
づ
け
る
た
め
に
は
、
渡
嘉
敷
島
で
の
集
団
自
決
は
沖
縄
の
す
べ
て
の
人
の
う
え

に
起
こ
り
え
た
も
の
と
し
て
対
象
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
際
、
そ
れ
は
再
び
同

様
な
条
件
に
置
か
れ
る
な
ら
ば
、
わ
た
し
自
身
が
起
こ
す
か
も
知
れ
ぬ
悲
惨
で
あ
る
と
い
う
怖
れ
を
発
条
と

す
る
こ
と
に
お
い
て
は
じ
め
て
対
象
化
す
る
こ
と
は
可
能
と
な
る
だ
ろ
う
と
思
う
（
＊
岡
本
恵
徳
「
水
平
軸
の

発
想
ｌ
沖
縄
の
「
共
同
体
意
識
』
に
つ
い
て
」
．
初
出
一
九
七
○
年
、
の
ち
同
『
現
代
沖
縄
の
文
学
と
思
想
」
沖
縄
ク

イ
ム
ス
社
、
’
九
八
一
年
所
収
、
二
三
七
頁
）
。
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こ
こ
で
の
屋
嘉
比
の
当
事
者
性
の
位
置
が
、
「
起
こ
す
か
も
知
れ
ぬ
」
と
い
う
未
然
の
時
制
の
仮
想
の
な
か
で
想
起

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
こ
の
位
置
は
、
絶
対
的
に
未
然
と
い
う
点
で
、
自
己
画
定
的
な
作
業
と
は
全
く
位

相
を
異
に
す
る
変
成
的
運
動
と
し
て
の
主
体
化
で
あ
り
、
主
体
性
の
追
認
と
い
う
認
識
論
的
な
地
平
か
ら
も
っ
と
も
遠

い
。
同
時
に
、
屋
嘉
比
が
引
用
し
て
い
る
岡
本
の
文
章
の
な
か
に
見
出
せ
る
「
対
象
化
」
と
い
う
言
葉
も
ま
た
、
認
識

こ
こ
で
、
岡
本
氏
が
述
べ
て
い
る
の
は
、
軍
に
よ
る
上
位
下
達
の
タ
テ
構
造
の
強
制
の
な
か
で
個
々
の
住
民
が

抱
え
た
矛
盾
に
向
き
合
う
視
点
と
し
て
、
さ
ら
に
そ
の
矛
盾
を
自
ら
の
問
題
と
し
て
引
き
寄
せ
る
た
め
に
、
「
わ

た
し
自
身
が
起
こ
す
か
も
知
れ
ぬ
」
と
い
う
位
置
か
ら
考
察
す
る
こ
と
の
重
要
性
へ
の
指
摘
で
あ
っ
た
。
す
な
わ

ち
、
沖
縄
戦
や
「
集
団
自
決
」
に
向
き
合
う
こ
と
は
、
「
集
団
自
決
」
を
客
観
的
実
証
的
な
視
点
か
ら
対
象
化
す

る
あ
り
方
だ
け
で
な
く
、
論
じ
る
主
体
が
「
わ
た
し
自
身
が
起
こ
す
か
も
知
れ
ぬ
」
と
い
う
自
ら
の
問
題
と
し
て

考
え
る
こ
と
の
重
要
性
へ
の
認
識
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
非
体
験
者
で
あ
る
私
た
ち
が
、
「
集
団
自
決
」
の
出
来
事

に
自
ら
の
問
題
と
し
て
向
か
い
合
う
こ
と
で
、
「
当
事
者
性
」
を
と
ら
え
返
し
拡
張
し
て
い
く
行
為
主
体
に
つ
な

が
る
視
点
（
＊
阿
部
小
涼
「
大
学
図
書
館
の
デ
ジ
タ
ル
情
報
を
ハ
ー
レ
ム
で
考
え
る
」
『
け
Ｉ
し
風
」
第
四
六
号
、
二
○
○
五

年
）
で
も
あ
る
よ
う
に
思
う
。
そ
の
「
わ
た
し
自
身
が
起
こ
す
か
も
知
れ
ぬ
」
と
い
う
自
ら
へ
の
問
い
か
け
は
、

矛
盾
を
抱
え
な
が
ら
「
集
団
自
決
」
で
亡
く
な
っ
た
個
々
の
住
民
に
対
す
る
、
戦
後
世
代
に
よ
る
自
ら
の
発
話
の

（
２
）
 

位
置
を
も
組
み
込
ん
だ
「
応
答
す
る
エ
イ
ジ
ェ
ン
シ
ー
」
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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す
る
主
体
に
よ
る
過
去
の
出
来
事
や
客
体
の
把
握
と
い
う
位
相
に
お
い
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
経
験
と
し
て
対
象
化
し

え
ぬ
経
験
を
身
体
化
し
て
し
ま
う
非
ｌ
経
験
が
惹
起
す
る
、
あ
る
種
の
不
可
知
性
と
の
遭
遇
と
し
て
思
考
さ
れ
て
い
る

と
言
え
る
だ
ろ
う
。
あ
え
て
言
え
ば
、
「
集
団
自
決
」
に
お
け
る
当
事
者
性
と
い
う
問
題
を
、
認
識
論
的
な
地
平
か
ら

存
在
論
的
な
地
平
へ
と
転
位
さ
せ
つ
つ
、
非
ｌ
存
在
と
さ
れ
て
き
た
者
の
位
置
無
き
位
置
か
ら
、
当
事
者
性
を
「
起
こ

す
か
も
知
れ
ぬ
」
不
可
知
的
な
可
能
性
の
な
か
に
お
い
て
思
考
す
る
痕
跡
が
、
こ
こ
で
の
屋
嘉
比
の
記
述
に
刻
印
さ
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
岡
本
恵
徳
を
読
み
込
む
な
か
か
ら
屋
嘉
比
が
受
け
取
り
展
開
し
て
い
く
「
当

事
者
性
の
獲
得
」
と
い
う
思
想
的
課
題
は
、
当
事
者
と
い
う
主
体
へ
の
ほ
と
ん
ど
絶
対
的
に
到
達
不
可
能
な
宙
吊
り
の

な
か
に
と
ど
ま
り
続
け
る
の
で
あ
り
、
そ
の
と
き
「
当
事
者
性
の
獲
得
」
と
は
、
生
き
ら
れ
る
移
行
あ
る
い
は
生
成
の

（
３
）
 

過
程
を
指
し
て
い
る
と
一
一
一
一
口
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
え
る
。

こ
の
点
に
お
い
て
、
右
に
引
用
し
た
ま
さ
に
同
じ
個
所
に
注
目
し
つ
つ
、
屋
嘉
比
の
「
当
事
者
性
の
獲
得
」
と
い
う

言
葉
に
次
の
よ
う
な
疑
義
を
提
示
す
る
上
村
忠
男
の
指
摘
は
、
岡
本
か
ら
屋
嘉
比
へ
と
連
な
っ
て
い
く
思
考
の
運
動

を
、
ほ
ぼ
完
全
に
捉
え
損
な
っ
て
い
る
。
上
村
は
述
べ
て
い
る
。

屋
嘉
比
は
、
こ
こ
で
岡
本
が
口
に
し
て
い
る
「
わ
た
し
自
身
が
起
す
か
も
知
れ
ぬ
」
と
い
う
言
葉
の
う
ち
に
、
非

体
験
者
で
あ
る
戦
後
世
代
が
〈
当
事
者
性
〉
を
獲
得
す
る
た
め
の
手
が
か
り
を
探
り
あ
て
よ
う
と
す
る
の
で
あ

る
。
／
だ
が
、
ま
ず
も
っ
て
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
岡
本
や
屋
嘉
比
が
採
ろ
う
と
し
て
い
る
方
法
に
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い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
、
岡
本
の
「
わ
た
し
自
身
が
起
こ
す
か
も
し
れ
ぬ
」
と
い
う
言
葉
を
「
当
事

者
性
の
獲
得
」
と
い
う
思
考
へ
の
促
し
と
し
て
翻
訳
し
あ
ら
た
に
再
定
義
し
よ
う
と
試
み
る
屋
嘉
比
は
、
そ
の
言
葉
を

も
っ
て
し
て
、
「
集
団
自
決
」
を
生
き
死
ん
で
い
っ
た
人
々
に
自
己
移
入
し
て
同
一
化
を
果
た
そ
う
と
し
て
い
る
の
で

は
な
い
。
む
し
ろ
、
い
か
な
る
心
的
機
制
に
お
い
て
人
々
が
互
い
の
死
を
思
念
す
る
と
い
う
共
同
性
の
な
か
に
束
ね
ら

れ
、
そ
し
て
い
か
な
る
忘
却
の
政
治
に
お
い
て
そ
の
現
在
性
が
「
過
去
」
の
も
の
と
さ
れ
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
か

を
、
「
集
団
自
決
」
を
通
し
て
問
う
て
い
る
の
が
屋
嘉
比
で
あ
り
、
そ
の
屋
嘉
比
が
学
び
な
お
し
て
い
る
岡
本
の
思
考

は
、
過
去
の
出
来
事
へ
の
共
感
的
自
己
移
入
の
方
法
と
一
脈
通
じ
あ
う
も
の
が
感
知
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
自
己
移
入
の
方
法
が
適
用
可
能
な
の
は
、
同
一
文
化
圏
内
の
、
そ
れ
も
時
代
的
に
近

接
し
た
対
象
に
限
ら
れ
る
。
し
か
も
、
そ
の
場
合
で
も
必
要
と
さ
れ
る
の
は
、
対
象
と
の
同
一
化
を
く
わ
だ
て
る

こ
と
で
は
な
く
て
、
対
象
を
あ
く
ま
で
〈
他
者
〉
と
し
て
認
識
し
、
〈
他
者
〉
と
し
て
遇
す
る
こ
と
で
は
な
い
の

だ
ろ
う
か
。
［
中
略
］
わ
た
し
た
ち
に
要
請
さ
れ
て
い
る
の
は
、
岡
本
も
「
対
象
化
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
よ

う
と
し
て
い
た
よ
う
に
、
人
そ
れ
ぞ
れ
に
特
異
の
も
の
で
あ
る
〈
体
験
〉
を
だ
れ
も
が
共
有
し
理
解
し
う
る
〈
経

験
〉
に
ま
で
普
遍
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
「
〈
当
事
者
性
〉
の
獲
得
」
な
ど
と
い
っ
た
こ
と
に
こ

、
、

だ
わ
る
必
要
は
な
い
。
む
し
ろ
、
「
非
当
事
者
」
と
し
て
の
特
権
を
一
」
そ
、
わ
た
し
た
ち
と
し
て
は
ぞ
ん
ぶ
ん
に

〈
４
｜

活
用
し
て
い
く
べ
き
だ
ろ
う
。
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の
あ
り
方
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
そ
し
て
ま
た
、
こ
こ
で
看
過
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
が
、
岡
本
が
、
一
九
七
○
年

と
い
う
時
代
に
あ
っ
て
「
集
団
自
決
」
と
「
日
本
復
帰
運
動
」
と
の
連
関
の
な
か
で
一
一
一
一
口
葉
を
選
び
と
り
、
そ
し
て
そ
の

言
葉
を
受
け
と
め
る
屋
嘉
比
は
、
「
沖
縄
県
平
和
祈
念
資
料
館
」
展
示
案
改
霞
事
件
や
沖
縄
戦
「
集
団
自
決
」
記
述
を

め
ぐ
る
教
科
書
問
題
を
は
じ
め
と
す
る
近
年
の
歴
史
修
正
主
義
の
動
き
と
の
抗
争
の
た
だ
な
か
で
こ
れ
ら
の
文
章
を
書

い
て
い
る
と
い
う
、
歴
史
的
文
脈
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
、
「
集
団
自
決
」
を
想
起
し
、
こ
れ
を
思
想
史
そ
し
て
歴
史
的
現
在
と
し
て
、
み
ず
か
ら
が
さ
ら
さ
れ
て

い
る
沖
縄
を
め
ぐ
る
政
治
的
暴
力
と
の
強
い
繋
が
り
の
な
か
で
再
考
す
る
営
み
が
あ
る
の
で
あ
り
、
「
集
団
自
決
」
を

想
起
し
、
こ
れ
を
み
ず
か
ら
の
問
題
と
し
て
思
考
す
る
行
為
の
な
か
に
は
、
「
集
団
自
決
」
を
み
ず
か
ら
が
了
解
し
そ

の
出
来
事
に
同
一
化
す
る
こ
と
へ
の
絶
対
的
な
困
難
と
い
う
深
い
断
念
も
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。
「
わ
た
し
自
身
が
起
こ

す
か
も
知
れ
ぬ
」
と
い
う
お
の
の
き
は
、
同
一
文
化
圏
内
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
お
い
て
括
ら
れ
る
地
域
的
特
殊
性
を

基
盤
と
す
る
共
感
性
に
お
い
て
語
ら
れ
て
い
る
の
で
は
ま
っ
た
く
な
く
（
こ
う
し
た
認
識
の
あ
り
方
を
根
底
か
ら
批
判

（
５
）
 

し
て
い
た
の
が
岡
本
恵
徳
の
「
水
平
軸
の
発
想
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
）
、
「
同
一
文
化
圏
内
に
お
け

る
共
感
」
を
基
礎
と
す
る
自
己
移
入
的
な
心
性
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
よ
う
に
見
え
る
「
集
団
自
決
」
が
、
死
へ

の
同
一
化
へ
向
け
た
自
発
を
強
制
す
る
力
に
よ
っ
て
、
わ
た
し
自
身
の
同
一
性
を
引
き
裂
く
よ
う
に
し
て
わ
た
し
自
身

の
な
か
で
生
起
し
え
る
潜
在
的
な
可
能
性
と
し
て
感
受
さ
れ
て
い
る
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
過
去
に
生
起
し
て
私
た
ち

の
未
来
を
不
安
化
し
つ
つ
決
定
的
に
予
想
不
可
能
な
「
集
団
自
決
」
の
反
復
可
能
性
は
、
「
同
一
文
化
圏
内
」
と
い
う

560 

Hosei University Repository



カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
た
り
特
殊
化
さ
れ
る
こ
と
の
決
し
て
な
い
遍
在
性
と
し
て
「
対
象
化
」
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
り
、
こ
の
「
対
象
化
」
は
、
み
ず
か
ら
を
も
含
む
す
べ
て
の
人
の
安
定
し
た
主
体
を
危
機
に
さ
ら
す
働
き
で
あ

る
。
そ
の
意
味
で
、
「
わ
た
し
自
身
が
起
こ
す
か
も
知
れ
ぬ
」
と
い
う
問
い
か
け
の
言
葉
は
、
そ
れ
を
読
む
人
に
「
あ

な
た
自
身
が
お
こ
す
か
も
知
れ
ぬ
」
と
い
う
呼
び
か
け
と
な
り
う
る
。
事
実
、
屋
嘉
比
は
、
岡
本
の
言
葉
を
、
そ
の
よ

う
な
問
い
と
し
て
受
け
と
め
る
こ
と
で
、
当
事
者
と
い
う
概
念
を
拡
張
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
「
集
団
自
決
」
を
「
わ
た
し
自
身
が
起
こ
す
か
も
知
れ
ぬ
」
と
語
り
記
述
す
る
行
為
を
、
い
っ
た
い
ど

の
よ
う
な
行
為
遂
行
性
と
考
え
た
ら
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
当
事
者
た
ち
が
そ
れ
と
し
て
知
り
得
る
こ
と
の
な
か
っ
た
は

ず
の
「
集
団
自
決
」
と
い
う
出
来
事
を
、
非
体
験
者
が
再
帰
的
に
で
は
な
く
再
起
的
に
生
き
な
お
す
と
い
う
の
は
、
本

来
な
ら
不
可
能
な
こ
と
で
は
な
い
か
。

と
い
う
の
も
、
思
考
の
前
提
と
し
て
、
「
集
団
自
決
」
で
亡
く
な
っ
て
い
っ
た
人
々
が
、
み
ず
か
ら
の
死
が
「
集
団

自
決
」
と
呼
ば
れ
る
出
来
事
の
帰
結
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
は
ず
が
な
か
っ
た
事
実
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で

あ
る
。
語
弊
を
恐
れ
ず
に
い
え
ば
、
「
集
団
自
決
」
に
お
い
て
は
、
そ
の
出
来
事
が
生
起
す
る
時
点
に
お
い
て
当
事
者

と
名
指
し
う
る
人
は
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
ま
た
、
そ
の
出
来
事
に
お
い
て
生
き
残
っ
た
人
々
に
と
っ
て

も
、
「
集
団
自
決
」
と
い
う
出
来
事
そ
の
も
の
を
過
去
と
し
て
「
対
象
化
」
し
、
自
己
の
経
験
と
し
自
己
に
お
い
て
領

有
す
る
こ
と
が
お
よ
そ
困
難
で
あ
る
に
違
い
な
い
以
上
、
い
ま
な
お
そ
の
「
当
事
者
」
で
あ
ろ
う
と
す
る
こ
と
は
、

「
集
団
自
決
」
に
か
か
わ
る
人
す
べ
て
に
と
っ
て
極
め
て
困
難
な
作
業
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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屋
嘉
比
は
、
「
当
事
者
性
の
獲
得
」
と
い
う
言
葉
を
も
っ
て
、
他
者
が
そ
れ
と
し
て
経
験
す
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
「
集
団
自
決
」
と
い
う
危
機
の
瞬
間
を
、
現
在
を
お
び
や
か
し
続
け
る
イ
メ
ー
ジ
の
総
体
と
し
て
、
そ
の

身
に
再
起
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
と
き
、
「
当
事
者
性
の
獲
得
」
は
、
自
己
の
同

一
性
を
切
り
裂
く
よ
う
な
「
危
機
の
瞬
間
」
の
お
と
ず
れ
と
し
て
屋
嘉
比
に
よ
っ
て
思
念
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ

う
。
屋
嘉
比
の
い
う
「
当
事
者
性
の
獲
得
」
と
は
、
自
己
と
い
う
同
一
性
の
な
か
に
自
己
移
入
す
る
こ
と
の
不
可
能
な

他
者
の
非
ｌ
経
験
を
召
還
し
、
こ
の
他
者
が
生
き
た
危
機
を
し
て
み
ず
か
ら
の
同
一
性
に
亀
裂
を
入
れ
て
い
く
契
機
と

と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
「
集
団
自
決
」
に
お
け
る
当
事
者
性
の
獲
得
と
は
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
、
「
わ
た
し
自
身
」

が
家
族
や
愛
す
る
者
あ
る
い
は
み
ず
か
ら
を
殺
す
と
い
う
行
為
へ
の
迫
り
来
る
過
去
の
再
起
の
予
感
の
な
か
に
霧
く

「
わ
た
し
自
身
」
を
対
象
化
す
る
と
い
う
、
歴
史
の
流
れ
の
転
倒
に
お
い
て
の
み
発
見
さ
れ
る
可
能
態
と
言
え
る
よ
う

に
思
え
る
。
こ
こ
に
は
、
既
知
と
さ
れ
て
き
た
出
来
事
を
未
知
化
す
る
試
み
が
発
現
し
つ
つ
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
困
難

な
試
み
に
お
い
て
、
屋
嘉
比
の
思
考
は
、
次
の
よ
う
な
言
葉
と
そ
う
遠
く
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
よ
う
に
も
思
え
る
。

「
過
去
を
歴
史
的
に
関
連
づ
け
る
こ
と
は
、
そ
れ
を
『
も
と
も
と
あ
っ
た
と
お
り
に
」
認
識
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
危

機
の
瞬
間
に
ひ
ら
め
く
よ
う
な
回
想
を
捉
え
る
こ
と
で
あ
る
。
歴
史
的
唯
物
論
の
問
題
は
、
危
機
の
瞬
間
に
思
い
が
け

ず
歴
史
の
主
体
の
ま
え
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
過
去
の
イ
メ
ー
ジ
を
、
捉
え
る
こ
と
だ
。
危
機
は
現
に
伝
統
の
総
体
を

も
、
伝
統
の
受
け
手
た
ち
を
も
、
お
び
や
か
し
て
い
る
」
（
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ャ
ミ
ン
「
歴
史
哲
学
テ
ー
ゼ
」
の
「
第
Ⅵ

－
６
－
 

テ
ー
ゼ
」
）
。
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沖
縄
戦
を
み
ず
か
ら
が
生
き
な
お
さ
れ
う
る
歴
史
的
現
在
と
し
て
感
受
し
、
こ
れ
を
「
当
事
者
性
の
獲
得
」
と
い
う

未
知
の
そ
し
て
絶
対
的
に
未
了
な
行
為
遂
行
の
な
か
に
投
企
し
て
い
こ
う
と
す
る
屋
嘉
比
に
お
い
て
、
「
聴
く
と
い
う

行
為
」
は
、
な
に
に
も
ま
し
て
重
要
な
営
み
と
な
る
が
、
こ
の
「
聴
く
と
い
う
行
為
」
に
か
か
わ
っ
て
、
屋
嘉
比
が
、

そ
こ
に
作
用
す
る
矛
盾
と
危
険
性
に
き
わ
め
て
意
識
的
で
あ
る
こ
と
は
看
過
さ
れ
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
「
他
者
の
声
」
と
い
う
同
一
性
に
亀
裂
を
入
れ
る
声
へ
の
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
た
感
性
を
求
め
る
屋
嘉
比
は
、
同
時
に
、

こ
の
「
他
者
の
声
」
を
抹
消
し
て
い
く
圧
力
を
持
つ
「
仲
間
内
の
語
り
」
の
危
険
性
に
つ
い
て
踏
み
込
ん
だ
批
判
を
展

開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
二
重
性
を
持
つ
評
価
の
振
幅
に
お
い
て
、
屋
嘉
比
は
、
他
者
の
声
を
聴
く
と
い
う

行
為
の
な
か
か
ら
、
他
者
に
よ
っ
て
生
き
ら
れ
な
が
ら
歴
史
の
表
面
か
ら
掻
き
消
さ
れ
て
い
こ
う
と
す
る
時
の
響
き
に

耳
を
澄
ま
そ
う
と
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
言
葉
。

し
て
思
考
さ
れ
て
い
る
と
、
そ
う
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
「
わ
た
し
自
身
」
に
亀
裂

を
入
れ
る
他
者
の
現
れ
を
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
「
声
」
を
聞
き
届
け
る
試
み
に
お
い
て
発
見
す
る
と
こ
ろ
に
、
屋
嘉
比

の
思
想
の
核
心
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。

二
「
他
者
の
声
」
と
「
仲
間
内
の
語
り
」
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こ
こ
で
の
記
述
に
お
い
て
、
屋
嘉
比
は
、
き
わ
め
て
不
思
議
な
声
に
み
ず
か
ら
の
思
想
を
開
い
て
い
く
契
機
を
見
出

『
島
ク
ト
ゥ
バ
で
語
る
戦
世
』
で
証
一
一
一
一
口
し
た
チ
ビ
チ
リ
ガ
マ
か
ら
の
生
存
者
で
あ
る
与
儀
ト
シ
さ
ん
の
話
は
、
ガ

マ
中
の
「
集
団
自
決
」
か
ら
い
か
に
生
き
残
っ
て
き
た
か
考
え
る
う
え
で
、
注
目
す
べ
き
証
言
と
な
っ
て
い
る
。

与
儀
ト
シ
さ
ん
は
、
さ
き
に
ふ
れ
た
サ
イ
パ
ン
帰
り
の
二
人
の
男
性
に
よ
る
「
自
決
」
の
た
め
の
放
火
に
反
発

し
、
火
を
消
し
止
め
た
女
性
の
一
人
で
あ
り
、
ガ
マ
の
な
か
で
「
私
達
は
死
な
な
い
」
と
自
決
を
拒
否
し
反
対
し

た
四
人
の
な
か
の
一
人
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
ガ
マ
で
「
集
団
自
決
」
が
始
ま
り
広
が
っ
て
い

く
状
況
下
で
、
ト
シ
さ
ん
自
身
も
「
私
達
も
死
ぬ
の
か
な
と
思
っ
て
い
た
」
と
き
に
、
彼
女
に
「
自
決
」
を
思
い

止
ま
ら
せ
た
の
は
、
そ
の
映
像
の
証
言
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
「
オ
カ
ー
（
母
ち
ゃ
ん
）
、
死
ぬ
な
よ
」
と
発

し
た
息
子
の
声
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
（
＊
琉
球
弧
を
記
録
す
る
会
『
島
ク
ト
ゥ
バ
で
語
る
戦
世
」
同
会
、
二
○
○

一
一
一
年
、
七
三
～
七
六
頁
）
。
［
中
略
］
「
集
団
自
決
」
が
発
生
し
た
閉
鎖
空
間
で
あ
る
ガ
マ
の
な
か
に
お
い
て
も
、
誰

の
声
を
聴
く
か
に
よ
っ
て
、
自
分
自
身
を
縛
っ
て
い
る
状
況
か
ら
決
定
的
に
分
岐
で
き
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い

る
点
で
あ
る
。
ト
シ
さ
ん
は
、
ガ
マ
を
お
お
う
共
同
体
の
声
と
は
異
な
っ
た
息
子
の
「
他
者
の
声
」
を
聴
き
、
生

き
残
っ
た
の
で
あ
る
。
［
中
略
］
戦
後
世
代
で
非
体
験
者
で
あ
る
私
た
ち
が
聴
く
声
と
は
、
日
本
軍
の
上
位
下
達

に
よ
る
タ
テ
構
造
の
強
制
の
末
端
で
、
個
と
共
同
体
の
合
一
的
な
融
合
の
声
に
亀
裂
を
入
れ
る
「
他
者
の
声
」
を

（
７
）
 

聴
い
て
生
き
抜
い
た
、
そ
の
よ
う
な
ス
ラ
イ
バ
ー
（
豊
か
な
人
）
の
一
戸
と
行
動
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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し
聞
き
届
け
、
そ
の
揺
れ
動
き
続
け
る
声
の
波
紋
の
な
か
に
、
聴
く
思
想
史
の
始
ま
る
場
所
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る

か
の
よ
う
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
そ
の
声
と
は
「
オ
カ
ー
（
母
ち
ゃ
ん
）
、
死
ぬ
な
よ
」
以
外
で
は
な
い
。

し
か
し
、
い
っ
た
い
こ
の
声
は
、
誰
が
語
り
、
誰
が
聴
き
取
っ
た
声
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
声
は
、
「
息
子
」
が

語
っ
た
一
一
一
一
口
葉
の
再
現
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
か
。
二
重
三
重
に
口
承
の
な
か
で
呼
び
戻
さ
れ
て
屋
嘉
比
の
記
述
を
経
て
私

た
ち
の
も
と
に
届
い
て
い
る
こ
の
声
は
、
す
で
に
、
そ
の
起
源
を
確
実
に
は
特
定
で
き
ぬ
到
来
と
し
て
私
た
ち
の
も
と

に
届
い
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、
届
く
に
い
た
る
語
り
Ｉ
聴
く
行
為
の
反
復
に
お
け
る
意
味
や
音
声
の
ず
れ
や
強
化
あ
る

い
は
変
容
や
一
一
一
一
口
い
換
え
を
と
も
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
重
要
な
の
は
、
そ
の
再
現
が
正
確

で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
事
実
検
証
に
よ
っ
て
裁
断
さ
れ
う
る
こ
と
の
な
い
声
の
感
染
あ
る
い
は
伝
承
が
、
「
集
団
自

決
」
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
化
を
内
側
か
ら
破
砕
し
て
い
く
だ
け
の
「
他
者
の
声
」
の
強
度
を
も
っ
て
、
屋
嘉

比
に
聴
き
取
ら
れ
て
い
る
と
い
う
そ
の
事
実
で
あ
る
。

カ
フ
カ
の
「
判
決
』
を
読
み
込
み
、
そ
の
最
後
に
響
く
「
声
」
を
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
「
翻
訳
者
の
使
命
」
か
ら
デ
リ
ダ

『
生
き
る
こ
と
を
学
ぶ
、
終
に
』
ヘ
と
引
き
継
が
れ
て
い
く
思
索
に
繋
げ
て
い
く
バ
ト
ラ
ー
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
声

（
８
｝
 

は
亡
亟
亟
的
な
も
の
、
不
可
能
な
も
の
で
あ
り
、
身
体
を
持
た
ず
、
し
か
し
残
存
し
、
生
き
延
び
て
い
る
」
も
の
だ
と
す

（
９
）
 

る
な
ら
ば
、
ま
さ
に
、
「
声
」
は
、
「
生
存
へ
の
希
望
」
と
い
う
べ
き
記
憶
の
器
と
な
り
、
そ
の
希
望
は
、
屋
嘉
比
の
指

摘
す
る
「
個
と
共
同
体
の
合
一
的
な
融
合
の
声
に
亀
裂
を
入
れ
る
『
他
者
の
声
」
を
聴
い
て
生
き
抜
い
た
、
そ
の
よ
う

な
ス
ラ
イ
バ
ー
（
豊
か
な
人
）
の
声
」
へ
と
重
ね
ら
れ
聞
き
返
さ
れ
て
い
く
翻
訳
に
お
い
て
、
「
集
団
自
決
」
と
い
う
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帰
結
を
裏
切
り
、
人
を
死
に
束
ね
、
こ
れ
を
殉
死
者
と
し
て
登
録
し
て
い
く
国
家
共
同
体
を
切
り
裂
い
て
、
声
の
綾
り

合
わ
せ
に
よ
る
生
の
共
同
性
を
創
出
し
て
い
く
こ
と
を
可
能
と
す
る
だ
ろ
う
。
屋
嘉
比
が
示
唆
す
る
の
は
、
ま
き
に
こ

の
「
他
者
の
声
」
を
聴
く
と
い
う
行
為
が
開
い
て
い
く
、
生
存
の
希
望
そ
の
も
の
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

し
か
し
、
声
が
聴
か
れ
る
と
き
、
そ
こ
で
「
他
者
の
声
」
が
排
除
さ
れ
、
「
個
と
共
同
体
の
合
一
的
な
融
合
」
が
目

的
化
さ
れ
る
と
き
、
聴
く
と
い
う
行
為
そ
の
も
の
が
聴
か
れ
う
る
声
の
選
別
と
な
り
、
「
自
己
移
入
」
的
合
一
性
の
な

か
に
人
々
を
閉
じ
込
め
て
い
く
危
険
を
も
、
屋
嘉
比
は
鋭
く
指
摘
し
批
判
し
て
い
る
こ
と
が
閑
却
さ
れ
て
は
な
ら
な
い

だ
ろ
う
。
屋
嘉
比
は
、
書
い
て
い
る
。

そ
の
い
ず
れ
も
衝
撃
的
で
、
ま
さ
し
く
息
を
飲
み
、
圧
倒
さ
れ
る
内
容
だ
っ
た
が
、
そ
の
淡
々
と
し
た
語
り
と

の
対
照
が
妙
な
感
覚
の
澱
と
し
て
残
っ
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
「
島
ク
ト
ゥ
バ
」
が
証
言
者
と
聞
き
取
り
者
と
の

共
有
す
る
言
葉
と
し
て
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
身
振
り
も
交
え
た
証
言
者
の
語
り
や
話
の
内
容
が
、
よ
り
一
段
と

戦
世
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
感
じ
さ
せ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
同
時
に
、
そ
の
「
島
ク
ト
ゥ
バ
」
で
語
ら
れ
る

話
の
内
容
に
、
語
り
手
と
聞
き
手
が
同
じ
言
葉
を
共
有
し
、
気
心
が
知
れ
て
い
る
「
仲
間
内
の
語
り
」
が
も
つ
不

気
味
さ
を
感
じ
た
の
は
私
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。

兵
士
と
し
て
沖
縄
戦
を
体
験
し
た
証
言
者
が
、
気
心
の
知
れ
て
い
る
聞
き
手
に
対
し
て
、
薄
ら
笑
い
の
表
情
を

浮
か
べ
、
話
の
途
中
で
鼻
の
な
か
を
ほ
じ
り
な
が
ら
語
る
内
容
ｌ
そ
の
自
殺
未
遂
の
同
僚
兵
士
の
首
を
斬
る
話
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こ
こ
で
の
屋
嘉
比
の
議
論
は
、
戦
争
の
記
憶
が
証
言
さ
れ
る
過
程
に
お
い
て
、
同
じ
一
一
一
一
口
葉
が
共
有
さ
れ
て
い
る
と
い

う
前
提
が
孕
む
危
険
性
を
指
摘
す
る
点
で
極
め
て
重
要
な
思
考
の
回
路
を
開
い
て
い
る
。
む
し
ろ
、
こ
こ
で
屋
嘉
比

は
、
「
島
ク
ト
ゥ
バ
」
を
本
源
的
で
本
来
的
な
言
葉
と
す
る
思
考
の
あ
り
方
を
こ
そ
退
け
て
い
る
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ

う
。
「
島
ク
ト
ゥ
バ
」
に
よ
っ
て
幻
想
さ
れ
る
ま
つ
た
き
共
約
性
が
、
語
り
手
と
聞
き
手
と
の
間
に
あ
る
は
ず
の
埋
め

や
、
負
傷
し
破
傷
風
に
か
か
っ
て
も
が
き
苦
し
む
兵
士
を
銃
殺
し
た
語
り
を
、
私
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め

る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
際
、
そ
の
兵
士
で
あ
っ
た
最
初
の
証
一
一
一
一
口
者
の
語
り
が
、
聞
き
手
も
同
郷
で
同
世
代
で

あ
る
と
い
う
気
安
い
仲
間
内
の
語
り
が
も
た
ら
す
表
情
だ
と
い
う
こ
と
に
、
私
は
あ
ら
た
め
て
注
意
を
喚
起
し
た

い
。
そ
の
残
虐
場
面
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
気
を
許
し
た
な
か
で
語
ら
れ
る
語
り
手
の
表
情
は
、
た
ぶ
ん
語
り
手
と

聞
き
手
が
同
じ
「
島
ク
ト
ゥ
バ
」
を
共
有
し
て
い
る
同
郷
で
同
世
代
で
あ
る
こ
と
に
大
き
く
起
因
し
て
い
る
。
そ

し
て
そ
の
語
り
は
、
い
わ
ば
語
り
手
と
聞
き
手
が
同
じ
言
葉
を
共
有
し
た
う
え
で
語
ら
れ
る
「
仲
間
内
だ
け
の
語

り
」
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
だ
。

し
か
し
、
そ
の
仲
間
内
の
語
り
は
、
あ
る
両
義
性
を
抱
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
語
り
手
と
聞
き
手
が
同
じ
言

葉
を
共
有
し
て
い
る
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
が
気
楽
に
語
ら
れ
て
、
そ
の
真
相
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
利
点

が
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
同
じ
言
葉
が
共
有
さ
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
他
者
の
視
線
や
語
り
を
遮
断
し
て
排
除
す

｛
Ⅲ
｝
 

る
「
仲
間
内
の
語
り
」
に
陥
る
危
険
性
と
い
う
、
両
義
的
な
側
面
を
も
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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が
た
い
戦
争
の
記
憶
に
か
か
わ
る
距
離
の
抹
消
を
現
出
さ
せ
て
し
ま
う
と
き
、
戦
争
の
記
憶
が
呼
び
戻
さ
れ
る
瞬
間

に
、
共
約
性
を
持
つ
こ
と
の
な
い
「
他
者
の
声
」
が
排
除
さ
れ
る
と
い
う
暴
力
の
組
織
化
が
生
起
さ
れ
は
し
な
い
か

と
、
屋
嘉
比
は
こ
こ
で
間
う
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
批
判
的
示
唆
に
お
い
て
、
屋
嘉
比
は
、
つ
ね
に
な
に
ほ
ど

か
、
戦
争
の
記
憶
を
語
り
そ
し
て
聴
く
こ
と
の
相
互
行
為
を
思
考
す
る
と
い
う
過
程
の
な
か
に
、
翻
訳
的
介
入
と
し
て

の
翻
訳
不
可
能
性
を
た
た
え
た
「
他
者
と
い
う
試
練
」
（
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
・
ベ
ル
マ
ン
）
の
導
入
を
要
請
し
て
い
る
と
言

（
ｕ
）
 

え
る
は
ず
で
あ
る
。

「
仲
間
内
の
語
り
」
が
成
立
す
る
と
き
、
そ
の
語
り
ｌ
聴
く
関
係
は
、
語
り
手
と
聞
き
手
が
互
い
に
仲
間
で
あ
る
こ

と
を
承
認
す
る
た
め
に
こ
そ
、
そ
こ
で
交
わ
さ
れ
る
語
り
の
な
か
に
も
含
ま
れ
て
い
る
は
ず
の
言
語
の
他
者
性
が
不
可

避
的
に
要
請
す
る
他
者
の
言
語
に
か
か
わ
る
翻
訳
の
「
抵
抗
」
を
消
し
去
り
、
あ
た
か
も
言
葉
が
い
か
な
る
ノ
イ
ズ
も

含
ま
ぬ
純
粋
に
し
て
透
明
な
記
号
で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
ふ
る
ま
う
と
い
う
こ
と
が
起
き
う
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
仲

間
内
の
語
り
」
と
い
う
ふ
る
ま
い
は
、
語
ら
れ
る
事
柄
の
な
か
に
生
起
す
る
他
者
に
対
す
る
暴
力
を
、
と
き
に
暗
示
的

に
と
き
に
明
示
的
に
、
実
際
の
言
葉
の
な
か
で
承
認
し
あ
う
黙
約
を
交
わ
す
と
い
う
事
態
と
し
て
生
起
す
る
と
い
う
こ

と
も
や
は
り
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
む
ろ
ん
の
こ
と
、
仲
間
内
の
語
り
が
、
そ
の
よ
う
な
語
り
手
と
聞
き
手
の
間
の
黙

約
に
よ
る
同
一
性
の
想
像
と
提
造
に
よ
っ
て
の
み
成
り
立
つ
も
の
で
も
な
い
以
上
、
そ
の
語
り
を
暴
力
の
名
の
も
と
に

一
般
化
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
が
、
し
か
し
、
語
る
こ
と
が
す
で
に
聞
き
手
に
よ
っ
て
了
解
さ
れ
う
る
と
い
う
前
提

に
お
い
て
、
「
同
一
文
化
圏
内
に
お
け
る
自
己
移
入
」
と
い
う
同
一
化
の
運
動
と
し
て
遂
行
さ
れ
る
な
ら
ば
、
語
り
手
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の
語
り
は
す
で
に
聞
き
手
の
手
中
に
あ
る
と
一
一
一
一
口
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
こ
の
と
き
、
語
り
ｌ
聴
く
と
い
う
関
係
は
、
語
る

そ
の
人
か
ら
「
当
事
者
性
の
獲
得
」
と
い
う
未
然
の
ま
ま
に
変
容
し
て
い
く
応
答
関
係
の
可
塑
性
を
既
に
し
て
奪
っ
て

い
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
。

し
か
も
、
こ
う
し
た
批
判
に
お
い
て
重
要
な
の
が
、
排
除
さ
れ
る
他
者
と
し
て
、
屋
嘉
比
が
、
日
本
兵
と
な
っ
た

「
沖
縄
人
」
が
戦
時
中
と
く
に
中
国
を
は
じ
め
と
す
る
ア
ジ
ア
地
域
に
お
い
て
現
地
の
人
々
を
殺
害
し
た
と
い
う
加
害

の
記
憶
に
幾
度
も
立
ち
戻
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
こ
に
も
、
歴
史
を
想
起
し
そ
れ
を
記

述
し
語
る
行
為
に
含
ま
れ
る
べ
き
、
翻
訳
と
い
う
契
機
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
疑
え
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
単
純

化
を
お
そ
れ
ず
に
い
え
ば
、
語
り
ｌ
聴
く
と
い
う
関
係
が
双
数
的
な
関
係
に
閉
じ
ら
れ
る
こ
と
が
な
く
、
つ
ね
に
第
三

者
と
し
て
の
不
在
あ
る
い
は
非
在
化
さ
れ
た
「
他
者
」
に
よ
っ
て
潜
在
的
に
別
の
歴
史
的
政
治
的
文
脈
の
な
か
に
翻
訳

ざ
れ
再
審
き
れ
う
る
と
い
う
怖
さ
を
、
屋
嘉
比
は
意
識
し
て
い
る
と
そ
う
思
え
る
の
で
あ
る
。

翻
っ
て
言
え
ば
、
翻
訳
は
、
翻
訳
不
可
能
な
「
他
者
の
声
」
へ
の
同
一
化
の
困
難
と
い
う
回
路
を
介
し
て
、
互
い
が

互
い
自
身
の
不
可
知
性
に
差
し
戻
さ
れ
る
と
い
う
非
同
一
性
へ
の
投
企
を
実
現
化
し
、
私
た
ち
の
歴
史
を
私
た
ち
の
外

一
旭
）

部
へ
と
さ
ら
す
と
い
う
局
面
を
開
く
試
み
と
一
一
一
一
口
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
一
一
一
一
口
語
共
同
体
の
外
部
へ
の
さ
ら
さ
れ
そ
し
て
外
部

か
ら
の
再
審
と
い
う
契
機
を
ふ
く
む
限
り
に
お
い
て
の
み
「
翻
訳
の
政
治
学
」
な
る
も
の
は
、
歴
史
を
自
己
同
一
性
の

独
我
論
的
な
循
環
論
法
か
ら
救
抜
し
え
る
は
ず
で
あ
り
、
逆
に
、
言
語
共
同
体
の
外
部
性
を
み
ず
か
ら
の
内
に
選
択
排

除
的
に
取
り
込
む
「
自
己
移
入
」
的
な
認
識
論
の
枠
組
み
に
お
い
て
翻
訳
が
思
考
さ
れ
る
な
ら
ば
、
「
翻
訳
の
政
治
学
」
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屋
嘉
比
の
思
考
が
開
示
す
る
可
能
性
は
、
ま
さ
に
こ
の
、
聴
く
と
い
う
行
為
に
さ
ら
さ
れ
る
契
機
に
よ
っ
て
、
語
り

が
当
の
語
り
が
依
拠
し
て
い
る
「
現
在
」
の
政
治
的
社
会
的
制
度
性
と
の
抗
争
を
形
成
す
る
瞬
間
を
発
見
す
る
運
動
と

な
っ
て
い
る
点
に
存
す
る
の
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
分
節
（
言
語
、
民
族
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
／
セ
ク
シ
ユ
ア
リ
テ
ィ
、
人

種
、
階
層
、
国
家
…
…
）
に
お
い
て
立
ち
上
げ
ら
れ
て
し
ま
う
「
わ
た
し
た
ち
」
と
い
う
同
一
性
に
亀
裂
を
入
れ
、
こ

の
亀
裂
を
他
者
へ
の
応
答
の
開
か
れ
と
し
て
い
く
営
み
の
な
か
に
語
り
ｌ
聴
く
関
係
を
定
位
し
な
お
す
不
断
の
実
践
と一
Ｎ
）

し
て
、
屋
嘉
比
の
思
考
は
、
「
田
心
想
は
叩
き
の
送
り
と
し
て
突
き
出
さ
れ
ざ
る
を
え
ず
、
必
然
的
に
身
体
性
を
帯
び
る
」

と
い
う
局
面
を
開
示
す
る
の
で
あ
る
。

想
史
は
、
沖
縄
Ｎ

う
こ
と
で
あ
る
。

は
、
い
か
な
る
例
外
も
な
く
「
仲
間
内
の
語
り
」
へ
と
堕
し
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
枠
組
み
の
言
い
換
え
に
終
始
す
る
ほ
か

（
旧
）

な
い
だ
ろ
う
。
し
か
も
、
「
翻
訳
の
政
治
学
」
が
沖
縄
を
め
ぐ
る
歴
史
的
政
治
性
と
し
て
問
題
化
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て

は
、
そ
の
問
題
化
の
中
心
か
ら
戦
争
が
外
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
屋
嘉
比
の
研
究
・
批
評
は
明
ら

か
に
し
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
深
く
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
太
平
洋
戦
争
に
お
け
る
沖
縄
戦
は
む
ろ
ん
の
こ

と
、
日
清
・
日
露
戦
争
か
ら
第
一
次
世
界
大
戦
、
そ
し
て
十
五
年
戦
争
を
経
て
現
在
に
ま
で
つ
な
が
る
米
軍
占
領
と
い

う
戦
争
へ
の
歴
史
政
治
的
か
つ
倫
理
的
な
問
い
を
抜
き
に
し
て
、
沖
縄
の
思
想
史
は
思
考
し
よ
う
が
な
い
。
逆
に
い
え

ば
、
戦
争
の
記
憶
を
め
ぐ
る
語
り
と
し
て
聴
く
と
い
う
行
為
へ
の
思
索
を
通
し
て
こ
そ
、
沖
縄
を
め
ぐ
る
政
治
史
や
思

想
史
は
、
沖
縄
以
外
そ
し
て
日
本
以
外
の
地
域
の
他
者
に
よ
っ
て
翻
訳
さ
れ
比
較
さ
れ
再
審
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
い
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シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
場
で
、
文
富
軟
氏
に
投
げ
か
け
ら
れ
た
「
な
ぜ
、
あ
な
た
は
過
去
の
傷
つ
い
た
悲
し
み
を
記
憶
す

る
の
か
、
［
中
略
］
前
向
き
な
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
記
憶
を
想
起
し
、
継
承
し
よ
う
と
考
え
る
こ
と
は
な
い
の
か
」
と
い
う

問
い
に
対
し
て
、
こ
れ
を
退
け
る
こ
と
な
く
自
分
の
問
題
と
し
て
聞
き
取
る
文
富
軟
氏
に
触
発
さ
れ
つ
つ
、
「
他
者
か

ら
の
問
い
か
け
の
意
味
の
可
能
性
を
押
し
広
げ
な
が
ら
、
自
分
自
身
の
思
考
枠
組
み
そ
の
も
の
を
問
い
な
お
し
て
応
答

し
よ
う
と
す
る
文
氏
の
『
聴
く
と
い
う
行
為
」
が
、
文
氏
の
短
い
沈
黙
の
後
の
困
惑
の
表
情
と
と
も
に
鮮
烈
な
印
象
と

〃
て
、
。 聴
く
こ
と
と
当
事
者
性
の
獲
得
を
繋
げ
つ
つ
、
そ
の
行
為
遂
行
性
を
み
ず
か
ら
の
思
想
の
契
機
と
す
る
本
格
的
な
契

機
を
、
私
た
ち
は
、
「
質
疑
応
答
の
喚
起
カ
ー
文
富
軟
氏
の
講
演
に
つ
い
て
」
と
い
う
二
○
○
｜
年
発
表
の
屋
嘉
比

の
論
文
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

「
光
州
事
件
」
二
九
八
○
年
）
に
お
け
る
韓
国
ｌ
米
国
、
そ
し
て
植
民
地
時
代
か
ら
持
続
す
る
日
本
の
骨
絡
み
の
国

家
テ
ロ
を
思
考
し
つ
つ
、
み
ず
か
ら
「
当
事
者
」
と
し
て
参
加
し
た
「
釜
山
米
国
文
化
院
放
火
事
件
」
が
人
を
殺
め
る

と
い
う
結
果
を
生
起
さ
せ
て
い
く
歴
史
政
治
性
を
内
在
的
に
批
判
し
て
い
く
、
東
京
外
国
語
大
学
の
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
で
の
文
富
戟
氏
の
質
疑
応
答
の
姿
勢
に
触
発
さ
れ
て
、
屋
嘉
比
は
、
問
題
系
を
重
層
さ
せ
な
が
ら
論
を
展
開
し
て
い

三
聴
く
思
想
史
へ
ｌ
沖
縄
研
究
批
判
と
し
て
の
沖
縄
学
へ
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（
旧
）

し
て
私
の
な
か
に
残
っ
て
い
る
」
と
屋
嘉
比
は
書
い
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
こ
か
ら
屋
嘉
比
は
、
ひ
め
ゆ
ぃ
ソ
平
和
祈
念

資
料
館
を
訪
れ
た
「
本
土
世
」
の
大
学
生
が
「
こ
れ
で
も
か
、
こ
れ
で
ｊ
ｂ
か
と
押
し
寄
せ
る
女
学
生
の
顔
、
顔
、
顔
。

そ
し
て
惨
事
を
綴
っ
た
手
記
。
私
は
も
う
嫌
だ
っ
た
。
戦
争
の
惨
事
は
確
か
に
こ
れ
で
ｊ
ｂ
か
、
こ
れ
で
も
か
の
砲
撃

だ
っ
た
の
だ
。
そ
れ
く
ら
い
分
か
っ
て
い
る
。
私
は
こ
の
資
料
館
の
悪
意
が
嫌
な
の
だ
」
と
報
告
書
の
感
想
文
の
な
か

に
書
い
た
出
来
事
が
沖
縄
県
内
で
少
な
か
ら
ぬ
批
判
を
引
き
起
こ
し
た
こ
と
と
、
そ
し
て
、
こ
の
大
学
生
を
教
え
て
い

た
加
藤
典
洋
が
書
い
た
「
が
ん
ば
れ
チ
ョ
ジ
、
と
い
う
場
面
」
と
い
う
一
文
を
再
考
し
て
い
く
。

こ
こ
で
屋
嘉
比
は
、
「
私
は
こ
の
資
料
館
の
悪
意
が
嫌
な
の
だ
」
と
書
く
に
至
っ
た
大
学
生
を
糾
弾
し
た
り
は
し
て

い
な
い
。
あ
る
い
は
、
こ
の
大
学
生
を
「
応
援
し
た
い
」
と
し
て
、
沖
縄
戦
体
験
者
や
沖
縄
の
学
生
た
ち
と
は
違
う

「
重
力
」
の
な
か
で
事
を
感
じ
る
し
か
な
い
当
の
大
学
生
の
立
場
に
寄
り
添
い
つ
つ
、
「
自
分
が
こ
う
感
じ
る
、
あ
あ
感

じ
た
、
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
し
か
考
え
す
す
め
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
の
場
合
だ
け
、
な
ぜ
そ
う
感
じ
た
か
、
と

自
分
の
感
じ
た
こ
と
の
中
身
と
理
由
を
検
証
し
つ
づ
け
る
理
由
が
彼
な
い
し
彼
女
の
中
に
生
じ
ま
す
。
そ
こ
が
入
口
。

こ
れ
を
否
定
し
て
は
身
も
ふ
た
も
な
い
。
そ
し
て
、
入
口
が
あ
る
限
り
、
人
は
ど
こ
ま
で
も
出
口
を
探
し
つ
づ
け
る
理

由
を
も
ち
、
出
口
を
探
し
つ
づ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
／
こ
う
い
う
『
入
口
」
は
認
識
不
足
、
不
勉
強
の
結
果
だ
、

と
い
う
一
一
一
一
口
う
方
に
負
け
る
な
、
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
で
し
ょ
う
、
わ
た
し
が
一
一
一
一
口
い
た
か
っ
た
の
は
。
自
分
の
最
初
の
反

｛
肥
）

応
、
唯
一
の
考
え
る
足
場
を
、
自
分
で
守
っ
て
や
れ
と
一
一
一
一
口
い
た
か
っ
た
の
で
す
」
と
い
う
加
藤
へ
の
批
判
を
急
ご
う
と

は
し
て
い
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
こ
れ
ら
を
批
判
す
る
「
沖
縄
の
学
生
」
が
「
沖
縄
と
い
う
帰
属
性
だ
け
に
寄
り
か
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か
り
、
沖
縄
戦
体
験
者
に
当
然
の
よ
う
に
一
体
化
し
て
い
る
無
自
覚
な
そ
の
語
り
口
に
こ
そ
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
え

た
」
と
書
い
て
も
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
み
ず
か
ら
の
思
考
が
、
「
自
分
自
身
の
思
考
枠
組
み
そ
の
も
の
を
問
い
な
お
し
て
応
答
し
よ
う
と
す

る
文
氏
の
『
聴
く
と
い
う
行
為
芒
に
よ
っ
て
変
容
し
て
い
く
過
程
の
な
か
で
、
屋
嘉
比
は
、
「
聴
く
と
い
う
行
為
」
が

持
つ
「
自
己
破
壊
」
的
な
力
の
可
能
性
へ
と
思
考
回
路
を
開
い
て
い
く
の
で
あ
る
。

「
沖
縄
戦
に
つ
い
て
、
『
語
る
こ
と
』
や
語
り
方
だ
け
が
問
題
な
の
で
は
な
く
、
沖
縄
側
の
『
聴
く
と
い
う
行
為
』
の

「
語
る
こ
と
」
に
か
ん
す
る
観
点
か
ら
す
る
と
、
自
分
が
感
じ
た
地
点
を
入
口
と
し
て
、
そ
れ
を
足
場
と
し
て
考

え
続
け
る
こ
と
で
普
遍
性
に
い
た
る
道
す
じ
を
守
り
大
事
に
す
る
と
い
う
、
前
述
の
加
藤
氏
の
指
摘
に
は
あ
る
種

の
納
得
が
い
っ
た
し
、
語
り
始
め
る
「
入
口
」
の
多
様
性
を
認
め
る
こ
と
の
重
要
性
に
つ
い
て
教
え
ら
れ
た
点
は

少
な
く
な
か
っ
た
。
た
だ
、
そ
こ
で
主
要
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
問
い
か
け
る
側
の
始
点
と
し
て
の
「
語

る
こ
と
」
の
姿
勢
だ
け
が
課
題
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
し
か
し
、
先
に
ひ
め
ゆ
り
の
語
り
部
た
ち
が

そ
の
件
で
直
接
に
発
言
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
述
べ
た
が
、
そ
の
ひ
め
ゆ
り
の
語
り
部
た
ち
は
、
沖

縄
戦
の
語
り
部
で
あ
る
と
と
も
に
、
他
方
で
本
土
の
学
生
た
ち
の
問
い
か
け
や
発
一
一
一
一
口
に
対
し
て
、
聴
く
側
の
位
置

（
Ⅳ
｝
 

に
あ
る
人
た
ち
で
も
あ
る
。
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意
味
を
問
う
こ
と
も
、
同
じ
く
重
要
な
課
題
と
し
て
存
在
し
て
い
る
」
と
し
て
、
「
そ
の
「
聴
く
と
い
う
行
為
』
の
意

味
に
つ
い
て
、
あ
ら
た
め
て
考
え
る
こ
と
の
重
要
性
を
喚
起
し
て
、
そ
の
意
義
を
私
に
想
起
さ
せ
て
く
れ
た
の
は
、
前

（
旧
〉

述
の
質
疑
応
答
に
お
け
る
文
冨
軟
氏
の
誠
実
に
応
答
す
る
姿
勢
で
あ
っ
た
」
と
書
き
継
ぐ
屋
嘉
比
は
、
そ
の
詞
”
識
を
押

し
広
げ
る
よ
う
に
し
て
、
そ
の
後
の
屋
嘉
比
の
仕
事
の
核
心
部
分
を
形
成
し
て
い
く
と
さ
え
思
わ
れ
る
よ
う
な
、
次
の

よ
う
な
一
一
一
一
口
葉
を
書
く
に
至
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
屋
嘉
比
が
「
聴
く
と
い
う
行
為
」
を
「
自
己
破
壊
的
に
吟
味
し
直
す
」
と
い
う
言
わ
ば
試
練
と
し
て
捉
え
て

い
る
こ
と
は
、
や
は
り
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
自
己
破
壊
的
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
「
聴
く
と
い
う
行
為
」

文
氏
の
「
聴
く
と
い
う
行
為
」
を
考
え
て
み
た
と
き
に
、
自
ら
の
感
覚
を
根
拠
に
考
え
る
足
場
を
「
入
口
」
に
し

て
普
遍
性
に
い
た
る
加
藤
氏
の
「
語
る
こ
と
」
の
姿
勢
と
の
差
異
が
、
私
の
な
か
で
明
確
に
浮
か
び
上
が
っ
て
き

た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
思
う
に
、
「
自
ら
の
感
覚
を
根
拠
」
に
「
語
る
こ
と
」
と
は
、
自
ら
の
解
釈
枠
組
み
に

対
し
て
、
自
己
創
造
的
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
自
己
破
壊
的
に
吟
味
し
直
す
こ
と
が
乏
し
い
と
い
え
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
、
他
者
と
の
関
係
に
お
け
る
死
角
が
あ
る
と
い
え
る
よ
う
に
思
う
。
必
要
な
こ
と

は
、
「
語
る
こ
と
」
だ
け
で
な
く
、
他
者
を
介
し
て
「
聴
く
と
い
う
行
為
」
の
も
つ
意
義
を
同
じ
よ
う
に
問
い
続

〈
卿
｝

け
て
い
く
こ
と
の
重
要
性
で
あ
る
。
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に
は
、
つ
ね
に
語
り
ｌ
聴
く
関
係
に
内
在
化
さ
れ
て
い
る
自
己
ヘ
の
教
育
的
批
判
あ
る
い
は
脱
自
己
中
心
化
の
働
き
が

想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
自
己
へ
の
自
己
の
批
判

的
な
関
係
が
他
者
と
い
う
先
行
者
の
存
在
抜
き
に
は
成
立
し
な
い
と
い
う
点
で
、
「
他
者
を
介
し
て
『
聴
く
と
い
う
行

為
』
」
の
持
つ
過
剰
な
ま
で
に
自
己
破
壊
的
な
受
動
性
が
屋
嘉
比
に
よ
っ
て
思
考
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
や
は
り

可
能
で
あ
る
だ
ろ
う
。
聴
く
行
為
は
、
そ
れ
が
自
己
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
下
に
馴
致
し
え
な
い
と
い
う
開
か
れ
と
し
て
生

成
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
、
自
己
を
非
自
己
的
な
も
の
へ
の
変
成
へ
と
促
し
続
け
る
。
し
か
も
、
そ
の
変
成
の
な
か
で
こ

そ
、
沖
縄
戦
の
語
り
を
聴
く
も
の
は
、
「
自
ら
の
感
覚
を
根
拠
に
考
え
る
」
（
加
藤
典
洋
）
と
い
う
解
釈
枠
組
み
の
独
我

論
的
な
純
粋
化
を
阻
み
、
沖
縄
戦
を
了
解
の
構
図
の
な
か
に
取
り
込
み
つ
つ
「
自
己
」
と
い
う
物
語
的
同
一
性
を
拡
大

強
化
し
て
い
く
増
殖
運
動
へ
の
抵
抗
に
遭
遇
し
、
自
己
の
同
一
性
に
亀
裂
を
発
見
し
て
い
く
こ
と
が
可
能
と
な
る
は
ず

で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
変
成
は
、
他
者
の
記
憶
あ
る
い
は
他
者
の
生
あ
る
い
は
他
者
の
記
憶
の
受
肉
と
受
苦
に
お
い

て
、
私
た
ち
の
可
変
性
を
活
性
き
せ
な
い
で
は
お
か
な
い
だ
ろ
う
。

聴
く
と
い
う
行
為
は
、
自
己
の
物
語
的
同
一
性
あ
る
い
は
語
り
手
と
し
て
の
一
貫
性
の
放
棄
を
要
請
す
る
。
換
言
す

れ
ば
、
聴
く
こ
と
は
他
者
（
こ
の
他
者
に
は
み
ず
か
ら
に
負
い
目
や
矛
盾
あ
る
い
は
責
任
を
見
出
す
、
ど
こ
ま
で
も
よ

そ
よ
そ
し
い
み
ず
か
ら
が
含
ま
れ
る
）
の
記
憶
に
き
ら
さ
れ
る
と
い
う
行
為
で
あ
り
、
既
知
と
し
て
意
識
化
さ
れ
る
私

の
当
事
者
性
の
不
断
の
組
み
換
え
と
な
る
。
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
「
自
己
破
壊
的
に
吟
味
し
直
す
こ
と
」
の
な
か

に
「
聴
く
と
い
う
行
為
」
の
要
諦
を
考
究
し
た
屋
嘉
比
に
お
い
て
、
聴
く
こ
と
は
「
沖
縄
以
外
の
戦
後
世
代
に
対
し
非
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当
事
者
の
自
覚
を
も
っ
て
横
に
開
き
、
体
験
者
の
語
る
沖
縄
戦
の
教
訓
を
多
く
の
人
び
と
と
共
有
し
分
か
ち
合
っ
て

（
釦
）

〈
当
事
者
性
〉
を
獲
得
す
る
」
と
い
う
意
義
を
明
確
化
す
る
契
機
と
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
と
き
、
横
に
開
か
れ
て
い
く
沖
縄
戦
の
継
承
は
、
体
験
者
と
非
体
験
者
と
の
共
同
作
業
に
よ
る
「
当
事
者
性
の

獲
得
」
の
プ
ロ
セ
ス
と
い
う
思
想
的
か
つ
実
践
的
な
地
平
を
、
そ
れ
こ
そ
沖
縄
か
ら
沖
縄
以
外
の
場
所
に
開
い
て
い
く

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
試
み
に
お
い
て
こ
そ
、
「
当
事
者
性
の
獲
得
」
と
い
う
視
点
か
ら
沖
縄
戦
を
問

い
続
け
て
い
く
行
為
は
、
沖
縄
（
戦
）
を
、
沖
縄
以
外
の
地
域
に
お
い
て
生
き
る
／
生
き
た
人
々
の
戦
争
の
記
憶
と
の

応
答
的
関
係
へ
と
導
き
、
沖
縄
を
生
き
る
私
た
ち
に
と
っ
て
の
沖
縄
を
、
既
知
性
か
ら
未
知
性
へ
、
そ
し
て
既
決
性
か

ら
未
決
性
へ
と
変
容
さ
せ
て
い
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
変
容
を
迎
え
入
れ
る
べ
く
、
屋
嘉
比
に
よ
っ
て
開
か
れ

た
「
聴
く
思
想
史
」
は
、
私
た
ち
ひ
と
り
ひ
と
り
が
、
い
ま
だ
な
ん
ら
の
当
事
者
に
成
り
お
お
せ
て
は
い
な
い
こ
と
を

示
唆
し
て
や
む
こ
と
が
な
い
。
そ
う
し
た
屋
嘉
比
の
示
唆
が
、
「
残
存
し
、
生
き
延
び
て
い
る
」
声
と
な
っ
て
私
た
ち

の
も
と
に
届
き
続
け
る
限
り
、
わ
た
し
た
ち
は
、
み
ず
か
ら
を
「
当
事
者
性
の
獲
得
」
と
い
う
終
わ
り
の
な
い
変
成
の

な
か
に
投
げ
入
れ
、
「
生
存
へ
の
希
望
」
を
つ
な
い
で
い
く
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
そ
し
て
ま
さ
に
こ
の
生
き
延
び
へ

の
呼
び
か
け
の
な
か
に
こ
そ
、
屋
嘉
比
の
「
聴
く
思
想
史
」
の
核
心
が
あ
る
。

［
註
】

（
１
）
屋
嘉
比
が
編
集
委
員
の
一
人
で
あ
っ
た
雑
誌
「
け
－
し
風
」
第
三
七
号
、
特
集
》
沖
縄
（
研
究
）
の
歴
史
認
識
を
考
え
る
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（
一
一
○
○
一
一
年
一
二
月
）
を
参
照
。
こ
こ
で
屋
嘉
比
は
、
前
年
九
月
一
一
二
日
、
秋
篠
宮
の
基
調
講
演
で
開
幕
し
た
「
第
四
回
沖

縄
研
究
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
沖
縄
大
会
」
（
主
催
・
沖
縄
県
、
同
実
行
委
員
会
、
ボ
ン
大
学
日
本
文
化
研
究
所
）
が
内
包
す
る

歴
史
認
識
の
、
脱
政
治
的
な
政
治
性
を
批
判
的
に
問
う
こ
と
を
直
接
的
契
機
と
し
つ
つ
、
以
下
の
よ
う
に
記
述
す
る
こ
と
で
、

沖
縄
研
究
の
制
度
性
批
判
を
展
開
し
て
い
る
。
「
こ
の
特
集
を
企
画
し
た
の
は
、
こ
こ
数
年
来
の
一
連
の
出
来
事
、
と
く
に
一

九
九
九
年
の
沖
縄
県
新
平
和
祈
念
資
料
館
・
八
重
山
平
和
祈
念
資
料
館
問
題
、
二
○
○
○
年
の
沖
縄
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
論
の

問
題
、
二
○
○
一
年
の
沖
縄
国
際
学
会
で
の
皇
族
講
演
問
題
な
ど
、
こ
れ
ま
で
の
『
沖
縄
（
研
究
）
の
歴
史
認
識
」
を
問
い

か
け
る
出
来
事
が
背
景
に
あ
る
。
そ
れ
ら
の
一
連
の
出
来
事
は
、
そ
の
関
係
者
の
考
え
や
個
々
の
性
質
は
異
な
る
と
は
い
え
、

こ
れ
ま
で
の
沖
縄
（
研
究
）
の
歴
史
認
識
に
対
し
変
更
を
迫
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
」
（
屋
嘉
比
収
「
特
集
に
あ
た
っ

て
」
一
二
頁
）
。

（
２
）
屋
嘉
比
収
「
沖
縄
戦
、
米
軍
占
領
史
を
学
び
な
お
す
ｌ
記
憶
を
い
か
に
継
承
す
る
か
」
（
世
織
薑
二
○
○
九
年
一
三
八

「
三
九
頁
（
初
出
「
戦
後
世
代
が
沖
縄
戦
の
当
事
者
と
な
る
試
み
ｌ
沖
縄
戦
地
域
史
研
究
の
変
遷
「
集
団
自
決
宣
強
制

的
集
団
自
殺
」
」
屋
嘉
比
収
編
「
沖
縄
商
い
を
立
て
る
４
友
軍
と
ガ
マ
ー
沖
縄
戦
の
記
憶
」
社
会
評
論
社
二
○
○
八

年
）
。
参
考
の
た
め
に
、
原
文
で
は
注
記
と
し
て
簡
略
化
さ
れ
て
い
る
書
誌
情
報
乗
以
下
）
を
補
っ
た
（
以
下
同
じ
）
。

（
３
）
岡
本
恵
徳
の
「
水
平
軸
の
発
想
」
に
関
す
る
屋
嘉
比
の
批
評
的
営
み
と
し
て
、
著
書
『
沖
縄
戦
、
米
軍
占
領
史
を
学
び
な
お

す
」
第
一
章
の
ほ
か
、
代
表
的
な
も
の
と
し
て
「
『
水
平
軸
の
発
想
」
／
私
的
覚
書
’
一
集
団
自
決
」
を
考
え
る
視
点
と
し

て
」
（
「
琉
球
ア
ジ
ア
社
会
文
化
研
究
」
第
六
号
、
二
○
○
三
年
、
’
四
三
「
’
五
一
頁
）
、
「
自
ら
を
穿
っ
思
想
ｌ
岡
本
恵
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徳
『
水
平
軸
の
発
想
』
に
つ
い
て
、
中
国
の
読
者
へ
」
（
『
け
－
し
風
』
第
七
○
号
、
二
○
｜
一
年
三
月
、
四
八
～
五
一
頁
）

な
ど
が
あ
る
。
な
お
後
者
は
、
上
海
大
学
当
代
文
化
研
究
中
心
（
所
長
・
王
暁
明
）
が
主
導
す
る
学
術
誌
『
熱
風
学
術
』
第

四
輯
（
二
○
一
○
年
八
月
）
に
岡
本
恵
徳
「
水
平
軸
の
発
想
」
が
翻
訳
掲
載
さ
れ
た
際
、
そ
の
解
説
と
し
て
訳
載
さ
れ
た

（
い
ず
れ
も
胡
冬
竹
の
翻
訳
に
よ
る
）
。

（
４
）
上
村
忠
男
「
ヘ
テ
ロ
ト
ピ
ア
通
信
、
当
事
者
性
の
獲
得
？
」
（
『
み
す
ず
』
第
五
八
一
一
一
号
、
二
○
一
○
年
六
月
）
八
五
頁
。

（
５
）
「
集
団
自
決
」
を
、
そ
れ
が
生
起
し
た
沖
縄
座
間
味
島
と
い
う
共
同
体
の
特
殊
性
に
お
い
て
把
握
す
る
あ
り
方
を
批
判
す
る
岡

本
の
批
評
の
可
能
性
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
拙
論
「
反
復
帰
反
国
家
論
の
回
帰
ｌ
国
政
参
加
拒
否
と
い
う
直
接
介
入
へ
」

（
岩
崎
稔
ほ
か
編
「
戦
後
日
本
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
２
「
帥
．
、
」
年
代
』
紀
伊
国
屋
書
店
、
二
○
○
九
年
、
六
一
～
八
四
頁
）
を

参
照
い
た
だ
き
た
い
。

（
６
）
ベ
ン
ャ
ミ
ン
「
歴
史
の
概
念
に
つ
い
て
」
（
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ャ
ミ
ン
『
ポ
ー
ド
レ
ー
ル
他
五
篇
ベ
ン
ャ
ミ
ン
の
仕
事

２
』
野
村
修
編
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
九
四
年
）
一
一
一
三
一
頁
。

（
７
）
屋
嘉
比
前
掲
書
、
四
八
～
四
九
頁
（
前
掲
「
戦
後
世
代
が
沖
縄
戦
の
当
事
者
と
な
る
試
み
』
。

（
８
）
ジ
ュ
デ
ィ
ス
パ
ト
ラ
ー
「
自
分
自
身
を
説
明
す
る
こ
と
ｌ
倫
理
的
暴
力
の
批
判
」
（
原
著
二
○
○
五
年
、
佐
藤
嘉
幸
清

水
知
子
訳
、
月
曜
社
、
二
○
○
八
年
）
’
’
一
頁
。

（
９
）
同
前
、
二
四
頁
。

（
、
）
屋
嘉
比
前
掲
書
、
一
一
○
～
一
一
｜
頁
（
初
出
「
仲
間
内
の
語
り
が
排
除
す
る
も
の
」
「
Ｅ
Ｄ
Ｇ
Ｅ
』
第
一
三
号
、
総
特
集
』
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イ
メ
ー
ジ
の
イ
ク
サ
場
、
Ａ
Ｐ
Ｏ
、
二
○
○
四
年
）
。

（
Ⅱ
）
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
ペ
ル
マ
ン
「
他
者
と
い
う
試
練
ｌ
ロ
マ
ン
主
義
ド
イ
ツ
の
文
化
と
翻
訳
」
（
藤
田
省
一
訳
、
み
す
ず
書

、
、
、
、
、
、
、
、

房
、
一
一
○
○
八
年
）
の
次
の
よ
う
な
指
摘
を
参
照
。
「
翻
訳
学
の
ひ
と
つ
の
軸
は
、
広
汎
に
適
用
し
う
る
非
自
民
族
中
心
主
義

、
、
、

、
、
、

、
、
、

的
翻
訳
の
理
論
を
鍛
え
あ
げ
る
一
」
と
な
の
だ
。
そ
の
よ
う
な
理
論
は
記
述
的
で
あ
る
と
同
時
に
規
範
的
で
な
く
て
は
な
ら
な

い
」
（
同
書
三
八
六
頁
、
傍
点
原
文
）
。

（
、
）
酒
井
直
樹
『
日
本
思
想
と
い
う
問
題
ｌ
翻
訳
と
主
体
」
｛
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
年
）
に
お
け
る
次
の
よ
う
な
指
摘
を
参

照
。
「
言
語
共
同
体
の
間
の
隔
差
に
よ
る
失
敗
の
可
能
性
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
全
て
の
伝
達
は
「
外
記
』

（
の
〆
の
ｓ
目
・
ロ
）
と
し
て
の
み
起
こ
る
の
だ
。
伝
達
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
自
ら
を
外
部
性
（
の
※
〔
＆
。
［
ご
）
に
さ
ら
す
こ
と

で
あ
り
、
意
味
作
用
に
対
す
る
指
示
対
象
の
外
在
性
（
①
営
の
曰
画
一
ご
）
に
還
元
で
き
な
い
外
部
性
に
自
ら
を
さ
ら
す
こ
と
な

の
だ
」
（
同
書
一
三
頁
）
。

（
旧
）
こ
う
し
た
翻
訳
認
識
の
無
惨
な
典
型
を
、
私
た
ち
は
、
與
那
覇
潤
「
翻
訳
の
政
治
学
ｌ
近
代
東
ア
ジ
ア
の
形
成
と
日
琉
関

係
の
変
容
』
（
岩
波
書
店
、
二
○
○
九
年
）
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
書
は
、
近
代
東
ア
ジ
ア
の
歴
史
的
政
治
的
編
成
の
な

、
、
、

か
の
日
琉
関
係
を
思
考
す
る
に
あ
た
っ
て
、
「
そ
も
そ
も
人
間
は
意
識
的
に
翻
訳
し
よ
う
な
ど
と
し
な
い
の
が
地
域
的
に
も
時

代
的
に
も
普
遍
的
な
態
度
で
あ
り
、
そ
れ
で
実
際
う
ま
く
い
く
の
が
普
通
な
の
だ
」
（
同
書
二
六
三
頁
、
傍
点
原
文
）
と
い
う

予
断
を
反
復
し
つ
つ
、
こ
の
当
時
の
中
国
（
大
清
帝
国
）
、
そ
し
て
朝
鮮
半
島
（
朝
鮮
王
国
）
の
史
料
に
対
す
る
翻
訳
作
業
を

ほ
ぼ
完
全
に
な
し
え
て
い
な
い
。
こ
の
書
物
に
欠
落
し
て
い
る
の
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
「
翻
訳
の
政
治
学
」
で
あ
る
。
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（
Ⅲ
）
鹿
野
政
直
「
沖
縄
の
戦
後
思
想
を
考
え
る
』
（
岩
波
書
店
、
’
一
○
｜
一
年
）
三
八
頁
。

（
巧
）
屋
嘉
比
前
掲
書
、
二
八
頁
（
初
出
「
質
疑
応
答
の
喚
起
カ
ー
１
文
富
軟
氏
の
講
演
に
つ
い
て
」
『
現
代
思
想
』
第
二
九
巻
第

九
号
、
総
特
集
郡
戦
後
東
ア
ジ
ア
と
ア
メ
リ
カ
の
存
在
ｌ
〈
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
〉
状
況
を
東
ア
ジ
ア
で
考
え
る
、
二
○
○

一
年
七
月
臨
時
増
刊
）
。

（
旧
）
加
藤
典
洋
「
が
ん
ば
れ
チ
ョ
ジ
、
と
い
う
場
面
」
（
『
新
沖
縄
文
学
」
第
九
四
号
、
一
九
九
二
年
一
二
月
）
二
五
頁
。

（
Ⅳ
）
屋
嘉
比
前
掲
書
、
一
二
一
一
一
頁
（
前
掲
「
質
疑
応
答
の
喚
起
力
」
）
。

（
旧
）
同
前
、
’
二
四
頁
。

（
四
）
同
前
、
一
二
六
頁
。

（
別
）
同
前
、
「
は
じ
め
に
」
Ⅲ
頁
。

580 

Hosei University Repository


