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平
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「
わ
れ
わ
れ
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
未
知
で
あ
る
」
と
は
ニ

l
チ
ェ
の
有
名
な
言
葉
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
我
々
は
、
わ
れ
わ
れ
以

外
の
も
の
に
つ
い
て
は
よ
く
知
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
他
者
に
つ
い
て
。
人
聞
に
つ
い
て
の
学
問
、
例
え
ば
心
理
学
や
生

理
学
や
社
会
学
な
ど
が
あ
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
学
問
に
お
い
て
確
立
さ
れ
た
人
間
像
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
み
た
と
こ
ろ
で
一
個
の

人
聞
が
出
来
上
が
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
人
間
と
は
、
ま
ず
最
初
は
一
つ
の
全
体
と
し
て
現
れ
て
く
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

ま
た
人
間
と
は
合
理
的
な
、
あ
る
い
は
理
性
的
な
把
握
を
逃
れ
た
と
こ
ろ
に
そ
の
本
質
を
持
つ
よ
う
な
存
在
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

我
々
が
こ
こ
で
と
り
あ
げ
る
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ

1
ラ
ー
は
そ
の
よ
う
に
人
間
を
捉
え
て
い
た
。
彼
は
西
洋
の
伝
統
で
あ
る
理
性
の
優
位

に
異
を
唱
え
感
情
の
優
位
を
説
い
た
。
そ
し
て
そ
の
中
で
も
特
に
愛
の
働
き
を
重
視
し
、
愛
こ
そ
が
他
の
あ
ら
ゆ
る
認
識
を
導
く
も
の
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で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
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我
々
と
し
て
は
ζ

の
小
論
に
お
い
て
、
愛
の
働
き
を
中
心
に
し
た
シ
ェ

1
ラ
l
の
共
感
論
の
分
析
を
通
じ
て
、
我
々
は
い
か
に
し
て

他
者
を
知
る
の
か
、
、
そ
し
て
他
者
を
知
る
と
い
う
こ
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

他
者
知
覚

シ
ェ

l
ラ
ー
は
ま
ず
最
初
に
、
こ
れ
ま
で
た
び
た
び
混
同
さ
れ
て
き
た
様
々
な
現
象
か
ら
共
感
を
区
別
す
る
こ
と
か
ら
始
め
て
い
る
。

我
々
も
こ
の
小
論
に
お
い
て
明
ら
か
に
す
べ
き
共
感
と
は
ど
の
よ
う
な
現
象
か
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。

さ
て
シ
ェ

1
ラ
!
の
区
別
す
る
現
象
は
、
相
互
感
得
(
宮
百
世
話
旦
R
m
o
E
E
)
、
共
感
、
感
情
伝
播
、

一
体
感
(
巴
ロ
印
B
Eロ
ロ
ぬ
)

の
四
つ
で
あ
る
。
相
互
感
得
と
は
、
あ
る
こ
人
の
人
聞
が
「
同
一
の
価
値
態
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
価
値
態
に
対
す
る
同
じ
情
緒
的
活
動

(1) 

を
も
感
得
し
、
相
互
に
体
験
し
て
い
る
」
(
〈
戸
主
}
よ
う
な
状
態
の
こ
と
を
指
す
。
感
情
伝
播
と
は
「
も
っ
ぱ
ら
感
情
状
態
相
互
の
間

に
の
み
生
じ
」
(
ヨ
ロ
。
)
、
ま
た
「
他
者
の
喜
び
に
関
す
る
知
を
そ
も
そ
も
前
提
し
な
い
」

(
E
P
)
で
生
じ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
一
体
感
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
単
に
他
者
の
画
定
さ
れ
た
感
情
過
程
が
無
意
識
に
自
己
自
身
の
も
の
と
み
な
さ
れ
る
だ
け
で
な

く
、
他
我
が

(
彼
の
一
切
の
基
本
的
構
え
に
お
い
て
)
他
な
ら
ぬ
自
己
自
身
の
自
我
と
同
一
視
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
、

一
つ
の
極
限

の
場
合
で
あ
る
」
(
〈
同
N
@
)

と
い
わ
れ
る
。

以
上
三
つ
の
現
象
に
対
し
て
、
シ
ェ

l
ラ
l
は
共
感
(
伊
良
布
。
町
民
己
)
を
「
共
歓
お
よ
び
共
苦
と
よ
ば
れ
る
過
程
、
な
い
し
、
我
々

に
と
っ
て
他
な
る
存
在
者
の
体
験
が
『
直
接
』
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
み
え
、
し
か
も
我
々
が
そ
れ
に
「
参
与
す
る
」
よ
う
な
あ
の
過
程
」

(
〈
口
・
]
{
叶
)

と
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
定
義
か
ら
、
共
感
と
は
、
感
情
伝
播
と
は
異
な
り
、
他
者
の
も
つ
体
験
を
前
提
す
る
。
ま
た
一

体
感
と
も
異
な
り
、
他
者
と
の

「
距
離
を
前
提
」
(
〈
戸
ω品
)

し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
シ
ェ

l
ラ
I
の
共
感
論
は
、
我
々
と
は
異
な
る



が
、
等
し
い
実
在
性
を
も
っ
た
他
者
を
前
提
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
我
々
が
シ
ェ

l
ラ
1
の
共
感
を
論
ず
る
際
、
ま
ず
我
々

に
他
者
が
、
ど
の
よ
う
に
与
え
ら
れ
る
の
か
、
ま
た
共
感
と
い
う
観
点
か
ら
は
特
に
、
「
こ
の
他
者
と
し
て
の
他
者
」
の
感
情
を
い
か
に

し
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
か
ら
明
ら
か
に
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

シ
ェ

l
ラ
1
は
他
者
知
覚
の
問
題
を
論
ず
る
に
際
し
て
、
こ
れ
ま
で
に
な
さ
れ
た
試
み
が
様
々
な
問
題
を
十
分
に
区
別
す
る
こ
と
が

で
き
ず
、
ま
た
そ
の
問
題
の
提
示
の
順
序
も
間
違
っ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
正
し
い
解
決
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
主
張
す
る
。

マックス・シェーラーの共感論

そ
し
て
彼
は
正
し
い
問
題
の
区
分
と
順
序
を
示
し
て
い
る
。

シ
ェ

l
ラ
ー
は
こ
れ
ら
の
問
題
を
列
挙
し
た
後
、
類
推
論
と
感
情
移
入
論

に
よ
る
他
者
知
覚
論
を
取
り
上
げ
、
批
判
す
る
。
彼
の
他
者
知
覚
論
を
理
解
す
る
た
め
に
、
我
々
は
こ
の
批
判
を
確
認
し
て
お
く
。

ま
ず
類
推
論
に
関
し
て
、
こ
れ
は
「
我
々
自
身
の
表
現
運
動
と
同
質
的
な
表
現
運
動
の
知
覚
か
ら
出
発
し
て
、
他
人
に
お
け
る
同
質

的
な
自
我
の
働
き
へ
と
推
論
し
て
い
く
」
(
〈
戸
N
ω
N
)

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
類
推
を
用
い
な
い
動
物
や
、
生
後
ま
も

な
い
乳
児
に
お
い
て
も
す
で
に
他
者
に
対
す
る
知
覚
が
成
立
し
て
い
る
、
と
い
う
事
実
を
も
っ
て
反
駁
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に

「
「
表
現
」
と
は
む
し
ろ
人
聞
が
自
分
の
外
に
所
在
す
る
現
存
在
を
と
ら
え
る
最
初
の
も
の
」
(
〈
戸
N
ω
ω
)

な
の
で
あ
っ
て
、
も
し
も
自

分
の
表
現
か
ら
他
者
の
表
現
を
類
推
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
あ
る
表
現
は
自
分
の
自
我
の
表
現
な
の
で
あ
っ
て
、
「
他
者
の
自
我
、
他

人
の
自
我
」
(
〈
戸
Nω
品
)

の
表
現
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
類
推
論
に
お
い
て
は
決
し
て
自
分
の
外
へ
と
出
て
い
く
こ
と
は
で
き

な
い
の
で
あ
る
。

次
に
リ
ッ
プ
ス
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
感
情
移
入
論
に
対
し
て
。

シ
ェ

1
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
の
感
情
移
入
理
論
に
お
い
て
は
ま

ず
、
他
我
の
実
在
を
確
認
す
る
感
情
移
入
と
美
意
識
的
な
内
容
の
感
情
移
入
と
の
区
別
が
つ
か
な
い
と
す
る
。
と
い
う
の
も
こ
の
理
論

57 

に
は
、
何
に
基
づ
い
て
感
情
移
入
が
生
じ
る
か
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
言
及
が
な
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
確
か
に
こ
の
理
論
は
、



58 

何
ら
か
の
運
動
を
表
現
運
動
と
み
な
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
感
情
移
入
が
生
じ
る
と
述
べ
る
の
だ
が
、
そ
の
運
動
が
表
現
運
動
で
あ
る

と
い
う
こ
と
は
、
乙
の
理
論
の

「
仮
定
の
根
拠
で
は
な
く
、
結
果
」
(
〈
HFNω
印
)
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
理
論
に
よ
れ
ば
、
我
々

は
、
何
ら
か
の
知
覚
に
対
し
て
、
ま
ず
我
々
の
生
命
感
情
を
移
入
し
、
そ
し
て
次
に
我
々
の
自
我
の
感
情
移
入
を
行
う
と
い
う
こ
と
に

な
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
で
は
や
は
り
類
推
論
と
同
じ
よ
う
に
、
そ
の
結
果
そ
こ
に
提
示
さ
れ
る
も
の
は
、
自
分
の
自
我
な
の
で
あ
り
、

決
し
て
他
人
の
自
我
で
は
な
い
。
そ
れ
を
他
人
の
自
我
で
あ
る
と
み
な
す
の
は
専
ら
錯
覚
に
よ
る
の
で
あ
る
と
シ
ェ

l
ラ

l
は
主
張
す

る
以
上
の
よ
う
に
、
両
理
論
と
も
決
し
て
他
我
を
捉
え
て
い
る
の
で
は
な
く
、
結
局
は
自
分
の
自
我
を
捉
え
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
い

う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
両
理
論
が
こ
の
よ
う
な
結
果
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
、
そ
れ
ら
が
出
発
点
と
し
て
と
っ
て
い
る
二
つ

の
前
提
に
よ
る
・
も
の
で
あ
る
。
そ
の
二
つ
の
出
発
点
と
は
、

(
1
)
我
々
に
は
「
さ
し
あ
た
り
」
も
っ
ぱ
ら
自
分
の
自
我
の
み
が
与
え

ら
れ
て
い
る
の
か
、

(
2
)
あ
る
他
人
に
よ
っ
て
我
々
に
「
さ
し
あ
た
り
」
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
は
何
か
。
そ
れ
は
彼
の
身
体
の
現

出
、
そ
の
変
化
や
運
動
等
々
の
み
で
あ
り
、
こ
の
所
与
性
に
基
づ
け
ら
れ
て
、
何
ら
か
の
仕
方
で
彼
の
生
気
化
に
対
す
る
、
ま
た
他
我

の
実
在
に
関
す
る
仮
定
が
生
ま
れ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
前
提
は
・
自
明
な
も
の
に
み
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
こ

に
重
大
な
誤
り
が
あ
る
。
ま
ず
第
一
の
前
提
に
関
し
て
。
我
々
が
「
体
験
の
実
在
的
基
体
」

2
F
N
ω
@
)
を
前
提
す
る
な
ら
、

一
切
の

感
情
は
そ
れ
に
帰
属
す
る
、
と
述
べ
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
そ
れ
は
明
ら
か
に
同
義
反
復
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
我
々
は
い
か
に
し
て
他
者
と
し
て
の
他
者
に
ま
で
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
に
関
し
て
シ
エ

ー
ラ

1
は
次
の
よ
う
な
例
を
挙
げ
て
い
る
。
例
え
ば
中
世
の
哲
学
者
遣
が
自
分
の
思
想
を
主
張
す
る
際
に
そ
の
思
想
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
の
中
に
読
み
込
む
。
ま
た
我
々
が
読
ん
だ
も
の
や
怯
達
さ
れ
た
も
の
に
対
し
て
「
無
意
識
の
追
想
」

(
E
P
)
を
行
っ
て
い
る
場
合



「
他
人
の
思
想
が
他
人
の
思
想
と
し
て
で
は
な
く
、
我
々
の
思
想
と
し
て
与
え
ら
れ
る
」

(FEι
・
)
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
、
何
か

小
説
や
詩
を
読
ん
で
い
る
場
合
、
あ
る
文
章
に
出
会
い
、
ま
さ
に
こ
れ
こ
そ
が
今
の
自
分
の
気
持
ち
を
表
す
表
現
で
あ
る
、
と
い
う
こ

と
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
表
現
の
場
合
、
確
か
に
そ
れ
を
書
い
た
の
は
他
者
な
の
で
あ
り
、
他
者
の
表
現
な
の
で
あ
る
が
、

し
か
し
ま
た
確
か
に
そ
の
表
現
は
自
分
の
表
現
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
も
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
例
か
ら
、

シ
ェ

l
ラ
l
は
「
自
我
リ

汝
に
関
し
て
は
無
記
の

(
広
島
問

mOBE)
あ
る
体
験
流
が
『
さ
し
あ
た
り
」
そ
こ
に
流
れ
て
い
る
」
(
〈
戸
N
K
S
)

と
結
論
す
る
。
そ
し

マックス・シェーラーの共感論

て
こ
の
流
れ
は
自
他
を
区
別
せ
ず
、
そ
れ
ら
相
互
を
含
ん
だ
か
た
ち
で
あ
り
、
そ
の
後
徐
々
に
自
他
へ
と
分
岐
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
先
の
第
一
の
前
提
に
関
し
て
、
現
象
学
的
に
み
れ
ば
、
さ
し
あ
た
り
与
え
ら
れ
る
も
の
は
、
自
分
の
自
我
で
は
な
く
、
自
他

未
分
の
体
験
流
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

次
に
第
二
の
前
提
の
分
析
に
移
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
重
要
な
と
と
は
、
我
々
に
ま
ず
も
っ
て
与
え
ら
れ
る
も
の
は
、
「
感
性

的
感
覚
の
複
合
体
」
(
〈
戸

NE)
で
は
な
く
、
「
一
つ
の
ま
と
ま
り
を
持
っ
た
全
体
性
」
(
ヨ
F
N印
印
)

で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

例
え
ば
我
々
が
何
か
思
い
違
い
を
し
て
い
た
と
か
、
編
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
、
相
手
の
目
を
見
つ
め
る
よ
う
な
場
合
、

我
々
は
単
に
相
手
の
目
を
見
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
「
彼
が
わ
た
し
を
見
つ
め
い
て
い
る
こ
と
」

E
V
E
-
)

や
「
彼
が
わ
た
し
を
見
つ

め
て
い
る
こ
と
を
私
に
よ
っ
て
み
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
を
あ
た
か
も
避
け
よ
う
と
し
て
、
私
を
見
つ
め
て
い
る
」

(
F
E・
)
こ
と

ま
で
も
み
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
我
々
に
与
え
ら
れ
る
も
の
は
、
単
な
る
物
体
と
し
て
の
身
体
や
そ
の
運
動
な
ど
で
は
な
く
、

(2) 

表
現
な
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
「
人
間
と
人
間
と
の
交
通
の
原
基
形
態
」
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
以
上
で
二
つ
の
自
明

だ
と
み
な
さ
れ
て
い
た
前
提
が
ど
ち
ら
も
正
し
く
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
、
ま
た
シ
ェ

l
ラ

1
の
他
者
知
覚
論
の
要
点

59 

も
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
我
々
に
さ
し
あ
た
り
与
え
ら
れ
る
も
の
は
、
自
他
未
分
の
体
験
流
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
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我
々
は
自
我
の
枠
を
越
え
で
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
さ
ら
に
他
者
の
身
体
は
一
つ
の
全
体
と
し
て
、
ま
た
一
つ
の
表
現

(3) 

と
し
て
与
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
。

し
か
し
こ
の
シ
ェ

l
ラ
!
の
結
論
は
重
大
な
難
問
を
学
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
最
初
に
あ
げ
た
共
感
の
定
義
か
ら
す
れ
ば
、

自
他
の
差
異
が
前
提
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
ま
で
に
明
ら
か
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
は
、
自
他
の
差
異
で
は
な
く
、
む
し
ろ
自
他

未
分
の
体
験
流
が
こ
の
共
感
を
支
え
て
い
る
。
と
い
う
の
も
我
々
が
自
我
の
枠
を
越
え
で
て
い
く
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
は
、
「
さ
し

あ
た
り
」
与
え
ら
れ
た
自
他
未
分
の
体
験
流
に
よ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
自
他
未
分
と
い
う
状
態
は
、
共
感
と
い
う
よ
り
も
、

体
感

と
呼
ぶ
ほ
う
が
適
切
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
我
々
は
、
ま
た
シ
ェ

l
ラ
ー
も
、
未
だ
他
者
と
の
距
離
を
前
提
と
し
た

共

感
」
に
つ
い
て
は
な
に
も
論
じ
て
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

自
他
の
差
異
を
前
提
と
す
る
こ
と
、
そ
れ
は
自
分
と
他
人
が
別
々
の
個
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
シ
ョ

l
ぺ
ン
ハ
ウ
ア
1
は

個
体
化
の
原
理
を
空
間
と
時
間
に
求
め
た
が
、
シ
ェ

l
ラ
ー
は
そ
れ
を
批
判
し
て
、
個
体
化
は
人
格
に
よ
っ
て
生
じ
る
と
い
う
。

つ
ま

り
人
格
は
「
そ
の
作
用
の
実
質
や
作
用
の
内
容
お
よ
び
対
象
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
体
験
の
記
憶
「
連
関
』
、
そ
の
他
の
時
間
的
「
連

関
』
に
よ
っ
て
個
体
化
さ
れ
る
の
で
も
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
体
験
流
の
持
っ
こ
れ
ら
す
べ
て
の
内
実
や
連
聞
は
、
こ
の
連
闘
が

帰
属
す
る
そ
れ
自
身
の
う
ち
で
個
体
化
さ
れ
た
当
の
諸
人
格
が
、
そ
の
相
存
在
に
お
い
て
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
、
す

で
に
異
な
っ
た
も
の
」
(
〈
戸
∞
⑤
)
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
我
々
が
あ
の
差
異
を
前
提
と
し
た
共
感
を
考
察
す
る
た
め
に
は
、
「
さ
し

あ
た
り
」
与
え
ら
れ
た
自
他
未
分
の
体
験
流
で
は
な
く
、
そ
の
後
そ
れ
ぞ
れ
に
分
岐
し
て
い
っ
た
諸
人
格
聞
の
交
流
を
考
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。



精
神
(
人
格
)
と
生
命
(
自
我
)

以
上
で
明
ら
か
に
な
っ
た
問
題
を
考
え
る
た
め
に
、
我
々
は
シ
ェ

l
ラ

l
の
人
聞
に
関
す
る
二
元
論
的
な
見
解
を
検
討
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
シ
ェ

1
ラ

l
は
、
『
宇
宙
に
お
け
る
人
聞
の
地
位
」
(
以
下
『
宇
宙
』
と
略
記
)
に
お
い
て
、
「
人
間
と
は
何
か
?
」
と
い

う
聞
に
解
答
を
与
え
よ
う
と
し
て
お
り
、
こ
れ
が
そ
の
二
元
論
的
見
解
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
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さ
て
シ
ェ

l
ラ
l
は
「
宇
宙
』
に
お
い
て
生
物
の
段
階
秩
序
と
い
う
も
の
を
考
え
て
い
る
。
そ
れ
に
は
四
段
階
あ
り
、
そ
し
て
彼
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
に
お
け
る
本
質
形
式
を
提
示
し
て
い
る
。

第
一
の
段
階
に
お
い
て
は
、
ま
だ
感
情
と
衝
動
は
区
別
さ
れ
て
お
ら
ず
、
対
象
を
も
た
ず
、
単
な
る
快
と
苦
と
い
う
こ
つ
の
状
態
性

が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
第
二
段
階
と
し
て
は
本
能
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
第
三
段
階
の
形
式
と
し
て
は
連
合
的
記
憶
が
あ
げ
ら
れ
る
。

こ
れ
は
い
わ
ば
条
件
反
射
と
よ
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
第
四
の
段
階
と
し
て
、
実
践
的
知
能
が
あ
げ
ら
れ
る
。

さ
て
動
物
に
も
知
能
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
動
物
と
人
間
の
差
異
は
知
能
の
程
度
差
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
彼
は
、

人
間
と
動
物
を
わ
け
る
の
は
、
知
能
で
は
な
く
、
精
神
で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
四
段
階
の
生
物
は
、
世
界
繋
縛
的
で
あ

る
が
、
精
神
的
存
在
で
あ
る
人
聞
は
、
「
世
界
開
放
的
」
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
人
間
と
そ
の
他
の
生
物
を
分
け
、
人
聞
を
そ
の
特
殊

地
位
に
ま
で
押
し
上
げ
る
原
理
な
の
で
あ
る
。
我
々
を
他
の
動
物
か
ら
分
け
、
そ
の
特
殊
地
位
に
つ
け
て
い
る
精
神
の
力
に
よ
っ
て
、

我
々
は
世
界
を
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
人
聞
に
お
い
て
初
め
て
、
対
象
的
環
境
世
界
と
自
己
リ
自
身
の
H
体
験

と
が
分
離
」
(
門
戸
活
)
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
反
し
て
「
動
物
は
決
し
て
対
象
を
持
た
な
い
」
(
同
一
戸
ω品
)

の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
な
精
神
と
生
命
と
の
区
別
は
、
「
同
情
の
本
質
と
諸
形
式
』
と
同
時
期
に
執
筆
さ
れ
た
『
倫
理
学
に
お
け
る
形
式
主
義
と
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実
質
的
価
値
倫
理
学
』
に
お
い
て
は
人
格
と
自
我
と
の
区
別
と
し
て
示
さ
れ
て
い
た
。
人
格
と
自
我
の
差
異
は
何
か
と
い
う
と
、
人
格

は
、
決
し
て
我
々
に
対
象
と
し
て
与
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
自
我
は
対
象
と
し
て
与
え
ら
れ
る
と
シ
ェ

l
ラ
l
は
主
張

す
る
。

つ
ま
り
人
格
と
は
「
共
同
H
遂
行
(
共
同
H
思
惟
、
共
同
H
意
欲
、
共
同
H
感
得
、
追
H
思
惟
、
追
H
感
得
な
ど
)
を
通
し
て

の
み
、
存
在
に
参
与
し
う
る
存
在
」
(
門
戸

NS)
な
の
で
あ
り
、
自
我
と
は
心
理
学
に
お
い
て
対
象
と
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ

る
。
ま
た
こ
の
二
つ
の
極
か
ら
発
せ
ら
れ
る
志
向
性
に
お
い
て
も
、
そ
の
極
の
遣
い
に
よ
り
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
人
格
か
ら
発

せ
ら
れ
る
も
の
を
シ
ェ

l
ラ
1
は
作
用
と
よ
び
、
他
方
自
我
か
ら
発
せ
ら
れ
る
も
の
を
機
能
と
よ
ぶ
。
こ
の
区
別
を
さ
ら
に
愛
と
共
感

の
相
違
に
聞
し
て
明
ら
か
に
し
て
お
く
。

ま
ず
、
愛
の
特
徴
に
つ
い
て
。
第
一
に
愛
と
は
そ
れ
自
身
一
つ
の
価
値
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
第
二
に
愛
と
は
感
得
す

る
こ
と
で
は
な
く

一
つ
の
作
用
で
あ
り
、
ま
た
運
動
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
作
用
と
い
う
語
を
シ
ェ

l
ラ
l
は
人
格

に
結
び
つ
け
て
い
る
。
ま
た
愛
と
は
自
発
的
作
用
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
共
感
は
、
価
値
盲
目
的
で
あ
り
、
ま
た
感
得
す
る
こ
と
で

あ
り
、
そ
れ
を
シ
ェ

1
ラ

l
は
機
能
と
名
づ
け
て
い
る
。
そ
し
て
ま
た
愛
と
は
逆
に
共
感
と
は
反
応
作
用
で
あ
る
と
す
る
。
・
愛
は
運

動
で
あ
る
と
い
わ
れ
た
が
、
ぞ
れ
は
、
あ
る
価
値
か
ら
よ
り
高
い
価
値
へ
と
む
か
つ
て
動
く
運
動
で
あ
る
。
し
か
し
愛
の
こ
の
よ
う
な

運
動
に
と
っ
て
、
高
い
価
値
と
低
い
価
値
が
与
え
ら
れ
て
い
る
必
要
は
な
い
。

つ
ま
り
愛
と
は
選
択
で
は
な
い
し
、
ま
た
利
害
関
係
に

よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
も
な
い
。
我
々
に
あ
る
対
象
が
与
え
ら
れ
、
愛
が
そ
れ
に
向
か
う
な
ら
、
我
々
は
そ
の
対
象
に
対

し
価
値
を
見
い
だ
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
対
象
に
対
す
る
愛
が
深
ま
れ
ば
、
そ
の
時
に
そ
の
対
象
の
持
っ
さ
ら
に
高
い
価
値

を
愛
は
発
見
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
シ
ェ

l
ラ

l
は
愛
の
創
造
的
意
義
と
よ
ぶ
。
例
え
ば
我
々
が
あ
る
人
格
に
対
し
て
愛
を
向
け

る
場
合
、
愛
が
深
ま
れ
ば
深
ま
る
ほ
ど
我
々
は
そ
の
人
格
を
深
く
知
る
こ
と
に
な
る
し
、
ま
た
そ
の
人
格
の
持
っ
さ
ら
に
高
い
価
値
を



も
見
い
だ
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
共
感
が
そ
も
そ
も
自
他
の
差
異
、
あ
る
い
は
距
離
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
る
な
ら
、
そ
の
理
論
は
共
感
と
い
う
機
能
よ
り

も
む
し
ろ
絶
対
的
に
個
別
的
で
あ
る
人
格
か
ら
発
せ
ら
れ
る
愛
と
い
う
作
用
を
究
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
シ
ェ

1
ラ
l
は
人
格
は

参
与
(
吋
日
宮
山
町
50)
に
よ
っ
て
の
み
他
の
人
格
を
了
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
て
い
る
、
こ
の
参
与
こ
そ
彼
が
愛
と
よ
ぶ
と
こ

ろ
の
も
の
で
あ
る
。

マックス・シェーラーの共感論

そ
れ
で
は
我
々
は
い
か
に
し
て
参
与
に
よ
っ
て
他
者
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
こ
れ
を
明
ら
か
に
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
シ

ェ
i
ラ
ー
に
よ
る
と
、
知
る
と
い
う
ご
と
は
全
体
と
部
分
と
い
う
こ
つ
の
存
在
形
式
を
前
提
と
す
る
存
在
関
係
で
あ
る
と
さ
れ
、
そ
れ

は
「
あ
る
存
在
者
が
他
の
存
在
者
の
相
存
在
に
関
与

Q
2
5与
。
ロ
)
す
る
関
係
で
あ
る
」
(
闘
い
己
)
と
さ
れ
る
。
こ
の
他
者
の
相

存
在
は
、
我
々
に
よ
っ
て
関
与
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
何
ら
変
化
を
蒙
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
が
、

し
か
し
関
与
す
る
と
い
う
作
用

に
よ
っ
て
そ
の
相
存
在
は
「
志
向
的
存
在
者
」
と
な
る
の
で
あ
る
。
志
向
的
存
在
と
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
一
つ
の
意
味
と
し

て
与
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
存
在
者
は
、
な
ん
ら
か
の
あ
る
表
現
と
し
て
与
え
ら
れ
る
と
い
う
ご
と
で
も

あ
る
。
シ
ェ

1
ラ
l
の
他
者
知
覚
論
で
こ
れ
ま
で
自
明
な
も
の
と
さ
れ
て
き
た
二
つ
の
前
提
の
二
つ
目
を
分
析
し
て
い
き
、
我
々
に
と

っ
て
与
え
ら
れ
る
の
は
あ
る
表
現
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
は
こ
の
よ
う
な
意
昧
で
表
現
と
し
て
与
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
も
し
そ
う
で
な
け
れ
ば
そ
の
存
在
は
我
々
の
知
識
と
は
な
ん
の
関
わ
り
も
な
く
「
外
部
に
、
そ
の
彼
方
に
」

E
E乱
・
)

あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
関
与
を
導
く
作
用
こ
そ
が
「
自
己
自
身
と
自
己
自
身
の
存
在
と
を
超
越
す
る
」
(
闘
い
巴
)
参
与
な
の
で
あ
る
。

次
に
こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
事
態
に
つ
い
て
詳
し
く
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
ま
ず
志
向
的
存
在
者
に
つ
い
て
。
現
象
学
に
お
い
て
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は
意
識
と
は
常
に
何
か
に
つ
い
て
の
意
識
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
意
識
の
特
性
が
志
向
性
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
特
性
に
よ
っ
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て
我
々
が
何
か
を
意
識
す
る
と
い
う
場
合
、
そ
れ
は
そ
の
対
象
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
そ
の
対
象
を
あ
る
意
味
と
し
て
捉
え

(ι
 

一
つ
の
意
昧
を
あ
ら
わ
す
表
現
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
あ
る
対
象
は
、

と
を
シ
ェ

l
ラ
i
は
他
者
の
眼
差
し
を
見
る
と
い
う
こ
と
に
即
し
て
解
明
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
シ
ェ

l
ラ
1
は
愛
と
共
感
と
を
鋭
く
区
別
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
二
つ
は
全
く
関
係
が
な
い
わ
け
で
は
な

ぃ
。
シ
ェ

l
ラ
ー
に
よ
る
と
「
我
々
の
愛
の
程
度
と
深
さ
に
従
つ
て
の
み
我
々
は
共
感
す
る
」
(
〈
戸

NB)
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
「
愛

の
作
用
は
、
そ
の
波
及
す
る
範
囲
を
通
し
て
は
じ
め
て
、
共
感
が
可
能
と
な
る
領
域
を
限
定
す
る
」
(
〈
戸

Nt)
の
で
あ
る
。

し
か
し
ま
た
逆
に
、
共
感
が
愛
を
基
づ
け
る
と
い
う
こ
と
も
い
え
る
。
と
い
う
の
も
、
我
々
が
他
の
人
格
に
参
与
す
る
場
合
、
ま
ず

我
々
は
そ
の
人
格
を
志
向
的
存
在
と
し
て
捉
え
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
一
つ
の
表
現
、

一
つ
の
意
昧
で
あ
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
そ

れ
は
未
だ
自
他
未
分
の
体
験
流
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
シ
ェ

1
ラ
l
は
基
づ
け
の
法
則
と
い
う

も
の
を
提
示
し
て
い
る
。
そ
の
順
序
と
し
て
は
、

(
1
)
 
一
体
感
、

(
2
)
追
感
得
、

(
3
)
共
感
、

(
4
)
人
間
愛
、

(5)
無
宇
宙
論

的
愛
。
そ
れ
ゆ
え
、
確
か
に
愛
と

一
体
感
と
し
て
の
共
感
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
法
則
か
ら
考
え
る
な

ら
ば
、
全
く
切
り
離
し
て
考
え
ら
れ
る
も
の
で
も
な
い
。
こ
こ
に
シ
ェ

l
ラ
!
の
論
述
の
揺
れ
、
あ
る
い
は
動
揺
が
生
じ
る
原
因
が
あ

る
の
で
あ
る
。

四

ケ
ア
の
基
盤
と
し
て

以
上
シ
ェ

1
ラ
l
の
共
感
理
論
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
次
に
こ
こ
で
は
現
在
、
哲
学
に
お
い
て
も
注
目
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
き
た
ケ
ア
と
の
関
連
に
お
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。
と
い
う
の
も
ケ
ア
と
は
自
分
と
他
者
、
あ
る
い
は
他
の
も
の
と
の
間



に
生
じ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
共
感
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
る
範
囲
と
重
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

今
日
特
に
看
護
の
場
面
に
お
い
て
、
従
来
ま
で
の
キ
ュ
ア
に
対
し
ケ
ア
の
重
要
性
が
説
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る

患
者
の
人
格
の
尊
重
と
い
う
主
張
か
ら
導
か
れ
て
き
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
キ
ュ
ア
と
ケ
ア
と
を
二
つ
の
異
な
っ
た
も
の
と

み
な
す
べ
き
で
は
な
い
。
む
し
ろ
キ
ユ
ア
と
は
、
生
命
に
対
す
る
ケ
ア
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
シ
ェ

l
ラ
1

に
お
い
て
も
人
格
と
自
我
、
あ
る
い
は
精
神
と
生
命
と
い
う
二
項
対
立
の
図
式
が
描
か
れ
て
い
た
が
、
し
か
し
そ
れ
は
「
基
づ
け
」
に

マックス・シェーラーの共感論

よ
っ
て
最
終
的
に
は
統
一
さ
れ
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
基
づ
け
の
法
則
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
人
格
へ
の
参
与
と
い

う
も
の
は
、
そ
れ
よ
り
低
次
の
一
体
感
に
よ
っ
て
基
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
基
づ
け
ら
れ
た
も
の
は
そ
れ
独
自
の

(5) 

価
値
を
持
つ
の
で
あ
り
、
基
、
つ
け
て
い
る
も
の
に
還
元
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

シ
ェ

1
ラ
l
は
倫
理
的
価
値
の
位
階
を
提
示
し
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
る
と
最
も
低
い
価
値
は
感
覚
価
値
で
あ
り
、
そ
の
次
に
生
命
価

値
が
あ
り
、
次
に
精
神
価
値
、
そ
し
て
最
も
高
い
価
値
と
し
て
聖
価
値
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
我
々
は
シ
ェ

1
ラ
l
の
共
感

論
に
よ
る
ケ
ア
の
理
論
へ
の
寄
与
の
一
つ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
あ
る
患
者
に
対
す
る
治
療
の
場
合
、
そ
の
疾

病
が
手
術
に
よ
っ
て
回
復
す
る
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
そ
れ
に
よ
っ
て
、
日
常
生
活
に
は
支
障
は
な
い
が
、

後
遺
症
が
残
る
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
と
す
る
。
そ
し
て
そ
の
患
者
は
、
後
遺
症
が
残
る
と
い
う
こ
と
を
嫌
が
り
、
手
術
を
拒

否
し
た
と
し
よ
う
。
そ
の
場
合
ど
ち
ら
を
優
先
さ
せ
る
べ
き
か
と
い
う
と
、
我
々
は
人
格
的
価
値
を
優
先
さ
せ
る
べ
き
で
あ
り
、
手
術

(6) 

は
す
べ
き
で
は
な
い
と
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

次
に
シ
ェ

l
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
我
々
が
他
者
を
捉
え
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
感
情
移
入
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
参
与
に
よ
っ

65 

て
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
ケ
ア
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
て
、
ケ
ア
す
る
相
手
の
た
め
に
よ
か
れ
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と
思
っ
た
こ
と
が
、
却
っ
て
相
手
を
傷
つ
け
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
ケ
ア
す
る
側
が
、
自
分
し
か
み
て
い
な
い
独
我
論
的
な

態
度
で
ケ
ア
を
行
っ
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
ミ
ル
ト
ン
・
メ
イ
ヤ
ロ
フ
も
い
う
よ
う
に
ケ
ア
に
お
い
て
は
そ
の
相
手
が
「
わ
た

(エ

し
と
は
別
の
も
の
と
し
て
」
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
ケ
ア
に
と
っ
て
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な

差
異
を
認
め
た
上
で
、
相
手
と
の
同
一
性
が
求
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
相
手
の
要
求
す
る
も
の
を
理
解
で

き
ず
、
ケ
ア
が
失
敗
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
こ
そ
シ
ェ

l
ラ
l
の
共
感
論
が
、
ケ
ア
に
つ
い
て
非
常
に
示
唆
に
富

む
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
彼
の
共
感
論
に
お
い
て
は
他
者
と
の
差
異
を
前
提
と
し
つ
つ
、
し
か
し
共
|
遂
行
に
よ
っ
て
そ
の

他
者
と
の
同
一
化
を
可
能
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。
距
離
が
全
く
な
く
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
、

い
わ
ば
一
体
感
で
は
ケ
ア
は
成
立
し
な

い
の
で
あ
っ
て
、
ケ
ア
に
は
あ
る
程
度
の
距
離
が
必
要
な
の
で
あ
る
。(8) 

ケ
ア
に
お
い
て
他
者
は
、
「
か
け
が
え
の
な
い
価
値
を
持
っ
て
い
る
」
と
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
、
と
い
う
の
も
ケ
ア
に
お
け
る
他

者
と
は
他
の
誰
か
で
は
な
く
、
あ
る
特
定
の
個
別
的
な
他
者
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
も
シ
ェ

l
ラ
ー
が
、
あ
る
人
格
を
知
れ
ば
知

(9) 

る
ほ
ど
そ
の
人
格
は
個
別
的
に
な
り
、
そ
れ
だ
け
か
け
が
え
の
な
い
も
の
に
な
る
と
述
べ
て
い
た
こ
と
と
重
な
り
合
う
。
し
か
し
こ
こ

に
ケ
ア
に
と
っ
て
の
非
常
な
難
聞
が
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
あ
る
人
格
を
知
れ
ば
知
る
ほ
ど
、

そ
の
人
格
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
こ
ろ
が
現
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
あ
る
人
格
を
知
れ
ば
知
る
ほ

ど
の
そ
の
人
格
の
個
別
性
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
我
々
は
絶
対
的
な
差
異
に
直
面
し
、
ま
た
知
り
え
な
い

部
分
も
浮
か
び
上
が
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
我
々
が
初
対
面
の
人
と
出
会
い
、
徐
々
に
友
人
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
過
程
を
考
え
て
み

ょ
う
。
最
初
は
同
じ
映
画
や
小
説
が
好
き
で
話
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
つ
き
あ
い
が
進
む
に
つ
れ
、
同
じ
映

画
で
は
あ
れ
、
自
分
と
は
全
く
違
っ
た
部
分
に
彼
が
興
味
を
引
か
れ
て
お
り
、
自
分
に
は
そ
れ
が
全
く
理
解
で
き
な
い
と
い
う
場
合
が



あ
る
。
と
の
よ
う
に
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
私
に
と
っ
て
は
知
り
え
な
い
彼
、
こ
れ
を
シ
ェ

l
ラ
1
は
秘
奥
人
格
と
名
付
け
る
。

ケ
ア
に
と
っ
て
の
難
問
と
は
、
ケ
ア
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
ケ
ア
す
る
相
手
の
こ
と
に
つ
い
て
知
り
え
な
い
と
こ
ろ
が
現
れ
て
く
る
と
い
う

一
種
の
逆
説
で
あ
る
。

し
か
し
、
知
り
え
な
い
と
い
う
ご
と
は
専
ら
否
定
的
な
の
で
は
な
く
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
他
者
と
の
距
離
感
が
確
保
さ
れ
る
と
い

う
肯
定
面
も
あ
る
。
ま
た
人
格
を
深
く
理
解
す
る
こ
と
、
そ
れ
は
、
我
々
の
愛
が
他
者
へ
と
深
く
入
り
込
ん
で
い
く
と
と
で
あ
る
わ
け

マックス・シェーラーの共感論

で
あ
る
が
、
同
時
に
愛
の
運
動
に
よ
っ
て
、
他
の
人
格
を
今
あ
る
価
値
よ
り
も
さ
ら
に
高
い
価
値
へ
と
押
し
上
げ
て
い
く
こ
と
に
も
な

る
の
で
あ
る
。

(mv 

従
来
の
ケ
ア
の
議
論
は
、
ケ
ア
の
意
義
に
つ
い
て
は
論
じ
て
い
た
が
、
そ
も
そ
も
そ
れ
が
な
ぜ
可
能
な
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

は
あ
ま
り
言
及
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
我
々
は
シ
ェ

1
ラ

1
の
共
感
論
を
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
者
を
い

か
に
し
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
そ
し
て
他
者
を
知
り
、
他
者
に
関
わ
る
と
い
う
こ
と
が
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
と
い
う
こ
と
を
い
く

ら
か
は
明
ら
か
に
で
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
い
う
意
味
で
シ
ェ

l
ラ

l
の
共
感
論
は
他
者
に
参
与
す
る
こ
と
と
し
て
、
ケ

ア
の
基
盤
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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注
(
1
)

本
文
中
の
(
ロ
ー
マ
数
字
・
ア
ラ
ビ
ア
数
字
)
の
表
記
は
全
て
ミ
号
待
マ
雪

essshe
き
去
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
巻
数
と

ペ
ー
ジ
数
を
示
す
。

(
2
)

熊
野
純
彦
、
「
《
共
感
}
の
現
象
学
・
序
説
シ
ェ

l
ラ
1
他
者
理
論
に
寄
せ
て
」
、
「
現
代
思
想
』
、
日

(7)
、
3
0
1
1
5
3

(
3
)

し
か
し
全
体
が
与
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
す
ぐ
さ
ま
そ
の
全
て
を
限
無
く
知
り
う
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
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(
4
)

こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
何
色
白
ロ
ロ
仏
国

5
8ュト
q
h
a円p
h
q
s言、
S
Sミ
ポ
喝
さ
w

宮
自

Z
5
5
4巾
円
〈
巾
巴
お
い
語
。

-HCER--ud20円
・
を
参

照。

(
5
)
4
m
]
-
L
E
a
-
-
ω

ロロ円。吋・

(
6
)

こ
の
問
題
は
心
。
戸
と
∞
。
円
の
ど
ち
ら
を
優
先
さ
せ
る
か
と
い
う
問
題
と
も
重
な
り
合
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
現
在
の
趨
勢
か
ら
見
れ

ば
、
こ
の
主
張
は
一
般
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
シ
ェ

l
ラ
l
の
議
論
は
、
価
値
の
序
列
と
い
う
明
快
な
判
断
基

準
を
用
意
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、
バ
イ
オ
エ
シ
ッ
ク
ス
で
な
さ
れ
て
い
る
議
論
よ
り
も
説
得
約
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
価
値
の
序

列
が
い
か
な
る
も
の
に
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
慎
重
に
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
。
本
論
に
お
い
て
は
そ
の
問
題
に
つ
い

て
論
じ
る
余
地
は
な
い
の
で
、
稿
を
改
め
、
価
値
錯
誤
と
の
関
連
で
論
じ
て
み
た
い
と
思
う
。

(
7
)

昌
吉
ロ
冨
白
山
花
円
O
R
。
s
。
寄
ミ
h-
国
民
-
宮
門
司
開
門
町
ロ
ロ

E
L
S。
h
・叶

(
8
)

ザ
広
b
・∞

(
9
)
4
m
]・〈固い
N
@

(ω)
例
え
ば
、
シ
モ
ー
ヌ
・
ロ

l
チ
は
「
ア
ク
ト
・
オ
ブ
・
ケ
ア
リ
ン
グ
』
(
ゆ
み
る
出
版
、

1
9
9
6
年
)
に
お
い
て
「
ケ
ア
リ
ン
グ
は
人

聞
の
存
在
様
式
で
あ
る
」

(
1
5
貰
)
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
広
井
良
典
は
『
ケ
ア
を
問
い
直
す
」
(
筑
摩
書
一
房
一
、

1
9
9
7
年
)
に
お
い

て
、
「
人
間
は
ケ
ア
す
る
動
物
で
あ
る
」

(
1
3
頁
)
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
そ
も
そ
も
そ
れ
が
い
か
に
し
て
可
能
に
な
っ
て
い
る
か
、

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
な
に
も
一
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
ケ
ア
を
そ
の
よ
う
に
、
人
間
に
と
っ
て
根
本
的
な
働
き
で
あ
る
と
主
張
し

て
い
る
が
、
彼
ら
は
そ
の
宵
定
面
し
か
述
べ
て
お
ら
ず
、
否
定
面
、
つ
ま
り
憎
し
み
と
し
て
の
ケ
ア
(
配
慮
、
気
遣
い
)
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
。

(
大
学
院
後
期
課
程
学
生
)




