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序

わ
れ
わ
れ
は
生
き
て
い
る
か
ぎ
り
つ
ね
に
何
ら
か
の
態
度
決
定
を
要
求
さ
れ
て
お

り
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、
そ
の
態
度
決
定
が
何
ら
か
の
規
範
に
か
な
っ
て
い
る
か
を

気
に
し
て
い
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
『
厳
密
な
学
と
し
て
の
哲
学
』
で
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。「
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
す
べ
て
態
度
決
定
で
あ
り
、態
度
決
定
は
す
べ

て
当
為
の
も
と
に
、
す
な
わ
ち
絶
対
的
妥
当
を
要
求
す
る
諸
規
範
に
し
た
が
っ
た
妥

当
か
非
妥
当
か
に
関
す
る
判
決
の
も
と
に
あ
る
」（X

X
V, 56

①
）。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
診
断

に
よ
る
と
、
彼
の
時
代
に
お
い
て
は
様
々
な
当
為
や
規
範
が
乱
立
し
、
対
立
し
、
そ

の
た
め
、
生
は
そ
れ
ら
に
圧
迫
さ
れ
て
困
窮
状
態
に
あ
る
。
そ
れ
に
対
す
る
治
療
法

と
し
て
フ
ッ
サ
ー
ル
が
呈
示
し
た
の
は
〈
厳
密
な
学
と
し
て
の
哲
学
〉
と
い
う
理
念

で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
そ
の
つ
ど
経
験
さ
れ
る
物
質
的
な
事
物
や
時
代
状
況
に
依
存
し

な
い
超
時
間
的
な
理
念
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
様
々
な
要
求
の
対

立
の
中
に
入
り
込
ん
で
そ
の
中
で
他
を
圧
倒
し
た
り
、
対
立
を
調
停
し
た
り
す
る
こ

と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
の
対
立
を
突
き
抜
け
、
そ
れ
ら
と
全
く
対
立
し
な
い

別
の
要
求
に
応
じ
る
こ
と
こ
そ
、
生
を
困
窮
状
態
か
ら
救
う
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
要
求
や
理
念
が
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
に
つ
い

て
考
え
た
い
。
そ
の
際
、こ
の
要
求
を
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
動
機
づ
け
（M

otivation

）」

概
念
か
ら
捉
え
、〈
要
求
と
し
て
の
動
機
づ
け
〉
を
中
心
的
に
考
察
す
る
。
と
く
に
、

〈
フ
ッ
サ
ー
ル
の
考
え
る
学
問
の
理
念
が
な
す
よ
う
な
、時
代
状
況
に
依
存
す
る
こ
と

な
く
態
度
決
定
を
要
求
す
る
動
機
づ
け
は
い
か
に
し
て
可
能
か
〉
を
問
題
に
す
る
。

以
下
で
私
は
、
ま
ず
（
１
）
フ
ッ
サ
ー
ル
が
掲
げ
た
哲
学
の
理
念
を
概
観
し
、
次

に
（
２
）
動
機
づ
け
を
〈
補
完
の
要
求
〉
と
し
て
捉
え
、
最
後
に
（
３
）
理
念
が
も

た
ら
す
と
考
え
ら
れ
る
「
十
全
的
明
証
」
に
関
し
て
、
な
ぜ
そ
れ
が
動
機
づ
け
の
力

を
変
動
さ
せ
な
い
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

１　

哲
学
の
理
念

現
象
学
を
フ
ッ
サ
ー
ル
が
始
め
よ
う
と
し
た
き
っ
か
け
に
は
様
々
な
も
の
が
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
際
、
哲
学
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
が
皆
ば
ら
ば
ら
で
、「
哲

学
的
な
文
献
が
際
限
な
し
に
増
え
て
し
ま
っ
て
も
、
方
法
の
統
一
性
が
欠
け
て
い
る

の
で
、お
よ
そ
哲
学
者
と
同
じ
だ
け
多
く
の
哲
学
が
存
在
し
て
い
る
」（X

V
II, 10

）
と

い
う
当
時
の
状
況
が
大
き
く
影
響
を
与
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。『
イ
デ
ー
ン
』の

「
あ
と
が
き
」
で
フ
ッ
サ
ー
ル
は
自
分
の
『
イ
デ
ー
ン
Ⅰ
』
と
い
う
書
物
が
「
全
く
何

の
参
考
に
も
な
ら
な
い
」
人
と
い
う
も
の
を
挙
げ
て
お
り
、
そ
の
な
か
に
は
「
哲
学

を
学
び
始
め
た
者
と
し
て
す
で
に
、
哲
学
の
乱
立
の
な
か
で
、
ど
れ
を
選
ん
だ
ら
い

い
の
か
と
い
う
こ
と
に
直
面
さ
せ
ら
れ
、
そ
こ
で
は
選
択
な
ど
本
来
な
い
の
だ
と
少

し
も
感
じ
た
こ
と
の
な
い
人
」（V

, 162

）
が
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
箇
所
は
、

フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
に
お
け
る

〈
厳
密
な
学
と
し
て
の
哲
学
〉
と
い
う
理
念
の
な
す
要
求
に
つ
い
て
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フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
も
か
つ
て
「
哲
学
の
乱
立
」
に
直
面
し
、
困
惑
し
、
だ
か
ら
こ
そ
、

哲
学
を
統
一
的
な
方
法
を
持
つ
学
問
と
し
て

0

0

0

0

0

行
な
う
必
要
を
痛
感
し
た
の
だ
ろ
う
と

い
う
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。

彼
は
「
哲
学
と
は
、
理
念
上
は
、
普
遍
的
な
学
問
で
あ
り
、
か
つ
根
本
的
な
意
味

に
お
い
て
『
厳
密
』
な
学
で
あ
る
」（V

, 139

）
と
述
べ
て
い
る
。
で
は
、
フ
ッ
サ
ー

ル
の
考
え
る
〈
厳
密
な
学
問
〉
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
。
以
下
で
は
そ

れ
に
つ
い
て
概
観
す
る
。

１－

１　

学
問

『
論
理
学
研
究
』
第
一
巻
で
は
、フ
ッ
サ
ー
ル
は
学
問
を
〈
誰
も
が
よ
り
理
解
し
や

す
い
知
か
ら
よ
り
理
解
困
難
な
知
へ
向
か
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
も
の
〉
と

捉
え
て
い
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
は
、（
１
）
学
問
が
知
を
伝
達
す
る
も

の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、（
２
）
そ
の
伝
達
さ
れ
る
知
が
真
理
や
明
証
と
密
接
に
関
わ

る
と
い
う
こ
と
、（
３
）
学
問
の
本
質
に
は
基
礎
づ
け
連
関
の
統
一
が
属
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
、（
４
）
学
問
は
直
接
的
な
明
証
か
ら
間
接
的
な
明
証
へ
の
移
行
を
行
う
た

め
の
方
法
的
手
段
を
提
供
す
る
と
い
う
こ
と
、
の
四
つ
を
指
摘
で
き
る
。

（
１
）「
学
問
（W

issen
sch

aft

）」
は
「
知
（W

issen

）」
に
関
わ
る
が
、
だ
か
ら
と

言
っ
て
そ
れ
自
身
が
「
知
の
作
用
（W

issen
ak

t

）」
の
総
和
な
の
で
は
な
い
。
む
し

ろ
「
学
問
」
は
「
文
献
（L

iteratu
r

）」
の
う
ち
に
の
み
客
観
的
に
存
立
し
、「
著
述
」

と
い
う
形
で
の
み
存
在
す
る（X

V
III, 27 f.

）。
こ
の
よ
う
な
形
で
学
問
は
伝
達
さ
れ
、

「
個
人
や
世
代
や
民
族
を
越
え
て
存
続
」
す
る
（X

V
III, 28

）。
し
た
が
っ
て
学
問
は
、

多
く
の
個
人
の
知
の
作
用
か
ら
生
じ
、
様
々
な
形
で
記
録
さ
れ
、
受
け
継
が
れ
、
そ

し
て
再
び
多
く
の
個
人
の
知
へ
と
移
行
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。（
周

知
の
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
発
想
は
晩
年
の
「
幾
何
学
の
起
源
」
草
稿
に
も
見
ら
れ
る②
。）

（
２
）
知
る
と
い
う
こ
と
に
関
連
し
て
、フ
ッ
サ
ー
ル
は
知
と
真
理
と
明
証
の
関
係

に
つ
い
て
も
述
べ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
「
知
」
の
う
ち
に
「
正
し
い
判
断
の
客
観
」

と
し
て
の
「
真
理
（W

ah
rh

eit

）」
を
所
有
す
る
が
、
さ
ら
に
そ
の
判
断
の
志
向
的
対

象
、つ
ま
り
判
断
さ
れ
る
「
事
態
（S

ach
verh

alt

）」
が
存
立
し
て
い
る
か
否
か
を
決

定
す
る
の
は
「
明
証
（E

viden
z

）」（「
明
ら
か
な
確
実
性
」）
で
あ
る
（X

V
III, 28

）。
し

た
が
っ
て
、フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
っ
て
は
明
証
こ
そ
が
「
正
当
性
（R

ich
tigkeit

）
の
最

も
完
全
な
標
識
」
で
あ
り
、「
真
理
そ
の
も
の
の
直
接
的
な
覚
知
」
と
み
な
さ
れ
る

（X
V

III, 29

）。
こ
の
よ
う
に
、
学
問
の
営
為
の
な
か
で
は
知
と
真
理
と
明
証
が
密
接

な
関
係
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

（
３
）
そ
れ
ゆ
え
、こ
の
こ
と
か
ら
も
学
問
は
単
な
る
知
の
総
和
で
は
な
い
と
い
う

こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
と
い
う
の
も
学
問
が
提
供
す
る
知
は
何
ら
か
の
明
証
を
伴
っ

た
正
当
性
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
フ
ッ
サ
ー
ル
は
〈
明

証
を
も
伝
達
す
る
体
系
的
連
関
と
し
て
の
学
問
〉
と
い
う
考
え
方
を
提
示
す
る
。
ば

ら
ば
な
ら
知
識
の
集
ま
り
が
あ
る
だ
け
で
は
学
問
は
成
り
立
た
な
い
。
例
え
ば
、
ば

ら
ば
ら
な
化
学
に
つ
い
て
の
知
識
の
集
ま
り
が
あ
る
だ
け
で
は
、
そ
れ
が
化
学
と
い

う
学
問
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
学
問
で
あ
る
た
め
に
は
「
そ
れ
以
上
の
も
の
」
が
、

つ
ま
り
「
理
論
的
な
意
味
で
の
体
系
的
連
関
」
が
必
要
と
な
り
、
そ
の
中
に
は
「
知

の
基
礎
づ
け
」
が
含
ま
れ
る
（X

V
III, 30

）。
そ
れ
ゆ
え
「
学
問
の
本
質
に
は
基
礎
づ

け
連
関
の
統
一
が
属
し
て
い
る
」（ibid.

）
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
４
）
そ
れ
と
関
連
し
て
、フ
ッ
サ
ー
ル
は
学
問
を
直
接
的
な
明
証
か
ら
出
発
し
て

よ
り
間
接
的
な
明
証
へ
至
る
手
段
だ
と
述
べ
る
。
彼
は
学
問
を
「
真
理
の
王
国
を
征

服
す
る
」
た
め
の
「
手
段
」
と
見
な
す
の
だ
が
、「
真
理
の
王
国
」
は
「
無
秩
序
な
混

沌
」
で
は
な
く
、そ
こ
で
は
「
法
則
性
の
統
一
」
が
支
配
し
て
お
り
、そ
の
た
め
「
真

理
の
探
求
と
詳
述
」
も
真
理
の
王
国
の
「
真
理
の
体
系
的
諸
連
関
」
を
「
反
映
」
す

る
体
系
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（X

V
III, 31

）。
す
で
に
与
え
ら
れ
て
い
る

知
か
ら
真
理
の
王
国
の「
次
第
に
高
次
に
な
る
諸
領
域
に
入
り
込
む
こ
と
が
で
き
る
」

た
め
に
は
、
そ
れ
ら
の
体
系
的
な
連
関
を
「
進
歩
の
は
し
ご
（S

tu
fen

leiter

）」
と
し

て
利
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
（ibid.

）。
学
問
は
こ
の
「
は
し
ご
」
な
し
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で
す
ま
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い
う
の
も
、
た
し
か
に
す
べ
て
の
知
は
最
終
的
に

明
証
に
依
拠
す
る
の
で
は
あ
る
が
、
直
接
的
な
明
証
は
実
は
非
常
に
限
定
さ
れ
た
場

合
に
し
か
生
じ
な
い
か
ら
で
あ
り
、「
無
数
の
真
な
る
命
題
」
が
「
真
理
」
と
し
て
把

握
さ
れ
る
の
は
、「
方
法
的
に
『
基
礎
づ
け
』
ら
れ
て
い
る
」
場
合
だ
け
だ
か
ら
で
あ

る
（ibid.

）。
あ
る
命
題
を
た
だ
ざ
っ
と
見
た
だ
け
で
は
、た
と
え
「
判
断
上
の
決
定
」

は
生
じ
て
も
、
判
断
さ
れ
る
事
態
が
存
立
し
て
い
る
か
否
か
を
決
定
す
る
「
明
証
」

は
生
じ
な
い
。
し
か
し
「
わ
れ
わ
れ
が
確
実
な
認
識
か
ら
出
発
し
、
次
に
志
向
さ
れ

た
命
題
へ
の
確
実
な
思
考
の
道
を
選
ぶ
と
す
ぐ
に
」、「
判
断
上
の
決
定
」
と
「
明
証
」

の
両
者
は
と
も
に
同
時
に
生
じ
る
（ibid.

）。

し
た
が
っ
て
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
学
問
を
〈
よ
り
簡
単
に
到
達
し
う
る
明
証
か
ら
、

よ
り
到
達
の
困
難
な
明
証
へ
わ
れ
わ
れ
を
連
れ
て
い
く
も
の
の
全
体
〉
と
し
て
理
解

し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
学
問
に
お
い
て
は
、
知
は
単
に
ば
ら

ば
ら
に
集
め
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、体
系
的
に
結
び
付
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

１－

２　

厳
密
な
学
と
し
て
の
哲
学

さ
ら
に
フ
ッ
サ
ー
ル
は
『
厳
密
な
学
と
し
て
の
哲
学
』
で
、
学
問
は
、
簡
単
に
流

れ
去
っ
て
し
ま
わ
な
い
、
客
観
的
な
妥
当
性
を
持
っ
た
「
超
時
間
的
な
普
遍
性
」

（X
X

V, 52

）で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
の
普
遍
性

を
、
自
然
主
義
と
歴
史
主
義
か
ら
の
攻
撃
に
対
し
て
擁
護
し
て
い
る
。

と
く
に
彼
は
「
厳
密
な
学
と
し
て
の
哲
学
」
と
「
世
界
観
哲
学
」
を
区
別
し
て
、

前
者
を
守
ろ
う
と
す
る
。
世
界
観
哲
学
と
は
、
時
代
の
世
界
観
（
こ
れ
は
「
教
養
」
お

よ
び
「
知
恵
」
と
も
言
い
換
え
ら
れ
る
）
を
扱
う
、あ
る
い
は
そ
こ
か
ら
生
じ
る
哲
学
で

あ
り
、時
代
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
世
界
観
は
あ
く
ま
で
も
そ
の
つ
ど
の「
時

代
に
対
す
る
目
標
」
に
し
か
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
に
対
し
「
学
問
」
は
「
永

遠
に
対
す
る
目
標
」
だ
と
フ
ッ
サ
ー
ル
は
考
え
る
（X

X
V, 52

）。
す
な
わ
ち
、前
者
は

同
世
代
の
人
々
に
役
立
つ
が
、
後
者
は
「
最
も
遠
い
世
代
に
至
る
ま
で
」
の
「
子
孫

た
ち
」
に
役
立
つ
と
さ
れ
る
（ibid.

）。

フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
れ
ら
の
二
つ
の
目
標
の
ど
ち
ら
を
選
ぶ
か
と
い
う
こ
と
に
関
し

て
、「
哲
学
を
す
る
個
人
の
立
場
か
ら
」
は
「
普
遍
妥
当
的
で
実
践
的
な
決
定
」
を
下

す
こ
と
は
で
き
な
い
と
も
述
べ
て
い
る
が
（X

X
V, 52

）、し
か
し
問
題
は
「
個
人
の
立

場
」
か
ら
だ
け
で
な
く
、「
人
類
や
歴
史
の
立
場
」
か
ら
も
立
て
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
も
述
べ
て
い
る
（X

X
V, 54

）。
す
な
わ
ち
、二
つ
の
目
標
の
う
ち
ど
ち
ら
を
取

る
の
か
と
い
う
問
題
が
、
個
々
の
人
間
に
と
っ
て
で
は
な
く
、「
人
類
の
永
遠
理
念
の

た
え
ず
前
進
し
続
け
る
実
現
の
可
能
性
」
に
と
っ
て
何
を
意
味
す
る
の
か
を
考
慮
す

る
な
ら
、
問
題
は
「
人
類
や
歴
史
の
立
場
」
か
ら
立
て
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
の
で
あ
る
（ibid

.

）。
し
か
も
、
こ
の
問
題
は
「
実
践
的
な
問
題
」
で
も
あ
る
。

と
い
う
の
も
、「
倫
理
的
理
想
の
最
も
遠
方
に
ま
で
、
つ
ま
り
人
類
の
発
展
と
い
う
理

念
が
表
示
す
る
最
も
遠
方
に
ま
で
、
わ
れ
わ
れ
の
歴
史
的
影
響
は
及
ぶ
の
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
倫
理
上
の
責
任
も
及
ぶ
」
か
ら
で
あ
る
（ibid.

）。

冒
頭
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
が
つ
ね
に
態
度
の
決
定
を
迫
ら
れ
て
い
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
必
要
な
規
範
が
乱
立
し
、
そ
の
た
め
に
わ
れ
わ
れ

の
心
情
が
圧
迫
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
時
代
の
問
題
が
あ
る
と
フ
ッ
サ
ー
ル
は
考
え
て

い
る
。
現
代
に
お
い
て
は
、「
ど
の
規
範
も
対
立
し
、
あ
る
い
は
経
験
的
に
歪
曲
さ

れ
、
そ
の
理
念
的
な
妥
当
性
を
強
奪
さ
れ
て
い
る
」（X

X
V

, 54

）。（
こ
の
規
範
の
乱
立

は
、
彼
が
直
面
し
た
で
あ
ろ
う
哲
学
の
乱
立
と
も
符
合
す
る
。）

し
か
し
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
時
代
の
精
神
的
急
迫③
を
前
に
、
速
や
か
に
態
度
決
定
を

し
て
そ
の
急
迫
を
鎮
め
る
必
要
を
強
く
感
じ
つ
つ
も
、
そ
れ
で
も
同
時
代
の
人
々
だ

け
で
な
く
、
未
来
の
、
し
か
も
「
最
も
遠
い
世
代
に
至
る
ま
で
」
の
子
孫
た
ち
の
こ

と
を
顧
慮
し
た
と
き（
こ
れ
は
有
限
の
未
来
の
こ
と
で
は
な
い
。
無
限
の
未
来
の
こ
と
で
あ

る
）、
世
界
観
哲
学
（
お
よ
び
自
然
主
義
や
歴
史
主
義
）
の
な
す
世
界
観
の
抗
争④
に
加
わ

る
の
で
は
な
く
、学
的
哲
学
を
目
指
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。「
時
代
の
た
め
に
永

遠
を
犠
牲
に
し
て
ま
で
、
わ
れ
わ
れ
の
急
迫
を
鎮
め
よ
う
と
し
て
は
な
ら
な
い
」
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（X
X

V, 57

）。
さ
ら
に
、
こ
の
「
急
迫
」
を
「
根
絶
し
が
た
い
害
悪
」
と
し
て
子
孫
に

伝
え
て
は
な
ら
な
い
と
さ
え
言
わ
れ
る
（ibid.

）。
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ

う
な
「
害
悪
」
に
対
し
て
は
「
た
だ
一
つ
の
治
療
法
」
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ

は
「
学
的
な
批
判
」
と
「
下
か
ら
高
め
ら
れ
、
確
実
な
基
礎
に
基
づ
き
、
厳
密
な
方

法
に
し
た
が
っ
て
進
展
す
る
、
徹
底
的
な
学
」
す
な
わ
ち
「
学
的
哲
学
」
で
あ
る

（ibid. ⑤
）。「
世
界
観
は
争
い
う
る
。
た
だ
学
だ
け
が
決
定
を
下
し
う
る
。
そ
し
て
そ
の

決
定
は
永
遠
と
い
う
印
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」（ibid

.

）。
こ
こ
に
フ
ッ
サ
ー
ル

が
感
じ
て
い
た
、
世
代
を
越
え
た
、
遠
い
未
来
の
子
孫
た
ち
に
対
す
る
責
任
を
は
っ

き
り
と
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
言
い
換
え
る
と
、
彼
は
無
限
の
彼
方
か
ら
響
く

要
求
の
呼
び
声
（R

u
f

）
に
応
え
て
い
る
の
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る⑥
。

し
か
し
こ
れ
ほ
ど
ま
で
の
強
い
要
求
は
い
か
に
し
て
生
じ
る
の
か
。
こ
の
要
求
は

と
て
つ
も
な
い
、
法
外
な
要
求
で
あ
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず

フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
の
要
求
に
自
分
が
応
え
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
と
自
負
し
て
い
る

よ
う
で
あ
る
。
い
っ
た
い
な
ぜ
フ
ッ
サ
ー
ル
は
そ
こ
ま
で
の
自
負
を
持
つ
こ
と
が
で

き
た
の
か
。

こ
の
問
い
に
答
え
る
た
め
、
以
下
で
は
フ
ッ
サ
ー
ル
が
〈
要
求
〉
一
般
を
ど
の
よ

う
に
現
象
学
的
に
考
察
し
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
そ
れ
は
動
機
づ
け
概

念
に
関
わ
る
。
本
稿
で
私
は
、
動
機
づ
け
概
念
を
非
常
に
広
く
取
り
、
そ
の
範
囲
を

〈
超
越
論
的
主
観
性
に
お
い
て
何
か
が
何
ら
か
の
仕
方
で
求
め
ら
れ
る
こ
と
〉全
般
と

見
な
す
。
そ
の
か
ぎ
り
で
、何
か
を
求
め
る
こ
と
を
表
すpräten

dieren
, fordern

, 

in
 A

n
spru

ch
 n

eh
m

en

等
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の
用
い
る
様
々
な
表
現
を
〈
動
機
づ
け
〉

と
し
て
捉
え
た
い
。（
も
ち
ろ
ん
そ
の
当
否
は
そ
の
つ
ど
の
文
脈
に
応
じ
て
考
慮
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。）

２　

動
機
づ
け

２－

１　

補
完
の
要
求
と
し
て
の
動
機
づ
け

こ
れ
か
ら
私
は
動
機
づ
け
を
〈
要
求
〉
と
し
て
捉
え
た
い
の
で
あ
る
が
、フ
ッ
サ
ー

ル
の
テ
ク
ス
ト
、
と
く
に
『
イ
デ
ー
ン
Ⅰ
』
で
「
動
機
づ
け
」
と
い
う
概
念
が
登
場

す
る
の
は
、
ま
ず
は
〈
ま
だ
経
験
さ
れ
て
い
な
い
が
、
実
際
に
存
在
す
る
は
ず
の
、

経
験
可
能
な
事
物
〉
が
問
題
に
な
る
箇
所
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
世
界
の
中
で
生

き
て
い
る
と
き
、
直
接
見
た
り
聞
い
た
り
す
る
も
の
の
存
在
し
か
信
じ
て
い
な
い
わ

け
で
は
な
く
、
事
物
の
見
え
て
い
な
い
部
分
や
直
接
知
覚
し
た
こ
と
の
な
い
も
の
の

存
在
も
信
じ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
も
の
の
経
験
を
支
え
て
い
る
の
が
動
機
づ
け
で

あ
り
、そ
の
よ
う
な
経
験
の
可
能
性
は
「
動
機
づ
け
ら
れ
た
可
能
性
」
と
呼
ば
れ
る
。

そ
の
可
能
性
は
「
地
平
」
を
形
作
り
、
事
物
経
験
は
こ
の
地
平
を
つ
ね
に
持
っ
て
い

る
と
さ
れ
る
（III/1, 101 f.

）。
し
た
が
っ
て
、わ
れ
わ
れ
の
経
験
に
は
た
い
て
い
、つ

ね
に
、
動
機
づ
け
の
連
関
が
随
伴
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
経
験
と
動
機

づ
け
の
連
関
を
越
え
出
た
も
の
は「
無
意
味
」で
あ
る
と
さ
え
言
わ
れ
る（III/1, 96

）。

さ
ら
に
『
イ
デ
ー
ン
Ⅱ
』
で
は
（「
人
格
」「
精
神
」
の
法
則
と
し
て
で
あ
る
が
）
よ
り

詳
し
く
動
機
づ
け
概
念
が
考
察
さ
れ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
第
五
六
節
（IV

, 220-247

）

で
、
動
機
づ
け
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
動

機
づ
け
は
い
か
に
し
て
生
じ
る
の
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
問
い
に
答
え
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

こ
こ
で
は
動
機
づ
け
は
、（
１
）「
理
性
動
機
づ
け
（V

ern
u

n
ftm

otivation

）」
と
、

（
２
）「
連
合
的
動
機
づ
け
（assoziative M

otivation

）」（
あ
る
は
「
連
合
と
し
て
の
動

機
づ
け
」）
に
区
別
さ
れ
る
。

（
１
）「
理
性
動
機
づ
け
」
は
自
我
の
能
動
的
な
態
度
決
定
（S

tellu
n

gn
ah

m
e

）
一

般
に
関
わ
る
。
態
度
決
定
と
は
、
最
広
義
に
お
い
て
は
、
自
我
が
意
志
を
働
か
せ
て

（
つ
ま
り
能
動
的
に
）
体
験
の
作
用
を
遂
行
す
る
こ
と
で
あ
る⑦
。
ま
た
、『
イ
デ
ー
ン
Ｉ
』
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で
「
理
性
」
と
は
現
実
性
と
相
関
関
係
に
あ
る
意
識
の
こ
と
を
指
し
て
い
た
。
そ
れ

は
つ
ま
り
〈
何
か
を
現
実
的
な
も
の
と
し
て
定
立
す
る
意
識
〉
の
こ
と
で
あ
り
、
そ

の
定
立
は
「
理
性
定
立
」
と
呼
ば
れ
る
（III/1, 314 ff. ⑧
）。
し
た
が
っ
て
理
性
動
機
づ

け
と
は
、
そ
の
よ
う
な
現
実
的
な
も
の
を
定
立
す
る
意
識
に
関
わ
る
動
機
づ
け
の
こ

と
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
、
自
我
の
能
動
的
な
態
度
決
定
を
動
機
づ
け
る

か
ぎ
り
で
の
す
べ
て
の
動
機
づ
け
が
こ
の
「
理
性
動
機
づ
け
」
に
含
ま
れ
る
。
例
え

ば
、
物
体
的
な
事
物
に
つ
い
て
の
知
覚
や
判
断
や
推
論
な
ど
の
認
識
に
関
わ
る
動
機

づ
け
が
こ
こ
に
含
ま
れ
る
。
ま
た
フ
ッ
サ
ー
ル
は
人
間
の
行
為
一
般
に
対
す
る
動
機

づ
け
も
こ
こ
に
含
め
て
お
り
、
さ
ら
に
、
知
覚
が
判
断
を
動
機
づ
け
た
り
、
あ
る
判

断
が
別
の
判
断
を
動
機
づ
け
た
り
す
る「
態
度
決
定
に
よ
る
態
度
決
定
の
動
機
づ
け
」

も
こ
こ
に
含
め
て
い
る
（IV, 220

）。

（
２
）
そ
れ
に
対
し
、「
連
合
的
動
機
づ
け
」
は
、
自
我
の
能
動
的
な
態
度
決
定
を

含
ま
な
い
（
つ
ま
り
自
我
の
意
志
を
含
ま
な
い
）
任
意
の
体
験
に
対
す
る
動
機
づ
け
で
あ

り
、「
習
慣
」
の
領
域
に
関
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
際
、
そ
の
体
験
は
、（
ａ
）
以
前
の

能
動
的
な
理
性
作
用
の
「
沈
殿
」
し
た
も
の
で
あ
る
か
、（
ｂ
）
あ
る
い
は
、
そ
の
沈

殿
物
と
の
類
比
に
よ
っ
て
統
覚
さ
れ
る
統
一
体
と
し
て
立
ち
現
れ
て
く
る
か
、（
ｃ
）

あ
る
い
は
完
全
に
理
性
を
欠
い
て
い
る
動
機
づ
け
、
つ
ま
り
衝
動
で
あ
る
か
の
い
ず

れ
か
で
あ
る
と
さ
れ
る
（IV

, 222

）。（
た
だ
し
、
こ
れ
ら
二
種
類
の
動
機
づ
け
は
ま
っ
た

く
別
々
に
働
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、
互
い
に
絡
ま
り
合
っ
て
い
る
（IV, 224

）。）

フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
れ
ら
二
つ
の
動
機
づ
け
に
関
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
記
述

し
て
い
る
。
理
性
動
機
づ
け
に
関
し
て
は
、「
類
似
の
部
分
の
存
在
は
類
似
の
補
完
部

分
の
存
在
を
要
求
す
る
」
と
い
う
内
容
の
「
動
機
づ
け
の
法
則
」
が
指
摘
さ
れ
る
（IV, 

223

）。
そ
れ
に
対
し
て
、
連
合
的
動
機
づ
け
に
関
し
て
は
、
そ
こ
に
お
い
て
は
「
新

た
に
立
ち
現
れ
る
連
関
は
、
そ
れ
が
以
前
の
連
関
の
一
部
に
類
似
し
た
も
の
で
あ
る

と
き
、
類
似
性
の
意
味
に
お
い
て
継
続
し
、
以
前
の
連
関
全
体
に
類
似
す
る
連
関
全

体
へ
向
け
て
自
己
を
補
完
し
よ
う
と
す
る
と
い
う
傾
向
」
が
生
じ
る
と
さ
れ
る

（ibid.

）。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
両
者
の
違
い
を
簡
単
に
言
う
な
ら
、
そ
れ
は
〈
自
我
の
態
度

決
定
が
あ
る
か
な
い
か
〉、あ
る
い
は
〈
存
在
の
定
立
が
あ
る
か
な
い
か
〉
の
違
い
で

あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
理
性
動
機
づ
け
は
存
在
を
定
立
す
る
よ
う
に
自
我
を
動

機
づ
け
る
が
、
そ
れ
に
対
し
、
連
合
的
動
機
づ
け
は
自
我
の
作
用
を
動
機
づ
け
ず
、

定
立
の
素
材
と
な
る
も
の
、
例
え
ば
感
覚
与
件
の
出
現
を
動
機
づ
け
る
。
予
想
、
予

料
さ
せ
る
と
言
っ
て
も
い
い
。（
そ
の
際
も
ち
ろ
ん
、
自
我
の
注
意
は
伴
っ
て
い
な
い
。）

し
か
し
や
は
り
、
両
者
は
ど
ち
ら
も
〈
今
現
れ
て
い
る
部
分
を
補
完
す
る
要
求
〉

で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
ど
ち
ら
に
お
い
て
も
、
も
し
現
在
の

状
況
と
過
去
の
状
況
に
何
ら
か
の
類
似
性
が
あ
り
、
か
つ
、
何
か
が
現
在
の
状
況
に

お
い
て
部
分
的
に
の
み
現
れ
て
い
る
な
ら
、
そ
れ
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
、
そ
れ
を

過
去
の
も
の
に
よ
っ
て
補
完
す
る
要
求
が
生
じ
る
。
あ
る
い
は
言
い
換
え
れ
ば
、
過

去
の
状
況
を
再
生
し
よ
う
と
す
る
要
求
が
生
じ
る
。
し
た
が
っ
て
、
動
機
づ
け
は
一

般
に
、
現
在
の
状
況
を
過
去
の
類
似
の
状
況
に
よ
っ
て
補
完
す
る
要
求
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
言

う
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
し
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
動
機
づ
け
に
よ
っ
て
生
じ
て
い
る
の
は
あ

く
ま
で
も
要
求

0

0

で
あ
り
、何
か
が
結
果
（W

irku
n

g

）
と
し
て
生
じ
る
わ
け
で
は
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
何
か
が
結
果
と
し
て
生
じ
る
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
考
え
て
し

ま
う
な
ら
、
そ
れ
は
動
機
づ
け
と
区
別
さ
れ
る
自
然
の
（n

atu
ral

）
因
果
性
を
意
味

す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
（V

gl. IV, 229 ff.

）。

２－

２　

動
機
づ
け
の
力

こ
の
よ
う
に
動
機
づ
け
が
〈
現
在
の
状
況
を
過
去
の
類
似
の
状
況
に
よ
っ
て
補
完

す
る
要
求
〉
で
あ
る
な
ら
ば
、
動
機
づ
け
ら
れ
る
各
人
が
過
去
に
ど
の
よ
う
な
経
験

を
し
て
き
た
か
に
よ
っ
て
動
機
づ
け
の
要
求
は
変
動
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と

が
推
測
さ
れ
る
。
実
際
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
動
機
づ
け
に
は
度
合
い
の
違
い
が
あ
り
、
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お
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要
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て
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そ
れ
は
変
動
す
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
動
機
づ
け
の
力
が
強

化
さ
れ
た
り
、
弱
化
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
互
い
に
競
合
し
、
相
殺
す
る
仕
方
に
つ

い
て
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
う
（III/1, 320

）。

そ
う
す
る
と
、
も
し
現
在
の
状
況
と
過
去
の
状
況
に
何
ら
の
類
似
性
も
な
い
場
合

に
は
、
補
完
の
要
求
は
な
く
、
そ
の
力
も
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
と
す

れ
ば
、
補
完
要
求
と
し
て
の
動
機
づ
け
は
過
去
の
経
験
に
依
存
し
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
言
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
類
似
の
状
況
が
頻
繁
に
生
じ
れ
ば
動
機
づ
け
が
強
く

な
り
、
あ
ま
り
生
じ
な
け
れ
ば
弱
く
な
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
関
わ
る
記
述

が
『
受
動
的
綜
合
の
分
析
』
に
あ
る
。
そ
こ
で
は
〈
動
機
づ
け
の
力
の
変
動
〉
と
〈
状

況
の
生
じ
る
頻
度
〉
と
の
関
係
が
記
述
さ
れ
、
動
機
づ
け
の
強
化
が
「
予
期
の
予
料

す
る
力
」
と
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
力
は
「
帰
納
的
な
『
実
例
』
の
数
と
共

に
増
大
す
る
、
つ
ま
り
類
似
の
状
況
の
も
と
で
生
じ
る
も
の
の
頻
度
と
共
に
増
大
す

る
」
と
さ
れ
、
逆
に
、
類
似
す
る
も
の
が
な
け
れ
ば
、「
動
機
づ
け
ら
れ
た
予
期
の
傾

向
は
妨
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
」
と
さ
れ
る
（X

I, 188

⑨
）。

例
え
ば
、
日
本
で
生
活
し
て
い
る
人
が
、
郵
便
ポ
ス
ト
を
見
て
、
そ
れ
が
赤
い
と

い
う
事
実
を
何
度
も
繰
り
返
し
（
数
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
ほ
ど
頻
繁
に
）
経
験
し
て
い

る
な
ら
、
そ
の
人
は
、
次
の
機
会
に
ポ
ス
ト
の
直
前
ま
で
来
た
と
き
に
、
ポ
ス
ト
が

赤
い
と
い
う
こ
と
を
期
待
す
る
だ
ろ
う
（
も
し
赤
く
な
け
れ
ば
予
想
が
裏
切
ら
れ
て
驚
く

だ
ろ
う
）。
ポ
ス
ト
が
赤
い
と
い
う
予
期
の
度
合
い
は
、〈
ポ
ス
ト
は
赤
い
〉
と
い
う

「
実
例
」
の
数
と
と
も
に
増
大
す
る
。
そ
し
て
お
そ
ら
く
、そ
の
よ
う
な
「
実
例
」
を

繰
り
返
し
経
験
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
ポ
ス
ト
に
他
の
色
を
期
待
す
る
よ
う
に
促
す
力

は
弱
く
な
る
だ
ろ
う
（
そ
の
人
が
他
の
色
の
ポ
ス
ト
を
知
覚
す
る
機
会
を
持
た
な
い
か
ぎ

り
は
）。

こ
の
よ
う
に
動
機
づ
け
は
帰
納
的
な
性
格
を
持
つ
が
、
た
だ
し
、
こ
れ
は
自
然
科

学
の
行
う
よ
う
な
帰
納
と
は
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、

自
然
科
学
が
行
う
帰
納
の
根
底
に
は
、
よ
り
根
源
的
な
「
日
常
的
な
帰
納
」（V

I, 50

）

が
あ
る
。
晩
年
の
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
学
の
危
機
と
超
越
論
的
現
象
学
』（
以
下
『
危
機
』

と
表
記
）
で
は
、
日
常
的
な
わ
れ
わ
れ
の
生
が
そ
も
そ
も
そ
う
し
た
帰
納
、
お
よ
び
そ

こ
か
ら
生
じ
る
予
見
に
基
づ
い
て
い
る
と
さ
れ
る
。「
す
べ
て
の
生
活
は
予
見
に
基
づ

い
て
い
る
。
あ
る
い
は
そ
の
代
わ
り
に
こ
う
言
っ
て
も
よ
い
の
だ
が
、
帰
納
に
基
づ
い

て
い
る
。
ど
の
端
的
な
経
験
の
存
在
確
実
性
も
す
で
に
、
き
わ
め
て
原
始
的
な
仕
方
で

帰
納
を
行
っ
て
い
る
」（V

I, 51

）。
お
そ
ら
く
こ
の
よ
う
な
「
予
見
」「
帰
納
」
は
動
機

づ
け
の
な
す
補
完
要
求
に
基
づ
く
、
あ
る
い
は
補
完
要
求
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ

う
。
と
い
う
の
も
、
晩
年
の
他
の
草
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
原
始
的
な
帰
納
が
「
類
似

の
状
況
の
も
と
で
の
類
似
の
も
の
の
根
源
的
予
期
（
原
帰
納
（U

rinduktion

））」
と
も

表
現
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
（X

V, 223

）。
こ
れ
は
〈
類
似
の
も
の
の
補
完
要
求
〉
と
し

て
の
動
機
づ
け
と
帰
納
の
関
係
が
晩
年
に
至
る
ま
で
保
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
。

２－

３　

規
範
の
な
す
要
求

次
に
、
規
範
や
当
為
と
動
機
づ
け
の
関
係
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
。
規
範
を
〈
動

機
づ
け
る
も
の
〉
と
し
て
、
つ
ま
り
〈
類
似
の
も
の
の
補
完
要
求
〉
と
し
て
捉
え
る

か
ぎ
り
は
、
そ
れ
も
帰
納
的
に
獲
得
さ
れ
る
と
推
測
さ
れ
る
。

こ
の
こ
と
に
関
連
す
る
テ
ク
ス
ト
と
し
て
あ
る
草
稿
（『
間
主
観
性
の
現
象
学
』
第
二

部
の
付
論X

X
IX

「
文
化
的
行
為
と
し
て
の
慣
習
的
行
為
」）
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る

（X
IV

, 225-232

）。
そ
こ
で
は
、
人
間
の
文
化
や
共
同
体
を
特
徴
づ
け
て
い
る
の
は
、

個
々
人
を
越
え
た
「
慣
習
」
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
慣
習
は
さ
ら
に
「
規
範
」

「
当
為
」
を
持
つ
。
あ
る
文
化
圏
に
生
ま
れ
た
者
は
、そ
こ
に
居
続
け
よ
う
と
思
う
な

ら
、
あ
る
慣
習
を
身
に
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
す
で
に
慣
習
を

身
に
付
け
た
他
人
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
す
る
べ
き
だ
と
か
、
す
る
べ
き
で
な
い
と
い

う
こ
と
を
教
え
ら
れ
る
。
そ
の
通
り
に
で
き
れ
ば
褒
め
ら
れ
、
そ
れ
が
で
き
な
い
と

叱
ら
れ
る
。「
慣
習
の
意
味
」
は
、「
師
匠
や
教
師
に
よ
る
承
認
や
非
承
認
を
、
つ
ま
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り
〔
行
為
の
〕
完
全
さ
の
度
合
い
を
判
定
し
、
褒
め
た
り
叱
っ
た
り
な
ど
す
る
現
実

的
お
よ
び
可
能
的
な
傍
観
者
・
目
撃
者
に
よ
る
承
認
や
非
承
認
を
遡
っ
て
指
し
示
す
」

（X
IV, 225

）。
そ
の
よ
う
な
仕
方
で
わ
れ
わ
れ
は
何
ら
か
の
規
範
を
手
に
入
れ
る
こ
と

に
な
る
が
、
そ
れ
は
他
の
人
々
と
共
有
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
や
っ
て
規
範
が

共
有
さ
れ
る
こ
と
で
わ
れ
わ
れ
は
生
活
様
式
・
行
動
様
式
を
共
有
し
て
い
る
と
言
え

る
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
フ
ッ
サ
ー
ル
は
表
立
っ
て
動
機
づ
け
に
つ
い
て
語
っ
て
い
な
い
が
、
し
か

し
規
範
や
当
為
を
〈
動
機
づ
け
る
も
の
〉
と
捉
え
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
は
、
あ
る
一

人
の
人
間
だ
け
が
要
求
さ
れ
る
よ
う
な
動
機
づ
け
で
は
な
く
、
同
じ
文
化
圏
、
同
じ

共
同
体
の
多
く
の
人
々
が
共
に
要
求
さ
れ
、
そ
れ
に
応
じ
て
い
る
よ
う
な
強
い
動
機

づ
け
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
規
範
や
当
為
の
要
求

す
る
力
は
多
く
の
人
を
動
か
す
ま
で
に
強
力
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は

ま
さ
に
、「
褒
め
た
り
叱
っ
た
り
な
ど
す
る
」
こ
と
の
繰
り
返
し
や
、「
承
認
や
非
承

認
」
の
繰
り
返
し
を
指
し
示
す
だ
ろ
う
。
規
範
や
当
為
と
は
、
そ
の
よ
う
な
状
況
の

繰
り
返
し
の
中
で
、
帰
納
的
に
獲
得
さ
れ
、
共
有
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と

が
で
き
る
。

し
か
し
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
単
純
に
〈
規
範
と
い
う
も
の
は
み
な
、
た
だ
偶
然
に
類

似
の
状
況
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
生
み
出
さ
れ
る
〉
と
は
考
え
て
は

い
な
い
。
す
べ
て
の
動
機
づ
け
が
そ
の
力
を
変
動
さ
せ
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
動
機
づ
け
の
す
べ
て
が
帰
納
的
な
も
の
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

フ
ッ
サ
ー
ル
は
『
イ
デ
ー
ン
Ⅰ
』
で
、「
十
全
的
な
明
証
」
が
「
原
理
的
に
も
は
や

『
力
を
強
め
』
た
り
あ
る
い
は
『
力
を
殺
い
』
だ
り
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
よ
う
な
、

し
た
が
っ
て
、
重
み
に
程
度
上
の
差
異
が
な
い
よ
う
な
明
証
」
で
あ
る
と
主
張
す
る

（III/1, 321

）。
例
え
ば
、「
本
質
直
観
」
や
、
意
識
の
「
内
在
的
知
覚
」
が
そ
の
よ
う

な
明
証
を
も
た
ら
す
。
そ
れ
に
対
し
、
物
質
的
事
物
に
つ
い
て
の
知
覚
は
程
度
上
の

差
異
が
あ
る
明
証
を
も
た
ら
し
、そ
れ
は
「
不
十
全
な
」
明
証
と
呼
ば
れ
る
（ibid.

）。

フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
の
中
心
的
な
概
念
で
あ
る
（
純
粋
な
）「
本
質
」
あ
る
い
は
「
形

相
」
は
、
一
旦
取
り
出
さ
れ
た
な
ら
、
そ
の
動
機
づ
け
の
力
を
強
化
も
弱
化
も
で
き

な
い
。
さ
ら
に
そ
れ
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
事
実
に
対
す
る
規
範
と
し
て
機

能
す
る
と
さ
れ
る
。

ど
ん
な
類
の
定
立
意
識
も

―
設
定
立
性
（P

oten
tion

alität

）
の
領
域
〔
＝
理

性
定
立
が
及
ぶ
現
実
性
の
領
域
〕
に
お
い
て
は

―
規
範
の
支
配
下
に
あ
る
と

い
う
こ
と
は
、
そ
れ
自
身
が
一
つ
の
現
象
学
的
事
実
で
あ
る
。
そ
し
て
規
範
と

は
、
本
質
法
則
の
こ
と
、
つ
ま
り
、
そ
の
種
類
と
形
式
に
関
し
て
厳
密
に
分
析

さ
れ
か
つ
記
述
さ
れ
る
べ
き
何
ら
か
の
ノ
エ
シ
ス
・
ノ
エ
マ
的
な
諸
連
関
に
関

係
す
る
本
質
諸
法
則
の
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。（III/1, 333

）

…
…
形
相
に
お
い
て
起
こ
る
事
柄
は
、
事
実
に
対
し
て
、
絶
対
に
乗
り
越
え
る

こ
と
の
で
き
な
い
規
範
と
し
て
機
能
す
る
…
…
。（III/1, 335

）

以
上
の
こ
と
か
ら
分
か
る
の
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
「
規
範
」
を
人
間
の
行
為
の
規

範
だ
け
に
限
定
し
て
考
え
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
、
規
範
の
す
べ

て
が
帰
納
的
に
の
み
形
成
さ
れ
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

３　

動
機
づ
け
の
力
を
変
動
さ
せ
な
い
明
証

し
か
し
、
な
ぜ
十
全
的
な
明
証
は
動
機
づ
け
の
力
を
変
動
さ
せ
な
い
の
か
。
以
下

で
は
、
こ
の
問
い
に
対
し
て
、〈
本
質
の
共
属
性
〉、
つ
ま
り
本
質
相
互
の
切
り
離
し

え
な
い
関
係
と
、〈
極
限
と
し
て
の
理
念
〉
と
、〈
明
証
〉
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
答
え
た
い⑩
。
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３－

１　

本
質
の
共
属
性

フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
は
、無
数
の
個
別
的
な
事
実
の
内
に
含
ま
れ
る
共
通
性
を
（
純

粋
な
）「
本
質
」（
あ
る
い
は
「
形
相
」）
と
し
て
取
り
出
し
、
そ
れ
を
記
述
す
る
が
、
と

り
わ
け
、
諸
々
の
本
質
が
互
い
に
切
り
離
し
う
る
か
ど
う
か
、
つ
ま
り
、
自
立
的
に

存
在
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
他
に
依
存
し
な
け
れ
ば
存
在
し
な
い
の
か
と
い
う
こ
と

を
問
題
に
す
る
。
例
え
ば
、
色
と
い
う
本
質
は
拡
が
り
と
い
う
本
質
か
ら
切
り
離
せ

な
い⑪
。
こ
れ
は
〈
色
は
つ
ね
に
拡
が
り
と
共
に
現
れ
る
〉
と
い
う
こ
と
、
あ
る
い
は

〈
色
と
拡
が
り
は
一
つ
の
切
り
離
せ
な
い
全
体
に
共
に
属
し
て
い
る
〉と
い
う
こ
と
を

意
味
す
る
。
互
い
に
切
り
離
せ
な
い
結
び
つ
き
に
属
す
一
方
が
現
れ
る
な
ら
、
他
方

も
つ
ね
に
現
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
そ
の
場
合
、
動
機
づ
け
か
ら
考
え
る
な

ら
、
一
方
の
現
れ
は
他
方
の
現
れ
を
要
求
し
、
し
か
も
こ
の
要
求
は
必
ず
満
た
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
フ
ッ
サ
ー
ル
が
「
ア
プ
リ
オ
リ
」
と
呼
ぶ
も
の
は
、

こ
の
よ
う
な
つ
ね
に
満
た
さ
れ
る
要
求
の
連
関
で
あ
る
と
言
え
る⑫
。

現
象
学
に
と
っ
て
と
り
わ
け
重
要
な
〈
本
質
の
共
属
性
〉
は
、
志
向
性
の
「
ア
プ

リ
オ
リ
な
相
関
関
係
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、意
識
と
意
識
さ
れ
る
対
象
（
す
な
わ
ち
ノ

エ
シ
ス
と
ノ
エ
マ
）が
相
互
に
切
り
離
し
え
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る⑬
。
対
象
は
、

そ
れ
が
た
と
え
意
識
の
実
的
な
領
域
（「
内
在
」）
を
越
え
出
た
「
超
越
」
だ
と
し
て

も
、
意
識
の
実
的
な
領
域
に
属
す
意
識
の
働
き
か
ら
切
り
離
さ
れ
え
な
い
。
と
す
る

と
、
意
識
と
意
識
さ
れ
る
対
象
は
つ
ね
に
互
い
を
要
求
し
、
か
つ
こ
の
要
求
は
つ
ね

に
必
ず
満
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、「
ア
プ
リ
オ
リ
」
な
要
求
は
満
た
さ
れ
な
い
こ
と
が
な
い
の
で
、
動

機
づ
け
の
力
は
弱
く
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

で
は
、そ
の
力
は
ど
こ
ま
で
も
強
く
な
る
の
か
と
言
え
ば
、上
述
の
よ
う
に
、フ
ッ

サ
ー
ル
は
そ
う
は
考
え
て
い
な
い
。お
そ
ら
く
こ
れ
は「
以
下
同
様（u

n
d so w

eiter

）」

と
い
う
意
識
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
。
周
知
の
よ
う
に
、本
質
を
直
観
す
る
に
は
、

想
像
を
自
由
に
変
更
す
る
「
自
由
変
更
」
と
い
う
手
続
き
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
し
て
、
想
像
を
自
由
に
変
更
し
て
い
っ
た
と
き
、
変
更
さ
れ
な
い
同
一
の
「
不
変

項
」が
得
ら
れ
た
ら
、そ
の
後
は
ど
れ
だ
け
想
像
を
変
更
し
て
も
そ
れ
は
そ
の
後
ず
っ

と
変
わ
ら
な
い
、
つ
ま
り
無
際
限
に
「
以
下
同
様
」
に
な
る
と
い
う
意
識
が
生
じ
る

（E
U

, 410 ff. ⑭
）。
そ
の
同
一
の
「
不
変
項
」
が
本
質
で
あ
る
。
本
質
認
識
に
お
い
て
は

動
機
づ
け
の
力
に
変
動
が
生
じ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
「
以
下
同
様
」
以
降
の

こ
と
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

た
だ
し
、
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
本
質
の
切
り
離
し
え
な
さ

は
あ
ら
ゆ
る
事
象
の
細
部
に
至
る
ま
で
見
出
せ
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
、
言

い
換
え
れ
ば
、
本
質
は
つ
ね
に
特
殊
な
も
の
の
偶
然
性
を
開
い
た
ま
ま
・
未
決
定
に

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る⑮
。
普
遍
的
な
本
質
は
事
実
を
、
つ
ま
り
特
殊
な
あ
る

い
は
個
別
的
な
事
象
を
支
配
し
、規
定
し
て
い
る
と
フ
ッ
サ
ー
ル
は
考
え
て
い
る
が
、

そ
の
す
べ
て
を
予
め
決
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
未
決
定
な

0

0

0

0

・
開
か
れ
た
部
分

0

0

0

0

0

0

を
残
し
て
い
る

0

0

0

0

0

0

と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
上
述
の
よ
う
に
色
と
い
う

本
質
は
物
体
の
持
つ
拡
が
り
と
い
う
本
質
か
ら
切
り
離
せ
な
い
と
し
て
も
、実
際
に
、

つ
ま
り
事
実
上
、
郵
便
ポ
ス
ト
と
し
て
使
わ
れ
る
形
状
の
事
物
が
赤
色
で
あ
る
必
要

は
な
い
。
た
し
か
に
日
本
で
は
現
在
、
ポ
ス
ト
は
た
い
て
い
赤
色
で
塗
ら
れ
る
。
こ

れ
は
繰
り
返
し
経
験
さ
れ
、
そ
の
た
め
こ
の
こ
と
が
わ
れ
わ
れ
に
は
強
く
動
機
づ
け

ら
れ
る
。
だ
が
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、ポ
ス
ト
が
つ
ね
に
赤
色
で
あ
る
必
要
は
な
い
。

赤
色
で
な
い
ポ
ス
ト
も
存
在
可
能
で
あ
り
、
実
際
に
存
在
し
て
い
る
。
そ
し
て
他
の

種
類
の
本
質
で
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
は
、
事
実
が
経
験
さ
れ
る
以
前
に
、

そ
れ
を
細
部
に
至
る
ま
で
す
べ
て
規
定
す
る
よ
う
な
本
質
は
な
い
。

だ
が
そ
う
す
る
と
、
動
機
づ
け
が
強
化
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
本
質
が
開
い
た

0

0

0

0

0

0

ま
ま
に
し
て
い
る
部
分

0

0

0

0

0

0

0

0

0

・
可
能
性
が
閉
じ
ら
れ
て
い
く
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
と
言
う
こ
と
も

で
き
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
事
実
上
、
完
全
に
閉
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
は

ず
で
あ
る
。（
こ
れ
ら
の
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
い
て
本
質
概
念
と
動
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機
づ
け
概
念
は
、互
い
の
足
り
な
い
と
こ
ろ
を
補
い
合
う
よ
う
な
相
互
補
完
的
な
関
係
に
あ
る

と
言
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。）

３－

２　

無
差
別
的
な
補
完
を
要
求
す
る
動
機
づ
け

以
上
で
す
で
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
動
機
づ
け
概
念

は
、「
動
機
づ
け
」
と
い
う
こ
と
で
一
般
に
理
解
さ
れ
て
い
る
〈
人
間
あ
る
い
は
主
観

を
動
か
し
て
目
標
へ
向
か
わ
せ
る
内
的
過
程
〉
と
い
う
よ
う
な
意
味
に
は
収
ま
ら
な

い
。
と
く
に
そ
れ
は
今
確
認
し
た
志
向
性
の
「
ア
プ
リ
オ
リ
な
相
関
関
係
」
を
考
慮

し
た
と
き
、
そ
う
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
と
い
う
の
も
、
意
識
と
対
象
が
切
り
離
し

え
ず
つ
ね
に
相
関
関
係
に
あ
る
な
ら
ば
、
意
識
が
何
ら
か
の
仕
方
で
動
機
づ
け
ら
れ

る
と
き
に
は
同
時
に
、
そ
の
相
関
者
も
そ
れ
に
対
応
す
る
仕
方
で
動
機
づ
け
ら
れ
る

は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
動
機
づ
け
る
」
と
い
う
言
い
方
で
わ
れ
わ
れ
は
、

意
識
の
内
面
の
こ
と
だ
け
を
考
え
る
の
で
は
な
く
、〈
意
識
の
相
関
者
が

0

0

0

0

0

0

0

動
機
づ
け
ら

れ
る
〉
と
い
う
事
態
に
つ
い
て
も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

例
え
ば
、『
イ
デ
ー
ン
Ⅱ
』
で
は
、
意
識
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
事
物
の
「〔
意
識

に
〕
相
関
的
な
、存
在
に
関
わ
る
動
機
づ
け
が
扱
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
」

と
述
べ
ら
れ
る
（IV, 223 A

n
m

.

）。
こ
れ
は
、
意
識
が

0

0

0

（
ノ
エ
シ
ス
が
）
事
物
を
定
立

す
る
こ
と
を
動
機
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
事
物
が

0

0

0

（
ノ
エ
マ
が
）

動
機
づ
け
ら
れ
要
求
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
表
現
で
あ
る
。

ま
た
『
危
機
』
で
は
、
人
間
や
主
観
が
で
は
な
く
、
世
界
や
世
界
内
部
の
事
物
が0

習
慣
を
持
つ
と
い
う
言
い
方
も
な
さ
れ
る
。
「
直
観
的
な
周
囲
世
界
の
事
物
は
…
…

類
型
的
に
似
た
よ
う
な
事
情
の
も
と
で
は
似
た
よ
う
な
状
態
に
あ
る
と
い
う
、
い
わ

ば
そ
の
『
習
慣
』
を
持
っ
て
い
る
」（V

I, 28

）。
そ
の
結
果
、「
…
…
わ
れ
わ
れ
の
経

験
的
で
直
観
的
な
周
囲
世
界
は
、あ
る
経
験
的
な
全
体
的
様
式
を
持
つ
」（ibid.

）。（
そ

し
て
、
そ
の
様
式
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
不
変
の
形
式
、
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
の
中
に
あ
る
切
り

離
し
え
な
い
「
共
属
性
」
が
「
生
活
世
界
の
ア
プ
リ
オ
リ
」
と
呼
ば
れ
る
（V

I, 140 ff.

）。）

お
そ
ら
く
こ
こ
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
、〈
ノ
エ
マ
に
よ
る
ノ
エ
マ
の
動
機
づ
け
〉
と
で
も

呼
ぶ
べ
き
も
の
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
お
そ
ら
く
動
機
づ
け
を
（
ノ
エ
シ
ス
と
い
う
意
識
の
内
面
に
限
ら
ず
）

様
々
な
方
向
に
向
け
て
考
え
る
必
要
性
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
意
識
の
実
的
成
素
お
よ

び
超
越
的
な
志
向
的
成
素
と
し
て
意
識
に
繰
り
返
し
現
れ
る
諸
々
の
も
の
が
、
互
い

を
呼
び
求
め
合
う
さ
ま
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
意
識
に
現
れ
る
す

べ
て
の
も
の
は
互
い
に
絡
み
合
い
、
互
い
に
要
求
の
力
を
強
化
し
た
り
弱
化
し
た
り

な
ど
し
て
、
つ
ね
に
動
機
づ
け
の
連
関
を
形
成
し
、
し
か
も
そ
の
連
関
を
つ
ね
に
組

み
換
え
て
い
る
と
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

あ
ら
ゆ
る
も
の
が
現
在
の
状
況
を
補
完
す
る
よ
う
に
促
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
類
似

の
状
況
の
中
に
含
ま
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
も
の
、
例
え
ば
、
客
観
の
側
面
で
は
、

物
質
的
事
物
や
理
念
や
価
値
な
ど
が
、
主
観
の
側
面
で
は
、
感
情
や
意
志
や
身
体
運

動
感
覚
（
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
）
な
ど
が
互
い
に
促
し
合
う
こ
と
に
な
る
。
動
機
づ
け
を
補

完
の
要
求
だ
と
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
主
観
も
客
観
も
関
係
な
く
、
た
だ
ひ
た

す
ら
類
似
の
状
況
を
補
完
す
る
よ
う
求
め
る
（
領
域
を
無
視
し
た
と
い
う
意
味
で
）
無
差

別
的
な
性
格
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う⑯
。

３－

３　

無
際
限
的
な
接
近
の
相
関
者
と
し
て
の
理
念

そ
れ
で
は
次
に
、
理
念
に
関
わ
る
動
機
づ
け
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。
も
と
よ

り
フ
ッ
サ
ー
ル
の
言
う
本
質
は
理
念
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
と
く
に

「（
カ
ン
ト
的
な
意
味
で
の
）
理
念
」（III/1, 331

）
と
呼
ぶ
よ
う
な
極
限
的
な
理
念
の
も

た
ら
す
動
機
づ
け
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
。
本
稿
で
は
〈
厳
密
な
学
と
し

て
の
哲
学
〉
と
い
う
理
念
を
問
題
に
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
す
で
に
見
た
よ
う
に
無

限
の
理
念
で
あ
り
、
無
限
の
歴
史
的
過
程
に
お
い
て
そ
の
実
現
が
可
能
に
な
る
よ
う

な
も
の
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
は
、
言
い
換
え
る
と
、
有
限
の
歴
史
的
過
程
の
中
で
は

決
し
て
実
現
し
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
に
、
わ
れ
わ
れ
は
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ど
う
し
て
そ
れ
を
目
指
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
。

フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
る
と
、
極
限
的
な
理
念
も
、
十
全
的
明
証
と
共
に
把
握
さ
れ
、

そ
の
か
ぎ
り
で
変
動
し
な
い
動
機
づ
け
の
力
を
も
た
ら
す
。
こ
の
理
念
が
ど
の
よ
う

に
把
握
さ
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、『
第
一
哲
学
』
第
二
部
の
十
全
的
明

証
を
論
じ
た
箇
所
（V

III, 33 f.

）
が
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で

は
、
感
覚
さ
れ
る
赤
色
で
は
な
い
、「
純
粋
な
赤
」
と
い
う
極
限
が
語
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、「
純
粋
な
赤
」
の
よ
う
な
理
念
に
対
し
て
で
あ
れ
、
そ
れ
へ
接
近
す
る
者

は
、
ま
さ
に
そ
れ
へ
接
近
す
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
理
念
の
存
在
の
明
証

を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
肉
眼
で
見
ら
れ
る
赤
色
は
何
ら
か
の
不

純
な
赤
で
し
か
な
い
が
、「
赤
の
上
昇
系
列
を
知
覚
し
つ
つ
通
覧
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
純
粋
な
赤
に
近
づ
く
。
…
…
わ
れ
わ
れ
は
、
進
ん
で
い
く
こ
と

そ
れ
自
体
に
お
い
て
、
ま
さ
に
、『
そ
の
』
離
れ
て
い
る
『
純
粋
な
赤
』
に
近
づ
く
と

い
う
明
証
を
持
つ
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
…
…
こ
の
理
念
の

―
理
念
と
し
て
の

―
存
在
の
明
証
を
持
つ
。
た
だ
し
、
純
粋
な
赤
そ
の
も
の
の

明
証
を
持
つ
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
自
体
と
し
て
所
有
す
る
の
で
は
な
い⑰
」。

こ
こ
か
ら
、
次
の
よ
う
な
解
釈
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
理
念
の
把
握
は
、

何
ら
か
の
理
念
が
あ
ら
か
じ
め
存
在
し
て
い
て
、
そ
の
後
に
そ
れ
に
接
近
す
る
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
順
番
で
行
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
理
念
と
は
〈
無
際
限

の
接
近
〉
の
相
関
者
、
な
い
し
は
〈
私
は
ど
こ
ま
で
も
近
づ
い
て
い
け
る
〉
と
い
う

意
識
の
相
関
者
で
あ
る
、
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
ど
こ
ま
で
も
」
と

い
う
の
は
、
自
由
変
更
を
扱
っ
た
と
き
に
触
れ
た
「
以
下
同
様
」
の
意
識
の
こ
と
で

あ
る
。

こ
の
解
釈
を
裏
づ
け
る
テ
ク
ス
ト
を
挙
げ
て
お
く
。『
受
動
的
総
合
の
分
析
』に
も

理
念
が
接
近
の
相
関
者
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
箇
所
が
あ
る
（
付
論X

X
V

II

「
明
証
の

二
つ
の
根
本
的
概
念
：
自
体
能
与
一
般
と
純
粋
な
自
体
能
与
」）。
そ
こ
で
は
、「
明
証
」
と

い
う
概
念
が
「
自
体
能
与
一
般
」
と
「
純
粋
な
自
体
能
与
」（X

I, 430

）
と
に
分
け
ら

れ
、
前
者
は
普
通
の
、
対
象
を
そ
れ
自
体
と
し
て
与
え
る
明
証
で
あ
る
が
、
後
者
は

「
真
な
る
そ
れ
自
体
、
本
当
の
存
在
」（X

I, 431

）
を
そ
の
相
関
者
と
し
て
持
つ
明
証

で
あ
る
と
さ
れ
る
。「
厳
密
な
明
証
と
は
一
つ
の
理
念
で
あ
り
、完
全
に
自
体
能
与
す

る
体
験
の
理
念
で
あ
る
。
…
…
そ
の
相
関
者
は
本
当
に
存
在
す
る
も
の
の
理
念
で
あ

り
、
そ
れ
は
理
念
が
極
限
と
し
て
観
取
さ
れ
る
近
似
的
意
識
に
お
い
て
、
絶
対
的
に

抹
消
不
可
能
な
仕
方
で
与
え
ら
れ
る
」（ibid

.

）。
こ
れ
は
、
接
近
し
て
い
る
と
い
う

意
識
が
生
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
理
念
的
な
極
限
の
存
在
が
確
証
さ
れ
る
と
い
う
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

実
際
、
理
念
に
限
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ
が
何
か
に
「
近
づ
い
て
い
る
」
と
言
え
る
た

め
に
は
、
そ
の
何
か
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
逆
に
言
え
ば
、
何
か
が
存
在

し
て
い
る
か
ど
う
か
分
か
ら
な
い
と
き
に
、
そ
れ
に
「
近
づ
い
て
い
る
」
と
は
言
え

な
い
。
こ
こ
に
は
〈
近
づ
く
こ
と
〉
と
〈
近
づ
か
れ
て
い
る
も
の
〉
の
間
の
相
互
の

基
づ
け
関
係
、
す
な
わ
ち
ア
プ
リ
オ
リ
な
相
関
関
係
が
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
接
近
で

き
る
と
思
え
る
か
ら
こ
そ
、
接
近
さ
れ
て
い
る
も
の
の
存
在
が
確
証
さ
れ
る
の
で
あ

り
、
わ
れ
わ
れ
は
、「
ど
こ
に
向
か
っ
て
い
る
の
か
分
か
ら
な
い
」
と
か
、「
近
づ
い

て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
が
近
づ
い
て
い
な
い
よ
う
に
も
思
え
る
」
と
意
識
す
る
の

で
は
な
く
、
は
っ
き
り
と
「
近
づ
い
て
い
る
」
と
意
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ

と
同
時
に
、そ
の
近
づ
か
れ
て
い
る
も
の
の
存
在
を
定
立
（
理
性
定
立
）
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

例
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
あ
る
実
在
的
事
物
（
例
え
ば
コ
ッ
プ
）
を
知
覚
す
る
と
い
う

場
合
を
考
え
て
み
よ
う
。
ま
ず
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
さ
っ
と
一
瞥
す
る
。
わ
れ
わ
れ

は
そ
れ
を
「
コ
ッ
プ
だ
」
と
思
う
。
だ
が
、実
は
目
の
錯
覚
か
も
し
れ
な
い
と
思
い
、

も
う
一
度
見
る
。
そ
し
て
「
や
っ
ぱ
り
コ
ッ
プ
だ
」
と
思
う
。
だ
が
再
び
「
こ
れ
は

コ
ッ
プ
に
見
え
る
別
の
も
の
で
は
な
い
か
」
な
ど
と
い
う
疑
念
が
生
じ
る
か
も
し
れ

な
い
。
だ
が
、
ち
ゃ
ん
と
飲
み
物
を
入
れ
る
ス
ペ
ー
ス
を
発
見
し
た
り
、
手
に
と
っ

て
見
回
し
た
り
、
感
触
を
確
か
め
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
再
び
「
や
っ
ぱ
り
コ
ッ
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プ
だ
」
と
思
う
。
は
っ
き
り
と
、あ
り
あ
り
と
、そ
う
思
う
。
そ
う
す
る
と
こ
の
コ
ッ

プ
は
、
さ
っ
き
ま
で
別
の
も
の
、
例
え
ば
フ
ラ
イ
パ
ン
だ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な

く
、
こ
れ
か
ら
も
決
し
て
窓
ガ
ラ
ス
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
と
い
う
こ
と
も
な
く
、

コ
ッ
プ
で
あ
り
続
け
る
と
思
わ
れ
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、〈
実
は
ま
っ
た
く
別
物
で

あ
る
〉
と
い
う
可
能
性
が
完
全
に
な
く
な
る
こ
と
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
動
機
づ
け

も
つ
ね
に
混
入
し
う
る
だ
ろ
う
。
動
機
づ
け
が
分
散
し
、「
疑
念
」
が
生
じ
る
か
も
し

れ
な
い
が
、
そ
の
中
の
一
つ
が
圧
倒
的
な
力
を
持
つ
こ
と
で
動
機
づ
け
の
連
関
が
い

わ
ば
収
束
し
、
そ
の
た
め
わ
れ
わ
れ
は
事
物
を
そ
れ
と
し
て
知
覚
し
定
立
す
る
こ
と

が
で
き
る⑱
。

こ
の
よ
う
に
、
動
機
づ
け
の
連
関
が
、
言
い
換
え
る
と
、
そ
の
つ
ど
与
え
ら
れ
る

所
与
が
、調
和
的
で
あ
る
か
ぎ
り
で
、事
物
の
完
全
な
（
十
全
的
な
）
所
与
性
が
「（
カ

ン
ト
的
な
意
味
で
の
）
理
念
」
と
し
て
予
描
さ
れ
る
。「
わ
れ
わ
れ
は
事
物
と
い
う
『
理

念
』
を
、
明
証
を
も
っ
て
十
全
的
に
把
握
す
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
調
和
的
直
観
の
通

覧
の
自
由
な
過
程
に
お
い
て
、
つ
ま
り
、
調
和
的
直
観
の
進
行
の
無
際
限
性
の
意
識

に
お
い
て
、
そ
の
理
念
を
把
握
す
る
」（III/1, 347

⑲
）。

３－

４　

動
機
づ
け
と
そ
れ
へ
の
応
答
と
し
て
の
明
証

以
上
、「
十
全
的
な
明
証
」
が
な
ぜ
動
機
づ
け
の
力
を
変
動
さ
せ
な
い
か
を
考
え
る

た
め
、
本
質
の
相
属
性
と
、
理
念
の
も
た
ら
す
動
機
づ
け
に
つ
い
て
見
て
き
た
が
、

最
後
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
明
証
」
概
念
を
〈
補
完
要
求
と
し
て
の
動
機
づ
け
〉
か

ら
捉
え
る
こ
と
で
、
今
の
議
論
を
さ
ら
に
補
強
し
て
お
き
た
い
。

そ
も
そ
も
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
明
証
」
概
念
は
動
機
づ
け
を
そ
の
内
に
含
ん
で
い

る
も
の
で
あ
る
。『
イ
デ
ー
ン
Ⅰ
』
第
一
三
六
節
で
は
、
明
証
は
「
理
性
定
立
と
、
そ

の
理
性
定
立
を
本
質
的
に
動
機
づ
け
る
も
の
と
の
統
一
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
る

（III/1, 316

）。

し
か
し
、
こ
の
「
理
性
定
立
を
本
質
的
に
動
機
づ
け
る
も
の
」
と
は
何
か
。
こ
の

箇
所
で
は
、そ
れ
が
「
事
物
の
あ
り
あ
り
と
し
た
現
出
（L

eibh
aft-E

rsch
ein

en

）」
で

あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
（III/1, 316

）。
そ
し
て
、
こ
の
「
現
出
」
と
は
「
ヒ
ュ
レ
ー

的
成
素
」
と
「
ノ
エ
シ
ス
的
成
素
」
と
の
「
実
的
な
体
験
統
一
」
で
あ
る
と
捉
え
る

こ
と
が
で
き
る⑳
。
そ
う
す
る
と
「
理
性
的
に
動
機
づ
け
ら
れ
る
」
と
は
、〈
ノ
エ
シ
ス

に
よ
っ
て
対
象
の
定
立
（
こ
れ
も
ノ
エ
シ
ス
に
属
す
る
）
が
動
機
づ
け
ら
れ
る
〉
こ
と

で
あ
る
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
す
な
わ
ち
、
ノ
エ
シ
ス
に
よ
る
ノ
エ
シ
ス

の
動
機
づ
け
で
あ
る
。

し
か
し
や
は
り
、
ノ
エ
シ
ス
と
ノ
エ
マ
の
相
関
関
係
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
フ
ッ
サ
ー
ル
も
「
動
機
づ
け
と
い
う
言
い
方
は
、
と
り
わ
け
、（
ノ
エ
シ
ス
的

な
）
定
立
作
用
（S

etzen

）
と
、充
実
さ
れ
た
と
い
う
あ
り
方
を
し
て
い
る
ノ
エ
マ
的

な
命
題
（S

atz

）
の
間
の
関
係
に
当
て
は
ま
る
」
と
述
べ
て
い
る
（III/1, 241

）。（
こ

の
と
き
、「
命
題
」
と
は
「
意
味
の
核
と
存
在
性
格
が
統
一
し
た
も
の
」
で
あ
る
（ibid.

）。
つ

ま
り
、
存
在
し
て
い
る
と
い
う
性
格
を
付
与
さ
れ
た
ノ
エ
マ
の
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
こ
で
、
動
機
づ
け
と
い
う
言
い
方
は
、
ノ
エ
マ
と
ノ
エ
シ
ス
の
間
の
関
係
に

こ
そ
よ
り
適
切
に
当
て
は
ま
る
と
言
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。）

し
か
し
、
志
向
性
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
相
関
関
係
と
い
う
思
想
を
徹
底
的
に
考
慮
す

る
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
、
ノ
エ
シ
ス
と
ノ
エ
シ
ス
の
関
係
や
、
ノ
エ
マ
と
ノ
エ
シ
ス

の
関
係
だ
け
を
問
題
に
す
る
の
は
不
十
分
で
あ
ろ
う
。
３
―
２
で
述
べ
た
よ
う
な
ノ

エ
マ
側
の
動
機
づ
け
（
つ
ま
り
ノ
エ
マ
に
よ
る
ノ
エ
マ
の
動
機
づ
け
）
も
考
え
ら
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
そ
も
そ
も
ノ
エ
シ
ス
と
ノ
エ
マ
か
ら
な
る
具
体

的
な
志
向
性
が
相
互
に
動
機
づ
け
合
っ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
と
く
に
注

意
す
る
べ
き
な
の
は
、
主
観
の
定
立
作
用
が
先
に
あ
り
、
そ
の
後
に
対
象
の
存
在
が

続
く
と
い
う
よ
う
な
時
間
的
な
順
序
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

両
者
は
ア
プ
リ
オ
リ
な
相
関
関
係
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
両
者
は
相
互
に
非
自
立
的
で

あ
り
、
相
互
に
基
づ
け
合
う
関
係
に
あ
る
。
だ
か
ら
、
一
方
が
な
く
て
他
方
が
あ
る

と
い
う
事
態
は
成
立
し
な
い
。
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ー
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求
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1101

そ
れ
で
は
以
上
の
こ
と
に
留
意
し
つ
つ
、
こ
の
「
理
性
定
立
と
、
そ
の
理
性
定
立

を
本
質
的
に
動
機
づ
け
る
も
の
と
の
統
一
」
と
し
て
の
明
証
を
、〈
補
完
の
要
求
と
し

て
の
動
機
づ
け
〉
と
い
う
観
点
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。
そ
う
す
る
と
、
明
証
に
は
次

の
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

す
な
わ
ち
、（
１
）
現
在
の
状
況
が
過
去
の
状
況
と
似
て
い
る
。（
２
）
そ
の
た
め
、

そ
の
過
去
の
状
況
に
よ
っ
て
現
在
の
状
況
を
補
完
す
る
要
求
が
生
じ
て
い
る
。（
３
）

そ
の
要
求
の
中
に
は
理
性
定
立
が
含
ま
れ
て
い
る
。（
４
）そ
の
要
求
に
応
え
て
理
性

定
立
が
遂
行
さ
れ
て
い
る
。（
５
）
そ
の
理
性
定
立
は
、未
来
の
類
似
の
状
況
で
の
理

性
定
立
の
動
機
づ
け
に
寄
与
す
る
こ
と
に
な
る
。

自
我
が
こ
の
要
求
に
応
答
で
き
て
い
る
か
ぎ
り
は
統
一
が
成
り
立
つ
が
、
応
答
で

き
な
け
れ
ば
統
一
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
以
上
の
こ
と
を

勘
案
す
る
と
、
明
証
と
は
理
性
定
立
の
要
求
が
満
た
さ
れ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
そ
れ
に
よ
っ
て
さ
ら
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

理
性
定
立
の
要
求
が
生
じ
続
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
い
わ

ば
、
そ
こ
に
は
〈
要
求
の
発
生
と
そ
れ
へ
の
応
答
と
の
サ
イ
ク
ル
〉
が
で
き
て
い
る

の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
そ
こ
に
は
〈
要
求
の
再
生
産
〉
が
あ
る
と
言
う
こ
と
も
で
き

る
。た

だ
し
、
感
覚
を
通
じ
て
知
ら
れ
る
事
物
に
関
し
て
で
あ
れ
ば
、
明
証
が
生
じ
て

い
て
も
、
完
全
に
予
想
通
り
の
仕
方
で
動
機
づ
け
の
要
求
が
満
た
さ
れ
続
け
る
こ
と

は
な
く
、
そ
の
た
め
要
求
が
永
遠
に
生
じ
続
け
る
こ
と
も
な
い
だ
ろ
う
。
た
し
か
に

明
証
が
生
じ
て
い
る
か
ぎ
り
、
理
性
定
立
の
要
求
が
満
た
さ
れ
続
け
て
い
る
と
い
う

こ
と
に
な
る
の
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
さ
ら
な
る
補
完
の
要
求
が
生
じ
、
動
機
づ
け
の

力
の
度
合
い
は
高
ま
っ
て
い
く
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
感
性
的
な
事
物
は
つ
ね
に
一
面

的
に
し
か
現
れ
な
い
が
ゆ
え
に
、
理
性
定
立
の
要
求
を
つ
ね
に
満
た
す
と
は
限
ら
な

い㉑
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
要
求
が
満
た
さ
れ
ず
、
そ
の
代
わ
り
に
全
く
予
想
外
の
も

の
が
現
れ
、
そ
の
た
め
に
別
の
動
機
づ
け
の
系
列
が
開
始
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
あ

る
い
は
、
定
立
の
要
求
が
一
つ
に
定
ま
ら
ず
、
動
機
づ
け
の
力
同
士
が
互
い
に
競
合

し
、
動
機
づ
け
の
系
列
が
分
散
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
そ
う
い
う
こ
と
は
事

実
上
つ
ね
に
起
こ
っ
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
十
全
的
明
証
と
呼
ぶ
も
の
は
、
そ
の
よ
う
な
要
求

の
不
充
足
が
、
そ
し
て
要
求
の
再
生
産
の
中
止
が
考
え
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
す

で
に
見
た
よ
う
に
、
共
属
的
関
係
に
あ
る
本
質
は
、
つ
ね
に
互
い
を
要
求
し
つ
つ
、

そ
の
要
求
を
満
た
し
続
け
る
。
そ
し
て
、
極
限
的
な
理
念
に
関
し
て
は
、
一
旦
そ
れ

へ
無
際
限
に
接
近
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
意
識
が
生
じ
た
な
ら
ば
、
そ
の

か
ぎ
り
で
、
そ
れ
の
理
性
定
立
の
要
求
は
つ
ね
に
満
た
さ
れ
続
け
る
こ
と
に
な
る
だ

ろ
う
。

た
だ
し
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
極
限
的
な
理
念
へ
接
近
す
る
こ
と
そ
の
も
の
を
妨

げ
る
も
の
が
全
く
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
事
実
そ
れ
は
い
く
ら

で
も
妨
げ
ら
れ
る
。『
厳
密
な
学
と
し
て
の
哲
学
』
で
言
わ
れ
て
い
た
よ
う
に
、わ
れ

わ
れ
の
生
は
つ
ね
に
態
度
決
定
を
要
求
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
時

代
で
も
現
在
で
も
、
わ
れ
わ
れ
は
つ
ね
に
無
数
の
多
様
な
要
求
を
被
っ
て
い
て
、
ど

れ
を
選
べ
ば
い
い
か
分
か
ら
な
い
よ
う
な
状
態
に
置
か
れ
る
こ
と
も
多
い
。
こ
の
よ

う
に
無
数
の
要
求
が
つ
ね
に
あ
る
か
ぎ
り
、
哲
学
を
要
求
す
る
声
は
そ
れ
ら
に
遮
ら

れ
、
聞
こ
え
な
く
な
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
一

生
を
か
け
て
繰
り
返
し
哲
学
の
理
念
へ
接
近
す
る
必
要
性
を
説
い
た
の
だ
っ
た
。
だ

が
、
フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
は
、
厳
密
な
学
と
し
て
の
哲
学
の
要
求
に
応
え
続
け
て
い
た

の
で
あ
り
、
応
え
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
確
信
し
て
い
た
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、
十

全
的
な
明
証
と
い
う
〈
要
求
と
応
答
の
無
際
限
の
サ
イ
ク
ル
〉
を
彼
自
身
が
獲
得
し

て
い
た
こ
と
を
示
す
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
さ
ら
に
つ
け
加
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
サ
イ
ク
ル
は
そ
の
本
性
上
、
フ
ッ

サ
ー
ル
と
い
う
個
人
の
中
で
完
結
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
す
で
に
見
た
よ

う
に
、
学
問
は
明
証
を
、「
文
献
」
や
「
著
述
」
と
い
う
形
で
、
個
人
や
世
代
や
民
族

を
越
え
て
存
続
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
そ
の
要
求
は
、
現
在
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生
き
て
い
る
わ
れ
わ
れ
を
経
由
し
て
、
無
限
に
遠
い
未
来
の
人
々
へ
受
け
継
が
れ
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
人
々
は
つ
ね
に
そ
の
要
求
に
応
え
続
け
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
要
求
が
そ
も
そ
も
応
答
で
き
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
れ

ば
、
こ
の
サ
イ
ク
ル
は
途
中
で
止
ま
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
だ
が
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は

そ
れ
が
永
遠
に
続
く
こ
と
を
信
じ
た
。
動
機
づ
け
の
要
求
は
、
そ
れ
に
応
答
す
れ
ば

す
る
ほ
ど
強
化
さ
れ
る
。

結
語

以
上
、
動
機
づ
け
と
い
う
概
念
を
〈
補
完
の
要
求
〉
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
し
て

き
た
。
力
を
持
っ
た
動
機
づ
け
は
必
ず
そ
の
背
後
に
、
つ
ま
り
過
去
に
、
そ
れ
が
現

れ
た
状
況
と
類
似
の
状
況
を
多
く
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
力
は
互
い
に
強
め
合
っ

た
り
弱
め
合
っ
た
り
し
て
い
る
。
し
か
し
、
す
べ
て
の
動
機
づ
け
が
変
動
す
る
わ
け

で
は
な
い
。
十
全
的
な
明
証
は
そ
の
動
機
づ
け
の
度
合
い
を
変
化
さ
せ
な
い
。
な
ぜ

そ
う
言
え
る
か
と
い
う
問
い
に
答
え
る
た
め
に
、
私
は
〈
本
質
の
共
属
性
〉
と
〈
極

限
的
な
理
念
〉
と
〈
明
証
〉
に
つ
い
て
考
察
し
た
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
こ
に
は

「
以
下
同
様
」
あ
る
い
は
「
無
際
限
」
と
い
う
仕
方
で
の
動
機
づ
け
の
要
求
へ
の
応
答

が
、
そ
し
て
そ
の
連
続
が
あ
る
と
言
え
る
。

そ
し
て
こ
れ
が
、
冒
頭
で
立
て
た
問
い
へ
の
答
え
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
問
い
は

〈
フ
ッ
サ
ー
ル
の
考
え
る
学
問
の
理
念
が
な
す
よ
う
な
、時
代
状
況
に
依
存
す
る
こ
と

な
く
強
く
態
度
決
定
を
要
求
す
る
よ
う
な
動
機
づ
け
は
、い
か
に
し
て
可
能
か
〉だ
っ

た
。
そ
れ
に
対
す
る
答
え
は
、
最
終
的
に
は
〈
要
求
と
呼
応
の
無
際
限
の
サ
イ
ク
ル

に
よ
っ
て
〉
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

注①　

フ
ッ
サ
ー
ル
全
集
（H

u
sserlian

a, E
d

m
u

n
d

 H
u

sserl G
esam

m
elte W

erke

）

か
ら
の
引
用
は
、
巻
数
を
ロ
ー
マ
数
字
、
ペ
ー
ジ
数
を
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
表
記
す
る
。

ま
た
『
経
験
と
判
断
』（E

rfa
h

ru
n

g u
n

d
 U

rteil. U
n

tersu
ch

u
n

gen
 zu

r 

G
en

ealogie d
er L

ogik, h
rsg. von

 L
. L

an
dgrebe, F

elix M
ein

er, 6. A
u

fl., 

1985.

）
はE

U

の
略
号
で
表
す
。
な
お
、
原
書
の
強
調
は
省
略
す
る
。
ま
た
、
引
用

中
の
「
…
…
」
は
引
用
者
に
よ
る
省
略
を
表
し
、〔　

〕
内
は
引
用
者
に
よ
る
補
足
・

説
明
で
あ
る
。

②　

V
I, 365-386, bes. 367-369.

③　
「
わ
れ
わ
れ
の
時
代
の
精
神
的
急
迫
は
、
実
際
、
耐
え
が
た
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
」

（X
X

V, 56

）。

④　
「
自
然
主
義
者
も
歴
史
主
義
者
も
世
界
観
を
め
ぐ
っ
て
戦
っ
て
い
る
」（X

X
V, 56

）。

⑤　

こ
こ
で
フ
ッ
サ
ー
ル
は
「
厳
密
な
方
法
」
に
つ
い
て
は
語
っ
て
い
る
が
、
こ
の
「
厳

密
さ
」
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
を
は
っ
き
り
と
語
っ
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
。

た
だ
し
、
厳
密
な
学
と
し
て
の
哲
学
が
世
界
観
＝
教
養
＝
知
恵
を
で
な
く
、
概
念
的
な

明
晰
性
と
判
明
性
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、概
念
的
な
明
晰
性
と
判
明
性
こ
そ
厳
密
0

0

な0

理
論
が
関
わ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
箇
所
に
、フ
ッ
サ
ー
ル
が
「
厳
密
さ
」
を
ど
う

考
え
て
い
た
か
が
う
か
が
え
る
。「
深
遠
さ
（T

iefsin
n

）
は
カ
オ
ス
の
し
る
し
で
あ

り
、
真
正
の
学
問
は
、
こ
の
カ
オ
ス
を
コ
ス
モ
ス
に
、
つ
ま
り
単
純
で
、
完
全
に
明
晰

で
、不
協
和
を
解
消
し
た
秩
序
に
変
え
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
」（X

X
V, 59

）。「
深
遠

さ
は
知
恵
の
問
題
で
あ
り
、概
念
的
な
明
晰
性
お
よ
び
判
明
性
は
厳
密
な
理
論
の
問
題

で
あ
る
。
深
遠
さ
の
漠
然
と
し
た
予
感
を
、
一
義
的
な
合
理
的
形
態
に
改
鋳
す
る
こ

と
、こ
の
こ
と
が
厳
密
な
学
を
新
た
に
構
成
す
る
と
い
う
こ
と
の
本
質
的
な
過
程
な
の

で
あ
る
」（ibid.

）。

　
　
「
厳
密
さ
」
を
フ
ッ
サ
ー
ル
が
明
確
化
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
ス

ピ
ー
ゲ
ル
バ
ー
グ
を
参
照
（H

erbert S
piegelberg, T

h
e ph

en
om

en
ological 

m
ovem

en
t, M

artin
u

s N
ijh

off, 1982, p.76

）。た
だ
し
ス
ピ
ー
ゲ
ル
バ
ー
グ
も
、認

識
を
順
次
形
成
し
て
い
く
学
問
の
体
系
的
な
秩
序
に
「
厳
密
性
」
を
見
て
取
っ
て
い

る
。
ま
た
オ
ル
ト
も
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。「
フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
っ
て
重
要
な
こ

と
は
、
基
礎
づ
け
る
学
問
、
す
な
わ
ち
哲
学
に
お
け
る
方
法
と
態
度
の
結
び
つ
き
で
あ

る
。
そ
れ
は
、厳
密
に
証
示
を
行
い
事
象
に
関
わ
る
個
々
の
主
題
の
研
究
と
主
題
化
一

般
の
可
能
性
条
件
へ
の
問
い
と
の
結
び
つ
き
で
も
あ
る
。そ
の
よ
う
な
結
び
つ
き
の
成

功
し
て
い
る
形
式
と
そ
の
持
続
的
確
証
と
が
、ま
さ
し
く
『
厳
密
な
学
』
が
問
題
と
な



二
四
九

フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
に
お
け
る
〈
厳
密
な
学
と
し
て
の
哲
学
〉
と
い
う
理
念
の
な
す
要
求
に
つ
い
て

1103

る
っ
て
い
る
と
き
の『
厳
密
さ
』で
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
」（E

rnst W
olfgang 

O
rth, E

dm
und H

usserls ‹K
risis der E

uropäischen w
issenschaften und die 

T
ranszendentale P

hänom
enologie›, W

issenschaftliche B
uchgesellschaft, 

1999, S. 38 f.

）。

⑥　
「
呼
び
声
」
に
つ
い
て
は
『
第
一
哲
学
』
第
二
九
講
義
を
参
照
。「〔
哲
学
者
が
そ
れ

に
聴
従
す
る
と
き
に
真
の
哲
学
者
に
な
る
よ
う
な
〕
そ
の
呼
び
声
は
、彼
に
向
け
て
普

遍
知
（sapien

tia u
n

iversalis

）
の
理
念
か
ら
響
き
、
そ
し
て
彼
に
絶
対
的
な
没
頭

を
要
求
す
る
呼
び
声
で
あ
る
」（V

III, 16 f.

）。

⑦　
「
態
度
決
定
」
に
つ
い
て
はIII/1, 214, 244, 263

を
参
照
。

⑧　

理
性
と
現
実
の
関
係
に
つ
い
て
は
、榊
原
哲
也
『
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
の
生
成　

方

法
の
成
立
と
展
開
』（
東
京
大
学
出
版
会
、二
〇
〇
九
年
）
の
第
Ⅰ
部
第
三
節
を
参
照
。

⑨　

V
gl. E

U
, § 76, B

eilage II; X
I, § 14, § 40.

⑩　

こ
の
問
題
に
対
す
る
、本
稿
と
は
別
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
関
し
て
は
拙
論
「
フ
ッ
サ
ー

ル
現
象
学
に
お
け
る
「
疑
わ
し
さ
の
な
さ
」
に
つ
い
て
」（『
立
命
館
哲
学
』
第
一
六

集
、
二
〇
〇
五
、一
〇
九
‐
一
二
八
頁
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
そ
こ
で
は
、
十
全
的
な

明
証
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
得
ら
れ
る
際
の〈
疑
わ
し
さ
を
生
じ
さ
せ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
そ

の
も
の
の
停
止
〉
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
。

⑪　

V
gl. III/1, 34 f. 

⑫　

あ
る
も
の
と
別
の
も
の
が
切
り
離
し
う
る
か
ど
う
か
と
い
う
議
論
に
つ
い
て
は
、

『
論
理
学
研
究
』
第
二
巻
第
三
研
究
を
参
照
。
切
り
離
し
え
な
い
「
ア
プ
リ
オ
リ
な
」

結
び
つ
き
に
つ
い
て
は
、X

IX
/1, 239

を
参
照
。

⑬　
「
ノ
エ
マ
の
形
相
は
ノ
エ
シ
ス
的
意
識
の
形
相
を
指
し
示
す
。
両
者
は
形
相
的
に
共

属
す
る
」（III/1, 230

）。

⑭　

こ
れ
は
い
わ
ば
（
直
接
的
な
例
で
は
な
い
が
）、10

を3

で
割
っ
た
そ
の
答
え
が

3.3333...

と
な
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
こ
と
と
同
様
で
あ
る
。
こ
の
「...

」
が
「
以
下

同
様
」
を
表
わ
し
て
い
る
。

⑮　
『
イ
デ
ー
ン
Ⅱ
』
で
は
、
ア
プ
リ
オ
リ
な
本
質
法
則
に
従
う
意
識
と
経
験
的
な
自
然

法
則
に
従
う
脳
と
の
連
関
を
述
べ
て
い
る
箇
所
で
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。「
本
質
連

関
を
開
い
た
ま
ま
に
し
て
い
る
も
の
の
み
が
経
験
的
に
条
件
づ
け
ら
れ
う
る
の
で
あ

る
」（IV, 293

）。
ま
た
、目
的
論
に
関
わ
る
最
晩
年
の
草
稿
に
も
「
本
質
必
然
性
」
が

「
偶
然
的
な
も
の
を
開
い
た
ま
ま
に
す
る
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
（X

V, 386

）。

⑯　

こ
の
無
差
別
的
な
補
完
の
要
求
の
中
に
は
、
言
葉
や
意
味
も
、
お
よ
び
そ
の
理
解
も
含

ま
れ
る
。言
語
と
動
機
づ
け
の
関
係
に
関
し
て
は
、拙
論"L

anguage and Inducem
ent"

（in : P
henom

enology 2010 vol.1: S
elected E

ssays from
 A

sia and Pacific, Yu 

C
hung-C

hi

（ed.

）, Zeta B
ooks, B

ucharest, 2010, pp. 41-61

）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

⑰　

こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、理
念
と
そ
れ
に
対
応
す
る
対
象
を
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
理
念
を
十
全
的
明
証
に
お
い
て
持
つ
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
、
こ
の
こ
と
は
、

そ
れ
に
対
応
す
る
対
象
が
獲
得
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
。フ
ッ
サ
ー

ル
は
、
無
限
と
い
う
理
念
に
関
し
て
、
た
と
え
無
限
（
現
実
的
無
限
）
の
存
在
を
否
定

す
る
の
だ
と
し
て
も
、否
定
す
る
た
め
に
は
ま
ず
無
限
と
い
う
理
念
が
必
要
だ
と
主
張

す
る
（III/1, 331

）。
と
す
れ
ば
や
は
り
、
そ
こ
に
は
理
念
と
理
念
に
対
応
す
る
も
の

の
区
別
が
あ
り
、両
者
の
区
別
が
維
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
カ
ン
ト
も
「
こ
れ

ら
の
理
念
に
完
全
に
対
応
す
る
よ
う
な
対
象
は
、経
験
に
お
い
て
は
決
し
て
現
れ
え
な

い
」（I. K

an
t, K

ritik d
er rein

en
 V

ern
u

n
ft, B

 384

）
と
述
べ
て
両
者
を
区
別
し

て
い
る
。

⑱　

V
gl. X

I, § 8, § 9.

⑲　

テ
ク
ス
ト
の
こ
の
箇
所
（III/1, 346 A

n
m

.

）
に
カ
ン
ト
の
『
純
粋
理
性
批
判
』
第

一
版
の
超
越
論
的
感
性
論
を
参
照
す
る
注
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
第
五
の
空
間
論
証
」
へ

の
参
照
で
あ
る
。
こ
の
注
で
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、調
和
的
直
観
の
「
進
行
に
お
け
る
無
際

限
性
」
と
い
う
考
え
が
カ
ン
ト
か
ら
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

⑳　

榊
原
、
前
掲
書
、
一
九
〇
頁
を
参
照
。

㉑　

V
gl. III/1, § 42, § 46.

（
本
学
非
常
勤
講
師
）


