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問
い
の
所
在

本
稿
は
、
近
代
の
人
文
学
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
、
も
っ
と
正
確
に

い
え
ば
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
き
た
の
か
、
そ
の
歴
史
的
な
足
取
り
を
た
ど
り

な
が
ら
、
来
た
る
べ
き
人
文
学
の
た
め
の
見
取
り
図
を
示
そ
う
と
す
る
も
の
で

あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
伝
統
に
連
な
る
「
と
は
な
に
かto ti 

esti

」
と
い
う
問
い
を
引
き
受
け
る
こ
と
は
、
当
然
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
伝
統

が
受
け
て
き
た
非
難
を
も
背
負
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
伝
統
的
ア
カ
デ
ミ
ズ

ム
の
側
か
ら
い
っ
て
も
、
風
変
わ
り
な
概
略
を
述
べ
る
こ
と
の
暴
力
と
、
い
さ

さ
か
冒
険
的
な
内
容
を
見
取
り
図
と
し
て
示
す
無
謀
と
が
、
本
稿
の
望
ま
ぬ
基

調
と
な
る
こ
と
を
、
十
分
に
承
知
し
て
い
る
。

近
代
に
は
、
明
確
な
日
付
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
王
や
英
雄

た
ち
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
、
大
掛
か
り
な
事
件
に
よ
っ
て
で
は
な
い
。
多

く
の
政
治
学
者
が
、
三
十
年
戦
争
終
結
後
に
か
わ
さ
れ
た
一
六
四
八
年
の
ウ
ェ

ス
ト
フ
ァ
リ
ア
条
約
に
、
近
代
主
権
国
家
の
起
源
の
ひ
と
つ
を
み
て
い
る
。
法

学
者
に
と
っ
て
は
、
革
命
と
と
も
に
な
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
の
人
権
宣
言
は
、
お

お
い
な
る
画
期
だ
ろ
う
。
だ
が
わ
れ
わ
れ
は
、
三
十
年
戦
争
に
兵
士
と
し
て
参

加
し
た
、
二
十
三
歳
の
ひ
と
り
の
若
者
に
起
こ
っ
た
と
る
に
足
ら
ぬ
出
来
事
の

ほ
う
を
重
視
す
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
日
を
振
り
返
っ
て
、「
わ
た
し
の
計
画
は
、

自
分
の
思
想
を
改
革
し
よ
う
と
努
め
、
わ
た
し
だ
け
の
も
の
で
あ
る
土
地
に
建

設
す
る
こ
と
で
あ
り
、そ
れ
よ
り
先
へ
広
が
っ
た
こ
と
は
一
度
も
な
い
」
と
い
っ

て
い
た
ひ
と
り
の
倹
し
い
男
の
精
神
が
到
達
し
た
、
小
さ
な
出
来
事
の
あ
っ
た

日
付
で
あ
る
。
今
は
失
わ
れ
た
『
オ
リ
ュ
ン
ピ
カ
』
な
る
彼
の
手
記
を
参
照
す

る
こ
と
が
で
き
た
ア
ド
リ
ア
ン
・
バ
イ
エ
の
伝
記
に
よ
れ
ば
、
レ
ネ
・
デ
カ
ル

ト
は
、
旧
教
軍
バ
イ
エ
ル
ン
公
マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ン
の
旗
下
、
ウ
ル
ム
近
郊
の
村

ノ
イ
ブ
ル
ク
の
炉
部
屋
で
冬
営
中
、
次
の
よ
う
な
認
識
に
達
す
る
。
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彼
が
わ
れ
わ
れ
に
知
ら
せ
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
一
六
一
九
年
十
一
月
十

日
、「
霊
感
に
満
た
さ
れ
」、「
こ
の
日
驚
く
べ
き
学
問
の
基
礎
を
見
い
だ

し
た
」
と
い
う
思
い
に
す
っ
か
り
心
を
奪
わ
れ
て
床
に
つ
い
て
か
ら
、
彼

は
次
々
に
三
つ
の
夢
を
み
た
。
い
ず
れ
も
ま
こ
と
に
異
常
な
夢
で
、
天
上

か
ら
訪
れ
た
も
の
と
し
か
考
え
ら
れ
ぬ
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
�
�

『
方
法
序
説
』
の
な
か
の
記
述
で
は
、
次
の
箇
所
に
当
た
る
。「
そ
の
頃
私
は
ド

イ
ツ
に
い
た
。
い
ま
な
お
〔
一
六
三
七
年
〕
終
わ
っ
て
い
な
い
あ
の
戦
争
〔
三
十

年
戦
争
〕
に
心
ひ
か
れ
て
私
は
そ
こ
へ
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
皇
帝
の
戴
冠

式
を
見
て
か
ら
軍
隊
に
帰
る
途
中
、冬
が
始
ま
っ
て
あ
る
村
に
足
留
め
さ
れ
た
。

そ
こ
で
は
私
の
気
を
散
ら
す
話
の
相
手
も
お
ら
ず
、
ま
た
幸
い
、
心
を
乱
す
心

配
事
や
情
念
も
な
か
っ
た
の
で
、
私
は
終
日
炉
部
屋
に
た
だ
ひ
と
り
と
じ
こ
も

り
、
心
ゆ
く
ま
で
思
索
に
ふ
け
っ
て
い
た
」。
彼
の
み
た
三
つ
の
夢
の
精
緻
さ
ゆ

え
に
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
公
表
さ
れ
た
当
初
か
ら
疑
い
が
も
た
れ
て
き
た

が
、
こ
の
小
さ
な
事
件
そ
の
も
の
の
信
ぴ
ょ
う
性
は
、
デ
カ
ル
ト
の
さ
ま
ざ
ま

な
テ
ク
ス
ト
か
ら
あ
る
程
度
実
証
さ
れ
う
る
。「
驚
く
べ
き
学
問
の
基
礎
」、
そ

れ
は
も
ち
ろ
ん
、《
我
オ
モ
ウ
、
ユ
エ
ニ
我
ア
リ
（Je pense, donc je suis

あ
る
い
はCogito, ergo sum

）》、
い
わ
ゆ
る
《
コ
ギ
ト
》
で
あ
る
。

到
来
す
る
「
わ
た
し
」。
神
で
も
な
く
、
王
で
も
な
い
、
ほ
か
で
も
な
い
「
わ

た
し
」
が
、彼
に
訪
れ
る
。
近
代
知
の
起
源
と
最
高
峰
と
を
分
有
す
る
《
コ
ギ
ト
》

は
、
炉
部
屋
の
闇
に
溶
け
入
る
暗
い
炎
の
よ
う
な
、
ひ
そ
や
か
な
、
孤
独
な
登

場
を
も
っ
て
始
ま
る
。—

す
べ
て
の
実
在
は
疑
わ
し
い
。
あ
ら
ゆ
る
実
在
が
、

そ
の
存
在
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、
と
デ
カ
ル
ト
は
い
う
。

そ
れ
を
疑
う
こ
の
「
わ
た
し
」
だ
け
は
、
そ
う
し
た
疑
い
が
可
能
で
あ
る
た
め

に
存
在
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
、「
わ
た
し
は
存
在
す
る
」
が

一
種
の
逆
説
と
し
て
、証
明
さ
れ
る
。
こ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
転
回
は
、し
か
し
、

そ
の
後
多
く
の
哲
学
者
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
わ
れ

わ
れ
の
多
く
も
、
そ
う
し
た
批
判
を
お
お
む
ね
共
有
し
て
い
る
。「
わ
た
し
は
思

う
、
ゆ
え
に
わ
た
し
は
存
在
す
る
」。
こ
の
言
葉
を
読
む
と
き
、
誰
も
が
あ
る
欠

陥
に
気
づ
く
に
ち
が
い
な
い
。「
思
う
」
を
実
現
す
る
た
め
の
「
わ
た
し
」
が
、

そ
も
そ
も
そ
の
存
在
証
明
を
与
え
ら
れ
て
い
な
い
以
上
、「
わ
た
し
は
思
う
」
す

ら
可
能
に
な
ら
ず
、
結
局
、「
わ
た
し
は
存
在
す
る
」
は
可
能
に
な
ら
な
い
の
で

は
な
い
か
？

有
名
な
デ
カ
ル
ト
批
判
を
い
く
つ
か
振
り
返
っ
て
お
こ
う
。
一
七
世
紀
後
半

以
降
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
君
臨
し
た
デ
カ
ル
ト
哲
学
の
最
初
の
批
判
は
、
物
理
学
方

面
、
と
り
わ
け
ニ
ュ
ー
ト
ン
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。
デ
カ
ル
ト
は
離
れ
た

も
の
同
士
の
あ
い
だ
で
働
く
磁
力
や
重
力
の
よ
う
な
概
念
を
信
用
し
な
か
っ
た

か
ら
で
あ
る
。
彼
は
も
の
同
士
の
あ
い
だ
で
は
た
ら
く
力
を
、
ビ
リ
ヤ
ー
ド
の

よ
う
な
衝
突
に
よ
っ
て
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
重
力
は
、

虚
空
に
充
満
す
る
エ
ー
テ
ル
の
渦
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
。
む
ろ
ん
、
こ
の
よ

う
な
説
明
は
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
物
理
学
を
受
け
容
れ
る
か
ぎ
り
、
信
用
し
難
い
。

だ
が
、
コ
ギ
ト
そ
の
も
の
に
対
す
る
明
証
的
な
批
判
は
カ
ン
ト
を
待
た
ね
ば

な
ら
な
い
。
彼
の
哲
学
か
ら
み
れ
ば
、デ
カ
ル
ト
の
コ
ギ
ト
は
、あ
る
意
味
で
は
、

存
在
の
証
明
で
は
な
く
て
、
不
在
の
規
定
と
い
う
に
ふ
さ
わ
し
い
。
実
在
を
実

現
す
る
た
め
に
は
、
時
空
間
を
必
要
と
す
る
。
そ
の
時
空
間
が
は
じ
め
に
な
け
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れ
ば
、
そ
も
そ
も
「
わ
た
し
は
存
在
す
る
」
は
可
能
に
な
ら
な
い
。
デ
カ
ル
ト

の
い
う
「
わ
た
し
」
が
可
能
に
な
る
た
め
に
は
、
こ
う
し
た
時
空
間
認
識
が
ア

プ
リ
オ
リ
に
規
定
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
す
べ
て
が

疑
わ
し
い
と
い
う
デ
カ
ル
ト
の
議
論
の
前
提
は
、
当
然
「
わ
た
し
」
に
も
当
て

は
ま
る
の
で
あ
っ
て
、
と
ど
の
つ
ま
り
、「
わ
た
し
」
す
ら
存
在
し
な
く
な
っ
て

し
ま
う
は
ず
な
の
だ
。
カ
ン
ト
は
い
う
。「
こ
の
〔
デ
カ
ル
ト
の
〕
観
念
論
の
た

く
ら
み
が
当
然
以
上
に
観
念
論
自
身
に
報
復
さ
れ
る
」
と
。
つ
ま
り
、
デ
カ
ル

ト
の
「
わ
た
し
」
の
存
在
証
明
は
、
か
え
っ
て
「
わ
た
し
」
の
不
在
を
証
明
し

て
し
ま
う
。
い
う
な
れ
ば
、
コ
ギ
ト
は
ほ
と
ん
ど
「
わ
た
し
は
存
在
し
て
い
る

と
思
っ
て
い
るI think that I am

」
に
等
し
い
、
と
い
う
わ
け
だ
。

カ
ン
ト
は
、彼
の
練
磨
し
た
ア
プ
リ
オ
リ
テ
ー
トApriorität

の
概
念
に
よ
っ

て
、
デ
カ
ル
ト
の
コ
ギ
ト
の
な
か
に
、
亀
裂
と
し
て
の
時
間
を
見
出
し
た
と
考

え
て
い
い
。
デ
カ
ル
ト
が
空
間
上
の
点
と
し
て
配
分
し
た
「
わ
た
し
」
は
、
時

間
の
導
入
に
よ
っ
て
、
再
度
浮
遊
す
る
。
カ
ン
ト
の
ア
プ
リ
オ
リ
テ
ー
ト
を
厳

密
に
適
用
す
れ
ば
、
デ
カ
ル
ト
の
実
在
、
す
な
わ
ち
「
我
ア
リ
」
は
、「
我
オ
モ

ウ
」
と
い
う
不
確
か
な
思
念
の
う
ち
に
消
え
去
っ
て
し
ま
う
。
デ
カ
ル
ト
の
コ

ギ
ト
は
、
存
在
の
明
証
性
と
い
う
よ
り
は
、
消
滅
の
明
証
性
を
し
か
意
味
し
て

い
な
い
。ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
カ
ン
ト
の
批
判
を
や
や
限
定
的
に
評
価
し
つ
つ
、

デ
カ
ル
ト
の
コ
ギ
ト
を
「
ひ
び
割
れ
た
私
」
と
呼
ん
で
い
る
。
時
間
の
虚
空
に

消
え
去
る
「
わ
た
し
」、時
間
の
亀
裂
に
飲
み
込
ま
れ
る
「
わ
た
し
」。「
わ
た
し
」

の
内
奥
に
生
じ
た
深
刻
な
こ
の
空
虚
、
こ
の
亀
裂
は
い
か
に
し
て
埋
め
ら
れ
る

べ
き
か
。
デ
カ
ル
ト
に
よ
っ
て
打
ち
立
て
ら
れ
た
新
し
い
「
学
問
の
基
礎
」—

「
わ
た
し
」
に
は
、
は
じ
め
か
ら
亀
裂
が
走
っ
て
い
る
。
こ
の
ひ
び
割
れ
た
礎
石

の
上
に
、
近
代
の
知
は
屹
立
し
て
い
た
。

わ
れ
わ
れ
か
ら
み
る
と
、
カ
ン
ト
の
批
判
が
い
か
に
論
理
的
に
整
合
性
が
あ

る
と
し
て
も
、
デ
カ
ル
ト
の
コ
ギ
ト
は
、
か
え
っ
て
出
来
事
と
い
う
に
ふ
さ
わ

し
い
資
格
を
有
し
て
い
る
よ
う
だ
。
と
い
う
の
も
、
出
来
事
は
、
原
理
的
に
い
っ

て
、消
え
去
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。ア
ー
キ
ヴ
ィ
ス
ト
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
、

こ
う
し
た
消
え
去
る
出
来
事
を
残
そ
う
と
骨
折
る
が
、
も
ち
ろ
ん
、
残
さ
れ
た

そ
れ
は
記
録
で
あ
っ
て
、
生
の
出
来
事
と
は
異
な
る
。
そ
の
こ
と
は
、
彼
ら
が

十
分
に
よ
く
知
っ
て
い
る
。
傷
み
や
す
く
朽
ち
や
す
く
、
多
く
は
た
ち
ま
ち
色

あ
せ
消
え
去
る
も
の
、
す
な
わ
ち
再
現
不
可
能
な
も
の
。
そ
れ
が
出
来
事
の
か

け
が
え
の
な
さ
の
、
主
要
な
条
件
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
デ
カ
ル
ト
の
意
図

と
は
異
な
る
も
の
の
、
コ
ギ
ト
は
彼
の
期
待
を
裏
切
っ
て
、
客
観
的
永
続
を
夢

想
す
る
科
学
的
存
在
と
い
う
よ
り
は
、
自
ら
消
え
去
る
出
来
事
の
徴
だ
っ
た
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

コ
ギ
ト
と
い
う
彼
の
内
面
に
生
じ
た
不
思
議
な
亀
裂
せ
る
直
覚
は
、
カ
ン
ト

の
持
ち
出
し
た
因
果
律
に
よ
っ
て
説
明
し
つ
く
せ
る
も
の
で
は
、
本
来
な
い
。

デ
カ
ル
ト
の
《
ゆ
え
にergo

》
を
自
分
の
磨
い
た
因
果
律
の
議
論
に
こ
と
よ

せ
て
読
め
る
保
証
は
な
い
。
む
し
ろ
わ
れ
わ
れ
な
ら
《
ゆ
え
に
》
は
《
そ
し
て

and

》
と
で
も
翻
訳
し
た
か
も
し
れ
な
い
。
と
は
い
え
、
カ
ン
ト
哲
学
が
な
け

れ
ば
、
こ
の
亀
裂
の
周
囲
に
巡
ら
せ
た
近
代
の
人
文
学
も
ま
た
あ
り
え
な
か
っ

た
。
こ
こ
で
は
こ
の
線
で
議
論
を
進
め
て
い
こ
う
。「
わ
た
し
は
思
う
」
と
「
わ

た
し
は
存
在
す
る
」
の
あ
い
だ
に
は
亀
裂
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
区
別
せ
ね
ば

な
ら
な
い
し
、
実
践
的
に
は
そ
う
す
る
ほ
か
な
い
。
し
た
が
っ
て
カ
ン
ト
は
次

の
よ
う
に
い
う
。
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客
観
的
に
見
ら
れ
た
認
識
内
容
を
い
っ
さ
い
度
外
視
す
る
と
、
お
よ
そ
認

識
は
、
主
観
的
に
は
、
歴
史
的(historisch)

で
あ
る
か
、
さ
も
な
け
れ

ば
理
性
的(rational)

で
あ
る
か
、こ
の
二
つ
し
か
な
い
。歴
史
的
認
識
は
、

与
え
ら
れ
た
も
の
か
ら
成
る
認
識(cognitio ex datis)

で
あ
り
、
理
性

的
認
識
は
原
理
に
も
と
づ
く
認
識(cognitio ex principiis)

で
あ
る
。

主
観
的
認
識
は
二
つ
に
区
別
で
き
る
。
ひ
と
つ
は
歴
史
的
認
識
。
も
う
ひ
と

つ
は
理
性
的
認
識
で
あ
る
。
あ
え
て
こ
の
区
別
を
コ
ギ
ト
に
当
て
は
め
る
と
、

前
者
は
「
わ
た
し
は
存
在
す
る
」
で
あ
り
、
後
者
は
「
わ
た
し
は
思
う
」
で
あ

る
。
こ
の
両
者
は
直
接
つ
な
が
ら
な
い
（
な
に
よ
り
も
ま
ず
《
ゆ
え
に
》
が
証

明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
）。
だ
が
、
外
か
ら
与
え
ら
れ
る
歴
史
的
認
識
と
は
な
ん

だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
そ
れ
が
自
分
の
署
名
付
き
の
テ
ク
ス
ト
で
あ
れ
ば
ど

う
だ
ろ
う
か
。
自
分
の
書
い
た
も
の
を
読
む
と
い
う
行
為
（
こ
れ
は
ジ
ャ
ッ
ク
・

デ
リ
ダ
的
な
テ
ー
マ
で
も
あ
る
、た
だ
し
彼
は
音
声
に
議
論
を
限
定
す
る
）
は
、

単
純
に
外
か
ら
与
え
ら
れ
る
歴
史
的
認
識
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
か
。
自
署
入

り
の
テ
ク
ス
ト
を
み
て
、
こ
れ
は
わ
た
し
の
外
側
か
ら
や
っ
て
き
た
も
の
だ
か

ら
、
わ
た
し
の
内
な
る
純
粋
理
性
は
責
任
を
負
わ
な
い
、
と
語
る
こ
と
は
正
し

い
だ
ろ
う
か
。
自
国
史
を
語
る
人
間
、
あ
る
い
は
人
類
史
で
あ
っ
て
も
、
自
ら

を
人
類
の
一
員
と
認
め
つ
つ
人
類
史
を
語
る
人
間
に
と
っ
て
、
こ
の
区
別
は
い

と
も
簡
単
に
崩
壊
し
て
し
ま
う
。
ど
こ
に
サ
イ
ン
入
り
の
契
約
書
に
対
す
る
無

責
任
を
推
奨
す
る
社
会
が
あ
ろ
う—

歴
史
の
実
践
は
、
こ
の
区
別
を
禁
じ
る

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
カ
ン
ト
が
意
図
し
て
い
た
か
ど
う
か
と
は
別
に
、
カ

ン
ト
の
こ
の
区
別
こ
そ
が
、
皮
肉
な
こ
と
に
か
え
っ
て
彼
が
正
し
く
見
出
し
た

デ
カ
ル
ト
の
亀
裂
を
埋
め
て
し
ま
う
。「
我
オ
モ
ウ
」
と
「
我
ア
リ
」
を
区
別
す

る
カ
ン
ト
的
《
ゆ
え
に
》
に
よ
っ
て
、
内
在
的
な
人
間
理
性
と
外
か
ら
く
る
歴

史
と
が
思
わ
ぬ
邂
逅
を
遂
げ
る
。
以
後
、
周
知
の
と
お
り
一
九
世
紀
は
歴
史
の

世
紀
と
な
る
が
、
そ
れ
は
上
の
よ
う
な
観
点
か
ら
も
説
明
で
き
よ
う
。

第
二
章　

《
わ
た
し
》
の
空
隙
を
埋
め
る
歴
史
に
つ
い
て

第
一
節　

進
歩
す
る
時
間

一
九
世
紀
以
降
の
時
代
を
、
歴
史
の
時
代
と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、

た
と
え
ば
ヘ
ー
ゲ
ル
が
歴
史
哲
学
を
書
い
た
と
か
、
マ
ル
ク
ス
主
義
者
が
史
的

唯
物
論
を
説
い
た
と
か
、
産
業
革
命
と
帝
国
主
義
戦
争
に
由
来
す
る
激
烈
な
進

歩
と
進
化
の
時
代
だ
っ
た
と
か
、
近
代
歴
史
学
が
産
声
を
あ
げ
た
と
か
、
そ
う

い
う
こ
と
に
起
因
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
結
果
と
原
因
を
取
り
違
え
た

い
い
か
た
だ
。
そ
う
で
は
な
く
、
起
源
（
過
去
）
や
終
末
（
未
来
）
を
暗
示
し

つ
つ
、
現
在
を
そ
の
内
側
に
厳
し
く
固
定
す
る
神
話
や
物
語
の
助
け
を
借
り
る

こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
時
代
、
ひ
と
こ
と
で
い
え
ば
、
神
も
な
く
王
も
な
い

時
代
に
登
場
し
た
の
が
、た
だ
の
《
わ
た
し
》
で
し
か
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

神
話
や
物
語
の
よ
う
な
虚
構
に
頼
る
こ
と
の
で
き
な
い
《
わ
た
し
》
が
頼
る
こ

と
の
で
き
る
唯
一
の
も
の
は
、
事
実
と
そ
の
集
積
、
す
な
わ
ち
歴
史
し
か
な
か
っ

た
。
か
つ
て
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
た
。

と
こ
ろ
で
い
ま
私
に
と
っ
て
明
々
白
々
と
な
っ
た
こ
と
は
、
次
の
こ
と
で

★
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す
。
す
な
わ
ち
、
未
来
も
な
く
過
去
も
な
い
。
厳
密
な
意
味
で
は
、
過
去
、

現
在
、
未
来
と
い
う
三
つ
の
時
が
あ
る
と
も
い
え
な
い
。
お
そ
ら
く
、
厳

密
に
は
こ
う
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。「
三
つ
の
時
が
あ
る
。
過
去
に
つ
い

て
の
現
在
、
現
在
に
つ
い
て
の
現
在
、
未
来
に
つ
い
て
の
現
在
」。
じ
っ

さ
い
、
こ
の
三
つ
は
何
か
魂
の
う
ち
に
あ
る
も
の
で
す
。
魂
以
外
の
ど
こ

に
も
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
過
去
に
つ
い
て
の
現
在
と
は
「
記

憶
」
で
あ
り
、
現
在
に
つ
い
て
の
現
在
と
は
「
直
観
」
で
あ
り
、
未
来
に

つ
い
て
の
現
在
と
は
「
期
待
」
で
す
。
も
し
こ
う
い
う
こ
と
が
許
さ
れ
る

な
ら
ば
、
た
し
か
に
私
は
三
つ
の
時
を
見
ま
す
し
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、「
三

つ
の
時
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
も
承
認
い
た
し
ま
す
。
そ
れ
で
も
な
お
、

不
正
確
な
い
い
な
ら
わ
し
に
よ
っ
て
、「
三
つ
の
時
が
あ
る
。
そ
れ
は
過

去
と
現
在
と
未
来
だ
」
と
い
い
た
い
人
が
あ
る
な
ら
ば
、
い
わ
せ
て
お
く

が
よ
い
。
私
は
気
に
し
な
い
し
、
反
対
も
し
な
い
し
、
非
難
も
し
な
い
。

た
だ
し
、
そ
こ
に
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
の
意
味
を
よ
く
理
解
し
て
い
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
未
来
で
あ
る
も
の
が
す
で
に
あ
る
と
か
、
過
去
と
な
っ

た
も
の
が
ま
だ
あ
る
な
ど
と
思
っ
て
は
な
ら
な
い
。

人
間
に
と
っ
て
、
過
去
は
記
憶
で
あ
り
、
現
在
は
直
観
で
あ
り
、
未
来

は
期
待
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
、
キ
ケ
ロ
の
記
憶
力

m
em
oria

、
知
力intelligentia

、
予
知
力providentia

の
概
念
を
キ
リ
ス

ト
教
的
に
変
奏
し
た
も
の
だ
が
、
真
の
過
去
や
未
来
は
神
の
領
分
だ
っ
た—

あ
る
い
は
こ
う
い
う
べ
き
か
。「
宇
宙
の
創
造
主
、
も
ろ
も
ろ
の
魂
と
物
体
と
の

創
造
主
で
あ
る
あ
な
た
が
、
そ
の
よ
う
な
し
か
た
で
、
す
べ
て
の
未
来
と
過
去

と
を
知
り
た
も
う
と
考
え
る
の
は
、
と
ん
で
も
な
い
こ
と
で
す
。
あ
な
た
の
知

は
、
そ
れ
よ
り
は
る
か
に
驚
嘆
す
べ
く
、
は
る
か
に
神
秘
的
で
す
。
す
な
わ
ち
、

う
た
う
人
が
よ
く
知
っ
た
歌
を
う
た
い
、
聞
く
人
が
よ
く
知
っ
た
歌
を
聞
く
と

き
、
未
来
の
声
に
対
す
る
期
待
と
過
去
の
声
の
記
憶
と
に
よ
っ
て
、
心
の
印
象

は
さ
ま
ざ
ま
に
変
わ
り
、
感
覚
は
分
散
し
た
方
向
に
向
か
い
ま
す
が
、
変
わ
る

こ
と
な
く
永
遠
で
、
も
ろ
も
ろ
の
精
神
の
真
に
永
遠
の
創
造
主
で
あ
る
あ
な
た

に
は
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
お
こ
り
ま
せ
ん
」。
つ
ま
り
、
過
去
や
未
来
は
、
現

在
を
生
き
る
ひ
と
び
と
の
記
憶
や
期
待
と
し
て
し
か
存
在
し
な
い
。
碩
学
フ
ラ

ン
セ
ス
・
Ａ
・
イ
ェ
イ
ツ
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
記
憶
術
（
時

間
）は
運
動
に
従
属
す
る
、も
っ
ぱ
ら
可
変
的
な
空
間
的
配
列
を
意
味
し
て
い
た
。

永
遠
の
神
と
結
び
つ
い
て
天
国
と
地
獄
の
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
る「
生
得
的
記
憶
」

の
お
か
げ
で
、
ひ
と
は
煉
獄
と
し
て
の
現
在
に
宙
づ
り
に
さ
れ
、
現
在
の
う
ち

に
厳
密
に
封
じ
ら
れ
て
い
た
と
い
え
る
。

第
二
節　

コ
ン
ト
の
実
証
主
義

し
か
し
カ
ン
ト
は
、
と
き
に
天
国
と
地
獄
の
イ
メ
ー
ジ
に
あ
ふ
れ
た
「
生
得

性
」
の
概
念
を
否
定
す
る
。
と
い
う
よ
り
、
そ
う
し
た
ア
プ
リ
オ
リ
テ
ー
ト
と

し
て
、
イ
メ
ー
ジ
を
欠
い
た
空
虚
な
時
間
と
空
間
の
み
を
提
示
し
た
。
先
に
み

た
よ
う
に
、《
わ
た
し
》
は
時
間
の
う
ち
に
空
虚
だ
っ
た
。《
わ
た
し
》
を
可
能

に
す
る
と
同
時
に
、《
わ
た
し
》
を
さ
え
乗
り
越
え
て
い
く
空
虚
な
時
間
。
近
代

の
ひ
と
び
と
は
こ
の
空
虚
を
埋
め
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

実
際
、
実
証
主
義positivism

e

お
よ
び
社
会
学sociologie

、
そ
し
て
「
利

他
主
義altruism

e
」
な
る
語
の
創
始
者
で
あ
る
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
コ
ン
ト
は
、
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明
白
に
次
の
よ
う
な
問
い
を
お
の
れ
に
課
し
て
い
た
。「
決
定
的
な
問
題
、
そ
れ

は
神
も
王
も
存
在
す
る
こ
と
な
く
社
会
を
再
組
織
化
す
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か

な
ら
な
い
」。
過
去
お
よ
び
未
来
の
す
べ
て
を
見
渡
し
て
い
た
神
と
い
う
蝶
番
を

失
い
、
指
数
関
数
的
に
加
速
し
増
大
し
て
い
く
時
間
の
な
か
で
、
望
む
と
望
ま

ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
、旧
来
の
秩
序
は
変
化
せ
ざ
る
を
え
な
い
。そ
の
こ
と
を
、

一
九
世
紀
の
ひ
と
び
と
は
、
誰
よ
り
も
自
覚
し
て
い
た
だ
ろ
う
。
そ
の
な
か
で

未
来
を
予
見
し
、社
会
を
再
組
織
化
す
る
た
め
の
素
材
は
、《
歴
史
》
し
か
な
か
っ

た
。「
す
べ
て
科
学
と
い
う
も
の
は
、
予
見
を
目
的
と
す
る
。
�
事
実
、
ど
ん
な

未
開
人
で
も
、
す
べ
て
の
人
は
、
過
去
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
未
来
の
予
見
を

行
な
っ
て
い
る
」。
神
々
の
《
神
話
》
や
、
諸
王
の
《
物
語
》
に
頼
る
の
で
は
な

く
、
み
ず
か
ら
社
会
を
再
組
織
化
す
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
が
実
証
主
義
の
真

の
意
味
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
民
衆
社
会
の
う
ち
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
有

機
体
同
様
、秩
序
へ
の
意
志
が
あ
ら
か
じ
め
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

だ
か
ら
こ
そ
、
コ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
語
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。「
学
者
は

今
日
、
政
治
を
観
察
科
学
の
域
に
引
き
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。
つ
ま
り
政

治
は
、
数
学
の
適
用
可
能
性
は
否
定
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
自
然
科
学
、
さ
ら

に
い
え
ば
動
物
行
動
学
あ
る
い
は
「
社
会
物
理
学
」
の
延
長
上
に
あ
り
、
も
っ

ぱ
ら
実
証
主
義
的
な
科
学
者
の
領
分
と
な
る
。

コ
ン
ト
は
、
有
機
体O

rganism
e

と
し
て
社
会
を
描
く
構
想
を
も
っ
た
。
無

政
府
状
態
を
防
ぐ
唯
一
の
手
だ
て
は
、
実
証
主
義
的
な
科
学
者
に
よ
る
過
去
お

よ
び
現
在
の
「
観
察
」
に
よ
っ
て
、
未
来
に
ふ
さ
わ
し
い
組
織
を
「
発
見
（
発

明
）」
し
、さ
ら
に
は
「
予
見
」
す
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、有
機
体
の
観
点
で
は
、

マ
ル
ク
ス
が
い
う
よ
う
に
そ
の
理
論
的
な
深
度
に
お
い
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
優
越

し
て
い
よ
う
。
彼
は
、
有
機
体
を
、
主
観
的
な
分
類
「
概
念
」
を
た
え
ず
逃
れ

て
い
く
客
観
的
な
「
地
の
暴
力G

ew
alt der Erde

」
と
の
あ
い
だ
の
差
異
に

お
い
て
把
握
し
よ
う
と
努
め
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
、
そ
れ
ら
の
複
数
性
を
高
次

に
統
一
す
る
、
垂
直
に
立
ち
上
が
る
《
精
神
》
の
概
念
を
提
示
す
る
。
一
方
の

コ
ン
ト
が
、
博
物
学
的
な
一
般
的
分
類
法
に
よ
っ
て
、
文
明
史
全
体
を
通
観
す

る
「
諸
時
代
の
一
覧
表
」
を
作
り
上
げ
よ
う
と
す
る
水
平
的
な
欲
望
を
有
し
て

い
た
の
と
は
、
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
実
際
コ
ン
ト
は
こ
う
い
っ
て
い
た
ほ

ど
だ
。「
人
類
の
歴
史
全
体
の
中
で
、
文
明
の
各
時
代
を
自
然
の
関
係
に
従
っ
て

配
列
し
よ
う
と
す
る
理
由
は
、
同
じ
法
則
に
よ
っ
て
動
植
物
を
分
類
す
る
博
物

学
者
の
理
由
と
全
く
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
、
前
者
の
理
由
の
ほ
う
が
、
な
お
い
っ

そ
う
強
力
な
だ
け
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
事
実
の
正
し
い
配
列
は
ど
の
科
学
に

と
っ
て
も
非
常
に
大
切
で
あ
る
が
、
政
治
科
学
に
と
っ
て
は
こ
れ
が
す
べ
て
で

あ
り
、
こ
の
条
件
を
欠
け
ば
、
実
践
的
目
的
に
全
く
達
し
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。

目
的
と
は
、
も
ち
ろ
ん
、
過
去
を
観
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
今
日
の
文
明
の

発
展
が
生
み
出
そ
う
と
し
て
い
る
社
会
組
織
を
決
定
す
る
こ
と
で
あ
る
」。
コ
ン

ト
に
お
い
て
、
政
治
的
決
断
は
も
っ
ぱ
ら
実
証
主
義
者
に
こ
そ
委
ね
ら
れ
て
い

る
が
、
そ
れ
ゆ
え
、「
一
覧
表
」
の
作
成
は
政
治
的
決
断
と
同
一
視
で
き
る
ほ
ど

強
力
で
あ
る
。
こ
の
点
で
は
、
垂
直
に
立
ち
上
が
る
《
精
神
》
の
思
想
家
で
あ

る
ヘ
ー
ゲ
ル
が
、
世
界
史
を
論
じ
つ
つ
も
あ
く
ま
で
国
家
の
思
想
家
で
あ
っ
た

の
に
対
し
て
、
水
平
に
広
が
る
《
実
証
》
の
思
想
家
で
あ
る
コ
ン
ト
が
、
最
終

的
に
は
、
過
去
か
ら
現
在
、
未
来
の
す
べ
て
を
一
覧
表
の
な
か
に
凍
結
す
る
「
大

存
在
」
を
神
と
仰
ぐ
「
人
類
教
」
の
大
司
祭
と
な
っ
た
こ
と
は
、
著
し
い
コ
ン

ト
ラ
ス
ト
を
描
い
て
い
る
。
ヴ
ェ
ル
ド
ナ
ル
が
い
う
よ
う
に
、彼
の
思
想
に
は
、
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《
国
家
》
の
概
念
が
脱
落
し
て
い
る
。

「
大
存
在
」、「
物

フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ

神
」、「
環
境
」
の
三
位
一
体
か
ら
な
る
「
人
類
教
」
を
創
設

し
た
コ
ン
ト
は
、三
十
歳
以
後
、新
た
な
読
書
は
す
べ
て
禁
ず
る
「
大
脳
衛
生
法
」

を
発
明
し
て
も
い
た
。
歴
史
を
一
覧
表
の
な
か
に
凍
結
す
る「
過
去
の
保
存
者
」

と
し
て
お
の
れ
を
神
聖
化
し
た
コ
ン
ト
の
も
く
ろ
み
が
達
成
さ
れ
た
と
き
、
過

去
、
現
在
、
未
来
と
い
う
三
つ
の
時
間
は
歴
史
も
ろ
と
も
消
滅
す
る
だ
ろ
う
。

過
去
は
現
在
の
人
間
が
抱
く
記
憶
に
す
ぎ
ぬ
も
の
と
な
り
、
未
来
は
現
在
の
人

間
が
抱
く
期
待
に
す
ぎ
ぬ
も
の
と
な
る
。
ふ
た
た
び
、
時
間
は
静
止
す
る
。
ひ

と
は
終
末
の
神
話
を
期
待
し
つ
つ
、
無
限
の
現
在
に
封
じ
込
め
ら
れ
る
の
だ
。

コ
ン
ト
の
実
証
主
義
の
必
要
な
条
件
は
、
も
ち
ろ
ん
、《
歴
史
》
を
可
能
に
す
る

時
間
の
超
越
、
す
な
わ
ち
進
歩
の
概
念
だ
が
、
ま
た
同
時
に
こ
の
進
歩
の
概
念

こ
そ
、
コ
ン
ト
の
実
証
主
義
を
苦
し
め
る
張
本
人
で
あ
る
。
コ
ン
ト
の
至
っ
た

結
末
は
い
さ
さ
か
極
端
に
映
る
が
、
た
と
え
ば
近
代
歴
史
学
の
祖
師
の
ひ
と
り

で
あ
り
、「
た
だ
そ
れ
だ
け
で
す
べ
て
の
科
学
に
生
を
与
え
う
る
自
由
で
つ
ね
に

活
発
な
観
察
は
、
歴
史
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ
る
�
あ
ら
ゆ
る
細
部
は
疑
わ
し

い
」
と
、
歴
史
を
《
科
学
》
の
名
に
お
い
て
語
る
最
初
の
事
例
の
ひ
と
つ
を
提

供
す
る
ニ
ー
ブ
ー
ル
の
い
う
次
の
内
容
が
本
当
に
実
現
し
た
と
し
た
ら
ど
う
か
。

コ
ン
ト
の
結
末
と
同
じ
こ
と
が
起
こ
ら
な
い
と
は
い
え
な
い
。

何
よ
り
も
ま
ず
、
わ
れ
わ
れ
は
、
真
理
に
対
す
る
愛
を
無
垢
の
ま
ま
で
保

ち
、
い
か
な
る
虚
偽
の
見
か
け
も
す
べ
て
避
け
る
べ
き
で
あ
り
、
ど
ん
な

に
小
さ
な
末
梢
的
な
こ
と
で
も
、
そ
の
確
か
さ
を
完
全
に
納
得
す
る
こ
と

な
し
に
は
、
確
か
な
も
の
と
し
て
与
え
な
い
よ
う
に
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

も
し
も
、
わ
れ
わ
れ
が
、
自
分
で
犯
し
た
と
思
い
、
た
ぶ
ん
ほ
か
の
人
は

誰
も
見
抜
か
な
い
よ
う
な
過
失
を
、
可
能
な
た
び
ご
と
に
打
ち
明
け
る
こ

と
を
し
な
い
と
し
よ
う
。
ま
た
、筆
を
置
く
際
に
、次
の
よ
う
に
神
に
誓
っ

て
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
よ
う
。「
私
は
す
べ
て
を
考
量
し
吟
味
し

ま
し
た
。
そ
し
て
私
は
、
意
識
的
に
、
本
当
で
な
い
よ
う
な
こ
と
は
何
も

語
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
た
私
は
自
分
自
身
に
関
し
て
も
他
の
人
た
ち
に

関
し
て
も
、
ど
ん
な
か
か
わ
り
の
意
見
を
も
述
べ
ま
せ
ん
で
し
た
。
私
は
、

私
の
公
然
た
る
敵
に
つ
い
て
さ
え
、
私
が
死
に
臨
ん
で
責
任
を
負
い
か
ね

る
よ
う
な
こ
と
は
、
な
に
一
つ
主
張
し
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
。
も
し
も
、

以
上
の
こ
と
が
で
き
な
い
の
な
ら
、
科
学
も
文
学
も
、
せ
い
ぜ
い
わ
れ
わ

れ
を
堕
落
さ
せ
、
頽
廃
さ
せ
る
以
外
に
役
立
た
な
い
だ
ろ
う
。

あ
る
特
定
の
真
理
に
対
し
て
完
全
に
無
垢
で
あ
り
、
か
つ
虚
偽
も
な
く
、
ど

ん
な
瑣
末
な
こ
と
さ
え
完
全
に
納
得
し
て
い
る
状
態
が
あ
る
と
し
た
ら
、
ど
の

よ
う
な
瞬
間
が
そ
う
い
わ
れ
う
る
の
か
。
ラ
プ
ラ
ス
が
「
も
し
も
あ
る
瞬
間
に

お
け
る
全
て
の
物
質
の
力
学
的
状
態
と
力
を
知
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
も
し
も

そ
れ
ら
の
デ
ー
タ
を
解
析
で
き
る
だ
け
の
能
力
の
知
性
が
存
在
す
る
と
す
れ
ば
、

こ
の
知
性
に
と
っ
て
は
、
不
確
実
な
こ
と
は
何
も
な
く
な
り
、
そ
の
目
に
は
未

来
も（
過
去
同
様
に
）全
て
見
え
て
い
る
で
あ
ろ
う
」と
い
っ
た
の
は
、ニ
ー
ブ
ー

ル
が
『
ロ
ー
マ
史
』
第
一
巻
を
刊
行
し
た
翌
年
の
一
八
一
二
年
の
こ
と
で
あ
る
。

あ
る
瞬
間
の
完
全
な
理
解
者
は
、
結
局
、
過
去
か
ら
未
来
に
至
る
可
能
な
す
べ

て
の
瞬
間
を
知
り
う
る
だ
ろ
う
。
ラ
プ
ラ
ス
の
悪
魔
が
跋
扈
す
る
時
代
の
雰
囲

気
の
な
か
、
こ
う
し
た
決
定
論
以
外
の
す
べ
て
の
議
論
が
「
わ
れ
わ
れ
を
堕
落
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さ
せ
、
頽
廃
さ
せ
る
以
外
に
役
立
た
な
い
」
こ
と
に
な
る
の
な
ら
ば
、
ひ
と
は
、

コ
ン
ト
の
実
証
主
義
が
望
む
結
論
以
外
の
も
の
を
望
み
う
る
だ
ろ
う
か
。
ヘ
ー

ゲ
ル
主
義
者
が
つ
い
最
近
た
ど
り
つ
い
た
《
歴
史
の
終
焉
》
と
い
う
結
論
に
、

実
証
主
義
者
た
ち
は
と
っ
く
の
昔
に
、
つ
ま
り
百
年
以
上
前
に
た
ど
り
つ
い
て

い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
一
方
で
、
厳
格
な
資
料
批
判
と
、
可
能
な
限
り
切
り
詰
め
ら
れ
た
過
去

の
《
再
現
》
に
よ
っ
て
、
ニ
ー
ブ
ー
ル
の
衣
鉢
を
継
い
で
科
学
的
歴
史
学
の
正

当
な
父
と
み
な
さ
れ
る
ラ
ン
ケ
は
、「
進
歩
」
の
概
念
に
懐
疑
を
抱
く
。
こ
の
概

念
に
逆
ら
っ
て
進
む
ア
ジ
ア
を
み
よ
、
と
い
う
わ
け
だ
。
そ
し
て
進
歩
に
か
え

て
「
発
展
」
の
概
念
を
提
示
す
る
。
コ
ン
ト
を
、
そ
し
て
実
証
主
義
を
可
能
に

す
る
と
同
時
に
苦
し
め
た
不
断
の
進
歩
の
概
念
を
、
ラ
ン
ケ
は
次
の
よ
う
に
飼

い
な
ら
す
。《
進
歩
の
概
念
は
歴
史
的
に
実
証
さ
れ
て
い
な
い
！
》 

�
�
し
か
し

そ
れ
で
は
、
そ
も
そ
も
歴
史
を
問
題
的
な
概
念
に
し
て
い
た
前
提
の
ほ
う
を
不

当
に
放
棄
す
る
結
果
に
な
り
は
し
な
い
か
（
つ
い
で
に
コ
ン
ト
に
あ
っ
た
「
人

類
」
の
概
念
も
放
棄
さ
れ
、そ
れ
に
か
え
て
各
国
の
歴
史
を
総
合
す
る
「
世
界
史
」

の
概
念
が
提
示
さ
れ
る
）。
と
い
う
の
も
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
激
烈
な
進
歩
、
加

速
す
る
時
間
の
ゆ
え
に
こ
そ
、
実
証
を
必
要
と
し
て
い
た
か
ら
だ
。
変
化
を
適

当
な
と
こ
ろ
で
飼
い
な
ら
す
、そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
即
し
た
凡
庸
で
曖
昧
な
「
発

展
」
の
概
念
が
、歴
史
の
延
命
に
は
必
要
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、

彼
の
い
う
よ
う
に
、
進
歩
が
「
人
間
の
知
能
や
能
力
の
全
部
門
を
同
時
に
包
」

む
こ
と
が
な
い
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
い
か
に
し
て
、
明
晰
な
実
証
、
す
な
わ
ち

自
己
組
織
化
を
確
信
で
き
る
日
が
来
る
の
だ
ろ
う
か
。
進
歩
を
飼
い
な
ら
す
こ

と
は
、
逆
に
そ
う
し
た
実
証
主
義
の
最
大
の
前
提
た
る
人
間
の
「
観
察
」
能
力

へ
の
疑
義
と
な
ろ
う
。

第
三
節　

歴
史
は
固
有
名
を
追
い
つ
め
る

実
証
か
、
し
か
ら
ず
ん
ば
無
か
、
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
実
証
主
義
は
、

現
在
が
実
証
の
過
程
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
か
ら
だ
。
曖
昧
な
実
証
が
口
に
さ

れ
る
よ
り
は
、
科
学
的
な
手
続
き
に
沿
わ
な
く
て
も
真
摯
な
説
得
の
ほ
う
が
多

く
の
場
合
に
価
値
が
あ
る
も
の
だ
が
、「
実
証
主
義
と
い
う
語
は
、
哲
学
す
る
こ

と
す
べ
て
の
拒
否
を
指
」
す
、
と
い
う
ヴ
ェ
ル
ド
ナ
ル
の
発
言
は
い
さ
さ
か
不

当
で
あ
る
。
高
畠
素
之
の
「
オ
ー
ギ
ユ
ス
ト
・
コ
ン
ト
の
出
現
は
世
界
の
思
想

史
上
に
一
新
時
代
を
劃
し
た
。
コ
ン
ト
の
功
績
を
一
言
に
し
て
盡
せ
ば
、
哲
學

の
敗
北
、科
學
の
勝
利
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
」と
い
う
い
い
方
も
適
当
で
は
な
い
。

実
証
主
義
を
誤
解
し
て
実
践
し
て
い
る
い
く
つ
か
の
例
を
除
け
ば
、
自
然
の
側

に
一
定
の
秩
序
を
認
め
る
点
で
カ
ン
ト
主
義
と
は
異
な
る
と
は
い
え
、
こ
ち
ら

に
も
、
別
種
の
哲
学
と
い
っ
て
よ
い
弾
力
が
あ
る
。

な
に
し
ろ
絶
対
的
経
験
主
義
に
は
異
を
唱
え
る
。
コ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
こ

の
考
え
は
「
不
毛
」
で
あ
る
。「
複
雑
な
分
野
で
、
逆
に
理
論
が
観
察
そ
の
も

の
か
ら
生
ま
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
人
が
い
る
な
ら
、
人
間
精
神
の
必
然
的
歩

み
を
全
く
無
視
し
た
も
の
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ど
ん
な
に
単
純
な
研
究
分

野
に
お
い
て
も
、
人
間
精
神
は
常
に
科
学
的
観
察
よ
り
先
に
、
対
応
す
る
現

象
に
関
す
る
何
ら
か
の
考
え
方
を
立
て
て
き
た
」。
つ
ま
り
「
主
観
的
方
法la 

m
éthode subjective

」
に
よ
っ
て
こ
そ
、
人
間
社
会
は
再
組
織
化
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
。
問
題
は
主
観
の
側
、
つ
ま
り
人
間
が
厳
格
き
わ
ま
る
実
証
主
義
に

耐
え
う
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
実
証
主
義
は
、
結
局
は
、
完
全
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な
実
証
が
あ
り
う
る
こ
と—

対
象
の
固
有
性
を
す
べ
て
記
述
の
な
か
に
収
め

き
る
こ
と
を
、遠
い
未
来
で
あ
る
に
せ
よ
夢
想
す
る
。
実
証
主
義
者
に
と
っ
て
、

す
べ
て
の
問
題
は
将
来
的
に
は
完
全
に
実
証
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
命
題
は
排

中
律
で
あ
る
。「
完
全
な
実
証
」
を
期
待
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
然
界
の
無
限

の
渾
沌
を
粗
漏
な
く
秩
序
化
す
る
無
限
大
の
能
力
が
人
間
に
備
わ
る
と
い
う
期

待
を
抱
く
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
。
コ
ン
ト
は
秩
序
と
進
歩
と
を
ほ
と
ん
ど
同
一

視
す
る
。
し
た
が
っ
て
彼
か
ら
、
二
人
の
人
物
が
可
能
と
な
る
。
ジ
ョ
ン
・
ス

テ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
と
、
ハ
ー
バ
ー
ト
・
ス
ペ
ン
サ
ー
で
あ
る
。
前
者
は
論
理

学
的
帰
納
の
点
で
、
後
者
は
進
化
論
の
社
会
へ
の
適
用
の
点
で
、
コ
ン
ト
か
ら

の
如
実
な
影
響
を
表
明
す
る
。
一
九
世
紀
に
特
異
な
形
で
醸
成
さ
れ
た
、
自
然

科
学
上
の
達
成
を
人
間
社
会
に
も
適
用
で
き
る
と
い
う
共
通
観
念
の
お
か
げ
で
、

こ
の
二
つ
の
理
論
は
自
由
に
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
無

尽
蔵
の
現
象
を
模
写
す
る
無
尽
蔵
の
記
憶
力
を
将
来
の
人
間
に
期
待
す
る
こ
と

が
で
き
た
（
む
ろ
ん
主
観
の
相
対
性
を
認
め
て
い
た
コ
ン
ト
は
、
最
終
的
に
は

物
神
崇
拝
に
依
拠
す
る
人
類
教
に
逃
れ
る
ほ
か
な
か
っ
た
の
だ
が
）。

コ
ン
ト
の
影
響
は
彼
ら
の
ほ
か
に
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
い
た
る
と
こ
ろ
で
確
認

で
き
る
。
エ
ミ
ー
ル
・
リ
ト
レ
は
も
ち
ろ
ん
、
哲
学
者
や
文
献
学
者
と
し
て
は
、

イ
ポ
リ
ッ
ト
・
テ
ー
ヌ
や
エ
ル
ネ
ス
ト
・
ル
ナ
ン
、
オ
イ
ゲ
ン
・
デ
ュ
ー
リ
ン

グ
や
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
リ
ー
ル
、
ア
ル
ベ
ル
ト
・
ラ
ン
ゲ
。
あ
る
い
は
ク
ロ
ー
ド
・

ベ
ル
ナ
ー
ル
や
ヘ
ン
リ
ー
・
モ
ー
ズ
レ
イ
、
ト
マ
ス
・
ハ
ク
ス
リ
ー
や
ヘ
ッ
ケ

ル
の
よ
う
な
生
理
学
者
。
そ
し
て
特
別
に
名
を
あ
げ
る
ま
で
も
な
い
、
人
類
学

や
社
会
学
、
経
済
学
や
歴
史
学
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
領
域
。
だ
が
彼
ら
は
師

の
「
人
類
教
」
よ
り
も
《
進
歩
》
に
忠
誠
を
誓
う
。
仮
定
法
と
は
い
え
次
の
よ

う
に
語
る
権
利
を
も
つ
。「
も
し
、
わ
れ
わ
れ
が
あ
る
瞬
間
の
す
べ
て
の
存
在
を

知
り
え
た
な
ら
�
あ
と
に
つ
づ
く
宇
宙
の
歴
史
全
体
を
予
言
で
き
る
だ
ろ
う
。

�
そ
し
て
宇
宙
の
あ
る
状
態
が
次
の
瞬
間
に
も
繰
り
返
し
現
わ
れ
た
な
ら
、
あ

と
に
つ
づ
く
す
べ
て
が
再
帰
し
、歴
史
は
循
環
小
数
の
よ
う
に
繰
り
返
さ
れ
る
」。

人
類
は
不
断
の
進
歩
の
過
程
に
い
る
、
と
い
う
無
垢
な
仮
説
が
信
じ
ら
れ
て
い

る
あ
い
だ
は
、「
完
全
な
実
証
」
の
能
力
が
あ
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
窮
極
の
問

い
に
答
え
る
の
を
、
す
く
な
く
と
も
先
延
ば
し
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
は

確
か
で
あ
る
。「
進
歩
は
偶
然
で
は
な
く
、人
間
が
支
配
し
得
る
も
の
で
も
な
く
、

情
け
深
い
必
然
で
あ
る
」。

一
九
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世
紀
前
半
に
か
け
て
創
刊
さ
れ
た
物
理
系
の
学
術

雑
誌
の
多
く
に
、progress

な
ど
進
歩
に
ま
つ
わ
る
名
前
が
冠
さ
れ
て
い
る
の

を
み
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
進
歩
に
対
す
る
無
邪
気
な
信
頼
は
、
今
日
か
ら
み

れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
宗
教
や
神
学
に
近
い
も
の
に
み
え
る
。
そ
の
見
方
は
ほ
と
ん

ど
正
し
い
と
し
て
も
公
平
を
欠
く
。
宗
教
と
い
う
語
の
範
囲
を
無
制
限
に
広
げ

る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。《
進
歩
》
と
は
、
宗
教
や
神
学
を
脱
し
よ
う
と
す
る
人
間

の
努
力
で
あ
り
、
そ
の
標
語
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
実
践
ま
で
宗
教
に
加

え
ら
れ
る
な
ら
宗
教
を
越
え
る
こ
と
は
不
可
能
と
な
り
、
こ
れ
を
名
指
す
こ
と

も
無
意
味
と
な
る
。
む
ろ
ん
、
現
時
点
で
は

0

0

0

0

0

、
神
や
王
に
代
わ
る
秩
序
を
準
備

す
る
こ
と
は
で
き
て
い
な
い
、
と
彼
ら
は
考
え
る
。
だ
が
、
将
来
は

0

0

0

ち
が
う
。

そ
う
い
う
エ
ク
ス
キ
ュ
ー
ズ
と
勇
気
を
、《
進
歩
》
の
概
念
は
与
え
て
く
れ
る
。

《
進
歩
》
ま
で
宗
教
に
加
え
ら
れ
て
は
、
神
は
お
ら
ず
、
王
も
わ
れ
わ
れ
と
同
じ

た
だ
の
人
間
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
、
一
九
世
紀
の
ひ
と
た
ち
の
や
っ
と
た
ど
り

つ
い
た
考
え
を
思
い
違
い
と
嘲
笑
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

★
33
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と
も
あ
れ
、
こ
の
傾
向
は
ま
す
ま
す
先
鋭
化
さ
れ
る
。
自
然
界
同
様
、
人
間

社
会
に
も
秩
序
が
は
じ
め
か
ら
備
わ
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
考
え
方
は
、
実
証

主
義
者
た
ち
が
、
カ
ン
ト
が
厳
格
に
拵
え
た
限
界
を
逸
脱
し
て
い
っ
た
点
で
も

あ
る
が
、
そ
う
で
あ
る
以
上
、
す
べ
て
の
事
実
に
正
し
い
配
列
が
あ
り
、
等
し

く
百
科
全
書
的
階
梯
を
も
っ
た
「
一
覧
表
」
の
な
か
に
収
ま
る
は
ず
だ
。
実
証

主
義
が
暗
黙
の
う
ち
に
前
提
し
て
い
る
自
然
界
と
人
間
社
会
の
連
続
性
、
あ
る

い
は
複
数
の
人
間
社
会
間
の
連
続
性
は
、
こ
の
主
義
が
、
た
っ
た
ひ
と
つ
の
現

実
空
間
を
想
定
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
（「
人
類
教
」
と
は
、
い
わ

ば
こ
の
現
実
空
間
の
名
で
あ
ろ
う
）。
天
地
創
造
の
明
確
な
日
付
と
終
末
の
日
付

と
を
同
時
に
失
っ
た
近
代
、
因
果
の
鎖
列
は
古
代
の
生
物
か
ら
今
日
の
人
間
に

至
る
ま
で
、
途
切
れ
る
こ
と
な
く
つ
づ
く
。
歴
史
的
＝
物
理
的
因
果
律
と
論
理

的
必
然
性
は
綯
い
交
ぜ
に
な
っ
て
い
る
。
無
限
の
世
界
に
投
げ
出
さ
れ
た
有
限

の
人
間
が
、
無
限
か
ら
解
放
さ
れ
る
の
は
、「
一
覧
表
」
が
完
成
す
る
と
き
以

外
に
あ
り
え
な
い
。
彼
ら
は
次
々
に
表
を
要
素
で
埋
め
て
い
く
。
と
こ
ろ
で
、

一
八
九
九
年
、
一
九
世
紀
の
終
わ
り
に
、
ジ
ョ
サ
イ
ア
・
ロ
イ
ス
は
こ
う
い
っ

て
い
た
。

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
地
表
の
一
部
が
完
全
に
平
ら
に
均
ら
さ
れ
、
そ
こ
に
地

図
制
作
者
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
地
図
を
書
い
た
と
し
よ
う
。
仕
事
は
完
璧

に
な
さ
れ
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
地
表
の
細
部
は
ど
れ
ほ
ど
微
細
な
も
の
で

も
、
地
図
に
再
現represent

さ
れ
て
い
な
い
も
の
は
な
い
。
そ
こ
に
は

す
べ
て
の
点
で
照
応
が
見
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
場
合
、
こ
の
地
図
に
は
地

図
の
地
図
が
含
ま
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
地
図
の
地
図
に
は
地

図
の
地
図
の
地
図
が
含
ま
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
こ
の

堂
々
巡
り
は
無
限
に
続
く
。

な
ら
ば
、
表
を
埋
め
て
い
る
当
の
言
葉
の
表
が
、
す
な
わ
ちself-represent

な
表
が
、ま
た
必
要
に
な
る
の
で
は
な
い
か
？

主
体
が
、お
の
れ
の
知
の
条
件
、

す
な
わ
ち
言
葉
を
考
察
す
る
こ
と
で
お
の
れ
自
身
を
考
察
す
る
、
そ
う
い
う
関

心
が
芽
生
え
は
じ
め
る
（
別
に
ロ
イ
ス
が
そ
の
嚆
矢
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

こ
の
テ
ー
マ
は
じ
つ
は
す
で
に
例
外
的
に
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
も
現
わ
れ
て
い
た

も
の
だ
）。

一
八
四
三
年
に
は
ポ
ー
に
よ
っ
て
『
黄
金
虫
』
が
、
一
八
六
三
年
に
は
ヴ
ェ

ル
ヌ
に
よ
っ
て
『
気
球
に
乗
っ
て
五
週
間
』
が
、一
八
八
八
年
に
は
ハ
ク
ス
リ
ー

の
も
と
で
生
物
学
を
学
ん
で
い
た
Ｈ
・
Ｇ
・
ウ
ェ
ル
ズ
に
よ
っ
て
『
時
の
冒
険

家
た
ち
（
タ
イ
ム
・
マ
シ
ン
）』
が
書
か
れ
て
い
た
。
虚
構
を
扱
う
は
ず
の
小
説

の
側
か
ら
行
わ
れ
た
言
語
の
科
学
化
へ
の
奇
妙
な
秋
波
が
あ
る
一
方
で
、
実
証

主
義
者
の
な
か
で
も
も
っ
と
も
先
鋭
化
し
て
い
た
数
学
者
の
グ
ル
ー
プ
に
よ
っ

て
、言
語
が
対
象
と
さ
れ
は
じ
め
た
。コ
ン
ト
は
ラ
グ
ラ
ン
ジ
ュ
に
依
拠
し
つ
つ
、

も
の
と
の
関
わ
り
を
欠
い
た
算
術
よ
り
も
代
数
学
を
評
価
し
（
コ
ー
シ
ー
の
物

理
的
直
観
を
用
い
な
い
解
析
学
（
解
析
の
算
術
化
）
を
憎
ん
で
い
た
）、
全
体
と

し
て
数
学
を
実
証
主
義
か
ら
取
り
除
く
努
力
を
怠
ら
な
か
っ
た
。
だ
が
、
よ
く

知
ら
れ
て
い
る
と
お
り
、
一
八
七
九
年
の
ゴ
ッ
ト
ロ
ー
プ
・
フ
レ
ー
ゲ
に
よ
る

『
概
念
記
法
』（
正
確
に
は
「
算
術
の
式
言
語
を
模
し
た
、
純
粋
な
思
考
の
た
め

の
一
つ
の
式
言
語
」）
は
、
逆
に
数
学
（
自
然
数
）
を
論
理
に
帰
着
さ
せ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
数
学
を
実
証
主
義
の
対
象
と
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
数
学
も
ま

★
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た
、
一
九
世
紀
の
科
学
的
存
在
論
の
対
象
と
な
り
う
る
こ
と
を
明
確
に
す
る
。

そ
し
て
不
思
議
な
こ
と
に
、数
学
の
言
語
（
＝
存
在
論
）
化
の
努
力
は
、反
対
に
、

言
語
（
＝
存
在
論
）
の
数
学
化
と
い
う
結
果
を
も
、
も
た
ら
し
た
。
意
義
と
命

題
内
容
と
が
同
一
と
確
信
す
る
フ
レ
ー
ゲ
の
延
長
上
で
、
数
学
を
実
証
主
義
的

に
再
構
築
し
て
い
た
バ
ー
ト
ラ
ン
ド
・
ラ
ッ
セ
ル
は
、
次
の
よ
う
に
宣
言
す
る

こ
と
が
で
き
た
。

記
憶
し
て
い
る
事
件
は
か
つ
て
起
こ
っ
た
こ
と
で
、
過
去
は
す
べ
て
存
在

し
て
い
る
、
と
い
う
記
憶
上
の
信
念
が
存
在
す
る
論
理
的
必
然
性
は
な
い
。

そ
し
て
次
の
仮
説
に
論
理
的
不
可
能
は
な
い
。
す
な
わ
ち—

世
界
は
、

完
全
に
虚
構
の
過
去
を
《
記
憶
し
た
》
人
々
と
と
も
に
、
五
分
前
に
生
み

出
さ
れ
た
。

ひ
と
は
再
び
現
在
に
縛
り
付
け
ら
れ
る
。
ひ
と
に
許
さ
れ
た
の
は
、
五
分
と

い
う
、
永
劫
に
と
っ
て
は
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
振
動
だ
け
だ
っ
た
。
別
種
の
歴
史

の
終
焉
で
あ
る
。
ラ
ン
ケ
が
、
厳
密
な
史
料
批
判
に
よ
っ
て
客
観
的
な
事
実
が

確
定
し
て
は
じ
め
て
、
歴
史
記
述
が
行
な
わ
れ
る
べ
き
こ
と
を
説
い
て
い
た
こ

と
は
誰
で
も
知
っ
て
い
る
。
英
雄
や
王
を
め
ぐ
っ
て
好
き
勝
手
な
論
評
を
下
す

古
い
歴
史
物
語
と
異
な
り
、
近
代
の
歴
史
学
は
、
固
有
名
を
具
体
的
な
、
つ
ま

り
事
実
の
世
界
に
対
応
物
を
も
っ
た
厳
密
な
《
確
定
記
述
》
に
変
え
て
い
こ
う

と
い
う
の
だ
。
歴
史
上
に
散
乱
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
固
有
名
、
た
と
え
ば
第
二
の

自
然
と
い
わ
れ
た
ロ
ー
マ
、
廃
墟
と
化
し
た
イ
ス
バ
ニ
ル
、
ク
ブ
ラ
・
カ
ー
ン

の
夢
の
王
宮
ザ
ナ
ド
ゥ
、
英
雄
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
や
シ
ャ
ル
ル
マ
ー
ニ
ュ
、

神
と
な
っ
た
将
軍
関
羽
や
雷
光
ハ
ン
ニ
バ
ル
、
オ
ル
レ
ア
ン
の
乙
女
の
名
、
こ

の
不
均
一
で
ご
つ
ご
つ
し
た
異
物
の
束
を
、
も
っ
と
均
整
の
と
れ
た
、
し
か
し

味
気
な
い
確
定
記
述
に
変
え
る
こ
と
、
要
す
る
に
固
有
名
を
ほ
か
の
固
有
名
の

助
け
な
し
に
説
明
す
る
こ
と
が
、
歴
史
学
の
窮
極
の
目
標
だ
っ
た
の
だ
。
こ
の

試
み
は
、
か
つ
て
祖
師
コ
ン
ト
が
正
当
に
も
警
戒
を
払
っ
て
い
た
数
学
者
と
い

う
、
思
わ
ぬ
と
こ
ろ
か
ら
あ
ら
わ
れ
た
ひ
と
た
ち
に
よ
っ
て
、
も
っ
ぱ
ら
論
理

学
の
専
有
物
に
さ
れ
て
し
ま
う
。フ
レ
ー
ゲ
以
来
の
伝
統
的
見
解
に
よ
る
な
ら
、

固
有
名
の
指
示
は
行
為
主
体
の
心
に
あ
る
志
向
的
な
内
容
か
ら
成
立
す
る
。
固

有
名
は
、
外
在
的
な
歴
史
の
因
果
律
に
従
っ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
心
的
な
表

象
で
あ
る
。
実
証
主
義
的
な
歴
史
学
者
が
固
有
名
を
論
理
的
必
然
性
の
な
か
に

並
べ
替
え
る
権
利
が
あ
る
と
い
う
の
な
ら
、問
題
は
歴
史
に
あ
る
の
で
は
な
く
、

言
語
に
あ
る
は
ず
で
は
な
い
か
。

第
三
章　

《
空
隙
》
へ
の
回
帰

第
一
節　

言
語
論
的
転
回

「
数
学
に
イ
グ
ノ
ラ
ビ
ム
ス
は
な
い
」。
一
九
世
紀
半
ば
に
デ
ュ
・
ボ
ア
＝
レ
イ

モ
ン
が
唱
え
た
科
学
限
界
説
の
言
葉
、Ignoram

us et ignorabim
us

（
我
々

は
無
知
で
あ
る
、
そ
し
て
無
知
で
あ
り
続
け
る
だ
ろ
う
）
に
対
す
る
、
公
理
主

義
者
ダ
フ
ィ
ッ
ト
・
ヒ
ル
ベ
ル
ト
の
反
論
で
あ
る
。
世
界
の
存
在
論
的
確
信
に

不
可
欠
の
オ
ル
ガ
ノ
ン
た
る
数
学
。「
人
間
の
思
索
は
す
べ
て
、
必
然
的
に
三
つ

の
理
論
段
階
を
順
次
通
過
す
る
。
す
な
わ
ち
、
普
通
、
神
学
的
段
階
、
形
而
上

学
的
段
階
、
実
証
的
段
階
と
呼
ば
れ
て
い
る
三
つ
の
段
階
で
あ
る
」
と
コ
ン
ト

★
41
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が
述
べ
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
。
ヒ
ル
ベ
ル
ト
は
ま
る
で
コ
ン
ト
の
よ
う
に
、

数
学
的
存
在
証
明
を
三
つ
の
段
階
に
よ
っ
て
説
明
す
る
。
そ
の
存
在
だ
け
を
純

粋
に
証
明
す
る
段
階
、
ど
の
よ
う
に
現
わ
れ
る
か
を
理
論
的
に
求
め
る
段
階
、

実
際
に
計
算
す
る
段
階
、
で
あ
る
。
数
学
的
証
明
と
存
在
と
を
同
一
視
す
る
彼

の
奇
妙
な
見
解
、
人
間
と
い
う
「
有
限
の
立
場
」
か
ら
無
限
に
立
ち
向
か
う
こ

と
が
で
き
る
と
い
う
度
を
逸
し
た
彼
の
果
敢
さ
は
、
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
み
て

き
た
一
九
世
紀
の
思
考
の
延
長
上
で
、
極
限
に
開
花
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
る
。

フ
レ
ー
ゲ
や
ラ
ッ
セ
ル
が
い
う
よ
う
に
、
数
学
を
論
理
に
置
き
換
え
う
る
な

ら
、
や
は
り
、
歴
史
家
の
論
理
を
記
述
す
る
テ
ク
ス
ト
も
ま
た
、
数
学
的
な
確

か
さ
で
事
実
確
定
を
行
な
い
う
る
は
ず
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
史
料
を
か

き
集
め
る
歴
史
家
の
営
み
が
数
学
に
よ
っ
て
終
わ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
が
、

問
題
は
も
は
や
歴
史
家
の
手
を
離
れ
て
い
る
。
デ
カ
ル
ト
以
来
、
近
代
の
ひ
と

び
と
に
と
っ
て
問
題
的
な
概
念
だ
っ
た
《
わ
た
し
》
の
亀
裂
を
埋
め
る
の
は
、

曖
昧
な
歴
史
の
仕
事
で
は
な
く
、
も
っ
と
厳
密
な
数
学
の
仕
事
と
な
る
。
実
証

史
家
た
ち
は
否
定
し
た
が
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
客
観
的
確
か
さ
を
求
め
、
歴

史
的
存
在
論
に
数
学
者
を
引
き
寄
せ
た
の
は
、
彼
ら
自
身
で
あ
る
。
よ
く
知
ら

れ
る
「
ヒ
ル
ベ
ル
ト
計
画
」
に
よ
っ
て
頂
点
を
き
わ
め
る
一
九
世
紀
末
か
ら

一
九
二
〇
年
代
ま
で
の
数
十
年
間
は
、数
学
基
礎
論
の
時
代
で
あ
る
。数
学
こ
そ
、

世
界
の
存
在
論
的
確
か
さ
を
不
動
の
も
の
と
す
る
�
�
。

し
か
し
、
数
学
を
実
証
主
義
か
ら
除
外
し
て
い
た
あ
い
だ
は
無
頓
着
で
も
よ

か
っ
た
問
題
が
頭
を
も
た
げ
て
き
た
。
歴
史
的
＝
物
理
的
因
果
律
と
論
理
的
必

然
性
は
、
同
じ
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
現
実
の
出
来
事
と
科
学
者
の
作
成
す
る

一
覧
表
と
の
あ
い
だ
に
、
ひ
と
が
期
待
す
る
ほ
ど
の
透
明
性
は
確
保
さ
れ
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
。
論
理
と
実
在
の
あ
い
だ
の
透
明
性
が
確
保
さ
れ
て
い
る
か
ぎ

り
、
歴
史
の
実
証
主
義
は
、
依
然
と
し
て
可
能
で
あ
る
。
ヒ
ル
ベ
ル
ト
は
、
数

学
的
に
無
矛
盾
で
あ
れ
ば
そ
の
実
在
は
存
在
論
的
に
証
明
さ
れ
て
い
る
と
考
え

た
。
彼
の
こ
の
考
え
を
浅
墓
と
笑
う
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
、
実
証
史
家
が
優
越

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
実
験
に
よ
っ
て
確
か
め
ら
れ
る
は
ず
も
な
い
歴
史

学
に
お
い
て
、
史
料
を
重
ね
た
論
証
と
数
学
の
無
矛
盾
性
の
ど
ち
ら
が
現
実
に

近
い
か
を
論
じ
て
も
、
答
え
は
出
な
い
。
む
し
ろ
わ
れ
わ
れ
は
、
言
葉
と
事
実
、

す
な
わ
ち
も
っ
と
も
非
現
実
的
な
も
の
と
も
っ
と
も
現
実
的
な
も
の
と
を
同
一

視
す
る
実
証
主
義
者
た
ち
の
狂
熱
を
、
一
九
世
紀
の
歴
史
家
と
と
も
に
ヒ
ル
ベ

ル
ト
も
共
有
し
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
だ
。

生
物
に
お
け
る
系
統
発
生
か
ら
人
類
の
社
会
形
成
史
ま
で
を
含
め
た
広
い
意

味
で
の
歴
史
学
、
そ
し
て
数
学
化
さ
れ
た
物
理
学
。
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
と
こ

ろ
で
い
え
ば
、一
九
世
紀
の
狂
熱
に
は
顕
在
的
に
は
こ
れ
ら
二
つ
の
極
が
あ
り
、

潜
在
的
に
は
自
然
言
語
と
い
う
、
中
世
錬
金
術
に
よ
く
似
た
も
う
一
つ
の
極
が

あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
暗
示
す
る
秩
序
が
、
そ
の
ま
ま
ひ
と
び
と
の
存
在
を

示
す
と
い
う
、
特
異
な
実
証
主
義
的
存
在
論
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。《
わ
た
し
》

の
空
隙
を
埋
め
る
と
み
な
さ
れ
た
、《
自
署
入
り
の
テ
ク
ス
ト
》
と
し
て
の
歴
史
。

た
と
え
ば
人
類
史
な
ら
「
人
類
」
の
自
署
が
、
自
国
の
歴
史
で
あ
れ
ば
、「
日
本

人
」
や
「
ド
イ
ツ
人
」
の
自
署
が
、暗
黙
の
う
ち
に
そ
の
な
か
に
入
っ
て
い
る
。

《
自
署
入
り
の
テ
ク
ス
ト
》
の
う
ち
に
自
ら
の
存
在
を
消
し
去
ろ
う
と
す
る
狂
気

が
、
一
九
世
紀
の
ひ
と
び
と
の
知
的
営
為
の
別
の
名
で
あ
る
。

こ
の
狂
熱
と
し
て
の
実
証
主
義
に
対
す
る
冷
水
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
か
ら

★
42

★
43

★
44
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浴
び
せ
か
け
ら
れ
る
。
数
学
の
分
野
で
は
ク
ル
ト
・
ゲ
ー
デ
ル
の
不
完
全
性
定

理
が
、
物
理
学
の
分
野
で
は
量
子
力
学
が
、
言
語
学
の
分
野
で
は
フ
ェ
ル
デ
ィ

ナ
ン
・
ド
・
ソ
シ
ュ
ー
ル
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
冷
水
は
、
そ
れ

以
上
の
報
復
を
一
九
世
紀
的
知
性
に
対
し
て
行
な
っ
た
。
周
知
の
議
論
へ
の
深

入
り
は
避
け
る
が
、
ひ
と
と
お
り
触
れ
て
は
お
く
。

新
約
聖
書
中
に
み
ら
れ
る
「『
ク
レ
タ
人
は
嘘
つ
き
で
あ
る
』
と
ク
レ
タ
人
が

言
っ
た
」
の
よ
う
な
、
自
己
言
及
と
同
時
に
真
偽
が
反
転
し
て
い
る
命
題
は
、

内
容
的
に
正
当
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
陥
る
。
こ
う
し

た
自
己
言
及
的
な
命
題
を
数
学
的
に
作
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
以
上
（
た
と
え

ば
、
命
題
Ａ:

こ
の
命
題
は
証
明
で
き
な
い
）、
無
矛
盾
で
あ
っ
て
も
解
答
を
導

く
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
な
亀
裂
と
し
て
の
問
い
を
、
数
学
が
抱
え
込
ん
で
し

ま
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
数
学
基
礎
論
の
存
在
論
的
完
全
性
を
夢
見
た
「
ヒ
ル

ベ
ル
ト
計
画
」
の
瓦
解
で
あ
る
。

ま
た
、ニ
ュ
ー
ト
ン
以
来
の
物
理
学
に
お
い
て
信
じ
ら
れ
て
き
た
因
果
律
に
、

ヴ
ェ
ル
ナ
ー
・
ハ
イ
ゼ
ン
ベ
ル
ク
が
突
き
つ
け
た
疑
念
を
、
こ
こ
で
の
議
論
に

あ
わ
せ
て
解
釈
す
れ
ば
、
こ
う
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
観
察
的
・
実
験
的
操
作

に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
論
理
的
必
然
性
は
、
も
と
の
歴
史
的
＝
物
理
的
因
果
律
を

変
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
得
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
観
察
に
よ
っ
て
見

い
だ
さ
れ
る
因
果
律
に
は
、
不
純
物
と
し
て
の
自
己
言
及
的
な
回
帰
が
か
な
ら

ず
含
ま
れ
て
し
ま
う
。
観
察
の
透
明
性
は
確
保
し
よ
う
が
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
論
理
的
必
然
性—

も
っ
と
い
え
ば
言
語
に
つ
い
て
、
ソ

シ
ュ
ー
ル
の
見
解
に
従
う
の
が
正
し
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。す
な
わ
ち
、概
念
は
、

物
理
的
な
質
料m

atière

と
で
は
な
く
、そ
の
手
前
に
あ
る
聴
覚
映
像
（im

age 

acoustique

／représentation

）
と
結
び
つ
く
。
ま
た
、
精
神
的
な
も
の
で

あ
る
ラ
ン
グ
が
、
現
実
の
不
均
質
な
指
示
対
象
と
結
び
つ
く
こ
と
は
あ
り
え
な

い
（
結
び
つ
く
可
能
性
が
あ
る
の
は
、学
術
的
に
は
あ
ま
り
価
値
の
な
い
パ
ロ
ー

ル
の
一
部
分
だ
け
で
あ
る
）。
ラ
ン
グ
は
た
え
ず
均
衡
に
向
か
っ
て
い
る
同
質
の

体
系
だ
が
、
そ
う
い
え
る
の
は
、
ラ
ン
グ
が
不
均
質
な
パ
ロ
ー
ル
と
容
赦
な
く

区
別
さ
れ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
見
解
は
、
た
し
か
に
、《
コ
ギ
ト
》
の
空
隙
の
充
実
を
歴
史
よ
り
も

う
ま
く
や
っ
て
の
け
る
と
み
な
さ
れ
て
い
た
数
学
、
物
理
学
、
言
語
学
に
突
き

つ
け
ら
れ
た
批
判
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
批
判
が
実
行
し
た
の
は
、
数
学
基
礎

論
、
古
典
物
理
の
因
果
律
、
言
葉
の
意
味
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
が
結
び
つ
い
て
い

た
存
在
論
の
重
し
を
切
り
離
す
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、そ
れ
ら
の
学
は
、

こ
の
批
判
以
後
、
た
と
え
ば
ニ
コ
ラ
・
ブ
ル
バ
キ
（
と
い
う
架
空
の
人
物
を
代

表
と
す
る
集
団
）
の
構
造
主
義
の
よ
う
に
、
枷
を
逃
れ
て
独
自
に
さ
ら
な
る
飛

躍
を
遂
げ
る
。
こ
の
批
判
が
致
命
的
だ
っ
た
の
は
、
む
し
ろ
、
論
証
と
存
在
と

の
不
可
欠
の
結
び
つ
き
を
前
提
し
、
観
察
す
る
主
体
を
因
果
律
の
外
に
温
存
し

て
い
た
実
証
主
義
と
い
う
、
一
九
世
紀
全
体
を
通
じ
た
知
的
営
為
で
あ
る
。

二
〇
世
紀
半
ば
を
前
後
し
て
プ
ラ
ト
ー
状
に
生
じ
て
い
る
、
こ
う
し
た
批
判

的
言
説
の
総
体
を
、
わ
れ
わ
れ
は
言
語
論
的
転
回
と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
る
。
要
す

る
に
、
言
語
か
ら
、
実
在
の
軛
を
切
り
離
す
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
抽
象
化

す
れ
ば
、
歴
史
上
、
各
地
で
い
く
つ
か
確
認
で
き
る
言
語
認
識
へ
の
懐
疑
が
ま

た
繰
り
返
さ
れ
た
と
い
う
に
す
ぎ
な
く
な
る
。
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
西
の
端
で

生
じ
た
、
一
九
世
紀
実
証
主
義
と
い
う
歴
史
上
類
を
見
な
い
極
端
な
狂
熱
の
お

か
げ
で
、
こ
の
懐
疑
は
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
緻
密
さ
を
装
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ

★
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た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。《
コ
ギ
ト
》
が
厳
密
な
「
ゲ
ー
デ
ル
文
」
で
な
い
の

は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
だ
が
、そ
れ
自
体
で
は
矛
盾
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
体
系
の
う
ち
で
は
意
図
す
る
と
こ
ろ
が
証
明
可
能
で
な
い
命
題
で
あ
る
、

と
い
う
点
で
よ
く
似
て
い
る
。
デ
カ
ル
ト
の
《
ゆ
え
に
》
は
因
果
律
と
い
う
よ

り
は
時
間
的
連
続
性
を
示
す
だ
け
の
空
虚
な
先
後
関
係
で
あ
る
。
と
は
い
え
そ

れ
で
も
、
と
い
う
か
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
の
あ
り
ふ
れ
た
言
葉
は
証
明
で
き
な
い
。

こ
の
言
葉
を
真
理
と
し
て
扱
お
う
と
す
れ
ば
、
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
陥
る
の
は
明

白
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
の
う
ち
に
カ
ン
ト
が
見
い
だ
し
た
、
時
間
の
空
虚
、
時

間
の
亀
裂
を
埋
め
る
べ
く
払
っ
た
一
九
世
紀
の
ひ
と
た
ち
の
努
力
は
、
水
泡
に

帰
し
た
よ
う
に
み
え
る
。
問
い
は
ふ
た
た
び
も
と
の
と
こ
ろ
へ
帰
っ
て
き
た
。

そ
れ
ば
か
り
か
、亀
裂
の
予
想
外
の
深
さ
を
、空
隙
の
気
の
遠
く
な
る
広
大
さ
を
、

あ
ら
わ
す
結
果
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
だ
�
�
。

第
二
節　

固
有
名
に
追
い
つ
め
ら
れ
た
歴
史

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
い
う
、「
歴
史
の
天
使
」
の
翼
が
受
け
止
め
て
い
た
進
歩
の
風

が
凪
い
で
し
ま
っ
た
。
あ
る
い
は
、
風
は
吹
い
て
い
て
も
、
翼
の
ほ
う
が
折
れ

て
し
ま
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
存
在
と
切
り
離
さ
れ
、
独
自
の
文
法
の
な
か

で
、
い
ま
だ
進
歩
を
つ
づ
け
る
数
学
や
物
理
学
を
し
り
目
に
、
人
間
の
歴
史
の

ほ
う
は
ず
っ
と
空
回
り
を
つ
づ
け
て
い
る—

と
い
う
い
い
方
は
、
歴
史
に
対

す
る
、
あ
る
い
は
人
間
に
対
す
る
い
き
す
ぎ
た
同
情
だ
ろ
う
か
。
や
は
り
、
進

歩
主
義
に
対
す
る
過
剰
な
期
待
と
そ
の
欺
瞞
と
は
、批
判
す
べ
き
も
の
だ
っ
た
。

そ
し
て
人
間
の
進
歩
に
期
待
で
き
な
い
な
ら
、言
語
論
的
転
回
と
は
関
係
な
く
、

一
九
世
紀
の
実
証
主
義
は
そ
の
理
論
的
根
拠
を
失
っ
て
い
る
。

デ
カ
ル
ト
が
見
出
し
た
《
わ
た
し
》
は
、
時
間
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
位
置
づ

け
ら
れ
る
。
時
間
経
過
に
し
た
が
っ
て
生
じ
る
新
し
い
《
わ
た
し
》
に
よ
っ
て
、

古
い
《
わ
た
し
》
は
た
え
ず
消
滅
さ
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
自
我

で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
コ
ギ
ト
の
な
か
に
、《
ゆ
え
に
》
に
よ
っ
て
亀
裂
さ
せ
ら
れ

て
い
る
二
人
の
《
わ
た
し
》
を
見
い
だ
す
。
こ
の
亀
裂
こ
そ
、
近
代
の
時
間
概

念
だ
っ
た
。
時
間
に
従
属
し
、
た
え
ず
か
き
消
さ
れ
て
い
く
《
わ
た
し
》
は
お

の
れ
を
更
新
し
つ
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
、《
わ
た
し
》
た
り
え
な
い
。
コ

ギ
ト
が
存
在
論
的
証
明
と
な
る
た
め
に
は
、《
わ
た
し
》
を
乗
り
越
え
て
い
く
も

う
ひ
と
り
の
《
わ
た
し
》
が
必
要
な
の
だ
。
つ
ま
り
《
わ
た
し
》
は
、
進
歩
を

強
い
ら
れ
て
い
る
。
単
線
的
で
強
迫
的
な
進
歩
の
概
念
が
、
一
九
世
紀
実
証
主

義
と
同
時
に
《
わ
た
し
》
を
可
能
に
し
て
い
た
と
し
て
、
強

オ
ブ
セ
ッ
シ
ョ
ン

迫
を
失
っ
た
二
〇

世
紀
に
は
、《
わ
た
し
》
は
可
能
で
は
な
く
な
る
。
進
歩
の
風
が
凪
い
だ
世
界
で

行
わ
れ
る
実
証
主
義
が
、
訓
詁
学
を
越
え
る
の
は
容
易
で
は
な
い
。
二
〇
世
紀

は
お
そ
ら
く
《
わ
た
し
》
の
崩
壊
の
時
代
で
あ
ろ
う
。
実
証
主
義
と
、《
わ
た
し
》

と
、
そ
し
て
進
歩
と
。
こ
れ
ら
三
位
一
体
の
概
念
は
、
い
ず
れ
か
が
弱
ま
れ
ば

す
べ
て
同
時
に
弱
ま
る
。い
ず
れ
か
が
消
え
去
れ
ば
、す
べ
て
消
え
て
な
く
な
る
。

さ
て
、
一
九
世
紀
の
実
証
主
義
者
た
ち
が
固
有
名
の
周
囲
に
張
り
巡
ら
せ
た

確
定
記
述
の
束
は
、い
く
つ
か
の
前
提
の
も
と
に
集
結
し
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
、

論
理
的
必
然
性
と
歴
史
的
＝
物
理
的
因
果
律
と
の
あ
い
だ
に
排
他
的
な
差
異
が

な
い
こ
と
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
じ
つ
は
論
理
的
必
然
性
と
歴
史
的
＝
物
理
的
因

果
律
を
つ
な
ぐ
蝶
番
に
な
っ
て
い
る
固
有
名
が
、
最
終
的
に
は
論
理
的
必
然
性

の
ほ
う
に
従
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
で
は
、
ラ
ン
ケ
と
フ
レ
ー
ゲ
と

の
あ
い
だ
に
意
見
の
相
違
は
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
数
学
と
し
て
、
あ
る
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い
は
歴
史
学
と
し
て
、
現
実
を
実
証
的
に
論
じ
る
権
利
が
失
効
す
る
。
あ
る
い

は
こ
う
い
う
べ
き
だ
ろ
う
か—

数
学
、
物
理
学
、
歴
史
学
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま

な
見
方
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
数
学
的
現
実
、
物
理
学
的
現
実
、
歴
史
学
的
現

実
な
ど
が
構
成
さ
れ
る
。
つ
ま
り
失
効
す
る
の
は
、
実
証
主
義
が
暗
黙
に
前
提

し
て
い
た
、「
人
類
教
」
と
い
う
名
の
、
す
べ
て
の
学
が
一
様
か
つ
一
斉
に
参
照

す
る
と
こ
ろ
の
、
単
一
の
現
実
空
間
で
あ
る
。

ソ
ー
ル
・
ク
リ
プ
キ
は
、
固
有
名
が
、
内
的
な
論
理
的
必
然
性
で
は
な
く
、

他
者
の
名
指
し
と
い
う
、
社
会
性
を
も
っ
た
外
的
な
因
果
律
の
ほ
う
に
属
す
る

こ
と
を
指
摘
し
た
。
固
有
名
が
外
部
の
名
指
し
に
属
し
、
内
的
な
論
理
記
述
か

ら
切
り
離
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
記
述
と
固
有
名
と
を
結
び
つ
け
る
根

拠
が
、
窮
極
的
に
は
、
そ
れ
が
単
数
で
あ
れ
複
数
で
あ
れ
（
つ
ま
り
個
人
的
で

あ
れ
社
会
的
で
あ
れ
）、（
諸
）
記
述
者
の
（
諸
）
主
観
に
し
か
な
い
、
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
実
証
主
義
者
の
想
定
よ
り
も
、
ず
っ
と
わ
れ
わ
れ
の
日
常
感
覚

に
近
い
こ
の
意
見
を
支
持
す
る
な
ら
、
そ
の
意
味
す
る
帰
結
は
二
つ
あ
る
。
ひ

と
つ
は
、
古
い
歴
史
的
＝
物
理
的
因
果
律
と
論
理
的
必
然
性
と
を
切
断
す
る
こ

と
で
、
固
有
名
を
実
証
主
義
者
の
手
の
届
か
ぬ
外
部
に
配
置
す
る
こ
と
。
も
う

ひ
と
つ
は
、
逆
に
固
有
名
に
ま
つ
わ
る
実
証
主
義
者
の
記
述
行
為
を
、
彼
ら
の

立
ち
位
置
に
あ
わ
せ
た
別
々
の
諸
空
間
に
再
配
置
す
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
歴
史
家
は
、
事
実
の
蓄
積
と
羅
列
か
ら
な
る
単
一
の
人
類
史
を
直
接
分
有

し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
事
実
の
総
体
そ
の
も
の
と
は
切
り
離
さ
れ
た
、
実
証

史
家
ご
と
に
異
な
る
複
数
の
物
語
を
生
産
し
て
い
る
。
実
証
史
家
は
、
現
実
世

界
（
彼
ら
の
言
葉
で
い
え
ば
「
実
態
」）
と
呼
ば
れ
う
る
無
数
の
「
可
能
世
界

possible w
orld

」
を
論
じ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
古
い
論
理
的
必
然
性
は
、
ほ

と
ん
ど
の
場
合
に
、
論
理
的
可
能
性
の
意
味
し
か
も
た
な
い
。
ス
ペ
ン
サ
ー
の

い
う
「
情
け
深
い
必
然
」
は
、
あ
る
か
な
き
か
の
彼
方
に
遠
ざ
か
る
。
歴
史
家

か
ら
一
九
世
紀
実
証
主
義
の
要
素
だ
け
を
抜
き
取
っ
て
、
再
び
も
と
の
場
所
に

返
す
。
以
前
と
同
じ
行
為
は
可
能
だ
が
、
同
じ
意
味
を
実
現
す
る
の
は
も
は
や

不
可
能—

ク
リ
プ
キ
が
や
っ
て
み
せ
た
の
は
、
そ
ん
な
手
品
で
あ
る
。
こ
の

手
品
を
幸
運
に
も
自
覚
し
な
か
っ
た
ひ
と
た
ち
は
、
真
理
を
お
題
目
に
実
証
主

義
を
実
践
し
て
い
る
つ
も
り
で
訓
詁
学
に
勤
し
み
、
不
幸
に
も
自
覚
し
た
ひ
と

た
ち
は
、
万
が
一
の
可
能
性
に
期
待
を
か
け
な
が
ら
、
歴
史
の
手
前
で
諦
念
に

満
ち
た
物
語
を
語
る
。
悲
観
的
に
い
え
ば
、
そ
う
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
い
っ

て
も
、
経
験
的
に
は
実
証
史
家
自
身
が
、
そ
の
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
い
た
は
ず

な
の
だ
。
彼
が
辛
苦
を
重
ね
て
提
示
し
た
客
観
的
現
実
が
、別
の
彼
に
よ
っ
て
、

わ
ず
か
数
行
で
反
駁
さ
れ
る
学
説
と
化
す
。
彼
ら
の
い
う
真
理
と
は
、
結
局
、

論
理
的
に
可
能
、
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
。
実
証
史
家
の
数
だ
け
、「
可
能
世
界
」

が
生
ま
れ
る
の
だ
。

第
三
節　

歴
史
的
ピ
ュ
ロ
ニ
ズ
ム

名
指
し
と
い
う
外
的
な
事
件
、い
わ
ば
他
者
性
に
敏
感
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、

歴
史
家
の
記
述
は
主
観
的
な
物
語
の
色
彩
を
帯
び
る
。
む
ろ
ん
、彼
の
記
述
も
、

そ
う
し
た
一
連
の
名
指
し
の
ひ
と
つ
に
す
ぎ
ず
、
お
の
れ
の
語
り
に
の
み
客
観

性
を
主
張
す
る
な
ん
ら
の
特
権
も
な
い
。
他
者
の
名
指
し
を
尊
重
す
る
と
い
う

こ
と—

そ
れ
は
、
聞
こ
え
ぬ
名
指
し
と
捉
え
る
こ
と
で
あ
る
。
固
有
名
の
因

果
を
た
ど
っ
て
い
け
ば
、
お
そ
ら
く
は
起
源
と
し
て
の
母
親
の
名
指
し
に
行
き
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着
く
。し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
、つ
い
に
そ
の
原
初
の
声
を
聞
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

聞
こ
え
た
と
す
れ
ば
、
た
だ
ち
に
名
指
し
の
外
部
性
は
失
わ
れ
る
。
赤
子
と
し

て
の
わ
れ
わ
れ
は
、
本
質
的
に
そ
の
声
を
覚
え
て
い
な
い
、
そ
の
声
は
、
つ
ね

に–

す
で
に
痕
跡
で
あ
る
。
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
は
ク
リ
プ
キ
に
先
ん
じ
て
こ

う
い
っ
て
い
た
。「
指
示
物
の
不
在
�
テ
ク
ス
ト
外
な
る
も
の
は
存
在
し
な
い
」。

外
部
に
向
か
う
は
ず
の
固
有
名
の
指
示
は
、記
述
の
な
か
で
内
側
に
屈
折
す
る
。

デ
リ
ダ
は
、
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
を
な
ん
ら
か
の
事
件
を
指
示
す
る
「
文ド

キ
ュ
マ
ン書」

で

は
な
く
、「
テ
ク
ス
ト
」
と
し
て
読
も
う
と
す
る
。
そ
れ
は
、
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル

が
ア
プ
リ
オ
リ
に
外
部
の
《
意
味
さ
れ
る
も
の
》
を
指
示
す
る
と
い
う
暗
黙
の

形
而
上
学
か
ら
逃
れ
て
、「
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
そ
の
も
の
」
を
読
み
込
む
こ
と
で

あ
る
。「
指
示
物
の
不
在
」
と
は
、
む
し
ろ
他
者
の
本
質
的
外
部
性
を
維
持
し
よ

う
と
す
る
意
識
で
あ
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
し
て
達
成
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
言
語
の
正
確
さ
と
厳
密
さ
、
つ
ま
り
文
字
言
語
の
こ
の
住
み

家
は
、
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
何
よ
り
も
ま
ず
固
有
性
の
中
に
で
あ

る
。
正
確
で
厳
密
な
言
語
は
、
完
全
に
一
義
的
で
固
有
的
、
つ
ま
り
非–

隠
喩
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
言
語
は
、
自
身
の
う
ち
の
比

喩
を
抑
圧
し
た
り
消
し
去
っ
た
り
す
る
程
度
に
応
じ
て
書
か
れ
る
の
で
あ

り
、
ま
た
進
歩
＝
退
歩
す
る
（pro-regresse

）
の
で
あ
る
。
比
喩
と
い

う
の
は
、
言
語
の
起
源
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
言
語
は
も
と

も
と
隠
喩
的
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

正
確
さ
と
厳
密
さ
と
を
競
う
言
語
の
科
学
的
な
進
歩
と
は
、
言
語
の
起
源
に

あ
る
隠
喩
性
を
で
き
る
か
ぎ
り
抑
圧
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
、
と
デ
リ
ダ
は
考

え
る
。
隠
喩
性
を
隠
蔽
し
、
固
有
性
（
＝
固
有
名
）
を
記
述
に
解
消
し
よ
う
と

す
る
科
学
的
な
言
語
の
行
な
う
抑
圧
＝
忘
却
を
指
弾
す
る
。
逆
に
い
う
と
、
言

語
は
、
な
に
も
の
か
を
直
接
指
示
す
る
の
で
は
な
く
、
つ
ね
に
「
隠
喩
」
と
し

て
表
象（
代
理
）す
る
。
こ
の
忘
れ
ら
れ
た
本
質
的
隠
喩
性
を
回
復
さ
せ
る
こ
と
、

さ
ら
に
は
隠
喩
が
も
っ
て
い
る
対
象
と
の
《
間
》
を
実
践
す
る
こ
と
（「
間エ

ス
パ
ス
マ
ン

–

化

espacem
ent

」）、
そ
れ
が
《
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
を
テ
ク
ス
ト
と
し
て
読
む
》
と

い
う
宣
言
の
意
味
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
逆
説
的
に
「
情
念
を
適
切
に
表
象

す
る
の
は
指
示
の
不
適
切
性
（
隠
喩
）
で
あ
る
」
と
さ
え
い
わ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
こ
う
し
た
戦
略
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学
の
弁
証
法
的
統
合
を
も
、
実

証
主
義
者
の
想
定
す
る
言
語
と
対
象
の
直
接
的
か
つ
透
明
な
結
合
を
も
、
批
判

し
て
い
る
。
言
葉
は
、
そ
の
起
源—

つ
ま
り
本
質
に
お
い
て
、
つ
ね
に–

す

で
に
対
象
を
逃
れ
て
い
く
よ
う
な
、
な
に
も
の
か
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
手
に

す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
記
述
行
為
と
い
う
生
々
し
い
傷
で
は
な
く
《
痕
跡

trace

》
で
あ
る
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
は
こ
う
い
う
こ
と—

カ
ン
ト
が
デ
カ
ル

ト
に
見
い
だ
し
た
、
つ
ま
り
近
代
の
忘
れ
ら
れ
た
起
源
と
し
て
の
《
空
隙
》
あ

る
い
は
《
亀
裂
》、
そ
れ
が
ふ
た
た
び
回
復
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
今
度
は
、
進
歩

の
狂
気
で
満
た
す
こ
と
も
、
忘
却
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
ぬ
《
痕
跡
》
と
し
て
。

言
葉
は
も
は
や
現
実
と
直
接
結
び
つ
く
の
で
は
な
い
。
学
説
を
真
理
と
し

て
語
る
傲
慢
さ
が
指
摘
さ
れ
る
。
ひ
と
を
歴
史
主
義
に
従
属
さ
せ
る
進
歩
と

い
う
名
の
真
理
へ
の
懐
疑
を
、
お
前
の
胸
は
抱
か
な
か
っ
た
の
か
。
懐
疑
を

捨
て
て
《
我
ア
リ
》
に
奔
っ
た
デ
カ
ル
ト
の
独
断
論
が
指
摘
さ
れ
る
。
懐
疑

そ
の
も
の
で
あ
る
よ
う
な
他
者
の
声
な
き
声
を
、
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
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お
の
れ
の
声
を
、
お
前
の
耳
は
聞
か
な
か
っ
た
の
か
。
お
前
が
他
人
の
声
だ

と
思
っ
て
聞
い
た
そ
の
声
は
、
お
前
自
身
の
声
で
は
な
か
っ
た
か
。
足
り
な

い
の
は
懐
疑
だ—

言
語
論
的
転
回
と
は
、
現
代
の
ピ
ュ
ロ
ン
主
義
で
あ

る
。
ピ
ュ
ロ
ン
と
は
、
紀
元
前
四
世
紀
か
ら
三
世
紀
に
か
け
て
、
の
ち
に
《
体

系
》
を
作
り
上
げ
た
ス
ト
ア
主
義
者
に
真
っ
向
か
ら
反
対
す
る
よ
う
な
、

《
真ア

カ

タ

レ

ー

プ

シ

ア

ー

理
は
把
握
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
》、
そ
し
て
《
判エ

ポ

ケ

ー

断
中
止
》
を
発
明
し
た

懐
疑
主
義
者
の
名
で
あ
る
。
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
・
ラ
エ
ル
テ
ィ
オ
ス
に
よ
れ
ば
、

イ
ン
ド
の
「
裸
の
哲
学
者
た
ち
や
マ
ゴ
ス
」
と
の
交
流
か
ら
哲
学
を
磨
い
た
こ

の
人
物
は
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
た
。「
何
ひ
と
つ
美
し
く
も
な
け
れ
ば
醜
く
も

な
い
し
、
ま
た
正
し
く
も
な
け
れ
ば
不
正
で
も
な
い
�
あ
ら
ゆ
る
事
柄
に
つ
い

て
、
真
実
に
そ
う
で
あ
る
も
の
は
一
つ
も
な
い
�
そ
の
理
由
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

事
柄
は
、
あ
れ
で
あ
る
よ
り
も
む
し
ろ
こ
れ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
か
ら

だ
」。
懐ス

ケ

プ

テ

ィ

コ

イ

疑
派
の
ひ
と
た
ち
は
諸
学
派
の
学
説
を
批
判
す
る
こ
と
に
努
め
た
。
そ

れ
ゆ
え
「
探
究
的
」
と
い
わ
れ
た
。「
い
つ
い
か
な
る
と
き
に
も
真
理
を
探
究
し

て
い
た
か
ら
」
で
あ
る
。
ま
た
「
懐
疑
的
」
と
い
わ
れ
た
。「
い
つ
も
真
理
を
考

察
し
つ
づ
け
る
だ
け
で
、
決
し
て
真
理
を
見
つ
け
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
で
い

た
か
ら
」
で
あ
る
。「
何
ご
と
も
こ
う
で
あ
る
と
規
定
す
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た

し
、
ま
た
、
そ
の
『
何
ご
と
も
規
定
し
な
い
』
と
い
う
こ
と
、
そ
の
こ
と
さ
え

も
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
ら
は
、
例
え
ば
、『
わ
れ
わ
れ

は
何
ご
と
も
規
定
し
な
い
』
と
い
う
ふ
う
に
言
い
な
が
ら
、そ
の
『
規
定
し
な
い
』

と
い
う
こ
と
そ
の
こ
と
さ
え
も
否
認
し
て
い
た
の
で
あ
る
」。
わ
れ
わ
れ
は
、
か

つ
て
デ
リ
ダ
が
こ
う
い
っ
て
い
た
の
を
思
い
出
す
。「
痕
跡
は
意
味
一
般
の
絶
対

的
根
源
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
ま
た
意
味
一
般
の
絶
対
的
根
源
は
存
在
し

な
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
痕
跡
と
は
差
延
作
用
で
あ
っ
て
、
�
形
而
上
学

の
い
か
な
る
概
念
も
、そ
れ
を
記
述
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」。「
な
ぜ
痕
跡
の
、

な
の
で
あ
ろ
う
か
。こ
の
語
を
わ
れ
わ
れ
に
選
ば
せ
た
も
の
は
何
か
。
�
痕
跡
は
、

�
間エ

ス
パ
ス
マ
ン

–

化
と
し
て
の
差
延
作
用
�
な
し
に
は
現
わ
れ
な
い
だ
ろ
う
」。「
痕
跡
と

は
何
も
の
で
も
な
い
」。「
外
部
は
内
部
で
あ
る
」。「
エ
ス
パ
ス
マ
ン
は
何
も
の

を
も
指
示
し
な
い
」。「
差
延différance

は
文
字
通
り
語
で
も
概
念
で
も
な
い
」。

「
思
考
は
何
も
の
を
も
意
義
し
な
い
」。

デ
リ
ダ
を
懐
疑
主
義
者
の
列
に
加
え
て
片
付
け
よ
う
と
い
う
の
で
は
な
い
。

ピ
ュ
ロ
ン
は
い
う
。「
諸
々
の
事
物
は
等
し
く
無
差
別
な
も
の
で
あ
り
、
不
確
定

な
も
の
で
あ
り
、
判
定
し
え
な
い
も
の
で
あ
っ
て
…
」。
す
べ
て
は
等
し
く
な
に

も
決
定
で
き
な
い
と
語
る
ピ
ュ
ロ
ン
と
、
す
べ
て
は
な
に
も
の
を
も
指
し
示
さ

ぬ
差
延
の
戯
れ
で
あ
る
と
語
る
デ
リ
ダ
は
、
真
逆
の
こ
と
を
い
っ
て
い
る
は
ず

で
は
な
い
か
？

そ
う
で
は
な
く
、
ひ
と
を
喰
っ
た
よ
う
な
ピ
ュ
ロ
ン
の
非–

定
義
の
奥
に
あ
る
対
象
へ
の
誠
実
さ
を
デ
リ
ダ
と
と
も
に
感
じ
て
ほ
し
い
。
哲

学
史
的
な
議
論
を
し
よ
う
と
い
う
よ
り
、不
思
議
な
歴
史
的
邂
逅
に
驚
く
。
ピ
ュ

ロ
ン
と
デ
リ
ダ
、
彼
ら
の
よ
う
な
気
品
あ
る
精
神
に
、
本
人
た
ち
が
気
づ
か
な

い
、歴
史
的
で
絶
対
的
な
裂
け
目
が
開
い
て
い
る
の
を
わ
れ
わ
れ
は
感
じ
と
る
。

忘
却
を
禁
じ
ら
れ
た
痕
跡
に
対
し
て
、
も
は
や
時
間
経
過
に
よ
る
治
癒
を
期
待

す
る
の
は
不
可
能
で
あ
る
。「
自
己
が
自
己
の
幅
の
上
に
重
な
る
」
コ
ギ
ト
に
対

す
る
根
源
的
な
不
快
。
無
限
の
現
在
に
つ
い
て
の
深
い
諦
念
。
決
定
的
な
真
理

に
対
す
る
度
を
逸
し
た
畏
怖
。
水
漏
れ
を
ま
っ
た
く
許
さ
ぬ
ほ
ど
厳
重
に
お
の

れ
を
内
部
に
監
禁
す
る
非–

概
念
の
お
び
た
だ
し
い
散
乱
。
知
見
を
付
け
加
え

ぬ
は
ず
の
同
語
反
復
に
さ
え
、な
に
も
の
で
も
な
い
差
延
の
存
在
を
指
摘
す
る
。
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と
い
う
か
同
語
反
復
に
こ
そ
、
純
粋
な
差
延
の
裂
け
目
が
あ
る
。
あ
る
日
、
ピ
ュ

ロ
ン
は
、
い
つ
も
の
よ
う
に
目
隠
し
を
し
て
弟
子
た
ち
に
懐
疑
主
義
の
神
髄
を

説
い
て
い
た
。
弟
子
た
ち
に
は
、
師
の
足
下
に
崖
が—

裂
け
目
が
口
を
開
け

て
い
る
の
が
み
え
た—

思
わ
ず
弟
子
の
ひ
と
り
が
注
意
を
促
す
。
師
は
忠
告

を
疑
う—
そ
れ
は
裂
け
目
で
あ
る—

間
を
お
か
ず
、
ピ
ュ
ロ
ン
は
谷
底
に

飲
み
込
ま
れ
死
ん
だ
。
こ
の
で
き
す
ぎ
た
悲
喜
劇
が
事
実
か
ど
う
か
さ
だ
か
で

は
な
い
。
だ
が
、
毒
殺
を
恐
れ
た
ゲ
ー
デ
ル
が
、
お
の
れ
の
調
理
し
た
食
事
に

す
ら
口
を
つ
け
ず
餓
死
し
た
こ
と
は
事
実
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
ニ
ー
チ
ェ

は
い
っ
て
い
た
、《
一
切
は
む
な
し
い
。
一
切
は
同
じ
こ
と
だ
�
�
�》

第
四
章　

忘
却
の
音
楽

第
一
節　

無
名
性

一
九
世
紀
的
な
も
の
と
二
〇
世
紀
的
な
も
の
と
い
う
分
類
は
粗
雑
で
は
あ
る
。

だ
が
、
そ
れ
で
も
近
代
に
お
い
て
二
つ
の
大
き
な
潮
流
が
前
後
し
て
あ
ら
わ
れ

て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
明
晰
か
つ
厳
密
な
実
証
主
義
の
ド
グ
マ
と
、
言

葉
の
本
質
的
隠
喩
性
の
う
ち
に
自
ら
を
省
み
る
懐
疑
と
。
両
者
の
あ
い
だ
に
位

置
す
る
固
有
名
の
奪
い
合
い
は
、
後
者
に
軍
配
が
上
が
る
。
と
同
時
に
、
結
局

は
い
ず
れ
に
も
属
し
え
な
い
外
部
に
落
ち
着
く
。
カ
ン
ト
が
コ
ギ
ト
の
う
ち
に

見
い
だ
し
た
空
虚
で
リ
ニ
ア
な
時
間
と
し
て
の
《
亀
裂
》
か
ら
、
間–

化
と
し

て
の
時
間
と
い
う
、
デ
リ
ダ
的
《
痕
跡
》
へ
の
散
逸
的
回
帰
。
カ
ン
ト
は
認
識

を
内
的
な
理
性
的
認
識
と
外
的
な
歴
史
的
認
識
に
分
け
た
こ
と
は
先
に
述
べ
た
。

そ
し
て
、
こ
の
内
と
外
の
分
割
が
、
か
え
っ
て
《
亀
裂
》
を
埋
め
る
《
歴
史
》

を
生
み
出
し
た
こ
と
も
先
に
述
べ
た
。《
テ
ク
ス
ト
外
ナ
ル
モ
ノ
ハ
存
在
シ
ナ
イ
》

と
い
う
、
デ
リ
ダ
に
よ
る
外
部
の
抹
消
に
よ
っ
て
、
こ
の
《
亀
裂
》
は
《
痕
跡
》

と
し
て
再
び
見
い
だ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
モ
ダ
ン
と
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
と
い
う
分
割
線
が
引
か
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

し
か
し
、
漠
然
と
い
わ
れ
る
そ
の
分
割
に
は
、
用
語
に
見
合
っ
た
正
当
性
が
あ

る
だ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
に
は
、
分
割
と
い
う
よ
り
は
、
も
っ
と
も
な
理
由
の

あ
る
連
続
性
の
ほ
う
が
、
強
く
感
じ
ら
れ
た
。
一
九
世
紀
の
あ
の
実
証
主
義
的

狂
熱
を
維
持
で
き
な
い
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
あ
き
ら
か
だ
っ
た
。
歴
史
の
な
か

で
た
え
ず
生
じ
て
い
る
有
象
無
象
と
ス
ケ
ー
ル
の
巨
大
さ
の
な
か
で
見
え
に
く

く
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
二
つ
の
世
紀
に
は
、
画
期
と
い
う
よ
り
も
、
か
つ
て

生
じ
た
熱
が
次
第
に
冷
め
て
い
く
と
い
う
、
論
理
か
因
果
か
は
知
れ
ぬ
自
然
な

連
続
性
が
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
歴
史
の
う
ち
に
指
摘
し
た
の
は
、
リ
ニ
ア
で
あ

る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
時
間
が
弧
を
描
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
こ
の

絶
対
的
な
空
隙
か
ら
空
隙
へ
の
巨
大
な
環
帰
の
全
体
が
、《
近
代
》
と
名
指
さ
れ

る
べ
き
な
に
も
の
か
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

二
一
世
紀
は
ど
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
の
か
。
わ
れ
わ
れ
に
必
要
な
も
の
は

な
に
か
。
実
証
的
決
定
論
の
色
彩
を
帯
び
た
ド
グ
マ
な
の
か
、
そ
れ
と
も
、
あ

ら
ゆ
る
事
物
に
対
す
る
等
し
い
諦
念
と
い
う
、
慎
ま
し
い
調
子
を
も
っ
た
懐
疑

な
の
か
。
革
命
以
後
の
人
間
で
あ
る
わ
れ
わ
れ
は
、
一
九
世
紀
と
二
〇
世
紀
の

両
方
を
見
渡
せ
る
位
置
に
い
て
、
ど
ち
ら
を
ど
の
よ
う
な
割
合
で
選
べ
ば
よ
い

の
か
、
測
り
か
ね
て
い
る
。
再
び
実
証
へ
、
同
じ
歴
史
を
繰
り
返
す
に
十
分
な

進
歩
へ
の
信
頼
は
、も
は
や
失
わ
れ
て
い
る
。そ
し
て
そ
の
熱
風
が
凪
い
だ
今
日
、

懐
疑
や
「
批
判
」
を
か
つ
て
の
よ
う
に
つ
づ
け
て
も
、
劇
的
に
機
能
す
る
と
は

★
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思
え
な
い
。
二
〇
世
紀
の
歴
史
が
間
延
び
し
た
状
態
で
今
後
も
続
く
の
か
も
し

れ
な
い
。
実
証
や
懐
疑
の
概
念
は
依
然
と
し
て
必
要
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、

そ
れ
と
は
ち
が
っ
た
歴
史
も
ま
た
あ
り
う
る
の
で
は
な
い
か
。

一
九
世
紀
前
半
、ジ
ュ
ー
ル
・
ミ
シ
ュ
レ
と
い
う
よ
く
知
ら
れ
た
人
物
が
い
る
。

ユ
ゴ
ー
、
ペ
ギ
ー
、
プ
ル
ー
ス
ト
、
フ
ェ
ー
ヴ
ル
、
バ
タ
イ
ユ
、
バ
ル
ト
、
枚

挙
し
だ
せ
ば
き
り
が
な
い
ほ
ど
多
く
の
ひ
と
た
ち
か
ら
高
く
評
価
さ
れ
た
彼
は
、

《
ル
ネ
サ
ン
ス
》
と
い
う
歴
史
用
語
の
真
正
の
発
案
者
で
あ
り
、
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
で

は
ギ
ゾ
ー
の
代
行
を
務
め
、
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
で
は
歴
史
学
と
倫

理
の
講
座
を
担
当
し
た
教
授
で
あ
る
。
彼
も
ま
た
実
証
主
義
者
だ
っ
た
。
そ
の

名
高
い
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
史
』
の
な
か
の
一
節
。

か
ま
う
も
の
か
！

揺
籃
の
な
か
で
す
で
に
た
く
ま
し
か
っ
た
自
由
は
い

ま
や
成
人
し
、
抵
抗
を
あ
ま
り
恐
れ
な
く
て
よ
か
っ
た
。
自
由
は
た
ち
ま

ち
、
最
も
恐
ろ
し
い
反
抗
と
い
う
べ
き
社
会
不
安
と
無
政
府
状
態
に
打
ち

勝
つ
だ
ろ
う
。
つ
ぎ
つ
ぎ
に
ひ
ろ
が
っ
て
全
国
的
な
大
騒
擾
に
な
り
そ
う

だ
っ
た
、
村
で
の
略
奪
、
城
館
へ
の
闘
い
が
、
ぱ
っ
た
り
と
終
熄
し
た
。

一
月
、
二
月
の
騒
ぎ
は
三
月
に
は
も
う
し
ず
ま
っ
た
。
王
が
公
共
の
安
寧

の
唯
一
の
保
証
人
と
し
て
名
乗
り
で
て
い
る
あ
い
だ
に
、
議
会
が
公
共
の

安
寧
を
回
復
す
る
手
段
を
も
と
め
て
見
い
だ
せ
な
い
で
い
る
あ
い
だ
に
、

フ
ラ
ン
ス
が
自
分
で
こ
れ
を
成
し
と
げ
た
。
友
愛
の
情
熱
が
法
に
先
行
し

た
の
で
あ
る
。
�
そ
れ
は
無
限
の
多
様
さ
の
う
ち
に
も
驚
嘆
す
べ
き
単
純

さ
を
失
わ
な
か
っ
た
一
つ
の
事
実
、
フ
ラ
ン
ス
の
自
発
的
な
組
織
化
で
あ

る
。
そ
こ
に
歴
史
が
あ
り
、
現
実
が
あ
り
、
実
証
が
あ
り
、
持
続
が
あ
る
。

そ
し
て
残
余
は
無
。

こ
の
記
述
に
、
実
証
主
義
者
ら
し
い
と
こ
ろ
は
微
塵
も
な
い
。
一
般
に
通
用

す
るpositif

の
意
味
、
す
な
わ
ち
空
想
的
に
対
す
る
《
現
実
的réel

》、
無
用

に
対
す
る
《
有
用utile

》、
不
決
定
に
対
す
る
《
確
実
性certitude

》、
曖
昧

に
対
す
る
《
正
確précision

》。
こ
れ
ら
の
意
味
でpositif

を
捉
え
る
か
ぎ

り
、
こ
の
文
章
を
読
ん
だ
こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
空
想
的
で
冗
長
な
、

不
確
実
で
曖
昧
な
記
述
。
な
に
よ
り
こ
れ
ら
を
実
現
す
る
に
ぜ
ひ
と
も
必
要

と
思
わ
れ
る
《
不
偏
不
党
》
の
精
神
が
感
じ
ら
れ
な
い
。
黄
金
の
中
庸aurea 

m
ediocritas

は
ど
こ
に
も
な
い
。
怒
濤
の
変
化
の
う
ち
に
も
秩
序
を
読
み
取

る
彼
は
、
渾
沌
の
な
か
に
渾
沌
を
書
き
加
え
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。
革
命
を
讃

え
、
ダ
ン
ト
ン
を
、
サ
ン
＝
ジ
ュ
ス
ト
を
、
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
を
愛
す
る
。
ロ

ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
に
非
難
に
値
す
る
点
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
神
の
か
わ
り
に
コ
ン

ト
の
「
大
存
在
」
に
似
た
「
最
高
存
在
」
を
拵
え
た
こ
と
だ
。「
最
高
存
在
と
は
、

大
革
命
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
あ
い
だ
に
あ
る
政
治
的
中
立
性
で
あ
る
。『
正
義
』

と
『
恩
寵
』
と
の
あ
い
だ
の
政
治
的
中
立
性
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
神
は
不
毛

そ
の
も
の
で
あ
る
。
ひ
か
ら
び
た
無
で
あ
る
。
こ
う
し
て
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
は
、

無
へ
の
恐
れ
ゆ
え
に
、よ
り
悪
質
な
無
へ
と
向
か
う
。
よ
り
悪
質
と
い
う
の
は
、

こ
の
ど
っ
ち
つ
か
ず
の
抽
象
は
、
曖
昧
な
中
立
的
形
態
を
と
る
と
、
じ
っ
さ
い

に
は
す
こ
し
も
中
立
的
で
は
な
く
、
た
だ
新
し
い
生
命
の
誕
生
を
さ
ま
た
げ
る

の
み
だ
か
ら
で
あ
る
。
一
方
、
死
と
過
去
と
は
、
こ
う
し
た
煙
霧
に
助
け
ら
れ
、

大
革
命
の
つ
ま
ず
き
と
な
る
む
か
し
な
が
ら
の
石
を
た
て
な
お
す
で
あ
ろ
う
」。

政
治
的
中
立
な
ど
「
抽
象
」
に
す
ぎ
な
い
。「
私
は
断
言
す
る
、こ
の
歴
史
は
け
っ
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し
て
不
偏
不
党
で
は
な
い
、
と
。
こ
の
歴
史
は
、
善
と
悪
と
の
あ
い
だ
に
賢
明

で
用
心
深
い
均
衡
を
保
つ
な
ど
と
い
う
こ
と
は
し
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
率

直
に
か
つ
頑
強
に
、
道
理
と
真
理
に
肩
入
れ
す
る
偏
っ
た
歴
史
な
の
だ
」。
彼
は

自
分
の
歴
史
を
真
実
と
信
じ
て
い
る
。だ
か
ら
後
輩
の
真
正
の
実
証
主
義
者
テ
ー

ヌ
の
評
価
に
落
胆
し
て
、
次
の
よ
う
に
返
事
し
た
。「
あ
な
た
は
私
を
作
家
と
し

て
ほ
め
、
称
賛
の
言
葉
を
浴
び
せ
か
け
ら
れ
ま
し
た
�
。
�
あ
な
た
は
ま
だ
、

私
に
与
え
て
下
さ
っ
た
詩
人
と
い
う
こ
の
言
葉
が
ま
さ
に
、
歴
史
家
を
や
っ
つ

け
る
の
に
恰
好
の
も
の
だ
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
非
難
の
言
葉
だ
と
い
う
こ
と
を
、

御
存
知
な
い
の
で
す
。
私
は
無
数
の
点
で
歴
史
に
厳
粛
で
実
証
的
な
基
礎
を
与

え
た
の
で
す
が
、
そ
れ
も
甲
斐
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
�
人

び
と
は
ど
こ
で
も
、
私
が
す
ば
ら
し
い
想
像
力
に
め
ぐ
ま
れ
た
歴
史
家
だ
と
書

く
の
を
い
っ
こ
う
に
あ
ら
た
め
な
か
っ
た
の
で
す
」。
ミ
シ
ュ
レ
は
自
分
が
、
実

証
主
義
者
だ
と
思
っ
て
い
る
。
そ
れ
も
浅
い
意
味
で
で
は
な
い
。
進
歩
と
秩
序

と
を
同
一
視
す
る
と
い
う
、
つ
ま
り
昆
虫
の
う
ち
に
も
社
会
を
み
る
と
い
う
、

深
い
意
味
に
お
い
て
。
コ
ン
ト
は
、
先
のpositif

に
、
さ
ら
に
次
の
意
味
を
付

け
加
え
て
い
た
。
否
定
的
の
反
対
と
し
て
「
組
織
的organique

」、
神
に
依

拠
し
た
人
間
が
得
た
絶
対
的
の
反
対
と
し
て
人
間
自
身
の
分
有
す
る
「
相
対
的

relatif

」。
こ
の
隠
さ
れ
た
意
味
で
の
み
、
ミ
シ
ュ
レ
は
実
証
の
語
を
使
用
す
る
。

た
だ
し
、
彼
の
い
う
「
自
発
的
な
組
織
化
」
と
は
、
ジ
ャ
コ
バ
ン
独
裁
を
生
み

出
し
た
民
衆peuple

と
い
う
名
の
渾
沌
で
あ
る
。
こ
の
真
逆
の
渾
沌
を
、
彼

は
《
実
証
》
と
呼
ん
で
い
る
か
の
よ
う
だ
。

冷
静
と
は
と
て
も
い
い
が
た
い
熱
意
、
残
余
な
き
渾
沌
を
秩
序
と
い
い
は
る

強
弁
。
真
逆
な
も
の
の
結
合
が
一
九
世
紀
実
証
主
義
で
あ
る
と
し
て
、
ミ
シ
ュ

レ
が
ほ
か
と
ち
が
っ
た
の
は
、
彼
が
固
有
名
を
確
定
記
述
の
う
ち
に
追
い
つ
め

よ
う
と
は
せ
ず
、
む
し
ろ
そ
こ
を
通
り
過
ぎ
て
無
名
性
の
概
念
に
向
か
っ
た
こ

と
で
あ
る
。
彼
は
い
う
。

大
革
命
の
歴
史
は
、
い
ま
ま
で
の
と
こ
ろ
、
す
べ
て
君
主
本
位
だ
っ
た
。

偶
像
や
神
々
を
打
ち
く
だ
い
た
本
書
こ
そ
、
最
初
の
共
和
主
義
的
な
革
命

史
だ
。
第
一
ペ
ー
ジ
か
ら
最
終
ペ
ー
ジ
に
い
た
る
ま
で
、
こ
の
歴
史
に
は

ひ
と
り
の
英
雄
し
か
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
人
民peuple

で
あ
る
。

よ
く
知
ら
れ
た
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
史
』
の
結
論
を
ひ
く
の
は
、
彼
が
い
ま
で

は
お
な
じ
み
の
近
代
民
衆
史
観
の
発
祥
だ
っ
た
と
い
い
た
い
か
ら
で
は
、
も
ち

ろ
ん
な
い
。
こ
の
概
念
に
は
、
す
ぐ
マ
ル
ク
ス
主
義
の
手
垢
が
つ
い
た
。
敬
愛

し
た
ヴ
ィ
ー
コ
か
ら
、
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
ッ
リ
、
そ
し
て
リ
ウ
ィ
ウ
ス
に
ま
で
遡
る

民
衆
史
の
系
譜
の
う
ち
に
、
彼
を
語
る
の
も
間
違
い
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が

こ
こ
で
は
、
人
び
と
を
無
名
性
の
う
ち
に
捉
え
、
無
名
の
概
念
を
厳
密
化
し
よ

う
と
す
る
彼
の
努
力
に
注
目
し
た
い
。
名
も
な
き
人
び
と
を
語
る
と
は
、
ど
の

よ
う
に
し
て
可
能
に
な
る
の
か
。
固
有
名
か
ら
科
学
的
固
有
性
を
奪
う
の
で
も

な
く
、
手
の
届
か
ぬ
と
こ
ろ
に
保
存
す
る
の
で
も
な
い
。
無
名
性
に
敵
対
す
る

は
ず
の
固
有
名
の
概
念
で
さ
え
、
前
者
に
貢
献
し
た
度
合
い
に
よ
っ
て
は
評
価

を
厭
わ
な
い
よ
う
だ
。
ダ
ン
ト
ン
や
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
や
ル

ソ
ー
を
愛
し
て
も
、
ル
イ
＝
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
ま
ち
が
っ
て
も
讃
え
な
い
。
彼
の

テ
ク
ス
ト
に
はpeuple

し
か
登
場
し
な
い
と
い
う
の
が
正
し
い
と
す
る
と
、

そ
こ
に
記
さ
れ
た
ル
イ
一
六
世
や
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
の
名
は
、
最
後
に
登
場
し
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た
「
子
ど
も
」
同
様
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
に
そ
の
可
能
性
が
あ
る
よ
う
に
、
運
命

の
い
た
ず
ら
で
偶
然
書
き
込
ま
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。
不
思
議
な
こ
と
に
、
名
が

あ
る
こ
と
と
な
い
こ
と
と
は
、
対
立
し
て
い
な
い
。
固
有
名
を
記
述
に
変
え
る

た
め
に
い
た
ず
ら
に
攻
撃
す
る
べ
き
で
も
な
け
れ
ば
、
固
有
名
を
記
述
行
為
の

彼
岸
に
置
い
て
拝
跪
す
べ
き
で
も
な
い
。
た
だ
無
名
の
概
念
に
至
る
い
く
つ
か

の
道
と
し
て
、
そ
こ
を
通
り
過
ぎ
れ
ば
よ
か
っ
た
。
無
名
と
は
、
確
定
不
可
能

な
固
有
性
で
あ
る
。
固
有
で
き
ぬ
も
の
の
分
有
で
あ
る
。《
無
名
》
の
概
念
は
、

一
九
世
紀
と
二
〇
世
紀
の
ひ
と
た
ち
が
正
反
対
の
方
向
か
ら
等
し
く
か
か
わ
っ

た
《
固
有
名
》
の
概
念
よ
り
も
、
ず
っ
と
奇
妙
な
謎
に
満
ち
て
い
る
。

然
り
、
死
者
ひ
と
り
ひ
と
り
が
さ
さ
や
か
な
財
産
、
つ
ま
り
彼
の
記
憶
を

遺
し
、
そ
の
記
憶
を
大
切
に
す
る
よ
う
求
め
て
い
る
。
友
人
の
な
い
人
の

た
め
に
は
、
司
直
が
そ
の
代
り
を
し
て
や
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
な
ぜ
な
ら
、

わ
れ
わ
れ
の
い
つ
く
し
み
の
情
は
所
詮
忘
れ
っ
ぽ
い
も
の
で
あ
り
、
涙
は

た
ち
ま
ち
乾
い
て
し
ま
う
も
の
だ
が
、
そ
ん
な
愛
撫
や
涙
よ
り
、
法
や
正

義
は
ず
っ
と
た
し
か
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
司
直
の
職
務
、
そ
れ

は
歴
史
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
法
の
言
い
方
を
借
り
る
な
ら
、
死
者
た
ち
は
、

歴
史
の
司
直
が
気
遣
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
憐
レ
ム
ベ
キ
境
涯
ニ
ア
ル
人
タ
チ

m
iserabiles personae

で
あ
る
。
生
涯
た
だ
の
一
度
た
り
と
も
私
は『
歴

史
家
』
の
こ
の
義
務
を
見
失
っ
た
こ
と
は
な
い
。
私
は
あ
ま
り
に
忘
れ
ら

れ
た
多
く
の
死
者
た
ち
に
、
い
ず
れ
私
自
身
も
必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う
援

護
を
ば
与
え
た
の
で
あ
る
。
私
は
こ
れ
ら
の
死
者
た
ち
に
第
二
の
生
を
与

え
る
た
め
に
、
か
れ
ら
を
掘
り
出
し
た
の
で
あ
る
。

忘
却
を
記
憶
に
か
え
る
。
忘
れ
ら
れ
た
死
者
の
名
を
、
ふ
た
た
び
一
覧
表
の

な
か
に
書
き
加
え
る
。
そ
れ
が
裁
判
官
と
し
て
の
歴
史
家
の
職
務
で
あ
る
。
い

ま
だ
フ
ロ
イ
ト
を
知
ら
ぬ
無
邪
気
さ
で
彼
は
、
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
の
謎
を
解
い
て

人
間
を
発
見
す
る
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
王
に
、
あ
る
い
は
人
間
を
造
り
言
葉
を
与
え

た
記
憶
の
神
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
に
自
分
を
擬
し
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
語
る
。

か
つ
て
一
度
も
語
ら
れ
た
こ
と
の
な
い
言
葉
、
人
び
と
の
心
の
奥
底
に
と

ど
ま
っ
て
い
た
言
葉
（
あ
な
た
自
身
の
心
の
奥
を
探
っ
て
見
た
ま
え
、
そ

れ
ら
の
言
葉
は
そ
こ
に
あ
る
の
だ
）
に
耳
を
傾
け
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ

こ
に
い
た
れ
ば
歴
史
は
も
う
何
一
つ
語
り
は
し
な
い
け
れ
ど
も
、
ま
さ
し

く
歴
史
の
も
っ
と
も
悲
劇
的
な
ひ
び
き
に
ほ
か
ら
な
ぬ
と
こ
ろ
の
、
歴
史

の
沈
黙
、
あ
の
恐
る
べ
き
延
音
記
号
を
し
て
語
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

沈
黙
の
声
を
聞
く
こ
と
、
こ
の
《
悲
劇
的
な
ひ
び
き
》
を
聞
く
こ
と
は
、
不

思
議
な
歴
史
家
が
欲
望
し
て
い
る
窮
極
の
ア
ポ
リ
ア
で
あ
る
。
表
の
な
か
に
名

を
書
き
加
え
れ
ば
、
彼
は
《
無
名
の
人
び
と
》
で
あ
る
こ
と
を
逸
脱
し
よ
う
。

心
の
奥
底
に
と
ど
ま
っ
て
語
ら
れ
ぬ
言
葉
、
す
な
わ
ち
忘
れ
ら
れ
た
言
葉
は
、

記
憶
と
し
て
呼
び
覚
ま
さ
れ
た
瞬
間
に
、
忘
却
と
一
緒
に
無
名
性
ま
で
失
っ
て

し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。
彼
は
晩
年
に
こ
う
語
る
。

私
は
私
た
ち
の
惨
め
さ
を
感
じ
た
。
文
字lettres

を
操
る
穿
鑿
好
き
の
人

種
の
惨
め
さ
を
。
私
は
自
分
を
軽
蔑
し
た
。
私
は
人
民peuple

の
な
か
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に
生
ま
れ
た
。
私
は
人
民
を
心
の
な
か
に
抱
い
て
い
た
。
人
民
の
旧
き
時

代
の
記
念
碑
は
私
の
魂
を
奪
っ
た
。
私
は
四
六
年
に
は
人
民
の
権
利
を
、

六
四
年
に
は
人
民
の
長
い
宗
教
的
伝
統
を
、
か
つ
て
な
ん
ぴ
と
も
行
な
っ

た
こ
と
が
な
い
ほ
ど
力
強
く
説
い
た
。
だ
が
そ
の
言
語langue

、
人
民
の

言
葉
は
、
つ
い
に
私
を
寄
せ
つ
け
な
か
っ
た
。
人
民
に
そ
の
言
語
を
喋
ら

せ
る
こ
と
が
私
に
は
で
き
な
か
っ
た
。

彼
は
《
人
民
の
書livres populaires

》
を
書
き
た
い
と
願
っ
た
。
後
世
、

誰
よ
り
も
そ
れ
を
う
ま
く
や
っ
て
の
け
た
と
思
わ
せ
た
彼
は
、
い
ま
は
書
き
泥

み
、
そ
れ
が
叶
わ
ぬ
夢
だ
っ
た
と
感
じ
て
い
る
。
人
民
の
言
葉langue

、
す
な

わ
ち
掻
き
消
え
て
い
く
声
を
文
字lettres
の
う
ち
に
捉
え
る
の
は
困
難
で
あ

る
。
歴
史
家
は
文
字
を
も
っ
て
い
る
。
忘
却
の
淵
に
消
え
て
い
く
声
よ
り
も
、

記
録
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
を
寵
愛
す
る
。
デ
リ
ダ
は
、
近
代
の
ひ
と
び
と
に
音
声

中
心
主
義
と
い
う
非
難
に
値
す
る
形
而
上
学
を
み
た
と
思
っ
た
。
文
字
の
蔑
視

と
音
声
へ
の
偏
愛
が
、
言
語
と
現
実
と
の
根
源
的
差
異
を
隠
蔽
す
る
不
当
な
自

己
同
一
性
を
仮
構
す
る
と
考
え
た
。
だ
が
、
ミ
シ
ュ
レ
を
捉
え
て
い
る
の
は
、

真
逆
の
苦
悩
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
音
声
こ
そ
が
、
お
の
れ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の

完
成
を
妨
げ
て
い
る
根
源
的
な
差
異
性
だ
�
�
。
忘
れ
ら
れ
た
人
た
ち
の
歴
史

を
書
く
こ
と
。
そ
れ
は
誰
が
み
て
も
は
じ
め
か
ら
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
で
あ
る
。
こ

の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
な
か
で
、
彼
は
生
き
て
い
る
。
問
題
は
忘
却
で
あ
る
。
こ

の
テ
ー
マ
は
ニ
ー
チ
ェ
の
も
の
だ
。

第
二
節　

忘
却
ａ

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
一
九
世
紀
に
頂
点
を
極
め
た
西
洋
形
而
上
学
の
、
そ
の
ま

た
頂
点
を
重
ね
る
完
成
者
と
し
て
、
ニ
ー
チ
ェ
を
み
た
。
デ
リ
ダ
の
よ
う
な
批

判
者
た
ち
は
、
一
九
世
紀
に
完
成
し
た
《
近
代
》
の
批
判
者
と
し
て
、
す
な

わ
ち
自
分
た
ち
二
〇
世
紀
の
人
間
の
先
駆
者
と
し
て
、
ニ
ー
チ
ェ
を
み
た
。
だ

が
わ
れ
わ
れ
は
、
一
九
世
紀
の
完
成
者
と
い
う
に
は
あ
ま
り
に
奇
妙
な
も
の
を

作
り
上
げ
た
者
と
し
て
、
ま
た
、
二
〇
世
紀
の
先
駆
者
と
い
う
に
は
あ
ま
り
に

一
九
世
紀
時
代
精
神
を
浴
び
す
ぎ
た
者
と
し
て
、
つ
ま
り
独
断
で
も
あ
り
懐
疑

で
も
あ
り
、
か
つ
そ
れ
ら
の
あ
い
だ
を
す
り
抜
け
て
い
く
ニ
ー
チ
ェ
を
見
て
い

き
た
い
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
に
対
す
る
忠
誠
の
宣
誓
を
拒
絶
し
て
大
学
の
職
を

追
わ
れ
た
ミ
シ
ュ
レ
は
、
一
八
七
〇
年
七
月
に
始
ま
っ
た
普
仏
戦
争
に
お
け
る

フ
ラ
ン
ス
敗
北
の
報
に
接
し
、
貧
困
と
失
意
の
う
ち
に
死
ぬ
。
こ
の
戦
争
に
一

兵
士
と
し
て
従
軍
し
て
い
た
の
が
ニ
ー
チ
ェ
で
あ
る
。
哲
学
者
ニ
ー
チ
ェ
の
足

ど
り
は
、
普
仏
戦
争
の
さ
な
か
、「
ヴ
ェ
ル
ト
会
戦
の
砲
声
が
全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に

轟
き
わ
た
っ
て
い
た
間
」
に
完
成
さ
せ
た
『
悲
劇
の
誕
生
』
に
よ
っ
て
は
じ
ま

る
。
こ
の
書
物
の
初
版
タ
イ
ト
ル
は
『
音
楽
の
精
神
か
ら
の
悲
劇
の
誕
生
』、
意

味
を
欠
い
た
肉
声
そ
の
も
の
で
あ
る
よ
う
な
音
楽
の
肯
定
を
最
初
の
テ
ー
マ
と

し
て
い
た
。「
ど
ん
な
風
に
し
て
ま
ず
芸
術
作
品
は
区
別
す
べ
き
か
」。
ニ
ー
チ
ェ

は
一
八
八
二
年
に
書
き
上
げ
た
《
悦
ば
し
き
科
学la gaya scienza

》
第
五
書

の
な
か
で
、
こ
の
問
い
に
次
の
よ
う
に
答
え
る
。

一
切
の
も
の
は
、
独
白
的
芸
術
に
属
す
る
か
観
客
相
手
の
芸
術
に
属
す
る

か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
こ
の
後
者
に
は
、
な
お
ま
た
、
神
へ
の
信
仰
を

内
に
抱
く
あ
の
見
せ
か
け
だ
け
の
独
白
芸
術
、
つ
ま
り
祈
祷
の
叙
情
詩
の
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全
部
が
、
含
め
ら
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
信
心
深
い
者
に
は
孤
独
と
い
う

も
の
が
ま
だ
存
在
し
な
い
か
ら
だ
。
こ
う
し
た
区
別
の
案
出
は
、
わ
れ
わ

れ
が
、
背
神
の
徒
で
あ
る
わ
れ
わ
れ
が
は
じ
め
て
や
っ
た
こ
と
な
の
だ
。

総
体
的
に
見
た
上
で
の
芸
術
家
の
光
学
に
関
し
て
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
区

別
に
ま
さ
る
深
い
区
別
を
、
私
は
知
ら
な
い
。—

そ
れ
は
す
な
わ
ち
、

芸
術
家
が
観
客
の
目
を
起
点
と
し
て
自
分
の
生
成
中
の
芸
術
作
品
の
方

（「
自
己
」
の
方—
）
を
眺
め
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
ま
た
、
す
べ
て

の
独
白
的
芸
術
の
本
質
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、「
世
界
を
忘
却
し
て
」

い
る
の
か
、
と
い
う
点
か
ら
す
る
区
別
で
あ
る
。—

独
白
的
芸
術
は
忘

却
に
基
づ
い
て
い
る
、
そ
れ
は
忘
却
の
音
楽
な
の
だ
。

第
四
書
で
あ
の
《
神
の
死
》
に
は
じ
め
て
触
れ
た
彼
が
、《
忘
却
の
音
楽
》
に

つ
い
て
語
る
。
彼
が
忘
却
を
肯
定
的
に
み
て
い
る
の
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
こ

の
書
の
前
年（
一
八
八
一
年
）の《
曙
光
》第
二
書
の
な
か
で
は
、忘
却
は
た
だ《
亀

裂
》
と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
た
も
の
だ
。

忘
却
。—

忘
却
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
ま
だ
証
明
さ
れ
て
い
な

い
。
わ
れ
わ
れ
が
知
っ
て
い
る
こ
と
は
た
だ
、
想
起
が
わ
れ
わ
れ
の
力
の

及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
さ
し
あ
た
っ
て
わ

れ
わ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
力
の
こ
の
割
れ
目
に
あ
の
「
忘
却
」
と
い
う
言

葉
を
置
い
た
。
あ
た
か
も
能
力
が
も
う
ひ
と
つ
登
録
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
。

し
か
し
結
局
の
と
こ
ろ
何
が
わ
れ
わ
れ
の
力
の
及
ぶ
と
こ
ろ
だ
ろ
う
！

　

—

あ
の
言
葉
が
わ
れ
わ
れ
の
力
の
割
れ
目
に
位
置
す
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
以
外
の
言
葉
は
、
わ
れ
わ
れ
の
力
に
関
す
る
わ
れ
わ
れ
の
知
識
の
割

れ
目
に
位
置
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？

亀
裂
と
し
て
の
忘
却
の
不
思
議
な
肯
定
。
い
っ
た
い
、
な
に
を
忘
却
と
呼
ん

で
い
る
の
か
と
、
さ
ら
に
問
う
て
み
た
く
な
る
。
だ
が
そ
の
前
に
、
フ
ロ
イ
ト

を
経
由
し
て
補
助
線
を
引
い
て
お
こ
う
。

フ
ロ
イ
ト
は
「
快
感
原
則
の
彼
岸
」
に
お
け
る
果
敢
な
議
論
の
な
か
で
、
有

機
体
を
モ
デ
ル
化
す
る
際
、
刺
激
受
容
体
と
し
て
の
未
分
化
な
小
胞
を
原
有
機

体
と
し
て
採
用
し
た
。
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
の
は
、
外
界
と
内
部
と
を
分
割
す
る

シ
ン
プ
ル
な
丸
い
境
界
線
（
＝
表
皮
）
で
あ
る
。
こ
の
モ
デ
ル
に
お
い
て
表
皮

は
「
刺
激
保
護
」
＝
感
覚
器
官
を
な
し
、
表
皮
を
透
過
し
た
刺
激
は
内
部
に
痕

跡
と
し
て
蓄
え
ら
れ
て
い
く
。
そ
こ
で
時
間
は
、
内
部
に
蓄
積
さ
れ
た
記
憶
痕

跡
（
時
間
性
を
欠
い
た
）
と
、時
間
と
と
も
に
消
え
去
る
表
皮
上
の
感
覚
（
傷
）

と
の
対
立
的
な
（
質
的
な
）
差
異
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
逆
に
内
部
（
記
憶
シ

ス
テ
ム
）に
蓄
え
ら
れ
た
痕
跡
の
ほ
う
が
表
皮
に
よ
っ
て
再
度
感
覚
さ
れ
る
と
、

そ
れ
が
「
意
識
」
と
な
る
。
非
常
に
カ
ン
ト
に
近
い
考
え
方
で
、
表
皮
と
は
、

い
わ
ば
感
性
と
理
性
と
を
区
別
し
つ
つ
繋
ぐ
悟
性
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
こ
と

に
な
る
（
フ
ロ
イ
ト
に
お
い
て
、カ
ン
ト
の
悟
性
は
大
脳
皮
質
に
擬
せ
ら
れ
る
）。

未
来
か
ら
現
在
に
到
来
し
、現
在
か
ら
過
去
へ
と
消
え
去
る
時
間
イ
メ
ー
ジ
は
、

広
大
無
辺
の
無
意
識
の
領
域
に
蓄
え
ら
れ
て
ゆ
く
。
そ
れ
も
す
べ
て
が
蓄
え
ら

れ
て
い
く
。こ
う
し
て
蓄
積
さ
れ
た
原
時
間
と
で
も
い
う
べ
き
記
憶
痕
跡
は
、「
想

起
」（
再
現
）
に
よ
っ
て
、
定
期
的
に
（
事
後
的
に
）
リ
ニ
ア
な
時
間
的
秩
序
、

す
な
わ
ち
《
過
去
》
を
与
え
ら
れ
る
。
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こ
の
想
起
が
反
復
強
迫
を
促
す
場
合
も
あ
る
。
想
起
さ
れ
た
過
去
の
痕
跡
を

現
在
の
傷
と
混
同
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
生エ

ロ

ス

の
欲
動
と
死タ

ナ

ト

ス

の
欲
動

と
い
う
二
元
論
が
推
定
さ
れ
る
。
エ
ロ
ス
に
も
と
づ
く
有
機
体
と
、
タ
ナ
ト
ス

に
も
と
づ
く
無
機
物
の
対
立
過
程
と
し
て
、
生
命
体
は
把
握
さ
れ
る
。
つ
ま
り

有
機
体
と
は
、
時
間
の
観
点
か
ら
い
う
と
、
痕
跡
を
時
系
列
に
し
た
が
っ
て
整

理
す
る
能
力
の
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
は
歴
史
の
モ
デ
ル
で
も
あ

る
。
実
証
主
義
者
は
、
人
間
社
会
に
有
機
性
を
認
め
た
が
、
そ
れ
は
人
間
社
会

が
過
去
か
ら
未
来
を
歴
史
的
に
順
序
立
て
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
と
同
義
で
あ
る

（
逆
に
無
機
物
は
そ
れ
を
行
な
う
能
力
を
も
た
な
い
、
そ
れ
ゆ
え
反
復
強
迫
は
死

の
欲
動
と
い
わ
れ
る
）。
コ
ン
ト
が
認
め
た
社
会
の
有
機
性
と
歴
史
と
は
も
と
も

と
不
可
分
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
テ
ク
ス
ト
に
蓄
積
さ
れ
た
記
憶
痕
跡

を
で
き
る
か
ぎ
り
す
べ
て
、し
か
も
完
全
な
形
で
保
存
し
よ
う
と
す
る
だ
ろ
う
。

そ
う
し
な
け
れ
ば
、時
間
的
順
序
を
つ
け
る
材
料
が
失
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

フ
ロ
イ
ト
の
言
葉
で
い
う
と
、「
欲
動
と
は
、
生
命
の
あ
る
有
機
体
に
内
在
す
る

強
迫
で
あ
り
、
早
期
の
状
態
を
反
復
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
」「
す
べ
て

の
欲
動
は
初
期
状
態
を
回
復
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
」。
こ
の
無
時
間
的
な

世
界
に
蓄
積
さ
れ
た
書
庫
を
ひ
っ
く
り
か
え
し
、
過
去
を
再
現represent
す

る
こ
と
で
秩
序
を
与
え
る
の
が
、
歴
史
家
の
役
目
で
あ
る
。
フ
ロ
イ
ト
の
精
神

分
析
は
、
原
理
的
に
は
人
類
に
対
し
て
歴
史
家
の
行
な
う
仕
事
と
同
じ
で
あ
る

よ
う
に
み
え
る
。
ま
た
、
言
葉
は
、
内
部
に
蓄
え
ら
れ
た
意
味
と
外
部
表
象
の

結
合
体
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
言
葉
に
隠
さ
れ
た
意
味
を
解
釈
し
、
忘
れ
ら
れ

た
痕
跡
を
痕
跡
と
し
て
意
識
化
す
る
こ
と
が
、
歴
史
家
＝
精
神
分
析
家
の
職
務

で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
に
代
表
さ
れ
る
近
代
人
の
精
神
に
生
じ
て
い
た
亀
裂
を
埋

め
る
の
は
歴
史
で
あ
る
と
、
先
に
わ
れ
わ
れ
は
考
え
た
が
、
そ
の
定
義
と
も
齟

齬
し
な
い
だ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、
こ
の
歴
史
家
は
、
忘
却
を
否
定
す
る
。「
フ
ロ

イ
ト
は
わ
れ
わ
れ
の
た
め
に
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
舞
台
を
整
え
て
い
る
」
と
、

デ
リ
ダ
が
ほ
と
ん
ど
手
放
し
で
絶
賛
す
る
、
最
晩
年
の
「
マ
ジ
ッ
ク
・
メ
モ
に

つ
い
て
の
ノ
ー
ト
」
を
み
て
お
こ
う
。
市
販
さ
れ
て
い
る
マ
ジ
ッ
ク
・
メ
モ

W
underblock

は
蝋
盤
と
そ
の
上
の
カ
バ
ー
シ
ー
ト
で
構
成
さ
れ
て
い
て
、
表

面
を
覆
う
シ
ー
ト
を
引
き
は
が
す
と
、
シ
ー
ト
に
浮
か
び
上
が
る
記
述
は
消
去

さ
れ
る
が
、
ふ
た
た
び
シ
ー
ト
に
メ
モ
を
書
く
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
カ
バ
ー

シ
ー
ト
は
白
紙
の
状
態
に
な
る
が
、
そ
の
下
の
蝋
盤
に
は
、
い
ま
ま
で
書
か
れ

た
メ
モ
の
「
持
続
的
な
痕
跡
」
が
す
べ
て
残
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
人
間
の
心
的
な
装
置
に
つ
い
て
�
知
覚
機
能
が
果
た
す
方
法
そ

の
も
の
な
の
で
あ
る
。
人
間
の
心
的
装
置
で
は
、
刺
激
を
受
け
入
れ
る
層

で
あ
る
知
覚–

意
識
（W

-Bw

）
シ
ス
テ
ム
は
、
持
続
的
な
痕
跡
は
形
成

せ
ず
、
記
憶
の
基
礎
は
こ
れ
に
接
触
す
る
他
の
シ
ス
テ
ム
が
担
当
し
て
い

る
。

す
べ
て
の
痕
跡
が
消
え
ず
に
内
部
に
蓄
積
さ
れ
る
。
フ
ロ
イ
ト
自
身
が
認
め

て
い
る
と
お
り
、
マ
ジ
ッ
ク
・
メ
モ
の
場
合
は
一
度
消
去
さ
れ
て
し
ま
う
と
内

部
か
ら
再
現
不
可
能
で
あ
る
た
め
、厳
密
に
記
憶
の
は
た
ら
き
と
一
致
し
な
い
。

し
か
し
、「
マ
ジ
ッ
ク
・
メ
モ
で
は
、
受
け
入
れ
た
記
載
の
持
続
的
な
痕
跡
が
利

用
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
困
惑
す
る
に
は
値
し
な
い
。
こ
れ
が
存
在
す
る

だ
け
で
十
分
な
の
で
あ
る
」。
潜
在
的
に
は
た
だ
ち
に
意
識
化
で
き
る
状
態
だ
が
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（「
無
意
識
は
〈
潜
在
的
に–

意
識
で
き
る
〉
状
態
と
一
致
す
る
」）、
た
だ
想
起

さ
れ
て
い
な
い
状
態
で
記
憶
さ
れ
て
い
る
も
の
、
そ
れ
が
彼
ら
に
と
っ
て
の
忘

却
で
あ
る
。
痕
跡
を
完
全
に
捨
て
去
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
忘
却
は
原
理
的
に
存

在
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
意
見
は
、
フ
ロ
イ
ト
が
有
機
体
を
小
胞
モ
デ
ル
に

よ
っ
て
説
明
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
モ
デ

ル
で
は
、
外
か
ら
受
け
取
っ
た
も
の
を
再
び
外
に
投
げ
捨
て
る
可
能
性
を
考
え

る
こ
と
が
困
難
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
忘
却
と
い
う
言
い
方
は
必
要

が
な
く
な
る
。
知
覚–

意
識（W

-Bw
）シ
ス
テ
ム
の
下
に
あ
る「
記
憶
シ
ス
テ
ム
」

（
＝
エ
ス
）
に
、
す
べ
て
の
「
記
憶
の
残
滓
」
が
蓄
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
意
見
に
つ
い
て
考
え
を
進
め
る
と
、
忘
却
と
い
う
語
自
体
が
、
原
理
的

に
意
味
を
失
っ
た
完
璧
な
形
而
上
学
的
概
念
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
く
る
。

と
い
う
の
も
、
逆
に
な
に
か
を
記
憶
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
た
え
ず
も
ろ
も

ろ
の
記
憶
内
容
を
意
識
し
つ
づ
け
て
い
る
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ど
の
よ

う
な
記
憶
内
容
で
あ
ろ
う
と
、
潜
在
的
に
意
識
化
さ
れ
る
可
能
性
を
も
っ
た
も

の
で
あ
る
以
上
、
忘
却
と
記
憶
に
は
質
的
な
差
異
が
な
い
。
忘
却
と
は
、
い
わ

ば
留
保
さ
れ
て
い
る
記
憶
で
あ
る
。
死
ぬ
ま
で
呼
び
出
さ
れ
な
い
よ
う
な
記
憶

が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
記
憶
の
消
去
と
し
て
の
忘
却
と
は
異
な
る
。
フ

ロ
イ
ト
に
お
い
て
、消
去
と
し
て
の
忘
却
は
表
皮
に
お
い
て
し
か
起
こ
ら
な
い
。

無
意
識
は
、
生
ま
れ
て
こ
の
か
た
、
見
た
も
の
聞
い
た
も
の
感
じ
た
も
の
す
べ

て
を
記
憶
し
て
い
る—

た
だ
意
識
化
さ
れ
て
い
な
い
だ
け
で
、「
エ
ス
」
と
し

か
呼
び
よ
う
の
な
い
も
の
だ
と
し
て
も
。
忘
却
の
テ
ー
マ
は
間
違
い
だ
っ
た
こ

と
に
な
る
。
こ
の
概
念
は
、
根
源
的
に
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。
忘
れ
ら
れ
た
名
も

な
き
人
び
と
の
記
憶
の
た
め
に
歴
史
を
奉
仕
さ
せ
よ
う
と
、
絶
望
的
な
苦
労
に

苦
労
を
重
ね
た
ミ
シ
ュ
レ
の
試
み
は
、
ま
っ
た
く
の
不
毛
だ
っ
た
と
い
う
こ
と

に
な
ろ
う
。
す
べ
て
の
人
間
に
は
な
ん
ら
か
の
名
前
が
あ
る
。
そ
れ
が
た
と
え

ば"The Baby(w
as born dead)"

だ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
と
に
か
く
名

前
な
の
だ
。
し
た
が
っ
て
、
無
名
と
い
う
概
念
も
ま
た
背
理
で
あ
ろ
う
。
た
だ

名
前
を
書
き
連
ね
れ
ば
よ
か
っ
た
の
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
固
有
名
に
付
せ
ら

れ
た
記
述
が
、
窮
極
的
に
は
何
も
の
を
も
意
味
で
き
な
い
と
し
て
も
。

し
か
し
、
こ
の
思
考
実
験
が
こ
こ
ま
で
至
る
と
、
別
の
疑
念
が
湧
い
て
く
る
。

懐
疑
に
対
す
る
懐
疑
だ
。《
無
名
の
デ
カ
ル
ト
が
発
見
し
た
本
質
的
な
存
在
論
的

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

忘
却
で
あ
る
空
隙
と
し
て
の
コ
ギ
ト

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

》
は
、
な
に
も
意
味
し
て
い
な
い
の
だ
ろ

う
か
。
出
来
事
と
し
て
こ
の
空
隙
が
存
在
し
た
可
能
性
は
あ
り
え
な
い
の
だ
ろ

う
か
。
こ
の
空
隙
か
ら
、す
べ
て
の
近
代
的
な
も
の
が
生
成
し
た
の
で
は
な
か
っ

た
の
か
。

第
三
節　

忘
却
ｂ

ニ
ー
チ
ェ
は
、
ひ
と
が
「
知
識
の
死
」
と
呼
ぶ
忘
却
を
誰
よ
り
も
深
く
、
そ

し
て
も
っ
と
も
早
く
に
肯
定
し
た
者
で
あ
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
お
の
れ
が

他
人
か
ら
忘
れ
去
ら
れ
る
可
能
性
を
受
け
容
れ
る
こ
と
で
も
あ
る
。
多
く
の
場

合
、
ひ
と
が
忘
却
を
糾
弾
す
る
の
は
、
お
の
れ
の
存
在
の
唯
一
の
保
証
人
で
あ

る
他
人
の
記
憶
を
失
う
こ
と
を
恐
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。も
っ
と
も
早
く
に
、

と
い
う
の
は
、
前
近
代
に
は
、
お
そ
ら
く
忘
却
は
も
っ
と
あ
り
ふ
れ
て
い
た
か

ら
で
あ
る
（
こ
れ
は
実
証
不
可
能
な
テ
ー
マ
で
あ
る
）。「
持
続
痕
跡
」
の
た
め

の
紙
や
石
盤
は
、い
ま
よ
り
は
る
か
に
希
少
な
も
の
だ
っ
た
。産
業
革
命
の
あ
と
、

文
字
痕
跡
の
た
め
の
場
で
あ
る
紙
が
大
量
生
産
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
、
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フ
ロ
イ
ト
の
い
い
方
を
借
り
れ
ば
、
ひ
と
は
、
記
憶
を
拾
い
集
め
る
た
め
の
無

限
の
表
皮
＝
大
脳
皮
質
を
手
に
し
た
。
前
近
代
に
お
い
て
は
、
忘
却
は
あ
り
ふ

れ
て
い
て
も
、
ひ
と
び
と
の
忘
却
か
ら
記
憶
痕
跡
を
救
い
上
げ
て
く
れ
る
神
の

存
在
が
信
じ
ら
れ
て
い
た
。
神
は
過
去
や
未
来
を
も
た
ず
、
す
べ
て
を
永
劫
の

う
ち
に
記
憶
し
て
い
る
。
だ
が
神
が
死
ん
だ
い
ま
、
人
間
の
死
を
登
記
す
る
の

は
人
間
自
身
で
あ
る
。
孤
独
死
の
不
安
を
取
り
除
い
て
く
れ
る
の
は
、
神
よ
り

も
ず
っ
と
不
確
か
な
歴
史
だ
け
な
の
で
あ
る
。
ひ
と
り
固
有
名
の
登
記
で
は
な

く
無
名
性
の
登
記
を
試
み
た
あ
の
ミ
シ
ュ
レ
で
さ
え
、
忘
却
を
肯
定
す
る
こ
と

は
で
き
な
か
っ
た
。
神
な
き
近
代
に
お
い
て
忘
却
を
肯
定
す
る
、
と
は
、
孤
独

死
の
可
能
性
を
お
の
れ
の
う
ち
に
養
う
こ
と
で
あ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
は
瞬
間
の
う

ち
に
生
き
、
忘
却
す
る
動
物
と
、
過
去
の
鎖
に
た
え
ず
つ
き
ま
と
わ
れ
て
存
在

す
る
人
間
を
対
比
し
て
、
次
の
よ
う
に
い
う
。

動
物
は
直
ち
に
忘
れ
、
あ
ら
ゆ
る
瞬
間
が
現
実
に
死
に
、
霧
と
夜
の
な
か

に
沈
み
込
み
、
永
遠
に
消
え
失
せ
る
の
を
見
る
。
動
物
は
か
く
し
て
非
歴

史
的
に
生
き
る
。
け
だ
し
動
物
は
妙
な
分
数
を
余
り
と
し
て
残
さ
な
い
数

の
ご
と
く
割
り
切
っ
て
現
在
の
う
ち
に
現
わ
れ
出
る
�
。
こ
れ
に
対
し
て

人
間
は
過
ぎ
去
っ
た
も
の
の
大
き
な
常
に
増
大
す
る
重
荷
に
抵
抗
す
る
。

こ
の
重
荷
は
彼
を
圧
し
つ
ぶ
し
た
り
、
よ
ろ
め
か
せ
た
り
し
、
眼
に
見
え

ぬ
暗
い
負
担
と
な
っ
て
彼
の
歩
み
を
悩
ま
す
�
。
�
最
小
の
幸
福
に
お
い

て
も
最
大
の
幸
福
に
お
い
て
も
幸
福
を
し
て
幸
福
た
ら
し
め
る
も
の
は
常

に
一
つ
で
あ
る
。
そ
れ
は
忘
却
し
う
る
こ
と
で
あ
り
、
あ
る
い
は
一
層
学

者
的
に
表
現
す
れ
ば
、
そ
れ
の
継
続
し
て
い
る
あ
い
だ
非
歴
史
的
に
感
覚

す
る
能
力
で
あ
る
。
�
す
べ
て
の
行
為
に
は
忘
却
が
必
要
で
あ
る
が
、
こ

れ
は
す
べ
て
の
有
機
体
の
生
命
に
光
の
み
な
ら
ず
ま
た
闇
も
必
要
で
あ
る

の
と
同
様
で
あ
る
。

彼
は
動
物
の
忘
却
と
あ
ら
ゆ
る
有
機
体
の
幸
福
と
を
結
び
つ
け
る
。つ
ま
り
、

ニ
ー
チ
ェ
は
有
機
体
に
つ
い
て
、フ
ロ
イ
ト
と
は
別
の
考
え
方
を
も
っ
て
い
る
。

有
機
体
は
、
な
に
か
を
拾
い
集
め
る
と
同
時
に
、
自
分
の
体
外
に
そ
の
な
に
か

を
捨
て
去
る
能
力
を
も
つ
。
歴
史
を
全
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
は

「
歴
史
は
生
に
奉
仕
し
て
い
る
限
り
非
歴
史
的
に
奉
仕
し
て
お
り
�
」
と
い
う
逆

説
を
実
現
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
で
あ
る
。
記
憶
と
忘
却
と
は
対
立
し
て
い
る

の
で
は
な
い
が
、
フ
ロ
イ
ト
た
ち
の
よ
う
に
、
同
じ
も
の
の
度
合
い
だ
か
ら
と

い
う
の
で
は
な
い
。
記
憶
と
忘
却
と
は
、
ニ
ー
チ
ェ
に
と
っ
て
、
摂
取
と
排
泄

に
似
た
、
一
連
の
《
は
た
ら
き
》
な
の
で
あ
る
。
フ
ロ
イ
ト
の
よ
う
に
あ
え
て

有
機
体
モ
デ
ル
を
提
示
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
小
胞
と
い
う
よ
り
は
、
筒
や
漏
斗

状
の
も
の
で
あ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
の
有
機
体
は
中
心
に
外
部
を
持
っ
て
い
て
、
外

部
が
体
内
を
素
通
り
し
て
い
く
ほ
ど
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
、ひ
と
は
「
歴
史
病
」
を
患
っ
て
い
る
、と
ニ
ー
チ
ェ
に
は
み
え
る
。

生
が
あ
り
、《
そ
し
て
》
そ
れ
が
歴
史
を
な
す
、
と
い
う
「
明
晰
」
で
「
自
然
」

な
生
と
歴
史
の
先
後
関
係
は
、
過
去
の
歴
史
が
あ
り
、《
そ
れ
ゆ
え
に
》
現
在
お

よ
び
未
来
の
わ
れ
わ
れ
の
生
が
あ
る
、
と
い
う
因
果
律
に
塗
り
替
え
ら
れ
て
し

ま
う
。「
星
座
の
位
置
は
、じ
っ
さ
い
に
変
え
ら
れ
て
し
ま
っ
た—

学
問
に
よ
っ

て
、
歴
史
は
学
問
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
要
求
に
よ
っ
て
」。
真
理
は
行
な
わ
れ

し
め
よ
、
た
と
え
生
は
滅
ぶ
と
もfiat veritas pereat vita

�
�
。
こ
れ
が
歴
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史
の
標
語
で
あ
る
と
、
ニ
ー
チ
ェ
は
い
う
。

言
葉
の
病
に
苦
し
み
、
ま
だ
言
葉
で
も
っ
て
捺
印
さ
れ
て
い
な
い
自
身
の

ど
の
感
覚
に
も
信
頼
が
置
け
な
い
。
生
は
な
い
が
、
し
か
し
不
気
味
に
活

動
す
る
概
念
お
よ
び
言
葉
の
製
作
所
と
し
て
私
は
お
そ
ら
く
ま
だ
自
己
に

つ
い
て
、
わ
れ
思
う
故
に
わ
れ
在
りcogito, ergo sum

と
い
う
権
利
を

も
つ
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
わ
れ
生
き
る
故
に
思
うvivo, ergo cogito

と
い
う
権
利
を
も
た
な
い
。
私
に
保
証
さ
れ
て
い
る
も
の
は
空
虚
な
「
存

在
」
で
あ
っ
て
、
充
実
し
た
緑
の
「
生
」
で
は
な
い
。
私
の
根
源
的
感
覚

は
、
私
が
考
え
る
存
在
者
で
あ
る
こ
と
だ
け
を
私
に
請
け
合
い
、
私
が
生

け
る
存
在
者
で
あ
る
こ
と
を
請
け
合
わ
な
い
、
そ
れ
は
私
が
決
し
て
動
物

anim
al

で
は
な
く
、
せ
い
ぜ
い
思
惟
者cogital
に
す
ぎ
ぬ
こ
と
を
請
け

合
う
。

カ
ン
ト
以
来
、
デ
カ
ル
ト
の
コ
ギ
ト
を
学
問
的
に
証
明
さ
る
べ
き
命
題
と
受

け
取
り
、
そ
こ
に
存
在
論
的
忘
却
と
し
て
の
空
隙
を
み
た
と
す
る
な
ら
、
ニ
ー

チ
ェ
はsum

をvivo

に
か
え
る
こ
と
で
、
生
存
を
可
能
に
す
る
肯
定
的
な
忘

却
と
し
て
の
空
隙
を
見
い
だ
す
。

歴
史
熱
を
病
む
者
が
能
動
的
と
な
る
の
は
ほ
と
ん
ど
歴
史
的
感
覚
の
ま
さ

に
間
断
す
る
一
瞬
の
忘
却
か
ら
の
み
で
あ
り
、
こ
の
一
瞬
の
活
動
が
過
ぎ

去
れ
ば
、
彼
は
自
分
の
行
為
を
解
剖
し
、
活
動
し
続
け
る
こ
と
を
分
析
的

考
察
に
よ
っ
て
妨
害
し
、
遂
に
は
こ
の
考
察
を
「
歴
史
」
へ
と
脱
皮
さ
せ

る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
な
お
中
世
時
代
に
生

き
て
お
り
、
歴
史
は
今
も
な
お
仮
装
せ
る
神
学
で
あ
る
。

学
び
、
そ
し
て
忘
れ
よ
、
と
い
う
わ
け
だ
。
ニ
ー
チ
ェ
は
さ
ら
に
つ
づ
け
る
。

忘
却
は
、
浅
薄
な
徒
輩
が
信
じ
る
よ
う
な
た
ん
な
る
惰
性
で
は
な
い
。
む

し
ろ
こ
れ
は
一
つ
の
能
動
的
な
、
も
っ
と
も
厳
密
な
意
味
に
お
け
る
積
極

的
な
抑
止
能
力
で
あ
り
、
こ
の
能
力
の
お
か
げ
で
、
お
よ
そ
わ
れ
わ
れ
に

体
験
さ
れ
、経
験
さ
れ
、摂
取
さ
れ
る
も
の
が
消
化
の
状
態
（
こ
れ
を
〈
精

神
的
同
化
〉
と
呼
ん
で
も
よ
い
）
に
あ
る
う
ち
は
、
わ
れ
わ
れ
の
肉
体
的

栄
養
、い
わ
ゆ
る〈
肉
体
的
同
化
〉が
営
ま
れ
る
種
々
の
全
過
程
と
同
様
に
、

意
識
に
上
ら
な
い
で
い
る
。
�
自
由
な
余
地
を
空
け
る
た
め
の
し
ば
し
の

静
謐
、
し
ば
し
の
白
紙
状
態
、—

こ
れ
こ
そ
が
、
い
ま
い
っ
た
よ
う
に
、

能
動
的
な
忘
却
の
、
心
的
秩
序
・
安
静
・
礼
法
の
い
わ
ば
門
番
で
あ
り
執

事
で
あ
る
忘
却
の
効
用
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
し
て
た
だ
ち
に
、
忘
却
な
く

し
て
い
か
な
る
幸
福
も
晴
朗
も
希
望
も
矜
持
も
、
ま
た
い
か
な
る
現
在

0

0

も

あ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
察
知
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

な
に
ゆ
え
彼
は
こ
こ
ま
で
忘
却
を
肯
定
で
き
る
の
か
。
や
や
冒
険
的
に
、
か

つ
手
短
に
議
論
を
展
開
し
て
み
よ
う
。
忘
却
を
肯
定
的positif

に
捉
え
る
な
ら

ば
（
つ
ま
り
忘
却
を
記
憶
の
否
定
に
よ
っ
て
捉
え
な
い
な
ら
ば
）、
こ
の
概
念
は

未
来
の
自
己
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
る
か
、
他
人
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
る
か
、
そ

の
い
ず
れ
か
で
あ
り
、
空
隙
と
し
て
現
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
空
隙
は
、
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現
在
の
私
以
外
の
可
能
な
他
者
（
外
部
）
に
よ
っ
て
し
か
、
指
摘
さ
れ
充
填
さ

せ
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
場
合
、
共
通
の
記
憶
（
＝
歴
史
）
を
媒
介

に
他
者
と
間
接
的
に
結
び
つ
く
の
で
は
な
く
、
お
の
れ
の
空
隙
＝
忘
却
を
通
し

て
直
接
他
者
に
接
続
す
る
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
ニ
ー

チ
ェ
に
は
サ
ン
＝
シ
モ
ン
の
発
明
し
た
「
同
情
」
や
、
コ
ン
ト
の
発
明
し
た

「
利
他
主
義
」
が
余
計
な
も
の
に
映
る
だ
ろ
う
。
人
間
を
個
体
と
し
て
完
成
さ
れ

た
有
機
体
と
み
る
こ
と
で
、
逆
に
、
人
間
の
社
会
的
な
活
動
を
説
明
す
る
場
合

に
よ
り
高
次
の
組
織
性
を
媒
介
さ
せ
る
必
要
が
生
じ
て
し
ま
う
。
そ
れ
が
「
妙

な
分
数
を
余
り
と
し
て
残
」
す
と
こ
ろ
の
歴
史
で
あ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
の
有
機
体

organism
e

は
い
わ
ば
自
然
数
（
数
え
る
数
）
で
あ
る
と
同
時
に
、
有
機
体
と

し
て
は
つ
ね
に
不
完
全
な
も
の
で
あ
る
が
、
逆
説
的
に
、
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え

に
組
織organism

e

を
必
要
と
し
な
い
。
手
を
と
る
情
け
深
さ
が
あ
る
の
な
ら
、

過
去
の
手
を
振
り
ほ
ど
く
（
罪
を
赦
すobliviscor

）
情
け
深
さ
も
ま
た
あ
る

の
で
は
な
い
か
。
拾
い
集
め
るcogitatus

才
能
と
同
じ
ほ
ど
に
、
捨
て
去
る

才
能
も
ま
た
期
待
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
ひ
と
は
す
べ
て
を
記
憶
す
る
こ
と

な
ど
で
き
な
い
。
本
質
的
に
、
カ
ン
ト
の
「
カ
テ
ゴ
リ
ー
表
」
も
、
コ
ン
ト
の

「
一
覧
表
」
も
、
ひ
と
り
で
は
完
成
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
い
つ
も
自
分
で

は
指
摘
す
る
こ
と
の
で
き
ぬ
空
隙
が
あ
ち
こ
ち
に
あ
る—

す
な
わ
ち
忘
却
が

あ
る
。「
わ
た
し
の
身
辺
に
は
砕
か
れ
た
古
い
表
と
な
か
ば
書
か
れ
た
だ
け
の
表

と
が
置
か
れ
て
あ
る
。
い
つ
わ
た
し
の
時
は
来
る
の
だ
ろ
う
。
�
最
も
遠
方
に

い
る
者
た
ち
へ
の
わ
た
し
の
大
い
な
る
愛
は
、
こ
う
命
ず
る
。
お
ま
え
の
隣
人

を
い
た
わ
る
な
と
。
人
間
は
乗
り
超
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
あ
る
も
の
な
の
だ
。

�
打
ち
破
れ
、
君
た
ち
認
識
の
徒
よ
、
古
い
表
を
」。
こ
こ
ま
で
く
れ
ば
、
新
し

い
体
系
、
ニ
ー
チ
ェ
の
い
う
《
悦
ば
し
き
科
学
》
ま
で
、
ミ
シ
ュ
レ
の
《
人
民

の
書
》
ま
で
、あ
と
一
歩
で
あ
る
。
な
ぜ
ミ
シ
ュ
レ
が
革
命
後
の
渾
沌
を
《
実
証
》

と
口
走
っ
た
の
か
も
理
解
で
き
る
は
ず
だ
。
独
白
や
孤
独
を
恐
れ
ぬ
が
よ
い
。

忘
れ
去
ら
れ
た
無
名
の
人
び
と
の
名
を
拾
い
集
め
る
が
よ
い
。
そ
の
こ
と
が
一

時
的
に
彼
を
致
命
的
な
背
理
に
陥
ら
せ
た
と
し
て
も
、
ひ
と
は
ま
た
、
そ
の
名

を
忘
れ
る
だ
ろ
う
か
ら
�
�
。

第
四
節　

文ム
ー
シ
ケ
ー学

名
も
な
き
者
の
名
を
、
声
な
き
者
の
声
を
実
現
で
き
る
の
は
、
原
理
的
に
い
っ

て
も
は
や
忘
却
だ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
一
度
は
名
指
さ
れ
、
ま
た
名
指
し
も
し

た
だ
ろ
う
人
民
の
名
や
声
は
、
そ
の
後
、
忘
れ
ら
れ
た
か
ら
こ
そ
、
無
名
や
沈

黙
を
実
現
で
き
る
の
で
あ
る
。
声
（
瞬
間
）
を
文
字
（
無
限
）
に
変
え
る
こ
と

を
背
理
と
恐
れ
る
必
要
も
な
い
。
文
字
も
ま
た
、
そ
れ
が
定
着
し
た
物
質
の
消

滅
速
度
に
し
た
が
っ
て
、
声
と
同
じ
よ
う
に
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
ど
れ
ほ
ど

の
テ
ク
ス
ト
が
燃
え
尽
き
て
灰
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
、
歴
史
家
な
ら
ば
よ
く

知
っ
て
い
る
は
ず
だ
。
灰
に
な
っ
た
書
、
そ
れ
は
つ
い
に
沈
黙
の
声
と
同
義
で

あ
る
。
新
し
い
歴
史
家
も
ま
た
、
い
つ
も
な
か
ば
書
き
か
け
の
表
を
も
ち
、
彼

ら
人
民
と
同
じ
よ
う
に
、
沈
黙
と
無
名
性
の
な
か
で
、
人
民
を
呼
び
か
け
名
指

す
は
ず
だ
。
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
は
、
一
九
世
紀
と
二
〇
世
紀
の
ひ
と
た

ち
が
囚
わ
れ
て
し
ま
っ
た
、
際
限
の
な
い
固
有
名
の
議
論
か
ら
抜
け
出
す
こ
と

が
で
き
る
。
名
と
は
、
実
際
に
ひ
と
の
背
中
を
押
し
も
す
る
風
で
あ
る
が
、
や

は
り
ひ
と
の
脇
を
通
り
過
ぎ
て
い
く
風
で
も
あ
る
。
名
を
も
た
ぬ
人
び
と
の
唯

名
論
。
進
歩
の
風
が
凪
い
だ
あ
と
も
、自
己
発
火
し
つ
づ
け
る
精
神
と
し
て
の
、
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超
人
。《
わ
た
し
》
を
超
え
て
い
く
の
は
も
う
ひ
と
り
の
《
わ
た
し
》
で
は
な
く
、

超
人
。
忘
却
を
記
憶
の
抑
圧
や
「
欠
失
」
と
し
て
し
か
捉
え
ら
れ
な
か
っ
た
ひ

と
た
ち
に
は
、
思
い
も
よ
ら
ぬ
議
論
だ
ろ
う
。
忘
却
を
恐
れ
ぬ
者
だ
け
が
、
真

正
の
歴
史
を
書
く
こ
と
が
で
き
る
。

ひ
と
に
、
完
全
な
無
か
ら
な
に
も
の
か
を
作
り
出
す
能
力
は
な
い
。
完
全
な

無
と
は
、
有
（
存
在
）
の
対
概
念
と
し
て
作
ら
れ
た
形
而
上
学
的
な
概
念
で
あ

る
。
存
在
で
は
な
く
、生
成
と
消
滅
に
か
か
わ
る
《
生
》
を
主
題
に
据
え
る
な
ら
、

完
全
な
無
か
ら
な
さ
れ
る
創
造
は
神
に
属
す
る
概
念
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

ひ
と
が
な
に
か
を
作
り
出
す
、
と
い
う
こ
と
は
、
正
確
に
は
、
記
憶
さ
れ
た
イ

メ
ー
ジ
に
な
に
か
を
対
位
法
的
に
付
け
加
え
た
り
削
っ
た
り
す
る
こ
と
で
変
容

さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
記
憶
に
対
す
る
意
図
的
な
忘
却
に
よ
っ
て
、

そ
れ
を
変
形
す
る
。
そ
う
し
た
能
力
を
と
き
に
想
像
力
と
呼
ぶ
が
、そ
れ
ゆ
え
、

記
憶
力
、
想
起
（
想
像
力
）、
忘
却
と
い
う
三
つ
の
力
は
、
相
互
に
依
存
し
た
概

念
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ら
の
概
念
は
と
き
に
対
立
し
た
相
を
み
せ
る

こ
と
が
あ
る
が
、
実
際
に
は
ど
れ
か
が
欠
け
れ
ば
す
べ
て
不
可
能
と
な
る
。
こ

れ
を
念
頭
に
プ
ラ
ト
ン
の
い
く
つ
か
の
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
に
触
れ
、
長
い
論
考
を

結
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
死
の
場
面
を
伝
え
る
『
パ
イ
ド
ン
』
は
次
の
よ
う
に
始
ま
る
。

処
刑
が
決
ま
っ
た
も
の
の
、ち
ょ
う
ど
デ
ロ
ス
島
で
行
な
わ
れ
る
祭
礼
と
重
な
っ

た
た
め
に
、
執
行
が
延
期
に
な
り
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
牢
獄
で
い
く
ら
か
余
命
を

保
つ
こ
と
が
で
き
た
。
彼
は
牢
獄
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
以
来
、
詩
を
書
く
よ
う

に
な
っ
た
と
い
う
。
そ
の
こ
と
を
不
思
議
に
思
っ
た
パ
イ
ド
ン
た
ち
は
、
牢
獄

で
毒
を
仰
ぐ
当
の
処
刑
の
日
に
訪
れ
、
な
ぜ
か
と
問
い
た
だ
し
た
。
そ
こ
で
ソ

ク
ラ
テ
ス
は
彼
ら
に
驚
く
べ
き
こ
と
を
語
っ
た
。

こ
れ
ま
で
の
生
涯
に
お
い
て
、
し
ば
し
ば
同
じ
夢
が
僕
を
訪
れ
た
の
だ
が
、

そ
れ
は
、
そ
の
時
々
に
違
っ
た
姿
を
し
て
は
い
た
が
、
い
つ
も
同
じ
こ
と

を
言
う
の
だ
っ
た
。『
ソ
ク
ラ
テ
ス
、
文ム

ー
シ
ケ
ー芸

を
作
り
な
し
、
そ
れ
を
業
と

せ
よ
』。
そ
し
て
、
僕
は
以
前
に
は
、
僕
が
ず
っ
と
し
て
き
た
こ
と
を
こ

の
夢
が
僕
に
勧
め
命
じ
て
い
る
の
だ
、
と
思
っ
て
い
た
。
ち
ょ
う
ど
走
者

に
人
々
が
声
援
を
送
る
よ
う
に
、
こ
の
夢
は
僕
に
、
僕
が
ま
さ
に
し
続
け

て
き
た
こ
と
を
文
芸
を
な
す
こ
と
と
し
て
激
励
し
て
い
る
の
だ
、
と
。
な

ぜ
な
ら
、
僕
は
、
哲
学
こ
そ
最
高
の
文
芸
で
あ
り
、
僕
は
そ
れ
を
し
て
い

る
の
だ
、
と
考
え
て
い
た
か
ら
だ
。
し
か
し
、
い
ま
や
裁
判
も
終
わ
り
、

神
の
祭
が
僕
の
死
を
妨
げ
て
い
る
間
に
、
僕
は
こ
う
思
っ
た
の
だ
。
も
し

か
し
て
あ
の
夢
は
通
俗
的
な
意
味
で
の
文
芸
を
な
す
よ
う
に
と
僕
に
命
じ

て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
な
ら
、
そ
の
夢
に
逆
ら
う
こ
と
な
く
、

僕
は
そ
れ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
。
な
ぜ
な
ら
、
夢
に
従
っ
て
詩

を
作
り
聖
な
る
義
務
を
果
た
し
て
か
ら
こ
の
世
を
立
ち
去
る
方
が
、
よ
り

安
全
で
あ
る
か
ら
だ
。
こ
う
し
て
、
先
ず
、
僕
は
現
に
そ
の
祭
が
行
な
わ

れ
て
い
た
神
ア
ポ
ロ
ン
へ
の
賛
歌
を
作
っ
た
の
だ
。
そ
れ
か
ら
、
神
へ
の

賛
歌
を
後
で
僕
は
考
え
た
。
詩
人
と
い
う
も
の
は
、
も
し
本
当
に
詩

ポ
イ
エ
ー
テ
ー
ス人

〔
作
る
人
〕
で
あ
ろ
う
と
す
る
な
ら
、
真

ロ

ゴ

ス

実
を
語
る
言
論
で
は
な
く
て

創ミ

ュ

ト

ス

作
物
語
を
作
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
。
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驚
く
べ
き
、
と
い
う
の
は
、
矍
鑠
た
る
こ
の
老
人
が
、
死
を
前
に
知
的
な
探

究
心
を
一
切
失
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
の
生
涯
を
否
定
し

か
ね
な
い
夢
の
解
釈
に
彼
自
身
が
達
し
た
と
し
て
も
、
飽
く
こ
と
な
く
、
し
か

も
い
け
し
ゃ
あ
し
ゃ
あ
と
、
文ム

ー
シ
ケ
ー芸を
実
践
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
真
理
を
司

る
ロ
ゴ
ス
か
ら
、
虚
構
を
司
る
ミ
ュ
ト
ス
へ—

た
し
か
に
彼
は
《
真ロ

ゴ
ス理
》
を

蔑
ろ
に
し
若
者
を
扇
動
す
る
《
虚ミ

ュ
ト
ス構

》
を
で
っ
ち
上
げ
た
と
さ
れ
て
、
死
刑
の

罪
を
着
せ
ら
れ
た
。
だ
が
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
彼
が
ロ
ゴ
ス
へ
の
絶
望
や
挫
折

を
表
明
し
て
い
る
と
は
考
え
な
い
こ
と
だ
。
な
に
し
ろ
、
彼
は
な
ぜ
い
ま
ミ
ュ

ト
ス
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
鮮
や
か
な
論ロ

ゴ

ス

理
展
開
で
説
得
し
さ
え
す
る
。
こ

の
抜
け
目
な
い
男
は
ロ
ゴ
ス
に
の
み
頼
り
切
っ
た
り
、あ
る
い
は
捨
て
て
し
ま
っ

た
り
、
そ
ん
な
迂
闊
な
こ
と
は
し
な
い
。
む
し
ろ
わ
れ
わ
れ
は
、
死
を
前
に
し

て
な
お
、軽
快
に
踵
を
返
し
て
行
な
わ
れ
た
ロ
ゴ
ス
か
ら
ミ
ュ
ト
ス
へ
の
跳
躍
、

弟
子
た
ち
を
さ
え
欺
く
彼
の
舞
踏
に
素
直
に
感
嘆
す
べ
き
だ
ろ
う
。
彼
に
は
、

ロ
ゴ
ス
よ
り
も
も
っ
と
重
大
な
こ
と
が
あ
っ
た—

そ
れ
が
《
哲
学
》
で
あ
り
、

そ
し
て
《
文ム

ー
シ
ケ
ー芸》

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ロ
ゴ
ス
に
せ
よ
ミ
ュ
ト
ス
に
せ
よ
、
彼

に
は
も
っ
と
巨
大
な
も
の
の
手
段
に
す
ぎ
な
い
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
パ
イ
ド
ン
た
ち
に
、
死
後
の
世
界
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か

語
る
。
わ
れ
わ
れ
の
世
界
は
、
真
の
世
界
の
窪
地
に
す
ぎ
な
い—

画
家
た
ち

は
、
真
の
世
界
の
色
の
見
本
を
使
っ
て
、
世
界
を
描
い
て
い
る—

真
の
世
界

に
お
い
て
は
「
こ
の
地
の
色
よ
り
も
遥
か
に
明
る
く
輝
き
、よ
り
純
粋
」
で—

「
あ
る
部
分
は
驚
く
ば
か
り
に
美
し
い
深
紫
色
で
あ
り
、
他
の
部
分
は
金
色
、
白

い
か
ぎ
り
の
部
分
は
白
亜
や
雪
よ
り
も
白
く
、
同
様
に
そ
の
他
い
ろ
い
ろ
な
色

か
ら
成
り
、
そ
れ
ら
の
色
は
わ
れ
わ
れ
が
見
知
っ
て
い
る
か
ぎ
り
の
色
よ
り
も

数
も
多
く
、
よ
り
美
し
い
」。
こ
の
世
界
の
外
側
に
広
が
る
真
の
色
彩
。
ソ
ク
ラ

テ
ス
に
よ
れ
ば
、
優
れ
た
画
家
た
ち
は
、
こ
の
真
の
色
彩
を
用
い
る
業
を
も
っ

て
い
る
の
だ
と
い
う
。
そ
し
て
嘆コ

キ
ュ
ー
ト
ス

き
の
河
や
炎

ピ
ュ
リ
フ
レ
ゲ
ト
ー
ン

の
河
の
流
れ
る
、
恐
る
べ
き
冥

府
に
も
触
れ
、
最
後
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
次
の
よ
う
な
言
葉
を
吐
露
す
る
。

さ
て
、
地
下
世
界
に
関
す
る
以
上
の
話
が
僕
が
述
べ
た
通
り
に
そ
の
ま
ま

あ
る
、
と
確
信
を
も
っ
て
主
張
す
る
こ
と
は
、
理ロ

ゴ
ス性

を
も
つ
人
に
相
応
し

く
は
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、
魂
が
た
し
か
に
不
死
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か

な
の
だ
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
魂
と
そ
の
住
処
に
つ
い
て
な
に
か
こ
の
よ
う

な
こ
と
が
あ
る
、
と
考
え
る
の
は
適
切
で
も
あ
る
し
、
そ
の
よ
う
な
考
え

に
身
を
托
し
て
危
険
を
冒
す
こ
と
に
は
価
値
が
あ
る
、
と
僕
に
は
思
わ
れ

る
。—

な
ぜ
な
ら
、
こ
の
危
険
は
美
し
い
の
だ
か
ら—

ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
悲
し
み
に
暮
れ
つ
つ
微
妙
な
言
い
回
し
で
死
後
を
案
じ
る

ク
リ
ト
ン
に
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
痕
跡
を
た
ど
る
べ
き
で
は
な
く
、
自
己
に
の
み

配
慮
す
べ
き
こ
と
を
述
べ
、
そ
し
て
「
微
笑
し
て
」
こ
う
答
え
る
こ
と
も
忘
れ

て
い
な
い
。「
い
い
か
ね
、
善
き
ク
リ
ト
ン
よ
、
言
葉
を
正
し
く
使
わ
な
い
と
い

う
こ
と
は
そ
れ
自
体
と
し
て
誤
謬
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
て
、
魂
に
な
に
か

害
悪
を
及
ぼ
す
の
だ
。
さ
あ
、
元
気
を
出
す
の
だ
。
そ
し
て
、
僕
の
体
を
埋
葬

す
る
の
だ
、
と
言
い
た
ま
え
」。
こ
う
し
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
真
理—

す
な
わ

ち
ロ
ゴ
ス
に
対
し
て
も
目
配
り
を
し
な
が
ら
、
毒
を
仰
い
で
死
ぬ
。

嘘
は
た
し
か
に
魂
を
汚
し
も
す
る
。だ
が
、現
状
の
規
定
的
な
真
理
の
た
め
に
、

嘘
を
恐
れ
、
未
来
の
美
を
諦
め
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
と
い
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う
か
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
お
い
て
、《
美
》
は
、
不
確
か
で
未
規
定
な
未
来
に
お
け

る
《
真
理
》
を
約
束
す
る
予
言
で
あ
り
指
針
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、真
と
美
と
、

す
な
わ
ち
ロ
ゴ
ス
と
ミ
ュ
ト
ス
と
、
さ
も
な
く
ば
記
憶
と
想
像
力
と
は
、
複
雑

に
絡
み
合
っ
て
い
る
。

別
の
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
を
み
よ
う
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
兄
グ
ラ
ウ

コ
ン
に
対
し
て
、『
国
家
』
の
な
か
で
次
の
よ
う
な
物
語
を
聞
か
せ
て
い
る
。
ア

ル
メ
ニ
オ
ス
の
子
、
勇
者
エ
ル
は
、
戦
場
で
最
期
を
遂
げ
た
。
だ
が
、
屍
は
十

日
経
っ
て
も
腐
ら
ず
、
十
二
日
目
に
生
き
返
っ
た
。
彼
は
、
そ
の
間
に
冥
界
で

体
験
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
奇
妙
な
出
来
事
を
語
っ
た
。
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
や
大
ア

イ
ア
ス
が
、
オ
ル
ペ
ウ
ス
や
ア
タ
ラ
ン
テ
が
、
ふ
た
た
び
こ
の
世
に
生
ま
れ
変

わ
る
輪
廻
転
生
の
物
語
で
あ
る
。
彼
ら
の
魂
は
最
後
に
、
レ
ー
テ
ー
の
野
に
お

い
て
、
忘
却
の
河
の
水
を
飲
む
。
そ
こ
で
、
冥
界
や
生
前
の
記
憶
は
綺
麗
さ
っ

ぱ
り
忘
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
忘
却
を
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
否
定
し
て
い
な
い
。
と

い
う
の
も
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
グ
ラ
ウ
コ
ン
よ
、
物
語
は
救
わ
れ
た
の
で
あ
り
、
滅

び
は
し
な
か
っ
た
の
だ
。
も
し
わ
れ
わ
れ
が
こ
の
物
語
を
信
じ
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
を
救
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
わ
れ
わ

れ
は
、〈
忘
却
の
河
〉
を
つ
つ
が
な
く
渡
っ
て
、
魂
を
汚
さ
ず
に
す
む
こ

と
だ
ろ
う
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
目
論
見
は
、
輪
廻
転
生
を
信
じ
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ

か
ら
次
の
よ
う
な
問
題
が
生
じ
る—

転
生
が
あ
り
、
し
た
が
っ
て
滅
び
が
な

い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
《
始
ま
り
》
が
あ
る
の
か
。（
始
ま
り
と
終
わ
り
を

必
ず
も
つ
）
物
語
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
は
滅
び
る
こ
と
が
な
い
、

と
い
う
こ
と
が
矛
盾
で
な
い
と
す
れ
ば
、一
体
ど
う
し
て
そ
れ
が
可
能
な
の
か
。

こ
こ
で
も
っ
と
も
重
要
な
役
割
を
果
た
す
の
が
、
レ
ー
テ
ー
の
野
に
流
れ
る
放

念
の
河
の
水
を
飲
む
こ
と
、
す
な
わ
ち
《
忘
却
》
で
あ
る
。
原
初
に
は
、
忘
却

が
あ
る—

か
く
し
て
、不
滅
性
と
は
じ
ま
り
と
が
同
時
に
実
現
可
能
と
な
る
。

「
物
語
は
救
わ
れ
た
の
で
あ
り
、
滅
び
は
し
な
か
っ
た
の
だ
」
と
い
う
言
葉
の
意

味
は
、
は
じ
ま
り
と
終
わ
り
（
＝
救
い
）
と
が
物
語
の
条
件
で
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
同
時
に
輪
廻
と
い
う
永
劫
を
も
実
現
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
に
お
い
て
、
忘
却
は
か
く
も
重
要
な
の
だ
。

デ
リ
ダ
は
、『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
の
な
か
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
語
っ
た
《
コ
ー
ラ
ー

Khora

》
に
つ
い
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
コ
ー
ラ
ー
と
は
、
ヘ
シ
オ
ド
ス
の

『
神
統
記
』
の
な
か
で
歌
わ
れ
た
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
起
源
、
原
初
の
カ
オ
ス

を
抽
象
化
し
た
、《
場
》
の
概
念
で
あ
る
。
ヘ
シ
オ
ド
ス
は
、
渾カ

オ
ス沌Khaos

を

巨カ

ス

マ

・

メ

ガ

大
な
空
隙Khasm

a M
ega

と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
渾
沌
、
空
隙
、
場

コ
ー
ラ
ー

は
同
じ
対
象
の
変
容
に
よ
っ
て
生
じ
た
概
念
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
戦
略
的

に
迂
回
を
重
ね
た
結
果
、
場

コ
ー
ラ
ーが
な
に
も
の
で
あ
る
か
を
名
指
す
こ
と
の
で
き
な

か
っ
た
デ
リ
ダ
に
反
し
て
、
三
つ
の
概
念
を
一
つ
の
対
象
の
う
ち
に
み
た
ギ
リ

シ
ア
人
の
鮮
烈
な
認
識
論
に
よ
る
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
れ
を
は
っ
き
り
名

指
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
し
か
に
、
な
に
か
い
わ
く
言
い
難

い
も
の
で
は
あ
る
。
ロ
ゴ
ス
で
も
な
い
し
、
ミ
ュ
ト
ス
で
も
な
い
。
真
理
で
も
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虚
構
で
も
な
く
、
記
憶
力
で
も
想
像
力
で
も
な
い
。
否
定
的
記
述
を
重
ね
る
こ

と
で
し
か
定
義
で
き
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
な
に
か
見
知
っ
た
も
の
で
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
な
に
か
に
よ
っ
て
言
い
表
せ
な
い
不ア

モ
ル
フ

定
形
な
《
そ
れ
》。
デ
リ
ダ

は
こ
の
概
念
を
哲
学
の
外
に
あ
る
と
指
摘
し
た
が
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
む
し
ろ
こ

の
概
念
を
哲
学
の
「
第
三
の
類
」
に
登
録
す
る
。
ほ
と
ん
ど
限
界
の
概
念
で
あ

る
と
し
て
も
、
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
で
、
な
に
か
が
い
え
る
は
ず
だ
。
ロ
ゴ
ス

か
ら
ミ
ュ
ト
ス
の
あ
い
だ
に
走
る
亀
裂
、
カ
ス
マ
＝
カ
オ
ス
と
い
う
起
源
に
か

か
わ
る
概
念
、《
場

コ
ー
ラ
ー》。「
父
」
と
い
う
模
範
者
＝
ロ
ゴ
ス
で
も
な
く
、「
子
ど
も
」

と
い
う
模
倣
者
＝
ミ
ュ
ト
ス
で
も
な
い
。
ま
っ
さ
ら
な
蝋
盤
＝
白
紙
と
し
て
の

「
受
容
体
」
を
与
え
る
「
母0

」
な
る
《
場

コ
ー
ラ
ー》。

ニ
ー
チ
ェ
が
《
亀
裂
》
と
呼
ん
で

い
た
も
の
が
何
だ
っ
た
か
、
こ
こ
で
思
い
出
そ
う
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は
、『
国
家
』

に
お
い
て
永
劫
（
輪
廻
転
生
）
と
始
ま
り
と
を
同
時
に
実
現
し
て
い
た
概
念
、

渾
沌
で
も
あ
り
空
隙
で
も
あ
る
は
じ
ま
り
の
概
念
、
す
な
わ
ち
忘
却
で
あ
る
。

ニ
ー
チ
ェ
は『
反
時
代
的
考
察
』の
な
か
で
、プ
ラ
ト
ン
の『
国
家
』に
つ
い
て
、

次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
た
。

プ
ラ
ト
ン
は
、
彼
の
新
し
い
社
会
の
第
一
の
世
代
は
強
力
な
や
む
を
え
ざ

る
嘘
の
助
け
に
よ
っ
て
教
育
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
だ
と
考
え
た
。
子
供
た

ち
は
、
す
べ
て
自
分
ら
が
既
に
或
る
期
間
大
地
の
下
に
夢
み
な
が
ら
住
ん

で
い
て
、
ま
さ
し
く
そ
こ
で
自
然
の
造
り
主
に
よ
っ
て
捏
ね
上
げ
ら
れ
形

づ
く
ら
れ
た
こ
と
を
信
ず
る
こ
と
を
学
ぶ
べ
き
で
あ
る
。
�
こ
の
や
む
を

え
ざ
る
真
理
の
な
か
で
わ
れ
わ
れ
の
第
一
の
世
代
は
教
育
さ
れ
な
く
て
は

な
ら
ぬ
。

輪
廻
転
生
を
確
信
し
、
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
因
果
の
鎖
列
に
囚
わ
れ
た
プ

ラ
ト
ン
的
人
間
像
に
お
い
て
、《
第
一
世
代
》
を
実
現
す
る
た
め
の
も
っ
と
も
重

要
な
概
念
が
、《
忘
却
》
で
あ
り
、「
自デ

ミ

ウ

ル

ゴ

ス

然
の
造
り
主
」
の
も
た
ら
す
嘘

ミ
ュ
ト
ス、
そ
し

て
生

ポ
イ
エ
ー
シ
ス
成
で
あ
る
。
な
ぜ
わ
れ
わ
れ
は
、
人
類
の
創
生
に
エ
ピ
メ
テ
ウ
ス
と
い
う

忘
却
の
神
を
必
要
と
し
た
の
か
。
ヘ
シ
オ
ド
ス
た
ち
の
伝
え
る
人
類
創
生
の
神

話
ほ
ど
、
快
活
な
笑
い
に
満
ち
て
い
る
も
の
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
な
に
か
を

造
る
、
と
は
、
結
局
は
も
と
あ
っ
た
も
の
を
変
容
さ
せ
る
こ
と
で
し
か
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
神
で
な
い
人
間
が
な
に
か
を
造
り
出
す
た
め
に
は
、
不
思
議
な

こ
と
に
、
も
と
あ
っ
た
も
の
を
利
用
し
つ
つ
、
そ
れ
を
忘
却
す
る
こ
と
が
必
要

な
の
で
あ
る
。
人
間
を
過
信
す
る
記
憶
の
神
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
と
、
動
物
に
味
方

す
る
弟
エ
ピ
メ
テ
ウ
ス—

品
と
位
に
満
ち
た
兄
弟
の
神
話
。『
神
統
記
』、
そ

れ
は
神
の
賛
歌
に
名
を
借
り
た
、
忘
却
す
る
人
間
の
礼
賛
で
あ
る
。「
神
殿
を
出

で
よ
。
頭
を
お
お
っ
て
、
帯
で
結
ん
だ
衣
を
解
く
よ
う
に
。
そ
し
て
大
い
な
る

母0

の
骨
を
背
後
に
投
げ
よ
」。
ア
テ
ナ
イ
民
主
制
崩
壊
の
な
か
、
ロ
ゴ
ス
に
溢
れ

「
批
判
」
が
機
能
し
な
く
な
っ
た
世
界
に
お
い
て
、
新
た
な
創
造
を
担
う
の
は
、

こ
れ
ま
で
ず
っ
と
創
造
を
事
と
し
て
き
た
芸
術
以
外
に
は
あ
り
え
な
い
。死
後
、

お
の
れ
が
忘
れ
ら
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
弟
子
た
ち
の
追
憶
の
な
か
で
、
真ロ

ゴ
ス理

で

は
な
く
虚ミ

ュ
ト
ス構
の
存
在
と
な
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
。「
や
む
を
え
ざ
る
嘘
」—

「
こ
の
危
険
は
美
し
い
」—

齢
七
十
を
超
え
て
ま
だ
お
の
れ
を
乗
り
超
え
る
べ

く
先
へ
先
へ
と
突
き
進
ん
で
い
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
死
の
直
前
に
到
達
し
た
頂
点
、

そ
れ
は
《
文ム

ー
シ
ケ
ー芸》

だ
っ
た
。

★
106

★
107
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【
註
】

（
1
） 

デ
カ
ル
ト
（
谷
川
多
佳
子
訳
）『
方
法
序
説
』、
岩
波
書
店
、
二
四
頁
。「
デ

カ
ル
ト
の
生
は
こ
の
う
え
な
く
単
純
な
も
の
で
あ
るV

ita cartesii res est 

sim
plicissim

a

」
は
オ
ラ
ン
ダ
の
デ
カ
ル
ト
学
徒
ジ
ャ
ン
・
ド
・
レ
イ
の
言
葉
で
、

ポ
ー
ル
・
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
『
テ
ス
ト
氏
と
の
一
夜
』
に
お
い
て
引
用
さ
れ
て
い
る
。

（
2
） 

い
わ
ゆ
る
「
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
遺
稿
」
の
一
部
で
、
こ
の
遺
稿
は
最
後
の
所

持
者
ル
グ
ラ
ン
師
の
死
後
失
わ
れ
た
も
の
の
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
写
し
た
も
の

が
フ
レ
ー
シ
ュ
・
ド
・
カ
レ
イ
ユ
に
よ
り
出
版
さ
れ
て
い
る
。
経
緯
に
つ
い
て

は
石
井
誠
「
デ
カ
ル
ト
の
『
オ
リ
ュ
ン
ピ
カ
』
を
め
ぐ
っ
て
」（『
哲
学
会
誌
』

三
〇
号
、
一
九
九
五
年
、
弘
前
大
学
出
版
会
）
に
詳
し
い
。

（
3
） 

ア
ド
リ
ア
ン
・
バ
イ
エ
（
井
沢
義
雄
、
井
上
庄
七
訳
）『
デ
カ
ル
ト
伝
』
講

談
社
、
一
九
七
九
年
、
三
六
頁
（
原
著
一
六
九
一
年
、La Vie de M

onsieur 
Descartes

デ
カ
ル
ト
殿
の
生
涯
）。

（
4
） 

デ
カ
ル
ト
、
前
掲
書
、
二
〇
頁
。

（
5
） Gouhier, H

enri(1958): Les prem
ieres pensees de Descartes, Librairie 

Philosophique
, Paris, J. V

rin; 

所
雄
章
『
デ
カ
ル
ト
』
講
談
社
、一
九
八
一
年
、

ロ
デ
ィ
ス
・
レ
ー
ヴ
ィ
ス
（
小
林
道
夫
、
川
添
信
介
訳
）『
デ
カ
ル
ト
の
著
作
と

体
系
』
紀
伊
国
屋
書
店
、
一
九
九
〇
年
、
森
有
正
『
デ
カ
ル
ト
と
パ
ス
カ
ル
』

筑
摩
書
房
、
一
九
八
〇
年
ほ
か
。

（
6
） 

デ
カ
ル
ト
と
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
物
理
学
の
差
異
に
つ
い
て
は
湯
川
秀
樹
「
天
才
論

（
２
） 

17
世
紀
の
天
才
群
、
特
にD

escartes

に
つ
い
て
」『
創
造
性
研
究
』
第
二

巻
第
一
号
、
一
九
六
四
年
等
を
参
照
の
こ
と
。

（
7
） 

イ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
カ
ン
ト
（
篠
田
英
雄
訳
）『
純
粋
理
性
批
判
』
上
巻
、岩
波
文
庫
、

三
〇
三
頁
。

（
8
） 

こ
の
論
考
で
わ
れ
わ
れ
は
、
亀
裂
、
空
隙
、
虚
空
、
空
虚
、
裂
け
目
な
ど
の
語

を
文
脈
に
応
じ
て
自
由
に
使
用
す
る
。
す
べ
て
同
じ
も
の
を
指
し
て
い
る
と
考

え
て
差
し
支
え
な
い
。

（
9
） 

ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
（
財
津
理
訳
）『
差
異
と
反
復
』
河
出
書
房
新
社
、

一
四
一
〜
一
四
八
頁
。

（
10
） 

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
「
我
は
思
惟
し
つ
つ
存
在
す
る

（Ego sum
 cogitans

）」
と
解
釈
し
て
い
る
。

（
11
） 

カ
ン
ト
、
前
掲
『
純
粋
理
性
批
判
』
下
巻
、
一
二
五
頁
。

（
12
） 

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
（
服
部
英
次
郎
訳
）『
告
白
』
下
巻
、岩
波
文
庫
、一
二
三
頁
。

（
13
） 

同
前
、
一
四
三
頁
。

（
14
） 

フ
ラ
ン
セ
ス
・
Ａ
・
イ
ェ
イ
ツ
『
記
憶
術
』
玉
泉
八
州
男
訳
、
水
声
社
、

一
九
九
三
年
、
と
く
に
三
章
か
ら
八
章
。

（
15
） 

カ
ン
ト
哲
学
に
忠
実
に
い
う
な
ら
、「
わ
た
し
は
思
う
」
か
ら
「
わ
た
し
は
存

在
す
る
」
の
で
は
な
い
し
、「
わ
た
し
は
存
在
す
る
」
か
ら
こ
そ
「
わ
た
し
は
思
う
」

の
で
も
な
い
。
ま
ず
も
っ
て
「
ゆ
え
に
」
が
時
間
的
な
先
後
関
係
を
決
定
す
る

か
ら
こ
そ
、《
思
い
、
そ
し
て
在
る
》
と
い
う
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
つ
ま
り
運

動
は
時
間
に
従
属
す
る
。

（
16
） Com

te, A
ugste(1

8
5
1
): Systèm

e de politique positive, O
euvres 

d'Auguste Com
te
, t. 7, Paris, A

nthropos, 1969, p. 127.

（
17
） 

オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
コ
ン
ト
（
霧
生
和
夫
訳
）「
社
会
再
組
織
に
必
要
な
科
学
的

作
業
の
プ
ラ
ン
」、
清
水
幾
太
郎
責
任
編
集
『
コ
ン
ト
・
ス
ペ
ン
サ
ー
』
世
界
の

名
著
第
三
六
巻
、
中
央
公
論
社
、
一
九
八
〇
年
、
一
二
二
頁
。
な
お
、
南
原
繁

は
実
証
主
義
に
つ
い
て
、「
も
っ
ぱ
ら
認
識
と
経
験
の
地
盤
の
上
に
立
っ
て
、
一

切
の
思
惟
と
人
間
社
会
生
活
を
築
き
上
げ
よ
う
と
す
る
主
張
で
あ
る
」
と
い
っ

て
い
る
（『
政
治
理
論
史
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
二
年
、
三
四
〇
頁
）。

（
18
） 

前
掲
、
八
〇
頁
。

（
19
） 

前
掲
、
一
二
四
頁
な
ど
。「
第
一
に
、
何
人
も
の
生
理
学
者
、
特
に
ビ
シ
ャ
の

考
察
に
よ
っ
て
、
有
機
体
の
諸
現
象
に
対
し
て
は
、
数
学
的
分
析
を
応
用
し
て

も
、
現
実
的
で
重
要
な
結
果
を
得
る
こ
と
が
一
般
に
全
く
不
可
能
で
あ
る
こ
と

が
示
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
、
有
機
体
現
象
の
一
特
殊
例
に
ほ
か
な
ら
に
道
徳
的
・

政
治
的
現
象
に
も
直
接
的
、
具
体
的
に
当
て
は
ま
る
」。

（
20
） 

マ
ル
ク
ス
は
一
八
六
六
年
七
月
七
日
に
エ
ン
ゲ
ル
ス
宛
の
書
簡
で
次
の
よ
う
に

語
っ
て
い
る
。「
僕
は
い
ま
つ
い
で
に
コ
ン
ト
を
研
究
し
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、

イ
ギ
リ
ス
人
た
ち
や
フ
ラ
ン
ス
人
た
ち
が
こ
い
つ
に
つ
い
て
大
騒
ぎ
し
て
い
る

か
ら
だ
。
彼
ら
を
そ
れ
に
ひ
き
つ
け
る
も
の
は
、
百
科
全
書
的
な
も
の
、
総
合

的
な
も
の
だ
。
だ
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
比
べ
れ
ば
惨
め
な
も
の
だ
（
コ
ン
ト
は
専

門
の
数
学
者
お
よ
び
物
理
学
者
と
し
て
は
ヘ
ー
ゲ
ル
よ
り
す
ぐ
れ
て
い
る
、
つ
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ま
り
細
部
で
は
す
ぐ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
分
野
に
お
い
て

さ
え
全
体
と
し
て
は
無
限
に
彼
よ
り
も
偉
大
な
の
だ
）。
し
か
も
こ
の
く
だ
ら
ぬ

実
証
主
義
は
一
八
三
二
年
に
刊
行
さ
れ
た
の
だ
！
」『
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス

全
集
』
三
一
巻
、
大
月
書
店
、
一
九
六
頁
。

（
21
） 
コ
ン
ト
、前
掲
「
社
会
再
組
織
に
必
要
な
科
学
的
作
業
の
プ
ラ
ン
」
一
一
四
頁
。

（
22
） 

ル
ネ
・
ヴ
ェ
ル
ド
ナ
ル
（
橋
本
峰
雄
訳
）「
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
コ
ン
ト
の
実
証

哲
学
」『
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
シ
ャ
ト
レ
編 

西
洋
哲
学
の
知 

Ⅴ 

哲
学
と
歴
史
』
白
水
社
、

一
九
九
八
年
、
二
八
六
頁
。

（
23
） Niebuhr, Barthold G

eorg(First published 1812): Röm
ische geschichte 

(N
eue A

usgabe), Zw
eiter Band, Berlin, V

erlag von S. C
alvary &

 C
o., 

1873, S. IV
.

（
24
） 

フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
シ
ャ
ト
レ
（
加
茂
英
臣
訳
）「
歴
史
学
」『
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
シ
ャ

ト
レ
編 

西
洋
哲
学
の
知 

Ⅶ 

人
間
科
学
と
哲
学
』
白
水
社
、
一
九
九
八
年
、

二
二
一
頁
よ
り
再
引
用
。

（
25
） 

ピ
エ
ー
ル
＝
シ
モ
ン
・
ラ
プ
ラ
ス
（
伊
藤
清
・
樋
口
順
四
郎
訳
）『
確
率
論:

確
率
の
解
析
的
理
論
（
現
代
数
学
の
系
譜12

）』
共
立
出
版
、
一
九
八
六
年
。

（
26
） 

レ
ー
オ
ポ
ル
ト
・
フ
ォ
ン
・
ラ
ン
ケ
『
世
界
史
の
流
れ
』（
村
岡
晢
訳
、
原
題

"Über die Epochen der neueren Geschichte
"

、
一
八
五
四
年
）
ち
く
ま
学

芸
文
庫
、
一
九
九
八
年
。「
こ
の
考
え
は
歴
史
的
に
も
実
証
さ
れ
え
な
い
。
と
い

う
の
は
、
ま
ず
第
一
に
、
人
類
の
き
わ
め
て
多
く
の
部
分
が
現
在
も
な
お
原
始

的
状
態
に
あ
り
、
出
発
点
そ
の
ま
ま
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
…
た
し
か
に
ラ
テ

ン
的
・
ゲ
ル
マ
ン
的
民
族
の
な
か
に
は
、
偉
大
な
歴
史
的
発
展
の
諸
要
素
が
定

着
し
て
い
る
。
…
し
か
し
、
こ
の
普
遍
史
的
な
運
動
に
参
加
し
て
い
る
の
は
全

人
類
中
の
一
系
統
の
も
の
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
に
は
全
然
関
与
し
な
い
も
の
が
あ

る
の
で
あ
る
。
し
か
も
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
歴
史
的
な
運
動
に
加
わ
っ
て
い
る

諸
民
族
が
、
一
般
的
に
た
え
ず
進
歩
し
つ
つ
あ
る
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

た
と
え
ば
、
ア
ジ
ア
に
眼
を
向
け
て
み
る
な
ら
ば
、
た
し
か
に
文
化
が
そ
の
地

に
由
来
し
、
ま
た
こ
の
大
陸
が
い
く
つ
か
の
文
化
段
階
を
も
っ
て
き
た
こ
と
は

認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
こ
の
歴
史
の
運
動
は
む
し
ろ
逆
行
的
で
あ
っ
た
。
…

第
二
の
誤
謬
は
、
幾
世
紀
に
も
わ
た
る
進
歩
的
発
展
が
、
あ
た
か
も
人
間
の
知

能
や
能
力
の
全
部
門
を
同
時
に
包
ん
で
い
た
か
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。

…
人
類
の
生
活
が
時
代
を
追
っ
て
向
上
す
る
と
い
う
点
に
進
歩
が
あ
り
、
し
た

が
っ
て
ど
の
時
代
も
そ
の
前
の
時
代
を
完
全
に
凌
駕
す
る
も
の
で
、
そ
の
ゆ
え

に
い
ち
ば
ん
あ
と
の
時
代
が
最
も
す
ぐ
れ
て
お
り
、
前
の
時
代
は
た
だ
後
の
時

代
を
運
ん
で
く
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
、
と
考
え
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は

神
の
不
公
正
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
」(

一
二
〜
一
五
頁)

。
ラ
ン
ケ
の
意
見
は
、

「
実
証
的
精
神
は
、
秩
序
と
進
歩
と
い
う
二
つ
の
健
全
な
同
時
的
観
念
を
自
然
に

体
系
化
す
る
根
本
的
能
力
を
持
つ
」
と
い
っ
て
い
た
コ
ン
ト
の
意
見
を
見
事
に

覆
し
て
い
る
。cf. Com

te(1844a): Discours sur L'Esprit Positif, Librairie 
Philosophique

, Paris, J. V
rin, 1995, p. 158.

（
27
） 

ヴ
ェ
ル
ド
ナ
ル
、
前
掲
書
、
二
七
〇
頁
。

（
28
） 

高
畠
素
之
『
社
会
主
義
と
進
化
論
』
売
文
社
、
一
九
二
〇
年
、
増
補
版
、
改
造

社
、
一
九
二
七
年
。

（
29
） 

コ
ン
ト
の
経
験
主
義
批
判
を
論
じ
た
も
の
に
、
杉
本
隆
司
「
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・

コ
ン
ト
の
歴
史
哲
学
と
社
会
組
織
の
思
想—

フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
論
か
ら
の
解

読—

」『
一
橋
論
叢
』
一
三
〇
巻
二
号
、
二
〇
〇
三
年
が
あ
る
。

（
30
） Com

te, (1842): Cours de philosophie positive VI, O
euvres d'Auguste 

Com
te
, t. 4, Paris, A

nthropos, 1968, p. 532.

「
誰
が
何
と
い
お
う
と
、
絶

対
的
経
験
主
義
は
ま
っ
た
く
不
毛
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
人
間
の
知
性
と
は

根
本
的
に
相
容
れ
な
い
」。

（
31
） Ibid., p. 531.

（
32
） Com

te(1
8
4
4
b): D

iscours sur l'esprit positif, O
euvres d'Auguste 

Com
te
, t. 11, Paris, A

nthropos, 1970, p.24.

（
33
） Com

te(1844a), op. cit., pp. 156-159 et passim
.

（
34
） M

ill, John Stuart(1
8
4
3
): A System

 of Logic, Ratiocinative and 
Inductive; Being a Connected V

iew
 of the Principles of Evidence 

and the M
ethods of Scientific Investigation

, V
ol. I., London, John W

. 

Parker, W
est Strand, pp. 419-420.

（
35
） Spencer, H

erbert(1
8
5
7
): "P

rogress: its law
 and cause", Essays, 

Scientific, Political, and Speculative
, V
ol. 1

., London, W
illiam

 and 

N
orgate, 1891(First published in The W

estm
inster Review

 for A
pril, 

1857), p. 60.
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（
36
） cf. A

dvances in Physics, A
dvances in Theoretical and M

athem
atical 

P
h
ysics, P

rogress in
 O
p
tics, P

rogress in
 P
h
ysics, P

rogress of 

Theoretical Physics, Reports on Progress in Physics, etc.
（
37
） 
た
と
え
ば
、
勝
田
吉
太
郎
『
革
命
と
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
』
筑
摩
書
房
、

一
九
六
六
年
。

（
38
） Royce, Josiah(1899): W

orld and the Individual: N
ature, M

an, and 
the M

oral O
rder, V

ol. I., London, The M
acm
illan Co., p. 505.

（
39
） 

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
時
代
に
は
無
限
級
数
の
代
数
計
算
に
よ
っ
て
幾
何
学
的
問
題

を
解
く
方
法
だ
っ
た
解
析
学
を
、
コ
ン
ト
と
同
時
代
の
数
学
者
オ
ー
ギ
ュ
ス
タ

ン
＝
ル
イ
・
コ
ー
シ
ー
は
、
軍
事
上
の
必
要
か
ら
次
の
方
法
で
厳
密
化
す
る
（
完

全
な
厳
密
化
は
ワ
イ
エ
ル
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
）。
す
な
わ
ち
、

無
限
小
と
は
、「
あ
る
変
量
が
特
定
の
定
数
に
限
り
な
く
近
づ
く
と
き
、
つ
ま
り
、

そ
の
変
量
と
定
数
の
差
を
い
く
ら
で
も
小
さ
く
で
き
る
と
き
、
そ
の
定
数
が
与

え
ら
れ
た
変
量
の
極
限
で
あ
る
」。
こ
こ
に
は
、
時
空
間
の
よ
う
な
、
物
理
的
な

直
観
形
式
は
ま
っ
た
く
使
用
さ
れ
て
い
な
い
。
い
わ
ば
解
析
の
算
術
化
で
あ
る
。

算
術
を
軽
視
し
て
い
た
コ
ン
ト
は
、
こ
う
し
た
無
限
小
の
定
義
に
実
証
主
義
の

否
定
を
見
て
取
っ
た
も
の
と
想
像
で
き
る
。
と
い
う
の
も
、実
証
主
義
に
と
っ
て
、

時
空
間
の
よ
う
な
物
理
的
形
式
は
不
可
欠
だ
か
ら
で
あ
る
。
コ
ー
シ
ー
の
解
析

学
に
は
、
進
歩
の
概
念
が
立
ち
入
る
余
地
が
な
い
と
思
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
ク

ル
ト
・
ゲ
ー
デ
ル
（
林
晋
、八
杉
満
利
子
訳
）『
不
完
全
性
定
理
』
八
七
〜
八
八
頁
、

解
説
を
参
照
の
こ
と
。

（
40
） Frege, G

ottolob(1
8
7
9
): Begriffsschrift, eine der arithm

etischen 
nachgebildete Form

elsprache des reinen D
enkens

., H
alle, Louis 

N
ebert.

（
41
） Russell, Bertrand A

rthur W
illiam

(1
9
2
1
): The Analysis of M

ind
., 

London, G
eorge A

llen &
 U
nw
in LTD

., p. 159.

（
42
） Com
te(1844a), op. cit., p. 41.

「
三
状
態
の
法
則Loi des trios e'tats

」
と

呼
ば
れ
る
。

（
43
） H

ilbert, D
avid(1

8
9
7
): Theory of Algebraic Invariants, C

am
bridge 

U
niversity Press, 1993(English translated ver.).

（
44
） 

ヒ
ル
ベ
ル
ト
は
有
限
の
立
場
を
保
持
し
つ
つ
、
積
極
的
に
何
ら
か
の
仕
方
で

「
無
限
」
を
達
成
可
能erreichbar

な
も
の
と
し
て
証
明
し
よ
う
と
す
る
。
た

と
え
ば
カ
ン
ト
ー
ル
の
超
限
数
学
を
放
棄
せ
ず
、
具
体
的
対
象
を
論
ず
る
数
学

の
内
部
で
こ
れ
を
調
節
す
る
よ
う
に
。
フ
レ
ー
ゲ
や
ラ
ッ
セ
ル
の
よ
う
な
論
理

主
義
は
、
概
念
間
の
純
粋
な
関
係
の
み
を
扱
う
が
、
形
式
主
義
は
、
そ
の
成
果

を
受
け
取
り
つ
つ
も
、
原
則
的
に
は
数
学
を
論
理
学
に
還
元
す
る
こ
と
に
は
反

対
の
立
場
と
な
る
。
と
こ
ろ
で
カ
ン
ト
ー
ル
は
、
実
無
限A

ktual-U
nendliche

を
現
実
に
は
存
在
し
え
な
い
も
の
と
し
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
攻
撃
し
、
プ
ラ

ト
ン
を
擁
護
し
な
が
ら
、
人
間
悟
性
に
無
限
の
素
質
が
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い

た
が
、
彼
も
ま
た
、
自
身
の
集
合
論
を
自
然
哲
学
的
に
基
礎
づ
け
よ
う
と
し
て

い
た
。「
集
合
と
は
…
き
わ
め
て
広
範
な
学
説
の
名
前
で
あ
り
、
従
来
は
た
ん

に
そ
の
幾
何
学
的
あ
る
い
は
数
論
的
集
合
論
と
い
う
特
殊
例
に
か
ぎ
っ
て
調

べ
て
き
た
に
す
ぎ
な
い
が
、
本
当
は
『
一
者Eines

』
と
み
な
さ
れ
る
と
こ
ろ

の
『
多
者V

iele

』
で
あ
り
、
プ
ラ
ト
ン
の
い
う
エ
イ
ド
ス
ま
た
は
イ
デ
ア
、

あ
る
い
は
対
話
篇
『
ピ
レ
ボ
ス
』
の
い
う
ミ
ク
ト
ン
な
ど
に
近
い
も
の
が
定
義

さ
れ
た
…
」。cf. Cantor, G

eorg(1883): "G
rundlagen einer allgem

einen 

M
annigfaltigkeitslehre", Gesam

m
elte Abhandlungen m

athem
atischen 

und philosophischen Inhalts, H
rgs. von E. Zerm

elo, 1932, S. 176, 204.

（
45
） 『
新
約
聖
書
』「
テ
ト
ス
へ
の
手
紙
」
第
一
章
第
一
二
〜
一
五
節
。「
嘘
吐
き
の

パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
と
呼
ば
れ
る
、
こ
の
発
言
の
主
は
タ
レ
ス
ら
と
並
ぶ
ギ
リ
シ

ア
七
賢
人
の
ひ
と
り
に
も
数
え
ら
れ
る
、
ク
ノ
ッ
ソ
ス
の
エ
ピ
メ
ニ
デ
ス
と
さ

れ
る
。
な
お
、
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
・
ラ
エ
ル
テ
ィ
オ
ス
に
よ
れ
ば
、
今
日
は
み
る

こ
と
の
で
き
な
い
、
ス
ト
ア
派
の
ク
リ
ュ
シ
ッ
ポ
ス
の
書
物
に
は
以
下
の
も
の

が
あ
る
。「『
嘘
つ
き
』
の
論
へ
の
手
引
き
に
つ
い
て
」
一
巻
、「『
嘘
つ
き
』
の

型
の
諸
議
論
、手
引
き
用
に
」
一
巻
、「『
嘘
つ
き
』
の
論
に
つ
い
て
」
六
巻
、「（
嘘

つ
き
の
言
う
こ
と
は
）
偽
で
あ
る
と
と
も
に
、
真
で
も
あ
る
と
考
え
て
い
る
人

た
ち
へ
の
反
論
」
一
巻
、「『
嘘
つ
き
』
の
論
を
分
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
決

し
て
い
る
人
た
ち
へ
の
反
論
」
二
巻
、「『
嘘
つ
き
』
の
論
の
解
決
に
つ
い
て
」

三
巻
、「『
嘘
つ
き
』
の
論
の
前
提
は
偽
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
人
た
ち
に
答

え
る
」
二
巻
。
こ
れ
ら
の
膨
大
な
テ
ク
ス
ト
は
、
お
そ
ら
く
エ
ピ
メ
ニ
デ
ス
の

パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
あ
つ
か
っ
た
も
の
と
推
測
で
き
、
ス
ト
ア
哲
学
者
が
す
で
に

こ
の
問
題
に
直
面
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。



36人文学の正午　No. 1　2010

（
46
） 「
嘘
吐
き
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
は
、
他
者
に
向
か
っ
て
吐
か
れ
た
歴
史
的
な
ク

レ
タ
人
エ
ピ
メ
ニ
デ
ス
の
発
言
を
、
論
理
学
的
に
、
つ
ま
り
厳
密
に
そ
の
命
題

の
意
義
を
証
明
し
よ
う
と
す
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
で
あ
り
、
論

理
学
を
越
え
て
他
の
人
文
科
学
の
側
へ
単
純
に
拡
張
し
て
よ
い
議
論
で
は
な
い
。

（
47
） 
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ロ
ー
テ
ィ
は
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
を
哲
学
史
上
の
言

語
論
的
転
回
に
お
け
る
重
要
人
物
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
。
彼
が
こ
の
潮

流
の
な
か
で
受
容
さ
れ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
が
、
本
稿
で
は
論
じ
る
余

地
が
な
い
も
の
の
、
わ
れ
わ
れ
は
彼
の
理
論
の
可
能
性
を
こ
の
潮
流
と
は
別

の
と
こ
ろ
に
位
置
付
け
た
い
と
考
え
て
い
る
。Rorty, Richard, M

.(1967): 

"M
etaphilosophical D

ifficulties of Linguistic Philosophy", The linguistic 
turn: Recent essays in philosophical m

ethod
, Chicago, U

niversity of 

Chicago press, pp. 1-39.

（
48
） Kripke, Saul A

aron(1972): N
am
ing and N

ecessity
, M
alden, Blackw

ell 
Pubulishing. 

ソ
ー
ル
・
Ａ
・
ク
リ
プ
キ
（
八
木
沢
敬
、
野
家
啓
一
訳
）『
名
指

し
と
必
然
性—

様
相
の
形
而
上
学
と
心
身
問
題
』
産
業
図
書
、
一
九
八
五
年
。

（
49
） 「
他
者
性
」
の
テ
ー
マ
で
も
っ
と
も
的
確
か
つ
峻
烈
な
議
論
を
展
開
し
た
の
は

柄
谷
行
人
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
の
コ
ギ
ト
よ
り
も
そ
れ
以
前
の
《
懐
疑
》
の
ほ

う
を
高
く
評
価
す
る
柄
谷
は
、
ク
リ
プ
キ
を
こ
え
て
、
他
者
を
社
会
（
共
同
体
）

に
も
還
元
し
な
い
。『
探
究
Ⅰ
』（
一
九
八
六
年
）、『
探
究
Ⅱ
』（
一
九
八
九
年
）、

講
談
社
学
術
文
庫
を
参
照
の
こ
と
。

（
50
） 

ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
（
足
立
和
浩
訳
）『
グ
ラ
マ
ト
ロ
ジ
ー
に
つ
い
て
』
下
巻
、

現
代
思
潮
社
、
一
九
七
七
年
（
原
著
一
九
六
七
年
）、
三
六
頁
。
ド
キ
ュ
マ
ン
と

テ
ク
ス
ト
の
差
異
に
つ
い
て
は
、
一
六
〜
一
七
頁
。

（
51
） 

同
前
、
二
四
七
頁
。「
諸
言
語
の
歴
史
的
直
線
も
、
不
動
の
一
覧
表
も
存
在
し

な
い
で
あ
ろ
う
。
言
語
の
回
転
が
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
」（
一
四
八
頁
）。

（
52
） 

デ
リ
ダ
に
お
い
て
、
忘
却
は
抑
圧
と
ほ
ぼ
同
一
視
さ
れ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
意

味
で
の
「
歴
史
哲
学
」
を
批
判
し
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。「
忘
却
と

抑
圧
と
い
う
二
つ
の
概
念
は
、
対
立
さ
せ
ら
れ
る
に
せ
よ
結
び
合
わ
さ
れ
る
に

せ
よ
、
同
じ
よ
う
に
不
十
分
で
あ
る
。
忘
却
は
、
過
去
把
持
の
力
の
、
有
限
性

に
よ
る
消
失
と
解
さ
れ
る
な
ら
、
と
に
か
く
抑
圧
の
可
能
性
そ
の
も
の
で
あ
る
。

ま
た
抑
圧
が
な
け
れ
ば
、
隠
蔽
は
い
か
な
る
意
味
も
も
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
だ

か
ら
抑
圧
と
い
う
概
念
は
、
少
な
く
と
も
忘
却
と
い
う
概
念
と
同
じ
く
ら
い
に
、

（
意
味
の
）
哲
学
の
産
物
な
の
で
あ
る
」
同
前
、
二
七
七
頁
。

（
53
） 

同
前
、
二
五
三
頁
。
デ
リ
ダ
は
「
隠
喩
」
に
つ
い
て
は
こ
う
定
義
し
て
い
る
。

「
隠
喩
は
《
意
味
す
る
も
の
》
の
戯
れ
と
し
て
存
在
す
る
以
前
の
観
念
あ
る
い
は

意
味
（
こ
う
言
っ
て
よ
け
れ
ば
《
意
味
さ
れ
る
も
の
》）
の
過
程
と
し
て
理
解
さ

れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
観
念
と
は
意
味
さ
れ
る
意
味
で
あ
り
、
語
が
表
現
す
る
と

こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
だ
が
こ
れ
は
ま
た
事
物
の
記
号
で
あ
り
、
私
の
精
神
に

お
け
る
対
象
の
代
理
で
も
あ
る
。
対
象
を
意
味
し
、
語
あ
る
い
は
言
語
的
な
《
意

味
す
る
も
の
》
一
般
に
よ
っ
て
意
味
さ
れ
る
こ
の
対
象
の
代
理
は
、
け
っ
き
ょ

く
間
接
的
に
感
情
や
情
念
を
意
味
す
る
こ
と
も
で
き
る
」。

（
54
） Flintoff

は
ピ
ュ
ロ
ン
の
思
想
に
、
サ
ン
ジ
ャ
ヤ
・
ベ
ー
ラ
ッ
テ
ィ
プ
ッ

タ
の
不
可
知
論
な
ど
、
イ
ン
ド
思
想
の
影
響
を
認
め
て
い
る
。Flintoff, 

Everard(1980): "Pyrroho and India", Phronesis: A Journal for Ancient 
Philosophy, V

ol. 25, N
o. 1-2, pp. 88-108.

（
55
） 

デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
・
ラ
エ
ル
テ
ィ
オ
ス
（
加
来
彰
俊
訳
）『
ギ
リ
シ
ア
哲
学
者
列
伝
』

下
巻
、
岩
波
文
庫
、
一
五
一
〜
一
五
二
頁
。

（
56
） 

同
前
、
一
五
八
、一
六
三
頁
。

（
57
） 

デ
リ
ダ
、
前
掲
『
グ
ラ
マ
ト
ロ
ジ
ー
』
上
巻
、
一
二
八
〜
一
二
九
頁
。

（
58
） 

同
前
、
一
四
二
〜
一
四
三
頁
。

（
59
） 

同
前
、
九
三
頁
。

（
60
） 

デ
リ
ダ
（
高
橋
允
昭
訳
）『
ポ
ジ
シ
オ
ン
』
青
土
社
、二
〇
〇
〇
年
、一
二
一
頁
（
原

著
一
九
七
二
年
）。

（
61
） 

同
前
、
五
六
〜
五
七
頁
。『
テ
オ
リ
ー
・
ダ
ン
サ
ン
ブ
ル
』
に
収
録
さ
れ
た
講

演
か
ら
。「
差
延
の
モ
チ
イ
フ
は
、
そ
れ
が
無
音
のa

で
も
っ
て
標
記
さ
れ
る
と

き
に
は
、
実
際
、『
概
念
』
と
し
て
も
作
用
し
な
い
し
、
単
に
『
語
』
と
し
て
作

用
す
る
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
」。

（
62
） 
デ
リ
ダ
、
前
掲
『
グ
ラ
マ
ト
ロ
ジ
ー
』
上
巻
、
一
九
四
頁
。

（
63
） Eusebius, Praeparatio evangelica

（『
福
音
の
準
備
』）14. 18. 1-5

に
含

ま
れ
る
ア
リ
ス
ト
ク
レ
ス
『
哲
学
に
つ
い
て
』
の
引
用
断
片
よ
り
。
訳
は
嘉
吉

純
夫
「
ピ
ュ
ロ
ン
哲
学
に
お
け
る
『
ア
デ
ィ
ア
ポ
ラ
』
と
『
ア
タ
ラ
ク
シ
ア
ー
』」

（『
研
究
紀
要
』
第
四
一
号
、
一
九
九
一
年
、
日
本
大
学
、
二
頁
）
を
参
照
し
た
。
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（
64
） 

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ニ
ー
チ
ェ
（
手
塚
富
雄
訳
）『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』、
中
公

文
庫
、
二
一
三
頁
。
ピ
ュ
ロ
ン
の
《
す
べ
て
は
等
し
い
》
と
、
デ
リ
ダ
の
《
す

べ
て
は
差
異
で
あ
る
》、
は
同
じ
こ
と
を
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
65
） 
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
（
藤
本
治
訳
）『
ミ
シ
ュ
レ
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
四
年
、

二
六
九
頁
以
下
「
ミ
シ
ュ
レ
に
つ
い
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
評
価
」
参
照
の
こ
と
。

（
66
） 

ジ
ュ
ー
ル
・
ミ
シ
ュ
レ
（
桑
原
武
夫
、
多
田
満
太
郎
、
樋
口
謹
一
訳
）『
フ

ラ
ン
ス
革
命
史
』、『
ミ
シ
ュ
レ
』
世
界
の
名
著
第
三
七
巻
、
中
央
公
論
社
、

一
二
四
〜
一
二
五
頁
。

（
67
） Com

te(1844a), op. cit., p. 121.

（
68
） 

ミ
シ
ュ
レ
、
前
掲
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
史
』
四
二
九
頁
。

（
69
） 

ミ
シ
ュ
レ
（
大
野
一
道
訳
）『
フ
ラ
ン
ス
史
』
第
十
巻
結
語
、
藤
原
書
店
、

二
〇
一
〇
年
。
バ
ル
ト
、
前
掲
書
、
一
二
五
頁
も
参
照
し
た
。

（
70
） 

ミ
シ
ュ
レ
、
イ
ポ
リ
ッ
ト
・
テ
ー
ヌ
宛
書
簡
（
日
付
な
し
、
一
八
五
五
年
頃
）、

バ
ル
ト
、
前
掲
書
に
よ
る
引
用
、
一
二
四
頁
。

（
71
） M

ichelet, Jules(1857): L'Insecte
, Paris, Libraire de L. H

achette et 
Cle. 

ジ
ュ
ー
ル
・
ミ
シ
ュ
レ
（
林
柾
木
訳
）『
詩
の
昆
虫
』
大
日
本
文
明
協
会
、

一
九
二
五
年
。

（
72
） Com

te(1844a), op. cit., pp. 122-123.

（
73
） 

ミ
シ
ュ
レ
、
前
掲
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
史
』、
五
〇
〇
頁
。

（
74
） M

ischelet(1
8
7
5
): H
istoire D

u X
IX
e Siècle

, II, Paris, M
ichel Lévy 

Frères, p. III.

（
75
） M

onod, G
abriel(1923): La vie et la pensée de Jules M

ichelet, Paris, 
Cham

pion, p. 73. 

ミ
シ
ュ
レ
の
一
八
四
二
年
一
月
三
〇
日
付
日
記
よ
り
再
引

用
、
バ
ル
ト
、
前
掲
書
、
一
三
〇
頁
お
よ
び
前
掲
『
ミ
シ
ュ
レ
』
三
〇
頁
参
照
。

（
76
） M

ischelet(1
8
6
9
): N
os Fils

, P
aris, Librairie Internationale, pp. 

363-364.

（
77
） 

忘
却
の
テ
ー
マ
は
、フ
ロ
イ
ト
、プ
ル
ー
ス
ト
、ベ
ン
ヤ
ミ
ン
、ア
ル
ト
ー
、ア
ー

レ
ン
ト
、
リ
ク
ー
ル
、
デ
リ
ダ
、
そ
の
他
無
数
の
歴
史
家
の
、
そ
し
て
最
近
で

は
ス
テ
ィ
グ
レ
ー
ル
の
も
の
で
も
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ニ
ー
チ
ェ
の
テ
ー

マ
だ
っ
た
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。

（
78
） 

ニ
ー
チ
ェ
（
塩
屋
竹
男
訳
）『
悲
劇
の
誕
生
』『
ニ
ー
チ
ェ
全
集
』
第
二
巻
、
ち

く
ま
学
芸
文
庫
、
一
九
九
三
年
、
一
一
頁
、「
或
る
自
己
批
判
の
試
み
」。

（
79
） 

ニ
ー
チ
ェ
は
、『
悲
劇
の
誕
生
』
と
同
時
期
に
書
か
れ
た
「
音
楽
と
言
葉
に
つ

い
て
」
と
い
う
短
い
エ
ッ
セ
イ
に
お
い
て
、
シ
ラ
ー
の
詩
の
意
味
を
否
定
し
、

概
念
を
欠
い
た
歌
と
し
て
の
み
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
第
九
交
響
曲
の
第
四
楽
章
を

肯
定
す
る
（
前
掲
全
集
第
二
巻
、
三
〇
五
〜
三
〇
六
頁
）。
ま
た
「
ギ
リ
シ
ア
人

の
悲
劇
時
代
に
お
け
る
哲
学
」
に
お
い
て
は
、
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
の
次
の
言
葉

を
引
用
し
て
、《
事
物
の
名
前
》
を
否
定
す
る
。「
私
の
目
に
入
る
も
の
は
生
成

の
み
で
あ
る
。
欺
か
れ
て
は
な
ら
ぬ
！

汝
ら
が
生
成
と
消
滅
と
の
大
海
の
ど

こ
か
に
堅
固
な
陸
地
を
見
る
よ
う
に
思
う
の
も
、
そ
れ
は
汝
ら
の
近
視
の
致
す

と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
事
物
の
本
質
に
も
と
づ
く
も
の
で
は
な
い
。
汝
ら
は
事
物

の
名
前
を
使
用
す
る
、
あ
た
か
も
事
物
が
不
動
の
持
続
を
も
つ
か
の
よ
う
に
。

し
か
し
な
が
ら
、
汝
ら
が
二
度
目
に
踏
み
入
る
流
れ
さ
え
、
最
初
の
流
れ
と
同

じ
も
の
で
は
な
い
の
だ
」（
同
、
三
七
八
頁
）。

（
80
） 

ニ
ー
チ
ェ
（
信
太
正
三
訳
）「
悦
ば
し
き
知
識
」
全
集
第
八
巻
、
四
二
七
頁
。

（
81
） 

ニ
ー
チ
ェ
（
茅
野
良
男
訳
）「
曙
光
」
全
集
第
七
巻
、
一
四
九
頁
。

（
82
） 

ジ
ー
ク
ム
ン
ト
・
フ
ロ
イ
ト
（
中
山
元
訳
）「
快
感
原
則
の
彼
岸
」『
自
我
論
集
』

ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
一
九
九
六
年
、
原
著
一
九
二
〇
年
。「
生
命
を
も
つ
有
機
体

を
も
っ
と
も
単
純
化
す
る
と
、
刺
激
を
受
け
る
物
質
で
構
成
さ
れ
る
未
分
化
な

小
胞
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
」（
一
四
四
頁
）。

（
83
） 

同
前
、
一
五
九
、一
六
一
頁
。

（
84
） 

デ
リ
ダ
（
三
好
郁
朗
訳
）「
フ
ロ
イ
ト
と
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
舞
台
」『
エ
ク
リ

チ
ュ
ー
ル
と
差
異
』
下
巻
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
三
年
、
一
一
四
頁
。

（
85
） 

フ
ロ
イ
ト
「
マ
ジ
ッ
ク
・
メ
モ
に
つ
い
て
の
ノ
ー
ト
」
前
掲
『
自
我
論
集
』

三
一
〇
頁
。

（
86
） 

同
前
、
三
一
〇
頁
。

（
87
） 

フ
ロ
イ
ト
「
自
我
と
エ
ス
」
二
〇
五
頁
。

（
88
） 
こ
の
テ
ー
マ
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
を
思
わ
せ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
彼
は
神

の
記
憶
、
す
な
わ
ち
す
べ
て
の
出
来
事
の
記
憶
を
分
有
し
て
い
る
、
精
神
の
奥

底
に
あ
る
広
大
無
辺
の
記
憶
層
の
な
か
に
、
神
の
姿
を
探
し
た
が
、
精
神
分
析

家
の
行
な
う
職
務
も
、
こ
れ
と
似
た
も
の
で
あ
る
。

（
89
） 

マ
ー
シ
ャ
ル
・
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
（
森
常
治
訳
）『
グ
ー
テ
ン
ベ
ル
ク
の
銀
河
系 
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活
字
人
間
の
形
成
』、
み
す
ず
書
房
、
一
九
八
六
年
（
原
著
一
九
六
二
年
）。
彼

は
グ
ー
テ
ン
ベ
ル
ク
の
印
刷
技
術
を
近
代
と
前
近
代
を
分
割
す
る
画
期
と
み
て

い
る
が
、
も
っ
と
重
要
な
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
前
後
に
開
発
さ
れ
た
紙
の
大

量
生
産
の
技
術
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
活
版
印
刷
の
技
術
だ
け
で
書
が
普
及

す
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
紙
の
大
量
生
産
は
、
物
質
性
を
も
っ
た
紙

を
か
え
っ
て
不
可
視
に
し
て
し
ま
う
。
す
な
わ
ち
、《
メ
デ
ィ
ア
》
と
な
る
。

（
90
） 

ニ
ー
チ
ェ
（
小
倉
志
祥
訳
）『
反
時
代
的
考
察
』
全
集
第
四
巻
、
一
二
三
〜

一
二
五
頁
。
フ
ロ
イ
ト
と
異
な
る
ニ
ー
チ
ェ
の
奇
妙
な
有
機
体
概
念
が
、
い
か

な
る
時
間
概
念
を
形
成
す
る
か
に
つ
い
て
、
考
察
す
る
用
意
が
わ
れ
わ
れ
に
は

あ
る
が
、
紙
幅
の
都
合
で
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
91
） 

同
前
、
一
二
七
頁
。「
非
歴
史
的
な
も
の
と
歴
史
的
な
も
の
は
個
人
や
民
族
や

文
化
の
健
康
に
と
っ
て
同
じ
よ
う
に
必
要
で
あ
る
」。

（
92
） 

同
前
、
一
三
四
頁
。

（
93
） 

ポ
ー
ル
・
リ
ク
ー
ル
は
、
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
あ
と
で
い
か
な
る
歴
史
が
可

能
か
と
問
い
か
け
る
。
そ
し
て
プ
ラ
ト
ン
が
文
字
技
術
に
加
え
る
批
判
と
ニ
ー

チ
ェ
の
歴
史
批
判
を
同
一
視
し
、ニ
ー
チ
ェ
に
「
た
め
ら
い
」
を
見
い
だ
し
つ
つ
、

歴
史
（
＝
記
憶
）
を
両
義
性
の
側
に
後
戻
り
さ
せ
る
（
久
米
博
訳
『
記
憶
・
歴
史
・

忘
却
』
下
巻
、
新
曜
社
、
二
〇
〇
五
年
、
一
四
〜
二
三
頁
）。
ま
た
リ
ク
ー
ル
は

忘
却
を
保
留
す
る
忘
却
と
消
失
す
る
忘
却
に
分
割
し
て
後
者
を
批
判
し
つ
つ
も
、

両
者
が
実
践
的
に
区
別
で
き
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
忘
却
を
評
価
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
（
三
一
二
〜
三
一
九
頁
）。
そ
の
点
で
、
彼
が
ニ
ー
チ
ェ
的
で
な
い
こ

と
は
確
か
で
あ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
は
そ
の
区
別
に
頓
着
し
な
い
。

（
94
） 

ニ
ー
チ
ェ
、
前
掲
『
反
時
代
的
考
察
』
一
五
二
頁
。

（
95
） 

同
前
、
二
二
五
頁
。

（
96
） 

同
前
、
一
九
四
〜
一
九
五
頁
。

（
97
） 

ニ
ー
チ
ェ
（
信
太
正
三
訳
）『
道
徳
の
系
譜
』
第
二
論
文
、
全
集
第
一
一
巻
、

四
二
三
〜
四
二
四
頁
。

（
98
） 

こ
の
テ
ー
マ
を
も
っ
と
も
遠
く
ま
で
進
め
た
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
ジ
ル
・

ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
ガ
タ
リ
の
い
く
つ
か
の
書
物
で
あ
る
。
彼
ら

の
意
見
に
即
し
て
ニ
ー
チ
ェ
の
有
機
体
を
語
る
な
ら
、
む
し
ろ
ニ
ー
チ
ェ
の
有

機
体
の
中
心
に
は
空
隙
が
あ
っ
て
、
精
神
と
名
指
さ
れ
る
も
の
は
な
い
。
す
な

わ
ち
、
器
官organe

を
も
た
な
い
。

（
99
） 

ニ
ー
チ
ェ
、
前
掲
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』、
三
一
三
〜
三
二
一
頁
。

（
100
） 

ベ
ル
ナ
ー
ル
・
ス
テ
ィ
グ
レ
ー
ル
（
西
兼
志
訳
）『
技
術
と
時
間 

１ 

エ
ピ
メ

テ
ウ
ス
の
過
失
』
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
九
年
。
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
は
人
間

を
含
む
動
物
に
能
力
を
分
配
し
よ
う
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
武
器
を
準
備
す
る
。

分
配
の
役
を
仰
せ
つ
か
っ
た
弟
エ
ピ
メ
テ
ウ
ス
は
、
人
間
に
能
力
を
与
え
る
の

を
忘
れ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
兄
は
火
と
言
葉
と
を
盗
み
出
し
て
、
人
間
に
分
け

与
え
る
。
こ
の
神
話
か
ら
、
技
術
に
は
つ
ね
に
忘
却
と
い
う
「
欠
失
」
が
刻
み

込
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
言
葉
＝
技
術
に
対
す
る
根
源
的
な
批
判
を

展
開
し
て
い
る
。

（
101
） 

プ
ラ
ト
ン
（
岩
田
靖
夫
訳
）『
パ
イ
ド
ン
』
岩
波
文
庫
、
二
〇
頁
。
以
下
、

プ
ラ
ト
ン
の
ギ
リ
シ
ア
語
原
文
は
随
時Loeb Classical Library

, H
arvard 

U
niversity Press

を
参
照
し
た
。

（
102
） 

同
前
、
一
五
九
頁
。

（
103
） 

同
前
、
一
六
七
頁
。

（
104
） 

プ
ラ
ト
ン
（
藤
澤
令
夫
訳
）『
国
家
』
岩
波
文
庫
、
三
七
二
頁
。

（
105
） Derrida, Jacques(1993): Khora

, Paris, Editions G
alilée. 

デ
リ
ダ
（
守
中

高
明
訳
）『
コ
ー
ラ 

プ
ラ
ト
ン
の
場
』
未
来
社
、二
〇
〇
四
年
。
プ
ラ
ト
ン
「
テ
ィ

マ
イ
オ
ス
」（
種
山
恭
子
訳
）『
プ
ラ
ト
ン
全
集
』
一
二
巻
、
岩
波
書
店
。

（
106
） 

ニ
ー
チ
ェ
、
前
掲
『
反
時
代
的
考
察
』、
二
二
三
〜
二
二
四
頁
。

（
107
） 

オ
ウ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
（
中
村
善
也
訳
）『
変
身
物
語
』
岩
波
文
庫
、
二
八
頁
。
オ

ウ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
に
よ
る
と
、
大
洪
水
に
よ
っ
て
人
類
が
絶
滅
し
た
あ
と
、
プ
ロ

メ
テ
ウ
ス
の
息
子
デ
ウ
カ
リ
オ
ン
と
と
も
に
、
最
後
に
残
っ
た
エ
ピ
メ
テ
ウ
ス

（
と
パ
ン
ド
ラ
）
の
娘
ピ
ュ
ラ
が
背
後
に
投
げ
た
母
の
骨
（
＝
記
憶
／
歴
史
）
は
、

肉
を
ま
と
い
子
ど
も
に
生
成
し
た
と
さ
れ
る
。
作
者
は
、
こ
こ
で
肯
定
的
な
、

そ
し
て
不
思
議
な
忘
却
の
創
造
作
用
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

た
な
か
・
き
お
（
近
現
代
史
／
京
都
府
立
大
学
）


