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イ
ム
ズ
哲
学
生
成
の

思
想
史
的
背
景
に
つ
い
て
の
素
描

橋

浩

は

じ

め

l乙

乙
の
小
論
は
種
々
の
教
訟
が
包
摂
す
る
ジ
ェ
イ
ム
ズ
哲
学
生
成
の
思
想
史
的
背
景
に
つ
い
て
き
わ
め
て
通
信
且
つ
主
観
的
に
素
描
し

て
い
る
。

乙
の
小
論
が
単
な
る
素
描
で
あ
る
所
以
は
紙
面
の
都
合
上
論
述
さ
れ
て
い
る
内
容
の
詳
細
に
わ
た
る
吟
味
が
省
か
れ
て
い
る

点
、
従
っ
て
こ
の
小
論
が
後
に
様
々
な
肉
づ
け
と
根
拠
づ
け
を
必
要
と
す
る
未
定
の
要
素
を
含
ん
で
い
る
点
に
あ
る
。
又
乙
の
小
論
が
主

観
的
で
あ
る
の
は
背
景
に
つ
い
て
の
論
者
の
視
野
が
意
図
的
に
せ
ば
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
批
判
的
精
神
が
喚
起
さ

れ
や
す
い
よ
う
に
背
景
の
テ
ィ
ピ
カ
ル
な
面
に
つ
い
て
し
か
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
乙
の
小
論
は
ジ
ェ
イ
ム
ズ
哲
学

そ
の
も
の
に
つ
い
て
あ
ま
り
論
述
し
て
い
な
い
。

乙
の
小
論
は
ジ
ェ
イ
ム
ズ
哲
学
入
門
の
た
め
の
前
口
上
で
あ
り
、

「
ジ
ェ
イ
ム
ズ
哲
学

の
研
究
』
の
一
部
分
に
供
せ
ら
れ
る
べ
き
未
完
成
品
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
小
論
は
す
で
に
過
去
の
も
の
と
み
な
さ
れ
る
ジ
ェ
イ
ム
ズ
哲

学
を
あ
ら
た
め
て
批
判
的
現
代
人
の
心
に
ふ
れ
さ
せ
る
と
い
う
効
果
を
期
待
す
る
以
外
の
何
物
も
意
図
し
な
い
。
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ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ

(HENtEHC) 
の
哲
学
は
、

(
2〉

「
個
性
の
神
聖
さ
に
対
す
る
民
主
々
義
的
尊
敬
」
の
念
に
み
ち
た
、
強
烈

に
ア
メ
リ
カ
的
な
、

し
か
も
そ
れ
で
い
で
あ
る
意
味
で
は
き
わ
め
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近
代
思
想
の
申
し
子
と
し
て
の
特
徴
を
も
っ
、

種

の
万
華
鏡
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
い
ず
れ
現
代
人
の
子
で
壊
さ
れ
る
べ
き
万
華
鏡
と
し
て
あ
る
、
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の

生
き
た
時
代
即
ち
十
九
世
紀
後
半
か
ら
二
十
世
紀
初
頭
に
か
け
た
数
十
年
間
の
ア
メ
リ
カ
は
彰
辞
と
し
て
大
地
が
人
間
の
荒
々
し
い
足
音

と
と
も
に
み
る
み
る
う
ち
に
ふ
み
な
ら
さ
れ
て
い
っ
た
内
部
的
発
展
の
時
代
で
あ
っ
た
。
固
と
し
て
生
れ
た
ば
か
り
の
ア
メ
リ
カ
は
無
限

の
可
能
性
を
も
っ
て
い
る
と
信
じ
ら
れ
、
開
拓
精
神
が
そ
の
可
能
性
を
実
現
す
る
人
々
の
哲
学
的
支
柱
で
あ
り
、

し
か
も
め
ぐ
ま
れ
た
資

源
の
も
と
で
は
彼
ら
の
意
欲
は
富
と
い
う
形
で
物
質
化
さ
れ
る
と
い
う
条
件
に
も
め
ぐ
ま
れ
て
い
た
。
と
り
わ
け
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
生
き
た

時
代
は
諸
外
国
か
ら
の
干
渉
に
も
動
ぜ
ぬ
国
家
と
し
て
成
長
し
て
お
り
、
唯
一
の
内
部
的
混
乱
で
あ
っ
た
南
北
戦
争
以
後
は
文
字
通
り
個

人
が
自
ら
の
力
で
も
っ
て
自
ら
の
可
能
性
の
追
求
に
蓮
進
し
え
る
す
ば
ら
し
き
時
代
で
あ
っ
た
、
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
社
会
そ
の

も
の
が
個
人
の
野
心
の
す
べ
て
を
う
け
い
れ
る
豊
鏡
さ
を
も
ち
、

又
そ
の
こ
と
の
故
に
大
き
く
変
動
し
、
完
成
さ
れ
て
い
く
多
様
性
を
も

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
当
然
か
か
る
社
会
を
反
映
す
る
ア
メ
リ
カ
の
精
神
な
る
も
の
が
そ
乙
に
誕
生
し
、

ア
メ
リ
カ
思
想
界
に
お
い
て
も

支
配
的
に
な
る
の
は
い
わ
れ
る
ま
で
も
な
い
。

そ
れ
で
は
ア
メ
リ
カ
の
精
神
と
は
ど
の
よ
う
な
考
え
方
に
支
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
こ
こ
に
一
つ
の
代
表
的
な
例
を
あ
げ
て
み
よ
う
。

J
・
E
・
ス
ミ
ス
は
次
の
よ
う
な
三
つ
の
信
念
を
あ
げ
て
い
る
。

ご
つ
は
思
考
と
は
も
と
も
と
具
体
的
状
況
に
応
じ
る
活
動
で
あ
り
、
こ
の
活
動
は
諸
問
題
の
解
決
を
目
的
に
し
て
い
る
と
い
う

信
入
念
で
あ
る
。

二
つ
は
観
念
と
理
論
は
一
つ
の
「
鋭
利
な
刃
』
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
か
、

一
つ
の
差
異
を
つ
く
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
信
念
で
あ
る
。

そ
れ
と
も

三そ
つれ
はら
乙、を
の、も
世、つ
は、人
教、々
化、の
さ、行
れ、為

又
は
人
々
の
生
き
る
状
況
に
お
い
て
、

う
る
し
、
進
歩
に
と
っ
て
の
障
害
は
知
識
の
応
用
に
よ
っ
て
除
去
さ
れ
う
る
と
い
う
信
念
で
あ
る
。
総
じ
て
こ
れ
ら
の
信
念
は
基
本



的
に
人
間
主
義
的
見
地
を
明
確
に
し
て
お
り
、
究
極
的
に
は
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
哲
学
的
思
考
の
精
神
は
:
:
:
善
が
支
配
的
カ
テ
ゴ

リ
ー
で
あ
る
と
い
う
古
い
伝
統
の
別
の
露
呈
で
あ
る
。
こ
の
展
望
に
た
っ
て
あ
ら
ゆ
る
事
物
は
よ
き
生
活
の
基
礎
づ
け
と
確
立
へ
の

ペ

3
)

貢
献
か
ら
そ
の
価
値
を
み
ち
び
き
だ
す
の
で
あ
る
。
」

ジェイムズ哲学生成の思想史的背景についての素描

わ
れ
わ
れ
の
考
察
す
る
ジ
ュ
イ
ム
ズ
哲
学
も
又
こ
れ
ら
三
つ
の
信
念
の
吐
露
で
あ
る
と
考
え
る
の
は
間
違
っ
て
い
な
い
だ
ろ
う
。

の
み

な
ら
ず
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
ア
メ
リ
カ
の
思
想
家
は
ス
ミ
ス
の
あ
げ
る
か
か
る
信
念
に
支
え
ら
れ
た
思
考
を
超
え
え
な
い
眼
界
性
を
も
っ

の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
ア
メ
リ
カ
の
精
神
即
ち
ジ
ェ
イ
ム
ズ
哲
学
は
い
か
に
し
て
形
成
さ
れ
て
き
た
の
か
。

そ
れ
は
ア
メ
リ
カ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
ア
ン
チ
・
テ

l
ゼ
と
し
て
、

そ
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
鬼
子
と
し
て
建
国
さ
れ
た
よ
う
に
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
主
流
を
し
め
て
い
た

そ
し
て
そ
れ
を
否
定
し
き
れ
ず
に
そ
の
残
骸
を
さ
ら
す
形
で
生
れ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

近
代
哲
学
思
想
の
否
定
の
上
に
、

そ
こ
で
払
細

わ
れ
わ
れ
は
乙
こ
で
近
代
哲
学
の
主
流
の
特
徴
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

J

・
M
・
ボ
ヘ
ン
ス
キ
ー
の

(
4〉

言
を
ま
つ
ま
で
も
な
く
近
代
哲
学
の
主
流
は
「
機
械
論
』
と
「
主
観
主
義
」
で
あ
る
と
み
て
さ
し
っ
か
え
な
い
。
と
り
わ
け
ジ
ェ
イ
ム
ズ

議
を
す
す
め
や
す
く
す
る
た
め
に
、

の
生
き
た
十
九
世
紀
に
お
い
て
は
そ
れ
ら
は
「
科
学
的
哲
学
思
想
」
と
「
体
系
的
決
定
論
的
観
念
論
」
と
な
っ
て
具
体
化
さ
れ
て
い
る
と

考
え
る
の
が
常
道
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
ジ
ェ
イ
ム
ズ
哲
学
は
そ
れ
ら
の
二
大
潮
流
を
超
克
し
よ
う
と
し
、

そ
の
結
果
ア
メ
リ
カ
の
発
展
の

社
会
的
背
景
に
よ
る
支
持
を
え
て
、

そ
れ
な
り
に
一
つ
の
開
花
を
み
る
に
至
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
以
下
そ
の
こ
と
は
こ
れ

ら
の
思
想
的
潮
流
に
対
す
る
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
対
応
の
仕
方
を
考
察
す
れ
ば
一
一
層
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

33 

ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
機
械
論
の
近
代
版
で
あ
る
科
学
的
哲
学
思
想
に
一
時
的
に
し
ろ
心
不
」
奪
わ
れ
た
哲
学
者
で
あ
っ
た
。
否
誰
の
目
に
も
あ
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き
ら
か
な
よ
う
に
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
科
学
者
的
な
目
を
も
っ
て
い
た
。

ペ
リ
ー
が
ジ
ェ
イ
ム
ズ
を
さ
し
て
最
後
の
哲
学
的
心
理
学
者
で
あ
る

と
同
時
に
最
初
の
科
学
的
心
理
学
者
で
あ
る
と
い
っ
た
の
は
正
し
い
評
価
で
あ
る
。

そ
の
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
最
も
注
意
を
払
っ
た
対
象
と
は

何
で
あ
っ
た
の
か
。

そ
れ
は
人
間
存
在
そ
の
も
の
、

と
り
わ
け
生
の
問
題
で
あ
っ
た
。
デ
カ
ル
ト
の
『
コ
、
ギ
ト
・
エ
ル
ゴ
・
ス
ム
」
パ
ス

カ
ル
の
「
考
え
る
葦
』
の
言
葉
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、

人
聞
を
思
惟
す
る
存
在
、

思
考
す
る
存
在
と
し
て
強
調
す
る
点
に
お
い
て
、

つ
の
人
間
像
を
う
き
ぼ
り
に
し
よ
う
と
し
た
近
代
人
の
共
通
の
考
え
方
は
、

ジ
ェ
イ
ム
ズ
に
お
い
て
も
例
外
で
は
な
く
、
彼
も
又
人
間
の

心
的
現
象
・
心
的
事
実
・
精
神
の
存
在
に
つ
い
て
の
考
察
的
態
度
を
も
ち
、
感
じ
る
存
在
と
し
て
の
人
間
像
を
う
き
ぼ
り
に
し
よ
う
と
し

た
。
彼
は
そ
れ
ら
を
心
理
学
の
対
象
と
し
て
処
理
し
よ
う
と
し
た
。

こ
の
心
理
学
こ
そ
実
は
人
間
の
心
的
生
活
を
科
学
と
し
て
と
り
あ
っ

か
う
乙
と
を
一
示
す
一
つ
の
学
問
的
名
称
な
の
で
あ
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
科
学
を
い
か
に
考
え
て
い
た
か
を
若
干
知

る
必
要
が
あ
ろ
う
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
に
と
れ
ば
科
学
と
は
勿
論
自
然
科
学
の
意
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
科
学
の
仕
事
と
は
、
自
然

現
象
(
精
神
現
象
も
含
む
)

そ
の
意
味
で
は
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
主
観
的

な
ぜ
な
ら
ば
そ
れ
は
拍
象
そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
「
科
学
的
思
想

の
世
界
は
実
在
が
存
在
す
る
方
法
ゃ
、
実
在
が
わ
れ
わ
れ
の
前
に
あ
ら
わ
れ
る
方
法
と
は
全
く
一
致
し
な
い
」
)
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て

の
機
械
性
を
受
動
的
に
認
め
る
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
か
っ
た
。

意
図
に
お
い
て
は
科
学
の
は
た
す
役
割
は
否
定
さ
れ
て
い
る
。

い
る
か
ら
で
あ
る
。

さ
ら
に
科
学
と
は
よ
く
い
わ
れ
る
よ
う
に
事
実
を
、
又
事
物
を
あ
り
の
ま
ま
に
み
る
態
度
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る

「
科
学
に
と
っ
て
事
物
の
本
質
は
一
事
物
が
み
え
る
と
乙
ろ
の
も
の
で
は
な
く
、
奇

妙
な
法
則
に
従
っ
て
お
た
が
い
あ
ち
こ
ち
動
い
て
い
る
原
子
と
分
子
で
あ
り
日

が
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
に
と
っ
て
は
実
は
そ
う
で
は
な
い
。

「
科
学
が
信
じ
て
い
る
最
も
頑
固
な
外
的
関
係
は
全
く
経

「

7
)

験
の
事
柄
で
は
な
く
、
排
除
の
過
程
、
即
ち
現
存
す
る
状
態
を
無
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
経
験
下
か
ら
は
な
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
、
も
の
と

し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。

か
か
る
科
学
批
判
は
ジ
ェ
イ
ム
ズ
独
特
の
価
値
観
に
基
い
て
い
る
。
科
学
は
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
情
緒
的
価
値
観
に



適
合
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
科
学
の
こ
れ
ま
で
は
た
し
て
き
た
役
割
は
結
局
物
質
世
界
の
拡
大
と
人
間
の
重
要
性
の
低
下
で
あ
っ
た
@

な
ぜ
な
ら
ば
人
間
の
経
験
の
全
表
現
は
せ
ま
い
科
学
的
限
界
を
と
び
こ
え
る
程
の
広
大
さ
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
科
学
は
単
に
存

在
す
る
も
の
に
つ
い
て
の
み
語
る
が
、

今
存
在
し
な
い
が
人
間
の
直
接
的
経
験
に
よ
っ
て
実
在
的
と
な
る
も
の
に
対
し
て
は
語
り
え
な

ジェイムス、哲学生成の思想史的背景についての素描

ぃ
。
か
か
る
諸
点
に
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
科
学
批
判
の
根
拠
が
あ
っ
た
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
科
学
批
判
は
『
実
証
的
」
見
地
か
ら
ほ
ど
遠
い
か
も

し
れ
な
い
が
、
他
の
面
に
お
い
て
は
大
い
に
正
し
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
「
プ
ラ
グ
マ
テ
イ
ズ
ム
」
の
一

節
に
は
そ
の
科
学
の
特
徴
が
見
事
に
表
現
さ
れ
、
今
日
の
わ
れ
わ
れ
に
も
共
感
を
与
え
て
い
る
。

「
(
常
識
に
対
し
存
在
す
る
)
批
判
的
思
想
の
中
の
科
学
的
傾
向
は
最
初
純
粋
に
知
的
な
動
機
に
よ
っ
て
促
さ
れ
て
い
た
が
、
わ

れ
わ
れ
の
考
え
が
驚
か
さ
れ
る
迄
に
実
際
的
効
用
の
全
く
予
期
さ
れ
ざ
る
分
野
を
き
り
聞
い
た
。
ガ
リ
レ
イ
は
正
確
な
時
計
と
正
確

な
砲
術
を
わ
れ
わ
れ
に
与
え
た
。
化
学
者
達
は
新
し
い
薬
と
染
料
で
も
っ
て
わ
れ
わ
れ
に
光
を
さ
し
こ
ん
だ
。

ア
ン
ペ

l
ル
と
フ
ア

ラ
デ

l
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
地
下
鉄
と
マ
ル
コ
ニ

l
の
電
信
を
わ
れ
わ
れ
に
授
け
た
。

そ
の
よ
う
な
人
達
が
発
明
し
た
仮
説
的
事
物

lま

彼
ら
が
そ
れ
ら
を
定
義
し
た
よ
う
な
も
の
と
し
て
、

感
覚
に
よ
っ
て
検
証
さ
れ
る
諸
結
果
の
非
常
な
る
豊
能
さ
を
示
し
て
い

る
。
わ
れ
わ
れ
の
論
理
は
そ
れ
ら
仮
説
的
事
物
か
ら
一
定
の
条
件
の
も
と
で
は
一
つ
の
帰
結
を
韻
緯
す
る
乙
と
が
で
き
る
。

そ
乙
で

わ
れ
わ
れ
が
そ
の
条
件
を
も
た
ら
し
う
る
な
ら
ば
、
す
ぐ
に
そ
の
日
叩
結
が
わ
れ
わ
れ
の
白
の
前
に
あ
る
の
で
あ
る
。
実
際
的
な
自
然

支
配
の
範
囲
は
新
し
く
科
学
的
思
考
方
法
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
掌
中
に
お
か
れ
る
と
、
常
識
に
基
づ
く
古
い
支
配
の
範
囲
を
大
い

に
凌
駕
し
た
。

そ
れ
の
増
加
の
割
合
は
誰
も
そ
の
限
界
を
た
ど
り
え
な
い
ほ
ど
に
加
速
し
て
い
る
。
人
は
人
聞
の
存
在
が
彼
自
身
の

力
に
よ
っ
て
お
し
つ
ぶ
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
、

即
ち
人
間
の
知
性
は
次
第
に
増
大
す
る
恐
ろ
し
い
機
能
、
ほ
と
ん
ど
神
的
な
創
造
的
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機
能
、
を
ま
す
ま
す
人
聞
を
し
て
使
わ
し
め
る
だ
ろ
う
が
、

一
つ
の
有
機
体
と
し
て
の
確
定
せ
る
人
間
の
本
性
が
そ
れ
ら
の
機
能
の
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酷
伎
に
耐
え
る
に
十
分
で
あ
る
と
は
判
明
し
え
な
い
と
い
う
こ
と
を
恐
れ
さ
え
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
丁
度
、
浴
漕
の
中
で
水
の
栓

あそ
る戸、ま
。乙わ
」 し

fこ
が

そ
れ
を
閉
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
こ
ろ
の
子
供
の
よ
う
に
、

人
間
は
自
分
の
富
に
溺
れ
る
か
も
し
れ
な
い
の
で

し
か
し
な
が
ら
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
科
学
に
対
す
る
恐
怖
は
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
か
ら
科
学
の
一
切
を
排
撃
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ

な
ら
ば
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
そ
の
恐
怖
が
究
極
に
お
い
て
科
学
の
も
た
ら
す
一
元
論
的
、
決
定
論
的
、
唯
物
論
的
な
思
考
の
世
界
に
あ
る
と

し
、
そ
れ
に
批
判
の
目
を
む
け
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
た
し
か
に
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
、

ボ
ヘ
ン
ス
キ
!
の
い
う
よ
う
に
、
乙

(

9

)

 

人
間
的
な
人
格
の
権
利
と
精
神
的
価
値
と
を
救
う
乙
と
を
自
己
の
使
命
と
感
じ
た
」

の
科
学
の
設
計
し
た
世
界
像
に
対
し
「
生
の
権
利
、

の
で
あ
る
が
、
あ
ま
り
に
も
精
神
が
豊
か
で
あ
り
、

そ
の
た
め
に
現
実
に
寛
容
的
で
あ
っ
た
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
十
九
世
紀
の
新
生
児
で
あ
る

ダ
l
ウ
ィ
ン
主
義
的
進
化
論
の
影
響
を
う
け
、

そ
れ
が
前
述
の
思
考
の
ひ
か
ら
び
た
世
界
に
対
抗
す
る
一
つ
の
仮
説
で
あ
る
と
信
じ
る
に

至
っ
た
。

実
は
か
か
る
進
化
論
は
経
験
論
の
側
よ
り
う
ち
だ
さ
れ
る
機
械
論
的
世
界
観
が
生
に
転
用
さ
れ
た
結
果
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ

る
。
そ
れ
も
又
一
つ
の
科
学
主
義
で
あ
り
、

そ
れ
は
十
九
世
紀
以
前
の
科
学
思
想
(
そ
し
て
今
日
で
は
そ
の
プ
ラ
ス
面
が
肥
満
児
に
成
長

し
て
い
る
科
学
思
想
)
、
即
ち
静
的
で
人
格
の
ほ
と
ん
ど
介
入
で
き
な
い
冷
淡
さ
を
も
っ
た
科
学
主
義
と
一
見
対
立
し
て
い
る
よ
う
に
み
え

な
が
ら
、
機
械
論
の
魔
力
か
ら
ぬ
け
ら
れ
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
本
質
的
に
は
そ
れ
と
同
じ
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
即
ち
ダ
l
ウ

ィ
ン
的
進
化
論
な
い
し
は
生
物
学
的
進
化
論
は
、
生
の
本
質
を
感
情
と
か
意
志
の
中
に
み
、
生
の
発
露
を
直
接
的
に
昂
揚
し
て
い
る
よ
う

に
み
え
な
が
ら
、
実
は
そ
れ
自
身
自
然
の
機
械
的
な
反
応
に
す
ぎ
な
い
と
告
白
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
科
学
主
義
の
冷
淡
さ
を
迂
目
的
に
伝

え
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
精
神
の
受
動
的
側
面
や
単
な
る
神
経
作
用
が
重
視
さ
れ
て
い
る
ス
ペ
ン
サ
ー
や
ハ
ツ

ク
ス
レ
ー
に
み
ら
れ
る
進
化
論
に
は
、
あ
ま
り
に
も
精
神
の
主
体
性
が
感
じ
ら
れ
な
い
と
し
て
異
論
を
と
な
え
て
は
い
る
。
し
か
し
な
が



ら
彼
の
い
う
能
動
的
精
神
の
存
在
が
主
体
と
し
て
の
実
体
で
は
な
く
、
機
能
性
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
と
す
る
限
り
に
お
い
て
は
、
個
人
の

奮
闘
的
努
力
に
生
存
の
秘
密
が
か
く
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
ジ
ェ
イ
ム
ズ
に
あ
っ
て
は
、

ス
ペ
ン
サ
l
や
ハ
ッ
ク
ス
レ
!
と
同
じ
く
、
ダ

ー
ウ
ィ
ン
的
進
化
論
の
皮
肉
な
機
械
論
に
組
せ
ざ
る
を
え
な
い
限
界
性
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

ジェイムズ哲学生成の思想史的背景についての素描

し
か
し
か
か
る
結
論
が
下
さ
れ
る
と
は
い
え
、

ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
環
境
に
対
す
る
個
人
の
奮
闘
は
燐
烈
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
察
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
な
ぜ
に
主
意
主
義
的
立
場
に
た
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
は
、
自
然
的
環
境
に
対
す
る
個
体
の
自
立
性
、

社
会
的
環
境
に
対
す
る
個
人
の
重
要
性
が
当
時
の
人
聞
の
生
存
に
と
っ
て
不
可
欠
の
要
素
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
ジ

ェ
イ
ム
ズ
の
反
主
知
主
義
的
傾
向
は
実
は
人
間
的
生
の
本
質
を
精
神
の
中
の
知
的
活
動
に
み
い
だ
す
乙
と
に
よ
っ
て
精
神
そ
れ
自
体
が
あ

た
か
も
一
つ
の
自
動
機
械
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、

即
ち
技
術
的
能
力
し
か
機
能
し
え
ぬ
機
械
的
存
在
で
あ
る
か
の
よ
う
に
堕
落
し
て
い
く

こ
と
に
対
す
る
反
接
に
そ
の
す
べ
て
が
由
来
し
て
い
る
。
知
性
が
環
境
に
対
し
て
な
し
う
る
最
大
の
行
為
と
は
そ
れ
へ
の
煩
応
で
あ
り
、

そ
れ
に
よ
っ
て
人
間
的
個
体
牲
を
自
然
の
中
の
単
一
的
で
小
じ
ん
ま
り
し
た
存
在
の
朕
態
に
あ
ま
ん
じ
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な

意
味
に
お
い
て
知
性
と
は
究
極
的
に
は
人
聞
に
内
在
す
る
多
様
的
で
自
由
な
る
人
間
本
牲
を
正
し
く
洞
察
し
え
な
い
欠
陥
を
も
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
は
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
欠
陥
を
み
ぬ
い
た
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
ダ

l
ウ
ィ
ン
的
進
化
論
に
人
間
的
生
の
あ
り
方
の
十
全

性
を
期
待
し
、

か
え
っ
て
そ
の
一
元
的
、
機
械
的
特
性
の
術
中
に
お
ち
い
ら
ん
と
し
つ
つ
も
、
徹
底
的
に
主
意
主
義
的
立
場
に
身
を
お
く

こ
に
よ
っ
て
、

そ
乙
か
ら
の
が
れ
よ
う
と
し
た
、
彼
の
皮
肉
な
「
奮
闘
的
努
力
」
の
意
義
を
み
そ
ん
じ
で
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

ジ
ェ
イ
ム
ズ
に
こ
の
よ
う
な
形
の
科
学
主
義
を
と
ら
せ
た
の
は
主
観
主
義
に
み
ち
た
体
系
的
観
念
論
で
あ
る
。
具
体
的
に
ジ
ェ
イ
ム
ズ

が
指
摘
し
た
の
は
イ
、
ギ
リ
ス
に
お
け
る

T
・
日
・
グ
リ
ー
ン
や
ケ
ア

i
ド
等
の
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
学
派
、

ド
イ
ツ
に
お
け
る
新
カ
ン
ト
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派
、
新
へ

i
ゲ
ル
派
、
特
に
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ロ
イ
ス
等
の
思
想
主
義
の
人
た
ち
の
哲
学
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
人
た
ち
の
哲
学
は
ジ
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ェ
イ
ム
ズ
の
生
き
た
十
九
世
紀
後
半
に
は
一
時
的
に
か
な
り
の
勢
力
を
ア
カ
デ
ミ
ツ
ク
な
分
野
に
お
い
て
も
つ
に
い
た
っ
た
た
め
、

(

叩

)

体
系
的
な
迫
造
」
家
の
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
反
接
を
少
か
ら
ず
か
い
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
を
科
学
的
立
場
に
身
を
お
か
せ
る
奇
妙
な
役
割
を
は
た
し

た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
こ
れ
ら
の
観
念
論
は
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
気
質
的
に
最
も
い
み
嫌
う
と
こ
ろ
の
抽
象
的
、
普
遍
的
、
絶
対
的
、

「非

元
的
、
宿
命
的
な
理
論
を
あ
か
ら
さ
ま
に
主
張
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、

そ
の
こ
と
の
故
に
、

ジ
ェ
イ
ム
ズ
を
し
て
実
証
論
的
見
方
即
ち

科
学
的
見
方
を
と
ら
せ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
だ
が
実
証
論
的
見
方
は
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
根
底
に
あ
る
主
意
主
義
的
見
方
と
調
和
す
る
筈

1

2

、。

カ寸
~
}
V

そ
れ
は
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
関
心
が
や
が
て
心
理
学
か
ら
離
れ
て
い
っ
た
過
程
の
中
に
示
さ
れ
る
。

そ
乙
に
お
い
て
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は

心
理
学
と
い
う
実
証
論
的
見
方
で
は
経
験
の
も
た
ら
す
真
の
実
在
性
が
捨
象
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
、

そ
し
て
か
か
る
科
学
的
態
度
の
も
と

で
は
わ
れ
わ
れ
が
生
の
直
接
的
流
れ
と
不
可
分
な
実
在
性
の
厚
み
に
近
づ
き
え
な
い
こ
と
、
を
み
ぬ
い
た
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
ジ
ェ
イ

ム
ズ
の
哲
学
的
気
質
に
あ
っ
て
は
主
意
主
義
的
立
場
を
貫
く
の
は
金
科
玉
条
で
あ
る
。
観
念
論
に
も
、

そ
し
て
一
時
的
に
賛
同
し
た
が
後

に
は
否
定
し
た
科
学
主
義
に
も
背
を
む
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
そ
れ
で
も
自
ら
の
立
場
を
維
持
す
る
た
め
に
は
哲
学
的
孤

塁
を
守
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
即
ち
観
念
論
の
否
定
に
お
い
て
科
学
主
義
者
と
し
て
命
名
さ
れ
て
も
、
科
学
の
も
つ
よ
そ
よ
そ
し
き
に

(

日

)

耐
え
ら
れ
な
い
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
「
信
ず
る
意
志
」
の
存
在
を
田
く
信
じ
て
、
そ
の
科
学
主
義
に
も
訣
別
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
か
く
て

ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
当
時
の
時
代
的
背
景
か
ら
し
て
決
し
て
浮
き
あ
が
る
べ
き
異
端
性
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
単
な
る
思

索
家
と
し
て
、
珠
玉
の
如
き
光
を
て
ら
す
、

き
わ
め
て
個
人
的
で
、
神
秘
的
な
経
験
の
世
界
に
生
の
本
質
を
み
い
だ
そ
う
と
す
る
。

乙
の

彼
の
精
神
的
雄
々
し
さ
は
、
結
局
は
機
械
論
と
主
観
主
義
の
妥
協
と
調
和
に
よ
っ
て
、

そ
れ
ら
が
人
聞
に
与
え
る
悲
惨
的
部
分
を
被
い
か

く
し
、
も
っ
て
最
も
現
実
に
迎
合
す
る
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
す
物
わ
か
り
の
よ
さ
と
な
り
、
後
に
な
っ
て
一
部
の
も
の
に
一
時
的
に
大

い
に
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。



さ
て
乙
乙
で
わ
れ
わ
れ
は
ジ
ェ
イ
ム
ズ
哲
学
生
成
に
つ
い
て
彼
の
主
観
的
意
図
か
ら
で
は
な
く
、
も
う
少
し
社
会
思
想
史
的
流
れ
の
観

点
に
た
っ
て
考
察
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
第
一
に
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
科
学
批
判
は
、
現
代
に
お
け
る
程
さ
か
ん
で
な
い
に
し
て
も
、
す
で
に
十

ジェイムズ哲学生成の思想史的背景についての素描

九
世
紀
に
お
い
て
思
想
的
な
段
階
で
生
じ
て
い
た
科
学
批
判
の
波
に
の
っ
と
っ
た
も
の
で
あ
る
。

一ュ
1
・
ト
ン
物
理
学
に
よ
っ
て
確
定
さ

れ
た
自
然
観
及
び
そ
れ
を
支
配
す
る
科
学
的
法
則
は
そ
れ
ま
で
の
時
代
に
お
い
て
は
絶
対
的
で
あ
り
、
人
々
は
そ
れ
ら
に
対
し
て
無
謬
の

そ
れ
は
批
判
主
義
を
唯
一
の
哲
学
的
態
度
と
す
る
哲
学
者
に
お
い
て
も
妥
当
し
て
お
り
、
彼
ら

前
提
的
態
度
で
も
っ
て
の
ぞ
ん
で
い
た
。

に
と
っ
て
も
現
実
を
支
配
す
る
最
も
実
在
的
な
世
界
と
し
て
は
科
学
的
な
世
界
が
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
従
っ
て
人
々
の
思
考
の

大
半
は
現
実
的
世
界
な
い
し
は
現
象
界
に
お
け
る
科
学
の
絶
対
的
価
値
観
に
基
い
て
い
た
。
科
学
の
絶
対
的
価
値
の
信
仰
は
科
学
の
客
観

的
価
値
の
存
在
へ
と
保
証
す
る
。

い
い
か
え
れ
ば
科
学
の
体
系
や
概
念
は
存
在
そ
の
も
の
の
客
観
的
性
質
を
あ
ら
わ
す
、
と
い
う
偏
見
を

も
た
ら
す
。
科
学
者
が
科
学
の
方
法
は
勿
論
の
こ
と
科
学
的
体
系
や
科
学
的
概
念
に
権
威
と
普
遍
性
を
与
え
る
の
は
し
か
た
な
い
に
し
て

そ
れ
に
つ
い
て
懐
疑
を
は
さ
ま
な
い
か
、

そ
れ
と
も
は
れ
も
の
に
さ
わ
る
か
の
よ
う
に
わ
ざ
と
無
関
心
で
い
た
の

も
、
哲
学
者
ま
で
が
、

は
不
幸
で
あ
っ
た
。

そ
の
意
味
で
十
九
世
紀
後
半
か
ら
末
期
に
か
け
て
一
部
の
哲
学
者
に
よ
っ
て
科
学
の
権
威
が
哲
学
的
根
拠
か
ら
ぐ
ず

れ
さ
ら
れ
た
の
は
重
要
な
思
想
史
的
意
義
を
も
う
て
い
る
と
い
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

乙
の
内
特
に
ブ

l
ト
ル
!
の
「
自
然
の
法
則
の
偶

「
自
然
法
の
理
念
に
つ
い
て
」
、
デ
ュ
エ
ム
の
「
混
合
と
化
合
』
、
ポ
ア
ン
カ
レ
の
「
科
学
と
仮
説
』
、

然
性
に
つ
い
て
」

ア
ベ
ナ
リ
ヴ

ス
の
「
純
粋
経
験
の
批
判
』
、

マ
ッ
ハ
の
「
感
覚
の
分
析
」
は
科
学
批
判
の
書
物
と
し
て
は
代
表
的
と
い
わ
れ
る
だ
ろ
う
。
彼
ら
の
科
学
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批
判
の
哲
学
的
根
拠
と
は
何
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
科
学
が
実
在
を
正
し
く
と
ら
え
て
い
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
乙
れ
は
い
い
か
え
れ
ば

実
在
に
つ
い
て
の
考
え
が
大
き
く
変
遷
し
て
き
た
結
果
で
も
あ
る
。
そ
れ
ま
で
実
在
と
は
知
的
見
地
か
ら
合
理
的
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
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認
め
ら
れ
て
き
た
。
即
ち
知
性
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
る
も
の
が
実
在
で
あ
り
、

そ
れ
故
に
実
在
と
は
概
念
化
、
普
遍
化
さ
れ
う
る
も
の
で

あ
る
ば
か
り
か
、
概
念
化
、
普
遍
化
さ
れ
た
も
の
そ
れ
自
俸
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
彼
ら
の
哲
学
的

認
識
に
お
い
て
は
実
在
と
は
こ
う
い
っ
た
知
牲
に
よ
っ
て
う
ち
た
て
ら
れ
る
科
学
的
法
則
で
は
と
ら
え
ら
れ
な
い
存
在
の
豊
僅
さ
を
も

ち
、
且
つ
連
続
的
、
流
動
的
様
相
を
も
ち
、
従
っ
て
す
で
に
う
ち
た
て
ら
れ
た
法
則
の
側
か
ら
は
今
後
あ
ら
わ
れ
て
く
る
も
の
は
偶
然
的

な
こ
と
と
し
て
と
り
あ
っ
か
わ
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
従
っ
て
と
こ
か
ら
え
ら
れ
る
結
論
は
科
学
が
実
在
そ
の
も
の
を
一
不
し
え
な
い
で
、

実
在
の
一
部
を
一
不
す
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
、

な
い
し
は
実
在
を
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
と
ら
え
る
た
め
の
方
法
に
す
ぎ
な
い
と
考
え

ら
れ
る
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
。
前
者
は
科
学
の
絶
対
性
を
否
定
し
、
科
学
と
し
て
の
存
在
理
由
が
相
対
的
且
つ
偶
然
的
で
あ
り
、
科
学

的
真
理
と
い
わ
れ
る
も
の
も
又
あ
ら
ゆ
る
事
象
に
妥
当
す
る
普
遍
性
を
も
た
な
い
、
限
定
牲
を
-
つ
け
て
い
る
こ
と
を
力
説
し
て
い
る
。
後

者
は
主
と
し
て
科
学
的
概
念
や
科
学
的
体
系
を
人
間
の
経
験
に
と
っ
て
の
み
意
味
あ
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

そ
れ
に

よ
れ
ば
そ
れ
ら
は
単
に
主
観
的
な
性
質
に
す
ぎ
ず
、
実
在
を
と
ら
え
、
経
験
し
て
い
く
た
め
の
一
方
法
の
地
位
に
ま
で
お
り
て
い
る
。
わ

れ
わ
れ
は
こ
の
二
つ
の
考
え
に
よ
っ
て
知
牲
に
か
わ
る
な
に
も
の
か
が
実
在
を
つ
か
み
う
る
実
体
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
せ
ら
れ
る
。

こ
れ

に
よ
っ
て
科
学
批
判
の
背
後
に
は
反
主
知
主
義
の
機
運
が
生
じ
、
主
意
主
義
が
と
っ
て
か
わ
ろ
う
と
す
る
動
き
が
哲
学
・
思
想
界
に
あ
っ

た
と
判
断
し
え
る
で
あ
ろ
う
。
哲
学
の
側
よ
り
な
さ
れ
る
こ
の
科
学
批
判
が
実
は
科
学
の
存
在
そ
の
も
の
の
否
定
に
ま
で
い
た
ら
ず
、

せ

い
ぜ
い
科
学
的
存
在
の
絶
対
牲
の
否
定
と
い
う
時
点
で
終
っ
た
の
は
(
あ
る
い
は
終
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
は
)
周
知
の
事
実
で
も
あ
る

が
、
し
か
し
な
が
ら
思
想
的
段
階
で
こ
の
偶
像
破
壊
を
行
な
っ
た
影
響
は
無
視
さ
れ
ず
、
そ
の
哲
学
的
根
拠
は
現
代
に
お
け
る
科
学
批
判

の
パ
タ
ー
ン
と
も
な
っ
て
い
る
ば
か
り
か
、
後
に
。
フ
ラ
ン
ク
や
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
等
の
科
学
者
に
よ
っ
て
別
の
科
学
的
立
場
に
た
っ
た

科
学
批
判
の
ヒ
ン
ト
を
与
え
た
と
も
い
え
な
く
も
な
い
で
あ
ろ
う
。



第
二
は
す
で
に
前
半
の
部
分
で
ふ
れ
た
生
物
学
的
進
化
論
の
流
行
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
再
び
こ
れ
を
と
り
あ
げ
る
の
は
、
生
物
学
的

進
化
論
が
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
精
神
を
単
に
刺
激
し
た
だ
け
で
な
く
、
も
っ
と
広
い
意
義
、
即
ち
そ
れ
が
反
主
知
主
義
的
流
行
の
具
体
的
事
例

と
な
っ
て
い
る
点
、

か
ら
で
あ
る
u

科
学
が
知
性
と
結
び
つ
き
、

な
ん
ら
か
の
合
理
主
義
的
精
神
に
支
え
ら
れ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、

ジェイムズ哲学生成の思想史的背景についての素描

こ
の
生
物
学
的
進
化
論
は
あ
き
ら
か
に
こ
れ
ま
で
に
な
い
一
つ
の
反
合
理
主
義
に
支
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
科
学
に
対
す

る
造
反
そ
行
な
っ
て
い
る
。
と
は
い
え
厳
密
に
は
こ
の
学
説
は
自
然
科
学
の
機
械
論
的
理
性
の
一
つ
の
考
え
方
に
反
対
し
て
い
る
の
で
あ

っ
て
広
い
意
味
で
は
瓦
合
理
主
義
と
は
い
わ
れ
え
な
い
。

な
ぜ
な
ら
ば
そ
れ
は
生
命
の
本
質
を
知
的
な
い
し
は
理
性
的
に
考
え
ず
に
、
情

念
的
、
意
志
的
に
考
え
て
い
こ
う
と
す
る
合
理
主
義
の
一
つ
で
あ
る
と
も
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
生
命
の
本
質
を
情
念
な

い
し
は
意
志
に
あ
る
も
の
と
し
て
考
え
、
知
性
な
い
し
は
理
性
を
そ
れ
ら
に
奉
仕
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
の
似
非
合
理
主
義
で
あ
る
と

い
う
の
が
最
も
ふ
さ
わ
し
い
呼
び
方
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

こ
こ
に
わ
れ
わ
れ
は
反
主
知
主
義
、
主
意
主
義
、
似
非
合
理
主
義
と
い
う

三
つ
の
考
え
方
に
遭
遇
し
て
い
る
。

そ
れ
ら
は
生
命
そ
の
も
の
の
存
在
の
重
視
を
し
て
い
る
と
い
う
観
点
か
ら
は
親
近
的
関
係
を
も
ち
、

ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
プ
ラ
ス
マ
テ
イ
ズ
ム
に
よ
れ
ば
、
同
じ
意
味
在
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
生
物
学
的
進
化
論
は
そ
れ
ら
を
一
つ
に

し
た
現
実
的
学
説
で
あ
る
と
も
い
い
え
、

そ
れ
の
根
源
に
お
い
て
は
科
学
の
も
つ
機
械
論
に
組
し
な
が
ら
も
、

そ
れ
の
対
象
が
直
接
的
に

自
然
の
生
命
的
存
在
に
む
け
ら
れ
て
い
る
た
め
に
、
科
学
的
立
場
の
主
流
で
あ
る
知
的
世
界
へ
の
挑
戦
の
主
役
を
演
じ
る
ま
で
に
い
た
っ

た
の
で
あ
る
。

こ
の
具
体
例
は
生
物
学
的
進
化
論
の
骨
子
で
あ
る
生
存
競
争
及
び
適
者
生
存
の
原
理
に
端
的
に
み
い
だ
さ
れ
る
で
あ
ろ

ぅ
。
な
ぜ
な
ら
ば
こ
れ
ら
の
原
理
は
自
然
に
お
い
て
存
在
す
る
機
械
的
で
無
情
な
原
理
の
完
全
な
支
配
の
も
と
に
あ
る
と
い
う
宿
命
論
の

告
白
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
個
体
と
し
て
の
自
然
的
存
在
の
あ
り
様
に
最
も
注
目
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
す
べ
て
の
事
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象
が
個
体
の
関
係
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
、

そ
の
関
係
の
み
が
現
象
す
る
唯
一
の
存
在
形
態
で
あ
り
、
永
遠
的
な
も
の
、
不
変
的
な
も
の
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の
認
容
は
一
切
許
さ
れ
て
お
ら
ず
、

た
だ
そ
の
関
係
を
通
じ
て
個
体
的
に
す
ぐ
れ
た
能
力
と
生
へ
の
意
志
の
強
靭
さ
を
も
っ
て
い
る
も
の

が
、
よ
り
価
値
あ
る
存
在
と
し
て
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
生
物
学
的
進
化
論
の
果
し
た
役
割
は
思
想
史
的
に
み
れ
ば
生
へ
の
意
志
の
概

人
中
山
を
実
り
あ
る
も
の
に
し
た
こ
と
と
同
時
に
、

人
間
自
身
の
問
題
と
し
て
は
、
個
人
の
存
在
の
重
要
牲
を
再
認
識
さ
せ
た
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
さ
ら
に
は
従
来
の
人
間
論
的
考
察
に
と
っ
て
本
質
的
と
み
ら
れ
た
「
考
え
る
個
人
の
存
在
」
を
コ
田
山
志
す
る
個
人
の
存
在
」
へ
と

人
間
評
価
の
基
準
を
移
行
せ
し
め
た
こ
と
で
あ
る
。
当
然
そ
こ
か
ら
は
あ
ら
ゆ
る
事
象
が
知
的
対
象
で
は
な
く
情
意
的
対
象
と
し
て
還
元

さ
れ
る
見
方
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
あ
ら
ゆ
る
事
象
は
意
志
の
対
象
と
し
て
価
値
を
も
っ
て
い
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
価
値
論
的

適
者
生
存
の
原
理
が
適
用
さ
れ
、

立
場
が
唯
一
の
思
考
と
し
て
残
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
価
値
論
の
基
準
に
は
か
の
生
物
学
的
進
化
論
か
ら
導
き
だ
さ
れ
る
生
存
競
争
及
び

且
つ
よ
く
生
存
す
る
こ
と
が
目
的
化
さ
れ
る
た
め
に
、
個
人
と
し
て
か
か
る
扶
態
を
維
持
し
よ
う
と
す

る
人
間
的
意
志
が
最
も
尊
重
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、

そ
の
意
志
の
能
力
の
存
在
如
何
に
よ
っ
て
、

人
間
的
優
秀
さ
が
保
証
さ
れ
る
乙
と
に

も
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
意
志
の
努
力
の
対
象
以
外
の
も
の
は
す
べ
て
手
段
化
さ
れ
、

そ
の
対
象
の
実
現
の
た
め
の
道
具
的
役
割
を
は
た

す
よ
う
強
制
せ
ら
れ
る
。

そ
れ
は
後
に
デ
ュ

l
イ
に
よ
っ
て
器
具
論
と
し
て
完
成
さ
れ
る
一
つ
の
よ
り
明
確
な
道
を
た
ど
っ
て
一
つ
の
哲

学
を
勢
力
的
な
も
の
に
し
た
の
で
あ
る
。

さ
て
ダ
l
ウ
ィ
ン
に
よ
っ
て
は
じ
め
ら
れ
た
こ
の
生
物
学
的
進
化
論
に
つ
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
も
う
一
つ
の
意
義
を
認
め
ね
ば
な
ら
な

ぃ
。
そ
れ
は
こ
の
学
説
が
社
会
的
影
響
を
及
ぼ
し
、
結
果
的
に
人
聞
の
個
人
と
し
て
の
存
在
の
尊
厳
性
を
あ
ら
た
め
て
強
調
す
る
に
い
た

っ
た
の
は
、
体
系
的
観
念
論
の
合
理
論
に
対
す
る
反
接
と
同
様
に
、
科
学
主
義
の
抽
象
論
的
決
定
論
に
対
す
る
反
携
が
原
因
し
て
い
た
と

も
考
え
ら
れ
る
点
で
あ
る
。

そ
れ
は
奇
妙
に
も
生
物
学
的
進
化
論
が
逆
に
科
学
の
新
し
い
部
分
で
あ
る
こ
と
を
告
白
さ
せ
ら
れ
た
か
の
よ

う
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
。

な
ぜ
な
ら
ば
そ
れ
は
宗
教
的
教
条
と
制
度
に
対
す
る
科
学
か
ら
の
批
判
の
機
能
を
は
た
し
て
い
る
と
み
な
さ



れ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
従
来
の
人
聞
に
対
し
て
支
配
的
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
超
自
然
的
現
象
に
対
す
る
誤
ま
れ
る
畏
敬
的
態
度
及

び
形
而
上
学
的
世
界
の
盲
目
的
信
仰
が
こ
の
生
物
学
的
進
化
論
に
よ
っ
て
も
の
の
見
事
に
打
破
さ
れ
た
と
い
う
点
が
科
学
的
成
果
と
し
て

誇
大
的
に
い
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ジェイムズ哲学生成の思想史的背景についての素描

こ
の
見
方
は
当
初
に
お
い
て
か
な
り
広
範
に
認
め
ら
れ
て
い
た
し
、
今
日
で
も
決
定
的
に
そ
れ
を

(

V

H

)

 

誤
ま
り
と
し
て
退
け
ら
れ
な
い
妖
怪
的
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
点
に
お
い
て
も
そ
れ
は
ジ
ェ
イ
ム
ズ
に
影
響
を
与
え
て

い
る
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
超
自
然
的
現
象
に
対
す
る
誤
ま
れ
る
畏
敬
的
態
度
と
形
而
上
学
的
世
界
の
盲

目
的
信
仰
が
す
で
に
人
間
の
子
に
と
ど
か
ぬ
彼
岸
的
性
格
を
も
ち
、

か
え
っ
て
人
間
に
有
害
に
作
用
し
て
い
る
と
い
う
事
実
に
対
す
る
反

接
を
感
じ
た
の
で
、

そ
れ
を
告
発
し
よ
う
と
欲
し
て
、
生
物
学
的
進
化
論
を
利
用
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
こ
の
生
物
学
的

進
化
論
を
直
接
的
に
は
利
用
し
な
か
っ
た
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
こ
の
学
説
に
基
本
的
な
あ
り
方
を
教
え
ら
れ
つ
つ
、
自
ら
の
科
学
的
方
法
、

即
ち
心
理
学
的
方
法
を
う
ち
た
て
る
道
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
生
物
学
的
進
化
論
は
そ
れ
ま
で
の
科
学
的
あ
り
方
に
対

又
宗
教
的
、
哲
学
的
あ
り
方
に
対
し
て
も
多
大
の
影
響
を
与
え
た
の
は
間
違
い
の
な
い
事
実
で
あ
る
。

し
で
も
、

そ
れ
は
単
に
進
化
の
概

念
の
単
な
る
解
釈
で
は
す
ま
さ
れ
な
い
で
、

ジ
ョ
サ
イ
ア
・
ロ
イ
ス
の
い
う
ご
と
く
、

よ
り
成
熟
し
た
そ
の
意
義
の
宣
伝
と
そ
の
応
用
と

に
向
お
う
と
し
て
い
た
し
、

(
時
)

た
の
で
あ
る
。

ジ
ェ
イ
ム
ズ
自
身
こ
の
時
期
に
属
す
る
進
化
論
運
動
に
参
与
し
た
創
意
あ
る
代
表
的
哲
学
者
の
一
人
で
あ
っ

第
三
の
機
運
と
は
合
理
論
的
思
考
の
破
綻
が
生
じ
て
き
て
い
る
と
い
う
純
粋
に
哲
学
的
な
領
域
に
お
け
る
動
き
で
あ
る
。
な
か
ん
ず
く

シ
ジ
ウ
イ
ッ
ク
に
よ
っ
て
暴
露
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
形
式
論
理
学
の
矛
盾
、
即
ち
論
理
が
実
在
に
適
用
さ
れ
え
な
い
点
に
対
す
る
批
判
で
あ

る

形
式
論
理
学
そ
れ
自
体
は
人
間
の
思
考
構
造
に
の
っ
と
る
限
り
は
矛
盾
的
な
性
質
を
も
っ
て
い
な
い
。

あ
た
か
も
数
学
に
お
い
て
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同
十

H

H

M

の
数
式
が
疑
わ
れ
な
い
真
理
を
し
め
し
て
い
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。
形
式
論
理
学
に
し
て
も
、
数
学
に
し
て
も
わ
れ
わ
れ
が
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精
神
の
中
で
一
つ
の
前
提
を
乙
し
ら
え
且
つ
そ
れ
が
す
べ
て
の
人
聞
に
了
承
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
有
効
的
な
も
の
で
あ
る
。
形
式

論
理
学
の
価
値
が
そ
れ
ま
で
疑
わ
れ
な
か
っ
た
の
は
そ
れ
の
も
つ
単
な
る
普
遍
性
の
概
念
が
主
知
主
義
的
な
人
間
に
対
し
て
権
威
を
も
っ

て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
か
か
る
概
念
が
単
な
る
知
性
な
い
し
は
理
性
の
産
物
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
た
か
も
自
立
的
で
、
感
覚
的

人
間
と
は
無
関
係
に
存
在
す
る
よ
う
に
み
え
た
の
は
、
具
体
的
事
実
と
の
照
応
を
真
理
の
検
証
方
法
と
は
し
な
い
で
無
視
し
た
と
と
ろ
の

合
理
論
の
信
越
的
態
度
か
ら
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
に
盲
目
的
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
現
時
点
に
お
い
て
あ
き
ら
か
に
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
形
式
論
理
学
が
具
体
的
事
実
と
衝
突
す
る
の
み
で
、

そ
れ
を
包
括
す
る
ほ
ど
の
力
を
も
っ
て
い
な
い
と
い
う
考
え
が
そ

の
頃
に
お
こ
っ
た
の
は
、

人
間
に
と
っ
て
具
体
的
生
と
は
何
か
の
再
吟
味
が
要
求
さ
れ
て
い
た
証
拠
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
そ
の
要
求

の
結
果
と
し
て
論
理
が
実
在
に
適
用
さ
れ
な
い
と
い
う
ζ

と
に
な
っ
た
の
は
生
と
実
在
が
不
可
分
の
関
係
に
あ
り
、

そ
れ
ら
の
流
動
性
、

躍
動
性
、
連
続
性
が
重
視
さ
れ
て
き
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
奇
妙
な
こ
と
に
ζ

の
点
に
お
い
て
こ
の
機
運
に
一
つ
の
影
響
を
与
え
た
の

は
科
学
の
実
証
主
義
的
方
法
の
広
ま
り
で
あ
り
、

そ
れ
が
形
式
論
理
学
に
お
け
る
真
理
を
も
検
証
す
る
必
要
性
を
う
な
が
し
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
故
知
的
作
用
と
い
う
観
点
か
ら
は
科
学
的
方
法
と
哲
学
的
論
理
的
方
法
と
は
も
と
も
と
同
じ
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
前
者
は
後
者

の
権
威
を
う
ち
く
ず
す
に
は
恰
好
の
手
段
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
よ
り
も
か
か
る
形
式
論
理
学
が
攻
撃
さ
れ
る
背
景
と
し

が
唱
え
ら
れ
て
き
て
い
る
と
い
う
歴
史
的
事
実
が
あ
る
の
は
忘
れ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

て
、
哲
学
上
の
動
き
と
し
て
、
プ
ラ
ト
ン
以
来
の
超
越
的
哲
学
の
偶
像
が
ζ

わ
さ
れ
、
経
験
論
を
基
調
に
し
た
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
哲
学

こ
う
い
っ
た
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
哲
学

が
合
理
論
に
対
立
し
て
い
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
当
時
の
合
理
論
の
端
的
な
特
徴
と
は
あ
ま
り
に
も
客
観
性
、
普
遍
性
を
要
求
す
る

た
め
に
生
じ
る
合
理
性
の
絶
対
視
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
人
間
的
存
在
の
中
の
知
性
の
働
ら
き
に
異
常
な
ま
で
の
期
待
が
か
け
ら
れ
、
人

間
的
知
性
の
作
用
(
実
際
は
い
ろ
い
ろ
な
事
象
を
比
較
考
察
す
る
技
術
的
能
力
し
か
な
い
)
に
す
べ
て
の
根
拠
が
求
め
ら
れ
よ
う
と
し
た



の
で
あ
る
。

乙
の
合
理
論
の
傾
向
は
あ
る
種
の
グ
ノ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
も
た
ら
し
、

そ
の
理
論
的
性
格
か
ら
、
す
べ
て
の
事
象
の
意
義
に
つ

い
て
合
理
性
に
基
づ
く
客
観
的
明
証
性
だ
け
に
確
か
さ
を
求
め
、
人
間
の
存
在
す
べ
て
の
問
題
と
の
関
わ
り
は
ど
う
で
も
よ
か
っ
た
の
だ

か
ら
、
当
然
破
綻
を
き
た
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
結
果
が
ア
グ
ノ
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
い
た
ら
ず
、

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
哲
学
を

ジェイムズ哲学生成の思想史的背景についての素描

導
い
た
の
は
、
主
知
主
義
的
哲
学
が
う
ち
す
て
ら
れ
、
主
意
主
義
が
採
用
さ
れ
る
と
い
う
哲
学
的
風
潮
が
あ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

以
上
が
ジ
ェ
イ
ム
ズ
に
影
響
を
与
え
た
と
判
断
さ
れ
る
三
つ
の
機
運
で
あ
る
。
周
知
の
如
く
こ
れ
ら
三
つ
の
機
運
は
主
知
主
義
に
反
対

し
、
個
人
の
情
念
と
意
志
の
働
ら
き
を
中
心
に
す
え
て
考
え
て
い
る
と
い
う
点
で
一
致
し
て
い
る
。
だ
が
こ
れ
ら
が
十
九
世
紀
後
半
の
思

想
界
に
お
い
て
中
心
的
で
あ
っ
た
と
判
断
す
る
の
は
間
違
っ
て
い
る
。

そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
従
来
の
支
配
的
な
思
想
に
対
す
る
ア
ン
チ
・

テ
ー
ゼ
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
歴
史
の
大
き
な
流
れ
の
中
の
一
筋
以
上
の
も
の
を
し
め
し
え
な
い
。
わ
れ

わ
れ
は
や
は
り
ボ
ヘ
ン
ス
キ
l
の
い
う
「
機
械
論
」
と
「
主
観
主
義
』
の
輯
か
ら
逃
れ
ら
れ
ず
に
い
る
の
で
あ
り
、
現
代
に
お
い
て
も
主

知
主
義
的
思
考
を
放
棄
し
な
い
限
り
、
依
然
と
し
て
こ
れ
ら
二
つ
の
考
え
は
主
流
を
占
め
て
い
る
と
い
わ
れ
え
る
の
で
あ
る
。

た
だ
と
れ

ら
の
考
え
に
反
接
す
る
機
運
も
又
社
会
的
に
無
視
さ
れ
て
は
な
る
ま
い
。

そ
し
て
こ
れ
ら
の
機
運
が
ジ
ェ
イ
ム
ズ
哲
学
を
誕
生
さ
せ
て
い

る
と
考
え
れ
ば
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
哲
学
は
決
し
て
単
な
る
個
人
の
主
観
的
な
欲
求
に
左
右
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
根
な
し
草
で
は
な
く
、
社
会
的

勢
力
と
し
て
も
又
人
間
本
性
に
ね
ざ
し
た
有
効
的
力
を
も
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
も
無
視
さ
れ
え
な
い
歴
史
的
産
物
で
あ
る
乙
と
は
銘
記

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

話
を
戻
し
て
考
え
て
み
た
場
合
、
分
類
蛙
き
の
批
評
家
な
ら
ζ

の
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
思
想
の
歴
史
的
思
想
的
背
景
な
る
も
の
の
実
態
が
、
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実
は
プ
ラ
グ
マ
テ
イ
ズ
ム
、
あ
る
い
は
ベ
ル
グ
ソ
ニ
ズ
ム
の
如
き
生
の
哲
学
の
勃
興
の
隠
れ
た
説
明
に
他
な
ら
な
い
こ
と
を
み
ぬ
く
で
あ
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ろ
う
σ

あ
る
意
味
に
お
い
て
そ
れ
は
正
し
い
。

な
ぜ
な
ら
ば
わ
れ
わ
れ
は
ジ
ェ
イ
ム
ズ
自
身
が
自
ら
を
さ
し
て
。
フ
ラ
グ
マ
テ
イ
ス
ト
と
呼

ん
で
い
る
点
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
を
認
め
る
に
し
て
も
わ
れ
わ
れ
は
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
。
フ
ラ
グ
マ
テ
ィ

ズ
ム
が
決
し
て
世
間
で
誤
ま
っ
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
卑
俗
な
理
論
的
性
格
を
も
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
社
会
的
に
も
っ
と
深
い

哲
学
的
意
義
を
背
中
に
背
負
っ
て
い
る
こ
と
を
感
じ
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
即
ち
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
知
性
の
非
人
間
性
に
依
存
し
て

人
聞
に
敵
対
的
に
現
象
し
て
き
た
科
学
と
抽
象
を
問
題
に
す
る
論
理
学
・
哲
学
の
抑
圧
性
か
ら
人
閣
を
解
放
し
よ
う
と
し
た
努
力
は
一
度

な
り
と
も
す
な
お
に
認
め
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
特
に
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
批
判
の
焦
点
が
科
学
に
む
け
ら
れ
て
い
る
の
は
拍

象
的
論
理
や
主
観
主
義
的
体
系
へ
の
批
判
的
態
度
が
軽
視
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
。

そ
れ
ら
が
主
知
主
義
的
思
考
に
の
っ
と
っ
て
い

る
共
通
性
の
も
と
に
、
今
や
科
学
が
一
切
の
主
知
主
義
的
思
考
を
代
表
す
る
現
実
的
様
相
を
も
っ
て
き
た
か
ら
に
す
ぎ
な
い
。

こ
の
土
口
一
の

了
解
さ
え
え
ら
れ
れ
ば
、

ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
次
の
認
識
に
根
ざ
し
て
い
る
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
の
は
容
易
な
乙
と
で
あ

ろ
う
。

「
プ
ラ
グ
マ
テ
イ
ズ
ム
の
事
物
を
み
る
方
法
と
は
最
近
五
十
年

(
十
九
世
紀
後
半
か
ら
二
十
世
紀
初
頭
ま
で
の
期
間
を
さ
す
、
論
者
注
)

が
科
学
的
真
理
の
古
い
考
え
の
中
に
も
た
ら
し
た
崩
壊
に
そ
れ
の
存
在
を
負
っ
て
い
る
。

「
神
は
幾
何
学
的
に
形
成
す
る
」
と
よ
く

そ
し
て
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
の
要
素
は
文
字
通
り
神
の
幾
何
学
化
を
再
生
し
て
い
る
と
信
じ
ら
れ
た
。

永
遠
且
つ
不
変
の
「
理
性
」
が
あ
り
、
そ
の
芦
は
パ
ル
パ
一
フ
と
セ
ラ
レ
ン
ト
(
あ
る
論
理
式
の
よ
び
名
、
論
者
注
)
の
中
で
響
く
と
想
定

い
わ
れ
た
も
の
だ
っ
た
。

さ
れ
て
い
た
。
物
理
学
、
化
学
の
「
自
然
法
』
に
つ
い
て
も
又
博
物
学
の
分
類
に
つ
い
て
も
そ
う
で
あ
り
、

そ
れ
ら
す
べ
て
は
事
物

の
構
造
の
中
に
埋
れ
て
い
る
前
人
間
的
原
型
の
正
確
に
し
て
独
特
の
複
製
品
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
知
性
の
中
に
隠
さ
れ
た
神
性
の

輝
き
が
わ
れ
わ
れ
に
そ
の
原
型
を
洞
察
す
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
て
い
る
と
想
定
せ
ら
れ
て
い
た
。
世
界
に
つ
い
て
の
解
剖
は
論



理
的
で
あ
り
、

そ
の
論
理
学
は
大
学
教
授
の
そ
れ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

一
八
五

O
年
頃
ま
で
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
人
は

科
学
が
非
人
間
的
実
在
の
明
確
な
法
典
の
正
確
な
模
写
で
あ
る
諸
真
理
を
表
現
し
て
い
る
と
信
じ
て
い
た
。
し
か
し
こ
の
最
近
の
日

々
に
お
け
る
異
常
に
急
速
な
学
説
の
増
大
は
そ
れ
ら
の
学
説
の
ど
れ
か
一
つ
が
他
の
そ
れ
よ
り
も
よ
り
正
し
い
客
観
的
種
類
の
事
物

ジェイムズ哲学生成の思想史的背景についての素描

で
あ
る
と
い
う
考
え
を
ほ
と
ん
ど
ァ
う
ち
く
ず
し
て
い
る
。
非
常
に
多
く
の
幾
何
学
、
非
常
に
多
く
の
論
理
学
、
非
常
に
多
く
の
物
理

的
化
学
的
仮
説
、
非
常
に
多
く
の
分
類
学
が
あ
り
、

そ
れ
ら
の
ど
れ
も
自
分
の
分
だ
け
十
分
で
あ
り
、
す
べ
て
に
対
し
て
は
十
分
で

は
な
い
の
で
あ
り
、
最
も
真
実
な
る
定
式
で
さ
え
人
閣
の
工
夫
で
あ
り
正
し
い
写
し
で
は
な
い
と
い
う
考
え
が
わ
れ
わ
れ
の
上
に
あ

き
ら
か
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
科
学
的
法
則
が
今
や
そ
れ
だ
け
の
「
概
念
的
速
記
』
で
あ
り
、

そ
れ
ら
が
有
用
で
あ
る

限
り
に
お
い
て
真
理
で
あ
り
、

そ
れ
以
上
の
も
の
で
な
い
も
の
と
し
て
と
り
あ
つ
か
わ
れ
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
の
精

っ神
ては
き再
た生
のの
でか
あわ
るつり
03の
」象

徴
l乙
対
し
て

正
確
の
か
わ
り
の
近
似
に
対
し
て
、
厳
格
の
か
わ
り
の
柔
軟
さ
に
対
し
て
、
寛
容
的
に
な

か
か
る
観
点
か
ら
導
き
だ
さ
れ
る
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
ア
メ
リ
カ
の
精
神
の
別
の
形
の
表
現
さ
れ
た
も
の
と
な
っ
て
結

実
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
わ
れ
わ
れ
は
そ
乙
に
わ
れ
わ
れ
の
な
か
な
か
に
気
づ
か
ぬ
落
し
穴
の
あ
る
こ
と
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ

れ
ま
で
の
論
述
で
も
あ
き
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
思
想
独
自
の
動
き
か
ら
み
れ
ば
ジ
ュ
イ
ム
ズ
哲
学
は
近
代
哲
学
を
批
判
し
、

そ

れ
を
の
り
こ
え
よ
う
と
す
る
哨
吟
せ
る
意
図
を
も
っ
。

そ
れ
自
体
は
正
し
い
。
問
題
な
の
は
そ
の
意
図
が
究
極
に
お
い
て
ア
メ
リ
カ
の
精

神
の
中
で
結
実
し
、
彼
自
身
も
い
う
如
く
「
個
性
の
神
聖
さ
に
対
す
る
民
主
々
義
的
尊
敬
」
の
表
明
と
な
ら
な
け
れ
ば
生
か
さ
れ
な
い
と

い
う
点
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
思
想
史
的
に
み
れ
ば
ま
わ
り
ま
わ
っ
て
近
代
哲
学
を
の
り
こ
え
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
告
白
で
し
か
な
い

47 

が
、
し
か
し
か
か
る
表
明
が
ふ
聞
の
良
心
と
し
て
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
に
は
同
様
に
問
題
が
あ
る
。

そ
れ
は
近
代
哲
学
の
も
つ
機
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械
論
の
魔
力
と
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
犠
牲
の
代
償
と
し
て
ジ
ェ
イ
ム
ズ
哲
学
が
歓
迎
さ
れ
、
も
っ
て
利
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
。

も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
そ
れ
は
ヨ
!
ロ
ッ
パ
及
び
ア
メ
リ
カ
の
、

即
ち
西
洋
の
思
考
の
人
聞
に
対
す
る
悪
し
き
部
分
の
尻
ぬ
ぐ
い
の
役

を
負
わ
さ
れ
続
け
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
な
ぜ
に
い
い
え
る
の
で
あ
る
か
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
自
身
の
方
に
そ
の
根
拠
を
求
め
れ
ば
、
ジ
ェ
イ

ム
ズ
は
近
代
哲
学
の
超
克
を
必
要
と
す
る
近
代
人
一
般
の
客
観
的
基
盤
を
理
解
で
き
な
か
っ
た
点
に
あ
る
。
機
械
論
と
主
観
主
義
は
分
裂

し
た
社
会
的
人
間
的
存
在
の
そ
れ
ぞ
れ
の
か
た
わ
れ
で
あ
り
、
従
っ
て
悪
で
あ
り
、

そ
れ
ら
を
と
り
除
き
一
つ
の
人
間
的
存
在
に
回
復
す

る
た
め
に
超
克
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
に
、

ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
そ
の
超
克
の
成
果
を
そ
れ
ら
の
存
在
の
正
当
性
を
導
き
だ
す
た
め
の
自

然
的
原
在
性
の
解
明
と
し
、

そ
の
中
に
人
間
的
存
在
の
具
体
的
事
実
と
し
て
の
理
想
性
を
み
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
自
然

的
原
在
性
の
解
明
と
は
虚
構
で
あ
る
か
、

そ
れ
と
も
事
実
を
あ
り
の
ま
ま
に
み
る
と
い
う
名
の
現
実
と
の
一
体
化
、

そ
し
て
多
少
の
主
体

性
を
認
め
る
な
ら
ば
現
実
と
の
調
和
化
で
あ
り
、
機
械
論
と
主
観
主
義
の
与
え
る
よ
そ
よ
そ
し
さ
か
ら
く
る
精
神
的
苦
し
み
の
緩
和
化
以

外
の
な
に
も
の
も
結
果
し
な
い
の
で
あ
る
。

そ
の
場
合
に
お
け
る
主
意
主
義
的
態
度
は
そ
れ
ら
の
作
用
の
た
め
の
馬
車
馬
で
あ
り
、

そ
れ

ら
の
安
全
弁
と
し
て
し
か
機
能
し
え
な
い
の
で
あ
る
。

「
個
性
の
神
聖
さ
に
対
す
る
民
主
々
義
的
尊
敬
」
は
か
か
る
思
念
の
最
も
現
実
的

な
あ
ら
わ
れ
で
あ
り
、
当
時
の
ア
メ
リ
カ
の
社
会
の
如
き
可
能
性
の
形
態
が
残
さ
れ
て
い
る
土
壌
の
も
と
で
は
崇
高
な
人
間
の
活
動
原
理

に
ま
で
た
か
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
も
し
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
彼
の
哲
学
形
成
に
影
響
を
与
え
た
と
い
わ
れ
る
三
つ
の
機
迎
か
ら
別
の
哲
学
的

ビ
ジ
ョ
ン
を
え
た
な
ら
ば
、
今
日
批
判
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
ア
メ
リ
カ
の
精
神
在
代
表
す
る
ア
メ
リ
カ
の
哲
学
者
と
は
い
わ
れ
な
か
っ
た

で
あ
ろ
う
が
、

そ
の
考
え
は
単
な
る
論
者
の
盲
想
で
し
か
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

な
ぜ
な
ら
ば
ジ
ェ
イ
ム
ズ
哲
学
は
ア
メ
リ
カ
が
v

つ
ん
だ

の
で
あ
り
、
三
つ
の
機
運
は
ジ
ェ
イ
ム
ズ
に
契
機
を
与
え
た
に
す
ぎ
な
い
と
判
断
せ
ら
れ
る
か
、

そ
れ
と
も
三
つ
の
機
運
の
社
会
的
凝
縮

が
ア
メ
リ
カ
の
精
神
な
の
で
あ
る
か
ら
そ
こ
に
別
の
哲
学
的
ビ
ジ
ョ
ン
が
介
入
す
る
論
理
的
必
然
性
が
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
、

の
い
ず



れ
か
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
根
拠
の
吟
味
は
、

た
と
え
そ
の
た
め
に
批
判
的
な
結
論
が
え
ら
れ
る
に
せ
よ
、
社
会
学
、
歴
史
学
の
領

域
に
お
い
て
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
従
っ
て
こ
こ
で
は
省
略
さ
れ
よ
う
。
だ
が
純
粋
に
思
想
面
か
ら
の
考
察
が
可
能
な
場
合
、
ジ
ェ
イ

ム
ズ
哲
学
に
は
奇
妙
に
一
つ
の
可
能
性
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
丁
度
主
知
主
義
の
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
で
あ
る
ヘ

ー
ゲ
ル
哲
学
が
ほ
ん
の
一
撃
を
v

つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
人
間
存
在
」
の
す
ば
ら
し
い
あ
り
方
を
さ
し
し
め
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、

ジェイムズ哲学生成の思想史的背景についての素描

そ
の
ほ
こ
先
を
そ
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
れ
と
似
た
転

主
意
主
義
的
な
ジ
ェ
イ
ム
ズ
哲
学
に
も
、
論
理
を
逆
立
ち
さ
せ
な
い
ま
で
も
、

な
に
か
が
あ
る
、

と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
実
際
の
と
こ
ろ
わ
れ
わ
れ
の
残
さ
れ
た
任
務
は
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
主

換
を
な
し
う
る
、

ス
ミ
ス
の
い
う
如
き
ア
メ
リ
カ
の
精
神
か
ら
蒸
溜
す
る
べ
く
挑
戦
す
る
こ
と
に
あ
る
の
か
も
し
れ

、th
、、。

ふーん

3
h
v

意
主
義
的
な
哲
学
を
純
粋
な
形
に
し
、
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ジ
正
ト
イ
ム
ズ
哲
学
と
い
わ
れ
る
も
の
の
中
に
は
根
本
的
経
験
論
、
プ
ラ
グ
マ
テ
イ
ズ
ム
、
多
元
論
、
偶
発
論
、
改
善
論
、
神
人
同
形
向
性
論
、
主

意
主
義
、
パ
ー
ソ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ア
リ
ズ
ム
等
が
あ
る
。
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現
代
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現
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。
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乙
の
信
ず
る
意
志
は
ジ
ェ
イ
ム
ズ
哲
学
理
解
の
鍵
で
あ
る
。
そ
れ
は
知
的
根
拠
に
基
い
て
は
決
定
さ
れ
な
い
真
正
の
選
択
を
な
し
う
る
情
念
的
本

性
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
考
え
は
プ
ラ
グ
マ
テ
イ
ズ
ム
の
理
論
が
も
た
ら
す
悪
し
き
帰
結
と
し
で
批
判
的
に
う
け
と
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ロ
ッ
ク
や
ヒ
ュ

l
ム
、
そ
れ
に
カ
ン
ト
を
も
含
む
。

乙
の
ど
ぎ
つ
い
表
現
は
生
物
学
的
進
化
論
が
自
然
の
非
情
性
で
も
っ
て
精
神
の
非
情
性
を
追
い
落
し
な
が
ら
人
間
の
情
念
を
あ
や
つ
っ
て
い
る
と

い
う
論
者
の
主
観
性
に
基
づ
く
。
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