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二
0
世
紀
の
末
、
大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
で
は
三
年
間
に
わ

た
っ
て
、
「
自
然
の
な
か
の
人
間
」
と
い
う
テ
ー
マ
の
も
と
で
共
同
研
究

(
1
)
 

が
行
わ
れ
た
。
そ
の
一
連
の
研
究
会
が
「
自
然
の
な
か
の
人
間
」
と
い

う
、
い
わ
ば
も
う
す
で
に
語
り
尽
く
さ
れ
て
き
た
か
に
み
え
る
テ
ー
マ

を
掲
げ
て
い
た
の
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、

そ
の
ひ
と
つ
は
、
現
代
に
生
き
る
私
た
ち
が
こ
と
さ
ら
に
、
自
分
た
ち

は
自
然
と
人
間
と
の
関
わ
り
と
い
う
も
の
を
あ
ら
た
め
て
考
え
さ
せ
ら

れ
る
よ
う
な
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
、
と
い
う
認
識
を
も
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

レ
イ
チ
ェ
ル
・
カ
ー
ソ
ン
が
『
沈
黙
の
春
』
(
-
九
六
二
年
）
に
お
い

て
、
農
薬
な
ど
に
よ
る
自
然
破
壊
の
あ
り
さ
ま
を
指
摘
し
て
か
ら
、
も

は
じ
め
に
現
代
と
一
九
二

0
年
代
の
問
題
状
況

う
四

0
年
近
く
に
な
る
が
、
そ
の
後
も
、
酸
性
雨
に
よ
る
森
林
の
破
壊

や
、
フ
ロ
ン
ガ
ス
に
よ
る
オ
ゾ
ン
層
の
破
壊
、
二
酸
化
炭
素
に
よ
る
地

球
の
温
暖
化
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
環
境
問
題
が
明
ら
か
と
な
る
に
つ
れ
、

私
た
ち
現
代
人
は
、
自
ら
を
取
り
巻
く
自
然
環
境
と
の
関
わ
り
方
を
真

剣
に
顧
み
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
先
年
大
阪
大
学
で
は
、
い
わ
ば

法
律
的
に
脳
死
と
判
定
さ
れ
た
患
者
か
ら
の
心
臓
の
移
植
手
術
が
行
わ

れ
た
が
、
こ
れ
ま
で
盛
ん
に
議
論
さ
れ
て
き
た
脳
死
の
問
題
は
、
い
わ

ば
私
た
ち
の
人
間
観
を
あ
ら
た
め
て
問
う
も
の
で
も
あ
る
。
さ
ら
に
ま

た
、
例
え
ば
ド
ー
キ
ン
ス
の
利
已
的
遺
伝
子
の
理
論
に
み
ら
れ
る
よ
う

に
、
生
物
の
あ
り
方
が
遺
伝
子
レ
ベ
ル
で
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、

老
化
現
象
で
さ
え
遺
伝
子
の
支
配
に
よ
る
の
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ

て
い
る
ほ
ど
生
物
学
が
進
展
し
た
こ
と
や
、
ク
ロ
ー
ン
の
羊
や
牛
の
誕

生
の
話
題
、
ク
ロ
ー
ン
人
間
の
研
究
の
是
非
を
め
ぐ
る
議
論
な
ど
は
、

私
た
ち
の
生
命
観
、
人
間
観
の
根
幹
に
関
わ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

シ
ェ
ー
ラ
ー
の
人
間
学
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
テ
ー
ゼ

自
然
に
お
け
る
人
間
の
位
罹
を
め
ぐ
っ
て

佐

々

木

正

寿
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こ
う
し
た
状
況
を
鑑
み
る
と
私
た
ち
は
い
ま
や
、
「
科
学
の
進
展
と
技
術

の
発
達
が
人
間
に
、
人
間
を
、
し
か
も
自
然
の
な
か
の
人
間
と
い
う
も

の
を
、
あ
ら
た
め
て
考
え
さ
せ
る
の
だ
」
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
み
る
と
、
現
代
に
似
た
状
況
を
私
た
ち
は

—
し
か
も
興
味
深
い
こ
と
に
金
融
や
経
済
の
問
題
と
同
様
に
—
|
ー
ヽ

一
九
二

0
年
代
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
一
九
二

0
年
代

の
、
例
え
ば
ド
イ
ツ
で
は
、
当
時
の
生
物
学
の
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
成
果

に
触
発
さ
れ
、
そ
れ
ら
を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
従
来
の
多
様

な
人
間
観
を
批
判
的
に
検
討
し
つ
つ
、
統
一
的
な
人
間
像
を
描
こ
う
と

す
る
傾
向
、
す
な
わ
ち
、
そ
も
そ
も
人
間
と
は
何
で
あ
る
か
を
あ
ら
た

め
て
問
お
う
と
す
る
傾
向
が
生
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
マ
ッ

ク
ス
・
シ
ェ
ー
ラ
ー
に
始
ま
る
と
さ
れ
る
「
哲
学
的
人
間
学

(
P
h
i
l
o
s
o
,
 

p
h
i
s
c
h
e
 A
n
t
h
r
o
p
o
l
o
g
i
e
)
」
の
試
み
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

そ
の
当
時
の
生
物
学
上
の
有
名
な
研
究
と
し
て
は
、
ユ
ク
ス
キ
ュ
ル

の
環
境
世
界
理
論
や
パ
ブ
ロ
フ
の
条
件
反
射
の
実
験
、
ケ
ー
ラ
ー
の
チ

ン
パ
ン
ジ
ー
の
実
験
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
、
当
時
フ
ラ
イ
ブ

ル
ク
で
教
鞭
を
取
っ
て
い
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
葉
を
借
り
る
と
、
「
自
然

科
学
と
よ
ば
れ
る
科
学
全
体
の
内
部
で
今
日
、
生
物
学
が
物
理
学
と
化

(2) 

学
の
暴
虐
行
為
に
対
し
て
自
ら
を
守
ろ
う
と
し
て
い
る
」
と
い
わ
れ
る

よ
う
に
、
生
物
学
の
研
究
は
活
発
で
多
様
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

ち
な
み
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
当
時
の
生
物
学
の
注
目
す
べ
き
二
つ
の
進

歩
と
し
て
、
ド
リ
ー
シ
ュ
に
よ
る
有
機
体
の
全
体
性
の
研
究
と
、
や
は

り
ユ
ク
ス
キ
ュ
ル
に
よ
る
環
境
世
界
の
研
究
と
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
う

し
た
生
物
学
の
諸
々
の
研
究
成
果
を
受
け
入
れ
つ
つ
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
、

人
間
の
本
質
に
つ
い
て
の
見
解
が
多
様
で
曖
昧
で
あ
る
と
い
う
認
識
の

も
と
に
、
人
間
と
は
何
で
あ
る
か
を
問
い
、
存
在
す
る
も
の
す
べ
て
の

う
ち
に
占
め
る
人
間
の
特
殊
な
地
位
と
い
う
も
の
を
求
め
よ
う
と
し
た

の
で
あ
っ
た
。

こ
の
論
考
で
は
、
ま
ず
シ
ェ
ー
ラ
ー
が
い
か
な
る
理
由
で
ど
の
よ
う

な
地
位
を
人
間
に
与
え
よ
う
と
し
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、

同
時
代
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
る
批
判
と
テ
ー
ゼ
を
参
照
し
つ
つ
、
シ
ェ

ー
ラ
ー
の
見
解
を
私
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
る
べ
き
で
あ
る
の

か
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

例
え
ば
一
九
二
六
年
の
論
文
「
人
間
と
歴
史
」
の
な
か
で
シ
ェ
ー
ラ

ー
は
、
当
時
の
時
代
状
況
を
次
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
。
「
現
代
ほ
ど
人

．．．．．．． 

間
の
本
質
と
起
源
に
関
す
る
見
解
が
不
確
か
で
曖
昧
で
多
様
で
あ
っ
た

時
代
は
な
い
…
…
。
私
た
ち
の
時
代
は
、
お
よ
そ
一
万
年
の
歴
史
の
な

か
で
、
人
間
が
自
ら
に
と
っ
て
完
全
に
余
す
と
こ
ろ
な
く
『
問
題
的
』

と
な
り
、
人
間
と
は
何
で
あ
る
か
を
人
間
が
も
は
や
知
ら
ず
、
し
か
も

．
．
．
．
．
．
．
．
 

自
分
が
そ
れ
を
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
人
間
が
知
っ
て
も
い
る
最
初

(3) 

の
時
代
で
あ
る
。
」
こ
れ
は
、
生
物
学
の
ほ
か
生
理
学
や
心
理
学
な
ど
、

哲
学
的
人
間
学
の
理
念
と
人
間
の
特
殊
地
位
へ
の
問
い

72 



そ
こ
で
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
、

そ
も
そ
も
人
間
と
は
何
で
あ
る
か
と
い
う

こ
と
を
問
う
べ
き
だ
と
考
え
た
。
そ
れ
が
「
哲
学
的
人
間
学
」
と
よ
ば

れ
る
も
の
の
課
題
で
あ
り
、
先
に
示
し
た
論
文
に
よ
る
と
、
そ
の
よ
う

••••••••• 

（

4
)
 

な
哲
学
的
人
間
学
は
「
人
間
の
本
質
と
本
質
構
造
に
関
す
る
基
礎
学
」

で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
れ
は
具
体
的
に
は
、
「
自
然
の
諸
領
域
（
無
機

物
、
植
物
、
動
物
）
と
一
切
の
事
物
の
根
拠
に
対
す
る
人
間
の
関
係
」

や
「
人
間
の
形
而
上
学
的
な
本
質
起
源
や
世
界
に
お
け
る
人
間
の
身
体

的
・
心
的
・
精
神
的
な
始
源
」
、
「
人
間
を
動
か
す
、
ま
た
人
間
が
動
か

す
諸
力
や
権
力
」
、
「
人
間
の
生
物
学
的
・
心
的
・
精
神
史
的
・
社
会
的

発
展
や
そ
の
発
展
の
本
質
可
能
性
お
よ
び
現
実
性
の
基
本
的
方
向
と
基

(
5
)
 

本
法
則
」
に
つ
い
て
考
究
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
哲
学
的
人
間
学
の
構
想
が
よ
り
明
確
に
示
さ
れ
た
の
は
、

一
九
二
七
年
に
ダ
ル
ム
シ
ュ
タ
ッ
ト
で
行
わ
れ
た
講
演
「
人
間
の
特
殊

地
位
」
に
お
い
て
で
あ
り
、
こ
れ
が
翌
二
八
年
に
、
『
宇
宙
に
お
け
る
人

間
の
地
位
』
と
い
う
表
題
で
出
版
さ
れ
た
。
そ
の
な
か
で
シ
ェ
ー
ラ
ー

•••••••••••••••••••••••• 
は
、
「
人
間
に
関
す
る
統
一
的
な
理
念
を
私
た
ち
は
所
有
し
て
い
な
い
」

と
い
う
認
識
に
た
っ
て
、
「
最
も
幅
広
い
基
礎
の
上
に
哲
学
的
人
間
学
の

．．．．．．．．． 

新
し
い
試
み
を
行
う
」
と
い
う
こ
と
を
企
て
、
「
植
物
な
ら
び
に
動
物
に

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
 

対
す
る
関
係
に
お
け
る
人
間
の
本
質
」
と
「
人
間
の
形
而
上
学
的
な
特

な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
、

と
い
う
洞
察
で
あ
る
。

人
間
を
対
象
と
す
る
諸
々
の
個
別
的
な
科
学
が
、
次
々
と
そ
の
成
果
を

上
げ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
か
え
っ
て
人
間
そ
の
も
の
が
わ
か
ら

殊
地
位
」
を
論
究
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
私
た
ち
に
と

っ
て
問
題
で
あ
る
の
は
、
植
物
や
動
物
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
人
間

の
本
質
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
、
い
わ
ゆ
る
自
然
界
全
体
の
う
ち
に

人
間
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
示
し
た
見
解
を
み
て
み
よ
う
。

．．．．． 

ま
ず
、
人
間
の
特
殊
な
地
位
と
い
う
も
の
は
、
生
き
と
し
生
け
る
も

の
の
世
界
の
全
体
構
造
が
検
討
さ
れ
る
と
き
に
は
じ
め
て
明
ら
か
に
な

り
う
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
生
物
の
世
界
が
そ
の
最
下
位
の
段
階
か
ら

(7) 

順
次
叙
述
さ
れ
て
い
る
。

生
き
物
—
ー
シ
ェ
ー
ラ
ー
に
よ
れ
ば
「
心
的
な
る
も
の

(
d
a
s

P
s
y
c
h
i
s
c
h
e
)
」
1

の
も
つ
機
能
の
最
下
位
の
段
階
は
、
意
識
や
感

覚
、
表
象
を
欠
い
た
「
感
情
衝
迫

(
G
e
f
t
i
h
l
s
d
r
a
n
g
)
」
で
あ
る
。
こ
の

段
階
で
は
、
感
情
と
衝
動
と
は
未
分
化
で
あ
り
、
と
り
と
め
の
な
い
快

(
L
u
s
t
)

と
苦

(
L
e
i
d
e
n
)

の
み
が
そ
の
状
態
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
植

物
、
動
物
お
よ
び
人
間
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
例
え

ば
、
植
物
の
芽
が
光
の
方
へ
向
か
っ
て
伸
び
る
と
い
う
の
が
こ
れ
に
あ

た
る
と
さ
れ
て
い
る
。

第
二
の
形
式
は
「
本
能

(Instinkt)
J

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
意
味
に

適
っ
て
い
て
、
一
定
の
リ
ズ
ム
に
し
た
が
っ
て
展
開
し
、
そ
う
し
て
種

の
生
に
役
立
つ
よ
う
な
、
生
得
的
・
遺
伝
的
で
、
形
態
発
生
に
予
め
組

み
込
ま
れ
て
い
る
行
動
を
指
し
て
い
る
。
動
物
は
本
能
に
よ
っ
て
自
ら

の
環
境
世
界
に
構
造
的
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

ユ
ク
ス

73 



そ
し
て
、

こ
の
よ
う
な
本
能
的
行
動
か
ら
生
じ
て
く
る
習
慣
的
行
動

が
第
三
の
形
式
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
連
合
と
再
生
、
条
件
反
射
の
総
体

で
あ
っ
て
、
「
連
合
的
記
憶

(assoziatives
G
e
d
a
c
h
t
n
i
s
)
」
（
ム
ネ
ー

メ
ー

(
M
n
e
m
e
)
)
と
よ
ば
れ
る
能
力
で
あ
る
。
こ
の
能
力
は
、
そ
の
行

動
の
有
意
味
性
の
度
合
い
が
試
行
の
回
数
に
依
存
し
て
い
る
よ
う
な
生

物
に
備
わ
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
植
物
に
は
欠
け
て

い
る
。
例
え
ば
パ
ブ
ロ
フ
の
条
件
反
射
の
実
験
が
、
こ
の
働
き
を
証
明

し
て
い
る
。

こ
の
連
合
的
記
憶
の
原
理
は
、
す
べ
て
の
動
物
に
お
い
て
働
い
て
お

り
、
と
く
に
人
間
に
お
い
て
連
合
・
再
生
の
原
理
は
最
も
広
範
囲
に
及

ん
で
い
る
。
さ
ら
に
、
連
合
と
模
倣
と
が
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
「
伝

統
」
が
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
動
物
の
行
動
が
同
じ
種
の

仲
間
の
過
去
の
生
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
い
う
ま
っ
た
く
新
し
い
次

元
を
、
生
物
学
的
な
遺
伝
に
付
け
加
え
る
も
の
で
あ
る
。
私
た
ち
人
間

の
場
合
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
動
物
の
群
れ
や
集
団
で
も
こ
の
こ
と
は

当
て
は
ま
る
。
ま
た
、
連
合
の
原
理
の
進
展
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
個

体
は
自
ら
を
そ
の
つ
ど
新
し
い
状
況
に
適
応
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
、
「
連
合
の
原
理
は
、
生
が
い
っ
そ
う
豊
か
に

(8) 

な
る
ま
っ
た
く
新
し
い
次
元
を
創
出
す
る
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

る。

い
わ
ば
本
能
の
退
行
が
見
ら
れ

キ
ュ
ル
の
環
境
世
界
理
論
は
こ
の
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対

し
て
人
間
で
は
、
本
能
の
力
が
弱
く
‘

そ
の
一
方
で
、
衝
動
が
生
の
要
求
全
体
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
、
そ
れ

は
快
の
源
泉
と
な
る
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
場
合
の
危
険
性
に
対
抗

す
る
も
の
と
し
て
、
「
実
践
的
知
能

(praktische
Intelligenz)
」
と

よ
ば
れ
る
第
四
の
形
式
が
見
出
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
生
命
体
が
自
ら
の

衝
動
目
標
の
達
成
の
た
め
に
、
試
行
に
依
存
す
る
こ
と
な
く
突
然
に
遂

行
す
る
、
新
し
い
状
況
に
対
し
て
の
意
味
に
適
っ
た
洞
察
や
行
動
を
指

し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
い
ま
だ
経
験
さ
れ
て
い
な
い
新
し
い
事
態
の
予

料

(Antizipazion)

と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
ケ
ー
ラ
ー
の
チ
ン

パ
ン
ジ
ー
の
実
験
で
も
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
動
物
に
も
知
能
が
あ
る
と

考
え
ら
れ
、
そ
の
か
ぎ
り
で
は
、
例
え
ば
賢
明
な
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
と
技

術
家
と
し
て
見
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
エ
デ
ィ
ソ
ン
と
の
あ
い
だ
に
は
、

た
と
え
ど
ん
な
に
大
き
な
相
違
が
あ
ろ
う
と
も
、

た
ん
な
る
程
度
の
差

が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
す
で
に
動
物
に
も
知
能
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

と
す
れ
ば
、
そ
も
そ
も
人
間
と
動
物
と
の
あ
い
だ
に
は
た
ん
な
る
程
度

の
差
以
上
の
も
の
、
つ
ま
り
本
質
的
区
別

(Wesensunterschied)
と

い
う
も
の
が
成
り
立
ち
う
る
の
か
、
と
い
う
決
定
的
な
問
い
が
生
じ
て

く
る
。
こ
の
場
合
、
知
能
や
選
択
能
力
を
人
間
に
の
み
認
め
る
と
い
う

立
場
と
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
I

ラ
マ
ル
ク
学
派
の
進
化
論
者
た
ち
の
よ
う
に
、

人
間
と
動
物
と
の
あ
い
だ
の
究
極
的
差
異
と
い
う
も
の
を
退
け
る
と
い

う
立
場
と
が
あ
る
が
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
ど
ち
ら
の
学
説
も
受
け
入
れ
ず
、

人
間
の
「
特
殊
地
位
」
と
い
う
べ
き
も
の
を
、
知
能
や
選
択
能
力
を
越

74 



シ
ェ
ー
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、

人
間
を
人
間
た
ら
し
め
る
新
し
い
原
理
は
、

自
然
的
な
生
の
進
化

(
L
e
b
e
n
s
e
v
o
l
u
t
i
o
n
)
に
は
還
元
さ
れ
え
な
い
も

(9) 

の
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
精
神

(Geist)
」
と
よ
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ

の
概
念
は
、
理
性
概
念
を
含
み
つ
つ
、
観
念
的
思
惟
な
ら
び
に
直
観
、

さ
ら
に
は
意
志
的
・
情
緒
的
作
用
を
も
含
む
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
こ
の
精
神
が
有
限
な
存
在
領
域
の
う
ち
に
現
れ
る
と
き
、
そ

の
作
用
の
中
心
は
「
人
格

(
P
e
r
s
o
n
)
」
と
名
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
精
神
と
は
ど
の
よ
う
な
働
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

精
神
の
最
高
の
意
義
が
、
知
る
働
き
と
い
う
特
異
な
知
的
機
能
に
あ

る
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
精
神
を
も
つ
存
在
者
は
、
実
存
の
面
で
有

機
的
な
も
の
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
よ
う
な
精
神

的
存
在
者
は
、
も
は
や
衝
動
や
環
境
世
界
に
拘
束
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、

い
わ
ば
「
環
境
世
界
か
ら
自
由

(
u
m
w
e
l
t
f
r
e
i
)
」
で
あ
り
、
言
い
換
え

れ
ば
「
世
界
開
放
的

(weltoffen)
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
人
間
の
行
動

が
衝
動
イ
ン
パ
ル
ス
か
ら
は
独
立
に
動
機
づ
け
ら
れ
て
遂
行
さ
れ
て
ゆ

く
と
い
う
形
式
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
動
物
の
場
合
、
環

境
世
界
の
構
造
は
衝
動
や
感
覚
器
官
の
構
造
に
「
閉
鎖
的

(geschlos
,
 

sen)
」
に
適
合
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
動
物
は
自
ら
の
環
境
世
界
の

な
か
へ
と
没
入
し
て
忘
我
的
に
生
き
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
環
境

世
界
を
動
物
は
対
象
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
精
神
の
力
に
よ
っ
て
人
間
は
、
自
ら
の
環
境
世
界
を
対

え
た
高
所
に
位
置
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
よ
う
と
し
た
。

象
化
す
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
自
分
自
身
の
心
的
性
質
や
心
的
体
験
、

個
別
的
な
生
命
的
機
能
さ
え
も
対
象
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
う
ま

で
も
な
く
こ
う
し
た
能
力
は
、
ひ
と
り
人
間
に
の
み
備
わ
っ
て
い
る
も

の
で
あ
り
、
植
物
や
動
物
に
は
決
し
て
認
め
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
、
シ

ェ
ー
ラ
ー
は
述
べ
て
い
る
。
「
ひ
と
り
人
間
だ
け
が
1

人
間
が
人
格
で

•••• 

あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
生
命
体
と
し
て
の
自
己
自
身
を
越
え
て
高

．

．

．

．

．

．

．

．

 

揚
し
、
時
間
空
間
的
世
界
の
い
わ
ば
か
な
た
に
あ
る
ひ
と
つ
の
中
心
か

••••• 

ら
、
自
己
自
身
を
も
含
め
た
一
切
の
も
の
を
自
分
の
認
識
の
対
象
と
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
精
神
存
在
者
と
し
て
の
人
間
は
‘

生
命
体
と
し
て
の
自
己
自
身
と
世
界
と
を
越
え
て
い
る
存
在
者
で

(10) 

あ
る
」
と
。

人
間
を
人
間
た
ら
し
め
る
原
理
と
し
て
の
精
神
の
卓
越
し
た
働
き
は
、

理
念
化
の
作
用

(
A
k
t
d
e
r
 I
d
e
i
e
r
u
n
g
)
に
お
い
て
表
明
的
に
示
さ
れ

る
。
理
念
化
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
観
察
の
規
模
や
回
数
、
あ
る
い
は

知
能
に
よ
る
帰
納
的
推
理
か
ら
独
立
に
、
世
界
の
本
質
的
な
様
相
や
形

態
を
、
当
該
領
域
の
た
だ
ひ
と
つ
の
実
例
に
お
い
て
把
捉
す
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
シ
ェ
ー
ラ
ー
に
よ
る
と
例
え
ば
、
城
を
出
た
ゴ
ー
タ
マ

シ
ッ
ダ
ル
タ
が
道
端
で
苦
し
む
人
々
を
見
て
、
生
老
病
死
と
い
う
四
苦

を
捉
え
た
と
い
う
こ
と
が
そ
れ
に
相
当
し
て
い
る
。
し
か
も
人
間
は
‘

理
念
化
に
到
る
作
用
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
世
界
の
現
実
性
格
を
廃
棄
す

る
と
い
う
作
用
を
遂
行
す
る
。
動
物
は
も
っ
ぱ
ら
環
境
世
界
の
な
か
に
、

つ
ま
り
具
体
的
な
現
実
の
な
か
に
生
き
て
い
る
の
に
対
し
て
、
人
間
は
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理
念
化
の
際
に
、
事
物
な
い
し
は
世
界
に
備
わ
っ
て
い
る
現
実
性
と
い

う
特
性
を
い
わ
ば
廃
棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
人
間
で
あ
る

と
は
、
そ
の
よ
う
に
「
現
実
性
に
対
し
力
強
い
『
否
』
を
発
す
る
と
い

(11) 

う
こ
と
」
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
人
間
は
「
永
遠
の
『
フ
ァ
ウ
ス

(12) 

ト』

(der
e
w
i
g
e
 F
a
u
s
t
)
」
で
あ
っ
て
、
自
ら
の
現
実
性
に
安
息
す
る

こ
と
が
な
く
、
自
ら
を
取
り
巻
く
現
実
性
を
超
越
し
よ
う
と
努
め
つ
づ

け
る
。
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
人
間
は
、
自
ら
の
衝
動
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
精

神
の
活
動
へ
と
「
昇
華
す
る

(sublimieren)
」
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る。
概
ね
以
上
の
よ
う
に
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
、
生
物
の
も
つ
機
能
を
段
階
的

．
 

に
捉
え
た
う
え
で
、
生
物
界
に
お
け
る
人
間
の
特
殊
地
位
の
根
拠
を
、

「
精
神
」
と
い
う
人
間
に
固
有
の
働
き
に
求
め
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
理
論
に
特
徴
的
な
こ
と
の
ひ
と
つ
は
、
生

の
プ
ロ
セ
ス
を
単
一
と
み
な
し
、
生
理
学
的
な
プ
ロ
セ
ス
と
心
的
な
プ

ロ
セ
ス
を
そ
れ
の
二
つ
の
側
面
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
彼

に
よ
れ
ば
、
人
間
お
よ
び
動
物
に
お
い
て
生
命
運
動
と
意
識
内
容
と
の

統
一
を
な
す
も
の
は
衝
動
系
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
実
体
を
思
惟

す
る
も
の
と
延
長
す
る
も
の
と
に
区
分
す
る
デ
カ
ル
ト
の
二
元
論
は
、

植
物
と
動
物
か
ら
心
的
本
性
を
剥
奪
す
る
こ
と
に
な
り
、
人
間
の
意
識

や
思
惟
で
は
な
い
も
の
す
べ
て
を
機
械
的
に
説
明
せ
ざ
る
を
え
な
く
な

っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
デ
カ
ル
ト
の
二
元
論
は
、
「
人
間
の
『
特
殊
地
位
』

を
極
め
て
不
合
理
な
ほ
ど
に
つ
り
上
げ
る
こ
と
」
、
「
自
然
の
母
の
腕
か

ら
人
間
を
引
き
離
す
こ
と
」
に
到
っ
た
ば
か
り
か
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ

て
ま
た
、
「
生
お
よ
び
そ
の
原
現
象
の
根
本
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
い
と
も
簡
単

(13) 

に
世
界
の
外
へ
投
げ
棄
て
ら
れ
て
し
ま
っ
た
」
の
で
あ
る
。

さ
て
、
あ
ら
ゆ
る
生
物
の
う
ち
に
占
め
る
人
間
の
地
位
と
い
う
も
の

を
問
い
、
人
間
の
本
質
構
造
に
関
す
る
新
し
い
像
を
形
成
し
よ
う
と
い

う
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
問
題
意
識
と
そ
の
試
み
は
、
当
時
の
状
況
か
ら
み
て

歴
史
的
に
意
味
の
あ
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
け
で
は
な
く
て
、

そ
の
よ
う
な
問
題
意
識
そ
れ
自
体
は
、
現
代
に
お
い
て
も
な
お
、
あ
る

い
は
よ
り
い
っ
そ
う
、
考
慮
さ
れ
る
べ
き
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。
と
い

う
の
も
、
特
殊
諸
科
学
の
進
展
に
よ
り
、
人
間
に
関
し
て
多
く
の
こ
と

が
明
ら
か
に
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
‘

か
え
っ
て
人
間
の
本
質
は
覆

い
隠
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
指
摘
は
、
す
で
に
み
た

よ
う
に
現
代
に
お
い
て
も
妥
当
す
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
ど
の
よ
う
に
シ
ェ

ー
ラ
ー
が
自
然
の
な
か
に
人
間
を
位
置
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
か
を
知

る
こ
と
は
、
私
た
ち
が
自
然
と
人
間
と
の
関
わ
り
を
あ
ら
た
め
て
問
い

直
す
う
え
で
、
少
な
か
ら
ず
示
唆
を
与
え
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

世
界
へ
の
関
わ
り
を
め
ぐ
っ
て

ユ
ク
ス
キ
ュ
ル
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
と
ハ
イ
デ
ガ
ー

こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
、
生
物
の
も
つ
機
能
を

低
い
段
階
か
ら
系
列
的
に
説
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
植
物
や
動
物
、
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人
間
を
含
め
た
生
物
界
の
全
体
構
造
を
把
握
し
、
そ
こ
に
占
め
る
人
間

の
特
殊
な
地
位
と
そ
の
根
拠
と
を
示
し
た
。
そ
の
な
か
で
注
目
に
値
す

る
点
の
ひ
と
つ
は
、
人
間
は
「
精
神
」
の
働
き
に
よ
っ
て
自
ら
の
環
境

世
界
の
束
縛
か
ら
解
放
さ
れ
、
そ
の
環
境
世
界
を
対
象
化
す
る
こ
と
が

で
き
る
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
人
間
が
自

ら
の
環
境
世
界
か
ら
自
由
で
あ
る
こ
と
は
、
「
世
界
開
放
性
」
と
よ
ば
れ

て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
あ
り
方
は
、
動
物
が
本
能
に
よ
っ
て
自
ら
の
環

境
世
界
に
構
造
的
に
組
み
込
ま
れ
て
い
て
、
い
わ
ば
そ
の
な
か
に
没
入

し
て
忘
我
的
に
生
き
て
お
り
、
自
ら
の
環
境
世
界
を
対
象
化
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
「
世
界
束
縛
性
」
と
も
い
う
べ
き

あ
り
方
と
は
‘
ま
っ
た
く
対
照
的
な
も
の
で
あ
る
。

の
ち
に
ア
ド
ル
フ
・
ポ
ル
ト
マ
ン
も
ま
た
、
人
間
の
特
殊
な
位
置
に

つ
い
て
述
べ
る
な
か
で
、
動
物
と
人
間
と
の
相
違
点
の
ひ
と
つ
を
、
動

物
の
環
境
束
縛
性
に
対
す
る
人
間
の
世
界
開
放
性
に
認
め
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
動
物
が
本
能
的
に
束
縛
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
生
活
が
一
定
の

環
境
に
強
固
に
縛
り
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
人
間
に
は
「
何

(14) 

を
す
る
か
に
つ
い
て
大
き
な
自
由
度
と
任
意
性
が
あ
る
」
と
い
う
の
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
世
界
を
変
化
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
に

と
っ
て
特
質
的
な
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ポ
ル
ト
マ
ン
は
こ
う
述
べ

て
い
る
。
「
私
た
ち
人
間
は
自
分
に
固
有
の
物
質
世
界
を
つ
く
る
が
、
そ

れ
は
動
物
で
は
限
ら
れ
た
程
度
で
し
か
可
能
で
は
な
い
。
鳥
の
巣
と
い

う
の
は
確
か
に
、
自
然
の
な
か
に
種
に
か
な
っ
た
特
殊
な
建
造
物
を
つ

く
り
だ
す
本
能
に
よ
る
特
別
機
能
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う

な
造
巣
や
ま
た
そ
れ
に
該
当
す
る
他
の
動
物
た
ち
の
習
性
ー
た
と
え

ば
シ
ロ
ア
リ
、
ミ
ツ
バ
チ
、
ス
ズ
メ
バ
チ
の
巣
づ
く
り
が
引
き
起

こ
す
世
界
の
変
化
は
、
人
間
の
技
術
に
よ
っ
て
成
し
と
げ
ら
れ
た
地
球

(15) 

上
の
改
造
に
は
、
及
ぶ
べ
く
も
な
い
。
」
こ
こ
で
い
わ
れ
る
よ
う
な
世
界

の
変
化
あ
る
い
は
地
球
上
の
改
造
が
可
能
で
あ
る
の
は
、
ま
さ
に
シ
ェ

ー
ラ
ー
の
い
う
と
こ
ろ
の
、
人
間
に
固
有
な
「
環
境
世
界
を
対
象
化
す

る
能
力
」
に
よ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
に
お
い
て
も
ポ
ル
ト
マ
ン
に
お
い
て
も
、

動
物
の
世
界
束
縛
性
と
人
間
の
世
界
開
放
性
と
の
対
比
が
な
さ
れ
て
い

る
わ
け
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
が
成
立
す
る
背
景
に
は
、
当
時
広

く
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
ヤ
ー
コ
プ
・
フ
ォ
ン
・
ユ
ク
ス
キ

ュ
ル
の
環
境
世
界
理
論
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ユ
ク
ス
キ
ュ
ル
は
‘
ハ

イ
デ
ル
ベ
ル
ク
の
生
理
学
者
キ
ュ
ー
ネ
の
も
と
で
研
究
し
、
後
に
ハ
ン

ブ
ル
ク
に
「
環
境
世
界
研
究
所
(
I
n
s
t
i
t
u
t
ftir U
m
w
e
l
t
f
o
r
s
c
h
u
n
g
)
」

を
創
設
し
た
生
物
学
者
で
あ
っ
て
、
彼
の
学
説
は
「
環
境
世
界
理
論

(
U
 mw
e
l
t
t
h
e
o
r
i
e
)
」
な
い
し
「
意
味
の
理
論
(
B
e
d
e
u
t
u
n
g
s
l
e
h
r
e
)
」

と
よ
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
理
論
は
、
『
動
物
の
環
境
世
界
と
内
的

世
界
(
U
m
w
e
l
t
u
n
d
 I
n
n
e
n
w
e
l
t
 d
e
r
 T
i
e
r
e
)
』
（
一
九

0
九
年
）

や
『
理
論
生
物
学
(
T
h
e
o
r
e
t
i
s
c
h
e
B
i
o
l
o
g
i
e
)
』
（
一
九
二

0
年
）
と

い
う
著
作
を
つ
う
じ
て
、
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

ユ
ク
ス
キ
ュ
ル
の
『
理
論
生
物
学
』
に
よ
る
と
、
動
物
は
ひ
と
つ
の
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こ
れ
は
動
物
の
「
機
能
環
(
F
u
n
k
t
i
o
n
s
k
r
e
i
s
)
」
と
よ
ば
れ
る
。

そ
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
動
物
の
機
能
環
が
多
様
な
仕
方
で
連
関
し
あ
い
、

植
物
を
も
含
め
た
生
物
の
機
能
世
界
(
F
u
n
k
t
i
o
n
s
w
e
l
t
)
を
構
築
し
て

い
る
。
し
か
し
、
ど
の
個
別
の
動
物
に
と
っ
て
も
、
そ
の
機
能
環
が
ひ

と
つ
の
世
界
を
構
築
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
な
か
で
動
物
は
完

全
に
閉
鎖
的
に
現
実
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
機
能
環
全
体
の
連
関

の
な
か
で
み
る
と
剌
激
は
、
動
物
を
そ
の
運
動
の
操
作
へ
と
促
す
知
覚

標
識
(
M
e
r
k
m
a
l
)
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
知
覚
標
識
の
総
計
が
「
知

覚
世
界
(
M
e
r
k
w
e
l
t
)
」
と
よ
ば
れ
る
。
こ
の
場
合
、
動
物
自
身
は
ひ

と
つ
の
世
界
を
構
築
し
て
お
り
、
こ
れ
は
「
内
的
世
界
(
I
n
n
e
n
w
e
l
t
)
」

と
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
ま
た
、
動
物
が
外
的
世
界
に
対
し
て
行
う
作
用

が
、
「
作
用
世
界
(
W
i
r
k
w
e
l
t
)
」
を
つ
く
り
だ
し
て
い
る
。
こ
う
し
た

作
用
世
界
と
知
覚
世
界
が
、
そ
れ
自
身
に
お
い
て
連
関
し
て
い
る
ひ
と

つ
の
全
体
を
形
成
し
て
お
り
、
こ
れ
を
ユ
ク
ス
キ
ュ
ル
は
「
環
境
世
界

(
U
m
w
e
l
t
)
」
と
名
づ
け
た
。
内
的
世
界
と
環
境
世
界
と
を
包
括
し
て
い

る
機
能
環
全
体
は
、
「
計
画
的
(
p
l
a
n
m
a
B
i
g
)
」
に
構
築
さ
れ
た
ひ
と

つ
の
全
体
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

りヽ

こ
の
な
か
で
は
、

ど
の
部

主
体
で
あ
り
、
そ
れ
は
外
的
世
界
の
一
般
的
な
作
用
の
な
か
か
ら
特
定

の
刺
激
を
選
び
出
し
、
こ
れ
に
対
し
て
一
定
の
仕
方
で
反
応
す
る
。
こ

の
よ
う
な
反
応
は
外
的
世
界
に
対
す
る
特
定
の
作
用
の
う
ち
に
存
し
て

お
り
、
こ
の
作
用
は
さ
ら
に
、
刺
激
に
対
し
て
影
響
を
与
え
て
い
る
。

こ
う
し
て
、
ひ
と
つ
の
閉
じ
ら
れ
た
円
環
が
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ

分
も
他
の
部
分
に
帰
属
し
て
い
て
、
何
も
の
も
偶
然
に
委
ね
ら
れ
て
は

い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
円
環
が
い
ず
れ
か
の
箇
所
で
壊
れ
る
と
、

(16) 

動
物
の
現
実
存
在
は
危
険
に
晒
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
も
ユ
ク
ス
キ
ュ
ル
は
、
す
べ
て
の
機
能
環
が
同
一
の
原
理
に
し

た
が
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
と
み
な
し
た
。
つ
ま
り
、
彼
は
そ
れ
ぞ
れ

の
機
能
環
の
う
ち
に
、
宇
宙
の
基
本
的
要
因
と
し
て
妥
当
す
る
よ
う
な

「
自
然
の
計
画

(
Na
t
u
r
p
l
a
n
e
)
」
を
想
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う

し
て
、
多
く
の
環
境
世
界
か
ら
な
る
宇
宙
全
体
は
、
機
能
環
に
よ
っ
て

統
合
さ
れ
、
ひ
と
つ
の
全
体
計
画
に
し
た
が
っ
て
、
私
た
ち
が
自
然
と

(17) 

よ
ん
で
い
る
ひ
と
つ
の
統
一
体
へ
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
ユ
ク
ス
キ
ュ
ル
に
し
た
が
え
ば
、
主
体
と
同
じ
数
だ
け
の

環
境
世
界
が
存
在
し
、
こ
れ
ら
の
環
境
世
界
が
相
互
に
影
響
し
合
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
が
新
た
に
発
見
さ
れ
た
以
上
、
自
然
に
対
す
る
ま
っ

(18) 

た
く
新
し
い
態
度
が
要
求
さ
れ
る
。
動
物
と
い
う
主
体
の
そ
れ
ぞ
れ
に

「
環
境
世
界
」
と
い
う
も
の
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
た

こ
と
、
つ
ま
り
、
動
物
の
あ
り
方
が
「
世
界
」
と
い
う
概
念
を
用
い
て

説
明
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
動
物
な
い
し
生
物
、
あ
る
い
は
自
然
の

あ
り
方
が
新
し
い
仕
方
で
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、
そ

れ
に
も
と
づ
い
て
さ
ら
に
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
や
ポ
ル
ト
マ
ン
の
学
説
も
ま

た
可
能
に
な
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
シ
ェ
ー
ラ
ー
が
人
間
に
特
殊
な
あ

り
方
と
み
な
し
た
世
界
開
放
性
は
、
ユ
ク
ス
キ
ュ
ル
の
こ
う
し
た
環
境

世
界
理
論
に
お
い
て
示
さ
れ
た
、
動
物
と
そ
の
環
境
世
界
と
の
閉
鎖
的
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出
会
い
が
見
ら
れ
る
が
、
さ
ら
に
興
味
深
い
こ
と
に
、
こ
こ
に
も
う
ひ

と
つ
の
思
索
が
加
わ
っ
て
き
て
、
い
わ
ば
三
つ
巴
の
様
相
を
呈
し
て
く

る
。
そ
れ
は
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
が
『
宇
宙
に
お
け
る
人
間
の
地
位
』
を
発

表
し
た
当
時
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
に
あ
っ
た
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ハ
イ
デ
ガ
ー

の
思
索
で
あ
る
。
彼
は
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
そ
の
著
作
が
出
た
翌
年
一
九

二
九
年
に
は
、
自
ら
の
著
書
『
カ
ン
ト
と
形
而
上
学
の
問
題
』
の
な
か

で
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
著
作
と
哲
学
的
人
間
学
に
論
及
す
る
と
と
も
に
、
自

ら
の
こ
の
著
作
を
、
一
九
二
八
年
に
没
し
た
シ
ェ
ー
ラ
ー
に
捧
げ
て
い

る
。
さ
ら
に
彼
は
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
で
の
一
九
二
九
／
三

0
年
冬

学
期
講
義
『
形
而
上
学
の
根
本
諸
概
念
。
世
界
I

有
限
性
l

孤
独
』
に
お

い
て
は
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
試
み
に
言
及
す
る
ば
か
り
で
は
な
く
‘

ス
キ
ュ
ル
の
環
境
世
界
理
論
に
も
触
れ
て
お
り
、
あ
た
か
も
そ
の
二
人

の
向
こ
う
を
張
る
よ
う
な
か
た
ち
で
、
無
機
物
、
動
物
お
よ
び
人
間
の

「
世
界
」
に
対
す
る
関
わ
り
方
に
つ
い
て
三
つ
の
テ
ー
ゼ
を
呈
示
し
た
の

で
あ
る
。
そ
の
テ
ー
ゼ
と
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

（
一
）
岩
石
は
無
世
界
的

(weltlos)

で
あ
る
。

（
二
）
動
物
は
世
界
窮
乏
的

(
w
e
l
t
a
r
m
)

で
あ
る
。

（
三
）
人
間
は
世
界
形
成
的

(weltbildend)

で
あ
る
。

で
あ
る
。

な
関
わ
り
と
対
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

ユ
ク

と
く
に
強
調
さ
れ
う
る
も
の

こ
の
よ
う
に
一
九
二

0
年
代
に
は
、
生
物
学
者
ユ
ク
ス
キ
ュ
ル
の
環

境
世
界
理
論
と
哲
学
者
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
哲
学
的
人
間
学
と
の
興
味
深
い

ま
ず
、
『
カ
ン
ト
と
形
而
上
学
の
問
題
』

最
後
に
、
こ
の
よ
う
な
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
テ
ー
ゼ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ

を
考
え
る
こ
と
を
つ
う
じ
て
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
が
人
間
の
特
殊
性
と
み
な

し
た
世
界
開
放
性
の
概
念
と
そ
の
理
論
的
基
礎
に
あ
る
ユ
ク
ス
キ
ュ
ル

の
環
境
世
界
理
論
と
を
、
そ
の
哲
学
的
な
意
義
に
関
し
て
検
討
し
て
み

こ
ヽ
。

t
し

シ
ェ
ー
ラ
ー
の
「
哲
学
的
人
間
学
」
と
い
う
理
念
の
も
つ
問
題
点
を
指

摘
し
て
い
る
。
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
『
宇
宙
に
お
け
る
人
間
の
地
位
』
の
試

み
と
の
関
連
で
み
る
と
、
次
の
よ
う
な
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
批
判
は
も
っ
と

も
な
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
も
そ
も
何
に
よ
っ
て
人
間
学
が
哲
学
的

と
な
る
の
か
が
疑
問
視
さ
れ
う
る
が
、
そ
の
方
法
が
哲
学
的
で
あ
る
の

だ
と
す
れ
ば
、
つ
ま
り
、
例
え
ば
、
方
法
が
人
間
の
本
質
考
察
(
e
s
e
n
s
,
 

b
e
t
r
a
c
h
t
u
n
g
)
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
人
間
学
は
、
人
間
と
い
う
存

在
者
を
動
植
物
な
ど
に
対
し
て
区
別
し
て
、
そ
の
こ
と
を
つ
う
じ
て
存

在
者
の
特
定
の
領
域
の
特
殊
な
本
質
体
制

(
e
s
e
n
s
v
e
r
f
a
s
s
u
n
g
)
を

取
り
出
す
こ
と
を
目
指
す
こ
と
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
哲
学
的
人
間
学

は
、
人
間
に
つ
い
て
の
領
域
的
存
在
論

(regionale
Ontologie)
に

な
っ
て
し
ま
い
、
そ
の
他
の
存
在
論
と
並
ん
で
あ
る
も
の
に
す
ぎ
な
い

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
た
哲
学
的
人
間
学
は
哲

の
な
か
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
テ
ー
ゼ
と
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
試
み
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学
の
中
心
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
本
来
の
意
図
に

矛
盾
す
る
。
と
い
う
の
も
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
哲
学
の
中
心
的

な
諸
問
題
は
す
べ
て
、
人
間
と
は
何
で
あ
り
、
人
間
は
存
在
す
る
も
の

全
体
の
う
ち
で
い
か
な
る
位
置
を
占
め
る
の
か
、
と
い
う
問
い
へ
と
帰

着
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
最
も
中
心
的
な
問
題
を
課
題
と
す
る
哲
学

(20) 

的
人
間
学
は
、
哲
学
の
中
心
で
あ
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

続
い
て
一
九
二
九
／
三

0
年
冬
学
期
講
義
『
形
而
上
学
の
根
本
諸
概

念
』
の
な
か
で
は
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
『
宇
宙
に
お
け
る
人
間
の
地
位
』

の
試
み
そ
れ
自
体
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
理
解
す
る
形
而
上
学
の
立
場
か

ら
、
「
根
本
的
な
誤
り
」
だ
と
明
言
さ
れ
て
い
る
。
「
最
近
マ
ッ
ク
ス
・

シ
ェ
ー
ラ
ー
が
人
間
学
の
連
関
の
う
ち
で
、
物
質
的
存
在
者
、
生
、
お

よ
び
精
神
の
段
階
系
列
を
、
あ
る
確
信
に
も
と
づ
い
て
統
一
的
に
取
り

扱
お
う
と
試
み
た
。
そ
の
確
信
に
よ
れ
ば
、
人
間
は
存
在
す
る
も
の
の

す
べ
て
の
段
階
、
つ
ま
り
、
物
理
的
な
存
在
、
植
物
お
よ
び
動
物
の
存

在
、
そ
し
て
特
殊
に
精
神
的
な
存
在
を
、
そ
れ
自
身
の
う
ち
で
ひ
と
つ

に
し
て
い
る
よ
う
な
存
在
者
で
あ
る
。
私
は
こ
の
よ
う
な
テ
ー
ゼ
を
、

シ
ェ
ー
ラ
ー
の
立
場
の
根
本
的
な
誤
り
だ
と
考
え
る
。
こ
の
誤
り
は
、

彼
に
対
し
て
そ
も
そ
も
、
形
而
上
学
へ
の
道
を
必
然
的
に
ふ
さ
ぐ
に
ち

(21) 

が
い
な
い
の
で
あ
る
。
」

こ
の
よ
う
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
哲
学
的
人
間
学
の
理

念
お
よ
び
『
宇
宙
に
お
け
る
人
間
の
地
位
』
の
試
み
を
批
判
し
て
い
る

が
、
そ
れ
で
も
や
は
り
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
問
題
設
定
そ
れ
自
体
に
つ
い
て

は
、
「
多
く
の
点
で
本
質
的
で
あ
り
、
従
来
の
す
べ
て
の
も
の
よ
り
も
ま

(22) 

さ
っ
て
い
る
」
と
評
価
し
て
お
り
、
い
わ
ば
彼
は
、
そ
の
よ
う
な
問
題

設
定
を
う
け
て
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
理
論
に
対
抗
す
る
仕
方
で
自
ら
の
テ

ー
ゼ
を
呈
示
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
が
動
物
お
よ
び
人
間
の
「
世
界
」
に

対
す
る
関
わ
り
方
を
探
究
し
て
テ
ー
ゼ
を
立
て
る
に
際
し
て
は
、
当
時

流
布
し
て
い
た
ユ
ク
ス
キ
ュ
ル
の
環
境
世
界
理
論
の
影
響
、
あ
る
い
は
、

そ
れ
へ
の
対
抗
が
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
ユ
ク
ス
キ
ュ
ル
の
研
究
を
、
当
時
の
生
物
学
に
お
け
る

ニ
大
進
歩
の
う
ち
の
ひ
と
つ
に
数
え
て
お
り
、
ま
た
、
「
彼
の
具
体
的
な

諸
研
究
と
の
対
決
は
、
今
日
哲
学
が
支
配
的
な
生
物
学
か
ら
手
に
入
れ

(23) 

る
こ
と
の
で
き
る
最
も
実
り
あ
る
も
の
に
属
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
も

い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
そ
れ
で
は
、
先
に
示
し
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
テ
ー
ゼ
は
、

キ
ュ
ル
の
理
論
や
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
学
説
と
は
ど
の
よ
う
に
異
な
っ
て
い

て
、
何
を
語
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

《
テ
ー
ゼ
ニ
》

ま
ず
《
テ
ー
ゼ
一
》
「
岩
石
は
無
世
界
的

(weltlos)

で
あ
る
」
と

「
動
物
は
世
界
窮
乏
的

(
w
e
l
t
a
r
m
)
で
あ
る
」
と
に
関

し
て
み
れ
ば
、

weltlos
も
w
e
l
t
a
r
m
も
、
「
世
界
を
も
た
な
い
こ
と

(
N
i
c
h
t
h
a
b
e
n
 v
o
n
 W
e
l
t
)
」
を
意
味
し
て
い
る
。
よ
り
厳
密
に
い
え

ば
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
A
r
m
u
t
を
E
n
t
b
e
h
r
e
n
の
意
味
で
理
解
し
て
い
る

の
で
、
動
物
の
W
e
l
t
a
r
m
u
t
は
「
世
界
を
欠
い
て
い
る
こ
と

(Entbeh'

そ
し
て
や
は
り
、

ユ
ク
ス
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そ
う
す
る
と
、

う
に
み
え
る
。

た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

r
e
n
 v
o
n
 W
e
l
t
)
」

で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
岩
石
の
W
e
l
t
l
o
s
i
g
k
e
i
t

•••••••••••••••• 

は
、
「
岩
石
が
世
界
な
ど
を
欠
い
て
い
る
こ
と
が
け
っ
し
て
で
き
な
い
と

(24) 

い
う
岩
石
の
体
制
」
を
表
し
て
い
る
。
岩
石
は
、
自
ら
の
周
囲
に
あ
る

他
の
も
の
へ
と
接
近
し
て
そ
れ
を
手
に
入
れ
た
り
所
有
し
た
り
す
る
こ

と
が
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
も
そ
も
岩
石
に
は
、
な
ん
ら
か
の
も
の

を
欠
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
《
テ
ー
ゼ

一
》
は
、
岩
石
は
存
在
す
る
も
の
に
対
し
て
接
近
す
る
こ
と
が
で
き
な

(25) 

い
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
動
物
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

ば
、
ト
カ
ゲ
が
岩
盤
の
上
に
寝
そ
べ
っ
て
い
る
と
き
、
な
る
ほ
ど
そ
の

岩
盤
は
ト
カ
ゲ
に
対
し
て
、
そ
の
性
質
に
つ
い
て
ト
カ
ゲ
が
問
い
合
わ

せ
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
岩
盤
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は

の
よ
う
に
、

ユ
ク
ス
キ
ュ
ル
の
環
境
世
界
理
論
に
沿
っ

な
い
。
し
か
し
な
が
ら
ト
カ
ゲ
は
、
ま
る
で
石
こ
ろ
が
そ
こ
に
あ
る
か

た
ん
に
岩
盤
の
上
に
あ
る
の
で
も
な
く
て
、
ト
カ
ゲ
は
そ

の
岩
盤
に
対
し
て
そ
れ
固
有
の
関
係
を
も
っ
て
い
る
。

は
、
自
分
の
周
囲
に
存
在
し
て
い
る
も
の
に
対
し
て
接
近
不
可
能
な
の

で
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
私
た
ち
は
、
動
物
は
そ
の
環
境
世

界
を
も
っ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
で
動
い
て
い
る
、

(26) 

る
。
こ
の
よ
う
な
見
方
は
、

つ
ま
り
、
動
物

と
い
う
こ
と
が
で
き

こ
こ
で
私
た
ち
は
、
ひ
と
つ
の
矛
盾
に
出
く
わ
す
よ

と
い
う
の
も
、
「
世
界
」
と
い
う
概
念
の
も
と
で
、
接
近

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
し
た
が
え

お
い
て
で
は
な
く
環
境
(
U
m
g
e
b
u
n
g
)
の
う
ち
で
ふ
る
ま
う
(
s
i
c
h

(Ein ,
 

可
能
で
あ
る
存
在
者
が
理
解
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
動
物
は
世

界
を
も
ち
、
そ
れ
ゆ
え
人
間
の
側
に
立
つ
こ
と
に
な
る
が
、
先
に
示
さ

れ
た
よ
う
に
、
動
物
の
W
e
l
t
a
r
m
u
t
が
「
世
界
を
欠
い
て
い
る
こ
と
」

で
あ
り
、
「
欠
い
て
い
る
こ
と
」
が
「
も
た
な
い
こ
と
」
で
あ
る
と
す
れ

ば
、
動
物
は
世
界
を
も
た
ず
、
し
た
が
っ
て
岩
石
の
側
に
立
つ
こ
と
に

理
解
す
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

動
物
の
あ
り
方
と
人
間
の
あ
り
方
と
の
根
本
的
な
差
異
は
ハ
イ
デ
ガ

ー
に
よ
る
と
、
動
物
の
「
ふ
る
ま
い

(
B
e
n
e
h
m
e
n
)
」
と
人
間
の
「
態

度
(
V
e
r
h
a
l
t
e
n
)
」
と
の
あ
い
だ
に
見
出
さ
れ
る
。
ミ
ミ
ズ
が
モ
グ
ラ

か
ら
逃
げ
る
と
い
う
場
合
、
「
遁
走
す
る
ミ
ミ
ズ
は
逃
げ
る
も
の
と
し

(27) 

て
、
特
定
の
仕
方
で
モ
グ
ラ
に
対
し
て
ふ
る
ま
う
(
s
i
c
h
b
e
n
e
h
m
e
n
)
」

の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
人
間
の
あ
り
方
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
「
何

か
に
対
し
て
態
度
を
と
る
こ
と
(
S
i
c
h
v
e
r
h
a
l
t
e
n
z
u
…
)
」
と
名
づ
け

て
区
別
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
動
物
の
ふ
る
ま
い
が
可
能
で
あ
る
の

は
、
動
物
が
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
と
り
こ
ま
れ
て
い
る
こ
と

g
e
n
o
m
m
e
n
h
e
i
t
)
に
も
と
づ
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
こ
と

に
は
、
人
格
と
し
て
態
度
を
と
る
人
間
が
も
っ
て
い
る
よ
う
な
自
己
性

(
S
e
l
b
s
t
h
e
i
t
)
が
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
そ
う
し
た
動
物
の
あ
り
方
を
ハ

イ
デ
ガ
ー
は
「
と
ら
わ
れ
状
態
(
B
e
n
o
m
m
e
n
h
e
i
t
)
」
と
特
徴
づ
け

る
。
動
物
は
こ
の
よ
う
な
と
ら
わ
れ
状
態
に
も
と
づ
い
て
、
「
世
界
」
に

な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
‘

こ
の
よ
う
な
テ
ー
ゼ
を
ど
の
よ
う
に
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に
よ
る
と
、
動
物
性
の
本
質
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

存
在
す
る
も
の
が
明
ら
か
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
、
存
在
す

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
 

る
も
の
が
存
在
す
る
も
の
と
し
て
接
近
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、

「
世
界
」
の
本
質
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
存
在
す
る
も
の
の
明
ら
か
さ

(Offenbarkeit v
o
n
 S
e
i
e
n
d
e
m
)
の
可
能
性
が
奪
わ
れ
て
い
る
と
い

う
意
味
で
の
と
ら
わ
れ
状
態
の
う
ち
に
あ
る
以
上
、
動
物
は
本
質
的
に

物
は
岩
石
の
側
へ
と
押
し
や
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
。

し
か
し
、

と
い
う
の

こ
の
よ
う
に
「
世
界
」
を
も
た
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
動

「
世
界
」
を
も
つ
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

て
は
い
な
い
わ
け
で
あ
る
。

こ
う
し
た
と
ら
わ
れ
状
態
が
ハ
イ
デ
ガ
ー

b
e
n
e
h
m
e
n
)
 

し
か
も
、
動
物
の
ふ
る
ま
い
は
、
或
る
も
の
を
或
る
も
の
と
し
て
認

取
す
る
こ
と

(
V
e
r
n
e
h
m
e
n
)
で
は
な
い
。
ミ
ツ
バ
チ
は
そ
の
行
動
に

お
い
て
、
太
陽
へ
と
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
ミ
ツ
バ
チ
は
そ
れ
を

••• 
太
陽
と
し
て
認
取
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
動
物

．．． 

は
、
「
或
る
も
の
を
或
る
も
の
と
し
て
認
取
す
る

(
V
e
r
n
e
h
m
e
n
v
o
n
 

e
t
w
a
s
 als 
e
t
w
a
s
)
」
と
い
う
可
能
性
を
奪
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

動
物
の
と
ら
わ
れ
状
態
と
は
、

性
が
奪
わ
れ
て
い
る
こ
と

(
G
e
n
o
m
m
e
n
h
e
i
t
)
を
意
味
し
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
、

ま
い
に
対
し
て
、

な
い
、

つ
ま
り
、

(28) 

の
で
あ
る
。

ひ
と
つ
に
は
こ
の
よ
う
な
認
取
の
可
能

こ
の
よ
う
な
と
ら
わ
れ
状
態
に
お
い
て
は
、

存
在
す
る
も
の
が
明
ら
か

(offenbar)
に
な
っ
て
い

．．．．．．．．． 

存
在
す
る
も
の
が
存
在
す
る
も
の
と
し
て
与
え
ら
れ

動
物
の
ふ
る

で
は
な
い
の
で
あ
る
。

い
る
の
で
あ
る
。

こ

こ
れ
に
よ

も
、
動
物
が
と
り
こ
ま
れ
て
と
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と

(
h
i
n
g
e
n
o
m
'

m
e
n
e
s
 B
e
n
o
m
m
e
n
s
e
i
n
)
と
い
う
衝
動
的
な
能
力
は
、
「
な
に
か
に
対

し
て
開
か
れ
て
い
る
こ
と

(Offensein ftir
…
)
」
で
あ
り
、

っ
て
W
e
l
t
a
r
m
u
t
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
他
方
岩
石
に
は
そ(29) 

の
よ
う
な
開
か
れ
た
あ
り
方
が
、
そ
も
そ
も
欠
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
う
し
た
開
か
れ
た
あ
り
方
を
、
動
物
は
そ
の
本
質
の
う
ち
に
も
っ
て

こ
う
し
て
私
た
ち
は
、
《
テ
ー
ゼ
ニ
》
を
次
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と

が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
動
物
性
の
本
質
で
あ
る
と
ら
わ
れ
状
態
は
、
束

縛
す
る
も
の
に
よ
っ
て
動
物
が
と
り
こ
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、

れ
は
同
時
に
、
束
縛
す
る
も
の
に
対
し
て
開
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
開
か
れ
た
あ
り
方
か
ら
は
、
束
縛
す
る
も
の
を

．．．．．．．．． 

存
在
す
る
も
の
と
し
て
明
ら
か
に
し
て
も
つ
と
い
う
可
能
性
が
奪
わ
れ

••••••••• 

て
い
る
。
存
在
す
る
も
の
と
し
て
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
な
存
在
者
が
、

世
界
概
念
の
も
と
で
理
解
さ
れ
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
開
か
れ

た
あ
り
方
を
動
物
が
も
つ
と
し
て
も
、
そ
れ
は
「
世
界
」
を
も
つ
こ
と

．．． 

動
物
に
関
す
る
テ
ー
ゼ
の
解
明
を
つ
う
じ
て
、
「
世
界
」
と
は
存
在
す

．．．．．． 

る
も
の
と
し
て
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
な
存
在
者
全
体
で
あ
る
、
と
い
う

こ
と
が
取
り
出
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
世
界
」
は
そ
の
つ
ど
形
成
さ

••••••••• 

れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
存
在
者
は
存
在
す
る
も
の
と
し
て
明
ら
か
と
な

り
、
そ
の
も
の
へ
と
人
間
が
接
近
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
人
間
は
、
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そ
の
よ
う
な
存
在
者
の
た
だ
な
か
に
置
き
入
れ
ら
れ
て
実
存
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
《
テ
ー
ゼ
三
》
は
、

し
て
お
り
、

こ
う
し
た
人
間
の
実
存
の
仕
方
を
表
現

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
し
た
が
え
ば
も
ち
ろ
ん
、
人
間
に
お
け
る

「現
I

存
在
」
が
世
界
形
成
的
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
す
で
に
明
ら
か

な
よ
う
に
、
「
世
界
」
と
い
う
現
象
に
は
人
間
が
「
或
る
も
の
を
或
る
も

••• の
と
し
て
受
け
取
る
」
と
い
う
あ
り
方
が
属
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な

「
と
し
て

(als)
」
と
い
う
構
造
が
「
世
界
」
の
構
造
を
本
質
的
に
規
定

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

さ
て
以
上
の
こ
と
か
ら
、
シ
ェ
ー
ラ
—
の
学
説
や
ユ
ク
ス
キ
ュ
ル
の

理
論
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
テ
ー
ゼ
と
の
相
違
が
は
っ
き
り
と
し
て
こ
よ
う
。

な
る
ほ
ど
ユ
ク
ス
キ
ュ
ル
は
、
動
物
が
関
わ
っ
て
い
る
も
の
i

環
境

世
界
が
人
間
の
場
合
と
は
異
な
る
仕
方
で
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
を
示
し
た
の
だ
が
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
る
と
決
定
的
に
問
題
で

あ
る
の
は
、
人
間
の
世
界
と
動
物
の
世
界
と
の
質
的
な
違
い
や
、
そ
の

広
が
り
・
深
さ
な
ど
の
量
的
な
違
い
と
い
う
よ
り
も
、
「
動
物
は
そ
も
そ

•••••••• 

も
、
或
る
も
の
を
或
る
も
の
と
し
て
、
ま
た
或
る
も
の
を
存
在
す
る
も

●

●

●

●

(30) 

の
と
し
て
認
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
で
き
な
い
の
か
」
（
強
調
は
引

用
者
に
よ
る
）

ハ
イ
デ

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
動
物
に
そ
の
よ
う
な
能
力
が
な

い
の
だ
と
す
れ
ば
、
「
動
物
は
あ
る
深
淵
に
よ
っ
て
人
間
か
ら
隔
て
ら
れ

(31) 

て
い
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
「
私
た
ち
が
動
物
の
世

界
I

環
境
世
界
、
ま
し
て
内
的
世
界
に
つ
い
て
語
っ
て
よ
い
の

(32) 

か
ど
う
か
」
が
、
根
本
的
な
問
題
に
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

ガ
ー
の
世
界
概
念
の
理
解
に
し
た
が
う
か
ぎ
り
、
私
た
ち
は
ユ
ク
ス
キ

ュ
ル
の
環
境
世
界
理
論
の
よ
う
に
動
物
の
「
世
界
」
に
つ
い
て
語
る
こ

と
は
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

シ
ェ
ー
ラ
ー
は
生
物
界
に
お
け
る
人
間
の
特
殊
な
地
位
の
根
拠
を

「
精
神
」
の
働
き
に
求
め
た
が
、
こ
の
「
精
神
」
が
人
間
の
世
界
開
放
性

を
可
能
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
世
界
開
放
性
は
、
動
物
の
世
界

束
縛
性
と
は
対
照
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
動
物
と
人
間
と
の
本
質
的
な

区
別
の
根
拠
と
な
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
世
界
概
念
の

理
解
を
援
用
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
人
間
の
世

界
開
放
性
と
動
物
の
世
界
束
縛
性
と
の
対
比
そ
れ
自
体
が
無
意
味
で
あ

る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
場
合
、
先
に
示
し
た

よ
う
に
、
ユ
ク
ス
キ
ュ
ル
の
よ
う
に
動
物
の
「
世
界
」
に
つ
い
て
語
る

こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。．．． 

ま
た
、
或
る
も
の
を
或
る
も
の
と
し
て
、
あ
る
い
は
、
或
る
も
の
を

••••••••• 
存
在
す
る
も
の
と
し
て
認
取
す
る
と
い
う
働
き
が
動
物
に
は
認
め
ら
れ

ず
、
し
た
が
っ
て
動
物
は
「
世
界
」
を
所
有
し
て
い
な
い
ば
か
り
か
、

••••••••••••••••• 

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
と
は
深
淵
に
よ
っ
て
隔
て
ら
れ
て
い
る
の
だ

と
す
れ
ば
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
が
『
宇
宙
に
お
け
る
人
間
の
地
位
』
で
試
み

た
よ
う
に
生
物
界
を
系
列
的
に
説
明
し
て
、
人
間
を
生
物
の
あ
ら
ゆ
る

段
階
が
そ
の
う
ち
で
ひ
と
つ
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
存
在
者
と
し
て
捉

え
る
こ
と
は
、
適
当
で
は
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
む

••••••••• 

し
ろ
、
或
る
も
の
を
存
在
す
る
も
の
と
し
て
認
取
す
る
と
い
う
働
き
を
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