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原
書
名
は

B
e
r
n
a
r
d

B
A
E
R
T
S
C
H
I
,
 
L
e
s
 
r
a
p
p
o
r
t
s
 
d
e
 
l
'
d
m
e
 

et 
d
u
 corps, 
D
e
s
c
a
r
t
e
s
,
 
D
i
d
e
r
o
t
 
et 
M
a
i
n
e
 
d
e
 
B
i
r
a
n
,
 
V
r
i
n
,
 

P
a
r
i
s
。
ヴ
ラ
ン
社
の
哲
学
史
叢
書
新
シ
リ
ー
ズ
の
一
冊
と
し
て
一
九
九
二

年
に
出
版
さ
れ
た
。
版
型
は
変
形
A

5
版

(
1
3
.
5
 c
m
x
 16
.
 5
 c
m
)
、
総
頁

数
は
四
三
四
頁
。
著
者
ベ
ル
ッ
シ
氏
は
一
九
四
九
年
生
ま
れ
、
現
在
ジ
ュ
ネ

ー
ヴ
大
学
講
師
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
著
書
に
『
メ
ー
ヌ
・
ド
・
ビ
ラ
ン
の

存
在
論
』

(
L
、O
n
t
o
l
o
g
i
e
d
e
 M
a
i
n
e
 d
e
 B
i
r
a
n
,
 
F
r
i
b
o
u
r
g
,
 
1
9
8
2
)

、

『
メ
ー
ヌ
・
ド
・
ビ
ラ
ン
と
ス
イ
ス
』

(
M、aiミ
e
d
e
 B
i
r
a
n
 et la 
Suisse, 

G
e
n
e
v
e
,
 
L
a
u
s
a
n
n
e
 e
t
 
N
e
u
c
h
a
t
e
l
,
 
1
9
8
5

フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ア
ズ
ー
ヴ

ィ

F
r
a
n
~
o
i
s

A
z
o
u
v
1
と
共
著
）
が
あ
る
。
ま
た
現
在
ヴ
ラ
ン
社
よ
り
刊

行
中
の
新
し
い
メ
ー
ヌ
・
ド
・
ビ
ラ
ン
全
集
の
編
者
・
校
訂
者
を
も
務
め
て

い
る
。著

者
が
論
じ
る
の
は
十
七
世
紀
＼
十
九
世
紀
初
頭
の
フ
ラ
ン
ス
哲
学
の
コ

ン
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
心
身
問
題
の
展
開
過
程
で
あ
る
。
著
者
は
こ
の
過
程

を
三
つ
の
際
立
つ
時
期
に
分
け
る
。
よ
く
言
わ
れ
る
よ
う
に
フ
ラ
ン
ス
語
圏

の
哲
学
は
時
代
の
自
然
科
学
と
の
密
接
な
関
係
の
も
と
に
発
展
し
て
き
た
。

十
七
世
紀
に
は
物
理
学
（
自
然
学
）

p
h
y
s
i
q
u
e
、
十
八
世
紀
に
は
生
物
学

（
博
物
学
）

b
i
o
l
o
g
i
e
 (histoire 
n
a
t
u
r
e
l
l
e
)
、
十
九
世
紀
に
は
心
理
学

I
I
書
評
I
I

望

月

太

郎

ベ
ル
ナ
ー
ル
・
ベ
ル
ッ
シ
著
『
精
神
と
身
体
の
関
係

|
iプ
カ
ル
ト
、
デ
ィ
ド
ロ
、
メ
ー
ヌ
・
ド
・
ピ
ラ
ン
』

p
s
y
c
h
o
l
g
i
e
の
成
果
を
ふ
ま
え
て
議
論
は
な
さ
れ
て
き
た
。
著
者
は
そ
れ

に
対
応
し
た
「
機
械
論
主
義
」

m
e
c
a
n
i
s
m
e
、
「
自
然
主
義
」

n
a
t
u
r
a
!
i
s
m
e
、

「
心
理
学
主
義
」

p
s
y
c
h
o
l
o
g
i
s
m
e

の
支
配
す
る
一
―
―
つ
の
時
期
を
見
て
、
こ

れ
ら
の
時
期
の
心
身
問
題
に
関
す
る
議
論
を
デ
カ
ル
ト
、
デ
ィ
ド
ロ
、
メ
ー

ヌ
・
ド
・
ビ
ラ
ン
に
代
表
さ
せ
る
。

こ
れ
ら
三
者
の
議
論
の
間
に
は
は
っ
き
り
と
し
た
断
絶
が
あ
る
、
と
著
者

は
指
摘
す
る
。
新
た
な
時
代
の
到
来
と
と
も
に
興
隆
す
る
新
た
な
科
学
が
明

る
み
に
出
す
新
事
実
を
旧
い
枠
組
み
に
留
ま
る
思
考
は
よ
く
説
明
し
き
ら
な

い
。
実
体
形
相
の
概
念
を
放
棄
し
、
物
質
の
す
べ
て
を
思
惟
実
体
と
は
存
在

論
的
に
区
別
さ
れ
る
延
長
実
体
の
様
態
に
還
元
し
、
そ
の
生
成
変
化
一
般
を

純
粋
に
機
械
論
的
に
説
明
す
る
こ
と
で
新
時
代
を
切
り
開
い
た
デ
カ
ル
ト
派

の
自
然
学
も
、
よ
り
精
密
な
観
察
と
実
験
の
も
た
ら
す
新
事
実
の
前
に
は
万

能
で
は
な
い
。
例
え
ば
有
機
体
に
は
被
刺
激
性

irritabilite
や
感
覚
能
力

sensibilite
と
い
っ
た
延
長
と
運
動
の
概
念
だ
け
で
は
説
明
し
き
れ
な
い
、

デ
カ
ル
ト
的
機
械
論
の
射
程
に
は
収
ま
り
き
ら
な
い
よ
う
な
特
性
が
見
出
さ

れ
る
。
こ
う
し
て
新
た
に
感
覚
能
力
を
原
理
に
据
え
た
生
物
学
が
構
想
さ
れ

る
。
と
こ
ろ
で
こ
と
心
身
問
題
に
即
し
て
見
る
と
き
、
新
し
い
生
物
学
は
、

著
者
が
デ
ィ
ド
ロ
に
お
い
て
そ
の
典
型
を
見
る
よ
う
な
、
精
神
の
諸
機
能
も

感
覚
能
力
の
様
態
に
還
元
さ
れ
う
る
も
の
と
す
る
唯
物
論
的
な
主
張
を
含
む
。

こ
れ
に
対
し
て
ビ
ラ
ン
は
、
精
神
諸
現
象
は
生
理
学
的
分
析
の
対
象
に
な
り

え
ぬ
こ
と
を
看
破
し
心
理
学
に
独
自
の
地
位
を
与
え
る
。
自
我
の
覚
知
能
力

aperceptibilite ti
感
覚
能
力
に
は
還
元
さ
れ
え
な
い
。
人
間
が
た
ん
に
外

的
事
物
を
感
覚
す
る
の
み
な
ら
ず
、
自
ら
の
存
在
を
意
識
す
る
も
の
で
あ
る



128 

と
い
う
原
初
的
な
事
実
を
ビ
ラ
ン
が
覚
知
能
力
を
原
理
に
据
え
て
説
明
し
き

っ
た
と
き
、
二
元
論
は
新
た
な
相
貌
を
ま
と
い
再
生
す
る
。

第
一
部
で
は
、
第
一
章
で
右
に
垣
問
見
た
よ
う
な
三
つ
の
時
期
の
議
論
の

特
徴
が
論
じ
ら
れ
た
後
、
続
く
章
で
デ
カ
ル
ト
、
デ
ィ
ド
ロ
、
メ
ー
ヌ
・
ド

・
ビ
ラ
ン
の
心
身
関
係
論
が
個
別
に
扱
わ
れ
る
。
各
章
で
の
著
者
の
解
釈
に

は
こ
れ
ま
で
の
研
究
成
果
を
ふ
ま
え
た
独
自
の
見
解
が
散
見
さ
れ
興
味
深
い

の
で
内
容
を
紹
介
し
て
お
く
。

第
二
章
、
第
三
章
は
デ
カ
ル
ト
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
デ
カ
ル
ト
と
と
も

に
始
ま
る
近
世
哲
学
初
期
の
心
身
関
係
論
の
枠
組
み
は
実
在
的
区
別
の
形
而

上
学
で
あ
る
。
実
在
的
区
別
の
形
而
上
学
は
心
身
合
一
の
根
拠
を
よ
く
示
し

、
、
、

う
る
か
。
デ
カ
ル
ト
は
精
神
と
身
体
と
が
実
体
的
に
合
一
し
て
い
る
と
い
う
。

、

、

、

、

、

、

こ
の
「
実
体
的
合
一
」

(
u
n
i
o
n
substantielle
を
、
著
者
は
「
機
能
的
合

こ
u
n
i
o
n
fonctionnelle
と
解
釈
す
る
。
こ
の
心
身
の
機
能
的
合
一
は
、

言
い
換
え
る
な
ら
ば
両
者
の
「
秩
序
づ
け
に
よ
る
合
一
」

u
n
i
o
n

selon 

l'ordre
で
あ
る
。
精
神
は
身
体
に
個
体
性
を
、
身
体
は
精
神
に
延
長
を

貸
し
与
え
る
と
い
う
機
能
を
も
つ
。
両
者
は
こ
の
よ
う
に
互
い
を
機
能
的
に

秩
序
づ
け
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
機
能
的
合
一
が
可
能
で
あ
る
た
め
に
は
、
と

く
に
身
体
の
側
に
そ
れ
を
可
能
に
す
る
条
件
が
整
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
こ
で
デ
カ
ル
ト
は
身
体
の
有
機
的
組
織
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
の
問
題
に

出
会
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
に
関
し
て
運
動
、
位
骰
な
ど
の
機
械
論
的
諸

概
念
の
み
に
よ
る
デ
カ
ル
ト
の
自
然
学
的
説
明
（
機
械
論
的
生
理
学
）
は
よ

＜
答
え
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
有
機
的
組
織
を
正
当
化
す
る
た
め
に
機
械

論
に
目
的
性
の
観
念
が
導
入
さ
れ
る
。
目
的
に
従
っ
て
秩
序
づ
け
・
命
令
は

な
さ
れ
る
。
軍
隊
に
お
い
て
戦
う
と
い
う
目
的
の
下
に
個
々
の
兵
が
秩
序
・

命
令
に
服
し
、
軍
隊
が
ひ
と
つ
の
合
一
体
を
形
作
る
よ
う
に
、
人
間
に
お
い

て
も
生
存
と
い
う
目
的
の
下
に
精
神
と
身
体
と
は
秩
序
•
命
令
に
服
し
、
ひ

と
つ
の
合
一
体
と
し
て
働
く
。
こ
の
合
一
体
に
命
令
を
発
す
る
の
は
神
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
デ
カ
ル
ト
形
而
上
学
に
お
い
て
は
、
心
身
問
題
も
最
終
的

に
は
神
の
意
志
に
訴
え
る
か
た
ち
で
処
理
さ
れ
る
、
と
著
者
は
論
証
す
る
。

第
四
章
は
デ
ィ
ド
ロ
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
十
八
世
紀
に
な
る
と
認
識
論

の
領
域
に
お
い
て
デ
カ
ル
ト
の
悟
性
の
認
識
論
に
代
わ
っ
て
ロ
ッ
ク
の
感
覚

の
認
識
論
が
圧
倒
的
な
影
響
力
を
も
つ
よ
う
に
な
る
。
「
思
う
我
」
は
「
感

じ
る
我
」
に
姿
を
変
え
る
。
こ
う
し
て
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
は
積
極
的
な
意

味
を
見
出
さ
れ
な
か
っ
た
認
識
に
お
け
る
身
体
の
役
割
が
見
直
さ
れ
る
よ
う

に
な
る
と
同
時
に
、
身
体
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
把
握
の
仕
方
が
変
化
し
て

く
る
。
十
八
世
紀
の
身
体
論
に
お
い
て
は
有
機
的
組
織
の
概
念
が
中
心
的
位

饂
を
占
め
る
。
生
命
体
は
単
な
る
諸
部
分
の
並
置
か
ら
成
っ
て
い
る
の
で
は

な
い
。
生
命
体
に
は
諸
部
分
の
有
機
的
統
一
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の

統
一
こ
そ
が
生
命
の
証
で
あ
る
感
覚
能
力
の
基
盤
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
デ
ィ

ド
ロ
に
お
い
て
は
こ
の
感
覚
能
力
が
た
ん
に
身
体
的
生
命
活
動
の
原
理
と
し

て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
精
神
的
諸
現
象
の
原
理
と
し
て
も
考
え

ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
あ
ら
ゆ
る
人
間
的
諸
活
動
は
有
機
体
た
る
身
体
の

特
性
で
あ
る
感
覚
能
力
の
働
き
に
還
元
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
デ
ィ
ド

口
は
ボ
ネ
や
ハ
ラ
ー
ら
二
元
論
者
と
は
区
別
さ
れ
る
、
唯
物
論
的
自
然
主
義

の
典
型
的
な
体
現
者
で
あ
る
と
著
者
は
捉
え
る
。
デ
ィ
ド
ロ
は
生
命
体
の
有

機
的
統
一
の
根
拠
を
そ
の
諸
部
分
の
挿
入
成
長

i
n
t
u
s
s
u
s
c
e
p
t
i
o
n
に
求
め
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る
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
存
在
す
る
の
は
物
質
的
実
体
の
み
で
あ
り
、
精
神
と
は

有
機
的
統
一
を
有
す
る
物
質
の
集
合
体
で
あ
る
生
命
体
の
感
覚
能
力
の
活
動

の
様
態
以
外
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
に
至
る
の
で
あ
る
。

第
五
章
は
メ
ー
ヌ
・
ド
・
ビ
ラ
ン
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
ビ
ラ
ン
に
お
い

て
人
間
精
神
は
再
び
そ
の
地
位
を
回
復
す
る
。
人
問
は
自
分
自
身
の
存
在
を

覚
知
す
る
、
つ
ま
り
自
ら
の
存
在
に
つ
い
て
の
意
識
を
も
つ
。
こ
の
事
実
に

唯
物
論
は
光
を
あ
て
う
る
か
。
否
で
あ
る
。
ビ
ラ
ン
に
と
っ
て
存
在
す
る

ette
と
は
現
わ
れ
る

a
p
p
a
r
a
i
t
r
e
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
。
「
我
」
の
存
在

こ
そ
は
第
一
の
現
わ
れ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
ビ
ラ
ン
は
ど
ん
な
事
実
も
「
関

係」

r
a
p
p
o
r
t
の
資
格
に
お
い
て
で
し
か
意
識
に
与
え
ら
れ
な
い
と
主
張
す

る
。
そ
し
て
こ
の
関
係
を
考
察
す
る
心
理
学
は
経
験
的
事
実
認
識
か
ら
出
発

す
る
あ
ら
ゆ
る
学
問
の
基
礎
学
で
あ
る
と
す
る
。
関
係
は
つ
ね
に
二
つ
の
項

の
間
に
成
立
す
る
原
因
ー
結
果
の
関
係
で
あ
る
。
そ
う
い
う
因
果
的
二
項
関

係
の
う
ち
で
も
就
中
第
一
の
も
の
を
、
ビ
ラ
ン
は
「
働
く
我
」
と
こ
の
我
の

働
き
に
直
接
に
抵
抗
し
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
る
「
私
の
身
体
」
と
の
関
係
に

み
る
。
私
は
物
理
的
な
力
で
は
な
い
「
超
有
機
体
的
な
力
」

f
o
r
c
e
h
y
p
e
r
 ,
 

o
r
g
a
n
i
q
u
e
を
も
っ
て
働
く
。
こ
の
「
働
く
我
」
の
力
に
意
識
の
事
実
と

し
て
直
接
に
抵
抗
し
て
い
る
「
私
の
身
体
」
と
の
関
係
な
し
に
は
、
自
我
は

私
自
身
に
対
し
て
現
象
し
え
な
い
。
ビ
ラ
ン
に
お
い
て
自
我
の
統
一
性
は
諸

部
分
の
有
機
的
統
一
に
還
元
さ
れ
う
る
以
上
に
さ
ら
に
よ
り
強
い
「
人
格
」

p
e
r
s
o
n
n
e
と
し
て
不
可
分
の
統
一
性
及
び
同
一
性
を
も
っ
た
も
の
と
し
て

考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
で
ビ
ラ
ン
の
把
握
す
る
自
我
の
概
念
は
、
先
に

見
た
よ
う
な
自
然
主
義
的
唯
物
論
の
枠
組
み
に
も
収
ま
ら
な
い
。
ビ
ラ
ン
の

自
我
は
実
体
的
精
神
で
も
な
く
惑
覚
能
力
の
様
態
で
も
な
く
、
あ
く
ま
で
生

き
た
人
格
的
な
自
我
な
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
ビ
ラ
ン
は
あ
る
意
味
で
は
デ

カ
ル
ト
的
二
元
論
に
再
び
近
づ
い
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。
ビ
ラ
ン
の
自
我

は
精
神
の
働
き
と
身
体
の
抵
抗
と
の
二
元
的
対
立
関
係
に
お
い
て
把
握
さ
れ

る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
か
ぎ
り
で
は
彼
は
二
元
論
の
構
図
を
維
持
し
て
い
る
。

し
か
し
ビ
ラ
ン
の
自
我
ほ
、
あ
く
ま
で
意
識
の
原
初
的
事
実
と
し
て
主
観
の

内
部
に
お
い
て
把
握
さ
れ
る
「
関
係
」
に
お
い
て
身
体
と
結
ば
れ
つ
つ
、
こ

の
「
関
係
」
に
お
い
て
際
立
ち
現
わ
れ
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
意
識
に
与
え
ら
れ
た
事
実
と
し
て
の
自
我
の
存
在
と
そ
の
相
関
項
で
あ
る

私
に
固
有
の
身
体

le
c
o
r
p
s
 p
r
o
p
r
e
 
(
主
観
的
身
体
）
の
存
在
及
び
両
者

の
意
識
の
事
実
に
お
け
る
関
係
を
心
理
学
の
問
題
と
し
て
捉
え
論
じ
き
っ
た

者
と
し
て
、
著
者
は
ビ
ラ
ン
を
位
置
づ
け
る
。

第
二
部
は
「
転
換
期
の
諸
問
題
」
と
題
さ
れ
て
い
る
。
第
一
部
に
比
べ
て

二
倍
近
い
分
量
を
も
つ
こ
の
第
二
部
で
は
、
第
一
部
で
取
り
挙
げ
ら
れ
た
一
―
―

者
の
間
隙
を
埋
め
る
作
業
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
実
を
言
え
ば
本
書
で
面
白

い
の
は
こ
の
第
一
一
部
で
あ
る
。
実
際
こ
れ
ま
で
大
哲
学
者
た
ち
の
議
論
の
陰

に
隠
さ
れ
て
い
た
近
世
フ
ラ
ン
ス
哲
学
史
の
細
か
な
ひ
だ
の
一
々
が
、
テ
キ

ス
ト
の
実
証
的
吟
味
を
通
し
て
詳
か
に
さ
れ
る
観
が
あ
る
。

著
者
は
心
身
関
係
に
ま
つ
わ
る
諸
問
題
を
、
デ
カ
ル
ト
の
一
―
―
つ
の
「
原
始

的
概
念
」

n
o
t
i
o
n
s
p
r
i
m
i
t
i
v
e
s
の
区
分
に
倣
っ
て
、
形
而
上
学
的
諸
問
題
、

自
然
学
的
諸
問
題
、
心
理
学
的
諸
問
題
の
三
群
に
大
別
し
、
さ
ら
に
自
然
学

的
諸
問
題
に
つ
い
て
は
物
理
学
的
諸
問
題
と
生
物
学
的
諸
問
題
の
二
群
に
分

け
、
哲
学
者
た
ち
の
取
り
組
み
の
歴
史
的
展
開
を
、
と
く
に
時
代
の
転
換
期
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に
お
け
る
議
論
に
焦
点
を
あ
て
つ
つ
三
世
紀
に
わ
た
る
時
の
流
れ
に
沿
っ
て

瞥
見
し
な
が
ら
、
心
身
関
係
論
の
変
容
を
論
じ
る
。

第
二
部
序
論
で
ま
ず
ボ
ス
ト
・
デ
カ
ル
ト
の
時
代
す
な
わ
ち
十
七
世
紀
後

半
か
ら
メ
ー
ヌ
・
ド
・
ビ
ラ
ン
の
登
場
す
な
わ
ち
十
九
世
紀
初
頭
に
至
る
ま
で

の
議
論
に
あ
っ
て
、
つ
ね
に
念
頭
に
置
か
れ
て
い
た
三
人
の
大
哲
学
者
ー
~

ロ
ッ
ク
、
マ
ル
プ
ラ
ン
シ
ュ
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
ー
|
_
の
見
解
が
ど
の
よ
う
に

受
け
と
め
ら
れ
て
い
た
か
が
通
覧
さ
れ
る
。
ロ
ッ
ク
は
心
身
問
題
に
つ
い
て

は
ど
の
よ
う
な
立
場
を
取
っ
て
い
た
の
か
。
わ
れ
わ
れ
は
精
神
の
非
物
質
性

に
つ
い
て
確
か
な
認
識
を
も
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
神
が
物
質
に
思
惟

す
る
力
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
も
、
そ
の
全
能
を
も
っ
て
す
れ
ば
あ
り
う
る

こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
の
事
物
の
本
質
に
つ
い
て
の
無
知
に
も

か
か
わ
ら
ず
二
元
論
は
唯
物
論
よ
り
も
支
持
さ
れ
う
る
、
と
ロ
ッ
ク
は
考
え

る
。
な
ぜ
な
ら
精
神
状
態
—
身
体
状
態
の
影
懇
関
係
を
認
め
る
こ
と
は
少

な
く
と
も
常
識
的
経
験
的
認
識
に
反
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
し
か
も
そ
れ
は

物
質
が
思
惟
を
産
む
と
考
え
る
よ
り
も
よ
り
容
易
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
ロ
ッ
ク
の
二
元
論
支
持
の
議
論
は
と
く
に
徹
底
的
に
考
え
抜
か
れ
た
末

の
も
の
で
あ
る
と
は
言
い
難
い
。
が
、
こ
の
ロ
ッ
ク
の
常
識
に
拠
っ
て
立
つ

経
験
主
義
は
、
次
に
見
る
よ
う
に
機
会
原
因
論
と
結
び
つ
い
て
時
代
を
支
配

す
る
空
気
を
形
成
す
る
。
も
と
よ
り
ロ
ッ
ク
は
心
身
関
係
に
関
し
て
体
系
的

説
明
を
試
み
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
に
初
め
て
体
系
的
説
明
を
与
え
よ
う

と
し
た
の
ほ
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
で
あ
る
。
マ
ル
プ
ラ
ン
シ
ュ
の
機
会
原
因
論

は
当
時
ど
の
よ
う
な
評
判
を
得
て
い
た
の
か
。
機
会
原
因
論
が
ロ
ッ
ク
流
の

経
験
主
義
と
相
容
れ
ぬ
と
考
え
て
い
た
の
は
、
デ
ィ
ド
ロ
ら
唯
物
論
的
自
然

主
義
者
た
ち
だ
け
で
あ
っ
た
こ
と
を
著
者
は
指
摘
す
る
。
コ
ソ
デ
ィ
ヤ
ッ
ク

を
含
む
多
く
の
フ
ラ
ン
ス
の
経
験
論
者
た
ち
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
予
定
調

和
説
よ
り
も
マ
ル
プ
ラ
ン
ツ
ュ
の
機
会
原
因
論
の
方
が
経
験
主
義
的
な
も
の

の
見
方
に
馴
染
む
と
捉
え
て
い
た
。
著
者
の
考
証
は
、
機
会
原
因
論
が
マ
ル

プ
ラ
ソ
シ
ュ
の
専
売
特
許
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
。
ラ
・
フ

ォ
ル
ジ
ュ
（
初
め
て
「
機
会
原
因
」
の
語
を
用
い
た
）
、
コ
ル
ド
モ
ア
（
初

め
て
機
会
原
因
論
的
因
果
性
の
理
論
を
作
り
上
げ
た
）
ら
の
後
に
よ
う
や
く

マ
ル
プ
ラ
ン
ツ
ュ
が
現
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
当
時
フ
ォ
ン
ト
ネ
ル
、
ベ

ー
ル
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
ら
は
機
会
原
因
論
を
デ
カ
ル
ト
の
説
と
受
け
取
っ
て

い
た
。
こ
の
よ
う
な
誤
解
も
こ
の
頃
機
会
原
因
論
が
ど
れ
ほ
ど
ボ
ビ
ュ
ラ
ー

で
あ
っ
た
か
を
窺
い
知
る
手
掛
か
り
と
な
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
ビ
ラ
ン
は
デ
カ

ル
ト
と
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
の
議
論
の
本
質
的
相
違
を
認
め
た
ほ
と
ん
ど
唯
一

の
者
で
あ
っ
た
。
ビ
ラ
ン
に
よ
れ
ば
機
会
原
因
論
は
因
果
性
の
根
源
的
な
理

解
を
不
可
能
に
し
て
し
ま
う
悪
し
き
方
弁
で
あ
る
。
ビ
ラ
ン
に
と
っ
て
は
有

意
的
運
動
に
際
し
て
の
因
果
性
の
経
験
ー
_
_
 そ
れ
は
意
識
の
「
原
始
的
事

実」

f
a
i
t
p
r
i
m
i
t
i
f
に
お
い
て
経
験
さ
れ
る

i

こ
そ
が
出
発
点
な
の
で
あ

る
。
機
会
原
因
論
の
よ
う
な
考
え
方
は
こ
の
経
験
の
内
容
を
骨
抜
き
に
し
て

し
ま
う
と
ピ
ラ
ン
は
批
判
す
る
。
他
方
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
ポ
ス
ト
・
デ

カ
ル
ト
の
時
代
に
あ
っ
て
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
の
機
会
原
因
論
が
一
般
に
受
け

容
れ
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
哲
学
は
フ
ラ
ン
ス
で
は
概

し
て
評
判
が
悪
か
っ
た
。
し
か
し
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
モ
ナ
ド
論
は
そ
の
部
分

部
分
の
着
想
が
諸
家
の
興
味
を
引
い
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
と
く
に
唯
物
論

的
自
然
学
者
た
ち
に
お
い
て
は
、
モ
ナ
ド
論
は
唯
物
論
的
世
界
観
に
基
礎
を



131 書 評

与
え
る
も
の
と
解
釈
さ
れ
た
。
一
般
に
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
哲
学
は
十
八
世
紀
フ

ラ
ン
ス
語
圏
に
お
い
て
は
博
物
学
者
た
ち
の
有
機
体
論
的
生
命
観
•
宇
宙
観

と
結
び
つ
い
た
形
で
展
開
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
で
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
モ
ナ
ド
論

を
彼
ら
と
は
ま
っ
た
く
違
っ
た
仕
方
で
受
け
と
め
た
の
は
ま
た
し
て
も
ビ
ラ

ン
で
あ
る
。
彼
は
モ
ナ
ド
論
を
独
自
の
努
力
の
存
在
論
へ
変
奏
す
る
。

右
の
よ
う
に
状
況
が
通
覧
さ
れ
た
後
、
続
い
て
第
一
章
で
は
心
身
関
係
論

に
ま
つ
わ
る
形
而
上
学
的
諸
問
題
の
展
開
過
程
が
整
理
さ
れ
る
。
十
七
世
紀

的
議
論
か
ら
十
八
世
紀
的
議
論
へ
の
移
行
を
ま
ず
も
っ
て
特
徴
づ
け
る
の
は

「
本
質
」

e
s
s
e
n
c
e
概
念
の
変
貌
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
は
、
思
惟

、
、
、

は
精
神
の
、
そ
し
て
延
長
は
物
体
の
「
本
質
的
特
性
」

p
r
o
p
r
i
e
t
e
essen ,
 

、
、
、
、

tieue

で
あ
り
、
両
者
は
本
質
的
に
相
容
れ
ず
区
別
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ

と
は
ほ
と
ん
ど
無
条
件
に
認
め
ら
れ
た
。
し
か
し
十
八
世
紀
の
経
験
論
者
た

ち
に
お
い
て
は
そ
の
よ
う
な
認
識
は
自
明
の
も
の
で
は
な
い
。
彼
ら
に
と
っ

て
事
物
の
本
質
と
は
、
観
察
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
諸
特
性
の
集
積
か
ら
抽
き

出
さ
れ
る
「
一
般
的
特
性
」

p
r
o
p
r
i
e
t
e
g
e
n
e
r
a
t
e
以
上
の
も
の
で
は
な

い
。
わ
れ
わ
れ
は
事
物
の
「
実
在
的
本
質
」

e
s
s
e
n
c
e
reelle
を
識
ら
な

い
。
わ
れ
わ
れ
が
識
る
の
は
「
名
目
的
本
質
」

e
s
s
e
n
c
e
n
o
m
i
n
a
l
e

の
み

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
方
は
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
や
ボ
ネ
ら
二
元
論
者
に
も
、

ド
ル
バ
ッ
ク
や
デ
ィ
ド
ロ
ら
唯
物
論
者
に
も
、
ま
た
そ
の
後
の
観
念
学
者
た

ち
に
も
共
通
で
あ
る
。
著
者
は
こ
の
よ
う
な
傾
向
が
モ
ー
ペ
ル
チ
ュ
イ
の
現

象
主
義
へ
、
そ
し
て
さ
ら
に
は
メ
ー
ヌ
・
ド
・
ビ
ラ
ン
の
心
理
学
主
義
へ
と

展
開
し
て
行
く
過
程
を
も
分
析
し
て
い
る
。
こ
の
過
程
に
お
け
る
ボ
ネ
の
役

割
に
対
す
る
著
者
の
評
価
は
適
切
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
の

物
体
の
実
在
的
本
質
に
つ
い
て
の
無
知
ゆ
え
、
物
体
に
思
惟
の
原
理
が
内
属

し
う
る
可
能
性
は
排
除
さ
れ
な
い
。
こ
こ
に
唯
物
論
的
自
然
主
義
へ
の
道
が

開
か
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ボ
ネ
は
「
名
目
的
本
質
」
の
区
別
か
ら
「
実
在

的
本
質
」
の
区
別
を
導
き
二
元
論
を
再
び
確
立
し
よ
う
と
試
み
る
。
ビ
ラ
ン

も
ボ
ネ
同
様
現
象
の
レ
ベ
ル
に
お
け
る
自
我
と
私
の
身
体
の
区
別
か
ら
物
自

体
の
レ
ベ
ル
に
お
け
る
根
源
的
二
元
性
を
結
論
す
る
。
こ
う
し
て
新
た
な
形

で
二
元
論
が
再
生
す
る
。
ま
た
同
じ
過
程
に
お
け
る
モ
ー
ペ
ル
チ
ュ
イ
の
役

割
に
関
す
る
著
者
の
議
論
も
興
味
深
い
が
、
こ
こ
で
は
割
愛
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
さ
ら
に
著
者
は
精
神
の
不
可
分
性
及
び
物
質
の
可
分
性
を
め
ぐ
る

議
論
の
展
開
を
も
つ
ぶ
さ
に
追
い
か
け
る
。
こ
こ
で
も
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て

は
自
明
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
精
神
の
不
可
分
性
及
び
物
質
の
可
分
性

と
い
う
前
提
が
唯
物
論
の
台
頭
と
と
も
に
次
第
に
崩
さ
れ
て
ゆ
く
過
程
、
そ

し
て
精
神
の
一
性
が
再
び
見
出
さ
れ
て
ゆ
く
過
程
が
詳
細
に
諸
家
の
テ
キ
ス

ト
の
吟
味
を
通
じ
て
検
証
さ
れ
る
。

第
二
章
で
は
物
理
学
的
諸
問
題
を
め
ぐ
る
議
論
の
展
開
の
な
か
で
心
身
の

交
流
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
の
考
え
方
が
ど
の
よ
う
に
変
容
し
て
い
っ
た

か
が
解
明
さ
れ
る
。
デ
カ
ル
ト
的
二
元
論
に
対
す
る
批
判
は
ガ
ッ
サ
ン
デ
ィ

を
は
じ
め
と
す
る
デ
カ
ル
ト
派
の
物
理
学
者
た
ち
自
身
の
問
か
ら
起
こ
っ
た
。

精
神
が
松
果
腺
に
対
し
て
働
き
か
け
、
そ
の
向
き
や
傾
き
を
変
え
、
そ
う
し

て
動
物
精
神
の
運
動
に
影
響
を
与
え
て
い
る
一
方
で
、
身
体
レ
ベ
ル
に
お
け

る
運
動
蓋
が
不
変
で
あ
る
（
運
動
蓋
保
存
の
法
則
）
と
考
え
る
の
は
矛
盾
で

あ
る
。
運
動
量
保
存
の
法
則
を
主
張
す
る
以
上
、
心
身
間
の
実
在
的
相
互
作

用
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
彼
ら
は
批
判
す
る
。
こ
の
矛
盾
を
乗
り
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越
え
る
に
は
、
デ
ィ
ド
ロ
や
ド
ル
バ
ッ
ク
の
よ
う
に
唯
物
論
を
採
り
、
精
神

的
諸
作
用
を
も
物
体
的
諸
作
用
に
還
元
す
る
か
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
や
マ
ル
ブ

ラ
ン
シ
ュ
の
よ
う
に
並
行
論
を
採
り
、
二
つ
の
系
は
相
互
に
独
立
で
あ
る
と

考
え
る
し
か
な
い
。
実
際
十
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
こ
う
し
て
多
く

の
唯
物
論
的
自
然
主
義
者
が
登
場
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方

で
、
こ
の
矛
盾
に
対
す
る
な
ん
ら
の
言
及
も
な
く
自
説
を
展
開
す
る
二
元
論

者
た
ち
が
存
在
し
た
こ
と
に
も
著
者
は
注
目
す
る
（
コ
ソ
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
、
ボ

ネ
etc,)
。
著
者
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
彼
ら
は
こ
の
矛
盾
の
い
わ
ば
形
而
上
学

的
処
理
を
マ
ル
プ
ラ
ン
ツ
ュ
や
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
理
論
に
預
け
た
の
で
あ
る
。

彼
ら
は
ま
た
心
身
の
相
互
作
用
の
「
い
か
に
」

c
o
m
m
e
n
t
に
関
す
る
問
題

は
わ
れ
わ
れ
の
与
り
知
ら
ぬ
事
物
の
本
質
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
と
し
、
こ

の
点
に
関
す
る
思
索
を
放
棄
す
る
。
が
、
同
時
に
彼
ら
は
「
い
か
に
」

c
o
m
-

m
e
n
t
に
つ
い
て
の
無
知
は
必
ず
し
も
「
ど
れ
ほ
ど
か
」

c
o
m
b
i
e
n
に
つ
い

て
の
計
量
の
可
能
性
を
排
除
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
言
う
。
こ
う
し
て
ボ
ネ

が
「
実
験
心
理
学
」
の
確
立
を
宣
言
す
る
。
と
こ
ろ
で
こ
こ
に
至
る
ま
で
心

身
合
一
の
問
題
は
、
あ
る
い
ほ
精
神
的
連
動
と
物
理
的
運
動
と
の
理
解
を
越

え
た
繋
が
り
の
問
題
と
し
て
、
あ
る
い
は
純
粋
に
物
理
的
運
動
に
還
元
さ
れ

う
る
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
続
け
た
の
で
あ
り
、
こ
の
点
に
関
す
る
か
ぎ
り
著

し
い
変
動
は
な
い
。
こ
の
問
題
に
別
な
形
で
の
ア
。
フ
ロ
ー
チ
を
試
み
た
の
は

メ
ー
ヌ
・
ド
・
ビ
ラ
ン
で
あ
る
。
ビ
ラ
ソ
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
「
実
体
的
紐

体」

v
i
n
c
u
l
u
m
substantiale
の
理
論
を
学
び
、
そ
こ
に
物
自
体
の
レ
ベ

ル
に
お
け
る
心
身
の
実
体
的
合
一
の
基
礎
づ
け
を
求
め
る
。
そ
し
て
そ
こ
に

現
象
の
レ
ベ
ル
に
お
け
る
力
の
交
流
の
根
拠
を
求
め
る
。
ビ
ラ
ン
の
考
え
方

は
最
終
的
に
は
唯
心
論
に
傾
斜
し
て
ゆ
く
が
、
わ
れ
わ
れ
の
興
味
を
引
く
の

は
、
こ
の
よ
う
な
立
場
を
と
る
ビ
ラ
ン
に
至
る
ま
で
の
運
動

m
o
u
v
e
m
e
n
t

及
び
カ

force
の
概
念
の
変
貌
過
程
に
関
す
る
著
者
の
考
証
で
あ
る
。
著
者

は
ビ
ラ
ン
の
唯
心
論
が
出
て
く
る
背
景
に
物
理
学
に
お
け
る
運
動
や
力
の
概

念
の
変
容
が
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

第
三
章
で
は
生
物
学
の
進
展
と
心
身
関
係
論
の
展
開
と
の
関
係
が
論
じ
ら

れ
る
。
ラ
・
メ
ト
リ
か
ら
カ
バ
ニ
ス
に
至
る
ま
で
の
議
論
が
取
り
挙
げ
ら
れ

る
。
十
八
世
紀
に
お
け
る
生
物
学
の
興
隆
の
影
響
下
に
そ
れ
ま
で
と
は
違
っ

た
仕
方
で
多
く
の
伝
統
的
問
題
が
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
と
く
に
発
生

g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
の
問
題
は
精
神
の
不
滅
性
の
問
題
に
直
結
す
る
だ
け
に
多
く

の
議
論
を
よ
ん
だ
。
後
成
説

e
p
i
g
e
n
e
s
e
か
前
成
説

p
r
e
f
o
r
m
a
t
i
o
n
か

（
前
者
は
デ
カ
ル
ト
に
起
源
し
、
モ
ー
ペ
ル
チ
ュ
イ
ら
多
数
の
博
物
学
者
た

ち
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
る
に
至
る
。
後
者
は
マ
ル
プ
ラ
ン
ツ
ュ
、
ラ
イ
プ
ニ

ッ
ツ
に
起
源
し
、
ハ
ラ
ー
、
ボ
ネ
ら
に
支
持
さ
れ
る
に
至
る
。
ビ
ラ
ン
も
お

そ
ら
く
は
前
成
説
を
支
持
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
著
者
は
推
測
し
て
い
る
）

を
め
ぐ
っ
て
様
々
な
議
論
が
戦
わ
さ
れ
た
。
そ
の
他
、
感
覚
能
力
の
問
題
、

動
物
の
精
神
の
問
題
等
々
、
い
ず
れ
の
場
面
で
も
デ
カ
ル
ト
哲
学
の
限
界
が

急
速
に
露
呈
し
だ
す
。
著
者
の
論
考
の
な
か
で
も
と
く
に
わ
れ
わ
れ
の
興
味

を
引
く
の
は
惑
覚
能
力
を
め
ぐ
る
議
論
の
展
開
に
関
す
る
部
分
で
あ
る
。
唯

物
論
的
自
然
主
義
者
ら
に
あ
っ
て
は
感
覚
能
力
は
物
質
の
も
つ
特
性
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
異
議
を
唱
え
、
精
神
の
活
動
性
に
独
自
の
地
位
を
与
え
た
の

が
ビ
ラ
ン
で
あ
る
。
『
習
恨
論
』
に
お
い
て
ビ
ラ
ン
は
受
動
的
印
象
と
能
動
的

印
象
と
を
区
別
し
、
前
者
が
習
慣
に
よ
っ
て
減
衰
す
る
の
に
対
し
て
、
後
者
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が
習
慣
に
よ
っ
て
強
化
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
単
な
る
感
覚
と
知
覚
と
を
峻
別

す
る
。
そ
し
て
感
覚
が
生
理
的
感
覚
能
力

sensibilite

p
h
y
s
i
o
l
o
g
i
q
u
e
 

に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
知
覚
の
根
源
に
は
精
神
の
「
超

有
機
体
的
な
力
」
が
あ
る
と
す
る
。
心
身
関
係
論
に
お
け
る
ビ
ラ
ン
の
最
大

の
功
績
は
、
生
け
る
身
体
le
c
o
r
p
s
 
v
i
v
a
n
t
の
発
見
で
あ
る
と
言
わ
れ

る
。
し
か
し
そ
の
発
見
も
先
行
す
る
生
物
学
者
（
博
物
学
者
）
た
ち
の
業
績

と
無
関
係
で
は
な
い
。
モ
ー
ペ
ル
チ
ュ
イ
や
ボ
ネ
は
、
有
機
体
が
た
ん
に
受

動
的
な
も
の
で
は
な
く
、
外
界
の
対
象
の
作
用
に
対
し
て
慟
き
か
け
返
す
も

の
で
あ
る
こ
と
を
す
で
に
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
有
機
体
の
反
作
用
は
単
な

る
物
体
の
作
用
に
対
す
る
反
作
用
と
は
異
な
る
。
有
機
体
は
対
象
の
作
用
を

契
機
に
そ
の
独
自
の
能
動
性
が
触
発
さ
れ
る
よ
う
な
感
覚
能
力
を
も
っ
て
い

る
。
著
者
は
、
ビ
ラ
ソ
の
語
る
有
機
的
身
体
の
「
抵
抗
」

resistance
の
ご

と
き
概
念
も
、
先
行
す
る
諸
家
の
議
論
に
根
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を

明
ら
か
に
し
て
い
る
。

第
四
章
で
は
心
理
学
的
諸
問
題
の
展
開
と
心
身
関
係
論
の
展
開
と
の
関
係

が
論
じ
ら
れ
る
。
焦
点
は
意
識

c
o
n
s
c
i
e
n
c
e
の
地
位
を
め
ぐ
る
議
論
に
あ

て
ら
れ
る
。
意
識
は
知
識
の
確
実
な
根
拠
た
り
う
る
の
か
。
意
識
の
事
実
は

精
神
の
非
物
質
性
や
一
性
を
弁
証
す
る
確
実
な
根
拠
た
り
う
る
の
か
。
経
験

論
の
台
頭
と
と
も
に
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
は
自
明
性
を
も
っ
て
い
た
意
識
の

明
証
性
が
疑
問
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
過
程
を
著
者
は
「
明
晰
な

観
念
」

id念

claire
か
ら
「
内
的
感
情
」

sentinent
interieur

へ
と
い

っ
た
哲
学
者
た
ち
の
用
い
る
語
彙
の
変
化
の
過
程
に
照
ら
し
て
跡
づ
け
る

（
こ
の
変
化
は
マ
ル
プ
ラ
ン
シ
ュ
に
お
い
て
す
で
に
看
取
さ
れ
る
）
。
感
情

s
e
n
t
i
m
e
n
t
は
も
は
や
合
理
的
知
識
の
根
拠
た
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
こ

ろ
で
ビ
ラ
ソ
は
こ
の
感
情
に
独
自
の
地
位
を
与
え
る
。
ビ
ラ
ソ
に
と
っ
て
感

情
は
精
神
の
様
態
で
は
な
く
自
我
の
経
験
で
あ
る
。
ビ
ラ
ン
は
物
自
体
の
領

域
に
属
す
る
事
柄
と
現
象
の
領
域
に
属
す
る
こ
と
が
ら
を
峻
別
し
、
後
者
の

領
域
に
自
我
の
存
在
を
位
置
づ
け
る
。
こ
う
し
て
実
体
と
し
て
の
精
神
と
同

一
視
さ
れ
て
き
た
自
我
が
は
じ
め
て
そ
こ
か
ら
区
別
さ
れ
、
こ
の
自
我
の
成

存
に
関
す
る
理
論
と
し
て
の
独
自
の
心
理
学
が
確
立
さ
れ
る
に
至
る
。
ボ
ネ

に
お
い
て
こ
う
し
た
自
我
把
握
の
萌
芽
が
す
で
に
見
ら
れ
る
が
、
ボ
ネ
は
未

だ
こ
の
自
我
の
本
質
を
「
働
き
」

a
c
t
e
と
し
て
掌
握
し
え
て
お
ら
ず
、
結

果
と
し
て
彼
が
デ
カ
ル
ト
的
二
元
論
の
枠
組
み
に
留
ま
る
者
で
あ
る
こ
と
を

著
者
は
正
し
く
指
摘
し
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
の
論
考
か
ら
の
結
論
と
し
て
著
者
は
、
精
神
と
身
体
の
異
質
性

と
い
う
前
提
を
守
ろ
う
と
す
る
か
ぎ
り
両
者
の
相
互
作
用

interaction
を

合
理
的
に
根
拠
づ
け
る
途
の
な
い
こ
と
、
そ
れ
が
歴
史
的
に
明
ら
か
で
あ
る

こ
と
、
そ
し
て
心
身
問
題
に
関
す
る
も
っ
と
も
合
理
的
な
解
決
は
い
ま
の
と

こ
ろ
は
唯
物
論
に
よ
っ
て
の
み
与
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
結
論
す
る
。

し
か
し
同
時
に
著
者
は
、
ビ
ラ
ン
に
そ
の
典
型
が
見
ら
れ
た
よ
う
な
唯
心
論

の
可
能
性
も
否
定
し
な
い
。
と
も
あ
れ
近
世
哲
学
の
概
念
装
置
に
拠
っ
て
立

つ
か
ぎ
り
、
心
身
問
題
に
関
し
て
は
こ
れ
ま
で
に
垣
間
見
て
き
た
よ
う
な
三

つ
の
類
型
を
越
え
る
議
論
は
お
よ
そ
あ
り
え
な
い
と
著
者
は
考
え
る
。
そ
し

て
、
む
し
ろ
わ
れ
わ
れ
が
今
後
思
い
を
め
ぐ
ら
す
べ
き
は
、
近
世
哲
学
的
思

考
そ
の
も
の
を
支
え
て
き
た
思
考
様
式
に
対
し
て
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て

本
書
を
締
め
く
く
る
。
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以
上
長
々
と
本
書
の
内
容
を
、
評
者
の
関
心
に
引
き
つ
け
つ
つ
紹
介
し
て

き
た
が
、
お
わ
り
に
評
者
の
感
想
を
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。
以
上
の
よ
う

に
内
容
を
一
見
し
て
わ
か
る
と
お
り
、
本
書
は
き
わ
め
て
精
緻
な
実
証
的
哲

学
史
研
究
で
あ
る
。
し
か
も
従
来
の
よ
う
な
個
別
の
哲
学
者
に
的
を
絞
っ
た

研
究
で
は
な
く
、
近
世
フ
ラ
ン
ス
語
圏
に
お
け
る
哲
学
思
想
の
展
開
過
程
を
、

心
身
関
係
論
を
軸
に
細
か
な
ひ
だ
の
一
々
に
至
る
ま
で
丹
念
に
辿
っ
た
他
に

類
を
見
な
い
画
期
的
な
労
作
で
あ
る
。
こ
の
研
究
が
こ
れ
ま
で
の
先
行
す
る

研
究
の
成
果
ー
ー
著
者
の
参
照
し
て
い
る
参
考
文
献
に
は
、
グ
イ
ェ
を
は
じ

め
と
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
伝
統
的
哲
学
史
研
究
に
と
ど
ま
ら
ず
、
広
く
英
語
圏

の
分
析
哲
学
の
伝
統
に
属
す
る
も
の
も
数
多
く
含
ま
れ
て
い
る
＇
~
に
立
脚

し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
が
、
さ
ら
に
本
書
の
価
値
を
高
め
て

い
る
の
は
、
本
書
が
、
時
代
を
代
表
し
て
き
た
哲
学
者
た
ち
の
狭
間
に
あ
っ

て
こ
れ
ま
で
我
が
国
に
は
ほ
と
ん
ど
紹
介
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
多
く
の

哲
学
者
た
ち
が
諸
概
念
の
歴
史
的
展
開
に
お
い
て
い
か
に
重
要
な
働
き
を
担

っ
て
い
た
か
を
、
わ
れ
わ
れ
が
知
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
く
れ
る
と
い
う
点

で
あ
る
。
ま
た
著
者
は
歴
史
を
分
析
す
る
に
あ
た
っ
て
現
代
哲
学
の
特
定
の

立
場
を
と
ら
ず
、
中
立
の
立
場
を
守
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
本
書
は
近
世
フ

ラ
ン
ス
哲
学
史
の
す
べ
て
の
専
門
的
研
究
者
に
多
く
の
必
要
不
可
欠
の
情
報

を
客
観
的
な
形
で
提
供
し
う
る
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
私
事
に
わ
た
る
が
、
著
者
は
評
者
が
去
る
十
月
に
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
公

立
大
学
図
書
館
に
お
い
て
本
書
に
も
た
び
た
び
登
場
す
る
ボ
ネ
に
関
係
す
る

諸
文
献
の
調
査
を
行
な
っ
た
際
に
多
く
の
援
助
を
与
え
て
く
れ
た
。
著
者
の

親
切
に
こ
の
場
を
借
り
て
改
め
て
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。




