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458 

F
・
A
・
ハ
イ
エ
ク
に
お
け
る
自
由
と
進
歩
の
観
念

|
|
道
徳
行
動
規
範
の
進
歩
の
観
念
の
基
礎
づ
け
の
背
後
に
あ
る
も
の
|
|

谷

口

隆

一

郎

1 

は
じ
め
に

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ア
オ
グ
ス
ト
・
フ
ォ
ン
・
ハ
イ
エ
ク
(
司
ユ
包
ユ
岳
k
r
c
恒
星
さ
ロ
国
唱
。

W
W
5
8
E
S∞N
)

に
よ
れ
ば
、
政
治
哲
学
に
お
け

る
「
自
由
主
義
の
伝
統
は
、
主
に
聖
ト
マ
ス
・
ア
キ
ナ
ス
の
業
績
を
介
し
て
現
代
に
伝
え
ら
れ
た
古
代
の
思
想
家
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
キ
ケ

(1) 

ロ
に
由
来
す
る
」
。
彼
ら
は
、
哲
学
的
知
識
に
よ
っ
て
人
は
生
き
て
い
る
間
に
神
聖
な
る
も
の
(
任
命
仏
玄
口
。
)
に
与
か
る
こ
と
が
で
き
、
時

聞
の
円
環
を
終
局
的
に
は
超
越
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
キ
ケ
ロ
は
、
時
間
は
不
動
た
る
永
遠
の
動
く
イ
メ

1

ジ
と
し
て
果
て
し
な
く
反
復
す
る
の
だ
と
い
う
観
念
を
共
有
し
て
い
た
。
彼
ら
に
と
っ
て
正
義
は
、
本
有
的
に
、
永
遠
の
超
越
な
る
も
の
を

実
現
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
三
人
の
思
想
家
に
と
っ
て
、
法
と
事
物
の
秩
序
は
、
時
間
的
実
在

(
R
E宮
門
包
諸
島
守
)
に
お
い
て
開

そ
れ
ら
自
身
に
先
立
っ
て
存
在
す
る
聖
な
る
永
遠
の
法
の
反
映
で
あ
っ
た
。
事
物
と
事
象
は
、
聖
な
る
も
の
で
充
満
し
て
お

示
さ
れ
る
、

り
、
そ
の
こ
と
が
そ
れ
ら
の
存
在
に
意
味
を
付
与
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
形
而
上
学
的
意
義
、
も
っ
と
言
え
ば
、

い
わ
ば

宗
教
的
意
義
を
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
行
為
は
、
人
為
的
あ
る
い
は
自
然
的
で
あ
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
実
在
と
み
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
行
為



は
、
そ
れ
自
身
以
外
の
何
も
の
に
も
頼
る
こ
と
な
く
果
て
し
な
く
自
ら
を
生
成
す
る
、
あ
る
超
越
的
神
性
(
可

S
R
O
E
o
E
円
四
巳
守
)
が
存
在

す
る
限
り
に
お
い
て
実
在
で
あ
っ
た
。

近
世
に
お
い
て
は
、
実
在
的
な
る
も
の
が
時
間
超
越
的
永
遠
性
を
映
し
出
す
と
い
う
こ
の
古
代
の
観
念
は
、

一
般
的
に
あ
る
種
神
話
的
な

文
脈
で
理
解
さ
れ
た
。
現
象
的
自
然
の
持
続
、
す
な
わ
ち
時
間
的
実
在
に
お
け
る
原
因
の
因
果
的
連
鎖
は
終
局
的
に
超
越
的
存
在
に
依
拠
し

て
い
る
、
と
い
う
神
話
で
あ
る
。
啓
蒙
主
義
が
こ
の
神
話
を
非
神
話
化
し
否
定
し
て
か
ら
は
、
時
間
を
超
越
し
た
実
在
は
穿
在
し
な
い
と
い

う
こ
と
が
近
代
の
(
世
俗
的
)
思
想
家
た
ち
に
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
実
在
は
時
間
に
内
在
す
る
と
い
う

こ
と
、
あ
る
い
は
時
間
そ
の
も
の
が
実
在
で
あ
る
と
い
う
意
味
を
含
ん
で
い
る
。
実
在
は
時
間
的
な
も
の
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
初
期
の

神
話
は
時
間
超
越
的
永
遠
性
の
観
念
と
絡
み
合
っ
て
い
た
た
め
に
、
近
代
は
超
越
者
す
な
わ
ち
神
聖
な
る
神
と
い
う
観
念
を
拒
絶
し
た
。
そ

の
結
果
、
近
代
は
、
時
間
を
通
じ
て
生
起
す
る
変
化
に
根
拠
を
付
与
す
る
働
き
を
な
し
て
き
た
超
越
的
根
拠
(
任
命
可

8
2
8号
巳
担

.2E)

が
剥
奪
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
時
間
的
実
在
を
見
定
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。

超
越
的
な
る
も
の
の
崩
壊
は
、
近
世
の
自
由
主
義
、
す
な
わ
ち
ハ
イ
エ
ク
が
批
判
す
る
設
計
主
義
的
自
由
主
義

(
8
5
5
a
5
5
E
S平

百
回
)
の
み
な
ら
ず
「
真
の
自
由
主
義
」
に
お
い
て
明
白
で
あ
り
、

る

ハ
イ
エ
ク
の
自
由
主
義
に
お
い
て
も
明
ら
か
に
見
て
取
る
こ
と
が
で
き

ハ
イ
エ
ク
は
、
超
越
的
な
る
も
の
の
崩
壊
を
近
代
の
心
底
に
あ
る
企
図
と
見
な
す
。
彼
は
、

こ
の
崩
壊
を
真
の
政
治
哲
学
の
始
ま
り

だ
と
考
え
る
。

ハ
イ
エ
ク
に
と
っ
て
、
こ
の
反
動
は
、
設
計
主
義
的
合

そ
し
て
、
こ
の
始
ま
り
に
対
す
る
反
動
に
つ
い
て
言
及
す
る
。

「
あ
ら
ゆ
る
原
始
的
思
考
が
持
つ
神
人
同
形
同
性
論
的

理
主
義
の
急
激
な
高
ま
り
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
高
揚
は

(自己

5
宮
B
。弓
En)
傾
断
)
」
へ
の
知
的
後
退
を
意
味
す
お
。
ハ
イ
エ
ク
に
よ
れ
ば
、
こ
の
神
人
同
形
向
性
論
的
思
考
こ
そ
が
人
類
を
し
て

事
物
を
「
超
自
然
的
存
在
に
よ
る
創
造
物
)
」
だ
と
想
像
せ
し
め
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
ハ
イ
エ
ク
は
、
近
代
は
時
間
的
実
在
を
凌
駕
す
る

「
超
越
的
実
記
」
の
支
配
と
い
う
幻
想
か
ふ
自
由
で
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
に
時
間
的
実
在
は
あ
る
集
合
的
目
的
の
た
め
に
設
計
さ
れ
て
し
ま

う
、
と
警
告
す
る
。
彼
は
、
現
代
に
お
い
て
は
こ
の
神
人
同
形
向
性
論
は
設
計
主
義
的
合
理
主
義
や
政
治
的
設
計
主
義
や
全
体
主
義
に
変
容
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し
て
い
っ
た
と
確
信
す
る
。
彼
は
、
政
治
哲
学
に
お
け
る
こ
の
神
人
同
形
向
性
論
的
思
考
の
い
か
な
る
復
興
も
阻
止
し
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
神
人
同
形
向
性
論
は
近
代
性
の
「
致
命
的
な
思
い
上
が
り
(
宮
包

g
Rお
)
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
ハ
イ
エ
ク
の
警
告
は
、
神
人

同
形
向
性
論
は
、
政
治
に
適
用
さ
れ
る
時
、
人
間
理
性
の
投
影
に
他
な
ら
な
い
超
自
然
的
存
在
を
創
出
す
る
に
至
る
、
と
言
い
換
え
ら
れ

460 

る
。
こ
の
存
在
に
依
拠
す
る
こ
と
は
、
あ
る
特
定
の
個
人
的
精
神
に
よ
っ
て
合
理
的
に
開
示
さ
れ
る
計
画
に
従
っ
て
社
会
を
構
築
す
る
こ
と

に
繋
が
る
の
だ
と
ハ
イ
エ
ク
は
警
告
す
る
。

ハ
イ
エ
ク
の
政
治
お
よ
び
道
徳
上
の
主
た
る
関
心
は
次
の
点
に
あ
る
。
も
し
ハ
イ
エ
ク
の
警
告

ど
お
り
の
こ
と
が
生
じ
る
な
ら
ば
、
理
性
は
わ
れ
わ
れ
に
絶
対
的
服
従
を
要
求
し
、
「
隷
属
へ
の
道
(
己
5
8包

S
2正門戸。旨)」

治
的
全
体
主
義
へ
と
わ
れ
わ
れ
を
誘
う
絶
対
的
権
威
を
獲
得
す
る
の
だ
と
い
旬
。
有
神
論
的
思
考
は
「
素
栴
」
で
あ
る
に
し
ろ
、
神
人
同

つ
ま
り
政

形
向
性
論
的
思
考
の
遺
産
|
|
現
代
政
治
社
会
に
と
っ
て
そ
れ
は
設
計
主
義
的
合
理
主
義
で
あ
る
が
ー
ー
は
自
由
に
と
っ
て
有
害
で
あ
る
と

い
〉
つ
の
が
、

ハ
イ
エ
ク
が
あ
ら
ゆ
る
型
の
設
計
主
義
を
排
斥
す
る
理
由
で
あ
る
。

ハ
イ
エ
ク
に
と
っ
て
、

そ
の
よ
う
な
神
人
同
形
向
性
論
の

現
代
版
で
あ
る
設
計
主
義
(
的
合
理
主
義
)
は
現
代
に
お
け
る
一
つ
の
神
話
な
の
で
あ
る
。
彼
は
、
理
性
の
致
命
的
な
思
い
上
が
り
を
暴
く

こ
と
に
よ
り
、
わ
れ
わ
れ
を
こ
の
神
話
か
ら
解
き
放
と
う
と
す
る
。

そ
う
す
る
こ
と
に
お
い
て
、

ハ
イ
エ
ク
は
時
間
的
実
在
の
現
代
的
観
念

で
あ
る
「
進
歩
と
し
て
の
歴
史
宮
町
宮
弓

g
司

gmBωω)
」
の
問
題
を
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
観
念
に
対
す
る
ハ
イ
エ
ク
の
反
駁

の
中
心
に
あ
る
の
は
、
神
と
自
然
か
ら
自
由
な
存
在
と
し
て
の
人
間
存
在
に
つ
い
て
の
彼
の
理
解
な
の
で
あ
る
。

本
稿
に
お
い
て
私
は
、

ハ
イ
エ
ク
が
、
歴
史
主
義
を
主
と
す
る
現
代
の
進
歩
の
観
念
を
反
駁
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
か
ど
う
か
、

そ
し
て

神
人
同
形
向
性
論
か
ら
自
由
な
進
歩
の
観
念
を
樹
立
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
か
ど
う
か
、
を
論
じ
よ
う
と
思
う
。

性
論
的
も
し
く
は
形
而
上
学
的
基
礎
を
有
す
る
哲
学
を
克
服
す
る
こ
と
を
目
指
し
問
。
ハ
イ
エ
ク
は
、
神
人
同
形
向
性
論
的
な
思
考
を
「
偽

の
自
由
主
爵
」
と
彼
が
呼
ん
だ
、
設
計
主
義
的
合
理
主
義

(
8
5
5
a
s
s
t。ロ包
EM)
の
中
に
突
き
と
め
、
そ
れ
を
暴
き
出
そ
う
と
し
た
。

ハ
イ
エ
ク
は
神
人
同
形
同

し
か
し
、
後
で
見
る
よ
う
に
、
彼
の
政
治
哲
学
は
神
人
同
形
向
性
論
的
思
考
の
特
徴
を
引
き
ず
っ
た
ま
ま
で
あ
る
。

ハ
イ
エ
ク
自
身
も
時
間

的
実
在
に
つ
い
て
の
彼
の
観
念
に
隠
さ
れ
た
神
人
同
形
向
性
論
な
い
し
は
形
而
上
学
を
払
拭
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。



そ
こ
で
次
の
よ
う
な
順
序
で
論
じ
て
い
き
た
い
と
思
う
。
ま
ず
、

ハ
イ
エ
ク
を
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
潮
流
の
中
に
位
置
づ
け
る
。
こ
の
こ
と
は

進
歩
と
し
て
の
時
間
的
実
在
と
永
遠
な
る
も
の
と
の
関
係
性
の
(
少
な
く
と
も
)
輪
郭
を
吟
味
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
次
に
、

ハ
イ
エ
ク

が
、
歴
史
と
し
て
の
、
特
に
進
歩
と
し
て
の
時
間
的
実
在
の
観
念
を
ど
う
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
か
を
問
う
こ
と
に
す
る
。
進
歩
に
つ
い
て

の
歴
史
主
義
的
そ
し
て
集
産
主
義
的
観
念
を
神
人
同
形
同
性
論
的
思
考
と
し
て
排
斥
す
る
ハ
イ
エ
ク
の
企
て
に
言
及
し
た
い
と
思
う
。
彼
に

と
っ
て
こ
の
観
念
は
、
回
避
す
べ
き
現
代
神
話
な
の
で
あ
る
。

ハ
イ
エ
ク
は
、
進
歩
に
つ
い
て
の
彼
の
観
念
は
ど
の
よ
う
な
形
而
上
学
的
思

考
を
も
回
避
し
て
い
る
と
考
え
た
が
、
こ
の
主
張
は
正
鵠
を
得
て
は
お
ら
ず
、
文
化
的
進
歩
な
い
し
道
徳
行
動
規
範
と
し
て
の
時
間
的
実
在

に
つ
い
て
の
ハ
イ
エ
ク
の
観
念
に
は
、
神
人
同
形
向
性
論
的
思
考
の
影
が
色
濃
く
残
さ
れ
て
い
る
。

2 

自
由
・
進
歩
・
歴
史

(
日
)

レ
オ
・
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
に
よ
れ
ば
、
近
代
の
自
由
主
義
は
ト
マ
ス
・
ホ
ッ
プ
ス
を
持
っ
て
始
ま
る
。

ハ
イ
エ
ク
に
と
っ
て
、

ホ
ッ
プ
ス
は

近
代
設
計
主
義
(
の

8
2
2
a
i
ω
自
)
の
先
駆
者
で
あ
る
。

ホ
ッ
プ
ス
は
、
時
間
的
秩
序
に
意
味
を
付
与
す
る
原
型
的
神
性

S
R
Z
q
3
-

島
i
E
q
)
に
つ
い
て
の
マ
キ
ャ
ベ
リ
の
否
定
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
人
間
が
自
分
の
行
為
を
従
わ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
自
然
法
が
存
在

ホ
ッ
プ
ス
は
、
「
自
然
権
が
、
人
間
の
完
徳
あ
る
い
は
目
的
か
ら
で
は
な
く
、
初
期
段
階
、
す
な
わ
ち
多

く
の
場
合
す
べ
て
の
人
間
を
効
果
的
に
決
定
づ
け
る
基
本
的
な
欲
求
と
か
衝
動
か
ら
導
出
さ
れ
る
こ
と
を
要
求
し
鳩
」
。

す
る
と
い
う
考
え
を
拒
否
し
た
。

つ
ま
り
自
然
権
は
、

古
代
お
よ
び
中
世
の
政
治
思
想
家
た
ち
が
あ
る
神
聖
な
る
原
型
に
よ
っ
て
彼
ら
の
た
め
に
規
定
さ
れ
た
と
考
え
た
目
的
か
ら
導
き
出
さ
れ
る

の
で
は
な
い
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ホ
ッ
プ
ス
は
、
社
会
構
築
の
基
礎
と
な
る
徳
(
丘

25)
は
神
聖
な
る
も
の
の
永
遠
か
つ
原
型
的
表

む
し
ろ
徳
は
、
人
間
に
よ
る
創
造
で
あ
り
、
合
理
的
に
定
義
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ホ
ッ

示
の
人
間
的
現
実
化
に
由
来
し
な
い
と
主
張
し
た
。
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プ
ス
は
、
徳
は
市
民
社
会
内
で
の
み
実
行
さ
れ
う
る
と
信
じ
た
。
し
た
が
っ
て
、
ホ
ッ
プ
ス
流
の
市
民
社
会
は
人
間
の
合
理
的
能
力
に
基
づ

つ
ま
り
、
合
理
性
が
社
会
形
成
の
究
極
的
源
泉
と
な
る
の
で
あ
る
。
ホ
ッ
プ
ス
は
、
超
越
的
原
型
を

い
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

462 

人
間
の
合
理
性
に
内
在
す
る
と
考
え
ら
れ
た
自
然
権
と
置
き
換
え
た
の
で
あ
る
。
自
然
的
な
る
も
の
(
可
ご
忠
弘
)
は
人
間
の
生
得
的
な
る
も

の
と
等
し
く
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
神
聖
な
る
も
の
が
人
間
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

超
越
的
な
る
も
の
の
神
聖
な
る
原
型
は
、

そ
の
地
位
と
役
割
を
合
理
性
と
し
て
の
人
間
本
性
に
移
譲
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
原
型
の

移
譲
の
結
果
、
人
間
の
合
理
性
に
基
づ
く
市
民
社
会
の
構
築
を
探
求
し
た
の
が
、

ホ
ッ
プ
ス
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
移
譲
は
神
聖
な
権
威

を
人
間
的
権
力
へ
と
引
き
摺
り
下
ろ
し
、

そ
れ
に
伴
い
、
慣
習

(g
ヨ
g
t。
ロ
)
な
い
し
伝
統
と
科
学
的
進
歩
と
の
間
に
緊
張
を
も
た
ら
し

始
め
た
の
で
あ
る
。
こ
の
緊
張
は
ホ
ッ
プ
ス
以
降
の
政
治
哲
学
上
の
論
議
に
お
い
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
、
と
ハ
イ
エ
ク
は
見
な
し

た
。
こ
の
緊
張
が
、
自
由
主
義
陣
営
に
お
い
て
、
ジ
ェ
レ
ミ

l
・
ベ
ン
サ
ム
と

J
・
S
・
ミ
ル
の
よ
う
な
設
計
主
義
的
自
由
主
義
者
の
系
譜

と
ル
ネ
・
デ
カ
ル
ト
の
よ
う
な
設
計
主
義
的
個
人
主
義
都
の
系
譜
か
ら
真
の
自
由
主
義
を
区
分
(
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
ハ
イ
エ
ク
に
よ
る
区
分

そ
の
よ
う
な
原
型
の
人
間
化
は
こ
れ
ら
二
つ
の
系
譜
に
強
い
影
響
を
与
え
た
の

だ
と
い
う
。
確
か
に
デ
カ
ル
ト
は
、
科
学
的
方
法
に
よ
り
、
偶
然
と
人
間
の
営
為
の
本
性
を
自
由
に
駆
使
す
る
こ
と
を
探
求
し
、
そ
の
結

で
あ
る
が
)
し
た
の
だ
と
ハ
イ
エ
ク
は
考
え
た
。

そ
し
て
、

果
、
自
然
だ
け
で
な
く
社
会
す
ら
も
設
計
す
る
こ
と
を
追
求
し
た
。

そ
し
て
べ
ン
サ
ム
は
、

ホ
ッ
プ
ス
に
ま
で
た
ど
ら
れ
る
思
考
形
式
に
よ

っ
て
、
次
の
よ
う
な
論
障
を
張
っ
た
。

い
か
な
る
科
学
的
方
法
も
精
神
的
満
足
を
約
束
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
も
、
福
利
の
感
覚
を

減
じ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
物
質
的
諸
条
件
の
改
善
を
設
計
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
、

と
0

フ
ラ
ン
シ
ス
・
ベ
ー
コ
ン
は
、
進
歩
へ
の
信

仰
、
す
な
わ
ち
善
と
は
、
仁
愛
が
伝
統
や
自
然
あ
る
い
は
神
に
依
拠
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
科
学
と
い
う
形
を
取
っ
た
人
間
理
性
に
拠

り
頼
む
こ
と
で
切
り
拓
か
れ
る
未
来
で
あ
る
、
と
断
じ
た
。
こ
れ
ら
の
人
び
と
は
皆
、
科
学
が
可
視
的
宇
宙
と
そ
の
す
べ
て
の
現
象
に
対
し

て
説
明
を
自
由
に
駆
使
す
る
も
の
で
あ
る
と
信
じ
た
。
科
学
の
設
計
的
力
に
寄
せ
ら
れ
た
そ
の
よ
う
な
確
信
は
、

ハ
イ
エ
ク
に
と
っ
て
、
人

間
理
性
の
倣
慢
な
い
し
「
致
命
的
な
思
い
上
が
り
」
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。

ハ
イ
エ
ク
が
神
人
同
形
同
性
論
で
あ
る
と
し
て
非
難
し
た



の
は
、
ま
さ
し
く
そ
の
よ
う
な
人
間
理
性
の
絶
対
化
あ
る
い
は
超
越
的
原
型
の
人
間
化
な
の
で
あ
る
。

ホ
ッ
プ
ス
が
布
石
を
敷
い
た
、
原
型
の
人
間
化
と
い
う
企
図
を
発
展
さ
せ
た
人
物
は
、
ジ
ャ
ン
・
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー
で
あ
る
。

yレ
ソ

一
般
意
思
の
観
念
の
た
め
に
神
聖
な
る
原
型
に
つ
い
て
の
伝
統
的
観
念
を
犠
牲
に
し
た
。

意
思
を
措
定
し
鳩
。

は

そ
し
て
彼
は
、
思
考
す
る
存
在
と
し
て
一
般

ハ
イ
エ
ク
の
表
現
を
借
り
て
言
え
ば
、

一
般
意
思
に
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
H

ト
マ
ス
派
の
知
性
(
弓
ミ
乙
で
あ
る
神
聖

な
る
原
型
の
自
生
的
自
己
充
足
性
(
己
戸
命
名

g
gロ
gzωω
ゆ早

E
B巳
gq)
の
特
徴
が
宿
っ
て
い
る
。

ル
ソ
ー
は
そ
れ
に
知
性
(
弓
霊
的
)
の
自
生
性
が
有
す
る
神
聖
な
る
制
御
的
権
力
を
付
与
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

一
般
意
思
は
超
俗
的
な
存
在
で
は
な

い
の
に
、

一
般
意

思
に
つ
い
て
の
ハ
イ
エ
ク
の
批
判
は
、
神
人
同
形
向
性
論
的
神
性
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
社
会
へ
の
ル
ソ

l
的
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
に
集
中
す
る
の

で
あ
る
。

ル
ソ
ー
に
よ
れ
ば
、
社
会
の
持
続
性
と
統
合
性
は
一
般
意
思
に
依
拠
す
る
。
「
一
般
意
思
、

超
越
的
自
然
権
に
取
っ
て
代
わ
る
の
で
あ
犯
」
。
ル
ソ

1
に
と
っ
て
、
個
人
の
自
由
が
政
治
的
合
意
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
の
は
、
超
越
的

つ
ま
り
あ
る
種
の
社
会
に
内
在
す
る
意
思
は
、

原
型
に
お
い
て
で
は
な
く
一
般
意
思
に
お
い
て
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
、
超
越
的
な
る
も
の
は
、
社
会
を
超
越
す
る
の
で
は
な
く
社
会
に

内
在
す
る
一
般
的
な
る
も
の
(
吾
。

m
g
q包
)
へ
と
変
遷
す
る
。
こ
こ
で
は
正
義
が
、
神
聖
な
る
原
型
に
関
係
づ
け
ら
れ
、
あ
る
い
は
自
然

法
も
し
く
は
神
聖
な
る
法
と
の
絶
え
間
な
い
調
和

2
E
q
)
を
実
現
す
る
こ
と
に
関
連
づ
け
ら
れ
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
も
は
や
な
い
。
む

し
ろ
正
義
は
、
人
間
に
よ
る
単
な
る
創
造
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
一
般
意
思
の
教
義
は
、
人
間
の
幸
福
の
原

初
的
状
態
の
発
生
と
再
生
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
見
地
か
ら
、

ル
ソ

1
は
歴
史
の
根
拠
を
人
間
お
よ
び
人
間
の
歴
史
の
中
に
発
見
す
る
の
で
あ
る
。

ル
ソ
ー
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
歴

史
は
人
間
の
退
廃
の
過
程
で
あ
る
。
『
芸
術
と
学
問
に
つ
い
て
の
論
説
』
に
お
い
て
、

ル
ソ

l
は
、
芸
術
と
学
問
に
見
ら
れ
る
人
間
の
知
性

(
宮
窓
口
山
間

8
8
)
の
発
展
は
人
間
の
卓
越
性
(
誌
の
め
ロ

8
8
)
を
育
ま
ず
、

む
し
ろ
自
然
的
で
も
な
け
れ
ば
慣
習
的
で
も
な
い
、
人
間
の
退
廃

を
助
長
し
た
、

と
主
張
す
る
。
人
間
の
知
識
の
進
歩
は
、

人
間
容
在
の
最
も
基
本
的
性
質
で
あ
る
憐
れ
み
の
原
初
的
な
感
覚
を
打
ち
砕
い
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た
。
人
間
の
退
廃
過
程
に
あ
る
不
平
等
の
根
源
を
た
ど
る
こ
と
で
、

ル
ソ

l
は
人
間
お
よ
び
人
間
の
歴
史
に
お
い
て
歴
史
の
根
拠
す
な
わ
ち

時
間
的
実
在
の
根
拠
を
発
見
す
る
。

そ
し
て
、
彼
は
退
廃
の
根
源
を
不
平
等
に
帰
着
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

464 

『
人
間
不
平
等
起
源
論
』
に
お
い
て
、

ル
ソ

1
は
、
不
平
等
は
自
然
の
所
産
で
は
な
く
市
民
社
会
の
発
生
に
伴
う
も
の
で
あ
る
、
と
述
べ

て
い
る
。
彼
は
、
自
然
的
な
る
も
の
と
政
治
的
な
る
も
の
と
の
関
係
性
、
あ
る
い
は
自
然
と
慣
習
の
関
係
性
の
見
地
か
ら
、
歴
史
の
根
拠
を

扱
〉
つ
。

ル
ソ

l
は
不
平
等
の
源
を
自
然
の
中
に
も
慣
習
の
中
に
も
見
出
さ
な
い
。
自
然
は
平
等
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
が
、
政
治
的
な

る
も
の
な
い
し
慣
習
は
不
平
等
の
上
に
構
築
さ
れ
る
。

ル
ソ

1
は
、
諸
個
人
が
人
間
の
増
加
す
る
知
性
を
持
っ
て
一
つ
の
社
会
を
形
成
す
る

に
従
っ
て
、
不
平
等
は
出
現
す
る
、

し
て
慣
習
そ
れ
自
体
が
自
然
か
ら
離
れ
、

し
か
も
そ
れ
と
釣
り
合
い
を
取
っ
て
生
ま
れ
る
の
か
、

マ
イ
ケ
ル
・
ギ
レ
ス
ピ
ー
に
よ
れ
ば
、
「
ル
ソ

1
に
と
っ
て
の
疑
問
は
、
い
か
に

(
路
)

で
あ
る
」
。
ギ
レ
ス
ピ

l
は
次
の
よ
う
に

と
確
信
し
て
い
た
。

述
べ
る
。

自
然
と
慣
習
の
両
方
か
ら
顔
を
背
け
る
こ
と
で
、

ル
ソ

1
は
、
人
間
ヘ
、
す
べ
て
の
存
在
の
源
と
根
拠
と
し
て
の
人
間
存
在
ヘ

向
か
っ
た
。
人
間
は
、
あ
る
意
味
で
は
自
然
的
で
あ
る
け
れ
ど
、
自
然
を
超
え
て
お
り
、

あ
る
い
は
自
然
か
ら
黍
離
し
て
い

る
。
そ
の
上
、
人
間
は
、
自
然
的
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
明
ら
か
に
非
政
治
的
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
政
治
的
な
る
も
の

あ
る
い
は
慣
習
的
な
る
も
の
は
自
然
的
成
長
で
は
な
く
自
由
な
選
択
の
所
産
だ
か
ら
で
あ
る
。
人
間
は
政
治
的
で
あ
る
限
り
に

お
い
て
、
非
自
然
的
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
不
平
等
の
起
源
と
歴
史
の
本
質
は
、
自
然
的
な
る
も
の
を
凌
駕
す
る
人
間
の
超

越
性
あ
る
い
は
政
治
的
な
る
も
の
へ
の
堕
落
の
中
に
存
在
す
る
。
し
た
が
っ
て
検
討
す
べ
き
重
大
な
問
題
は
、
自
然
も
し
く
は

政
治
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
人
間
と
人
間
の
歴
史
に
つ
い
て
で
あ
認
。

近
代
に
と
っ
て
の
歴
史
の
本
質
は
、
自
然
状
態
の
平
等
と
自
由
か
ら
市
民
社
会
の
拘
束
へ
の
、
人
間
の
精
神
の
横
断
と
な
っ
て
現
れ
る
の
で



あ
る
。
市
民
社
会
に
お
け
る
人
聞
は
、
人
聞
が
全
体
と
し
て
の
自
然
に
直
接
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
人
間
本
性
か
ら
疎
外
さ
れ
て
い
る
。
人
間

の
精
神
に
と
っ
て
の
決
定
的
な
転
換
は
、
人
間
が
、
自
然
の
中
か
ら
外
へ
向
か
っ
て
発
生
し
、
慣
習
あ
る
い
は
政
治
的
な
る
も
の
へ
自
ら
を

引
き
渡
し
た
こ
と
で
あ
る
。

ル
ソ

1
は
、
こ
の
転
換
が
社
会
的
存
在
と
し
て
の
人
間
を
単
純
で
自
然
な
精
神
が
有
す
る
調
和
ー
ー
か
つ
て
未

開
人
が
そ
の
中
で
生
き
、
自
身
の
中
に
見
出
し
た
調
和
ー
!
と
真
の
幸
福
か
ら
引
き
離
す
の
だ
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

近
世
の
社
会
契
約
説
の
信
奉
者
た
ち
は
、
こ
の
調
和
は
社
会
契
約
と
い
う
手
段
に
よ
っ
て
取
り
戻
す
こ
と
が
可
能
だ
と
考
え
た
。
社
会
契

約
説
の
目
的
は
、
自
然
状
態
に
お
け
る
基
本
的
平
等
と
自
由
が
も
た
ら
す
幸
福
の
原
初
的
な
状
態
を
市
民
社
会
の
状
況
に
移
し
変
え
る
こ
と

で
あ
る
。

ル
ソ
l
の
社
会
契
約
説
に
あ
っ
て
は
、

一
般
意
思
は
諸
個
人
に
対
し
て
彼
ら
に
市
民
社
会
に
お
い
て
の
相
互
共
存
を
保
証
す
る
権

利
を
付
与
す
る
。
こ
の
社
会
契
約
説
は
い
わ
ゆ
る
「
仮
定
的
推
論
(
『
否
。
岳
色

g-Bas-口
問
)
」
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
。
あ
る
特
定
の

つ
ま
り
政
治
的
あ
る
い
は
社
会
的
意
識
と
一
般
意
思
の
合
理
的
編
成
を
通
じ
て
結
合
し
て
い
る
の
だ

自
己
は
、
必
然
的
に
〈
わ
れ
わ
れ
て

と
さ
れ
る
。
こ
の
編
成
を
通
じ
て
人
間
は
、
原
初
的
本
性
か
ら
自
身
を
自
由
に
し
、
こ
れ
に
自
身
を
対
抗
さ
せ
る
能
力
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け

ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
あ
る
い
は
こ
う
言
い
換
え
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
仮
定
的
推
論
を
行
使
す
る
こ
と
で
自
己
は
、
ま
ず
自
然
そ
し
て
そ
れ

自
身
か
ら
自
ら
を
引
き
離
す
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
自
己
意

そ
の
結
果
、
自
己
は
、

そ
れ
自
身
の
推
論
だ
け
に
拠
り
頼
む
こ
と
と
な
り
、

識
的

(ω
色

Egロ
ω
巳。

5)
に
な
る
。
近
代
に
と
っ
て
歴
史
と
は
、
自
己
意
識
と
自
由
へ
の
人
間
の
進
展
、

つ
ま
り
進
歩
に
つ
い
て
の
記
述
な

の
で
あ
る
。

歴
史
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
な
近
世
の
見
取
り
図
が
与
え
ら
れ
る
と
、
近
世
以
後
の
人
間
は
、
も
は
や
永
遠
的
実
在
へ
の
参
画
を
介
し
て
時

間
的
実
在
を
経
験
し
な
く
な
る
。

そ
し
て
彼
は
、
時
間
的
実
在
を
超
越
す
る
、
永
遠
で
、
普
遍
的
で
、

か
つ
不
変
的
な
実
在
が
存
在
す
る
な

ど
と
は
信
じ
な
く
な
る
。
彼
は
、
時
間
は
時
間
を
越
え
て
存
在
す
る
永
遠
と
の
関
連
に
お
い
て
経
過
し
て
い
る
の
で
は
な
い
、

と
考
え
る
の

で
あ
る
。
時
間
は
不
動
た
る
永
遠
の
動
く
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
果
て
し
な
く
反
復
す
る
も
の
で
は
な
く
な
る
。
時
間
は
、
未
来
ヘ
向
け
て
定
め

ら
れ
、
特
有
で
不
可
逆
的
な
事
象
の
連
続
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
近
代
以
後
の
人
聞
は
、
超
越
的
で
神
聖
な
る
原
型
と
時
間
的
実
在
で
あ
る
自
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然

(3-S)
と
の
関
係
に
対
す
る
信
仰
を
失
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
人
間
は
自
然
権
や
自
然
法
が
人
間
の
行
為
を
規
定
し
て
い
る
と
は
信
じ

な
い
の
で
、
人
間
と
自
然
が
時
間
的
現
実
(
宵
宮
古
2
m
z
h
E
m
E
q
)
の
根
拠
(
ミ
ミ
お
も
P
M
お
な
)
を
問
う
た
め
の
焦
点
と
な
っ
た
。
近
代
は
時
間

的
実
在
(
と
し
て
の
、
ご
与
)
そ
れ
自
体
の
中
に
根
拠
を
見
出
そ
う
と
し
た
。
時
間
は
歴
史
と
な
っ
た
。
歴
史
と
し
て
の
時
間
は
、
時
間
的

実
在
が
人
間
の
歴
史
の
中
で
、
そ
し
て
人
間
の
歴
史
を
介
し
て
、
進
展
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
認
。
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近
代
に
お
い
て
自
己
意
識
と
自
由
は
密
接
に
結
び
つ
い
た
観
念
で
あ
る
。
自
己
意
識
と
し
て
人
間
は
、
時
間
的
実
在
の
根
拠
を
人
間
本
性

と
そ
の
歴
史
の
中
に
見
出
す
。
換
言
す
れ
ば
、
自
己
意
識
と
は
単
に
、
人
聞
が
時
間
的
現
実
(
己
百
件
。
B
H
V
2
m
L
q
R
E己
L
-
P
豆
、
§
)
と
非

時
間
的
永
遠
(
釦
件
。

5
3邑
ゆ
件
。

E
S
L・0
・w

足
立
お
も
と
§
)
の
間
に
で
は
な
く
、
そ
れ
自
身
の
内
に
立
脚
す
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

つ
ま
り
、
自
己
意
識

(
8
F
S
Sミ
ssgω)
は
自
己
の
意
識
(
助
長
い
の
。
ロ

ω立。
55ωω)
で
あ
る
。
人
聞
が
自
分
自
身
に
立
脚
す
る
と
い
う
こ

と
は
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
人
聞
が
神
と
自
然
か
ら
自
由
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
ル
ソ
ー
の
よ
う
な
近

世
の
思
想
家
の
意
識
は
、
自
然
的
な
る
も
の
と
超
自
然
的
な
る
も
の
の
両
者
か
ら
あ
ら
ゆ
る
存
在
の
現
実
の
源
と
根
拠
と
し
て
の
人
間
存
在

ヘ
転
向
し
た
の
で
あ
る
。
近
代
は
、
自
由
な
自
己
意
識
す
な
わ
ち
人
間
の
自
由
と
し
て
の
人
間
本
性
を
実
現
す
る
こ
と
と
し
て
真
理
を
了
解

す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

人
間
本
性
を
自
己
意
識
的
で
自
由
な
存
在
と
捉
え
る
近
代
は
、
後
期
啓
蒙
期
に
お
い
て
頂
点
に
達
す
る
。
こ
の
時
代
以
降
、
自
然
的
必
然

性
と
単
な
る
人
間
本
能
を
超
越
す
る
自
由
の
観
念
は
、
人
間
の
進
歩
に
基
礎
づ
け
を
行
う
こ
と
に
お
い
て
政
治
哲
学
上
決
定
的
で
あ
る
と
重

祝
さ
れ
た
。
事
実
こ
の
観
念
は
、
近
代
自
由
主
義
の
最
も
基
本
的
動
因
の
一
つ
の
特
徴
を
表
現
す
る
と
い
う
趣
旨
を
有
し
て
い
る
。
近
代
の

基
本
動
因
で
あ
る
人
間
の
自
由
の
観
念
は
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
絶
頂
を
極
め
る
。
カ
ン
ト
以
前
に
は
、
因
果
律
的
に
閉
鎖
し
た
機
械
論
的
宇

と
い
う
問
い
は
あ
ま
り
多
く
の
関
心
を
惹
き
つ
け
な
か
っ
た
。
カ
ン
ト
は
、
「
純
粋
理

(
幻
)

性
の
第
三
の
二
律
背
反
」
に
お
い
て
、
自
然
と
自
由
と
の
反
定
立
の
見
地
か
ら
こ
の
間
い
を
め
ぐ
る
議
論
を
展
開
し
た
。
あ
ら
ゆ
る
事
象
に

宙
に
お
い
て
自
由
な
選
択
は
い
か
に
し
て
可
能
か
、

は
そ
れ
に
先
行
す
る
原
因
が
存
在
し
、
第
一
原
因
が
存
在
す
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
自
由
で
あ
り
他
の
い
か
な
る
自
然
的
原
因
か
ら
独
立
し
て



い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
自
然
の
諸
法
則
に
お
い
て
は
自
由
な
原
因
性
は
一
つ
も
存
在
し
な
い
。
こ
れ
に
反
し
て
、
自
然
的

必
然
性
の
事
象
の
諸
系
列
は
、

そ
の
よ
う
な
自
由
な
る
第
一
原
因
が
存
在
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
不
完
全
で
あ
ろ
う
。
自
然
の
諸
法
則
は
、

自
然
と
そ
の
諸
法
則
に
よ
っ
て
い
か
よ
う
に
も
制
約
さ
れ
な
い
も
の
に
根
拠
を
置
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
絶
対
的
自
由

と
世
界
の
必
然
的
に
依
存
し
合
う
諸
原
因
と
の
二
律
背
反
が
存
在
す
る
。

矛
盾
が
世
界
に
内
在
す
る
の
で
は
な
く
人
間
の
意

カ
ン
ト
は
、

識
に
内
在
す
る
こ
と
を
示
す
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
二
律
背
反
を
解
い
た
。
彼
は
、
全
く
異
な
る
、
し
か
し
相
関
的
な
二
つ
の
領
域
1

1

自
然

の
現
象
的

e
r
g
s
g包
)
領
域
と
自
由
の
本
質
体
的

2
2
5
8包
)
領
域
ー
ー
を
措
定
す
る
こ
と
で
こ
の
問
題
に
対
処
し
た
。
現
象
対
本

質
体
と
い
う
区
別
を
克
服
す
る
た
め
に
カ
ン
ト
は
、
自
由
意
志
の
力
な
い
し
は
人
間
理
性
に
具
備
さ
れ
て
い
る
可
知
的
な
る
も
の
(
匹
。

Ez--日間
-zo)
と
し
て
の
道
徳
法
則
の
力
に
訴
え
た
。
カ
ン
ト
は
、
個
人
は
気
ま
ぐ
れ
な
欲
望
に
隷
属
さ
せ
る
移
り
気
な
衝
動
か
ら
で
な
く
、

彼
の
行
為
が
理
性
的
意
志
か
ら
生
じ
る
時
に
真
に
自
由
で
あ
る
、
と
い
う
近
代
の
考
え
を
興
し
た
。
人
聞
が
自
然
を
意
志
の
命
令
に
服
従
さ

せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
然
か
ら
自
身
を
解
放
す
る
に
従
い
、
人
間
は
彼
の
自
由
と
自
由
な
自
己
の
根
拠
に
つ
い
て
問
う
こ
と
を
強
い
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

カ
ン
ト
以
後
、
近
代
は
自
由
で
、
明
示
的
に
自
律
的
で
、
理
性
的
な
自
己
を
主
体
H

覚
自
性

(ω
巧
R
8
2
ω
)
の
中
心
と
し
て
了
解
す
る

よ
う
に
な
っ
た
。
人
間
行
為
の
必
要
条
件
と
し
て
自
由
を
理
解
す
る
カ
ン
ト
の
自
由
の
観
念
は
、
自
由
な
個
人
の
利
益
に
基
づ
く
自
由
主
義

原
理
を
構
築
す
る
た
め
の
近
代
自
由
主
義
の
度
重
な
る
試
み
へ
の
道
を
聞
い
た
。
近
代
は
、
根
本
的
に
自
由
な
個
人
と
し
て
人
間
を
理
解

し
、
個
人
の
権
利
あ
る
い
は
人
権
を
保
障
す
る
政
治
社
会
の
樹
立
を
追
求
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
近
代
の
あ
る
思
想
家
た
ち
は
そ
の
よ
う
な
普
遍
的
個
人
主
義
に
反
逆
し
た
。
彼
ら
の
中
で
お
そ
ら
く
、

へ
1
ゲ
ル
は
最

も
際
立
っ
た
人
物
で
あ
る
。

ヘ
1
ゲ
ル
の
見
解
に
よ
る
と
、

カ
ン
ト
が
二
律
背
反
の
問
題
を
解
い
た
の
は
、
意
識
そ
の
も
の
を
矛
盾
で
不

可
知
的
な
も
の
に
作
り
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。

そ
う
は
言
う
も
の
の
、
『
精
神
現
象
学
』
に
お
い
て
へ

1
ゲ
ル
は
、
こ
の
矛
盾

を
受
け
入
れ
、
彼
の
政
治
哲
学
の
基
礎
と
し
た
の
で
あ
る
。
二
律
背
反
は
弁
証
法
的
と
な
っ
た
。
歴
史
あ
る
い
は

「
真
に
実
在
的
(
円

g
与

F'A・ハイエクの歴史概念とその形而上学的企図467 



円
。
己
)
」
な
る
も
の
は
一
方
で
、
客
観
的
な
い
し
自
然
界
の
知
識
の
進
歩
だ
と
い
う
。
こ
れ
は
現
象
に
関
す
る
知
識
の
現
れ

2
3
2
5
R
O
)

一
般
的
意
識
そ
れ
自
体
あ
る
い
は
精
神
宮
詮
存
客
足
同
)
H
主
体
の
運
動
の
経
験
で
あ
る
。
こ
の
精
神
は
こ

で
あ
る
。
歴
史
は
そ
の
一
方
で
、

468 

れ
ま
で
に
な
く
、
よ
り
深
い
、
よ
り
豊
鏡
な
知
識
に
到
達
す
る
。
人
類
、
は
、

一
般
意
識
つ
ま
り
精
神

(
C
S
H
)
の
経
験
の
過
程
を
経
て
、
完

全
な
自
己
意
識
と
自
身
と
の
統
一
に
至
る
の
で
あ
る
。
意
識
(
あ
る
い
は
精
神
)
の
進
展
は
、
意
識
が
自
然
界
に
関
す
る
知
識
の
進
展
で
あ

る
限
り
、
弁
証
法
的
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
は
対
照
的
に
、
意
識
が
自
己
意
識
(
足
雫

8
5巳
2
8
2
ω
)
の
進
展
で
あ
る
ほ
ど
に
、
意
識
は

思
索
的
(
名
ゅ
の
己
主
〈
乙
で
あ
る
。
ま
さ
に
弁
証
法
的
な
る
も
の
と
思
索
的
な
る
も
の
が
合
わ
さ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
絶
対
的
で
、
不
過
足

な
く
理
性
的
で
、
普
遍
的
な
知
識
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
現
象
対
本
質
体
の
区
別
と
い
う
カ
ン
ト
の
二
律
背
反
の
、

よ
る
綜
合
で
あ
る
。

へ
l
ゲ
ル
に

そ
し
て
、
こ
の
綜
合
が
、
主
体
と
客
体
の
和
解
、
し
た
が
っ
て
自
由
と
自
然
の
和
解
に
と
っ
て
の
へ
!
ゲ
ル
の
基
礎
で

あ
る
。カ

ン
ト
の
自
由
の
概
念
と
は
異
な
り
、

へ
1
ゲ
ル
の
自
由
の
概
念
は
、
気
ま
ぐ
れ
な
自
然
的
欲
望
か
ら
の
諸
個
人
の
自
由
に
関
す
る
相
互

的
限
定
か
ら
で
な
く
、
個
人
と
社
会
|
|
個
人
の
主
体
的
意
志
と
社
会
の
客
体
的
意
志
ー
ー
と
の
一
致

Z
E
q
)
か
ら
生
ま
れ
る
も
の
で
あ

る
。
こ
の
統
一
化
が
国
家
で
あ
る
、
と
へ

1
ゲ
ル
は
主
張
し
が
)
。
根
本
的
に
真
実
な
る
も
の
は
、
法
に
お
け
る
至
高
の
合
理
性
を
表
現
す
る

国
家
で
あ
る
と
い
う
。
国
家
こ
そ
が
諸
共
同
体
の
生
の
基
盤
で
あ
る
。

律
に
従
属
さ
せ
、
自
由
と
必
然
の
矛
盾
は
消
え
去
る
の
だ
と
い
旬
。

そ
し
て
共
同
体
の
生
に
お
い
て
、
人
間
の
主
体
的
意
志
は
自
ら
を
法

ヘ
1
ゲ
ル
の
見
解
で
は
、
個
人
は
、
民
族
(
さ
き
が
普
遍
的
に
受
容

し
て
い
る
エ
ト
ス
の
中
で
存
続
し
、

そ
の
エ
ト
ス
が
現
実
に
表
明
さ
れ
た
合
理
的
構
造
の
中
で
行
為
す
る
限
り
自
由
で
あ
る
。

つ
ま
り
個
人

は
、
国
家
の
合
理
的
構
造
内
で
の
み
自
由
で
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
自
由
で
あ
る
た
め
に
個
人
は
、
自
分
の
行
為
が
倫
理
的
統
一
性
の
包
括

的
な
展
開
と
一
致
す
る
よ
う
に
行
為
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

へ
1
ゲ
ル
に
と
っ
て
、

そ
の
よ
う
な
展
開
は
政
治
的
も
し
く
は
慣
習
的
で
あ

る
。
真
の
自
由
は
、
政
治
的
共
同
体
の
倫
理
的
生
の
中
で
の
み
、

そ
し
て
そ
れ
を
通
じ
て
の
み
、
可
能
と
な
る
。

し
た
が
っ
て
へ

l
ゲ
ル

は
、
歴
史
の
本
質
を
、
個
人
と
共
同
体
、
あ
る
い
は
自
然
的
な
る
も
の
と
慣
習
的
な
る
も
の
の
間
の
和
解
の
弁
証
法
的
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
理



解
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う
な
指
摘
が
な
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

へ
1
ゲ
ル
は
、
精
神

(
C
R
S
と
宗
教
に
つ
い
て

の
彼
の
概
念
で
も
っ
て
、
超
越
的
神
性
の
ギ
リ
シ
ャ
的
概
念
を
彼
の
哲
学
体
系
の
中
で
復
興
す
る
こ
と
を
企
て
た
の
で
は
な
い
か
、
と
。
し

か
し
、
宗
教
と
か
神
性
と
い
う
言
葉
で
へ
!
ゲ
ル
が
意
味
す
る
こ
と
は
、
広
い
意
味
で
理
解
さ
れ
た
場
合
の
、
一
つ
の
民
族
の
全
体
的
な

文
化
的
生
の
こ
と
な
の
で
あ
認
。
へ

l
ゲ
ル
は
古
代
の
た
払
山
崎
精
神
を
回
復
す
る
こ
と
を
試
み
た
の
だ
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

へ
1
ゲ
ル
が

描
い
た
よ
う
な
近
代
性
に
お
い
て
は
、
文
化
や
習
慣
|
|
こ
れ
ら
は
人
間
の
活
動
の
受
け
継
が
れ
た
形
式
で
あ
る
の
だ
が
ー
ー
は
、
知
的
な

営
為
の
主
要
な
テ

1
マ
と
な
る
の
で
あ
る
。

現
世
的
自
然
界
か
ら
神
聖
な
る
超
越
的
根
源
宏
、
n
p
S
を
切
り
離
そ
う
と
す
る
近
代
の
哲
学
者
た
ち
の
試
み
は
、
人
間
の
文
化
的
進
歩
と

し
て
の
歴
史
と
い
う
観
念
を
彼
ら
が
受
容
す
る
こ
と
に
帰
結
し
た
。
「
歴
史
」
と
い
う
語
嚢
は
、
人
間
の
一
種
の
行
為
で
あ
る
「
探
求
」
を

意
味
す
る
ギ
リ
シ
ャ
語
の
「
ヒ
ス
ト
リ
ア
(
訟
な
さ
ミ
ミ
」
に
由
来
す
る
。

」
の
意
味
は
ロ
マ
ン
主
義
哲
学
と
ダ

1
ウ
ィ
ン
の
進
化
論
が
登
場

し
た
後
に
よ
り
重
大
な
意
義
を
獲
得
し
た
。
歴
史
と
い
う
言
葉
は
、
連
続
的
な
い
し
時
間
的
様
式
に
お
け
る
過
去
の
事
象
を
扱
う
探
求
ば
か

り
で
な
く
、
自
然
の
歴
史
と
自
然
を
非
時
間
的

Q
Z
S司
ミ
包
守
)
に
支
配
し
て
い
る
諸
法
則
を
扱
う
探
求
を
も
示
唆
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ

た
。
近
代
の
現
世
を
支
配
し
て
い
た
の
は
、
非
時
間
的
な
超
越
者
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
社
会
的
文
化
的
事
象
あ
る
い
は
自
然
に
関

し
て
合
理
的
に
把
握
さ
れ
た
諸
法
則
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
「
歴
史
」

は
、
そ
の
初
め
か
ら
両
義
的
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
過
去

の
文
化
的
事
象
の
連
続
性
を
意
味
し
た
一
方
で
、
他
方
で
は
自
然
に
つ
い
て
の
合
理
的
理
解
の
進
展
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
つ

の
歴
史
の
意
味
は
、
し
ば
し
ば
混
同
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
ら
は
、
人
間
理
性
の
普
遍
的
合
理
性
に
お
け
る
近
代
の
信
念
の
基
調
を

な
す
原
理
に
よ
っ
て
、
密
接
に
関
連
し
合
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
歴
史
の
発
生
学
的
意
味
合
い
に
お
い
て
、
歴
史
的
探
求

と
自
然
的
歴
史
と
を
区
別
す
る
た
め
に
、
あ
る
基
準
を
獲
得
す
る
こ
と
は
必
要
な
こ
と
で
あ
弱
。

近
代
は
一
般
的
に
、
人
間
の
自
由
と
理
性
に
準
拠
点
を
見
出
し
た
。
近
代
は
歴
史
を
人
間
理
性
に
根
ざ
し
た
自
由
の
進
歩
的
な
開
花
で
あ

る
と
理
解
し
た
。
こ
の
自
由
な
進
歩
の
開
花
は
人
間
理
性
の
進
歩
だ
け
に
と
止
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
着
目
す
べ
き
は
、
歴
史
が
人
間
の
文
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明
と
文
化
の
絶
え
間
な
い
進
歩
と
に
同
一
視
さ
れ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
歴
史
を
実
在
の
あ
る
特
定
の
側
面
に
還
元
し
て
眺

め
た
こ
と
の
結
果
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
実
在
の
社
会
的
文
化
的
次
元
が
探
求
の
中
心
的
な
対
象
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
進
歩
と
し
て

470 

の
歴
史
と
い
う
視
座
は
、
自
然
(
さ
言
ミ
ミ
ミ
さ
)
と
慣
習
と
の
関
係
に
関
す
る
古
代
の
見
解
と
中
世
の
見
解
と
を
逆
転
さ
せ
た
こ
と
の
結

果
で
あ
る
。
近
代
の
こ
の
よ
う
な
実
在
観
念
は
近
代
性
の
本
質
的
特
徴
の
完
全
な
表
現
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
然
で
も
な
い
、
ま
し
て
や

神
で
も
な
い
、
人
間
が
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
基
準
で
あ
り
征
服
者
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
近
代
の
歴
史
の
観
念
は
、
自
然

(3-ヨ
な
)

と
慣
習
(
さ
さ
S
)
の
倒
置
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

ハ
イ
エ
ク
に
よ
れ
ば
、
こ
の
倒
置
は
一
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
あ
る
哲
学
者
た
ち
に
特
徴
的
に
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
、
社
会
秩
序
に
関

す
る
進
化
論
的
な
理
解
と
い
う
、
あ
る
一
連
の
思
想
的
う
ね
り
を
巻
き
起
こ
し
、

ひ
い
て
は
こ
の
う
ね
り
が
〈
真
の
自
由
主
義
〉
を
生
み
出

す
源
流
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
哲
学
者
た
ち
に
は
、
デ
ビ
ッ
ド
・
ヒ
ュ

1
ム、

ア
、
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
、

ア
ダ
ム
・
フ
ァ

1
ガ
ソ
ン
、

そ
し
て
エ
ド
モ
ン
ド
・
パ

l
ク
と
い
っ
た
、
イ
ギ
リ
ス
経
験
主
義
の
伝
統
に
属
す
る
人
た
ち
が
い
る
。

ハ
イ
エ
ク
は
、
こ
の
思
想
の
系
譜
に

マ
ン
デ
ヴ
ィ
ル
や
ト
ッ
コ
ヴ
ィ
ル
と
い
っ
た
イ
ギ
リ
ス
人
以
外
の
思
考
家
も
帰
属
さ
せ
て
い
る
。

ハ
イ
エ
ク
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
人
々
は

皆
、
人
間
理
性
の
設
計
能
力
の
限
界
に
気
づ
い
て
い
た
の
で
あ
り
、
人
間
の
知
識
と
行
為
の
進
歩
に
と
っ
て
人
間
理
性
は
決
定
的
な
要
因
で

は
あ
る
が
、
根
本
的
な
要
因
だ
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
弱
。
彼
ら
は
、
社
会
的
か
つ
政
治
的
秩
序
は
人
間
理
性
の
合
理
性
や
人
間

の
意
志
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
人
間
行
動
規
範
の
伝
統
(
可
包
昨
日
。
呈
包

2
2
-
g
え

E
s
g
g
E
E
C
の
観
点
、

て
道
徳
的
行
動
規
範
の
観
点
か
ら
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
洞
察
を
強
調
し
問
。

し
た
が
っ

ハ
イ
エ
ク
に
と
っ
て
こ
の
洞
察
は
、
自
然
お
よ
び
慣
習
か
ら
の
あ
る
哲
学
的
転
換
を
含
意
し
て
い
た
。

ハ
イ
エ
ク
は
、
知
る
こ
と
と
行
為

す
る
こ
と
の
源
泉
だ
と
彼
が
考
え
る
慣
習
と
伝
統
と
に
関
す
る
イ
、
ギ
リ
ス
経
験
主
義
の
観
念
を
復
活
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、

方
法
論
的
に
も
経
験
主
義
的
な
社
会
秩
序
の
理
解
へ
の
体
系
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
確
立
し
た
。

ハ
イ
エ
ク
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
自
然
対
慣
習
と

い
う
二
分
法
を
克
服
す
る
こ
と
に
当
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
二
分
法
的
緊
張
に
取
っ
て
代
わ
る
新
た
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
持
ち
出
す
こ
と



で、

ハ
イ
エ
ク
が
こ
の
二
分
法
を
根
絶
し
よ
う
と
し
た
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
は
、
自
然
と
自
生
的
社
会

秩
序
の
自
発
性

(
ω
3
E
S巴
守
)
を
内
包
す
る
秩
序
の
こ
と
で
あ
る
。

ハ
イ
エ
ク
は
、
こ
の
秩
序
を
「
自
生
的
社
会
秩
序

(essロ
8
5

ω
。。
E-
。
E
q
)」
「
自
己
発
生
的
社
会
秩
序

(ω
め
]
柄
拘

0
5
5晋
m
g丘町品。
E
q
)」
「
拡
張
さ
れ
た
秩
序
(
円

Z
R
R
E色
。
『
号
司
)
」
と
呼
ぶ
。
言

ハ
イ
エ
ク
の
体
系
に
あ
っ
て
、
彼
の
道
徳
・
法
・
歴
史
・
経
済
の
観
念
に
実
質
的
な
理
論
的
基
礎
を
与
え
る
の
は
自
生

う
ま
で
で
も
な
く
、

的
秩
序
の
概
念
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
こ
の
概
念
で
も
っ
て
ハ
イ
エ
ク
は
、
以
上
見
て
き
た
よ
う
な
歴
史
と
し
て
の
実
在
と
い
う
、
現
代
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る

観
念
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

ハ
イ
エ
ク
自
身
は
歴
史
そ
の
も
の
に
つ
い
て
体
系
的
叙
述
を
残
さ
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が

ら
、
歴
史
の
本
性
に
つ
い
て
の
ハ
イ
エ
ク
の
見
解
は
、
彼
の
認
識
論
、
文
明
な
い
し
伝
統
お
よ
び
道
徳
行
動
規
範
の
進
歩
に
つ
い
て
の
論

述
、
そ
し
て
特
に
歴
史
主
義
と
歴
史
相
対
主
義
、

そ
し
て
道
徳
相
対
主
義
に
対
す
る
彼
の
批
判
の
中
に
個
別
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
事

実、

ハ
イ
エ
ク
の
歴
史
の
見
地
は
彼
の
歴
史
主
義
批
判
に
お
い
て
最
も
顕
著
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
歴
史
主
義
批
判
は
彼
の
知
識
論
と
そ
の

応
用
で
あ
る
人
間
行
動
規
範
論
の
叙
述
の
中
に
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、

ハ
イ
エ
ク
が
進
歩
と
し
て
の
歴
史
を
ど
の
よ
う

に
捉
え
て
い
た
か
を
知
る
た
め
に
、
彼
の
歴
史
主
義
批
判
を
検
討
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
歴
史
の
本
性
に
つ
い
て
の
ハ
イ
エ
ク
の
見
解
を
評

価
す
る
こ
と
に
す
る
。

3 

道
徳
行
動
規
範
と
理
性
の
限
界

ハ
イ
エ
ク
の
認
識
論
な
い
し
知
識
論
、

お
よ
び
道
徳
・
経
済
・
社
会
・
政
治
に
関
す
る
哲
学
に
つ
い
て
の
論
考
に
お
け
る
基
本
的
狙
い

は
、
自
然
的
な
る
も
の

Q
P
B
S
と
作
為
的
な
る
も
の

(
S
S
S
と
の
区
別
に
関
す
る
誤
っ
た
考
え
を
浮
き
張
り
に
し
、
自
生
的
秩
序
の
概
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念
に
基
づ
い
た
枠
組
み
を
再
構
築
こ
と
に
あ
る
。

ハ
イ
エ
ク
に
よ
れ
ば
、
西
欧
の
政
治
哲
学
は
前
者
か
後
者
の
ど
ち
ら
か
を
世
界
理
解
の
出

発
点
に
据
え
る
こ
と
で
実
在
を
理
解
す
る
こ
と
を
探
究
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
政
治
哲
学
の
振
り
子
は
そ
の
間
で
揺
れ
て
い
る
。
こ
の
揺
ら

472 

ぎ
に
終
止
符
を
打
と
う
と
す
る
ハ
イ
エ
ク
の
企
て
は
西
欧
政
治
哲
学
そ
の
も
の
の
再
構
築
に
向
け
ら
れ
た
。
ヴ
ィ
コ
(
説
。
。
)
の
「
す
べ
て

は
歴
史
で
あ
る
」
と
い
う
言
明
に
例
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
広
義
に
お
け
る
歴
史
主
義
の
到
来
は
、
わ
れ
わ
れ
の
日
常
経
験
に
最
も
即
し
た
実

在
が
存
在
す
る
の
だ
と
い
う
洞
察
の
欠
如
か
ら
生
じ
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
実
在
と
は
、
経
験
的
世
界
の
精
神
的

(Egg-)
再
構
築
を
通

じ
て
出
現
す
る
、
計
画
さ
れ
な
い
、
自
己
発
生
的
社
会
秩
序
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

ハ
イ
エ
ク
に
よ
る
西
欧
政
治
哲
学
の
再
構
築
の
目
的

は
何
に
も
ま
し
て
、
歴
史
的
実
在
に
つ
い
て
の
謬
見
か
ら
わ
れ
わ
れ
を
解
放
し
、
自
然
的
な
る
も
の
と
作
為
的
な
る
も
の
と
の
関
係
性
の
正

し
い
理
解
だ
け
ー
ー
た
だ
し
、

そ
れ
ら
と
超
越
的
存
在
と
の
関
係
性
を
断
じ
て
問
う
こ
と
は
な
し
に

l
i
を
わ
れ
わ
れ
に
も
た
ら
す
こ
と
に

あ
る
。ハ

イ
エ
ク
に
と
っ
て
そ
の
再
構
築
は
、
第
一
に
、
デ
カ
ル
ト
的
合
理
主
義
が
掲
げ
る
人
間
理
性
に
根
拠
を
お
く
立
場
に
対
抗
す
る
こ
と
の

で
き
る
別
の
理
性
の
立
場
の
可
能
性
に
つ
い
て
の
適
切
な
解
釈
を
要
請
す
る
。
人
間
理
性
の
本
性
に
つ
い
て
の
ハ
イ
エ
ク
の
見
解
に
お
い
て

中
心
的
位
置
を
占
め
る
の
は
、
知
識
の
形
成
に
関
係
し
て
理
性
の
明
ら
か
な
限
界
を
認
識
す
る
、
と
い
う
洞
察
で
あ
弱
。

ハ
イ
エ
ク
は
人
間

理
性
を
ル

1
ル
規
範
と
結
び
つ
け
て
考
え
る
。

ハ
イ
エ
ク
は
、
「
理
性
」
と
い
う
用
語
に
は
元
来
「
善
悪
を
区
別
す
る
、
す
な
わ
ち
確
立
さ

れ
た
ル

1
ル
に
従
っ
て
い
る
も
の
と
従
っ
て
い
な
い
も
の
を
区
別
す
る
精
神
の
能
鳩
」
の
意
味
が
存
在
し
た
と
主
張
す
る
。
し
た
が
っ
て
理

性
は
、
成
功
を
も
た
ら
す
行
為
の
限
界
を
見
極
め
る
能
力
の
一
つ
な
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
洞
察
に
見
ら
れ
る
原
理
は
「
進
化
論
的
合
理

主
義
」
と
ハ
イ
エ
ク
が
呼
ぶ
も
の
で
あ
り
、
デ
カ
ル
ト
主
義
的
合
理
主
義
と
は
区
別
さ
れ
る
。
「
理
性
は
一
つ
の
規
律
、

つ
ま
り
成
功
を
呼

し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
だ
け
を
わ
れ
わ
れ
に
教
え
て
く
れ
る
に

す
ぎ
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
知
力
で
は
現
実
の
複
雑
さ
の
完
全
な
全
体
像
が
捉
え
ら
れ
な
い
か
ら
こ
そ
、
こ
の
規
律
は
必
要
な
の
で
あ
碕
」
。

ぶ
行
動
の
可
能
性
限
界
に
つ
い
て
の
洞
察
で
あ
り
、

そ
れ
は
往
々
に
し
て
、

「
進
化
論
的
合
理
主
義
は
、
人
間
が
完
全
に
は
理
解
し
得
な
い
現
実
を
処
理
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
る
精
神
の
不
可
欠
な
手
段
と
し
て
、
抽



象
を
位
置
づ
け
訴
」
。

「
抽
象
的
思
考
の
た
め
の
、
人
間
に
共
通

そ
の
よ
う
な
能
力
の
み
が
人
間
に
と
っ
て
の
共
通
の
理
性
の
限
界
を
識
別
で
き
る
の
で
あ
り
、

す
る
能
力
を
指
持
」
。
確
か
に
、
思
考
そ
れ
自
体
は
一
つ
の
抽
象
で
あ
的
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
経
験
世
界
の
具
象
的
あ
る
い
は
特
定
の
現

象
か
ら
抽
象
化
さ
れ
た
知
覚
(
宮

2
8巴
8ω)
の
結
果
だ
か
ら
で
あ
る
。
思
考
を
構
成
す
る
知
覚
は
、
中
枢
神
経
組
織
に
集
積
さ
れ
る
、
積

み
重
ね
ら
れ
た
感
覚
イ
ン
パ
ル
ス
の
多
く
の
分
類
で
あ
認
。
し
た
が
っ
て
、
イ
ン
パ
ル
ス
の
神
経
的
な
い
し
感
覚
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
具

象
的
事
物
の
抽
象
で
あ
っ
て
、

そ
こ
か
ら
生
体
は
外
界
の
刺
激
を
得
る
の
で
あ
る
。
こ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
複
雑
で
あ
る
ほ
ど
、

よ
り
高

度
な
精
神
的
活
動
が
可
能
と
な
る
。
こ
の
分
類
的
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
は
、
積
み
重
ね
の
積
み
重
ね
(
己

5
8宮
ユ
B
司

2
5
8
。
古
毛
2
'

覚
イ
ン
パ
ル
ス
の
分
類
は
よ
り
二
般
的
」
あ
る
い
は

そ
し
て
、
こ
の
プ
ロ
セ
ス
に
複
雑
性
が
増
し
加
わ
る
と
、
感

(
お
)

「
抽
象
的
」
と
な
り
、
特
定
的
か
つ
具
象
的
で
は
な
く
な
る
。

百円】。
ω
昨日。ロ
ω)
が
作
用
し
て
お
り
、
こ
の
作
用
が
複
雑
な
秩
序
を
創
発
す
る
。

よ
り
高
次
の
精
神
的
な
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
、
感
覚
的
な
認
知
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
る
具
象
的
事
物
の
描
写
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
抽
象

そ
れ
ゆ
え
に
外
界
の
物
質
的
秩
序
に
還
元
不
可
能
と
な
持
。
分
類
的
な
神
経
組
織
の
、
こ

「
精
神

(
E
E
)」
と
呼
ぶ
も
の
で
あ
認
。

は
、
単
な
る
感
覚
秩
序
に
還
元
不
可
能
と
な
り
、

の
多
元
的
に
積
み
重
ね
ら
れ
た
構
造
は
、

ハ
イ
エ
ク
が

ハ
イ
エ
ク
に
と
っ
て
、
精
神
を
構
成
す

る
要
素
は
、
感
覚
か
ら
抽
象
化
さ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
知
覚
と
、
抽
象
化
の
よ
り
高
い
レ
ベ
ル
で
形
成
さ
れ
る
思
考
で
あ
る
。

(
ハ
イ
エ
ク

に
お
い
て
、

マ
イ
ン
ド
〈
精
神
〉
は
個
人
的
な
感
覚
と
知
覚
の
複
合
的
機
能
で
あ
り
、
本
稿
に
お
い
て
言
及
さ
れ
た
他
の
思
想
家
が

神
」
と
い
う
言
葉
で
一
般
的
に
意
味
す
る
も
の
と
比
較
さ
れ
る
も
の
は
、
こ
の
マ
イ
ン
ド
で
は
な
く
、
伝
統
な
い
し
は
行
動
規
範
の
伝
統

(
可
包
由
民
。
乞
包
g
E
-
2
。呂ロ
E
8
8
E
R乙
で
あ
る
こ
と
に
注
意
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
)

し
た
が
っ
て
、
精
神
秩
序
形
成
で
作
用
し
て
い
る
抽
象
化
は
三
種
類
あ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
外
部
刺
激
の
抽
象
化
、
感
覚
イ
ン

そ
し
て
イ
ン
パ
ル
ス
の
無
数
の
階
層
化
の
積
み
重
ね
に
よ
る
抽
象
化
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
抽
象
化
は
、
相
互
に
還
元

不
可
能
な
秩
序
の
領
域
を
構
成
す
持
。
精
神
そ
れ
自
体
は
抽
象
化
の
産
物
で
あ
る
と
ハ
イ
エ
ク
が
言
う
隠
精
神
は
先
験
的
に
与
え
ら
れ

パ
ル
ス
の
抽
象
化
、

「精
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た
機
能
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
、
彼
は
次
の
よ
う
に
言
明
す
る
。
「
抽
象
は
、
論
理
の
プ
ロ
セ
ス
に
よ
っ
て
実
在
の
知
覚
か
ら

精
神
が
生
み
出
す
何
か
で
は
な
く
、
精
神
が
活
動
す
る
際
に
拠
り
ど
こ
ろ
と
す
る
諸
範
轄
の
一
つ
の
性
質
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
精
神
の
産
物

で
は
な
く
、
む
し
ろ
精
神
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
碍
」
。
こ
れ
は
、
抽
象
(
化
)
が
、
人
間
理
性
の
能
力
の
働
き
に
と
っ
て
主
要
か
つ
根
本

的
で
あ
り
、
理
性
が
抽
象
に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

474 

ハ
イ
エ
ク
は
行
動
規
範

(E-2
ぇ

g
E
5同
)
の
概
念
の
観
点
か
ら
理
性
の
限
界
を
説
明
す
る
。
抽
象
化
の
概
念
を
一
般
的
行

動
パ
タ
ー
ン
へ
の
生
理
学
的
お
よ
び
精
神
的
反
応
に
当
て
は
め
て
考
え
る
こ
と
で
、
ハ
イ
エ
ク
は
行
動
規
範
を
感
覚
的
反
応
の
抽
象
化
の
産

物
と
見
な
す
。
こ
れ
ら
の
「
抽
象
は
、
意
識
的
精
桐
が
作
る
の
で
は
な
く
、
千
九
い
臥
口
身
ふ
り
舟
必
発
見
さ
れ
る
何
か
で
あ
(
加
)
」
。
し
た
が
っ
て
、

行
動
規
範
は
行
為
者
の
精
神
内
に
形
成
さ
れ
る
道
徳
的
ル

l
ル
で
あ
る
。
道
徳
的
ル

1
ル
は
、
外
部
の
諸
事
物
や
他
者
に
対
す
る
人
間
の
関

さ
ら
に
、

係
性
が
知
覚
さ
れ
る
過
程
で
生
じ
る
抽
象
で
あ
り
、

そ
れ
は
精
神
内
で
生
起
す
る
感
覚
秩
序
の
一
部
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
感
覚
秩
序
の
形

成
で
生
じ
る
抽
象
と
道
徳
的
ル

1
ル
は
、
共
に
精
神
的
秩
序
の
基
底
な
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
個
人
の
精
神
は
道
徳
的
伝
統
で
あ
る
集

合
的
行
動
規
範
の
「
知
性
(
宮
窓
口
日
間
8
8
)
」
の
一
部
分
だ
か
ら
で
あ
る
。

ハ
イ
エ
ク
は
、
抽
象
的
基
層
(
与
ω可
m
E
g
g可
何
回
片
山
)
に
よ
っ
て

惹
起
さ
れ
る
精
神
に
お
け
る
あ
る
抽
象
は
、
あ
る
一
定
の
性
質
を
有
す
る
パ
タ
ー
ン
化
さ
れ
た
行
動
の
一
定
の
諸
範
囲
へ
の
一
つ
の
性
向

ハ
イ
エ
ク
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

(島町田)。
ω
在
。
ロ
)
で
あ
る
、
と
言
う
。
こ
れ
に
関
し
て
、

:
:
:
私
が
抽
象
と
呼
ん
で
き
た
も
の
は
、
本
来
、
行
為
の
一
定
の
範
囲
に
向
か
う
あ
る
性
向
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ

が
感
覚
や
知
覚
に
帰
せ
る
多
様
な
「
質
」

は
、
感
覚
や
知
覚
が
喚
起
す
る
こ
れ
ら
の
諸
性
向
で
あ
る
。
そ
し
て
、
あ
る
特
定
の

経
験
さ
れ
た
事
象
の
詳
述
と
そ
れ
へ
の
あ
る
特
定
の
反
応
の
詳
述
は
、
共
に
行
為
の
複
数
の
種
類
へ
の
多
く
の
そ
の
よ
う
な
性

向
の
積
み
重
ね
の
結
果
で
あ
る
。
そ
し
て
、

生
み
出
す
の
で
あ
る
。

そ
れ
ら
の
性
向
は
、
特
定
の
諸
刺
激
と
特
定
の
諸
行
為
と
の
結
合
を
結
果
と
し
て



諸
性
向
は
、
「
大
な
り
小
な
り
行
為
者
の
永
続
的
性
質
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
性
向
は
、

ど
の
種
類
の
行
為
が
あ
る
種
類
の
結
果
に
繋
が
る
の

か
、
あ
る
い
は
、
ど
の
種
類
の
行
為
が
一
般
的
に
回
避
さ
れ
る
の
か
、
を
教
え
て
は
く
れ
な
い
組
み
込
ま
れ
た
諸
規
範
の
複
合
体
で
あ
糾
)
」
。

こ
の
よ
う
に
ハ
イ
エ
ク
が
精
神
の
諸
性
向
に
つ
い
て
言
及
す
る
時
、
彼
は
行
動
規
範
に
言
及
し
て
い
る
の
で
あ
持
。
彼
は
、
行
動
規
範
を
個

人
的
精
神
の
源
と
見
な
し
た
の
で
あ
り
、
前
者
が
個
人
的
精
神
を
包
括
す
る
と
考
え
た
。

ハ
イ
エ
ク
は
行
動
規
範
を
慣
習
あ
る
い
は
伝
統
と
同
一
視
す
る
。
行
動
規
範
は
、
「
あ
る
一
定
の
様
態
に
お
い
て
行
為
す
る
あ
る
い
は
行

為
し
な
い
た
め
の
一
つ
の
傾
向
あ
る
い
は
性
向
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
が
言
う
実
践
ま
た
は
慣
習
の
中
に
姿
を
現
竹
内
)
」
。
精
神
は
組
み
込
ま
れ

た
規
範
の
抽
象
化
あ
る
い
は
性
向
の
産
物
で
あ
る
の
で
、

そ
し
て
各
行
動
規
範
は
個
人
的
精
神
の
発
達
に
と
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
が
社
会
的
環
境

で
あ
る
の
で
、
「
精
神
は
、
社
会
的
環
境
の
中
で
成
長
し
て
き
た
の
で
あ
っ
て
、
社
会
的
環
境
は
諸
制
度
に
作
用
し
そ
れ
を
変
更
し
て
き
た

何
か
と
し
て
精
神
が
作
り
出
し
た
の
で
は
な
い
の
で
あ
り
、
社
会
的
環
境
の
産
物
で
あ
犯
」
。
換
言
す
れ
ば
、
精
神
の
源
と
な
る
も
の
を
行

動
規
範
が
生
み
出
す
の
で
あ
る
。

ハ
イ
エ
ク
に
と
っ
て
、
行
動
規
範
は
、
人
々
の
行
動
パ
タ
ー
ン
の
規
則
性
以
上
の
も
の
で
あ
る
。
行
動
規
範
は
、
あ
る
一
定
の
伝
統
や
文

化
に
属
す
る
人
々
の
集
合
的
「
知
性
」
、
す
な
わ
ち
集
積
さ
れ
た
経
験
と
知
識
な
の
で
あ
る
。
個
人
的
精
神
の
意
識
下
で
の
行
為
と
知
的
活

の
一
部
分
で
あ
り
、
「
人
類
の
集
積
さ
れ
た
経
験
の
多
く
は
、
(
デ
カ
ル
ト
的
合
理
主
義
に
よ
っ
て
)

P

理
性
H

す

な
わ
ち
、
特
定
の
結
果
を
達
成
す
る
も
っ
と
も
明
瞭
な
手
段
、
と
表
現
さ
れ
る
も
の
の
外
に
位
置
し
て
い
持
」
。
ま
さ
し
く
行
動
規
範
が
属

動
は
そ
の
よ
う
な
「
知
性
」

す
る
領
域
は
、
理
性
の
扱
い
得
る
領
域
の
外
部
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
行
動
規
範
の
「
知
性
」

は
、
諸
個
人
の
精
神
の
活
動
を
包
括
す
る

も
の
な
の
で
あ
る
。
と
は
言
え
、
こ
の
「
知
性
」
は
諸
個
人
の
精
神
活
動
に
還
元
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
ら
(
行
動
規
範
)
は
、
選
択
が
意
識
的
に
な
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
諸
可
能
性
の
範
囲
を
、

し
ば
し
ば
単
に
決
定
し
あ
る
い
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は
限
定
す
る
で
あ
ろ
う
。
行
為
の
あ
る
複
数
の
種
類
を
一
度
に
削
除
す
る
こ
と
に
よ
り
、

そ
し
て
目
的
を
達
成
す
る
あ
る
複
数

の
決
ま
っ
た
方
法
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、

そ
れ
ら
は
あ
る
意
識
的
選
択
が
要
求
さ
れ
る
諸
選
択
肢
を
単
に
制
限
す
る
に
過

476 

ぎ
な
い
。
た
と
え
ば
、
人
間
の
本
性
の
一
部
分
と
な
っ
て
き
た
諸
道
徳
規
範
は
、
考
え
ら
れ
う
る
あ
る
諸
選
択
は
、
人
間
が
選

択
す
る
可
能
性
の
中
に
全
く
出
現
し
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
注
意
深
く
熟
慮
さ
れ
て
き
た
決
定
で

さ
え
、
行
為
す
る
人
が
意
識
し
て
い
な
い
諸
規
範
に
よ
っ
て
部
分
的
に
決
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
旬
。

理
性
の
機
能
と
し
て
ハ
イ
エ
ク
が
描
出
す
る
の
は
、
特
有
な
状
況
で
の
特
有
な
結
果
を
創
出
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
「
人
類
の
功
績
が
依
存

す
る
秩
序
の
破
壊
に
至
り
や
す
い
」
あ
る
種
の
予
見
可
能
な
結
果
に
関
す
る
行
為
を
回
避
す
る
こ
と
で
あ
弱
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
理
性

は
、
「
行
動
の
諸
種
類
の
許
容
性
あ
る
い
は
非
許
容
性
に
つ
い
て
の
見
解
に
顕
著
に
」
関
連
し
て
い
る
の
で
あ
認
。
行
為
の
種
類
に
関
し
て

非
許
容
性
を
決
定
す
る
の
は
、
行
動
規
範
、
あ
る
い
は
よ
り
正
確
に
は
、
道
徳
行
動
規
範
に
内
在
す
る
「
知
性
」

で
あ
る
。

デ
カ
ル
ト
的
合
理
主
義
は
そ
の
よ
う
な
洞
察
を
欠
い
て
い
る
ハ
イ
エ
ク
が
と
言
う
時
、
彼
は
理
性
の
限
界
に
わ
れ
わ
れ
の
注
意
を
向
け
さ

せ
る
。
「
合
理
主
義
的
議
論
は
、
・
:
非
常
に
一
般
的
に
、
抽
象
的
行
動
規
範
へ
の
依
存
は
わ
れ
わ
れ
が
使
用
す
る
こ
と
を
習
得
し
て
き
た
一

と
い
う
点
を
見
落
と
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
理
性
は
、
複
雑
な
実
在
の
詳
細
全
部
を
征
服
す
る
に
は

不
十
分
だ
か
ら
で
あ
硲
」
。
理
性
の
限
界
に
つ
い
て
の
こ
の
洞
察
は
、
「
知
性
的
行
動
は
、
原
因
と
結
果
の
関
係
に
つ
い
て
の
知
識
と
、

H

理

つ
の
道
具
で
あ
る
、

性
H

は
そ
の
よ
う
な
知
識
か
ら
導
か
れ
る
演
緯
に
お
い
て
の
み
自
ら
を
開
示
す
る
と
い
う
、
(
そ
の
知
識
に
)
関
連
す
る
信
念
と
に
よ
っ
て
も

(
日
)

つ
ば
ら
支
配
さ
れ
て
い
る
、
と
う
い
う
合
理
主
義
的
偏
見
に
よ
っ
て
暖
昧
に
さ
れ
て
い
る
」
。
こ
れ
に
対
し
て
ハ
イ
エ
ク
は
、
外
的
刺
激
な

い
し
は
(
原
因
と
し
て
の
)
刺
激
群
と
一
刺
激
の
誘
発
な
い
し
は
(
結
果
と
し
て
の
)
異
な
る
複
数
の
イ
ン
パ
ル
ス
の
一
個
の
分
類
化
と
の

間
の
一
対
一
の
対
応
関
係
は
、
厳
密
な
意
味
に
お
い
て
は
全
く
存
在
し
な
い
、
と
い
う
理
由
か
ら
、
高
度
に
抽
象
的
な
秩
序
は
真
理
の
「
対

応
説

(82.2u
。E
8
8
吾

gq)」
な
い
し
は
「
複
写
説

(
8ヨ
吾

gミ
)
」
あ
る
い
は

「
因
果
法
則
」

の
み
に
よ
っ
て
説
明
づ
け
ら
れ
え



な
い
、
と
信
じ
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
し
ば
し
ば
わ
れ
わ
れ
に
何
を
す
べ
き
で
は
な
い
の
か
だ
け
を
教
え
て
く
れ

る
、
成
功
す
る
行
為
の
可
能
性
の
限
界
に
つ
い
て
の
洞
察
で
あ
持
」
と
主
張
す
る
。
理
性
は
、
そ
の
す
べ
て
の
複
雑
さ
に
お
い
て
実
在
を
把

ハ
イ
エ
ク
は
、
人
間
理
性
が
「
単
に
あ
る
規
律
、

握
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
意
識
に
与
え
ら
れ
る
直
接
の
デ

1
タ
は
、
知
覚
さ
れ
た
対
象
に
帰
属
さ
せ
ら
れ
る
、
常

に
一
般
的
な
属
性
の
み
を
反
映
す
る
か
ら
で
あ
認
。

ハ
イ
エ
ク
は
、
理
性
に
、
理
性
が
働
く
た
め
の
諸
範
曙
概
念
を
付
与
す
る
抽
象
的
諸
行
動
規
範
(
与
ω守
山
♀

E
F
ω
)
で
さ
え
、
そ
の
最
大

の
複
雑
さ
に
お
い
て
実
在
を
説
明
す
る
こ
と
は
可
能
で
は
な
い
、
と
言
%
。
抽
象
的
諸
行
動
規
範
は
、
「
特
定
の
状
況
に
適
応
さ
れ
る
一
般

的
な
図
式
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
具
象
的
な
諸
行
為
の
あ
る
だ
け
を
一
般
的
に
制
御
あ
る
い
は
制
限
す
犯
」
。
抽
象
的
諸
行
動
規
範

は
、
あ
る
一
定
の
具
象
的
行
為
の
一
般
的
性
格
を
表
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
全
て
の
抽
象
的
行
動
規
範
な
い
し
性
向
は
、
特
定

の
行
為
で
は
な
く
、

ハ
イ
エ
ク
の
感
覚
秩
序
論
に
お
い
て
は
、
行

ど
の
行
為
に
も
属
す
る
属
性
群
か
ら
派
生
す
る
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
、

為
の
一
定
の
属
性
群
が
行
為
の
性
向
を
決
定
し
、

ひ
い
て
は
一
定
の
行
動
規
範
を
形
成
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
、
と
言
っ
た

ほ
う
が
正
確
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
以
上
の
論
考
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。

ハ
イ
エ
ク
の
知
識
論
は
、
理
性
だ
け
を
も
っ
て
し
て
で
は
実
在
と
そ
の
複
雑
さ
を
把
握
す
る

こ
と
は
決
し
て
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
知
識
お
よ
び
認
識
の
真
偽
に
関
し
て
合
理
性
に
訴
え
る
こ
と
は
人
間
の
認
識
を
形
成
す
る
知
覚
の
過

程
と
形
態
に
照
ら
し
て
み
た
時
本
有
的
に
正
当
化
で
き
な
い
、
と
い
う
主
張
に
集
約
す
る
。
精
神
は
、
実
在
の
豊
鏡
さ
を
経
験
す
る
た
め
に

は
広
範
囲
に
わ
た
る
多
く
の
抽
象
化
を
獲
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
外
界
に
つ
い
て
の
全
て
の
知
識
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
刺
激
が
誘
発
す
る

傾
向
が
あ
る
抽
象
的
な
行
為
の
パ
タ
ー
ン
を
構
成
す
持
。
人
間
の
行
為
は
、
人
間
理
性
が
、
成
功
す
る
行
為
の
可
能
性
の
限
界
内
で
意
識
的

な
決
定
を
下
す
は
る
か
以
前
に
、
人
間
理
性
が
抽
象
的
諸
行
動
規
範
に
よ
っ
て
豊
か
に
機
能
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
れ
ら
規
範
に
よ
っ
て
、

統
制
さ
れ
る
に
違
い
な
い
。

そ
の
意
味
で
合
理
性
は
抽
象
的
行
動
規
範
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
経
験
の
所
産
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
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ハ
イ
エ
ク
の
歴
史
主
義
批
判

一
つ
の
全
体
と
し
て
あ
る
い
は
そ
の
全
て
の
側
面

が
作
り
出
す
全
体
と
し
て
把
握
す
る
集
産
主
義
的
合
理
主
義
(
わ
色

2
ま
号
宮
晋
色
町
三
の
見
地
は
「
共
観
妄
鶴
」
な
い
し
「
理
性
の

ハ
イ
エ
ク
は
一
貫
し
て
、
理
論
的
あ
る
い
は
解
釈
的
理
解
に
よ
っ
て
時
間
的
実
在
を
、

致
命
的
な
思
い
上
が
り
」

で
あ
る
と
批
判
し
て
き
た
。
理
性
の
み
で
は
わ
れ
わ
れ
は
実
在
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
十
分
に
理
解
す
る
こ
と
も
明

確
化
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
し
、
生
の
複
雑
な
困
苦
に
至
っ
て
は
そ
の
真
の
意
味
を
見
出
す
こ
と
も
で
き
な
い
。

ハ
イ
エ
ク
は
歴
史
と
し
て

の
実
在
に
つ
い
て
の
現
代
的
見
解
の
基
底
に
あ
る
人
間
理
性
へ
の
現
代
主
義
的
信
頼
を
明
噺
に
見
て
取
る
。

ハ
イ
エ
ク
に
よ
れ
ば
、
歴
史
の

自
然
的
経
過
の
全
体
性
を
探
求
の
所
与
の
対
象
と
し
て
合
理
的
に
理
解
し
、
所
与
の
全
体
の
視
点
か
ら
現
在
を
構
築
す
る
ど
の
よ
う
な
企
て

も
歴
史
主
義
に
与
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

ハ
イ
エ
ク
の
歴
史
主
義
批
判
は
、
既
に
見
た
ハ
イ
エ
ク
の
抽
象
化
の
理
論
に
依
拠
し
て
い
る
。
「
知
識
の
規
律
は
、
理
論
的
で
あ
れ
歴
史

的
で
あ
れ
、
・
:
実
在
の
世
界
の
特
定
の
選
別
さ
れ
た
局
面
の
み
を
扱
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
碕
」
。
歴
史
主
義
は
、
歴
史
的
事
実
を
、
あ

る
複
雑
な
現
象
の
諸
局
面
の
選
集
で
あ
る
社
会
的
事
実
と
同
等
と
見
な
す
。

ハ
イ
エ
ク
は
、
わ
れ
わ
れ
が
社
会
的
事
実
を
社
会
的
事
実
の

般
的
絵
(
モ
デ
ル
)
を
与
え
る
一
つ
の
理
論
を
使
っ
て
把
握
す
る
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
は
同
じ
種
類
の
理
論
化
を
用
い
て
歴
史
的
事
実
を
理

解
す
る
、
と
主
張
す
る
。
歴
史
的
探
求
に
適
切
な
理
論
化
と
は
、
歴
史
的
事
実
の
、
常
に
変
化
す
る
観
察
さ
れ
た
構
成
要
素
の
関
係
の
知
的

そ
れ
は
本
来
的
に
主
観
的
活
動
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
れ
ら
の
関
係
は
、
歴
史
家
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
構
成
要
素
か
ら
原

理
的
に
再
構
築
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
構
成
要
素
は
そ
れ
だ
け
で
直
接
的
に
知
覚
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
歴
史
科
学
は
社
会
理
論
に
よ
っ
て
論
理
的
に
先
行
さ
れ
認
。
理
論
は

な
再
構
築
で
あ
る
。

「
諸
行
動
規
範
の
論
理
的
に
連
結
し
た
あ
る
集
ま
り
の
下
に
こ
れ



ら
の
局
面
を
組
み
込
む
可
能
悔
」
を
扱
う
の
で
あ
る
。
選
別
さ
れ
た
構
成
要
素
の
特
定
の
コ
ン
ス
テ
レ

1
シ
ヨ
ン
に
お
い
て
発
見
さ
れ
る
同

じ
論
理
を
説
明
す
る
の
は
、
ま
さ
し
く
諸
原
理
の
論
理
的
に
整
合
的
な
一
つ
の
集
ま
り
で
あ
る
。

ハ
イ
エ
ク
の
歴
史
主
義
批
判
の
焦
点
は
、
歴
史
主
義
は
、
あ
る
出
来
事
の
、
歴
史
的
に
適
性
と
さ
れ
る

(
F
Z
S
ユ
g与
宮
町
民
出
色
)
意
味

し
た
が
っ
て
歴
史
主
義
は
、
全
て
の
社
会
的
現
象
の
歴
史
的

や
局
面
を
そ
の
出
来
事
そ
れ
自
体
と
混
同
し
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
に
あ
る
。

諸
局
面
を
「
わ
れ
わ
れ
が
こ
れ
ら
属
性
の
い
く
つ
か
に
よ
っ
て
同
じ
類
型
の
要
素
と
し
て
認
識
す
る
、
物
理
的
諸
属
性
の
固
定
さ
れ
た
諸
集

そ
の
物
理
的
諸
属
性
の
さ
ら
な
る
諸
属
性
を
観
察
に
よ
っ
て
確
定
す
る
と
考
え
碕
」
。
さ
ら
に
ハ
イ
エ
ク
は
、
歴
史

積
で
あ
る
と
み
な
し
、

主
義
は
同
じ
類
型
に
属
す
る
あ
ら
ゆ
る
物
理
的
属
性
が
そ
れ
と
共
に
必
然
的
に
変
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
想
定
す
る
点
に
お
い
て

(

内

田

)

誤
っ
て
い
る
、
と
主
張
す
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
歴
史
家
は
「
社
会
の
全
体
あ
る
い
は
ど
の
特
定
の
変
化
し
た
社
会
的
現
象
の
全
体
に
お
け

る
諸
変
化
を
も
直
接
的
に
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
硲
」
と
歴
史
主
義
は
誤
っ
て
想
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

の
出
来
は
歴
史
的
探
求
に
と
っ
て
の
理
論
の
機
能
に
関
す
る
歴
史
主
義
の
誤
解
に
よ
る
も
の
だ
と
考
え
る
。

ハ
イ
エ
ク
は
、
こ
れ
ら
の
批
判

一
般
に
理
論
は
、
経
験
的
実
在
に
お
け
る
現
象
を
説
明
し
、
あ
る
い
は
現
象
の
未
来
を
予
測
す
る
た
め
に
、
対
象
と
な
る
現
象
に
想
定
さ

れ
る
一
定
の
秩
序
を
全
体
と
し
て
の
経
験
か
ら
描
出
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
同
様
に
歴
史
家
も
歴
史
的
あ
る
い
は
社
会
的
現
象
の
構
造

的
な
パ
タ
ー
ン
を
構
成
す
る
際
に
、
彼
ら
自
身
の
問
題
関
心
に
従
っ
て
適
当
な
歴
史
的
な
諸
局
面
を
特
定
の
文
化
的
出
来
事
か
ら
選
ん
で
い

そ
の
よ
う
な
パ
タ
ー
ン
は
、
「
あ
る
種
の
精
神
的
な
近
道
に
よ
っ
て
即
座
に
感
知
さ
れ
る
諸
全
体

(
飴
)

(巧

g-2)
の
継
起
の
法
則
に
つ
い
て
の
直
接
的
な
洞
察
に
到
達
し
得
な
い
」
。

く
の
で
あ
る
。

ハ
イ
エ
ク
の
見
解
で
は
、

も
ち
ろ
ん
「
全
体
の
」
状
況
は
、
:
・
場
所
や
時
間
に
よ
っ
て
大
い
に
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
な
じ
み
の
あ
る
要
素
を

明
確
に
理
解
す
る
の
は
わ
れ
わ
れ
の
能
力
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
の
要
素
か
ら
現
象
に
意
味
を
付
与
す
る
の
を
わ
れ
わ
れ
に
可
能

に
さ
せ
る
独
特
な
状
況
が
作
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
個
人
の
諸
行
為
の
意
味
を
明
確
に
理
解
す
る
こ
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と
は
で
き
な
い
。
(
ま
ず
)
そ
れ
ら
は
、

わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
あ
る
物
質
的
な
も
の
を
手
渡
す
こ
と
な
ど
と
い
っ
た
、
物
理
的

諸
事
実
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
し
、
あ
る
い
は
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
ら
物
理
的
諸
事
実
を
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
な
じ
み
の
あ

480 

る
精
神
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
配
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
物
理
的
言
葉
で
定
義
可
能
な
の
で
は
な
い
。

も
し
始
め
の
主
張
が
正
し
け
れ
ば
、
こ
れ
が
意
味
す
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
が
物
理
的
諸
事
実
に
つ
い
て
の
全
て

の
知
識
を
導
き
出
す
と
こ
ろ
の
文
書
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
的
。

特
定
の
出
来
事
あ
る
い
は
状
況
の
歴
史
的
意
味
は
、
文
化
的
伝
統
の
成
員
の
社
会
的
な
生
に
意
味
を
付
与
す
る
行
動
規
範
と
し
て
、
そ
の

文
化
的
伝
統
に
保
存
さ
れ
る
。
歴
史
家
は
、
特
定
の
複
雑
な
文
化
的
出
来
事
の
理
解
を
も
っ
て
、
こ
の
出
来
事
の
構
成
要
素
が
ど
の
よ
う
に

連
結
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
の
理
論
の
表
現
に
よ
っ
て
、
そ
の
出
来
事
を
再
構
築
し
解
釈
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
構
成
要
素
を
形
成
す
る

個
々
の
歴
史
家
の
諸
態
度
の
間
の
一
定
の
理
解
可
能
な
関
係
の
ひ
と
ま
と
ま
り
で
あ
る
理
論
、
す
な
わ
ち
精
神
的
な
再
構
築
を
用
い
る
の
で

あ
る
。
理
論
は
異
な
る
歴
史
的
現
象
か
ら
選
ば
れ
た
構
成
要
素
の
、
異
な
る
諸
類
型
間
の
類
似
の
推
論
を
説
明
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
歴
史

一
二
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
価
格
変
動
と
一
四
世
紀
エ
ジ
プ
ト
に
お
け
る
価
格
変
動

(
紛
)

と
の
聞
の
ー
ー
を
理
解
す
る
こ
と
を
試
み
る
の
で
あ
る
。
「
理
論
的
お
よ
び
歴
史
的
仕
事

(
F
2
E
g
Z
2
r
)
は
、
:
・
異
な
っ
て
は
い
る
が

補
完
し
合
う
活
動
で
あ
碍
」
。

家
は
そ
こ
に
み
ら
れ
る
共
通
性
ー
ー
た
え
と
ば
、

「
歴
史
的
仕
事
」

で
ハ
イ
エ
ク
が
意
味
す
る
の
は
、
あ
る
文
化
的
伝
統
の
進
歩
に
お
け
る
あ
る
特
定
の
出
来
事
な
い
し
事
象
の
個
別
の
意

は
、
「
人
び
と
の
行
為
を
解
釈
す
る
試
み
に
お
い
て
使
用
す
る
諸
概
念
の
論
理
的
特
慨
」
の

味
の
探
求
で
あ
る
。
そ
し
て
「
理
論
的
仕
事
」

探
求
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
ハ
イ
エ
ク
は
、
理
論
、
な
い
し
正
確
に
は
そ
の
論
理
的
整
合
性
を
、
あ
る
特
定
の
時
代
の
歴
史
性
か
ら
独

(
九
)

立
で
あ
り
、
決
し
て
歴
史
的
で
は
な
い
も
の
と
考
え
る
。

ハ
イ
エ
ク
に
よ
れ
ば
、
歴
史
主
義
は
こ
れ
ら
二
つ
の
方
法
論
を
混
同
す
る
の
で
あ

り
、
こ
の
混
同
は
歴
史
主
義
の
根
底
に
あ
る
科
学
主
義
に
由
来
す
る
。
歴
史
主
義
は
社
会
的
複
合
体
あ
る
い
は
諸
統
一
体
を
わ
れ
わ
れ
の



観
察
に
既
に
与
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
扱
う
の
で
あ
認
。
「
社
会
的
複
合
体
、
す
な
わ
ち
歴
史
家
が
論
議
す
る
社
会
的
諸
全
体

(
p
o
g
e
-

d
匂
}
回
。

-2)
は
、
有
機
的
世
界
に
お
け
る
持
続
的
な
構
造
で
あ
る
と
し
て
、
決
し
て
あ
ら
か
じ
め
与
え
ら
れ
て
い
る
状
態
で
発
見
さ
れ
る
の
で

は
な
い
」
。
さ
ら
に
歴
史
主
義
者
は
、
次
の
二
つ
の
事
柄
を
混
同
す
る
。

一
つ
は
、
構
成
要
素
が
空
間
的
時
間
的
状
況
に
よ
っ
て
条
件
づ
け

ら
れ
る
、
あ
る
理
論
を
創
造
す
る
こ
と
が
で
き
る
可
能
性
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、

そ
の
よ
う
な
空
間
的
時
間
的
に
条
件
づ
け
ら
れ
た
諸
理

論
の
あ
る
包
括
的
理
論
で
さ
え
も
創
造
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
集
産
主
義
者
の
観
念
で
あ
る
。
歴
史
主
義
者
は
、
歴
史
と
し
て
特
定
可

能
な
諸
出
来
事
の
構
成
要
素
が
理
解
さ
れ
る
に
先
立
っ
て
知
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
見
な
す
社
会
的
全
体
性
か
ら
、
そ
の
構
成
要
素
あ

る
い
は
歴
史
的
意
味
を
理
解
す
認
。
そ
れ
と
は
対
照
的
に
、
理
論
化
に
お
い
て
歴
史
家
は
、
「
諸
構
成
要
素
の
関
係
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な

変
化
か
ら
諸
全
体
に
お
け
る
諸
変
化
を
た
ど
る
こ
日
」
に
よ
り
、
歴
史
的
現
象
を
構
成
す
る
全
て
の
構
成
要
素
の
い
く
つ
か
の
部
分
の
間
の

論
理
的
に
可
知
的
な
諸
関
係
を
再
構
築
す
る
、
と
ハ
イ
エ
ク
は
確
信
す
る
。

ハ
イ
エ
ク
は
、
理
論
の
機
能
に
つ
い
て
の
歴
史
主
義
の
謬
見
は
必
然
的
に
歴
史
相
対
主
義
を
生
じ
さ
せ
る
傾
向
に
あ
る
と
言
汚
。
歴
史

相
対
主
義
は
、
「
(
社
会
的
)
全
体
性
に
組
み
込
ま
れ
る
よ
う
な
方
法
に
つ
い
て
の
普
遍
的
理
論
は
一
つ
も
存
在
せ
ず
、
そ
の
全
体
性
が
築
き

上
げ
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
構
成
要
素
に
つ
い
て
の
非
時
間
的
一
般
化
は
全
く
存
在
し
な
崎
」
と
断
言
す
る
。
し
た
が
っ
て
歴
史
相
対
主
義
は
、

「
個
々
の
現
象
に
つ
い
て
の
全
て
の
概
念
は
、
あ
る
特
定
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
の
み
妥
当
で
あ
り
、
単
に
歴
史
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
す

ぎ
な
い
も
の
と
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
戸
と
主
張
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
全
て
の
歴
史
的
知
識
は
必
然
的
に
相
対
的
で
あ
り
、
わ
れ

わ
れ
の
P

観
点
d

に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
、
時
間
の
推
移
に
伴
っ
て
変
化
す
る
こ
と
と
な
る
)
」

の
だ
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
主
張
が
暗
に
意
味
す

る
こ
と
は
、
異
な
る
時
代
の
人
び
と
は
同
じ
歴
史
的
事
実
に
つ
い
て
異
な
る
見
解
を
持
つ
が
、
歴
史
的
事
実
は
確
か
に
わ
れ
わ
れ
に
与
え
ら

れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
観
念
で
あ
持
。
歴
史
相
対
主
義
は
、
た
と
え
ば
二
六
一
八
年
と
一
六
四
八
年
の
聞
に
お
け
る
ド
イ
ツ
」
の
よ
う

に
、
あ
る
時
代
を
一
つ
の
与
え
ら
れ
た
歴
史
的
対
象
と
し
て
措
定
す
る
。

ハ
イ
エ
ク
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
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空
間
l
時
間
内
で
連
続
体
が
こ
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
る
と
、

わ
れ
わ
れ
は
歴
史
家
に
と
っ
て
全
く
異
な
る
対
象
で
あ
る
、

か
な

り
の
数
の
興
味
深
い
社
会
的
現
象
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
家
族

X
の
歴
史
、
印
刷
技
術
の
発
達
、
法
制
度

482 

の
変
化
等
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
関
連
し
合
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
し
そ
う
で
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、

人
間
の
歴
史
に

お
け
る
ど
の
他
の
二
つ
の
出
来
事
も
一
つ
の
社
会
的
事
実
の
部
分
で
な
い
の
と
同
様
に
、

な
し

一
つ
の
社
会
的
事
実
の
部
分
で
は

「
ウ
ォ

l
タ
ル

1
の
戦
い
(
同
志
∞
皇
-
ゆ
え
巧
m

昇。ュ。。)」

は
一
つ
の
歴
史
的
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
、

一
八
一
五
年
の
ベ
ル
ギ

ー
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
多
く
の
問
い
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
護
衛
兵
の
極
翼
を
す
ぐ
越
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る
牧
草

(
幻
)

地
で
耕
作
し
て
い
た
男
は
ウ
ォ

1
タ
ル

1
の
戦
い
の
一
部
で
あ
っ
た
の
か
」
。
「
そ
の
戦
場
と
な
っ
た
自
分
の
畑
の
作
物
を
必
死
で
守
ろ
う
と

そ
の
戦
い
の
事
実
に
属
す
る
の
か
)
」
。
ウ
ォ

l
タ
ル

1
の
戦
い
で
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
軍
の
敗
北
を
フ
ラ
ン
ス
で
耳

し
た
農
夫
の
仕
事
も
ま
た
、

に
し
た
瞬
間
、
驚
い
て
く
わ
え
て
い
た
パ
イ
プ
を
落
と
し
た
フ
ラ
ン
ス
人
の
男
は
、
ウ
ォ

l
タ
ル

l
の
戦
い
と
い
う
事
実
の
一
部
で
あ
っ
た

(
似
)

の
か
。

ハ
イ
エ
ク
は
、
ウ
ォ

1
タ
ル

1
の
戦
い
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
そ
れ
自
体
で
確
固
た
る
歴
史
的
事
実
で
は
な
い
、

と
主
張
す
る
。

「
あ
る

歴
史
的
事
実
は
空
間
時
間
的
座
標
に
よ
っ
て
定
義
で
き
な
い
。

一
つ
の
時
間
と
一
つ
の
場
所
で
起
こ
る
あ
ら
ゆ
る
こ
と
は
同
じ
歴
史
的
事
実

の
部
分
で
は
な
い
し
、
同
じ
歴
史
的
事
実
の
全
て
の
事
実
が
同
じ
時
間
と
場
所
に
属
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
も
な
吋
」
。

一
つ
の
事
実

は
、
そ
の
事
実
を
事
実
た
ら
し
め
る
歴
史
的
に
意
義
の
あ
る
意
味
が
そ
の
中
に
見
出
さ
れ
る
時
に
歴
史
的
と
な
る
。

な
ぜ
な
ら
わ
れ
わ
れ

は
、
可
知
的
に
連
結
し
形
成
す
る
同
じ
歴
史
的
事
実
の
部
分
と
し
て
一
定
の
部
分
を
時
代
に
つ
い
て
の
知
識
か
ら
選
ぶ
こ
と
を
可
能
に
さ
せ

る
あ
る
理
論
に
置
き
換
え
て
、
こ
の
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
を
試
み
る
か
ら
で
あ
る
。
社
会
的
事
実
が
思
惟
の
確
固
た
る
対
象
と
し
て
与
え

ら
れ
る
の
で
な
い
の
と
同
様
、
人
間
の
歴
史
に
お
け
る
あ
る
時
代
は

の
歴
史
的
対
象
で
は
な
い
の
で
あ
碍
」
。

「
全
く
も
っ
て
、
確
固
た
る
歴
史
的
事
実
で
は
な
い
し
、
思
惟
の
単



社
会
的
諸
現
象
は
そ
れ
ら
自
身
に
お
い
て
単
に
思
惟
の
対
象
と
し
て
与
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
し
、
歴
史
主
義
は
こ
の
こ
と
を
理
解
し
な

い
、
と
ハ
イ
エ
ク
が
言
う
時
、
彼
は
、
ど
の
型
の
歴
史
主
義
も
誤
っ
て
実
在
全
体
を
そ
の
歴
史
的
意
味
の
見
地
か
ら
把
握
す
る
こ
と
を
試
み

る
の
だ
と
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
、
歴
史
主
義
は
実
在
の
歴
史
的
意
味
と
全
体
と
し
て
の
実
在
そ
の
も
の
と
を
同
一
視

す
る
と
い
う
過
ち
を
犯
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
歴
史
主
義
は
、
「
歴
史
的
諸
全
体
(
あ
る
い
は
諸
複
合
体
)
、

そ
れ
ら
の
諸
部
分
か
ら
な
る
再

構
築
を
把
握
す
る
た
め
の
唯
一
の
手
続
き
の
倒
錯
に
繋
が
る
。
こ
の
倒
錯
は
、
単
に
直
感
的
に
把
握
さ
れ
た
全
体
に
つ
い
て
の
あ
い
ま
い
な

い
ざ
な

諸
概
念
を
あ
た
か
も
客
観
的
事
実
で
あ
る
か
の
よ
う
に
扱
う
よ
う
に
研
究
者
を
誘
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
唯
一
直
接
的
に
把
握
で

き
る
一
方
で
、
他
方
で
は
諸
全
体
を
再
構
築
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
構
成
要
素
は
、
そ
の
構
成
要
素
が
理
解
さ
れ
る
以
前
に
知
ら
れ
て
い
な

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
全
体
か
ら
の
み
理
解
さ
れ
う
る
、
と
い
う
見
解
を
最
終
的
に
生
み
出
す
の
で
あ
槌
」
。

ハ
イ
エ
ク
は
、
歴
史
主
義
の
倒
錯
し
た
歴
史
概
念
は
(
ヘ

1
ゲ
ル
や
コ
ン
ト
の
歴
史
観
に
顕
著
で
あ
る
)
実
在
の
近
視
眼
的
見
解
で
あ
り
、

あ
る
信
念
に
繋
が
っ
て
い
る
と
鋭
く
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、

い
っ
た
ん
全
体
の
理
解
が
得
ら
れ
る
と
、
歴
史
的
全
体
の
発
展
に
関
す
る
仕

組
み
や
可
知
的
「
法
則
」
を
説
明
す
る
、
歴
史
に
つ
い
て
の
一
つ
の
理
論
が
構
成
さ
れ
る
、
と
い
う
信
念
で
あ
る
。

ハ
イ
エ
ク
は
理
性
の
限

界
説
で
こ
の
見
解
を
厳
し
く
批
判
し
た
。
社
会
歴
史
的
全
体
を
理
性
に
よ
っ
て
直
接
に
把
握
す
る
見
地
か
ら
の
み
社
会
的
行
為
は
理
解
さ
れ

る
の
だ
と
い
う
見
解
は
、
神
人
同
形
向
性
論
、
す
な
わ
ち
あ
る
種
の
形
而
上
学
的
妄
想
に
通
じ
て
い
る
、
と
ハ
イ
エ
ク
は
一
貫
し
て
批
判
し

た
。
そ
し
て
、

と
ハ
イ
エ
ク
が
主

そ
れ
へ
の
通
路
を
断
ち
切
っ
た
こ
と
こ
そ
が
、
近
代
自
由
主
義
の
最
も
賞
賛
さ
れ
る
べ
き
遺
産
で
あ
る
、

張
し
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
社
会
的
全
体
は
、

そ
の
構
成
要
素
で
あ
る
個
人
の
精
神
や
知
性
に
よ
っ
て
十
分
に
理
解
さ
れ

る
こ
と
は
な
い
。
社
会
的
全
体
を
人
間
理
性
が
理
解
可
能
な
所
与
の
対
象
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
、
社
会
的
全
体
を
複
雑
性
に
お
い
て
人
間

理
性
と
同
程
度
も
し
く
は
よ
り
低
い
程
度
の
精
神
的
構
造
を
有
す
る
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
歴
史
主

義
は
社
会
的
全
体
を
人
間
理
性
で
把
握
可
能
な
構
造
を
有
す
る
形
に
置
き
換
え
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、
歴
史
主
義
は
社
会

的
全
体
の
人
間
理
性
化
に
根
ざ
し
て
い
る
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
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わ
れ
わ
れ
の
精
神

(
B
E色
ω)
に
直
接
与
え
ら
れ
て
い
る
の
は

に
お
い
て
見
出
す
諸
構
成
要
素
か
ら
構
成
さ
れ
る
精
神
的
モ
デ
腕
)
」
な
の
で
あ
る
。
個
人
的
精
神
こ
そ
が
、

し
か
し
、

ハ
イ
エ
ク
に
よ
れ
ば
、

「
わ
れ
わ
れ
が
わ
れ
わ
れ
自
身
の
精
神

そ
の
よ
う
な
モ
デ
ル
を
形
成
す

484 

る
た
め
に
、
実
在
か
ら
選
別
さ
れ
た
諸
局
面
の
可
知
的
諸
関
係
を
再
構
成
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
諸
個
人
こ
そ
が
、
社
会
の
構
成
要
素

と
し
て
機
能
す
る
複
雑
な
諸
様
式
に
お
い
て
相
互
に
作
用
し
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

へ
l
ゲ
ル
と
は
対

照
的
に
、
ハ
イ
エ
ク
に
と
っ
て
、
個
人
の
み
が
実
在
的
で
あ
り
、
全
体
と
し
て
の
社
会
や
歴
史
は
た
だ
人
間
理
性
の
抽
象
化
に
過
ぎ
な
い

の
で
あ
持
。
す
な
わ
ち
人
間
の
精
神
は
、
歴
史
的
段
階
を
経
て
発
展
す
る
と
い
う
よ
う
な
人
間
理
性
に
反
映
さ
れ
た
世
界
の
歴
史

(
3
E

Eω
吉
岡
吋
)
の
抽
象
化
な
ど
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

歴
史
主
義
者
は
、
あ
た
か
も
歴
史
を
外
部
か
ら
描
出
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
人
間
理
性
を
超
え
た
精
神
宮
ロ
円
高
『
B
宮
内
山
)
と
の
ア
ナ
ロ

ハ
イ
エ
ク
は
こ
の
歴
史
主
義
者
の
態
度
を
人
間
の
歴
史
に
つ
い
て
書
く
場
合
の
知
的
地
球
外

ジ
ー
に
よ
っ
て
歴
史
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
。

生
命
体
の
視
点
と
し
て
描
句
。
こ
の
知
的
生
命
体
は
、
人
間
の
歴
史
を
「
わ
れ
わ
れ
が
蟻
の
群
れ
の
歴
史
に
つ
い
て
書
く
場
合
の
よ
う
に
純

粋
に
行
動
主
義
者
の
用
語
で
叙
述
し
な
く
て
は
な
ら
な
吋
」
。
し
か
し
人
間
界
の
社
会
的
文
化
的
内
容
は
、
そ
の
よ
う
な
言
葉
を
用
い
る
知

的
観
察
者
に
と
っ
て
歴
史
的
意
味
を
持
た
な
い
だ
ろ
う
。
「
そ
の
よ
う
な
歴
史
は
、
わ
れ
わ
れ
が
人
間
の
歴
史
を
理
解
す
る
と
い
う
意
味
に

お
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
知
的
地
球
外
生
命
体
よ
っ
て
記
録
さ
れ
る
ど
の
出
来
事
も
理
解
す
る
こ
と
の
助
け
と
な
ら
な
吟
」
。

ハ
イ
エ

ク
は
、
歴
史
主
義
者
の
超
人
間
精
神
宮
毛

q
E
E
)
の
想
定
は
そ
の
よ
う
な
知
的
生
命
体
、
す
な
わ
ち
人
間
の
歴
史
を
所
与
の
全
体
も
し

く
は
対
象
と
し
て
記
述
す
る
生
命
体
の
視
点
を
仮
定
す
る
こ
と
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
、
と
断
言
す
る
。
し
た
が
っ
て
ハ
イ
エ
ク
は
、
歴
史
主

義
は
人
間
の
歴
史
を
真
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
「
興
味
深
い
矛
齢
」
に
陥
る
の
だ
、
と
結
論
づ
け
る
の
で
あ
る
。
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ハ
イ
エ
ク
の
歴
史
概
念

そ
れ
で
は
ハ
イ
エ
ク
は
歴
史
の
本
質
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
何
が
歴
史
を
探
求
の
判
明
な
様
相
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
歴
史
は
時
間
的
諸
活
動
に
付
与
さ
れ
る
歴
史
的
な
意
味
の
素
地
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
こ
れ
ら
歴
史
的
意

味
は
、
単
に
時
間
的
に
意
義
の
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
文
化
的
か
つ
社
会
的
に
重
要
視
さ
れ
る
、
諸
出
来
事
の
諸
局
面
で
あ
る
。
そ
れ
ら

は
、
歴
史
家
が
文
化
的
な
る
も
の
と
社
会
的
な
る
も
の
の
連
続
体
に
お
い
て
意
義
あ
る
も
の
と
し
て
見
出
す
、
社
会
的
お
よ
び
文
化
的
諸
出

来
事
の
い
く
つ
も
の
局
面
で
あ
る
。
こ
の
連
続
体
は
、

ハ
イ
エ
ク
が
し
ば
し
ば
文
化
的
伝
統
と
同
一
視
す
る
も
の
で
あ
る
。
「
文
化
的
伝
統
」

は
、
広
い
意
味
で
、
人
間
の
行
動
の
諸
ル

1
ル
な
い
し
諸
規
範
を
表
す
、

ハ
イ
エ
ク
の
用
語
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
意
識
的
知
識
と
無
意
識
的

知
識
の
集
積
を
意
味
す
る
。
こ
の
知
識
は
、
基
本
的
に
は
、
伝
統
の
内
部
の
諸
個
人
に
と
っ
て
暗
黙
的
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
歴
史
、
あ
る
い
は
時
間
的
経
験
の
歴
史
的
様
相
は
、
社
会
文
化
的
諸
意
味
の
連
続
体
の
意
識
的
次
元
と
そ
の
無
意
識
的
次
元
の

ど
ち
ら
に
帰
属
す
る
の
か
、

と
い
う
一
つ
の
問
い
が
浮
上
す
る
。

一
見
し
て
ハ
イ
エ
ク
は
、
歴
史
を
時
間
的
経
験
の
意
識
的
次
元
に
帰
属
さ

せ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
と
い
う
の
も
ハ
イ
エ
ク
が
、
社
会
文
化
的
諸
意
味
の
連
続
体
は
そ
れ
ら
の
意
味
に
つ
い
て
の
理
論
を
介
し
て
了

解
可
能
だ
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
社
会
的
文
化
的
諸
現
象
が
歴
史
的
と
考
え
ら
れ
る
時
、
そ
の
考
え
は
、
い
か
に
そ
れ
ら
の
現
象
が
個
々

人
の
態
度
の
モ
デ
ル
を
知
的
に
再
構
築
す
る
か
に
依
っ
て
い
る
、
と
ハ
イ
エ
ク
は
主
張
す
る
。
こ
の
知
的
に
構
築
さ
れ
る
モ
デ
ル
と
は
一
つ

の
理
論
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
知
的
に
構
成
さ
れ
た
モ
デ
ル
こ
そ
理
論
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

も
し
歴
史
的
事
実
が
、
言
語
、
市
場
、
社
会
シ
ス
テ
ム
、
あ
る
い
は
土
地
の
耕
作
の
方
法
の
よ
う
な
複
合
体
で
あ
る
な
ら
ば
、
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事
実
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
、
反
復
す
る
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
観
察
に
「
付
与
」
さ
れ
な
い
け
れ
ど
も
苦
労
し
て
始

め
て
再
構
成
で
き
る
持
続
的
諸
関
係
の
複
雑
な
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。

そ
し
て
も
っ
ぱ
ら
、

わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
諸
部
分
(
つ
ま

486 

り
構
造
を
作
り
上
げ
る
諸
関
係
)
は
な
じ
み
が
あ
り
可
知
的
で
あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
諸
関
係
を
構
築
す

わ
れ
わ
れ
が
歴
史
的
事
実
と
呼
ぶ
も
の
は
実
は
理
論
の
こ
と
で
あ
る
。

る
の
で
あ
る
。

逆
説
的
に
言
え
ば
、

そ
し
て
理
論
は
、

、
方
法
論
的
意
味
に
お
い
て
、
社
会
に
関
す
る
理
論
的
諸
科
学
が
構
築
す
る
よ
り
抽
象
的
一
般
的
モ
デ
ル
と
全
く
同
じ
特
徴
を
有

す
る
も
の
で
あ
る
。
あ
る
時
代
に
つ
い
て
の
知
識
か
ら
、
可
知
的
に
関
係
を
形
成
し
て
い
る
同
じ
歴
史
的
事
実
の
部
分
と
し
て

(
似
)

一
定
の
部
分
を
選
別
す
る
時
、
わ
れ
わ
れ
は
理
論
と
い
う
も
の
を
用
い
る
。

「
ほ
と
ん
ど
の
目
的
に
と
っ
て
、
自
生
的
に
、

ハ
イ
エ
ク
は
、
歴
史
的
事
実
の
精
神
的
再
構
築
は
必
ず
し
も
複
雑
で
は
な
い
こ
と
を
認
め
る
。
そ
し
て
、
再
構
築
す
な
わ
ち
理
論
形
成
は
、

そ
し
て
何
ら
精
微
な
装
置
な
し
で
な
さ
れ
硲
」
こ
と
を
容
認
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
は
、

言
語
、
経
済
シ
ス
テ
ム
、
あ
る
い
は
法
制
度
の
よ
う
な
よ
り
複
雑
な
社
会
的
統
一
体

2
2
E
当

Z-2)
を
論
じ
る
際
に
、
わ
れ
わ
れ
は
精

微
な
技
術
す
な
わ
ち
理
論
を
必
要
と
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
の
で
は
な
い
。
「
具
体
的
状
況
に
ま
す
ま
す
適
合
す
硲
」
理
論
を
再
構
築
す
る

こ
と
に
よ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
歴
史
的
実
在
の
よ
り
良
い
絵
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
歴
史
的
実
在
は
た
だ
理
論
に
よ
っ
て

の
み
接
近
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
歴
史
的
事
実
は
理
論
と
同
等
な
の
で
あ
る
と
い
う
。

と
は
言
え
、
歴
史
を
社
会
文
化
的
意
味
の
理
論
化
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
、
あ
る
問
題
を
作
り
出
す
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

一
方
で
ハ
イ
エ
ク
は
、
理
論
と
し
て
の
歴
史
は
「
時
間
性
を
欠
い
た
一
般
的
」
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
歴
史
家
が
二
つ
以
上
の
選
別
さ
れ

た
社
会
文
化
的
事
実
の
聞
に
連
結
し
た
意
味
を
探
す
時
、
歴
史
家
は
こ
れ
ら
事
実
を
構
成
す
る
い
く
つ
か
の
要
素
間
の
諸
関
係
の
社
会
文
化

的
意
味
に
概
念
的
に
関
心
を
寄
せ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
関
係
、
つ
ま
り
歴
史
家
が
議
論
す
る
社
会
的
複
合
体
は
、
怒
意
的
か
つ
精
微
な
分
析
す

な
わ
ち
理
論
を
要
求
す
る
解
釈
や
再
構
築
の
行
為
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
概
念
的
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
歴
史
家
た
ち
に
よ
っ
て
作
ら
れ



る
。
そ
れ
ら
諸
関
係
が
理
論
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
歴
史
的
事
実
は
社
会
文
化
的
現
象
の
一
般
的
で
論
理
的
な
特
徴
を
扱
う
の
で
あ
る
。

ま
た
他
方
で
ハ
イ
エ
ク
は
、
歴
史
は
本
質
的
に
時
間
性
を
欠
い
た
一
般
化
で
は
な
く
特
定
の
社
会
的
現
象
の
具
象
化
と
関
係
す
る
、
と
主

張
す
る
。
ハ
イ
エ
ク
は
、
歴
史
的
事
実
を
、
あ
る
特
定
の
歴
史
的
意
味
を
把
握
す
る
た
め
に
理
論
化
す
る
社
会
文
化
的
意
味
に
基
礎
を
置
く

も
の
だ
と
考
え
る
。
意
味
と
は
、
社
会
に
お
け
る
他
の
人
び
と
の
活
動
を
解
釈
す
る
試
み
の
結
果
で
あ
認
。
解
釈
が
な
さ
れ
る
時
、
そ
こ
に

は
活
動
に
対
す
る
あ
る
一
定
の
態
度
が
存
在
す
持
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
態
度
に
条
件
づ
け
ら
れ
た
解
釈
を
通
じ
て
理
論
が
形
成
さ
れ
、
実

在
の
社
会
文
化
的
諸
局
面
か
ら
再
構
築
さ
れ
る
理
論
を
通
じ
て
歴
史
は
理
解
さ
れ
る
。
再
構
築
の
過
程
そ
の
も
の
は
、
道
徳
的
行
動
規
範
に

依
存
す
る
あ
る
社
会
文
化
的
な
人
間
活
動
で
あ
る
か
ら
、

的
お
よ
び
社
会
文
化
的
に
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
し
て
人
間
の
活
動
の
社
会
文
化
的
諸
局
面
に
つ
い
て
、
態
度
そ
れ
自
身
が
道
徳

そ
の
再
構
築
の
過
程
は
わ
れ
わ
れ
の
道
徳
的
態
度
に
条
件
づ
け
ら
れ
文
脈
化
さ
れ

る
。
特
定
の
文
化
に
関
す
る
歴
史
的
知
識
は
、
他
の
文
化
に
よ
っ
て
意
味
あ
る
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
し
、

そ
う
で
な
い

か
も
し
れ
な
い
の
で
、
普
遍
的
知
識
と
し
て
共
有
さ
れ
な
い
に
違
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
ハ
イ
エ
ク
は
、
理
論
形
成
は
あ
る
特
定
の
社
会
文

化
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
深
く
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
の
で
、
歴
史
的
知
識
は
反
普
遍
的
で
あ
る
傾
向
が
強
い
、

と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え

る
。
社
会
文
化
的
意
味
の
理
論
は
、
人
間
行
動
に
関
す
る
合
理
的
に
理
解
可
能
な
法
則
と
社
会
的
統
一
体
の
変
化
に
関
す
る
法
則
を
発
見
す

る
こ
と
を
装
う
の
で
は
な
い
。
も
し
こ
の
解
釈
が
正
し
け
れ
ば
、

ハ
イ
エ
ク
は
、
歴
史
的
知
識
の
普
遍
的
標
準
の
擁
護
者
で
は
な
く
、
文

化
・
道
徳
相
対
主
義
者
で
あ
る
よ
う
だ
。

ハ
イ
エ
ク
の
歴
史
概
念
に
両
義
性
を
見
て
取
る
。
ミ
ラ

l
は、

エ
ク
の
一
九
四

0
年
代
と
晩
年
の
論
稿
に
お
け
る
歴
史
概
念
に
あ
る
不
連
続
性
を
指
摘
す
い
ミ
ラ

1
は、

E
・
F
・
ミ
ラ
ー
の
よ
う
な
、

ハ
イ
エ
ク
の
批
評
家
の
何
人
か
は
、

一
九
四

0
年
代
の
論
稿
に
お
い

ハ
イ
エ
ク
は
人
間
の
精
神
は
本
質
的
に
不
変
的
で
あ
る
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
い
た
、
と
論
じ
る
。
こ
の
立
場
は
、
「
全
て
の
精
神
は
、

思
惟
の
一
定
の
普
遍
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
っ
て
去
来
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
主
張
」
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
ミ
ラ

一
九
四

0
年
代
以
降
ハ
イ
エ
ク
は
、
「
精
神
と
そ
の
枠
組
み
は
、
諸
個
人
と
諸
グ
ル
ー
プ
の
経
験
が
形
成
さ
れ
蓄
積
さ
れ
る

て、ー
に
よ
れ
ば
、

イ
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に
従
い
、
根
本
的
な
仕
方
で
変
化
す
る
」
と
い
う
、
そ
れ
以
前
と
は
対
抗
的
な
立
場
を
と
る
に
至
っ
た
。
こ
の
立
場
は
、

秩
序
論
に
基
礎
を
置
い
て
い
る
。
感
覚
秩
序
論
の
中
心
的
な
主
張
は
、
人
間
の
精
神
は
、
複
数
の
感
覚
イ
ン
パ
ル
ス
の
多
層
的
に
積
み
重
ね

ら
れ
た
数
多
く
の
分
類
に
よ
っ
て
、
社
会
文
化
的
に
形
成
さ
れ
た
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ミ
ラ
ー
は
こ
れ
ら
相
対
す
る

ハ
イ
エ
ク
の
感
覚

488 

二
つ
の
立
場
は
根
本
的
に
矛
盾
し
て
い
る
と
し
て
、
厳
し
く
批
判
す
る
。
ミ
ラ

l
の
議
論
は
こ
う
で
あ
る
。
も
し
精
神
の
形
成
が
社
会
文
化

的
に
条
件
づ
け
ら
れ
た
道
徳
的
行
動
規
範
の
内
部
に
根
本
的
に
内
在
化
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
し
て
も
し
も
精
神
の
形
成
に
と
っ
て
思

惟
の
普
遍
的
に
妥
当
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
な
ど
一
つ
も
な
け
れ
ば
、
精
神
の
形
成
は
文
化
と
社
会
文
化
的
意
味
の
集
ま
り
ご
と
に
必
然
的
に
異
な

る
こ
と
を
意
味
す
る
。

ハ
イ
エ
ク
に
と
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
歴
史
的
事
実
を
理
解
で
き
る
の
は
、
ま
さ
し
く
社
会
文
化
的
諸
意
味
を
抽
象
化

し
て
抽
出
す
る
こ
と
を
通
じ
て
で
あ
る
。
抽
象
化
に
関
す
る
精
神
の
潜
在
能
力
は
、
「
わ
れ
わ
れ
が
生
き
る
環
境
に
お
い
て
広
ま
っ
て
い
る

条
件
に
よ
っ
て
形
作
ら
れ
か
)
」
の
だ
か
ら
、
抽
象
化
の
こ
の
器
官
は
時
代
ご
と
に
変
化
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ミ
ラ

l
は、

ク
の
歴
史
概
念
は
結
局
、
歴
史
主
義
と
歴
史
相
対
主
義
そ
し
て
道
徳
相
対
主
義
に
陥
る
、
と
結
論
づ
け
る
の
で
あ
る
。

ハ
イ
エ

コフ
1
の
議
論
の
根
底
に
あ
る
の
は
、

ハ
イ
エ
ク
は
知
識
の
相
対
主
義
的
見
解
に
つ
い
て
彼
の
反
駁
が
か
つ
て
依
存
し
て
い
た
、
思
惟
の

普
遍
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
観
念
を
断
念
し
た
、
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
し
か
し
ハ
イ
エ
ク
は
、
思
惟
の
普
遍
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
観
念
を
捨
て
た

の
で
は
な
い
。

ハ
イ
エ
ク
が
相
対
主
義
者
で
あ
る
か
な
い
か
は
、
「
普
遍
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
」

で
彼
が
意
味
す
る
こ
と
に
依
っ
て
い
る
。

ノ、、

イ

エ
ク
に
と
っ
て
「
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
と
い
う
言
葉
は
、

カ
ン
ト
派
の
「
思
惟
の
先
験
的
範
鴎
(
す
な
わ
ち
直
感
の
形
式
で
あ
る
空
間
と
時
間
)
」

と
同
じ
で
は
な
い
。

ハ
イ
エ
ク
に
と
っ
て
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
は
、
固
定
さ
れ
た
、
絶
対
的
な
、

そ
し
て
不
変
的
な
、
思
惟
の
形
式
で
は
な
い
。

わ
れ
わ
れ
が
他
の
人
び
と
の
意
識
的
行
為
と
見
な
す
も
の
に
つ
い
て
議
論
す
る
に
当
た
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
常
に
、
彼
ら
の
行

為
を
わ
れ
わ
れ
自
身
の
精
神
の
類
比
に
よ
っ
て
解
釈
す
る
。
す
な
わ
ち
、
単
に
わ
れ
わ
れ
自
身
の
精
神
に
関
す
る
知
識
か
ら

わ
れ
わ
れ
が
知
っ
て
い
る
種
類
や
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
、
彼
ら
の
行
為
、
そ
し
て
彼
ら
の
行
為
の
対
象
を
分
類
す
る
。
:
:
:
(
中
略
)



:
:
:
か
く
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
他
者
の
行
為
に
つ
い
て
実
際
に
分
か
っ
て
い
る
も
の
を
、
わ
れ
わ
れ
が
知
っ
て
い
る
、
諸
対
象

の
分
類
の
一
つ
の
シ
ス
テ
ム
を
こ
の
他
者
に
投
影
す
る
こ
と
で
、
常
に
補
う
の
で
あ
る
。
こ
の
対
象
の
分
類
の
シ
ス
テ
ム
は
、

わ
れ
わ
れ
が
他
者
を
観
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
る
も
の
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
自
身
に
つ
い
て
考
え
る
時
の
諸
分
類
に
置
き

(
胤
)

換
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
わ
れ
わ
れ
が
知
っ
て
い
る
シ
ス
テ
ム
な
の
で
あ
る
。

ハ
イ
エ
ク
は
、
普
遍
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
論
じ
る
時
は
、

一
九
四

0
年
代
の
彼
の
論
稿
に
お
い
て
さ
え
、
本
質
的
に
そ
れ
ら
普
遍
的
カ
テ
ゴ
リ

ハ
イ
エ
ク
は
、

カ
テ
ゴ
リ
ー
を
あ
る
種
の
経
験
的
に

ー
を
形
成
す
る
文
化
的
伝
統
の
文
脈
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。

繰
り
返
さ
れ
る
活
動
で
あ
る
「
わ
れ
わ
れ
の
思
考
の
既
存
の
パ
タ
ー
ン
」
と
同
一
視
す
る
。
し
た
が
っ
て
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
は
、
本
質
的
に
思

考
の
経
験
的
枠
組
み
な
の
で
あ
る
。
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
そ
れ
自
身
に
お
い
て
概
念
的
な
の
で
は
な
く
、
数
々
の
社
会
文
化
的
意
味
か
ら
構
成

さ
れ
る
概
念
を
作
る
さ
ま
ざ
ま
な
事
柄
で
あ
る
。

一
九
六

0
年
代
以
降
、

ハ
イ
エ
ク
は
こ
の
観
点
を
展
開
し
た
。
彼
は
行
動
規
範
を
人
間
の

カ
テ
ゴ
リ
ー
は
行
動
規
範
の
産
物
と
見
な
し
た
。
分
類
の
シ
ス
テ
ム
の
発
生
は
、
文
化
的
伝
統
の
内
部
の
行
動

規
範
に
従
っ
て
起
こ
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
他
者
の
意
図
ゃ
あ
る
文
化
的
伝
統
に
お
け
る
彼
ら
の
活
動
を
解
釈
す
る
時
、
わ
れ
わ
れ
は

わ
れ
わ
れ
の
思
考
の
慣
れ
た
パ
タ
ー
ン
に
従
っ
て
解
釈
す
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

知
識
の
真
の
源
泉
と
捉
え
、

ハ
イ
エ
ク
に
お
い
て
は
、
思
考
の
慣
れ
た
カ
テ
ゴ
リ
ー

は
既
存
の
慣
れ
た
パ
タ
ー
ン
で
あ
り
、
同
じ
文
化
的
伝
統
の
諸
個
人
に
よ
っ
て
共
有
さ
れ
る
、
思
考
の
性
向
(
島

8
2
5。
ロ
)
で
あ
る
。
こ

の
意
味
に
お
い
て
、
既
存
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
あ
る
所
与
の
伝
統
内
で
は
、
思
惟
の
普
遍
的
に
妥
当
な
枠
組
み
な
の
で
あ
る
。
換
言
す
る

と
、
わ
れ
わ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
精
神
が
同
じ
も
し
く
は
類
似
の
行
動
規
範
に
従
っ
て
形
成
さ
れ
る
限
り
、

そ
の
範
囲
で
、
他
の
人
々
を

理
解
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。

と
い
う
形
容
詞
は
、
決
し
て
人
類
の
全
て
の
精
神
に
と
っ
て
の
唯
一
か

し
た
が
っ
て
、

「
普
遍
的
」

の
よ
う
な
、
所
与
の
妥
当
な
何
か
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、

ハ
イ
エ
ク
の
一
九
四

0
年
代
の
論
稿
で
さ
え
、
知
識
の
普
遍
的
標
準
を
擁
護
し
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
の
で
あ
る
。

つ
同
一
の
構
造
を
示
唆
す
る
の
で
は
な
く
、
「
伝
統
」
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し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
こ
と
は
、

ハ
イ
エ
ク
が
相
対
主
義
者
だ
と
い
う
こ
と
を
示
唆
す
る
の
で
は
な
い
。
確
か
に
既
に
見
た
よ
う
に
、

ノ¥

イ
エ
ク
は
知
識
の
枠
組
み
は
一
つ
の
伝
統
か
ら
他
の
伝
統
へ
と
社
会
文
化
的
に
異
な
る
こ
と
を
認
め
る
。
こ
こ
で
相
対
主
義
と
は
、
全
て
の

490 

真
理
、
全
て
の
価
値
、

そ
し
て
行
動
ル

l
ル
の
全
て
の
規
範
が
相
対
的
で
あ
る
と
い
う
認
識
論
的
教
義
と
、
道
徳
判
断
に
は
絶
対
的
基
準
は

何
一
つ
と
し
て
春
在
し
な
い
と
い
う
道
徳
的
教
義
を
指
し
て
い
る
。
相
対
主
義
は
、
知
識
と
道
徳
の
相
対
的
見
解
だ
け
に
説
得
性
を
認
め
る

立
場
で
あ
る
。
換
言
す
る
と
、
相
対
主
義
は
、
理
性
を
介
し
て
の
み
客
観
性
を
獲
得
で
き
る
と
す
る
見
解
を
拒
否
す
る
。
確
か
に
ハ
イ
エ
ク

は
、
特
定
の
社
会
文
化
的
現
象
に
つ
い
て
の
通
文
化
的
(
口
。
ω中

g-E『
包
守
)
に
客
観
的
な
知
識
が
人
間
理
性
に
よ
っ
て
既
に
与
え
ら
れ
て

い
る
と
い
う
可
能
性
を
否
定
す
る
。
し
か
し
ハ
イ
エ
ク
は
、
個
人
間
の
相
互
作
用
に
関
す
る
社
会
的

2
2庁
箆
)
知
識
は
通
文
化
的
相
互
作

用
を
通
じ
て
広
く
共
有
さ
れ
た
知
識
へ
と
徐
々
に
発
展
す
る
、
と
主
張
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、

ハ
イ
エ
ク
が
相
対
主
義
者
で
あ
る
こ
と
を
意

味
し
な
い
。

ハ
イ
エ
ク
は
「
真
の
自
由
主
義
」
を
固
く
信
じ
た
の
で
あ
り
、
彼
の
信
奉
す
る
自
由
主
義
が
他
の
政
治
哲
学
や
政
治
思
想
と
同

程
度
に
好
ま
し
い
な
ど
と
は
決
し
て
信
じ
な
か
っ
た
。
他
の
思
想
の
伝
統
の
善
さ
を
認
め
つ
つ
も
、
自
分
自
身
の
立
場
に
深
く
傾
倒
し
確
固

と
し
た
信
頼
を
置
く
こ
と
は
、
十
分
可
能
な
こ
と
で
あ
る
。

ハ
イ
エ
ク
は
相
対
主
義
を
受
け
入
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
。
し
か
し
彼
は
、
「
文
化
と
精
神
の
全
て
の
現
象
に
関
す
る
、
進
化
論
的
解
側
」

と
伝
統
主
義
者
的
解
釈
の
有
効
性
に
は
信
服
し
て
い
た
。
こ
の
解
釈
は
、
世
界
に
つ
い
て
の
知
識
の
進
歩
は
(
行
動
規
範
と
し
て
の
)
文
化

伝
統
と
同
じ
く
ら
い
の
多
く
の
種
類
の
進
歩
が
存
在
し
、

的
伝
統
内
に
組
み
込
ま
れ
た
諸
規
範
に
よ
っ
て
根
本
的
に
影
響
を
受
け
導
か
れ
る
、
と
い
う
見
解
で
あ
る
。
こ
の
見
解
は
、
異
な
る
文
化
的

そ
れ
ら
伝
統
の
究
極
的
立
場
は
人
間
の
生
の
重
要
な
事
柄
に
関
し
て
通
約
不
可
能

だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
ハ
イ
エ
ク
は
、
歴
史
主
義
と
相
対
主
義
を
真
に
実
践
的
な
危
倶
と
み
な
さ
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
ら
は
理

論
的
危
倶
で
あ
る
。
理
論
的
に
一
吉
守
え
ば
、
歴
史
主
義
と
相
対
主
義
は
わ
れ
わ
れ
が
人
間
の
歴
史
を
理
解
す
る
こ
と
を
ほ
と
ん
ど
不
可
能
に
す

る
。
そ
れ
ら
は
社
会
的
現
象
の
理
解
に
緩
く
適
用
さ
れ
た
科
学
主
義
の
ふ
り
を
し
た
合
理
主
義
で
あ
る
。
そ
の
上
、
そ
の
よ
う
な
科
学
主
義

的
合
理
主
義
が
も
た
ら
す
も
の
は
、
現
代
的
神
人
同
形
向
性
論
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。

か
く
し
て
ハ
イ
エ
ク
は
、
(
歴
史
)
相
対
主
義



を
「
現
代
科
学
の
発
駒
」
に
と
っ
て
妨
害
か
つ
有
害
で
あ
る
と
見
な
れ
)
。

ハ
イ
エ
ク
は
、
人
間
理
性
は
、

よ
り
優
位
な
伝
統
の
理
性
に
基

づ
い
て
、
衝
突
し
合
う
文
化
的
諸
伝
統
聞
の
事
柄
を
裁
断
す
る
こ
と
は
可
能
で
は
な
い
、
と
言
う
。
現
在
も
世
界
に
は
、
相
互
に
衝
突
す
る
、

多
く
の
異
な
る
思
想
の
伝
統
が
存
在
し
て
い
る
が
、

ハ
イ
エ
ク
が
擁
護
す
る
自
由
主
義
は
そ
れ
ら
伝
統
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
。
自
由
に
行
使

さ
れ
る
社
会
文
化
的
相
互
作
用
は
、
あ
る
文
化
的
伝
統
が
、
他
の
伝
統
の
社
会
文
化
的
諸
意
味
を
理
解
で
き
な
い
状
態
か
ら
、
自
分
自
身
の

言
葉
で
そ
れ
ら
を
理
解
し
始
め
ら
れ
る
状
態
に
ま
で
変
化
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
し
か
し
、
西
洋
精
神
の
歴
史
に
お
い
て
伝
統
的
に
公

平
な
裁
判
者
と
信
じ
ら
れ
て
き
た
、
神
人
同
形
向
性
論
化
な
い
し
は
神
格
化
さ
れ
た
理
性
を
根
本
か
ら
否
定
す
れ
ば
、
二
つ
の
文
化
的
伝
統

の
聞
の
意
見
の
衝
突
や
不
一
致
に
関
し
て
、
こ
れ
ら
伝
統
の
外
部
で
問
題
が
中
立
的
に
あ
る
い
は
客
観
的
に
解
決
さ
れ
る
こ
と
は
も
は
や
な

い
と
い
う
危
倶
を
惹
起
す
る
だ
ろ
う
。
理
性
が
中
立
的
な
立
場
で
諸
伝
統
間
の
諸
問
題
を
裁
断
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
し
か
も
ハ
イ
エ
ク
が
、

規
範
性
と
合
理
性
、
あ
る
文
化
的
伝
統
と
概
念
的
枠
組
み
と
の
間
の
伝
統
的
な
結
び
つ
き
を
緩
め
る
の
で
あ
れ
ば
、

ハ
イ
エ
ク
は
諸
伝
統
間

の
通
約
不
可
能
性
の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
対
処
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
当
然
浮
上
す
る
こ
の
疑
問
は
、
本
稿
の
関
心
の
範
障
を
超
え
て
い
る
の

で
、
こ
こ
で
は
触
れ
ら
れ
な
い
。
こ
こ
で
は
ハ
イ
エ
ク
が
(
歴
史
)
相
対
主
義
を
排
斥
し
た
と
い
う
点
を
強
調
す
る
こ
と
で
十
分
で
あ
る
。

ハ
イ
エ
ク
の
〈
理
論
と
し
て
の
歴
史
概
念
〉
に
言
及
す
る
際
に
は
、

そ
れ
を
普
遍
主
義
的
で
も
な
く
相
対
主
義
的
で
も
な
い
観
点
か
ら
眺

め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
既
に
見
た
よ
う
に
、
理
論
形
成
は

「
抽
象
な
る
も
の
の
優
位
性
」
と
い
う
観
点
か
ら
生
じ
る
。

そ
し
て
理
論
を
形

成
す
る
こ
と
で
、
歴
史
家
は
歴
史
的
諸
出
来
事
の
聞
の
諸
関
係
を
理
解
す
る
こ
と
を
試
み
る
。
そ
れ
ら
出
来
事
の
歴
史
性
は
特
定
の
場
所
と

時
間
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
社
会
文
化
的
諸
意
味
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
。
こ
の
観
点
の
中
心
的
な
主
張
は
、
社
会
文
化
的
諸
出
来
事
の
歴
史
的

に
的
確
性
を
認
め
ら
れ
る
一
定
の
局
面
を
選
抜
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
出
来
事
の
論
理
的
に
関
連
す
る
諸
意
味
を
説
明
す
る
あ
る
理

論
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
論
理
的
に
結
び
つ
い
た
諸
意
味
は
文
化
的
伝
統
の
地
平
の
内
部
で
普
遍
的
に
認

知
可
能
な
の
で
あ
る
。

い
く
ら
か
混
乱
し
た
仕
方
で
ハ
イ
エ
ク
は
、
二
つ
以
上
の
異
な
る
歴
史
的
出
来
事
を
歴
史
的
に
関
連
づ
け
る
も
の

は
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
共
有
さ
れ
る
同
じ
合
理
性
で
は
な
い
、
と
主
張
す
る
。

ハ
イ
エ
ク
は
、
あ
る
歴
史
的
出
来
事
の
合
理
性
は
同
じ
伝
統
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の
中
の
同
じ
合
理
性
を
有
す
る
別
の
歴
史
的
出
来
事
に
必
然
的
に
関
係
し
て
い
る
、
と
い
う
考
え
を
否
定
す
る
。

ハ
イ
エ
ク
に
と
っ
て
、
も

の
ご
と
は
固
定
し
た
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
意
味
と
は
、
あ
る
も
の
ご
と
の
一
つ
の
性
質
で
は
な
く
、
所
与
の
秩
序

(
山
)

の
中
を
占
め
る
一
つ
の
場
あ
る
い
は
位
置
な
の
で
あ
る
。
あ
る
も
の
ご
と
や
出
来
事
に
歴
史
的
意
味
を
与
え
る
の
は
誰
あ
る
い
は
何
で
あ
ろ

492 

う
か
。

ハ
イ
エ
ク
に
よ
れ
ば
、
歴
史
家
こ
そ
が
具
体
的
諸
事
象
と
諸
出
来
事
の
あ
る
一
定
の
諸
局
面
を
歴
史
的
局
面
で
あ
る
と
確
定
す
る
。

歴
史
家
は
、
異
な
る
二
つ
の
伝
統
が
、
既
存
の
行
動
規
範
の
経
験
と
、
新
た
な
行
動
規
範
へ
の
あ
る
一
定
度
の
適
応
に
お
い
て
互
い
に
遭
遇

す
る
時
、

一
つ
の
伝
統
の
中
で
起
き
て
い
る
あ
る
出
来
事
と
別
の
伝
統
の
中
で
起
き
て
い
る
あ
る
出
来
事
と
の
関
連
を
見
出
し
さ
え
す
る
。

」
の
場
合
、
歴
史
家
は
、

一
つ
の
全
体
と
し
て
の
通
文
化
的
遭
遇
か
ら
歴
史
的
局
面
を
選
抜
す
る
。
し
か
し
歴
史
家
は
歴
史
的
関
連
性
を
推

論
す
る
だ
け
で
あ
る
。

そ
う
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
歴
史
家
は
、
あ
た
か
も
彼
あ
る
い
は
彼
女
が
そ
の
よ
う
な
遭
遇
を
所
与
の
対
象
と
し
て

叙
述
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
こ
の
歴
史
的
局
面
を
叙
述
し
よ
う
な
ど
と
す
る
の
で
は
な
い
。

時
間
的
実
在
か
ら
選
抜
さ
れ
抽
象
化
さ
れ
た
諸
局
面
は
、

そ
れ
ら
自
身
歴
史
な
の
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
局
面
は
、
こ
れ
ら
の
局
面
を
歴

史
と
し
て
再
構
成
す
る
理
論
を
要
請
す
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
歴
史
は
理
論
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
理
論
が
取
り
組
む
抽
象
化
さ
れ

た
諸
局
面
は
当
該
の
出
来
事
の
歴
史
的
諸
構
成
要
素
な
の
で
あ
る
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
歴
史
と
は
、
あ
る
文
化
的
伝
統
に
お
い
て
生

じ
て
い
る
あ
る
社
会
文
化
的
出
来
事
の
歴
史
的
に
重
要
な
意
味
に
基
礎
を
お
く
理
論
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
歴
史
は
時
間
的
実
在
の
あ
る

一
定
の
局
面
の
知
的
再
構
成
を
介
し
て
接
近
で
き
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

6 

進
歩
と
し
て
の
歴
史

前
節
で
は
、

ハ
イ
エ
ク
が
、
歴
史
的
意
味
を
、
わ
れ
わ
れ
が
生
に
お
い
て
経
験
す
る
事
実
の
豊
健
闘
な
実
在
か
ら
抽
象
化
さ
れ
た
社
会
文
化



的
局
面
と
同
一
視
す
る
こ
と
を
見
た
。
換
言
す
れ
ば
、

ハ
イ
エ
ク
は
、
時
間
的
実
在
の
社
会
文
化
的
局
面
と
は
別
個
の
も
の
と
し
て
の
、

わ
ゆ
る
歴
史
的
局
面
を
暗
黙
の
う
ち
に
否
認
す
る
。
し
か
し
彼
は
実
際
そ
う
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ハ
イ
エ
ク
が
否
定
す
る
の
は
、
歴
史
家
は
、
何
か
具
体
的
な
も
の
に
直
接
的
注
意
を
払
う
こ
と
に
よ
り
、
あ
る
全
体
と
し
て
の
実
在
の
光

景
を
再
構
築
す
る
こ
と
を
探
求
す
る
。
歴
史
家
は
あ
る
具
体
的
な
も
の
ご
と
や
出
来
事
を
経
験
的
実
在
そ
れ
自
身
の
歴
史
的
局
面
で
あ
る
と

考
え
る
。
歴
史
的
局
面
は
、
具
体
的
な
「
何
か
」
に
で
は
な
く
、
社
会
的
文
化
的
諸
事
実
に
つ
い
て
の
「
い
か
に
」
に
だ
け
に
関
係
し
て
い

る
、
と
ハ
イ
エ
ク
は
言
う
。
彼
は
、
あ
る
具
体
的
出
来
事
、
た
と
え
ば
ウ
ォ

l
タ
ル
!
の
戦
い
は
、
歴
史
的
局
面
に
加
え
て
そ
の
他
の
諸
局

面
も
持
っ
て
い
る
、
と
注
意
深
く
述
べ
る
。
し
か
し
ハ
イ
エ
ク
は
、
あ
る
整
合
的
な
秩
序
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
局
面
が
ど
の
よ
う
に
編
成
さ

(
山
)

れ
る
か
を
決
し
て
説
明
し
な
い
の
で
は
あ
る
が
。
と
は
い
え
、

ハ
イ
エ
ク
は
、
(
歴
史
相
対
主
義
を
含
め
た
)
歴
史
主
義
は
経
験
的
実
在
の

全
体
性
を
、
歴
史
に
関
す
る
合
理
的
に
理
解
可
能
な
諸
法
則
を
発
見
す
る
た
め
の
合
理
的
論
理
的
局
面
に
還
元
す
る
、
と
指
摘
す
る
。
こ
の

こ
と
は
、
歴
史
主
義
が
時
間
的
経
験
の
あ
る
特
定
の
局
面
の
絶
対
化
に
帰
着
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
歴
史
主
義
は
あ
る
種

の
還
元
主
義
な
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
歴
史
主
義
は
、
歴
史
は
生
物
学
な
い
し
遺
伝
学
に
置
き
換
え
て
叙
述
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
誤
っ
た
考
え
に
起
因
す

る
。
歴
史
主
義
は
、
文
化
的
進
化
と
生
物
学
的
あ
る
い
は
遺
伝
子
学
的
進
化
を
混
同
し
、
そ
の
た
め
文
化
的
進
歩
が
「
歴
史
的
発
展
の
必
然

的
諸
法
則
)
」
を
有
す
る
と
い
う
誤
っ
た
主
張
を
展
開
す
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
歴
史
主
義
は
歴
史
学
を
自
然
科
学
と
同
じ
よ
う
に
考
え
て

し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
歴
史
科
学
は
進
歩
も
し
く
は
進
化
の
科
学
で
あ
る
。

(
出
)

と
言
う
こ
と
を
注
意
深
く
避
け
た
」
こ
と
に
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

ハ
イ
エ
ク
が
、
「
進
化
が
進
歩
と
全
く
同
じ
で
あ
る

ハ
イ
エ
ク
の
最
後
の
著
作
『
致
命
的
な
思
い
上
が
り
』
(
豆
、

ハ
イ
エ
ク
は
、
学
習
に
よ
る
文
化
的
継
承
と
遺
伝
に
よ
る
生
物
的
継
承
を
明
確
に
区
別
し
、
歴
史
主
義
は
前
者

(
山
)

す
な
わ
ち
個
体
発
生
と
後
者
す
な
わ
ち
系
統
発
生
と
を
混
同
す
る
、
と
論
じ
る
。
個
体
発
生
論
は
「
実
に
細
胞
の
ゲ
ノ
ム
に
組
み
込
ま
れ
た

生
得
的
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
っ
て
用
意
さ
れ
た
何
か
で
あ
る
、
諸
国
体
の
あ
ら
か
じ
め
決
め
ら
れ
た
発
達
」
を
扱
い
、
「
対
照
的
に
、
系
統

司
令
官
町
内

S
R
S
の
中
で
、

しh
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発
生
論
は
:
:
:
種
あ
る
い
は
類
型
の
進
化
論
的
歴
賦
」
を
扱
う
。

ハ
イ
エ
ク
に
よ
れ
ば
、
系
統
発
生
論
は
、
未
来
を
見
通
せ
ら
れ
る
諸
法
則

を
持
っ
て
い
な
い
。
歴
史
主
義
は
諸
歴
史
法
則
の
妥
当
性
を
個
体
発
生
論
か
ら
導
き
出
そ
う
と
試
み
る
。
し
か
し
ハ
イ
エ
ク
は
、
歴
史
的
進

494 

化
は
系
統
発
生
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
断
言
す
る
。

か
く
し
て
、
歴
史
家
の
発
生
学
的
観
点
を
生
物
学
者
の
発
生
学
的
観
点
か
ら
区
別
す
る
も
の
は
系
統
発
生
論
的
観
点
で
あ
る
と
い
う
。
ま

さ
に
多
く
の
現
代
の
哲
学
者
た
ち
が
適
切
な
歴
史
的
科
学
的
観
点
と
発
生
学
的
な
自
然
科
学
と
の
境
界
を
画
定
す
る
よ
う
に
、

ハ
イ
エ
ク

有
で
あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
、

は
、
自
然
的
世
界
と
形
而
上
学
的
世
界
に
加
え
、
文
化
の
概
念
を
「
第
三
の
世
界
」
と
し
て
受
け
入
れ
る
。
系
統
発
生
は
文
化
的
発
展
に
特

ハ
イ
エ
ク
は
そ
れ
を
自
生
的
社
会
秩
序
な
い
し
は
文
化
的
伝
統
の
進
歩
と
し
て
表
現
す
る
。
系
統
発
生
は
、

動
物
的
存
在
の
次
元
を
超
え
る
全
て
の
も
の
を
含
む
人
間
文
化
に
特
有
な
現
象
で
あ
る
。
人
間
文
化
に
は
、
人
間
存
在
の
言
語
的
・
経
済

的
・
芸
術
的
・
道
徳
的
・
宗
教
的
次
元
が
あ
り
、
結
婚
と
家
族
の
社
会
的
制
度
、
政
治
的
諸
制
度
、
そ
し
て
慣
習
的
な
社
会
的
や
り
取
り
や

(
国
)

交
渉
を
含
ん
で
い
る
。
「
今
や
人
間
を
他
の
動
物
か
ら
区
別
す
る
の
は
、
ま
さ
し
く
人
間
だ
け
が
通
っ
た
こ
の
文
化
的
進
化
で
あ
る
」
。

歴
史
主
義
は
文
化
的
進
化
と
い
う
意
味
に
お
い
て
歴
史
を
理
解
し
な
い
と
し
て
、
ハ
イ
エ
ク
は
歴
史
主
義
を
厳
し
く
批
判
す
る
。
歴
史
主

義
は
、
あ
る
支
配
的
な
様
相
で
あ
る
、
形
成
の
あ
る
文
化
的
様
相
を
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
と
い
う
。
と
い
う
の
も
、
歴
史
主
義

は
、
あ
る
生
体
の
自
然
な
進
歩
の
視
点
か
ら
、
歴
史
的
進
歩
の
発
生
的
な
い
し
有
機
的
な
特
徴
を
強
調
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
歴

史
主
義
は
、
誕
生
期
・
発
展
期
・
成
熟
期
・
衰
退
期
と
い
う
、
も
っ
ぱ
ら
生
物
的
に
あ
ら
か
じ
め
決
定
さ
れ
た
時
期
と
の
類
比
を
も
っ
て
、

(
道
徳
的
行
動
規
範
を
含
む
)
文
化
的
伝
統
の
進
歩
を
理
解
す
る
。
し
か
し
ハ
イ
エ
ク
は
、
そ
の
類
比
は
、
少
数
の
指
導
者
た
ち
に
護
ら
れ

た
、
変
化
を
嫌
う
硬
直
し
た
文
化
的
伝
統
に
お
い
て
の
み
見
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
言
う
。
確
か
に
、
そ
の
よ
う
な
柔
軟
さ
に
欠
け
た
伝
統

に
お
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
権
力
と
、
そ
れ
ら
権
力
を
行
使
す
る
手
段
が
こ
れ
ら
の
指
導
者
の
手
に
集
中
す
る
傾
向
に
あ
る
。
そ
し
て
こ
の

よ
う
な
文
化
的
伝
統
は
全
体
主
義
的
あ
る
い
は
社
会
主
義
的
様
相
を
帯
び
る
傾
向
が
強
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
も
し
も
こ
の
よ
う
な
文
化
的

伝
統
と
他
の
文
化
的
諸
伝
統
と
の
聞
に
交
流
が
全
く
な
け
れ
ば
、
そ
し
て
も
し
そ
の
文
化
的
伝
統
の
進
歩
が
そ
の
伝
統
自
身
の
内
部
だ
け
に



留
ま
る
の
で
あ
れ
ば
、

そ
の
伝
統
の
存
在
の
存
続
は
は
か
ら
ず
も
生
物
学
的
に
類
比
的
な
(
誕
生
期
・
青
年
期
・
成
熟
期
・
衰
退
期
の
)
プ

ロ
セ
ス
を
反
映
す
る
だ
ろ
う
。
も
し
こ
の
こ
と
が
、
閉
ざ
さ
れ
た
文
化
的
伝
統
に
お
い
て
歴
史
が
進
歩
す
る
仕
方
で
あ
る
な
ら
ば
、
オ
ス
ワ

ル
ド
・
ス
ペ
ン
グ
ラ

1
が
言
っ
た
よ
う
は
、
そ
の
伝
統
は
衰
退
を
免
れ
得
な
い
運
命
に
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
歴
史
主
義
は
進

歩
の
限
ら
れ
た
概
念
し
か
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
ハ
イ
エ
ク
は
言
う
。
な
ぜ
な
ら
、

そ
の
よ
う
な
歴
史
主
義
は
、
原
則
と
し
て
、
歴

史
を
把
握
す
る
能
力
が
本
質
的
に
限
ら
れ
て
い
る
人
間
理
性
に
基
礎
を
置
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
歴
史
は
、
人
間
の
精
神
に
よ
っ
て
、
恋

ハ
イ
エ
ク
に
と
っ
て
進
歩
と
し
て
の
歴
史
は
、
合
理
的
に
考
え
ら
れ
る
文
化
的
形
成
を
理

解
す
る
、
限
定
的
な
進
歩
を
意
味
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
進
歩
と
は
、
運
動
の
た
め
の
運
動
で
あ
る
」
。

「
超
人
格
的

2
8
9唱。『
ω
。
ロ
巳
)
」
か
つ
超
窓
意
的
規
範
で
あ
る
。
あ
る
フ
ェ
イ
ス
・
ト
ゥ
・
フ
ェ
イ
ス
の

意
的
に
進
歩
と
し
て
設
計
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

限
定
さ
れ
た
文
化
的
進
歩
は

社
会
が
よ
り
繁
栄
し
て
い
る
文
明
と
遭
遇
し
交
流
す
る
に
伴
っ
て
現
れ
始
め
た
こ
の
よ
う
な
規
範
は
、
硬
直
し
た
伝
統
的
諸
規
範
の
い
く
つ

か
を
壊
し
、
繁
栄
を
も
た
ら
し
た
新
し
い
諸
規
範
を
受
容
し
た
の
だ
、
と
ハ
イ
エ
ク
は
論
じ
る
。
こ
れ
ら
新
た
に
習
得
さ
れ
た
諸
規
範
の
利

点
を
実
際
に
理
解
す
る
こ
と
な
し
で
、
閉
じ
ら
れ
た
フ
ェ
イ
ス
・
ト
ゥ
・
フ
ェ
イ
ス
社
会
は
、

よ
り
多
く
の
文
明
と
出
会
う
こ
と
に
よ
り
、

そ
の
諸
規
範
の
適
用
範
囲
を
拡
張
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
遭
遇
は
計
画
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。
文
化
的
伝
統
の
存
続
は
ま
す
ま
す
道
徳

行
動
規
範
に
依
存
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
、
と
ハ
イ
エ
ク
は
言
う
。
「
か
く
し
て
諸
行
動
規
範
の
文
化
的
伝
統
は
、
そ
れ
ら
を
習
得
し
た

(
悶
)

ど
の
個
人
か
ら
も
独
立
し
て
存
在
し
て
お
り
、
人
間
の
生
を
支
配
し
始
め
た
」
。
こ
れ
は
、
フ
ェ
イ
ス
・
ト
ゥ
・
フ
ェ
イ
ス
社
会
か
ら
開
か

れ
た
社
会
ヘ
、
あ
る
い
は
カ

1
ル
・
ポ
パ

1
の
言
葉
を
援
用
す
れ
ば
、
「
抽
象
的
社
会
事

5
2
z
b
)」
i

「
も
は
や
知
ら
れ
て
い
る

人
び
と
の
知
ら
れ
て
い
る
ニ

l
ズ
で
は
な
く
て
、
抽
象
的
諸
規
範
と
非
人
格
的
諸
合
図
だ
け
が
見
知
ら
ぬ
人
び
と
に
対
す
る
行
動
を
導
く

社
会
」

1

ー
へ
の
移
行
の
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
聞
か
れ
た
文
化
(
あ
る
い
は
、
「
偉
大
な
社
会
(
の
湾
民
営
巳

oq)」
)
の
時
代
、

通
の
諸
価
値
が
、
達
成
さ
れ
る
べ
き
具
体
的
な
諸
対
象
で
な
く
、
等
し
く
抽
象
的
な
あ
る
秩
序
の
持
続
的
な
保
全
(
を
保
障
す
る
)
唯
一
共

つ
ま
り
「
聞
か
れ
た
自
由
な
社
会
の
唯
一
共
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通
の
抽
象
的
行
動
規
範
で
あ
る
時
代
に
生
き
て
い
る
」
。
共
通
の
抽
象
的
行
動
規
範
こ
そ
が
文
化
的
進
歩
を
保
障
す
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、

文
化
的
進
歩
は
、
異
な
る
文
化
的
諸
伝
統
間
の
自
由
な
交
流
な
し
で
は
、
も
は
や
可
能
で
は
な
い
。
こ
う
ハ
イ
エ
ク
は
論
じ
る
。
し
た
が
っ

(
即
)

て
、
ハ
イ
エ
ク
に
と
っ
て
歴
史
は
文
化
的
進
歩
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
「
文
明
の
歴
史
は
進
歩
:
・
の
説
明
で
あ
る
」
。
そ
し
て
、
文
化
的
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諸
伝
統
聞
の
自
由
な
交
流
は
、
進
歩
と
し
て
の
歴
史
の
不
可
欠
な
教
練
で
あ
り
、
人
間
文
化
の
進
歩
に
と
っ
て
一
つ
の
決
定
的
条
件
な
の
で

あ
る
。ハ

イ
エ
ク
の
歴
史
概
念
は
、
自
然
界
に
対
し
て
人
間
文
化
の
歴
史
的
プ
ロ
セ
ス
を
初
め
て
措
定
し
た
ヴ
イ
坊
の
よ
う
な
近
現
代
の
哲
学
者

た
ち
の
歴
史
概
念
と
は
大
変
異
な
る
。
ヴ
ィ
コ
は
、
人
間
の
現
実
の
中
心
は
歴
史
、
す
な
わ
ち
時
間
を
永
遠
な
青
白
石
)
に
結
び
付
け
る
プ

ラ
ト
ン
的
な
関
係
づ
け
で
あ
る
、
と
考
え
た
。
ヴ
ィ
コ
と
は
異
な
っ
て
、
ハ
イ
エ
ク
は
、
諸
国
家
の
盛
衰
の
背
後
に
、
あ
る
永
遠
の
理
想
的

な
歴
史
が
存
在
す
る
、
と
い
う
考
え
を
拒
否
し
た
。

ハ
イ
エ
ク
に
と
っ
て
の
歴
史
は
、
人
間
文
化
の
発
展
で
あ
る
。

ハ
イ
エ
ク
は
、
こ
の
発

規
範
の
文
化
的
進
化
に
帰
属
さ
せ
る
。

の
よ
う
に
見
え
る
。
そ
れ
は
、

展
の
諸
原
理
を
、
あ
る
永
遠
の
理
想
的
な
歴
史
に
で
は
な
く
、
実
践
理
性
に
で
も
な
く
、
あ
る
文
化
的
伝
統
の
内
部
に
組
み
込
ま
れ
た
行
動

ハ
イ
エ
ク
は
、
人
間
文
化
を
人
間
の
社
会
全
体
と
同
一
視
す
る
か

し
か
し
、
ヴ
ィ
コ
の
よ
う
に
、

ハ
イ
エ
ク
が
、
文
化
の
概
念
と
社
会
の
概
念
と
を
互
換
的
に
使
用
す
る
か
ら
と
い
う
理
由
だ
け
で
は
な
く
、

よ
り
重
要
な
こ
と
に
、

そ
れ
ら
を
人
間
行
動
の
世
界
と
同
一
視
す
る
か
ら
で
あ
る
。
す
べ
て
の
主
義
は
完
全
な
時
間
的
実
在
を
伴
っ
た
経

験
的
実
在
の
あ
る
特
定
の
局
面
の
同
一
化
に
起
因
す
る
、

と
ハ
イ
エ
ク
が
言
お
う
し
て
い
る
と
仮
定
す
れ
ば
、
依
然
と
し
て
彼
は
彼
自
身

あ
る
種
の
還
元
主
義
に
屈
し
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
。

ハ
イ
エ
ク
は
文
化
的
伝
統
な
い
し
道
徳
行
動
規
範
を
、
形
而
上
学
的
世
界
と
自
然
界

と
に
対
崎
さ
せ
、
前
者
を
神
人
同
形
向
性
論
的
設
計
と
し
て
退
け
る
。
西
洋
精
神
の
伝
統
的
な
聖
な
る
超
越
的
世
界
を
行
動
規
範
の
伝
統

(
可
注
目
民
。
ロ
ム
包

g
g
-
2
。ご

E
B
8
8包
ロ
♀
)
に
よ
っ
て
置
き
換
え
た
こ
と
で
、

で
置
き
換
え
た
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、

ハ
イ
エ
ク
は
超
越
的
根
拠
(
ミ
ミ
h
g
p漫
な
)
を
行
動
規
範

ハ
イ
エ
ク
は
、
超
越
的
根
拠
を
、
ど
の
よ
う
な
意
思
や
理
性
か
ら
も
設
計

の
経
験
的
「
知
性
」

さ
れ
な
い
と
意
味
で
は
自
然
的
世
界

(SHS)
と
性
格
を
同
じ
く
す
る
時
間
的
経
験
的
世
界
で
あ
る
自
生
的
行
動
規
範
に
、
還
元
し
た
の



だ
と
言
え
る
。

ハ
イ
エ
ク
は
、
彼
の
、
進
歩
し
て
の
歴
史
理
論
に
お
い
て
、
時
間
的
経
験
的
世
界
を
超
越
し
そ
れ
に
存
在
根
拠
を
与
え
る
、

西
洋
の
思
惟
に
伝
統
的
な
、
超
越
的
根
拠
と
い
う
考
え
を
排
除
し
た
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
自
生
的
行
動
規
範
(
あ
る
い
は
自
生
的
社
会

秩
序
)
は
、

そ
れ
自
身
以
外
の
何
か
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
自
ら
の
進
歩
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
自
生
的
行
動
規
範
は
、
自
己
根
拠
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
自
律
を
獲
得
す
る
に
至
る
。

7 

お
わ
り
に

近
代
が
も
た
ら
し
た
進
歩
し
て
の
歴
史
の
概
念
は
、
西
洋
文
明
は
世
界
の
歴
史
の
中
心
で
あ
り
世
界
の
基
準
で
あ
る
と
い
う
近
代
の
信
仰

が
今
や
崩
壊
し
て
い
く
中
で
、
歴
史
主
義
と
歴
史
相
対
主
義
へ
と
凋
落
し
て
い
る
。
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
は
こ
の
潮
流
を
よ
り
鮮
明
化
し
具

現
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
信
仰
の
崩
壊
は
、
世
界
の
歴
史
の
終
意
が
成
就
す
る
最
終
段
階
に
西
洋
文
明
が
到
達
す
る
だ
ろ
う
、
と
い
う

こ
と
を
合
意
し
て
い
る
。
歴
史
主
義
は
終
意
へ
の
プ
ロ
セ
ス
を
合
理
化
し
、
歴
史
相
対
主
義
は
そ
れ
を
削
除
し
た
。

ハ
イ
エ
ク
も
ま
た
、
歴
史
主
義
は
あ
る
文
化
的
伝
統
の
進
歩
を
歴
史
に
つ
い
て
合
理
的
に
理
解
可
能
な
諸
法
則
だ
け
に
基
礎
づ
け
る
こ
と

を
試
み
る
設
計
主
義
的
合
理
主
義
的
衝
動
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
歴
史
主
義
を
否
定
す
る
と
共
に
、
歴
史
の
終
罵
と
目
的
と
い

う
考
え
を
も
拒
否
し
た
の
で
あ
る
。

ハ
イ
エ
ク
は
そ
の
衝
動
の
中
に
神
人
同
形
向
性
論
を
見
て
取
っ
た
の
で
あ
る
。

ハ
イ
エ
ク
に

そ
の
上
、

と
っ
て
、

ど
の
よ
う
な
形
の
神
人
同
形
向
性
論
で
あ
っ
て
も
、

そ
れ
は
時
間
的
実
在
を
凌
駕
す
る
超
越
的
実
在
に
よ
る
支
配
の
形
而
上
学

的
残
余
で
し
か
な
い
。
歴
史
主
義
は
諸
個
人
の
理
性
を
包
摂
す
る
人
格
化
さ
れ
た
理
性
(
同

g
gロ
)
の
観
念
を
暗
黙
の
う
ち
に
受
け
入
れ
た
、

と
ハ
イ
エ
ク
は
主
張
し
た
。
こ
れ
は
、
普
遍
的
理
性
は
、
諸
個
人
か
ら
独
立
し
て
お
り
、
彼
ら
を
包
括
す
る
か
ら
、
全
体
と
し
て
の
社
会
を

合
理
的
に
統
制
で
き
る
、
と
い
う
観
念
で
あ
る
。
近
代
に
お
い
て
、
神
人
同
形
向
性
論
の
高
ま
り
に
対
抗
し
て
西
洋
の
思
想
の
伝
統
の
中
に
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あ
る
反
動
が
生
ま
れ
た
、

と
ハ
イ
エ
ク
は
強
く
主
張
し
た
。
こ
の
伝
統
は
人
間
の
行
為
の
世
界
に
真
実
を
探
し
求
め
た
。
近
代
の
哲
学
者
た

一
般
的
に
、
人
間
の
行
動
の
世
界
と
し
て
の
時
間
的
実
在
を
、
自
然
と
超
越
的
神
か
ら
明
確
に
切
り
離
し
て
論
じ
る
の
を
試
み
た
。

498 

ち
は
、

そ
し
て
、
こ
の
試
み
は
、
そ
の
分
離
の
た
め
の
中
心
的
基
準
と
し
て
、
文
化
的
進
歩
の
概
念
を
受
け
入
れ
る
結
果
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
進

歩
と
い
う
新
た
な
地
平
は
、
西
洋
啓
蒙
主
義
の
伝
統
に
お
い
て
唯
一
の
時
間
的
実
在
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

ハ
イ
エ
ク
も
ま
た
、
時
間
的
実
在
を
文
化
的
進
歩
と
捉
え
た
。
ハ
イ
エ
ク
は
、
文
化
的
進
歩
と
し
て
の
歴
史
の
概
念
は
、
彼
が
理
解
す
る

上
で
の
歴
史
主
義
と
歴
史
相
対
主
義
を
克
服
す
る
の
だ
と
考
え
た
。
彼
の
歴
史
主
義
批
判
の
中
心
は
、
歴
史
主
義
は
神
人
同
形
向
性
論
的
還

元
主
義
を
具
現
化
す
る
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
神
人
同
形
向
性
論
的
還
元
主
義
と
い
う
言
葉
で
私
が
意
味
す
る
の
は
、
実
在
の
論
理
的
あ
る

い
は
合
理
的
局
面
の
絶
対
化
で
あ
り
、
同
時
に
、
こ
の
絶
対
化
と
、
全
体
と
し
て
の
経
験
的
実
在
の
理
解
に
と
っ
て
の
根
拠
と
し
て
の
権
力

を
裏
書
す
る
理
性
の
権
威
的
権
力
と
の
同
一
化
で
あ
る
。
そ
し
て
、
理
性
は
非
時
間
的

(ω
常

5
3円

ω乙
で
あ
る
。
歴
史
主
義
の
視
座
は
、
巨

つ
ま
り
、
歴
史
主
義
は
、
あ
る
種
の
、
神
の
目
の
見
地
(
の
急
ザ

0
3

視
的
な
見
地
、
す
な
わ
ち
時
間
的
実
在
の
外
部
か
ら
の
見
地
で
あ
る
。

乱
。
当
)
を
努
第
さ
せ
る
。

ハ
イ
エ
ク
は
こ
の
神
の
目
の
見
地
を
超
自
然
的
・
超
越
的
原
型
宏
、
。
芯
)
へ
の
西
洋
の
信
仰
の
残
余
、
す
な
わ
ち
、
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て

は
理
性
に
内
在
す
る
神
性
、

ホ
ッ
プ
ス
の
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
、

ル
ソ

l
の
一
般
意
思
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
は
自
律
的
人
間
理
性
、

そ
し
て
へ

ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は
絶
対
精
神
の
よ
う
な
超
越
者
的
残
余
で
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
ハ
イ
エ
ク
に
よ
れ
ば
、
根
拠
づ
け
を
行
う
超
越

者
的
な
る
も
の
を
全
て
排
斥
す
る
企
図
こ
そ
が
、
本
有
的
に
近
代
政
治
哲
学
と
道
徳
哲
学
の
業
績
で
あ
つ
わ
)
。
そ
こ
で
ハ
イ
エ
ク
が
企
図

し
た
こ
と
は
、
経
験
的
時
間
的
世
界
に
根
拠
を
与
え
る
超
越
的
存
在
を
排
斥
し
、
行
動
規
範
の
伝
統
(
可
包
ESE-ω
仏

g
g
-
2
ぇ
E
5
8

。。

E
5同
)
に
そ
の
地
位
を
移
譲
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
行
動
規
範
の
伝
統
は
、
個
人
的
知
性
を
超
越
す
る
あ
る
包
括
的
な

そ
も
そ
も
不
可
能
な
、

さ
ら
に
そ
れ
は
、
人
間
理
性
や
人
間
に
よ
る
設
計
な
い
し
計
画
に
よ
っ
て
予
見
で
き
な
い
し
、

(
印
)

そ
れ
自
身
の
絶
え
間
な
い
持
続
に
そ
の
存
在
根
拠
を
持
つ
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
う
す
る
こ
と
が

知
性
で
あ
る
と
考
え
た
。

つ
ま
り
、
行
動
規
範
の
伝
統
は
自



己
根
拠
的
で
あ
る
。

ハ
イ
エ
ク
は
、
彼
が
自
然
的
な
る
も
の
宅
ご
忠
弘
)
と
呼
ぶ
領
分
の
自
生
性

2
3
E
S巳
守
)
と
、
人
間
の
行
為
の
産
物
で
あ
り
な
が
ら

も
人
間
の
意
図
の
結
果
で
は
な
い
と
す
る
慣
習
や
伝
統
(
弓
。

s
g
)
の
自
生
性
と
を
同
一
視
す
る
と
同
時
に
、
超
越
者
的
な
る
も
の
(
吾
。

Z
5
2
2
P
E
)
を
排
除
し
、

そ
の
結
果
、
超
越
者
な
る
も
の
か
ら
そ
れ
が
果
た
し
て
い
た
根
拠
づ
け
の
役
割
を
纂
奪
し
、

そ
の
役
割
を

h
d宮
内
民
と
」
〈
。

s
g
の
嫡
子
で
あ
る
行
動
規
範
の
伝
統
に
譲
り
渡
し
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
行
動
規
範
の
伝
統
は
、
倫
理
・
道
徳
、
慣
習

的
ル

1
ル
、
法
律
、
知
識
、
結
婚
制
度
、

そ
の
他
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
的
・
経
済
的
慣
行
お
よ
び
制
度
に
根
拠
と
基
礎
を
与
え
る
も
の
と
な

る
。
こ
の
よ
う
な
諸
制
度
は
、
現
実
の
経
験
的
か
つ
時
間
的
領
分
に
お
い
て
成
立
し
て
い
る
。

そ
れ
ら
は
わ
れ
わ
れ
の
用
語
で
言
う
と
こ
ろ

の
経
験
的
時
間
的
世
界
で
あ
る
M
M
P
ヨ
な
、
す
な
わ
ち
、
ハ
イ
エ
ク
の
用
語
で
言
う
可
ご
句
ミ
で
あ
る
。
そ
し
て
、

M
M
P
漬
な
な
い
し
可
守
的
ミ
の
領

分
で
、
自
己
根
拠
的
で
あ
る
行
動
規
範
の
伝
統
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
、
根
拠
づ
け
を
行
う
あ
る
種
の
超
越
者
的
存
在
と
し
の
役
割
を
獲
得
す

る
の
で
あ
る
。
し
か
も
自
生
的
秩
序
の
自
律
性
と
自
己
根
拠
的
性
格
に
は
、

ハ
イ
エ
ク
が
敵
視
す
る
神
格
化
を
努
霧
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。

だ
と
す
れ
ば
、

ハ
イ
エ
ク
が
設
計
主
義
的
合
理
主
義
に
対
し
て
突
き
つ
け
た
罪
状
、
す
な
わ
ち
、
こ
の
思
想
の
伝
統
は
、
超
越
的
な
根
拠

と
自
然

(ZSHB)
を
包
括
的
な
理
性
(
同

gω
。
ロ
)
に
す
り
替
え
、
後
者
を
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
知
性
を
超
越
し
た
意
図
を
持
つ
実
在
と
考
え

る
批
判
は
、
後
者
を
自
生
的
行
動
規
範
に
置
き
換
え
て
読
み
替
え
る
な
ら
、

そ
の
ま
ま
ハ
イ
エ
ク
に
つ
き
返
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
分

か
る
。ハ

イ
エ
ク
に
と
っ
て
、
自
己
目
的
的
進
歩
と
は
、
設
計
さ
れ
な
い
秩
序
と
し
て
の
自
然
と
、
秩
序
を
与
え
そ
の
秩
序
を
制
御
す
る
神
的

(
神
人
同
形
向
性
論
的
)
超
越
者
か
ら
の
人
間
の
解
放
な
い
し
自
由
を
意
味
す
る
。
こ
の
自
由
こ
そ
が
、

ハ
イ
エ
ク
自
由
主
義
の
奥
底
に
控

え
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

ハ
イ
エ
ク
は
、
進
歩
と
し
て
の
歴
史
に
実
在
性
を
求
め
た
。
そ
し
て
ハ
イ
エ
ク
に
お
い
て
は
、
進
歩
と
し
て
の
歴

史
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
は
、
永
遠
的
な
超
越
者
あ
る
い
は
自
然
と
の
関
係
に
お
い
て
で
は
な
く
、
文
化
な
い
し
文
明
の
持
続
的
な
進
歩
と
の
関

係
に
お
い
て
こ
そ
考
察
さ
れ
る
。
こ
の
持
続
的
な
進
歩
、
人
間
の
こ
の
持
続
的
開
放
が
、

ハ
イ
エ
ク
体
系
に
お
い
て
の
自
由
の
精
神
な
の
で
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時
的
。
~
~
=
R

0
ド

P
く
ャ
吋
そ
¥
G
'
但
丑
:
I
G
'
i童相

w
G
'
~
 G' U'" 

揺
る

暴
露

杓
キ

J.L{，AÇ
"
ヘ
，
.
1
J
<
~
図
~
~
絵
巨
斗
H
串
包
布
告
長
<
$
G
'
総
込
田
実
吋
錘
ヰ
ユ

ド
~
。

。。帆

~
H
E
'

肘
，
4
Q
~
'
~
偽
情
þ
<
鍾

(~) 
F. A. v

o
n
 H
a
y
e
k，

 Studies in 
PhilosoPhy

，
 Politics and Economics (Chicago: University of Chicago Press

，
 1967)

，
 94. 

~
ド
ー
S
P
~
~
時

ロコ。1111ロ

(C'l) 
F. A. v

o
n
 H
a
y
e
k，

 
lndividualism and Economic Order (Chicago: University of Chicago Press

，
 

1948) 
[
同
・
〈
・
く
ャ
M
~
t
栴
『
思
〈

判
制
都
心
底
星
爆
詳
~JJ

::::ャ
M
~
4
+
1
輔
が
慨
深

1~撞
・
慨
深
占
星
乞
需

4p
f体右足~'"

1
・K
~
O
叶
]
，
chapter 1

会
1体
盤
。
~
ト
I
E
O
~
刊誌1320

(的)
F. A. v

o
n
 H
a
y
e
k，

 The
 Counter-Revolution 01 Science: Studies on the Abuse 01 Reason (Glencoe

，
 IL:

官
le

Free Press
，

 1952)
，

 17-18. 

~
ド
ー
C
R
S
~
~
隠
問
。

(司)
F. A. v

o
n
 H
a
y
e
k，

 
L
ω

，
 Legislation and Liberty: A

 N
e
w
 Statement 01 the Liberal Principles 01 ]ustice and Political Economy. v

ol. 
1，

 

Rules and Order (Chicago: University of Chicago Press
，
 1973) 

[
凪
・
〈
・
〈
ヤ
吋
も
榊
『
梨
~
1
対
潟
~
.
[
[
[
-
m
-

七
ミ
ー
弐
~
吉
正
~JJ

:::: 

ャ
M
~
4
刊
紙
∞
'
"
.
!
K
岨
lî4同

窓
ぷ
・
特
佃
巡
幽
府
首
'
"

1体
主
$
~
'
"
・
K
<
~
ユ叶]，

73
会
}
総
監
。
~
}
ι
R
O
~
刊
誌
冊
。

(∞) 
cf.

，
 

C
R
S，

 
92. 

(~) 
R
O
，73. 

(ド)
C
R
S，

 
18. 

(∞) 
F. A. v

o
n
 H
a
y
e
k
，

 The
 Fatal Conceit: The Errors 01 Socialism. 

T
he

 Collected Works 01 F. 
A. 

Hayek. V
ol. 

1，
 ed. W

.
 W
.
 Bertley，

 111 

(1ρndon: Routledge ，
 

1988). 
~
}
ι
F
C
~
1
1
1
革
llf。



図利明君都斗巨絵QW4日明監叫制問ekmHヤく・〈・同

同O
出

(
∞
)
 
F. A

 v
o
n
 H
a
y
e
k
，
 The

 Ro
a
d
向

島
柑
o
m
(Chicago: University of Chicago Press

，
 1944 

[
旬
・
〈
・
く
ャ
l
-
\
~
f栴
『
犠
起
ど
畑
一
ー
や
ほ

F削

1締~J.IIII-mJ]
1
待
機

1
:蛍・

1
~
中
古
車
問
揺
，

1咲
尚
遍
1
~
~
'

1
 ~~
1
1
叶
]
会

J~私
座
。

(~) 
R
O
，9. 

(
口
)

I
E
O
，2. 

(
出
)

I
E
O
，

 
chapter 1

印
総
監
。

(ロ)
L
e
o

 S仕
auss

，Natural Right and History 
(Chicago: Universi句

Tof Chicago Press
，
 1953) 

[
ム
'
R
.
 ，>
，
吋
ム
!
ト
1
:
'
1
"
く
判
事
『
団
総
鍵
，
.
.
I
J
箇
叫
』

野富iRID
.

 ~♀
富
岡

E幽
需

4F
堕
占
ま
や
H'

1
・K<<

社
J
，
182. 

Laurance B
e
m
s
，
“
官
l
Om

a
s
H
o
b
b
e
s
，" 
in Histo

η
，
 01 Political PhilosoPhy

，
 ed. 

L
e
o
S
仕
auss

a
n
d
 Joseph Cropsey (Chicago: University of Chicago Press

，
 

1987)
，401

総
監
。

(
ヨ
)

L
e
o

 S仕
auss

，A
n
 lntroduction to 

Political PhilosoPhy: 1
初

Essa
戸

by
Leo

 Strauss. 
ed. a

n
d
 in

仕
od.

H
i1
ail 

G
i1
din (

D
e
仕
oit:

W
a
y
n
e
 State 

University Press
，
 

1989)
，49. 

(
巳
)

く
ャ
l
-
\
~
主
主
連
@
恩
〈
利
幡

4みJlト
4そ
う
ミ
ム
U
~
.
初
キ
J
~

。
く
ャ
l
-
\
~
~
'

遮E;'恩〈判判部，..IJ
1叫
e
恩
〈
判
~
儒
，
.
.
I
J
E
;
'
黒
潮
U

lêiS.-Jド，
Ii ft:z潟liI;

結
』

な
憾

11
椙E;'4早

明
お

1
~量

Ul111IT民J
ド
二
時
。

I
E
O

，
9-10

会
J~魚

座
。

R
e
n
é
Descartes

，
 Discourse on Method

，
 trans. 

L. ]. 
Lafleur 

(
N
e
w
Y
o
r k: 

Liberal
Arts

 Press
，
 1951)

，
 

part
Il， 

10
・11.

(~) 
R
O
，25. 

(
口
)

Strauss
，

 
ibid.

，
 1987

，52
・53.

(ヨ)
Michael A

 Gillespie
，
 
Hegel

，
 Heidegger，

 an
d
 the Ground 01 Histo

η
(
C
h
i
c
a
g
o
:
 University of Chicago Press

，
 1984)

，27. 

(~) 
Gillespie，

 
ibid.

，
 

27
・28.

(
~
)
リ
長
，
.
.
I
J
n
g
:
縫
E
;
'
;
附
鱗
る
お
m
 _~>， 

.
 ~，
ト
λ
ム
U
~
0
ド

4::ß初
￡
ド
ユ

~
O

G
e
o
r
g
e
 Grant

，
 Time a

n
d
 Histo

η
，
 ed. 

a
n
d
 introd. W

i1l
i
a
m
 

Christian (Toronto: University ofToronto Press
，
 1995)

，
 chapter 1

 ~~
;
S
 G. Grant

，
 PhilosoPhy in 

the M
αss A

ge，
 ed. a

n
d
 in

仕
od.

W
i1liam Christian (Toronto: C

o
p
p
 Cl

訂
k
，1959; reprint

，
 

Toronto: University ofToronto Press
，
 1995)

，
 

chapter 4
ぬ
嶋
監
。

(~) 
I
m
m
a
n
u
e
l
 K
ant

，
 Crtique 01 Pure Reason

，
 
trans. N

o
r
m
a
n
 K
e
m
p
 Smith (London: M

a
C
mi1l

a
n
 Education Ltd.

，
 1989

，
 
reprint) 

[
ャ
?

~
l
-
\
弐
・

4突
入
ム
榊
『
寝
葉
酎
起
語
字
J
]

(
斗
)
(-H-) 

(}ι〉
医
長
起
稿
'
間
-cぞ

~
，
ト
ャ
T\1ト-;::-，-'

1
1
0
0
同
社
]
，

409
・415.

(~) 
G. W

.
 F. 

H
e
g
e
l
，
 The

 Philosophy 01 History
，
仕

組
s.
J. 

Sibree
，
 in仕

od.
c.]. Friedrich (

N
e
w
 Y
o
rk: 

D
o
v
e
r
，
 1956) 

[G. W
.
 F. 

H
e
g
e
l
，

 



Vorlesungen uber die PhilosoPhie der Geschichte
，

 ed. E
v
a
 M
o
l
d
e
n
h
a
u
e
r
 a
n
d
 K
a
rl

 Ma
r
k
u
s
 M
i
c
h
e
l
，

 vol. 
12
，

 Werke in 
2
0
 Banden 

(Frankfurt a
m
 Main: S

u
h
r
k
a
m
p
，

 1970-
1971) ]

 [
 
0
・
区
・
同
・
ぐ
~
~
剖
栴
『
幽
似
事
政
幡
~
瞬

00
(
斗
>

(
ト
>

III附
王

制
需

玄
関

揺
料

配

1
・~-1王国母]

，
39. 

G. W
.
 F. H

e
g
e
l，

 
Philosophy 01 Righ

伝，
trans. T. M

.
胞
lOX

(Oxford: Cl
訂
e
n
d
o
n
，
1942)

[
0

・
5主
・
旬
・
ど
~
~
七
社
栴

『ガ
1
8
'
組
幹
一
一
但
策
現
.
J
J
困
E持

者
ト
な
臨
襲
』
斗
1帆tr

:lJ;;!機世監事長F
ヨ
田
民
総
括
'
~
馴

Eゼ:Q'
1
1
0
0
0
社
J
，
2
5
1. 

Pierre H
a
s
s
n
e
r
，
 

“G
e
o
r
g
e
 W
.
 F. 

H
e
g
e
l，" 

in Histo
η101 Politic

α
1

 PhilosoPhy，
 

ed. L
eo

 S
仕
auss

a
n
d
 J
o
s
e
p
h
 C
r
o
p
s
e
y
 (Chicago: University of C

h
i
c
a
g
o
 

Press ，
 

1987)，
 

734
・736.

(~) 
G. W

.
 F. 

H
e
g
e
l，

 Vorlesungen uber die Philosophie der Geschichte
，

 56-
57. 

G. W
.
 F. 

H
e
g
e
l，

 Wissenschaft der Phanomenologie des 

Geistes
，
 in 
Philosophisches Bibliothek

，
 ed. J

o
h
a
n
n
e
s
 H

o
曲
neister

(
H
a
m
b
u
r
g
:
 F. 

Meinster，
 1952)

，
 chapter vi，

 B，
 a，

 35
5
 [ψ

・
偉
・

同
・
ぐ
~
~
剖
栴
W
~
~
~
唱
特
許

00
(
斗
>
(
ド
ー
)
腿
ヨ
事
長
田
話
馬

F
闘
-~:itllト

ャ
ト

1ト';:'-~'
1
-F::兵平叶

J.
P. H

a
s
s
n
e
r，

 
ibid.

，
 

734. 

(認)
H
e
g
e
l，

 
ibid.

，
 1970-1971

，
 

6
品
73.

(~) 
~J 8

'
~
小
指
糊
製
品
8
'
制
下
線
上
」
ゃ
ユ
ド
~
'
告
示
な
わ
〈
語
る
倫
相
r
!
2
~
ぎ
~

0
 
H
e
r
m
a
n
 D
o
o
y
e
w
e
e
r
d，

 The
 Twilight 01 

W
診'stern

T
hought (Nutley，

 

NJ:
官
le

Graig Press
，

 1980) 
[
ぐ
弐
ト
λ
.
~
ー
ヤ
わ
吋
ー
弐
ι
僻
『
困
鮭

E銀
ê
8'
~
w
~
~
二
』
倫
明
寝
〈
揺

F
鎚
母
判
長
~
~
'

1
-F::';ユ

O

社
]
，
88. 

H. D
o
o
y
e
w
e
e
r
d
，

 
A

 N
e
w
 Crituque 

Q行
neoretic

α
1
T
hought

，
 

v
ol. 

1，
 The

 Necessary Presuppositions 01 PhilosoPhy
，

 
v
ol. 

2
，
 The

 

General T
heo

η
01 Modal Spheres

，
 

v
ol. 

3
，

 The
 Structures ollndividuality 01 Temporal Reality

，
 

v
ol. 

4
，

 
lndex 01 Subjects and Authors 

(Philadelphia: Presbyterian a
n
d
 R
e
f
o
r
m
e
d
，

 1953・1958;
reprint，

 2 vols. St. 
Catharines: Paideia，

 1983)
，

 
v
ol. 

1，3
5
4
，

 
v
ol. 

2
，

 82
，
 

v
ol. 

3
，
 

230. 

(お)
く
ャ
l
-
\
~
~
'

~
.
J
J
吋
~
"
，~
m
入
・
ロ
ト
~
8
'

r閣
記

J
8'ぷ8'{P-.!端会1時

(
鱒
宕
!
2
ñ
ñ
~
-F
~
O

r富
田
記
!
2
~
0
ド

F
リ
ト

J
f
'
艇
蛍
初
~
~
8
'
~
'

~
~
W
小
~
神

F吋
羽
ユ
8
'
~
~
ミ

F
国
道
芸
@
潮
騒
会

1絵
告
さ
い
時
国
E主!J.8'華事組f'~*'V"

4t1¥-'8'題，
~
~
b
期
患
8
'
~
型
~
~
草
津
さ
告
さ
!
2
.
J
J
0
ド
母

国
民
指
持
。
会
~
~
8
'
~
ミ
d
司
咲
い
~
!
と
持
8
'

1
{p-'!8'告書4主

将
組
E昼寝~

f'.)母子。
J
(
S
P
，

 84)
。

初
J
c
0
!
2
，
l
J
r
\
~
-
4
8
'
閥
単
!
2
0
ユ
ド

P
告
示
8
'
~
ゎ
!
2

組lifiÈ-F
~
O

r
;
ト
ャ
~
n
\
~
・
ム

j
吋
~
-
4
~
'
期
題
室
組
弐
一
七
ミ
会
J
~
D
斗
:
t
:
:
-
~
!
2
~
と
自
国
組
内
)
~
二
団
設
~
4
t
1
'
V
'
}
十
濯
や
時
~
ミ

J
(
S
P，

 88)
。

ト
j

8
'
t
<
鑑
三
~
ユ
ド

F
く
ャ
吋
民
主
ム
ト
n
~
ャ
七
ミ
8
'
去
~
8
'

1
塩
会
J
ñ
ñ
~
，
眠
時
。

r
1

 ~臣
垣
紐
覇
童
相
当
，

--<~ 8
'
J
i
ミ
主
!
J
.
8
'
舘
初
な
f
，
掴
~
f
'
~
~
き
v
p

w
8'時

十
余
初
な
f
，
椙
~
f
'
.
)
♀
~
J

(
S
P
，

 89)
。ト

J
~Jc0 8'

ñ
ñ
~
~
'
 
く
ャ
吋
~
1
ミ?ト-R

τミ
ム
宮
司
ロ
閣
制
判
部
必
}
時
O{p-.!，眠時ト

J
.JJ印

1同
部
ド
~
O

.JJ~ 

11111I吋
F

くャl-\
~
1
ミ:人J8

'
崎
小
将
司
口
問
判
~
幡
4
開
。
ぜ
い
ト
(
ð

~J
.JJ会1艇

1ま
い
~
8
'
f
'
~
~
ポ
ユ
。

John
1
ρ
c
k
e
，

 Essays on the 
L
aw

 01 Nature
，
 ed. 

NO
帆



巧
-
gロ
Z
M
A
g
S民。互い
O
R
g品。
P
S
E
)・
HHH・

(
幻
)
「
行
動
規
範
」
は
複
数
形
で
表
記
さ
れ
る

E
-
2
え
の

8
含
巳
で
あ
り
、
本
稿
で
は
こ
の
用
語
の
訳
語
と
し
て
、
複
数
形
を
現
す
語
で
あ
る
「
諸
」

を
付
記
せ
ず
に
、
特
別
な
留
意
を
必
要
と
す
る
場
合
以
外
は
「
行
動
規
範
」
の
訳
語
を
当
て
る
こ
と
に
す
る
。

(
お
)
ハ
イ
エ
ク
に
と
っ
て
理
性
と
は
、
意
識
に
帰
属
す
る
機
能
(
貯
の
巳
守
)
で
あ
る
。
彼
は
、
「
何
が
意
識

H

で
あ
る
H

か
に
つ
い
て
満
足
の
い
く
定
義

を
与
え
る
こ
と
は
不
可
能
だ
」
と
考
え
、
「
何
が
意
識
υ
で
あ
る
H

か
を
問
う
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
単
に
意
識
は
何
を
す
る
か
を
問
う
こ

と
に
よ
っ
て
、
こ
の
困
難
」
(
同
0
・
HωωEお
と
を
回
避
す
る
。

(
m
m
)

同

CWNH・

(
初
)
同
0
・
ωN・

(
出
)
同
0
・N
や
ω
C
・

(MM)HNCWωω
・

(
お
)
打
開
∞
・
∞
∞
・

(M)
司・

kr-gロ
同
省
σ
F
h
q
s
e
h宮
門
誌

S
S
N
M
E
N
s
e
s、
hua訟
の
師
、
同
町
。
き
選
民
ghN吏
ご
言
同
な
ぎ
ミ
ミ
足
。
S
(
n
z
g
m
R
d
D
Z
o
a
-
q
ぇ
n
E
g向。同)『。
ωωw

s
u
d
)
w
g・
以
下
Z
∞
と
表
記
。

(
お
)
司
-
p
g口
出

amu-♂
豆
町

M
S
Sミ
。
、
号
ヌ
・
』
淀
川
ミ
ミ
ミ
皆
吉
忌
。
・
3NSRNGHE言
。
¥
同
討
さ
高
足
。
。
町
、
屯
急
。
向
。
色
、

(
n
z
g
m
R
C
E
S
E
-
q
。同

n
E
g向。

p
o
ω
タ
冨
庄
司
者
耳
目
出
・
E
H・
5
u
d
)
[
F
・
A
・
ハ
イ
エ
ク
著
『
感
覚
秩
序
』
ハ
イ
エ
ク
全
集
4
、
春
秋
社
、
穐
山
貞
登
訳
、
一
九
八
九
年
ゲ
ロ
ω
・

ロ
ポ
ロ
∞
・
以
下

ω。
と
表
記
。

(
お
)
ハ
イ
エ
ク
は
、
「
感
覚
的
な
認
知
が
提
供
す
る
ρ

具
象
的
H

な
絵
と
、
よ
り
高
次
の
精
神
的
過
程
に
よ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
引
出
さ
れ
る
H

諸
抽
象
H

と

の
聞
の
ど
の
鮮
明
な
区
別
の
正
当
化
も
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
:
:
:
」

(
ω
0
・
E
S
と
い
う
こ
と
を
認
め
る
一
方
で
、
他
方
で
は
、
「
固
定
さ
れ
た

要
素
か
ら
u
諸
感
覚
H

に
よ
っ
て
作
り
上
げ
ら
れ
た
独
特
な
状
況
の
完
全
な
絵
と
、
ど
の
抽
象
に
も
先
立
っ
て
与
え
ら
れ
る
と
想
定
さ
れ
る
絵
か

ら
υ
知
性
H

が
選
抜
す
る
抽
象
的
な
諸
特
徴
と
の
聞
に
」

3
0・
E
S
実
際
に
は
一
つ
の
区
別
が
存
在
す
る
、
と
い
う
こ
と
を
認
め
る
(
え
-
w

∞。
w

gア
忌
∞
)
。
し
か
し
ハ
イ
エ
ク
は
、
そ
の
よ
う
な
区
別
を
、
「
意
識
の
直
接
的
な
デ
1
タ
と
、
意
識
の
あ
る
レ
ベ
ル
で
そ
れ
ら
が
従
属
す
る
再
配

列
と
再
分
類
の
更
な
る
諸
過
程
と
の
間
の
」
(
∞
0
・
E
S
相
違
に
、
帰
す
る
こ
と
は
正
当
で
あ
る
と
す
る
。
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釘
)
問
。
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ゲ
∞
。
ぃ
0
・
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∞
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(
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)
冒
0
・∞ω
・

(
邸
)
何
回
∞

W
3一.

(
肌
)
ハ
イ
エ
ク
研
究
の
先
駆
者
の
一
人
で
あ
る
ジ
ョ
ン
・
グ
レ
イ
の
よ
う
な
、
ハ
イ
エ
ク
の
批
評
家
た
ち
は
、
「
普
遍
的
」
「
普
遍
性
」
「
普
遍
化
可
能
性

(ロ口町
28--N与
巴
守
)
」
と
い
う
言
葉
で
ハ
イ
エ
ク
が
意
味
す
る
こ
と
を
誤
解
し
て
い
る
。
グ
レ
イ
は
、
ハ
イ
エ
ク
の
政
治
哲
学
の
体
系
は
カ
ン

ト
派
の
普
遍
化
可
能
性
の
テ
ス
ト
に
こ
そ
基
礎
づ
け
ら
れ
る
と
論
じ
て
い
る
。
』
。
『
ロ
の
E
F
同
ミ

s
s
h凡

守
ぬ
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Z
0
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窃
口
一
回
宮
島
巧
巳
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)
w
g目
。
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参
照
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し
か
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著
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じ
Z
S安
達
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ミ
均
的
ミ
き
も

P
B
S
N
b仕
事
ミ
湾
内
』
内
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ミ
普
門
川
、
ミ
ミ
ミ
『
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』
-
S
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M
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。足立の
Q
N
M
M
E

位
。
旬
も
と
(
旨

5
件。

E
S一司
5
0
d
E
2
2
-
q
え
〉

E
m
g
a
s
p
g
ω
w
H
S吋
)
の
第
一
章
で
精
微
に
論
じ
た
よ
う
に
、
ハ
イ
エ
ク
は
、

理
性
に
根
拠
づ
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