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ニ
ー
チ

１
　
二
‥
チ
ェ
の
「陽
気
さ
」
に
つ
い
て

カ
ー
ル
・レ
ー
ヴ
イ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
ナ
チ
ス
時
代
に

ニ
ー
チ
ェ
の
著
作
の
公
認
の
序
文
書
き
兼
刊
行
者
で
あ
った

ア
ル
フ
レ
ー
ト
・ポ
イ
ム
ラ
ー
は
、
ニ
ー
チ
ェ
が
描
き
出
し

た
の
は
「力
対
力
」「戦
い
と
し
て
の
世
界
」
で
あ
る
と
主
張

し
た
と
い
う
。
そ
し
て
彼
が
提
出
し
た
定
式
と
は
「英
雄
的

実
在
論
」、
つ
ま
り
「苦
難
に
馴
れ
、苦
難
を
探
し
出
す
」
と

い
う
英
雄
観
で
あ
っ
た
と
い
う
。レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
は
ポ
イ
ム

ラ
ー
の
解
釈
の
問
題
を
、
「も
し
解
釈
者
が
哲
学
者
と
し
て

時
局
に
使
乗
す
る
意
志
を
持
つ
と
き
に
は
、
ニ
ー
チ
ェ解
釈

が
ど
ん
な
も
の
に
な
る
か
」と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
し
て
い

る
。ポ
イ
ム
ラ
ー
は
ニ
ー
チ
ェ
の
世
界
観
に
戦
い
と
勝
利
が

ェ
の
「人
間
」
批
判

ド
ゥ
ル
‥
ズ
「ニ
ー
チ
ェ
と
哲
学
」
再
読
―
―

村
田
　
憲
郎

一切
で
あ
る
世
界
、「原
始
グ
ル
マ
ン
的
」世
界
と
い
う
性
格

を
見
る
が
、
そ
の
際
ニ
ー
チ
ェ
自
身
が
持
つ
「英
雄
的
‐牧

歌
的
」な
側
面
を
見
落
と
し
て
い
る
と
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
は
言

う
。
ポ
イ
ム
ラ
ー
の
描
き
出
し
た
ニ
ー
チ
ェ
は
、
苦
痛
に
耐

え
つ
つ
も
戦
い
続
け
る
悲
壮
な
英
雄
だ
っ
た
の
で
あ
る
Ｔ
）。

こ
の
こ
と
を
知
る
と
き
、
近
年
の
「陽
気
な
」
ニ
ー
チ
ェ
像

は
ポ
イ
ム
ラ
ー
＝
ナ
チ
的
な
ニ
ー
チ
ェ
像
に
対
す
る
異
議
申

し
立
て
と
し
て
形
成
さ
れ
て
き
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

ド
ウ
ル
ー
ズ
の
解
釈
も
ま
た
こ
の
線
上
に
位
置
し
て
い

る
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
に
よ
れ
ば
、
ニ
ー
チ
ェ
の
最
大
の
敵
は
ニ

ヒ
リ
ズ
ム
で
あ
る
が
、実
は
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
は
弁
証
法
の
あ

ら
ゆ
る
形
態
で
あ
る
。
弁
証
法
と
は
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
で
あ
り
、

具
体
的
に
は
ヘ
ー
グ
ル
、
フ
オ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
、
シ
ュ
テ
イ
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ル
ナ
ー
が
お
の
お
の
否
定
的
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
、反
動
的
ニ
ヒ
リ

ズ
ム
、過
激
な
自
己
破
壊
的
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
対
応
す
る
と
い

うヽノ。ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
言
う
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
は
何
か
。
端
的
に

言
っ
て
、生
の
価
値
を
否
定
す
る
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
こ
と
で

あ
る
。
そ
れ
は
ま
ず
第
一に
、
超
感
性
的
な
神
の
優
越
性
を

立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
を
否
定
す
る
。
コ
一ヒ
リ
ズ
ム
と

は
次
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。生
に
よ
つ
て
引
き
受
け
ら

れ
た
無
と
い
う
価
値
、生
に
こ
の
無
の
価
値
を
与
え
る
高
級

な
価
値
と
い
う
虚
構
、高
級
な
価
値
の
中
で
自
己
を
実
現
す

る
無
へ
の
意
志
。」
ｚ”・ド
い
（Ｐ『ｅ
こ
こ
に
ヘ
ー
グ
ル
が
対

応
す
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
第
二
に
、
ま
た
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と

通
常
言
わ
れ
る
場
合
の
意
味
に
も
即
し
て
い
る
こ
と
だ
が
、

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
は
こ
の
超
感
性
的
な
神
と
い
う
価
値
ま
で
も
否

定
し
て
し
ま
う
。「人
々
は
超
感
性
界
、高
級
な
価
値
に
対
し

て
敵
対
的
に
反
応
し
、そ
れ
ら
の
存
在
と
そ
れ
ら
の
一切
の

有
効
性
と
を
否
定
す
る
。」
Ｚ”Ｎ〓
宙
９ヽ
こ
こ
に
フ
ォ
イ

エ
ル
バ
ッ
ハ
が
対
応
す
る
と
さ
れ
る
。い」の
場
合
神
的
な
価

値
は
否
定
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
依
然
と
し

て
生
は
価
値
を
剥
奪
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。い」の
段
階
に
ま

で
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
が
発
展
す
る
と
、人
間
は
も
は
や
絶
望
の
中

で
受
動
的
に
死
を
待
つ
の
み
に
な
っ
て
し
ま
う
。い」の
段
階

が
受
動
的
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
で
あ
る
。
『ツ
ァ
ラ
ト
ス
ト
ラ
は
こ

う
言
っ
た
」
に
登
場
す
る
「ま
し
な
人
間
た
ち
」
は
こ
の
段

階
に
属
し
、
ンヽ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
も
こ
こ
に
属
す
る
と
さ

れ
る
。
そ
こ
で
こ
の
段
階
に
お
い
て
「人
間
」
が
と
り
う
る

最
良
の
選
択
は
、
「自
己
破
壊
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
ド
ゥ

ル
ー
ズ
の
考
え
で
は
、
ニ
ー
チ
ェ
が
「能
動
的
ペ
シ
ミ
ズ
ム
」

と
呼
ん
だ
こ
の
「自
己
破
壊
」
に
は
シ
ュ
テ
イ
ル
ナ
ー
が
対

応
す
る
と
さ
れ
る
つ
）。
こ
の
能
動
的
自
己
破
壊
は
、
受
動
的

に
死
を
待
つ
こ
と
か
ら
区
別
さ
れ
る
。い」の
よ
う
な
ニ
ヒ
リ

ズ
ム
の
全
過
程
を
経
て
、
水ヽ
劫
回
帰
へ
と
い
た
り
、
あ
ら
ゆ

る
価
値
の
転
換
が
行
わ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

も
と
を
辿
れ
ば
、そ
も
そ
も
超
感
性
的
価
値
の
設
定
は
生

に
対
す
る
ル
サ
ン
チ
マ
ン
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。周

知
の
よ
う
に
ニ
ー
チ
ェ
は
、『道
徳
の
系
譜
」
の
中
で
ル
サ
ン

チ
マ
ン
が
道
徳
の
起
源
で
あ
る
こ
と
を
突
き
止
め
た
。い」の

ル
サ
ン
チ
マ
ン
か
ら
身
を
守
る
た
め
に
、「陽
気
さ
」が
称
揚

さ
れ
る
の
だ
と
す
れ
ば
、そ
れ
は
容
易
に
想
像
で
き
る
こ
と

で
あ
る
。
私
た
ち
が
日
常
的
に
実
感
で
き
る
こ
と
だ
が
、
陽



気
で
い
る
こ
と
は
見
苦
し
い
ル
サ
ン
チ
マ
ン
か
ら
逃
れ
る
一

つ
の
手
段
で
あ
る
。

実
際
の
と
こ
ろ
八
〇
年
代
の
日
本
で
は
、こ
の
よ
う
な
日

常
的
実
感
を
肯
定
し
て
く
れ
る
思
想
家
と
し
て
ド
ウ
ル
ー
ズ

が
受
容
さ
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
も
に
受
容
さ
れ
た

フ
ー
コ
ー
も
ま
た
「陽
気
な
ポ
ジ
テ
イ
ヴ
イ
ス
ト
」と
し
て
、

ニ
ー
チ
ェ
に
由
来
す
る
こ
の
陽
気
さ
を
共
有
し
て
い
た
。し

か
し
九
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
は
も
ろ
も
ろ
の
社
会
的
状
況

を
反
映
し
て
か
、
手
の
ひ
ら
を
返
す
よ
う
に
こ
の
よ
う
な

「陽
気
さ
」
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
な
っ
た
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
自
体
は
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
な
の
だ

が
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
に
せ
よ
フ
ー
コ
ー
に
せ
よ
、
彼
ら
の
思
想

そ
の
も
の
ま
で
も
が
単
な
る
流
行
遅
れ
と
さ
れ
る
の
で
は
な

に
ご
と
も
問
題
化
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
の
は
、単
に
陽
気
で
あ

り
さ
え
す
れ
ば
ル
サ
ン
チ
マ
ン
を
克
服
で
き
る
と
い
う
わ
け

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
当
た
り
前
の
こ
と
だ
が
、

日
常
的
ル
サ
ン
チ
マ
ン
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
せ
よ
、あ
る
い

は
ナ
チ
的
な
ニ
ー
チ
ェ
読
解
を
避
け
る
た
め
に
せ
よ
、陽
気

で
あ
れ
ば
よ
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。と
い
う
の
も
ニ
ヒ

リ
ズ
ム
の
根
は
も
っ
と
深
い
の
だ
か
ら
。そ
の
こ
と
を
ド
ウ

ル
ー
ズ
自
身
も
ま
た
見
落
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

２
　
ル
サ
ン
チ
マ
ン

周
知
の
よ
う
に
ル
サ
ン
チ
マ
ン
と
は
、「本
来
の
「反
動
」、

す
な
わ
ち
行
動
上
の
復
讐
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
、単
に

想
像
上
の
復
磐
に
よ
っ
て
の
み
そ
の
埋
め
合
わ
せ
を
つ
け
る

よ
う
な
輩
の
「反
感
ヒ
ｏ〓
Ｐ■
で
あ
る
。
直
ち
に
復
讐
行

動
を
と
る
こ
と
が
で
き
な
い
「奴
隷
」
「賎
民
」
は
、
攻
撃
を

与
え
た
「貴
族
」
に
対
し
て
怨
恨
を
抱
く
。
こ
こ
か
ら
生
ず

る
「想
像
上
の
復
讐
」
が
奴
隷
道
徳
の
起
源
で
あ
る
こ
と
を

『道
徳
の
系
譜
』
は
示
し
た
の
だ
っ
た
。

貴
族
道
徳
が
「わ
た
し
は
良
い
”
”、
ゆ
え
に
お
前
は
悪

い
冒
〓
８
〓こ
と
言
う
の
に
対
し
て
、
奴
隷
道
徳
は
、
「お
前

は
悪
い
８
８
、
ゆ
え
に
わ
た
し
は
良
い
躍
こ
と
言
う
。
貴

族
は
「充
ち
足
り
た
、
有
り
余
る
力
を
持
っ
た
、
従
っ
て
必

然
的
に
能
動
的
な
人
間
と
し
て
、幸
福
か
ら
行
動
を
分
離
す

る
す
べ
を
も
知
ら
な
か
っ
た
」。貴
族
は
「自
分
た
ち
自
身
を
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ま
さ
に
「幸
福
な
者
」
と
感
じ
た
」。
し
た
が
っ
て
貴
族
に

と
っ
て
は
ま
ず
は
自
分
が
良
き
者
と
し
て
あ
り
、相
手
は
た

だ
そ
の
帰
結
と
し
て
「悪
い
８
〓
８
Ｆ
（＝
素
朴
と
で
あ
る

の
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
ヨ
心い
８
ｒ”８
〓こ
に
は
そ
れ
ゆ
え

「憐
憫
、書
酌
、容
赦
が
絶
え
ず
混
入
さ
れ
、加
味
さ
れ
て
い

る
」。
し
か
し
他
方
、
行
動
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
奴
隷
に

と
っ
て
は
、「幸
福
は
本
質
的
に
麻
酔
、混
迷
、安
静
、平
和
、

「安
息
日
」、
気
の
ば
し
、
大
の
字
に
な
る
こ
と
と
し
て
、
手

短
に
言
え
ば
、受
動
的
な
も
の
と
し
て
現
れ
る
」。貴
族
の
幸

福
が
能
動
的
で
あ
る
の
に
対
し
て
、奴
隷
の
幸
福
は
受
動
的

で
あ
る
。
奴
隷
に
と
っ
て
ま
ず
存
在
す
る
の
は
「お
前
は
悪

い
げ語
と
、
つ
ま
り
自
分
自
身
で
は
な
く
、
自
分
よ
り
も
行

動
的
な
貴
族
で
あ
る
。「彼
の
魂
は
横
目
を
使
う
」。「彼
は
ま

ず
「悪
い
敵
」
を
、
す
な
わ
ち
「悪
人
」
を
構
想
す
る
。
し

か
も
こ
れ
を
基
礎
概
念
と
し
て
、そ
れ
か
ら
や
が
て
そ
の
模

倣
と
し
て
、
そ
の
対
照
物
と
し
て
、
さ
ら
に
も
う
一
つ
「善

人
」を
案
出
す
る
―
―
こ
れ
が
自
分
自
身
な
の
だ
。」こ
う
し

て
「良
い
電
こ
と
「悪
い
Ｌ
旨
浄こ
が
、
「善
躍
こ
と
「悪

ｇ
澪
」
に
転
換
す
る
。
貴
族
道
徳
に
お
い
て
「わ
れ
ら
高
貴

な
る
者
、
わ
れ
ら
よ
き
者
、
わ
れ
ら
美
し
き
者
、
わ
れ
ら
幸

い
な
る
者
」
で
あ
っ
た
者
が
奴
隷
道
徳
に
お
い
て
「悪
人
」

と
さ
れ
て
し
ま
う
。

こ
の
点
に
関
し
て
は
お
よ
そ
さ
ま
ざ
ま
な
ニ
ー
チ
ェ
解
釈

の
中
で
も
合
意
が
成
立
す
る
点
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
ド
ゥ

ル
ー
ズ
に
と
つ
て
重
要
な
点
は
幸
福
に
関
し
て
現
れ
る
「能

動
的
」
「受
動
的
」
と
い
う
区
別
で
あ
る
。

受
動
的
で
あ
る
と
は
、
行
動
し
自
ら
与
え
る
の
で
は
な

く
、
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
欲
し
、
慰
め
ら
れ
る
こ
と
を
欲
す

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
受
動
性
は
「能
動

＞
巨
８
」
に
対
す
る
「反
動
″■
巨
８
」
の
帰
結
で
も
あ
る
。

こ
の
「能
動
」
と
「反
動
」
を
「力
へ
の
意
志
」
の
二
つ
の

類
型
、貴
族
と
奴
隷
に
対
応
す
る
類
型
と
し
て
基
礎
に
お
い

た
と
こ
ろ
に
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
解
釈
の
固
有
性
が
あ
る
。

３
　
ニ
ー
チ
ェ
の
「人
間
」
批
判

ニ
ー
チ
ェ自
身
は
上
で
依
拠
し
た
節
の
す
ぐ
あ
と
で
、

「人
間
」
に
対
す
る
嫌
悪
を
、
次
の
よ
う
に
表
明
し
て
い
る
。
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「何
が
今
日
、
「人
間
」
に
対
す
る
わ
れ
わ
れ
の
嫌
悪
を

起
こ
さ
せ
る
の
か
。
―
―
疑
い
も
な
く
、
わ
れ
わ
れ
は

人
間
に
苦
し
ん
で
い
る
の
だ
か
ら
だ
。―
―
そ
れ
は
恐

怖
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
わ
れ
わ
れ
が
も
は
や
人
間
に

つ
い
て
恐
る
べ
き
何
も
の
を
も
持
た
な
い
と
い
う
こ

と
、「人
間
」と
い
う
姐
虫
が
眼
の
前
で
う
ご
め
い
て
い

る
と
い
う
こ
と
だ
。
「温
順
な
人
間
」、
救
い
よ
う
の
な

い
ほ
ど
凡
庸
で
活
気
の
な
い
人
間
が
、自
分
を
目
標
や

頂
点
と
し
て
、歴
史
の
意
義
と
し
て
、「よ
り
高
級
な
人

間
」
と
し
て
感
じ
る
こ
と
を
知
っ
た
と
い
う
こ
と
、

―
―
否
、む
し
ろ
、そ
う
い
う
人
間
が
、　
そ
こ
い
ら
に

あ
ふ
れ
て
い
る
不
具
者
や
疾
病
者
や
疲
労
者
や
老
衰
者

―
―
全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
今
日
そ
の
悪
臭
を
発
し
始
め
て

い
る
―
―
と
は
違
い
、自
分
を
少
な
く
と
も
比
較
的
に

よ
り
上
出
来
な
者
、少
な
く
と
も
ま
だ
生
活
力
を
持
っ

て
い
る
者
、
少
な
く
と
も
生
に
「然
り
」
を
言
う
者
と

し
て
感
じ
る
限
り
、そ
う
自
負
す
べ
き
あ
る
種
の
権
利

を
有
す
る
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
が
「人
間
」
に
嫌
悪
を

感
じ
さ
せ
る
ゆ
え
ん
な
の
だ
。」
「道
徳
の
系
譜
』
第
二

論
文
、
〓

『ツ
ァ
ラ
ト
ス
ト
ラ
」
の
中
で
は
、
「人
間
」
は
「大
地
の

皮
膚
病
」
と
も
言
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
「人
間
」
が

奴
隷
道
徳
に
よ
っ
て
す
っ
か
り
飼
い
慣
ら
さ
れ
、凡
庸
さ
で

あ
ふ
れ
か
え
り
な
が
ら
も
、と
る
に
足
ら
な
い
さ
さ
い
な
差

別
意
識
を
根
拠
に
自
ら
の
「生
」
へ
の
権
利
を
要
求
し
て
い

る
こ
と
に
対
す
る
嫌
悪
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
を
考
え
る
と
き
、八
〇
年
代
日
本
的
な
世
俗
的

受
容
の
あ
り
方
が
い
か
に
ニ
ー
チ
ェを
裏
切
る
も
の
で
あ
っ

た
か
が
よ
く
わ
か
る
が
、
そ
れ
で
は
反
対
に
、
果
た
し
て

ニ
ー
チ
ェ
は
、貴
族
と
奴
隷
の
位
階
秩
序
を
相
対
的
な
も
の

で
は
な
く
絶
対
的
な
も
の
と
し
て
称
揚
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

つ
ま
リ
ニ
ー
チ
ェ
の
「人
間
」
批
判
と
は
、
「奴
隷
的
」
な
人

間
の
批
判
で
あ
っ
て
、「人
間
」
一般
に
対
す
る
批
判
で
は
な

い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
。い」の
こ
と
を
考
え
る
に
は
や

は
り
、
有
名
な
「力
へ
の
意
志
ョ
一Ｆ
Ｎ颯
〓
８
，こ
の
教
説

を
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ボ
イ
ム
ラ
ー
の
ナ
チ
的
ニ
ー
チ
ェ解
釈
を
思
い
出
し
て
み

よ
う
。
そ
こ
で
は
「力
対
力
」
「戦
い
と
し
て
の
世
界
」
が

ニ
ー
チ
ェ
の
世
界
観
を
な
す
と
さ
れ
て
い
る
。実
際
の
と
こ
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ろ
「力
へ
の
意
志
」
の
教
説
を
思
い
浮
か
べ
て
み
る
と
き
、

こ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
は
正
当
化
さ
れ
る
か
の
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
の
「力
〓
８
Ｆこ
と
は
ど
の
よ
う

な
力
の
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。

ド
ウ
ル
ー
ズ
は
ニ
ー
チ
ェ
解
釈
上
の
注
意
点
と
し
て
、

「力
へ
の
意
志
が
「支
配
欲
」
を
、
あ
る
い
は
「力
を
欲
す
る

こ
と
」
を
意
味
す
る
と
信
じ
込
む
こ
と
」Ｚ・↓０は
ま
ず
第
一

に
避
け
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
い」の
点
は
ボ

イ
ム
ラ
ー
を
ま
に
受
け
て
単
純
に
ニ
ー
チ
ェ
は
ナ
チ
だ
と
信

じ
込
ま
な
い
た
め
に
も
、あ
る
い
は
現
実
社
会
で
の
も
ろ
も

ろ
の
競
争
や
実
力
主
義
の
肯
定
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
ニ
ー

チ
ェ
を
捉
え
な
い
た
め
に
も
無
視
で
き
な
い
。

か
り
に
力
へ
の
意
志
が
い
わ
ゆ
る
日
常
的
意
味
で
の
「支

配
欲
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
力
へ
の
意
志
が
一定
の
既
成
の

価
値
に
従
属
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。い」の
場
合
力
へ
の

意
志
に
価
値
が
先
行
す
る
こ
と
に
な
り
、結
局
の
と
こ
ろ
な

ぜ
力
へ
の
意
志
が
「新
し
い
価
値
定
立
の
原
理
」
で
あ
る
の

か
理
解
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。し
た
が
っ
て
力
へ
の
意

志
は
自
分
と
は
別
の
何
も
の
か
に
対
す
る
欲
望
で
は
な
い
と

考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。ン」の
よ
う
に
考
え
る
と
き
、「力

へ
の
意
志
」
で
も
っ
て
支
配
欲
、
名
誉
欲
、
金
銭
欲
等
々
の

世
俗
的
欲
望
を
連
想
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
が
わ
か

２一。こ
の
「力
へ
の
意
志
」
は
し
た
が
っ
て
社
会
的
な
既
存
の

制
度
内
で
の
人
間
的
な
行
動
力
と
し
て
は
現
れ
な
い
。で
は

ど
こ
に
現
れ
る
の
か
。『力
へ
の
意
志
」
の
あ
る
断
片
に
よ
れ

ば
、
「力
へ
の
意
志
」
と
は
「原
始
的
な
感
情
形
態
」
（０∞ｅ

で
あ
る
と
い
う
。ま
た
別
の
断
片
で
は
、
「力
へ
の
意
志
」と

は
「
一
つ
の
パ
ト
ス
景
Ｏωｇ
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
つ

ま
り
「力
へ
の
意
志
」
は
感
情
と
し
て
、
パ
ト
ス
と
し
て
最

初
に
現
れ
る
の
で
あ
る
。私
た
ち
は
朝
日
覚
め
た
と
き
に
気

分
爽
快
で
、
体
力
の
充
実
を
感
じ
た
り
、
ふ
と
し
た
き
っ
か

け
で
昂
揚
を
感
じ
た
り
す
る
場
合
を
思
い
浮
か
べ
て
み
る
こ

と
が
で
き
る
。

し
か
し
他
方
で
こ
の
「力
へ
の
意
志
」
は
、
単
独
で
現
れ

る
こ
と
は
絶
対
に
な
い
。
「力
へ
の
意
志
は
抵
抗
に
当
面
し

て
の
み
発
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
」（ｏｏＯ
。あ
る
い
は
別
の

箇
所
で
は
、「働
き
か
け
も
抵
抗
も
し
な
い
無
関
心
は
、そ
れ

自
身
で
は
思
考
さ
れ
う
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
存
在
し
な

い
」
６
ωじ
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
「力
へ
の
意
志
」
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は
常
に
複
数
で
あ
り
、
力
の
多
数
性
の
ぶ
つ
か
り
あ
い
に

よ
っ
て
生
じ
、あ
る
い
は
一
つ
の
力
で
あ
る
よ
う
に
見
え
て

も
そ
こ
に
は
す
で
に
多
数
性
が
伏
在
し
て
い
る
。こ
の
よ
う

な
多
様
性
が
「身
体
」
と
言
わ
れ
る
→
）。
実
際
に
私
た
ち
が

力
を
感
じ
る
場
合
を
考
え
て
み
る
と
、そ
れ
は
重
い
も
の
を

持
ち
上
げ
た
り
、激
し
く
抵
抗
し
て
く
る
も
の
を
押
し
と
ど

め
た
り
す
る
場
合
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。い」の
よ

う
に
し
て
力
と
い
う
も
の
は
他
の
力
と
の
衝
突
に
お
い
て
し

か
感
知
可
能
で
は
な
い
。

し
か
し
二
つ
以
上
の
力
が
衝
突
す
る
と
き
、強
い
力
は
弱

い
力
を
支
配
し
、
弱
い
力
は
強
い
力
に
服
従
す
る
。
こ
の
と

き
能
動
的
な
力
と
反
動
的
な
力
と
の
差
異
が
生
ま
れ
る
。い」

の
力
の
質
的
差
異
は
、相
対
的
な
力
の
量
に
よ
つ
て
決
定
さ

れ
る
。
こ
の
と
き
重
要
な
こ
と
は
、
弱
い
力
が
服
従
す
る
と

い
っ
て
も
、単
純
に
強
い
力
に
よ
つ
て
同
化
さ
れ
て
し
ま
う

わ
け
で
は
な
く
、
逆
に
抵
抗
す
る
力
、
つ
ま
り
反
動
的
な
力

を
形
成
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
生
」
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
の
間
争
者
が
互
い
に
ふ
ぞ
ろ

い
な
成
長
を
と
げ
る
力
の
確
立
過
程
の
持
続
的
な
形
式

で
あ
る
と
定
義
さ
れ
う
る
か
も
し
れ
な
い
。こ
の
点
で

は
服
従
の
う
ち
に
も
抵
抗
が
あ
り
、自
主
的
な
力
は
決

し
て
放
棄
さ
れ
て
は
い
な
い
。同
じ
く
命
令
の
う
ち
で

も
、
敵
対
者
の
絶
対
的
な
力
は
打
倒
さ
れ
て
は
お
ら

ず
、
同
化
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
解
消
さ
れ
て
は
い
な
い

と
い
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
「服
従
」
と
「命
令
」
と

は
戦
戯
の
形
式
で
あ
る
。」
「力
へ
の
意
志
』
０ヽ
Ｎ

こ
う
し
て
考
え
る
と
き
、
人
間
に
お
い
て
は
「力
へ
の
意

志
」
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
つ
ね
に
す
で
に
反
動

的
な
力
、奴
隷
的
な
力
に
つ
き
ま
と
わ
れ
て
い
る
場
合
で
し

か
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
間
が
持
ち
上
が
っ
て
く

る
。
結
局
の
と
こ
ろ
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
『ニ
ー
チ
ェ
と
哲
学
』

で
中
心
に
据
え
た
問
い
は
こ
れ
だ
つ
た
の
で
あ
る
。

「人
間
は
、
本
質
的
に
反
動
的
な
も
の
で
は
あ
る
ま
い

か
。反
動
化
は
人
間
を
構
成
す
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い

か
。
ル
サ
ン
チ
マ
ン
、
や
ま
し
い
良
心
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム

は
、
心
理
学
上
の
諸
特
徴
で
は
な
く
、
人
間
に
お
け
る

人
間
性
の
基
礎
の
ご
と
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
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人
間
存
在
そ
の
も
の
の
原
理
で
あ
る
。
人
間
、
大
地
の

皮
膚
病
、
大
地
の
反
動
。
ま
さ
し
く
こ
の
意
味
に
お
い

て
、
ツ
ァ
ラ
ト
ス
ト
ラ
は
人
間
た
ち
へ
の
「大
い
な
る

軽
蔑
」
に
つ
い
て
語
り
、
「大
い
な
る
嫌
悪
」
に
つ
い
て

語
る
の
だ
。
別
の
感
性
、
別
の
生
成
、
そ
れ
ら
は
な
お

人
間
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。」
『ニ
ー
チ
ェ
と
哲
学
』

０・００
（『ω）

「人
間
」と
い
う
の
は
、意
識
か
ら
出
発
し
て
諸
力
の
場
で

あ
る
身
体
を
探
求
し
て
し
ま
う
。し
か
し
意
識
に
現
れ
る
限

り
で
は
、
い
か
な
る
身
体
的
感
覚
も
す
で
に
あ
と
な
る
も
の

で
あ
る
。「私
た
ち
は
、原
因
に
関
す
る
経
験
を
絶
対
に
持
っ

て
は
い
な
い
。」
〓
〓
３
ｏじ
ニ
ー
チ
ェ
は
『力
へ
の
意
志
』

の
中
で
「身
体
を
手
引
き
と
し
て
」
⌒０いり
考
え
る
こ
と
を

自
分
に
課
し
て
い
る
が
、そ
の
際
人
間
的
身
体
に
と
ど
ま
ら

ず
、
原
始
的
な
有
機
体
の
原
形
質
運
動
等
々
、
非
人
間
的
な

身
体
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
を
忘
れ
な
か
っ
た
。そ
し
て
人

間
的
身
体
に
関
し
て
は
、身
体
的
感
覚
に
因
果
性
の
図
式
を

当
て
は
め
る
こ
と
に
対
し
て
こ
の
上
な
く
警
戒
し
て
い
る
。

「私
た
ち
は
、
力
、
緊
張
、
抵
抗
の
感
情
を
、
す
で
に
行
為
の

開
始
に
他
な
ら
な
い
筋
肉
感
情
を
、原
因
で
あ
る
と
誤
解
し

て
き
た
。」
Ｇ
田
）他
方
で
、
身
体
に
関
す
る
い
わ
ゆ
る
「主

観
的
」
な
、
主
知
主
義
的
な
内
省
と
手
を
切
っ
て
機
械
論
的

生
理
学
に
頼
っ
た
と
し
て
も
、そ
こ
に
は
依
然
と
し
て
因
果

性
の
罠
が
あ
る
。
さ
ら
に
機
械
論
的
生
理
学
の
も
う
一
つ

の
罠
は
、お
の
お
の
が
自
律
的
な
計
量
可
能
な
物
理
的
力
を

基
礎
に
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
、力
の
根
源
的
な
多
元
性
を
無

視
し
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。

根
源
的
な
「力
へ
の
意
志
」で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
た
、

意
識
に
現
れ
る
感
情
、感
覚
が
す
で
に
作
り
上
げ
ら
れ
た
も

の
な
ら
ば
、人
間
は
行
動
の
根
拠
と
し
て
自
分
の
感
情
を
利

用
す
る
こ
と
は
論
理
的
に
許
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。いＶ
」

か
ら
感
性
だ
け
で
生
き
る
情
念
的
な
人
間
と
い
う
も
の
に
対

す
る
批
判
を
読
み
と
れ
る
。し
か
し
他
方
で
因
果
性
お
よ
び

そ
れ
に
依
拠
す
る
自
然
科
学
も
ま
た
、「力
へ
の
意
志
」を
あ

り
の
ま
ま
に
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。，Ｖ
」か
ら
す
べ
て

を
計
算
し
よ
う
と
す
る
合
理
的
な
人
間
と
い
う
も
の
に
対
す

る
批
判
を
読
み
と
れ
る
。
一一―
チ
ェ
の
思
想
が
近
代
的
合
理

主
義
の
批
判
で
あ
る
こ
と
は
お
そ
ら
く
広
く
一般
に
了
解
さ

れ
て
い
る
だ
ろ
う
が
、
ニ
ー
チ
ェ
は
ま
た
い
わ
い
る
情
念
の
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単
純
な
擁
護
者
で
も
な
い
。

４
　
貴
族
と
奴
隷

残
る
問
題
は
、貴
族
と
奴
隷
が
い
か
に
し
て
構
成
さ
れ
る

か
で
あ
る
。貴
族
も
奴
隷
も
等
し
く
能
動
的
な
力
と
反
動
的

な
力
と
の
衝
突
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、貴

族
と
奴
隷
の
区
別
を
成
立
さ
せ
る
の
は
、そ
の
衝
突
の
あ
り

方
の
違
い
、
諸
力
の
組
み
合
わ
せ
で
あ
る
。

貴
族
と
は
直
ち
に
復
讐
行
動
に
移
る
こ
と
の
で
き
る
人
間

で
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
だ
そ
う
。い」れ
は
外
的
な
刺
激
に
対

し
て
直
接
に
反
応
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。い」の
反
応

こ
そ
が
貴
族
に
お
け
る
反
動
的
な
力
の
役
割
で
あ
る
。し
か

し
そ
の
た
め
に
は
、反
動
的
な
力
は
現
実
の
外
界
に
向
け
ら

れ
、
い
つ
で
も
復
讐
行
為
を
と
る
用
意
が
で
き
て
い
る
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。反
動
的
な
力
を
こ
の
よ
う
な
機
能
ヘ

服
さ
せ
、
監
視
す
る
の
が
能
動
的
な
力
の
役
割
で
あ
る
。
こ

の
能
力
が
忘
却
能
力
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
忘
却
能
力
は
、

「…
…
一
つ
の
能
動
的
な
、
厳
密
な
意
味
に
お
い
て
積

極
的
な
阻
止
能
力
で
あ
っ
て
、
い
や
し
く
も
わ
れ
わ
れ

に
よ
っ
て
体
験
さ
れ
、
経
験
さ
れ
、
わ
れ
わ
れ
に
摂
取

さ
れ
る
ほ
ど
の
も
の
が
―
―
わ
れ
わ
れ
の
身
体
的
栄

養
、
す
な
わ
ち
い
わ
ゆ
る
「身
体
的
同
化
」
の
行
わ
れ

る
千
態
万
様
の
過
程
全
体
と
同
じ
く
―
―
、
消
化
（そ

れ
は
「精
神
的
浄
化
」
と
呼
ん
で
よ
い
で
あ
ろ
こゝ
の

状
態
に
な
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
意
識
に
の
ぼ
ら
な
い
の

も
、
こ
の
阻
止
能
力
の
せ
い
で
あ
る
。
意
識
の
一罪
や
窓

を
一時
的
に
閉
鎖
す
る
こ
と
、意
識
化
に
お
け
る
隷
属

的
な
諸
器
官
が
相
互
に
共
働
し
た
り
対
抗
す
る
た
め
の

喧
操
や
闘
争
に
煩
わ
さ
れ
な
い
こ
と
、
新
し
い
も
の

に
、
わ
け
て
も
よ
り
高
級
の
機
能
や
器
官
に
、
統
制
や

予
測
や
予
定
に
（わ
れ
わ
れ
の
有
機
体
の
組
織
は
嘉
頭

政
体
だ
か
ら
）再
び
地
位
が
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る

た
め
の
わ
ず
か
ば
か
り
の
静
穏
、わ
ず
か
ば
か
り
の
意

識
の
「白
紙
状
態
」―
―
こ
れ
が
、前
述
の
よ
う
に
、心

的
秩
序
、
安
静
、
礼
儀
の
い
わ
ば
門
番
で
あ
り
執
司
で

あ
る
あ
の
能
動
的
な
健
忘
の
効
用
で
あ
る
。」
「道
徳
の

系
譜
』
第
二
論
文
、
い
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こ
こ
で
ニ
ー
チ
ェ
は
忘
却
能
力
を
、身
体
組
織
の
も
ろ
も

ろ
の
運
動
が
意
識
に
の
ぼ
ら
な
い
た
め
の
「阻
止
能
力
」
に

例
え
て
い
る
が
、ド
ゥ
ル
ー
ズ
に
よ
れ
ば
こ
の
こ
と
は
ル
サ

ン
チ
マ
ン
に
も
当
て
は
ま
る
。現
在
の
刺
激
に
対
し
て
は
即

座
に
反
応
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
が
、過
去
に
被
っ
た
苦

痛
、
侮
辱
に
対
し
て
は
端
的
に
忘
れ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ

る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
忘
却
能
力
を
欠
い
て
い
る
人
間
は
「消

化
不
良
者
に
も
比
せ
ら
れ
る
べ
き
」
者
、
つ
ま
り
は
奴
隷
で

あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
忘
却
能
力
が
失
わ
れ
、現
在
の
刺
激
で
な
い
も
の
が

意
識
の
中
に
流
れ
込
む
と
き
、
奴
隷
が
生
じ
る
。
奴
隷
と
ル

サ
ン
チ
マ
ン
は
能
動
的
な
力
が
反
動
的
な
力
を
監
視
し
さ
れ

な
く
な
っ
た
と
き
に
生
ま
れ
る
。彼
が
行
動
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
の
は
、
過
去
の
痕
跡
が
意
識
の
中
に
流
れ
込
み
、
現

在
の
刺
激
に
対
し
て
即
座
に
反
応
す
る
こ
と
が
難
し
く
な
っ

て
い
る
か
ら
で
も
あ
る
。
こ
の
症
状
が
進
行
す
る
と
、
奴
隷

は
現
在
の
刺
激
さ
え
過
去
の
痕
跡
と
関
係
づ
け
、現
実
の
中

に
こ
と
ご
と
く
ル
サ
ン
チ
マ
ン
の
対
象
を
見
出
す
よ
う
に

な
っ
て
し
ま
う
。

そ
も
そ
も
よ
り
強
い
力
、支
配
す
る
力
で
あ
る
能
動
的
な

力
は
、
な
ぜ
自
分
よ
り
弱
い
力
、
服
従
す
る
力
で
あ
る
反
動

的
な
力
に
負
け
て
し
ま
う
の
か
。な
ぜ
ル
サ
ン
チ
マ
ン
が
蔓

延
し
、
奴
隷
が
勝
利
を
収
め
る
の
か
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
に
よ
れ

ば
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
は
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
歴
史
で
あ
り
、貴

族
と
生
の
肯
定
が
存
在
し
た
と
き
に
は
い
つ
で
も
、引
き
続

い
て
生
の
否
定
の
形
態
が
現
れ
た
。ギ
リ
シ
ア
に
は
ソ
ク
ラ

テ
ス
が
現
れ
、
ロ
ー
マ
に
は
キ
リ
ス
ト
教
が
現
れ
、
ル
ネ
サ

ン
ス
の
後
に
は
宗
教
改
革
が
起
こ
っ
た
。い」の
疑
間
に
関
し

て
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。

「実
の
と
こ
ろ
虚
弱
者
た
ち
、奴
隷
た
ち
は
、彼
ら
の
カ

を
算
術
的
に
加
算
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
勝
利
す
る
の
で

は
な
く
、他
者
の
力
を
引
き
算
す
る
こ
と
で
そ
う
す
る

の
で
あ
る
。
彼
ら
は
強
者
を
、
強
者
た
る
が
ゆ
え
に
で

き
る
可
能
性
を
持
つ
こ
と
か
ら
切
り
離
し
て
し
ま
う
。

彼
ら
は
自
ら
の
「力
」
を
組
み
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て

で
は
な
く
、
自
ら
の
伝
染
す
る
「力
」
に
よ
っ
て
勝
つ

の
で
あ
る
。
だ
か
ら
彼
ら
は
、
あ
ら
ゆ
る
力
が
反
動
的

な
も
の
へ
と
成
長
し
て
し
ま
う
よ
う
引
き
ず
っ
て
行
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く
。
そ
れ
こ
そ
が
「退
化
」
な
の
で
あ
る
。」
『ニ
ー

チ
ェ
』

，
卜∞

こ
の
点
に
関
し
て
は
ド
ウ
ル
ー
ズ
が
「奴
隷
の
真
理
」
と

呼
ん
だ
弁
証
法
の
正
し
さ
に
異
論
の
余
地
は
な
い
。勝
利
を

収
め
る
の
は
い
つ
も
「奴
隷
」
な
の
で
あ
る
。

５
　
ヒ
ュ
‥
マ
ニ
ズ
ム
で
は
な
い
ド
ゥ
ル
‥
ズ
の
実
践

的
側
面
に
つ
い
て

こ
こ
ま
で
ニ
ー
チ
ェ
と
ド
ゥ
ル
ー
ズ
に
即
し
て
、貴
族
を

良
い
も
の
、
高
貴
な
も
の
と
し
て
扱
っ
て
き
た
。
し
か
し
そ

の
際
貴
族
的
人
間
の
不
可
能
性
に
注
意
を
払
う
こ
と
に
よ
つ

て
、「陽
気
な
旨
一―
チ
エ
解
釈
に
陥
ら
な
い
よ
う
に
配
慮
し

て
き
た
。と
い
う
の
も
、
ニ
ー
チ
ェ
的
な
「陽
気
さ
」
は
、
私

た
ち
が
日
常
生
活
に
お
い
て
振
る
舞
っ
て
い
る
態
度
を
単
純

に
連
想
さ
せ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
ら
で
あ

２の。近
年
の
い
わ
ゆ
る
「ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
」
に
よ
る
「ヒ
ュ
ー

マ
ニズ
ム
」
批
判
は
、
そ
も
そ
も
は
神
の
被
造
物
と
し
て
の

理
性
的
で
自
由
な
人
間
と
い
う
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
的
な

捉
え
方
を
問
題
化
す
る
た
め
の
も
の
だ
っ
た
。そ
こ
に
は
伝

統
的
な
「人
間
」
と
い
う
捉
え
方
自
、体
が
、
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
＝

キ
リ
ス．や
教
的
人
間
性
を
モ
デ
ル
と
す
る
も
の
で
は
な
か
っ

た
か
と
い
う
疑
い
が
あ
つ
た
。し
か
し
他
方
で
こ
の
問
題
化

自
体
が
人
間
の
普
遍
的
尊
厳
を
宙
づ
り
に
す
る
も
の
で
あ
っ

た
た
め
、
例
え
ば
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
擁
護
な
ど
、
も
ろ
も
ろ
の

実
践
的
言
説
の
根
拠
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。そ
こ
で
そ
れ

に
代
わ
る
根
拠
と
し
て
、他
者
と
関
係
を
も
つ
こ
と
は
楽
し

く
、自
己
の
う
ち
に
差
異
を
は
ら
ん
で
い
る
こ
と
は
楽
し
い

と
い
う
形
で
差
異
が
肯
定
さ
れ
た
。思
想
潮
流
と
し
て
差
異

の
肯
定
と
人
間
中
心
主
義
批
判
と
が
同
時
に
な
さ
れ
た
こ
と

は
こ
あ
意
味
で
必
然
的
だ
つ
た
し
、
ヘ
ー
グ
ル
流
の
「主
人

と
奴
隷
の
弁
証
法
」
が
ル
サ
ン
チ
マ
ン
的
、
奴
隷
的
意
識
で

あ
る
と
し
て
敬
遠
さ
れ
た
の
も
そ
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
も

の
だ
っ
た
。

し
か
し
こ
の
い
わ
ゆ
る
「ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
」
の
受
容
の
あ

り
方
の
不
毛
さ
が
近
年
問
題
と
な
っ
て
い
る
。現
実
問
題
と

し
て
、も
ろ
も
ろ
の
文
化
的
差
異
が
引
き
起
こ
す
深
刻
な
社
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会
的
問
題
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
人
々
に
対
し
て
は
、
「差

異
は
享
受
す
る
も
の
だ
」
と
い
う
「ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
」
的
言

説
は
何
も
事
態
を
変
え
ず
、か
え
っ
て
問
題
を
深
刻
化
す
る

危
険
が
あ
る
。「ヒ
ュ
ー
マ
ニズ
ム
」批
判
は
こ
の
よ
う
な
残

酷
な
無
関
心
あ
る
い
は
興
味
本
位
な
態
度
の
肯
定
で
あ
っ
て

は
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。

か
つ
て
サ
ル
ト
ル
は
「実
存
主
義
と
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニズ
ム

で
あ
る
」の
中
で
、「人
間
は
苔
や
腐
食
物
や
花
キ
ャ
ベ
ツ
で

は
な
く
、
ま
ず
第
一に
、
主
体
的
に
自
ら
を
生
き
る
投
企
な

の
で
あ
る
」ゆ
え
に
、「人
間
は
石
こ
ろ
や
机
よ
り
も
尊
厳
で

あ
る
」
と
訴
え
た
。
こ
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニズ
ム
は
ハ
イ
デ
ガ
ー

を
始
め
さ
ま
ざ
ま
な
批
判
を
浴
び
た
け
れ
ど
も
、サ
ル
ト
ル

の
提
出
し
た
「人
間
は
各
人
が
自
ら
を
選
択
す
る
も
の
だ

が
、い」れ
は
各
人
が
自
ら
を
選
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
全
人
類
を

選
択
す
る
と
い
う
こ
と
を
も
意
味
す
る
」と
い
う
論
拠
は
そ

れ
な
り
に
、社
会
的
問
題
に
関
す
る
知
識
人
の
実
践
的
な
ア

ン
ガ
ー
ジ
ュ
マ
ン
の
根
拠
に
な
り
え
て
い
た
。

そ
れ
で
は
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
ど
う
か
。な
る
ほ
ど
ド
ゥ
ル
ー

ズ
自
身
が
す
で
に
、自
分
に
と
っ
て
は
実
際
的
な
「政
治
的
」

実
践
よ
り
も
、そ
れ
を
準
備
す
る
よ
う
な
研
究
の
方
が
重
要

で
あ
る
こ
と
を
隠
し
て
い
な
か
っ
た
。
例
え
ば
『記
号
と
事

件
』
で
は
、
ク
レ
ッ
ソ
ー
ル
と
い
う
一学
生
が
ド
ゥ
ル
ー
ズ

に
送
っ
た
手
紙
に
関
す
る
応
答
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。ド
ゥ

ル
ー
ズ
は
そ
こ
で
実
際
の
政
治
運
動
に
参
加
し
さ
え
す
れ
ば

問
題
が
解
決
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
趣
旨
の
見
解
を
述

べ
て
い
る
。
「問
題
は
特
定
の
排
他
的
集
団
の
性
質
に
は
関

係
な
く
て
、（同
性
愛
と
か
麻
薬
と
い
っ
た
）特
定
の
も
の
が

生
み
出
す
効
果
を
、他
の
手
段
に
よ
っ
て
生
み
出
す
こ
と
が

で
き
る
、
そ
ん
な
横
断
的
関
係
に
関
わ
っ
て
い
る
ん
だ
。」

Ｖ
器
こ
と
の
起
こ
り
は
ク
レ
ッ
ソ
ー
ル
が
自
分
の
行
っ
て
い

る
活
動
に
参
加
す
る
よ
う
ド
ゥ
ル
ー
ズ
に
要
請
し
、自
分
が

編
集
す
る
雑
誌
に
論
文
を
載
せ
る
よ
う
要
請
し
た
際
に
ド
ゥ

ル
ー
ズ
が
断
つ
た
た
め
、腹
立
ち
紛
れ
に
手
紙
で
彼
に
罵
倒

を
浴
び
せ
た
こ
と
に
あ
る
（彼
の
批
判
は
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が

た
だ
大
学
に
こ
も
っ
て
本
を
書
く
ば
か
り
で
、デ
モ
や
集
会

に
参
加
し
な
い
こ
と
を
な
じ
っ
た
も
の
ら
し
い
Ｙ
こ
。

し
か
し
彼
自
身
は
、「ニ
ー
チ
ェ
と
哲
学
』で
典
型
的
に
示

し
た
「弁
証
法
」
へ
の
拒
絶
に
も
関
わ
ら
ず
、
「欲
望
す
る
機

械
」
の
概
念
を
ガ
タ
リ
と
と
も
に
練
り
上
げ
た
『ア
ン
チ
。

オ
イ
デ
イ
プ
ス
』
以
降
、
マ
ル
ク
ス
主
義
者
を
自
称
し
て
、

106



新
左
翼
運
動
と
独
特
の
関
係
を
結
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
か

ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、現
実
的
な
実
践
へ
の
意
志
を
持
っ
て

い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
点
に
関
し
て
は
、「欲
望
す
る
機
械
」の
機

能
と
し
て
の
「生
産
」と
い
う
概
念
の
も
つ
合
意
の
開
発
や
、

ま
た
テ
ク
ス
ト
外
的
に
は
ガ
タ
リ
を
通
じ
て
知
っ
た
ア
ン
ト

ニ
オ
‥
不
グ
リ
ら
お
よ
び
「ア
ウ
ト
ノ
ミ
ア
」
運
動
へ
の
関

心
等
も
重
要
な
契
機
で
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
ま
た
、
マ
ル

ク
ス
こ
そ
は
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
三
形
態
で
あ
る
ヘ
ー
グ
ル
、

フ
オ
イ
エ
ル
バ
ツ
ハ
、
シ
ュ
テ
イ
ル
ナ
ー
を
別
の
視
点
、
す

な
わ
ち
経
済
的
下
部
構
造
か
ら
批
判
し
た
思
想
家
で
あ
る
こ

と
を
思
い
出
せ
ば
、
彼
は
自
分
が
マ
ル
ク
ス
と
同
様
、
ニ
ヒ

リ
ズ
ム
の
問
題
に
対
し
て
す
で
に
一定
の
解
答
を
な
し
え
た

と
考
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
。こ

の
推
測
は
、
結
局
哲
学
以
前
的
な
意
味
で
「無
邪
気
な
」

ド
ウ
ル
ー
ズ
と
い
う
平
板
な
イ
メ
ー
ジ
に
収
ま
つ
て
し
ま

「ヽノ。そ
こ
で
別
の
契
機
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
は

「マ
ゾ
ッ
ホ
と
サ
ド
』Ｅ
で
あ
る
。実
際
ニ
ー
チ
ェ
的
な
「運

命
愛
」、
「逆
境
へ
の
愛
」
が
日
常
語
に
翻
訳
さ
れ
る
と
き
、

そ
れ
は
「マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
」
と
呼
ば
れ
、
意
味
の
平
板
化
を
被

る
。
こ
の
「マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
」
を
「サ
デ
イ
ズ
ム
」
の
単
な
る

補
完
物
と
い
う
地
位
か
ら
救
い
出
し
、む
し
ろ
そ
の
積
極
的

な
潜
在
性
を
開
発
す
る
こ
と
が
こ
の
著
作
の
課
題
で
あ
つ

た
。
こ
の
こ
と
を
念
頭
に
置
け
ば
、
哲
学
的
厳
密
性
を
ま
つ

た
く
損
な
う
こ
と
な
く
、抑
圧
さ
れ
た
人
々
を
そ
の
苦
悩
を

も
含
め
て
愛
す
る
こ
と
が
で
き
た
ド
ウ
ル
ー
ズ
像
を
私
た
ち

は
思
い
描
く
こ
と
が
で
き
る
。

結
局
の
と
こ
ろ
は
お
そ
ら
く
、苦
悩
と
陽
気
さ
と
が
対
立

さ
せ
ら
れ
る
の
は
、哲
学
以
前
の
素
朴
な
言
説
に
お
い
て
で

し
か
な
い
だ
ろ
う
。し
か
し
苦
悩
が
ま
た
快
楽
で
も
あ
る
こ

と
を
体
験
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、哲
学
的
思
考
で
あ
れ

社
会
的
実
践
で
あ
れ
、
そ
の
深
み
へ
の
愛
、
そ
の
深
み
に
至

ろ
う
と
す
る
意
志
を
も
つ
て
で
し
か
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。註

（１
）
カ
ー
ル
・
レ
ー
ヴ
イ
ッ
ト
、
Ｔ
一―
チ
ェ
の
哲
学
』

∽
いＯｏ・い０い参
照
。
こ
の
点
に
関
し
て
レ
ー
ヴ
イ
ッ
ト
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自
身
は
、ポ
イ
ム
ラ
ー
が
永
劫
回
帰
の
意
味
を
読
み
と

れ
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
、永
劫
回
帰
の
な
い
力

へ
の
意
志
は
価
値
や
正
義
を
打
ち
立
て
る
こ
と
が
で
き

な
い
と
批
判
す
る
。

（２
）
Ｚ「・ｏｒＳ
・い参
照
。
ち
な
み
に
、
こ
の
弁
証
法
家
た
ち

と
の
関
係
も
ま
た
、
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
が
す
で
に
も
っ
て

い
た
も
の
で
あ
る
。「ヘ
ー
グ
ル
か
ら
ニ
ー
チ
ェ
ヘ
』Ｉ

参
照
。

（３
Ｙ
一―
チ
ェ
は
人
間
以
前
の
有
機
体
に
も
、あ
る
い
は
無

機
物
の
中
に
さ
え
「力
へ
の
意
志
」
を
認
め
て
い
る
の

で
、
こ
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
た
身
体
は
、
複
数
の
力
が

ぶ
つ
か
り
あ
う
と
き
に
は
い
つ
も
成
立
す
る
こ
と
に
な

る
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
こ
の
意
味
で
「も
ろ
も
ろ
の
力
の

関
係
だ
け
が
、
化
学
的
、
生
理
学
的
、
社
会
的
、
政
治

的
な
身
体
を
構
成
す
る
」
Ｚ”・８
→
ｇ
と
述
べ
、
非
有

機
体
に
も
身
体
性
を
認
め
て
い
る
が
、
ニ
ー
チ
ェ
自
身

が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「精
神
の
全
発
達
に

あ
っ
て
問
題
な
の
は
、
お
そ
ら
く
は
身
体
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
そ
れ
は
、
一
つ
の
高
次
の
身
体
が
お
の
れ
を
形

成
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
の
可
感
的
と
な
っ
て
い
く

歴
史
で
あ
る
。有
機
的
な
も
の
は
さ
ら
に
一層
高
い
段

階
へ
と
上
昇
し
て
い
く
。自
然
を
認
識
し
よ
う
と
の
私

た
ち
の
熱
望
は
、身
体
が
お
の
れ
を
完
成
し
よ
う
と
す

る
一
つ
の
手
段
で
あ
る
。
な
い
し
は
む
し
ろ
、
身
体
の

栄
養
、
居
住
の
仕
方
、
生
活
法
を
変
化
せ
し
め
る
べ
く

無
数
の
実
験
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。意
識
と
意

識
の
う
ち
で
の
価
値
評
価
、あ
ら
ゆ
る
種
類
の
快
と
不

快
は
、
こ
う
し
た
諸
変
化
と
諸
実
験
を
示
す
も
の
で
あ

る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
問
題
な
の
は
人
間
で
は
全
然
な

い
、人
間
は
超
克
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。」

「力
へ
の
意
志
』
めヽ
０

（４
）他
方
ま
た
こ
の
本
の
中
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、訳
者

後
書
き
に
も
あ
る
よ
う
に
、
自
殺
に
先
立
つ
九
年
前
、

自
殺
に
関
し
て
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
述
べ
て
い
た
こ
と
で
あ

る
。
「主
体
化
、
つ
ま
り
「外
」
の
線
を
折
り
畳
む
操
作

は
、
単
に
保
身
に
励
み
、
難
を
逃
れ
る
方
法
だ
と
考
え

ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
主
体
化
こ
そ

線
に
挑
み
、
線
を
ま
た
ぐ
唯
一
の
方
法
な
の
で
す
。
そ

の
結
果
、死
や
自
殺
に
向
か
っ
て
歩
む
こ
と
に
な
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
ンヽ
ュ
レ
ー
タ
ー
と
の
風
変
わ
り
な
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対
談
で
フ
ー
コ
ー
自
身
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、そ
の

場
合
の
自
殺
は
生
に
充
ち
あ
ふ
れ
た
芸
術
に
な
り
お
お

せ
て
い
る
の
で
す
。」，
ＨΦ∵
）
」で
彼
が
シ
ュ
テ
イ
ル

ナ
ー
か
ら
学
ん
だ
「能
動
的
自
己
破
壊
」
を
結
び
つ
け

ず
に
は
い
ら
れ
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
点
を
考

慮
す
れ
ば
、ド
ウ
ル
ー
ズ
的
な
陽
気
さ
を
共
有
す
る
こ

と
の
困
難
さ
が
思
い
や
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

（５
）
こ
の
著
作
で
も
、
フ
ロ
イ
ト
の
「死
の
衝
動
」
と
「生

の
衝
動
」と
に
つ
い
て
、
Ｔ
一―
チ
ェ
と
哲
学
』
に
お
け

る
「能
動
的
な
力
」
と
「反
動
的
な
力
」
に
関
し
て
と

同
じ
挙
措
が
（た
だ
し
反
転
し
た
か
た
ち
で
）
繰
り
返

さ
れ
る
。「死
と
破
壊
へ
の
衝
動
は
、間
違
い
な
く
無
意

識
に
備
わ
っ
て
い
る
、と
い
う
よ
り
与
え
ら
れ
て
い
る

の
だ
が
、決
ま
つ
て
生
へ
の
衝
動
と
混
同
さ
れ
た
か
た

ち
と
し
て
な
の
だ
。
〈エ
ロ
ス
〉
と
呼
ば
れ
る
こ
と

は
、
〈タ
ナ
ト
ス
〉
の
現
前
化
の
条
件
の
よ
う
な
も
の

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
破
壊
、
破
壊
に
含
ま
れ
る
否
定

性
は
、必
然
的
に
建
設
も
し
く
は
快
感
原
則
へ
の
従
属

的
融
合
と
い
っ
た
も
の
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
し
ま
う
。」

つ
ｏヽ
つ
ま
り
こ
こ
で
も
「タ
ナ
ト
ス
」
は
「エ
ロ
ス
」

と
絡
み
合
っ
た
か
た
ち
で
し
か
現
れ
え
な
い
。

（ち
な
み
に
デ
リ
ダ
が
「差
異
」
を
「絡
み
合
い
」
と

し
て
考
え
て
い
る
の
に
対
し
て
、
ド
ウ
ル
ー
ズ
に
は

「純
粋
差
異
」の
概
念
が
あ
る
た
め
、結
局
ド
ゥ
ル
ー
ズ

は
同
一性
を
起
源
に
お
く
伝
統
的
哲
学
と
同
じ
帰
結
に

陥
る
の
で
は
な
い
か
、と
い
う
批
判
を
時
た
ま
耳
に
す

る
が
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
以
上
の
よ
う
な
論
点
か

ら
、
一一人
を
対
立
さ
せ
る
必
要
を
筆
者
は
感
じ
て
い
な

い
。
逆
に
言
え
ば
、
デ
リ
ダ
が
好
ん
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
か

ら
援
用
す
る
「純
粋
自
己
触
発
」
は
「純
粋
差
異
」
で

あ
る
し
、い」れ
を
現
前
す
る
起
源
と
し
て
措
定
し
て
し

ま
う
と
い
う
誘
惑
に
対
し
て
は
絶
え
ず
抵
抗
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。）

と
こ
ろ
で
も
う
一
つ
興
味
深
い
点
は
、
こ
の
著
作
で

は
「弁
証
法
」
の
概
念
が
積
極
的
に
多
用
さ
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
「弁
証
法
的
精
神
が
マ
ゾ
ッ
ホ
の
言
動

の
活
力
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。」
ｏ・ωい
こ
の
点
に

関
し
て
も
ま
た
、ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
新
た
な
側
面
と
し
て

精
級
な
読
解
が
要
請
さ
れ
よ
う
。
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略
号
に
つ
い
て

ド
ゥ
ル
ー
ズ

′り
『ニ
ー
チ
ェ
と
哲
学
』
足
立
和
浩
訳
、
国
文
社

２
ミ
Ｒ
ミ
ミ
ミ
ヽ
悪
員
ヽ
澪
。口
ヽ
Ｌ
Ｓ
●

Ｚ
『ニ
ー
チ
ェ』
湯
浅
博
雄
訳
、
朝
日
出
版
社

ニ
ー
チ
ェ

の〓

『道
徳
の
系
譜
』
木
場
深
定
訳
、
岩
波
文
庫
、
数
字

は
章
番
号

〓
〓
　
『権
力
へ
の
意
志
」
原
佑
訳
「
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、

数
字
は
断
章
番
号
（タ
レ
ー
ナ
ー
・ポ
ケ
ッ
ト
版
を
踏
襲
と

の
こ
と
）

そ
の
他
、邦
訳
し
か
参
照
し
て
い
な
い
も
の
は
特
に
銘
記

し
な
い
。

（む
ら
た
．
の
り
お
　
一橋
大
学
）
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個
人
研
究
発
表

「取
り
囲
む
」
こ
と

「探
求
」
の
Ｓ
配
●げ目
“概
念
を
め
ぐ
っ
て

１

『探
求
』
第
一部
と
第
二
部

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
「哲
学
探
求
』
（以
下
『探

求
じ
は
、周
知
の
よ
う
に
二
部
に
分
か
れ
て
い
る
。そ
れ
を

読
ん
だ
者
は
、パ
ー
ト
ー
は
主
に
言
語
に
つ
い
て
語
ら
れ
て

お
り
、
パ
ー
ト
Ⅱ
は
主
に
知
覚
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
い
る
、

と
い
う
印
象
を
受
け
る
。い」れ
ら
二
つ
の
部
分
は
主
題
的
に

分
裂
し
て
お
り
、
相
互
に
無
関
係
に
さ
え
見
え
る
。
ハ
ッ

カ
ー
貧
九
九
六
）
も
、
彼
の
日
一０
な
ア
ナ
リ
テ
イ
ッ
ク
・

コ
メ
ン
タ
リ
ー
シ
リ
ー
ズ
の
最
後
の
巻
の
序
文
に
お
い
て
、

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
第
Ｈ
部
を
第
１
部
の
中
に
組
み

入
れ
て
出
版
し
よ
う
と
思
っ
て
い
た
の
だ
と
い
う
『探
求
』

の
編
者
の
証
言
に
対
し
（彼
が
そ
の
よ
う
な
意
図
を
持
っ
た

で
あ
ろ
う
こ
と
は
認
め
な
が
ら
）、
も
し
そ
れ
が
実
行
さ
れ

水
本
　
正
晴

て
い
た
と
し
て
も
失
敗
し
た
で
あ
ろ
う
、と
決
め
付
け
、
こ

う
続
け
る
。

確
か
に
い
か
に
し
て
そ
の
よ
う
な
多
く
の
題
材
、特
に
ア
ス

ペ
ク
ト
の
知
覚
に
つ
い
て
の
長
た
ら
し
い
議
論
が
、議
論
の

構
造
の
大
き
な
分
裂
な
し
に
現
存
す
る
テ
キ
ス
ト
の
中
へ
と

組
み
入
れ
ら
れ
得
た
か
、
理
解
困
難
で
あ
る
。
（ｘくこ

そ
こ
で
彼
は
、
ウ
イ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
一九
四
六
年
以

降
の
手
稿
は
「新
し
い
方
向
へ
の
旅
立
ち
」
を
示
し
て
い
る

と
考
え
る
フ
ォ
ン
・ラ
イ
ト
に
従
っ
て
、
結
論
す
る
。

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
一将
来
の
一
ぁ
る
段
階
に
お
い
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て
、第
二
部
を
第
一部
の
テ
キ
ス
ト
の
中
へ
と
組
み
入
れ
た

で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、事
実
彼
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。第
二
部
は
同
じ
本
の
一部
分
を
な
し
て
は
い
な
い
の
で

あ
る
。
（ｘくこ

そ
し
て
こ
れ
が
「探
求
』
の
コ
メ
ン
タ
リ
ー
の
シ
リ
ー
ズ
を

第
二
部
の
分
析
な
く
し
て
終
わ
ら
せ
た
彼
の
正
当
化
な
の
で

あ
る
。

し
か
し
こ
れ
は
、
「探
求
』
の
分
析
を
い０
年
も
の
間
に

渡
つ
て
続
け
て
き
た
人
間
の
態
度
と
し
て
は
あ
ま
り
に
も
残

念
な
結
論
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
の
意
見
を
認
め
、
も
し
第
二
部

が
全
く
新
し
い
方
向
へ
向
か
っ
て
し
ま
つ
て
い
る
と
し
て

も
、
そ
れ
を
も
っ
て
二
つ
の
部
分
が
何
の
関
連
も
な
い
、
と

い
う
こ
と
は
帰
結
し
な
い
。百
歩
譲
っ
て
そ
こ
に
何
の
関
連

も
な
か
っ
た
と
し
て
も
、今
度
は
ウ
イ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

の
思
想
が
「い
か
に
」
変
化
し
、
ど
の
方
向
へ
進
み
始
め
た

の
か
、
を
示
す
こ
と
が
彼
の
義
務
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
に

よ
つ
て
ま
た
第
一部
の
読
み
に
も
新
た
な
光
を
投
げ
か
け
る

こ
と
が
で
き
る
は
ず
な
の
で
あ
る
。あ
れ
ほ
ど
異
な
る
ウ
ィ

ト
ダ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
二
つ
の
著
作
、
「論
考
』
と
『探
求
』

の
間
の
関
係
に
つ
い
て
の
研
究
に
は
事
欠
か
な
い
の
に
、同

じ
書
物
の
中
の
第
一部
と
第
二
部
の
繋
が
り
が
、哲
学
的
に

有
意
義
な
研
究
に
値
し
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。

ハ
ッ
カ
ー
は
、
明
ら
か
に
、
後
期
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ

ン
の
思
想
の
核
心
は
『探
求
』
第
一部
に
、
そ
れ
ゆ
え
言
語

ゲ
ー
ム
論
に
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
だ
が
例
え
ば
ラ
ッ

シ
ュ
・リ
ー
ス
は
、
「青
色
本
。茶
色
本
』
の
序
文
で
、
ア
ス

ペ
ク
ト
や
「何
か
を
何
か
と
し
て
見
る
」
こ
と
を
巡
る
議
論

の
背
景
に
は
、『探
求
』前
半
部
で
彼
の
示
し
た
言
語
の
描
像

が
あ
ま
り
に
メ
カ
ニ
カ
ル
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
い
う
危
惧
が
あ
る
の
だ
と
示
唆
し
、
そ
の
序
文
を

「言
語
ゲ
ー
ム
で
そ
れ
ほ
ど
多
く
の
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で

は
な
い
」
と
い
う
言
葉
で
結
ん
で
い
る
。
彼
の
こ
の
文
章
が

正
当
な
注
目
を
集
め
て
き
た
と
は
言
い
難
い
が
、私
は
む
し

ろ
リ
ー
ス
に
従
い
、第
二
部
の
重
要
性
を
視
野
に
入
れ
な
が

ら
『探
求
』全
体
を
有
機
的
に
捉
え
る
こ
と
を
目
指
し
た
い
。

私
は
そ
の
た
め
に
、
こ
こ
で
Ｃ
日
常
げ目
”と
い
う
あ
ま
り
注

目
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
語
を
取
り
上
げ
て
、そ
の
語
の
背
後

に
横
た
わ
る
考
え
を
掘
り
起
こ
し
て
み
た
い
。い」の
語
は
解

釈
者
の
間
で
も
ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、た
と
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え
例
外
的
に
注
目
さ
れ
て
も
、
『探
求
』
第
一部
の
使
用
を

中
心
と
し
て
展
開
さ
れ
て
お
り
、第
二
部
に
お
け
る
使
用
は

考
察
か
ら
抜
け
落
ち
て
き
た
。こ
れ
に
対
し
、私
は
こ
こ
で
、

こ
の
語
へ
の
注
目
が
『探
求
』
の
本
当
の
転
回
点
を
明
ら
か

に
し
、
延
い
て
は
『探
求
』
全
体
、
さ
ら
に
は
「確
実
性
』
を

含
む
ウ
イ
ト
ダ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
後
期
思
想
全
体
に
全
く
新

し
い
ア
ス
ペ
ク
ト
を
切
り
開
く
こ
と
に
な
る
と
主
張
す
る
。

２
　
Ｃ
日
３
目
こ
と
Ｃ
ヨ
唄
む
〓目”

『探
求
』
に
登
場
す
る
Ｃ日零
ｇ
●”
の
節
⌒と
ペ
ー
ジ
数
）

い、　Ｐ∞、　０「、　いいい、　Ｎ００、　一ＨＮ、　いωＯ　（いヽ
　いヽ
〇　（Ｎヽ

い∞ω　（”）、　い∞●　（ωヽ
　ＯＯω、　●・Ｈ∞卜、　ｏ・い０い、　ｏ・ＮＯ∞、

ｕζ
Ｈｏ、
ｏｔ
〓
、
ｏｔ
ＨＯ
（下
線
は
『探
求
』
第
三
版
の

容
Ｌ
∽お『に
実
際
に
登
場
す
る
も
の
。
Ｃ
の
中
の
数
字
は
複

数
回
登
場
し
た
場
合
の
数
）

一九
六
七
年
の
第
二
版
か
ら
付
い
た
『探
求
』
巻
末
の
イ

ン
デ
ク
ス
に
は
、
Ｃ日
零
ョ
瀾
と
い
う
語
が
す
で
に
挙
げ
ら

れ
て
い
る
が
、そ
こ
に
は
た
っ
た
５
つ
し
か
登
録
を
見
出
せ

な
い
。
と
こ
ろ
が
私
の
調
べ
た
結
果
で
は
、
上
に
見
る
よ
う

に
、
十
七
箇
所
に
渡
り
、
計
二
十
二
回
も
使
用
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
イ
ン
デ
ク
ス
は
、
第
二
部
に
お
け
る
言
及
の
全

て
を
無
視
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
、
こ
れ
ま
で
第
二
部

に
お
け
る
こ
の
語
の
役
割
が
見
逃
さ
れ
て
き
た
一因
で
あ
ろ

う
。
編
集
者
は
、
こ
こ
に
お
け
る
こ
の
語
の
使
用
を
重
要
で

な
い
と
考
え
た
か
、少
な
く
と
も
第
一部
に
お
け
る
使
用
と

は
性
質
が
異
な
り
、
第
一部
の
使
用
こ
そ
が
本
質
的
で
あ

る
、
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
果
た
し
て
そ
れ
は

本
当
で
あ
ろ
う
か
。

「探
求
』
に
お
け
る
こ
の
語
の
使
用
を
一
つ
一
つ
見
て
い

け
ば
、
第
一部
の
前
半
（第
二
一六
節
ま
で
）
は
、
様
々
な

仕
方
で
使
わ
れ
定
ま
っ
た
意
味
を
持
た
な
い
が
、
そ
れ
以

降
、
こ
の
語
は
以
下
の
よ
う
に
Ｃヨ
患
員
中と
い
う
語
と
ほ
ぼ

同
じ
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。

自
分
に
と
っ
て
全
く
親
し
み
の
な
い
言
語
が
通
用
し
て
い
る

未
知
の
国
へ
、
研
究
者
と
し
て
や
っ
て
き
た
と
思
え
。
ど
の

よ
う
な
状
況
（Ｃ日
■
貰
ぉ
こ
の
も
と
で
あ
な
た
は
、
そ
の
土

地
の
人
た
ち
が
命
令
を
下
し
、
命
令
を
理
解
し
、
こ
れ
に
従

い
、
命
令
に
逆
ら
う
、
等
な
ど
と
言
う
で
あ
ろ
う
か
。
Ｃ
Ｃ
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ＮＯＯ）
な
ぜ
犬
は
痛
が
っ
て
い
る
ふ
り
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の

か
。一二
恐
ら
く
、特
定
の
状
況
の
下
で
は
、痛
み
を
感
じ
て

い
な
い
の
に
痛
が
っ
て
い
る
よ
う
な
な
き
声
を
出
す
よ
う
、

教
え
込
む
こ
と
が
で
き
よ
う
。
だ
が
、
本
当
に
そ
う
見
せ
か

け
る
た
め
に
は
、
い」の
振
る
舞
い
に
は
ま
だ
相
変
わ
ら
ず
正

当
な
周
囲
（ｃ日
零
ｇ
混
）が
欠
如
し
て
い
る
。
Ｃ
Ｃ
Ｎ輌９

ど
の
よ
う
な
種
類
の
状
況
（Ｃ日
患
５８
こ
の
も
と
で
我
々
は

相
手
に
問
う
の
だ
ろ
う
か
。
「あ
な
た
が
こ
れ
を
想
像
し
た

時
、
あ
な
た
の
中
で
何
が
起
こ
っ
て
い
た
い
る
の
か
」
と
。

―
―
そ
し
て
、ど
の
よ
う
な
種
類
の
答
え
を
我
々
は
そ
こ
で

期
待
し
て
い
る
の
か
。
（「Ｃ
ωＯこ

一」
私
は
こ
の
命
題
を
、自
分
の
見
て
い
る
明
る
さ
の
効
果
が

脳
の
一定
部
分
の
興
奮
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
て
い
る
の
を

示
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
よ
う
な
、あ
る
実
験
の
最
中
に
発

言
す
る
こ
と
も
で
き
た
で
あ
ろ
う
。―
―
し
か
し
、私
は
こ

の
命
題
を
、
日
常
的
な
パ
ラ
ド
ク
シ
カ
ル
で
な
い
意
味
を

持
つ
て
い
る
よ
う
な
環
境
（ｃヨ
零
ｇ
混
）の
中
で
は
発
言
し

な
か
っ
た
。
Ｃ
Ｃ
含
じ

こ
こ
に
お
い
て
考
察
の
主
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、特
定
の

状
況
の
下
で
有
意
味
と
な
り
得
て
い
る
が
、も
し
そ
れ
ら
が

違
つ
て
い
れ
ば
意
味
を
な
さ
な
か
っ
た
か
、違
っ
た
意
味
を

持
っ
た
で
あ
ろ
う
よ
う
な
発
話
や
振
る
舞
い
で
あ
る
。

Ｃ日
零
〓
編
も
Ｃ日
旨
ａ
も
、
そ
の
よ
う
な
発
話
や
振
る
舞

い
に
先
立
ち
、
そ
れ
ら
に
意
味
を
与
え
、
理
解
可
能
に
す
る

何
か
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。だ
が
そ
れ
ら
自
体
が
分
析
の
対

象
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。主
題
は
あ
く
ま
で
も
そ
れ

ら
を
前
提
し
て
行
わ
れ
る
言
語
ゲ
ー
ム
で
あ
る
。し
か
し
な

が
ら
、
こ
れ
以
降
、ｃ日
零
ｇ
混
は
そ
れ
ま
で
の
Ｃヨ
旨
ａ
の

意
味
を
引
き
継
ぎ
な
が
ら
、さ
ら
に
そ
れ
と
は
違
っ
た
新
し

い
独
自
の
意
味
を
持
つ
よ
う
に
な
る
。そ
れ
は
両
方
の
語
が

使
わ
れ
て
い
る
、第
五
三
九
節
か
ら
始
ま
る
。（そ
こ
の
英
訳

で
は
Ｃ日
零
ｇ
混
は
ア
ン
ス
コ
ム
に
よ
り
ｏ９
６凛
と
訳
さ
れ

て
い
る
。）

私
は
微
笑
を
浮
か
べ
た
頭
部
を
描
出
し
て
い
る
像
を
見
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る
。
そ
の
微
笑
を
あ
る
時
に
は
好
意
あ
る
も
の
と
し
て
、
あ

る
時
に
は
悪
意
に
満
ち
た
も
の
と
し
て
捉
え
る
時
、私
は
何

を
し
て
い
る
の
か
。
私
は
そ
れ
を
し
ば
し
ば
、
好
意
な
い
し

悪
意
に
満
ち
た
空
間
的
。時
間
的
取
り
囲
み
（Ｃ
ヨ
零
ｇ
混
）

の
中
で
表
象
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
す
る
と
、
私
は
、

こ
の
像
に
加
え
て
、
い」の
微
笑
を
浮
か
べ
て
い
る
者
が
遊
ん

で
い
る
子
供
を
見
下
ろ
し
て
笑
っ
て
い
る
と
か
、そ
の
反
対

に
敵
の
悲
し
み
を
見
下
し
て
笑
っ
て
い
る
と
か
、想
像
し
て

い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、私
が
一見
好
ま
し
い
状
況
を
そ
れ

以
上
の
取
り
囲
み
（Ｃ日
零
ョ
編
）に
よ
っ
て
別
様
に
解
釈
す

る
こ
と
も
で
き
る
、
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
、
い
さ
さ
か
の

変
化
も
生
じ
な
い
。
特
別
な
事
情
（ｃヨ
釜
邑
ｏこ
が
私
の
解

釈
を
転
換
し
な
い
な
ら
、私
は
あ
る
種
の
微
笑
を
好
意
あ
る

も
の
と
捉
え
、
「好
意
あ
る
一微
笑
こ
と
呼
び
、
そ
れ
に
応
じ

て
反
応
す
る
だ
ろ
う
。
Ｃ
Ｃ
ｏω３

こ
こ
に
お
け
る
「微
笑
」
は
、
明
ら
か
に
一
つ
の
ア
ス
ペ
ク

ト
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
お
り
（直
前
の
第
五
三
六
節
を
見

よ
）、
第
二
部
の
ア
ス
ペ
ク
ト
転
換
の
議
論
を
先
取
り
す
る

も
の
と
し
て
興
味
深
い
。そ
し
て
こ
の
よ
う
な
考
え
こ
そ
が

『探
求
』後
半
を
特
徴
づ
け
る
も
の
で
あ
る
と
私
は
考
え
る
。

こ
の
節
の
第
一の
パ
ラ
グ
ラ
フ
に
よ
れ
ば
、像
を
違
っ
た
風

に
見
る
と
い
う
こ
と
は
、
取
り
囲
み
を
「想
像
す
る

？
（滅
ュ
一ｏヨ）」、「解
釈
す
る
（計
〓お●こ
と
結
び
つ
い
て
い
る
。

Ｃ
日
零
ｇ
お
も
Ｃ
日
旨
ａ
も
ア
ス
ペ
ク
ト
を
転
換
さ
せ
得
る

背
景
で
あ
る
が
、
事
実
的
に
世
界
の
側
に
あ
る
Ｃ日
旨
■
に

対
し
、
Ｃ日
”３
目
”
は
我
々
自
身
の
そ
の
よ
う
な
（我
々
の

側
の
）「活
動
」と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
欲
し

い
。
こ
う
し
て
こ
れ
ま
で
単
に
「条
件
」
と
し
て
要
請
さ
れ

て
き
た
Ｃヨ
零
ｇ
品
が
積
極
的
に
主
題
化
さ
れ
て
く
る
よ
う

に
見
え
る
。
そ
の
こ
と
は
、
次
の
よ
う
な
節
か
ら
も
見
て
取

れ
る
。

あ
る
人
は
一秒
間
衷
心
か
ら
の
愛
や
希
望
を
感
覚
で
き
る
の

だ
ろ
う
か
。
―
―
こ
の
一秒
に
何
が
先
行
し
、
あ
る
い
は
後

続
し
よ
う
と
も
。―
―
今
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
に
意
味
が
あ

る
の
は
―
―
こ
の
よ
う
な
状
況
（ｃヨ
零
ｇ
混
）に
お
い
て
で

あ
る
。
状
況
（ｃヨ
零
ｇ
混
）が
そ
れ
に
重
要
性
を
付
与
す
る

の
で
あ
る
。
…
。（微
笑
ん
で
い
る
日
が
微
笑
ん
で
い
る
の
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は
、
人
間
の
顔
の
場
合
だ
け
で
あ
る
。）
（「Ｃ
い∞ω
強
調
前

者
水
本
、
後
者
原
文
）

こ
こ
に
お
い
て
Ｃヨ
零
ｇ
認
は
文
の
主
語
と
し
て
使
わ
れ
、

出
来
事
や
振
る
舞
い
に
意
義
を
与
え
る
と
い
う
積
極
的
な
役

割
を
担
っ
て
い
る
。そ
の
意
味
で
取
り
囲
ま
れ
る
も
の
よ
り

も
む
し
ろ
取
り
囲
み
そ
の
も
の
が
こ
こ
で
強
く
意
識
さ
れ
、

強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。（そ
れ
に
対
し
、前
半
部
に
お

い
て
は
Ｃ日
旨
邑
も
Ｃヨ
零
ヨ
お
も
こ
こ
ま
で
積
極
的
な
意

味
で
主
語
と
な
っ
て
い
る
例
は
見
ら
れ
な
い
。）
そ
し
て
次

の
節
に
、
有
名
な
「王
の
戴
冠
式
」
の
例
が
述
べ
ら
れ
て
い

る
こ
と
に
も
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
は
、
壮
麗
な

戴
冠
式
も
、
そ
の
出
来
事
の
う
ち
の
一分
間
を
そ
の
状
況

（ｃヨ
零
ｇ
目し
か
ら
切
り
離
し
て
別
の
状
況
の
下
に
置
い
て
み

れ
ば
、
そ
れ
が
全
く
滑
稽
な
も
の
と
見
え
て
く
る
、
と
い
う

こ
と
が
語
ら
れ
る
。
こ
こ
で
も
ｃ日
零
ｇ
混
と
我
々
の
想
像

と
の
関
係
が
密
接
で
あ
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
注
目
す
べ
き
こ
と
に
、「探
求
』
の
第
二
部
に
お
い

て
は
、
Ｃ
ヨ
零
ョ
潔
は
Ｆ
目
零
Ｆ
ヨ８
と
動
詞
の
形
で
以
下
の

よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
。

私
は
二
つ
の
画
像
を
見
て
い
る
。
一方
で
は
ウ
サ
ギ
。あ
ひ

る
の
頭
が
ウ
サ
ギ
に
取
り
巻
か
れ
て
官
日
零
Ｆ
こ
お
り
、
他

方
で
は
あ
ひ
る
に
（取
り
巻
か
れ
て
い
る
の
を
）。私
に
は
同

等
性
が
認
め
ら
れ
な
い
。
（”ｃ

，
いＯｇ

そ
し
て
そ
れ
を
取
り
囲
む
（〓ヨ
零
Ｆ
こ
自
分
の
空
想
次
第
で
、

私
は
そ
れ
を
様
々
な
ア
ス
ペ
ク
ト
の
中
に
見
る
こ
と
が
で
き

る
。
「
Ｃ

，
ＮＨｅ

「そ
れ
が
私
の
口
に
出
か
か
っ
て
い
る
」
と
い
う
言
葉
は
、

「今
や
私
は
そ
の
先
を
知
っ
て
い
る
！
」
と
い
う
の
と
同
じ

よ
う
に
、
体
験
の
表
現
で
は
な
い
。
―
―
我
々
は
こ
の
言
葉

を
あ
る
種
の
状
況
つ
〓ロ
ニ８
ｏこ
の
中
で
用
い
る
が
、
そ
れ

は
特
別
な
種
類
の
振
る
舞
い
に
、ま
た
多
く
の
特
色
あ
る
体

験
に
取
り
囲
ま
れ
て
曾
日
零
Ｆ
こ
い
る
。
●
Ｃ

，
曽
撃

最
初
の
例
だ
け
で
も
こ
の
概
念
が
第
二
部
に
お
い
て
も
い

か
に
重
要
で
あ
る
か
が
わ
か
る
は
ず
で
あ
る
。第
二
部
の
主

要
な
主
題
で
あ
る
ア
ス
ペ
ク
ト
の
変
化
は
、像
が
取
り
囲
ま
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れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
と
こ
こ
で
明
確
に
示
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
上
の
第
五
三
九
節
に
お
い
て
、
明
ら

か
に
「取
り
囲
み
に
よ
る
ア
ス
ペ
ク
ト
の
変
化
」
と
い
う
考

え
が
す
で
に
前
提
さ
れ
て
い
た
が
、そ
れ
が
ア
ス
ペ
ク
ト
の

転
換
を
主
題
的
に
論
じ
る
第
二
部
に
な
っ
て
、取
り
囲
み
の

働
き
は
よ
り
は
っ
き
り
と
意
識
さ
れ
、そ
の
語
自
身
が
動
詞

と
し
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

第
二
の
例
に
お
い
て
は
、
Ｃヨ
零
ｇ
品
は
何
か
発
見
さ
れ

る
こ
と
を
待
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、主
体
が
自

発
的
な
想
像
に
よ
っ
て
Ｃヨ
”８
８
”す
る
も
の
と
し
て
登
場

す
る
。
Ｃ日
零
ｇ
品
が
単
な
る
背
景
の
よ
う
な
も
の
に
留
ま

る
限
り
、そ
れ
は
我
々
の
思
考
の
主
題
と
し
て
は
現
わ
れ
な

い
。そ
れ
は
「知
っ
て
い
る
」と
意
識
さ
れ
な
い
知
と
し
て
、

普
段
は
た
だ
「文
脈
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
し

か
し
そ
れ
が
動
詞
と
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、そ
れ

は
今
や
主
体
の
意
志
的
な
活
動
と
結
び
つ
き
、思
考
や
信
念

の
形
成
、あ
る
い
は
世
界
の
認
識
に
お
い
て
ア
ク
テ
ィ
ヴ
な

役
割
を
演
じ
て
い
る
。
地
と
図
の
対
比
か
ら
す
れ
ば
、
今
や

背
景
と
し
て
の
地
が
考
察
の
主
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ

２一。

第
三
の
例
に
お
い
て
は
、あ
る
表
現
が
あ
る
特
定
の
状
況

の
中
で
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、そ
の
状
況
自
体
が
様
々

な
も
の
に
取
り
囲
ま
れ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で

「取
り
囲
む
」も
の
は
、具
体
的
に
は
振
る
舞
い
で
あ
り
体
験

で
あ
る
が
、さ
ら
に
重
要
な
も
の
と
し
て
「語
を
思
い
出
す
」

と
い
っ
た
時
間
的
に
後
の
出
来
事
も
含
ま
れ
る
、と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
取
り
囲
み
と
し
て
考
え
ら
れ
る

も
の
の
範
囲
が
い
か
に
広
い
か
を
物
語
っ
て
い
る
。
（よ
っ

て
取
り
囲
み
に
は
当
然
、
社
会
的
状
況
や
自
然
誌
も
含
ま

れ
、
時
間
的
に
は
現
在
（あ
る
い
は
未
来
）
が
常
に
過
去
を

取
り
囲
む
、
と
い
う
関
係
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。）
そ
し

て
、こ
の
取
り
囲
み
は
空
間
的
に
も
時
間
的
に
も
同
心
円
状

に
広
が
っ
て
い
き
、
さ
ら
に
広
い
取
り
囲
み
、
そ
の
ま
た
さ

ら
に
。
・
。と
続
い
て
い
く
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
「取
り
囲
み
」
は
「状
況
」
と
違
い
、
自
発
的

な
活
動
と
結
び
つ
き
、
ア
ス
ペ
ク
ト
転
換
を
も
た
ら
す
こ
と

の
で
き
る
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
概
念
で
あ
る
こ
と
言
え
よ
う
。

３
　
『探
求
』
内
の
転
回
と
連
続
性

こ
の
よ
う
な
「取
り
囲
み
」
の
考
え
は
、
以
下
に
示
す
よ
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う
に
『確
実
性
』
に
ま
で
引
き
継
が
れ
て
お
り
、
私
は
こ
れ

が
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
最
も
円
熟
し
た
思
想
を
代
表

す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。ゝ
Ｖ
」で
は
こ
の
思
想
を

彼
の
（単
な
る
「後
期
」
と
区
別
し
て
）
「最
後
期
」
の
思
想

と
呼
び
た
い
。
そ
し
て
こ
れ
ま
で
の
議
論
が
正
し
い
な
ら

ば
、
我
々
が
『探
求
』
内
部
に
見
出
す
べ
き
ギ
ヤ
ッ
プ
は
、

フ
オ
ン
・ラ
イ
ト
や
ハ
ッ
カ
ー
の
主
張
す
る
よ
う
な
第
一部

と
第
二
部
の
間
に
で
は
な
く
、い」の
思
想
が
現
わ
れ
る
前
と

後
、
に
見
出
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
で
は

そ
れ
は
、
具
体
的
に
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。

ウ
イ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
一０ヽ
●年
の
秋
ま
で
に
書
き

上
げ
た
（後
に
『探
求
」
と
な
る
）
部
分
に
対
し
、
卜輌年
の

Ｐ月
序
文
を
書
く
。
そ
れ
は
フ
オ
ン
・ラ
イ
ト
に
よ
り
「探

求
」
の
「中
間
版
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ

の
時
点
に
お
い
て
そ
れ
は
全
体
で
三
〇
〇
節
か
ら
成
り
、最

後
の
節
は
現
在
の
第
”ヽＨ節
で
あ
っ
た
。と
こ
ろ
が
彼
は
す

ぐ
に
新
し
い
タ
イ
プ
原
稿
を
回
述
し
始
め
る
。
こ
の
↓
∽

ＮＮ∞
と
中
間
版
か
ら
『探
求
』
第
一部
の
最
終
稿
「
∽Ｎいざ

が
出
来
上
が
る
の
で
あ
る
が
、
↓∽
“Ｎ∞
は
主
に
既
に
書
か

れ
た
手
稿
か
ら
成
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、そ
こ
に
登
場
す
る

考
え
は
以
前
か
ら
す
で
に
彼
の
中
に
あ
つ
た
こ
と
が
わ
か

２
つ

。し
か
し
上
に
示
し
た
よ
う
に
、
こ
の
「取
り
囲
み
」
の
考

え
方
が
登
場
す
る
の
は
第
五
三
九
節
か
ら
で
あ
り
、中
間
版

の
中
に
は
こ
の
考
え
を
展
開
し
た
部
分
は
恐
ら
く
含
ま
れ
て

い
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
彼
が
意
図
的
に
こ
の
考
え
を

『探
求
』
後
半
ま
で
保
留
し
て
お
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き

よ
う
。
さ
ら
に
、
「茶
色
本
』
の
構
成
、
つ
ま
り
そ
れ
が
第
一

部
と
第
二
部
に
分
か
れ
、第
一部
が
ア
ウ
グ
ス
テ
イ
ヌ
ス
の

言
語
観
か
ら
出
発
し
て
言
語
ゲ
ー
ム
の
考
え
を
導
き
、第
二

部
で
ア
ス
ペ
ク
ト
や
「と
し
て
見
る
｝
」と
が
論
じ
ら
れ
る
、

と
い
う
構
成
を
見
れ
ば
、
ま
す
ま
す
「探
求
』
第
二
部
の

議
論
が
唐
突
な
方
向
転
換
で
あ
っ
た
と
い
う
考
え
に
説
得
力

は
な
く
な
る
。
「探
求
』
が
『茶
色
本
』
の
書
き
直
し
と
し
て

意
図
さ
れ
て
い
た
の
な
ら
、「探
求
』第
二
部
は
す
で
に
最
初

か
ら
あ
る
程
度
想
定
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。「探
求
』第
二
部
の
基
と
な
る
手
稿
は
主
に
一九
四
六
年

か
ら
四
九
年
の
間
に
書
か
れ
た
わ
け
だ
が
、内
容
的
に
は
す

で
に
見
た
よ
う
に
第
一部
の
後
半
（四
三
二
節
以
降
）
と
連

続
的
に
繋
が
っ
て
お
り
、後
者
は
は
る
か
中
間
版
以
前
の
草
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稿
か
ら
選
び
取
っ
て
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
実
際
、

『探
求
』
第
四
二
一節
（中
間
版
）
以
前
は
ｃヨ
∞８
目
”
は

（ア
ド
ホ
ッ
ク
な
使
わ
れ
方
で
）
六
個
所
に
登
場
す
る
の
に

対
し
（Ｃヨ
旨
乱
は
一九
個
所
）、
そ
れ
以
降
（第
二
部
も
含

め
て
）
は
十
個
所
一五
回
も
使
わ
れ
て
い
る
（ＣＢ旨
ａ
一

二
個
所
）。
第
二
部
に
先
立
っ
て
既
に
こ
こ
か
ら
そ
れ
ま
で

と
違
う
展
開
が
始
ま
っ
て
い
る
の
は
明
ら
か
だ
ろ
う
→
」れ

以
降
、
「探
求
」
「前
半
部
」
と
は
第
四
二
一節
ま
で
を
、
「後

半
部
」は
第
四
三
二
節
以
降
と
第
二
部
を
合
わ
せ
た
も
の
を

意
味
す
る
）。
そ
れ
は
ウ
イ
ト
ダ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
『探
求
』

後
半
部
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
前
半
と
は
違
う
も
の
と
意
識
し
て

い
た
こ
と
を
示
す
か
も
し
れ
な
い
が
、
同
時
に
第
二
部
が

「全
く
新
し
い
方
向
へ
の
出
発
」で
あ
っ
た
、と
い
う
こ
と
を

逆
に
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
。

４
　
ア
ス
ペ
ク
ト
と
「取
り
田
み
」

で
は
し
か
し
、
こ
の
「取
り
囲
み
」
に
よ
っ
て
、
『探
求
』

に
実
質
的
に
は
何
が
加
わ
っ
た
と
い
う
の
だ
ろ
う
。い」の
考

え
が
ア
ス
ペ
ク
ト
を
巡
る
議
論
と
結
び
つ
い
て
い
る
の
を
上

に
見
た
。よ
っ
て
こ
の
問
い
へ
の
答
え
は
、「取
り
囲
み
」
の

導
入
に
よ
っ
て
ア
ス
ペ
ク
ト
概
念
が
い
か
に
変
貌
し
た
か
を

示
す
こ
と
に
よ
っ
て
答
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。「探
求
』
の

「と
し
て
見
る
」
こ
と
や
ア
ス
ペ
ク
ト
を
巡
る
議
論
は
特
に

第
二
部
で
集
中
的
に
論
じ
ら
れ
る
が
、前
半
部
で
す
で
に
ア

ス
ペ
ク
ト
の
概
念
が
方
法
論
的
に
重
要
な
役
割
を
演
じ
て
い

る
の
は
見
逃
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。た
だ
し
そ
こ
で
は
そ
れ
は

「取
り
囲
み
」
で
な
く
「展
望
」と
い
う
概
念
と
結
び
つ
い
て

い
る
。
ベ
イ
カ
ー
（一ΦＯ
し
は
『探
求
』
前
半
部
の

●ｇ
ュ
多
Ｓ
一念
を
分
析
し
、
そ
こ
に
お
け
る
ウ
ィ
ト
ゲ
ン

シ
ュ
タ
イ
ン
の
方
法
論
を
、異
な
る
表
現
や
別
の
可
能
性
を

並
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
正
し
い
ア
ス
ペ
ク
ト
を
見
え
る
よ

う
に
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
と
説
得
的
に
論
証
す
る
。

そ
れ
は
我
々
を
捉
え
て
放
さ
な
い
特
定
の
見
方
（像
）
（ｏ●

”Ｃ
〓
ｇ
か
ら
自
由
に
な
る
た
め
で
あ
り
、
そ
こ
で
問
題
と

な
っ
て
い
る
の
は
我
々
が
陥
り
が
ち
な
哲
学
的
思
考
様
式
で

あ
っ
た
。よ
っ
て
そ
こ
に
お
け
る
ア
ス
ペ
ク
ト
は
主
に
失
わ

れ
た
り
■
Ｃ
一３
、
隠
さ
れ
て
い
た
り
つ
ｃ
に
じ
、
逃
げ
て

し
ま
う
つ
ｃ
ω∞Ｊ
ょ
う
な
も
の
で
あ
る
。そ
れ
に
対
し
、第

四
九
三
節
で
は
、
想
像
に
よ
つ
て
ア
ス
ペ
ク
ト
が
全
く
変

わ
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
示
唆
さ
れ
、
第
五
三
六
節
で
は
、
臆
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病
な
顔
を
大
胆
な
顔
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
う
時
、

我
々
は
ア
ス
ペ
ク
ト
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
の
だ
と
さ
れ
る

（後
者
は
す
で
に
見
た
第
五
三
九
節
の
取
り
囲
み
に
よ
る
ア

ス
ペ
ク
ト
の
転
換
の
議
論
に
直
接
繋
が
っ
て
い
く
）。
こ
こ

で
浮
か
び
上
が
る
「探
求
』
前
半
部
と
後
半
部
の
ア
プ
ロ
ー

チ
の
違
い
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

前
半
部
に
お
い
て
は
「状
況
」
が
言
語
ゲ
ー
ム
に
先
立
ち

そ
れ
を
制
約
す
る
も
の
と
し
て
前
提
さ
れ
て
い
た
。そ
れ
を

正
し
く
見
な
い
者
は
、
誤
っ
た
像
に
捉
え
ら
れ
て
し
ま
い
、

逆
に
誤
っ
た
像
に
捉
え
ら
れ
た
者
は
状
況
を
見
よ
う
と
し
な

い
（よ
っ
て
「考
え
る
な
、
見
よ
―
し
。
展
望
の
効
い
た
叙

述
に
よ
っ
て
、我
々
は
新
し
い
ア
ス
ペ
ク
ト
（別
の
可
能
性
）

を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
そ
れ
は
ま
だ
、
何
が

「正
し
い
」
ア
ス
ペ
ク
ト
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
語
っ
て
い

な
い
。そ
し
て
そ
こ
に
こ
そ
状
況
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
後
半
部
に
お
い
て
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ

ン
は
逆
に
状
況
を
捨
象
し
て
み
よ
、と
勧
め
て
い
る
か
の
よ

う
で
あ
る
。
つ
ま
り
命
題
や
像
や
振
る
舞
い
を
、
そ
れ
を
取

り
囲
む
状
況
か
ら
切
り
離
し
つ
ｃ
ｕＮ押
い∞ω卜
の認
Ъ
Ｆ
）、

（想
像
に
よ
り
）別
の
取
り
囲
み
を
与
え
る
こ
と
で
、そ
れ
が

（ア
ス
ペ
ク
ト
転
換
の
結
果
）別
様
に
見
え
る
、と
い
う
事
実

に
目
を
向
け
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
ま
と
め
る
な
ら
ば
、
状
況

は
言
わ
ば
「非
自
発
的
取
り
囲
み
」、想
像
は
「自
発
的
取
り

囲
み
」
と
し
て
相
互
補
完
的
に
働
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ

れ
に
よ
っ
て
初
め
て
ア
ス
ペ
ク
ト
と
取
り
囲
み
の
間
の
ダ
イ

ナ
ミ
ッ
ク
な
関
係
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

５

「規
則
に
従
う
こ
と
」
と
取
り
田
み

こ
う
し
て
『探
求
』
の
前
半
部
と
後
半
部
と
が
「取
り
囲

み
」
の
思
想
を
媒
介
と
し
て
い
か
に
密
接
に
結
び
つ
い
て
い

る
か
が
見
え
て
く
る
。取
り
囲
み
の
考
え
を
理
解
し
た
我
々

は
、
そ
の
観
点
か
ら
も
う
一度
『探
求
」
前
半
部
の
議
論
を

捉
え
返
す
よ
う
に
促
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
『探

求
』後
半
部
は
前
半
部
の
思
想
を
あ
た
か
も
取
り
囲
む
よ
う

な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
結
果

『探
求
』
前
半
部
は
そ
の
ア
ス
ペ
ク
ト
を
転
換
す
る
こ
と
に

な
る
。
以
下
で
は
そ
れ
を
具
体
的
に
見
る
た
め
に
、
そ
の
考

え
を
前
提
す
れ
ば
規
則
に
従
う
こ
と
を
巡
る
議
論
が
ど
の
よ

う
に
見
え
て
く
る
か
を
簡
単
に
見
て
み
よ
う
。
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い■
「事
実
」
ネ
ッ
カ
ー
キ
ュ
ー
ヴ
や
ウ
サ
ギ
‐あ
ひ
る
の

図
の
よ
う
に
、
確
定
し
た
取
り
囲
み
の
な
い
図
形
は
、
ど
ち

ら
の
ア
ス
ペ
ク
ト
が
「正
し
い
」
か
、
と
い
う
事
実
性
を
欠

い
て
い
る
。
だ
が
他
方
、
特
定
の
状
況
の
中
に
埋
め
込
ま
れ

て
い
れ
ば
、
例
え
ば
そ
れ
は
ウ
サ
ギ
と
し
て
見
る
「べ
き
」

で
あ
る
、と
い
う
こ
と
が
言
え
る
よ
う
に
な
る
。「意
味
し
て

い
る
」
「規
則
に
従
っ
て
い
る
」と
い
っ
た
事
実
も
、
そ
れ
を

取
り
囲
む
状
況
の
中
で
初
め
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。い」の

「事
実
の
状
況
依
存
性
」と
呼
ぶ
べ
き
も
の
を
無
視
す
れ
ば
、

我
々
は
規
則
や
行
為
を
恣
意
的
に
い
か
よ
う
に
で
も
解
釈
で

き
る
、と
い
う
考
え
に
屈
す
る
こ
と
に
な
る
。「状
況
」
が
な

け
れ
ば
「い
か
な
る
規
則
に
従
っ
て
い
る
か
」
に
事
実
性

曾
ュ
Ｒ
ヨ
”青
じ
は
存
在
し
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。し
か
し
も

し
そ
う
な
ら
ば
、例
え
ば
こ
れ
ま
で
の
過
去
の
足
し
算
は
有

限
で
あ
る
以
上
、
新
た
な
ク
ワ
ス
の
慣
習
で
取
り
囲
め
ば
、

過
去
我
々
が
「何
を
し
て
い
た
か
」
に
つ
い
て
の
ア
ス
ペ
ク

ト
は
転
換
し
い我
々
は
ず
っ
と
足
し
算
で
プ
ラ
ス
で
な
く
ク

ワ
ス
を
行
っ
て
い
た
の
だ
、と
い
う
こ
と
が
事
実
と
な
る
か

も
し
れ
な
い
。
だ
が
こ
れ
は
取
り
囲
み
に
は
終
わ
り
が
な

い
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
だ
け
で
、
同
様
の
こ
と

は
歴
史
的
出
来
事
に
つ
い
て
よ
く
起
こ
る
こ
と
で
あ
り
、人

は
し
ば
し
ば
そ
の
時
に
は
本
人
に
も
決
し
て
知
り
得
な
い
こ

と
を
な
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。（例
え
ば
「後
に
独
裁
者

と
な
る
男
を
生
ん
だ
し
し
か
し
そ
れ
で
も
事
実
は
取
り
囲

み
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
く
、
こ
こ
か
ら
事

実
の
反
実
在
論
を
導
き
出
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

マ
ク
ド
ウ
ェ
ル
つき
マ
当
＆
３
撃
）が
ク
リ
プ
キ
の
懐
疑

論
に
対
し
、共
同
体
に
よ
る
慣
習
を
持
ち
出
し
て
事
実
を
擁

護
し
た
の
は
恐
ら
く
こ
の
よ
う
な
考
え
を
背
景
に
し
て
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
憤
習
を
取
り
囲
み
と
し
て
与

え
る
こ
と
が
い
か
に
し
て
我
々
の
恣
意
的
な
解
釈
を
制
約
す

る
の
か
、
の
具
体
的
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
与
え
ら
れ
な
い
限

り
、そ
れ
が
な
ぜ
そ
も
そ
も
ク
リ
プ
キ
の
懐
疑
に
対
す
る
解

答
で
あ
る
の
か
を
見
て
取
る
こ
と
は
非
常
に
困
難
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
我
々
は
、規
則
に
従
う
こ
と
は
様
々
な
解
釈
の
中

か
ら
あ
る
も
の
を
（自
発
的
に
）
選
択
す
る
こ
と
で
あ
り
、

よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
で
我
々
は
「決
断
」
を
し
て
い
る

の
で
あ
る
、
と
い
っ
た
根
元
的
規
約
主
義
（そ
れ
は
結
局
全

て
の
理
解
を
解
釈
に
、
全
て
の
「見
る
」
を
「と
し
て
見
る
」

に
還
元
す
る
立
場
で
あ
る
）
に
容
易
に
陥
っ
て
し
ま
う
。
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ｏヽ

「自
然
」
い」れ
に
対
し
、取
り
囲
み
の
議
論
が
明
ら
か

に
す
る
の
は
、
取
り
囲
み
に
よ
っ
て
ア
ス
ペ
ク
ト
が
「自
然

に
」
転
換
す
る
、と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
状
況
が
ア

ス
ペ
ク
ト
を
自
然
に
制
約
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ

り
、そ
れ
は
我
々
の
自
発
的
解
釈
や
決
断
に
先
立
っ
て
い
る

の
で
あ
る
ピ
」の
こ
と
は
ア
ス
ペ
ク
ト
を
見
る
こ
と
が
言
語

ゲ
ー
ム
よ
り
も
遥
か
に
プ
リ
ミ
テ
イ
ヴ
な
能
力
で
あ
る
こ
と

を
示
し
て
い
る
。そ
の
意
味
で
ア
ス
ペ
ク
ト
転
換
は
動
物
に

も
可
能
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
そ
の
時
人
間
に

特
徴
的
で
あ
る
の
は
恐
ら
く
「自
発
的
に
」
ア
ス
ペ
ク
ト
を

転
換
さ
せ
る
能
力
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
こ
こ
に
リ
ー
ス
の

言
っ
て
い
た
言
語
ゲ
ー
ム
と
い
う
方
法
論
の
限
界
を
見
て
取

る
こ
と
が
で
き
る
。
ウ
ィ
ト
ダ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
確
か
に

『探
求
』前
半
部
に
お
い
て
我
々
の
慣
習
を
含
ん
だ
「自
然
の

諸
事
実
」
を
強
調
す
る
。
し
か
し
こ
の
ア
ス
ペ
ク
ト
転
換
と

い
つヽ
自
然
が
与
え
ら
れ
な
い
限
り
、日
に
つ
く
の
は
我
々
を

「盲
目
的
に
」規
則
に
従
わ
せ
る
傾
性
ば
か
り
な
の
で
あ
り
、

そ
れ
を
（あ
ま
り
に
メ
カ
ニ
カ
ル
な
説
明
だ
と
し
て
）
拒
否

す
る
な
ら
ば
、
今
度
は
逆
に
我
々
の
「自
然
な
」
部
分
を
全

く
捨
象
し
て
、規
則
に
従
う
行
為
を
全
て
自
発
的
判
断
に
還

元
し
て
し
ま
う
根
元
的
規
約
主
義
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
か

の
よ
う
に
見
え
て
し
ま
う
。取
り
囲
み
の
議
論
に
よ
っ
て
初

め
て
、自
分
自
身
の
行
為
も
す
で
に
（状
況
に
制
約
さ
れ
た
）

特
定
の
ア
ス
ペ
ク
ト
の
下
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
、と
い
う
こ

と
が
明
ら
か
に
な
り
、
我
々
が
い
か
に
し
て
「自
然
に
」
規

則
に
従
う
こ
と
が
で
き
て
い
る
か
が
理
解
で
き
る
よ
う
に
な

る
の
で
あ
る
。

甲
”
「存
在
論
的
ギ
ャ
ッ
プ
」
こ
の
よ
う
な
考
え
方
の
理

解
を
妨
げ
る
要
因
の
一
つ
に
、我
々
が
ア
ス
ペ
ク
ト
を
何
か

「内
的
な
」も
の
と
考
え
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。ア
ス
ペ
ク

ト
を
「私
的
な
」
も
の
や
我
々
の
「頭
の
中
」
に
あ
る
も
の

と
考
え
る
と
、
ア
ス
ペ
ク
ト
に
よ
つ
て
行
為
を
い
か
に
捉
え

る
か
、と
い
う
疑
似
問
題
が
生
じ
て
く
る
。（あ
た
か
も
両
者

を
比
べ
る
こ
と
が
で
き
る
か
の
よ
う
に
。）
確
か
に
『探
求
』

前
半
部
で
は
、「像
」と
世
界
と
の
間
に
は
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
る

か
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。
し
か
し
、
我
々
が
哲
学
の
病
か
ら

抜
け
出
す
の
は
、正
し
い
ア
ス
ペ
ク
ト
を
見
る
よ
う
に
な
る

こ
と
に
よ
つ
て
で
あ
り
、そ
れ
が
ア
ス
ペ
ク
ト
転
換
の
過
程
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で
あ
る
の
な
ら
ば
、そ
こ
に
あ
っ
た
の
は
存
在
論
的
ギ
ャ
ッ

プ
で
あ
っ
た
と
考
え
る
必
要
は
な
い
。例
え
ば
欲
求
の
場
合

で
あ
っ
て
も
で
Ｖ
」に
ケ
ー
キ
が
あ
つ
て
欲
し
い
」
と
我
々

が
望
む
時
、我
々
は
ま
さ
に
こ
こ
に
ケ
ー
キ
を
望
ん
で
い
る

の
で
あ
り
、
頭
の
中
に
望
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
。
実
際
、

「内
的
像
」
と
い
う
概
念
は
、
「外
的
像
」
を
モ
デ
ル
に
し
て

お
り
混
乱
を
招
く
つ
ｃ

，
ＰＮｅ
。
ア
ス
ペ
ク
ト
の
認
知
が

「視
覚
体
験
プ
ラ
ス
解
釈
」

，
いＯＣ
で
は
な
い
と
す
れ
ば
、

経
験
内
容
と
し
て
の
ア
ス
ペ
ク
ト
が
す
で
に
概
念
的
で
あ
つ

て
も
、世
界
と
の
間
に
存
在
論
的
ギ
ャ
ッ
プ
は
な
い
と
考
え

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

いヽ

「誤
り
」
と
「規
範
」
し
か
し
、
存
在
論
的
ギ
ャ
ッ
プ

が
な
い
に
し
て
も
、
ア
ス
ペ
ク
ト
と
そ
れ
に
従
っ
て
身
体
を

動
か
す
「傾
性
」
の
（二
つ
の
自
然
の
）
関
係
は
あ
く
ま
で

も
「自
然
な
」繋
が
り
で
し
か
な
い
以
上
、自
分
が
「何
」を

す
べ
き
か
（観
察
に
よ
ら
な
い
実
践
知
と
し
て
の
ア
ス
ペ
ク

ト
）、
と
「何
」
を
し
て
い
る
か
（そ
の
ア
ス
ペ
ク
ト
の
下
で

捉
え
ら
れ
た
行
為
）、と
の
間
に
（存
在
論
的
で
な
く
内
容
に

関
す
る
）
ギ
ャ
ッ
プ
（例
え
ば
簡
単
な
計
算
間
違
い
等
）
は

生
じ
得
る
。
し
か
し
こ
の
タ
イ
プ
の
「誤
り
」
の
場
合
、
（ア

ス
ペ
ク
ト
転
換
が
生
じ
な
い
限
り
）訂
正
さ
れ
た
り
非
難
さ

れ
る
の
は
ア
ス
ペ
ク
ト
で
な
く
行
為
の
方
な
の
で
あ
り
、ゝ
」

れ
は
ア
ス
ペ
ク
ト
に
よ
る
行
為
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
可
能
性
の

問
題
で
あ
る
翁
規
範
性
」は
ま
さ
に
こ
こ
に
お
い
て
意
識
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
）。
だ
が
圧
倒
的
に
多
く
の
場
合
「誤
り
」

は
行
為
で
な
く
ア
ス
ペ
ク
ト
に
関
わ
っ
て
お
り
、本
人
は
よ

り
広
い
取
り
囲
み
を
知
っ
た
結
果
ア
ス
ペ
ク
ト
が
転
換
す
る

こ
と
で
そ
れ
を
認
識
す
る
。
こ
の
こ
と
が
意
味
す
る
の
は
、

こ
こ
で
の
誤
り
の
原
因
は
（取
り
囲
む
状
況
に
つ
い
て
の
）

無
知
に
存
す
る
、と
い
う
こ
と
で
あ
る
。と
に
か
く
い
ず
れ

の
場
合
に
お
い
て
も
、規
則
と
行
為
は
す
で
に
同
一
の
ア
ス

ペ
ク
ト
の
下
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
以
上
、
そ
こ
に
通
常
（自

発
的
）
「解
釈
」
で
埋
め
る
べ
き
ギ
ャ
ッ
プ
は
な
い
、と
い
う

こ
と
は
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。

６
　
ま
と
め
と
展
望
　
Ｃヨ
『
げ〓記
プ
ロ
グ
ラ
ム

小
論
で
は
ウ
イ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
『探
求
』
第
二
部

を
第
一部
後
半
に
組
み
込
も
う
と
考
え
て
い
た
、と
い
う
ア

ン
ス
コ
ム
ら
の
証
言
を
内
容
的
に
も
確
証
す
る
こ
と
が
で
き
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た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
も
し
そ
う
な
ら
ば
、
そ
れ
が
行

わ
れ
て
も
き
っ
と
失
敗
し
た
で
あ
ろ
う
と
決
め
付
け
る
ハ
ッ

カ
ー
の
言
葉
が
い
か
に
根
拠
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
か
が
示

せ
た
は
ず
で
あ
る
。
『探
求
』
内
部
に
新
し
い
方
向
へ
の
「転

換
」
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
第
一部
の
後
半
か
ら
す
で

に
始
ま
っ
て
い
た
。
し
か
も
「茶
色
本
』
と
の
連
続
性
を
考

え
れ
ば
、「探
求
』は
第
二
部
も
含
め
た
全
体
で
初
め
て
完
結

す
る
の
で
あ
り
、
ウ
イ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
『探
求
』
に

第
二
部
を
付
け
足
し
た
の
は
決
し
て
単
な
る
気
ま
ぐ
れ
で
は

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
上
で
少
し
だ
け
展
開
し
た
「取
り
囲
み
」
の
思

想
は
、
言
わ
ば
「Ｃヨ
零
ｇ
・●”
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
と
し
て
一
つ

の
大
き
な
全
体
を
な
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、いし
」で
は
そ
の

射
程
を
（規
則
に
従
う
こ
と
以
外
の
）
い
く
つ
か
の
重
要
な

ト
ビ
ッ
ク
に
つ
い
て
粗
描
を
与
え
る
こ
と
で
浮
か
び
上
が
ら

せ
た
い
。

０
　
数
学
の
哲
学

こ
の
取
り
囲
み
の
考
え
は
そ
の
起
源
か
ら
彼
の
数
学
の
哲
学

の
展
開
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
。
我
々
が
『探
求
』
第
二

部
で
見
た
Ｃ
ヨ
零
ｇ
欄
の
動
詞
と
し
て
の
使
わ
れ
方
も

〓
ｒ
こ
の
一九
三
七
年
の
書
き
込
み
に
既
に
見
ら
れ
つ
〇

０お
『０）、こ
の
考
え
方
の
数
学
の
哲
学
と
の
繋
が
り
を
う
か

が
わ
せ
る
。
「探
求
」
に
お
い
て
排
中
律
の
問
題
が
「像
」
の

観
点
か
ら
語
ら
れ
て
い
る
Ｃ
Ｃ
〓
じ
よ
う
に
、
そ
も
そ
も

数
学
的
「ね
ば
な
ら
ぬ
」
も
「像
」
と
「他
の
可
能
性
を
見

な
い
こ
と
」に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、「証
明

は
展
望
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」と
い
う
要
請
も
こ
こ

に
関
わ
っ
て
い
る
。
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
も
や
は
り
取
り
囲

み
に
よ
る
ア
ス
ペ
ク
ト
転
換
の
可
能
性
が
前
提
さ
れ
て
い
る

と
考
え
る
べ
き
で
あ
り
、以
下
の
よ
う
な
ウ
ィ
ト
グ
ン
シ
ュ

タ
イ
ン
の
言
葉
は
そ
れ
を
確
証
す
る
も
の
で
あ
る
。

証
明
は
命
題
の
取
り
囲
み
（Ｃ
日
零
ｇ
混
）で
あ
る
。
貧
「〓

ｏ・」０い　（『ｏく。●・ヽ
ωωじ

ま
た
こ
こ
で
初
め
て
我
々
は
、
彼
が
い
か
な
る
意
味
で
「証

明
が
命
題
に
意
味
を
与
え
る
」と
考
え
て
い
た
か
を
明
確
に

理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。ン」の
観
点
か
ら
彼
の

数
学
の
哲
学
は
読
み
直
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
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②
　
心
的
内
容
の
因
果
的
効
カ

ポ
ゴ
ジ
ア
ン
→
０∞ｅ
は
、
こ
の
問
題
が
我
々
の
よ
う
に
意

味
や
心
的
内
容
の
非
還
元
論
的
立
場
を
取
る
者
に
と
っ
て
の

た
だ
一
つ
の
最
も
大
き
な
困
難
で
あ
る
と
考
え
る
０
いヽ
９
。

し
か
し
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
（ア
ス
ペ
ク
ト
→心
的
内
容
）

と
自
然
に
結
び
つ
い
て
い
れ
ば
）身
体
を
動
か
す
動
力
因
は

盲
目
的
な
傾
性
で
よ
い
の
で
あ
り
、
ア
ス
ペ
ク
ト
は
そ
の
よ

う
な
身
体
の
運
動
と
（教
育
と
訓
練
を
含
め
て
）
「統
制
的

に
」
関
わ
る
。
そ
の
結
び
つ
き
は
例
え
ば
エ
ン
ジ
ン
に
対
す

る
ス
テ
ア
リ
ン
グ
の
よ
う
な
関
り
方
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
の
意
味
で
こ
の
繋
が
り
は
出
来
事
因
果
と
い
う
よ
り
は
事

実
因
果
で
あ
る
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。ア
ス
ペ
ク
ト
を

頭
の
中
の
も
の
と
す
る
な
ら
と
も
か
く
、
ア
ス
ペ
ク
ト
と
世

界
の
間
に
存
在
論
的
ギ
ャ
ッ
プ
は
な
い
以
上
、心
的
内
容
は

頭
の
中
に
限
定
さ
れ
て
い
な
い
。よ
っ
て
我
々
は
む
し
ろ
日

常
心
理
学
に
基
づ
い
た
語
り
方
、
例
え
ば
「彼
は
信
号
が
青

に
変
わ
っ
た
か
ら
車
を
発
車
し
た
」
を
そ
の
ま
ま
（事
実
因

果
の
意
味
で
）
因
果
言
明
と
し
て
も
よ
い
、
と
い
う
こ
と
に

な
る
。

０
　
自
発
性
／
受
動
性

上
に
お
い
て
解
釈
や
想
像
を
自
発
的
な
も
の
と
見
な
し
て
き

た
が
、そ
れ
は
そ
れ
ら
が
あ
る
種
の
活
動
で
あ
る
か
ら
だ
と

か
、
カ
ン
ト
的
に
悟
性
の
働
き
で
あ
る
か
ら
で
は
な
い
。
そ

れ
は
一般
に
そ
れ
ら
が
与
え
ら
れ
た
文
脈
か
ら
独
立
に
な
さ

れ
た
り
、新
し
い
文
脈
を
生
み
出
す
端
緒
で
あ
る
か
ら
で
あ

り
、自
発
性
／
受
動
性
の
区
別
こ
そ
が
実
は
取
り
囲
み
に
依

存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。概
念
能
力
の
働
き
即
自
発
性
と
し

て
し
ま
う
な
ら
ば
、
い
か
に
脅
迫
さ
れ
て
い
よ
う
と
も
そ
こ

に
判
断
が
働
い
て
い
る
限
り
全
て
自
発
的
行
為
と
見
な
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
く
な
る
。し
か
し
そ
れ
で
は
そ
も
そ
も
こ
の
区

別
の
眼
目
を
失
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
ろ
う
。い」の
点
に
つ

い
て
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
翁
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
じ
に
よ

る
分
析
が
役
に
立
つ
。
曖
味
な
部
分
も
あ
る
が
、
彼
の
考
え

は
我
々
の
取
り
囲
み
に
よ
る
定
義
に
近
い
。彼
は
二
種
類
の

非
自
発
的
（不
随
意
的
）
行
為
を
区
別
し
た
／
一
つ
は
脅
迫

な
ど
に
よ
る
強
制
さ
れ
た
行
為
で
あ
り
、も
う
一
つ
は
無
知

ゆ
え
に
な
さ
れ
た
行
為
で
あ
る
。だ
が
両
者
は
適
切
な
取
り

囲
み
を
与
え
る
こ
と
で
初
め
て
非
自
発
的
と
な
る
こ
と
に
注
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意
し
た
い
。我
々
の
自
発
性
／
受
動
性
の
区
別
は
本
質
的
に

取
り
囲
み
に
相
対
的
な
の
で
あ
り
、そ
こ
か
ら
取
り
囲
み
を

よ
り
大
き
く
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
人
間
の
自
発
性
が
失
わ
れ
て

歴
史
的
必
然
の
中
に
飲
み
込
ま
れ
て
い
く
の
が
理
解
で
き
よ

ヽ^′′。
０
　
行
為
論

ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
に
お
け
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
関
心
は

倫
理
的
な
も
の
で
あ
り
、
我
々
の
も
の
と
は
少
々
異
な
る

が
、
我
々
は
少
な
く
と
も
通
常
は
「自
発
的
に
」
誤
る
こ
と

は
あ
り
得
な
い
。
よ
っ
て
我
々
の
誤
り
に
つ
い
て
も
、
こ
の

観
点
か
ら
も
う
一度
捉
え
直
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。対
応
す

る
二
つ
の
誤
り
を
考
え
る
な
ら
ば
、
ま
ず
脅
迫
は
、
状
況
に

対
す
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
欠
如
、
と
見
れ
ば
、
そ
れ
に
対
応

す
る
も
の
は
、
や
ろ
う
と
し
て
で
き
な
か
っ
た
も
の
、
例
え

ば
言
い
間
違
い
、書
き
間
違
い
の
よ
う
な
主
に
身
体
の
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
の
欠
如
に
由
来
す
る
も
の
、
と
で
き
よ
う
。
そ
し

て
も
う
一
つ
は
そ
の
ま
ま
、無
知
ゆ
え
に
な
さ
れ
た
誤
り
で

あ
る
。
後
者
は
行
為
の
場
合
に
は
理
解
し
や
す
い
。
し
か
し

経
験
に
お
け
る
誤
り
は
、無
知
と
の
繋
が
り
を
認
識
す
る
の

は
難
し
い
。だ
か
ら
こ
そ
哲
学
者
は
経
験
に
お
け
る
誤
り
を

説
明
す
る
の
に
失
敗
し
て
き
た
の
で
あ
り
、逆
に
こ
の
こ
と

が
経
験
を
究
極
の
正
当
化
へ
の
根
拠
と
す
る
考
え
を
可
能
に

し
て
き
た
の
で
あ
る
。本
論
で
粗
描
し
た
誤
り
の
モ
デ
ル
は

取
り
囲
み
に
よ
る
ア
ス
ペ
ク
ト
転
換
と
い
う
考
え
を
使
う
こ

と
で
初
め
て
経
験
の
内
容
と
無
知
と
の
繋
が
り
を
示
す
こ
と

が
で
き
た
の
で
あ
る
。

経
験
に
お
け
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
欠
如
は
、
ア
ン
ス
コ
ム

が
実
践
的
知
識
と
し
た
「観
察
に
拠
ら
な
い
知
識
」
を
ア
ス

ペ
ク
ト
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
で
、ま
た
興
味
深
い
事
実
を

説
明
す
る
。例
え
ば
禁
煙
に
取
り
組
む
あ
る
人
の
ア
ス
ペ
ク

ト
に
よ
れ
ば
、
あ
る
経
験
が
「最
後
の
一本
を
吸
う
」
と
い

う
経
験
で
あ
る
と
し
よ
う
。し
か
し
そ
の
認
識
を
誤
り
に
し

な
い
た
め
に
は
、彼
は
そ
の
ア
ス
ペ
ク
ト
を
以
後
の
行
為
で

自
ら
取
り
囲
む
こ
と
に
よ
つ
て
そ
れ
を
「事
実
」
と
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
欠
如
す
れ

ば
、そ
の
認
識
は
誤
っ
た
ア
ス
ペ
ク
ト
に
基
づ
い
て
い
た
こ

と
に
な
る
。「知
っ
て
い
れ
ば
意
志
の
弱
さ
は
あ
り
得
な
い
」

と
い
う
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
理
想
が
成
立
し
な
い
の
は
、
よ
っ

て
、
「知
識
」
そ
の
も
の
が
以
後
の
行
為
に
依
存
し
て
い
る
、
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と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。い」の
理
解

に
も
ア
ス
ペ
ク
ト
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
。

０
　
全
体
論

ク
ワ
イ
ン
は
コ
一つ
の
ド
グ
マ
』
に
お
い
て
、
「体
系
全
体
を

出
来
る
だ
け
乱
す
ま
い
と
い
う
我
々
の
自
然
な
傾
向
」
に
つ

い
て
語
っ
て
い
る
。
そ
の
「自
然
な
」
傾
向
に
は
、
取
り
囲

み
に
よ
る
ア
ス
ペ
ク
ト
の
自
然
な
転
換
を
加
え
ね
ば
な
ら
な

い
。全
体
論
的
制
約
は
整
合
性
を
前
提
し
我
々
の
（自
発
的
）

推
論
と
判
断
に
依
存
す
る
も
の
と
、
ア
ス
ペ
ク
ト
と
取
り
囲

み
に
よ
る
自
然
な
制
約
と
が
あ
り
、後
者
は
主
に
経
験
内
容

を
制
約
し
て
い
る
。丹
治
η
髯
一〓
毬
０
も
ク
ワ
イ
ン
の
全
体

論
は
観
察
文
に
ま
で
拡
張
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
指
摘
し
た

が
、
そ
れ
に
加
え
て
そ
こ
に
お
け
る
全
体
論
的
制
約
が
「自

然
な
」
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
な
け
れ
ば
、
様
々
な
可

能
な
傾
性
と
し
て
の
ア
ス
ペ
ク
ト
の
内
ど
れ
が
「正
し
い
」

も
の
で
あ
る
か
、ク
ワ
イ
ン
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
文
字
ど
お

り
理
論
の
全
体
を
自
発
的
に
検
査
し
て
み
る
ま
で
は
言
え
な

い
こ
と
に
な
る
。そ
の
よ
う
な
全
体
論
は
あ
ま
り
に
不
自
然

で
あ
り
、そ
の
意
味
で
彼
の
自
然
主
義
は
不
自
然
な
自
然
主

義
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

０
　
内
在
主
義

我
々
は
経
験
を
「外
的
」
な
制
約
と
考
え
る
こ
と
を
拒
否
す

る
。
ま
た
我
々
は
「誤
り
」
が
（コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
問
題
で

あ
る
ト
リ
ヴ
ィ
ア
ル
な
例
を
除
け
ば
）無
知
に
存
す
る
と
し

た
。適
切
な
状
況
の
下
で
は
経
験
内
容
と
し
て
の
ア
ス
ペ
ク

と
は
そ
れ
だ
け
で
「知
識
」
と
し
て
の
権
利
を
持
つ
の
で
あ

り
、
そ
こ
で
は
正
当
化
も
検
証
も
必
要
な
い
。
そ
れ
が
誤
っ

て
い
る
可
能
性
も
当
然
あ
る
が
、そ
れ
は
状
況
に
つ
い
て
の

我
々
の
無
知
に
起
因
す
る
の
で
あ
り
、そ
れ
が
正
し
く
捉
え

ら
れ
て
い
る
限
り
我
々
は
我
々
の
自
然
な
認
識
能
力
に
よ
つ

て
経
験
的
知
識
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
一種
の

こ
ぃ“壺
房
日
で
あ
る
が
、認
識
論
的
外
在
主
義
と
違
っ
て
「外

か
ら
の
」
正
当
化
を
も
要
請
し
な
い
。
こ
の
立
場
は
、あ
く

ま
で
（社
会
に
取
り
囲
ま
れ
た
）
個
人
の
視
点
に
留
ま
り
な

が
ら
「正
当
化
」
も
「誤
り
の
認
識
」
も
全
て
全
体
論
的
に

理
解
で
き
る
と
す
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
は
知
識
と
は
「達
成

さ
れ
る
」も
の
で
あ
る
よ
り
は
最
も
プ
リ
ミ
テ
イ
ヴ
な
も
の

で
あ
り
、
「正
当
化
の
仕
方
」
も
「信
念
」
も
「真
理
」
も
む
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し
ろ
知
識
に
依
存
じ
知
識
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
も
の
と
さ

れ
、
そ
の
結
果
主
観
は
「知
識
と
信
念
」
か
ら
成
る
の
で
は

な
く
「知
識
と
無
知
」
か
ら
成
り
、
同
時
に
世
界
も
「既
知

と
未
知
の
絡
み
合
っ
た
構
造
員
フ
ッ
サ
ー
ル
）と
し
て
捉
え

ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
無
知
が
我
々
に
実
在
論
的
態
度

を
不
可
避
的
に
要
請
す
る
こ
と
か
ら
、い」の
よ
う
な
徹
底
的

な
内
在
主
義
で
あ
つ
て
も
心
に
「外
部
」
を
組
み
入
れ
る
こ

と
が
出
来
、
独
我
論
に
陥
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

０
　
相
対
主
義

我
々
を
取
り
囲
む
状
況
も
、す
で
に
特
定
の
ア
ス
ペ
ク
ト
の

下
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
循
環
で
は
な
い
。

状
況
と
し
て
の
取
り
囲
み
は
同
心
円
状
に
広
が
っ
て
き
、最

後
に
は
無
知
に
到
達
す
る
が
、そ
の
よ
う
な
無
知
も
含
め
て

全
体
が
究
極
の
ア
ス
ペ
ク
ト
と
し
て
「世
界
像
」
を
構
成
し

て
い
る
。
こ
の
世
界
像
は
究
極
の
取
り
囲
み
と
し
て
機
能

し
、我
々
の
個
々
の
ア
ス
ペ
ク
ト
に
安
定
性
を
与
え
て
い
る

の
で
あ
る
。
確
か
に
こ
の
イ
メ
ー
ジ
は
デ
ー
ヴ
イ
ツ
ド
ソ

ン
の
批
判
す
る
概
念
枠
相
対
主
義
の
よ
う
に
見
え
る
。そ
し

て
実
際
我
々
は
そ
れ
を
否
定
す
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
り
、

世
界
像
と
世
界
と
の
間
に
存
在
論
的
ギ
ャ
ッ
プ
が
な
け
れ
ば

我
々
は
す
で
に
世
界
と
無
媒
介
的
に
接
触
し
て
い
る
の
で
あ

る
。も
ち
ろ
ん
こ
の
こ
と
は
我
々
の
世
界
像
が
必
ず
共
有
さ

れ
て
い
る
、と
い
う
こ
と
を
保
証
し
な
い
。し
か
し
「も
し
」

共
有
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
そ
の
違
い
は
世
界
像
の
違
い
と
し

て
文
法
に
反
映
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。そ
れ
以
上
の
独
立

の
規
準
は
存
在
し
て
い
な
い
し
、
必
要
で
も
な
い
。
そ
う
考

え
れ
ば
彼
の
『確
実
性
』
が
、
我
々
と
ラ
デ
イ
カ
ル
に
異
な

る
ア
ス
ペ
ク
ト
（世
界
像
）
を
持
つ
懐
疑
論
者
と
の
対
話
と

し
て
ウ
ィ
ト
ダ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
次
の
必
然
的
な
ス
テ
ッ
プ

で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。そ
こ
で
は
そ
の
よ
う

な
状
況
に
お
い
て
世
界
像
を
共
有
す
る
た
め
に
は
「説
得
」

し
か
な
い
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
こ
そ
が
「取

り
囲
み
」
の
実
践
で
あ
る
と
理
解
で
き
よ
う
。
つ
ま
り
相
手

を
取
り
囲
む
こ
と
に
よ
り
、相
手
の
ア
ス
ペ
ク
ト
を
転
換
さ

せ
る
の
で
あ
る
。
「改
宗
」
は
こ
の
よ
う
に
し
て
起
こ
る
。

こ
れ
は
論
証
の
正
し
い
方
が
勝
つ
、と
い
う
こ
れ
ま
で
の

主
知
主
義
的
モ
デ
ル
か
ら
、「正
し
い
。誤
り
」を
「説
得
性
」

の
中
へ
還
元
し
、よ
り
説
得
的
な
世
界
像
が
相
手
の
世
界
像

を
取
り
囲
み
、
そ
の
結
果
ア
ス
ペ
ク
ト
転
換
を
起
こ
さ
せ
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る
、
と
い
う
自
然
主
義
的
「取
り
囲
み
モ
デ
ル
」
へ
の
転
換

で
あ
る
と
一一〓甲え
よ
う
ｆ
）
」で
は
我
々
は
中
立
的
な
第
三
者

を
必
要
と
し
な
い
。そ
の
よ
う
な
立
場
を
偽
っ
て
主
張
す
る

の
が
こ
れ
ま
で
の
哲
学
で
あ
つ
た
の
な
ら
、
ウ
イ
ト
ゲ
ン

シ
ュ
タ
イ
ン
の
立
場
は
そ
の
よ
う
な
哲
学
か
ら
の
ラ
デ
ィ
カ

ル
な
離
反
で
あ
る
。し
か
も
こ
れ
は
自
然
主
義
的
態
度
を
前

提
し
た
も
の
で
あ
り
、反
相
対
主
義
者
の
言
う
よ
う
な
安
易

な
懐
疑
主
義
で
は
な
い
。ま
た
ウ
イ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が

し
ば
し
ば
強
調
す
る
「根
拠
を
欠
い
た
信
念
」
つ
ｃ
ＮＮＰ

ｏｏド
フ
ｏ゙ｐ
ＮＦい、
ＣＯ
Ｐｏｐ
Ｈヾ
Ｐ
ＮＰド
ＮＱω）
レ」い
つヽ

の
も
ま
た
、
我
々
が
常
に
無
知
に
取
り
囲
ま
れ
て
あ
る
、
と

い
う
い」と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
決
し
て
哲
学
的
脅
威
で
は
な

い
。
我
々
の
世
界
像
の
内
部
で
は
、
根
拠
を
欠
い
て
い
る
こ

と
は
問
題
に
な
ら
な
い
。時
に
起
こ
る
自
分
自
身
の
世
界
像

と
信
念
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
そ
の
よ
う
な
事
実
を
意
識
さ
せ
る

だ
け
で
あ
り
、そ
の
時
に
は
多
く
の
場
合
信
念
が
ア
ス
ペ
ク

ト
転
換
を
被
り
「誤
っ
た
信
念
」
と
し
て
見
え
て
く
る
で
あ

ろ
う
。そ
し
て
そ
れ
が
蓄
積
す
れ
ば
ま
れ
に
世
界
像
そ
の
も

の
が
転
換
す
る
こ
と
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。い」れ
は
ク
ー
ン
ら

の
提
示
す
る
「科
学
革
命
」
の
プ
ロ
セ
ス
と
何
ら
変
わ
る
も

の
で
は
な
い
。

こ
の
「取
り
囲
み
モ
デ
ル
」
は
我
々
の
通
常
の
見
解
の
食

い
違
い
を
特
定
の
「正
し
さ
」
の
規
準
に
も
つ
て
判
断
す
る

の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
「無
知
」
の
問
題
に
還
元
す
る
。
つ

ま
り
、
我
々
が
ア
ス
ペ
ク
ト
を
共
有
で
き
て
い
な
い
の
は
、

お
互
い
が
相
手
の
見
解
の
取
り
囲
み
を
「知
ら
な
い
」
か
ら

な
の
で
あ
る
。
他
者
の
理
解
は
相
手
を
「知
る
」
こ
と
に

よ
っ
て
な
さ
れ
る
の
で
あ
り
、決
し
て
同
情
や
感
情
移
入
に

よ
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
こ
と
は
、
単

に
知
る
だ
け
で
我
々
の
ア
ス
ペ
ク
ト
が
一
つ
に
収
束
し
て
い

く
、
と
い
う
こ
と
を
合
意
し
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
相
手
の

ア
ス
ペ
ク
ト
を
知
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
我
々
は
そ
も
そ
も
そ

の
よ
う
な
一元
的
な
世
界
を
必
要
と
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

”
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δ
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一〓ヽ

冒
ｒ
Ｊ
Ｏ
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ド
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編
集
後
記

今
回
は
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
テ
ー
マ
が
「身
体
論
再
考
の

試
み
」
と
い
う
こ
と
で
、
い
ず
れ
も
旧
来
の
哲
学
・思
想
史

研
究
の
枠
に
は
収
ま
り
き
れ
な
い
研
究
者
の
方
々
に
発
表
し

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。い」の
こ
と
は
ロ
ゴ
ス
の
他
者
と
し
て

の
身
体
に
対
す
る
哲
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
、ま
だ
ま
だ
決
し

て
豊
か
に
開
発
さ
れ
た
と
は
言
え
な
い
状
況
を
考
え
る
と
、

必
然
的
だ
と
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

連
絡
の
段
階
か
ら
当
日
の
発
表
、
寄
稿
に
至
る
ま
で
、
発
表

し
て
く
だ
さ
つ
た
お
三
方
に
は
本
当
に
お
世
話
に
な
り
ま
し

た
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

個
人
研
究
発
表
に
関
し
て
も
、例
年
に
な
く
自
主
的
に
申

し
出
て
く
だ
さ
っ
た
方
が
ほ
と
ん
ど
で
、
改
め
て
「着
手
ゼ

ミこ
と
い
う
場
が
ど
う
い
う
意
義
を
も
っ
て
い
る
の
か
を
考

え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

今
年
も
編
集
者
側
の
さ
ま
ざ
ま
の
不
手
際
の
せ
い
で
予
定

よ
り
も
大
幅
に
刊
行
が
遅
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。毎
度
の
こ

と
で
は
あ
り
ま
す
が
、
執
筆
者
を
は
じ
め
ご
迷
惑
を
こ
う

む
っ
た
方
々
に
こ
の
場
を
借
り
て
深
く
お
詫
び
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。

さ
て
実
は
現
在
、
こ
の
『探
求
』
の
あ
り
方
自
体
を
考
え

直
そ
う
と
い
う
意
見
が
で
て
き
ま
し
た
。そ
も
そ
も
わ
ざ
わ

ざ
研
究
発
表
し
て
い
た
だ
い
た
方
に
執
筆
料
ま
で
支
払
っ
て

も
ら
う
と
い
う
あ
り
方
が
、
既
存
の
研
究
会
・学
会
と
乖
離

し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
一方
で
も
ち
ろ
ん
既
存
の
学
会
・研

究
会
の
権
威
や
過
度
の
専
門
化
に
と
ら
わ
れ
な
い
と
い
う

「着
手
ゼ
ミ
」の
理
念
を
尊
重
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
が
、他

方
で
は
「若
手
ゼ
ミ
」
や
『探
求
』
自
体
が
そ
の
他
の
研
究

会
お
よ
び
研
究
誌
の
た
め
の
ス
パ
ー
リ
ン
グ
的
な
性
格
を
も

も
っ
て
い
る
た
め
、現
在
新
た
な
方
向
性
を
模
索
し
て
い
る

段
階
で
す
。
一
つ
の
提
案
と
し
て
、
大
学
生
協
の
片
隅
で
販

売
す
る
よ
り
も
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
開
設
し
て
、
ア
マ
チ
ュ

ア
の
人
々
や
学
生
に
も
開
放
す
る
と
い
う
あ
り
方
の
ほ
う
が

理
想
的
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
も
の
も
あ
り
ま
す
。

そ
う
い
う
わ
け
で
、
『探
求
」
を
購
入
し
て
く
だ
さ
つ
た

方
々
、
Ｏ
Ｂ
の
方
々
、
新
し
く
「着
手
ゼ
ミ
」
に
来
て
く
れ

た
若
い
世
代
の
方
々
の
率
直
な
ご
意
見
を
お
待
ち
し
て
い
ま

す
。次

回
の
「若
手
ゼ
ミ
」
で
、
「探
求
』
の
あ
り
方
も
含
め
て
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議
論
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

九
十
八
年
度
世
話
人

『哲
学
の
探
求
』
編
集
担
当

村
田
憲
郎
（一橋
大
学
）

ａ
ｏトリ
い『ヾ
ω∞ｕｏ

甲
日
巴【【”ａ
８
〓
ｏ
∽１
・８
・巨
ＴＦ器
」「
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