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九
鬼
周
造
と
い
う
哲
学
者
ほ
ど
、
強
い
先
入
観
な
い
し
漠
然
と
し
た
印
象
の

も
と
に
読
ま
れ
て
来
た
哲
学
者
も
少
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
ま
ず
は
そ
の
問
題

か
ら
考
え
て
お
こ
う
。

ま
ず
第
一
に
、
九
鬼
周
造
の
著
書
の
う
ち
、
最
も
人
口
に
膾
炙
し
て
い
る
の

は
、
文
句
な
く
『「
い
き
」
の
構
造
』
で
あ
ろ
う
。「
い
き
」
と
い
う
、
九
鬼
曰

く
日
本
独
自
の
美
意
識
の
構
造
を
緻
密
に
分
析
し
た
こ
の
書
物
は
、
そ
の
主
題

の
ユ
ニ
ー
ク
さ
の
点
で
も
際
立
っ
て
お
り
、
今
日
も
な
お
多
く
の
読
者
を
魅
了

し
て
い
る
。
加
う
る
に
、
男
爵
・
九
鬼
隆
一
を
父
に
も
ち
、
母
は
祇
園
の
芸
妓

の
出
で
あ
る
と
も
言
わ
れ
る
そ
の
出
自
か
ら
、
九
鬼
と
い
う
人
は
非
常
に
洗
練

さ
れ
た
趣
味
を
も
つ
貴
族
的
な
人
間
で
あ
っ
た
と
い
う
印
象
を
抱
か
れ
が
ち
で

あ
り
、
さ
ら
に
は
、
京
都
帝
大
在
職
中
は
し
ば
し
ば
祇
園
で
遊
ん
だ
と
い
う
逸

話
も
あ
る
こ
と
か
ら
、彼
自
身
が
「
祇
園
に
通
う
『
い
き
』
な
哲
学
者
」
で
あ
っ

た
と
言
わ
れ
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
る
。
ち
な
み
に
九
鬼
自
身
に
よ
れ
ば
、

「
い
き
」
の
対
義
語
は
「
野
暮
」
で
あ
る
。
そ
う
し
て
「
い
き
」
と
は
、「
安
価

な
る
現
実
の
提
立
を
無
視
し
、
実
生
活
に
大
胆
な
る
括
弧
を
施
し
、
超
然
と
し

て
中
和
の
空
気
を
吸
い
な
が
ら
、
無
目
的
な
ま
た
無
関
心
な
自
律
的
遊
戯
を
し

て
い
る
」（
Ⅰ
・
二
二
）
も
の
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
反
対
に
、

「
安
価
な
る
現
実
」
の
中
で
「
実
生
活
」
を
「
目
的
的
」
に
生
き
る
生
き
方
が
「
野

暮
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
彼
は
、
そ
う
い
う
「
野
暮
」
な
生
き
方
を

否
定
し
て
「
い
き
」
な
生
き
方
を
生
き
た
哲
学
者
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
、
九
鬼

周
造
と
い
う
哲
学
者
に
纏
わ
る
第
一
の
先
入
観
な
い
し
印
象
で
あ
る
。

第
二
に
、と
り
わ
け
哲
学
史
的
に
注
目
さ
れ
る
九
鬼
の
も
う
一
つ
の
主
著
は
、

こ
れ
も
言
わ
ず
と
知
れ
た
『
偶
然
性
の
問
題
』
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
九
鬼
が

生
涯
に
わ
た
っ
て
偶
然
性
と
い
う
問
題
に
拘
り
続
け
た
そ
の
執
念
は
異
様
と
さ

え
映
る
ほ
ど
で
あ
り
、
な
る
ほ
ど
彼
は
「
偶
然
性
の
哲
学
者
」
と
呼
ば
れ
る
に

古
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相
応
し
い
と
も
言
え
る
。
し
か
し
、
彼
を
そ
の
よ
う
に
見
る
場
合
、
そ
こ
に
暗

黙
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
意
味
に
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
含

意
と
は
、
九
鬼
は
偶
然
性
と
い
う
問
題
を
主
題
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
圧
倒

的
に
必
然
性
優
位
で
あ
っ
た
西
洋
哲
学
へ
の
対
抗
を
意
図
し
た
、
と
い
う
も
の

で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
同
時
代
の
い
わ
ゆ
る
京
都
学
派
の
哲
学
者
た
ち
が
、
西
洋

の
「
有
の
論
理
」
に
対
し
て
東
洋
の
「
無
の
論
理
」
を
提
示
す
る
こ
と
で
そ
れ

を
乗
り
越
え
よ
う
と
試
み
た
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
九
鬼
も
ま
た
、
イ
ン
ド
や

日
本
と
い
っ
た
偶
然
性
に
重
点
を
置
く
東
洋
思
想
の
伝
統
に
立
脚
し
な
が
ら
、

西
洋
の
「
必
然
性
の
哲
学
」
に
対
し
て
、
東
洋
的
な
「
偶
然
性
の
哲
学
」
を
論

理
化
し
て
提
示
し
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
が
九
鬼
哲
学
に
纏
わ
る
第
二
の
強
い
先

入
観
で
あ
る
。

た
し
か
に
、
東
洋
思
想
の
伝
統
が
西
洋
哲
学
の
そ
れ
に
比
べ
て
偶
然
性
に
重

き
を
置
い
て
来
た
こ
と
は
、
九
鬼
自
身
が
し
ば
し
ば
強
調
す
る
点
で
は
あ
る
。

ま
た
、
当
代
一
流
の
西
洋
通
で
あ
り
、
足
掛
け
八
年
に
も
わ
た
っ
て
西
洋
に
遊

学
し
た
経
験
を
も
つ
九
鬼
に
お
い
て
、
む
し
ろ
己
が
日
本
人
で
あ
り
、
日
本
の

精
神
文
化
に
属
す
る
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
強
く
自
覚
さ
れ
て
い
た
で
あ

ろ
う
こ
と
も
、
彼
の
著
述
の
随
所
か
ら
窺
わ
れ
る
事
実
で
は
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
そ
の
よ
う
な
必
然
性
対
偶
然
性
、
西
洋
対
東
洋
と
い
う
図
式
的
な
見
方

に
あ
ま
り
強
く
囚
わ
れ
た
九
鬼
解
釈
に
は
、
い
く
つ
か
の
問
題
が
あ
る
。

ま
ず
第
一
に
、
そ
の
よ
う
な
図
式
的
な
見
方
は
、
九
鬼
哲
学
の
解
釈
に
矮
小

化
な
い
し
は
誤
読
を
も
た
ら
し
か
ね
な
い
。
こ
れ
は
す
で
に
小
浜
善
信
が
強
調

し
て
指
摘
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
九
鬼
は
決
し
て
、
必
然
性
を
「
排
除
」

し
、
そ
れ
と
は
「
両
立
不
能
」
な
対
立
概
念
と
し
て
、
偶
然
性
を
問
題
に
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
こ
の
「
必
然
性
と
偶
然
性
」
と
い
う

問
題
は
、
古
代
以
来
、
二
千
数
百
年
に
及
ぶ
西
洋
哲
学
の
伝
統
に
お
い
て
常
に

一
貫
し
て
問
わ
れ
続
け
て
き
た
哲
学
の
根
本
問
題
の
一
つ
で
あ
っ
て
、
そ
の
中

で
は
、
必
然
性
を
強
調
す
る
哲
学
と
と
も
に
、
偶
然
性
を
強
調
す
る
そ
れ
も
、

決
し
て
稀
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
る
に
九
鬼
の
哲
学
の
特
徴
は
、
そ
の
古
代
以

来
の
西
洋
哲
学
の
伝
統
に
極
め
て
忠
実
に
則
り
つ
つ
、い
わ
ば
両
者
を
総
合
し
、

必
然
性
と
偶
然
性
の
両
面
か
ら
世
界
を
見
る
論
理
を
構
想
し
た
と
い
う
点
に
あ

る
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
必
然
性
対
偶
然
性
と
い
う
対
立
図
式
の
も
と
に
、
九

鬼
哲
学
を
「
偶
然
性
の
哲
学
」
と
捉
え
る
こ
と
は
、
ま
ず
そ
も
そ
も
九
鬼
哲
学

の
解
釈
そ
の
も
の
と
し
て
、
適
切
さ
を
欠
い
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

要
す
る
に
、『
偶
然
性
の
問
題
』
の
著
者
で
あ
る
九
鬼
は
、し
か
し
必
ず
し
も
「
偶

然
性
の
哲
学
」
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
に
加
え
て
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
次
の
こ
と
で
あ
る
。

九
鬼
哲
学
を
「
偶
然
性
の
哲
学
」
と
捉
え
る
と
き
、
そ
こ
に
は
さ
ら
に
も
う
一

つ
の
含
意
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
西
洋
の
必
然
性
の
哲
学
、
な
ら
び
に
そ
れ
に
基

づ
く
西
洋
の
倫
理
学
は
、
そ
の
都
度
の
偶
然
性
・
差
異
性
を
、
常
に
一
貫
し
た

必
然
性
・
同
一
性
に
組
み
込
み
、
回
収
し
よ
う
と
す
る
、
固
定
的
で
窮
屈
な
、

ま
た
あ
る
意
味
で
は
暴
力
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
、
偶
然
性
の
意

義
を
積
極
的
に
強
調
す
る
哲
学
・
倫
理
学
は
、
そ
う
い
う
必
然
性
・
同
一
性
の

固
定
性
や
暴
力
性
か
ら
「
解
放
」
さ
れ
た
「
自
由
」
な
生
き
方
を
強
調
す
る
も

の
で
あ
る
、
と
い
う
含
意
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
見
方
が
典
型
的
に
現
れ
て
い
る
の
は
、
田
中
久
文
の
九
鬼
研
究

で
あ
る
。
田
中
は
、
九
鬼
が
説
く
「
偶
然
性
の
倫
理
学
」
と
は
如
何
な
る
も
の
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か
と
結
論
し
て
、
そ
れ
は
「
従
来
の
硬
直
化
し
た
〈
同
一
性
〉
の
世
界
か
ら
手

を
切
り
、
常
に
偶
然
性
に
対
し
て
身
を
開
き
、
偶
然
性
を
含
み
込
ん
だ
自
由
で

し
な
や
か
な
生
き
方
」
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。
そ
う
し
て
、
そ
の
よ
う
な
生

き
方
こ
そ
が
、「
い
き
」
な
生
き
方
で
も
あ
る
、
と
。
九
鬼
自
身
が
言
っ
て
い

る
よ
う
に
、「
い
き
」
と
は
「
生
き
」
方
で
あ
り
人
生
の
「
行
き
」
方
で
あ
る

の
で
あ
る
が
、
田
中
曰
く
、「
い
き
」
な
生
き
方
と
は
、「
他
者
と
の
出
会
い
と

別
れ
を
自
在
に
楽
し
も
う
と
す
る
生
き
方
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
や
は
り
、「
常

に
偶
然
性
に
対
し
て
身
を
開
き
、
偶
然
性
を
含
み
込
ん
だ
自
由
で
し
な
や
か
な

生
き
方
」
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
九
鬼
が
説
く
「
偶
然
性
の
倫
理
学
」、
す
な
わ

ち
「
偶
然
を
偶
然
の
ま
ま
に
」
生
き
る
「
偶
然
性
に
基
づ
く
生
き
方
」
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
九
鬼
哲
学
は
「
い
き
」
な
哲
学
で
あ
り
、
ま
た
西
洋
的
な
必
然
性

の
哲
学
に
対
抗
す
る
「
偶
然
性
の
哲
学
」
で
あ
る
と
い
う
見
方
は
、
結
局
、
こ

の
よ
う
な
九
鬼
解
釈
に
行
き
着
く
の
で
あ
る
。

し
か
し
私
に
は
、
こ
う
い
う
解
釈
の
仕
方
に
は
到
底
納
得
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
あ
る
い
は
、
も
し
本
当
に
九
鬼
哲
学
が
説
い
て
い
る
「
生
き
方
」
が
こ

う
い
う
も
の
で
し
か
な
い
の
で
あ
れ
ば
、「
い
き
」
に
せ
よ
「
偶
然
性
の
哲
学
」

に
せ
よ
、
お
よ
そ
九
鬼
哲
学
な
る
も
の
は
あ
ま
り
に
浅
薄
な
も
の
と
言
わ
ざ
る

を
得
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
節
を
改
め
て
論
じ
て
み
た
い
。

一　

な
ぜ
偶
然
性
か

そ
も
そ
も
、
な
ぜ
偶
然
性
と
い
う
問
題
が
問
題
で
あ
る
の
か
。
九
鬼
哲
学
そ

の
も
の
を
離
れ
て
、
ま
ず
は
そ
の
問
題
か
ら
改
め
て
考
え
て
み
た
い
。

偶
然
性
と
い
う
問
題
は
、
様
々
な
学
問
領
域
で
問
題
に
な
る
概
念
で
あ
る
。

最
も
根
本
的
に
は
、
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
こ
れ
は
そ
も
そ
も
二
千
数
百
年

に
及
ぶ
西
洋
哲
学
の
歴
史
の
中
で
伝
統
的
に
問
わ
れ
て
来
た
問
題
で
あ
っ
て
、

世
界
は
必
然
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
の
か
（
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
）、
そ
れ
と

も
偶
然
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
の
か
（
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
）、
そ
う
い
う

世
界
の
構
造
の
問
題
と
し
て
問
わ
れ
て
来
た
問
題
で
あ
る
。
現
代
で
も
、
物
理

学
や
生
物
学
の
領
域
で
、
偶
然
性
と
い
う
概
念
が
世
界
の
構
造
の
根
本
原
理
と

し
て
前
景
に
出
て
来
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
社

会
科
学
の
領
域
に
お
い
て
も
、
や
は
り
特
に
近
年
、
偶
然
性
と
い
う
問
題
は
、

社
会
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
て
い
く
う
え
で
の
基
盤
と
な
る
べ
き
概
念
と
し
て
、

し
ば
し
ば
問
わ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
新
し
い
社
会
契
約
論
と
し
て
知
ら
れ

る
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
ル
ズ
の
『
正
義
論
』
な
ど
は
そ
の
典
型
で
あ
る
。
人
間
は
こ

の
世
に
生
ま
れ
落
ち
た
と
き
に
、
た
ま
た
ま
日
本
人
に
生
ま
れ
た
、
た
ま
た
ま

男
性
に
生
ま
れ
た
、
た
ま
た
ま
裕
福
な
家
に
生
ま
れ
た
、
と
い
っ
た
様
々
な
偶

然
性—

ロ
ー
ル
ズ
の
言
い
方
で
は
「
自
然
の
運
あ
る
い
は
社
会
環
境
の
偶
然

性
」—

を
背
負
っ
て
い
る
。
ロ
ー
ル
ズ
の
基
本
的
な
発
想
は
、
そ
う
い
う
生

の
偶
然
性
に
よ
る
差
別
を
出
来
る
限
り
是
正
し
て
い
く
こ
と
こ
そ
が
「
正
義
」

で
あ
り
、
そ
う
い
う
正
義
の
原
理
を
基
礎
と
し
て
社
会
シ
ス
テ
ム
を
構
想
し
て

い
く
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
様
々
な
問
題
関
心
の
立
場
か
ら
、
様
々
な
学
問
領
域
に
お
い

て
、
偶
然
性
と
い
う
問
題
は
問
題
に
な
り
得
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
う

い
う
世
界
の
構
造
や
社
会
シ
ス
テ
ム
の
原
理
と
い
っ
た
客
観
的
な
問
題
で
は
な

く
（
む
ろ
ん
そ
れ
と
も
大
い
に
関
連
は
あ
る
が
）、
よ
り
主
観
的
あ
る
い
は
実
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存
的
な
問
題
と
し
て
、
偶
然
性
と
い
う
問
題
を
問
う
て
み
た
い
。
要
す
る
に
そ

れ
は
、
ま
さ
に
九
鬼
哲
学
も
そ
の
根
本
的
な
関
心
と
し
た
人
間
の
「
生
き
方
」

の
問
題
で
あ
り
、
哲
学
的
に
言
え
ば
倫
理
学
の
問
題
、
あ
る
い
は
教
育
学
的
に

言
え
ば
人
間
形
成
の
問
題
と
言
っ
て
も
よ
い
。

現
実
存
在
、
と
り
わ
け
人
間
実
存
は
、
根
本
的
に
偶
然
性
に
よ
っ
て
規
定
さ

れ
て
い
る
。
人
間
は
「
人
間
」
と
し
て
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
現
実
に
存
在

す
る
の
は
、「
日
本
人
で
あ
る
」「
男
性
で
あ
る
」
と
い
っ
た
様
々
な
偶
然
的
な

属
性
（
偶
有
性
）
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
「
こ
の
」
人
間
で
あ
る
。
こ
の
場
合

の
偶
然
的
の
謂
い
に
は
、
そ
れ
が
「
人
間
」
と
い
う
本
質
存
在
に
対
し
て
非
本

質
的
で
あ
る
と
い
う
論
理
的
の
意
味
と
、
そ
れ
が
意
図
さ
れ
た
結
果
と
し
て
実

現
し
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
経
験
的
の
意
味
と
の
双
方
が
含
ま
れ
て
い
る
。

私
は
「
日
本
人
で
あ
る
」
こ
と
を
自
ら
意
図
し
て
存
在
し
た
わ
け
で
は
な
く
、

世
界
に
投
げ
出
さ
れ
た
と
き
、
私
自
身
の
意
志
や
意
図
と
は
ま
っ
た
く
無
関
係

に
、
た
ま
た
ま
、「
日
本
人
で
あ
る
」
と
い
う
属
性
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
存

在
し
た
。
そ
う
し
て
、
そ
う
い
う
一
度
実
現
し
て
し
ま
っ
た
偶
然
性
は
、
ま
さ

に
そ
の
瞬
間
に
文
字
通
り
「
現
実
」
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
基
本
的
に
は
も
う

取
り
返
し
が
つ
か
な
い
。
従
っ
て
、
私
が
「
こ
の
」
私
と
し
て
生
き
る
と
い
う

こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
そ
う
い
う
様
々
な
偶
然
性
あ
る
い
は
偶
有
性
を

背
負
い
、
そ
れ
を
己
の
も
の
と
し
て
引
き
受
け
て
生
き
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
実
存
を
規
定
す
る
様
々
な
偶
然
性
を
如
何
に
引
き

受
け
る
か
と
い
う
、
そ
の
引
き
受
け
方
こ
そ
は
（
む
ろ
ん
何
ら
か
の
意
味
で
そ

れ
を
引
き
受
け
な
い
と
い
う
可
能
性
も
含
め
て
）、
人
間
の
生
き
方
に
と
っ
て
、

あ
る
い
は
人
間
形
成
に
と
っ
て
、
極
め
て
根
本
的
な
問
題
と
な
っ
て
来
る
の
で

あ
る
。

し
か
る
に
、
偶
然
性
と
い
う
問
題
を
、
か
か
る
倫
理
学
的
あ
る
い
は
人
間
形

成
論
的
な
問
題
と
し
て
捉
え
る
と
き
、
と
り
わ
け
問
題
に
な
る
の
は
、
様
々
な

偶
然
の
中
で
も
、病
気
や
障
害
、あ
る
い
は
自
然
災
害
と
い
っ
た
、い
わ
ゆ
る「
不

幸
な
偶
然
」
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
多
く
の
場
合
、
人
間
は
か
か
る
不

幸
な
出
来
事
に
遭
遇
し
、
そ
れ
に
伴
う
苦
し
み
を
体
験
す
る
と
き
、「
な
ぜ
こ

ん
な
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
」、「
な
ぜ
私
が
こ
ん
な
目
に
遇
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
か
」
と
い
っ
た
、「
な
ぜ
」
と
い
う
問
い
を
発
す
る
。
こ
の
「
な

ぜ
」
と
い
う
問
い
は
、
ま
さ
に
、
そ
の
存
在
や
出
来
事
の
原
因
な
い
し
目
的
が

存
在
し
な
い
、
あ
る
い
は
見
出
せ
な
い
と
い
う
意
味
で
の
偶
然
性
に
対
す
る
問

い
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
そ
れ
は
特
に
目
的
の
非
存
在
と
い
う

意
味
で
の
目
的
的
偶
然
に
対
す
る
問
い
で
あ
る
。
な
ぜ
と
言
っ
て
、
仮
に
あ
る

人
が
自
然
災
害
に
罹
災
し
た
と
し
て
、
そ
の
場
合
、
そ
の
災
害
の
発
生
に
は
自

然
法
則
と
い
う
因
果
的
必
然
性
が
存
す
る
と
思
惟
さ
れ
る
が
、
に
も
拘
ら
ず
、

「
な
ぜ
」
と
い
う
問
い
は
依
然
と
し
て
消
え
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
は
、
こ
の

問
い
が
そ
の
出
来
事
の
「
原
因
」
を
問
う
て
い
る
の
で
は
な
く
、「
何
の
た
め
に
」

と
い
う
そ
の
「
目
的
」
を
問
う
も
の
で
あ
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
従
っ
て

ま
た
、
そ
の
「
な
ぜ
」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
何
ら
か
の
答
え
を
見
出
す
こ
と

が
で
き
る
と
き
、
人
間
は
そ
の
存
在
な
い
し
出
来
事
を
目
的
的
に
必
然
化
（
合

目
的
化
）
す
る
こ
と
が
で
き
、そ
う
し
て
そ
れ
に
伴
う
己
の
苦
し
み
に
「
意
味
」

を
見
出
し
、
そ
れ
を
己
の
も
の
と
し
て
受
容
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
も
考

え
ら
れ
る
。

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
か
か
る
問
題
が
最
も
切
実
に
問
わ
れ
て
来
た
の
は
、

★
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ま
さ
に
人
間
の
様
々
な
苦
し
み
に
対
す
る
実
践
的
な
応
答
そ
の
も
の
が
主
題
と

な
る
、精
神
医
学
や
看
護
学
の
領
域
で
あ
る
。
人
間
存
在
の
根
本
性
格
を
、（「
力

へ
の
意
志
」
で
は
な
く
）「
意
味
へ
の
意
志
」
で
あ
る
と
見
て
、「
生
き
る
意
味
」

の
生
成
と
自
覚
を
促
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
ヴ
ィ
ク
ト
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ク
ル
の

ロ
ゴ
・
セ
ラ
ピ
ー
は
、
そ
の
最
も
際
立
っ
た
理
論
と
実
践
で
あ
る
と
言
え
る
。

あ
る
い
は
、
フ
ラ
ン
ク
ル
の
影
響
も
受
け
な
が
ら
独
自
の
看
護
理
論
を
確
立
し

た
看
護
学
者
と
し
て
、
ジ
ョ
イ
ス
・
ト
ラ
ベ
ル
ビ
ー
が
い
る
。
い
み
じ
く
も
ト

ラ
ベ
ル
ビ
ー
は
言
っ
て
い
る
。

病
気
を
無
意
味
だ
と
考
え
て
い
る
病
人
を
援
助
す
る
の
に
、
看
護
師
た

ち
は
準
備
が
で
き
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
病
人
が
「
ど
う
し
て
私
に
、

こ
ん
な
こ
と
が
起
こ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
」
と
質

問
す
る
と
き
、
看
護
師
は
な
ん
と
こ
た
え
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。「
ど

う
し
て
私
の
か
わ
い
い
娘
に
（
あ
る
い
は
夫
に
、
妻
に
…
…
）、
こ
ん
な

こ
と
が
お
こ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
」
と
い
う
苦
し

み
ぬ
い
た
質
問
に
、
看
護
師
は
ど
の
よ
う
に
応
答
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
「
な
ぜ
」
と
い
う
問
い
を
契
機
と
し
て
、
病
人
が
己
の
苦
し
み
の
体
験

に
「
意
味
を
見
出
す
」
こ
と
を
援
助
す
る
こ
と
が
、
看
護
師
の
最
も
重
要
な
責

任
で
あ
る
こ
と
を
彼
女
は
力
説
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
哲
学
的
に
論

理
化
し
て
換
言
す
れ
ば
、
病
気
や
苦
し
み
の
目
的
的
な
偶
然
性
を
、
如
何
に
必

然
化
し
得
る
か
と
い
う
問
題
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
偶
然
性
と
い
う
問
題
を
、
倫

理
学
な
い
し
人
間
形
成
の
問
題
と
し
て
捉
え
る
と
き
、
ま
ず
問
わ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
問
題
は
、
か
か
る
意
味
で
の
「
偶
然
の
必
然
化
」
と
い
う
問
題
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
偶
然
を
必
然
化
す
る
こ
と
な
く
、「
偶
然
を

偶
然
の
ま
ま
に
」
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
無
意
味
な
苦
し
み
を
無
意
味
な
ま

ま
に
苦
し
む
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。し
か
し
、フ
ラ
ン
ク
ル
は
言
っ
て
い
る
。「
人

間
は
、
苦
し
み
に
意
味
が
あ
る
と
い
う
条
件
の
も
と
で
は
、
ど
ん
な
苦
し
み
に

で
も
喜
ん
で
耐
え
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
意
味
の
な
い
苦
し
み
に
だ
け
は
耐

え
る
こ
と
が
で
き
な
い
」。
ま
た
曰
く
、「
ア
ル
バ
ー
ト
・
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

の
言
葉
を
引
用
す
れ
ば
、『
自
分
の
人
生
を
無
意
味
な
も
の
と
考
え
る
人
は
、

単
に
不
幸
な
だ
け
で
な
く
、
生
き
て
い
く
こ
と
さ
え
難
し
い
』
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
つ
ま
り
意
味
へ
の
意
志
は
、
成
功
や
幸
せ
に
か
か
わ
る
事
柄
で
あ
る
ば

か
り
か
、
人
の
生
存
に
か
か
わ
っ
て
く
る
事
柄
な
の
で
あ
る
」。
こ
こ
で
彼
が

見
据
え
て
い
る
の
は
、
要
す
る
に
、「
な
ぜ
と
い
う
問
い
に
対
す
る
答
え
が
欠

け
て
い
る
」
と
こ
ろ
で
は
生
き
る
こ
と
そ
の
も
の
が
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
、

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
切
迫
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
田
中
久
文
の
そ
れ
に
代
表
さ
れ
る

よ
う
な
従
来
の
九
鬼
研
究
、
あ
る
い
は
も
し
そ
れ
が
正
し
い
解
釈
で
あ
る
と
す

れ
ば
九
鬼
の
偶
然
論
そ
の
も
の
に
、
根
本
的
に
欠
落
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
問

題
で
あ
る
。

な
お
付
言
し
て
お
け
ば
、
こ
れ
が
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
問
題
で
あ
る
こ
と
か
ら
も

窺
え
る
と
お
り
、
か
か
る
意
味
で
の
偶
然
性
の
問
題
は
、
際
立
っ
て
近
代
的
な

問
い
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
再
度
フ
ラ
ン
ク
ル
を
参
照
す
れ
ば
、

彼
は
、彼
が
問
い
続
け
た
「
実
存
的
空
虚
感
」（
生
き
る
こ
と
の
無
意
味
さ
）
は
、

決
し
て
各
個
人
の
精
神
病
理
的
な
状
態
と
い
う
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
近
代
と

い
う
歴
史
的
境
位
が
も
た
ら
し
て
い
る
時
代
精
神
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
明
確
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に
も
っ
て
い
た
。
彼
は
言
う
。「
今
日
、
人
間
は
本
能
の
乏
し
さ
に
苦
し
ん
で

い
る
だ
け
で
は
な
く
、
伝
統
の
喪
失
に
も
苦
し
ん
で
い
る
。
今
で
は
も
は
や
、

本
能
は
人
間
に
何
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
を
告
げ
ず
、
ま
た
伝
統
も
人
間

に
何
を
な
す
べ
き
か
を
告
げ
る
こ
と
が
な
く
な
っ
て
い
る
」。
伝
統
、
特
に
宗

教
的
伝
統
の
喪
失
に
よ
る
、
世
界
と
人
間
の
意
味
喪
失
と
い
う
問
題
は
、
こ
れ

も
人
文
学
・
社
会
科
学
の
様
々
な
領
域
に
お
い
て
、
近
代
世
界
の
最
も
根
本
的

な
問
題
と
し
て
、
し
ば
し
ば
問
わ
れ
る
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
と
り
わ

け
フ
ラ
ン
ク
ル
に
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
彼
が
近
現
代
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を

も
た
ら
し
て
い
る
そ
の
主
た
る
要
因
の
一
つ
と
し
て
、
機
械
論
的
な
世
界
観
と

人
間
観
を
主
張
す
る
還
元
主
義
の
立
場
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。「
還
元

主
義
こ
そ
、
今
日
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
正
体
で
あ
る
」
と
彼
は
言
う
。
還
元
主
義

と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
世
界
の
出
来
事
や
人
間
の
行
動
を
「
原

因
と
結
果
」
あ
る
い
は
「
刺
激
と
反
応
」
と
い
っ
た
因
果
関
係
に
還
元
す
る
立

場
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
排
除
さ
れ
る
の
が
、
ま
さ
に
世
界
と
人
間
の
「
意
味
」

と
「
目
的
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
こ
こ
で
は
、
人
間
の
理
想
主
義
や

利
他
的
行
動
は
、
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
や
無
意
識
の
欲
求
と
い
っ
た
原
因
の
結
果

で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
る
。

注
意
し
た
い
の
は
、
こ
こ
で
フ
ラ
ン
ク
ル
が
批
判
す
る
還
元
主
義
と
ニ
ヒ
リ

ズ
ム
と
は
、
九
鬼
周
造
が
言
う
因
果
的
必
然
と
目
的
的
偶
然
と
の
結
合
し
た
世

界
観
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。九
鬼
の
卓
抜
な
分
析
に
よ
れ
ば
、

因
果
的
の
必
然
性
お
よ
び
偶
然
性
と
、
目
的
的
の
そ
れ
と
は
、「
異
種
結
合
」

を
し
や
す
い
。
す
な
わ
ち
、
因
果
的
必
然
性
を
強
調
す
る
哲
学
は
そ
の
裏
面
と

し
て
目
的
的
偶
然
性
を
主
張
し
や
す
く
、
逆
に
目
的
的
必
然
性
を
強
調
す
る
そ

れ
は
、
そ
の
裏
面
と
し
て
因
果
的
偶
然
性
を
認
め
る
立
場
を
と
り
や
す
い
。
九

鬼
自
身
の
論
述
を
引
い
て
お
こ
う
。

お
よ
そ
機
械
観
は
そ
の
徹
底
し
た
形
に
お
い
て
は
因
果
的
必
然
性
の
み

よ
り
認
め
な
い
。
従
っ
て
因
果
的
偶
然
性
の
存
在
の
余
地
は
な
い
。
し

か
し
、
目
的
的
必
然
性
を
否
定
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
目
的
的
偶
然

性
を
承
認
す
る
。
自
然
科
学
的
世
界
観
は
こ
の
傾
向
を
代
表
し
て
い
る
。

そ
れ
に
反
し
て
、
目
的
観
が
徹
底
的
な
形
を
取
っ
た
場
合
に
は
、
目
的

的
必
然
性
に
よ
っ
て
一
切
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
。
従
っ
て
目
的
的
偶

然
性
は
存
在
し
な
い
。
そ
の
代
り
に
、
因
果
的
必
然
性
の
否
定
の
結
果

と
し
て
、
因
果
的
偶
然
性
は
存
在
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
基
督
教
神
学

が
神
の
意
志
に
よ
っ
て
凡
て
を
説
明
す
る
場
合
、
因
果
的
偶
然
を
意
味

す
る
奇
蹟
の
存
在
を
認
め
る
の
は
こ
の
関
係
に
基
い
て
い
る
。（
Ⅱ
・

六
六
）（
図
１
参
照
）

近
代
科
学
と
そ
の
機
械
論
的
世
界
観
が
、
神
に
よ
っ
て
設
計
（
デ
ザ
イ
ン
）

さ
れ
た
世
界
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
的
世
界
観
を
基
盤
と
し
て
登
場
し
て
来
た
こ

と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
九
鬼
の
論
理
に
即
し
て
見
れ
ば
、
目
的

的
必
然
性
と
因
果
的
必
然
性
と
の
同
種
結
合
か
ら
、
や
が
て
重
心
が
後
者
に
移

行
し
、
そ
う
し
て
そ
れ
が
目
的
的
偶
然
性
と
異
種
結
合
し
た
の
が
、
近
代
の
科

学
的
世
界
観
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
る
に
そ
れ
が
生
の
無
意

味
さ
と
い
う
意
味
で
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
も
た
ら
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
以
上
、

焦
眉
の
課
題
が
目
的
的
偶
然
性
の
否
定
と
し
て
の
目
的
的
必
然
性
を
如
何
に
回
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復
す
る
か
と
い
う
問
題
に
な
っ
て
来
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ク
ル
が

生
の
目
的
的
必
然
性
と
と
も
に
、
そ
れ
を
自
ら
構
築
し
て
行
く
人
間
の
「
意
志

の
自
由
」
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
も
、
か
か
る
見
方
か
ら
す
れ
ば
当
然
の
哲
学

的
立
場
と
言
え
よ
う
。
な
ぜ
と
言
っ
て
、「
意
志
の
自
由
」
と
は
九
鬼
の
い
わ

ゆ
る
「
非
決
定
的
自
発
性
」
と
し
て
の
因
果
的
偶
然
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
す

な
わ
ち
フ
ラ
ン
ク
ル
は
、
因
果
的
必
然
性
と
目
的
的
偶
然
性
と
が
異
種
結
合
し

た
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
抗
し
て
、
意
志
の
自
由
と
し
て
の
因
果
的
偶
然
性
と
、
生
の

意
味
と
し
て
の
目
的
的
必
然
性
と
の
異
種
結
合
し
た
哲
学
的
立
場
を
高
唱
し
て

い
る
わ
け
で
あ
る
。

以
上
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
と
お
り
、
偶
然
性
と
い
う
問
題
を
人
間
の
「
生
き

方
」
の
問
題
と
し
て
問
う
場
合
、
ま
ず
何
よ
り
も
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
は
、
目
的
的
の
偶
然
性
と
必
然
性
と
の
関
係
、
な
か
ん
ず
く
目
的
的
偶
然
性

が
如
何
に
し
て
目
的
的
必
然
性
に
転
換
さ
れ
得
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
で

は
、
九
鬼
周
造
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
か
。
そ
れ

を
以
下
に
考
察
し
て
み
よ
う
。

二　

偶
然
を
必
然
化
す
る
原
理

冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、
九
鬼
周
造
の
偶
然
論
が
「
偶
然
の
必
然
化
」—

目
的
的
偶
然
性
の
目
的
的
必
然
性
へ
の
転
換—

と
い
う
問
題
を
扱
っ
て
い
る

と
の
解
釈
は
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
皆
無
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
九
鬼

は
一
面
に
お
い
て
、
明
ら
か
に
こ
の
問
題
に
関
心
を
寄
せ
て
い
る
。
と
言
う
よ

り
、彼
の
偶
然
論
の
集
大
成
で
あ
る
『
偶
然
性
の
問
題
』
は
、ま
さ
に
こ
の
「
偶

然
の
必
然
化
」
の
論
理
に
よ
っ
て
結
論
さ
れ
て
さ
え
い
る
。
に
も
拘
ら
ず
そ
れ

が
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
全
く
看
過
さ
れ
て
来
た
の
は
、
お
そ
ら
く
冒
頭
に
述
べ

た
九
鬼
周
造
と
い
う
哲
学
者
な
い
し
そ
の
哲
学
的
主
題
に
纏
わ
る
強
い
先
入
観

の
な
せ
る
わ
ざ
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

た
し
か
に
九
鬼
は
、
偶
然
性
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
の
考
察
を
展
開
し
始
め

た
当
初
か
ら
こ
の
問
題
に
重
点
を
置
い
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が

ら
彼
は
、
一
九
二
九
年
の
講
演
「
偶
然
性
」、
一
九
三
〇
年
の
京
都
大
学
で
の

特
殊
講
義
「
偶
然
性
、
其
他
二
、三
の
哲
学
問
題
」、
一
九
三
二
年
の
博
士
論
文

『
偶
然
性
』、
そ
し
て
一
九
三
五
年
の
著
書
『
偶
然
性
の
問
題
』
へ
と
考
察
を
展

開
す
る
中
で
、
次
第
に
こ
の
問
題
に
意
識
的
に
な
り
、
そ
れ
を
偶
然
論
の
前
景

に
押
し
出
し
始
め
る
よ
う
に
な
る
。
そ
う
し
て
と
り
わ
け
そ
の
大
き
な
契
機
と

な
っ
た
の
は
、
一
九
三
二
年
の
博
士
論
文
『
偶
然
性
』
の
執
筆
と
、
そ
れ
に
対
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し
て
与
え
ら
れ
た
田
辺
元
の
批
判
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
九
鬼
の
博
士
論

文
の
査
読
官
で
も
あ
っ
た
田
辺
と
九
鬼
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
書
簡
は
、「
田

辺
元
・
九
鬼
周
造
往
復
書
簡—

博
士
論
文
『
偶
然
性
』
を
め
ぐ
っ
て
」
と
題

さ
れ
て
活
字
化
さ
れ
て
い
る
。
田
辺
の
批
判
に
応
答
す
る
形
で
展
開
さ
れ
て
い

る
こ
の
往
復
書
簡
の
議
論
は
、
九
鬼
が
自
身
の
考
え
を
詳
し
く
解
説
し
た
重
要

な
資
料
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
こ
で
本
節
で
は
、
こ
れ
を
中
心
に
見
て
行
く
こ

と
に
し
よ
う
。

ま
ず
田
辺
は
、
九
鬼
の
偶
然
論
に
対
し
て
以
下
の
よ
う
に
批
判
し
た
。

偶
然
性
の
問
題
に
つ
き
て
は
、
偶
然
を
必
然
化
す
る
原
理
と
し
て
合
目

的
性
が
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
事
は
小
生
の
確
信
で
御

坐
い
ま
す
。
も
し
御
論
文
御
公
表
の
場
合
な
ど
に
は
、
こ
の
方
面
の
御

補
足
が
望
ま
し
い
と
申
す
こ
と
は
、
失
礼
を
顧
み
ず
敢
え
て
申
上
げ
た

い
と
存
じ
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
田
辺
は
か
な
り
強
い
口
調
で
、
九
鬼
の
偶
然
論
に
は
「
偶
然

を
必
然
化
す
る
原
理
」
と
し
て
の
「
合
目
的
性
」
の
問
題
が
欠
落
し
て
い
る
こ

と
を
批
判
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
九
鬼
は
、「〔
私
は
〕
そ
の
種
の

合
目
的
性
を
認
め
て
い
な
い
の
で
は
な
い
つ
も
り
で
居
り
ま
す
」等
と
弁
解
し
、

自
身
の
考
え
を
詳
論
し
た
後
、
書
簡
の
最
後
を
次
の
よ
う
に
括
っ
て
い
る
。

も
と
よ
り
私
は
論
文
を
書
き
ま
し
た
当
時
こ
れ
ら
の
こ
と
を
は
っ
き
り

意
識
し
て
い
た
わ
け
で
は
決
し
て
御
座
い
ま
せ
ん
。
大
兄
の
御
注
意
に

よ
っ
て
初
め
て
は
っ
き
り
と
意
識
さ
れ
て
ま
い
っ
た
の
で
御
座
い
ま
す
。

尤
も
私
は
そ
の
当
時
も
最
後
の
頁
で
、
偶
然
性
を
否
定
す
る
必
然
性
（
合

目
的
性
）
が
前
景
へ
出
て
来
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
気
付
い
て
居
り
ま
し

た
。
大
兄
の
御
批
評
に
よ
っ
て
こ
の
こ
と
が
は
っ
き
り
し
た
問
題
と
な
っ

て
ま
い
り
ま
し
た
。

こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
偶
然
性
を
否
定
す
る
必
然
性
（
合
目
的
性
）」
が
、

田
辺
が
指
摘
し
た
「
偶
然
を
必
然
化
す
る
原
理
と
し
て
の
合
目
的
性
」
で
あ
る

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。こ
の
よ
う
に
九
鬼
は
、「
偶
然
を
必
然
化
す
る
原
理
」

と
し
て
の
「
合
目
的
性
」
の
問
題
が
、自
分
に
と
っ
て
「
は
っ
き
り
し
た
問
題
」

と
な
っ
て
来
た
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
九
鬼
が
、
博
士
論
文
の
執

筆
な
ら
び
に
そ
れ
に
対
す
る
田
辺
の
批
判
を
契
機
と
し
て
、「
偶
然
の
必
然
化
」

と
い
う
問
題
を
意
識
的
に
主
題
化
し
始
め
た
こ
と
が
、
こ
こ
に
明
瞭
に
語
ら
れ

て
い
る
と
言
え
よ
う
。

さ
ら
に
、
こ
こ
で
は
博
士
論
文
の
最
後
の
頁
で
そ
の
問
題
が
前
景
に
出
て
来

た
こ
と
に
は
気
付
い
て
い
た
、
と
も
言
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
「
最
後
の
頁
」

と
い
う
の
は
次
の
箇
所
の
こ
と
で
あ
る
。

我
々
は
偶
然
性
の
驚
異
を
未
来
に
よ
っ
て
倒
逆
的
に
基
礎
づ
け
る
こ
と

が
出
来
る
。「
目
的
ら
し
さ
」
を
未
来
に
醸
し
て
邂
逅
の
「
瞬
間
」
に
驚

異
を
齎
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
し
て
、
一
切
の
偶
然
性
の
驚
異
を
未

来
に
よ
っ
て
強
調
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
偶
然
性
を
し
て
真
に
偶
然
性

た
ら
し
む
る
こ
と
が
、
有
限
な
る
人
間
に
与
え
ら
れ
た
課
題
で
な
け
れ

★
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ば
な
ら
ぬ
。『
浄
土
論
』
に
「
観
仏
本
願
力
、
遇
無
空
過
者
」
と
あ
る
の

は
畢
竟
こ
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
無
を
う
ち
に
蔵
し
て
滅
亡
の
運
命
を
有

す
る
偶
然
性
に
永
遠
の
意
味
を
付
与
す
る
に
は
、
未
来
に
よ
っ
て
瞬
間

を
生
か
し
む
る
よ
り
ほ
か
は
な
い
。
誰
人
も
弥
蘭
の
「
何
故
」
に
対
し

て
理
論
の
圏
内
に
あ
っ
て
は
十
全
な
る
解
答
を
与
え
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

僅
か
に
問
題
を
実
践
の
領
域
に
移
し
て
「
遇
う
て
空
し
く
過
ぐ
る
勿
れ
」

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
あ
る
。（
Ⅱ
・
三
一
七
）

こ
れ
が
博
士
論
文
の
結
論
で
あ
る
。
こ
こ
に
あ
る
「
弥
蘭
の
『
何
故
』」
と

は
、
古
代
イ
ン
ド
の
仏
教
経
典
の
一
つ
で
あ
る
『
那
先
比
丘
経
』
に
あ
る
次
の

問
い
を
指
し
て
い
る
。「
世
間
人
頭
面
目
身
体
四
支
皆
完
具
、
何
故
有
長
命
者

有
短
命
者
、
有
多
病
少
病
者
、
有
貧
者
富
者
、
有
長
者
有
卑
者
、
有
端
正
者
有

醜
悪
者
、
有
為
所
信
者
為
人
所
疑
者
、
有
明
者
有
闇
者
、
何
以
故
不
同
」（
Ⅱ
・

三
九
）。
要
す
る
に
こ
れ
は
、「
偶
然
性
の
存
在
理
由
」
に
つ
い
て
の
問
い
で
あ

り
、
九
鬼
は
こ
の
問
い
を
そ
の
偶
然
論
の
冒
頭
近
く
で
挙
げ
、「
人
間
の
悩
み

と
喜
び
と
を
蔵
す
る
哲
学
的
な
問
」
で
あ
る
と
も
言
っ
て
い
る
。
ち
ょ
う
ど
前

節
に
見
た
、「
な
ぜ
私
が
」「
な
ぜ
私
の
娘
が
」
と
い
う
と
き
の
「
な
ぜ
」
と
い

う
問
い
と
、
本
質
的
に
は
同
じ
問
い
で
あ
る
と
言
っ
て
差
し
支
え
な
い
と
思
わ

れ
る
。

そ
う
し
て
九
鬼
は
、
こ
の
「
な
ぜ
」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
ま
ず
、『
浄

土
論
』
に
あ
る
「
遇
う
て
空
し
く
過
ぐ
る
者
無
し
」
と
い
う
言
葉
を
引
い
て
い

る
。
こ
の
「
遇
」
は
「
偶
」
と
同
義
で
あ
り
、
従
っ
て
こ
れ
は
、「
空
し
く
過

ぎ
る
偶
然
は
無
い
」、
す
な
わ
ち
「
無
意
味
な
偶
然
は
存
在
し
な
い
」
と
い
う

意
味
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
が
、
九
鬼
は
さ
ら
に
こ
の
「
無
」
を
「
勿
」
と
い
う

命
令
形
に
改
め
、「
遇
う
て
空
し
く
過
ぐ
る
勿
れ
」
と
い
う
「
実
践
」
を
も
っ
て
、

そ
の
答
え
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
こ
の
箇
所
は
、
三
年
後
に
発
表
さ
れ

た
『
偶
然
性
の
問
題
』
で
は
、「『
遇
う
て
空
し
く
過
ぐ
る
勿
れ
』
と
い
う
命
令

を
自
己
に
与
え
る
こ
と
」（
Ⅱ
・
二
六
〇
）
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
ま
さ
に
こ

れ
は
、
自
己
が
自
己
自
身
に
対
し
て
与
え
る
命
令
、
す
な
わ
ち
「
倫
理
」
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
九
鬼
周
造
が
説
く
「
偶
然
性
の
倫
理
学
」
と
は
如
何

な
る
「
生
き
方
」
で
あ
る
か
は
、実
に
こ
の
一
言
を
如
何
に
解
釈
す
る
か
に
懸
っ

て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。

田
辺
と
の
往
復
書
簡
に
お
け
る
九
鬼
の
自
説
の
解
説
も
、
こ
の
博
士
論
文
の

結
論
部
分
の
意
味
内
容
を
め
ぐ
っ
て
の
も
の
で
あ
る
。
や
や
長
く
な
る
が
、
詳

し
く
見
て
お
こ
う
。
ま
ず
曰
く
、

私
の
考
で
は
「
遇
う
て
」
と
い
う
の
は
離
接
的
判
断
の
一
区
分
肢
の
位

地
を
決
定
的
に
占
め
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、「
空
し
く
過
ぐ
る
勿
れ
」

と
い
う
の
は
一
区
分
肢
が
被
区
分
概
念
に
対
し
て
有
つ
位
地
の
合
目
的

性
を
開
示
せ
よ
と
い
う
つ
も
り
で
御
座
い
ま
す
。〔
…
…
〕「
目
的
ら
し

さ
を
未
来
に
醸
す
」
と
申
し
ま
し
た
の
は
、
一
区
分
肢
が
被
区
分
概
念

に
対
し
て
有
つ
位
地
に
謂
わ
ば
可
能
性
と
し
て
含
ま
れ
て
い
る
（
そ
の

位
地
独
特
の
）
合
目
的
性
を
、
行
為
の
未
来
性
に
よ
っ
て
現
実
化
す
る

こ
と
を
指
し
た
つ
も
り
で
御
座
い
ま
す
。
ま
た
そ
れ
に
関
連
し
て
「
邂

逅
の
瞬
間
に
驚
異
を
齎
す
」
と
申
し
ま
し
た
の
は
、
一
区
分
肢
の
独
特

の
位
地
を
占
め
さ
せ
ら
れ
た
と
い
う
被
投
性
に
関
し
て
、
投
企
に
由
っ

★
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て
実
現
さ
れ
た
合
目
的
性
を
通
し
て
、
倒
逆
的
に
驚
異
す
る
と
い
う
つ

も
り
で
御
座
い
ま
す
。

こ
こ
で
は
、「
離
接
的
判
断
の
一
区
分
肢
が
被
区
分
概
念
に
対
し
て
有
つ
位

地
」と
い
う
こ
と
が
繰
り
返
し
言
わ
れ
て
い
る
。「
離
接
的
判
断
」（
ま
た
は「
選

言
判
断disjunctive judgm

ent

」）
と
は
、
周
知
の
と
お
り
カ
ン
ト
の
用
語

で
あ
り
、「
Ｘ
は
、
Ａ
か
Ｂ
か
Ｃ
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
」
と
い
う
判
断
形
式
を

言
う
。
九
鬼
は
こ
の
カ
ン
ト
の
用
語
を
借
り
て
、
偶
然
性
の
根
本
的
な
意
味
を

「
離
接
的
偶
然
」
と
呼
ぶ
。
た
と
え
ば
、
私
が
「
日
本
人
で
あ
る
」
と
い
う
偶

然
性
は
、
私
は
ア
メ
リ
カ
人
で
も
イ
ン
ド
人
で
も
エ
チ
オ
ピ
ア
人
で
も
あ
り
得

た
、と
い
う
様
々
な
可
能
性
を
背
景
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、私
が
「
ア

メ
リ
カ
人
で
あ
る
」「
イ
ン
ド
人
で
あ
る
」「
エ
チ
オ
ピ
ア
人
で
あ
る
」
等
々
と

い
っ
た
、
あ
り
得
た
で
あ
ろ
う
様
々
な
可
能
性
の
中
か
ら
、「
日
本
人
で
あ
る
」

と
い
う
一
つ
の
可
能
性
が
現
実
化
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
か
か
る
意
味
で

の
偶
然
性
を
、
九
鬼
は
「
私
は
、
日
本
人
か
ア
メ
リ
カ
人
か
イ
ン
ド
人
か
の
い

ず
れ
か
で
あ
る
」
と
い
う
判
断
の
形
式
を
と
る
偶
然
性
で
あ
る
か
ら
と
い
う
意

味
で
、「
離
接
的
偶
然
」
と
呼
ぶ
わ
け
で
あ
る
。

従
っ
て
、
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
要
す
る
に
「
部
分
」
と
「
全
体
」

の
関
係
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
私
が
「
日
本
人
で
あ
る
」
と
い
う
偶
然
性
は
、
私

は
ア
メ
リ
カ
人
で
も
イ
ン
ド
人
で
も
エ
チ
オ
ピ
ア
人
で
も
あ
り
得
た
と
い
う

様
々
な
可
能
性
の
「
全
体
」
の
中
の
一
つ
の
「
部
分
」
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
こ
れ
を
右
の
引
用
文
に
即
し
て
言
え
ば
、「
被
区
分
概
念
」
と
呼
ば

れ
て
い
る
概
念
が
、
日
本
人
で
も
ア
メ
リ
カ
人
で
も
イ
ン
ド
人
で
も
あ
り
得
た

と
い
う
、「
可
能
性
の
全
体
」
を
指
し
て
い
る
。
そ
う
し
て
、
そ
の
中
の
「
一

区
分
肢
」
が
、こ
の
場
合
、そ
の
「
全
体
」
の
中
か
ら
現
実
化
し
た
一
つ
の
「
部

分
」
と
し
て
の
、「
日
本
人
で
あ
る
」
と
い
う
偶
然
性
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
ま
ず
、「『
遇
う
て
』
と
い
う
の
は
離
接
的
判
断

の
一
区
分
肢
の
位
地
を
決
定
的
に
占
め
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
」
で
あ
る
と
は
、
つ

ま
り
、
偶
然
性
と
は
、
可
能
性
の
全
体
の
中
の
一
つ
の
部
分
が
、
ま
さ
に
「
全

体
の
中
の
部
分
」
と
し
て
現
実
化
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
意
味
に
な
る
。

し
か
る
に
「
部
分
」
と
い
う
も
の
は
、
あ
く
ま
で
も
「
全
体
の
中
の
部
分
」
で

あ
る
以
上
は
、
全
体
の
中
に
あ
っ
て
相
互
に
有
機
的
に
連
関
し
あ
っ
て
い
る
と

思
惟
さ
れ
る
。
ち
ょ
う
ど
、
手
や
足
と
い
っ
た
部
分
が
、
体
全
体
の
中
で
有
機

的
に
連
関
し
つ
つ
存
在
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
そ
れ
ゆ

え
、
そ
う
い
う
意
味
で
、
部
分
と
い
う
も
の
は
、
全
体
の
中
に
あ
っ
て
、
そ
の

部
分
に
独
特
の
位
置
を
占
め
な
が
ら
、
か
つ
全
体
に
対
し
て
合
目
的
性
を
有
し

て
い
る
。
手
は
、
手
で
あ
る
と
い
う
そ
の
具
体
性
と
独
自
性
に
よ
っ
て
、
体
全

体
の
中
で
合
目
的
的
に
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
う
い
う
各

部
分
に
含
ま
れ
て
い
る
合
目
的
性
を
開
示
せ
よ
と
い
う
命
令
が
、「
遇
う
て
空

し
く
過
ぐ
る
勿
れ
」
と
い
う
命
令
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「『
空
し
く
過

ぐ
る
勿
れ
』
と
い
う
の
は
一
区
分
肢
が
被
区
分
概
念
に
対
し
て
有
つ
位
地
の
合

目
的
性
を
開
示
せ
よ
と
い
う
つ
も
り
」
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
う

い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。

こ
の
こ
と
は
、
次
の
文
章
の
中
で
、
い
っ
そ
う
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

私
の
考
で
は
合
目
的
性
は
潜
勢
的
合
目
的
性
と
し
て
、
一
区
分
肢
が
被
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区
分
概
念
に
対
し
て
有
つ
位
地
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
潜
勢
的

合
目
的
性
を
現
勢
化
す
る
こ
と
が
、
偶
然
を
偶
然
と
し
て
生
か
す
こ
と

で
あ
る
と
思
う
の
で
御
座
い
ま
す
。
例
え
ば
甲
が
ア
メ
リ
カ
人
で
も
印

度
人
で
も
な
く
日
本
人
と
し
て
生
れ
た
と
い
う
偶
然
性
、
即
ち
甲
が
日

本
人
た
る
こ
と
に
「
遇
っ
た
」
と
い
う
被
投
性
に
は
、
潜
勢
的
合
目
的

性
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
潜
勢
的
合
目
的
性
を
現
勢
的
合
目
的

性
へ
ま
で
投
企
の
未
来
性
に
よ
っ
て
展
開
す
る
こ
と
が
、
有
限
な
人
間

に
与
え
ら
れ
た
課
題
で
あ
る
と
思
う
の
で
御
座
い
ま
す
。

こ
れ
も
周
知
の
と
お
り
、「
潜
勢
態
」
と
「
現
勢
態
」（
あ
る
い
は
「
可
能
態
」

と
「
現
実
態
」）
と
は
、ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
い
わ
ゆ
る
「
デ
ュ
ナ
ミ
ス
」
と
「
エ

ネ
ル
ゲ
イ
ア
」
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
植
物
の
種
に
は
、
芽
が
出
て
花
が
咲
く

と
い
う
こ
と
が
、未
来
に
お
い
て
現
実
化
す
る
可
能
性
と
し
て
含
ま
れ
て
い
る
。

そ
の
状
態
が
、
潜
勢
態
あ
る
い
は
可
能
態
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
そ
の
可
能
性

が
現
実
化
し
て
、
実
際
に
芽
が
出
て
花
が
咲
い
た
と
き
、
そ
の
状
態
が
、
現
勢

態
あ
る
い
は
現
実
態
と
言
わ
れ
る
。
九
鬼
は
偶
然
性
と
必
然
性
（
合
目
的
性
）

と
の
関
係
を
、
こ
の
デ
ュ
ナ
ミ
ス
と
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
の
関
係
で
捉
え
、
そ
う
し

て
「
合
目
的
性
は
潜
勢
的
合
目
的
性
と
し
て
、
一
区
分
肢
が
被
区
分
概
念
に
対

し
て
有
つ
位
地
に
含
ま
れ
て
い
る
」
と
言
う
。
す
な
わ
ち
換
言
す
れ
ば
、
偶
然

性
の
中
に
は
合
目
的
性
（
必
然
性
）
が
可
能
性
の
状
態
で
含
ま
れ
て
い
る
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
、「
そ
の
潜
勢
的
合
目
的
性
を

現
勢
化
す
る
こ
と
」、
す
な
わ
ち
可
能
性
と
し
て
含
ま
れ
て
い
る
合
目
的
性
を
、

「
投
企
の
未
来
性
に
よ
っ
て
展
開
」
し
、
現
実
化
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
「
偶
然

を
偶
然
と
し
て
生
か
す
こ
と
で
あ
る
」
と
九
鬼
は
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

な
お
こ
こ
で
、
如
上
に
捉
え
ら
れ
た
可
能
性
・
偶
然
性
・
必
然
性
の
関
係
を

も
う
少
し
詳
し
く
見
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
九
鬼
は
、
特
に
『
偶
然
性
の
問

題
』
第
三
章
第
九
節
「
偶
然
性
の
時
間
性
格
」
に
お
い
て
、
偶
然
性
と
は
可
能

性
と
必
然
性
と
の
接
点
で
あ
る
と
い
う
見
方
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
如
何
な

る
意
味
で
あ
る
か
と
言
う
に
、ま
ず
、可
能
性
は
「
予
め
」
と
い
う
図
式
に
よ
っ

て
未
来
の
時
間
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
必
然
性
は
「
既
に
」

と
い
う
図
式
に
よ
っ
て
過
去
を
時
間
性
格
と
し
て
も
っ
て
い
る
。
し
か
る
に
注

目
す
べ
き
は
、
九
鬼
が
こ
こ
で
、
必
然
性
を
「
展
開
し
た
現
実
」
と
見
る
立
場

を
示
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

お
よ
そ
展
開
と
は
未
来
的
な
可
能
性
が
過
去
的
な
必
然
性
へ
展
開
す
る

の
で
あ
る
。
未
だ
展
開
し
な
い
形
態
に
於
て
、未
来
に
於
け
る
展
開
が「
予

め
」
先
取
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
可
能
性
を
未
来
的
と
い
う

の
で
あ
る
。「
既
に
」
展
開
し
た
形
態
に
於
て
、
過
去
に
於
け
る
展
開
の

経
歴
が
回
顧
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
必
然
性
を
過
去
的
と
い
う
の
で
あ
る
。

（
Ⅱ
・
二
〇
九
）

そ
う
し
て
、
そ
れ
で
は
偶
然
性
と
は
如
何
な
る
時
間
性
格
を
有
す
る
か
と
言

え
ば
、
そ
れ
は
現
実
が
展
開
し
、
可
能
性
が
必
然
性
へ
と
推
移
す
る
、
そ
の
現

在
の
瞬
間
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
九
鬼
曰
く
、「
可
能
が
現
実
面
へ
出
遇

0

0

う
場
合

が
広
義
の
偶
然
で
あ
る
」（
Ⅱ
・
二
〇
九
。
傍
点
原
文
）。
未
来
的
の
可
能
性
が
、

過
去
的
の
必
然
性
へ
と
展
開
す
る
、
そ
の
瞬
間
が
偶
然
性
で
あ
る
。
換
言
す
れ
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ば
、
偶
然
性
と
は
、
一
方
に
可
能
性
を
、
他
方
に
必
然
性
を
、
未
来
に
過
去
に

「
斜
視
」
す
る
現
在
の
様
相
に
ほ
か
な
ら
な
い
（
図
２
参
照
）。

そ
う
す
る
と
、
合
目
的
性
は
潜
勢
的
合
目
的
性
と
し
て
偶
然
性
の
中
に
含
ま

れ
て
い
る
、
と
い
う
九
鬼
の
考
え
は
、
こ
う
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、「
未

だ
展
開
し
な
い
形
態
」
す
な
わ
ち
「
潜
勢
態
」
と
し
て
「
未
来
に
於
け
る
展
開

が
『
予
め
』
先
取
さ
れ
て
い
る
」
の
が
、
九
鬼
の
言
う
「
潜
勢
的
合
目
的
性
」

で
あ
る
。
そ
う
し
て
そ
れ
が
「『
既
に
』
展
開
し
た
形
態
」
す
な
わ
ち
「
現
勢
態
」

と
な
っ
た
と
き
、
偶
然
性
は
過
去
的
の
必
然
性
へ
と
推
移
す
る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
博
士
論
文
に
お
い
て
「『
目
的
ら
し
さ
』
を
未
来
に
醸
す
」
と
表
現
さ

れ
て
い
る
の
も
、や
は
り
こ
の
「
未
来
に
お
け
る
展
開
」
を
「
予
め
先
取
す
る
」

こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
九
鬼
は
、
偶
然
性
に
含
ま
れ
て
い
る

「
目
的
ら
し
さ
」（
潜
勢
的
合
目
的
性
）
を
、
意
識
の
先
駆
性
に
よ
っ
て
予
め
先

取
し
、
行
為
の
未
来
性
に
よ
っ
て
そ
れ
を
現
実
化
（
現
勢
化
）
し
、
も
っ
て
そ

れ
を
現
勢
的
合
目
的
性
（
必
然
性
）
へ
ま
で
展
開
せ
し
め
る
こ
と
が
、「
偶
然

を
偶
然
と
し
て
生
か
す
」
こ
と
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に
加
う
る
に
、
九
鬼
が
他
方
で
、
可
能
性
と
必
然
性
と
の
相
関
関
係
に

着
目
し
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
を
要
す
る
。
九
鬼
が
博
士
論
文
か
ら
『
偶
然
性

の
問
題
』
へ
の
加
筆
に
際
し
て
、
特
に
大
幅
な
拡
充
を
施
し
た
箇
所
は
、
第
三

章
「
離
接
的
偶
然
」
に
お
け
る
徹
底
的
な
様
相
性
の
体
系
分
析
で
あ
る
が
、
そ

こ
で
九
鬼
は
、
様
相
性
の
体
系
の
「
新
し
い
構
成
法
」
と
し
て
、
可
能
性
と
必

然
性
と
が
「
緊
密
な
近
接
関
係
」
に
あ
る
と
の
見
方
を
示
し
て
い
る
。
曰
く
、

然
ら
ば
如
何
な
る
相
関
的
関
係
を
有
っ
て
い
る
か
と
い
う
に
、
可
能
性

の
全
体
は
必
然
性
と
全
然
合
致
す
る
も
の
で
、
そ
の
合
致
が
す
な
わ
ち

現
実
性
で
あ
る
と
い
う
関
係
が
存
す
る
。
詳
し
く
云
え
ば
、
現
実
性
と

い
う
も
の
は
諸
々
の
制
約
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
制
約
の

各
々
が
現
実
性
に
と
っ
て
は
必
然
的
な
も
の
で
欠
く
こ
と
を
得
な
い
。

し
か
し
各
制
約
を
別
々
に
離
し
て
見
れ
ば
被
制
約
者
の
可
能
性
を
意
味

す
る
に
過
ぎ
な
い
。
未
だ
そ
の
現
実
性
を
意
味
し
て
は
い
な
い
。
諸
制

約
が
悉
く
充
実
さ
れ
、
一
致
し
て
働
く
時
に
初
め
て
、
被
制
約
者
が
現

実
的
の
も
の
に
な
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
の
時
に
は
被
制
約
者
は

過
去

未
來

現　
　
　
　
　

實

現
在

偶
然（

）

不
可
能

図２　可能性・偶然性・必然性の関係（１）

出所）『偶然性の問題』212 頁。

必
然

可
能
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単
に
可
能
的
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
必
然
的
で
あ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
時
に
は
被
制
約
者
は
最
早
や
存
在
し
な
い
こ
と
が
出
来
な
い
で
、

そ
の
諸
制
約
の
全
体
に
よ
っ
て
絶
対
的
に
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
具

体
的
形
態
の
諸
制
約
に
於
け
る
可
能
性
と
必
然
性
と
の
斯
よ
う
な
会
合

が
そ
の
形
態
の
現
実
性
を
構
成
す
る
の
で
あ
る
。
可
能
性
と
は
構
成
契

機
と
し
て
制
約
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
対
す
る
様
相
的
表
現
に
他
な
ら
な

い
。
そ
う
し
て
必
然
性
と
は
諸
制
約
の
全
体
を
云
う
の
で
あ
る
。（
Ⅱ
・

一
七
七
〜
一
七
八
）

し
か
も
九
鬼
は
、
続
け
て
、「
可
能
性
と
必
然
性
と
の
こ
の
関
係
は
既
に
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
潜
勢
態
と
現
勢
態
の
相
関
に
あ
ら
わ
れ
て
い
た
」
こ
と
を
も

指
摘
し
、「
す
な
わ
ち
諸
潜
勢
態
の
会
合
が
現
勢
態
を
必
然
的
に
結
果
せ
し
め

る
の
で
あ
る
」
と
言
っ
て
い
る
（
Ⅱ
・
一
七
八
）。

詳
細
な
検
討
は
別
稿
に
譲
り
た
い
が
、
さ
し
あ
た
っ
て
こ
こ
で
注
目
し
て
お

き
た
い
こ
と
は
、
も
し
こ
の
よ
う
に
「
可
能
性
の
全
体
は
必
然
性
と
全
然
合
致

す
る
」
と
捉
え
、
こ
れ
を
先
の
様
相
性
の
時
間
性
格
の
分
析
と
照
合
す
る
な
ら

ば
、
未
来
の
全
体
と
過
去
の
全
体
と
が
全
然
合
致
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る

こ
と
で
あ
る
。
先
に
見
た
図
２
に
お
い
て
も
、
可
能
性
と
必
然
性
と
が
反
転
す

る
形
で
等
面
積
で
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。
す
な
わ
ち
こ
の
見

方
は
、
九
鬼
が
偶
然
論
と
並
行
し
て
拘
り
続
け
た
時
間
論
に
お
け
る
、
回
帰
的

時
間
の
構
造
と
軌
を
一
に
す
る
。
つ
ま
り
、
時
間
は
空
間
的
に
表
象
す
れ
ば
直

線
で
は
な
く
円
を
描
い
て
無
限
に
回
帰
し
て
お
り
、
偶
然
性
と
は
そ
の
円
周
上

★
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●

▲

▲

▼

●

可能性＝必然性
（形而上学的時間）

偶然性
不可能性

偶然性 必然性可能性

現在未来 過去
（現象学的時間）

　図３　可能性・偶然性・必然性の関係（2）

出所）筆者作成。
注）　 円が回帰的形而上学的時間、直線が現象学的

時間を表し、矢の方向に時間が推移する。
無限大の円の弧が直線に接近するように、
回帰的時間の円弧は現象学的には直線で表
象される。様相性の見地から言えば、円は
可能性の全体としての離接的必然であり、
円周上の一点がその一離接肢としての偶然
性である。なお点線は現実化する可能性が
無い不可能性（たとえば丸い四角）を表し、
偶然性がそれに接するのは、偶然性と不可
能性との近接関係を表している。



120人　文　学　の　正　午　No. 3  Jun.  2012

Article❺

の
一
点
と
し
て
の
現
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
図
３
参
照
）。
そ
う
す

る
と
、
現
実
化
し
た
現
在
の
偶
然
性
と
は
、
円
を
も
っ
て
表
象
さ
れ
る
可
能
性

の
全
体
す
な
わ
ち
必
然
性
の
中
の
一
部
分
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
や
は
り
、
部

分
相
互
は
有
機
的
に
連
関
し
あ
い
な
が
ら
合
目
的
的
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
る

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
九
鬼
は
、
一
貫
し
て
、「
目
的
手
段
関
係
は
倒

逆
的
の
因
果
関
係
で
あ
る
」（
Ⅱ
・
六
一
）
と
も
捉
え
て
い
る
（「
Ａ
な
ら
ば
Ｂ

で
あ
る
」
と
い
う
因
果
的
必
然
性
の
倒
逆
が
「
Ｂ
の
た
め
に
は
Ａ
を
為
さ
ね
ば

な
ら
ぬ
」
と
い
う
目
的
的
必
然
性
で
あ
る
）。
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
結
局
、
諸

制
約
の
全
体
と
い
う
意
味
で
の
絶
対
的
必
然
性
に
関
し
て
、
時
間
を
過
去
か
ら

未
来
に
流
れ
る
も
の
と
見
て
こ
の
必
然
性
を
捉
え
た
も
の
が
因
果
的
必
然
性
で

あ
り
、
他
方
、
時
間
を
未
来
か
ら
過
去
に
流
れ
る
も
の
と
見
て
捉
え
た
も
の
が
、

目
的
的
必
然
性
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に

せ
よ
、
偶
然
性
に
は
合
目
的
性
が
潜
勢
的
合
目
的
性
と
し
て
含
ま
れ
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
得
る
た
め
に
は
、
現
実
を
構
成
す
る
諸
制
約
が
相
互
に

有
機
的
に
連
関
し
、
そ
の
全
体
に
対
し
て
合
目
的
的
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と

が
言
わ
れ
得
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
う
し
て
そ
れ
を
時
間
論
の
見
地
か
ら
言
え
ば
、

未
来
と
過
去
と
が
合
致
し
て
全
体
と
し
て
の
円
を
描
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
が

ま
た
、
言
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、「
遇
う
て
空
し
く
過
ぐ

る
者
無
し
」
と
い
う
絶
対
的
合
目
的
性
に
基
づ
い
て
、「
遇
う
て
空
し
く
過
ぐ

る
勿
れ
」
と
い
う
倫
理
が
導
か
れ
る
の
で
あ
る
。
九
鬼
の
論
理
に
お
い
て
、
回

帰
的
時
間
論
こ
そ
は
、
こ
の
「
遇
う
て
空
し
く
過
ぐ
る
者
無
し
」
と
い
う
こ
と

の
論
理
的
根
拠
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

実
際
、
こ
こ
で
改
め
て
田
辺
と
の
往
復
書
簡
に
戻
れ
ば
、
そ
の
中
で
九
鬼
は
、

次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。

私
が
「
仏
の
本
願
力
を
観
ず
る
に
遇
う
て
空
し
く
過
ぐ
る
者
な
し
」
と

い
う
言
葉
を
引
合
い
に
出
し
ま
し
た
の
は
、
偶
然
性
の
中
に
潜
勢
的
合

目
的
性
を
認
め
て
い
た
か
ら
で
御
座
い
ま
す
。「
仏
の
本
願
力
」
が
根
源

的
な
目
的
性
で
、「
遇
う
」
こ
と
に
含
ま
れ
て
い
る
潜
勢
的
合
目
的
性
も
、

そ
の
根
源
的
な
目
的
性
に
基
い
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
う
し
て
潜
勢

的
合
目
的
性
を
現
勢
化
す
る
こ
と
が
出
来
た
場
合
に
は
じ
め
て
「
空
し

く
過
ぐ
る
者
な
し
」
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
と
考
え
て
居
り

ま
す
。

鍵
に
な
る
の
は
、「
根
源
的
な
目
的
性
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
概
念
で
あ
ろ
う
。

お
そ
ら
く
そ
れ
は
、可
能
性
の
全
体—

九
鬼
は
そ
れ
を
「
形
而
上
的
絶
対
者
」

と
か
「
絶
対
的
形
而
上
的
必
然
」
と
も
呼
ん
で
い
る—

が
、
ま
さ
に
全
体
で

あ
る
が
ゆ
え
に
有
す
る
絶
対
的
合
目
的
性
に
ほ
か
な
る
ま
い
。「『
遇
う
』
こ
と

に
含
ま
れ
て
い
る
潜
勢
的
合
目
的
性
も
、
そ
の
根
源
的
な
目
的
性
に
基
い
て
い

る
」
と
い
う
の
も
、
現
実
的
偶
然
性
が
形
而
上
的
必
然
性
（
全
体
）
の
中
の
一

部
分
で
あ
る
以
上
は
、
部
分
相
互
が
合
目
的
的
に
連
関
し
得
る
可
能
性
を
潜
勢

的
に
含
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
そ
の
可
能
性
を
現
実
化

す
る
こ
と
が
出
来
た
場
合
に
、
偶
然
性
が
必
然
性
へ
と
転
換
さ
れ
、「
空
し
く

過
ぐ
る
者
な
し
」
と
い
う
「
仏
の
本
願
」
が
実
現
す
る
、と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
う
考
え
れ
ば
、「『
遇
う
て
空
し
く
過
ぐ
る
勿
れ
』
と
い
う
命
令
を
自
己
に
与

え
る
」
と
い
う
、
九
鬼
が
説
く
「
偶
然
性
の
倫
理
学
」
と
は
、
い
わ
ば
、「
遇
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う
て
空
し
く
過
ぐ
る
者
無
し
」
と
い
う
絶
対
的
合
目
的
性
を
実
現
し
よ
う
と
す

る
「
仏
の
本
願
」
に
対
す
る
、
人
間
存
在
の
応
答
責
任
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と

も
で
き
よ
う
。
な
ぜ
と
言
っ
て
、「
潜
勢
的
合
目
的
性
を
現
勢
化
す
る
こ
と
が

出
来
た
場
合
に
は
じ
め
て
『
空
し
く
過
ぐ
る
者
な
し
』
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
」

と
い
う
こ
と
は
、
換
言
す
れ
ば
、「
遇
う
て
空
し
く
過
ぐ
る
者
無
し
」
と
い
う

合
目
的
性
が
現
実
に
お
い
て
実
現
す
る
か
否
か
は
、
畢
竟
、
人
間
存
在
が
「『
遇

う
て
空
し
く
過
ぐ
る
勿
れ
』
と
い
う
命
令
を
自
己
に
与
え
る
」
か
否
か
、
そ
れ

に
応
答
し
て
生
き
る
か
否
か
に
懸
っ
て
い
る
と
も
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。
九
鬼

が
博
士
論
文
の
結
論
と
し
て
、そ
れ
が
「
有
限
な
る
人
間
に
与
え
ら
れ
た
課
題
」

で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
お
付
言

し
て
お
け
ば
、
こ
の
部
分
は
『
偶
然
性
の
問
題
』
で
は
、「
有
限
な
る
実
存
者

に
与
え
ら
れ
た
課
題
で
あ
り
、
同
時
に
ま
た
、
実
存
す
る
有
限
者
の
救
い
で
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
」（
Ⅱ
・
二
五
九
）
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
九
鬼
の
偶
然
論
は
、

か
く
の
如
く
、
偶
然
的
な
生
を
必
然
化
し
て
行
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
の
無
意

味
さ
か
ら
の
「
救
い
」
を
も
た
ら
す
「
生
き
方
」
を
も
っ
て
、
そ
の
結
論
と
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

 

三　

目
的
な
き
目
的

さ
て
、
以
上
見
て
来
た
よ
う
に
、
九
鬼
の
偶
然
論
に
は
目
的
的
の
偶
然
性
を

必
然
化
（
合
目
的
化
）
す
る
論
理
が
明
ら
か
に
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、

そ
れ
を
よ
り
判
明
に
理
解
す
る
た
め
に
、
本
節
で
は
さ
ら
に
も
う
一
点
、
補
足

的
な
考
察
を
加
え
て
お
こ
う
。
そ
れ
は
他
な
ら
ぬ
九
鬼
の
偶
然
論
に
お
け
る
目

的
論
に
つ
い
て
の
考
察
で
あ
る
。 

前
節
に
見
た
九
鬼
の
偶
然
の
必
然
化
の
論
理
に
お
い
て
、
中
心
的
な
位
置
を

占
め
て
い
た
の
は
「
潜
勢
的
合
目
的
性
」
と
い
う
概
念
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
て

こ
れ
は
、
博
士
論
文
の
結
論
部
分
に
お
い
て
は
「
目
的
ら
し
さ
」
と
い
う
概
念

で
指
し
示
さ
れ
て
い
た
概
念
と
同
一
の
意
味
内
容
を
含
む
も
の
と
考
え
て
差
支

え
な
い
。
し
か
る
に
興
味
深
い
こ
と
は
、
そ
の
後
の
『
偶
然
性
の
問
題
』
に
お

い
て
、
こ
れ
が
「
目
的
な
き
目
的
」
と
い
う
概
念
で
も
っ
て
換
言
さ
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
九
鬼
は
、田
辺
の
指
摘
を
ふ
ま
え
、よ
り
必
然
性
（
合

目
的
性
）
を—

よ
り
正
確
に
言
え
ば
、
偶
然
性
と
必
然
性
と
の
相
関
関
係

を—

強
調
す
る
表
現
に
改
め
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
か
か
る
経
緯
を
見
て

も
、
こ
の
「
目
的
な
き
目
的
」
と
い
う
概
念
こ
そ
は
、
九
鬼
の
偶
然
論
、
特
に

そ
の
目
的
論
を
読
み
解
く
う
え
で
、
決
定
的
な
鍵
に
な
る
概
念
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
。
そ
こ
で
以
下
に
、
こ
の
「
目
的
な
き
目
的
」
と
い
う
概
念
を
中
心
と
し

て
、『
偶
然
性
の
問
題
』に
お
け
る
九
鬼
の
目
的
論
を
見
て
行
く
こ
と
に
し
よ
う
。

  

「
目
的
な
き
目
的
」
と
は
何
か
。
九
鬼
の
定
義
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
「
目
的

と
し
て
立
て
ら
れ
は
し
な
か
っ
た
が
、し
か
も
目
的
た
り
得
べ
き
よ
う
な
も
の
」

（
Ⅱ
・
八
〇
）
で
あ
る
。
い
か
に
も
曖
昧
な
定
義
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
こ
う

い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
九
鬼
は
、目
的
性
に
関
す
る
偶
然
性
す
な
わ
ち
目
的
的
偶
然
に
は
、

大
き
く
分
け
て
二
種
類
が
あ
る
と
言
う
。
そ
れ
は
「
目
的
的
積
極
的
偶
然
」
と

「
目
的
的
消
極
的
偶
然
」
で
あ
る
。
ま
ず
、
目
的
的
消
極
的
偶
然
と
は
、「
目
的

の
非
存
在
を
消
極
的
に
把
握
す
る
」
場
合
で
あ
り
、
さ
ら
に
詳
し
く
見
る
と
、

そ
こ
に
は「
反
目
的
と
し
て
の
偶
然
」と「
無
目
的
と
し
て
の
偶
然
」が
あ
る（
Ⅱ
・
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七
二
）。
対
し
て
、
目
的
的
積
極
的
偶
然
と
は
、「
二
つ
或
は
二
つ
以
上
の
事
象

間
に
目
的
以
外
の
関
係
の
存
在
す
る
こ
と
を
積
極
的
に
目
撃
す
る
場
合
」
で
あ

る
（
Ⅱ
・
七
六
）。

　
　
　
　
　
　
　
　

目
的
的
積
極
的
偶
然

　

目
的
的
偶
然　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

反
目
的
と
し
て
の
偶
然

　
　
　
　
　
　
　
　

目
的
的
消
極
的
偶
然

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

無
目
的
と
し
て
の
偶
然

九
鬼
は
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
極
め
て
詳
細
な
考
察
を
加
え
て
い
る
が
、
こ
こ

で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
最
も
基
本
的
な
性
格
を
、
単
純
な
例
を
挙
げ
て
見
て
お
く
こ

と
に
し
よ
う
。

今
私
が
、
Ａ
に
ボ
ー
ル
を
ぶ
つ
け
よ
う
と
し
て
投
げ
つ
け
た
と
す
る
。
そ
し

て
こ
れ
が
、
私
が
意
図
し
た
と
お
り
Ａ
に
命
中
す
れ
ば
、
こ
れ
は
意
図
し
た
目

的
が
実
現
し
、「
ボ
ー
ル
を
投
げ
る
」
と
い
う
行
為
と
「
Ａ
に
命
中
す
る
」
と

い
う
結
果
と
の
間
に
手
段–

目
的
関
係
が
成
立
す
る
か
ら
、
目
的
的
必
然
で
あ

る
。
そ
れ
に
対
し
て
、手
元
が
狂
っ
て
ボ
ー
ル
が
Ａ
に
命
中
し
な
か
っ
た
場
合
、

こ
れ
は
、
意
図
し
た
目
的
が
実
現
せ
ず
、
目
的
の
非
存
在
を
目
撃
す
る
こ
と
に

な
る
。
こ
れ
が
「
反
目
的
と
し
て
の
偶
然
」
で
あ
る
。
で
は
、「
無
目
的
と
し

て
の
偶
然
」
と
は
何
か
と
言
え
ば
、
こ
れ
は
、
も
と
も
と
目
的
が
存
在
し
な
い

こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
今
の
た
と
え
で
言
え
ば
、
Ａ
に
ぶ
つ
け
る
と
い
う
目
的

を
立
て
て
ボ
ー
ル
を
投
げ
る
わ
け
で
は
な
く
、
目
を
つ
ぶ
っ
て
投
げ
る
こ
と
で

あ
る
。
偶
然
性
が
し
ば
し
ば
「
盲
目
」
に
譬
え
ら
れ
る
の
は
、
か
か
る
意
味
で

の
偶
然
性
を
指
し
示
し
て
い
る
。

こ
れ
が
目
的
的
消
極
的
偶
然
で
あ
る
が
、
で
は
目
的
的
積
極
的
偶
然
と
は
如

何
な
る
場
合
で
あ
る
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
、
Ａ
に
ぶ
つ
け
る
こ
と
を
意
図
し

て
ボ
ー
ル
を
投
げ
た
と
こ
ろ
、
軌
道
が
逸
れ
て
、
ぶ
つ
け
る
こ
と
を
意
図
し
て

い
な
か
っ
た
Ｂ
に
命
中
し
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
場
合
で
あ
る
。
Ｂ
に
ぶ
つ
け

る
と
い
う
こ
と
は
、
ボ
ー
ル
を
投
げ
る
と
い
う
手
段
の
目
的
と
し
て
立
て
ら
れ

て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
両
者
の
間
に
目
的
性
以
外
の
何

ら
か
の
積
極
的
な
関
係
が
立
て
ら
れ
る
。
そ
う
い
う
場
合
を
、
九
鬼
は
目
的
的

積
極
的
偶
然
と
呼
ぶ
わ
け
で
あ
る
。

し
か
る
に
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
目
的
的
積
極
的
偶
然
に
お
い
て
、

目
撃
さ
れ
る
そ
の
「
意
図
せ
ざ
る
結
果
」
が
主
観
的
に
重
大
な
意
味
を
も
つ
場

合
、
あ
た
か
も
そ
れ
が
目
的
で
あ
っ
た
「
か
の
よ
う
に
」
受
け
取
ら
れ
る
こ
と

が
、
し
ば
し
ば
あ
り
得
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
い
う
、
あ
た
か
も
そ
れ

が
目
的
で
あ
っ
た
「
か
の
よ
う
な
」
意
図
せ
ざ
る
結
果
こ
そ
、「
目
的
と
し
て

立
て
ら
れ
は
し
な
か
っ
た
が
、
し
か
も
目
的
た
り
得
べ
き
よ
う
な
も
の
」
と
定

義
さ
れ
る
「
目
的
な
き
目
的
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

右
に
挙
げ
た
例
は
い
か
に
も
つ
ま
ら
な
い
も
の
で
は
あ
る
が
、九
鬼
が「
い
っ

た
い
日
常
生
活
に
あ
っ
て
偶
然
と
云
わ
れ
る
も
の
の
大
部
分
は
こ
の
目
的
的
積

極
的
偶
然
で
あ
る
」（
Ⅱ
・
七
七
）
と
も
言
う
よ
う
に
、
か
か
る
意
味
で
の
偶

然
性
は
、
個
人
の
生
と
人
間
の
歴
史
の
展
開
に
お
い
て
し
ば
し
ば
目
撃
さ
れ
、

し
か
も
極
め
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
も
ま
た
し
ば
し
ば
で
あ
る
。
九
鬼

自
身
が
挙
げ
て
い
る
典
型
的
な
例
を
見
て
お
け
ば
、
た
と
え
ば
十
七
世
紀
の

錬
金
術
師
ブ
ラ
ン
ド
が
、
錬
金
を
目
的
と
し
て
、
そ
の
た
め
の
物
質
を
得
る
た

★
20
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め
の
手
段
と
し
て
尿
を
蒸
発
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
む
ろ
ん
そ
の
目
的
は
実
現
し
な

か
っ
た
反
面
、
そ
の
意
図
せ
ざ
る
結
果
と
し
て
、
た
ま
た
ま
、
光
を
発
す
る
元

素
で
あ
る
燐
を
発
見
し
た
（
Ⅱ
・
七
七
）。
こ
の
場
合
、
あ
く
ま
で
も
金
を
錬

成
す
る
こ
と
が
目
的
で
、
燐
を
発
見
す
る
こ
と
は
目
的
と
し
て
立
て
ら
れ
て
は

い
な
か
っ
た
以
上
、
両
者
の
関
係
は
目
的
的
に
全
然
偶
然
で
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
そ
こ
で
目
撃
さ
れ
た
そ
の
意
図
せ
ざ
る
結
果
が
主
観
的
に
重
大
な
意
味

を
も
っ
た
が
ゆ
え
に
、
彼
は
あ
た
か
も
燐
を
発
見
す
る
「
た
め
に
」
尿
を
蒸
発

さ
せ
た
「
か
の
よ
う
に
」
感
じ
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
う
し
て
そ
れ
に
よ
っ

て
、こ
こ
に「
仮
想
的
な
」手
段–
目
的
関
係
が
新
た
に
樹
立
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

尿
を
蒸
発（
手
段
）　　
　
　
　

金
を
錬
成
（
目
的
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

燐
を
発
見
（
目
的
な
き
目
的
）

あ
る
い
は
、
も
う
一
つ
、
我
々
も
よ
く
知
る
顕
著
な
例
と
し
て
は
、
鎌
倉
時

代
末
期
の
い
わ
ゆ
る
「
神
風
」
が
あ
る
。
暴
風
雨
は
、
元
軍
を
撃
退
す
る
「
た

め
に
」
日
本
に
到
来
し
た
の
で
は
な
い
。
こ
れ
は
自
然
現
象
で
あ
る
か
ら
、
因

果
的
必
然
と
異
種
結
合
を
し
た
無
目
的
と
し
て
の
目
的
的
偶
然
で
あ
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
元
の
大
軍
が
壊
滅
し
て
日
本
が
救
わ
れ
る
と
い
う

極
め
て
重
大
な
主
観
的
意
味
を
も
つ
結
果
が
も
た
ら
さ
れ
た
。
そ
こ
で
当
時
の

日
本
人
は
、
元
軍
を
撃
退
す
る
「
た
め
に
」
暴
風
雨
が
到
来
し
た
と
い
う
仮
想

的
な
手
段–

目
的
関
係
を
新
た
に
樹
立
し
た
の
で
あ
る
。

　

暴
風
雨
が
到
来　
　
　
　
　
　
（
無
目
的
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

元
軍
が
壊
滅
（
目
的
な
き
目
的
）

以
上
が
、
九
鬼
が
分
析
す
る
種
々
の
目
的
的
偶
然
な
ら
び
に
「
目
的
な
き
目

的
」
の
概
念
の
基
本
的
な
意
味
と
構
造
で
あ
る
が
、
我
々
の
文
脈
に
お
い
て
注

目
す
べ
き
は
、
そ
の
う
え
で
九
鬼
が
、
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。た

し
か
に
、
目
的
的
偶
然
は
右
の
如
く
の
積
極
的
と
消
極
的
の
そ
れ
に
分
類

さ
れ
得
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
目
的
な
き
目
的
」
を
積
極
的
に
目
撃
す
る
か

否
か
は
畢
竟
主
観
的
評
価
に
属
す
る
問
題
で
あ
り
、「
そ
の
実
、
積
極
的
方
面

を
全
く
欠
い
た
偶
然
と
い
う
も
の
は
あ
り
得
な
い
」。
す
な
わ
ち
、
目
的
的
消

極
的
偶
然
と
い
え
ど
も
、
そ
の
裏
面
に
は
何
ら
か
の
「
目
的
な
き
目
的
」
を
隠

匿
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
の
意
味
で
、
す
べ
て
の
目
的
的
偶
然
は
、

実
は
目
的
的
積
極
的
偶
然
で
あ
る
。

考
え
て
み
れ
ば
、
こ
れ
は
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
こ
う
い
う
こ

と
で
あ
る
。

目
的
的
消
極
的
偶
然
に
あ
っ
て
も
、
目
的
の
非
存
在
が
主
張
さ
れ
る
以

上
は
、
何
等
か
の
「
目
的
な
き
目
的
」
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
対
し
て
「
目

的
な
き
」
こ
と
が
、
目
的
の
非
存
在
が
、
特
に
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

然
し
な
が
ら
そ
の
場
合
に
目
的
の
非
存
在
そ
の
も
の
の
把
握
に
一
切
の

重
点
が
置
か
れ
て
い
る
限
り
、
目
的
的
偶
然
は
消
極
性
に
於
て
あ
ら
わ

★
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れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
反
し
て
、
目
的
的
積
極
的
偶
然
に
あ
っ
て
は

特
に
「
目
的
な
き
目
的
」
の
存
在
が
積
極
的
に
強
調
さ
れ
て
目
撃
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
「
目
的
な
き—

目
的
」
と
い
う
二
肢
的

構
造
に
あ
っ
て
、
目
的
的
消
極
的
偶
然
は
上
肢
を
特
に
強
調
し
、
目
的

的
積
極
的
偶
然
は
寧
ろ
下
肢
に
力
点
を
置
く
の
で
あ
る
。（
Ⅱ
・
八
〇
〜

八
一
）

蛇
足
的
な
説
明
に
な
る
が
、
た
と
え
ば
先
の
錬
金
術
の
例
に
戻
れ
ば
、
金
を

錬
成
す
る
と
い
う
目
的
が
実
現
し
な
か
っ
た
、
と
い
う
目
的
の
非
存
在
に
重
点

が
置
か
れ
れ
ば
、
こ
れ
は
反
目
的
と
し
て
の
目
的
的
消
極
的
偶
然
で
あ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
そ
の
意
図
せ
ざ
る
結
果
と
し
て
燐
を
発
見
し
た
、
と
い
う
「
目

的
な
き
目
的
」
の
存
在
が
強
調
さ
れ
て
目
撃
さ
れ
る
場
合
、
こ
れ
が
目
的
的
積

極
的
偶
然
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
意
図
し
た
結
果
が
実
現
し
な
か
っ
た
」

と
い
う
消
極
面
を
強
調
す
る
か
、
そ
れ
と
も
「
意
図
し
な
か
っ
た
結
果
が
実
現

し
た
」
と
い
う
積
極
面
を
強
調
す
る
か
は
、畢
竟
主
観
に
属
す
る
問
題
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、「
意
図
し
た
結
果
が
実
現
し
な
か
っ
た
」
と
い
う
消
極
的
偶

然
は
、「
意
図
し
な
か
っ
た
結
果
が
実
現
し
た
」
と
い
う
積
極
的
偶
然
が
存
在

し
て
、
初
め
て
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
目
的
的
積
極
的
偶
然

は
す
べ
て
の
目
的
的
偶
然
の
客
観
的
構
造
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。

ま
た
こ
の
こ
と
は
、
無
目
的
と
し
て
の
偶
然
に
つ
い
て
も
同
様
に
言
わ
れ
得
る

と
九
鬼
は
言
う
。
曰
く
、

「
無
目
的
」
と
し
て
の
目
的
的
消
極
的
偶
然
の
場
合
に
関
し
て
も
、
苟
く

も
目
的
性
の
否
定
を
消
極
的
に
主
張
す
る
以
上
は
、
そ
の
裏
面
に
何
等

か
の
目
的
な
き
目
的
が
た
と
え
無
意
識
的
に
で
も
目
撃
さ
れ
て
い
て
、

そ
の
目
的
な
き
目
的
に
関
し
て
目
的
性
を
否
定
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
例
え
ば
澄
ん
だ
水
が
人
の
姿
を
写
す
目
的
で
作
ら
れ
て
い
な

い
よ
う
に
眼
は
対
象
を
眺
め
る
目
的
の
た
め
に
作
ら
れ
て
い
る
の
で
は

な
い
と
主
張
す
る
以
上
は
、
眼
の
構
造
と
機
能
と
に
関
し
て
何
等
か
目

的
な
き
目
的
が
積
極
的
に
把
握
さ
れ
て
、
そ
の
上
で
そ
の
目
的
な
き
目

的
に
就
て
目
的
性
を
拒
否
し
て
い
る
の
で
あ
る
。（
Ⅱ
・
一
一
八
）

そ
う
す
る
と
、「
目
的
な
き
目
的
」
と
い
う
概
念
は
、
実
は
か
か
る
目
的
的

偶
然
の
客
観
的
構
造
そ
の
も
の
を
表
現
す
る
概
念
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
こ

と
に
な
る
。「
目
的
な
き
」
と
い
う
消
極
的
側
面
と
、
新
た
に
樹
立
さ
れ
る
仮

想
的
合
目
的
性
と
い
う
積
極
的
側
面
と
の
結
合
が
、
す
べ
て
の
目
的
的
偶
然
の

構
造
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
す
べ
て
の
目
的
的
偶
然
は
、「
目
的

な
き―

目
的
」
す
な
わ
ち
「
偶
然―

必
然
」
と
い
う
矛
盾
的
構
造
を
も
っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
九
鬼
の
偶
然
論
に
お
い
て
決
定
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。

な
ぜ
と
言
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
「
偶
然―

必
然
」
と
い
う
矛
盾
的
構
造
こ
そ
が

す
べ
て
の
目
的
的
偶
然
の
客
観
的
構
造
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、換
言
す
れ
ば
、

す
べ
て
の
目
的
的
偶
然
は
必
然
化
さ
れ
得
る
可
能
性
を
、
ま
さ
に
可
能
性
の
状

態
で
含
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。「
目
的
な
き

目
的
」、
す
な
わ
ち
「
目
的
と
し
て
立
て
ら
れ
は
し
な
か
っ
た
が
、
し
か
も
目

的
た
り
得
べ
き
よ
う
な
も
の
」
は
、
単
に
主
観
的
の
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
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客
観
的
に
存
在
す
る
。
た
だ
、
そ
れ
を
積
極
的
に
把
握
し
得
る
か
否
か
が
、
主

観
に
属
す
る
問
題
な
の
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
偶
然
を
必
然
化
し
得
る
か

否
か
も
ま
た
、
我
々
が
主
観
的
評
価
に
基
づ
い
て
「
目
的
な
き
目
的
」
を
積
極

的
に
把
握
し
、
そ
こ
に
存
す
る
新
た
な
合
目
的
的
関
係
を
自
覚
し
得
る
か
否
か

に
懸
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
す
べ
て
は
、こ
の
「
目
的
な
き
目
的
」

を
積
極
的
に
把
握
し
よ
う
と
す
る
主
観
的
態
度
に
依
存
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
先
に
、「
遇
う
て
空
し
く
過
ぐ
る
者
無
し
」
と
い
う
合
目
的
性
が
現
実
に

お
い
て
実
現
す
る
か
否
か
は
、
畢
竟
、
人
間
存
在
が
「『
遇
う
て
空
し
く
過
ぐ

る
勿
れ
』
と
い
う
命
令
を
自
己
に
与
え
る
」
か
否
か
に
懸
っ
て
い
る
と
言
っ
た

の
も
、
そ
う
い
う
意
味
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
こ
と
は
、
実
は
一
九
二
九
年
に
発
表
さ
れ
た
九
鬼
の
最
初
の
ま

と
ま
っ
た
偶
然
論
で
あ
る
講
演
「
偶
然
性
」
に
お
い
て
も
、
す
で
に
あ
る
程
度

予
見
さ
れ
て
は
い
た
。
そ
こ
で
は
九
鬼
は
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

重
大
な
結
果
と
は
畢
竟
主
観
的
評
価
に
よ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
我
々

の
自
由
が
あ
る
。我
々
が
価
値
を
提
供
す
る
こ
と
が
出
来
る
。そ
う
し
て
、

可
能
性
の
自
己
措
定
の
中
に
含
ま
れ
て
居
る
仮
想
的
合
目
的
性
を
、
我
々

自
身
の
事
実
的
目
的
性
に
よ
っ
て
置
換
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
凡
そ
道

徳
を
架
空
な
、
空
虚
な
も
の
と
考
え
な
い
で
実
生
活
に
あ
っ
て
生
き
た

力
と
し
て
働
く
も
の
と
見
る
な
ら
ば
、
道
徳
の
意
義
は
正
に
生
を
深
め

る
こ
と
で
あ
り
、
生
を
深
め
る
と
は
、
偶
然
性
の
中
に
働
く
仮
想
的
意

志
を
自
己
の
事
実
的
意
志
を
以
て
置
き
換
え
る
こ
と
、
偶
然
性
の
主
観

的
価
値
を
我
々
自
身
が
価
値
と
し
て
創
造
す
る
こ
と
、
一
切
の
偶
然
性

の
驚
異
を
未
来
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
る
こ
と
よ
り
以
外
に
あ
り
得
な
い
。

即
ち
道
徳
と
は
偶
然
性
を
し
て
真
に
偶
然
性
た
ら
し
む
る
こ
と
で
あ
る
。

〔G
ew
orfenheit

に
基
い
てEntw

ulf

を
す
る
こ
と
が
道
徳
な
り
。〕（
Ⅱ
・

三
五
〇
。〔 

〕
内
も
原
文
）

こ
こ
で
「
可
能
性
の
自
己
措
定
の
中
に
含
ま
れ
て
居
る
仮
想
的
合
目
的
性
」

と
言
わ
れ
て
い
る
概
念
が
、
博
士
論
文
で
言
わ
れ
た
「
目
的
ら
し
さ
」
の
概
念

に
相
当
す
る
こ
と
は
言
う
を
俟
つ
ま
い
。
九
鬼
は
、
そ
の
「
目
的
ら
し
さ
」
を

我
々
の
「
事
実
的
目
的
性
」
に
置
き
換
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
偶
然
性
を
合
目
的

化
す
る
こ
と
、
そ
の
こ
と
が
、
偶
然
性
の
主
観
的
価
値
を
創
造
す
る
こ
と
で
あ

り
、
ま
た
そ
れ
こ
そ
が
、
人
間
の
生
を
深
め
る
道
徳
的
実
践
で
あ
る
と
言
っ
て

い
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、こ
の
時
点
の
論
理
で
は
、「
目
的
ら
し
さ
」

は
あ
く
ま
で
も
「
ら
し
さ
」
に
過
ぎ
ず
、
従
っ
て
そ
の
目
的
性
は
ど
こ
ま
で
も

主
観
的
の
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
。
そ
う
し
て
、
そ
の
後
、
博
士
論
文
の
執
筆

と
そ
れ
を
め
ぐ
る
田
辺
と
の
議
論
を
経
て
、
九
鬼
は
む
し
ろ
、
前
節
の
後
半
に

見
た
絶
対
的
合
目
的
性
に
基
づ
く
偶
然
性
の
客
観
的
な
合
目
的
性
の
側
面
を
意

識
す
る
よ
う
に
な
り
、
従
っ
て
ま
た
、「
偶
然―

必
然
」
と
い
う
矛
盾
的
構
造

こ
そ
が
目
的
的
偶
然
の
客
観
的
構
造
で
あ
る
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
ゆ

え
に
、
単
に
主
観
的
の
も
の
で
し
か
な
い
「
目
的
ら
し
さ
」
と
い
う
概
念
を
、

む
し
ろ
客
観
的
な
構
造
と
し
て
の
「
目
的
な
き
目
的
」
と
い
う
概
念
に
改
め
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
上
肢
の
「
目
的
な
き
」
は
現
実
的
の
偶
然

性
を
表
わ
し
、
下
肢
の
「
目
的
」
は
、
そ
こ
に
可
能
性
と
し
て
含
ま
れ
て
い
る

形
而
上
的
の
必
然
性
（「
遇
う
て
空
し
く
過
ぐ
る
者
無
し
」）
を
表
わ
す
。
そ
う
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し
て
最
終
的
に
は
、『
偶
然
性
の
問
題
』
の
結
論
部
分
に
お
い
て
、我
々
は
「『
目

的
な
き
目
的
』
を
未
来
の
生
産
に
醸
し
」、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
翻
っ
て
現
在
的

な
る
偶
然
性
の
生
産
的
意
味
を
倒
逆
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
」
と
言
わ

れ
、
さ
ら
に
は
そ
れ
こ
そ
が
「『
偶
然―

必
然
』
の
相
関
を
成
立
さ
せ
る
こ
と

で
あ
っ
て
、
ま
た
従
っ
て
偶
然
性
を
し
て
真
に
偶
然
性
た
ら
し
め
る
こ
と
で
あ

る
」（
Ⅱ
・
二
五
九
）
と
言
わ
れ
る
に
至
る
の
で
あ
る
。

結
語
に
代
え
て—
残
さ
れ
た
問
題

本
稿
は
、
人
が
出
遇
う
不
幸
な
偶
然
と
そ
れ
に
伴
う
苦
し
み
に
対
し
て
発
す

る
「
な
ぜ
」
と
い
う
問
い
に
如
何
に
応
答
し
、
如
何
に
し
て
そ
の
偶
然
性
を
必

然
性
に
転
換
し
得
る
の
か
と
い
う
問
い
を
出
発
点
と
し
て
、
そ
れ
を
九
鬼
周
造

の
偶
然
論
と
目
的
論
を
も
と
に
考
察
し
て
来
た
。
改
め
て
そ
の
結
論
を
ま
と
め

る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
概
ね
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

偶
然
性
と
は
、
可
能
性
の
全
体
と
い
う
意
味
で
の
形
而
上
的
必
然
性
を
構
成

す
る
そ
の
一
部
分
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
れ
は
、
現
実
に
お
い
て
相
互
に
有
機
的

に
連
関
し
つ
つ
、
全
体
に
対
し
て
合
目
的
的
に
存
在
し
得
る
可
能
性
を
、
ま

さ
に
可
能
性
と
し
て
含
ん
で
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
偶
然
性
と
は
、
部
分
と
し

て
の
そ
の
現
在
性
に
お
い
て
は
あ
く
ま
で
も
無
意
味
で
無
目
的
な
も
の
で
あ
る

が
、
そ
れ
を
全
体
と
の
連
関
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
空
間
的
に
は
他
者
と
の
連

関
に
お
い
て
、
時
間
的
に
は
過
去
と
未
来
と
の
連
関
に
お
い
て
見
た
場
合
、
必

然
性
へ
の
展
開
を
可
能
性
の
状
態
で
含
ん
だ
も
の
で
あ
る
。そ
う
い
う
意
味
で
、

現
実
的
偶
然
性
と
は
、
目
的
な
き
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
潜
勢
的
に
合
目
的
的

で
あ
る
「
目
的
な
き
目
的
」
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
の
潜
勢
的
合
目
的
性
を
意

識
の
先
駆
性
に
よ
っ
て
捉
え
、
そ
れ
に
向
か
っ
て
目
的
的
に
行
為
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
人
間
は
偶
然
性
に
含
ま
れ
て
い
る
潜
勢
的
合
目
的
性
を
現
勢
化
し
、

偶
然
性
を
必
然
性
へ
と
転
換
し
て
行
く
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
が
「『
遇
う
て

空
し
く
過
ぐ
る
勿
れ
』と
い
う
命
令
を
自
己
に
与
え
る
」と
言
わ
れ
る「
生
き
方
」

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
与
え
ら
れ
た
偶
然
を
、
無
意
味
で
無
目
的
な
偶

然
の
ま
ま
に
生
き
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
を
必
然
性
と
の
連
関
に
お
い

て
己
の
「
運
命
」
と
し
て
引
き
受
け
る
生
き
方
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
、
そ
の
与

え
ら
れ
た
偶
然
を
跳
躍
版
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
新
た
な
価
値
を
積
極
的
に
創
造

し
て
行
く
こ
と
を
己
の
「
使
命
」
と
し
て
生
き
る
生
き
方
で
あ
る
と
も
言
え
る

で
あ
ろ
う
。
偶
然
性
が
「
全
体
の
中
の
部
分
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
含
ん
で
い
る

可
能
性
と
し
て
の
合
目
的
性
を
、
己
が
世
界
内
存
在
と
し
て
含
ん
で
い
る
「
使

命
」
と
し
て
発
見
し
、
そ
れ
を
実
現
し
て
行
く
こ
と
が
、
人
間
に
与
え
ら
れ
た

課
題
と
し
て
の
倫
理
で
あ
る
と
同
時
に
、
人
間
を
生
き
る
こ
と
の
無
意
味
さ
と

い
う
意
味
で
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
か
ら
救
う
道
で
も
あ
る
。
そ
う
九
鬼
は
言
っ
て
い

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

付
会
の
恐
れ
を
承
知
の
上
で
言
え
ば
、
我
々
は
た
と
え
ば
次
の
事
例
を
、

不
幸
な
偶
然
に
対
す
る
如
上
の
応
答
の
具
体
的
実
践
と
し
て
見
る
こ
と
が
出
来

る
。一

九
九
九
年
に
発
生
し
た
い
わ
ゆ
る
「
光
市
母
子
殺
害
事
件
」
の
被
害
者
遺

族
と
し
て
、
そ
の
後
、「
全
国
犯
罪
被
害
者
の
会
」
を
設
立
す
る
な
ど
し
て
犯

罪
被
害
者
の
権
利
確
立
等
を
目
的
と
す
る
社
会
的
活
動
を
展
開
し
て
来
た
本
村

洋
氏
は
、
二
〇
〇
六
年
に
出
演
し
た
テ
レ
ビ
番
組
の
中
で
、
事
件
を
振
り
返
っ

★
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て
次
の
よ
う
に
発
言
し
た
と
い
う
。

あ
る
方
の
本
で
、
私
の
好
き
な
言
葉
で
、「
人
生
と
は
偶
然
を
必
然
に
す

る
過
程
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
私
や
私

の
家
族
に
起
き
た
事
件
は
偶
然
か
も
知
れ
な
い
、
で
も
そ
の
偶
然
を
き
っ

か
け
に
一
生
懸
命
考
え
て
、
色
ん
な
こ
と
を
す
る
こ
と
で
、
い
つ
か
振

り
返
っ
た
と
き
に
で
す
ね
、
あ
の
事
件
は
必
然
だ
っ
た
ん
だ
と
、
あ
そ

こ
で
、
あ
の
事
件
が
あ
っ
た
か
ら
こ
う
い
う
こ
と
が
分
か
っ
た
、
こ
う

い
う
新
し
い
社
会
の
問
題
が
解
決
出
来
た
、
っ
て
い
う
風
に
な
れ
ば
で

す
ね
、
け
っ
し
て
私
は
、
私
の
身
に
起
こ
っ
た
事
件
、
そ
し
て
私
の
妻

と
娘
を
奪
っ
た
事
件
を
無
駄
に
し
な
か
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
、
思
え

る
ん
で
す
ね
。

む
ろ
ん
、
こ
の
発
言
の
真
意
の
程
は
知
る
べ
く
も
な
い
し
、
そ
れ
を
推
し
量

ろ
う
と
す
る
の
も
不
遜
と
い
う
べ
き
行
為
で
は
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
こ
の
発

言
を
独
立
し
た
テ
ク
ス
ト
と
し
て
、
さ
し
あ
た
り
本
稿
で
考
察
し
て
来
た
論
理

の
枠
組
み
の
範
囲
内
で
解
釈
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
い

う
限
定
を
加
え
た
上
で
言
え
ば
、
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
人
生
と
は
偶
然
を

必
然
に
す
る
過
程
で
あ
る
」と
い
う
見
方
は
、ま
さ
に
九
鬼
周
造
が
説
い
た「『
遇

う
て
空
し
く
過
ぐ
る
勿
れ
』
と
い
う
命
令
を
自
己
に
与
え
る
」
と
い
う
生
き
方

そ
の
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
差
し
支
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
己
の

身
に
降
り
か
か
っ
た
偶
然
の
出
来
事
を
、
た
と
え
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
「
不
幸
な

偶
然
」
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
単
な
る
偶
然
の
ま
ま
に
「
空
し
く
過
ぐ

る
」
の
で
は
な
く
、そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
潜
勢
的
合
目
的
性
（
目
的
ら
し
さ
）

を
、
己
が
世
界
（
社
会
）
に
お
い
て
果
た
す
べ
き
「
使
命
」
と
し
て
掴
み
、
そ

れ
に
向
か
っ
て
目
的
的
に
行
為
す
る
。
そ
う
し
て
そ
れ
が
実
現
し
、「
展
開
し

た
現
実
」
と
な
っ
た
と
き
、
与
え
ら
れ
た
偶
然
は
目
的
的
に
必
然
化
さ
れ
、「
い

つ
か
振
り
返
っ
た
と
き
に
」
そ
れ
を
「
無
駄
に
し
な
か
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と

思
え
る
」、
す
な
わ
ち
「『
空
し
く
過
ぐ
る
者
な
し
』
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
」

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
い
つ
か
振
り
返
っ
た
と
き
に
」
そ
う
で
あ
る
と
い
う

こ
と
を
、
意
識
の
先
駆
性
に
よ
っ
て
「
予
め
」
捉
え
る
こ
と
を
、
九
鬼
は
「『
目

的
な
き
目
的
』
を
未
来
の
生
産
に
醸
す
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ

と
言
っ
て
、「
醸
す
」
と
は
、
い
わ
ば
熟
す
る
こ
と
を
待
つ
こ
と
で
あ
る
が
、

し
か
ら
ば
何
が
熟
す
る
の
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
時
間
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
時

が
熟
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
時
熟
」
に
よ
っ
て
「
目
的
な
き
目
的
」
が
実
現

す
る
こ
と
を
未
来
に
「
期
待
」
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
「『
目
的
な
き
目
的
』
を

未
来
の
生
産
に
醸
す
」
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
、
そ
の
よ
う
に
先

駆
的
に
捉
え
ら
れ
た
未
来
の
目
的
な
き
目
的
か
ら
翻
っ
て
現
在
の
偶
然
性
を
見

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
は
「
現
在
的
な
る
偶
然
性
の
生
産
的
意
味
を
倒
逆
的

に
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
」
と
九
鬼
は
言
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

以
上
が
、「
苦
し
み
の
意
味
と
偶
然
性
」
と
い
う
主
題
に
対
す
る
、
九
鬼
周

造
の
偶
然
論
、
特
に
そ
の
倫
理
学
的
側
面
か
ら
の
応
答
で
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
と
は
い
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
問
題
に
十
全
な
る
解
答
を
与
え
得
た
か

と
言
え
ば
、
決
し
て
そ
う
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
か
か
る
倫
理
学

的
立
場
に
は
、
こ
の
問
題
に
対
す
る
応
答
と
し
て
は
か
な
り
の
程
度
限
界
が
あ
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り
、
さ
ら
に
は
、
反
面
に
お
い
て
重
大
な
問
題
を
含
ん
で
い
る
と
も
考
え
ら
れ

る
。
そ
の
問
題
に
触
れ
る
こ
と
な
し
に
、
本
稿
の
考
察
を
終
え
る
こ
と
は
出
来

ま
い
。

本
稿
の
特
に
第
二
節
に
お
い
て
、「
偶
然
を
必
然
化
す
る
原
理
と
し
て
の
合

目
的
性
」
の
問
題
を
指
摘
し
た
田
辺
元
に
対
す
る
九
鬼
周
造
の
応
答
を
見
て
来

た
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
九
鬼
は
「〔
私
は
〕
そ
の
種
の
合
目
的
性
を
認
め

て
い
な
い
の
で
は
な
い
つ
も
り
で
居
り
ま
す
」
と
応
答
し
て
自
身
の
考
え
を
詳

述
し
た
の
で
あ
る
が
、
実
は
田
辺
は
、
そ
れ
に
対
し
て
な
お
再
批
判
を
加
え
て

い
る
。
そ
し
て
そ
の
中
に
は
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
批
判
が
あ
る
。 

斯
様
な
即
自
的
直
接
的
合
目
的
性
に
於
て
は
有
機
体
や
生
命
の
構
造
に

於
け
る
如
く
、
一
部
が
他
部
の
手
段
と
な
り
目
的
あ
る

0

0

合
目
的
性
の
関

係
を
完
全
に
脱
却
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
様
に
思
い
ま
す
が
如
何
で
御

坐
い
ま
し
ょ
う
か
。
現
実
の
被
投
的
有
も
目
的
ら
し
き
未
来
の
手
段
と

し
て
合
目
的
化
せ
ら
れ
る
な
ら
ば
、
全
く
目
的
な
き

0

0

合
目
的
性
、
即
ち

超
越
的
全
体
の
無
に
限
定
せ
ら
れ
る
絶
対
合
目
的
性
と
い
う
も
の
と
は

違
う
と
考
え
る
の
で
御
坐
い
ま
す
。（
強
調
原
文
）

こ
こ
で
田
辺
が
言
う「
超
越
的
全
体
の
無
に
限
定
せ
ら
れ
る
絶
対
合
目
的
性
」

と
は
如
何
な
る
意
味
内
容
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
今
は
立
ち
入

ら
な
い
。
さ
し
あ
た
っ
て
田
辺
自
身
の
意
図
を
離
れ
て
、
本
稿
の
主
題
と
の
関

連
に
お
い
て
注
目
し
た
い
こ
と
は
、
九
鬼
の
言
う
「
偶
然
の
必
然
化
」
の
論
理

は
、畢
竟
「
目
的
な
き
目
的
」
で
は
な
く
「
目
的
あ
る
目
的
」
で
は
な
い
の
か
、

す
な
わ
ち
そ
れ
は
、「
有
機
体
や
生
命
の
構
造
に
於
け
る
如
く
、
一
部
が
他
部

の
手
段
と
な
」
る
と
い
う
形
で
の
、
直
接
的
な
合
目
的
化
の
論
理
に
過
ぎ
な
い

の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
田
辺
の
論
点
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
本
稿
に
お
い
て

も
ま
さ
に
有
機
体
の
構
造
を
そ
の
比
喩
と
す
る
解
釈
を
試
み
た
よ
う
に
、
偶
然

性
と
必
然
性
の
関
係
を
部
分
と
全
体
と
の
関
係
で
捉
え
る
九
鬼
の
論
理
に
お
い

て
は
、
偶
然
性
が
含
ん
で
い
る
合
目
的
性
と
は
、
畢
竟
一
部
が
他
部
の
、
ま
た

は
現
在
が
未
来
の
、
手
段
と
な
る
と
い
う
形
で
の
合
目
的
性
で
あ
り
、
こ
の
田

辺
の
指
摘
は
的
を
射
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

し
か
る
に
我
々
の
文
脈
に
お
い
て
、
こ
の
指
摘
は
重
要
な
意
味
を
含
ん
で
い

る
。ま

ず
第
一
に
、
こ
の
よ
う
に
、
何
ら
か
の
他
の
目
的
の
た
め
の
手
段
と
し
て
、

あ
る
偶
然
性
が
合
目
的
化
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
存
在
や
出
来
事
の
目
的

が
自
覚
さ
れ
て
意
味
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
場
合
、
そ
こ
で
自
覚
さ
れ
る
目
的
は

そ
の
手
段
よ
り
も
、
よ
り
高
次
の
価
値
を
も
つ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
と
え
ば
、
息
子
を
戦
争
で
亡
く
し
た
母
親
が
、「
息
子
は
国
家
の
た
め
に
身

を
捧
げ
た
の
だ
と
考
え
、
自
分
は
息
子
を
国
家
に
捧
げ
た
の
だ
と
考
え
る
」
こ

と
に
よ
っ
て
、
息
子
の
死
と
彼
を
育
て
上
げ
た
自
己
の
存
在
に
「
意
味
を
認
め

る
」
と
い
う
場
合
、
そ
れ
が
可
能
で
あ
る
た
め
に
は
、
目
的
で
あ
る
国
家
の
存

続
が
、
そ
の
手
段
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
息
子
の
死
よ
り
も
、
よ
り
高
次
の

価
値
を
も
つ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
あ
ら
ゆ
る
偶
然

の
出
来
事
が
、
こ
の
よ
う
に
よ
り
高
次
の
価
値
を
も
つ
目
的
（
な
い
し
目
的
な

き
目
的
）
に
連
関
さ
れ
得
る
と
は
考
え
に
く
い
。
そ
れ
は
、今
の
事
例
に
対
し
、

息
子
の
死
が
戦
死
で
は
な
く
病
死
や
事
故
死
で
あ
っ
た
場
合
を
考
え
れ
ば
容
易

★
25
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に
理
解
出
来
よ
う
。

第
二
に
、
よ
り
原
理
的
な
問
題
と
し
て
、
そ
も
そ
も
か
か
る
偶
然
の
必
然
化

の
論
理
は
、
と
も
す
れ
ば
、
あ
る
個
人
の
苦
し
み
を
、
何
ら
か
の
他
の
目
的
の

た
め
の
手
段
と
し
て
正
当
化
す
る
論
理
に
な
り
か
ね
な
い
と
い
う
道
義
的
な
問

題
を
含
ん
で
い
る
。
い
っ
た
い
、
あ
る
事
柄
が
「
必
然
（necessary

）」
で

あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
同
時
に
そ
れ
が
「
必
要
（necessary

）」
で
あ
る
こ

と
を
も
意
味
す
る
。
従
っ
て
、
あ
る
部
分
の
存
在
を
、
全
体
と
の
連
関
に
お
い

て
「
必
然
化
」
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
と
も
す
れ
ば
、
あ
る
個
人
の
苦
し
み
を
、

全
体
の
利
益
の
た
め
に
「
必
要
」
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
正
当
化
す
る
、
一
種

の
全
体
主
義
的
論
理
に
転
化
し
か
ね
な
い
危
険
性
を
孕
ん
で
い
る
と
言
わ
ね
ば

な
ら
な
い
。

如
上
の
問
題
を
厳
し
く
指
摘
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、た
と
え
ば
ハ
ロ
ル
ド
・

Ｓ
・
ク
シ
ュ
ナ
ー
の
著
書
『
な
ぜ
私
だ
け
が
苦
し
む
の
か—
現
代
の
ヨ
ブ
記
』

を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。
ユ
ダ
ヤ
教
の
ラ
ビ
で
あ
る
ク
シ
ュ
ナ
ー
が
、
自
ら

の
息
子
が
プ
ロ
ジ
ェ
リ
ア
（
早
老
症
）
と
い
う
先
天
性
の
障
害
を
負
っ
て
生
ま

れ
て
来
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
「
苦
し
み
の
存
在
理
由
」
を
根
本
的
に
問
い
直

そ
う
と
し
た
本
書
に
お
い
て
、
彼
は
、
そ
の
問
い
に
対
し
て
伝
統
的
な
い
わ
ゆ

る
神
義
論
が
提
示
し
て
来
た
様
々
な
応
答
を
、
ほ
と
ん
ど
悉
く
退
け
て
い
る
。

な
ぜ
と
言
っ
て
、如
何
な
る
仕
方
で
あ
れ
「
苦
し
み
の
存
在
理
由
」
を
「
説
明
」

す
る
と
い
う
こ
と
、す
な
わ
ち
そ
れ
を
必
然
化
す
る
と
い
う
こ
と
は
、畢
竟
、「
こ

の
出
来
事
は
し
か
る
べ
き
理
由
が
あ
っ
て
起
こ
っ
た
こ
と
で
あ
る
」
と
し
て
、

あ
る
個
人
が
苦
し
み
を
受
け
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
論
理
に
帰
着
せ
ざ
る
を
得

な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
本
書
の
結
論
に
近
い
部
分
に
お
い
て
も
、
彼

は
彼
自
身
の
心
情
を
、
次
の
よ
う
に
告
白
し
て
い
る
。

ア
ー
ロ
ン
〔
ク
シ
ュ
ナ
ー
の
息
子
〕
の
生
と
死
を
体
験
し
た
今
、
私
は

以
前
よ
り
も
感
受
性
豊
か
な
人
間
に
な
っ
た
し
、
人
の
役
に
立
つ
司
牧

者
に
な
っ
た
し
、
思
い
や
り
の
あ
る
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
に
な
っ
た
と
思
い

ま
す
。
で
も
、
も
し
息
子
が
生
き
返
っ
て
私
の
所
に
帰
っ
て
こ
ら
れ
る

の
な
ら
、
そ
ん
な
も
の
は
す
べ
て
一
瞬
の
う
ち
に
捨
て
て
し
ま
う
こ
と

で
し
ょ
う
。
も
し
選
べ
る
も
の
な
ら
、
息
子
の
死
の
体
験
に
よ
っ
て
も

た
ら
さ
れ
た
精
神
的
な
成
長
や
深
さ
な
ど
い
ら
な
い
か
ら
、
十
五
年
前

に
戻
っ
て
、
人
を
助
け
た
り
助
け
ら
れ
な
か
っ
た
り
の
あ
り
き
た
り
の

ラ
ビ
、
平
凡
な
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
と
し
て
、
聡
明
で
元
気
の
い
い
男
の
子

の
父
親
で
い
ら
れ
た
ら
、
ど
ん
な
に
い
い
だ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
し

か
し
、
そ
の
よ
う
な
選
択
は
で
き
な
い
の
で
す
。

彼
が
精
神
的
に
深
く
成
長
し
た
こ
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
多
く
の
苦
悩
す
る

人
々
を
援
助
す
る
こ
と
が
出
来
た
こ
と
、
さ
ら
に
は
本
書
を
執
筆
し
、
そ
れ
が

ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
っ
て
世
界
各
国
語
に
翻
訳
さ
れ
、
ホ
ス
ピ
ス
等
に
勤
務
す

る
医
療
関
係
者
た
ち
の
必
読
書
と
な
り
、
我
々
も
ま
た
今
そ
れ
を
読
み
…
…
、

等
々
と
い
っ
た
こ
と
、
こ
う
し
た
歴
史
の
展
開
は
す
べ
て
、
彼
の
息
子
が
障
害

を
負
っ
て
生
ま
れ
て
来
た
こ
と
の
「
目
的
な
き
目
的
」
で
あ
る
。
し
か
し
彼
は
、

た
と
え
そ
れ
が
如
何
に
「
大
い
な
る
善
」
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て

も
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
そ
の
た
め
の
手
段
と
し
て
息
子
の
障
害
と
死
と
い
う

偶
然
を
必
然
化
す
る
こ
と
を
、
ど
こ
ま
で
も
拒
絶
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な

★
28

★
27

★
26
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わ
ち
、
彼
に
と
っ
て
息
子
の
障
害
と
死
と
い
う
偶
然
性
は
、
ど
う
し
て
も
必
然

化
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
偶
然
性
と
し
て
、
彼
の
中
に
わ
だ
か
ま
り
続
け
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
、
こ
の
よ
う
に
、
ど
こ
ま
で
も
必
然
化
さ
れ
る
こ
と
を
拒
む
と
い

う
こ
と
こ
そ
、
偶
然
性
と
い
う
も
の
の
最
も
根
本
的
な
性
格
に
違
い
な
い
。
そ

う
し
て
、
そ
れ
こ
そ
が
ま
た
、
勝
義
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る

に
違
い
な
い
。
つ
ま
り
、本
稿
で
見
て
来
た
九
鬼
の
偶
然
の
必
然
化
の
論
理
は
、

い
わ
ば
勝
義
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
が
生
起
す
る
そ
の
一
歩
手
前
で
の
思
索
で
あ
り
、

む
し
ろ
そ
れ
が
ま
っ
た
く
通
用
し
な
く
な
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
勝
義
の
ニ
ヒ
リ

ズ
ム
が
生
起
す
る
と
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。こ
の
よ
う
な
、

い
わ
ば
よ
り
根
源
的
な
偶
然
性
の
問
題
と
し
て
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
主
題
化
す
る

た
め
に
は
、
九
鬼
の
よ
う
な
形
而
上
学
的
な
思
索
よ
り
も
、
む
し
ろ
ニ
ヒ
リ
ズ

ム
の
実
存
的
な
自
覚
か
ら
出
発
し
、
そ
の
徹
底
に
よ
る
逆
説
的
な
克
服
を
試
み

た
西
谷
啓
治
や
、
苦
し
み
は
「
無
意
味
」
で
あ
り
「
何
の
た
め
で
も
な
い
」
と

し
て
、
ま
さ
に
そ
れ
を
目
的
論
的
に
意
味
づ
け
る
こ
と
を
厳
し
く
拒
絶
す
る
と

こ
ろ
か
ら
出
発
す
る
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
な
ど
の
、
宗
教
哲
学
的
な

思
索
に
参
入
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
と
は
い
え
、
あ
く
ま
で
も
九
鬼

の
哲
学
の
論
理
の
範
囲
内
で
、
改
め
て
こ
の
問
題
を
考
え
る
こ
と
は
出
来
な
い

で
あ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
次
元
の
偶
然
性
の
問
題
に
対
す
る
九
鬼
哲
学

の
応
答
は
、徹
底
し
た
「
諦
念
」
で
あ
る
。
実
は
、九
鬼
が
初
期
に
説
い
た
「
い

き
」
と
い
う
「
生
き
方
」
か
ら
、
晩
年
に
説
い
た
「
自
然
に
生
き
る
生
き
方
」

（
Ⅲ
・
二
八
三
）
に
至
る
ま
で
、そ
の
基
礎
に
置
か
れ
て
い
る
契
機
の
一
つ
は
「
諦

念
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
本
稿
で
は
、
可
能
性
と
し
て
の
潜
勢
的
合
目
的
性
へ

向
け
た
被
投
的
投
企
と
い
う
、
未
来
的
な
側
面
に
特
に
重
点
を
置
い
て
考
察
を

し
て
来
た
が
、
か
か
る
倫
理
的
態
度
は
、
同
時
に
必
然
性
に
対
す
る
諦
念
と
い

う
過
去
的
な
側
面
が
伴
っ
て
、
は
じ
め
て
完
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
側

面
を
視
野
に
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、生
の
偶
然
性
に
対
し
て
発
せ
ら
れ
る「
な

ぜ
」
と
い
う
問
い
に
対
す
る
九
鬼
哲
学
の
応
答
を
、
改
め
て
よ
り
立
体
的
に
考

察
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
を
残
さ
れ
た
課
題
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
で
、
本

稿
の
ひ
と
ま
ず
の
結
び
と
し
て
お
き
た
い
。

 

﹇
付
記
﹈

本
稿
は
、
二
〇
一
二
年
二
月
十
八
日
の
「
人
文
学
の
正
午
」
研
究
会
に
お
い

て
、
同
題
目
で
行
な
っ
た
口
頭
発
表
と
、
そ
こ
で
の
討
議
を
も
と
に
し
て
い
る
。

貴
重
な
批
評
を
賜
っ
た
参
加
者
の
方
々
に
謝
意
を
表
し
た
い
。

な
お
、
本
稿
の
主
題
に
つ
い
て
は
、『
偶
然
性
の
問
題
』
に
お
け
る
「
形
而
上

的
絶
対
者
」
と
「
運
命
」
の
概
念
を
中
心
に
論
じ
た
拙
稿
「
遇
う
て
空
し
く
過

ぐ
る
勿
れ—

九
鬼
周
造
に
お
け
る
『
出
遇
い
』
の
倫
理
」（『
教
育
哲
学
研
究
』

第
一
〇
二
号
、
二
〇
一
〇
年
）
も
あ
わ
せ
て
参
照
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で

あ
る
。

★
1 

以
下
、
九
鬼
周
造
の
著
作
か
ら
の
引
用
・
参
照
は
、『
九
鬼
周
造
全
集
』（
岩

波
書
店
、
一
九
八
〇
〜
一
九
八
二
年
）
に
よ
り
、
引
用
・
参
照
箇
所
は
全
集

★
30

★
29
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本
の
巻
数
（
ロ
ー
マ
数
字
）
と
頁
数
（
漢
数
字
）
を
本
文
中
に
記
す
。

★
2 

と
り
わ
け
そ
れ
が
最
も
端
的
な
表
現
で
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、
九
鬼
が
滞
欧

中
お
よ
び
日
本
へ
の
帰
途
に
記
し
た
い
く
つ
か
の
エ
ッ
セ
イ
で
あ
る
。
そ
の

中
で
九
鬼
は
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

こ
の
国
は
私
の
生
ま
れ
故
郷
で
あ
り
、
私
は
熱
烈
な
愛
着
を
も
っ
て
こ
の

国
を
愛
し
て
い
る
。
私
の
存
在
全
体
が
そ
れ
に
属
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、

私
の
魂
は
全
面
的
に
そ
れ
に
負
っ
て
お
り
、
心
の
ひ
だ
の
す
べ
て
を
こ
の

国
に
負
っ
て
い
る
。
私
は
、
私
の
国
が
知
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
と
い
っ
て

何
ら
心
配
し
な
い
。
然
し
私
の
国
に
つ
い
て
間
違
っ
た
考
え
が
抱
か
れ
て

い
る
こ
と
に
気
付
く
と
き
、
そ
の
た
び
に
苦
痛
の
よ
う
な
も
の
を
感
じ
る
。

だ
か
ら
私
は
祖
国
に
つ
い
て
語
り
た
い
。〔
…
…
〕
日
本
の
魂
と
そ
の
精

神
文
化
に
つ
い
て
語
り
た
い
。（
Ⅰ
・
四
四
五
）

★
3 

小
浜
善
信
『
九
鬼
周
造
の
哲
学—

漂
泊
の
魂
』（
昭
和
堂
、
二
〇
〇
六
年
）

特
に
第
一
章
。

★
4 

田
中
久
文
『
九
鬼
周
造
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
二
年
）
特
に
第
四
章
。

★
5 J. R

aw
ls, A

 Theory of Justice
, T
he B

elknap P
ress of H

arvard 

U
niversity Press, 1971

（
矢
島
鈎
次
監
訳
『
正
義
論
』
紀
伊
國
屋
書
店
、

一
九
七
九
年
）。
我
が
国
に
お
い
て
も
、
佐
伯
啓
思
や
大
澤
真
幸
と
い
っ
た

社
会
思
想
家
が
、
生
の
偶
然
性
と
い
う
問
題
を
焦
点
と
し
て
論
じ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
己
が
「
日
本
人
と
し
て
生
ま
れ
た
」
と
い
う
偶
然
性
に
つ
い

て
、
佐
伯
は
、
そ
の
「
偶
然
性
を
引
き
受
け
る
」
こ
と
に
、
自
ら
が
所
属
す

る
国
家
あ
る
い
は
ネ
イ
シ
ョ
ン
に
対
す
る
責
務
と
い
う
人
間
の
倫
理
的
態
度

の
基
礎
を
見
出
そ
う
と
す
る(

佐
伯
啓
思
『
自
由
と
は
何
か—

「
自
己
責

任
論
」
か
ら
「
理
由
な
き
殺
人
」
ま
で
』〈
講
談
社
現
代
新
書
〉
講
談
社
、

二
〇
〇
四
年
な
ど
。
ま
た
、
黒
宮
一
太
『
ネ
イ
シ
ョ
ン
と
の
再
会
』
Ｎ
Ｔ
Ｔ

出
版
、
二
〇
〇
七
年
も
参
照
）。
他
方
、
大
澤
は
、
明
ら
か
に
佐
伯
ら
の
議

論
を
意
識
し
な
が
ら
、
む
し
ろ
「
偶
然
性
を
引
き
受
け
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、

個
別
の
属
性
に
ま
つ
わ
る
責
務
（
こ
の
場
合
は
特
定
の
ネ
イ
シ
ョ
ン
へ
の
愛

や
忠
誠
）
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
す
べ
て
の
他
者
と
連
帯
す
る
普
遍
的
な
倫
理

を
目
指
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
（
大
澤
真
幸
『
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

の
由
来
』
講
談
社
、二
〇
〇
七
年
な
ど
）。
奇
妙
な
こ
と
に
、両
者
が
同
じ
「
偶

然
性
を
引
き
受
け
る
」
と
い
う
態
度
を
主
張
し
な
が
ら
、
そ
の
指
し
示
す
意

味
内
容
が
正
反
対
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。
か
か
る
事
態
が

生
ず
る
所
以
に
つ
い
て
一
言
し
て
お
け
ば
、問
題
は
大
澤
が
「
偶
然
性
」
と
「
可

能
性
」
と
を
同
一
視
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
偶
然
性
と
は
「
他
で
も
あ
り

え
た
」
こ
と
を
意
味
す
る
と
繰
り
返
し
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か

で
あ
る
と
お
り
、
大
澤
が
言
う
「
偶
然
性
」
と
は
、
そ
の
実
「
可
能
性
」
に

ほ
か
な
ら
な
い
。
従
っ
て
彼
の
主
張
は
、「
日
本
人
と
し
て
生
ま
れ
た
」
と

い
う
現
実
的
偶
然
性
を
「
引
き
受
け
る
」
の
で
は
な
く
、む
し
ろ
そ
れ
か
ら
「
解

放
」
さ
れ
て
、「
他
で
も
あ
り
え
た
」
と
い
う
形
而
上
的
可
能
性
に
基
礎
を

置
く
態
度
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
（
そ
の
点
に
お
い
て
彼
の
主
張
は
、

現
実
の
偶
然
性
を
出
来
る
限
り
排
除
し
よ
う
と
す
る
現
代
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
一

般
の
発
想
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
）。
な
お
、
大
澤
に
限
ら
ず
、
哲
学
史
上
、

偶
然
性
と
可
能
性
と
は
し
ば
し
ば
そ
の
類
似
性
な
い
し
同
一
性
が
指
摘
さ
れ

て
来
た
。
九
鬼
の
偶
然
論
に
お
い
て
も
、
実
は
両
者
の
関
係
如
何
が
重
要
な

焦
点
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
機
会
を
改
め
て
詳
論
し
て
み

た
い
が
、
こ
こ
で
は
参
考
ま
で
に
次
の
論
述
を
引
い
て
お
こ
う
。

偶
然
性
と
可
能
性
と
は
屡
々
極
め
て
類
似
し
た
も
の
と
し
て
目
撃
さ
れ

る
。
存
在
が
可
能
で
あ
る
こ
と
は
同
時
に
非
存
在
の
可
能
を
も
意
味
し
て

い
る
。
何
故
な
ら
ば
存
在
の
単
に
可
能
的
な
る
も
の
が
存
在
の
必
然
的
な
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る
も
の
と
異
な
る
点
は
、
ま
さ
に
そ
の
非
存
在
も
可
能
で
あ
る
こ
と
に
存

す
る
。
そ
れ
故
に
、
可
能
性
と
偶
然
性
と
は
屡
々
同
一
の
も
の
と
見
ら
れ

る
の
で
あ
る
。〔
…
…
し
か
し
な
が
ら
〕
可
能
的
存
在
と
可
能
的
非
存
在

と
は
決
し
て
同
一
の
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
非
存
在
の
地
平
に
あ
っ

て「
存
在
が
可
能
で
あ
る
」と
い
う
可
能
性
と
、存
在
の
地
平
に
あ
っ
て「
非

存
在
が
可
能
で
あ
る
」
と
い
う
非
必
然
性
と
は
決
し
て
同
一
の
も
の
で
は

な
い
。「
存
在
が
可
能
で
あ
る
」
と
い
う
可
能
性
は
「
存
在
が
必
然
で
あ

る
」
と
い
う
必
然
性
へ
向
っ
て
展
開
す
べ
き
存
在
論
理
的
構
造
を
有
っ
て

い
る
。
そ
れ
に
反
し
て「
非
存
在
が
可
能
で
あ
る
」と
い
う
非
必
然
性
は「
非

存
在
が
必
然
で
あ
る
」
と
い
う
不
可
能
性
へ
向
っ
て
退
却
す
べ
き
存
在
論

理
的
構
造
を
示
し
て
い
る
。
非
必
然
性
は
消
極
的
可
能
性
に
相
違
な
い
が
、

可
能
性
か
ら
積
極
的
に
区
別
す
べ
き
何
等
か
の
も
の
が
あ
れ
ば
こ
そ
「
偶

然
性
」
と
い
う
概
念
が
あ
る
の
で
あ
る
。（
Ⅱ
・
一
六
七
、一
八
一
）

★
6 

教
育
哲
学
者
の
田
中
毎
実
は
、
従
来
の
教
育
学
が
人
間
形
成
に
お
け
る
偶
然

性
の
意
義
を
著
し
く
等
閑
視
し
て
来
た
こ
と
に
疑
義
を
呈
し
、
人
間
形
成
論

的
観
点
か
ら
九
鬼
の
時
間
論
と
偶
然
論
に
注
目
し
て
い
る
。
田
中
毎
実
『
臨

床
的
人
間
形
成
論
へ—

ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
と
相
互
形
成
』（
勁
草
書
房
、

二
〇
〇
三
年
）
第
五
章
、
同
「
教
育
現
実
の
構
成
と
教
育
哲
学
の
構
成
」『
教

育
哲
学
研
究
』
第
一
〇
一
号
（
二
〇
一
〇
年
）
な
ど
。

★
7 

Ｊ
・
ト
ラ
ベ
ル
ビ
ー
『
人
間
対
人
間
の
看
護
』
長
谷
川
浩
・
藤
枝
知
子
訳
（
医

学
書
院
、一
九
七
四
年
）
一
五
〜
一
六
頁
（
訳
書
中
の
「
看
護
婦
」
を
「
看
護
師
」

に
改
訳
し
た
）。

★
8 

ヴ
ィ
ク
ト
ー
ル
・
Ｅ
・
フ
ラ
ン
ク
ル
『〈
生
き
る
意
味
〉
を
求
め
て
』
諸
富

祥
彦
訳
（
春
秋
社
、
一
九
九
九
年
）
四
三
頁
。

★
9 

こ
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
切
迫
性
と
い
う
事
柄
に
つ
い
て
は
、
氣
多
雅
子
『
ニ
ヒ

リ
ズ
ム
の
思
索
』（
創
文
社
、
一
九
九
九
年
）
を
参
照
。
な
お
氣
多
は
、
現

代
世
界
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
「
進
行
し
た
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」
と
捉
え
、
た
と
え
ば

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

事
実
と
解
釈
、
真
実
と
仮
構
の
関
係
が
徹
底
的
に
相
対
的
な
も
の
で
あ
る

と
い
う
考
え
方
は
、
ま
さ
に
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
っ
て
二
十
世
紀
の
哲
学
の
基

本
的
思
潮
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
考
え
方
は
哲
学
的
に
よ
り
洗
練
さ
れ
た

仕
方
で
、
現
代
世
界
の
さ
ま
ざ
ま
な
局
面
に
お
い
て
受
け
継
が
れ
て
い

る
。
け
れ
ど
も
そ
の
多
く
の
場
合
に
、
ニ
ー
チ
ェ
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ

主
義
が
過
激
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
契
機
に
つ
い
て
は
、
取
り
落
さ

れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
契
機
と
は
、
至
上
の
価
値
が
無

価
値
と
な
り
生
存
の
意
義
が
失
わ
れ
た
と
こ
ろ
で
は
生
存
が
維
持
不
可
能

で
あ
る
と
い
う
切
迫
し
た
意
識
で
あ
る
。「
何
故
に
」「
何
の
た
め
に
」
と

い
う
問
い
に
対
す
る
答
え
が
欠
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、〈
私
は
そ
の

よ
う
な
絶
対
に
無
意
味
な
生
を
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
〉
と
い
う
問

い
と
な
っ
て
己
れ
の
生
に
突
き
刺
さ
り
、
こ
の
棘
が
己
れ
の
生
を
無
意
味

さ
の
深
淵
に
向
け
て
逃
げ
場
を
許
さ
ず
追
い
詰
め
て
ゆ
く
、
ニ
ー
チ
ェ
の

思
索
を
突
き
動
か
し
て
い
る
の
は
そ
う
い
う
動
き
で
あ
る
。
現
代
の
自
明

と
な
っ
た
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
お
い
て
隠
れ
て
し
ま
っ
た
の
は
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム

の
こ
の
切
迫
性
で
あ
る
。（
同
書
、
一
八
頁
）

★
10 

ヴ
ィ
ク
ト
ー
ル
・
Ｅ
・
フ
ラ
ン
ク
ル
『
人
間
と
は
何
か—

実
存
的
精
神
療

法
』
山
田
邦
雄
監
訳
（
春
秋
社
、
二
〇
一
一
年
）
一
二
頁
。
ま
た
、
同
様
の

時
代
認
識
と
し
て
、た
と
え
ば
政
治
哲
学
者
、宗
教
社
会
学
者
の
チ
ャ
ー
ル
ズ
・

テ
イ
ラ
ー
の
分
析
を
見
て
お
い
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ

イ
ム
ズ
の
著
書
『
宗
教
的
経
験
の
諸
相
』
の
現
代
的
再
読
と
い
う
主
題
で
書

か
れ
た
『
今
日
の
宗
教
の
諸
相
』（
伊
藤
邦
武
・
佐
々
木
崇
・
三
宅
岳
史
訳
、
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岩
波
書
店
、
二
〇
〇
九
年
）
に
お
い
て
、
テ
イ
ラ
ー
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て

い
る
。「
か
つ
て
は
憂
鬱
、
無
感
動
、
倦
怠
な
ど
の
核
を
な
す
意
味
の
喪
失

と
い
う
突
然
の
感
覚
〔
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
宗
教
的
経
験
の
核
に
あ
る
否
定
的
経

験
と
分
析
し
た
も
の—

引
用
者
〕
は
、
も
の
ご
と
の
意
味
に
疑
い
が
生
じ

な
い
よ
う
な
一
定
の
枠
組
み
の
な
か
で
経
験
さ
れ
る
の
が
常
で
あ
っ
た
」。

つ
ま
り
そ
れ
は
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
時
代
に
は
ま
だ
、
意
味
に
満
ち
た
世
界
か

ら
己
一
人
が
追
放
さ
れ
る
と
い
う
個
人
的
経
験
を
意
味
し
た
。
と
こ
ろ
が
、

「
近
現
代
の
文
脈
で
は
、
こ
の
意
味
へ
の
保
証
が
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
憂

鬱
は
す
べ
て
の
伝
統
的
・
神
学
的
・
形
而
上
学
的
・
歴
史
的
拠
り
所
へ
の
疑

い
が
可
能
と
な
っ
た
世
界
に
お
い
て
発
生
す
る
。
そ
の
た
め
そ
れ
は
新
た
な

形
を
と
る
。
そ
れ
は
疑
い
の
余
地
が
な
い
意
味
の
宇
宙
か
ら
の
拒
絶
や
追
放

と
い
う
感
覚
で
は
な
く
、
む
し
ろ
決
定
的
な
無
と
言
う
べ
き
も
の
の
予
感
、

意
味
と
い
う
最
後
の
幻
想
が
崩
壊
す
る
最
終
的
な
幕
開
け
の
予
感
と
し
て
の

憂
鬱
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
わ
た
し
た
ち
を
新
し
い
仕
方
で
苦
し
め
る
、
と

い
う
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
意
味
の
一
般
的
な
饗
宴
か
ら
自
分
だ
け
が
追

放
さ
れ
る
の
と
、
す
べ
て
の
意
味
が
内
部
崩
壊
の
危
機
に
瀕
す
る
の
と
で
は
、

〔
…
…
〕
ど
ち
ら
が
よ
り
重
大
な
意
味
を
も
つ
か
は
疑
問
の
余
地
が
な
い
。

前
者
の
苦
し
み
は
わ
た
し
一
人
を
傷
つ
け
る
だ
け
だ
が
、
後
者
の
苦
し
み
は

す
べ
て
の
人
と
物
を
傷
つ
け
る
の
で
あ
る
」（
同
書
、
三
三
〜
三
四
頁
）。

★
11 

前
掲
の
テ
イ
ラ
ー
な
ど
、
枚
挙
に
暇
は
な
い
が
、
も
う
一
つ
、
我
が
国
で
は

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
批
判
の
書
と
誤
解
さ
れ
て
安
易
に
持
て
囃
さ
れ
た
感
の
あ

る
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
『
想
像
の
共
同
体
』
の
中
か
ら
、
そ

の
冒
頭
部
分
に
あ
る
次
の
叙
述
を
引
い
て
お
こ
う
。

我
々
は
す
べ
て
、
我
々
の
固
有
の
遺
伝
的
属
性
、
我
々
の
性
、
我
々
の
生

き
る
時
代
の
制
約
、
我
々
の
身
体
的
能
力
、
我
々
の
母
語
等
々
の
偶
然
性

と
不
可
避
性
を
よ
く
承
知
し
て
い
る
。
伝
統
的
な
宗
教
的
世
界
観
の
偉
大

な
功
績
〔
…
…
〕—

そ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
宗
教
的
世
界
観
が
、〔
…
…
〕

生
の
偶
然
性
に
関
わ
っ
て
き
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
仏
教
、
キ
リ
ス
ト
教
、

あ
る
い
は
イ
ス
ラ
ム
が
、
数
十
も
の
さ
ま
ざ
ま
の
社
会
構
成
体
に
お
い
て

数
千
年
に
わ
た
っ
て
生
き
続
け
て
き
た
こ
と
、
こ
の
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の

宗
教
が
、
病
い
、
不
具
、
悲
し
み
、
老
い
、
死
と
い
っ
た
人
間
の
苦
し
み

の
圧
倒
的
重
荷
に
対
し
、
想
像
的
な
応
答
を
行
っ
て
き
た
こ
と
を
証
明
し

て
い
る
。
ど
う
し
て
わ
た
し
は
盲
目
に
生
ま
れ
た
の
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
ど
う
し
て
わ
た

0

0

0

0

0

0

し
の
親
友
が
麻
痺
に
な
っ
た
の
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
ど
う
し
て
わ
た
し
の
娘
が
知
恵
遅
れ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

な
の
か

0

0

0

。
宗
教
は
こ
れ
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
を
ふ
く

め
た
お
よ
そ
す
べ
て
の
進
化
論
的
／
進
歩
主
義
的
思
考
様
式
の
大
き
な
弱

点
は
、
そ
う
い
っ
た
問
い
に
対
し
苛
立
た
し
い
沈
黙
で
し
か
答
え
な
い
こ

と
に
あ
る
。〔
…
…
〕
啓
蒙
主
義
の
時
代
、
合
理
主
義
的
世
俗
主
義
の
世

紀
は
、
そ
れ
と
と
も
に
、
独
自
の
近
代
の
暗
黒
を
も
た
ら
し
た
。
宗
教
信

仰
は
退
潮
し
て
も
、
そ
の
信
仰
が
幾
分
な
り
と
も
鎮
め
て
き
た
苦
し
み
は

消
え
は
し
な
か
っ
た
。
楽
園
の
崩
壊
、
こ
れ
ほ
ど
運
命
を
偶
然
以
外
の
な

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
も
の
で
も
な
く
し
て
し
ま
う

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

も
の
は
な
い
。
救
済
の
不
合
理
さ
、
こ
れ

ほ
ど
別
の
形
の
連
続
性
を
必
要
と
さ
せ
る
も
の
は
な
い
。
そ
こ
で
要
請
さ

れ
た
の
は
、
死
を
連
続
性
へ
、
偶
然
を
有
意
味
な
も
の
へ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
、
世
俗
的
に

変
換
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
以
下
に
述
べ
る
よ
う
に
、
ネ
イ
シ
ョ
ン
の

観
念
ほ
ど
こ
の
目
的
に
適
し
た
も
の
は
な
か
っ
た
し
、
い
ま
も
な
い
。

（B. A
nderson, Im

agined Com
m
unities: Reflections on the O

rigin 

and Spread of N
ationalism

, Revised Edition, London, N
ew
 Y
ork: 

V
erso, 1991, pp. 10-12. 

白
石
さ
や
・
白
石
隆
訳
『
想
像
の
共
同
体—

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
起
源
と
流
行
』
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
、
一
九
九
七
年
、
三
三
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〜
三
四
頁
。
強
調
引
用
者
。
た
だ
し
、
一
部
訳
語
を
改
め
た
。）

★
12 

フ
ラ
ン
ク
ル
前
掲
『〈
生
き
る
意
味
〉
を
求
め
て
』
八
三
頁
。

★
13 

同
上
、
八
六
頁
以
下
な
ど
。
な
お
フ
ラ
ン
ク
ル
は
、
正
当
に
も
、
還
元
主
義

の
立
場
が
「
原
因
（cause

）」
と
「
理
由
（reason

）」
を
混
同
し
て
い
る
こ

と
に
注
意
を
促
し
て
い
る
。「
理
由
」
は
価
値
や
意
味
と
い
っ
た
志
向
対
象

を
も
ち
、従
っ
て
、「
衝
動
や
本
能
は
何
ら
か
の
行
動
を
駆
り
立
て
る
（push

）。

し
か
し
理
由
や
意
味
は
何
ら
か
の
行
動
を
引
き
寄
せ
て
く
る
（pull

）」。
こ

こ
で
彼
の
言
う
「
理
由
」
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
い
わ
ゆ
る
「
目
的
因
」

に
相
当
す
る
と
考
え
て
差
支
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。

★
14 

こ
の
歴
史
的
経
緯
に
つ
い
て
は
、『
近
代
科
学
と
聖
俗
革
命
』（
新
曜
社
、

一
九
七
六
年
）
を
は
じ
め
と
す
る
村
上
陽
一
郎
の
諸
著
書
に
詳
し
い
。

★
15 

九
鬼
曰
く
、「
目
的
的
必
然
性
は
、
根
源
に
於
て
、
因
果
的
偶
然
性
に
依
存

す
る
の
で
な
け
れ
ば
そ
の
意
味
を
な
さ
な
い
。
因
果
的
偶
然
は
目
的
的
必
然

の
出
発
点
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
非
決
定
性
、
自
発
性
と

し
て
の
消
極
的
自
由
は
、
決
定
性
、
必
然
性
と
し
て
の
積
極
的
自
由
の
不
可

欠
条
件
を
構
成
し
て
い
る
」（
Ⅱ
・
一
〇
二
）。

★
16 

な
お
、
従
っ
て
、「〈
偶
然
性
〉
を
め
ぐ
る
考
察
に
お
い
て
は
〔
…
…
〕
そ
れ

が
最
初
に
ま
と
ま
っ
た
形
で
述
べ
ら
れ
た
最
初
か
ら
、
周
造
の
思
索
の
基
本

的
な
結
構
は
ほ
ぼ
定
ま
っ
て
お
り
、
発
展
や
変
遷
と
呼
ぶ
に
値
す
る
ほ
ど
の

変
化
は
そ
こ
に
見
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
、
最
初
の
講
演
か
ら
刊
本
に
か
け
て
、

さ
ら
な
る
整
理
・
統
合
・
洗
練
と
肉
付
け
が
な
さ
れ
て
行
く
と
い
う
の
が
実

情
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
い
う
坂
部
恵
の
解
釈
（『
不
在
の
歌—

九
鬼
周

造
の
世
界
』
Ｔ
Ｂ
Ｓ
ブ
リ
タ
ニ
カ
、
一
九
九
〇
年
、
一
五
四
頁
）
は
適
切
で

は
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
九
鬼
は
「
講
演
の
時
点
で
は
ま
だ
も
っ
ぱ

ら
『
偶
然
性
』
と
『
必
然
性
』
と
の
対
立
関
係
に
の
み
目
を
向
け
て
お
り
、『
偶

然
性
』
に
対
し
て
『
必
然
性
』
が
も
つ
緊
密
な
内
的
存
立
関
係
に
は
気
づ
い

て
い
な
か
っ
た
」
が
、「
次
の
『
講
義
』、
そ
し
て
『
博
士
論
文
』
と
進
む
に

し
た
が
っ
て
、〔
…
…
〕
次
第
に
偶
然
性
に
対
し
て
必
然
性
が
も
つ
相
互
否

定
を
媒
介
に
し
た
内
的
存
立
関
係
に
気
づ
き
始
め
た
」
と
見
る
小
浜
善
信
の

解
釈
（
前
掲
書
、
一
六
九
頁
）
の
ほ
う
が
正
し
い
。

★
17 

「〈
資
料
〉
田
辺
元
・
九
鬼
周
造
往
復
書
簡—

博
士
論
文
『
偶
然
性
』
を
め

ぐ
っ
て
」『
九
鬼
周
造
全
集 

月
報
12
』（
岩
波
書
店
、一
九
八
二
年
）。
以
下
、

書
簡
か
ら
の
引
用
は
す
べ
て
こ
れ
に
よ
る
。

★
18 

『
那
先
比
丘
経
』
は
、
紀
元
前
二
世
紀
後
半
に
西
北
イ
ン
ド
を
支
配
し
た
ギ

リ
シ
ア
人
の
国
王
ミ
リ
ン
ダ
（
弥
蘭
）
の
発
問
に
対
し
て
、
仏
教
僧
ナ
ー
ガ

セ
ー
ナ
（
那
先
）
が
応
答
す
る
と
い
う
対
話
形
式
で
書
か
れ
た
経
典
の
一
つ

で
あ
り
、『
ミ
リ
ン
ダ
王
の
問
い
』
と
い
う
邦
題
で
訳
書
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。

九
鬼
が
引
用
し
て
い
る
箇
所
は
、
以
下
の
よ
う
に
訳
出
さ
れ
て
い
る
。「
い

か
な
る
理
由
に
よ
っ
て
、
人
々
は
す
べ
て
平
等
で
は
な
い
の
で
す
か
？

す

な
わ
ち
、
或
る
人
々
は
短
命
で
、
或
る
人
々
は
長
命
で
す
。
ま
た
或
る
人
々

は
多
病
で
あ
り
、
或
る
人
々
は
病
い
が
少
な
い
で
す
。
或
る
人
々
は
醜
怪
で

す
が
、
或
る
人
々
は
端
麗
で
す
。
或
る
人
々
は
力
弱
く
、
或
る
人
々
は
力
が

強
い
。
或
る
人
々
は
財
少
な
く
、
或
る
人
々
は
財
が
多
い
。
或
る
人
々
は
卑

賤
の
家
に
生
ま
れ
、
或
る
人
々
は
高
貴
の
家
に
生
ま
れ
ま
す
。
或
る
人
々
は

愚
か
で
あ
り
、あ
る
人
々
は
賢
明
で
す
」（『
ミ
リ
ン
ダ
王
の
問
い
(1)
』
中
村
元
・

早
島
鏡
正
訳
、
平
凡
社
、
一
九
六
三
年
、
一
八
一
頁
）。

★
19 
九
鬼
の
回
帰
的
時
間
論
に
つ
い
て
は
、
簡
単
に
で
は
あ
る
が
そ
れ
を
考
察
し

た
拙
稿
「
九
鬼
周
造
の
唯
美
主
義
哲
学—

時
間
論
と
芸
術
・
文
芸
論
」『
人

文
学
の
正
午
』
第
一
号
（
二
〇
一
〇
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

★
20 

自
然
科
学
的
世
界
観
に
立
脚
す
る
論
者
が
、
自
然
の
創
造
と
進
化
の
合
目
的
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性
を
否
定
す
る
場
合
は
そ
の
典
型
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
中
世
以
来
最
も

有
力
な
神
の
存
在
証
明
と
も
言
わ
れ
て
来
た
目
的
論
的
証
明
に
お
い
て
、

神
は
し
ば
し
ば
自
然
と
い
う
「
偉
大
な
時
計
」
を
設
計
（
デ
ザ
イ
ン
）
し

た
「
時
計
職
人
」
で
あ
る
と
い
う
比
喩
が
な
さ
れ
て
来
た
が
、
科
学
の
立
場

か
ら
あ
く
ま
で
も
宗
教
的
世
界
観
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
分
子
生
物
学
者

の
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ド
ー
キ
ン
ス
は
、「
時
計
職
人
は
盲
目
で
あ
る
」
と
い
う

比
喩
を
も
っ
て
、
自
然
進
化
の
合
目
的
性
を
否
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
。R. 

D
aw
kins, The Blind W

atchm
aker: W

hy the Evidence of Evolution 

Reveals a U
niverse w

ithout D
esign

, N
ew
 Y
ork: W

. W
. N
orton, 1986

（
中
嶋
康
裕
ほ
か
訳
『
盲
目
の
時
計
職
人—

自
然
淘
汰
は
偶
然
か
？
』
早

川
書
房
、
二
〇
〇
四
年
）。

★
21 

と
こ
ろ
で
本
稿
の
主
旨
か
ら
は
全
然
逸
脱
す
る
が
、
か
か
る
意
味
で
の
目
的

的
偶
然
に
関
連
す
る
問
題
と
し
て
、
今
日
の
学
問
・
研
究
あ
る
い
は
教
育
の

あ
り
方
に
触
れ
た
村
上
陽
一
郎
の
以
下
の
指
摘
に
は
耳
を
傾
け
て
お
い
て
し

か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
も
そ
も
、
こ
こ
〔
科
学
研
究
費
補
助
金
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
競
争
的
研
究

資
金—

引
用
者
〕
で
求
め
ら
れ
る
よ
う
な
「
研
究
の
目
標
は
こ
れ
こ
れ

で
、
そ
の
通
り
に
達
成
で
き
ま
し
た
」
と
い
う
の
は
、
本
当
は
研
究
と
は

言
え
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
な
ぜ
で
し
ょ
う
か
。

　

目
標
を
立
て
て
研
究
す
る
う
ち
、
実
は
予
想
と
違
っ
て
い
た
、
別
の
方

向
に
お
も
し
ろ
い
可
能
性
が
あ
り
そ
う
だ
か
ら
そ
っ
ち
に
行
こ
う
、
思
い

が
け
な
い
結
果
が
導
き
出
さ
れ
た
、
な
ど
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
、
研
究
を

や
っ
た
意
味
が
あ
る
の
で
す
。
目
標
を
立
て
て
そ
れ
が
わ
か
れ
ば
い
い
、

と
い
う
の
は
ほ
と
ん
ど
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー(

同
語
反
復)

で
は
あ
り
ま
せ
ん

か
。
結
果
が
わ
か
っ
て
い
る
な
ら
研
究
す
る
必
要
が
な
か
っ
た
こ
と
に
な

り
ま
す
か
ら
。（
村
上
陽
一
郎『
人
間
に
と
っ
て
科
学
と
は
何
か
』新
潮
社
、

二
〇
一
〇
年
、
一
六
九
頁
）

　

九
鬼
が
言
う
よ
う
に
、
原
因
と
結
果
、
あ
る
い
は
手
段
と
目
的
の
必
然
的

関
係
は
、
畢
竟
「
Ａ
は
Ａ
で
あ
る
」
と
い
う
同
一
律
に
帰
着
す
る
。「
目
標

を
立
て
て
そ
れ
が
わ
か
れ
ば
い
い
、
と
い
う
の
は
ほ
と
ん
ど
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
」

で
あ
る
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
意
味
で
あ
る
。
お
よ
そ
進
化
な
り
発
展
な
り

は
、
そ
れ
が
生
成
と
変
化
を
意
味
す
る
限
り
、（
自
然
進
化
が
ま
さ
に
そ
う

で
あ
る
よ
う
に
）
両
者
間
に
偶
然
的
関
係
が
存
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め

て
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

★
22 

さ
ら
に
付
言
す
る
と
、「
目
的
な
き
目
的
」
の
主
観
的
意
味
の
重
大
さ
が
増

大
に
す
る
に
従
っ
て
、「
偶
然
は
偶
然
で
な
い
如
き
相
を
呈
し
て
、
自
己
否

定
の
志
向
的
構
造
を
取
る
よ
う
に
な
る
」。「
偶
然
に
し
て
偶
然
で
な
い
」
と

か
「
偶
然
と
は
思
え
な
い
」
と
か
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
場
合
で
あ
り
、
九

鬼
曰
く
、
こ
れ
は
「『
目
的
な
き—

目
的
』
の
下
肢
の
強
調
の
余
り
、
上

肢
が
殆
ど
響
を
失
っ
た
形
で
あ
る
」（
Ⅱ
・
八
二
）。

★
23 

本
稿
で
は
触
れ
て
来
な
か
っ
た
が
、
九
鬼
は
一
九
三
七
年
に
行
な
っ
た
ラ
ジ

オ
講
演
「
偶
然
と
運
命
」
に
お
い
て
、「
人
間
は
自
己
の
運
命
と
一
体
に
な
っ

て
運
命
を
愛
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
」、
さ
ら
に
は
「
自
分
の
運
命
を
心
か

ら
愛
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
溌
剌
た
る
運
命
を
自
分
の
も
の
と
し
て
新
た
に

造
り
出
し
て
い
く
こ
と
さ
え
も
で
き
る
」（
Ⅴ
・
三
四
〜
三
五
）
と
い
う
こ

と
を
も
っ
て
、
そ
の
結
論
と
し
て
い
る
。
ラ
ジ
オ
講
演
と
い
う
性
格
上
、
や

や
学
問
的
厳
密
さ
を
欠
い
た
表
現
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
九
鬼
が
「
運

命
を
自
分
の
も
の
と
し
て
新
た
に
造
り
出
し
て
い
く
こ
と
さ
え
も
で
き
る
」

と
言
っ
て
い
る
の
は
、
こ
う
い
う
意
味
で
は
な
か
ろ
う
か
。

★
24 

「
光
市
母
子
殺
害
事
件
」
は
、
一
九
九
九
年
四
月
十
四
日
に
山
口
県
光
市
で
発
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生
し
た
犯
罪
事
件
で
、
当
時
十
八
歳
の
少
年
が
本
村
洋
氏
の
留
守
中
に
自
宅

に
侵
入
し
、
彼
の
妻
を
殺
害
・
強
姦
、
生
後
十
一
ヶ
月
の
娘
を
殺
害
し
た
も

の
（
元
少
年
は
二
〇
一
二
年
三
月
十
四
日
付
で
死
刑
が
確
定
）。
な
お
、
引

用
し
た
本
村
氏
の
発
言
が
な
さ
れ
た
テ
レ
ビ
番
組
（
二
〇
〇
六
年
六
月
二
十

日
放
送
の
「
報
道
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
」）
は
、
直
接
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
な

か
っ
た
た
め
、
さ
し
あ
た
り
以
下
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
記
事
を
参
照
し
た
。

http://blogs.yahoo.co.jp/bm
b2m

bf413/19132647.htm
l

（
二
〇
一
二

年
三
月
三
十
日
閲
覧
）。

★
25 

こ
の
譬
え
は
、
西
谷
啓
治
が
エ
ッ
セ
イ
「
私
の
哲
学
的
発
足
点
」
で
挙
げ
て

い
る
例
を
も
と
に
し
て
い
る
。
西
谷
は
か
か
る
「
意
味
づ
け
」
の
仕
方
、
つ

ま
り
何
ら
か
の
目
的
の
自
覚
に
よ
る
生
の
意
味
づ
け
を
、「
倫
理
の
立
場
に

よ
る
虚
無
の
克
服
」
と
呼
ん
で
い
る
。
な
お
西
谷
は
、か
か
る
意
味
で
の
「
倫

理
の
立
場
」
は
、
よ
り
十
全
な
る
生
の
意
味
づ
け
の
た
め
に
必
然
的
に
「
宗

教
の
立
場
に
よ
る
虚
無
の
克
服
」
を
要
求
す
る
の
で
あ
り
、
し
か
し
な
が
ら

「
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」
と
は
、
か
か
る
倫
理
と
宗
教
と
を
と
も
に
否
定
す
る
「
冪

を
高
め
た
虚
無
」
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
（
西
谷
啓
治
「
私
の
哲
学
的
発
足
点
」

『
西
谷
啓
治
著
作
集 

第
二
〇
巻
』
創
文
社
、
一
九
九
〇
年
）。

★
26 

Ｈ
・
Ｓ
・
ク
シ
ュ
ナ
ー
『
な
ぜ
私
だ
け
が
苦
し
む
の
か—

現
代
の
ヨ
ブ

記
』
斎
藤
武
訳
〈
岩
波
現
代
文
庫
〉（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
八
年
）。
原
著

は
、H

arold S. Kushner, W
hen Bad Things H

appen to Good People, 

Second Edition, N
ew
 Y
ork: Schocken Books, 1989. 

な
お
プ
ロ
ジ
ェ
リ

ア
と
は
、
先
天
性
の
遺
伝
子
異
常
（
突
然
変
異
性
が
強
い
と
言
わ
れ
て
い
る
）

に
よ
っ
て
全
身
の
老
化
が
異
常
に
進
行
す
る
疾
患
で
、
平
均
寿
命
は
十
数
年

と
言
わ
れ
て
い
る
。

★
27 

た
と
え
ば
、
彼
は
言
う
。「
神
が
障
害
児
を
つ
く
っ
た
の
は
、
周
囲
の
人
間

が
同
情
の
心
や
感
謝
の
気
持
ち
を
学
ぶ
た
め
な
の
だ
、
な
ど
と
言
う
人
た
ち

に
私
は
怒
り
を
覚
え
ま
す
。
だ
れ
か
の
精
神
的
な
感
性
を
深
め
る
た
め
に
、

ど
う
し
て
神
は
人
ひ
と
り
の
人
生
を
そ
ん
な
に
ま
で
ゆ
が
め
て
し
ま
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
か
」（
同
上
書
、
三
一
〜
三
二
頁
）。
こ
の
痛
烈
な
告

発
は
、（「
こ
の
子
ら
に
世
の
光
を
」
で
は
な
く
）「
こ
の
子
ら
を
世
の
光
に
」

と
い
う
理
念
を
掲
げ
て
我
が
国
の
障
害
者
教
育
の
礎
を
築
い
た
偉
大
な
教
育

者
で
あ
る
糸
賀
一
雄
や
田
村
一
二
の
、
し
か
し
同
時
に
問
題
を
含
ん
で
い
る

と
も
言
え
る
側
面
を
も
つ
以
下
の
よ
う
な
言
葉
と
と
も
に
読
ま
れ
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。「
生
き
た
社
会
に
対
す
る
適
応
性
を
培
う
こ
と
が
で
き
て
、
そ
の

心
情
が
安
定
す
る
と
き
に
、
彼
等
〔
障
害
児
〕
の
働
き
は
そ
の
ま
ま
社
会
を

向
上
さ
せ
る
力
と
な
る
か
も
知
れ
な
い
。〔
…
…
〕
ま
こ
と
に
精
神
薄
弱
児

は
、『
神
の
栄
光
を
現
わ
さ
ん
が
た
め
』
に
存
在
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
な

い
の
で
あ
る
」（『
糸
賀
一
雄
著
作
集 

Ⅱ
』
理
想
社
、
一
九
八
二
年
、
三
五
四

頁
〔
未
発
表
原
稿
〕）、「
私
の
書
い
た
本
の
中
に
『
ぜ
ん
ざ
い
に
は
塩
が
い
る
』

と
い
う
の
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
社
会
を
ぜ
ん
ざ
い
の
鍋
に
見
立
て
る
と
、
ぜ

ん
ざ
い
を
つ
く
る
の
に
は
砂
糖
が
い
る
、
し
か
し
砂
糖
だ
け
で
は
ほ
ん
と
う

に
う
ま
い
ぜ
ん
ざ
い
は
で
き
な
い
。
砂
糖
と
逆
の
塩
が
い
る
。〔
…
…
〕
塩

が
ぜ
ん
ざ
い
の
味
を
う
ま
く
す
る
よ
う
に
、
障
害
者
は
、
又
社
会
を
本
物
の

味
に
す
る
た
め
に
は
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
必
要
な

0

0

0

存
在
で
あ
る
〔
…
…
〕。
私

は
こ
の
よ
う
に
障
害
児
・
者
の
存
在
意
義
を
考
え
て
い
る
」（
田
村
一
二
『
賢

者
モ
来
タ
リ
テ
遊
ブ
ベ
シ—

福
祉
の
里 

茗
荷
村
へ
の
道
』〈
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ブ
ッ

ク
ス
〉
日
本
放
送
出
版
協
会
、
一
九
八
四
年
、
一
三
六
頁
、
強
調
引
用
者
）。

★
28 
ク
シ
ュ
ナ
ー
前
掲
書
、
二
一
四
〜
二
一
五
頁
。

★
29 

同
様
の
事
例
を
も
う
一
つ
挙
げ
て
お
き
た
い
。
筆
者
が
非
常
勤
講
師
と
し
て

勤
務
し
て
い
る
看
護
専
門
学
校
に
、
次
の
よ
う
な
学
生
が
い
た
。
数
年
前
に
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突
然
の
病
気
で
妹
を
亡
く
し
た
と
い
う
彼
女
と
そ
の
家
族
は
、
当
時
、「
な

ぜ
こ
ん
な
目
に
あ
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
か
」
と
い
う
苦
し
み
、
さ
ら
に

は
「
な
ぜ
病
気
は
あ
の
人
で
は
な
く
私
の
妹
を
選
ん
だ
の
か
」
と
い
う
憤
り

さ
え
抱
か
ず
に
は
い
ら
れ
ず
、
ま
た
同
時
に
、
そ
う
い
っ
た
家
族
の
心
情
に

無
頓
着
で
あ
っ
た
多
く
の
医
療
従
事
者
た
ち
に
深
く
失
望
し
た
と
い
う
。
そ

う
し
て
彼
女
は
、「
病
気
や
怪
我
を
し
た
人
達
は
、
大
半
が
な
ぜ
私
が
こ
ん

な
目
に
あ
う
の
か
と
い
う
気
持
ち
で
い
る
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
家
族

も
同
じ
苦
し
み
を
抱
え
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
あ
の
言
い
よ
う
の
な
い
憤
り

や
苦
し
み
は
経
験
し
た
人
に
し
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
同
じ
経
験
を
し
た
自
分

は
、
患
者
さ
ん
や
家
族
の
気
持
ち
を
少
し
で
も
汲
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
は
な
い
か
。〔
…
…
〕そ
う
思
っ
て
看
護
師
に
な
る
こ
と
を
決
心
し
ま
し
た
」

と
書
い
て
い
る
。
論
理
的
に
言
え
ば
、
彼
女
も
ま
た
、
先
に
見
た
本
村
洋
氏

の
事
例
と
同
様
、
与
え
ら
れ
た
偶
然
の
中
に
、
己
が
世
界
に
お
い
て
為
す
べ

き
使
命
を
見
出
し
、
そ
れ
を
実
現
す
べ
く
未
来
に
向
け
て
行
為
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
与
え
ら
れ
た
偶
然
を
目
的
的
に
必
然
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で

あ
る
と
、
一
応
は
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
女
は
同

時
に
次
の
よ
う
に
も
書
い
て
い
る
。

妹
が
亡
く
な
っ
た
こ
と
、
病
気
に
な
っ
た
こ
と
に
意
味
を
見
出
す
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。
確
か
に
私
は
妹
が
亡
く
な
ら
な
け
れ
ば
看
護
師
と
い
う
職

業
を
選
び
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
看
護
師
を
目
指
し
た
の
は
妹
の
お
か
げ
だ

と
も
思
い
ま
せ
ん
。
妹
が
生
き
て
い
る
の
な
ら
、
私
は
看
護
師
に
な
れ
な

く
て
も
構
わ
な
い
か
ら
で
す
。
妹
が
生
き
て
い
る
ほ
う
が
、
看
護
師
に
な

る
よ
り
ず
っ
と
い
い
か
ら
で
す
。

　

極
め
て
判
明
に
語
ら
れ
て
い
る
と
お
り
、
彼
女
も
ま
た
、
妹
の
病
気
と
死

と
い
う
偶
然
の
出
来
事
を
、
何
ら
か
の
他
の
目
的
の
た
め
の
手
段
と
い
う
仕

方
で
必
然
化
し
て
受
け
止
め
る
こ
と
を
、
明
確
に
拒
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

な
お
彼
女
は
続
け
て
、「
正
直
今
で
も
不
平
等
感
を
払
拭
す
る
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
が
、
新
た
な
目
標
を
得
る
こ
と
で
そ
の
感
情
が
徐
々
に
昇
華
さ
れ
て

い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
我
々
は
、
偶
然

性
に
は
倫
理
的
な
必
然
化
に
よ
っ
て
克
服
さ
れ
得
る
側
面
と
、
に
も
拘
ら
ず

な
お
残
る
、
い
わ
ば
よ
り
根
源
的
な
側
面
と
の
両
面
が
あ
る
こ
と
を
改
め
て

知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

★
30 

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
お
け
る
「
苦
し
み
」
に
つ
い
て
は
、
平
石
晃
樹
「
レ
ヴ
ィ
ナ

ス
に
お
け
る
苦
し
み
を
め
ぐ
る
思
考
と
人
間
形
成
へ
の
問
い—

『
無
益
な

苦
し
み
』
を
中
心
に
」『
教
育
哲
学
研
究
』
第
一
〇
一
号
（
二
〇
一
〇
年
）、

中
真
生
「
苦
し
み
の
意
味
を
求
め
て—

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
か
ら
見
る
悪
と
苦
し

み
」
熊
野
純
彦
・
麻
生
博
之
編
『
悪
と
暴
力
の
倫
理
学
』（
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、

二
〇
〇
六
年
）
な
ど
を
参
照
。

ふ
る
か
わ
・
ゆ
う
じ
（
近
代
日
本
哲
学
／
立
命
館
大
学
ほ
か
非
常
勤
講
師
）


