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私
の
学
問
研
究
の
歩
み
も
―
つ
の
学
へ
と
駆
り
立
て
ら
れ
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
し
、
そ
し
て
青
年
時
代
の
理
想
は
反
省
の
形
式

に
、
更
に
同
時
に
―
つ
の
体
系
に
変
え
ら
れ
な
く
て
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
認
め
て
い
る
。
そ
し
て
併
せ
て
、
大
学
で
講
師
の
職
を
得

て
新
し
い
生
活
を
始
め
た
い
旨
希
望
し
て
い
る
。
単
純
な
規
定
か
ら
始
め
、
反
省
の
形
式
を
通
っ
て
―
つ
の
体
系
を
作
り
上
げ
る
の
は
‘

期
せ
ず
し
て
と
も
い
え
よ
う
が
へ
—
ゲ
ル
の
完
成
さ
れ
た
学
全
体
を
構
成
す
る
仕
方
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
体
系
形
式
の

時
点
で
人
間
と
そ
の
生
活
と
の
問
題
を
も
取
り
込
む
こ
と
に
な
る
の
も
、
そ
こ
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
学
問
に
対
す
る
態
度
と
現
実
の
生
活
態
度

と
の
照
応
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
こ
の
時
言
及
さ
れ
て
い
る
体
系
は
周
知
の
『
一
八

0
0年
の
体
系
断
片
』
に
現
実
化
さ
れ
て

い
る
。
そ
こ
で
は
「
分
離
が
無
限
で
あ
る
な
ら
ば
‘
主
観
的
な
も
の
に
固
執
す
る
か
客
観
的
な
も
の
に
固
執
す
る
か
は
ど
う
で
も
よ
い
こ

と
で
あ
る
。
し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
対
立
は
残
り
‘

ヘ
ー
ゲ
ル
は
周
知
の
よ
う
に

-
‘
は
じ
め
に

一
八

0
0
年
十
一
月
二
日
附
の
シ
ェ
リ
ン
グ
に
当
て
た
手
紙
で
「
人
間
の
下
位
の
欲
求
か
ら
始
ま
っ
た

そ
れ
は
絶
対
的
な
有
限
者
と
絶
対
的
な
無
限
者
と
の
対
立
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
場

吉

自
己
意
識
と
形
成

ヘ
ー
ゲ
ル
の
欲
望
論

田

r. 

ノ‘

弥
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れ
、
更
に
自
己
自
身
を
規
定
す
る
も
の
に
進
む
。

合
、
有
限
な
生
を
無
限
な
生
へ
と
昂
め
る
こ
と
は
単
に
有
限
な
生
の
上
に
昂
ま
る
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
無
限
者
と

い
っ
て
も
そ
れ
は
‘
有
限
者
の
全
体
性
に
即
ち
有
限
者
の
無
限
性
に
対
立
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
高
々
最
も
完
全
な
も
の
と
い
う
こ
と
に
す

ぎ
な
い
。
こ
の
場
合
、
こ
の
対
立
が
廃
棄
さ
れ
て
美
し
い
合
一
に
な
る
の
で
は
な
く
て
、
合
一
が
棄
て
ら
れ
て
、
対
立
は
自
我
が
全
自
然

の
上
に
漂
っ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
あ
る
い
は
、
全
自
然
を
越
え
る
存
在
者
へ
の
依
存
、
も
っ
と
正
し
く
は
こ
の
存
在
者
へ
の
関
係
で
あ

色
と
述
べ
ら
れ
、

即
ち
、
主
観
と
客
観
と
の
対
立
は
必
然
的
で
は
あ
る
。
こ
の
主
観
は
そ
の
真
実
の
姿
で
は

lch1
1
 Ich
の
自
我
で
あ
る
。
こ
の
自
我
も
最
初

は
抽
象
的
で
あ
る
。
こ
の
抽
象
的
な
自
我
は
客
観
の
存
立
を
経
験
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
身
も
客
観
性
を
得
て
、
同
時
に
客
観
も
主
観
的

と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
も
既
に
「
自
我
が
一
切
を
、
対
立
す
る
一
切
を
足
下
に
踏
み
抑
え
る
浄
福
は
時
代
の
現
象
で
あ
っ

こ
れ
は
結
局
、
人
間
に
な
り
え
な
い
絶
対
的
に
疎
遠
な
存
在
者
へ
の
依
存
を
説
く
こ
と
と
同
じ
現
象
で
あ
る
。
あ
る
い
は
こ
の
存
在

者
が
あ
る
時
現
世
的
な
人
間
に
な
る
と
し
て
も
‘

(
3
)
 

対
的
な
一
者
で
あ
る
こ
と
に
変
り
は
な
い
」
と
述
べ
‘

こ
こ
で
こ
の
時
代
の
ヘ
ー
ゲ
ル
に
言
及
し
よ
う
と
い
う
の
で
は
な
い
が
‘

一
の
概
念
を
追
及
し
‘

ヘ
ー
ゲ
ル
の
後
年
の
主
観
と
客
観
と
に
つ
い
て
の
主
張
に
結
実
し
て
い
く
。

こ
の
存
在
者
は
こ
の
神
人
合
一
に
お
い
て
や
は
り
絶
対
的
に
特
殊
者
で
あ
り
、
単
に
絶

フ
ィ
ヒ
テ
的
な
対
立
の
克
服
の
仕
方
に
も
、
イ
エ
ス
に
よ
る
そ
の
解
決
に
も
疑
問

こ
の
概
念
の
内
容
を
如
何
に
規
定
す
る
か
に
腐
心
し
て
き
た
か
が
‘

規
定
者
(
d
a
s
B
e
s
t
i
m
m
e
n
d
e
)
と
被
規
定
者

(
d
a
s
B
e
s
t
i
m
m
t
e
)

と
の
差
異
•
関
係
が
考
察
さ
れ
、
規
定
の
作
用
の
本
質
が
明
ら
か
に
さ

を
呈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

て

ヘ
ー
ゲ
ル
も

ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
過
程
と
結
果
と
を
歴
史
に
必
然
的
な
も
の
と
み
、
他
方
概
念
も
こ
の

歴
史
に
お
け
る
歩
み
を
自
己
の
内
容
と
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
長
い
年
月
の
隔
た
り
は
あ
る
が

カ
ン
ト
と
同
様
‘

右
に
挙
げ
た
こ
と
か
ら
推
し
量
ら
れ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
が
、
終
始
、
体
系
の
哲
学
者
と
し
て
思
索
し
、
同
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す
ぎ
な
い
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
む
し
ろ
こ
の
よ
う
な
彼
岸
性
の
所
以
を
糾
明
し

こ
れ
を
批
判
す
る
。
し
か
し
他
方
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
よ
う
に

ヘ
ー
ゲ
ル
が
こ
れ

ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
は
概
念

哲
学
史
の
総
括
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
自
己
の
使
命
の
―
つ
で
あ
る
と
心
得
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

(II 4
9
6
)
 

こ
の
否
定
性
が
体
系
を
構
成
す
る
原
動
力
で
あ
る
。
こ
の
概
念
の
内
面
で
あ
る
否
定
性
と
い
う
主
観
性
に
専
ら
「
概
念
と
実
在
性
と
の
対

て
い
る
。
他
方
‘
概
念
の
内
的
な
作
用
と
し
て
否
定
性
は
推
論
を
形
成
す
る

(II
4
9
6
£
)

。
推
論
は
論
理

的
な
形
式
と
し
て
は
概
念
と
実
在
性
と
の
境
界
を
な
す
も
の
で
あ
っ
て
‘
概
念
の
内
的
な
作
用
で
あ
る
こ
の
推
論
の
媒
介
と
こ
の
媒
介
そ

の
も
の
の
止
揚
と
を
通
し
て
、

「
概
念
は
絶
対
的
に
自
己
同
一
な
否
定
性
と
し
て
自
己
自
身
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
」

そ
れ
は
概
念
を
実
在
性
に
結
ぴ
つ
け
る

(II
3
5
2
,
4
9
8
)

。

の
関
係
を
「
事
物

(
d
i
e
S
a
c
h
e
)

が
根
源
的
分
割
と
し
て
、
自
己
を
当
為
と
存
在
と

(ihr
S
o
l
i
e
n
 u
n
d
 i
h
r
 S
e
i
n
)
に
分
割
す
る
も
の
で

あ
り
、
ま
た
他
方
両
者
の
直
接
的
な
統
一
で
あ
る
」

(II
3
0
6
f
)
 

と
い
う
こ
と
に
基
づ
か
し
め
る
。
従
っ
て
‘

こ
の
概
念
と
実
在
性
と

と
存
在
と
は
も
と
も
と
対
応
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
‘
存
在
あ
る
い
は
有
は
概
念
の
自
己
喪
失
態
と
し
て
、
自
己
関
係
す
る
否

定
性

(II
2
6
2
f
)

と
し
て
概
念
の
外
に
出
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
両
者
は
直
ち
に
同
一
で
は
な
い
。
概
念
と
実
在
性
と
に
つ
い
て
の
考
察
、

即
ち
両
者
が
そ
れ
ぞ
れ
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
や
両
者
が
如
何
に
対
立
す
る
か
と
い
う
こ
と
の
考
察
‘

ら
を
ど
の
よ
う
に
自
己
の
哲
学
の
課
題
と
し
、
ま
た
こ
の
課
題
と
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
解
明
す
る
に
至
っ
た
か
‘
こ
れ
ら
の

こ
と
の
根
底
に
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
反
省
と
思
弁
と
に
お
け
る
歩
み
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
更
に
、
概
念
は
実
在
性
へ
と
止
揚
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
。
両
者
の
間
に
絶
対
的
な
深
淵
を
設
け
る
こ
と
も
、
自
然
の
上
に
彼
岸
的
な
実
体
を
置
く
こ
と
も
―
つ
の
思
想
上
の
出
来
事
に

主
観
II
客
観
を
原
理
と
し
て
哲
学
す
る
J

と
も
、
ま
た
更
に
主
観
的
か
客
観
的
か
と
い
う
見
地
か
ら
の
み
哲
学
の
課
題
を
考
察
す
る
こ
と

．
．
．
．
．
．
 

(
6
)
 

も
(
§
4
1
,

Z
u
s
a
t
z
 2
)

適
切
で
な
い
と
す
る
。
以
上
の
よ
う
な
検
討
を
経
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
哲
学
は
唯
存
在
し
て
い
る
も
の
を
認
識
す
る
の

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
結
局

立
の
止
揚
が
基
づ
い
」

を
否
定
性
に
因
る
も
の
と
す
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
規
定
作
用

(
4
)
 ゜

(II 3
5
4
)
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ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
、
す
べ
て
の
物
が
推
論
で
あ
る
が

．
．
．
．
．
．
．
 

で
あ
っ
て
、
単
に
在
る
べ
き
も
の
従
っ
て
現
に
存
在
し
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
知
る
こ
と
は
な
い
」

(
§
3
8
)

在
的
な
も
の
の
中
に
、
感
性
的
存
在
の
中
に
概
念
を
認
識
す
る
」

(
§
3
5
3
,

N
 us
a
t
z
)

こ
と
が
哲
学
で
あ
る
。

と
主
張
す
る
。
そ
れ
故
「
実

と
い
う
の
も
哲
学
に
と
っ
て

「
個
物
は
既
に
存
在
し
て
い
よ
う
」

(
i
b
i
d
.
)

か
ら
で
あ
る
。
元
よ
り
哲
学
に
と
っ
て
‘
概
念
は
「
そ
れ
自
体
で
妥
当
す
る
も
の
」

(
i
b
i
d
.
)

有
は
客
観
性
と
し
て
「
概
念
が
自
己
の
抽
象
と
媒
介
と
を
止
揚
し

•••••••••••• 

て
、
自
己
を
そ
れ
へ
と
規
定
す
る
と
こ
ろ
の
」

(II
3
5
7
)

直
接
性
で
あ
っ
て
‘
客
観
性
は
「
概
念
の
即
且
対
自
的
に
あ
る
有
と
い
う
意
味
」

を
も
ち
、
こ
の
概
念
は
「
自
己
の
自
己
規
定
の
中
で
措
定
さ
れ
た
媒
介
を
直
接
的
な
自
己
自
身
へ
の
関
係
へ
と
止
揚
」

(II
3
5
8
)

し
て
い

従
っ
て
、
優
れ
た
芸
術
作
品
や
人
倫
の
原
則
や
が
、

そ
れ
ら
が
人
間
の
主
観
に
由
来
し
て
は
い
る
が
‘

て
客
観
的
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
直
ち
に
主
観
の
行
為
に
よ
る
こ
の
合
一
の
観
点
に
立
つ
こ
と
は
で
き
な
い
。
他
方
‘
概
念

と
実
在
性
の
合
一
の
例
と
し
て
生
体
や
芸
術
美
や
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
(
§
5
5
)

。

既
に
述
べ
た
よ
う
に
‘
論
理
的
形
式
と
し
て
の
推
論
は
概
念
と
実
在
性
と
の
接
点
を
な
す
。
客
観
は
自
己
の
中
へ
概
念
が
止
揚
さ
れ
て
い

る
も
の
と
し
て
、
概
念
と
は
区
別
さ
れ
る
。
他
方
‘
客
観
は
自
己
の
中
に
概
念
を
含
む
こ
と
に
も
な
る
。
主
観
は
客
観
の
中
に
自
己
自
身

を
見
出
し
て
い
る
。
こ
れ
に
加
え
て
‘
客
観
は
概
念
の
実
在
性
を
担
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
主
観
は
自
己
の
即
自
的
な
概
念
と
自
已
の
活

動
と
に
対
す
る
根
拠
と
現
実
性
と
を
客
観
の
中
に
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
‘
客
観
が
概
念
の
喪
失
態
で
あ
る
か
ら
、
客
観
に
お
け
る
概
念

も
即
自
的
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
概
念
が
客
観
自
身
の
概
念
と
は
か
ぎ
ら
な
い
か
ら
‘
こ
の
点
で
客
観
も
主
観
的
で
あ
る
。
概
念
と
し
て
の

主
観
に
と
っ
て
‘
客
観
は
否
定
的
な
も
の
‘
主
観
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
概
念
の
自
己
区
別
と
い
う
点
か
ら
、
主
観

の
概
念
の
内
容
も
多
様
で
あ
り
‘
主
観
は
種
々
の
規
定
を
も
つ
。
ま
た
い
く
つ
も
の
主
観
が
‘
種
々
の
主
観
が
存
在
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ

る。 で
は
あ
る
。

し
か
し
事
物
の
一
契
機
と
し
て
の
概
念
か
ら
み
れ
ば

こ
の
主
観
の
即
且
対
自
有
と
し
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a
生
命

ニ
‘
欲
望
と
生
命

う
し
て
客
観
に
対
し
て
種
々
の
観
点
か
ら
い
ろ
い
ろ
の
主
観
が
関
係
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
他
方
‘
客
観
に
も
同
じ
く
い
く
つ
も
の
客
観
‘

種
々
の
客
観
が
存
在
し
‘
客
観
と
客
観
と
が
関
係
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
単
純
な
主
観
も
多
く
の
客
観
に
囲
ま
れ
て
い
る
。
主
観

と
客
観
と
は
区
別
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
区
別
を
媒
介
に
し
て
両
者
の
媒
介
が
行
な
わ
れ
る
。
主
観
は
自
己
の
概
念
の
「
対
自
有
」
を

先
に
述
べ
た
よ
う
に
こ
の
目
的
の
内
容
は
多
様
で
あ
る
。
最
高
の
目
的
は
既
に
挙
げ
た
美
と
か
善
と
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
主
観
が
こ

の
よ
う
な
内
容
を
も
つ
よ
う
に
な
る
に
は
‘
長
い
歴
史
に
亘
る
自
己
形
成
が
必
要
で
あ
る
。
本
論
で
は
最
も
単
純
な
主
観
と
客
観
と
の
関

係
と
思
わ
れ
る
「
欲
望

(die
B
e
g
i
e
r
d
e
)
」
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
先
ず
『
精
神
現
象
学
』
に
お
け
る
「
欲
望
」
を
取
り
あ
げ
‘
次
に
『
エ

ン
チ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』

の
自
己
意
識
の
章
の
「
欲
望
」

『
精
神
現
象
学
』

在
と
自
己
の
概
念
と
の
不
一
致
に
よ
り
次
々
と
弁
証
法
的
運
動
の
諸
段
階
を
経
て
い
く
。
こ
の
運
動
の
到
達
す
る
と
こ
ろ
が
、
自
己
意
識
で

(
8
)
 

あ
る
。
こ
こ
で
は
対
象
（
自
我
）
と
概
念
と
が
対
応
し
て
い
る
(
P
h
a
n
1
3
3
)

。
し
か
し
、
こ
の
自
我
も
ま
だ
直
接
的
な
存
在
で
あ
る
。
こ

(
9
)
 

の
直
接
性
は
先
の
感
性
界
の
自
立
性
の
反
省
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
直
接
性
は
「
絶
対
的
媒
介
」

(
P
h
a
n
1
4
0
)

で
あ
る
。
こ
う
し

て
以
前
の
契
機
が
自
己
意
識
に
甦
っ
て
く
る
。
自
己
意
識
は
こ
れ
ら
の
契
機
を
通
し
て
自
已
の
匝
接
態
を
止
揚
し
、
自
已
の
対
自
有
と
自

己
の
エ
レ
メ
ン
ト
と
を
獲
得
す
る
。
自
已
意
識
は
意
識
の
経
験
と
、
こ
の
経
験
の
中
で
生
じ
た
区
別
と
こ
の
区
別
の
廃
棄
と
を
知
っ
て
い

(10) 

る
。
自
己
意
識
に
お
い
て
は
‘
区
別
は
自
己
意
識
自
身
の
区
別
と
し
て
な
ん
ら
区
別
で
な
い
よ
う
な
区
別
で
あ
る
。
自
己
意
識
は
こ
の
自

つ
く
り
だ
す
べ
く

の
節
を
検
討
し
て
み
た
い
。

の
意
識
の
章
凶
I
I
I
I
I
は
宇
宙
生
成
史
と
も
み
ら
れ
る
。
意
識
の
対
象
で
あ
る
個
々
の
物
が
自
已
の
現
存

「
目
的
」
と
し
て
客
観
に
関
係
す
る

(II
3
5
9
)

。
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己
区
別
に
お
い
て
自
己
意
識
で
あ
り
、
自
己
自
身
の
知
で
あ
る
。
自
己
意
識
は
「
他
在
か
ら
の
還
帰
」
と
し
て
、
あ
る
い
は
「
単
に
自
己

(11) 

•••••••• 
自
身
と
し
て
の
自
己
自
身
を
自
己
か
ら
区
別
す
る
」
こ
と
と
し
て
運
動
で
あ
る
。
こ
の
単
な
る
自
己
区
別
に
お
い
て
、
他
在
は
廃
棄
さ
れ

て
い
る
。
自
己
意
識
が
そ
れ
か
ら
還
帰
す
べ
き
他
在
は
存
在
し
な
い
。
し
か
し
、
自
已
意
識
が
そ
れ
へ
と
還
帰
す
べ
き
自
己
も
存
在
し
な

い
。
自
己
意
識
は
こ
こ
で
は
単
に
還
帰
の
運
動
と
し
て
の
み
あ
る
。
し
か
し
‘

し
得
ず
、
対
象
の
自
我
に
対
し
て
そ
れ
は
「

l
c
h
b
i
n
 l
c
h
と
い
う
運
動
の
な
い
同
語
反
覆
」

(
P
h
a
n
1
3
4
)

で
し
か
な
い
。
こ
の
点
で
自

己
意
識
は
崩
壊
し
て
し
ま
っ
て
お
り
‘
単
に
そ
れ
の
反
省
さ
れ
た
表
象
と
し
て
の

Ich1
1
 Ich
の
み
が
あ
る
。
し
か
し
、
自
己
意
識
の
自
己

へ
の
還
掃
と
し
て
自
己
意
識
が
成
立
す
る
。
こ
の
還
帰
に
お
い
て
、
意
識
に
お
け
る
区
別
あ
る
い
は
意
識
か
ら
区
別
さ
れ
た
も
の
も
同
時

に
自
己
に
反
省
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
自
己
意
識
の
中
に
単
に
契
機
と
し
て
含
ま
れ
て
い
た
感
性
界
の
全
体
が
存
立
と
し
て
恢
復
し
て
い

こ
の
他
在
と
自
己
と
の
統
一
を
含
ん
で
い
る
が
、
他
方
そ
の
概
念
か
ら
み
れ

ば
自
分
だ
け
で
の
自
已
統
一
で
あ
り
、
自
己
に
と
っ
て
こ
の
他
在
が
無
な
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
自
己
意
識
が
「
欲
望
」

で
あ
る
。
自
己
意
識
は
そ
れ
自
身
に
お
い
て
統
一
で
あ
る
が
、

し
か
し
そ
の
エ
レ
メ
ン
ト
を
欠
い
て
い
る
。
自
分
だ
け
で
の
統
一
で
あ
る

自
己
意
識
は
‘
先
の
存
在
と
の
統
一
に
よ
っ
て
自
己
の
エ
レ
メ
ン
ト
を
獲
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
エ
レ
メ
ン
ト
が
予
め
自
己
意

識
に
用
意
さ
れ
て
は
い
な
い
。
ま
た
自
己
意
識
も
既
に
自
体
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
い
。
先
の
感
性
界
を
自
己
意
識
の
エ
レ
メ
ン
ト
に
昂

め
、
他
方
自
已
意
識
に
そ
の
対
自
有
を
与
え
る
の
が
欲
望
で
あ
る
。
自
己
意
識
の
運
動
は
同
時
に
対
象
の
成
立
で
あ
る
。
意
識
の
対
象
で

あ
っ
た
も
の
の
反
省
と
自
己
意
識
の
反
省
と
は
同
じ
も
の
で
あ
る
。
自
已
へ
と
反
省
し
た
対
象
は
単
に
以
前
の
感
性
界
へ
と
回
帰
す
る
の

で
は
な
く
、
自
己
意
識
と
同
じ
内
容
を
得
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
自
己
意
識
の
普
遍
的
な
エ
レ
メ
ン
ト
が
「
生
命

(
d
a
s
L
e
b
e
n
)
」（
P
h
a
n

(12) 

1
3
5
)

で
あ
る
。
生
命
も
自
已
意
識
も
同
じ
内
容
を
も
つ
が
、
自
己
意
識
が
「
区
別
さ
れ
た
も
の
の
無
限
な
統
一
」
で
あ
り
‘
ま
た
こ
の
統

る
。
自
已
意
識
は
そ
の
前
提
と
生
成
と
の
面
か
ら
み
れ
ば

こ
の
他
在
の
「
存
在
」
が
な
け
れ
ば
、
自
己
意
識
も
成
立
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の
有
で
も
な
い
。
こ
の
有
は
先
の
生
命
の
本
質
で
あ
り

あ
り

こ
れ
を
流
動
化
し
廃
棄
す
る
「
普
遍
的
な
流
動
性
」

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
こ
の
否
定
性
で
あ
る
。

一
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
の
に
対
し
、
生
命
は
こ
の
自
覚
を
欠
い
た
統
一
で
あ
る
(
i
b
i
d
.
)

。
後
述
の
よ
う
に
、
生
命
も
唯
運
動
と

し
て
、
ま
た
過
程
と
し
て
統
一
で
あ
る
。
欲
望
は
自
已
意
識
と
し
て
、
自
己
の
エ
レ
メ
ン
ト
と
自
已
の
対
自
有
と
へ
の
自
己
意
識
の
自
己

識
へ
媒
介
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
媒
介
も
ま
た
「
欲
望
」
で
あ
る
。
以
前
の
欲
望
の
対
象
は
生
命
で
あ
っ
た
が
、

象
は
「
生
け
る
個
体
(
d
a
s
L
e
b
e
n
d
i
g
e
)

」（
i
b
i
d
.
)

で
あ
る
。
生
命
と
自
己
意
識
と
の
生
起
に
お
い
て
、
自
己
意
識
は
欲
望
と
し
て
対
象

を
否
定
的
な
も
の
と
し
な
が
ら
、
同
時
に
こ
の
対
象
の
自
立
性
を
経
験
す
る
(
i
b
i
d
.
)
。
こ
の
経
験
の
衰
相
は
対
象
の
否
定
性
と
い
う
こ
と

に
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
欲
望
は
対
象
の
自
立
性
と
そ
の
無
な
る
こ
と
と
に
関
係
し
て
お
り
、
そ
れ
故
欲
望
は
運
動
で
あ
る
。
対
象
の

自
立
性
と
そ
の
無
な
る
こ
と
‘
ま
た
自
已
意
識
が
運
動
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
は
こ
の
否
定
性
に
基
づ
い
て
お
り
、
従
っ
て
解
明
さ
れ
な

(13) 

ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
生
命
を
二
段
階
に
分
け
て
説
明
す
る
。
先
ず
第
一
に
、
生
命
の
普
遍
的
本
性
と
生
命
に
お
け
る
形
態
化
と
い
う
点
か

(

1

4

)

(

1

5

)

 

ら
考
察
さ
れ
る
。
生
命
の
本
質
は
「
無
限
性
」
で
あ
り
、
「
絶
対
的
に
揺
動
す
る
無
限
性
と
し
て
の
無
限
性
自
身
の
静
止
」
で
あ
る
。
こ

の
本
質
が
生
命
の
「
単
純
で
普
遍
的
な
媒
体
」

で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
区
別
に
浸
透
し
、

で
あ
る
。
他
方
‘
こ
の
媒
体
自
身
が
自
己
自
身
を
区
別
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
‘
媒
体
に
浸
透
さ
れ
る
区
別
は
媒
体
自
身
の
区
別
で

こ
の
区
別
は
こ
の
媒
体
に
お
い
て
存
立
を
も
つ
。
こ
の
媒
体
が
「
こ
れ
ら
の
区
別
の
実
体
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
区
別
は
こ
の
実

体
に
お
い
て
、
分
肢
と
し
て
ま
た
自
立
的
に
存
在
す
る
部
分
と
し
て
あ
る
。
こ
れ
ら
の
自
立
的
な
部
分
の
有
は
抽
象
的
な
有
で
も
ま
た
物

「
純
粋
な
自
己
内
運
動
の
流
動
的
実
体
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
各
々
の
分
肢

．．． 

が
こ
の
生
命
の
本
性
に
浸
透
さ
れ
た
区
別
と
し
て
成
立
す
る
の
は
‘
そ
れ
が
こ
の
生
命
の
「
純
粋
運
動
自
身
の
規
定
性
以
外
の
規
定
性
」

エ
レ
メ
ン
ト
は
エ
レ
メ
ン
ト
で
あ
る
か
ぎ
り

こ
こ
で
は
欲
望
の
対

媒
介
で
あ
っ
た
。
し
か
し

エ
レ
メ
ン
ト
自
身
が
自
已
の
対
自
有
と
し
て
の
こ
の
自
己
意
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に
拠
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
由
来
す
る
(
P
h
a
n
1
3
6
)

。
自
己
意
識
は
自
我
‘
個

(die
I
n
d
i
v
i
d
u
a
l
i
t
a
t
)
 

エ
レ
メ
ン
ト
と
し
て
の
普
遍
的
生
命
を
で
は
な
く
て
、
生
け
る
個
体
を
欲
望
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
普
遍
的
な
生
命
と
い
う
エ
レ
メ
ン
ト

も
自
己
を
契
機
化
し
、
自
己
に
形
態
を
与
え
る
。
こ
の
二
つ
の
作
用
1

個
体
へ
の
欲
望
と
形
態
化
ー
は
、
同
一
の
作
用
と
み
ら
れ
る
。

以
上
の
こ
と
を
ヘ
ー
ゲ
ル
の
生
命
発
生
論
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
先
の
第
一
段
階

分
肢
あ
る
い
は
綱
は
自
立
的
な
存
在
で
あ
り
‘
生
命
の
対
自
的
な
姿
で
あ
る
。
普
遍
的
生
命
は
綱
へ
と
自
已
を
分
肢
化
す
る
。
他
方
‘

綱
は
生
命
と
い
う
本
質
性
に
、
あ
る
い
は
統
一
に
「
反
省
」
し
て
い
る
。
こ
の
統
一
が
‘

的
統
一
」

(
P
h
a
n
1
3
6
)

で
あ
る
。
区
別
と
区
別
の
自
立
性
で
も
あ
り
、
ま
た
こ
の
区
別
を
廃
棄
す
る
先
の
流
動
性
は
‘
こ
の

で
あ
る
。
こ
の
エ
レ
メ
ン
ト
と
し
て
の
生
命
の
本
質
の
、
綱
へ
の
区
別
を
‘

「
否
定
性
」

の
」
の
‘
自
体
的
で
な
い
と
い
う
こ
と
、
な
ん
ら
存
立
を
も
た
ぬ
と
い
う
こ
と
へ
の
「
抑
圧
」
と
呼
ぶ
。
こ
う
し
て
生
物
の
全
綱
目
が
出
米

あ
が
り
、
形
態
化
が
完
J
す
る
。
自
立
的
な
個
々
の
生
物
は
普
遍
的
な
生
命
が
自
己
の
内
へ
浸
透
す
る
こ
と
を
拒
み
、
自
分
だ
け
の
存
立

を
守
り
、
個
と
し
て
こ
の
生
命
の
エ
レ
メ
ン
ト
と
の
断
絶
を
主
張
す
る
。
逆
に
、
個
々
の
生
物
は
こ
の
エ
レ
メ
ン
ト
を
そ
こ
か
ら
自
已
の

生
存
の
養
分
を
獲
得
す
る
猟
場
と
み
な
す
。

こ
の
第
一
段
階
と
し
て
の
生
命
の
形
態
化
に
対
し
て
、
生
命
の
過
程
と
い
う
第
二
段
階
か
あ
ら
わ
れ
る
。

を
「
普
遍
的
で
流
動
的
な
媒
体
に
お
け
る
生
命
」
、
「
諸
形
態
の
静
止
的
な
配
列
」
と
呼
ぶ
。
し
か
し
他
方
、

「
普
遍
的
な
存
在
を
消
費
し

•••••••••• 

て
自
已
を
保
存
し
、
自
已
に
自
己
自
身
と
の
統
一
の
感
情
を
与
え
る
」
個
は
「
ま
さ
に
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
が
そ
れ
を
通
し
て
対

••••••••••••••••••••• 自
的
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
こ
の
他
者
と
の
対
立
を
止
揚
」
す
る
(
P
h
a
n
1
3
7
)

。
生
あ
る
も
の
は
死
を
迎
え
る
。
こ
の
自
然
死
は
個
の

存
立
を
生
命
の
本
質
へ
委
ね
る
こ
と
で
あ
る
。
個
の
存
立
が
こ
の
生
命
の
普
遍
性
の
契
機
に
由
来
す
る
規
定
性
以
外
の
如
何
な
る
規
定
性

ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
区
別
の
作
用
そ
の
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も

ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
主
要
な
概
念
で
あ
る
「
否
定

で
あ
る
か
ら
‘
そ
れ
は
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存
」
し
て
は
い
な
い
。

こ
の
生
命
の
規
定
さ
れ
た
現
実
の
過
程
に
よ
っ
て
作
り
だ
さ
れ

こ
の
過
程
の
全
体
を
含
む
こ
の
統
一
が
‘
類 「実

的
な
生
命
の
力
で
あ
る
。

す
の
で
は
な
い
。

―
つ
の
形
態
の
中
に
、
多
く
の
同
じ
個
が
存
在

的
な
統
一
」
か
ら
出
発
し

「
形
態
化
と
過
程
と
の
両
契
機
」
を
通
し
て
、
再
び
「
最
初
の
単
純
な
実
体
」

へ
と
還
帰
す
る
(
i
b
i
d
.
)

。

し

る
」
こ
と
で
も
な
い
。
そ
れ
は
こ
の
契
機
を
通
し
て
「
自
己
を
展
開
し

こ
の
展
開
を
解
消
し
‘
こ
の
運
動
に
お
い
て
自
已
を
そ
っ
く
り

に
も
拠
ら
な
い
が
故
に
‘

れ
る
生
命
は
‘

死
は
個
が
「
普
遍
的
な
生
命
」

へ
と
還
帰
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
‘

あ
る
。
こ
う
し
て
、
生
命
の
過
程
ー
|
_
個
の
維
持
と
世
代
の
交
替
は
円
環
を
な
す
。
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
生
命
は
無
限
で
あ

る
。
先
の
形
態
の
静
止
的
な
配
列
が
見
取
り
図
で
あ
る
と
す
れ
ば
‘
生
命
過
程
は
そ
の
現
実
化
で
あ
る
。
こ
の
円
環
過
程
の
中
に
あ
ら
わ

こ
の
生
命
の
過
程
の
全
体
を
含
む
。
し
か
し
こ
の
全
体
を
含
む
生
命
は
自
己
の
各
契
機
I

エ
レ
メ
ン
ト
と
し
て
の
普
遍

的
生
命
、
形
態
‘
個
々
の
生
物
と
そ
の
生
活
と
生
死
ー
を
順
次
並
べ
る
こ
と
で
も
な
け
れ
ば
、
ま
た
こ
れ
ら
の
契
機
を
「
単
純
に
纏
め

保
持
す
る
全
体
」

(
P
h
a
n
1
3
8
)

で
あ
る
。
こ
の
円
環
に
お
い
て
は
‘
始
ま
り
と
終
わ
り
と
が
同
じ
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
最
初
の
「
直
接

か
し
、
形
成
さ
れ
た
出
発
点
は
最
初
の
出
発
点
を
知
る
こ
と
も
な
く
、
ま
た
そ
れ
が
自
己
と
同
一
で
あ
る
こ
と
も
知
ら
な
い
。
ま
た
自
己

(16) 

が
生
命
の
円
環
的
全
過
程
と
そ
の
諸
契
機
を
自
己
の
中
に
含
む
と
い
う
こ
と
も
そ
れ
は
知
ら
な
い
。
し
か
し
、
単
に
個
が
生
死
を
繰
り
返

―
つ
の
形
態
は
個
の
交
替
の
中
で
存
続
し
、
不
滅
で
あ
る
。
そ
し
て
、

す
る
。
こ
の
形
態
と
個
と
に
お
け
る
同
一
性
は
抽
象
的
同
一
性
で
は
な
い
。
こ
の
同
一
性
は
生
命
の
円
環
過
程
に
自
已
を
実
現
す
る
普
遍

こ
の
同
一
性
は
個
々
の
個
に
お
い
て
は
意
識
さ
れ
て
い
な
い
。
普
遍
的
生
命
は
個
と
し
て
自
已
を
現
実
化
す
る
。

個
は
普
遍
的
生
命
の
力
を
自
已
の
中
に
も
ち
、
円
環
的
過
程
の
全
体
を
自
已
の
中
に
含
ん
で
い
る
。
こ
う
し
て
過
程
の
中
で
産
出
さ
れ
た

も
の
と
し
て
の
個
は
「
反
省
さ
れ
た
統
一
」
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
統
一
は
そ
れ
自
体
、
生
命
過
程
に
あ
ら
わ
れ
る
―
つ
の
個
と
し
て

(
d
i
e
 
Gattung)
で
あ
る
。
類
が
自
己
意
識
の
真
の
エ
レ
メ
ン
ト
‘
根
拠
で
あ
る
。
更
に
ま
た
こ
の
統
一
の
意
識
も
生
じ
る
。
生
命
は
個

―
つ
の
個
の
死
は
別
の
個
の
誕
生
で
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本
来
の
エ
レ
メ
ン
ト
を
得
る
と
と
も
に

b
自
已
意
識
と
類

こ
の

こ
の
箇
所
は
人
類
の
誕

(11) 

を
「
こ
の
統
一
と
し
て
、
即
ち
類
と
し
て
意
識
す
る
」
意
識
を
「
指
示
」
す
る
(
i
b
i
d
.
)

。
個
は
―
つ
の
生
け
る
個
で
あ
る
と
と
も
に
‘

の
自
己
の
個
が
生
命
の
全
体
性
‘
生
命
の
統
一
で
あ
る
と
い
う
意
識
を
も
つ
よ
う
に
な
る
。
生
命
は
個
に
お
い
て
自
己
を
二
重
化
す
る
。

ま
た
こ
の
二
重
化
に
お
い
て
生
命
は
自
己
の
現
実
性
と
統
一
と
を
獲
得
し
て
い
る
。
先
の
生
命
の
発
生
に
対
し
‘

生
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
る
。

欲
望
の
真
相

類
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
意
識
が
自
己
意
識
で
あ
る
。
自
已
意
識
は
類
を
も
っ
て
自
己
の

エ
レ
メ
ン
ト
と
の
区
別
を
本
質
的
に
解
消
し
て
い
る
。
即
ち
、
自
已
意
識
は
「
そ
れ
自
身
類
」

で
あ
る
と
と
も
に
、
こ
の
自
已
意
識
に
対
し
て
「
類
が
類
と
し
て
」
あ
る
(
P
h
a
n
1
3
8
)

。
他
方
‘
類
に
お
い
て
自
己
意
識
が
自
己
意
識
と
し

て
あ
る
。
自
己
意
識
の
対
象
で
あ
る
自
我
は
か
っ
て
生
命
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
諸
契
機
と
こ
の
諸
契
機
を
通
し
て
行
な
わ
れ
た
運
動
と

(18) 

を
再
び
今
度
は
自
己
に
お
い
て
経
験
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
初
め
て
自
己
意
識
は
自
立
的
生
命
の
無
な
る
こ
と
を
確
信
し
‘
こ
の

こ
と
に
よ
っ
て
自
己
自
身
を
確
信
す
る
。
生
命
の
自
立
性
の
故
に
‘
こ
の
自
已
意
識
の
自
己
確
信
が
「
対
象
的
な
仕
方
」
で
生
成
し
て
い

る
。
欲
望
も
自
己
の
対
象
の
自
立
性
の
故
に
充
足
を
得
る
。
し
か
し
‘
欲
望
の
対
象
が
こ
の
自
立
的
な
対
象
で
あ
る
と
す
る
と
‘
欲
望
は

繰
り
返
し
生
じ
、
先
の
確
信
に
も
拘
ら
ず
自
己
意
識
は
繰
り
返
し
対
象
を
見
出
す
こ
と
に
な
ろ
う
。
従
っ
て
「
欲
望
の
本
質
」
は
自
己
同

一
的
で
自
已
自
身
を
確
信
し
て
い
る
自
己
意
識
と
は
「
別
の
も
の
」
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
(
P
h
a
n
1
3
9
)

。
対
象
の
自
立
性
の

故
に
‘
自
己
意
識
は
対
象
へ
の
否
定
的
な
関
係
に
よ
っ
て
は
対
象
を
廃
棄
で
き
な
い
。
こ
の
差
異
（
思
い
違
い
、
当
て
外
れ
）

の
経
験
か

ら
自
已
意
識
は
自
己
の
対
象
の
真
理
と
自
己
の
真
理
と
を
知
る
よ
う
に
な
る
。
対
象
の
自
立
性
の
故
に
‘
自
己
意
識
が
対
象
か
ら
充
足
を

得
る
に
は
ま
ず
自
己
意
識
が
対
象
の
自
立
性
に
従
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
上
で
自
已
意
識
が
充
足
を
得
る
に
は
‘
対
象
自
身
が
自
己
を
否

定
す
る
過
程
を
引
き
受
け
て
く
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
実
際
‘
対
象
は
そ
れ
自
身
否
定
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
‘
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過
程
を
遂
行
す
る
。
し
か
し
、
仮
に
対
象
が
否
定
を
引
き
受
け
て
く
れ
た
と
し
て
も
‘
欲
望
の
領
域
に
留
ま
る
か
ぎ
り
‘
否
定
の
担
い
手

が
変
わ
る
と
い
う
だ
け
で
事
態
は
変
わ
ら
な
い
。
欲
望
は
自
己
意
識
の
成
立
の
た
め
の
契
機
で
あ
っ
て
、
自
己
意
識
の
始
ま
り
に
す
ぎ
な

い
。
欲
望
の
対
象
の
否
定
性
は
こ
の
対
象
の
自
立
性
の
所
以
で
も
あ
る
。
欲
望
は
そ
れ
自
身
感
覚
的
性
格
を
も
つ
も
の
と
し
て
こ
の
対
象

に
お
い
て
充
足
を
得
る
。
し
か
し
、
自
己
意
識
は
こ
の
欲
望
に
お
い
て
一
方
で
、
対
象
と
は
無
関
係
に
自
分
だ
け
で
存
立
す
る
も
の
と
し

て
自
己
を
抽
象
的
に
確
信
し
、
他
方
こ
の
対
象
に
‘
抽
象
的
に
否
定
的
に
関
係
し
よ
う
と
す
る
。
対
象
は
‘
し
か
し
‘

「
絶
や
す
こ
と
の
で
き
な
い
」

(
P
h
a
n
1
4
0
)

実
体
で
あ
る
。
対
象
の
否
定
性
は
‘
生
命
を
成
立
せ
し
め
‘
類
と
類
の
意

識
と
を
成
立
せ
し
め
た
否
定
性
と
同
じ
否
定
性
で
あ
る
。
自
己
意
識
は
こ
の
対
象
の
否
定
性
が
自
已
の
真
理
で
あ
る
こ
と
を
知
る
。
こ
う

し
て
自
已
意
識
の
真
理
は
自
体
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
自
己
意
識
が
真
理
を
得
る
と
と
も
に
、
対
象
も
対
象
の
本
性
が
自
己
意

識
の
真
理
を
な
す
と
こ
ろ
の
も
の
と
同
じ
も
の
で
あ
る
か
ら
自
已
意
識
の
エ
レ
メ
ン
ト
‘

象
も
同
じ
結
果
に
進
ん
で
い
る
。
こ
う
し
て
こ
の
エ
レ
メ
ン
ト
の
上
に
存
立
す
る
も
の
は
す
べ
て
自
己
意
識
で
あ
り
、
自
已
意
識
の
対
象

は
自
己
意
識
で
あ
る
。
類
は
自
我
に
対
し
別
の
自
我
を
指
示
す
る
。

個
々
の
個
体
は
誕
生
し
、

こ
の
関
係
の
外
で

即
ち
類
と
な
っ
て
い
る
。
自
己
意
識
も
対

や
が
て
死
ぬ
。
個
は
死
に
よ
っ
て
普
遍
的
生
命
に
帰
る
。
そ
の
身
体
の
境
界
が
そ
の
個
の
境
界
で
あ
る
。
し

か
し
個
は
自
已
意
識
と
し
て
は
普
遍
的
生
命
で
あ
り
、
ま
た
対
自
的
と
な
っ
た
普
遍
的
生
命
と
し
て
そ
れ
自
身
他
者
と
の
普
遍
的
な
絆
で

あ
る
。
自
已
意
識
は
他
の
自
己
意
識
の
中
に
自
己
を
見
出
し
、
ま
た
自
分
だ
け
で
も
自
己
の
中
で
他
者
と
と
も
に
い
る
。
自
己
意
識
は
過

去
の
想
起
と
未
来
へ
の
期
待
と
配
慮
と
の
中
に
自
己
を
見
出
し
、
ま
た
こ
れ
ら
に
お
い
て
過
去
の
人
々
と
も
‘
未
来
の
人
々
と
も
と
も
に

い
る
。
自
已
意
識
は
自
我
で
あ
る
と
と
も
に
対
象
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
エ
レ
メ
ン
ト
で
あ
る
と
と
も
に
自
己
意
識
で
も
あ
る
。
こ
こ
で
は
‘

固
定
的
に
見
え
て
そ
の
実
直
ち
に
撤
廃
さ
れ
る
よ
う
な
区
別
は
消
失
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
自
我
の
み
な
ら
ず
、
「
我
々
」
も
存
在
す
る
。

存
立
し
て
お
り
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せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
の
承
認
も
こ
こ
で
は
自
己
意
識
の
内
面
で
生
じ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
単
に

「
相
互
に
承
認
し
あ
っ
て
い

互
承
認
で
あ
り
、
双
方
が
こ
の
同
じ
承
認
の
活
き
を
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

欲
望
に
お
け
る
よ
う
に
単
に
一
方
に
活
動
を
負
わ

る
の
で
あ
り

こ
の

意
識
は
「
自
己
意
識
に
お
い
て
漸
く
」
、
「
自
己
の
転
換
点
」
を
得
る
。

覚
的
彼
岸
の
空
虚
な
夜
と
を
出
で
て
、
現
在
と
い
う
精
神
的
真
昼
に
歩
み
入
る
」

(
i
b
i
d
.
)

。

三
、
自
已
意
識自

己
意
識
は
自
已
意
識
の
本
来
の
エ
レ
メ
ン
ト
の
上
に
お
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
最
初
の
単
純
態
に
あ
る
自
己
意
識
は

単
に
そ
の
概
念
か
ら
い
っ
て
自
已
意
識
で
あ
っ
て
、
自
体
的
に
そ
う
あ
る
の
で
は
な
い
。
自
己
意
識
は
自
ら
自
已
が
自
体
的
に
何
で
あ
る

か
を
示
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
自
己
の
証
を
た
て
る
運
動
は
ま
ず
承
認
(
a
n
e
r
k
e
n
n
e
n
)
の
運
動
で
あ
る
(
P
h
a
n
1
4
1
)

。
既
に
示
し
た

よ
う
に
、
自
己
意
識
は
別
の
自
己
意
識
に
対
立
し
て
お
り
、
自
己
意
識
は
他
者
性
の
上
に
お
か
れ
て
い
る
。
こ
の
他
者
性
は
こ
こ
で
は
類

に
お
け
る
否
定
性
で
あ
っ
て
、
自
己
意
識
は
類
の
外
に
出
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
他
者
性
に
お
い
て
自
已
意
識
は
「
自
己
の
外
」
に
出
て

お
り
、
自
已
の
他
者
の
中
に
自
己
を
見
出
す
。
承
認
は
二
つ
の
自
己
意
識
の
間
で
行
な
わ
れ
る
。
自
己
意
識
は
対
自
有
を
得
、
個
と
な
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
自
已
意
識
は
こ
の
自
己
の
他
者
を
止
揚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
止
揚
は
二
重
の
意
味
を
も
つ
。
自
已

意
識
は
他
者
に
お
け
る
自
己
を
止
揚
し
て
自
己
に
還
帰
す
る
。
他
方
、
自
己
意
識
は
こ
の
止
揚
に
よ
っ
て
自
己
を
宿
す
他
者
を
自
己
か
ら

解
放
し
て
、
他
者
を
自
体
的
な
他
者
に
す
る
。
む
し
ろ
、
他
者
が
他
者
と
し
て
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
自
己
意
識
は
自
己
の
外
に
出

「
自
己
の
外
に
あ
る
」
(
P
h
a
n
1
4
3
)

と
い
う
こ
と
に
お
い
て
自
已
に
還
帰
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
来
、
承
認
は
相

a
主
と
奴

き
だ
す
。
こ
れ
以
後
、
人
は
自
己
を
形
成
し

こ
の
形
成
を
通
し
て
自
己
が
何
で
あ
る
か
を
知
る
こ
と
に
な
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
よ
う
に
人
類
史
の
曙
を
描

「
こ
の
転
換
点
で
、
意
識
は
感
覚
的
此
岸
の
多
彩
な
仮
象
と
超
感
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自
已
意
識
と
関
係
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
自
己
意
識
の
推
論
は
再
び
生
命
の
領
域
に
委
ね
ら
れ
る
。

個
人
は
類
を
根
拠
に
し
、
こ
の
よ
う
な
類
的
な
存
在
と
し
て
潜
在
的
に
は
承
認
さ
れ
て
い
る
。
個
人
は
こ
の
承
認
を
自
己
の
活
動
を
通

し
て
自
体
的
な
も
の
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
‘
登
場
し
た
ば
か
り

(
u
n
m
i
t
t
e
l
b
a
r
a
u
f
t
r
e
t
e
n
d
)

の
段
階
で
は
、
個
人
と
個

人
と
は
そ
れ
ぞ
れ
生
け
る
個
と
し
て
、

唯
自
然
的
な
生
命
の
形
で
関
係
す
る
。
個
人
は
他
人
を
潜
在
的
に
は
承
認
し
て
い
る
が
、
実
際
に

は
自
己
の
確
信
を
自
然
的
な
生
命
の
形
で
即
ち
自
己
感
情
と
し
て
も
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
自
己
意
識
は
自
己
を
こ
の
自
然
的
な
生
命

か
ら
引
き
離
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
、
生
命
が
類
へ
と
自
已
を
昂
め
た
こ
と
を
、
自
己
意
識
は
個
に
お
い
て
も
引
き
受
け
ね
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
生
命
の
否
定
は
こ
こ
で
は
生
命
の
否
定
性
に
よ
っ
て
の
み
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
か
ら
‘

は
‘
自
己
の
概
念
の
た
め
に
即
ち
「
純
粋
対
自
有
」
の
た
め
に
、
自
己
の
生
命
を
賭
け
て
他
人
の
死
を
目
差
す
。
こ
う
し
て
生
死
を
賭
け
て
闘

っ
た
二
人
は
各
々
の
自
然
的
な
形
態
に
あ
る
意
識
を
棄
て
さ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
が
「
対
自
的
に
自
已
意
識
で
あ
ろ
う
と
意
志
す
る
」

(
P
h
a
n

1
4
5
)

存
在
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
闘
い
が
自
然
的
な
仕
方
で
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
結
果
は
両
者
が
屍
と
し
て

相
対
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
第
三
者
に
は
「
彼
等
が
彼
等
の
生
命
を
賭
け
、
自
已
の
生
命
を
も
相
手
の
生
命
を
も
蔑

(20) 

ろ
に
し
た
」

(
i
b
i
d
.
)

と
い
う
確
信
が
生
じ
て
い
る
。
こ
う
し
て
闘
い
が
目
差
し
た
は
ず
の
も
の
が
結
果
に
あ
ら
わ
れ
な
い
。
し
か
し
、
自

已
意
識
に
は
こ
の
経
験
か
ら
「
生
命
も
純
粋
自
己
意
識
も
自
已
に
と
っ
て
本
質
的
で
あ
る
」

(
i
b
i
d
.
)

と
い
う
こ
と
が
生
じ
て
い
る
。
こ
の

二
つ
の
契
機
へ
の
区
別
は
‘
自
己
意
識
自
身
か
媒
概
念
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
区
別
で
あ
る
。
し
か
し
、
自
己
意
識
は
こ
の
両

者
を
本
質
的
な
も
の
と
し
て
存
立
さ
せ
る
こ
と
も
‘
両
者
を
相
互
に
媒
介
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
推
論
の
進
行
は
両
者
に
委
ね
ら
れ
、

物
の
領
域
で
行
な
わ
れ
る
。
両
者
は
一
方
で
自
己
意
識
の
契
機
で
あ
り
、
他
方
で
物
の
領
域
に
お
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
両
者
は
「
意

••••• 

る
と
い
う
こ
と
を
相
互
に
承
認
し
あ
う
」
(
i
b
i
d
.
)

と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。

こ
れ
は
人
為
的
な
死
で
あ
る
。
各
人

こ
こ
に
は
自
体
が
欠
け
て
い
る
。

自
己
意
識
は
ま
だ
他
の
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ぞ
れ
他
方
に
対
し
て
媒
概
念
と
な
る
推
論
に
お
い
て

て
、
主
は
自
己
意
識
が
媒
概
念
で
あ
る
推
論
と
し
て

「
直
接
」
‘
奴
と
物
と
に
関
係
す
る
。
次
に
主
は

こ
の
推
論
の
両
契
機
が
そ
れ

ぶ
包

識
の
形
態
」

(
P
h
a
n
1
4
6
)

を
も
つ
。
こ
の
区
別
に
お
い
て
は
「
不
等
性

(die
U
n
g
l
e
i
c
h
h
e
i
t
)
」（
P
h
a
n
1
4
3
)

が
支
配
し
、

的
意
識
と
し
て
、
他
方
は
非
自
立
的
意
識
と
し
て
あ
る
。
自
立
的
意
識
は
対
自
有
を
本
質
と
し
、
非
自
立
的
意
識
は
生
命
を
本
質
と
す
る
。

こ
の
意
識
は
個
々
人
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
前
者
が
主
、
後
者
が
奴
で
あ
る
(
P
h
a
n
1
4
6
)

。

主
は
対
自
的
に
な
っ
て
い
る
意
識
で
あ
り
、
こ
の
意
識
は
奴
の
意
識
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
て
い
る
。
何
故
な
ら
、
意
識
の
対
自
有
は
生

命
の
否
定
性
に
よ
っ
て
生
じ
た
の
で
あ
り
‘
奴
が
こ
の
生
命
を
本
質
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
媒
介
が
直
接
的
で
あ
り
、
ま

た
奴
の
意
識
も
意
識
の
対
自
有
に
お
い
て
は
廃
棄
さ
れ
て
い
る
の
で
か
ら
‘
奴
の
意
識
に
よ
る
媒
介
と
い
う
こ
と
は
主
に
お
い
て
は
あ
ら

わ
れ
な
い
。
生
命
の
本
性
は
自
己
意
識
へ
移
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
‘
奴
の
本
質
で
あ
る
生
命
の
契
機
に
は
物
性

(die
D
i
n
g
h
e
i
t
)
 

の
み
が
残
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
奴
が
自
己
の
生
命
を
選
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
物
を
対
象
と
し
て
選
ぶ
こ
と
で
あ
る
。
主
と
奴
と
は
‘

そ
れ
ぞ
れ
の
内
実
が
自
己
の
意
識
内
容
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
自
己
の
意
識
そ
の
も
の
で
あ
る
。

主
は
媒
介
さ
れ
た
一
方
の
契
機
で
あ
る
。
こ
の
契
機
は
対
自
的
に
あ
る
意
識
で
あ
る
か
ら
、
主
は
ま
た
推
論
の
全
体
で
も
あ
る
。
従
っ

一
方
を
通
し
て
「
間
接
的
に
」

(
P
h
a
n
1
4
6
)

他
方
と
関
係
す
る
。
主
に
移
さ
れ
た

こ
の
推
論
は
一
面
的
な
抽
象
で
あ
っ
て
、
物
性
の
上
に
お
か
れ
て
い
る
。
主
が
主
た
る
の
は
「
物
の
純
粋
否
定
」

(ibid.)

で
あ
る
か
ら
で

あ
る
が
、
こ
の
否
定
は
抽
象
的
で
、
単
に
「
物
と
手
を
き
っ
た
」
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
ず
、
物
へ
の
現
実
の
支
配
で
は
な
い
。
主
は
生
け

る
個
と
し
て
現
実
に
は
物
と
関
係
す
る
。
し
か
し
、
主
に
お
い
て
は
物
は
自
立
性
を
も
た
な
い
。
物
の
否
定
と
し
て
の
主
と
物
と
の
関
係

が
奴
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
な
か
ら
‘
な
お
直
接
的
で
あ
る
こ
の
関
係
か
「
享
受

(
d
e
r
G
e
n
u
B
)
」（
ibid.)

で
あ
る
。
他
方
、
主
の
奴
と
物

と
へ
の
間
接
的
な
関
係
も
‘
奴
の
物
へ
の
関
係
に
依
存
し
て
い
る
。
主
が
直
接
他
者
を
奴
に
し
た
の
で
は
な
い
。
奴
が
奴
で
あ
る
の
は
、

一
方
は
自
立
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全
存
在
に
つ
い
て
の
不
安

主
の
生
死
を
賭
け
た
闘
い
は
物
に
対
す
る
闘
い
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
主
は
勝
利
者
と
し
て
は
物
と
し
て
即
ち
屍
と
し
て
横
た
わ
る
も

の
で
あ
る
。
奴
の
媒
介
が
な
け
れ
ば
、
主
は
現
実
の
主
と
は
な
り
得
な
い
。
主
が
承
認
さ
れ
る
の
は
‘
奴
の
一
方
的
な
活
動
に
よ
る
の
で

あ
り
、
従
っ
て
こ
の
承
認
は
一
面
的
で
あ
る
。
主
は
奴
に
対
し
て
は
承
認
の
活
動
を
し
な
い
。
そ
し
て
こ
の
活
動
の
中
に
真
理
が
あ
る
の

で
あ
る
か
ら
、
主
に
と
っ
て
真
理
は
奴
の
意
識
の
中
に
お
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
主
の
真
理
は
自
己
意
識
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く

て
、
主
も
―
つ
の
非
本
質
的
意
識
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
判
明
す
る
。

契
機
に
従
っ
て
活
動
す
る
こ
と
に
よ
り
「
自
立
的
意
識
と
い
う
真
理
」

(
P
h
a
n
1
4
7
)

を
は
か
ら
ず
も
獲
得
す
る
。
両
者
は
結
果
に
お
い
て
、

(22) 

そ
れ
ぞ
れ
互
い
に
自
己
の
規
定
を
入
れ
換
え
て
い
る
。

b
畏
怖
‘
奉
仕
と
労
働

奴
が
選
択
し
た
生
命
は
自
己
意
識
に
止
揚
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
一
契
機
で
あ
る
。
奴
は
即
自
的
に
は
自
已
意

識
で
あ
る
か
ら
、
非
本
質
的
な
契
機
と
全
体
と
い
う
矛
盾
を
引
き
受
け
る
。
現
実
に
は
ま
だ
生
命
も
自
己
意
識
も
各
々
本
質
的
な
契
機
で

あ
っ
た
か
ら
‘
奴
が
担
う
矛
盾
は
こ
の
本
質
的
な
二
契
機
の
対
立
の
矛
盾
で
あ
る
。
従
っ
て
‘
奴
の
矛
盾
は
主
が
そ
こ
か
ら
歩
み
出
た
の

と
同
じ
矛
盾
で
あ
る
。
し
か
し
、
奴
の
存
在
即
ち
生
命
は
そ
の
概
念
か
ら
み
れ
ば
既
に
止
揚
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
奴
は
自
己
の

的
な
形
を
と
っ
た
も
の
で
あ
る
。
奴
に
と
っ
て
、
生
命
の
「
絶
対
的
否
定
性
」
が
「
絶
対
的
な
主
」
で
あ
る
。
こ
の
絶
対
的
な
否
定
性
は
‘

先
に
「
揺
動
」
、
「
普
遍
的
な
流
動
性
」
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
り
、
今
は
自
己
意
識
の
本
質
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ

る
。
こ
の
否
定
性
あ
る
い
は
「
純
粋
対
自
有
」
が
奴
の
、
概
念
か
ら
み
た
主
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
現
実
の
意
識
で
は
‘
主
人
の
奴
隷
と

た
か
ぎ
り
に
お
い
て
で
あ
る
。

「
死
の
畏
怖
」
を
感
受
し
て
い
る
。
死
は
主
が
以
前
に
目
差
し
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
生
命
の
本
性
が
否
定

一
方
、
奴
は
自
己
意
識
の
否
定
的
な
契
機
に
す
ぎ
な
い
が

こ
の

奴
が
生
命
を
選
ん
だ
か
ぎ
り
に
お
い
て
で
あ
る
。
ま
た
奴
も
主
に
対
し
て
直
接
奴
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
彼
が
生
命
に
付
い
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し
か
し
、
物
は
生
命
が
自
已
意
識
へ
と
止
揚
さ
れ
た
後
に
も
な
お
感
性
界
に
残
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
な
ら
ば
‘
労
働
が
こ
の

場
合
物
を
自
己
意
識
の
対
象
に
変
え
る
の
で
あ
り
、
対
象
に
自
已
意
識
の
形
式
を
与
え
る
。
こ
う
し
て
対
象
は
‘
労
働
の
対
象
と
し
て
も

の
働
き
は
絶
対
否
定
性
そ
の
も
の
の
活
き
で
あ
る
。

い
う
仮
象
と
し
て
現
わ
れ
る
。
こ
う
し
て
自
己
意
識
の
本
質
が
主
人
と
い
う
形
で
「
奴
に
対
し
て
」
あ
る
。
主
は
生
を
蔑
ろ
に
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
死
に
致
っ
た
が
、
奴
は
生
命
を
選
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
主
人
に
お
い
て
死
に
直
面
し
、
死
の
畏
怖
を
懐
く
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
本

一
方
‘
奴
は
自
己
意
識
の
一
契
機
と
し
て
、
絶
対
的
な
主
に
奉
仕
(
d
i
e
n
e
n
)

す
る
。
奴
は
こ
の
奉
仕
に
お
い
て
絶
対
的
否
定
性
の
活
き

「
す
べ
て
の
個
別
的
契
機
に
お
い
て
自
然
的
定
在
へ
の
自
己
の
帰
服
を
廃
棄
す
る
」
、
あ
る
い
は
「
労
働
に
よ

っ
て
こ
の
定
在
を
取
り
除
く
」

(
i
b
i
d
.
)

。
奴
は
対
自
的
に
な
っ
て
い
な
い
自
己
意
識
の
一
契
機
と
し
て
、
生
命
の
一
契
機
で
も
あ
る
。
こ

の
こ
と
に
よ
っ
て
奴
は
生
命
の
過
程
に
加
わ
り
、
種
々
の
定
在
と
関
係
す
る
‘
あ
る
い
は
こ
れ
ら
に
作
用
す
る
。
し
か
し
、
主
が
抽
象
的

な
自
己
意
識
で
あ
る
の
に
対
し
、
奴
は
そ
の
契
機
で
も
あ
り
、
そ
の
作
用
の
面
を
担
っ
て
い
る
。
奴
は
生
命
に
付
く
こ
と
に
よ
っ
て
物
の

自
立
性
に
従
い
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
主
の
支
配
に
服
す
る
。

一
方
‘
奴
は
生
命
の
一
契
機
と
し
て
物
の
自
立
性
に
従
い
つ
つ
、
自
己
意

識
と
し
て
物
に
否
定
的
に
振
る
舞
う
‘
即
ち
物
を
「
加
工
」

(
P
h
a
n
1
4
7
)

す
る
。
既
に
物
は
自
己
意
識
の
中
へ
止
揚
さ
れ
て
い
る
と
い
う

点
で
は
、
物
の
自
立
性
は
自
已
意
識
の
絶
対
否
定
性
‘

純
粋
対
自
有
に
拠
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
奴
は
概
念
か
ら
み
れ
ば
自

己
意
識
に
従
っ
て
、
自
己
意
識
と
し
て
、
自
己
意
識
に
働
き
か
け
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
奴
の
活
き
は
「
労
働
」
で
あ
る

(
P
h
a
n

1
4
8
£
)

。
、
王
は
対
象
の
絶
対
否
定
性
と
し
て
、
自
ら
こ
の
対
象
か
ら
離
れ
て
自
分
だ
け
で
の
存
立
を
得
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
に

よ
っ
て
主
が
主
で
あ
り
得
る
の
で
あ
る
が
、
他
方
対
象
も
主
の
外
で
存
立
し
て
い
る
も
の
と
な
る
。
奴
が
こ
の
対
象
に
働
き
か
け
る
。
こ

を
自
ら
遂
行
す
る

〇
ち
且

質
を
「
自
己
に
お
い
て
」
も
つ

(
P
h
a
n
1
4
8
)

。
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こ
と
の
で
き
な
い
畏
怖
を
体
験
す
る
こ
と
に
な
る
。

性
が
止
揚
さ
れ
、
自
己
意
識
の
対
自
有
が
あ
る
。
し
か
し

労
働
の
成
果
と
し
て
も
自
己
意
識
の
対
象
と
し
て
存
立
を
得
る
。
労
慟
す
る
も
の
は
自
已
意
識
の
否
定
的
本
性
と
し
て
‘

己
に
お
い
て
も
対
象
に
お
い
て
も
顕
在
化
さ
せ
る
も
の
と
し
て
働
く
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
労
働
す
る
も
の
は
自
己
意
識
の
対
自
有
を
自
己

の
有
と
す
る
。
即
ち
、
労
働
に
お
い
て
は
こ
の
「
対
自
有
」
が
「
自
己
自
身
の
も
の
」
で
も
あ
り
、
ま
た
「
対
象
的

(flir
es)
」
に
も
あ

る
(
P
h
a
n
1
4
9
)

。

自
己
意
識
が
自
已
の
対
自
有
を
求
め
る
闘
い
が
そ
こ
か
ら
生
じ
た
の
は
‘
自
己
意
識
と
生
命
と
の
対
立
で
あ
っ
た
。
ま
た
主
と
奴
と
の

二
つ
の
意
識
が
そ
こ
か
ら
生
じ
た
の
も
、
自
己
意
識
と
生
命
と
い
う
二
つ
の
本
質
的
契
機
の
対
立
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
過
程
は
こ
の

二
重
性
を
止
揚
す
る
。
し
か
し
こ
の
止
揚
そ
の
も
の
が
二
重
的
で
あ
り
、
止
揚
態
も
ま
た
二
重
性
を
も
つ
。
労
働
に
お
い
て
は
こ
の
二
重

こ
の
対
自
有
も
同
時
に
廃
棄
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
‘
労
働
に
お
い
て

先
の
絶
対
否
定
性
に
対
す
る
畏
怖
が
解
消
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
労
働
す
る
も
の
は
自
身
こ
の
絶
対
否
定
性
の
活
き
と
し
て
、
自
己

自
身
「
即
且
対
自
有
」

(
i
b
i
d
.
)

に
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
対
自
有
を
我
も
の
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
却
っ
て
こ
の
対
自
有
は
単
な
る
自
分

だ
け
で
の
存
在
と
な
っ
て
い
る
。
対
自
有
が
廃
棄
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
労
働
は
再
び
物
の
側
に
お
か
れ
、
労
働
は
個
別
性
に
収
敏
し

て
い
る
。
こ
う
し
て
、
自
已
意
識
が
労
働
の
外
に
お
か
れ
、
物
と
自
己
意
識
と
の
対
立
が
恢
復
し
て
く
る
。
畏
怖
な
き
形
成
が
進
行
し
、

「
虚
し
い
我
意
」
が
結
果
す
る
(
P
h
a
n
1
4
9
f
l
。
人
が
「
絶
対
的
な
畏
怖
で
は
な
く
‘
唯
い
く
つ
か
の
不
安
を
耐
え
忍
ぶ
だ
け
で
あ
る
な
ら

ば
」
、
自
己
の
実
体
、
自
己
の
本
質
は
彼
の
手
の
届
か
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
あ
る
。
確
か
に
ど
の
民
族
も
生
活
上
の
そ
れ
ぞ
れ
特
徴
あ

る
技
価
‘
熟
達
を
示
す
。
生
命
の
過
程
か
ら
み
れ
ば
、
こ
れ
ら
は
関
心
や
驚
き
を
引
き
起
す
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
民
族
も
こ
の
熟
達
だ

け
で
は
自
ら
世
界
史
に
登
場
し
、
そ
の
1

番
判
を
仰
ぐ
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
故
‘
歴
史
に
お
い
て
‘

人
は
単
な
る
労
働
だ
け
で
は
凌
ぐ

こ
の
本
性
を
自
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い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
加
え
て
主
観
が
自
己
の
意
図
を
こ
の
客
観
の
規
定
性
の
中
に
見
出
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
‘
客
観
も
実

と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
実
現
さ
れ
た
目
的
と
は
な
り
得
な
い
。

生
命
‘
こ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
理
念
の
最
初
の
も
の
は
「
内
的
な
合
目
的
性
」
を
含
む
。
こ
の
生
命
と
共
に
哲
学
は
反
省
の
上
に
昂

は
そ
れ
は
、
自
己
を
自
ら
規
定
し
、
自
已
を
客
観
化
し
、

ま
っ
た
の
だ
と
さ
れ
る

(II
3
8
7
)

。
目
的
は
「
自
由
に
実
存
す
る
概
念
」
、
「
自
ら
の
実
存
に
お
け
る
概
念
」
で
あ
る

(II
3
8
5
)

。
あ
る
い

こ
の
客
観
性
に
お
い
て
自
已
と
同
一
で
あ
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
目
的
は

「
自
己
自
身
を
産
出
す
る
活
動
」
で
あ
り
‘

(24) 

己
目
的
」
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
目
的
も
内
的
な
概
念
と
し
て
は
‘

T
r
i
e
b
)
‘
努
力
で
あ
る

(II
3
9
1
)

。
そ
し
て
、
目
的
に
は
概
念
の
止
揚
態
と
し
て
の
客
観
が
対
立
す
る
。
こ
う
し
て
目
的
は
活
動
で
あ
る
が
‘

他
方
目
的
が
目
的
と
し
て
あ
る
か
ぎ
り
、

的
な
客
観
性
に
向
け
ら
れ
て
い
る
活
動
」
で
あ
る

(II
3
9
2
)

。
客
観
は
‘
概
念
が
そ
こ
へ
と
止
揚
さ
れ
た
も
の
と
し
て
内
的
に
は
概
念
を

含
む
。
従
っ
て
‘
客
観
は
対
自
的
に
も
概
念
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
も
の
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
他
方
‘
概
念
も
客
観
の
外
面
性
に

自
己
を
措
定
し
、

こ
の
外
面
性
を
自
已
の
外
面
性
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
主
観
に
よ
っ
て
産
出
さ
れ
た
も
の
も
、
主
観
に
よ
る
産
出

て
概
観
す
る
こ
と
に
な
る
。

四
‘
衝
動
と
し
て
の
欲
望

『
精
神
現
象
学
』

る
内
容
を
、

そ
れ
は
外
的
で
あ
る
。
即
ち
‘
目
的
は
内
的
に
は
「
無
限
な
主
観
性
」
で
あ
る
が
、
他
方
「
外

一
方
‘
客
観
は
そ
れ
が
含
む
概
念
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と

単
に
「
自
己
を
外
へ
措
定
し
よ
う
と
す
る
衝
動

(
d
e
r

で
は
‘
欲
望
が
生
命
と
人
類
と
へ
の
媒
介
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
展
開
は
事
柄
の
意
識
へ
の
現
象
で
あ
る
が
、

(23) 

し
か
し
、
生
命
も
意
識
と
自
己
意
識
と
に
達
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
‘
こ
の
現
象
は
自
己
意
識
の
自
己
展
開
と
も
み
ら
れ
る
。
こ
の
展
開

の
内
容
は
更
に
進
ん
で
理
性
の
内
容
と
さ
れ
る
一
方
、
他
方
論
理
の
領
域
に
引
き
戻
さ
れ
て
考
察
さ
れ
得
る
。
本
論
は
‘
理
性
が
如
何
な

ど
の
よ
う
に
自
己
の
内
容
と
す
る
の
か
を
問
題
と
す
る
の
で
は
な
い
か
ら
‘
論
理
的
な
領
域
を
通
し
て
、
こ
の
欲
望
に
つ
い

こ
の
活
動
に
よ
っ
て
「
自
己
自
身
を
保
持
す
る
」
も
の
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
自
己
保
持
を
「
自
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は
自
己
の
概
念
を
ま
だ
自
覚
し
て
は
い
な
い
。

あ
る
。
一
方
‘

客
観
は
自
已
が
含
む
規
定
性
に
無
関
心
な
の
で
あ
る
か
ら
‘
客
観
に
お
け
る
目
的
の
成
立
は
客
観
に
と
っ
て
も
外
的
で
あ

る
。
こ
う
し
て
‘
客
観
に
お
け
る
目
的
は
外
的
で
あ
る
。
従
っ
て
、
産
出
物
の
場
合
で
も
客
観
の
場
合
で
も
、
実
現
さ
れ
た
目
的
と
み
な

籾
‘
主
観
あ
る
い
は
目
的
は
直
接
に
客
観
と
関
係
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
目
的
は
唯
あ
る
手
段
を
通
じ
て
の
み
客
観
と
関
係
で
き
る
。

従
っ
て
、
関
係
し
あ
う
の
は
二
つ
の
客
観
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
二
つ
の
客
観
の
内
ど
れ
が
客
観
で
、
ど
れ
が
手
段
で
あ
る
か
は
客
観
そ

の
も
の
に
お
い
て
は
決
ま
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
主
観
的
な
事
で
あ
っ
て
‘
二
つ
の
客
観
に
と
っ
て
外
的
な
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
二
つ
の

客
観
は
む
し
ろ
共
に
手
段
と
み
ら
れ
る
。
自
己
と
自
已
の
客
観
と
の
間
に
別
の
客
観
を
滑
り
入
れ
る
こ
と
は
「
理
性
の
狡
智
（
仁
1e
L
i
s
t
 d
e
r
 

Vernunft)
」

こ
の
狡
智
に
よ
り
却
っ
て
主
観
は
自
己
の
「
客
観
的
目
的
」
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
て
し

ま
う
。
従
っ
て
、
主
観
的
目
的
ー
手
段
ー
客
観
的
目
的
と
い
う
推
論
は
成
立
し
な
い
。
こ
の
推
論
の
各
々
の
項
の
間
に
次
々
と
手
段
と
し

て
の
客
観
が
挿
入
さ
れ
、
推
論
は
手
段
の
無
限
の
系
列
に
変
ず
る

(II
4
0
1
)

。
客
観
的
目
的
は
こ
の
無
限
の
系
列
の
彼
方
に
当
為
と
し
て

し
か
し
、
目
的
は
手
段
に
お
い
て
実
現
さ
れ
て
い
る
。
手
段
が
概
念
と
実
在
性
と
の
一
致
と
み
ら
れ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
内
的
合
目
的

••••••• 

性
か
ら
み
て
も
実
現
さ
れ
た
目
的
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
手
段
は
「
外
的
合
目
的
性
の
有
限
な
目
的
よ
り
次
元
の
高
い
も
の
」

(II
3
9
8
)
 

で
あ
る
。
手
段
の
外
面
性
は
単
に
主
観
に
対
立
し
て
い
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
本
論
は
精
神
の
客
観
的
な
内
容
へ
の
媒
介
を
問
題
に
す
る

の
で
は
な
い
か
ら
、
議
論
を
再
び
欲
望
の
問
題
に
移
そ
う
。
生
命
や
類
や
は
理
念
で
あ
る
が
‘
単
な
る
形
成
の
段
階
に
留
ま
っ
て
い
る
個

あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
目
的
は
実
現
で
き
な
い
。

(II 3
9
8
)
 

さ
れ
た
も
の
は
「
手
段
」

現
さ
れ
た
目
的
で
あ
る
。

と
呼
ば
れ
る
。
し
か
し

で
あ
る
。

し
か
し
‘
客
観
が
主
観
と
対
立
し
て
い
る
か
ぎ
り

客
観
に
お
け
る
目
的
の
実
現
は
主
観
に
と
っ
て
外
的
で
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あ
る
」

媒
介
で
あ
る
こ
と
は
こ
こ
で
は
忘
れ
ら
れ
て
い
る
。

一
八

0
七
年
の
『
精
神
現
象
学
』
に
対
し
て
『
エ
ン
チ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』
の
「
精
神
現
象
学
」
で
は
、
自
己
意
識
の
欲
望
が
主
観
性
と
客

『
エ
ン
チ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』

で
は
‘
生
命
を
論
ず
る
「
自
然
哲
学
」
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、

自
己
意
識
に
対
し
て
は
生
命
は
前
提
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
‘
生
命
の
章
か
ら
心
及
び
心
の
感
情
の
章
に
至
る
ま
で
長
い
叙
述
が
当
て

ら
れ
、
欲
望
と
い
っ
て
も
動
物
の
そ
れ
と
自
己
意
識
の
そ
れ
と
は
多
く
の
過
程
で
隔
て
ら
れ
て
い
て
、
「
自
已
意
識
」

意
識
の
成
立
の
不
可
欠
な
媒
介
で
は
な
い
。
こ
の
欲
望
は
既
に
出
現
し
て
い
る
「
個
別
的
な
」
自
己
意
識
の
欲
望
、

の
節
の
欲
望
は
自
已

「
欲
望
す
る
自
己
意
識
」

と
し
て
あ
る
(
§
4
2
5
,
Z
u
s
a
t
z
)

。
欲
望
の
本
性
は
‘
欲
望
の
対
象
の
本
質
で
あ
る
絶
対
否
定
性
‘
生
命
の
否
定
性
で
あ
る
。
個
別
的
な
自
己

意
識
の
欲
望
は
個
別
的
で
あ
っ
て
‘
欲
望
の
本
性
は
生
け
る
個
体
の
存
在
に
転
化
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
欲
望
と
欲
望
の
対
象
と
は
‘

個
別
性
の
故
に
‘
逆
に
現
実
の
生
命
の
支
配
の
下
に
お
か
れ
て
い
る
。
欲
望
が
生
命
の
エ
レ
メ
ン
ト
と
生
け
る
個
体
と
を
現
出
せ
し
め
た

欲
望
の
対
象
は
例
え
ば
水
で
あ
る
。
水
は
本
来
生
命
の
エ
レ
メ
ン
ト
で
あ
り
‘

か
つ
て
そ
こ
で
生
命
が
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

今
、
水
に
は
そ
の
よ
う
な
自
発
的
な
力
が
な
い
。
水
は
唯
‘
飲
ま
れ
る
(
a
u
f
g
e
z
e
h
r
t
)

こ
と
に
よ
っ
て
以
前
の
力
を
想
起
す
る
の
み
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
‘
水
を
飲
む
主
観
が
生
命
の
内
的
な
力
と
し
て
水
に
対
し
て
い
る
。
唯
‘
欲
望
す
る
主
観
は
‘
水
の
中
に
「
自
己
の
本
質

に
属
す
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
な
お
自
己
に
欠
け
て
い
る
」

(
§
4
2
7
,
Z
u
s
a
t
z
)

も
の
を
見
出
し
、
水
の
外
面
的
な
客
観
性
を
破
壊
し
、

逆
に
自
己
を
客
観
化
す
る
。
他
方
「
外
面
的
な
客
観
」
と
し
て
の
水
も
‘
体
内
の
生
命
活
動
に
合
体
し
て
‘

こ
う
し
て
、
自
已
意
識
も
対
象
も
同
じ
本
性
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
関
係
し
あ
う
。

「
主
観
化
」
さ
れ
る
(
§
4
2
6
)

。

•••• 

「
自
己
意
識
は
客
観
そ
の
も
の
の
現
象
す
る
概
念
で

(
§
4
2
7
,
 Z
u
s
a
t
z
)

。
水
は
自
己
の
完
成
さ
れ
た
も
の
を
自
己
の
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
水
は
自
己
の
能
力
の
発
現
の
た

め
に
、
自
己
と
質
的
に
異
な
る
他
の
存
在
か
必
要
で
あ
る
。
水
は
こ
の
他
者
を
自
由
な
存
在
と
し
て
承
認
す
る
こ
と
が
で
き
ず
‘
凡
て
を

観
性
と
の
媒
介
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
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棄
し
て
自
己
と
他
者
と
の
承
認
を
達
成
す
る
た
め
に

d
e
n
)
す
る
活
動
と
し
て
活
く
「
絶
対
的
な
活
動
」

『
エ
ン
チ
ク
ロ

こ
の
他
者
の
中
の
自
已
を
自
己
と
し
て
承
認
す
る
こ
と
も

自
己
の
中
へ
溶
か
し
こ
も
う
と
す
る
。
凡
て
を
溶
か
す
水
は
普
遍
的
な
存
在
で
は
あ
る
が
、
こ
の
普
遍
性
は
抽
象
的
で
あ
る
。
こ
う
し
て

水
は
自
己
の
力
の
完
成
態
に
支
配
さ
れ
る
。
水
は
生
命
の
エ
レ
メ
ン
ト
で
は
あ
っ
て
も
、
生
命
と
い
う
エ
レ
メ
ン
ト
で
は
な
い
。
こ
れ
に

対
し
、
自
已
意
識
は
対
自
的
な
生
命
力
と
し
て
。
欲
望
と
そ
の
充
足
と
に
お
い
て
、
単
な
る
衝
動
と
し
て
の
欲
望
で
は
な
く
、
形
成
(
b
i
!
'

で
あ
る
(
i
b
i
d
.
,
§
4
2
8
,
Z
u
a
s
t
z
)

。
充
足
さ
れ
た
欲
望
と
し
て
の
自
己
意
識
は
自
己
を

完
成
し
た
自
己
意
識
で
あ
る
。
こ
の
充
足
に
お
い
て
自
己
意
識
が
得
る
こ
の
完
成
態
は
「
個
別
的
な
主
観
の
対
自
有
」
で
あ
る
が
、
そ
れ

(25} 

は
「
客
観
性
と
結
び
つ
い
た
主
観
の
無
規
定
な
概
念
」
に
す
ぎ
な
い
。
だ
が
こ
う
し
て
自
己
意
識
は
他
者
と
相
対
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ

の
他
者
は
自
己
と
質
的
に
異
な
る
も
の
で
は
な
く
て
、
自
已
と
同
じ
も
の
、
他
の
自
已
意
識
で
あ
る
。

自
已
意
識
の
一
方
は
他
方
の
内
に
自
己
を
「
観
る
」
(
§
4
3
0
)

、
し
か
し
、

こ
の
他
者
を
承
認
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
両
者
を
隔
て
か
つ
結
び
つ
け
て
い
る
も
の
は
身
体
性
と
い
う
直
接
性
で
あ
る
。
身
体
性
は
こ

こ
で
は
生
命
の
対
自
有
と
し
て
普
遍
性
を
も
つ
が
、
同
時
に
そ
れ
は
個
人
を
限
界
づ
け
る
も
の
で
も
あ
る
。
こ
の
矛
盾
即
ち
身
体
性
を
廃

「
自
己
を
意
識
す
る
」
主
観
は
生
死
を
賭
け
た
闘
い
を
行
な
う
。
こ
の
闘
い
は
各

人
の
生
存
と
各
人
の
自
由
と
を
目
差
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
‘

(26) 

慰
め
に
も
な
ら
な
い
」
。

死
そ
の
も
の
は
無
意
味
で
あ
る
。
死
に
際
し
て
は
「
魂
の
不
死
も
な
ん
の

(27) 

闘
い
の
目
的
は
過
程
の
契
機
に
分
解
し
、
．
各
人
は
こ
の
契
機
を
自
己
の
規
定
（
本
分
）
と
し
て
生
き
延
び
る
。
こ

の
契
機
は
最
初
は
直
接
的
で
、
単
に
区
別
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
各
人
は
こ
の
直
接
的
な
区
別
を
解
消
し
て
、
こ
の
契
機
の
同
一
性
を
恢

復
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
同
一
性
は
類
の
絶
対
否
定
性
で
あ
り
、
対
自
的
に
は
普
遍
的
意
志
で
あ
る
。
従
っ
て
、

ペ
デ
ィ
ー
』
に
お
け
る
欲
望
は
‘

既
に
存
在
し
て
い
る
個
人
を
逆
に
普
遍
的
な
エ
レ
メ
ン
ト
ヘ
媒
介
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
媒
介
に
よ

っ
て
同
時
に
エ
レ
メ
ン
ト
も
対
自
的
と
な
る
。
こ
の
対
自
的
な
エ
レ
メ
ン
ト
に
お
い
て
人
間
が
得
る
状
態
が
自
由
で
あ
る
。
そ
し
て
、
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の
自
由
が
人
間
の
本
来
の
エ
レ
メ
ン
ト
で
あ
り
、

会
等
の
形
式
を
与
え
、
ま
た
法
‘
憲
法
‘

人
間
を
結
び
つ
け
る
絆
で
あ
る
(
§
4
3
1
,
Z
u
s
a
t
z
)

。
し
か
し
、
各
人
が
自
由
に
な
る
た

め
に
は
、
各
人
が
こ
の
普
遍
的
な
意
志
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
生
命
を
賭
け
る
闘
い
と
奴
隷
制
と
が
正
当
性
を
も
つ
の
は
「
自
然

状
態
」
に
お
い
て
で
あ
る
(
§
4
3
2
,
Z
u
s
a
t
z
)

。
し
か
し
類
の
普
遍
性
は
こ
の
よ
う
な
自
然
状
態
を
廃
棄
し
て
自
已
に
、
家
族
‘
国
家
‘
杜

人
倫
等
の
内
容
を
与
え
る
。
各
人
は
こ
の
形
式
の
下
で
こ
の
内
容
を
自
已
の
意
識
の
内
容
と
し
‘

各
人
の
主
観
性
の
諸
形
態
を
止
揚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
各
人
は
こ
の
形
式
と
内
容
の
下
で
、

「
自
由
で
あ
る
」
と
ま
た
「
人
格
」
と

『
精
神
現
象
学
』
に
お
い
て
は
‘
欲
望
が
感
性
界
（
意
識
）
ー
~
生
命
自
己
意
識
と
い
う
媒
介
を
果
し
て
い
る
。
こ
の
媒
介
は
同

『
エ
ン
チ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』

で
は
‘
欲
望
が
個
別
的
な
自
己
意
識
の
衝
動
と
し
て

扱
‘
欲
望
に
は
そ
の
概
念
か
ら
み
れ
ば
、
対
自

(ftir
sich)
と
対
他
(fi.ir
a
n
d
e
r
e
)
と
い
う
二
面
が
含
ま
れ
る
。
欲
望
に
よ
っ
て
媒
介

さ
れ
た
自
己
意
識
は
自
己
意
識
と
自
已
意
識
と
の
対
立
を
も
つ
。
両
者
の
相
互
承
認
の
闘
い
は
身
体
と
い
う
直
接
性
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ

る
。
こ
の
闘
い
の
結
果
、
純
粋
自
己
意
識
と
生
命
と
の
対
立
か
生
じ
る
。
こ
の
対
立
は
自
已
意
識
の
直
接
性
に
よ
っ
て
主
へ
と
止
揚
さ
れ

る
。
こ
こ
で
主
は
自
己
意
識
の
概
念
と
し
て
、
主
i

意
識
（
奴
）
と
物
、

と
い
う
推
論
を
も
つ
。
こ
の
推
論
は
奴
と
物
と
の
相
互
媒
介

こ
れ
ら
の
三
つ
の
推
論
は
す
べ
て
物
を
基
盤
に
し
て
い
る
。
従
っ
て
‘

こ
の
三
つ
の
推
論

は
全
体
と
し
て
主
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
、
自
己
慈
識
（
奴
）
と
物
と
い
う
推
論
に
移
行
す
る
。
奴
の
自
己
滋
識
は
、
自
已
意
識
の
本
質
で

あ
る
絶
対
否
定
性
の
活
動
‘
即
ち
労
働
‘
形
成
(
F
o
r
m
i
e
r
e
n
,
B
i
l
d
e
n
)
で
あ
る
。
こ
の
労
働
を
辿
し
て
奴
は
対
自
有

(<las
F
i
l
r
s
i
c
h
s
e
i
n
)
 

と
い
う
二
つ
の
推
論
に
分
離
す
る
。
し
か
し

ど
の
様
に
活
く
の
か
が
述
べ
ら
れ
た
。

時
に
エ
レ
メ
ン
ト

H
個
と
い
う
媒
介
で
も
あ
っ
た
。

五
、
結
び

し
て
承
認
さ
れ
、
遇
さ
れ
る
の
で
あ
る
(ibid.)
。
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あ
る
。
こ
う
し
て
奴
の
推
論
も
二
つ
の
推
論
に
分
離
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
‘
奴
1

主
へ
の
畏
れ

(filr
es)

・
絶
対
的
主
へ
の
畏

れ

(
a
n
i
h
m
)
 

一
方
、
物
は
労
働
の
対
象
と
し
て
、
そ
れ
は
自
己
意
識
の
対
象
で
あ
る
か
ら
そ
れ
自
身
自
已
意
識
で

と
対
自
有
‘
奴
i

対
自
と
対
他
と
い
う
二
つ
の
推
論
で
あ
る
。
し
か
し
、
対
自
有
は
自
己
意
識
の
絶
対
否
定
性
の
対
自

い
る
。
こ
う
し
て
こ
の
二
つ
の
推
論
は
崩
壊
し
て
、
自
我
は
理
性
的
な
も
の
を
把
握
せ
ず
、
単
な
る
我
意
に
留
ま
り
、
他
方
、
労
働
は
畏

れ
な
き
形
成
と
し
て
生
命
や
物
や
の
領
域
に
押
し
返
さ
れ
る
。
し
か
し
、
労
働
に
お
い
て
対
自
ー
ー
対
砿
漿
り
推
論
が
成
立
す
る
と
す
れ
ば
‘

こ
れ
は
最
初
の
課
題
で
あ
っ
た
自
我
と
他
我
の
承
認
の
課
題
の
再
現
で
あ
る
。
こ
の
推
論
は
自
己
意
識
と
し
て
の
奴
が
媒
概
念
で
あ
る
か

ら
、
自
己
意
識
と
自
己
意
識
と
の
媒
介
が
身
体
性
で
は
な
く
て
、
自
己
意
識
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
‘

先
に
示
し
た
よ
う
に
こ
の
推
論
が
物
へ
と
疎
外
さ
れ
る
面
を
も
つ
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
場
合
に
は
自
己
意
識
の
承
認
も
成
立
し
な
い
。

他
方
、
第
一
の
推
論
は
奴
の
労
働
の
上
に
成
立
す
る
。
し
か
し
、
労
働
に
よ
っ
て
対
自
有
を
自
分
の
も
の
と
す
る
個
人
が
如
何
に
普
遍
的

意
志
に
従
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
が
問
題
で
あ
る
。
こ
う
し
て
こ
れ
ら
二
つ
の
推
論
の
成
立
す
る
可
能
性
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

注

(
1
)
 hrsg. v. J
.
 
H
o
f
f
m
e
i
s
t
e
r
,
 Briefe v
a
n
 u
n
d
 a
n
 He
g
e
l
 (Ph. B.), B
d
.
 I
,
S
.
5
9
f
。
本
書
に
よ
る
と
、
こ
の
手
紙
に
シ
ェ
リ
ン
グ
の
書
き
込
み

,, 
A
b
s
.
 Identitat I

 

S
u
b
j
e
k
t
 u
n
d
 O
b
j
e
k
t
 "" 
Identitat :
＾
が
手
匹
去

L

れ
て
い
る
と
い
、
つ
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
自
己
の
「
体
系
」
の
形
成
に
到
っ
た

と
い
う
報
に
接
し
て
、
シ
ェ
リ
ン
グ
が
自
己
の
哲
学
の
原
理
を
記
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

(
2
)
 H
e
g
e
l
,
 W
e
r
k
e
 l
 (S
u
h
r
k
a
m
p
)
,
 S
.
4
2
7
 

(
3
)
 ibid. 

(
4
)
 H
e
g
e
l
,
 
W. 笏
塁
schaft
d
e
r
 L
o
g
i
k
 (Ph. B.), hrsg. v. G. L
a
s
s
a
n
,
 I, 
II
を
そ
れ
ぞ
れ
Ì
II
で
表
わ
し
‘

有
で
あ
る
が

こ
の
否
定
性
の
対
自
有
へ
の
止
揚
は
一
面
的
で
あ
る
か
ら

ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
ペ
ー
ジ
を
示
す
。

こ
の
否
定
性
は
む
し
ろ
こ
の
対
自
有
に
お
い
て
廃
棄
さ
れ
て

（
自
分
だ
け
で
の
存
在
）
を
得
る
。
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ヘ
ー
ゲ
ル

(
5
)
否
定
性
が
推
論
の
形
を
も
つ
の
は
‘
そ
れ
か
弁
証
法
と
し
て
、
そ
こ
に
三
つ
の
概
念
が
あ
ら
わ
れ
る
三
分
法
を
採
る
か
ら
で
あ
る
。

は
こ
の
点
で
三
分
法
を
提
唱
し
た
カ
ン
ト
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。

(
6
)
 H
e
g
e
l
,
 E
n
z
y
k
l
o
p
i
i
d
i
e
 d
e
r
 p
h
i
l
o
s
o
p
h
箆
h
e
n
W寄
s
e
n
s
c
h
a
f
t
e
n

パ
ラ
グ
ラ
ー
フ
の
数
字
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
以
下
本
書
の
パ
ラ
グ
ラ

ー
フ
で
あ
る
。

(
7
)
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
点
で
主
観
性
の
二
義
性
(
I
I
3
0
5
)

と
客
観
性
の
二
義
性
(
I
I
3
5
8
)

と
に
言
及
し
て
い
る
。

(
8
)
 H
e
g
e
l
,
 P
h
a
n
o
m
e
n
o
l
o
!
{
i
e
 d
e
s
 G
号
tes,
h
r
s
g
.
 v. J. 
H
o
f
f
m
e
i
s
t
e
r
,
 (
P
h
.
 B.)
以
下

P
h
a
n
と
略
、
数
字
は
ペ
ー
ジ
を
示
す
。

(
9
)
こ
れ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
が
最
後
ま
で
貫
い
た
立
場
で
あ
る
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
真
の
直
接
性
は
こ
の
媒
介
で
も
あ
る
最
初
の
直
接
性
の
止
揚
に

よ
っ
て
得
ら
れ
る
。

(10)
こ
の
表
現
は
随
所
に
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
ー
|
・
P
h
a
n
1
7
8
,
 I
I
 2
5
2

。

(11)
こ
の
運
動
は
‘
論
理
学
の
本
質
論
に
お
い
て
反
省
の
運
動
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

(12)
こ
の
よ
う
に
エ
レ
メ
ン
ト
を
捉
え
る
こ
と
は
‘
私
が
哲
学
を
学
び
始
め
た
頃
に
、
高
橋
昭
二
教
授
か
ら
講
義
で
教
え
ら
れ
た
。
例
え
ば
‘
魚
に

と
っ
て
水
が
エ
レ
メ
ン
ト
で
あ
る
と
。

(13)
形
態
や
分
肢
は
‘
生
物
に
お
い
て
そ
の
真
相
を
も
つ
。
形
態
は
器
官
の
形
成
と
系
の
形
成
と
い
う
二
つ
の
こ
と
を
同
時
に
意
味
す
る
。
従
っ
て
‘

個
体
の
発
生
と
い
う
こ
と
を
も
あ
ら
わ
す
。
即
ち
‘
形
態
は
ま
た
現
存
在
と
い
う
こ
と
も
含
む

(
H
e
g
e
l
,
]
e
n
a
e
r
R
e
a
l
p
h
i
o
s
o
p
h
i
e
,
 (
P
h
.
 B.), 
S
.
 

]
 0
5
)

。

こ
の
無
限
性
と

(14)
対
立
す
る
も
の
が
、
そ
れ
ぞ
れ
対
立
す
る
規
定
を
交
換
す
る
と
い
う
意
味
を
こ
の
無
限
性
は
も
た
さ
れ
て
い
る
(
P
h
a
n
1
4
1
)

。

ヘ
ー
ゲ
ル
が
真
の
無
限
性
と
い
っ
て
い
る
も
の
と
の
異
同
は
問
題
と
な
り
得
よ
う
。
•

(15)
こ
の
揺
動
(die
U
n
r
u
h
e
)
と
い
う
言
葉
は
‘
次
の
表
現
に
も
現
わ
れ
て
い
る
‘
「
生
成
の
絶
対
的
揺
動
」

(
I
I
1
7
4
)

、
「
生
け
る
も
の
の
外
的
側

面
の
揺
動
は
概
念
の
自
己
に
お
け
る
間
示
で
あ
る
」

(
I
I
4
2
0
)

。

(16)
こ
の
こ
と
は
‘
生
物
一
般
の
特
徴
で
あ
る
。

(17)
こ
こ
で
は
類
の
成
立
か
‘
「
指
示

(
v
e
r
w
e
i
s
e
n
)
」
す
る
と
い
う
言
菓
で
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
‘
類
に
つ
い
て
は
‘
『
現
象
学
』
以
前
に
も

例
え
ば
『
イ
エ
ナ
の
形
而
上
学
』
や
『
イ
エ
ナ
の
実
在
何
学
』
や
に
お
い
て
、
以
後
に
も
ー
~
例
え
ば
『
論
理
学
』
や
『
自
然
哲
学
』
や

に
お
い
て
‘
詳
し
く
論
究
さ
れ
て
い
る
。
後
に
は
‘
自
己
立
は
識
と
類
と
の
関
係
が

L
・
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
よ
っ
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
（
『
キ

リ
ス
ト
教
の
本
質
』
の
第
一
章
、
第
八
章
）
。
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(18)
自
已
恋
識
の
こ
の
経
験
は
‘
自
己
意
識
が
精
神
の
段
階
に
達
す
る
ま
で
続
く
。
「
精
神
」
に
お
い
て
は
‘
こ
の
類
の
内
容
そ
の
も
の
が
自
我
の

内
容
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
内
容
も
自
我
の
抽
象
的
な
自
己
確
信
に
制
約
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
道
徳
で
あ
る

（
ヘ
ー
ゲ
ル
、
『
法
の
哲
学
』
‘
一
四
一
節
）
。
道
徳
と
人
倫
と
の
区
別
を
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
カ
ン
ト
か
ら
‘
即
ち
『
実
践
理
性
批
判
』
と
『
宗
教
論
』
と

の
差
異
を
認
識
し
て
‘
引
き
継
い
で
、
こ
れ
を
自
己
の
課
題
と
し
た
の
だ
と
い
う
こ
と
は
‘
高
橘
昭
二
教
授
の
講
義
に
お
け
る
指
摘
に
拠
る
も

の
で
あ
る
。

(19)
こ
れ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
が
「
理
性
の
狡
智
」
と
す
る
も
の
に
似
て
い
る
。

(20)
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
こ
で
「

a
u
f
h
e
b
e
n
」
と
い
う
概
念
を
補
っ
て
‘
「
…
a
u
f
h
e
b
t
,
d
a
r
e
s
 [
 =d
a
s
 B
e
w
u
B
t
s
e
i
n
]
 d
a
s
 A
u
f
g
e
h
o
b
e
n
e
 a
u
f
b
e
 ,
 

w
a
h
l
t
 
u
n
d
 e
r
h
a
l
t
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
後
に
も
っ
と
端
的
な
形
で
与
え
ら
れ
る
定
義
に
な
る
(
I

93f)
。

(21) 
Vgl• 

H
e
g
e
l
,
 B
e
w
u
B
t
s
e
i
n
s
l
e
h
r
e
 f. 翌
d
i
e
M
i
t
t
e
l
k
l
a
s
s
e

客
3
(
H
e
g
e
l
,
 w
e
r
k
e
 4
 (
S
u
k
r
k
a
m
p
)
,
 S. 120)
。
こ
の
不
等
性
は
論
理
的
に
は
反

省
の
運
動
に
拠
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
れ
を
『
本
質
論
』
の
「
対
立
」
の
節
で
、
不
等
性
へ
の
反
省
、
肯
定
的
な
も
の
と
否
定
的
な
も
の
と
に
展

開
し
て
述
べ
て
い
る
。

(22)
こ
こ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
は
‘
主
と
奴
と
い
う
言
葉
に
替
え
て
、
主
の
身
分

(die
H
e
r
r
s
c
h
a
f
t
)
と
奴
の
身
分
(die
K
n
e
c
h
t
s
c
h
a
f
t
)
と
い
う
言
葉
を
使

う
。
こ
れ
は
‘
主
で
あ
る
こ
と
や
奴
で
あ
る
こ
と
が
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
当
人
の
絶
対
的
な
本
分
で
は
な
く
て
、
こ
の
規
定
が
そ
の
人
か
ら
離
れ
得

る
、
あ
る
い
は
克
服
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

(23)
自
己
意
識
の
自
己
展
開
と
い
う
こ
と
と
‘
こ
の
展
開
の
意
識
へ
の
現
象
と
い
う
こ
と
と
は
同
じ
で
あ
る
か
ど
う
か
は
問
題
と
さ
れ
得
よ
う
。
意

識
に
現
象
す
る
主
観
は
種
々
の
制
限
に
制
約
さ
れ
て
い
る
が
、
自
已
を
展
開
す
る
主
観
は
こ
の
制
約
を
む
し
ろ
自
己
の
展
開
の
規
定
に
す
る
。

こ
の
点
で
、
『
現
象
学
』
の
主
観
性
と
絶
対
的
な
主
観
性
と
は
区
別
さ
れ
る
の
だ
と
も
考
え
ら
れ
る

(
V
gl. 
K. Di.ising, D
a
s
 P
r
o
b
l
e
m
 d
e
r
 

S
u
b
j
e
k
登
ital
i
n
 H
e
g
e
l
s
 L
o
g
i
h
,
 
(
H
e
g
e
l
'
S
t
u
d
i
e
n
.
 B
e
i
h
e
f
t
 15), 
S. 2
0
5
-
2
0
8
)
。

(24) H
e
g
e
l
,
 W
e
r
k
e
 1
8
 (
S
u
h
r
k
a
m
p
)
,
 S. 3
4
9
 

(25) H
e
g
e
l
,
 W
e
r
k
e
 4
 (
S
u
k
r
k
a
m
p
)
,
 S. 1
1
9
 

(26) H
e
g
e
l
,
 W
e
r
k
e
 1
8
 (
S
u
h
r
k
a
m
p
)
,
 S. 5
1
1
 

し
か
し
、
こ
の
闘
い
に
対
し
て
真
面
目
な
態
度
を
採
ら
な
く
て
い
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
死
に
お
い
て
、
生
命
の
も
つ
絶
対
的
否
定
性

を
捉
え
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
否
定
性
の
概
念
を
得
た
後
に
‘
尚
死
を
目
差
す
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
（
例
え
ば
‘
決
闘
の
禁



120 

文

学

部

助

手

止
(
§
4
3
2
,

Z
u
s
a
t
z
)
。
死
を
恐
れ
ず
‘
主
張
さ
れ
る
偉
大
な
思
想
や
行
な
わ
れ
る
偉
大
な
行
為
も
あ
る
。
し
か
し
‘
こ
の
場
合
に
も
先
の
原
則
に

悸
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
し
‘
逆
に
死
が
そ
の
偉
大
さ
の
保
証
に
は
な
ら
な
い
。
現
実
の
生
命
を
死
に
等
し
い
よ
う
な
無
意
味

さ
に
追
い
込
む
こ
と
は
避
け
ね
ば
な
ら
な
い
。

V
gl. P
h
a
n
 3
2
1
-
3
2
3

。

(27)
各
人
は
こ
の
闘
い
の
目
的
の
内
容
を
自
已
の
思
弁
的
な
内
容
と
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

似
の
態
度
を
採
っ
て
い
る

(
P
h
a
n
4
2
l
f
)

。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
対
し
て
も
類




