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る。

一
七
九
四
年
に
『
学
者
の
使
命
』
に
お
い
て
、
彼
は
「
人
間
は
如
何
に
し

(

1

)

 

て
自
己
の
外
に
自
分
と
同
じ
も
の
で
あ
る
理
性
的
存
在
者
を
想
定
し
、
承
認
す
る
に
到
る
の
か
」
と
い
う
問
を
立
て
、
こ
れ
に
対
し
て

類
推
に
基
づ
く
蓋
然
的
な
他
者
認
識
で
答
え
て
い
る
。
そ
こ
で
は
こ
の
問
は
、
「
哲
学
が
学
問
や
知
識
学
に
な
り
う
る
前
に
最
初
に
答

え
る
べ
き
多
く
の
問
」
の
―
つ
で
あ
り
、
重
要
な
問
で
は
あ
る
が
「
理
論
的
領
域
」
に
は
属
さ
な
い
と
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
知

識
学
の
応
用
さ
れ
た
「
特
殊
な
学
問
」
で
あ
る
『
知
識
学
の
諸
原
理
に
よ
る
自
然
法
の
某
礎
』
(
-
七
九
六
年
）
と
『
知
識
学
の
諸
原

理
に
よ
る
道
徳
論
の
体
系
』
(
-
七
九
八
年
）
で
は
、
知
識
学
に
基
づ
い
て
、
他
の
理
性
的
存
在
者
の
演
繹
が
試
み
ら
れ
る
よ
う
に
な

更
に
一
七
九
八
／
九
九
年
の
冬
学
期
に
フ
ィ
ヒ
テ
が
イ
ニ
ナ
大
学
で
行
っ
た

s
c
h
a
f
t
s
l
e
h
r
e
 
n
o
v
a
 m
e
t
h
o
d
o
)
と
題
す
る
講
義
で
は
、
知
識
学
の
問
題
と
し
て
他
者
が
論
じ
ら
れ
る
に
到
る
。
こ
の
よ
う
に
、
こ

の
時
期
の
フ
ィ
ヒ
テ
に
と
っ
て
他
者
の
問
題
は
、
知
識
学
の
外
の
問
題
か
ら
知
識
学
の
応
用
の
問
題
へ
、
そ
し
て
更
に
知
識
学
自
身
の

フ
ィ
ヒ
テ
に
と
っ
て
他
者
論
は
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
°

問

題

呈

示

『
新
し
い
方
法
に
よ
る
知
識
学
』

『
新
し
い
方
法
に
よ
る
知
識
学
』

(
d
芯
W
i
s
s
e
n

入

の
他
者
論

江

幸

男
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わ
か
り
づ
ら
く
な
っ
た
。
」

(
K
l
O
,vgl• 

K
7
2
)
 

(

2

)

 

問
題
へ
と
次
第
に
重
要
な
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
で
は
知
識
学
は
他
者
論
の
導
入
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
だ

(

3

)

 

『
全
知
識
学
の
甚
礎
』
(
-
七
九
四
年
）
に
対
す
る
不
満
を
フ
ィ
ヒ
テ
は
多
く
の
箇
所
で
述
べ
て
い
る
。
不
満
の
理
由
の
―
つ
は
方

法
に
あ
っ
た
。

一
七
九
九
年
三
月
十
七
日
付
の

J
.
E
.
C
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
宛
の
書
簡
で
、
「
あ
な
た
が
私
の
知
識
学
の
従
来
の
叙
述

（
『
全
知
識
学
の
基
礎
』
）
の
中
に
見
い
出
さ
れ
る
不
充
分
な
点
は
ど
こ
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
原
理
の
中
に
は
な
い
で
し
ょ
う
。
し

(

4

)

 

か
し
そ
れ
は
導
出
の
中
に
あ
り
ま
す
」
（
括
弧
内
は
引
用
者
付
記
、
以
下
の
引
用
で
も
同
様
）
と
い
う
。
ま
た
一
八

0
一
年
一
月
―
―
-
+

一
日
付
の

F
・
ヨ
ハ
ン
セ
ン
宛
の
書
簡
で
も
、
「
私
は
印
刷
さ
れ
た
知
識
学
（
『
全
知
識
学
の
基
礎
』
）
は
、
そ
れ
が
書
か
れ
た
時
代
の

跡
を
非
常
に
多
く
の
こ
し
て
お
り
、
そ
れ
が
そ
の
時
代
に
則
っ
て
採
用
し
た
哲
学
す
る
手
法
も
時
代
の
跡
を
の
こ
し
て
い
る
。
そ
の
こ

(

5

)

 

と
に
よ
っ
て
そ
れ
は
、
超
越
論
的
観
念
論
の
叙
述
が
必
要
と
す
る
よ
り
も
不
明
確
に
な
っ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
原
理
の
薄
出
の

••••• 

手
法
・
方
法
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
不
満
か
ら
、
『
新
し
い
方
法
に
よ
る
知
識
学
』
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

で
は
方
法
は
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
二
つ
の
知
識
学
を
読
ん
で
ま
ず
目
に
つ
く
方
法
上
の
差
異
は
、
『
全
知
識
学
の

基
礎
』
が
理
論
的
部
分
と
実
践
的
部
分
に
分
か
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
『
新
し
い
方
法
に
よ
る
知
識
学
』
で
は
両
者
が
分
け
ら
れ
て

い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
「
講
義
の
中
で
は
、
理
論
的
と
実
践
的
と
い
う
哲
学
の
従
来
の
普
通
の
区
分
は
現
わ
れ
な
い
。
む
し
ろ
彼
（
フ

(

6

)

 

ィ
ヒ
テ
）
は
哲
学
一
般
を
講
義
し
、
理
論
的
哲
学
と
実
践
的
哲
学
を
統
一
す
る
。
」

(
H
1
7
)

「
命
題
の
可
能
性
の
諸
条
件
が
自
然
的
秩

序
に
お
い
て
で
は
な
く
、
理
論
的
部
分
と
実
践
的
部
分
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
た
か
ら
、
最
初
の
叙
述
（
『
全
知
識
学
の
基
礎
』
）
は
少
し

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
論
じ
方
を
変
え
た
の
は
単
に
わ
か
り
や
す
く
す
る
た
め
だ
け
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
『
新
し
い
方
法
に
よ
る
知

ろ
う
か
。
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識
学
』
で
フ
ィ
ヒ
テ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

な
項
へ
進
ん
で
ゆ
く
。

そ
れ
（
最
も
内
的
な
項
）

「
知
識
学
の
こ
の
叙
述
の
中
で
は
、

中
心
点
つ
ま
り
綜
合
的
思
惟
を
見
つ
け
る
た
め
に
外
的
な
項
か
ら
出
発
す
る
か
ら
で
あ
る
。
」

な
項
」

11

「
綜
合
的
思
惟
」
と
は
「
目
的
の
思
惟
か
ら
出
発
す
る
観
念
的
思
惟
の
系
列
」
と
「
意
欲
に
関
係
す
る
客
体
の
思
惟
か
ら

つ
ま
り
実
践
的
態
度
と
理
論
的
態
度
を
綜
合
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、

「
最
も
内
的

こ
の
綜
合

一
八

0
一
年
五
月
三
十
一
日
付
の
シ
ェ
リ
ン
グ
宛
の
雷
簡
で
フ
ィ
ヒ
テ

は
、
「
知
識
学
（
『
全
知
識
学
の
基
礎
』
）
は
原
理
に
お
い
て
は
全
く
欠
け
て
い
な
い
が
、
お
そ
ら
く
完
成
が
欠
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち

最
高
の
綜
合
、
精
神
世
界
の
綜
合
が
ま
だ
な
さ
れ
て
い
な
い
。
私
が
こ
の
綜
合
を
な
す
準
備
を
し
た
と
き
ち
ょ
う
ど
無
神
論
と
呼
ば
れ

(

7

)

 

た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
精
神
世
界
の
綜
合
こ
そ
、
二
つ
の
知
識
学
を
分
け
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
後
の
知
識
学
の
進
展

の
方
向
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
「
こ
の
（
『
全
知
識
学
の
基
礎
』
）
の
中
で
は
、
当
時
の
時
代
状
況
の
求
め
で
、
我
々
の
全
意
識
が
そ
の

根
拠
を
、
常
に
真
で
あ
り
つ
づ
け
る
我
々
の
思
惟
法
則
の
中
に
持
つ
こ
と
を
示
す
と
い
う
主
要
目
的
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
我
々
は
現

在
の
叙
述
に
よ
っ
て
、
叡
知
的
世
界
と
い
う
経
験
的
世
界
の
た
め
の
堅
固
な
基
体
を
同
時
に
手
に
入
れ
た
。
」
(
H
1
5
0
)

こ
の
叡
知
的

世
界
は
、
先
の
精
神
的
世
界
に
あ
た
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
「
知
識
学
の
現
在
の
叙
述
は
、
印
刷
さ
れ
た
知
識
学
（
『
全

(
H
1
5
0
)

両
知
識
学
の
内
容
上
の
最
も
重
要
な
差
異
は
こ
こ
に
見
ら
れ
る
。

こ
の
叡
知
的
世
界
を
述
べ
る
た
め
に
新
し
い
方
法
を
と
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

の
叡
知
的
世
界
と
は
、
別
の
表
現
で
は
「
理
性
的
存
在
者
の
国
」
で
あ
る
が
、
こ
の
「
理
性
的
存
在
者
の
国
」
に
つ
い
て
の
叙
述
は
、

『
自
然
法
の
基
礎
』
と
『
造
徳
論
の
体
系
』
に
お
け
る
他
者
論
を
取
り
入
れ
た
も
の
で
あ
る
。
「
印
刷
さ
れ
た
知
識
学
の
中
で
は
、

い
方
法
に
よ
る
知
識
学
』
で
フ
ィ
ヒ
テ
は
、

知
識
学
の
基
礎
』
）
か
ら
離
れ
る
の
で
あ
る
。
」

こ
そ
『
全
知
識
学
の
基
礎
』
に
欠
け
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

出
発
す
る
実
在
的
思
惟
の
系
列
」
を
結
合
す
る
項
、

は
印
刷
さ
れ
た
知
識
学

(
H
1
9
0
)

こ
こ
に
い
う

（
『
全
知
識
学
の
基
礎
』
）
の
中
に
は
な
い
。

純 こ

『
新
し

と
い
う
の
は

我
々
の
歩
み
は
最
も
内
的
な
項
か
ら
外
的
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『
新
し
い
方
法
に
よ
る
知
識
学
』
に
お
け
る
他
者
論
の
位
置

こ
と
を
明
確
に
し
た
い
。

粋
自
我
は
人
格
的
自
我
性

(
d
i
e
p
e
r
s
o
n
l
i
c
h
e
 I
c
h
h
e
i
t
)

と
は
全
く
異
な
る
理
性
一
般
と
し
て
理
解
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
」

(
H
2
4
0
)

し
か
し
、
こ
こ
で
は
「
個
人
と
し
て
の
私
の
成
立
」

(
H
2
4
0
)

が
語
ら
れ
、
「
自
己
意
識
は
個
人
性

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

の
意
識
な
く

し
て
は
不
可
能
」

(
H
2
4
1
)

と
考
え
ら
れ
る
と
い
う
差
異
が
あ
る
が
、
こ
の
「
個
人
と
し
て
の
私
の
成
立
」
に
お
い
て
不
可
欠
な
の
が
、

他
の
理
性
的
存
在
者
か
ら
の
働
き
か
け
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
確
か
に
フ
ィ
ヒ
テ
は
他
者
論
の
重
要
性
に
気
づ
く
以
前
に
、
非
常
に
早
く

(

8

)

 

か
ら
『
全
知
識
学
の
基
礎
』
の
不
充
分
さ
を
認
め
て
「
新
た
に
全
く
書
き
直
す
」
(
-
七
九
四
年
九
月
三
十
日
付
の
ゲ
ー
テ
宛
書
簡
）

こ
と
を
考
え
て
い
た
が
、
そ
れ
が
具
体
的
に
『
新
し
い
方
法
に
よ
る
知
識
学
』
の
方
法
と
内
容
と
い
う
か
た
ち
を
と
る
に
到
っ
た
原
因

の
一
っ
は
、
こ
の
時
期
フ
ィ
ヒ
テ
に
と
っ
て
次
第
に
重
要
に
な
っ
て
き
て
い
る
他
者
問
題
へ
の
関
心
に
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い

か
。
こ
れ
を
証
明
す
る
た
め
に
、
以
下
で
は
『
新
し
い
方
法
に
よ
る
知
識
学
』
で
他
者
論
が
重
要
な
中
心
的
な
役
割
を
は
た
し
て
い
る

フ
ィ
ヒ
テ
に
よ
る
と
「
哲
学
と
知
識
学
は
同
一
で
あ
り
」

(
H
1
7
)

「
哲
学
と
形
而
上
学
も
同
一
で
あ
る
」

(
H
l
9
)
。
そ
し
て
そ
の
哲

学
の
課
題
は
、
「
我
々
は
ど
の
よ
う
に
し
て
、
我
々
の
表
象
の
外
に
現
実
的
な
物
が
存
在
し
て
い
る
と
想
定
す
る
よ
う
に
な
る
の
か
」

(
K
4
)

「
我
々
は
ど
の
よ
う
に
し
て
、
我
々
の
表
象
に
表
象
の
外
の
物
が
対
応
し
て
い
る
と
想
定
す
る
よ
う
に
な
る
の
か
」

(
H
1
8
)

(

9

)

 

「
必
然
性
の
感
情
を
伴
っ
て
意
識
の
中
に
現
わ
れ
る
も
の
の
根
拠
は
何
か
」

(
H
1
8
)

と
い
う
問
に
答
え
る
こ
と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
「
意
識
の
中
で
必
然
性
の
感
情
を
伴
っ
て
現
わ
れ
る
も
の
は
、
全
経
験
で
あ
る
」

(
H
2
0
)

の
で
、
こ
の
経
験
の
根
拠
を

フ
ィ
ヒ
テ
は
経
験
の
外
に
求
め
る
こ
と
に
な
る
。
「
独
断
論
者
」
は
こ
の
根
拠
と
し
て
「
物
自
体
」
を
要
請
し
、
「
観
念
論
者
」
は
「
表
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に
よ
る
知
識
学
』
の
前
半
部
（
竺
1
か
ら
切
1
2
ま
で
）
を
な
す
。

象
す
る
者
」
を
要
請
す
る

(
H
2
0
)
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
む
ろ
ん
観
念
論
を
と
る
の
で
あ
る
が
、
独
断
論
と
観
念
論
の
間
に
は
何
ら
共
通
の

も
の
が
な
い
か
ら
、
哲
学
的
論
争
に
よ
っ
て
ど
ち
ら
か
に
決
定
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
彼
が
観
念
論
を
と
る
の
は
信
仰
に
基
づ
く
。

「
観
念
論
者
の
体
系
は
、
自
己
自
身
へ
の
或
い
は
自
分
の
自
発
性
へ
の
信
仰
に
基
づ
い
て
い
る
。
」

(
H
2
3
,vgl• 

K
l
7
)
 

「
事
行

(
T
h
a
t
h
a
n
d
l
u
n
g
)

に
基
つ
い
た
―
つ
の
要
請

(
P
o
s
t
u
l
a
t
)
」（
H
2
9
f
.
)

で
は
じ
め
る
。

要
請
さ
れ
る
の
は
「
私
が
私
を
直
接
に
意
識
し
て
い
る
」
と
い
う
「
直
接
的
意
識
」

(
H
2
9
f
)
11

「
知
的
直
観
」

(
e
i
n
e
i
n
t
e
l
l
e
c
t
u
e
l
l
e
 

A
n
s
c
h
a
u
u
n
g
)
 (
H
3
1
)

で
あ
る
。
ふ
つ
う
意
識
の
意
識
と
い
え
ば
、
こ
れ
を
意
識
す
る
た
め
に
更
に
別
の
意
識
が
要
求
さ
れ
、
こ
の

別
の
意
識
を
意
識
す
る
た
め
に
更
に
別
の
意
識
が
要
求
さ
れ
、
以
下
同
様
に
無
限
に
続
く
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
が
、

フ
ィ
ヒ
テ
が
こ

こ
で
い
う
「
直
接
的
意
識
」
に
お
い
て
は
、
こ
の
無
限
進
行
を
さ
け
る
た
め
に
、
「
意
識
が
同
時
に
客
観
で
あ
り
且
主
観
で
あ
る
」

(
H

3
0
)

こ
と
、
「
措
定
す
る
も
の
と
措
定
さ
れ
る
も
の
の
同
一
性
」

(
H
3
0
)

が
要
請
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
要
請
さ
れ
た
意
識
が
成

立
す
る
条
件
を
次
々
に
遡
っ
て
ゆ
き
、
最
高
の
条
件
に
ま
で
「
上
昇
」

(
A
u
f
s
t
e
i
g
e
n
)

(
H
l
3
2
)

し
て
ゆ
く
過
程
が
、
『
新
し
い
方
法

さ
て
、
こ
の
「
直
接
意
識
」
は
そ
れ
だ
け
で
は
自
己
内
に
留
ま
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
現
実
的
意
識
で
は
な
い
。

識
は
全
く
如
何
な
る
意
識
で
も
な
く
、
自
己
自
身
の
死
せ
る
措
定
で
あ
り
、
如
何
な
る
直
観
で
も
な
い
。
で
は
、
自
我
は
如
何
に
し
て

こ
れ
か
ら
外
に
出
る
こ
と
が
出
来
る
の
だ
ろ
う
か
。
自
我
が
自
己
自
身
を
措
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
従
っ
て
、
爾
接
的
意
識

は
自
由
の
行
為

(
A
k
t
d
e
r
 F
r
e
i
h
e
i
t
)

に
よ
っ
て
意
識
に
な
る
。
」

(
H
4
5
)

自
由
に
行
為
す
る
と
は
、

w
e
r
f
e
n
)

す
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
で
次
に

「
こ
の
目
的
の
概
念
を
企
投
す
る
こ
と
は
如
何
に
し
て
可
能
か
」

(
H
5
7
)

が
問
わ
れ

る
。
目
的
概
念
は
当
然
客
体
の
認
識
を
前
提
し
て
お
り
、
客
体
の
認
識
は
現
実
的
感
情
に
も
と
づ
い
て
お
り
、
こ
の
感
情
は
我
々
の
行

か
か
る
観
念
論
を
フ
ィ
ヒ
テ
は

「
直
接
的
意

目
的
の
概
念
を
企
投

(
E
n
t
-
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合
的
上
昇
の
最
後
の
歩
み
」

(
H
l
3
2
)

と
な
る
。

為
と
行
為
の
意
識
に
も
と
づ
い
て
い
る

(
H
1
2
8
)
。
し
か
し
こ
の
行
為
は
目
的
概
念
を
前
提
し
て
い
た
。
ゆ
え
に
、
こ
こ
に
最
終
的
に

説
明
の
「
循
還
」

(
N
i
r
k
e
l
)
 
(

H

 1
2
8
£
£
.
)

が
生
じ
る
。
こ
の
「
循
還
」
は
、
客
観
的
認
識
と
目
的
概
念
の
循
還
と
い
っ
て
も
、
感
情
と

行
為
の
循
還
と
い
っ
て
も
よ
い
。
ま
た
「
惑
情
は
制
約
性
で
あ
り
、
行
為
は
自
由
で
あ
る
」
と
こ
ろ
か
ら
、
制
約
性
と
自
由
の
循
還
と

言
い
換
え
る
こ
と
も
出
来
る
。
意
識
の
条
件
を
遡
る
「
上
昇
」
の
過
程
は
、
こ
の
よ
う
な
「
循
還
」
に
ゆ
き
あ
た
っ
た
。
フ
ィ
ヒ
テ
が

『
新
し
い
方
法
に
よ
る
知
識
学
』
を
理
論
的
部
分
と
実
践
的
部
分
に
分
け
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
理
論
的
態
度
と
実
践
的
態
度
の

密
接
な
関
係
を
論
じ
た
か
っ
た
か
ら
に
違
い
な
い
が
、
そ
の
密
接
な
関
係
は
こ
こ
で
最
終
的
に
、
両
態
度
の
「
循
還
」
と
し
て
規
定
さ

れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
我
々
は
さ
し
あ
た
り
こ
の
「
循
還
」
を
述
べ
る
た
め
に
フ
ィ
ヒ
テ
は
理
論
的
部
分
と
実
践
的
部
分
に
分
け

な
か
っ
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。
こ
の
「
循
還
」
を
解
決
す
る
も
の
と
し
て
、
次
に
意
識
の
最
高
の
条
件
が
述
べ
ら
れ
る
。
そ
れ
が
「
総

さ
て
、
こ
の
「
循
還
」
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、
自
由
と
制
約
性
を
綜
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
も
の
に

な
る
だ
ろ
う
か
。
自
由
が
「
規
定
可
能
性
か
ら
規
定
性
へ
の
絶
対
的
移
行
」

(
H
1
3
0
)

で
あ
る
と
す
る
と
き
、
こ
れ
と
制
約
性
は
ど
の

よ
う
に
綜
合
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
か
°
移
行
の
絶
対
性
が
制
約
さ
れ
て
は
自
由
で
は
な
く
な
る
。
ま
た
、
規
定
性
が
は
じ
め
か
ら
制
約

さ
れ
て
い
て
も
自
由
は
成
立
し
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
制
約
性
は
規
定
可
能
性
の
中
に
の
み
あ
り
う
る
。
つ
ま
り
規
定
可
能
性
が
、
制
約

さ
れ
た
規
定
可
能
性
、
「
有
限
な
一
定
量
」

(
H
1
3
0
)

で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
自
由
と
制
約
性
は
綜
合
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
綜
合
を
別
の
面
か
ら
見
て
み
よ
う
。
自
我
は
感
情
の
多
様
を
意
欲
へ
関
係
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
統
一
す
る
。
そ
の
際
、
感
情

と
意
欲
を
関
係
づ
け
る
の
は
思
惟
で
あ
る
。
詳
し
く
い
う
と
、
私
が
感
情
の
多
様
を
統
一
す
る
に
は
多
様
の
中
に
同
一
の
も
の
が
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
が
「
私
の
意
欲
の
知
的
直
観
」

(
H
l
2
6
)

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
思
惟
は
こ
の
知
的
直
観
を
感
情
の
多
様
へ
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(
I
n
d
i
v
i
d
u
u
m
)
と
な
る
。

ligible 
W
e
l
t
)

で
あ
る

(
H
1
4
1
)

。

私
は
規
定
さ
れ
た
も
の
と
し
て
「
個
人
」

に
よ
っ
て
の
み
、

関
係
づ
け
る
の
で
あ
る
。
こ
の
知
的
直
観
は
、
冒
頭
に
要
請
さ
れ
た
知
的
直
観
と
同
じ
も
の
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
こ
の
知
的
直
観
は

直
接
に
そ
れ
だ
け
で
現
わ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
こ
の
思
惟
11
作
用
に
お
い
て
考
え
ら
れ
る
だ
け
で
あ
り
、
我
々
は
そ
れ
を
、
た
だ
思
惟

つ
ま
り
抽
象
と
反
省
と
そ
れ
ら
か
ら
我
々
の
哲
学
の
規
則
に
従
っ
て
導
き
出
さ
れ
た
推
論
と
に
よ
っ
て
の
み
知
る

(
H
1
3
3
 f
)

。
こ
の
知
的
直
観
は
、
叡
知
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、

s
t
e
h
e
n
)
生
成
し
た
り

(
w
e
r
d
e
n
)

せ
ず
、
た
だ
そ
こ
に
あ
る
。

い
わ
ば
時
間
の
外
に
あ
り
、
従
っ
て
知
的
直
観
は
生
起
し
た
り

(
e
n
t
,
 

た
も
の
」
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
「
超
感
性
的
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
我
々
は
何
も
知
ら
な
い
。
そ
れ
は
我
々
に
は
、

つ
の
要
求
と
し
て
現
象
す
る
（
ど
の
よ
う
に
現
象
す
る
か
は
後
に
述
べ
ら
れ
る
）
＇
~
従
っ
て
、

「
規
定
さ
れ

―
つ
の
意
欲
一

定
言

的
要
求

(
c
a
t
e
g
o
r
i
s
c
h
e
F
o
d
e
r
u
n
g
)

と
し
て
、
規
定
さ
れ
た
絶
対
的
当
為

(
b
e
s
t
i
m
m
t
e
s
a
b
s
o
l
u
t
e
s
 S
o
l
l
e
n
)
と
し
て
現
象
す
る

に
ち
が
い
な
い
だ
ろ
う
。
」
(
H
1
3
4
)

こ
の
「
規
定
さ
れ
た
絶
対
的
当
為
」
に
お
い
て
自
由
と
制
約
性
は
統
一
さ
れ
て
い
る
と
フ
ィ
ヒ

さ
て
、
「
規
定
さ
れ
た
当
為
」
と
し
て
現
象
す
る
「
純
粋
意
志
」
を
思
惟
す
る
に
は
、
思
惟
の
法
則
に
従
っ
て
、
「
規
定
可
能
な
も
の

の
体
系
」
(
H
1
3
8
)

を
前
提
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
「
規
定
さ
れ
た
も
の
」
が
叡
知
的
で
精
神
的
で
あ
る
か
ら
、
「
規
定
可

能
な
も
の
」
も
ま
た
叡
知
的
で
精
神
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
こ
れ
は
、
「
精
神
的
な
も
の
の
一
集
合
体
、
領
域
」
11
「
私
の

類
の
本
質
と
し
て
の
精
神
の
国
」
11

「
理
性
的
存
在
者
の
国
」

(
d
a
s
R
e
i
c
h
 v
e
r
n
i
i
n
f
t
i
g
e
r
 W
 e
s
e
n
)
 11
「
叡
知
的
世
界
」

(
d
i
e
intel' 

こ
の
「
理
性
的
存
在
者
の
国
」
に
対
す
る
と
き
、

フ
ィ
ヒ
テ
は
意
識
の
説
明
を
求
め
て
、
条
件
を
次
々
に
遡
っ
て
上
昇
し
て
き
た
が
、
こ
の
「
規
定
さ
れ
た
純
粋
意
志
」
と
「
理
性
的

テ
は
考
え
る
。

こ
の
（
意
欲
の
）
規
定
性
は
、

か
か
る
知
的
直
観
に
よ
っ
て
直
観
さ
れ
た
意
欲
と
は
、
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存
在
者
の
国
」
こ
そ
が
、
意
識
の
最
高
の
条
件
で
あ
り
、
こ
の
後
は
「
我
々
の
意
識
の
残
り
の
全
て
の
客
体
の
導
出
の
道
が
は
じ
ま

る」

(
H
1
4
5
)
。
こ
こ
か
ら
「
下
降
す
る
」

(
h
e
r
a
b
s
t
e
i
g
e
n
)

(

H

 1
3
2
)

過
程
が
、
後
半
部
(
§
1
3
か
ら
切
1
9
ま
で
）
を
な
す
。
「
私
の
す

べ
て
の
経
験
的
諸
規
定
は
、
私
の
根
源
的
規
定
性
か
ら
の
み
導
出
さ
れ
、
こ
の
前
提
の
下
で
の
み
考
え
ら
れ
う
る
。
」

(
H
1
4
1
)

「
こ
の

必
然
的
に
措
定
さ
る
べ
き
規
定
可
能
な
も
の
か
ら
、
我
々
は
今
や
す
べ
て
の
客
体
を
I

純
粋
な
意
欲
と
し
て
の
当
為
の
直
接
的
意
識

か
ら
瑯
出
さ
れ
た
間
接
的
な
も
の
と
し
て
I

導
出
す
る
だ
ろ
う
。
」

(
H
1
3
8
)

「
経
験
は
、
私
も
そ
の
中
に
考
え
ら
れ
て
い
る
理
性
的

存
在
者
の
国
か
ら
出
発
し
、
こ
の
叡
知
的
世
界
に
残
り
の
全
経
験
が
…
…
結
び
つ
い
て
い
る
。
」

(
H
l
4
3
)

こ
の
下
降
の
道
に
お
い
て

最
っ
と
も
重
要
な
問
題
は
、
下
降
の
は
じ
め
、

フ
ィ
ヒ
テ
の
整
理
に
よ
る
と

つ
ま
り
意
識
の
始
ま
り
で
あ
る
。
意
識
の
始
ま
り
に
お
い
て
最
っ
と
も
重
要
な
契
機
は
、

他
の
理
性
的
存
在
者
と
の
関
係
で
あ
る
。
こ
れ
を
次
に
述
べ
よ
う

0

「
最
高
の
規
定
可
能
な
も
の
」
は
「
純
粋
意
志
」
「
理
性
的
存
在
者
の
国
」
「
理
性
一
般
の
国
」
で
あ
り
、

二
、
こ
れ
が
規
定
さ
れ
る
と
「
個
人
性
」
(
I
n
d
i
v
i
d
u
a
l
i
t
a
t
)

「
規
定
さ
れ
た
純
粋
意
志
」
が
生
じ
、

三
、
こ
れ
が
更
に
規
定
さ
れ
る
と
「
現
実
的
経
験
的
意
欲
」
に
な
る

(
H
1
7
6
)
。

ま
ず
問
題
に
な
る
の
は
、
「
理
性
一
般
の
国
」
が
如
何
に
し
て
「
個
人
性
」
へ
と
規
定
さ
れ
る
か
で
あ
る
。
こ
こ
で
フ
ィ
ヒ
テ
は

り
出
し
」
(
H
e
r
a
u
s
g
r
e
i
f
e
n
)

と
い
う
言
葉
を
用
い
る
。
「
理
性
の
国
の
集
合
体
か
ら
の
私
自
身
の
取
り
出
し
に
よ
っ
て
、
自
己
意
識
が

は
じ
ま
る
。
こ
れ
が
意
識
の
最
深
の
点
で
あ
る
。
」
(
H
1
7
7

傍
点
は
引
用
者
）
「
取
り
出
し
」
は
意
識
の
最
高
の
条
件
で
あ
る
「
理
性
的

存
在
者
の
国
」
と
「
規
定
さ
れ
た
純
粋
意
志
」
の
関
係
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
「
取
り
出
し
」
こ
そ
意
識
の
最
高
の
条
件
で
あ
る
と
い
う

こ
と
も
出
来
る
だ
ろ
う
。
「
我
々
の
意
識
に
お
け
る
最
高
の
も
の
は
、
理
性
の
集
合
体
か
ら
の
取
り
出
し
で
あ
る
。
こ
れ
は
純
粋
で
あ

ヽ

「
取
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『
自
然
法
の
基
礎
』
に
お
い
て
で
は

「
促
し
」

(
1
0
)
 

っ
て
、
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
は
意
識
の
中
に
現
わ
れ
る
こ
と
は
出
来
ず
、
む
し
ろ
行
為
に
お
い
て
自
由
を
外
化
す
る
よ
う
に
促
さ

れ
て
い
る
こ
と

(
e
i
n
A
u
f
g
e
f
o
d
e
r
t
s
e
y
n
,
 N
 u
r
 A
u
B
e
r
u
n
g
 d
e
r
 F
r
e
i
h
e
i
t
 i
m
 H
a
n
d
e
l
n
)
と
し
て
の
み
現
わ
れ
る
こ
と
が
出
来

る。」

(
H
2
5
2
)

こ
の
「
取
り
出
し
」
は
「
叡
知
的
世
界
」
で
の
出
来
事
で
あ
り
、
こ
の
「
取
り
出
し
」
の
「
感
性
界
」
で
の
現
象
が

「
促
さ
れ
て
い
る
こ
と
」
で
あ
る
。
従
っ
て
、
「
意
識
は
促
し

(
e
i
n
e
A
u
f
f
o
d
e
r
u
n
g
)
の
意
識
で
始
ま
る
」

(
H
1
9
0
)
と
も
言
い
う
る
。

「
取
り
出
し
」
に
よ
っ
て
生
じ
る
「
個
体
性
」
は
「
規
定
さ
れ
た
純
粋
意
志
」
で
あ
り
、
こ
れ
も
ま
た
叡
知
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ

が
「
感
性
化
」
さ
れ
る
と
「
促
し
」
に
な
る
。
「
そ
れ
（
感
性
化
さ
れ
た
個
体
性
）
は
、
私
の
純
粋
意
志
の
感
性
化
、

つ
ま
り
感
性
界

に
お
け
る
事
実
と
し
て
の
、
自
由
な
行
為
へ
の
促
し
に
他
な
ら
な
い
。
」

(
H
2
5
1
)

「
個
体
性
」
を
「
取
り
出
す
」
こ
と
は
、

を
「
知
覚
す
る
」
こ
と
に
対
応
し
て
い
る
。
こ
の
「
促
し
」
こ
そ
、
自
由
と
制
約
性
を
綜
合
し
て
循
還
を
解
く
も
の
で
あ
る
と
判
る
。

「
促
し
」
は
「
最
初
の
概
念
」

(
H
1
7
7
)

つ
ま
り
最
初
の
目
的
概
念
で
あ
り
、
そ
の
認
識
は
「
最
初
の
認
識
」

(
H
1
7
7
)

で
あ
っ
て
、

こ
の
認
識
に
よ
っ
て
「
個
体
性
」
は
同
時
に
「
現
実
的
経
験
的
意
欲
」
に
な
っ
て
い
る
。

以
上
に
述
べ
て
き
た
こ
と
を
ふ
り
返
っ
て
み
よ
う
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
意
識
の
条
件
を
遡
っ
て
「
循
還
」
に
ゆ
き
あ
た
り
、
こ
の
「
循

還
」
を
解
く
た
め
に
「
規
定
さ
れ
た
純
粋
意
志
」
を
想
定
し
、
こ
の
「
規
定
さ
れ
た
純
粋
意
志
」
の
前
提
と
し
て
「
理
性
的
存
在
者
の

国
」
を
考
え
た
。
我
々
は
先
に
、

フ
ィ
ヒ
テ
が
理
論
的
部
分
と
実
践
的
部
分
を
分
け
な
か
っ
た
の
は
、
認
識
と
行
為
の
「
循
還
」
を
論

じ
る
た
め
で
あ
っ
た
と
述
べ
た
。
こ
の
よ
う
な
「
循
還
」
を
フ
ィ
ヒ
テ
が
最
初
に
述
べ
た
の
は
、

な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
も
、
行
為
と
認
識
の
「
循
還
」
を
解
く
た
め
に
や
は
り
―
つ
の
総
合
が
要
求
さ
れ
、
こ
の
総
合
と
し
て
、
他

の
理
性
的
存
在
者
に
よ
る
「
促
し
」
が
演
繹
さ
れ
た
。
『
道
徳
論
の
体
系
』
で
は
、
「
循
還
」
を
め
ぐ
る
議
論
は
も
う
少
し
混
み
入
っ
て

い
る
が
、
そ
れ
が
最
終
的
に
他
の
理
性
的
存
在
者
に
よ
る
「
促
し
」
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
点
は
同
じ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
「
循
還
」
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の
解
決
は
「
規
定
さ
れ
た
絶
対
的
当
為
」
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
実
は
自
由
な
行
為
へ
の
「
促
し
」
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
も

や
は
り
「
循
還
」
を
論
じ
る
背
景
に
は
、
他
の
理
性
的
存
在
者
に
よ
る
「
促
し
」
が
考
え
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
れ
ゆ
え
我

々
は
、

フ
ィ
ヒ
テ
が
理
性
的
部
分
と
実
践
的
部
分
に
分
け
な
い
で
論
じ
た
の
は
、
「
循
還
」
を
論
じ
る
た
め
で
あ
り
、
更
に
は
意
識
の

最
高
の
条
件
と
し
て
の
「
規
定
さ
れ
た
純
粋
意
志
」
と
「
理
性
的
存
在
者
の
国
」

11

「
叡
知
的
世
界
」
を
述
べ
る
た
め
で
あ
っ
た
と
言

え
よ
う
が
、
具
体
的
に
は
、
他
の
理
性
的
存
在
者
の
「
促
し
」
を
論
じ
る
た
め
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
の
「
促
し
」
概
念
は
『
自
然
法
の
基
礎
』
や
『
道
徳
論
の
体
系
』
で
の
そ
れ
と
ほ
ぽ
同
じ
も
の
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
こ
れ

ら
の
著
作
で
は
論
じ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
「
構
想
力
」
と
「
促
し
」
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
、
「
促
し
」
概
念
の
も
う
―
つ
の
役
割
を

構
想
力
と
「
促
し
」

自
我
が
自
由
な
行
為
へ
の
「
促
し
」
を
把
握
す
る
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
「
促
し
」
は
、
自
由
に
行
為
す
る
よ

う
に
私
に
促
す
の
だ
か
ら
、
こ
の
「
促
し
」
の
概
念
の
中
に
は
、
「
私
」
と
「
私
の
自
由
な
行
為
」
が
含
ま
れ
て
い
る
。
「
従
っ
て
、
私

は
促
し
の
概
念
に
よ
っ
て
必
然
的
に
、
私
と
私
の
自
由
な
行
為
を
見
い
出
す
（
私
と
私
の
自
由
な
行
為
が
私
に
与
え
ら
れ
る
）
。
」

1
8
0
)

で
は
更
に
、
「
私
が
私
を
見
い
出
す
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
フ
ィ
ヒ
テ
に
よ
る
と
「
自
我
性
は
観
念
的
な
も
の
と
実
在
的
な

も
の
の
絶
対
的
同
一
性
に
お
い
て
存
立
し
て
い
る
」

(
H
1
8
1
)

の
で
、
「
私
が
私
を
見
い
出
す
、
私
を
知
覚
す
る
と
は
、
私
が
私
を
観

念
的
な
も
の
と
実
在
的
な
も
の
の
同
一
性
と
し
て
見
い
出
す
こ
と
で
あ
る
」

(
H
1
8
2
)

。
こ
れ
は
如
何
し
て
可
能
だ
ろ
う
か
。
「
思
惟
に

は
、
そ
の
思
惟
の
意
識
が
直
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
自
ら
明
ら
か
で
、
あ
ら
ゆ
る
疑
い
を
免
れ
て
い
る
。
」

(
H
1
8
5
)

客

指
摘
し
た
い
。

(
H
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体
の
思
惟
と
目
的
の
思
惟
は
、
そ
れ
ら
の
意
識
に
お
い
て
は
結
合
し
て
い
る
。
こ
の
意
識
を
フ
ィ
ヒ
テ
は
「
綜
合
的
思
惟
」

(
H
1
8
5
)

と
呼
ぶ
。
「
私
が
私
を
見
い
出
す
」
の
は
、
こ
の
「
綜
合
的
思
惟
」
に
お
い
て
で
あ
る
。
「
綜
合
的
思
惟
」
の
客
体
は
自
我
自
身
で
あ
る

「
知
的
直
観
」

(
H
1
8
6
)

で
あ
り
、
「
全
て
の
時
間
の
外
」

(
H
1
9
0
)

に
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
「
促
し
」
も
そ
の
知

覚
も
感
性
的
で
あ
り
時
間
の
内
に
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
我
々
は
、
「
促
し
」
の
知
覚
は
「
綜
合
的
思
惟
」
の
感
性
化
し
た
も
の

「
綜
合
的
思
惟
」
自
身

の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
。
観
念
的
思
惟
と
実
在
的
思
惟
は
、
綜
合
的
思
惟
に
よ
っ
て
統
一
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
統
一
の
可
能
性
の

た
め
に
さ
し
あ
た
り
分
離
さ
れ
る
。
「
綜
合
と
分
析
は
こ
こ
で
は
つ
ね
に
共
存
し
て
い
る
。
」

(
H
1
8
6
)

こ
の
分
析
の
思
惟
に
よ
っ
て
時

間
が
生
じ
る
。
「
私
は
時
間
の
内
で
考
え
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
私
は
私
の
思
惟
を
時
間
の
内
へ
考
え
入
れ
る
(
h
i
n
e
i
n
d
e
n
k
e
n
)
。」

(
H
1
9
6
)

具
体
的
に
い
う
と
「
目
的
概
念
と
行
為
と
い
う
両
者
は
、
思
惟
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
、
こ
の
思
惟
に
よ
っ
て
関
係
の
中
に
措

定
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
規
定
可
能
な
も
の
が
規
定
さ
れ
た
も
の
に
先
行
す
る
と
い
う
法
則
に
従
っ
て
、
依
存
(
D
e
p
e
n
d
e
n
z
)
の
関
係
、

時
間
の
関
係
の
中
に
措
定
さ
れ
る
。
」
(
H
1
8
8
)

時
間
と
は
「
依
存
」
の
関
係
で
あ
る
。
但
し
、
こ
れ
は
因
果
関
係
と
は
異
な
る
。
「
因

ま
た
、
時
間
は
「
知
的
直
観
の
形
式
」

(
H
1
2
6
)

で
あ
る
。
「
純
粋
意
志
」
が
「
現
実
的
意
欲
」
に
な
る
た
め
に
は
、
「
純
粋
意
志
」

は
「
感
情
の
多
様
」
と
結
び
つ
か
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
際
こ
の
両
者
を
結
び
つ
け
る
思
惟
は
、
前
述
の
よ
う
に
「
知
的
直
観
」
に
関
係

す
る
。
思
惟
が
「
知
的
直
観
」
を
多
様
へ
関
係
づ
け
る
限
り
で
、
「
知
的
直
観
」
は
繰
り
返
さ
れ
持
続
す
る
も
の
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

果
関
係
の
中
に
は
い
か
な
る
時
間
も
な
い
。
」
(
H
1
8
8
)

で
は
、

こ
の
感
性
化
は
何
故
ま
た
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。

と
い
え
る
。

で
は
、

「
促
し
」
の
知
覚
は
こ
の
「
綜
合
的
思
惟
」

こ
の
感
性
化
の
必
然
性
は
実
は

に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
「
綜
合
的
思
惟
」
は
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さ
て
し
か
し
、
各
瞬
間
が
持
続
(
D
a
u
e
r
)
を
も
た
な
け
れ
ば
、
瞬
問
を
ど
ん
な
に
集
め
て
も
「
時
間
持
続
」

(
N
e
i
t
d
a
u
e
r
)
 (
H
2
2
0
)
 

は
生
じ
な
い
。
各
瞬
間
は
持
続
を
も
つ
。
そ
れ
は
、
「
構
想
力
の
揺
れ
」

(
d
a
s
S
c
h
w
e
b
e
n
 d
e
r
 E
i
n
b
i
l
d
u
n
g
s
k
r
a
f
t
)
 (
H
2
2
0
)

か
ら

生
じ
る
。
構
想
力
の
働
き
は
、
例
え
ば
一
線
分
上
の
無
限
の
点
を
「
一
気
に
」

(
a
u
£
e
i
n
m
a
l
)
(
H
2
1
2
,
 2
1
6
)

と
ら
え
る
と
い
う
よ
う

に
「
多
様
な
対
立
し
た
も
の
を
取
り
ま
と
め
る
こ
と

(
z
u
s
a
m
m
e
n
f
a
s
s
e
n
)
」（
H
2
1
2
)

で
あ
る
。
「
自
己
規
定
は
、
構
想
力
に
よ
っ
て

の
み
目
撃
さ
れ
う
る
。
」
(
H
2
2
4
)

従
っ
て
、
先
の
「
知
的
直
観
」
も
ま
た
構
想
力
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
て
の
み
可
能
で
あ
り
、
構
想

力
に
よ
っ
て
「
自
我
の
活
動
性
の
直
観
が
、
根
源
的
に
各
瞬
間
に
お
い
て
持
続
を
う
る
」

(
H
2
2
0
)

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
「
純
粋
意
志
」
の
感
性
化
に
お
い
て
構
想
力
が
重
要
な
役
割
を
は
た
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
換
言
す
れ
ば
「
促
し
」

の
知
覚
に
お
い
て
構
想
力
が
重
要
な
役
割
を
は
た
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
私
へ
の
促
し
は
、
そ
れ
が
知
覚
さ
れ
る
も
の
で

あ
っ
た
限
り
で
、
す
べ
て
の
印
象
と
同
様
に
私
の
身
体
的
行
為
の
制
約
で
あ
る
。
」

(
H
2
5
4
)

身
体
的
行
為
の
制
約
か
ら
感
情
が
生
じ

(
H
1
2
8
)

、
「
感
情
の
事
柄
」
は
「
生
産
的
構
想
力
」
に
よ
っ
て
「
直
観
の
客
体
」
に
な
る

(
H
7
0
)

。
こ
れ
だ
け
で
は
、
他
の
知
覚
に

お
け
る
構
想
力
の
働
き
と
同
じ
で
あ
る
が
、
「
促
し
」
の
知
覚
は
他
と
は
異
な
る
点
を
も
つ
は
ず
で
あ
る
。
「
促
し
」
を
知
覚
す
る
「
現

(

1

1

)

 

実
的
意
識
」
は
、
こ
の
「
促
し
」
を
説
明
す
る
た
め
に
「
私
の
外
の
自
由
な
存
在
者
」
(
H
2
5
2
)

を
考
え
る
。
そ
の
よ
う
な
現
象
と
し

て
「
促
し
」
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
「
誰
か
が
私
に
促
す
と
は
彼
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
行
為
を

完
成
す
る
た
め
に
、
多
様
の
系
列
の
中
へ
彼
が
私
を
措
定
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
彼
が
そ
の
行
為
を
A
か
ら
C
ま
で
行
っ
た
と

す
る
と
、
彼
は
私
に
そ
れ
を
最
後
ま
で
行
う
よ
う
に
促
す
の
で
あ
る
。
」

(
H
2
5
3
)

自
由
な
存
在
者
の
行
為
は
、
無
限
の
項
を
通
り
抜

け
て
行
く
こ
と
だ
か
ら
、
構
想
力
に
よ
っ
て
の
み
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
無
限
の
項
を
そ
の
途
中
か
ら
引
き
受
け
よ
と

時
間
は
こ
の
よ
う
に
持
続
す
る
「
知
的
直
観
の
形
式
」
で
あ
る
。
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結

び

よ
っ
て
全
意
識
が
論
じ
尽
さ
れ
、

「
下
降
」
の
道
は
終
了
す
る
の
で
あ
る
が
、

い
う
「
促
し
」
の
知
覚
も
構
想
力
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
例
え
ば
、

で
あ
る
が
、
あ
る
者
X
が
他
の
者
Y
に
問
う
時
、

X
は
y
が
X
の
問
を
引
き
受
け
て
、
そ
れ
に
答
え
て
く
れ
る
こ
と
を
促
し
て
い
る
の

以
上
の
よ
う
な
「
促
し
」
は
単
に
、
自
己
意
識
の
成
立
に
関
し
て
の
み
重
要
な
の
で
は
な
い
。
人
類
の
理
性
目
的
が
、
「
促
し
」

よ
る
行
為
の
連
鎖
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
「
感
性
界
に
お
け
る
い
く
つ
か
の
理
性
存
在
者
の
行
為
は
、

鎖
で
あ
る
。
…
…
理
性
全
体
は
、
た
だ
唯
一
の
行
為
を
も
つ
。
あ
る
個
人
が
行
為
を
始
め
、
他
の
個
人
が
そ
れ
を
続
け
る
°
理
性
目
的

の
全
体
が
無
数
の
個
人
に
よ
っ
て
仕
上
げ
ら
れ
る
。
」

(
H
2
5
3
f
.
)

こ
の
よ
う
な
「
促
し
」
に
よ
っ
て
「
理
性
界

(
Ve
r
n
u
n
f
t
w
e
l
t
)

は
自
己
自
身
と
相
互
作
用
す
る
」
(
H
2
6
0
)
。
他
方
「
自
然
ほ
有
機

化

(
O
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
)

の
法
則
に
よ
っ
て
自
己
自
身
と
相
互
作
用
す
る
」

(
H
2
6
0
)
。
さ
ら
に
、
こ
の
二
つ
の
世
界
同
士
も
「
分
節
さ
れ

た
身
体
」
に
お
い
て
相
互
作
用
の
関
係
に
立
つ
。
こ
の
二
世
界
の
相
互
作
用
こ
そ
が
「
意
識
の
根
本
総
合
」
で
あ
っ
て
、
こ
の
総
合
に

は
、
理
性
的
存
在
者
間
の
「
促
し
」
と
そ
の
認
識
と
の
具
体
的
な
媒
介
者
に
他
な
ら
な
い
。

関
係
の
問
題
は
、
意
識
の
始
ま
り
即
ち
下
降
の
始
ま
り
の
み
で
な
く
、
そ
の
全
体
に
渉
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
る
。

我
々
は
『
新
し
い
方
法
に
よ
る
知
識
学
』
に
お
い
て
他
者
論
が
重
要
な
役
割
を
は
た
し
て
い
る
こ
と
を
見
て
き
た
。
も
し
我
々
が
主

で
あ
る
。

と
し
て
挙
げ
て
い
る
「
問
い
」

に
つ
い
て
説
明
す
る
な
ら
ば
、

フ
ィ
ヒ
テ
が
「
促
し
」
の
「
最
も
明
確
な
例
」

(
H
2
5
1
)

．．． 

問
い
を
立
て
そ
れ
に
答
え
る
と
い
う
こ
と
は
―
つ
の
完
結
し
た
行
為

こ
こ
で
両
世
界
を
媒
介
す
る
「
分
節
さ
れ
た
身
体
」
と

こ
の
よ
う
に
、

―
つ
の
大
き
な
連

「
促
し
」
に
よ
る
対
他
者 に；
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注(
1
)
 

れ
に
つ
い
て
は
次
の
機
会
に
論
じ
た
い
。

定
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
一
者
」
が
、

ろ
う
か
。
『
人
間
の
使
命
』
(
-
八

0
0年
）
で
も
、

一
者

(
d
a
s

E
i
n
e
)
に
よ
っ
て
の
み
説
明
さ
れ

張
す
る
よ
う
に
、
他
者
論
へ
の
関
心
が
『
全
知
識
学
の
基
礎
』
か
ら
『
新
し
い
方
法
に
よ
る
知
識
学
』
へ
の
変
化
に
影
響
を
与
え
て
い

る
の
だ
と
す
る
と
、
そ
の
影
響
は
こ
の
後
の
知
識
学
に
も
見
ら
れ
る
可
能
性
が
大
き
い
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
影
響
は
確
認
で
き
る
だ

フ
ィ
ヒ
テ
は
次
の
よ
う
に
問
う
。
「
い
か
に
し
て
自
由
な
諸
精
神
は
自
由
な
諸
精

神
に
つ
い
て
知
る
の
か
。
…
…
或
い
は
『
私
は
私
と
同
類
の
理
性
的
存
在
者
を
、
そ
れ
が
感
性
界
に
お
い
て
産
み
出
す
諸
変
化
に
よ
っ

て
知
覚
す
る
』
と
君
が
私
に
言
う
つ
も
り
な
ら
、
私
は
君
に
問
い
直
す
。
い
か
に
し
て
そ
も
そ
も
君
は
こ
の
諸
変
化
自
身
を
知
覚
す
る

(
1
2
)
 

こ
と
が
出
来
る
の
か
。
」
こ
の
諸
変
化
と
は
、
『
自
然
法
の
基
礎
』
以
来
の
フ
ィ
ヒ
テ
の
論
述
に
よ
れ
ば
、
自
由
な
行
為
へ
の
「
促
し
」

に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
諸
変
化
、
「
促
し
」
の
認
識
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。
「
自
由
な
存
在
者
の
こ
の
相
互

的
認
識
と
相
互
作
用
は
…
…
自
然
法
則
と
思
惟
法
則
に
従
っ
て
は
全
く
理
解
で
き
ず
、

(
1
3
)
 

う
る
。
」
こ
の
「
一
者
」
と
は
、
「
無
限
的
意
志
」
で
あ
る
。
「
促
し
」
の
認
識
は
、
「
最
初
の
認
識
」
で
あ
り
、
意
識
が
成
立
す
る
最
初

の
瞬
問
で
あ
り
な
が
ら
、

フ
ィ
ヒ
テ
は
そ
れ
を
充
分
に
明
ら
か
に
し
て
い
な
か
っ
た
。
或
い
は
明
ら
か
に
し
え
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ

(

1

4

)

 

な
い
。
『
人
間
の
使
命
』
で
は
、
こ
の
認
識
を
「
見
え
ざ
る
世
界
の
大
い
な
る
秘
密
」
と
い
い
、
こ
の
説
明
の
た
め
に
「
一
者
」
を
想

『
知
識
学
の
叙
述
』
（
一
八

0
一
年
）
で
の
「
絶
対
者
」
に
な
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
『
新
し
い

方
法
に
よ
る
知
識
学
』
以
後
の
知
識
学
の
変
化
・
進
展
に
お
い
て
も
他
者
論
へ
の
関
心
が
影
響
を
与
え
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ

]. 
G
.
 
F
i
c
h
t
e
,
 
W
e
r
k
e
,
 
h
r
s
g
.
 
von I•H• 

F
i
c
h
t
e
,
 
G
r
u
y
t
e
r
,
 
1
9
7
1
,
 
B
d
.
 
VI, S
.
 
3
0
2
.
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(
2
)

『
学
者
の
使
命
』
か
ら
『
道
徳
論
の
体
系
』
に
到
る
他
者
論
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
初
期
フ
ィ
ヒ
テ
の
他
者
論
」
（
『
哲
学
論
叢
』
大

阪
大
学
文
学
部
哲
学
哲
学
史
第
二
講
座
発
行
、
第
十
四
号
所
収
）
を
参
照
下
さ
れ
ば
幸
甚
で
す
。

(
3
)
ア
カ
デ
ミ
ー
版
全
集
の
『
全
知
識
学
の
基
礎
』
の
編
集
者
の
解
説
に
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

(
4
)
 
J. 
G
.
 F
i
c
h
t
e
,
 
B
r
i
e
f
w
e
c
h
s
e
l
,
 
hrsg. 
v
o
n
 H
.
 S
c
h
u
l
 N)
 

O
l
m
s
,
 
1967, 
B
d
.
 
II, 
S. 
21. 

(
5
)
I
b
i
d
.
"
 B
d
.
 
II, 
S. 
310. 

(
6
)
『
新
し
い
方
法
に
よ
る
知
識
学
』
の
講
義
は
、
学
生
の
筆
記
ノ
ー
ト
と
し
て
残
っ
て
い
る
も
の
が
二
つ
あ
る
。
―
つ
は
、
ハ
レ
大
学
図
書
館

に
保
存
さ
れ
て
い
た
も
の
で
、
筆
記
者
の
名
前
は
判
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
は

H
a
n
s
J
a
c
o
b

に
よ
っ
て
一
九
三
七
年
に
出
版
さ
れ
、
現
在
は
、

ア
カ
デ
ミ
ー
版
全
集
(
I
V
•
B
d
.
 
2)

に

R.
L
a
u
t
h

と
H
・
G
l
i
w
i
z
k
y

の
編
集
で
収
め
ら
れ
て
い
る
。
も
う
ー
つ
は
、
ド
レ
ス
デ
ン
の
図

書
館
で
一
九
八

0
年
に

E
r
i
c
h
F
u
c
h
s

に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
ノ
ー
ト
で
あ
る
。
こ
れ
は

K
a
r
l
C
h
r
i
s
t
i
a
n
 
F
r
i
e
d
r
i
c
h
 K
r
a
u
s
e
 
(
一
七

八一

i
一
八
三
二
年
、
哲
学
者
）
に
よ
っ
て
筆
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は

W
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
s
l
e
h
r
e
n
o尽
a
m
e
t
芍
d
o
"
hrsg. 
v
o
n
 E
.
 

F
u
c
h
s
,
 
F
e
l
i
x
 
M
e
i
n
e
r
,
 
1
9
8
2

と
し
て
出
版
さ
れ
て
い
る
。
二
つ
の
ノ
ー
ト
は
個
々
の
表
現
に
到
る
ま
で
非
常
に
似
て
お
り
、
同
じ
講
義
の

筆
記
で
あ
る
こ
と
が
判
る
。
但
し

K
r
a
u
s
e

の
も
の
に
は

E
i
n
l
e
i
t
u
n
g
が
二
つ
あ
る
の
に
対
し
、
ハ
レ
大
学
図
書
館
の
も
の
に
は
、
最
初
の

方
の

E
i
n
l
e
i
t
u
n
g
が
欠
け
て
い
る
。
筆
記
ノ
ー
ト
で
あ
る
以
上
、
論
旨
の
と
り
に
く
い
部
分
も
多
く
、
二
つ
の
ノ
ー
ト
を
参
照
し
合
い
な
が

ら
読
む
必
要
が
あ
る
が
、
拙
稿
で
の
引
用
は
原
則
と
し
て
ハ
レ
大
学
図
書
館
の
も
の
を
用
い
、
こ
れ
に
欠
け
て
い
る
場
合
に
の
み

K
r
a
u
s
e

の

も
の
を
用
い
た
。
例
え
ば

H
1
7

は
、
ア
カ
デ
ミ
ー
版
全
集

(
I
V
.
B
d
.
 
2
)
 
S. 
1
7

を
示
し
、

K
l
O

は

v
V
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
s
l
e
h
r
e
n
o
v
a
 

m
e
t
h
o
d
o
"
 hrsg. 
v
o
n
 E• 

F
u
c
h
s
,
 
F
e
l
i
x
 
M
e
i
n
e
r
,
 
1982, 
S. 
1
0

を
示
す
。

(
7
)
 
J. 
G
.
 F
i
c
h
t
e
,
 
B
r
i
e
f
w
e
c
h
s
e
l
,
 
hrsg. 
v
o
n
 H
・
S
c
h
u
l
z
,
 O
l
m
s
,
 
1967, B
d
.
 
II, 
S. 
323. 

(
8
)
 
Ibid., 
B
d
.
 
I, 
S. 
4
0
5
.
 

(
9
)

同
様
の
定
義
が
『
第
一
序
論
』
と
『
第
二
序
論
』
で
与
え
ら
れ
て
い
た
。

J.
G
.
 
F
i
c
h
t
e
,
 
W
 ̀
r
k
e
"
 
hrsg. 
v
o
n
 I•H• 

F
i
c
h
t
e
,
 G
r
u
y
t
e
r
,
 

1971, 
B
d
.
 
I, 
S. 
4
2
3
,
 
455・ 

(10) 
A
u
f
f
o
(
r
)
d
e
r
u
n
g
,
 
A
u
f
g
e
f
o
(
r
)
d
e
r
t
s
e
i
n

を
、
私
の
こ
れ
ま
で
の
論
文
で
は
、
「
要
求
」
「
要
求
さ
れ
て
あ
る
こ
と
」
と
訳
し
て
き
た
が
、

こ
れ
で
は
や
は
り
訳
語
の
意
味
が
広
す
ぎ
る
の
で
、
「
促
し
」
「
促
さ
れ
て
い
る
こ
と
」
と
訳
す
こ
と
に
し
た
。
量
義
治
先
生
が
『
人
間
の
使
命
』

（
『
世
界
の
名
著
、
続
9
』
中
央
公
論
社
、
昭
和
四
十
九
年
、
二
三
六
頁
）
で
「
促
し
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
の
を
参
考
に
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
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(
1
1
)
「
促
し
」
を
受
け
る
当
の
現
実
的
意
識
が
、
「
促
し
」
の
原
因
と
し
て
「
私
の
外
の
自
由
な
存
在
者
」
を
考
え
る
機
制
に
つ
い
て
は
、

s
c
h
l
i
e
,
 

B
e
n
 
(
H
 1
4
1
,
 
2
4
8
)
,
 
i
i
b
e
r
t
r
a
g
e
n
 
(
H
 2
4
8
)
,
 
h
i
n
e
i
n
d
e
n
k
e
n
 
(
H
 1
4
1
)

等
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
『
自

然
法
の
基
礎
』
『
道
徳
論
の
体
系
』
で
の
論
述
の
方
が
詳
し
く
、
ま
た
論
旨
も
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。

(12) 
J
.
 

G
.
 F
i
c
h
t
e
,
 
W
e
r
k
e
,
 h
r
s
g
.
 
v
o
n
 
I• 

H. F
i
c
h
t
e
,
 
G
r
u
y
t
e
r
,
 
1
9
7
1
,
 
B
d
.
 
II, 
S
.
 
3
0
1
.
 

(13) 
I
b
i
d
.
 

(
1
4
)
I
b
i
d
.
"
 
s. 
2
9
9
.
 

（
大
阪
大
学
文
学
部
助
手
）




