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7２ 

わ
れ
わ
れ
が
こ
の
論
文
で
注
目
す
べ
き
点
は
、
直
接
的
に
は
ス
タ
ー
リ
ソ
の
唯
物
論
に
つ
い
て
の
見
解
で
あ
る
。
ス
タ
ー
リ
ン
は
、

「
マ
ル
ク
ス
主
義
の
哲
学
的
唯
物
論
」
の
「
基
本
的
特
徴
」
と
し
て
、
③
「
世
界
は
そ
の
本
性
に
お
い
て
物
質
的
」
で
あ
る
、
⑥
「
物

質
こ
そ
第
一
次
的
で
あ
り
、
意
識
は
物
質
の
反
映
で
あ
り
存
在
の
反
映
で
あ
る
か
ら
、
第
二
次
的
で
あ
り
派
生
的
」
で
あ
る
、
⑥
「
世

（
２
）
 

界
と
そ
の
合
法
則
性
と
は
、
一
元
全
に
認
識
可
能
な
し
の
」
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
主
張
す
る
点
に
あ
る
と
み
な
し
て
い
る
。
こ
の
マ

（
３
）
 

ル
ク
ス
哲
学
の
卑
俗
な
特
徴
づ
け
を
今
こ
こ
で
逐
一
批
判
す
る
の
は
本
来
の
課
題
で
な
い
の
で
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
マ

一
般
に
マ
ル
ク
ス
哲
学
の
俗
流
化
に
大
き
な
役
割
を
果
し
た
の
は
、
な
ん
と
い
っ
て
も
ス
タ
ー
リ
ソ
の
哲
学
と
そ
れ
へ
の
権
威
主
義

的
、
教
条
主
義
的
迎
合
で
あ
っ
た
ろ
う
。
マ
ル
ク
ス
欲
望
論
の
無
視
、
軽
視
あ
る
い
は
歪
曲
も
、
主
要
に
は
、
ス
タ
ー
リ
ン
哲
学
と
そ

れ
へ
の
無
批
判
的
な
追
従
に
根
拠
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
マ
ル
ク
ス
の
欲
望
論
を
検
討
す
る
前
に
、
こ
れ

ま
で
マ
ル
ク
ス
欲
望
論
が
無
視
さ
れ
軽
視
さ
れ
て
き
た
哲
学
的
根
拠
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
の
こ
と
な
し
に
マ
ル
ク

ス
の
欲
望
論
を
正
し
く
検
討
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
わ
た
く
し
は
、
ス
タ
ー
リ
ン
哲
学
が
、
い
か
に
欲
望
論
の
展

開
に
と
っ
て
阻
害
物
と
な
り
、
ど
の
よ
う
に
し
て
マ
ル
ク
ス
の
欲
望
論
の
無
視
と
歪
曲
の
原
因
に
な
っ
た
か
を
検
討
し
て
お
き
た
い
。

（
１
）
 

か
つ
て
「
弁
証
法
的
唯
物
論
の
現
在
ま
で
に
お
け
る
発
展
の
最
高
段
階
を
し
め
す
も
の
で
あ
る
」
と
ま
で
い
わ
れ
た
『
ス
タ
ー
リ
ン

哲
学
』
は
、
初
期
の
論
文
「
無
政
府
主
義
か
社
会
主
義
か
」
（
一
九
○
六
’
七
年
）
で
は
、
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
ひ
ど
い
誤
り
に
陥
い
っ
て

は
い
な
か
っ
た
。
ス
タ
ー
リ
ン
自
身
が
ほ
と
ん
ど
権
威
を
も
っ
た
指
導
者
で
は
な
か
っ
た
し
、
そ
れ
故
、
独
自
の
理
論
を
展
開
し
よ
う

と
す
る
意
図
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
ス
タ
ー
リ
ン
の
指
導
が
確
立
さ
れ
て
く
る
一
九
三
○
年
代
の
終
り
に

醤
か
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
「
弁
証
法
的
唯
物
論
と
史
的
唯
物
論
に
つ
い
て
」
（
一
九
三
八
年
）
と
い
う
論
文
で
は
、
ス
タ
ー
リ
ン
の
独

自
な
哲
学
学
説
が
展
開
さ
れ
、
そ
れ
が
ま
た
ス
タ
ー
リ
ン
哲
学
の
創
造
的
な
、
天
才
的
な
も
の
と
評
価
さ
れ
、
絶
対
視
さ
れ
神
聖
化
さ

れ
る
に
至
っ
て
く
る
。
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ル
ク
ス
哲
学
の
把
握
か
ら
導
き
だ
さ
れ
る
次
の
命
題
は
、
ス
タ
ー
リ
ン
に
よ
る
マ
ル
ク
ス
欲
望
論
無
視
の
直
接
の
根
拠
を
な
す
も
の
と

し
て
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ス
タ
ー
リ
ン
は
、
「
自
然
、
存
在
、
物
質
世
界
が
第
一
次
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
意
識
、
思
惟

が
第
二
次
的
な
も
の
で
あ
り
派
生
的
な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
ま
た
、
物
質
世
界
が
人
間
の
意
識
か
ら
独
立
に
存
在
す
る
客
観
的
実
在

を
あ
ら
わ
し
、
意
識
は
こ
の
客
観
的
実
在
の
反
映
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
社
会
の
物
質
生
活
、
そ
の
存
在
も
ま
た

第
一
次
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
社
会
の
精
神
生
活
は
第
二
次
的
な
も
の
で
あ
り
派
生
的
な
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
か
つ

ま
た
、
社
会
の
物
質
生
活
は
人
間
の
意
志
か
ら
独
立
に
存
在
す
る
客
観
的
実
在
で
あ
り
、
社
会
の
精
神
生
活
は
こ
の
客
観
的
実
在
の
反

（
４
）
 

映
で
あ
り
存
在
の
反
映
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
哲
学
の
誤
っ
た
特
徴
づ
け
か
ら
熱
き

だ
さ
れ
た
こ
の
命
題
の
う
ち
、
こ
こ
で
は
「
社
会
の
物
質
的
生
活
は
人
間
の
意
志
か
ら
独
立
に
存
在
す
る
客
観
的
実
在
」
で
あ
る
と
い

う
命
題
を
問
題
に
し
た
い
。
こ
の
命
題
は
、
文
字
通
り
理
解
す
る
と
明
ら
か
に
、
「
社
会
の
物
質
的
生
活
」
は
、
人
間
の
意
志
と
な
ん

ら
係
わ
り
な
し
に
存
在
し
う
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ス
タ
ー
リ
ン
は
、
明
ら
か
に
「
社
会
の
物
質
的
生
活
」
は
、
人
間
の
意
志
を

含
ま
な
い
客
観
的
実
在
で
あ
る
か
の
よ
う
に
承
な
し
「
社
会
の
物
質
的
生
活
」
に
内
在
す
る
実
践
的
意
識
を
「
社
会
の
物
質
的
生
活
」

か
ら
排
除
し
て
し
ま
う
。
そ
し
て
彼
は
た
か
だ
か
人
間
の
意
識
を
「
社
会
的
観
念
、
理
論
、
政
治
的
見
解
」
等
と
し
て
、
外
部
か
ら

（
５
）
 

「
社
会
的
存
在
や
社
会
生
活
の
物
質
的
諸
条
件
の
発
展
の
う
陰
Ｚ
に
反
作
用
を
お
ょ
ぼ
」
す
も
の
と
し
か
把
握
し
よ
う
と
し
な
い
。

人
間
の
意
識
、
意
志
か
ら
独
立
し
た
社
会
の
物
質
的
生
活
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
の
ス
タ
ー
リ
ン
の
命
題
は
、
社
会
の
物
質
的
生
活

の
な
か
に
お
け
る
人
間
の
意
識
、
意
志
に
関
す
る
積
極
的
な
役
割
に
つ
い
て
の
研
究
を
放
棄
す
る
こ
と
に
な
る
の
は
必
然
で
あ
る
。
当

然
、
特
殊
な
意
識
、
意
志
で
あ
る
欲
望
が
社
会
の
物
質
的
生
活
に
お
い
て
果
す
積
極
的
役
割
に
つ
い
て
の
研
究
、
特
に
マ
ル
ク
ス
の
欲

望
論
の
研
究
が
回
避
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
こ
の
命
題
が
現
実
的
で
な
い
以
上
、
こ
の
命
題
を
終
始
一
貫
守
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
ス
タ
ー
リ
ン
は
、
こ
の
命



7４ 
題
の
部
分
的
な
手
直
し
に
よ
っ
て
、
歴
史
的
現
実
に
お
け
る
意
識
、
欲
望
の
役
割
を
消
極
的
に
認
め
、
全
体
と
し
て
き
わ
め
て
混
乱
し

た
理
論
を
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
。

ス
タ
ー
リ
ン
は
、
史
的
唯
物
論
を
特
徴
づ
け
て
い
る
節
で
、
さ
き
の
命
題
を
よ
り
具
体
的
な
命
題
と
し
て
展
開
し
て
い
る
。
彼
は

「
あ
ら
た
な
生
産
力
と
、
こ
れ
に
照
応
す
る
生
産
関
係
の
発
生
が
、
旧
制
度
と
独
立
に
で
は
な
く
、
旧
制
度
の
消
滅
の
の
ち
に
で
は
な

く
、
旧
制
度
の
胎
内
で
お
こ
り
、
人
間
の
子
図
し
た
意
識
的
な
活
動
の
結
果
と
し
て
で
な
く
、
自
然
発
生
的
に
、
無
意
識
的
に
、
人
間

（
６
）
 

の
意
志
と
は
独
立
に
お
こ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
な
ん
と
驚
く
べ
き
理
論
で
あ
ろ
う
か
。
新
し
い
生
産
力
も
生
産

関
係
も
、
人
間
の
子
図
し
た
意
識
的
活
動
な
し
に
無
意
識
の
う
ち
に
、
人
間
の
意
志
か
ら
独
立
に
発
生
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
エ
ン

ゲ
ル
ス
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
単
な
る
自
然
史
と
異
な
っ
て
「
社
会
の
歴
史
の
場
合
に
は
、
行
為
し
て
い
る
入
念
は
、
す
べ
て
意
識
を
も

ち
思
慮
や
熱
情
を
も
っ
て
行
動
し
一
定
の
目
的
を
め
ざ
し
て
努
力
し
て
い
る
人
間
で
あ
る
。
意
識
的
な
意
図
な
し
に
は
、
意
欲
さ
れ
た

（
７
）
 

目
標
な
し
に
は
、
な
に
ご
と
も
起
こ
ら
な
い
の
で
あ
る
」
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
ス
タ
ー
リ
ン
は
、
新
し
い
生
産
力
も
生
産
関
係
も
一
般

、
、

に
人
間
の
意
識
的
活
動
の
結
果
で
あ
り
、
人
間
の
意
志
に
依
存
し
て
発
生
す
る
）
」
と
を
否
定
す
る
命
題
を
た
て
る
の
で
あ
る
。

こ
の
場
合
、
ス
タ
ー
リ
ン
は
こ
の
命
題
の
成
立
す
る
「
原
因
」
と
し
て
第
一
に
「
人
間
は
あ
れ
こ
れ
の
生
産
様
式
の
選
択
に
あ
た
っ

て
自
由
で
は
な
い
か
ら
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
第
二
に
「
人
間
は
、
あ
れ
こ
れ
の
生
産
用
具
、
生
産
力
の
あ
れ
こ
れ
の
要
素
を
改
良

（
８
）
 

す
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
改
良
が
ど
の
よ
う
な
社
会
的
結
果
を
も
た
ら
す
べ
き
も
の
で
あ
る
か
を
意
識
」
し
な
い
と
い
う
こ
と
、
を
あ

げ
て
い
る
。
た
し
か
に
、
人
間
は
生
産
様
式
を
自
由
に
選
沢
は
で
き
な
い
。
だ
が
だ
か
ら
と
い
っ
て
あ
る
生
産
関
係
の
発
生
が
人
間
の

「
意
識
的
な
活
動
」
な
し
に
無
意
識
的
に
、
人
間
の
個
な
の
意
志
に
媒
介
さ
れ
依
存
す
る
こ
と
な
し
に
発
生
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は

で
き
な
い
。
生
産
力
の
発
展
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
ス
タ
ー
リ
ン
は
生
産
力
の
改
良
が
一
定
の
歴
史
段
階
に
お
い
て
、
人
間
が
改

良
の
「
社
会
的
結
果
」
を
意
識
し
な
い
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
も
っ
て
、
新
し
い
生
産
力
の
発
生
が
「
人
間
の
意
志
と
は
独
立
に
お
こ
る
」



７５マルクス欲望理麓の問題点と研究視角
と
い
う
命
題
を
た
て
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
ス
タ
ー
リ
ン
は
、
こ
の
命
題
を
最
後
ま
で
お
し
通
す
こ
と
が
で
き
ず
、
混
乱
に
陥
い
る
。
彼
は
「
一
定
の
時
期
ま
で
は
、
生
産

（
９
）
 

力
の
発
展
と
生
産
関
係
の
領
域
に
お
け
る
変
化
は
、
自
然
発
生
的
に
、
人
間
の
意
士
心
と
は
独
立
に
お
こ
な
わ
れ
る
」
と
主
張
す
る
。
と

い
う
の
は
「
新
し
い
生
産
力
が
成
熟
し
た
の
ち
は
、
現
存
生
産
関
係
と
そ
の
担
手
た
る
支
配
階
級
は
『
克
服
し
が
た
い
』
障
害
と
な
り
、

（
皿
）

こ
の
障
害
は
、
新
し
い
諸
階
級
の
意
識
的
活
動
に
よ
っ
て
、
：
。
…
革
命
に
よ
っ
て
の
承
、
は
じ
め
て
除
去
さ
れ
る
」
と
い
う
こ
と
を
認

め
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
な
お
さ
ら
さ
き
の
命
題
自
体
は
一
般
的
に
は
成
立
し
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
ス
タ
ー
リ
ン
の
哲
学
は
、
欲
望
に
つ
い
て
の
理
論
的
規
定
を
も
た
な
い
だ
け
で
な
く
、
欲
望
に
つ
い
て
の
分
析
視
角

を
全
く
排
除
す
る
と
こ
ろ
の
機
械
的
唯
物
論
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
社
会
の
物
質
生
活
は
人
間
の
》
壁
芯
か
ら
独
立
に
存
在
す
る
客
観

的
実
在
」
で
あ
る
と
い
う
命
題
に
集
約
さ
れ
て
お
り
、
更
に
御
丁
寧
に
「
一
定
の
時
期
ま
で
は
、
生
産
力
の
発
展
と
生
産
関
係
の
領
域

に
お
け
る
変
化
は
、
自
然
発
生
的
に
、
人
間
の
意
志
と
は
独
立
に
お
こ
な
わ
れ
る
」
と
い
う
よ
り
具
体
的
命
題
に
よ
っ
て
よ
り
明
確
に

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
わ
た
く
し
の
知
る
限
り
、
マ
ル
ク
ス
、
ユ
ン
ゲ
ル
ス
の
い
か
な
る
哲
学
的
論
文
に
お
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
命

題
は
主
張
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
す
べ
て
ス
タ
ー
リ
ン
の
独
創
的
な
理
論
な
の
で
あ
る
。
だ
が
し
か
し
、
そ
れ
故
に
、
ス
タ
ー
リ
ン
の

哲
学
は
、
マ
ル
ク
ス
、
ニ
ン
ゲ
ル
ス
、
レ
ー
ー
ー
ソ
以
後
の
創
造
的
な
発
展
だ
と
い
わ
れ
た
所
以
で
あ
（
ろ
う
。

し
か
し
ス
タ
ー
リ
ン
の
哲
学
が
、
ど
う
し
て
マ
ル
ク
ス
哲
学
と
は
全
く
異
な
る
理
論
を
、
マ
ル
ク
ス
哲
学
と
称
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
疑
問
に
つ
い
て
の
回
答
は
、
き
わ
め
て
復
雑
な
分
析
を
も
っ
て
応
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
ス
タ
ー
リ
ン

哲
学
に
よ
る
マ
ル
ク
ス
哲
学
の
卑
俗
化
が
、
特
に
エ
ン
ゲ
ル
ス
、
更
に
部
分
的
に
レ
ー
ー
ー
ン
、
マ
ル
ク
ス
自
身
の
理
論
に
も
一
定
の
根

（
、
）

拠
を
も
っ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
が
こ
こ
で
は
注
目
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
の
批
判
的
反
省
な
し
に
、
マ
ル
ク
ス
哲
学
の

本
来
の
姿
を
復
原
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
そ
れ
故
マ
ル
ク
ス
欲
望
論
の
科
学
的
研
究
視
角
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
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一
〃
ロ
ロ
ロ
Ⅱ
、
■
‐
Ⅱ
‐
・
・
再
Ｐ
＆
▲
■
■
■
１
０
１
例
』

マ
ル
ク
ス
欲
望
論
無
視
の
哲
学
的
根
拠
が
、
単
に
ス
タ
ー
‐
リ
ン
哲
学
の
非
マ
ル
ク
ス
的
、
機
械
的
唯
物
論
に
あ
る
だ
け
で
な
く
、
エ

ソ
ゲ
ル
ス
、
レ
ー
ー
ー
ソ
、
マ
ル
ク
ス
自
身
の
哲
学
の
中
に
．
●
も
あ
る
と
い
う
点
は
、
次
項
で
検
討
す
る
と
し
て
、
こ
こ
で
は
、
ス
タ
・
－
リ

（●Ⅱ●） 

ソ
哲
学
を
絶
対
視
し
神
聖
化
し
て
き
た
ス
タ
ー
リ
ン
哲
学
の
エ
ピ
ゴ
ー
ネ
ン
た
ち
の
問
題
を
若
干
検
討
し
て
お
き
た
い
。

ス
タ
い
Ｉ
リ
ン
主
義
哲
学
の
代
表
的
な
Ｊ
い
）
の
と
し
て
コ
ソ
ス
タ
ン
チ
・
Ｉ
ノ
ブ
監
修
『
史
的
唯
物
論
』
（
一
九
五
四
年
）
を
と
り
あ
げ
て

み
よ
う
。
こ
の
ス
タ
１
リ
ン
時
代
末
期
の
『
官
許
マ
ル
ク
ス
主
義
哲
学
』
は
、
欲
望
に
つ
い
み
る
限
り
、
一
方
で
は
ス
タ
ー
リ
ン
哲
学

の
基
本
理
論
を
踏
襲
し
て
唯
物
史
観
に
お
け
る
欲
望
論
の
科
学
的
研
究
視
角
を
排
除
し
つ
つ
、
他
方
で
は
ス
タ
ー
リ
ン
が
無
視
し
、
理

解
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
マ
ル
ク
ス
の
遺
稿
に
お
け
る
欲
望
理
論
を
無
視
し
え
ず
、
そ
れ
を
ス
タ
ー
リ
ン
哲
学
的
に
歪
曲
し
つ
つ

b） （
、
）
同
上
、
一
三
七
頁
。

（
、
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
簡
単
な
が
ら
前
掲
坂
本
，
後
藤
論
文
、
沖
浦
和
光
「
『
唯
物
論
と
経
験
批
判
論
』
、
『
哲
学
ノ
ー
ト
』
’
し
！
一
一
ソ
に
お

け
る
哲
学
思
想
の
発
展
に
つ
い
て
」
『
現
代
の
理
論
』
二
九
七
○
年
五
月
）
七
六
号
参
照
。

（
６
）
同
上
、
一
三
五
頁
。

（
７
）
マ
ル
ク
ス
・
ニ
ソ
ゲ
ル
ス
全
集
第
二
一
巻
（
大
月
宙
店
版
１
以
下
同
じ
）
、
三
○
一
頁
。

（
８
）
ス
タ
ー
リ
ン
前
掲
野
、
一
三
五
頁
。

（
９
）
同
上
、
」
三
七
頁
。

（
４
）
ス
タ
ー
リ
ン
前
掲
》

（
５
）
同
上
、
一
一
六
頁
。

（
１
）
ス
タ
ー
リ
ン
『
弁
証
法
的
唯
物
鏑
と
史
的
唯
物
論
』
（
国
民
文
庫
版
）
の
解
説
、
一
九
九
頁
。

（
２
）
同
上
、
一
○
七
’
一
二
頁
。

（
３
）
ス
タ
ー
リ
ン
哲
学
の
批
判
に
つ
い
て
は
、
坂
本
賢
三
、
後
藤
邦
夫
「
マ
ル
ク
ス
主
義
哲
学
の
展
開
」
『
講
座
マ
ル
ク
ス
主
義
１
世
界
観
』

（
日
本
評
論
社
、
一
九
六
九
年
）
所
収
を
参
照
。

（
４
）
ス
タ
ー
リ
ン
前
掲
訂
、
二
四
頁
。

ス
タ
ー
リ
ン
主
義
極
厚
子

同同
上上
、、
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混
乱
し
た
欲
望
論
を
展
開
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
い
る
。

コ
ソ
ス
タ
ソ
チ
ー
ノ
ブ
の
唯
物
論
の
基
本
命
題
は
ス
タ
ー
リ
ン
と
同
様
に
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
明
確
に
非
マ
ル
ク
ス
的
な
、
機
械

論
的
な
非
弁
証
法
的
な
唯
物
論
で
あ
る
。
彼
は
「
自
然
現
象
だ
け
で
な
く
、
社
会
現
象
も
、
人
間
の
意
識
や
意
志
に
依
存
し
な
い
客

（
２
）
 

観
的
な
諸
法
則
の
作
用
に
服
従
す
る
」
、
あ
る
い
は
「
社
会
発
展
の
諸
法
則
は
（
自
然
法
則
と
同
じ
よ
う
に
）
人
間
の
意
識
や
意
志
と

（
３
）
 

は
独
立
に
存
在
す
る
諸
現
象
の
実
在
的
な
客
観
的
な
関
連
を
表
現
し
て
い
る
」
と
い
う
命
題
を
提
出
し
て
い
る
。
コ
ソ
ス
タ
ソ
チ
ー
ノ

ブ
の
唯
物
論
は
、
人
間
の
社
会
史
に
お
け
る
諸
現
象
は
人
間
の
意
識
や
意
志
か
ら
独
立
し
た
客
観
的
な
し
の
、
い
わ
ぱ
へ
１
ゲ
ル
の
絶

対
理
念
主
が
い
の
客
観
的
な
諸
法
則
に
身
を
ゆ
だ
ね
る
と
い
う
、
客
観
主
義
的
な
、
そ
れ
故
没
主
体
的
で
非
実
践
的
な
歴
史
観
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
コ
ソ
ス
タ
ソ
チ
ー
ノ
ブ
は
、
ス
タ
ー
リ
ン
と
同
棟
「
社
会
の
物
質
生
活
」
の
な
か
か
ら
人
間
の
意
識
、
意
志
を
排
除
し
、
社

会
の
発
展
法
則
を
単
な
る
自
然
法
則
と
同
次
元
に
お
い
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
。

こ
の
よ
う
な
命
題
を
た
て
て
お
い
て
、
い
く
ら
人
間
の
意
識
や
意
志
の
副
次
的
二
次
的
役
割
を
主
張
し
て
も
、
全
く
空
交
し
く
な
る

だ
け
で
あ
り
、
理
論
的
混
乱
を
強
め
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
命
題
を
た
て
て
お
い
て
、
人
間
の
社
会
生
活
に
お
け
る
欲
望
に
つ

い
て
科
学
的
な
考
察
な
ど
出
来
よ
う
は
ず
が
な
い
。
次
に
コ
ソ
ス
タ
ソ
チ
ー
ノ
ブ
の
欲
望
観
を
た
ち
い
っ
て
検
討
し
て
承
よ
う
。

（
４
）
 

コ
ソ
ス
タ
ソ
チ
ー
ノ
ブ
は
「
生
産
様
式
は
社
会
発
展
の
決
定
的
な
力
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
を
分
析
し
、
「
人
間
の
労
働
は
目
的
意

（
５
）
 

識
的
な
活
動
で
あ
る
」
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
コ
ソ
ス
タ
ン
チ
ー
ノ
ブ
は
、
「
社
会
の
物
質
生
活
」
の
主
要
な
形
態

で
あ
る
労
働
、
生
産
が
「
目
的
意
識
的
な
活
動
」
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
「
社
会
の
物
質
生
活
」
は
、
人
間
の
意
識
や
意
志
に
依
存
し
な

い
で
は
実
現
で
き
な
い
こ
と
を
事
実
上
認
め
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
傾
向
は
、
マ
ル
ク
ス
の
理
論
を
全
体
と
し
て
検
討
す
れ

ば
出
て
く
る
と
こ
ろ
の
き
わ
め
て
当
然
な
理
解
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ー
ノ
ブ
も
、
マ
ル
ク
ス
の
理
論
に
依
拠
す
る
限
り

で
、
「
運
動
し
て
い
る
生
産
力
ｌ
霞
さ
に
こ
れ
が
生
産
過
程
で
あ
り
、
物
質
的
財
貨
を
つ
く
り
だ
す
た
め
に
人
闘
が
自
然
に
は
た
ら
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だ
が
し
か
し
、
ス
タ
ー
リ
ン
の
基
本
命
題
に
依
存
す
る
限
り
、
「
社
会
発
展
の
法
則
を
研
究
す
る
か
ぎ
り
は
、
こ
れ
を
人
間
の
頭
脳

（
９
）
 

や
意
識
の
う
ち
に
も
と
め
る
べ
き
で
は
な
く
、
物
質
的
財
貨
の
生
産
の
う
ち
に
、
社
会
の
経
済
の
う
ち
に
、
も
と
め
る
べ
き
で
あ
る
」

と
し
て
、
生
産
や
経
済
を
人
間
の
意
識
、
意
志
か
ら
機
械
的
に
分
離
し
れ
し
ま
う
。
こ
う
し
て
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ー
ノ
ブ
は
、
新
し
い
生
産

力
の
発
展
は
人
間
の
意
志
か
ら
独
立
し
て
お
こ
る
と
い
う
自
ら
た
て
た
命
題
を
否
定
す
る
見
解
、
「
う
た
が
い
も
な
く
人
間
の
欲
求
の

（
皿
）

増
大
は
生
産
発
展
に
絶
大
な
る
影
響
を
お
よ
ぼ
す
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
見
解
を
主
張
し
て
お
き
な
が
ら
、
結
局
、
自
ら
の
大
命
題
を
守

（
、
）

る
た
め
に
、
「
欲
求
の
性
格
と
欲
求
の
増
大
そ
の
も
の
が
、
生
産
の
発
展
に
、
生
産
様
式
に
、
生
産
関
係
に
依
存
し
て
い
る
」
と
い
う

理
由
を
も
っ
て
生
産
力
の
発
展
に
及
ぼ
す
欲
望
の
決
定
的
役
割
を
否
定
す
る
の
で
あ
る
。

そ
う
し
て
お
い
て
彼
は
、
ス
タ
ー
リ
ン
の
命
題
に
則
し
て
「
生
産
力
発
展
の
主
要
な
、
決
定
的
な
推
進
力
は
、
生
産
力
の
性
格
に
照

（
吃
）

応
し
た
新
し
い
生
産
関
係
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
生
産
関
係
は
、
彼
に
と
っ
て
は
、
人
間
の
意
識
、
意
志
か

ら
独
立
し
た
客
観
的
実
在
な
の
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
生
産
力
の
発
展
の
主
要
な
推
進
力
は
、
人
間
の
意
識
、
意
志
と
は
別
個
の

人
間
の
単
な
る
社
会
的
関
係
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
生
産
力
に
照
応
し
た
資
本
主
義
的
生
産
関
係
は
、
人
間
の
意
識
、
意
志

か
ら
独
立
に
存
在
し
て
い
て
、
そ
れ
が
資
本
主
義
的
生
産
力
の
発
展
の
推
進
力
と
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
生
産
力
の
発
展
は
、
資
本

家
の
価
値
増
殖
欲
望
に
よ
っ
て
、
起
こ
る
の
で
は
な
く
て
、
生
産
力
が
資
本
主
義
的
生
産
関
係
の
も
と
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

だ
け
で
起
こ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
逆
に
ふ
れ
ば
、
生
産
力
に
照
応
し
な
い
古
い
生
産
関
係
は
、
「
生
産
力
の
発
展
を
阻
止
し
、
破
壊

（
皿
）

す
る
傾
向
を
う
み
だ
」
す
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
う
し
た
見
解
は
つ
い
に
は
、
悪
名
高
き
、
帝
国
主
義
の
一
定
の
段
階
に
お
い
て
生

な
く
、
利
潤
で
あ
り
、
》

で
あ
る
こ
と
も
認
め
る
。

だ
が
し
か
し
、
ス
タ
． （
６
）
 

き
か
け
る
過
程
で
あ
る
」
こ
と
、
そ
し
て
「
資
本
主
義
的
生
産
の
原
動
力
と
な
る
動
機
は
、
社
会
の
諸
要
求
を
承
た
す
と
い
う
こ
と
で

（
７
）
 

（
８
）
 

な
く
、
利
潤
で
あ
り
、
剰
余
価
値
の
生
産
」
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
あ
く
こ
と
を
知
ら
な
い
「
資
本
の
利
潤
、
蓄
積
、
自
己
増
殖
の
欲
望
」
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（
Ｍ
）
 

産
力
の
絶
対
的
な
低
下
が
生
じ
る
か
の
如
き
一
プ
ー
ゼ
に
導
く
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
主
張
は
、
労
働
者
階
級
の
革
命
運
動
を
軽
視
す
る

資
本
主
義
の
自
動
崩
壊
論
に
ゆ
き
つ
く
の
は
必
至
で
あ
る
。

ス
タ
ー
リ
ン
は
、
「
レ
ー
ニ
ン
が
一
九
一
六
年
の
春
に
の
べ
た
、
資
本
主
義
の
腐
朽
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
『
資
本
主
義
は
全
体
と
し
て

（
脂
）

従
来
よ
り
は
る
か
に
急
速
度
で
発
展
し
て
い
る
』
と
い
う
周
知
の
テ
ー
ゼ
」
は
、
「
効
力
を
失
っ
た
」
と
い
っ
た
が
、
レ
ー
ニ
ン
の
テ
ー

ゼ
は
今
も
独
占
資
本
家
た
ち
の
あ
く
な
き
価
値
増
殖
Ⅱ
蓄
積
欲
望
の
た
め
に
生
き
つ
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
資
本
家
の
価
値
増
殖
Ⅱ

蓄
積
欲
望
が
な
く
な
ら
な
い
限
り
、
資
本
主
義
に
お
い
て
生
産
力
は
不
均
等
に
で
は
あ
る
が
発
展
し
つ
づ
け
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ー
ノ
ブ
は
、
ス
タ
ー
リ
ン
の
哲
学
に
依
拠
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
の
社
会
的
生
活
に
垢
け
る

意
識
、
意
志
を
、
物
質
、
自
然
、
存
在
に
対
立
さ
せ
、
人
間
自
体
が
自
然
と
意
識
の
統
一
で
あ
り
、
人
間
の
実
践
が
物
質
と
意
繊
の
統
一

的
過
程
で
あ
る
こ
と
を
無
視
し
、
特
殊
な
実
践
的
意
識
で
あ
る
欲
望
の
科
学
的
な
分
析
を
排
除
し
て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
の
欲
望
論
も
、

彼
の
哲
学
的
見
地
か
ら
一
面
的
に
利
用
さ
れ
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
体
全
く
検
討
さ
れ
る
こ
と
な
く
放
置
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
ス
タ
ー
リ
ン
主
義
哲
学
の
傾
向
は
、
ス
タ
ー
リ
ン
批
判
以
降
も
簡
単
に
克
服
さ
れ
て
は
い
な
い
。
因
象
に
一
九
五
八
年
に

（
脂
）

出
版
さ
れ
た
ソ
連
ア
カ
デ
ミ
ー
『
マ
ル
ク
ス
主
義
哲
学
の
基
礎
』
の
初
版
を
ゑ
て
承
よ
う
。
こ
の
著
作
は
「
ス
タ
ー
リ
ン
の
個
人
崇
拝

（
Ⅳ
）
 

を
克
服
し
た
の
ち
の
ソ
連
邦
哲
学
界
の
新
し
い
一
成
果
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
理
論
的
に
は
、
ほ
と
ん
ど
ス
タ
ー
リ
ン
時
代
の
哲
学
と

欲
望
論
の
研
究
視
角
を
排
除
す
る
れ
い
の
ス
タ
ー
リ
ン
的
唯
物
論
の
命
題
は
、
こ
こ
で
も
継
承
さ
れ
て
い
る
。
「
社
会
の
発
展
法
則

に
つ
い
て
の
科
学
と
し
て
の
史
的
唯
物
論
」
の
章
で
、
執
筆
者
の
コ
ソ
ス
タ
ン
チ
ー
ノ
ブ
は
、
「
社
会
発
展
の
法
則
は
客
観
的
な
法
則

で
あ
る
。
そ
れ
は
人
び
と
の
意
志
や
意
識
に
依
存
し
て
い
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
自
身
が
人
び
と
の
意
志
、
意
識
お
よ
び
活
動
を

（
肥
）

規
定
す
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
あ
る
い
は
ま
た
マ
ル
ク
ス
が
『
資
本
論
』
の
序
一
言
の
な
か
で
用
い
た
「
自
然
史
的
過
程
と
は
」

本
質
的
に
変
わ
ら
な
い
。
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な
に
か
を
間
う
て
、
「
そ
の
過
程
が
意
志
や
意
識
を
も
つ
人
び
と
の
活
動
か
ら
な
り
た
っ
て
い
な
が
ら
、
人
び
と
の
意
志
に
依
存
し
な

（
旧
）

い
、
必
然
的
、
〈
ロ
法
則
的
、
客
観
的
な
過
程
の
こ
と
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
わ
た
く
し
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
「
自
然
史
的
過
程
」

と
は
、
人
間
の
社
会
史
を
、
ヘ
ー
ゲ
ル
流
の
絶
対
理
念
の
外
化
と
し
て
説
明
す
る
の
で
な
く
、
一
つ
の
自
然
史
と
し
て
把
握
す
る
と
い

う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
場
合
、
人
間
の
意
識
は
、
人
間
の
社
会
史
の
な
か
に
包
摂
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

「
自
然
史
的
過
程
」
は
、
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ー
ノ
ブ
の
い
う
よ
う
に
、
人
々
の
意
志
か
ら
成
立
っ
て
い
る
が
そ
れ
に
依
存
し
な
い
必
然
的
、

合
法
則
的
、
客
観
的
過
程
で
あ
る
と
い
う
矛
盾
し
た
も
の
で
は
な
く
、
人
間
の
意
識
的
な
実
践
、
そ
れ
故
意
識
に
依
存
す
る
客
観
的
な
実

在
な
の
で
あ
る
。
こ
の
著
作
に
お
い
て
直
接
欲
望
観
に
つ
い
て
も
な
ん
ら
の
進
歩
も
柔
ら
れ
な
い
。
「
物
質
的
生
活
は
社
会
生
活
の
基

礎
で
あ
る
」
と
い
う
章
の
執
筆
者
で
あ
る
フ
ェ
ド
セ
ー
フ
は
、
生
産
論
の
な
か
で
、
動
物
か
ら
人
間
へ
の
進
化
の
原
因
が
生
産
で
あ
る
と

し
、
「
し
か
し
人
間
の
意
識
そ
の
も
の
が
社
会
発
展
の
産
物
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
社
会
の
出
現
の
原
因
と
か
ん
が
え
る
こ
と
は
で

（
幻
）

き
た
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
人
間
の
意
識
が
労
働
、
生
産
に
対
立
す
る
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
、
人
間
の
発
生
の
原
因
が
生

、
、

産
で
あ
る
と
い
う
』
」
と
の
な
か
に
、
意
識
も
そ
の
一
因
と
し
て
含
ま
れ
な
い
の
で
あ
る
。
』
」
う
し
た
見
地
か
ら
は
、
生
産
へ
の
欲
望
、

労
働
生
産
物
へ
の
欲
望
な
ど
、
人
間
の
物
質
的
生
活
の
生
産
に
お
け
る
欲
望
の
意
義
が
不
問
に
ふ
さ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。

か
く
し
て
フ
ェ
ド
セ
ー
フ
は
、
「
マ
ル
ク
ス
主
義
者
の
一
部
に
は
、
生
産
力
の
発
展
が
人
び
と
の
欲
望
の
増
大
に
よ
っ
て
条
件
づ
け

ら
れ
て
い
る
と
い
う
確
信
が
ひ
ろ
が
っ
て
い
る
」
と
指
摘
し
、
こ
の
見
解
を
、
コ
ソ
ス
タ
ソ
チ
ー
ノ
ブ
の
見
解
を
ひ
き
つ
い
で
「
欲
望

（
皿
）

の
増
大
そ
の
も
の
は
、
物
質
的
生
産
の
発
展
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
」
こ
と
を
も
っ
て
否
定
す
る
。
総
じ
て
コ
ソ
ス
タ
ソ
チ
ー
ノ
ブ
も

フ
ェ
ド
セ
ー
フ
も
、
欲
望
が
生
産
に
規
定
さ
れ
る
と
、
逆
に
欲
望
が
生
産
を
規
定
す
る
こ
と
が
あ
り
え
な
い
か
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。

だ
が
二
つ
の
事
物
の
相
互
規
定
性
を
認
め
な
い
弁
証
法
な
ど
ど
こ
に
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
ス
タ
ー
リ
ン
批
判
以
後
の
ソ
連
哲
学
界
に
お
い
て
、
ス
タ
ー
リ
ン
哲
学
は
た
だ
ち
に
は
克
服
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
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あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
ス
タ
ー
リ
ン
哲
学
の
非
マ
ル
ク
ス
的
傾
向
が
、
け
っ
し
て
ス
タ
ー
リ
ン
哲
学
だ
け
が
陥
い
っ
て
い
た
誤
り
で
は
な

か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ス
タ
ー
リ
ン
の
個
人
崇
拝
が
批
判
さ
れ
て
も
、
ス
タ
ー
リ
ン
の
依
拠
し
て
い
た
主
と
し
て
エ
ン
ゲ

ル
ス
、
レ
ー
ー
ー
ソ
な
ど
の
唯
物
論
哲
学
の
非
マ
ル
ク
ス
的
側
面
が
批
判
的
に
止
揚
さ
れ
な
い
限
り
、
ス
タ
ー
リ
ン
哲
学
は
生
き
の
び
ざ

る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
点
が
充
分
仁
自
覚
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
以
上
、
マ
ル
ク
ス
欲
望
論
も
ま
た
全
面
的
に
検
討
さ
れ
、

そ
の
科
学
的
意
義
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
次
に
マ
ル
ク
ス
、
ニ
ン
ゲ
ル
ス
、
レ
ー
ー
ー
ン
、

な
ど
の
哲
学
学
説
の
う
ち
、
ス
タ
ー
リ
ン
的
誤
謬
を
生
梁
だ
す
に
至
っ
た
淵
源
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

'■、′~、／■、グー、’－，／戸、グー、グー、グー、〆戸、′戸、〆■、

1３１２１１１０９８７６５４３２ 
、＝'ﾐソミーノ、.ノ、.ノ、uｌ、－’、-’ミーノ、､ノ、､ノ、三

（
１
）
ガ
ロ
デ
ィ
は
、
「
わ
れ
わ
れ
は
、
押
し
つ
け
ら
れ
た
の
で
も
な
い
の
に
、
ス
タ
ー
リ
ン
的
独
断
論
を
態
激
し
て
う
け
い
れ
た
の
で
あ
る
」
と

指
摘
し
て
い
る
。
前
掲
『
二
○
世
紀
の
マ
ル
ク
ス
主
義
』
、
二
頁
。
こ
れ
に
よ
っ
て
わ
か
る
よ
う
に
、
独
断
的
な
ス
タ
ー
リ
ン
哲
学
の
誤
り
を

神
聖
化
し
た
ス
タ
ー
リ
ン
主
義
哲
学
者
た
ち
の
罪
も
大
き
い
の
で
あ
る
。

（
２
）
コ
ソ
ス
タ
ソ
チ
ー
ノ
ブ
監
修
『
史
的
唯
物
論
』
第
一
分
冊
、
二
頁
。

同同同同同同同同同同同
上上上上上上上上上上上
、、、、、、､、、、、

一一一一一一一一九
七七六六一四四一五
二一九九七五四八頁

耳真夏夏真夏真夏。

二
三
頁
●

九
四
頁
。
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くス
タ
ー
リ
ン
の
マ
ル
ク
ス
哲
学
に
対
す
る
態
度
の
基
本
的
特
徴
は
、
マ
ル
ク
ス
や
エ
ソ
ゲ
ル
ス
、
レ
ー
ニ
ン
の
全
哲
学
思
想
を
検
討

し
肯
定
的
な
側
面
を
と
り
だ
し
て
く
る
の
で
は
な
く
、
一
一
三
の
公
式
化
さ
れ
た
諸
命
題
を
絶
対
化
し
日
か
ら
は
マ
ル
ク
ス
、
エ
ソ
ゲ
ル

ス
、
レ
ー
ー
ー
ソ
の
生
き
た
哲
学
思
想
の
歴
史
的
発
展
を
無
視
し
て
、
彼
ら
の
一
面
的
な
見
解
を
更
に
一
面
的
に
図
式
化
す
る
公
式
主
義

で
あ
る
。
こ
う
し
て
ス
タ
ー
リ
ン
は
マ
ル
ク
ス
哲
学
を
歪
曲
し
て
き
た
と
は
い
え
、
そ
の
原
因
は
ス
タ
ー
リ
ン
が
す
べ
て
マ
ル
ク
ス
や

エ
ソ
ゲ
ル
ス
、
レ
ー
ー
ー
ソ
の
哲
学
的
諸
命
題
や
公
式
を
読
象
誤
っ
た
結
果
で
あ
る
と
承
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
ス
タ

ー
リ
ン
哲
学
が
直
接
依
拠
し
て
い
た
レ
ー
ー
ー
ソ
哲
学
を
問
題
に
し
、
何
故
に
ス
タ
ー
リ
ン
的
誤
謬
が
形
成
さ
れ
た
か
を
検
討
し
よ
う
。

マ
ル
ク
ス
の
欲
望
論
の
研
究
視
角
を
排
除
す
る
と
こ
ろ
の
ス
タ
ー
リ
ソ
的
唯
物
論
の
基
本
命
題
「
社
会
の
物
質
生
活
は
人
間
の
意
志

か
ら
独
立
に
存
在
す
る
客
観
的
実
在
」
で
あ
る
と
い
う
命
題
は
、
恐
ら
く
直
接
的
に
は
レ
ー
ー
ー
ソ
の
次
の
見
解
に
基
づ
い
て
い
る
と
思

わ
れ
る
。
レ
ー
ー
フ
は
『
「
人
民
の
友
」
と
は
な
に
か
』
の
な
か
で
、
「
物
質
的
関
係
」
は
「
自
己
の
生
存
の
維
持
を
め
ざ
す
人
間
の
活

（
１
）
 

動
の
（
結
果
）
形
態
と
し
て
、
人
間
の
意
志
や
意
識
と
は
別
個
に
形
成
さ
れ
る
」
と
の
べ
て
い
る
。
レ
ー
ニ
ン
は
ま
た
マ
ル
ク
ス
哲
学

（
妬
）
邦
訳
で
は
『
哲
些

（
灯
）
同
上
第
一
分
冊
、

（
焔
）
同
上
第
二
分
冊
、

（
四
）
同
上
、
五
九
○
雷

（
、
）
同
上
、
六
二
六
雷

（
、
）
同
上
、
六
六
六
吉

２
レ
ー
ニ
ン
、
エ
ソ

③
レ
ー
ー
ー
ン
の
唯
物
論

、
）
ス
タ
ー
リ
ソ
『
ソ
同
盟
に
お
け
る
社
会
主
義
の
経
済
的
諸
問
題
』
の
五
節
を
み
よ
。
す
ぐ
の
ち
に
引
用
す
る
箇
所
を
参
照
。

（
焔
）
同
上
、
民
主
新
社
版
、
四
二
頁
。

（
妬
）
邦
訳
で
は
『
哲
学
教
程
』
（
合
同
出
版
）
。

（
灯
）
同
上
第
一
分
冊
、
三
頁
。

（
焔
）
同
上
第
二
分
冊
、
五
九
一
’
二
頁
。

六
六
六
盲
宅

、
エ
ソ
ゲ
ル
ス
、

五
九
○
頁
。

六
二
六
頁
。

マ
ル
ク
ス
の
哲
学
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明
ら
か
に
こ
う
し
た
ス
タ
ー
リ
ン
の
公
式
の
下
敷
と
な
っ
た
レ
ー
ー
ー
ソ
の
見
解
は
、
あ
い
ま
い
で
厳
滞
に
は
間
還
っ
て
お
り
、
マ
ル

ク
ス
哲
学
を
皮
相
に
解
釈
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
誤
り
は
レ
ー
ー
ー
ソ
自
身
に
よ
っ
て
証
明
で
き
る
。
第

一
に
レ
ー
ー
ー
ン
は
『
唯
物
論
と
経
験
批
判
論
』
の
な
か
で
「
物
質
と
は
わ
れ
わ
れ
の
感
覚
器
官
に
は
た
ら
き
か
け
て
感
覚
を
ひ
き
お
こ

、
、
■
、
、
、

（
３
）
 

《
‘
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
物
質
と
は
感
覚
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
に
あ
た
え
ら
れ
て
い
る
客
観
的
実
在
で
あ
る
」
（
傍
点
引
用
者
）
と
い

う
時
、
物
質
は
も
は
や
人
間
の
特
殊
な
意
識
で
あ
る
感
覚
か
ら
、
独
立
の
存
在
で
は
な
く
、
従
属
し
た
存
在
で
あ
る
こ
と
を
告
白
し
た

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
も
し
そ
う
で
な
い
と
す
れ
ば
レ
ー
ー
ー
ソ
は
物
質
の
概
念
規
定
を
改
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し

（
４
）
 

１
ニ
ン
の
哲
学
思
想
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
本
格
的
研
究
に
入
る
一
九
一
四
年
以
後
と
以
前
で
は
大
き
な
質
的
変
化
が
染
ら
れ
る
。
レ

ー
ー
ー
ソ
は
、
一
九
一
四
年
以
前
に
は
、
主
と
し
て
エ
ン
ゲ
ル
ス
唯
物
論
に
依
拠
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
レ
ー
ニ
ン
は
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学

（
弁
証
法
）
の
研
究
の
後
に
は
、
自
か
ら
以
前
の
唯
物
論
観
を
大
巾
に
変
更
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
レ
ー
ー
ー
ン
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の

研
究
ノ
ー
ト
の
な
か
で
、
従
来
の
形
而
上
学
的
唯
物
論
を
否
定
し
克
服
し
た
と
思
わ
れ
る
見
解
を
提
出
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
人
間

（
５
）
 

の
意
識
は
客
観
的
世
界
を
反
映
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
を
創
造
も
す
る
」
と
し
、
客
観
的
世
界
、
物
質
、
自
然
に
対
す
る
意
識
の

の
レ
ー
ー
フ
的
段
階
を
画
す
る
と
い
わ
れ
て
い
た
『
唯
物
論
と
経
験
批
判
論
』
の
な
か
で
も
「
唯
物
論
一
般
は
人
類
の
意
識
、
感
覚
、

経
験
等
含
か
ら
独
立
し
た
客
観
的
実
在
的
な
存
在
（
物
質
）
を
象
と
め
る
。
史
的
唯
物
論
は
人
類
の
社
会
的
意
識
か
ら
独
立
し
た
社
会

（
２
）
 

的
存
在
を
み
と
め
る
」
と
の
ぺ
て
い
る
。
こ
う
し
た
レ
ー
ニ
ン
の
見
解
は
、
明
ら
か
に
ス
タ
ー
リ
ン
が
さ
き
の
命
題
を
た
て
る
場
合
に

依
拠
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
ス
タ
ー
リ
ン
は
彼
の
論
文
に
お
い
て
、
直
接
レ
ー
ニ
ン
の
さ
き
の
二
つ
の
見
解
を
引
用
し
て

い
な
い
。
ス
タ
ー
リ
ン
は
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
レ
ー
ー
ー
ン
の
哲
学
思
想
の
な
か
か
ら
二
つ
の
断
片
的
見
解
を
と
り
だ
し
、
マ
ル

ク
ス
哲
学
の
理
論
と
し
て
「
社
会
の
物
質
的
生
活
は
人
間
の
意
志
か
ら
独
立
に
存
在
す
る
客
観
的
実
在
」
で
あ
る
と
い
う
公
式
を
た
て

て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
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る
こ
と
に
よ
っ
て
、
・

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

受
動
的
で
二
次
的
で
は
な
い
積
極
的
、
規
定
的
役
割
を
認
め
て
い
る
。

こ
う
し
た
レ
ー
ニ
ン
の
見
解
は
、
レ
ー
ー
ー
ン
が
従
来
依
拠
し
て
い
た
ニ
ン
ゲ
ル
ス
的
唯
物
論
へ
の
全
体
的
な
反
省
に
根
ざ
す
も
の
で

あ
っ
た
。
た
と
え
ば
レ
ー
ー
ー
ン
は
「
人
間
は
、
自
然
を
全
体
と
し
て
完
全
に
、
す
な
わ
ち
自
然
の
〃
直
接
的
な
総
体
性
〃
を
把
握
す
る

Ⅱ
反
映
す
る
Ⅱ
模
写
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
人
間
は
、
抽
象
、
概
念
、
法
則
、
科
学
的
な
世
界
像
等
交
を
つ
く
り
な
が
ら
、
永
久
に

（
６
）
 

そ
れ
に
接
近
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
あ
る
」
と
い
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
ニ
ソ
ゲ
ル
ス
の
素
朴
な
反
映
論
、
安
易
な
世
界
の

合
法
的
必
然
性
の
可
認
論
、
意
識
か
ら
独
立
し
た
客
観
的
実
在
論
等
ベ
ス
タ
ー
リ
ソ
哲
学
の
基
本
命
題
、
マ
ル
ク
ス
哲
学
の
ス
タ
ー

リ
ン
的
特
徴
づ
け
が
こ
と
ご
と
く
否
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
ス
タ
ー
リ
ン
哲
学
は
、
レ
ー
ー
ヲ
の
若
い
頃
の
未
熟
な
唯
物
論
規
定
を
一
面
的
に
固
定
的
に
と
ら
え
た

も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
ス
タ
ー
リ
ン
哲
学
の
誤
謬
は
単
に
レ
ー
ー
ー
ソ
の
唯
物
論
に
お
け
る
誤
っ
た
部
分

に
依
拠
し
た
た
め
に
だ
け
生
じ
た
の
で
は
な
い
。
ス
タ
ー
リ
ン
の
誤
謬
は
レ
ー
ー
ー
ソ
自
身
が
依
拠
し
て
い
た
ニ
ソ
ゲ
ル
ス
の
唯
物
論
に

も
原
因
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
レ
ー
ー
ー
ソ
が
依
拠
し
た
よ
う
に
ス
タ
ー
リ
ン
も
ま
た
ニ
ン
ゲ
ル
ス
の
誤
っ
た
唯
物
論
の
理
論
に
依
拠
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
レ
ー
ー
ー
ン
よ
り
以
上
の
非
マ
ル
ク
ス
的
哲
学
を
展
開
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
次
に
》
」
の
点
が
検
討
さ
れ

（
４
）
レ
ー
ー
ー
ソ
の
哲
学
思
想
の
変
遷
に
つ
い
て
は
前
掲
仲
浦
論
文
弓
唯
物
論
と
経
験
批
判
論
』
、
『
哲
学
ノ
ー
ト
上
を
参
照
。

（
５
）
レ
ー
ー
ー
ソ
全
集
第
三
八
巻
、
一
八
一
頁
。

（
６
）
同
上
、
一
五
三
頁
。

（
３
）
同
上
、
一
八
五
頁
。

（
１
）
レ
ー
ー
ー
ソ
全
集
第
一
巻
、
一
四
五
頁
。

（
２
）
『
唯
物
論
と
経
験
批
判
論
』
（
国
民
文
庫
版
）
四
五
七
頁
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⑤
エ
ソ
ゲ
ル
ス
の
唯
物
論

ス
タ
ー
リ
ン
の
唯
物
論
の
展
開
を
み
る
と
、
ニ
ン
ゲ
ル
ス
の
全
体
の
哲
学
思
想
の
う
ち
の
一
部
分
が
、
一
面
的
に
強
調
さ
れ
て
利
用

さ
れ
て
い
る
。
ス
タ
ー
リ
ン
は
、
レ
ー
ニ
ン
の
唯
物
論
に
依
拠
す
る
場
合
で
も
、
後
期
の
レ
ー
一
一
ソ
の
唯
物
論
を
全
く
無
視
し
て
、
ニ

ン
ゲ
ル
ス
に
一
面
的
に
依
拠
し
た
レ
ー
ー
ー
ン
を
下
敷
に
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
唯
物
論
を
全
面
的
に

（
１
）
 

検
討
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
ス
タ
ー
リ
ン
が
依
拠
し
て
た
エ
ソ
ゲ
ル
ス
の
唯
物
論
の
諸
命
題
を
検
討
し
よ
う
。

ス
タ
ー
リ
ン
は
、
「
マ
ル
ク
ス
主
義
の
哲
学
的
唯
物
論
」
の
第
一
の
基
本
的
特
徴
と
し
て
、
世
界
を
絶
対
的
理
念
の
具
現
と
ふ
る
観

念
論
に
反
対
し
て
、
「
世
界
は
そ
の
本
性
に
お
い
て
物
質
的
で
あ
り
」
、
「
世
界
は
物
質
の
運
動
法
則
に
し
た
が
っ
て
発
展
し
、
『
世
界
精

（
２
）
 

神
』
な
ど
す
こ
し
も
必
要
と
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
か
ら
出
発
す
る
」
と
し
て
、
ニ
ン
ゲ
ル
ス
の
『
自
然
弁
証
法
』
に
あ
る
命
題
、

（
３
）
 

「
唯
物
論
的
自
然
観
と
は
、
た
だ
自
然
を
あ
る
が
ま
ま
に
、
外
部
的
な
つ
け
た
し
な
し
に
と
ら
鱈
え
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
を
引
用

す
る
。
ス
タ
ー
リ
ン
は
、
ま
ず
マ
ル
ク
ス
の
唯
物
論
の
基
本
的
特
徴
を
「
世
界
は
そ
の
本
性
に
お
い
て
物
質
的
」
で
あ
る
と
し
て
把
え

る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
唯
物
論
一
般
に
承
認
さ
れ
て
き
た
命
題
そ
の
も
の
は
誤
り
で
は
な
い
に
し
て
も
、
マ
ル
ク
ス
の
唯
物
論
の
本
質

を
特
徴
づ
け
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
も
ス
タ
ー
リ
ン
は
、
こ
う
し
た
「
物
質
の
発
展
の
合
法
則
性
」
の
認
織
に
際
し
て
、
エ
ソ
ゲ
ル

ス
を
引
用
し
て
「
た
だ
自
然
を
あ
る
が
ま
ま
に
、
外
部
的
な
つ
け
た
し
な
し
に
と
ら
え
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
し
て
い
る
。
エ

ン
ゲ
ル
ス
の
断
片
的
ノ
ー
ト
（
『
自
然
弁
証
法
』
）
の
な
か
に
あ
る
こ
の
一
文
で
、
エ
ソ
ゲ
ル
ス
が
何
を
言
お
う
と
し
て
い
る
の
か
、
必

ず
し
も
明
確
で
は
な
い
に
し
て
も
、
こ
の
命
題
そ
の
も
の
は
、
「
唯
物
論
的
自
然
観
」
と
は
「
た
だ
自
然
を
あ
る
が
ま
ま
に
・
・
・
…
と
ら
え

る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
い
う
限
り
で
唯
物
論
が
人
間
の
実
践
な
し
に
あ
る
い
は
自
然
の
変
革
の
意
図
な
し
に
「
た
だ
自
然
を
あ
る

が
ま
ま
に
…
…
と
ら
え
る
」
こ
と
で
あ
る
か
の
よ
う
に
解
さ
れ
る
し
、
現
に
ス
タ
ー
リ
ン
は
、
実
践
の
概
念
を
媒
介
せ
ず
に
そ
の
よ
う

に
解
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
ス
タ
ー
リ
ン
が
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
こ
の
命
題
を
教
条
的
に
利
用
す
る
こ
と
の
非
は
当
然
で
あ
る
が
、
エ



8６ 

ソ
ゲ
ル
ス
が
「
唯
物
論
的
自
然
観
」
を
そ
の
よ
う
に
規
定
し
た
こ
と
の
一
面
性
が
批
判
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ニ
ン
ゲ
ル
ス
の
こ
う
し
た
不
用
意
な
規
定
は
、
い
わ
ゆ
る
『
プ
ォ
イ
エ
ル
パ
ヅ
〈
論
』
の
な
か
に
も
承
ら
れ
る
。
ニ
ン
ゲ
ル
ス
は
「
わ
れ

わ
れ
は
菱
の
世
界
ｌ
‐
自
然
と
歴
史
Ｉ
を
、
先
入
鳧
と
な
っ
て
い
る
鑿
論
的
幻
想
な
し
に
そ
れ
に
近
づ
く
ど
の
人
闘
に
も
現
わ（
４
）
 

れ
る
ま
主
の
姿
で
、
把
握
し
よ
う
と
決
心
し
た
の
で
あ
る
」
、
「
そ
し
て
唯
物
論
と
は
、
こ
れ
以
上
の
意
味
を
ま
っ
た
く
も
っ
て
い
な
い
」

と
述
べ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
マ
ル
ク
ス
の
唯
物
論
は
自
然
と
歴
史
に
「
観
念
的
な
幻
想
な
し
に
近
づ
く
」
こ
と
を
必
要
で
あ
る
と
主

張
す
る
が
、
マ
ル
ク
ス
で
さ
え
、
は
じ
め
か
ら
そ
う
で
き
た
わ
け
で
な
く
、
な
お
さ
ら
「
観
念
論
的
幻
想
な
し
に
そ
れ
（
自
然
と
人
間

ｌ
引
用
瀞
）
に
近
づ
く
ど
の
人
間
に
も
風
わ
れ
る
雷
霞
の
姿
で
」
、
自
然
と
歴
史
が
誰
れ
に
で
も
把
握
さ
れ
う
る
わ
け
で
は
な
い
し
、

マ
ル
ク
ス
の
唯
物
論
を
そ
の
よ
う
に
規
定
す
る
こ
と
は
マ
ル
ク
ス
唯
物
論
の
卑
俗
化
と
な
る
。
ス
タ
ー
リ
ン
の
唯
物
論
は
、
ニ
ン
ゲ
ル

ス
の
全
唯
物
論
思
想
の
な
か
か
ら
、
こ
う
し
た
通
俗
的
な
命
題
を
と
り
だ
し
て
絶
対
的
な
理
論
に
仕
上
げ
た
の
で
あ
る
。

更
に
ス
タ
ー
リ
ン
の
第
一
の
埜
本
的
大
命
題
は
、
二
つ
の
唯
物
論
の
基
本
命
題
へ
と
発
展
す
る
。
ス
タ
ー
リ
ン
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の

哲
学
的
唯
物
論
の
第
二
の
基
本
特
徴
と
し
て
「
物
質
、
自
然
、
存
在
は
、
意
識
の
そ
と
に
、
そ
れ
と
は
独
立
に
存
在
す
る
客
観
的
実
在

で
あ
り
、
物
質
は
感
覚
、
表
象
、
意
識
の
源
泉
で
あ
る
か
ら
、
物
質
こ
そ
第
一
次
的
で
あ
り
、
物
質
の
反
映
で
あ
り
、
存
在
の
反
映
で

あ
る
か
ら
、
第
二
次
的
で
あ
り
派
生
的
で
あ
り
、
思
惟
は
そ
の
発
展
に
お
い
て
高
い
完
成
度
に
た
っ
し
た
物
質
の
所
産
で
あ
り
、
…
…

（
５
）
 

思
惟
を
物
質
か
ら
切
り
は
な
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
出
発
す
る
」
こ
と
だ
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
ス
タ
ー
リ
ン
は
、
ニ
ン

ゲ
ル
ス
の
『
プ
ォ
イ
ニ
ル
パ
ッ
〈
論
』
か
ら
「
い
っ
さ
い
の
哲
学
の
…
…
大
き
な
根
本
問
題
は
、
…
…
思
惟
の
存
在
に
た
い
す
る
、
あ

る
い
は
精
神
の
自
然
に
た
い
す
る
関
係
い
か
ん
の
問
題
で
あ
る
。
…
…
こ
の
問
題
が
い
か
に
こ
た
え
ら
れ
た
か
に
応
じ
て
、
哲
学
者
た

ち
は
二
大
陣
営
に
分
裂
し
た
。
自
然
に
た
い
し
て
精
神
が
根
本
的
で
あ
る
と
主
張
し
た
人
々
は
、
…
…
観
念
論
の
陣
営
を
形
成
し
た
。

（
６
）
 

他
の
人
々
、
す
な
わ
ち
自
然
を
根
源
的
な
も
の
と
見
た
人
六
は
、
唯
物
訟
諏
の
種
と
の
学
派
に
属
す
る
」
と
い
う
命
題
を
引
用
し
て
い
る
。
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ス
タ
ー
リ
ン
は
こ
こ
で
、
マ
ル
ク
ス
哲
学
の
本
質
的
特
徴
を
意
識
に
た
い
し
て
「
自
然
を
根
源
的
な
も
の
と
見
る
」
こ
と
に
見
い
だ

し
て
い
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
ニ
ソ
ゲ
ル
ス
の
誤
っ
た
見
解
の
忠
実
な
継
承
で
あ
る
。
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
、
右
の
命
題
に
つ
づ
い
て
「
観

念
論
と
唯
物
論
と
い
う
こ
の
二
つ
の
表
現
に
は
、
も
と
も
と
、
右
に
述
べ
た
以
外
の
意
味
は
な
い
。
そ
れ
は
木
醤
で
も
そ
れ
以
外
の
意

（
７
）
 

味
に
は
つ
か
わ
れ
な
い
」
と
指
摘
し
、
マ
ル
ク
ス
の
唯
物
論
も
、
精
神
と
自
然
と
の
う
ち
「
な
に
が
根
源
的
な
も
の
か
」
と
い
う
問
題
設
定

を
行
い
、
「
自
然
を
根
源
的
な
し
の
」
と
歌
な
す
に
ぎ
な
い
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
マ
ル
ク
ス
の
唯
物
論

を
特
徴
づ
け
る
見
地
で
は
な
い
。
た
し
か
に
人
間
の
存
在
し
な
い
社
会
を
想
定
す
れ
ば
、
ス
タ
ー
リ
ン
の
言
う
ご
と
く
「
物
質
、
自
然
、

存
在
は
、
意
識
の
そ
と
に
、
そ
れ
と
独
立
に
存
在
す
る
客
観
的
実
在
」
で
あ
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
る
に
し
て
も
、
マ
ル
ク
ス
の
唯
物
論

（
８
）
 

に
と
っ
て
は
、
そ
う
し
た
抽
象
的
な
想
定
は
ほ
と
ん
ど
無
意
味
な
こ
と
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
は
坂
木
賢
三
氏
の

指
摘
す
る
よ
う
に
「
物
質
と
精
神
と
を
ま
ず
形
而
上
学
的
に
分
離
し
て
お
い
て
、
そ
の
う
え
で
ど
ち
ら
を
先
に
す
る
か
と
逆
両
者
の

関
係
を
問
題
に
す
る
と
い
う
態
度
」
で
は
な
く
、
「
対
象
的
存
在
と
し
て
の
人
間
の
、
も
ち
ろ
ん
自
己
意
識
を
も
っ
た
主
体
的
人
間
の
、

（
９
）
 

対
象
的
実
践
で
あ
る
」
。
こ
こ
で
は
意
繊
、
意
志
を
も
っ
た
人
間
が
、
自
然
の
一
部
と
し
て
そ
の
人
間
が
自
然
に
働
き
か
け
る
現
実
的

存
在
と
し
て
把
握
さ
れ
、
物
質
、
自
然
と
意
識
、
精
神
が
機
械
的
に
対
立
さ
せ
ら
れ
る
の
で
な
く
、
統
一
的
に
把
握
さ
れ
て
い
て
、
従

来
の
機
械
的
唯
物
論
が
弁
証
法
的
に
止
揚
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
ス
タ
ー
リ
ン
が
依
拠
し
た
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
さ
き
の
命
題
は
、
こ
う
し
た
マ
ル
ク
ス
の
実
践
的
唯
物
論
の
見
地
が
軽
視
さ
れ

て
お
り
、
ス
タ
ー
リ
ン
は
、
そ
れ
を
マ
ル
ク
ス
の
唯
物
論
の
本
質
的
特
徴
と
し
て
固
定
化
し
絶
対
化
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
う
し
た
ス
タ

ー
リ
ソ
の
誤
り
の
半
分
は
エ
ソ
ゲ
ル
ス
が
負
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
こ
で
半
分
と
い
う
の
は
、
一
方
で
ニ
ン
ゲ
ル
ス
の
全
体
の
哲
学
思
想

を
検
討
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
マ
ル
ク
ス
の
実
践
的
唯
物
論
に
接
近
し
た
ニ
ン
ゲ
ル
ス
の
唯
物
論
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
わ
れ
わ

れ
は
マ
ル
ク
ス
の
実
践
的
唯
物
論
の
見
地
か
ら
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
唯
物
論
を
批
判
的
に
見
、
か
つ
形
而
上
学
的
な
側
面
を
は
っ
き
り
拒
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汁
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澱
Ｆ
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(
ご
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r
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】
R
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'
億
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誹
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愚
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線
h
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ヨ
憲
ｅ
鵲
苗
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騨
罫
蕎
Ｓ
>
０
，
や
４
Ｉ
ｊ
ｒ
時
A
n
I
I
r
r
j
戦
Ｍ
１
が
尋
Ｊ
騨
謂
行
鶴
呂
時
陶
骨
ｅ
謬
曾
愚
囹
鷆
船
Ｓ
弧
、
や
４
‘
再
>
'
号

短
Ｋ
１
Ｍ
－
管
「
･
が
ご
P
M
)
Ｍ
(
ｆ
ｉ
醗
専
ｅ
『
謙
汕
＞
､
洲
些
斗
、
l
』
時
「
上
一
､
ｌ
Ｉ
Ｓ
ｌ
ｌ
猷
斗
否
ご
戸
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噂
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､
号
１
１
へ
勢
、
ｕ
ｓ
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（
届
）

汁
ご
汕
曄
蒸
灘
鄙
書
愚
愚
鰯
鶴
．
「
瀞
膨
ご
j
b
j
獣
時
『
－
牝
口
斗
､
1
k
へ
・
電
へ
天
』
汁
「
蝋
淋
Ｉ
ｎ
ｌ
、
や
４
八
ｋ
Ｗ
・
診
弄
>
』
÷
記
、
'
一
・
跨

汽
汗
。
醜
ご
r
Ｉ
巻
1
M
｢
謎
罫
候
Ｉ
ｗ
１
Ｕ
ｖ
ご
n
F
が
S
f
r
j
「
鶴
が
斗
鴇
鱈
R
j
･
寡
伸
沼
罵
Ｓ
恥
洋
戦
渦
騨
隷
Ｓ
騨
罐
」
丙
凋
‘
溝
､
A
r
騎
當
八
Ｆ
代

輿
昏
（
届
）

洛
罵
ｅ
「
亜
＞
が
ご
Ａ
ｒ
ご
韻
八
F
腕
G
F
R
j
･
雪
ｍ
ｅ
雛
Ｉ
Ｆ
騨
邑
Ｍ
ｄ
一
吋
醤
蕗
舟
謡
融
け
一
時
露
i
g
l
M
入
斗
」
‘
戸
｢
氾
爾
S
M
P
陣
」

（
旨
）

，
芦
o
ﾊ
ﾄ
ﾞ
画
蒋
戟
壁
露
ｅ
「
鵜
腺
n
F
騨
隅
づ
け
ず
舜
斗
‘
駕
滑
」
が
専
誘
丙
露
鑓
側
昏
汗
ｅ
『
霧
＞
鷺
＞
､
苧
１
１
Ａ
￥
、
l
』
‘
ぴ
ざ
芹
斗

（
旨
）

・
タ
汁
輿
句
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サ
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ご
Ａ
(
-
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号
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W
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鼠
`
-
Ｗ
寸
艸
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昏
労
ｅ
『
難
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電
＞
､
号
１
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へ
』
Ｎ
』
が
各
サ
ダ
兵
汎
v
｢
Ｗ
ｌ
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再
汎
や
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伊
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ｒ
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蝋
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弧
、
苧
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川
謬
霄
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汗
忌

椛
佇
ヨ
憲
・
汁
雪
国
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ｓ
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↓
や
い
(
１
１
ハ
汁
Ｉ
Ｗ
１
猷
斗
呼
廿
鐺
Ｈ
ｒ
Ｊ
｢
ｖ
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再
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＝
一
驚
】
‘
強
Ｍ
ｖ
Ｉ
Ｙ
ｏ
猷
艸
剣
戟
F
F
｢
(
餌
寄
酬
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る
「
生
粋
の
唯
物
論
」
の
命
題
と
し
て
特
徴
づ
け
た
ニ
ン
ゲ
ル
ス
の
「
物
茂
は
精
神
の
産
物
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
精
神
が
そ
れ
を
た

（
Ｍ
）
 

だ
物
質
の
最
高
の
産
物
で
あ
る
だ
け
な
の
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
を
引
用
す
る
。
た
し
か
に
、
「
意
識
は
物
質
の
反
映
」
で
あ
る
に
違

い
な
い
が
、
マ
ル
ク
ス
の
意
識
論
は
こ
う
し
た
う
オ
イ
ニ
ル
パ
ッ
ハ
的
な
素
朴
な
し
の
で
は
な
い
。
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
、
こ
う
し
た
素
朴

反
映
論
を
主
張
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
彼
は
『
フ
ォ
イ
ニ
ル
パ
ヅ
〈
論
』
の
な
か
で
「
わ
れ
わ
れ
は
、
現
実
の
雍
物
を
絶
対
的
概
念
の

あ
れ
こ
れ
の
段
階
の
模
写
と
見
る
の
で
は
な
し
に
、
ふ
た
た
び
唯
物
論
的
に
わ
れ
わ
れ
の
頭
脳
の
な
か
の
概
念
を
現
実
の
事
物
の
模
写

（
焔
）

と
解
し
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
、
意
識
を
、
実
践
と
の
関
連
で
把
握
せ
ず
現
実
の
人
間
の
物
質

的
生
活
過
程
が
、
い
か
に
し
て
人
間
の
意
識
に
反
映
す
る
か
を
論
じ
て
い
な
い
。

こ
う
し
た
素
朴
な
反
映
論
は
、
必
然
的
に
認
識
に
お
け
る
実
践
の
役
割
の
無
視
、
軽
視
と
、
人
間
の
実
践
と
切
離
さ
れ
た
世
界
の
必

然
的
運
動
法
則
の
客
観
的
存
在
な
る
も
の
の
主
張
に
導
く
。
ス
タ
ー
リ
ン
は
マ
ル
ク
ス
主
義
哲
学
の
第
三
の
基
本
的
特
徴
づ
け
を
「
世

角
界
と
そ
の
合
法
則
と
は
、
完
全
に
認
識
可
能
な
も
の
で
あ
り
、
経
験
と
実
践
と
に
よ
っ
て
確
証
さ
れ
た
自
然
法
則
に
か
ん
す
る
わ
れ
わ

視孵
れ
の
知
識
は
客
観
的
真
理
の
意
義
を
も
つ
信
頼
で
き
る
知
識
で
あ
り
、
世
界
に
は
認
識
不
可
能
な
し
の
は
な
く
、
あ
る
も
の
は
た
だ
、
科（
応
）

駝
学
と
実
践
と
の
力
に
よ
っ
て
あ
ば
き
だ
さ
れ
認
識
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
ま
た
認
識
さ
れ
な
い
物
だ
け
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
出
発
す
る
」

題”
こ
と
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
ス
タ
ー
リ
ン
の
命
題
は
、
一
方
で
は
認
識
に
お
い
て
は
じ
め
て
実
践
を
問
題
と
し
な
が
ら
、
そ
れ
自
体

聡
な
ん
ら
理
論
的
に
深
め
て
は
い
な
い
。
当
然
ス
タ
ー
リ
ン
隆
『
プ
ォ
ィ
ニ
ル
パ
ッ
〈
論
』
か
ら
「
哲
学
的
妄
想
－
１
に
た
い
す
る
最
も
適

（
Ⅳ
）
 

廻
切
な
反
駁
は
実
践
、
す
な
わ
ち
、
実
験
と
産
業
と
で
あ
る
」
云
食
を
引
用
し
て
い
る
が
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
程
度
に
さ
』
え
、
マ
ル
ク
ス
唯
物

ス〉
論
に
お
け
る
実
践
の
意
義
を
正
し
く
位
腫
づ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

ノマ
さ
て
ス
タ
ー
リ
ン
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
弁
証
法
的
方
法
の
特
徴
づ
け
に
続
い
て
お
こ
な
っ
た
マ
ル
ク
ス
主
義
の
哲
学
的
唯
物
論
の

９
 

（
旧
）

８
三
つ
の
基
本
的
特
徴
を
記
述
し
た
後
に
、
後
の
諸
命
題
を
「
社
会
生
活
の
研
究
や
社
会
史
の
研
究
に
お
し
ひ
ろ
げ
る
」
場
合
の
問
題
を
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こ
の
命
題
の
展
開
の
仕
方
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
レ
ー
ー
ー
ソ
Ⅱ
ニ
ソ
ゲ
ル
ス
の
唯
物
論
的
諸
命
題
を
雄
礎
に
し
て
、
「
こ
の
こ
と
か

ら
、
社
会
の
物
質
生
活
、
そ
の
存
在
も
ま
た
第
一
次
的
」
で
あ
り
、
「
社
会
の
精
神
生
活
は
第
二
次
的
」
で
「
派
生
的
な
し
の
」
で

あ
り
、
「
か
つ
ま
た
社
会
の
物
質
生
活
は
人
間
の
意
志
か
ら
独
立
に
存
在
す
る
客
観
的
実
在
で
あ
り
、
社
会
の
精
神
生
活
は
こ
の
客
観

的
実
在
の
反
映
で
あ
り
存
在
の
反
映
で
あ
る
」
と
い
う
ス
タ
ー
リ
ン
特
有
の
大
命
題
が
仕
上
げ
ら
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

「
社
会
の
物
質
生
活
は
人
間
の
意
志
か
ら
独
立
に
存
在
す
る
客
観
的
実
在
」
で
あ
る
と
い
う
命
題
か
ら
、
つ
い
に
、
「
マ
ル
ク
ス
主
義

の
考
え
か
た
か
ら
い
う
と
、
科
学
上
の
諸
法
則
は
、
自
然
科
学
の
諸
法
則
で
あ
ろ
う
と
、
経
済
の
諸
法
則
で
あ
ろ
う
と
、
い
ず
れ
も
人

（
幻
）

間
の
意
志
か
ら
独
立
し
た
客
観
的
過
程
の
反
映
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
が
導
か
れ
る
。
社
会
生
活
上
の
法
則
を
、
実
践
か
ら
切
離
し
、

そ
の
限
り
で
人
間
の
意
志
か
ら
切
離
し
て
、
人
間
の
存
在
し
な
い
自
然
過
程
の
合
法
則
性
と
同
視
す
る
ス
タ
ー
リ
ン
の
唯
物
論
は
、
一

方
で
は
、
レ
ー
ー
ー
ソ
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
理
論
に
依
拠
し
つ
つ
、
他
方
で
は
マ
ル
ク
ス
の
理
論
に
も
依
拠
し
つ
つ
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

次
に
わ
れ
わ
れ
は
、
ス
タ
ー
リ
ン
が
自
か
ら
の
唯
物
論
命
題
を
た
て
る
の
に
い
か
に
マ
ル
ク
ス
の
理
論
を
利
用
す
る
か
を
ゑ
て
承
よ
う
。

検
討
し
て
い
る
。
ス
タ
１
リ
ン
哲
学
は
、
唯
物
論
一
般
と
史
的
唯
物
論
と
二
分
す
る
の
が
特
徴
で
あ
る
が
、
こ
の
立
場
か
ら
ス
タ
ー
リ

ン
は
、
わ
れ
わ
れ
の
課
題
に
と
っ
て
直
接
的
な
阻
害
物
と
な
っ
て
い
る
大
命
題
を
展
開
す
る
。
す
な
わ
ち
ス
タ
ー
リ
ン
は
「
自
然
、
存

在
、
物
質
世
界
が
第
一
次
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
意
識
、
思
惟
が
第
二
次
的
な
も
の
で
あ
り
派
生
的
な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
ま
た
、

物
質
世
界
が
人
間
の
意
識
か
ら
独
立
に
存
在
す
る
客
観
的
実
在
を
あ
ら
わ
し
、
意
識
は
こ
の
客
観
的
実
在
の
反
映
で
あ
る
と
す
る
な
ら

ば
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
社
会
の
物
質
生
活
、
そ
の
存
在
も
ま
た
第
一
次
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
社
会
の
精
神
生
活
は
第
二
次
的
な
も
の

で
あ
り
派
生
的
な
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
か
つ
ま
た
、
社
会
の
物
質
生
活
は
人
間
の
意
志
か
ら
独
立
に
存
在
す
る
客
観

（
ぬ
）

的
実
在
で
あ
り
、
社
会
の
精
神
生
活
は
こ
の
客
観
的
実
在
の
反
映
で
あ
り
存
在
の
反
映
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
」
と

的
実
在
で
あ
り
、

い
う
の
で
あ
る
。



９１マルクス欲望理論の問題点と研究視角

（
４
）
マ
ル
ク
ス
・
ニ
ソ
ゲ
ル
ス
全
集
第
二
一
巻
、
二
九
七
頁
。

（
５
）
ス
タ
ー
リ
ン
前
掲
書
、
一
○
八
頁
。

（
６
）
同
上
、
一
○
八
’
九
頁
。
マ
ル
ク
ス
・
ニ
ン
ゲ
ル
ス
全
集
第
二
一
巻
、
二
七
八
－
九
頁
。

（
７
）
同
全
集
二
一
巻
、
二
七
九
頁
。

（
８
）
グ
ラ
ム
シ
は
「
人
間
な
く
し
て
宇
宙
の
実
在
に
な
ん
の
意
味
が
あ
る
か
。
す
ぺ
て
の
科
学
は
人
間
の
必
要
、
人
間
の
生
活
、
人
間
の
活
動
と

む
す
び
つ
い
て
い
る
。
人
間
の
活
動
は
す
べ
て
の
価
値
の
創
造
者
で
あ
り
、
科
学
的
価
値
の
創
造
者
で
も
あ
る
。
こ
の
人
間
の
活
動
を
は
な
れ
て

『
客
観
性
』
に
ど
ん
な
意
味
が
あ
る
の
か
。
も
し
そ
う
し
た
こ
と
が
い
え
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
混
沌
で
あ
る
。
つ
ま
り
無
で
あ
り
空
虚
で
あ
る
。

な
ぜ
と
い
う
に
事
実
、
人
間
が
存
在
し
な
い
と
想
像
す
れ
ば
、
言
語
も
思
想
も
想
像
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
グ
ラ
ム
シ
選

集
第
二
巻
（
合
同
出
版
版
）
、
二
六
九
頁
。
グ
ラ
ム
シ
の
こ
の
「
人
間
を
自
然
か
ら
、
活
動
を
物
質
か
ら
、
主
観
を
客
観
か
ら
ひ
き
は
な
す
こ
と

は
で
き
な
い
」
同
上
、
二
六
九
頁
、
と
い
う
見
地
に
対
し
て
、
芝
田
進
午
氏
は
「
自
然
の
先
行
性
、
自
然
史
的
世
界
観
を
否
定
す
る
『
唯
物
史
観
主

義
』
の
立
場
」
で
あ
り
「
修
正
主
義
的
傾
向
」
で
あ
る
と
批
判
し
て
い
る
。
同
氏
「
マ
ル
ク
ス
主
義
に
お
け
る
自
然
と
人
間
」
『
講
座
マ
ル
ク
ス

主
義
哲
学
』
１
（
青
木
書
店
）
、
一
○
九
頁
。
し
か
し
こ
の
批
判
は
馬
鹿
げ
て
い
る
。
人
間
の
存
在
に
自
然
が
先
行
し
て
い
た
こ
と
を
グ
ラ
ム
シ
は

否
定
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
人
間
の
存
在
し
な
い
自
然
に
つ
い
て
の
、
「
客
観
性
」
に
意
味
附
与
を
す
る
こ
と
の
ナ
ン
セ
ン
ス
、
「
無
意
味
な
抽
象
」

グ
ラ
ム
シ
、
前
掲
書
、
二
六
九
頁
、
を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
グ
ラ
ム
シ
は
、
し
た
が
っ
て
た
と
え
ば
人
間
の
存
在
す
る
今
日
か
ら
地
球

の
形
成
史
を
問
題
に
す
る
こ
と
を
無
意
味
だ
な
ど
と
い
う
の
で
は
な
く
、
人
間
解
存
在
し
な
く
と
も
地
球
が
客
観
的
に
存
在
し
、
そ
れ
が
そ
れ
自

体
で
な
ん
ら
か
の
意
味
を
も
つ
と
考
え
る
こ
と
の
馬
鹿
馬
鹿
し
さ
を
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
９
）
坂
本
賢
一
一
一
「
マ
ル
ク
ス
主
義
哲
学
の
意
義
」
、
前
掲
『
識
座
マ
ル
ク
ス
主
義
』
ｌ
、
二
二
九
－
六
頁
。

（
、
）
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
全
集
第
二
一
巻
、
二
八
○
頁
。

（
、
）

′■、グー、

３２ 
、='、－'

（
１
）
こ
の
占
（
に
つ
い
て
は
一

ル
ク
ス
主
義
』
１
を
参
照
。

（
２
）
ス
タ
ー
リ
ン
前
掲
書
、

坂
本
賢
三
「
マ
ル
』

マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
》

同
上
、
三
○
一
頁
。

同
上
、
一
○
七
頁
。

こ
の
占
（
に
つ
い
て
は
二
ン
ゲ
ル
ス
哲
学
の
問
題
点
を
批
判
的
に
検
討
し
て
い
る
前
掲
坂
本
論
文
コ
ル
ク
ス
主
鍵
哲
学
の
展
開
」
『
講
座
マ

一
○
七
頁
。
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Ｌ
ｒ
「
ハ
ク
ヌ
α
Ⅲ
戊
綱
ｗ
繭

ス
タ
ー
リ
ン
が
直
接
依
拠
し
て
い
る
マ
ル
ク
ス
の
唯
物
論
的
命
題
は
、
主
な
ｑ
も
の
と
し
て
一
一
つ
あ
る
。
ス
タ
ー
リ
ン
は
、
マ
ル
ク
ス

主
義
の
哲
学
的
唯
物
論
の
三
つ
の
基
本
的
特
徴
づ
け
を
し
た
の
ち
に
そ
れ
を
社
会
史
に
適
用
す
る
場
合
の
問
題
点
を
説
明
し
な
が
ら
、

さ
き
の
大
命
題
の
記
述
に
続
い
て
、
「
社
会
の
存
在
が
い
か
な
る
Ｊ
も
の
で
あ
る
か
、
社
会
の
物
質
的
生
活
の
条
件
が
い
か
な
る
も
の
で

（
１
）
 

あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
社
会
の
観
念
、
理
論
、
政
治
的
見
解
、
政
治
的
機
関
Ｊ
も
き
き
｛
る
」
と
い
う
命
題
を
提
出
し
て

い
る
。
そ
の
際
、
ス
タ
ー
リ
ン
は
、
い
わ
ゆ
る
『
経
済
学
批
判
』
の
序
言
か
ら
「
人
間
の
意
識
が
彼
ら
の
存
在
を
規
定
す
る
の
で
は
な

（
２
）
 

く
て
、
逆
に
、
彼
ら
の
社
会
的
存
在
が
彼
ら
の
意
識
を
規
定
す
る
」
と
い
う
マ
ル
ク
ス
の
有
名
な
唯
物
論
命
題
を
引
用
し
て
い
》
Ｃ
・

ス
タ
ー
リ
ン
哲
学
の
マ
ル
ク
ス
へ
の
依
拠
は
、
主
と
し
て
『
経
済
学
批
判
』
の
序
言
の
公
式
な
の
で
あ
る
が
、
右
の
ス
タ
ー
リ
ソ
命

題
に
つ
い
て
い
え
ば
、
ス
タ
ー
リ
ン
は
、
明
ら
か
に
人
間
の
「
社
会
的
存
在
」
と
い
う
も
の
を
「
社
会
の
物
質
的
生
活
の
条
件
」
と
い

、
、
、
、
、

（
３
）
 

う
ｊ
も
の
と
等
磁
し
、
人
間
の
社
会
的
存
在
を
意
識
を
ｊ
も
っ
て
現
実
的
に
存
在
す
る
人
間
の
社
会
的
実
践
的
諸
過
程
で
あ
る
こ
と
を
無
視

し
て
い
る
。
こ
う
し
た
理
解
は
、
ス
タ
ー
リ
ン
に
と
っ
て
も
と
も
と
存
在
は
意
識
に
対
立
し
、
独
立
し
た
Ｊ
も
の
で
あ
り
、
か
つ
社
会
の

（
灯
）
同
上
、
一
一
一
両

（
狙
）
ス
タ
ー
リ
ン
前
鰹

（
ｐ
）
同
上
、
一
一
四
百

（
卯
）
ス
タ
ー
リ
ン
前
娼

何
一
、
ル
ク
ス
の
唯
物
識

（
⑫
）
同
上
、
一
一
二
二
頁
。

（
、
）
同
上
、
二
六
八
頁
○

（
皿
）
同
上
、
二
八
二
頁
。

（
聰
）
同
上
、
二
九
七
－
八
声
吊

（
妬
）
ス
タ
ー
リ
ン
前
掲
密
、
二
○
青
亮

（
灯
）
同
上
、
一
一
一
頁
。
マ
ル
ク
ス
・
ニ
ソ
ゲ
ル
ス
全
集
第
二
一
巻
、
二
八
○
育
吊

（
狙
）
ス
タ
ー
リ
兇
凹
渦
轡
、
一
一
二
青
昂

ス
タ
ー
リ
ン
前
掲
『
ソ
同
盟
に
お
け
る
社
会
主
義
の
経
済
的
諸
問
題
』
、

一
四
頁
。

頁
０ 



９３マルクス欲望理騎の問題点と研究視角
物
質
生
活
自
体
に
お
い
て
い
つ
も
人
間
の
意
識
、
意
志
が
排
除
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
ス

タ
ー
リ
ン
は
、
マ
ル
ク
ス
の
命
題
を
誤
っ
て
理
解
し
た
う
え
で
利
用
す
る
。

こ
の
マ
ル
ク
ス
の
「
人
間
の
意
識
が
彼
ら
の
存
在
を
規
定
す
る
の
で
は
な
く
、
逆
に
、
彼
ら
の
社
会
的
存
在
が
彼
ら
の
意
識
を
規
定

す
る
」
と
い
う
命
題
は
、
永
い
間
、
ス
タ
ー
リ
ン
的
に
解
釈
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
解
釈
は
い
う
ま
で
も
な
く
精
神
に
対
す

る
物
質
の
第
一
義
的
役
割
と
い
う
エ
ソ
ゲ
ル
ス
の
形
而
上
学
的
唯
物
論
の
当
然
の
帰
結
で
あ
る
。
エ
ソ
ゲ
ル
ス
風
の
形
而
上
学
的
唯
物

論
に
よ
れ
ば
、
意
識
は
社
会
的
存
在
に
対
立
す
る
も
の
と
理
解
さ
れ
が
ち
で
あ
り
、
社
会
的
存
在
に
内
包
さ
れ
な
い
。
こ
こ
で
は
し
た

が
っ
て
、
「
彼
ら
の
社
会
的
存
在
が
彼
ら
の
意
識
を
規
定
す
る
」
と
い
う
場
合
、
人
間
の
意
識
は
ま
ず
人
間
の
実
践
的
過
程
に
お
い
て

実
践
的
意
識
と
し
て
ま
ず
形
成
さ
れ
、
更
に
こ
の
目
的
意
識
に
も
と
づ
く
実
践
を
媒
介
に
し
て
認
識
的
意
識
が
形
成
さ
れ
て
い
く
意
識

の
形
成
過
程
が
全
く
問
題
に
さ
れ
な
い
。

（
４
）
 

尚
マ
ル
ク
ス
の
こ
の
命
題
自
身
に
も
問
題
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
唯
物
論
的
に
ふ
て
「
人
間
の
意
識
が
彼
ら
の
存
在
を
規
定
す
る

の
で
は
な
く
て
、
逆
に
、
彼
ら
の
社
会
的
存
在
が
彼
ら
の
意
識
を
規
定
す
る
」
こ
と
が
、
一
般
的
傾
向
と
し
て
承
認
さ
れ
る
と
し
て
も
、

（
５
）
 

か
つ
て
原
光
雄
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
「
意
識
は
存
在
を
規
定
す
る
」
側
面
も
あ
る
の
で
あ
る
。
た
と
脾
え
ば
、
社
会
主
義
政
権
の
樹
立

と
い
う
社
会
的
存
在
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
革
命
的
意
識
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
「
革
命
的
理
論
な

（
６
）
 

く
し
て
革
命
的
運
動
も
あ
り
え
な
い
」
（
レ
ー
ニ
ン
）
。
し
か
も
今
日
で
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
社
会
主
義
に
対
す
る
具
体
的
な
プ

ロ
グ
ラ
ム
の
意
識
が
、
ス
タ
ー
リ
ン
主
義
的
社
会
主
義
に
至
る
の
か
、
マ
ル
ク
ス
的
な
、
あ
る
い
は
現
代
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
が
理
想

と
し
う
る
自
由
で
民
主
主
義
的
な
社
会
主
義
へ
至
る
の
か
、
を
規
定
す
る
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
、
こ
の
マ
ル
ク
ス
の
命
題
は
、
唯
物
史
観
の
一
般
命
題
と
し
て
は
、
き
わ
め
て
あ
い
ま
い
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
確
認
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
一
般
命
題
の
あ
い
ま
い
さ
は
、
マ
ル
ク
ス
の
唯
物
史
観
の
具
体
的
展
開
で
あ
る
政
治
経
済
学
の
理
論
の
研
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究
に
よ
っ
て
克
服
さ
れ
る
の
で
な
く
、
マ
ル
ク
ス
へ
の
教
条
的
態
度
に
よ
っ
て
固
定
化
さ
れ
、
具
体
的
理
論
や
歴
史
自
体
を
解
釈
す
る
基

準
に
し
て
き
た
の
が
従
来
の
マ
ル
ク
ス
主
義
の
傾
向
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
エ
ソ
ゲ
ル
ス
の
い
う
よ
う
に
、
唯
物
史
観
「
は
、
な
に
ょ

（
７
）
 

り
も
ま
ず
研
究
の
さ
い
の
手
引
で
あ
っ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
的
な
構
成
の
て
こ
で
は
な
い
」
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
が
定
式
化
し
た
唯

物
史
観
の
公
式
の
理
解
に
お
い
て
も
こ
の
点
が
常
に
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ス
タ
ー
リ
ン
が
依
拠
し
た
マ
ル
ク
ス
の
第
二
の
命
題
は
、
「
人
間
は
彼
ら
の
生
活
の
社
会
的
生
産
に
お
い
て
、
（
す
な
わ
ち
人
間
生
活

に
必
要
な
物
質
的
財
貨
の
生
産
に
お
い
て
ｌ
イ
・
ス
タ
ー
，
ソ
）
、
一
定
の
、
必
然
的
な
、
彼
ら
の
意
志
か
ら
独
立
し
た
諸
関
係
を
、

（
８
）
 

す
な
わ
ち
彼
ら
の
物
質
的
生
産
力
の
一
定
の
発
展
段
階
に
照
応
す
る
生
産
関
係
を
受
容
す
る
」
と
い
う
『
経
済
学
批
判
』
の
序
言
ロ
の
命

題
で
あ
る
。
こ
の
命
題
は
、
あ
ま
り
に
一
般
的
抽
象
的
で
あ
り
、
そ
れ
故
今
日
ま
で
多
く
の
解
釈
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
き
た
が
、
常
識
的

に
承
る
と
、
生
産
関
係
は
、
人
間
の
盗
意
的
意
志
か
ら
独
立
し
て
実
在
す
る
と
こ
ろ
の
物
質
的
関
係
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
解
釈
で
き

る
。
と
こ
ろ
が
、
レ
ー
ニ
ン
は
、
こ
の
命
題
を
拡
張
解
釈
し
て
、
「
生
産
関
係
は
、
自
己
の
生
存
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
人
間
の
活
動

（
９
）
 

の
（
結
果
）
形
態
と
し
て
、
人
間
の
意
識
や
意
志
か
ら
離
れ
て
形
成
さ
れ
る
」
と
い
う
命
題
に
仕
上
げ
て
し
ま
っ
た
。
明
ら
か
に
、
生

産
関
係
は
、
人
間
の
活
動
の
形
態
と
し
て
、
形
成
さ
れ
る
限
り
、
し
か
も
そ
れ
が
実
践
的
意
識
を
媒
介
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
以
上
、

け
っ
し
て
「
人
間
の
意
識
や
意
志
か
ら
離
れ
て
形
成
さ
れ
る
」
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
問
題
な
の
は
、

生
産
関
係
は
絶
対
理
念
や
盗
意
的
な
意
志
に
よ
っ
て
は
形
成
さ
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

レ
ー
一
一
ソ
の
命
題
は
、
ひ
と
た
び
提
出
さ
れ
る
や
、
レ
ー
ー
ー
ソ
の
権
威
に
よ
っ
て
自
己
運
動
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

ス
タ
ー
リ
ン
は
、
目
か
ら
の
独
創
性
を
発
揮
す
る
た
め
に
、
マ
ル
ク
ス
、
レ
ー
ー
ー
ン
の
命
題
を
更
に
発
展
さ
せ
て
、
「
社
会
の
物
質

（
、
）

生
活
は
人
間
の
意
志
か
ら
独
立
に
存
在
す
る
客
観
的
実
在
」
な
り
と
い
う
命
題
に
仕
上
げ
て
し
ま
っ
た
。

さ
て
マ
ル
ク
ス
の
こ
の
命
題
は
正
し
い
で
あ
ろ
う
か
。
マ
ル
ク
ス
の
こ
の
命
題
は
、
た
し
か
に
マ
ル
ク
ス
本
来
の
実
践
的
唯
物
論
の
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見
地
か
ら
正
し
く
解
釈
さ
れ
な
い
こ
と
は
な
い
。
し
か
も
多
く
の
論
者
が
、
わ
れ
こ
そ
マ
ル
ク
ス
を
よ
り
正
し
く
解
釈
す
る
も
の
で
あ

る
と
し
て
、
種
を
様
々
な
限
定
を
つ
け
て
、
マ
ル
ク
ス
の
命
題
の
正
し
さ
を
論
証
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
わ
た
く
し
は
、
そ

う
し
た
ス
コ
ラ
的
な
解
釈
論
義
を
あ
え
て
し
よ
う
と
は
思
わ
な
い
。
明
ら
か
に
、
マ
ル
ク
ス
の
命
題
は
、
単
に
抽
象
的
で
あ
る
だ
け
で

な
く
、
盗
意
的
な
解
釈
を
行
い
う
る
ほ
ど
あ
い
ま
い
さ
と
不
明
確
さ
を
も
っ
て
い
る
、
と
指
摘
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。

い
っ
た
い
人
間
の
意
志
か
ら
独
立
し
た
生
産
関
係
と
い
う
も
の
が
存
在
す
る
だ
ろ
う
か
。
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
い
う
よ
う
に
、
社
会
の
歴

（
、
）

史
に
お
い
て
は
「
意
識
的
な
意
図
な
し
に
は
、
意
欲
さ
れ
た
目
標
な
し
に
は
、
な
に
ご
と
も
起
こ
ら
な
い
の
で
あ
る
」
。
だ
か
ら
人
間

の
社
会
的
諸
関
係
も
、
人
間
の
意
識
、
意
志
な
し
に
形
成
さ
れ
、
存
在
し
う
る
と
は
絶
対
に
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
ま
ず

確
認
さ
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

か
つ
て
あ
る
経
営
学
者
は
、
マ
ル
ク
ス
の
さ
き
の
命
題
の
あ
い
ま
い
さ
に
悩
ま
さ
れ
、
「
経
済
学
の
対
象
た
る
土
台
Ⅱ
生
産
関
係
に

つ
い
て
は
」
こ
の
命
題
の
適
用
を
認
め
、
「
人
は
、
特
定
の
生
産
関
係
・
搾
取
関
係
。
交
換
関
係
を
と
り
結
ぼ
う
と
い
う
意
志
・
見
解

を
も
ち
、
そ
れ
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
こ
の
関
係
を
作
り
あ
げ
、
こ
の
関
係
に
立
つ
の
で
な
い
。
こ
れ
に
反
し
て
、
経
営
学
の
対
象

（
皿
）

と
さ
れ
て
い
る
諸
現
象
は
、
人
間
の
意
志
・
見
解
と
無
関
係
に
は
あ
ら
わ
れ
な
い
」
と
主
張
し
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
生
産

関
係
と
い
う
も
の
が
、
経
済
学
で
は
、
本
質
的
生
産
関
係
が
、
経
営
学
で
は
、
現
象
的
な
生
産
関
係
が
問
題
に
な
る
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
論
者
は
、
生
産
手
段
の
所
有
関
係
や
剰
余
価
値
の
収
奪
関
係
な
ど
の
本
質
的
生
産
関
係
は
人
間
の
意
志
か
ら
独
立
し
て
い
る
と
い

う
の
で
あ
る
。
こ
の
見
解
に
本
質
的
に
賛
成
し
て
い
る
原
光
雄
氏
は
、
「
大
多
数
の
資
本
家
た
ち
は
、
労
働
者
の
剰
余
価
値
を
無
償
で

収
奪
す
る
こ
と
を
意
識
し
て
、
労
働
者
と
雇
用
契
約
を
む
す
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
。
…
…
剰
余
価
値
の
無
償
収
奪
関
係
は
、
当
事
者

、
、
、

〆
０
ザ
イ
ソ

（
皿
）

た
ち
の
一
幕
識
や
意
志
か
ら
独
立
に
成
立
し
そ
し
て
ま
た
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
意
識
か
ら
独
立
に
客
観
的
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
」

と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
主
張
は
明
ら
か
に
誤
っ
て
い
る
。
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そ
も
そ
も
資
本
家
は
、
剰
余
価
値
と
い
う
生
産
関
係
の
本
質
を
認
織
し
て
い
な
い
こ
と
が
多
い
と
は
い
え
、
そ
の
限
り
で
本
質
的
生

産
関
係
は
、
認
識
的
意
識
か
ら
独
立
し
て
存
在
す
る
と
は
い
え
、
資
本
の
自
己
増
殖
分
を
意
識
し
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
労
働
契
約
に

際
し
て
労
働
に
よ
っ
て
そ
れ
を
引
き
出
す
こ
と
を
意
図
し
な
か
っ
た
ら
、
資
本
主
義
的
生
産
関
係
は
は
た
し
て
存
在
す
る
だ
ろ
う
か
。

し
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
資
本
の
増
殖
に
無
意
識
な
資
本
家
は
、
資
本
を
資
本
と
し
て
機
能
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
が
な
ん
の
条
件
も
な
し
に
人
間
は
「
彼
ら
の
意
志
か
ら
独
立
し
た
…
…
生
産
関
係
を
受
容
す
る
」
と
い

う
時
、
こ
の
命
題
は
、
多
く
の
混
乱
と
マ
ル
ク
ス
理
論
を
否
定
す
る
と
誤
り
を
生
ま
ず
に
お
か
な
い
。
マ
ル
ク
ス
の
こ
の
あ
い
ま
い
な

命
題
が
、
ど
こ
か
ら
で
て
き
た
か
に
つ
い
て
は
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
晩
年
の
自
己
批
判
が
参
照
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

エ
ソ
ゲ
ル
ス
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
へ
の
手
紙
で
「
唯
物
論
的
歴
史
観
も
こ
ん
に
ち
で
は
歴
史
を
研
究
し
な
い
口
実
に
そ
れ
〔
唯
物
論
的

歴
史
観
〕
を
つ
か
っ
て
い
る
い
や
な
友
人
を
た
く
さ
ん
も
っ
て
い
る
」
Ｃ
八
九
○
年
）
と
し
て
公
式
主
義
的
傾
向
を
非
難
し
、
プ
ロ

ッ
ホ
ヘ
の
手
紙
で
は
「
唯
物
史
観
に
し
た
が
え
ば
、
歴
史
に
お
け
る
究
極
の
決
定
的
要
因
は
現
実
的
生
活
の
生
産
お
よ
び
再
生
産
で
あ

る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
以
上
の
こ
と
は
、
マ
ル
ク
ス
も
私
も
か
つ
て
主
張
し
た
こ
と
が
な
い
」
と
し
て
経
済
決
定
論
に
批
判

を
加
え
、
「
若
い
人
た
ち
が
お
う
お
う
経
済
的
側
面
を
過
当
に
重
要
視
し
て
い
る
が
、
そ
の
責
め
の
一
部
は
マ
ル
ク
ス
と
私
と
が
お
わ
な

（
Ｍ
）
 

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
三
円
☆
は
、
論
敵
に
た
い
し
て
、
彼
ら
の
否
定
す
る
主
原
理
を
強
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」
（
一

八
九
○
年
）
と
述
べ
て
い
る
。

わ
れ
わ
れ
は
こ
の
エ
ソ
ゲ
ル
ス
の
自
己
批
判
が
、
す
で
に
批
判
し
た
エ
ソ
ゲ
ル
ス
の
形
而
上
学
的
唯
物
論
に
つ
い
て
の
た
ち
入
っ
た

も
の
で
は
な
い
限
り
で
不
十
分
な
も
の
と
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
経
済
決
定

論
的
傾
向
、
意
識
面
の
軽
視
が
、
マ
ル
ク
ス
に
も
責
任
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
マ
ル
ク
ス
の
一
つ
の
遍

向
の
代
表
的
な
も
の
を
、
『
経
済
学
批
判
』
の
序
言
の
い
わ
ゆ
る
唯
物
史
観
の
一
般
公
式
の
な
か
の
諸
命
題
に
ふ
る
。
更
に
ま
た
「
資
本
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論
』
第
一
版
の
序
文
の
「
経
済
的
社
会
構
成
の
発
展
を
一
つ
の
自
然
史
的
過
程
と
考
え
」
「
資
本
論
』
に
お
い
て
は
、
「
資
本
主
義
的
生

産
の
自
然
法
則
か
ら
生
ず
る
社
会
的
な
敵
対
関
係
の
発
展
の
高
低
が
、
そ
れ
自
体
と
し
て
問
題
に
な
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
法
則
そ
の

（
巧
）

も
の
、
鉄
の
必
然
性
を
も
っ
て
作
用
し
自
分
を
つ
ら
ぬ
く
こ
の
傾
向
、
こ
れ
が
問
題
な
の
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
も
問
題
と
な
る
。
し

か
し
、
後
者
の
マ
ル
ク
ス
の
命
題
は
、
説
明
不
足
で
あ
る
と
は
い
え
、
理
論
的
に
明
解
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
、
自
然
の
一
部
で
あ
る

意
識
を
も
つ
人
間
の
歴
史
を
「
自
然
史
過
程
」
と
糸
な
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
人
間
の
意
識
に
対
立
さ
せ
て
人
間
の
歴
史
、
資
本
主

義
的
生
産
の
自
然
法
則
を
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
点
は
『
資
本
論
』
に
お
い
て
資
本
主
義
の
崩
壊
の
必
然
性
が
、
プ
ロ
レ
タ
リ

（
肥
）

ア
ー
ト
の
階
級
意
識
、
彼
ら
の
実
践
に
依
存
し
て
い
る
と
み
る
マ
ル
ク
ス
の
理
論
に
よ
っ
て
確
認
で
き
る
。
明
ら
か
に
ス
タ
ー
リ
ン
は
、

マ
ル
ク
ス
の
さ
き
の
命
題
か
ら
、
「
経
済
的
発
展
の
諸
法
則
は
人
間
の
意
志
か
ら
独
立
し
た
経
済
的
発
展
の
諸
過
程
を
反
映
す
る
容
観
的

（
Ⅳ
）
 

な
諸
法
則
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
を
引
出
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
マ
ル
ク
ス
の
実
践
的
唯
物
論
の
無
理
解
も
は
な
は
だ
し
い
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
ニ
ン
ゲ
ル
ス
は
、
す
で
に
『
フ
ォ
イ
ニ
ル
パ
ッ
〈
論
』
に
お
い
て
は
、
明
確
で
は
な
い
が
説
明
し
て
い
る
し
、
ブ
ロ

ッ
ホ
ヘ
の
手
紙
に
お
い
て
は
、
よ
り
明
確
に
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
「
歴
史
は
、
段
終
結
果
が
つ
ね
に
多
く
の
個
人
意
志
の
衝

突
か
ら
生
じ
る
と
い
う
ふ
う
に
つ
く
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
の
個
人
意
志
の
お
の
お
の
は
こ
れ
ま
た
多
く
の
特
殊
な
生
活
条
件
に
よ
っ
て
そ

れ
が
現
在
あ
る
も
の
に
つ
く
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
こ
に
は
、
相
互
に
交
錯
す
る
無
数
の
力
、
力
の
平
行
四
辺
形
の
無
数
の
グ
ル
ー

プ
が
あ
る
わ
け
で
、
そ
の
な
か
か
ら
一
つ
の
合
成
カ
ー
腱
史
的
藁
ｌ
‐
が
う
輩
れ
て
誉
、
そ
れ
自
身
が
ざ
ら
に
、
全
体
と
し
て
、

９
１
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
い
、
、
、
、
、
、
、
、

無
意
識
か
つ
無
意
志
に
作
用
す
る
力
の
所
産
と
糸
な
す
》
」
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
個
人
の
欲
す
る
も
の
は
他
の
各
人
に
よ

っ
て
さ
ま
た
げ
ら
れ
、
う
ま
れ
て
く
る
も
の
は
だ
れ
で
も
欲
し
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
従
来
の
歴
史
は
一
個

（
畑
）

の
自
然
過
程
の
よ
う
に
経
過
し
て
お
り
、
そ
し
て
ま
た
本
質
的
に
は
同
一
の
運
動
法
則
に
し
た
が
っ
て
い
る
」
（
傍
点
引
用
者
）
と
。

こ
こ
で
ニ
ン
ゲ
ル
ス
は
、
明
確
に
、
歴
史
が
個
々
人
の
意
志
に
基
づ
く
実
践
の
合
成
と
し
て
成
立
し
、
そ
の
場
合
に
全
体
と
し
て
、



9８ 
、
、
、

歴
史
的
成
果
が
、
「
無
意
識
か
つ
無
意
志
に
作
用
す
る
力
の
所
産
と
承
な
す
」
一
」
と
が
で
き
る
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
歴
史
の

合
法
則
性
が
人
間
の
意
識
か
ら
独
立
し
た
存
在
で
あ
る
、
と
い
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

従
っ
て
エ
ソ
ゲ
ル
ス
の
本
来
の
強
調
点
は
、
第
一
に
「
い
っ
さ
い
の
行
動
は
、
そ
れ
が
思
惟
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か

ら
、
け
つ
き
よ
く
思
惟
の
う
ち
に
根
底
を
も
っ
て
い
る
」
と
み
る
観
念
的
史
観
に
対
し
て
、
歴
史
を
「
思
惟
か
ら
独
立
し
た
過
程
の
う

（
⑬
）
 

陰
え
で
研
究
す
る
」
こ
と
を
強
調
す
る
こ
と
に
あ
る
。
歴
史
を
「
思
惟
か
ら
独
立
し
た
過
程
」
の
う
え
で
研
究
す
る
こ
と
は
、
歴
史
が
意

識
か
ら
独
立
に
生
起
し
存
在
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
歴
史
の
研
究
は
、
歴
史
に
つ
い
て
同
時
代
人
た
ち
が
ど
の
よ
う
に
考

え
て
い
た
か
に
よ
っ
て
、
思
惟
に
映
じ
た
歴
史
に
よ
っ
て
歴
史
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
は
な
く
、
同
時
代
人
の
思
惟
か
ら
独
立
に
、
思

惟
に
映
じ
た
歴
史
の
分
析
を
通
じ
て
客
観
的
な
歴
史
自
体
す
な
わ
ち
現
実
の
人
間
の
実
践
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

第
二
に
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
強
調
し
た
か
っ
た
点
は
、
個
々
人
の
意
志
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
客
観
的
な
諸
関
係
が
存
在
す
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
資
本
を
所
有
し
て
い
な
い
の
に
、
資
本
主
義
的
工
場
を
経
営
し
よ
う
と
し
た
り
す
る
意
志
や
、
恐
慌
に
よ

っ
て
破
産
の
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
な
が
ら
も
、
絶
対
に
失
敗
し
な
い
と
思
っ
て
い
る
資
本
家
の
意
志
か
ら
独
立
し
た
社
会
的
諸
関
係
、

生
産
諸
関
係
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
、
『
グ
ル
ン
ト
リ
ッ
セ
』
の
な
か
で
、
こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
考
察
し

て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
は
商
品
の
流
通
「
運
動
が
社
会
的
過
程
と
し
て
現
わ
れ
れ
ば
現
わ
れ
る
だ
け
、
ま
た
こ
う
し
た
運
動
の
個
別
的
契

機
が
個
人
の
意
識
し
た
意
志
や
特
殊
の
目
的
か
ら
出
発
す
れ
ば
す
る
だ
け
、
過
程
の
総
体
は
、
い
よ
い
よ
自
然
生
的
に
生
じ
る
客
観
的

関
連
と
し
て
現
わ
れ
る
。
し
か
も
、
意
識
し
た
個
人
の
相
互
作
用
か
ら
出
て
く
る
と
は
い
え
、
彼
ら
の
意
識
の
う
ち
に
ｊ
い
）
な
く
、
全
体

と
し
て
彼
ら
の
個
人
に
従
属
せ
し
め
ら
れ
る
こ
と
も
な
い
客
観
的
関
連
と
し
て
現
わ
れ
る
。
個
人
自
身
の
相
互
的
衝
突
が
、
彼
ら
の
う

（
、
）

え
に
た
つ
、
無
縁
な
社
会
的
力
を
彼
ら
に
た
い
し
て
生
産
す
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
こ
で
マ
ル
ク
ス
は
、
個
々
人
の
意
識
的
な
諸

活
動
が
社
会
的
過
程
と
し
て
現
わ
れ
る
と
、
そ
こ
に
は
も
は
や
個
々
人
の
意
識
で
は
ど
う
に
ｊ
い
）
な
ら
な
い
、
そ
の
限
り
で
個
々
人
の
意
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か
ら
独
立
の
関
係
が
出
現
す
る
、
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
個
を
人
の
意
識
の
総
和
と
し
て
の
意
識
一
般
か
ら
独
立
の
社

会
関
係
が
存
在
す
る
な
ど
と
主
張
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

か
く
し
て
、
マ
ル
ク
ス
の
「
人
間
は
、
そ
の
生
活
の
社
会
的
生
産
に
お
い
て
、
一
定
の
、
必
然
的
な
、
か
れ
ら
の
意
志
か
ら
独
立
し

た
…
…
生
産
諸
関
係
を
、
と
り
む
す
ぶ
」
と
い
う
命
題
の
真
意
は
、
人
間
は
、
本
来
意
識
的
な
生
活
で
あ
る
社
会
的
生
産
に
お
い
て
、

個
々
人
の
意
志
の
媒
介
に
よ
っ
て
し
か
成
立
し
な
い
が
、
人
間
の
「
物
質
的
生
産
諸
力
の
一
定
の
発
展
段
階
」
に
条
件
づ
け
ら
れ
た
、

個
々
人
の
意
志
か
ら
独
立
し
た
か
の
如
く
み
ら
れ
る
生
産
関
係
を
と
り
む
す
ん
で
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
、
観
念
論
批
判
を
強
調
す
る
あ
ま
り
一
面
的
と
な
っ
て
お
り
、
こ
う
し
た
限
定
な
し
に
は
利
用
し
え
な
い
マ
ル
ク

（
別
）

（
狸
）

ス
の
一
般
的
公
式
を
、
ス
タ
ー
リ
ソ
の
加
ぐ
「
史
的
唯
物
論
の
本
質
の
天
才
的
な
定
式
で
あ
る
」
と
象
た
り
、
あ
く
ま
で
「
公
式
」
に

す
ぎ
な
い
も
の
を
、
現
実
の
歴
史
の
認
識
の
基
準
に
し
た
て
、
こ
の
公
式
を
認
め
る
か
否
を
か
マ
ル
ク
ス
主
義
者
で
あ
る
こ
と
の
証
明

で
あ
る
か
の
如
く
染
る
正
統
派
マ
ル
ク
ス
主
義
の
教
条
主
義
的
公
式
主
義
を
断
呼
拒
否
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
般
に
人
間
の
「
意
志
か
ら
独
立
し
た
…
…
生
産
関
係
」
が
存
在
す
る
と
い
う
命
題
を
無
条
件
に
認
め
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
歴
史
を

分
析
し
て
い
く
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、
生
産
関
係
と
欲
望
の
関
連
の
問
題
を
永
久
に
説
く
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
、

唯
物
論
の
形
而
上
学
的
傾
向
を
自
己
批
判
し
な
が
ら
、
「
こ
れ
ら
の
国
念
へ
輸
出
し
た
い
と
い
う
欲
求
が
、
大
工
業
を
う
ゑ
だ
し
、
か
つ

（
麹
）

発
展
さ
せ
た
の
で
あ
る
」
と
か
、
「
経
済
的
欲
求
が
進
歩
し
つ
つ
あ
る
自
然
認
識
の
主
要
な
原
動
力
で
あ
っ
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
わ

た
く
し
は
、
今
こ
こ
で
、
唯
物
史
観
の
一
般
理
論
や
、
マ
ル
ク
ス
の
公
式
の
批
判
的
考
察
を
深
め
る
余
裕
は
な
い
が
、
以
上
の
考
察
で
、

従
来
、
マ
ル
ク
ス
、
エ
ソ
ゲ
ル
ス
、
レ
ー
ー
フ
の
具
体
的
な
政
治
経
済
学
、
歴
史
分
析
な
ど
で
は
、
克
服
さ
れ
て
い
る
彼
ら
の
一
面
的

な
唯
物
論
の
諸
命
題
へ
の
教
条
主
義
的
な
依
存
が
、
い
か
に
意
識
、
そ
の
特
殊
形
態
で
あ
る
欲
望
の
研
究
を
さ
ま
た
げ
て
き
た
か
を
明

ら
か
に
し
え
た
と
思
う
。
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（
１
）
ス
タ
ー
リ
ン
前
掲
轡
、
二
五
頁
。

（
２
）
同
上
、
一
一
五
頁
。
又
は
マ
ル
ク
ス
『
経
済
学
批
判
』
（
岩
波
文
皿
版
）
、
一
三
頁
○

（
３
）
マ
ル
ク
ス
の
こ
の
命
題
を
実
践
的
唯
物
論
か
ら
検
討
し
て
い
る
も
の
に
坂
本
賢
三
「
マ
ル
ク
ス
主
義
哲
学
の
意
義
」
、
前
掲
『
講
座
マ
ル
ク

ス
主
義
』
－
（
所
収
）
を
参
照
。

（
４
）
原
光
雄
氏
は
、
か
つ
て
『
唯
物
史
観
の
原
理
』
（
一
九
六
○
年
）
に
お
い
て
実
践
的
唯
物
論
の
見
地
を
明
確
に
し
て
は
い
な
い
が
、
マ
ル
ク
ス

や
ニ
ン
ゲ
ル
ス
の
唯
物
史
観
の
公
式
の
問
題
点
や
あ
い
ま
い
さ
を
批
判
的
に
考
察
し
た
。
原
氏
は
、
生
産
関
係
と
人
間
の
意
志
、
存
在
と
意
識
を

論
じ
る
場
合
、
一
方
で
は
エ
ソ
ゲ
ル
ス
、
マ
ル
ク
ス
の
命
題
を
批
判
的
に
考
察
し
つ
つ
も
、
他
方
で
は
ま
だ
多
分
に
彼
ら
の
命
通
の
ス
コ
ラ
的
解

釈
に
陥
い
っ
て
い
る
が
、
氏
の
先
駆
的
業
積
は
充
分
に
評
価
さ
れ
て
よ
い
。

レ
ー
ニ
ン
全
集
第
五
巻
、
三
八
九
百
ｐ

マ
ル
ク
ス
・
エ
ソ
ゲ
ル
ス
選
集
第
一
五
巻
（
大
月
野
店
版
）
五
一
○
頁
。

ス
タ
ー
リ
ン
前
掲
醤
、
一
一
一
一
七
頁
・
前
掲
『
経
済
学
批
判
』
、
一
三
頁
。

レ
ー
ー
ー
ソ
全
集
第
一
巻
、
一
四
五
頁
・

ス
タ
ー
リ
ン
前
掲
癖
、
一
一
四
頁
○

マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
全
集
第
二
一
巻
、
三
○
一
頁
。

朽
木
滴
「
経
営
学
の
対
象
と
任
務
」
『
経
済
評
論
』
一
九
五
五
年
七
月
号
、
三
六
頁
○

原
前
掲
醤
、
六
二
頁
○

マ
ル
ク
ス
・
エ
ソ
ゲ
ル
ス
選
築
第
一
五
巻
、
五
一
○
頁
、
五
二
七
頁
、
五
三
○
頁
・

マ
ル
ク
ス
『
資
本
論
』
（
大
月
響
店
の
全
集
版
）
、
九
頁
。

こ
の
点
は
拙
著
『
賃
労
働
原
論
』
、
二
五
三
頁
以
下
参
照
。

前
掲
ス
タ
ー
リ
ン
『
ソ
同
盟
に
お
け
る
社
会
主
義
の
経
済
的
諸
問
題
』
、
五
頁
。

マ
ル
ク
ス
・
エ
ソ
ゲ
ル
ス
逮
尖
第
一
五
巻
、
五
二
九
頁
・

同
上
、
五
三
二
百
○

同
上
、
七
一
頁
。
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（
別
）
『
経
済
学
批
判
要
綱
』
第
一
分
冊
、
二
六
頁
。

（
皿
）
ス
タ
ー
リ
ン
前
掲
醤
、
一
三
九
耳

（
犯
）
マ
ル
ク
ス
『
経
済
学
批
判
』
、
一
三
頁
。

（
羽
）
マ
ル
ク
ス
・
エ
ソ
ゲ
ル
ス
選
集
第
一
五
巻
、
五
一
六
、
五
二
○
頁
。

二
欲
望
瞼
の
哲
学
的
方
法
と
し
て
の
マ
ル
ク
ス
の
実
践
的
唯
物
瞼

１
束
独
マ
ル
ク
ス
主
義
哲
学
に
お
け
る
ス
タ
ー
リ
ン
主
義
哲
学
の
克
服
の
方
向
と
そ
の
限
界

ソ
連
ア
カ
デ
ミ
ー
の
『
哲
学
教
程
』
が
ス
タ
ー
リ
ン
主
義
哲
学
か
ら
脱
却
で
き
な
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
一
九
六
七
年
に
出
版
さ
れ

（
１
）
 

た
東
ド
イ
ツ
の
『
マ
ル
ク
ス
主
義
哲
学
教
科
書
』
は
、
東
ド
イ
ツ
の
い
わ
ば
官
許
マ
ル
ク
ス
主
義
哲
学
で
あ
り
な
が
ら
、
ス
タ
ー
リ
ン

哲
学
を
根
本
的
に
克
服
し
、
本
来
の
マ
ル
ク
ス
哲
学
に
復
帰
し
よ
う
と
す
る
方
向
が
示
さ
れ
て
い
て
興
味
深
い
。
東
ド
イ
ツ
の
『
マ
ル

ク
ス
主
義
哲
学
』
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
唯
物
論
の
特
徴
づ
け
は
、
唯
物
論
の
根
本
問
題
を
ス
タ
ー
リ
ン
哲
学
の
よ
う
に
、
エ
ソ
ゲ
ル
ス

の
『
フ
ォ
イ
エ
ル
パ
ッ
〈
論
』
に
基
づ
い
て
自
然
と
精
神
の
ど
ち
ら
が
根
源
的
か
と
い
う
よ
う
に
形
而
上
学
的
に
問
題
を
た
て
る
に
と
ど

（
２
）
 

ま
ら
ず
、
マ
ル
ク
ス
の
本
来
の
発
想
に
た
ち
帰
っ
て
、
人
間
の
実
践
を
「
哲
学
的
認
識
の
主
要
問
題
」
と
し
て
と
り
あ
つ
か
っ
て
い
る
点
に

あ
る
。
こ
う
し
た
見
地
は
、
マ
ル
ク
ス
哲
学
の
雑
木
的
立
場
を
、
エ
ソ
ゲ
ル
ス
に
よ
っ
て
か
な
り
通
俗
化
さ
れ
た
理
論
に
の
象
頼
る
の

で
な
く
、
『
経
済
学
哲
学
手
稿
』
や
『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
に
お
い
て
マ
ル
ク
ス
哲
学
の
本
質
的
特
徴
と
さ
れ
た
実
践
的
唯
物

論
に
求
め
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
著
作
で
は
必
ず
し
も
エ
ソ
ゲ
ル
ス
に
よ
っ
て
俗
流
化
さ
れ
た
唯
物
論
に
き
っ
ぱ
り
と
批

判
的
な
態
度
を
と
っ
て
い
な
い
と
は
い
え
、
マ
ル
ク
ス
哲
学
の
本
来
の
本
質
が
前
面
に
押
し
出
さ
れ
て
お
り
へ
ス
タ
ー
リ
ン
主
義
哲
学

の
克
服
の
方
向
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
欲
望
論
の
研
究
視
角
が
示
さ
れ
て
い
る
点
で
評
価
さ
れ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

か
く
し
て
こ
の
著
作
は
ベ
ス
タ
ー
リ
ン
主
義
哲
学
が
実
践
か
ら
遊
離
し
た
と
こ
ろ
で
自
然
を
問
題
に
す
る
の
と
根
本
的
に
遮
っ
て
、

（
３
）
 

「
自
然
と
い
う
す
が
た
を
と
る
物
質
的
世
界
」
を
「
人
間
の
活
動
の
対
象
で
あ
る
」
と
す
る
『
経
哲
手
稿
』
の
立
場
か
ら
、
自
然
に
対
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立
さ
せ
て
意
識
を
問
題
に
す
る
）
」
と
な
く
、
「
人
間
は
、
意
識
の
な
か
で
、
活
動
の
目
的
を
、
行
為
の
計
画
を
き
め
る
」
こ
と
を
確
認

し
、
実
践
の
な
か
に
愈
識
を
包
摂
し
、
そ
の
う
え
で
「
人
間
の
実
践
こ
そ
、
と
り
わ
け
人
間
の
生
産
活
動
こ
そ
、
意
識
の
本
質
、
意
識

（△Ｇ） 

の
Ｊ
い
》
ろ
ｊ
も
ろ
の
機
能
と
可
能
性
、
意
識
と
客
観
的
存
在
と
の
関
係
、
と
い
う
問
題
の
研
究
に
た
い
す
る
哲
学
的
関
心
の
原
因
」
で
あ
る

と
承
な
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
マ
ル
ク
ス
本
来
の
見
地
は
、
自
然
と
人
間
、
物
質
と
意
識
の
弁
証
法
的
な
統
一
的
把
握
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
著
作
に
お
い
て
は
、
「
意
識
の
も
ろ
』
も
ろ
の
機
能
の
な
か
で
股
ｊ
い
》
重
要
な
こ
と
は
、
認
識
の
途
上
で
独
得
さ
れ

た
も
ろ
』
い
）
ろ
の
惰
報
が
、
た
え
ず
人
間
の
実
践
的
な
（
個
人
的
お
よ
び
集
団
的
な
）
ふ
る
ま
い
の
観
念
的
な
諸
モ
デ
ル
を
構
成
す
る
た

め
の
材
料
と
し
て
使
用
さ
れ
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
」
と
指
摘
さ
れ
、
「
そ
の
さ
い
、
意
識
は
つ
ね
に
、
実
践
的
活
動
の
直
接
に
率
先

し
、
舵
を
取
り
、
統
御
す
る
成
分
と
し
て
た
ら
あ
ら
わ
れ
」
、
「
意
識
の
真
の
能
動
性
は
、
意
識
が
実
践
的
活
動
を
規
制
し
、
こ
の
実
践

（《⑪）

的
活
動
の
経
過
の
な
か
で
、
観
念
的
な
Ｊ
も
の
・
精
神
的
な
ｊ
い
）
の
が
物
質
的
な
Ｊ
も
の
に
な
る
、
と
い
う
点
に
あ
る
」
と
い
う
こ
と
が
強
調

さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
「
こ
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
意
識
と
物
質
と
の
区
別
お
よ
び
対
置
は
絶
対
的
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
」
、
「
物

（（、
）

質
と
意
識
と
の
統
一
性
、
両
者
を
結
合
す
る
さ
」
ま
ざ
・
ま
な
相
互
移
行
、
を
顧
慮
し
な
い
わ
け
に
ゆ
か
な
い
」
と
い
う
こ
と
が
確
認
さ
れ

（
７
）
 

こ
の
著
作
の
実
践
的
唯
物
論
の
見
地
は
、
「
人
間
の
物
質
的
社
会
的
生
活
過
程
」
の
分
析
に
お
い
て
、
一
周
明
確
に
主
張
さ
れ
て
い

（
８
）
 

る
。
こ
の
著
作
は
「
人
間
の
社
会
生
活
と
そ
の
歴
史
は
、
客
観
的
実
在
の
一
領
域
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
場
〈
ロ
に

ス
タ
ー
リ
ン
哲
学
と
遮
っ
て
、
そ
れ
を
人
間
の
意
志
か
ら
独
立
し
た
実
在
で
あ
る
な
ど
と
一
義
的
に
規
定
す
る
の
で
は
な
く
、
「
こ
こ

（
９
）
 

で
は
、
罫
紙
・
意
志
・
目
的
を
ｊ
も
っ
た
諸
個
人
が
行
為
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
な
に
ご
と
ｊ
も
起
こ
ら
な
い
」
こ
と
を
認
め
、
む
し
ろ
人

て
い
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
一

で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
実
践
的
唯
物
論
の
立
場
に
立
っ
て
は
じ
め
て
特
殊
な
意
識
で
あ
る
欲
望
を
唯
物
論
的
に
研
究
す
る
こ
と
が
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間
の
社
会
が
絶
対
的
に
意
識
・
意
志
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
、
マ
ル
ク
ス
が
哲
学
は
現
実
の
人
間
か
ら
出
発
す
る
と
い
う
時
の

そ
の
現
実
の
人
間
を
、
「
人
間
が
世
界
に
た
い
す
る
社
会
的
Ⅱ
実
践
的
関
係
の
う
ち
に
あ
り
、
こ
の
関
係
の
な
か
で
、
意
識
・
意
志
・
感

（
⑩
）
 

情
・
目
的
を
も
っ
て
行
為
し
な
が
ら
世
界
を
変
』
え
て
世
界
を
自
分
に
適
合
さ
せ
る
、
そ
う
い
う
主
体
」
と
し
て
把
握
し
て
い
る
。
更
に
、

実
践
の
物
質
的
生
活
の
側
面
で
あ
る
「
労
働
過
程
一
般
は
、
人
間
の
も
ろ
も
ろ
の
必
要
・
欲
求
の
充
足
に
役
立
つ
も
ろ
も
ろ
の
財
貨
を

生
産
す
る
た
め
の
人
間
の
合
目
的
活
動
と
し
て
、
人
間
と
自
然
の
あ
い
だ
の
物
質
代
謝
の
一
般
的
条
件
か
つ
主
要
特
徴
で
あ
り
、
人
間

（
ｕ
）
 

生
活
の
永
遠
の
条
件
」
で
あ
る
と
把
握
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
て
こ
の
著
作
は
、
マ
ル
ク
ス
欲
望
論
へ
の
研
究
視
角
を
開
く
こ
と
に
た
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
著
作
で
は
、
マ
ル
ク
ス
の
欲

望
論
が
哲
学
的
に
明
確
に
理
論
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
今
こ
の
点
に
つ
い
て
問
題
に
す
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
最
後
に

指
摘
す
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
著
作
は
、
マ
ル
ク
ス
の
実
践
的
唯
物
論
を
強
調
し
て
い
る
と
は
い
え
、
す
で
に
わ
れ
わ
れ
が
、
ス
タ
ー
リ

ン
主
義
哲
学
の
韮
礎
と
な
っ
て
い
た
一
連
の
レ
ー
ー
ー
ン
、
エ
ソ
ゲ
ル
ス
、
マ
ル
ク
ス
の
唯
物
論
の
命
題
の
あ
い
ま
い
さ
、
一
面
性
を
批

判
的
に
検
討
し
え
な
い
た
め
に
、
彼
ら
の
公
式
的
命
題
を
守
る
た
め
に
実
践
的
唯
物
論
の
理
論
と
矛
盾
す
る
解
釈
を
ほ
ど
こ
さ
ざ
る
を

え
な
く
な
っ
て
寵
。
し
か
し
そ
れ
が
現
段
階
に
お
け
る
進
歩
的
官
許
マ
ル
ク
ス
主
義
の
限
界
に
幟
か
な
ら
な
い
．

た
と
え
ば
、
人
間
の
意
志
か
ら
独
立
し
た
生
産
関
係
を
と
り
む
す
ぶ
と
い
う
マ
ル
ク
ス
の
命
題
に
つ
い
て
、
こ
の
著
誓
は
「
生
産
関

（
⑬
）
 

係
も
ま
た
：
…
・
人
間
の
実
践
的
活
動
か
ら
生
じ
て
く
る
」
こ
と
を
認
め
な
が
ら
、
で
は
「
ど
う
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
人
間
が
そ
の
生
活

（
川
）

の
生
産
に
お
い
て
か
れ
ら
の
意
志
か
ら
独
立
の
物
質
的
な
諸
関
係
に
は
い
る
、
と
い
う
の
か
」
と
問
題
を
設
定
し
て
、
次
の
よ
う
に
こ

た
え
る
。
ま
ず
こ
の
命
題
は
、
人
間
は
生
産
的
活
動
に
お
い
て
「
意
識
的
に
活
動
し
、
意
識
的
に
規
定
さ
れ
た
目
的
を
追
求
」
す
る
が
、

そ
の
場
合
に
「
ど
の
よ
う
な
社
会
的
諸
関
係
が
そ
こ
か
ら
生
じ
て
く
る
の
か
、
ま
た
、
こ
の
社
会
的
諸
関
係
が
ど
の
よ
う
な
合
法
則
性

（
肥
）

、
、
、
、
、
、
、
、

に
し
た
が
っ
て
運
動
す
る
の
か
は
、
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
」
と
い
う
。
だ
か
ら
、
人
間
の
意
志
か
ら
独
立
し
た
生
産
関
係
と
い
う
の
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は
ま
ず
「
生
産
関
係
の
形
成
・
発
展
は
？
・
・
…
・
意
識
さ
れ
ず
に
お
こ
な
わ
れ
る
一
つ
の
過
程
な
の
で
あ
る
」
と
い
え
る
と
い
う
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
へ
人
間
は
、
自
分
の
と
り
む
す
ぶ
生
産
関
係
の
合
法
則
的
発
展
、
つ
ま
り
本
質
的
な
認
識
を
も
っ
て
い
な
い
か
ら
、
生
産

（
Ⅳ
）
 

関
係
は
、
人
間
の
意
志
か
ら
独
立
し
た
存
在
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
場
△
ロ
、
著
者
た
ち
は
、
レ
ー
ニ
ン
の
『
唯
物
論
と
経
験

批
判
論
』
の
同
様
の
命
題
を
引
用
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
教
科
聾
の
著
者
た
ち
は
、
マ
ル
ク
ス
の
命
題
の
正
し
さ
の
論
拠
と
し
て
こ

の
説
明
は
、
社
会
主
義
の
場
合
を
除
外
す
れ
ば
正
し
い
が
、
社
会
主
義
を
前
提
す
れ
ば
不
十
分
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

（
旧
）

そ
こ
で
著
者
た
ち
は
マ
ル
ク
ス
の
テ
ー
ゼ
が
「
あ
ら
ゆ
る
社
会
体
制
に
あ
て
は
圭
一
る
」
説
明
を
試
ふ
る
●
す
な
わ
ち
著
者
た
ち
は
、
マ

ル
ク
ス
の
命
題
の
あ
い
ま
い
さ
を
救
う
た
め
に
か
の
テ
ー
ゼ
の
意
味
を
「
生
産
関
係
と
い
う
も
の
は
、
い
つ
で
も
物
質
的
諸
関
係
で
あ

り
、
人
間
が
こ
の
諸
関
係
に
は
い
る
と
き
に
か
れ
の
行
為
の
こ
の
社
会
的
諸
結
果
を
意
識
し
て
い
よ
う
と
い
ま
い
と
、
そ
れ
の
性
格
と

（
川
）

し
て
、
人
間
の
意
志
と
意
識
に
は
依
存
し
な
い
の
で
あ
る
」
と
解
釈
す
る
。
そ
し
て
こ
の
命
題
の
正
し
さ
の
「
本
来
の
根
拠
は
き
わ
め

て
単
純
で
あ
る
」
と
し
次
の
如
く
指
摘
す
る
。
「
そ
れ
は
、
生
産
関
係
が
人
間
の
物
質
的
活
動
の
必
然
的
一
側
面
で
あ
る
と
い
う
点
に

あ
り
、
人
間
は
か
れ
ら
の
生
産
力
を
発
展
さ
せ
こ
れ
で
も
っ
て
生
産
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
れ
ら
が
そ
の
な
か
で
生
産
的
に
活
動
し

（
、
）

て
い
る
社
会
的
諸
関
係
を
Ｊ
も
生
産
す
る
の
だ
と
い
う
点
に
あ
る
」
と
。
こ
の
説
明
に
よ
る
と
ど
う
Ｊ
も
意
志
か
ら
独
立
し
た
生
産
関
係
と

い
う
の
は
、
「
人
間
の
物
質
的
活
動
の
必
然
的
な
一
側
面
」
で
あ
る
こ
と
に
あ
る
よ
う
に
思
え
る
が
、
生
産
関
係
が
人
間
の
物
質
的
活
動

の
必
然
的
な
一
側
面
で
あ
る
と
、
何
故
に
意
志
か
ら
独
立
し
た
生
産
関
係
が
可
能
な
の
か
少
し
も
明
ら
か
に
な
ら
な
い
。
そ
も
そ
Ｊ
も
生

産
関
係
は
、
生
産
の
な
か
で
人
間
の
意
識
的
活
動
に
よ
っ
て
再
生
産
さ
れ
る
こ
と
を
、
著
者
た
ち
も
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
著

者
た
ち
の
説
明
自
体
が
成
り
た
た
な
い
。

社
会
的
関
係
に
お
い
て
も
必
然
的
な
閣
抹
は
、
人
間
の
意
識
、
意
志
か
ら
独
立
し
て
い
る
と
い
う
認
識
は
、
全
く
非
実
践
的
唯
物
論
の

見
地
で
あ
っ
て
、
非
主
体
的
な
客
観
主
義
に
導
く
。
そ
れ
は
「
生
産
関
係
の
歴
史
的
に
要
求
さ
れ
た
性
状
は
、
な
に
か
ほ
か
の
諸
要
因
が
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く
わ
わ
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
（
た
と
え
ば
人
間
が
そ
の
生
活
過
程
の
も
ろ
も
ろ
の
連
関
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
）
に
よ
る

（
別
）

の
で
は
な
く
て
、
生
産
力
の
発
展
水
準
に
依
存
す
る
」
と
い
う
よ
う
な
考
え
方
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
生
産
力
の
発
展
水
準
が
人
間
の
目

的
意
繊
的
実
践
の
成
果
で
あ
り
、
生
産
力
の
発
展
水
準
に
照
応
し
た
生
産
関
係
の
締
結
と
い
う
事
態
も
、
例
え
ば
機
械
制
大
工
業
と
い

う
溢
本
主
義
の
特
殊
的
生
産
様
式
に
お
け
る
生
産
関
係
の
締
結
も
、
機
械
の
発
明
に
際
し
て
、
よ
り
多
く
の
剰
余
価
値
の
生
産
を
意
図

す
る
資
本
家
の
目
的
意
識
的
活
動
の
結
果
な
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
無
視
す
る
か
あ
る
い
は
明
確
に
し
え
て
い
な
い
。
従
っ
て
、

必
然
的
で
あ
る
が
故
に
、
一
般
に
人
間
の
意
志
か
ら
独
立
し
た
生
産
関
係
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
は
絶
対
に
不
可

能
な
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
「
生
産
関
係
は
、
哲
学
的
Ⅱ
認
識
論
的
意
味
に
お
い
て
、
ど
ん
な
事
情
の
も
と
で
も
物
質
的
で
あ
り
、

（
理
）

人
間
の
意
識
と
意
志
に
は
依
存
し
な
い
」
と
い
う
マ
ル
ク
ス
の
テ
ー
ゼ
の
解
釈
は
、
著
者
た
ち
が
、
実
践
的
唯
物
論
を
、
一
面
的
な
ニ

ン
ゲ
ル
ス
哲
学
や
レ
ー
ー
ー
ソ
前
期
の
哲
学
と
折
衷
さ
せ
、
マ
ル
ク
ス
の
不
明
瞭
な
公
式
に
形
式
主
義
的
に
拘
泥
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生

ゑ
だ
さ
れ
た
誤
り
の
上
ぬ
り
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

（
５
）
同
上
、
一
五
六
頁
。

（
６
）
同
上
、
一
五
六
頁
。

（
７
）
同
上
、
二
三
○
頁
Ｍ

（
８
）
同
上
、
二
三
一
頁
。

（
９
）
同
上
、
二
三
一
頁
。

（
、
）
同
上
、
二
三
九
頁
。

′■、グ■、'■、′■、

４３２１ 
ﾐーノ、＝'、.'ミーノ

邦
訳
コ
ー
ジ
ソ
グ
資
任
縞
災
『
マ
ル
ク
ス
主
識
哲
学
』
上
下
（
大
月
鱒
店
、
一
九
六
九
年
）
。

同
上
上
巻
、
一
五
二
頁
・

同
上
、
一
五
○
頁
。

同
上
、
一
五
二
頁
。

一
五
六
頁
○

一
五
六
頁
○

二
三
○
頁
以
下
。
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２
マ
ル
ク
〆
欲
望
論
の
ス
タ
ー
，
圭
義
的
讓
Ｉ
ｌ
藤
野
渉
氏
の
蕊
か
ら
独
立
し
た
欲
望
と
い
う
見
解
の
批
判
ｌ

東
ド
イ
ツ
の
マ
ル
ク
ス
主
義
哲
学
に
お
け
る
実
践
的
唯
物
論
の
提
起
は
、
好
ま
し
い
傾
向
で
あ
り
、
こ
の
方
向
こ
そ
ス
タ
ー
リ
ン
主

義
哲
学
を
克
服
す
る
方
向
で
あ
る
。
し
か
し
、
さ
き
の
『
教
科
醤
』
は
、
マ
ル
ク
ス
や
エ
ン
ゲ
ル
ス
、
レ
ー
ー
ー
ン
の
哲
学
的
見
解
を
す

（
、
）
同
上
、
二
七
二
頁
。

▽
、
、

（
犯
）
同
上
、
一
一
七
一
一
一
頁
。
尚
、
あ
る
種
の
生
産
関
係
は
、
観
念
的
で
あ
る
と
い
う
マ
ル
ク
ス
の
見
解
に
つ
い
て
は
、

２０１９１８１７１６１５１４１３ 
～プミーノ、.ノミーノ、二Ｌノ､.ノニゾ

グヘ′へ「へ／■、〆へ戸、戸、Ｆ■、

璽産唾璽
二二乳で二二二二
世当主'ｷ５８瓶
寛貢謬る聰明

（
ｕ
）
同
上
、
二
三
七
’
八
頁
。

⑮
）
た
と
え
ば
「
哲
学
の
根
本
問
題
」
の
あ
つ
か
い
に
つ
い
て
『
教
料
簡
』
は
、
「
意
識
と
物
質
、
思
考
と
存
在
、
繍
神
と
自
然
、
の
関
係
は
ど

う
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
は
、
エ
ソ
ゲ
ル
ス
が
言
っ
て
い
る
よ
う
に
『
す
ぺ
て
の
哲
学
の
最
高
の
問
題
』
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
お
い
て
、
「
こ

の
問
題
が
哲
学
の
な
か
で
も
っ
て
い
る
支
配
的
意
義
は
」
「
人
間
の
実
践
的
活
動
に
さ
い
し
、
…
…
一
方
、
か
れ
の
精
神
、
か
れ
の
諸
観
念
…
…
な

ど
と
、
他
方
、
外
在
的
実
在
、
外
的
物
質
的
世
界
と
の
相
互
関
係
が
、
主
要
問
題
と
し
て
あ
ら
わ
れ
、
そ
し
て
人
間
が
そ
の
生
活
活
動
の
な
か
で
お

こ
な
う
世
界
観
上
の
ど
の
方
向
決
定
も
、
こ
の
問
題
を
ど
う
解
く
か
に
か
か
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
同
上
、
一
五
一
頁
、
と
い
う
風

に
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
ニ
ン
ゲ
ル
ス
と
マ
ル
ク
ス
の
折
衷
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
著
者
た
ち
は
、
マ
ル
ク
ス
に
ウ
ェ
イ
ト
を
お
い
て
い

る
。
と
は
い
え
こ
の
析
衷
的
見
地
は
後
に
み
る
よ
う
に
実
践
的
唯
物
論
の
見
地
を
マ
ル
ク
ス
、
ニ
ン
ゲ
ル
ス
、
レ
ー
ー
ー
ン
な
ど
の
た
て
た
非
実
践

的
な
個
含
の
命
題
に
よ
っ
て
あ
い
ま
い
に
さ
れ
混
乱
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

同
上
、
二
七
○
頁
。

こ
こ
ま
で
は
、
ス
タ
ー
リ
ン
哲
学
に
お
け
る
説
明
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。

『
マ
ル
ク
ス
主
義
哲
学
』
上
巻
、
二
七
三
頁
。

ス
タ
ー
リ
ン
前
掲
樹
、
一
三
五
頁
以
下
を
参
照
。

後
に
ふ
れ
る
。



（
１
）
 

べ
て
正
し
い
』
も
の
と
し
て
い
る
故
に
、
マ
ル
ク
ス
唯
物
論
と
そ
れ
か
ら
背
離
し
た
釦
も
の
と
を
折
衷
し
て
お
り
、
混
乱
に
陥
い
っ
て
い
る
。

わ
が
国
の
い
わ
ゆ
る
正
統
派
マ
ル
ク
ス
主
義
哲
学
者
は
、
最
近
東
ド
イ
ツ
の
マ
ル
ク
ス
主
義
哲
学
へ
の
依
存
を
強
め
て
い
る
が
、
こ
の

こ
と
は
一
面
好
ま
し
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
他
面
で
は
東
ド
イ
ツ
の
哲
学
の
も
つ
教
条
主
義
的
混
乱
か
ら
解
放
さ
れ
な
い
で
い
る
と
い

わ
ざ
る
を
え
な
い
。
さ
き
の
『
教
科
書
』
の
訳
者
の
一
人
で
あ
る
藤
野
渉
氏
の
欲
望
論
は
、
マ
ル
ク
ス
欲
望
論
に
関
心
を
向
け
て
い
る

点
で
肯
定
的
に
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
東
ド
イ
ツ
マ
ル
ク
ス
主
義
の
混
乱
を
も
ろ
に
か
ぶ
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
欲
望
論
を
ス
タ
ー

リ
ン
主
義
的
に
歪
曲
し
て
い
る
の
で
、
断
じ
て
看
過
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
藤
野
氏
の
欲
望
論
は
、
欲
望
を
意
識
か
ら
独
立
さ
せ

、
、

（
２
）
 

て
必
要
と
い
う
概
念
で
と
ら
え
よ
う
と
す
る
釘
も
の
で
あ
り
、
従
来
マ
ル
ク
ス
の
国
の
皀
昏
｛
。
｜
⑫
と
い
う
用
語
を
、
欲
望
と
訳
さ
ず
、
に
必

要
又
は
要
求
と
訳
し
、
混
乱
を
与
え
て
い
る
と
同
時
に
、
欲
望
の
意
味
を
歪
曲
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
わ
た
く
し
は
、
藤
野
氏
の
欲
望
論
を
こ
こ
で
批
判
的
に
考
察
し
て
お
き
た
い
。
藤
野
氏
は
「
マ
ル
ク
ス
主
義
哲
学
と
価
値
の

（
３
）
 

繩
問
題
」
と
い
う
論
文
で
、
「
人
間
の
行
動
を
終
局
的
に
決
定
す
る
の
は
、
そ
の
人
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
ょ
ｈ
／
４
℃
、
そ
の
人
が
ほ
ん
と
う
に

（
４
）
 

”
は
何
を
大
切
に
思
い
何
を
軽
く
見
て
い
る
か
と
い
う
、
人
格
の
根
底
に
あ
る
価
値
意
繊
で
あ
る
」
と
し
、
価
値
意
鐵
函
に
つ
い
て
マ
ル
ク

レ
ー

岬
ス
主
義
的
な
検
討
を
加
え
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
藤
野
氏
は
、
価
値
概
念
の
根
底
的
な
問
題
と
し
て
、
マ
ル
ク
ス
の

珊
儒
巨
匙
三
叩
欲
望
（
氏
に
と
っ
て
は
必
要
・
要
求
）
の
概
念
を
論
じ
る
の
で
あ
る
。

鴎
ま
ず
藤
野
氏
は
、
マ
ル
ク
ス
の
『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
に
お
け
る
欲
望
の
把
握
方
法
を
検
討
し
、
そ
こ
か
ら
自
己
流
の
欲
望

ｑ
巫

識
把
握
の
方
法
を
検
出
す
る
。
と
（
ず
そ
の
仕
方
を
ふ
て
み
よ
う
。

クル
周
知
の
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
は
、
『
碑
ト
イ
ッ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
の
な
か
で
、
人
間
の
「
根
源
的
な
歴
史
的
関
係
の
四
つ
の
契
機
、

マ
（
５
）
 

ｗ
四
つ
の
側
面
」
に
つ
い
て
の
べ
た
。
そ
の
な
か
で
マ
ル
ク
ス
は
、
「
ゑ
た
さ
れ
た
最
初
の
欲
望
貞
口
体
が
、
欲
望
を
撃
た
す
行
動
と
欲
望

１
を
糸
た
す
た
め
に
す
で
に
え
た
要
具
と
が
、
あ
ら
た
な
欲
望
へ
み
ち
び
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
、
「
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
あ
ら
た
な
欲
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望
の
産
出
こ
そ
第
一
次
的
な
歴
史
行
為
で
あ
る
」
と
指
摘
し
、
そ
し
て
、
こ
の
あ
と
に
マ
ル
ク
ス
は
、
「
根
源
的
な
歴
史
的
関
係
の
四（
６
）
 

つ
の
契
機
、
四
つ
の
側
面
を
考
察
し
終
っ
た
今
に
し
て
や
っ
と
、
わ
れ
わ
れ
は
人
間
が
『
意
識
』
を
も
も
っ
て
い
る
こ
と
を
見
い
だ
す
」

（
７
）
 

と
述
べ
た
。
藤
野
氏
は
、
マ
ル
ク
ス
の
こ
の
「
考
察
順
序
に
注
目
」
す
る
。
つ
ま
り
、
藤
野
氏
は
、
マ
ル
ク
ス
が
こ
こ
で
『
意
識
』
か

ペ
デ
ュ
ル
フ
ニ
ス

ら
独
立
の
欲
望
を
論
じ
た
と
確
信
す
る
の
で
あ
る
。
『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
の
欲
望
論
に
つ
い
て
は
、
後
の
続
稿
で
詳
し

く
検
討
す
る
の
で
こ
こ
で
は
い
っ
さ
い
論
じ
な
い
が
、
マ
ル
ク
ス
の
欲
望
把
握
の
方
法
に
つ
い
て
い
え
ば
、
次
の
項
で
ふ
れ
る
よ
う
に
、

、
、

マ
ル
ク
ス
は
、
生
産
の
場
合
と
同
様
の
方
法
で
論
じ
た
の
で
あ
っ
て
、
欲
望
に
つ
い
て
だ
け
特
別
の
考
察
順
序
を
与
え
た
の
で
は
な
い
。

従
っ
て
マ
ル
ク
ス
は
、
生
産
や
欲
望
が
意
識
か
ら
独
立
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
た
の
で
は
な
く
、
人
間
の
現
実
的
生
活
に
つ

い
て
の
諸
表
象
、
諸
観
念
、
い
わ
ば
認
識
的
意
識
が
、
即
自
的
な
、
実
践
的
意
識
を
も
つ
人
間
の
現
実
的
生
活
の
根
本
的
側
面
の
分
析

の
後
に
問
題
に
な
る
、
と
主
張
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

こ
の
こ
と
を
藤
野
氏
も
一
応
は
認
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
も
と
よ
り
、
右
の
四
つ
の
契
機
・
側
面
に
意
識
が
ふ
く
ま
れ
て
い
な
い

（
８
）
 

な
ど
と
い
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
指
摘
す
る
。
し
か
し
氏
は
「
意
識
の
面
か
ら
考
察
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
一
不

す
の
で
あ
る
」
と
し
て
、
「
そ
れ
ゆ
え
、
ペ
デ
ュ
ル
フ
ニ
ス
も
、
わ
れ
わ
れ
は
意
識
の
面
か
ら
で
は
な
く
ｍ
意
識
さ
れ
よ
う
と
さ
れ
ま

（
９
）
 

い
と
客
観
的
に
実
在
し
て
い
る
契
機
・
側
面
と
し
て
考
察
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
わ
れ
わ
れ
は
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、

意
識
の
面
か
ら
考
察
し
な
い
と
い
う
一
」
と
が
、
そ
れ
が
物
的
関
係
で
あ
れ
、
意
識
的
関
係
で
あ
れ
、
あ
る
の
諸
関
係
に
つ
い
て
の
個
人

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

的
な
い
し
は
社
会
的
認
識
的
意
識
に
つ
い
て
問
題
に
し
な
い
、
と
い
う
限
り
で
理
解
し
う
る
し
、
賛
成
も
し
う
る
。
と
芦
」
ろ
が
、
諸
関

係
を
形
成
す
る
意
識
、
す
な
わ
ち
実
践
的
な
意
識
さ
え
問
題
に
し
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
う
し
た
唯
物
論
的
方
法
を
、
マ
ル
ク

ス
的
な
し
の
と
し
て
容
認
す
る
わ
け
に
ゆ
か
な
い
。
実
は
、
藤
野
氏
の
方
法
は
そ
の
点
が
あ
い
ま
い
で
、
，
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
。
し

か
し
氏
の
立
場
は
事
実
上
は
、
後
者
で
あ
る
。
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ペ
デ
ュ
ル
ァ
ュ
ニ

そ
の
点
は
と
Ｊ
い
）
か
く
Ｊ
い
）
藤
野
氏
の
欲
望
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
把
握
の
仕
方
を
ゑ
て
承
よ
う
。
氏
に
よ
れ
ば
、
「
人
間
が
生
き
る

に
必
．
饗
な
Ｊ
も
ろ
、
も
ろ
の
事
物
な
い
し
こ
と
が
ら
は
、
意
識
さ
れ
よ
う
と
さ
れ
ま
い
と
、
い
や
お
う
な
し
の
、
う
む
を
い
わ
せ
ぬ
諸
必
要

と
し
て
、
そ
の
意
味
で
意
識
に
依
存
し
な
い
、
意
識
か
ら
独
立
な
、
客
観
的
な
実
在
で
あ
る
」
、
あ
る
い
は
「
こ
う
し
た
客
観
的
に
実

在
し
て
い
る
不
足
・
欠
如
を
充
た
す
必
要
に
０
も
と
ず
く
人
間
の
要
求
が
ま
さ
に
ペ
デ
ュ
ル
フ
ニ
ス
で
あ
っ
て
、
こ
の
要
求
も
意
識
さ
れ

べ
デ
ュ
ル
フ
ニ
ス

よ
う
と
さ
れ
ま
い
と
客
観
的
に
実
在
す
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
必
要
・
要
求
が
主
観
的
に
意
識
さ
れ
た
刀
も
の
が
欲
望
（
団
の
、
一
の
巳
の
．
１
－

（
Ⅶ
）
 

⑪
叩
冨
ｗ
）
で
あ
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
わ
た
く
し
は
一
つ
の
実
践
的
意
識
で
も
そ
れ
が
自
覚
的
に
意
識
さ
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
認
め
る
。

ペ
デ
ュ
ル
ソ
ロ
浜

そ
の
限
り
で
わ
た
く
し
は
、
欲
望
が
、
「
意
識
さ
れ
よ
う
と
さ
れ
聖
ェ
い
と
」
一
つ
の
実
在
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
、
し
か
し
ペ
デ
ュ
ル

ブ
ニ
ス
は
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
藤
野
氏
の
よ
う
に
「
意
識
に
依
存
し
な
い
、
意
識
か
ら
独
立
な
、
客
観
的
実
在
で
あ
る
」
と
い
え
る
の

だ
ろ
う
か
。
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
誤
解
の
な
い
よ
う
に
も
う
一
度
念
を
お
せ
ば
、
藤
野
氏
は
、
「
意
識
さ
れ
よ
う
と
さ
れ
ま
い
と
」
と

、
、

い
う
時
、
ペ
デ
ュ
ル
プ
ー
ー
ス
を
特
殊
な
実
践
的
意
識
で
な
く
、
「
あ
く
ま
で
人
間
主
体
に
ぞ
く
し
て
実
在
し
て
い
る
」
が
、
物
質
の
よ

（
、
）

う
な
は
っ
き
り
し
た
「
客
観
の
が
わ
に
あ
る
の
で
な
い
」
客
観
的
実
在
と
糸
て
い
る
の
で
あ
る
。
は
っ
き
り
い
え
ば
、
「
主
観
的
意
識

、
、
、
、
、

的
モ
メ
ン
ト
と
し
て
不
可
欠
で
あ
る
」
「
労
働
の
目
的
意
識
性
」
と
違
っ
て
、
ペ
デ
ュ
ル
フ
ー
ー
ス
は
、
「
主
体
に
ぞ
く
し
、
主
体
的
で
あ

（
吃
）

ｈ
／
な
が
ら
、
主
観
的
意
識
か
ら
独
立
な
客
観
的
実
在
的
モ
メ
ン
ト
」
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ペ
デ
ニ
ル
フ
ュ
ス

藤
野
氏
の
見
解
の
記
述
は
明
解
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
が
、
明
ら
か
に
氏
は
欲
望
を
労
働
の
ロ
ロ
的
意
識
の
よ
う
な
実
践
的
意
識
で

は
な
い
、
と
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
要
す
る
に
ペ
デ
ュ
ル
ブ
ニ
ス
は
な
ん
ら
か
の
意
識
、
よ
り
正
確
に
い
え
ば
な
ん
ら
か
の
意
志

で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
藤
野
氏
は
「
ペ
デ
ュ
ル
ブ
ニ
ス
は
…
…
自
然
を
人
間
の
独
特
の
仕
方
で
わ
が
Ｊ
も
の
と
し
よ
う
と

（
皿
）

、
、

す
る
衝
動
（
Ｈ
『
一
の
す
）
で
あ
る
」
と
い
う
東
ド
イ
ツ
哲
学
者
の
概
念
規
定
を
引
用
し
て
衝
動
を
特
殊
な
意
志
と
み
な
い
で
、
あ
く
ま
で
「
意
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ペ
プ
ニ
ル
フ
ニ
ス

（
眠
）

さ
て
本
来
特
殊
な
意
志
で
あ
る
欲
望
が
、
査
議
か
ら
独
立
し
た
り
意
識
に
依
存
し
な
い
で
存
在
し
え
な
い
の
だ
が
、
ど
の
よ
う

に
し
て
存
在
し
え
な
い
か
事
実
を
Ｊ
も
っ
て
批
判
し
よ
う
。
藤
野
氏
は
「
人
間
が
生
き
る
の
に
い
や
お
う
な
し
に
必
要
と
す
る
Ｊ
も
の
、
そ

れ
を
充
た
そ
う
と
す
る
有
無
を
い
わ
せ
ぬ
要
求
」
と
い
う
も
の
が
、
人
間
の
「
主
観
的
意
識
」
か
ら
独
立
に
存
在
し
て
い
る
、
と
い
う
の

だ
が
、
そ
う
し
た
も
の
は
ど
う
し
て
存
在
し
え
る
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
今
人
間
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ
る
食
物
を
と
っ
て
承
よ
う
。

人
間
に
と
っ
て
食
物
は
、
確
か
に
そ
の
必
要
を
意
識
し
よ
う
と
し
ま
い
と
客
観
的
に
存
在
す
る
と
し
よ
う
。
し
か
し
食
物
と
は
何
か
。

食
物
と
は
、
人
間
の
物
質
代
謝
に
必
要
な
対
象
的
自
然
の
観
念
的
表
象
で
は
な
い
の
か
。
木
の
実
と
し
て
の
食
物
は
、
人
間
の
欲
望
の

対
象
と
し
て
は
じ
め
て
食
物
と
し
て
の
意
味
を
も
つ
の
で
あ
り
、
木
の
実
は
原
始
林
の
な
か
で
人
間
の
実
践
的
対
象
と
し
て
存
在
し
て

ペ
デ
ュ
ル
ブ
ニ
メ

（
焔
）

い
な
い
と
す
れ
ば
、
食
物
と
し
て
意
味
を
Ｊ
も
た
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
人
間
の
食
物
へ
の
必
要
・
要
求
と
は
、
人
間
が
、
空
腹
を
感

じ
、
空
腹
を
充
す
た
め
の
食
物
へ
の
特
殊
な
意
志
と
し
て
の
欲
望
で
あ
り
、
し
か
Ｊ
も
そ
れ
は
あ
る
自
然
に
つ
い
て
の
栄
養
が
あ
る
な
し
、

又
は
食
物
と
し
て
有
用
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
前
提
し
た
う
え
で
感
じ
る
特
殊
な
実
践
的
意
志
で
あ
り
、
直
接
に
消
費
す
る
か
生
産
に

よ
っ
て
獲
得
す
る
か
と
い
う
実
践
と
の
関
連
で
し
か
把
握
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
人
間
に
と
っ
て
主
観
的
意
識
及
び
実
践

、
、

か
ら
独
立
し
た
「
い
や
お
う
な
し
の
、
う
む
を
い
わ
せ
ぬ
」
人
間
に
と
っ
て
の
必
要
な
ど
と
い
う
』
い
）
の
は
絶
対
に
存
在
し
な
い
の
で
あ

る
。

（
皿
）

識
か
ら
独
立
に
客
観
的
に
実
在
す
る
主
体
的
要
求
」
で
あ
る
と
糸
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
嵜
趨
識
で
な
い
実
践
的
意
識
を
知
ら
な
い
。

、
、
、
、

藤
野
氏
に
よ
れ
ば
人
間
の
要
求
・
必
要
は
人
間
の
実
践
的
意
識
と
し
て
存
在
す
る
の
で
な
く
、
な
に
か
恵
識
で
な
い
客
観
的
実
在
と
し

存
在
す
る
、
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
わ
た
し
は
、
そ
う
し
た
必
要
・
要
求
と
い
う
も
の
が
現
実
に
ど
の
よ
う
に
存
在
し
て
い
る

の
か
、
藤
野
氏
に
証
明
し
て
も
ら
い
た
い
と
思
う
。
し
か
し
藤
野
氏
は
、
な
ん
ら
そ
う
し
た
実
在
を
具
体
例
で
証
明
し
よ
う
と
し
て
い

の
か
、

な
い
。
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れ
ぱ
、
マ
ル
ク
ス
の
〉

摘
し
た
所
以
で
あ
る
。

藤
野
氏
の
こ
う
し
た
客
観
主
義
的
、
非
実
践
的
唯
物
論
的
見
地
は
、
マ
ル
ク
ス
の
欲
望
論
を
少
し
で
も
具
体
的
に
検
討
し
て
染
れ
ば
、

マ
ル
ク
ス
的
で
な
い
こ
と
は
す
ぐ
明
ら
か
と
な
る
。
た
と
え
ば
、
藤
野
氏
自
身
が
引
用
し
て
い
る
マ
ル
ク
ス
の
言
葉
を
糸
て
ふ
よ
う
。

氏
は
マ
ル
ク
ス
が
弓
資
本
論
』
の
冒
頭
で
商
品
の
使
用
価
値
を
定
義
し
て
、
『
商
品
は
ま
ず
第
一
に
、
一
つ
の
外
的
対
象
、
そ
れ
の
諸

ペ
デ
ュ
ル
ブ
ニ
ブ
七

属
性
に
よ
っ
て
な
ん
ら
か
の
種
類
の
人
間
的
諸
必
要
・
要
求
を
充
た
す
と
こ
ろ
の
物
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
人
間
的
必
要
・
要
求
が
胃
の

（
〃
）

脈
か
ら
生
じ
よ
う
と
空
想
か
ら
生
じ
よ
う
と
、
そ
の
性
質
は
た
ん
ら
こ
と
が
ら
を
変
陰
え
る
も
の
で
は
な
い
』
」
と
述
べ
て
い
る
と
し
て
い

く
デ
ニ
ル
ラ
ニ
ス

ろ
。
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
藤
野
氏
に
い
い
た
い
。
マ
ル
ク
ス
は
、
こ
こ
で
、
欲
望
を
胃
袋
か
ら
生
じ
た
肉
体
的
な
欲
望
で
も
、
空

想
か
ら
生
じ
た
観
念
的
幻
想
的
な
欲
望
で
も
よ
い
と
い
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
。
空
想
か
ら
生
じ
る
観
念
的
欲
望
、
た
と
え
ば
、
こ
の

ペ
デ
ュ
ル
ブ
ニ
メ

砂
は
腹
の
な
か
で
砂
糖
に
変
化
す
る
と
い
う
欺
臓
的
な
有
用
性
を
も
つ
商
品
へ
の
虚
偽
の
欲
望
は
、
ど
う
し
て
意
識
か
ら
独
立
し

（
肥
）

て
い
る
と
い
』
え
る
の
か
。
マ
ル
ク
ス
の
欲
望
と
い
う
用
語
の
使
用
法
に
は
、
藤
野
氏
の
よ
う
な
意
味
な
ど
な
い
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス

ペ
デ
ニ
ル
ブ
ニ
ス

の
労
働
力
価
値
論
の
欲
望
論
を
み
て
も
わ
か
る
。
マ
ル
ク
ス
は
、
『
資
本
論
』
に
お
い
て
「
い
わ
ゆ
る
必
然
的
欲
望
の
範
囲
（
は
）
：
…
・

ア
ソ
シ
プ
リ
ユ
ブ

主
と
し
て
、
自
由
な
労
働
者
の
階
級
が
ど
の
よ
う
な
条
件
の
も
と
で
、
し
た
が
っ
て
ど
の
よ
う
な
習
慣
や
生
活
要
求
を
も
っ
て
形

成
さ
れ
た
か
、
に
よ
っ
て
定
ま
る
」
と
し
、
こ
う
し
た
傾
向
か
ら
「
労
働
力
価
値
規
定
は
、
…
…
あ
る
歴
史
的
な
精
神
的
な
要
素
を
含

（
四
）

、
、
、

ん
で
い
る
」
と
し
た
の
で
あ
る
。
も
し
、
必
然
的
欲
望
が
精
神
的
文
化
的
な
も
の
で
な
く
、
そ
れ
故
、
意
識
に
依
存
し
て
い
な
い
と
す

れ
ば
、
マ
ル
ク
ス
の
労
働
力
価
値
規
定
は
改
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
藤
野
氏
の
欲
望
論
が
、
マ
ル
ク
ス
欲
望
論
の
歪
曲
で
あ
る
と
指

更
に
い
え
ば
、
藤
野
氏
は
、
労
働
を
実
践
的
唯
物
論
の
見
地
か
ら
把
え
て
い
な
が
ら
、
「
労
働
過
程
は
、
使
用
価
値
を
つ
く
る
た
め

ペ
デ
ュ
ル
フ
ニ
メ

（
ｍ
）
 

の
〈
口
目
的
活
動
で
あ
り
、
人
間
の
欲
望
を
満
足
さ
せ
る
た
め
の
自
然
的
な
も
の
の
取
得
」
で
あ
る
こ
と
を
無
視
し
て
い
る
。
マ
ル

ク
ス
は
、
労
働
過
程
に
お
い
て
、
労
働
の
成
果
に
対
す
る
欲
望
を
労
働
の
目
的
意
識
性
の
一
つ
の
内
的
契
機
と
し
て
把
握
し
て
い
る
。
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た
と
え
ば
、
『
グ
ル
ン
ト
リ
ッ
セ
』
に
お
い
て
マ
ル
ク
ス
は
、
「
生
産
が
消
費
の
対
象
を
外
部
か
ら
提
供
す
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
す

ペ
デ
ニ
ル
ブ
ニ
ス
ト
リ
ー
プ
ブ
ペ
プ
ク

（
皿
）

れ
ぱ
、
消
饗
が
生
産
の
対
象
を
、
内
的
な
像
と
し
て
欲
望
と
し
て
、
衝
釛
と
し
て
、
目
的
と
し
て
、
観
念
的
に
措
定
す
る
」
と
指
摘

し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
欲
望
は
Ｙ
観
念
な
の
で
あ
り
、
藤
野
氏
が
規
定
す
る
「
主
観
的
に
意
識
さ
れ
た
目
的
」
と
い
う
「
目
的
の
慨

（
型
）

念
」
と
同
様
に
主
観
的
意
識
と
し
て
の
欲
望
な
の
で
あ
る
。
藤
野
氏
の
意
識
か
ら
独
立
し
た
欲
望
論
は
、
わ
た
く
し
が
こ
れ
ま
で
研
究

し
て
き
た
マ
ル
ク
ス
欲
望
論
の
ど
こ
に
も
存
在
し
な
か
っ
た
と
確
信
を
も
っ
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

そ
も
そ
も
こ
う
し
た
藤
野
氏
の
客
観
主
義
的
、
非
実
践
的
な
方
法
は
、
ど
こ
か
ら
き
て
い
る
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
マ
ル
ク
ス
の

『
経
済
学
批
判
』
の
序
言
に
あ
る
公
式
と
そ
れ
を
ス
タ
ー
リ
ン
主
義
的
、
前
期
レ
ー
ー
ー
ソ
的
に
解
釈
す
る
東
ド
イ
ツ
の
さ
き
の
『
教
科
書
』

の
立
場
と
に
藤
野
氏
が
依
存
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
藤
野
氏
は
、
す
で
に
前
項
で
引
用
し
た
『
批
判
』
序
言
の
公
式
に
つ
い
て
の
東

ド
イ
ツ
の
『
教
科
書
』
の
説
明
を
引
用
し
、
「
こ
れ
だ
け
で
は
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
十
分
な
説
明
に
な
っ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
よ
う
な
気

（
麺
）

も
す
る
」
と
も
ら
し
な
が
ら
も
、
生
産
関
係
が
意
識
や
意
志
に
依
存
し
な
い
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
解
釈
を
支
持
し
て
い
る
。
藤
野
氏

は
、
こ
う
し
た
立
場
か
ら
、
欲
望
を
と
ら
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
物
質
の
哲
学
的
概
念
、
そ
の
具
体
的
な
規
定
で
あ
る
「
人
間
の
自
然

（
割
）

と
の
物
質
代
謝
と
い
う
概
念
」
を
マ
ル
ク
ス
の
実
践
的
唯
物
論
に
則
し
て
理
解
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
事
態
は
逆
で
あ
る
。

藤
野
氏
の
立
場
は
、
わ
れ
わ
れ
が
批
判
し
た
ニ
ソ
ゲ
ル
ス
の
形
而
上
学
的
唯
物
論
の
立
場
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
氏
は
「
私
が
従
来
八
必

要
・
要
求
Ｖ
と
訳
し
て
き
た
国
巴
胃
冒
ｍ
は
意
職
に
依
存
し
な
い
、
意
誠
に
た
い
し
て
根
源
的
・
先
在
的
・
第
一
次
的
な
も
の
と
い

（
濁
）

、
、

う
意
味
で
八
客
観
的
Ｖ
で
あ
る
」
な
ど
と
主
張
す
る
時
、
特
殊
な
意
識
と
し
て
の
欲
望
の
重
要
な
役
割
を
物
質
化
し
て
と
ら
え
て
物
質

の
第
一
次
的
役
割
を
論
証
し
よ
う
と
し
、
完
全
に
マ
ル
ク
ス
の
実
践
的
唯
物
論
の
見
地
か
ら
背
離
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
正
統
派
マ
ル

ク
ス
哲
学
者
の
芝
田
進
午
氏
で
さ
え
「
た
ん
に
一
方
に
自
然
、
物
質
を
、
他
方
に
精
神
、
意
識
を
対
慨
さ
せ
、
そ
の
う
え
で
両
者
の
規

（
蝿
）

定
・
被
規
定
、
先
後
関
係
を
論
ず
る
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
」
と
エ
ソ
ゲ
ル
ス
的
見
地
に
批
判
的
で
あ
り
、
こ
の
十
分
で
な
い
立
場



か
ら
欲
望
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
れ
ば
、
不
十
分
な
欲
望
概
念
を
導
く
の
は
必
至
で
あ
る
。

藤
野
氏
の
欲
望
論
、
意
識
か
ら
独
立
の
必
要
と
い
う
概
念
に
よ
れ
ば
、
労
働
者
の
必
然
的
欲
望
、
た
と
え
ば
労
働
時
間
の
標
準
的
大

き
さ
例
え
ば
あ
る
時
は
一
○
時
間
あ
る
時
は
八
時
間
の
労
働
に
対
す
る
欲
望
は
、
「
い
や
お
う
な
し
の
、
う
む
を
い
わ
せ
ぬ
諸
必
要
と

し
て
、
そ
の
意
味
で
は
意
識
に
依
存
し
な
い
、
意
識
か
ら
独
立
な
、
客
観
的
な
実
存
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ど
う
し
て
八
時

間
労
働
へ
の
労
働
者
の
欲
望
が
う
む
を
い
わ
せ
ぬ
諸
必
要
な
の
か
、
ど
う
し
て
労
働
者
が
一
六
時
間
で
な
く
、
一
○
時
間
し
か
働
き
た

く
な
い
と
い
う
労
働
者
た
ち
の
要
求
が
、
意
識
か
ら
独
立
な
の
か
、
わ
た
く
し
に
は
理
解
で
き
な
い
。
藤
野
氏
の
欲
望
論
は
、
こ
う
し

て
、
客
観
主
義
的
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
諸
要
求
を
人
間
の
意
志
と
し
て
で
な
く
、
絶
対
理
念
主
が
い
の
天
上
の
も
の
と
し
て
措
定
す

べ
ギ
ー
ル
デ

る
限
り
で
、
一
種
の
客
観
的
観
念
論
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
「
主
観
的
に
意
識
さ
れ
た
も
の
が
欲
望
」
で
あ（
野
）

り
、
そ
の
「
欲
望
は
、
意
繊
か
ら
独
立
に
客
観
的
に
実
在
す
る
（
主
体
Ⅱ
人
間
の
）
必
要
・
要
求
の
、
意
識
に
お
け
る
反
映
で
あ
る
」

雛
と
い
う
時
、
こ
こ
で
も
エ
ン
ゲ
ル
ス
流
の
素
朴
な
反
映
論
が
災
い
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
藤
野
氏
の
見
解
は
、
欲
望
の
弾
力
性
や
、
実

砺
践
に
お
け
る
欲
望
の
機
能
、
ひ
い
て
は
、
労
働
者
の
意
識
、
階
級
意
識
の
機
能
を
客
観
主
義
的
に
固
定
化
し
、
宿
命
的
に
と
ら
え
、
－

，
こ

坪
般
に
マ
ル
ク
ス
の
欲
望
論
を
、
ゆ
が
め
、
混
乱
さ
せ
、
そ
の
価
値
を
引
下
げ
る
）
」
と
に
な
っ
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

咽
（
１
）
一
般
に
正
統
派
マ
ル
ク
ス
主
義
者
は
、
マ
ル
ク
ス
、
ニ
ン
ゲ
ル
ス
、
レ
ー
ニ
ン
に
は
、
本
質
的
な
意
見
の
相
違
は
な
い
、
あ
る
い
は
マ
ル
ク

職
ス
、
エ
ソ
ゲ
ル
ス
、
レ
ー
ニ
ン
の
初
期
と
後
期
の
思
想
に
は
本
質
的
違
い
は
な
い
、
と
糸
な
す
の
が
常
で
あ
る
。
正
統
派
マ
ル
ク
ス
主
識
の
面
目

遡
は
、
マ
ル
ク
ス
、
ヱ
ソ
ゲ
ル
ス
、
レ
ー
ニ
ソ
の
見
解
に
つ
い
て
は
絶
対
批
判
し
な
い
こ
と
に
あ
る
。
た
と
え
ば
、
芝
田
進
午
氏
は
、
「
労
働
な
い

ス
し
実
践
を
マ
ル
ク
ス
主
義
哲
学
の
中
軸
（
始
元
で
は
な
い
に
し
て
も
、
）
に
す
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
初
期
の
マ
ル

クル
ク
ス
Ⅱ
ニ
ン
ゲ
ル
ス
、
さ
ら
に
レ
ー
ニ
ン
に
い
た
る
ま
で
一
貫
し
て
い
る
」
「
マ
ル
ク
ス
主
義
に
垢
け
る
自
然
と
人
間
」
前
掲
醤
、
九
八
頁
、
と
主

マ
張
す
る
。
そ
し
て
「
私
見
に
よ
れ
ば
、
マ
ル
ク
ス
な
ら
び
に
エ
ソ
ゲ
ル
ス
の
思
想
を
〃
初
期
〃
と
〃
後
期
〃
に
分
裂
さ
せ
、
対
立
さ
せ
る
こ
と
自

胆
体
が
、
修
正
主
義
的
で
あ
る
と
と
も
に
教
条
主
義
的
で
あ
る
」
同
上
、
一
○
七
頁
、
と
い
う
。
こ
ん
な
奇
妙
な
話
が
ど
こ
に
あ
ろ
う
か
。
マ
ル
ク

ス
の
思
想
が
一
一
○
才
頃
か
ら
六
○
才
に
至
る
ま
で
固
定
不
変
で
あ
る
わ
け
が
な
い
。
彼
ら
の
思
想
を
固
定
不
変
で
あ
る
考
え
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
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（
ｕ
）
同
上
、
一
八
四
頁
。

（
胆
）
藤
野
氏
の
論
文
作
成
の
素
材
を
な
し
て
い
る
マ
ー
ル
ト
ゥ
ヅ
シ
１
は
、
人
間
の
「
活
動
は
、
あ
る
て
い
ど
の
社
会
的
意
識
を
ふ
く
め
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
物
質
的
社
会
的
諸
関
係
は
社
会
的
意
識
か
ら
絶
対
的
に
は
独
立
で
な
い
」
同
上
、
一
九
二
頁
、
と
主
張
し
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。
実

践
的
唯
物
論
の
立
場
に
た
つ
限
り
、
こ
う
し
た
見
解
は
必
然
的
に
で
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。

（
焔
）
感
覚
と
は
唯
物
論
で
は
特
殊
な
意
識
と
解
さ
れ
て
い
る
。
東
ド
イ
ツ
の
前
掲
教
科
密
で
は
「
感
覚
は
認
識
的
模
写
の
股
も
原
基
的
な
形
態
で

あ
る
」
下
巻
、
七
八
二
頁
、
と
書
い
て
あ
る
。
そ
れ
と
も
人
間
が
空
腹
を
感
じ
る
こ
と
は
感
覚
の
作
用
で
は
な
い
と
で
も
い
う
の
だ
ろ
う
か
。

（
Ⅳ
）
藤
野
論
文
、
前
掲
番
、
一
七
七
頁
。

'へ′■、戸、’■､／へ「へ〆、′へ

１５１４１３１２１１１０９８ 
、－’～ノミーノ、.’ミーノミーグ、.’～'

藤同同同Ｉｉｉｊ同同同
野上上上上上上上
「戒、､、、、、、

れ
ぞ
れ
対
立
し
矛
盾
し
あ
っ
て
い
る
理
論
を
整
合
さ
せ
折
衷
さ
せ
る
た
め
に
混
乱
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。

（
２
）
藤
野
氏
の
訳
瞥
で
目
立
っ
た
も
の
で
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
『
法
の
哲
学
』
（
赤
沢
正
敏
氏
と
共
訳
、
も
っ
と
も
こ
の
本
で
は
国
乱
甸
訟
己
の
は
主
と
し

て
欲
求
と
訳
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
）
、
大
月
掛
店
版
の
マ
ル
ク
ス
、
ニ
ソ
ゲ
ル
ス
全
集
第
三
巻
の
『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
（
真
下
信
一
、
竹

内
良
知
三
氏
と
の
共
訳
で
あ
る
か
ら
訳
語
の
統
一
が
で
き
て
い
な
い
の
で
、
余
計
に
わ
ず
ら
わ
し
い
）
が
あ
る
。

（
３
）
前
掲
『
識
座
マ
ル
ク
ス
主
義
哲
学
』
Ｉ
の
所
収
論
文
。

（
４
）
同
上
、
一
四
○
頁
。
も
っ
と
も
こ
う
し
た
主
張
は
、
正
統
派
マ
ル
ク
ス
主
義
哲
学
で
は
通
説
で
は
な
く
、
エ
ソ
ゲ
ル
ス
の
『
プ
イ
ニ
ル
パ
ッ

ハ
論
』
の
見
解
と
も
矛
盾
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
マ
ル
ク
ス
・
エ
ソ
ゲ
ル
ス
全
集
第
二
一
巻
、
三
○
二
－
一
一
一
頁
参
照
。

（
５
）
マ
ル
ク
ス
・
ニ
ソ
ゲ
ル
ス
全
集
第
三
巻
、
二
六
頁
。

（
６
）
こ
の
部
分
は
マ
ル
ク
ス
・
ニ
ソ
ゲ
ル
ス
選
梨
第
一
巻
、
二
五
頁
、
二
七
頁
。
全
集
第
三
巻
、
二
四
頁
。
二
六
頁
。
こ
の
版
の
訳
は
不
適
当
で
あ
る
。

（
７
）
藤
野
論
文
、
前
掲
轡
、
一
七
四
頁
。

一
九
四
’
五
頁
○

一
八
四
頁
。

七七七七
八七七七

瓦図夏瓦
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（
胆
）
藤
野
氏
は
、
マ
ル
ク
ス
が
引
用
文
の
と
こ
ろ
に
注
記
し
て
い
る
バ
ー
ボ
ン
の
文
章
を
検
討
し
て
、
「
精
神
の
『
食
欲
』
と
し
て
の
『
欲
望
』

（
二
風
－
３
．
く
の
『
一
目
鳴
ロ
）
は
、
『
不
足
・
欠
乏
・
必
要
』
（
名
目
【
・
■
＆
回
圦
昌
“
）
を
ふ
く
ん
で
い
る
か
ら
、
こ
れ
を
充
た
そ
う
と
す
る
い
や
お
う
な

し
の
『
要
求
』
を
、
飢
え
と
同
じ
く
自
然
に
生
じ
る
、
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
」
、
（
同
上
、
一
七
八
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

プ
ユ
ム
ワ
ン
ゲ
ソ

ペ
デ
ュ
ル
プ
ニ
メ

フ
ニ
▲

し
か
し
マ
ル
ク
ス
は
、
精
神
の
「
食
欲
」
と
し
て
の
欲
望
と
、
精
神
か
ら
独
立
し
た
客
観
的
な
実
在
と
し
て
の
必
要
と
が
あ
り
、
欲

ワ
ソ
ゲ
ソ
ペ
デ
ュ
ル
プ
ュ
メ

望
は
必
要
を
ふ
く
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
が
言
い
た
い
わ
け
で
は
な
い
。
マ
ル
ク
ス
は
、
商
ロ
、
の
使
用
価
値
を
規
定
す
る
欲
望
は
、
肉
体

的
欲
望
で
も
幻
想
的
な
精
神
的
な
欲
望
で
も
ど
う
で
も
よ
い
．
と
い
う
こ
と
が
い
い
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
マ
ル
ク
ス
が
パ
ー
ポ
ン
を
引

ブ
ニ
公
ラ
ソ
ゲ
ン

用
た
の
は
、
、
ハ
ー
ポ
ソ
が
、
欲
望
は
繍
神
の
食
欲
ゑ
た
い
な
↓
の
で
あ
っ
て
、
肉
体
の
食
欲
と
同
様
に
自
然
な
も
の
で
あ
り
、
大
多
数
の
物

ペ
プ
ニ
ル
プ
■
ス

ペ
デ
ニ
ハ
ブ
ニ
ス

は
、
単
に
肉
体
的
な
欲
望
だ
け
で
な
く
、
自
然
的
な
精
神
の
欲
望
を
充
す
か
ら
価
値
（
本
当
は
使
用
価
値
の
〉
」
と
）
を
も
つ
と
、
マ
ル

ク
ス
の
主
張
と
同
様
の
こ
と
を
い
っ
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
も
バ
ー
ボ
ン
が
、
そ
こ
で
使
用
し
て
い
る
口
２
門
（
マ
ル
ク
ス
は
こ

を
く
ｑ
一
目
開
口
と
訳
し
た
が
）
の
意
味
は
、
明
ら
か
に
縞
神
的
欲
望
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
は
そ
う
し
た
バ
ー
ボ
ン
の
用
語
の
使
用
法
を

認
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
、
マ
ル
ク
ス
は
、
荊
神
的
欲
望
を
と
ら
え
る
場
合
で
も
■
＆
口
悪
：
と
い
う
用
語
を
使
っ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
マ
ル
ク
ス
は
、
『
資
本
論
』
で
「
精
神
的
お
よ
び
社
会
的
欲
望
隔
菖
、
の
『
目
」
“
。
Ｎ
旨
一
の
『
団
＆
写
跳
己
②
」
マ
ル
ク
ス
・
ニ

ン
ゲ
ル
ス
全
集
第
二
一
一
一
巻
ａ
、
三
○
二
頁
、
と
い
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
精
神
的
欲
望
は
、
主
観
的
意
識
で
あ
り
な
が
ら
、
藤
野
氏
の
よ
う
炉
』

ぐ
ｑ
一
回
目
目
又
は
■
伺
一
。
こ
の
と
い
う
用
鵡
が
使
用
さ
れ
て
い
な
い
。
も
っ
と
も
藤
野
氏
は
鞘
神
的
欲
望
も
恵
繊
か
ら
独
立
し
た
容
観
的
爽
在
で
あ

る
と
主
張
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
知
識
へ
の
欲
望
な
ど
も
、
意
識
か
ら
独
立
し
た
客
観
的
実
在
で
あ
る
と
主
張
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

（
、
）
大
月
雷
店
集
版
『
資
本
論
』
ｌ
、
二
二
四
頁
。

『
経
済
学
批
判
要
綱
』
第
一
分
冊
、

藤
野
論
文
、
前
掲
書
、
一
八
七
頁
。

藤
野
論
文
、
前
掲
》

同
上
、
一
九
三
頁
○

同
上
、
一
九
四
頁
○

同
上
、
一
八
六
頁
。

同
上
、

同
上
、

同
上
、

同
上
、

同
上
、
二
四
一
頁
。

九
八
頁
。

頁
０ 
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（
幻
）
同
上
、
一
七
七
瓦
．

３
実
践
的
唯
物
論
の
欲
望
の
把
握
方
法

（
１
）
 

こ
こ
で
わ
た
く
し
は
、
マ
ル
ク
ス
の
実
践
的
唯
物
論
の
基
本
的
見
地
を
ご
く
簡
地
に
ゑ
て
お
き
た
い
。
マ
ル
ク
ス
は
、
い
わ
ゆ
る

「
フ
ォ
イ
ェ
ル
パ
ヅ
〈
に
か
ん
す
る
テ
ー
ゼ
」
に
お
い
て
「
こ
れ
ま
で
の
あ
ら
ゆ
る
唯
物
論
（
フ
ォ
イ
ニ
ル
パ
ッ
〈
の
も
の
を
ふ
く
め

て
）
の
主
要
欠
陥
は
対
象
、
現
実
、
感
性
が
た
だ
客
体
の
、
ま
た
は
観
照
の
形
式
の
も
と
で
の
糸
と
ら
え
ら
れ
て
、
感
情
的
人
間
的
な

（
２
）
 

活
動
ｐ
実
践
と
し
て
主
体
的
に
と
ら
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
場
〈
、
「
そ
れ
ゆ
え
能
動
的
側
面

（
３
）
 

は
、
唯
物
論
的
に
対
立
し
て
抽
象
的
に
観
念
論
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
」
と
も
指
摘
し
て
い
る
。
か
く
し
て
、
マ
ル
ク

ス
の
唯
物
論
は
、
「
対
象
、
現
実
、
感
性
」
を
「
感
情
的
人
間
的
な
活
動
、
実
践
と
し
て
、
主
体
的
に
と
ら
え
」
る
こ
と
で
あ
り
、
ふ
ず

（
４
）
 

か
ら
規
定
し
た
よ
う
に
「
実
践
的
唯
物
論
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
実
践
的
唯
物
論
こ
そ
、
か
つ
て
の
形
而
上
学
的
唯
物
論
が
「
人
間
的
活

動
」
に
つ
い
て
は
「
抽
象
的
に
観
念
論
的
に
展
開
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
に
た
い
し
て
、
「
人
間
的
活
動
そ
の
も
の
を
対
象

デ
オ
リ
ー

的
活
動
と
し
て
」
と
ら
え
、
「
人
間
的
思
惟
に
対
象
的
真
理
が
と
ど
く
か
ど
う
か
の
問
題
は
な
ん
ら
観
想
の
問
題
で
は
な
く
て
、
一
つ

（
５
）
 

の
実
践
的
な
問
題
で
あ
る
」
と
把
握
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
立
場
は
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
よ
う
に
、
物
質
と
意
識
の
第
一
次
性
を
形
而
上

学
的
に
問
う
の
で
は
な
く
て
、
両
者
を
実
践
の
概
念
に
よ
っ
て
統
一
的
に
把
握
す
る
。
そ
れ
は
物
質
も
意
識
も
共
に
根
源
的
で
あ
る
と

い
う
形
而
上
学
的
な
統
一
で
は
な
く
、
物
質
は
意
識
を
も
つ
人
間
の
実
践
的
対
象
と
し
て
把
握
さ
れ
、
物
質
と
意
識
が
一
つ
の
人
間
の

（
６
）
》

実
践
的
過
程
に
お
い
て
弁
証
法
的
な
統
一
に
お
い
て
把
握
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
「
人
間
は
彼
の
思
惟
の
其
理
性
、
す
な
わ

ち
現
実
性
と
力
、
此
岸
性
を
実
践
に
お
い
て
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
で
あ
り
、
「
実
践
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
思
惟
」
が
「
現

（
７
）
 

実
的
か
非
現
実
的
か
の
争
い
は
一
つ
の
純
ス
コ
ラ
的
な
問
題
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
藤
野
氏
の
欲
望
論
は
、
ま
さ
に
実
践
か

、
Ｌ

ら
切
離
し
て
必
要
な
る
も
の
を
実
在
さ
せ
よ
う
と
す
る
純
ス
コ
ラ
的
立
場
で
あ
る
》
」
と
は
疑
問
の
余
地
が
な
い
。

同
上
、
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さ
て
マ
ル
ク
ス
が
使
用
す
る
「
実
践
」
の
概
念
を
示
し
て
お
け
ば
、
坂
本
賢
三
氏
の
規
定
す
る
ご
と
く
「
実
践
は
、
…
…
対
象
的
な

存
在
で
あ
る
人
間
が
、
主
体
的
に
現
実
的
な
対
象
に
働
き
か
け
、
そ
の
働
き
か
け
の
な
か
で
自
己
を
外
化
し
、
対
象
化
す
る
対
象
的
活

（
８
）
 

動
」
で
あ
り
、
「
肉
体
と
精
神
を
も
っ
た
現
実
的
な
人
間
の
現
実
的
な
活
動
」
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

マ
ル
ク
ス
は
、
こ
う
し
た
実
践
的
唯
物
論
の
見
地
を
『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ｒ
』
の
な
か
で
観
念
論
を
批
判
し
つ
つ
具
体
的
に
展

開
し
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
こ
で
の
意
見
を
中
心
に
マ
ル
ク
ス
が
意
識
を
ど
の
よ
う
に
承
て
い
た
か
を
明
ら
か
に
し
、
そ
こ
か
ら

特
殊
な
意
識
と
し
て
の
欲
望
が
実
践
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
把
握
さ
れ
た
か
を
明
ら
か
に
し
て
お
こ
う
。

こ
こ
で
ま
ず
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
マ
ル
ク
ス
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
流
の
史
観
す
な
わ
ち
「
人
間
た
ち
の
関
係
、
彼
ら
の
全
営
為
、

（
９
）
 

彼
ら
の
梗
桔
と
制
限
は
彼
ら
の
意
識
の
産
物
で
あ
る
」
と
承
る
の
で
は
な
く
、
唯
物
論
の
歴
史
把
握
は
、
「
社
会
的
お
よ
び
政
治
的
編
成

と
生
産
と
の
関
連
を
経
験
的
に
、
そ
し
て
ど
ん
な
ご
ま
か
し
も
思
弁
も
な
し
に
示
す
」
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
歴
史
と
い
う
も
の
を

（
、
）

「
特
定
の
諸
個
人
の
生
活
過
程
」
と
し
て
把
麿
え
よ
う
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
し
か
も
そ
の
「
諸
個
人
と
い
っ
て
も
そ
れ
は
自
他
の
表
象

の
な
か
に
現
わ
れ
う
る
よ
う
な
諸
個
人
の
こ
と
で
は
な
く
て
、
現
実
に
存
在
し
て
い
る
よ
う
な
諸
個
人
、
す
な
わ
ち
、
は
た
ら
き
、
物

質
的
に
生
産
し
て
い
る
よ
う
な
諸
個
人
、
し
た
が
っ
て
特
定
の
物
質
的
な
、
そ
し
て
彼
ら
の
盗
意
ミ
ニ
丙
胃
か
ら
は
独
立
な
諸
制
限
、

（
ｕ
）
 

諸
前
提
お
よ
び
諸
条
件
の
も
と
で
活
動
し
て
い
る
よ
う
な
諸
個
人
の
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
マ
ル
ク
ス
は
、
歴
史

と
い
う
も
の
を
現
実
的
な
人
間
の
生
活
過
程
と
し
て
と
ら
え
、
思
弁
的
で
盗
意
的
な
諸
個
人
の
表
象
の
な
か
に
あ
ら
わ
れ
た
個
人
を
問

題
に
し
な
い
、
と
い
っ
て
い
る
。

ｊ
４
６
勺

こ
れ
が
マ
ル
ク
ス
の
歴
史
観
の
基
本
で
あ
っ
て
、
歴
史
と
い
う
も
の
を
、
一
つ
の
。
「
自
然
史
過
程
」
と
象
る
マ
ル
ク
ス
の
歴
史
観
は
、

「
自
然
史
的
過
程
と
は
く
そ
の
過
程
が
意
志
や
意
識
を
も
つ
人
び
と
の
活
動
か
ら
成
り
た
っ
て
い
な
が
ら
、
人
び
と
の
嵜
雲
心
に
依
存

（
哩
）

し
な
い
、
‐
必
然
的
？
合
法
則
的
、
客
観
的
な
過
程
の
こ
と
で
あ
る
」
と
染
る
ス
タ
ー
リ
ン
主
義
的
歴
史
観
で
は
な
い
。
マ
ル
ク
ス
の
い
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い
た
い
の
は
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
思
弁
的
、
盗
意
的
な
意
志
か
ら
独
立
し
た
歴
史
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

更
に
マ
ル
ク
ス
の
歴
史
観
は
、
唯
物
論
的
見
地
に
立
っ
て
、
エ
ソ
ゲ
ル
ス
の
表
現
で
い
え
ば
、
「
歴
史
に
お
け
る
究
極
の
決
定
的
要

（
田
）

因
は
現
実
的
生
活
の
生
産
お
よ
び
再
生
産
で
あ
る
」
と
承
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
生
産
と
い
う
実
践
の
概
念
の
な
か
に
、
「
実
践

（
ｕ
）
 

的
な
意
識
」
で
あ
る
生
産
に
必
要
な
一
百
巍
關
や
、
生
産
的
な
意
識
が
包
摂
さ
れ
て
、
意
識
の
歴
史
に
お
け
る
規
定
的
役
割
が
、
物
質
と
の

弁
証
法
的
関
連
で
明
確
に
位
腫
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
生
産
、
労
働
の
栂
造
を
分
析
す
れ
ば
容
易
に
理
解
し
う
る
の
で
、

（
脂
）

こ
こ
で
は
あ
え
て
ふ
れ
な
い
。

更
に
い
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、
経
済
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
意
識
と
の
関
連
に
つ
い
て
も
ふ
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え

ば
、
マ
ル
ク
ス
は
、
『
グ
ル
ソ
ト
リ
ッ
セ
』
に
お
い
て
、
商
品
の
価
格
は
、
「
商
品
の
貨
幣
へ
の
観
念
的
な
転
化
」
で
あ
る
と
糸
、
「
本

源
的
に
貨
幣
が
交
換
価
値
を
表
わ
す
な
ら
ば
、
い
ま
や
、
商
品
は
、
価
格
と
し
て
観
念
的
に
措
定
さ
れ
、
頭
の
な
か
で
実
現
さ
れ
た
交

（
応
）

換
価
値
と
し
て
、
貨
幣
の
一
定
額
を
、
つ
ま
り
一
定
比
率
で
の
貨
幣
を
表
わ
し
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
の
こ
う
し
た

見
地
は
、
一
般
的
に
生
産
諸
関
係
は
意
志
、
意
識
か
ら
独
立
し
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
、
生
産
諸
関
係
自
体
の
な
か
に
は
、
価
格
の
よ

う
に
直
接
客
観
的
な
社
会
関
係
が
観
念
的
に
の
ゑ
機
能
す
る
こ
と
を
認
め
る
の
で
あ
る
。
生
産
諸
関
係
の
な
か
に
は
、
一
義
的
に
客
観

的
な
物
質
的
諸
関
係
だ
け
で
な
く
、
観
念
的
な
側
面
も
一
定
の
役
割
を
果
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

意
識
が
実
践
的
意
識
と
し
て
実
践
の
概
念
に
包
摂
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
特
殊
な
意
識
で
あ
る
欲
望
も
同
様
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス

は
、
『
経
済
学
・
哲
学
手
稿
』
の
な
か
で
、
「
対
象
的
世
界
の
実
践
的
な
産
出
、
非
有
機
的
自
然
の
加
工
は
、
人
間
が
意
識
し
て
い
る
類
的

（
Ⅳ
）
 

存
在
で
あ
る
こ
と
の
確
証
で
あ
る
」
と
い
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
生
産
と
は
目
的
意
識
的
な
活
動
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し

て
そ
の
場
合
マ
ル
ク
ス
は
、
「
動
物
は
た
ん
に
直
接
的
な
肉
体
的
欲
求
に
支
配
さ
れ
て
生
産
す
る
だ
け
で
あ
る
が
」
、
「
人
間
そ
の
も
の

（
肥
）

は
肉
体
的
欲
求
か
ら
自
由
に
生
産
し
、
し
か
も
肉
体
的
欲
求
か
ら
の
自
由
の
な
か
で
は
じ
め
て
真
に
生
産
す
る
」
と
指
摘
す
る
。
わ
た
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（
四
）

く
し
は
マ
ル
ク
ス
が
、
人
間
は
「
美
の
諸
法
則
に
し
た
が
っ
て
Ｊ
も
形
づ
く
る
」
と
い
っ
て
い
る
の
を
精
神
的
欲
求
（
欲
望
）
に
従
っ
て

も
生
産
す
る
と
解
す
る
の
だ
が
、
肉
体
的
欲
求
に
精
神
的
欲
求
が
プ
ラ
ス
さ
れ
て
、
人
間
の
欲
望
は
は
じ
め
て
動
物
的
欲
求
と
異
な
っ
た

人
間
の
欲
望
と
な
る
。
か
く
し
て
人
間
の
単
純
で
あ
ら
ゆ
る
社
会
に
一
般
的
な
も
の
と
し
て
の
「
労
働
過
程
は
、
使
用
価
値
を
つ
く
る

（
釦
）

た
め
の
合
口
口
的
的
活
動
で
あ
り
、
人
間
の
欲
望
を
満
足
さ
せ
る
た
め
の
自
然
的
な
』
も
の
の
取
得
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
労
働

は
、
人
間
が
実
存
し
て
ゆ
く
た
め
に
自
然
へ
の
欲
望
を
充
足
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
る
と
同
時
に
、
人
間
の
木
哲
的
行
為
と
し
て
そ
れ

自
身
欲
望
の
対
象
で
も
あ
る
。
こ
こ
に
労
働
あ
る
い
は
生
産
へ
の
欲
望
が
成
立
す
る
。
マ
ル
ク
ス
が
『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
の

（
皿
）

な
か
の
傍
注
で
「
ヘ
ー
ゲ
ル
。
．
．
…
・
人
間
的
身
体
。
欲
望
。
労
働
。
」
と
メ
モ
し
て
い
る
の
は
、
欲
望
が
人
間
と
自
然
と
を
統
一
す
る

媒
介
環
で
あ
る
と
ふ
な
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
マ
ル
ク
ス
の
い
わ
ゆ
る
『
紐
済
学
批
判
序
説
』
の
な

（
理
）

か
の
欲
望
論
を
ふ
れ
ば
叩
如
ら
か
で
あ
る
。

さ
て
、
最
後
に
実
践
的
唯
物
論
の
見
地
に
立
っ
て
欲
望
の
概
念
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
わ
た
く
し
は
か
つ
て
、
欲

望
論
の
論
文
で
「
人
間
の
欲
望
と
は
、
櫛
単
に
い
え
ば
、
人
間
の
実
存
で
あ
る
生
活
過
程
に
お
け
る
人
間
の
生
命
・
身
体
の
維
持
と
掌

（
卿
）

楽
の
た
め
の
意
志
と
実
践
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
述
べ
た
。
し
か
し
こ
の
概
念
規
定
は
二
重
の
誤
り
を
含
ん
で
い
る
こ
と

を
自
己
批
判
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
一
に
、
欲
望
を
意
志
と
し
て
一
貫
し
て
と
ら
え
ず
に
、
欲
望
の
充
足
す
な
わ
ち
実
践
そ
の
も

の
を
も
欲
望
と
し
て
、
と
ら
え
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
明
ら
か
に
欲
望
は
特
殊
な
意
識
、
よ
り
正
確
に
い
え
ば
特
殊
な
実
践
的
意
識

（
別
）

、
ｂ

で
あ
る
と
限
定
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
欲
望
の
充
足
は
、
欲
望
と
い
う
特
殊
な
意
志
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
る
実
践
そ
の
も
の
で
あ
り
、
欲

望
の
実
現
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
欲
望
の
対
象
化
さ
れ
た
別
個
の
実
践
的
行
為
で
あ
る
。
た
と
え
ば
消
費
へ
の
欲
望
、
生
産
へ
の
欲
望
、

芸
術
へ
の
慾
望
は
、
そ
れ
ぞ
れ
充
足
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
消
慨
、
生
産
、
芸
術
そ
の
も
の
、
人
間
の
実
践
活
動
そ
の
も
の
に
転
化
す

る
。
第
二
の
誤
り
は
、
欲
望
を
人
間
の
生
活
過
程
に
お
け
る
人
間
の
生
命
・
身
体
の
維
持
と
享
楽
の
た
め
の
審
鵠
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
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人
間
の
精
神
生
活
の
維
持
と
享
楽
の
た
め
の
意
志
で
も
あ
る
と
明
確
に
し
な
か
っ
た
点
で
あ
る
。
論
文
の
な
か
で
は
、
確
か
に
精
神
的

欲
望
に
つ
い
て
論
じ
た
が
、
欲
望
が
け
っ
し
て
人
間
の
物
質
的
生
活
過
程
仁
の
糸
係
わ
る
概
念
で
は
な
い
点
が
明
確
に
さ
れ
な
か
っ
た
。

（
密
）

こ
う
し
た
反
省
を
し
た
う
陰
え
で
、
実
践
的
唯
物
論
の
見
地
か
ら
欲
望
に
つ
い
て
の
概
念
規
定
を
よ
り
一
般
的
に
し
て
染
よ
う
。
欲
望

と
は
、
人
間
の
物
質
的
、
精
神
的
実
践
を
推
進
す
る
人
間
の
特
殊
な
実
践
的
意
識
Ⅱ
懲
志
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
欲
望

が
自
覚
的
に
な
る
形
態
が
意
欲
で
あ
る
。
欲
望
の
木
質
は
、
人
間
の
物
質
的
、
綱
神
的
実
践
を
推
進
す
る
根
源
的
な
衝
動
で
あ
り
、
実

践
的
意
識
の
原
基
形
態
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
と
い
え
よ
う
ｐ
こ
の
実
践
的
意
識
の
原
基
形
態
た
る
欲
望
が
、
実
践
の
意
志
、
目

的
意
識
へ
と
発
展
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
践
が
目
的
意
識
的
に
完
遂
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
人
間
は
、

空
腹
に
な
れ
ば
、
な
ん
ら
か
の
食
物
へ
の
欲
望
を
感
じ
、
食
物
が
そ
ば
に
あ
れ
ば
、
食
欲
が
人
間
を
し
て
食
物
を
と
っ
て
食
う
（
梢
聾

す
る
〕
実
践
を
行
わ
せ
る
。
こ
こ
で
は
食
欲
と
い
う
実
践
的
意
識
の
原
基
形
態
が
、
食
物
を
食
う
意
志
に
発
展
し
、
そ
の
意
志
が
ま
た

（
躯
）

た
ま
で
食
べ
る
か
、
に
て
食
べ
る
か
と
い
う
目
的
意
識
に
発
展
し
、
具
体
的
に
食
物
の
消
費
と
い
う
実
践
を
実
現
さ
せ
る
。

つ
い
で
に
マ
ル
ク
ス
の
欲
望
に
つ
い
て
の
概
念
的
把
握
を
染
て
お
こ
う
。
マ
ル
ク
ス
は
、
欲
望
に
つ
い
て
の
概
念
規
定
を
与
え
て
い

な
い
が
、
次
の
見
解
の
な
か
で
、
マ
ル
ク
ス
は
欲
望
の
概
念
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
み
て
い
た
か
が
わ
か
る
。
マ
ル
ク
ス
は
、
欲
望
に

つ
い
て
生
産
一
般
の
な
か
で
論
じ
た
い
わ
ゆ
る
『
経
済
学
批
判
序
説
』
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
「
消
費
は
新
し
い
生

グ
ル
ソ
ト

塵
の
欲
望
を
創
造
し
、
こ
う
し
て
生
産
の
前
提
で
あ
る
、
生
産
の
観
念
的
な
内
部
か
ら
推
進
す
る
根
拠
を
創
造
す
る
か
ら
、
消
澱
は
生

産
の
衝
動
を
創
造
す
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
生
産
で
は
目
的
を
規
定
す
る
も
の
と
し
て
作
用
す
る
鋲
う
な
対
象
を
も
創
造
す
る
。
だ
か
ら
、

生
産
が
消
饗
の
対
象
を
外
部
か
ら
提
供
す
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
消
費
が
生
産
の
対
象
を
、
内
的
な
像
と
し
て
、
欲

望
と
し
て
、
～
衝
動
と
し
て
目
的
と
し
て
、
観
念
的
に
措
定
す
る
こ
と
も
同
様
に
明
ら
か
で
あ
る
。
消
慨
は
、
な
お
ま
だ
主
観
的
な
形
態
に

（
幻
）
．
．

あ
る
生
産
の
対
象
左
創
造
す
る
。
欲
望
が
な
け
れ
ば
生
産
も
な
い
。
し
か
し
、
消
費
は
欲
望
左
再
生
産
す
る
の
で
あ
る
」
と
。
因
象
に
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こ
こ
で
欲
望
と
は
す
べ
て
臣
＆
艮
鳥
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
で
マ
ル
ク
ス
は
、
「
生
産
の
欲
望
」
は
、
「
生
産
の
前
提
」
で
あ
り
、
「
生
産
の
衝
動
」
で
あ
り
、
「
生
産
の
観
念
的
な
内
部
か
ら

推
進
す
る
根
拠
」
で
あ
り
、
「
主
観
的
な
形
態
に
あ
る
生
産
」
で
あ
る
、
と
ふ
て
い
る
。
こ
う
し
た
見
地
を
一
般
化
す
れ
ば
、
マ
ル
ク

ス
は
、
欲
望
を
、
実
践
の
観
念
的
な
推
進
力
、
衝
動
、
一
般
的
目
的
で
あ
り
へ
実
践
の
不
可
欠
の
前
提
で
あ
り
、
実
践
の
観
念
的
な
内
的

契
機
で
あ
る
と
ゑ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
う
し
た
欲
望
に
つ
い
て
の
概
念
規
定
は
、
藤
野
氏
の
引
用
す
る
東
ド
イ
ツ
の
『
哲
学
辞

典
』
の
概
念
規
定
と
も
だ
い
た
い
一
致
す
る
。
『
哲
学
辞
典
』
に
お
い
て
「
厚
含
【
｛
。
－
ｍ
は
、
一
般
的
に
は
、
あ
る
存
在
者
の
生
存
維
持

に
必
要
・
必
然
な
も
の
で
あ
り
、
狭
い
意
味
で
は
、
社
会
の
物
質
的
お
よ
び
精
神
的
な
も
ろ
も
ろ
の
善
い
も
の
を
わ
が
も
の
と
す
る
遮

得
（
消
費
、
享
受
な
ど
）
に
向
け
ら
れ
た
（
な
い
し
は
、
社
会
の
社
会
的
お
よ
び
精
神
的
な
も
ろ
も
ろ
の
狸
得
物
へ
の
関
与
に
向
け
ら

れ
た
）
人
間
の
ぐ
①
『
嵐
愚
図
欲
求
」
で
あ
り
、
「
一
定
の
意
志
動
機
を
生
じ
、
か
く
し
て
人
間
が
自
然
と
社
会
を
支
配
し
よ
う
と
す
る

・
ア
ゾ
ト
リ
ー
ナ

（
麹
）

活
動
．
（
労
働
）
に
た
い
す
る
韮
礎
的
主
体
的
な
起
動
力
を
あ
ら
わ
す
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
い
こ
う
し
た
欲
望
の
実
践
的
唯
物
論
に
よ
る

概
念
規
定
は
、
お
よ
そ
藤
野
氏
の
客
観
主
義
的
な
、
そ
れ
故
観
念
的
な
も
の
と
異
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
今
や
全
く
明
ら
か
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
実
践
の
観
念
的
な
起
動
力
で
あ
る
欲
望
が
、
わ
れ
わ
れ
の
あ
ら
ゆ
る
実
践
的
世
界
に
お
い
て
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う

な
機
能
を
果
す
か
を
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
こ
れ
ま
で
の
マ
ル
ク
ス
主
義
は
、
科
学
的
に
も
哲
学
的
に
も
ま
だ
八
欲
望
ｖ
論

（
羽
）

を
十
全
な
体
系
と
し
て
定
立
し
陰
尤
て
い
な
い
」
の
で
あ
っ
て
、
本
稿
は
そ
の
た
め
の
試
論
で
あ
る
。

（
１
）
マ
ル
ク
ス
の
実
践
的
唯
物
論
に
つ
い
て
こ
こ
で
、
深
く
立
入
れ
な
い
の
で
次
の
も
の
を
参
照
さ
れ
た
い
。
竹
内
艮
知
『
マ
ル
ク
ス
主
義
の
哲

学
と
人
間
』
（
盛
田
書
店
）
、
前
掲
『
講
座
マ
ル
ク
ス
主
義
』
１
の
関
係
論
文
、
更
に
グ
ラ
ム
シ
の
哲
学
。

（
２
）
マ
ル
ク
ス
・
ニ
ソ
ゲ
ル
ス
全
集
第
三
巻
愈
三
頁
。

（
３
）
同
上
、

（
４
）
同
上
、

三
頁
。

三
八
頁
。
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（
旧
）
同
上
、
九
六
頁
。

（
⑲
）
同
上
、
九
七
頁
。

（
ｕ
）
同
上
、
二
一
頁
。
尚
、
木
簡
の
訳
者
で
あ
る
真
下
信
一
氏
は
言
一
一
一
百
『
窓
愈
を
あ
え
て
意
志
と
訳
し
、
あ
た
か
も
人
間
は
生
産
過
程
に
お

い
て
意
志
一
般
か
ら
独
立
な
諸
条
件
の
も
と
で
働
い
て
い
る
の
よ
う
な
一
一
ユ
ア
ソ
ス
を
訳
出
し
て
い
る
。
因
柔
に
大
月
譜
店
版
の
選
集
第
一
巻
二

一
頁
で
は
窓
意
と
訳
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
。

（
皿
）
ソ
連
ア
カ
デ
ミ
ー
『
哲
学
教
程
』
第
三
分
冊
、
五
九
○
頁
。

⑮
）
マ
ル
ク
ス
・
ニ
ソ
ゲ
ル
ス
週
巣
第
一
五
巻
、
五
二
七
頁
。
『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
の
な
か
で
は
、
「
こ
の
歴
史
観
の
基
本
は
、
現
実
的

生
活
過
程
を
、
そ
れ
も
直
接
的
生
活
の
物
質
的
生
産
か
ら
出
発
し
な
が
ら
、
展
開
し
、
こ
の
生
産
様
式
と
の
つ
な
が
り
そ
れ
に
よ
っ
て
産
出
さ
れ

た
交
通
形
態
、
す
な
わ
ち
、
さ
ま
ざ
ま
な
段
階
に
お
け
る
市
民
社
会
を
全
歴
史
の
基
礎
と
し
て
つ
か
み
、
そ
し
て
そ
れ
を
そ
の
国
家
と
し
て
の
行

動
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
て
み
せ
る
…
…
」
云
☆
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
全
集
第
三
巻
、
三
一
一
一
頁
。

（
皿
）
マ
ル
ク
ス
・
ニ
ン
ゲ
ル
ス
全
集
節
三
巻
、
二
六
頁
・

（
週
）
こ
の
点
の
簡
単
な
分
析
は
、
拙
著
『
賃
労
働
原
論
』
、
五
九
頁
以
下
参
照
。

（
蛆
）
前
掲
『
要
綱
』
第
一
分
冊
、
一
二
、
一
一
○
頁
。

（
Ⅳ
）
『
経
済
学
・
哲
学
草
筋
』
（
岩
波
文
卵
版
）
、
九
六
頁
。

（
、
）
同
上
、
二
一
頁
。

（
６
）
坂
本
賢
三
氏
は
二
ル
ク
ス
は
、
物
質
と
精
神
と
を
ま
ず
形
而
上
学
的
に
分
離
し
て
お
い
て
、
そ
の
う
え
で
ど
ち
ら
を
先
に
す
る
と
か
、
両

者
の
関
係
を
問
題
に
す
る
と
い
う
態
度
を
と
ら
な
い
。
マ
ル
ク
ス
が
原
理
と
し
て
根
底
に
置
く
も
の
は
、
実
体
で
は
な
く
て
過
程
で
あ
る
。
そ
れ

も
繍
神
か
ら
切
離
さ
れ
た
物
質
の
過
程
や
、
物
質
の
な
い
意
識
や
思
惟
の
梁
の
過
程
で
は
な
く
て
、
主
体
的
な
、
し
か
も
対
象
的
な
過
程
で
あ
る
。

プ
ワ
ク
ケ
ス

主
体
的
で
か
つ
対
象
的
な
過
程
と
は
、
へ
実
践
ｖ
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
前
掲
『
鯛
座
マ
ル
ク
ス
主
義
』
Ｉ
、
一
一
一
一
五
’
六
頁
。

（
７
）
マ
ル
ク
ス
・
ニ
ン
ゲ
ル
ス
全
集
第
三
巻
、
三
頁
○

（
８
）
坂
本
論
文
、
前
掲
漕
、
二
三
六
頁
。

（
９
）
マ
ル
ク
ス
・
エ
ソ
ゲ
ル
ス
全
集
第
三
巻
、
一
六
頁
。

'■、〆■、

６５ 
，－’出＝

同
上
、
三
頁
。
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わ
た
く
し
は
、
こ
れ
ま
で
マ
ル
ク
ス
の
欲
望
論
の
問
題
点
を
指
摘
し
、
更
に
マ
ル
ク
ス
欲
望
論
の
無
視
な
い
し
軽
視
の
哲
学
的
根
拠

を
明
ら
か
に
し
、
欲
望
が
実
践
の
内
的
な
衝
動
で
あ
り
、
起
動
力
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
以
上
の
点
か
ら
わ
た

く
し
は
、
マ
ル
ク
ス
の
欲
望
論
を
全
面
的
に
検
討
す
る
必
要
を
充
分
に
明
ら
か
に
し
え
た
と
確
信
す
る
。
か
く
し
て
、
わ
た
く
し
は
、

こ
こ
で
マ
ル
ク
ス
の
欲
望
論
に
つ
い
て
の
研
究
課
題
を
ご
く
一
般
的
に
提
出
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
ま
た
、
わ
た
く
し
自
身
が
こ
れ

か
ら
マ
ル
ク
ス
欲
望
論
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
と
す
る
研
究
題
目
で
も
あ
る
。

第
三
節
マ
ル
ク
ス
欲
望
論
の
研
究
課
題

（
別
）
全
集
版
『
資
本
論
』
Ｉ
、
二
四
一
頁
。

（
、
）
マ
ル
ク
ス
・
ニ
ン
ゲ
ル
ス
全
集
第
三
巻
、
二
四
頁
。

（
皿
）
こ
の
点
は
統
稲
で
詳
論
さ
れ
る
が
、
簡
単
に
は
拙
稿
「
労
働
者
の
欲
望
理
論
」
『
賃
労
働
理
論
の
根
本
問
題
』
所
収
、
を
参
照
。

（
羽
）
前
掲
拙
稲
、
『
現
代
の
理
論
』
一
九
六
七
年
六
月
号
、
一
○
八
頁
。

風
）
原
光
雄
氏
は
、
「
『
意
識
』
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
種
類
の
も
の
が
包
括
さ
れ
て
い
る
」
と
し
、
「
意
識
に
は
、
感
覚
か
ら
の
抽
象
程
度
に
よ
っ
て
、

感
覚
、
知
覚
、
表
象
、
概
念
な
の
ど
の
種
類
が
あ
り
」
、
「
意
織
は
ま
た
、
そ
の
当
面
す
る
目
標
に
よ
っ
て
、
対
象
の
認
繊
を
主
目
的
と
す
る
認
識

的
意
繊
と
、
主
体
の
実
践
行
動
の
指
令
を
主
目
的
と
す
る
実
践
的
愈
紬
と
に
分
か
っ
こ
と
が
で
き
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
実
践
的
意

識
は
、
意
欲
、
意
志
、
目
的
意
識
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
を
包
括
す
る
」
と
い
っ
て
い
る
。
『
唯
物
史
観
の
原
理
』
、
一
二
二
’
一
一
一
頁
・
原
氏

は
意
欲
と
欲
望
と
の
区
別
を
明
確
に
し
な
い
で
、
ほ
ぼ
同
視
し
て
い
る
。
同
上
、
一
四
七
頁
。

（
配
）
こ
の
論
文
は
、
こ
の
点
が
訂
正
さ
れ
て
『
賃
労
働
理
論
の
根
本
問
題
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
配
）
更
に
こ
の
場
合
、
ど
の
よ
う
に
食
べ
る
か
と
い
う
消
費
方
法
へ
の
欲
望
が
形
成
さ
れ
る
。

（
”
）
『
経
済
学
批
判
要
綱
』
第
一
分
冊
、
一
三
頁
。

（
調
）
藤
野
論
文
、
前
掲
書
、
一
八
○
頁
。

（
羽
）
沖
浦
論
文
、
前
掲
『
講
座
マ
ル
ク
ス
主
義
』
ｌ
、
二
五
頁
。
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マ
ル
ク
ス
の
欲
望
論
は
、
時
期
的
に
区
分
す
れ
ば
初
期
二
八
四
四
年
か
ら
一
八
四
八
年
頃
）
の
も
の
と
、
マ
ル
ク
ス
政
治
経
済
学

の
確
立
過
程
期
（
一
八
五
九
年
か
ら
『
資
本
論
』
の
執
筆
に
い
た
る
）
の
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
現
象
的
に
染
る
な

ら
ば
、
欲
望
に
つ
い
て
の
マ
ル
ク
ス
の
言
及
は
、
時
代
が
早
い
程
多
く
、
頻
繁
で
あ
る
。
ま
た
マ
ル
ク
ス
の
欲
望
論
は
内
容
的
に
分
け

れ
ば
、
史
的
唯
物
論
と
政
治
経
済
学
、
更
に
共
産
主
義
論
と
の
関
連
に
お
い
て
三
つ
に
大
別
で
き
る
。

と
こ
ろ
で
、
わ
た
く
し
は
、
マ
ル
ク
ス
の
欲
望
論
を
、
歴
史
的
に
か
つ
分
野
別
に
立
体
的
に
考
察
し
た
い
と
考
え
る
。
周
知
の
よ
う

に
、
初
期
の
マ
ル
ク
ス
は
い
わ
ゆ
る
『
経
済
学
・
哲
学
手
稿
』
に
お
い
て
、
か
な
り
立
入
っ
て
欲
望
の
問
題
を
論
じ
て
い
る
。
し
か
も

こ
れ
に
限
ら
ず
、
初
期
に
は
、
『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
に
お
い
て
も
、
『
哲
学
の
貧
困
罠
『
賃
労
働
と
資
本
』
に
お
い
て
も
欲
望

が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
初
期
マ
ル
ク
ス
の
欲
望
論
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
、
そ
し
て
そ
れ
が
い
か
に
評
価
さ
れ
る
ぺ

き
か
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
マ
ル
ク
ス
の
欲
望
論
は
、
マ
ル
ク
ス
以
前
の
欲
望
論
を
ど
の
よ
う
に
継
承
し
、
止
揚
し
よ
う
と
し
た
か
、
と
い
う
面
か
ら
も

論
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
の
検
討
な
し
に
恐
ら
く
マ
ル
ク
ス
欲
望
論
は
正
し
く
把
握
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
マ

ル
ク
ス
以
前
の
哲
学
お
よ
び
経
済
学
に
お
い
て
は
、
欲
望
が
ぎ
わ
め
て
重
要
な
論
点
を
な
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
古
典
経
済
学
の
創
始
者
た
る
「
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
の
啓
蒙
主
竣
者
達
は
、
そ
の
自
然
的
な
人
間
の
本
性
を
、
ど
こ

（
１
）
’
 

ま
で
も
感
覚
を
も
て
る
、
感
性
的
な
物
質
的
な
欲
望
や
利
害
の
主
体
と
し
て
唯
物
論
的
に
と
ら
』
え
」
て
い
る
。
あ
る
い
は
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、

（
２
）
「

若
い
時
か
ら
経
済
学
を
研
究
し
、
’
市
民
社
会
の
基
底
を
「
欲
望
の
体
系
」
と
し
て
と
ら
陰
え
て
い
る
。
あ
る
い
は
ま
た
ヘ
ー
ゲ
ル
が
依
拠

し
た
ス
ミ
ス
の
経
済
学
は
、
こ
れ
ま
で
の
見
解
で
あ
る
「
単
な
る
欲
望
の
主
体
と
し
て
の
人
間
を
、
同
時
に
労
働
す
る
生
産
の
主
体
と

（
３
）
 

し
て
と
ら
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
プ
ル
ジ
日
ア
社
会
の
核
心
を
と
り
だ
す
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
」
。
ス
ミ
ス
の
歴
史
把
握
に
は
、

「
ホ
ッ
プ
ス
の
よ
う
な
自
己
の
欲
望
満
足
の
た
め
に
動
く
人
間
」
は
な
い
が
、
「
ロ
ッ
ク
が
『
人
間
性
格
論
』
で
描
い
て
い
る
よ
う
な
、
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弟
三
の
欲
望
論
は
、
マ
ル
ク
ス
の
共
産
主
義
論
と
の
関
連
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
欲
望
論
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
初
期
マ
ル
ク
ス
の
共

産
主
義
と
欲
望
と
の
関
連
が
充
分
仁
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

今
日
わ
れ
わ
れ
は
、
マ
ル
ク
ス
の
政
治
経
済
学
に
お
い
て
問
題
に
な
ら
な
か
っ
た
欲
望
の
具
体
的
な
問
題
に
ぶ
つ
か
っ
て
い
る
。
た

と
え
ば
『
欲
望
の
時
代
』
と
い
わ
れ
て
い
る
今
日
的
状
況
に
お
い
て
、
広
告
宣
伝
に
よ
る
欲
望
の
創
出
、
恐
慌
回
避
策
、
景
気
刺
戟
策

な
ど
に
よ
る
欲
望
の
創
出
、
拡
大
な
ど
が
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
き
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
い
え
ば
、
マ
ー
シ
ャ
ル
、
ケ
イ
ン
ズ

な
ど
近
代
経
済
学
派
に
よ
る
欲
望
に
つ
い
て
の
現
代
的
研
究
が
批
判
的
に
検
討
さ
れ
、
マ
ル
ク
ス
の
政
治
経
済
理
論
を
発
展
さ
せ
る
な

（
４
）
 

自
己
抑
制
に
よ
っ
て
自
己
の
欲
望
を
調
和
さ
せ
る
人
間
像
に
近
い
Ｊ
も
の
が
あ
る
」
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
批
判
者
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
お
い

て
ｊ
も
、
「
倫
理
の
根
抵
に
あ
る
も
の
は
幸
福
を
ｊ
も
と
め
る
人
間
の
衝
動
で
」
あ
り
、
彼
は
「
歴
史
の
発
展
の
原
因
を
も
人
間
の
欲
望
の
な

（
５
）
 

か
に
、
理
想
や
幸
福
を
判
じ
と
め
る
人
間
の
衝
動
の
な
か
に
」
（
傍
点
引
用
者
）
ゑ
て
い
た
の
で
あ
る
。

か
く
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
マ
ル
ク
ス
の
欲
望
論
、
特
に
初
期
の
欲
望
論
の
考
察
に
際
し
て
は
、
マ
ル
ク
ス
の
欲
望
論
形
成
の
思
想
的

前
提
を
な
し
た
イ
ギ
リ
ス
唯
物
論
お
よ
び
古
典
経
済
学
、
ド
イ
ツ
古
典
哲
学
（
ヘ
ー
ゲ
ル
と
フ
ォ
イ
エ
ル
パ
ッ
〈
）
の
欲
望
論
を
考
察

し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
脈
絡
の
中
で
こ
そ
、
マ
ル
ク
ス
の
欲
望
論
の
意
味
が
明
白
に
な
る
の
で
あ
る
。

次
に
わ
れ
わ
れ
は
、
マ
ル
ク
ス
の
政
治
経
済
学
の
確
立
過
程
に
お
け
る
欲
望
論
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
期
の
欲
望
論

は
、
第
一
に
い
わ
ゆ
る
『
経
済
学
批
判
序
説
』
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
唯
物
史
観
の
一
般
理
論
と
の
関
連
の
な
か
で
論
じ
ら
れ
て

い
る
欲
望
理
論
で
あ
り
、
こ
の
点
が
そ
の
欠
陥
も
含
め
て
十
分
に
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
の
欲
望
論
は
、
『
経
済
学
批
判
要
綱
』
な
ど
の
ノ
ー
ト
と
『
資
本
論
』
と
に
お
け
る
欲
望
論
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
政
治
経
済
学

（
６
）
 

に
お
け
る
欲
望
論
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
一
般
に
無
視
さ
れ
て
艶
こ
た
の
で
あ
る
が
、
欲
望
は
、
け
っ
し
て
経
済
理
論
に
と
っ

て
無
視
し
て
よ
い
も
の
で
は
な
い
。
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か
く
マ
ル
ク
ス
の
欲
望
論
そ
の
も
の
も
発
展
さ
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

特
に
ア
ン
ド
レ
・
ゴ
ル
ッ
が
提
起
し
て
い
る
よ
う
な
体
制
変
革
の
欲
求
に
つ
い
て
、
現
代
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
労
働
者
階
級
の

欲
望
柵
造
の
分
析
を
ふ
ま
え
て
、
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
わ
た
く
し
は
、
ゴ
ル
ッ
の
問
題
提
起
を
肯
定
的
に
う
け
と
め
る
の
で

あ
る
が
、
も
し
否
定
的
で
あ
る
な
ら
ば
、
ゴ
ル
ッ
の
提
起
し
て
い
る
欲
望
論
に
対
し
て
は
、
な
ん
ら
か
ら
の
欲
望
論
に
よ
る
反
論
を
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
１
）
山
木
崎
義
『
社
へ

（
２
）
ヘ
ー
ゲ
ル
『
法
〈

（
３
）
河
野
健
二
編
冒

（
４
）
同
上
、
一
六
頁
。

（
５
）
古
在
由
重
縞
冨

（
６
）
マ
ル
ク
ス
の
夏

者
の
欲
望
理
論
」
で
垂

山
木
崎
義
『
社
会
倫
理
思
想
史
』
（
蝋
田
醤
店
）
、
一
二
頁
。

ヘ
ー
ゲ
ル
『
法
の
哲
学
』
第
三
部
、
第
二
章
「
市
民
社
会
」
「
Ａ
欲
望
の
体
系
」
を
参
照
。

河
野
健
二
編
『
思
想
の
歴
史
』
９
巻
（
河
出
醤
房
）
、
一
三
頁
。

古
在
由
重
縞
『
哲
学
史
』
（
青
木
文
庫
）
、
一
八
三
頁
。

マ
ル
ク
ス
の
『
資
本
論
』
に
お
け
る
欲
望
の
分
析
視
角
に
つ
い
て
は
、
簡
単
な
が
ら
拙
著
『
賃
労
働
理
論
の
根
本
問
題
』
所
収
論
文
「
労
働

欲
望
理
論
」
で
論
じ
て
あ
る
。


