
一
 
は
じ
め
に
 
 

こ
れ
ま
で
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
い
わ
ゆ
る
中
期
思
想
に
あ
た
る
、
人
間
の
自
由
を
主
題
化
し
た
「
自
由
論
」
期
の
思
想
に
つ
い
て
、
た
び
た
び
述
べ
て
き
た
。
そ
し
 
 
 

て
そ
の
つ
ど
、
「
そ
れ
以
後
の
展
開
は
、
今
後
の
課
題
で
あ
る
」
と
締
め
く
く
つ
て
い
た
。
し
か
し
こ
こ
で
扱
お
う
と
す
る
の
は
、
「
そ
れ
以
後
の
展
開
」
で
は
な
く
、
 
 
 

「
そ
こ
に
至
る
経
緯
」
 
の
問
題
で
あ
る
。
 
 
 

確
か
に
、
自
由
は
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
も
、
ま
た
フ
ィ
ヒ
テ
、
シ
ェ
リ
ン
グ
に
と
っ
て
も
、
理
性
的
存
在
者
の
特
性
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
際
、
カ
ン
ト
は
道
 
 

徳
法
則
に
従
う
英
知
的
存
在
者
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
絶
対
的
自
我
を
自
由
の
本
来
的
主
体
と
見
な
す
。
そ
れ
に
対
し
て
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
自
由
を
ま
さ
に
こ
の
個
別
的
人
 
 

間
の
存
在
そ
の
も
の
と
考
え
る
。
一
八
〇
九
年
の
『
人
間
的
自
由
の
本
質
¢
b
e
r
d
a
s
弄
s
e
n
d
e
r
m
e
n
s
c
E
i
c
h
e
n
耳
e
i
F
e
i
t
』
に
あ
る
よ
う
に
、
「
自
我
性
S
e
l
b
s
t
h
e
i
t
 
 

［
こ
の
わ
た
し
で
あ
る
こ
と
、
こ
の
わ
た
し
で
あ
ろ
う
と
す
る
こ
と
］
」
が
精
神
と
な
り
、
し
た
が
っ
て
自
由
と
な
る
」
（
≦
Ⅰ
態
藍
か
ら
で
あ
り
、
人
間
が
な
ぜ
そ
 
 

の
自
我
性
を
持
つ
か
と
い
え
ば
、
人
間
が
そ
こ
か
ら
成
り
来
た
っ
た
根
拠
が
、
「
神
の
内
の
自
然
数
e
お
打
ぎ
ュ
n
G
O
邑
（
≦
Ⅰ
態
∞
）
と
呼
ば
れ
る
、
人
格
的
超
越
神
と
 
 

は
異
な
っ
た
「
神
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
 
 

（
1
）
 
 
 

「
神
の
内
の
自
然
」
と
「
人
格
的
超
越
神
」
と
の
区
別
は
、
自
由
論
期
に
先
立
つ
同
一
哲
学
期
に
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
「
単
な
る
実
在
の
根
拠
で
あ
る
か
ぎ
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り
で
の
存
在
者
」
「
実
在
す
る
か
ぎ
り
で
の
存
在
者
」
と
い
う
区
別
に
由
来
し
、
こ
の
「
実
在
の
根
拠
」
を
／
ン
エ
リ
ン
グ
は
こ
の
イ
タ
リ
ッ
ク
で
表
わ
さ
れ
た
「
自
 
 

然
」
と
み
な
す
。
そ
の
構
造
に
つ
い
て
は
、
『
哲
学
と
宗
教
P
h
i
訂
O
p
h
i
e
u
ロ
d
R
e
蜃
O
n
』
二
八
〇
四
）
や
『
人
間
的
自
由
の
本
質
』
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
 
 

〔
ワ
ニ
 
が
、
い
ず
れ
に
し
ろ
、
人
間
の
自
由
は
、
こ
の
「
自
然
」
に
由
来
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
自
然
が
い
か
に
し
て
自
由
を
成
り
立
た
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
 
 

に
つ
い
て
見
て
お
き
た
い
。
 
 

二
 
人
間
の
自
由
 
 

カ
ン
ト
に
よ
る
、
認
識
可
能
な
対
象
と
統
制
的
理
念
と
の
峻
別
は
、
被
制
約
的
な
世
界
内
的
存
在
者
と
無
制
約
者
の
区
別
で
あ
り
、
理
論
理
性
と
実
践
理
性
の
区
 
 

別
で
あ
っ
て
、
フ
ィ
ヒ
テ
ヤ
シ
エ
リ
ン
グ
も
、
こ
れ
を
鯉
祝
し
て
理
性
批
判
以
前
の
い
わ
ゆ
る
講
壇
哲
学
に
戻
ろ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
全
く
な
い
こ
と
は
亭
っ
 
 

ま
で
も
な
い
。
し
か
し
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
一
七
九
四
年
の
『
エ
ネ
ジ
デ
ー
ム
ス
批
評
』
に
よ
り
、
ま
た
シ
ェ
リ
ン
グ
は
同
年
の
『
哲
学
一
般
の
形
式
の
可
能
性
に
つ
い
 
 

て
夢
e
r
d
i
e
M
宣
i
c
罫
e
i
t
e
i
n
e
r
冒
m
d
e
r
P
h
i
訂
O
p
b
i
2
詳
e
r
h
a
阜
』
、
さ
ら
に
は
翌
年
の
習
学
の
原
理
と
し
て
の
自
我
、
も
し
く
は
人
間
知
に
お
け
る
無
制
約
 
 

者
に
つ
い
て
ざ
m
I
c
b
巴
s
P
r
i
n
c
i
p
d
e
r
P
h
i
－
O
S
O
p
h
i
e
O
d
e
r
聾
e
r
d
a
s
已
n
b
e
d
i
n
驚
i
m
m
e
ロ
S
C
E
i
c
h
e
n
讃
s
s
e
n
』
に
よ
り
、
カ
ン
ト
の
区
別
を
、
い
わ
ば
理
性
の
二
 
 

分
、
理
性
体
系
の
不
徹
底
と
し
て
、
被
制
約
者
と
無
制
約
者
の
関
係
を
よ
り
綿
密
に
と
ら
え
よ
う
と
す
る
（
Ⅰ
｝
0
0
串
）
。
い
い
か
え
れ
ば
、
理
性
を
た
だ
一
つ
の
体
系
 
 

と
し
て
、
さ
ら
に
は
、
全
存
在
者
を
叫
つ
の
体
系
と
し
て
、
無
制
約
着
か
ら
導
出
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
理
性
の
体
系
が
、
存
在
者
の
体
系
と
同
山
 
 

祝
さ
れ
る
、
な
い
し
は
並
行
的
な
も
の
と
見
な
さ
れ
る
の
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
が
当
初
か
ら
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
知
と
い
う
も
の
が
、
単
な
る
思
考
の
遊
戯
で
な
い
 
 

と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
実
在
性
（
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
）
を
持
た
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
り
（
Ⅰ
態
N
）
、
そ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
と
は
、
カ
ン
ト
が
質
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
 
 

の
も
と
に
把
接
し
て
い
た
実
在
性
で
は
な
く
、
理
論
的
能
力
で
は
な
く
実
践
的
能
力
に
よ
っ
て
、
認
識
能
力
で
は
な
く
産
出
的
な
実
現
能
力
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
も
 
 

の
で
あ
る
、
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
 
 
 

フ
ィ
ヒ
テ
の
場
合
、
自
我
－
非
我
－
絶
対
的
自
我
と
い
う
根
本
原
則
か
ら
、
ま
ず
こ
の
絶
対
的
自
我
を
根
源
的
な
根
拠
に
し
て
究
極
的
目
標
と
し
て
提
示
し
、
そ
 
 

の
後
、
自
ら
『
知
識
学
W
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
s
－
e
h
r
e
』
と
よ
ぶ
一
連
の
講
義
や
著
作
で
思
索
を
深
め
て
ゆ
く
。
シ
ェ
リ
ン
グ
自
身
も
、
童
初
の
著
作
『
哲
学
一
般
の
形
式
の
 
 

可
能
性
』
、
さ
ら
に
宥
学
の
原
理
と
し
て
の
自
我
』
な
ど
で
も
、
フ
ィ
ヒ
テ
白
身
か
ら
自
ら
の
哲
学
の
最
大
の
理
解
者
に
し
て
後
継
者
と
呼
ば
れ
た
よ
う
に
、
絶
対
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的
自
我
を
、
哲
学
体
系
の
原
理
、
全
存
在
者
の
制
約
の
可
能
性
と
し
て
引
き
継
い
で
い
る
。
 
 
 

し
か
し
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
い
う
絶
対
的
自
我
は
、
決
L
て
客
観
と
な
ら
な
い
も
の
、
物
と
な
ら
な
い
も
の
U
n
・
b
e
d
i
n
g
・
t
e
す
な
わ
ち
無
制
約
者
d
a
s
U
邑
e
d
i
n
惣
e
 
 

で
あ
り
、
主
観
と
客
観
の
根
源
的
な
源
泉
、
思
惟
と
存
在
の
同
三
甲
智
恵
味
し
て
い
る
。
伝
統
的
に
、
そ
れ
は
自
我
、
そ
れ
も
絶
対
的
自
我
と
い
う
名
で
呼
ば
ぎ
る
 
 

を
え
な
い
に
ず
ぎ
ず
、
自
我
と
い
う
形
式
に
お
け
る
無
制
約
者
で
あ
る
、
と
い
え
る
。
こ
の
撫
制
約
者
は
、
思
惟
す
る
が
ゆ
え
に
存
在
し
、
存
在
す
る
が
ゆ
え
に
思
 
 

惟
す
る
、
と
い
う
絶
対
的
に
自
由
な
活
動
性
で
あ
り
、
知
に
お
け
る
形
式
と
内
容
、
主
観
と
客
観
の
根
底
に
お
か
れ
る
の
で
あ
る
じ
 
 
 

経
験
的
自
我
で
あ
る
個
別
的
人
間
は
、
こ
の
自
由
な
活
動
性
が
、
自
己
と
し
て
存
在
す
る
活
動
の
中
で
産
出
き
れ
た
、
主
客
対
立
の
中
に
あ
る
自
我
で
あ
る
ご
J
 
 

の
自
我
は
自
我
と
L
て
産
出
的
で
あ
る
…
方
、
産
出
物
と
し
て
客
観
的
で
あ
り
、
物
で
あ
る
か
ぎ
り
、
自
然
法
別
に
従
う
自
然
的
自
我
で
も
あ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
に
 
 

と
っ
て
は
、
非
我
に
は
一
切
の
実
在
性
が
認
め
ら
れ
な
い
た
め
、
経
験
的
自
耗
が
属
し
て
い
る
よ
う
な
自
然
の
実
在
性
は
あ
り
え
な
い
も
の
だ
っ
た
。
▼
そ
の
た
め
、
 
 

絶
対
的
自
我
の
自
由
は
、
経
験
的
自
我
が
「
事
実
と
し
て
わ
た
し
は
自
由
で
あ
る
と
感
じ
て
い
る
」
よ
う
な
経
験
的
自
由
を
作
り
出
し
た
り
基
礎
づ
け
た
り
す
る
こ
 
 

と
は
な
く
、
む
し
ろ
消
失
さ
せ
て
し
ま
う
＝
そ
こ
で
、
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
こ
の
「
事
嚢
と
し
て
わ
た
し
は
自
由
で
あ
る
」
こ
と
が
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
待
つ
た
め
に
、
 
 

自
然
が
実
在
的
で
あ
り
か
つ
単
な
る
機
械
的
法
則
性
に
は
従
わ
な
い
自
由
を
持
つ
こ
と
を
示
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
〔
“
 
 

三
 
自
 
然
 
 

世
界
は
確
か
に
、
い
か
よ
う
に
も
切
り
取
り
方
が
あ
る
と
は
い
え
、
世
界
、
と
総
括
き
れ
う
る
以
上
、
何
ら
か
の
仕
方
で
一
つ
の
全
体
を
な
し
て
い
る
と
し
か
思
 
 

わ
れ
な
い
〕
カ
ン
ト
は
こ
れ
を
合
目
的
性
と
い
う
、
主
観
的
原
理
に
よ
っ
て
説
明
L
た
い
法
則
に
従
う
現
象
で
あ
る
「
自
耽
ご
と
、
す
べ
て
の
可
能
的
現
象
の
無
制
約
 
 

的
体
系
の
理
念
で
あ
る
「
世
界
」
と
い
う
カ
ン
ト
の
区
別
に
即
L
な
が
ら
、
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
こ
れ
を
所
産
的
自
炊
…
n
a
t
u
r
a
冨
ど
邑
a
と
能
産
的
自
然
n
a
t
u
⊇
 
 

n
賢
r
a
n
s
の
区
別
と
考
え
る
量
目
然
哲
学
体
系
へ
の
単
策
序
脱
E
i
n
－
e
i
t
仁
n
g
畏
d
e
m
E
n
t
邑
e
i
n
e
s
S
y
s
t
e
m
s
d
e
r
N
a
t
u
壱
h
i
l
O
S
旦
e
払
一
七
九
九
串
恕
恵
じ
こ
 
 

れ
は
、
九
世
紀
の
ヨ
ハ
ネ
ス
・
ス
コ
ト
ウ
ス
・
エ
リ
ウ
ゲ
ナ
に
発
す
る
区
別
を
、
ス
ピ
ノ
ザ
が
冒
チ
カ
振
放
二
部
定
理
二
九
の
注
解
で
改
め
て
定
式
化
L
た
も
の
 
 

で
あ
る
リ
ス
ピ
ノ
ザ
に
よ
れ
ば
、
能
産
的
自
然
と
は
、
「
そ
れ
自
身
に
お
い
て
存
在
し
、
そ
れ
自
身
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
る
も
の
、
あ
る
い
は
永
遠
・
無
限
の
本
質
 
 

を
表
現
す
る
実
体
の
諸
属
性
、
つ
ま
り
、
自
由
悦
囲
と
草
見
ら
れ
る
か
ぎ
り
で
の
神
」
で
あ
り
、
所
産
酌
自
然
と
は
、
「
神
の
本
性
の
必
然
性
か
ら
、
あ
る
い
は
神
 
 

〓－ 
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の
本
性
の
各
々
の
属
性
の
必
然
性
か
ら
生
ず
る
す
べ
て
の
も
の
、
言
い
か
え
れ
ば
、
神
の
内
に
存
在
し
、
神
な
し
に
は
存
在
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
も
で
き
 
 

な
い
と
見
な
さ
れ
る
か
ぎ
り
で
の
、
神
の
諸
属
性
の
す
ペ
て
の
様
態
」
で
あ
る
。
こ
の
記
述
を
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
完
全
に
自
由
な
無
制
約
看
で
あ
る
神
と
、
そ
の
無
 
 

制
約
者
に
制
約
さ
れ
、
根
拠
づ
け
ら
れ
て
初
め
て
存
在
し
う
る
諸
事
物
と
が
自
由
と
必
然
性
と
い
う
関
係
の
も
と
に
考
え
ら
れ
て
い
る
、
と
理
解
し
、
受
け
入
れ
る
。
 
 

こ
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
能
産
的
自
然
は
、
必
然
的
に
産
出
的
で
あ
り
、
所
産
的
自
然
は
必
然
的
に
そ
の
活
動
の
産
物
で
あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
の
神
が
内
在
神
で
あ
る
以
 
 

上
、
神
は
創
造
主
で
は
な
く
、
事
物
と
原
因
－
結
果
と
い
う
必
然
的
な
結
び
つ
き
を
持
つ
。
ス
ピ
ノ
ザ
の
神
概
念
は
こ
の
点
で
決
定
論
に
陥
る
と
い
う
批
判
を
受
け
 
 

る
が
、
し
か
し
こ
の
世
界
概
念
の
体
系
性
を
、
シ
ェ
リ
ン
グ
は
何
よ
り
も
重
視
し
、
能
産
的
自
然
と
所
産
的
自
然
の
関
係
を
、
「
原
因
と
同
時
に
結
果
が
、
お
の
ず
 
 

と
全
体
の
二
重
性
に
お
い
て
再
び
同
一
で
あ
る
全
体
」
（
i
声
麗
恵
と
み
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
ず
は
こ
の
根
源
的
同
一
性
に
お
い
て
、
自
然
の
産
出
の
自
由
を
保
 
 

障
す
る
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

こ
こ
ま
で
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
絶
対
的
自
我
の
活
動
を
、
世
界
産
出
の
晴
動
と
し
て
な
ぞ
っ
た
も
の
と
見
な
し
て
も
よ
い
。
こ
れ
は
自
己
産
出
的
で
あ
る
こ
と
が
同
 
 

時
に
世
界
産
出
的
で
あ
る
よ
う
な
無
制
約
者
の
活
動
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
の
ち
に
、
「
（
わ
た
し
の
）
自
然
哲
学
が
最
も
明
確
に
ス
ピ
ノ
ザ
の
道
か
ら
そ
れ
て
い
 
 

る
」
（
≦
Ⅰ
短
き
と
あ
え
て
言
う
よ
う
な
、
人
格
的
超
越
神
と
、
そ
れ
と
は
全
く
質
の
異
な
る
「
神
の
内
の
自
然
」
（
神
の
内
に
あ
っ
て
神
で
は
な
い
も
の
、
と
も
呼
 
 

ば
れ
る
）
 
の
区
別
に
至
る
に
は
、
さ
ら
に
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
自
然
観
は
、
三
つ
の
流
れ
か
ら
大
き
な
影
響
を
被
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
 
 

四
 
初
期
シ
ェ
リ
ン
グ
の
自
然
 
 

ひ
と
つ
は
哲
学
史
上
の
影
響
関
係
で
あ
り
、
ま
ず
直
接
的
な
下
敷
き
と
な
っ
て
い
る
の
が
カ
ン
ト
の
『
判
断
力
批
判
』
、
も
う
ひ
と
つ
が
、
学
生
時
代
の
古
代
哲
学
 
 

研
究
で
あ
る
。
そ
し
て
、
も
う
一
つ
の
大
き
な
問
題
意
識
と
し
て
、
当
時
薇
新
の
研
究
成
果
を
ふ
ま
え
た
実
証
的
お
よ
び
思
弁
的
自
然
科
学
の
興
隆
と
自
然
哲
学
の
 
 

側
か
ら
の
そ
の
基
礎
づ
け
へ
の
意
欲
が
あ
げ
ら
れ
る
。
 
 
 

東
洋
学
が
盛
ん
に
な
っ
た
一
人
世
紀
に
お
い
て
は
、
プ
ラ
ト
ン
を
中
心
と
す
る
ギ
リ
シ
ア
哲
学
と
、
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
を
中
心
と
す
る
オ
リ
エ
ン
ト
の
哲
学
が
、
 
 

言
曳
 
 

い
わ
ゆ
る
「
古
代
哲
学
」
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
。
当
初
、
グ
ノ
ー
シ
ス
は
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
堕
落
形
態
で
あ
る
、
と
い
う
解
釈
が
一
般
的
で
あ
っ
た
が
、
神
学
 
 

言
具
 
 

者
の
モ
ス
ハ
イ
ム
 
G
O
訂
n
n
L
O
r
e
n
Z
召
n
M
O
S
h
e
i
m
L
票
サ
ー
讃
巴
 
に
よ
っ
て
両
者
が
新
た
に
規
定
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
ギ
リ
シ
ア
哲
学
は
、
プ
ラ
ト
ン
に
始
ま
 
 
 

自
然
そ
し
て
自
由
 
 



り
、
厳
密
な
形
式
を
持
つ
学
問
的
思
弁
を
特
徴
と
す
る
。
一
方
グ
ノ
ー
シ
ス
は
、
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
に
起
源
を
持
つ
善
／
悪
・
物
質
／
精
神
の
二
元
論
と
ア
レ
ク
サ
 
 

ン
ド
リ
ア
（
す
な
わ
ち
束
方
）
 
の
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
に
よ
る
流
出
説
が
融
合
し
た
体
系
で
あ
る
、
と
。
 
 
 

シ
ェ
リ
ン
グ
の
遺
稿
に
あ
る
ノ
ー
ト
で
は
、
グ
ノ
ー
シ
ス
の
特
徴
を
、
そ
の
、
感
覚
で
捉
え
ら
れ
る
世
界
は
知
性
で
捉
え
ら
れ
る
世
界
の
模
造
で
あ
る
、
と
い
う
 
 

主
張
に
見
い
だ
し
て
い
る
。
感
覚
世
界
の
出
来
事
お
よ
び
そ
れ
に
関
す
る
知
は
、
天
上
界
の
出
来
事
の
反
映
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
か
ら
、
極
端
化
さ
れ
れ
ば
、
人
 
 

間
の
知
に
よ
っ
て
合
成
さ
れ
た
神
の
本
質
に
つ
い
て
、
一
字
一
旬
に
拘
泥
す
る
よ
う
な
体
系
と
な
っ
て
、
哲
学
が
否
定
さ
れ
て
し
ま
う
、
と
批
判
す
る
一
方
、
「
こ
 
 

芸
⊥
 
 

れ
に
よ
り
、
哲
学
が
自
然
を
超
え
た
形
而
上
学
的
な
思
弁
か
ら
人
間
へ
と
帰
っ
て
き
た
」
、
と
評
価
す
る
。
す
な
わ
ち
、
シ
ェ
リ
ン
グ
が
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
か
ら
取
 
 

り
出
し
た
の
は
、
決
し
て
善
悪
や
物
質
と
精
神
の
二
元
論
で
は
な
く
、
そ
こ
に
隠
さ
れ
た
、
感
覚
世
界
を
通
し
な
が
ら
（
こ
れ
が
、
人
間
へ
と
帰
っ
て
き
た
、
と
い
 
 

う
こ
と
の
意
味
で
あ
る
）
、
感
覚
的
与
件
に
関
わ
ら
な
い
純
粋
で
無
制
約
的
な
「
知
性
体
系
」
手
な
わ
ち
「
天
上
界
」
）
の
可
能
性
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
わ
 
 

れ
わ
れ
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
は
感
覚
世
界
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
が
、
そ
れ
を
超
越
論
的
に
基
礎
づ
け
て
い
る
「
知
性
的
世
界
」
を
構
成
す
る
要
素
の
可
能
性
 
 

を
求
め
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
知
性
的
世
界
は
、
決
し
て
静
的
な
イ
デ
ア
の
世
界
で
は
な
く
、
生
き
た
現
実
に
自
己
を
反
映
さ
せ
る
生
き
た
世
界
で
 
 

あ
る
。
 
 
 

①
 
物
質
の
実
在
性
 
 
 

主
に
一
七
九
二
年
か
ら
一
七
九
四
年
に
か
け
て
シ
ェ
リ
ン
グ
が
デ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
を
中
心
に
、
プ
ラ
ト
ン
を
研
究
し
た
ノ
ー
ト
と
そ
の
注
釈
が
一
九
九
四
年
に
 
 

（
8
）
 
公
刊
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
扱
わ
れ
て
い
る
の
は
、
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
の
2
7
C
か
ら
5
3
C
と
い
う
中
心
的
な
部
分
で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
の
正
統
的
な
解
釈
で
あ
る
 
 

（
9
Y
 
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
こ
れ
を
辛
が
か
り
に
し
て
シ
ェ
リ
ン
グ
が
求
め
た
の
は
、
宇
宙
の
始
源
と
生
成
が
ど
の
よ
う
な
論
理
的
条
件
の
下
で
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
 
 

な
ら
な
い
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
世
界
理
解
の
た
め
の
可
能
性
の
条
件
を
求
め
る
、
と
い
う
ま
さ
に
超
越
論
哲
学
的
問
い
で
あ
る
。
 
 

世
界
は
デ
ミ
ウ
ル
ゴ
ス
（
制
作
者
）
に
よ
っ
て
、
パ
ラ
デ
イ
グ
マ
タ
（
諸
々
の
範
型
）
に
合
わ
せ
た
似
保
と
し
て
作
ら
れ
た
、
と
い
う
プ
ラ
ト
ン
の
記
述
を
、
シ
ェ
 
 

リ
ン
グ
は
、
範
型
、
す
な
わ
ち
神
的
知
性
の
中
に
あ
る
世
界
の
観
念
的
原
型
d
a
s
i
d
e
a
k
U
r
b
i
－
d
d
e
r
寿
l
t
と
言
い
か
え
、
そ
れ
は
形
相
（
形
式
才
r
m
）
そ
れ
自
体
 
 

（
担
 
 

と
し
て
あ
り
つ
つ
、
一
方
で
、
制
作
者
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
か
ら
、
す
で
に
世
界
の
生
成
と
い
う
目
的
を
持
っ
て
い
る
、
と
解
釈
す
る
。
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す
る
と
次
は
、
世
界
の
形
相
は
、
い
か
に
し
て
質
料
（
す
な
わ
ち
世
界
の
無
秩
序
な
素
材
）
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
か
、
が
閉
場
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
次
 
 

〓
 
い
で
シ
ェ
リ
ン
グ
は
冒
レ
ポ
ス
』
に
言
及
し
、
形
相
を
ベ
ラ
ス
蔽
室
、
質
料
を
ア
ペ
イ
ロ
ン
蕪
限
宴
と
し
て
、
存
在
者
の
二
つ
の
最
高
原
理
と
み
な
す
 
 

古
代
以
来
の
解
釈
を
引
き
継
い
で
い
る
。
形
相
、
す
な
わ
ち
イ
デ
ア
、
イ
デ
ア
を
受
容
す
る
質
料
壷
間
）
、
両
者
に
よ
る
現
実
音
視
的
な
も
の
の
字
車
と
い
 
 

う
三
契
機
が
、
こ
こ
で
生
じ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
宇
宙
、
自
然
の
中
の
絶
え
ざ
る
運
動
変
化
を
考
え
る
た
め
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
個
々
の
形
相
に
先
 
 

立
っ
て
、
質
料
が
そ
れ
自
体
と
し
て
考
え
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
質
料
は
、
経
験
さ
れ
る
現
実
の
条
件
、
す
な
わ
ち
、
現
実
が
、
あ
る
限
定
さ
れ
、
あ
る
形
態
 
 

を
持
っ
た
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
た
め
の
条
件
、
と
い
う
概
念
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
、
現
莫
の
事
物
で
は
な
い
。
現
実
世
界
は
す
で
に
、
「
藁
』
に
 
 

よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
嘗
』
」
で
あ
り
、
カ
ン
ト
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
お
け
る
「
実
在
性
」
は
、
こ
の
意
味
で
の
質
で
あ
る
、
と
し
て
、
現
象
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
再
び
 
 

3  

〓  

㍑
 

存
在
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
読
み
替
え
よ
う
と
す
る
の
が
、
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
ノ
ー
ト
に
見
ら
れ
る
主
張
で
あ
る
。
 
 
 

ペ
ラ
ス
と
ア
ペ
イ
ロ
ン
か
ら
生
成
し
た
物
質
は
、
「
感
覚
に
お
け
る
実
在
性
」
で
あ
り
、
物
質
を
考
え
る
際
に
は
、
実
在
性
そ
の
も
の
（
こ
れ
は
あ
り
え
な
い
）
 
 

で
は
な
く
、
す
で
に
巌
を
内
包
し
た
質
が
、
根
源
的
実
在
性
と
い
う
統
一
的
概
念
と
し
て
生
じ
て
い
る
、
と
い
う
の
が
、
ま
ず
、
実
在
的
な
物
質
の
演
繹
で
あ
っ
た
。
 
 
 

そ
し
て
、
規
定
す
る
、
と
い
う
働
き
を
、
ま
た
独
自
の
、
そ
し
て
よ
り
高
度
な
原
理
と
見
な
す
。
ペ
ラ
ス
と
ア
ペ
ィ
ロ
ン
を
混
合
さ
せ
る
原
理
、
す
な
わ
ち
、
 
 

冒
レ
ポ
ス
』
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
、
ア
ペ
イ
ロ
ン
と
ペ
ラ
ス
、
そ
し
て
そ
の
合
成
物
と
い
う
三
つ
の
も
の
に
加
え
て
、
「
こ
れ
ら
を
相
互
に
混
ぜ
合
わ
せ
る
た
め
の
原
 
 

m
1
 
讐
と
呼
ぶ
も
の
、
こ
れ
を
、
限
定
さ
れ
て
い
な
い
も
の
を
限
定
す
る
も
の
と
結
び
つ
け
る
働
き
で
あ
る
「
根
本
的
で
純
粋
な
知
性
の
形
相
の
似
姿
e
i
n
芽
c
蔓
琵
 
 
 

d
e
r
u
r
s
p
昆
n
g
－
i
c
h
e
n
－
r
e
i
n
e
n
裔
r
s
訂
n
d
s
f
O
r
m
」
と
し
て
想
定
す
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

②
 
有
機
制
と
し
て
の
自
然
 
 
 

こ
う
し
て
、
物
質
と
し
て
の
自
然
の
実
在
性
を
基
礎
、
づ
け
る
試
み
は
な
さ
れ
る
。
し
か
L
、
自
然
は
単
な
る
物
質
に
と
ど
ま
ら
な
い
J
自
然
物
は
単
な
る
所
産
で
 
 

あ
る
に
し
ろ
、
そ
こ
に
「
デ
ミ
ウ
ル
ゴ
ス
」
や
「
凝
高
知
性
の
形
相
」
と
い
っ
た
理
性
的
産
出
要
因
を
考
え
る
か
ぎ
り
、
そ
し
て
何
よ
り
も
、
自
然
に
も
産
出
性
を
 
 

認
め
る
か
ぎ
り
、
自
然
に
機
械
的
・
必
然
的
法
則
性
を
の
み
帰
す
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
ひ
そ
こ
で
、
デ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
で
の
「
宇
宙
の
魂
と
理
性
」
 
 

宮
甲
C
）
、
「
宇
宙
の
全
体
性
」
宮
D
）
、
「
宇
宙
の
秩
序
」
と
い
っ
た
有
槻
的
全
体
と
し
て
の
宇
宙
と
い
う
概
念
を
、
シ
ェ
リ
ン
グ
は
超
越
論
哲
学
の
文
販
の
中
に
読
 
 
 

自
然
そ
し
て
自
由
 
 
 



み
込
ん
で
ゆ
く
。
 
 

『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
 
ノ
ー
ト
で
い
う
「
根
本
的
で
純
粋
な
知
性
の
形
相
」
を
十
八
歳
の
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
絶
対
的
自
我
と
結
び
つ
け
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
絶
対
 
 

的
自
我
す
な
わ
ち
無
制
約
者
こ
そ
、
道
徳
的
自
由
法
則
と
機
械
的
必
然
性
と
を
厳
密
に
区
別
し
つ
つ
、
自
然
法
則
と
自
由
法
則
と
の
耗
l
と
し
て
前
提
さ
れ
る
、
と
 
 

い
わ
れ
る
世
界
の
内
在
的
原
理
で
あ
る
（
Ⅰ
態
N
）
。
す
で
に
『
哲
学
の
原
理
と
し
て
の
自
我
』
で
、
シ
ェ
リ
ン
グ
は
カ
ン
ト
の
『
判
断
力
批
判
』
に
触
れ
（
Ⅰ
恕
N
）
、
 
 

自
然
の
所
産
は
有
機
的
で
あ
り
、
合
目
的
的
な
も
の
と
見
な
さ
ざ
る
を
え
な
い
し
、
原
因
も
自
己
自
身
の
中
に
あ
る
と
見
な
さ
ざ
る
を
え
な
い
、
と
い
う
「
目
的
論
 
 

的
判
断
力
の
批
判
」
の
項
の
記
述
（
B
厄
0
0
島
．
）
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
は
当
然
統
制
的
原
理
で
あ
る
自
然
の
合
目
的
性
、
自
己
原
因
性
を
、
無
 
 

制
約
者
の
根
源
的
統
一
の
中
に
置
き
換
え
る
。
そ
し
て
ま
た
、
カ
ン
ト
が
自
然
の
目
的
概
念
を
技
術
の
目
的
概
念
と
類
比
的
に
考
え
、
産
出
物
を
作
り
出
す
理
性
的
 
 
 

存
在
者
を
想
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
、
と
す
る
点
を
さ
ら
に
展
開
さ
せ
、
「
対
象
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
自
己
自
身
の
総
合
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
精
神
が
対
象
の
 
 

内
に
直
観
す
る
の
は
、
精
神
自
身
の
産
物
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
（
i
望
り
『
知
識
学
の
観
念
論
究
明
の
た
め
の
諸
論
考
』
A
b
h
a
n
d
－
u
n
g
e
n
z
弓
E
r
】
賢
t
e
r
u
n
g
d
e
s
 
 

i
d
e
a
－
i
s
m
u
s
d
e
r
讃
s
s
e
n
s
c
訂
き
s
】
e
ど
福
一
七
九
六
／
九
七
）
と
述
べ
て
、
産
物
そ
の
も
の
と
産
物
の
表
象
の
同
一
性
、
そ
し
て
そ
の
同
一
性
を
産
出
す
る
根
源
的
な
 
 
 

理
性
的
存
在
者
 
（
自
己
自
身
、
精
神
自
身
）
 
と
産
物
の
根
源
的
統
一
を
見
て
と
る
。
 
 

こ
こ
で
行
わ
れ
て
い
る
の
は
、
カ
ン
ト
の
有
機
体
概
念
を
、
無
制
約
者
の
、
絶
対
的
統
一
を
目
的
と
し
た
自
己
認
識
の
展
開
過
程
の
申
に
位
置
づ
け
る
こ
と
で
あ
 
 
 

る
。
自
然
の
展
開
は
、
精
神
の
展
開
で
あ
り
、
人
間
の
実
在
に
お
い
て
産
出
者
－
－
認
識
者
は
自
己
自
身
に
達
し
、
自
己
自
身
を
認
識
す
る
に
至
る
、
と
い
う
こ
の
図
 
 

式
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
以
来
の
「
存
在
者
の
階
梯
」
と
い
う
概
念
の
う
え
に
立
ち
な
が
ら
、
同
時
に
、
カ
ン
ト
の
自
己
自
身
を
有
機
組
織
化
す
る
存
在
者
と
し
て
の
 
 

自
然
と
い
う
主
張
を
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
世
界
体
系
と
融
合
さ
せ
、
根
源
的
統
一
と
い
う
原
理
か
ら
発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
有
機
体
と
は
、
自
然
の
過
 
 

程
の
中
で
自
己
を
認
識
し
、
そ
う
し
た
仕
方
で
の
み
自
然
を
認
識
す
る
精
神
ま
た
は
魂
で
あ
る
、
言
い
か
え
れ
ば
、
自
然
は
、
運
動
変
化
の
過
程
の
中
で
自
ら
を
能
 
 
 

動
的
で
産
出
的
な
も
の
と
見
な
し
、
同
時
に
自
己
自
身
の
原
因
で
あ
り
か
つ
結
果
で
あ
る
よ
う
な
所
産
で
あ
る
、
そ
う
し
た
精
神
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

④
 
実
在
的
自
然
の
導
出
 
 

こ
の
こ
と
が
詳
細
に
展
開
さ
れ
て
い
る
の
が
、
一
七
九
七
年
の
『
自
然
哲
学
に
関
す
る
考
案
I
d
e
e
ロ
N
u
e
i
n
e
r
P
b
i
－
O
S
O
p
F
i
e
d
e
r
N
a
t
u
r
』
で
あ
り
、
翌
年
の
『
世
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界
霊
ざ
n
d
e
r
寿
l
t
s
e
e
藍
 
で
あ
る
。
 
 
 

ま
ず
『
考
案
』
 
で
は
、
ラ
ヴ
オ
ア
ジ
エ
L
a
く
O
i
s
i
e
r
 
（
－
遥
∽
暮
－
遥
告
が
『
化
学
原
論
』
 
（
一
七
八
九
）
 
で
化
学
を
体
系
的
学
と
し
て
基
礎
づ
け
た
こ
と
を
受
け
て
、
 
 

1
5
）
 
 

燃
焼
過
程
の
考
察
か
ら
始
ま
っ
て
、
熱
、
光
、
電
気
、
磁
気
を
導
出
し
て
ゆ
く
。
こ
う
し
た
導
出
の
仕
方
は
フ
ー
ル
マ
ン
ス
を
始
め
と
す
る
現
代
の
解
釈
者
も
、
ま
 
 

（
沌
｝
 
 

た
同
時
代
人
で
す
ら
、
形
式
的
で
無
理
の
あ
る
も
の
と
批
判
し
て
い
る
が
、
そ
れ
独
自
で
は
現
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
熱
や
光
が
、
物
体
や
元
素
と
結
合
し
て
は
じ
 
 
 

め
て
物
質
と
し
て
現
象
す
る
以
前
に
、
す
で
に
あ
る
現
実
性
を
持
っ
て
い
る
、
と
い
う
の
が
シ
ェ
リ
ン
グ
の
導
き
出
し
た
、
あ
る
い
は
導
き
出
し
た
か
っ
た
結
論
で
 
 
 

あ
っ
た
。
 
 

ま
た
、
カ
ン
ト
の
 
『
自
然
科
学
の
形
而
上
学
的
原
理
』
 
二
七
八
六
）
 
を
通
じ
て
、
シ
ェ
リ
ン
グ
は
ニ
ュ
ー
ト
ン
物
理
学
の
重
力
体
系
の
導
出
も
は
か
る
。
物
質
 
 

は
空
間
売
薬
を
意
味
す
る
た
め
、
物
質
は
根
本
諸
力
の
制
約
の
下
で
考
え
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
拡
張
と
制
限
、
反
発
と
牽
引
と
い
う
対
に
な
る
力
、
 
 

す
な
わ
ち
、
引
と
斥
で
あ
る
。
の
ち
に
「
物
質
の
一
切
の
質
は
、
根
本
諸
力
（
引
力
と
斥
力
）
 
の
最
的
な
 
（
段
階
的
な
）
比
例
関
係
に
基
づ
く
」
 
（
l
l
－
∽
－
盟
と
ま
と
 
 

め
、
自
然
を
、
引
力
と
斥
力
と
い
う
二
つ
の
根
本
的
な
力
の
実
在
的
対
立
に
よ
っ
て
、
経
え
ず
均
衡
を
樹
立
し
て
は
ま
た
撹
乱
状
態
に
陥
る
こ
と
を
繰
り
返
す
「
全
 
 
 

体
と
し
て
の
過
程
」
を
な
す
も
の
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

し
か
し
、
カ
ン
ト
そ
の
人
に
つ
い
て
は
、
カ
ン
ト
は
物
質
を
前
接
し
て
お
き
、
次
に
物
質
の
概
念
を
分
析
的
に
考
察
し
て
い
る
と
批
判
す
る
。
根
本
話
力
の
想
定
 
 
 

に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
想
定
に
対
す
る
超
越
論
的
基
礎
づ
け
が
必
要
で
あ
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
 
 

（
1
7
）
 
 
 

こ
の
超
越
論
的
基
礎
づ
け
に
際
し
て
、
「
直
観
＞
ロ
S
C
b
a
巨
n
g
」
が
導
入
さ
れ
る
。
当
然
こ
れ
は
、
感
性
的
直
観
で
は
な
く
、
産
出
的
直
観
、
知
的
直
観
で
あ
る
。
 
 
 

「
直
観
は
、
活
動
の
う
ち
で
能
動
と
受
動
を
ひ
と
つ
に
ま
と
め
て
い
る
。
…
…
そ
れ
ゆ
え
直
観
の
対
象
は
、
能
動
し
っ
つ
受
動
し
て
い
る
精
神
そ
の
も
の
に
他
な
 
 

ら
な
い
。
精
神
は
、
自
己
自
身
を
直
観
す
る
間
、
同
時
に
自
ら
を
自
己
自
身
か
ら
分
離
し
え
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
直
観
の
う
ち
に
対
象
と
表
象
の
絶
対
的
同
一
性
が
 
 

あ
る
。
」
（
i
態
雫
）
。
こ
う
し
た
知
的
直
観
の
あ
り
方
、
働
き
方
か
ら
す
れ
ば
、
直
観
の
構
造
は
そ
の
ま
ま
対
象
で
あ
る
物
質
の
構
造
で
あ
る
。
こ
う
し
た
直
観
の
構
 
 

造
が
対
象
的
物
質
の
構
造
を
規
定
す
る
の
で
あ
る
。
主
観
が
物
質
的
な
も
の
を
直
観
す
る
と
い
う
感
性
的
直
観
に
お
い
て
も
、
こ
の
対
立
し
合
い
、
相
互
に
制
限
し
 
 

合
う
二
つ
の
力
が
想
定
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
か
ぎ
り
で
、
対
象
は
今
の
と
こ
ろ
、
直
観
の
構
造
を
単
に
形
式
的
に
し
か
持
っ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
 
 

対
象
が
実
在
的
、
現
実
的
で
あ
る
、
と
み
な
さ
れ
う
る
の
は
、
そ
れ
が
豊
と
し
て
感
受
さ
れ
た
場
合
で
あ
る
。
「
直
観
さ
れ
た
も
の
は
、
空
間
に
お
け
る
量
を
持
つ
。
 
 
 

自
然
そ
し
て
自
由
 
 



初
の
そ
し
て
最
深
の
根
」
こ
そ
「
感
覚
に
お
け
る
実
在
性
」
、
「
内
包
的
量
と
し
て
の
質
」
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
外
界
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
る
の
は
力
に
よ
っ
て
で
 
 

あ
り
、
こ
の
力
が
規
定
さ
れ
て
い
て
、
現
実
的
で
な
け
れ
ば
触
発
と
い
う
こ
と
が
あ
り
え
な
い
以
上
、
「
内
包
的
量
と
し
て
の
質
」
が
物
体
そ
の
も
の
の
質
的
な
実
 
 

在
性
と
し
て
伝
え
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
 
 

そ
し
て
、
こ
の
「
内
包
的
量
と
し
て
の
質
」
と
い
う
概
念
に
お
い
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
が
、
牽
引
と
反
発
と
い
う
二
つ
の
根
本
諸
力
の
規
定
さ
れ
た
関
係
な
の
 
 
 

で
あ
る
。
客
観
の
概
念
を
、
物
質
一
般
の
構
成
契
輝
か
ら
導
出
し
た
の
が
、
こ
の
時
期
の
シ
ェ
リ
ン
グ
自
然
哲
学
で
あ
っ
た
。
 
 
 

感
受
さ
れ
た
も
の
は
、
博
聞
に
お
け
る
量
を
持
つ
。
時
間
に
お
け
る
畳
を
持
つ
も
の
を
、
わ
れ
わ
れ
は
質
と
呼
ぶ
。
…
…
そ
れ
ゆ
え
、
客
観
の
質
は
、
根
源
的
に
感
 
 

受
さ
れ
た
も
の
、
す
な
わ
ち
自
由
な
産
出
の
限
界
に
他
な
ら
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
個
々
の
客
観
が
こ
の
規
定
さ
れ
た
客
観
で
あ
る
の
は
、
た
だ
そ
の
質
に
よ
っ
て
の
み
 
 

全
体
は
、
最
終
的
に
そ
の
実
在
性
の
最
初
の
そ
し
て
最
深
の
根
と
し
て
の
根
源
的
感
覚
を
離
れ
る
こ
と
が
な
い
。
」
（
Ⅰ
－
∽
讐
）
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
「
実
在
性
の
最
 
 

④
 
自
由
の
意
識
 
 
 

そ
し
て
『
世
界
霊
』
で
は
、
ま
ず
、
無
機
的
自
然
の
諸
作
用
の
体
系
的
記
述
が
試
み
ら
れ
る
。
そ
こ
で
「
対
立
し
合
い
、
相
互
に
制
限
し
合
う
二
つ
の
能
動
性
」
 
 

は
「
二
つ
の
実
在
的
原
理
」
、
「
生
命
の
原
理
」
と
見
な
さ
れ
る
に
至
る
。
こ
れ
は
、
カ
ン
ト
の
プ
ラ
ス
と
マ
イ
ナ
ス
の
実
在
的
対
立
、
す
な
わ
ち
『
負
量
概
念
の
哲
 
 

学
へ
の
導
入
』
〓
七
六
三
）
に
即
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
自
然
の
力
動
的
な
体
系
の
根
拠
と
認
め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
現
れ
る
世
界
霊
と
い
う
概
 
 

（
ほ
）
 
 

念
こ
そ
、
生
き
た
、
秩
序
あ
る
魂
と
し
て
の
コ
ス
モ
ス
、
と
い
う
後
期
プ
ラ
ト
ン
に
典
型
的
な
ギ
リ
シ
ア
的
世
界
概
念
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
シ
ェ
リ
ン
グ
は
こ
こ
に
、
 
 
 

当
時
の
自
然
科
学
理
論
を
組
み
込
み
、
自
然
と
精
神
を
一
つ
の
「
生
命
の
過
程
」
と
し
て
定
式
化
し
て
ゆ
く
。
そ
の
中
で
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
ハ
ラ
ー
≧
b
r
e
c
h
t
召
n
 
 

H
a
－
訂
r
（
一
七
〇
八
－
七
七
）
の
筋
肉
の
興
奮
性
と
神
軽
の
感
受
性
の
区
別
の
発
見
、
ブ
ラ
ウ
ン
J
O
F
n
B
r
O
宅
ロ
〓
七
三
五
－
八
八
）
 
の
刺
激
反
応
説
、
さ
ら
に
ガ
 
 

ル
ヴ
ア
ー
ニ
ど
i
乳
G
巴
く
賀
ニ
ー
七
三
七
－
九
八
）
が
動
物
電
気
を
発
見
し
、
化
学
的
過
程
・
電
気
・
生
命
を
統
一
的
に
説
明
し
た
こ
と
を
受
け
て
、
生
命
概
念
を
 
 

展
開
す
る
。
 
 

自
然
現
象
を
単
に
化
学
的
な
物
質
の
過
程
と
の
み
理
解
し
た
場
合
、
自
然
は
単
な
る
機
械
的
合
法
則
性
に
立
ち
戻
っ
て
し
ま
い
、
本
来
必
然
性
と
自
由
の
統
一
を
 
 

で
あ
る
。
そ
し
て
、
い
か
な
る
認
識
も
、
あ
る
規
定
さ
れ
た
客
観
の
認
識
で
な
け
れ
ば
実
在
的
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
外
部
の
実
在
性
に
対
す
る
信
念
 
 

哲
学
・
思
想
論
集
第
三
十
三
号
 
 
 



表
現
す
る
は
ず
で
あ
る
有
機
制
と
い
う
概
念
が
自
然
に
関
し
て
否
定
さ
れ
て
し
ま
う
。
「
生
命
の
諸
原
理
が
、
個
々
の
存
在
者
の
内
で
対
立
に
ま
で
固
体
化
さ
れ
て
 
 

し
ま
う
と
、
自
然
は
急
速
に
両
性
の
合
一
に
よ
っ
て
同
質
性
を
再
興
す
る
」
（
I
l
怒
号
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
化
学
的
過
程
は
、
全
体
の
過
程
か
ら
み
れ
ば
あ
る
一
 
 

段
階
は
次
の
段
階
へ
の
ス
テ
ッ
プ
だ
が
、
そ
の
段
階
そ
の
も
の
は
諸
力
が
均
衡
す
れ
ば
、
静
止
し
て
し
ま
う
。
シ
ェ
リ
ン
グ
は
さ
ら
に
、
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
 
 

ヘ
1
9
）
 
J
O
h
a
n
n
芽
e
賢
c
h
B
F
m
e
n
b
a
c
h
〓
七
五
二
－
一
八
四
〇
）
の
形
成
衝
動
（
B
i
－
d
仁
n
g
S
已
e
b
）
の
概
念
を
導
入
す
る
。
し
か
し
こ
の
概
念
は
有
機
体
の
「
説
明
根
拠
」
 
 

で
は
な
く
「
想
起
」
に
す
ぎ
な
い
と
さ
れ
（
Ⅰ
Ⅰ
態
盟
、
「
想
起
」
で
あ
る
以
上
、
「
想
起
さ
れ
る
も
の
」
で
あ
る
根
拠
は
、
有
機
体
と
は
等
し
く
な
い
も
の
、
そ
の
内
 
 

部
に
は
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
有
機
組
織
化
の
最
初
の
原
因
は
、
そ
の
組
織
さ
れ
た
有
機
体
の
外
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
過
程
そ
 
 

の
も
の
を
動
か
し
つ
つ
、
そ
こ
か
ら
は
超
越
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
 
（
E
b
d
．
）
。
 
 

こ
こ
に
「
生
命
」
と
い
う
統
一
概
念
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
視
点
は
逆
転
す
る
。
 
 
 

す
な
わ
ち
、
自
然
現
象
は
、
二
つ
の
根
源
力
の
実
在
的
対
立
と
そ
の
合
一
に
よ
る
差
異
化
の
力
動
的
過
程
で
あ
る
。
こ
の
差
異
に
お
い
て
現
れ
た
諸
々
の
物
質
は
、
 
 

そ
の
も
の
と
し
て
は
差
異
化
の
最
高
点
と
し
て
の
根
源
的
力
の
合
一
点
で
あ
る
が
、
そ
の
「
点
」
は
さ
ら
に
進
ん
だ
段
階
へ
の
差
異
化
を
意
味
す
る
た
め
、
同
時
に
 
 

全
体
を
指
し
示
し
、
全
体
の
過
程
の
一
段
階
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
 
 
 

こ
の
合
一
と
差
異
の
根
拠
を
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
『
ビ
レ
ボ
ス
』
で
プ
ラ
ト
ン
が
「
第
四
の
も
の
」
と
呼
ぶ
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
あ
げ
る
二
つ
の
異
質
な
対
立
物
を
結
 
 

へ
笹
 
び
つ
け
る
原
因
と
見
な
し
、
そ
れ
を
、
生
命
の
動
的
な
根
源
的
統
一
の
力
と
す
る
。
そ
れ
は
、
「
異
質
な
も
の
」
を
「
結
び
つ
け
て
い
る
」
と
い
う
根
源
的
同
一
性
 
 

と
そ
の
働
き
で
あ
り
、
ア
ペ
イ
ロ
ン
、
ベ
ラ
ス
、
そ
の
合
成
物
と
い
う
ト
リ
ア
ー
デ
（
フ
ィ
ヒ
テ
の
自
我
－
非
我
－
絶
対
的
自
我
に
比
定
さ
れ
る
）
を
統
一
す
る
自
 
 

然
の
究
極
的
根
本
原
理
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
物
質
の
過
程
が
生
命
を
生
み
出
す
の
で
は
な
く
、
「
生
命
は
動
物
的
物
質
の
牌
惟
あ
る
い
は
廃
物
で
は
な
 
 

い
。
む
し
ろ
逆
に
物
質
の
方
が
生
命
の
産
物
で
あ
る
」
（
－
Ⅰ
蜜
豆
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
生
命
が
有
機
別
に
、
有
機
制
が
物
質
に
先
立
つ
こ
と
に
な
る
。
こ
の
分
 
 

化
し
た
力
で
あ
る
「
興
奮
性
（
プ
ラ
ス
の
力
）
」
と
「
感
受
性
（
マ
イ
ナ
ス
の
力
）
」
が
過
程
推
進
の
原
理
と
し
て
前
提
さ
れ
、
非
有
機
的
自
然
と
有
機
的
自
然
と
が
 
 

連
続
的
な
一
つ
の
全
体
と
見
な
さ
れ
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
な
自
然
は
、
「
そ
の
盲
目
的
合
法
則
性
に
お
い
て
自
由
で
あ
り
、
逆
に
そ
の
全
自
由
に
お
い
て
合
法
則
的
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
有
機
組
織
化
の
概
念
 
 

は
こ
の
合
一
に
の
み
存
す
る
」
声
∽
N
ゴ
。
産
出
の
方
向
は
、
物
質
か
ら
で
あ
り
、
基
礎
づ
け
の
方
向
は
、
生
命
、
さ
ら
に
言
え
ば
意
識
か
ら
で
あ
る
。
「
自
然
に
つ
 
 
 

自
然
そ
し
て
自
由
 
 



合
う
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
存
在
者
の
階
梯
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
 
 
 

そ
し
て
そ
れ
は
、
そ
も
そ
も
生
命
で
あ
る
根
源
的
統
一
、
す
な
わ
ち
神
が
、
自
己
自
身
と
し
て
全
体
と
な
る
過
程
で
あ
り
、
こ
の
「
自
己
自
身
と
し
て
」
と
い
う
 
 

自
己
認
識
が
、
ま
さ
に
自
我
に
お
い
て
生
じ
る
知
の
あ
り
方
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
然
の
過
程
は
同
時
に
精
神
の
過
程
と
同
じ
一
つ
の
生
命
の
過
程
で
あ
り
、
 
 

そ
の
全
体
的
過
程
の
頂
点
に
、
人
間
と
い
う
、
自
然
的
で
あ
り
な
が
ら
、
精
神
的
（
英
知
的
）
で
あ
る
よ
う
な
存
在
者
、
所
産
で
あ
り
な
が
ら
産
出
者
で
あ
る
よ
う
 
 

な
存
在
者
が
位
置
す
る
、
と
い
う
仕
方
で
、
よ
う
や
く
自
然
の
自
由
な
産
出
性
が
、
人
間
の
持
つ
自
由
な
産
出
性
と
し
て
も
理
解
さ
れ
る
に
至
る
。
『
自
然
哲
学
に
 
 

関
す
る
考
案
』
の
冒
頭
で
述
べ
ら
れ
た
「
自
然
は
見
え
る
精
神
で
あ
り
、
精
神
は
見
え
な
い
自
然
で
あ
ろ
う
」
（
i
I
恵
）
と
い
う
言
葉
は
、
こ
こ
に
至
っ
て
よ
う
や
く
 
 

テ
ー
ゼ
と
し
て
提
示
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 
 

人
間
の
自
我
の
成
立
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
ま
だ
こ
の
先
の
過
程
を
待
た
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
自
然
哲
学
期
の
シ
ェ
リ
ン
グ
は
生
命
の
有
機
制
で
あ
る
自
然
を
よ
 
 

う
や
く
基
礎
づ
け
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
自
己
原
因
的
な
産
出
の
自
由
が
ま
さ
に
人
間
の
自
由
と
し
て
人
間
の
存
在
そ
の
も
の
の
根
拠
と
な
り
、
こ
の
後
、
人
間
 
 

が
こ
の
自
由
を
行
為
す
る
わ
た
し
の
自
由
と
し
て
理
解
し
、
行
使
す
る
、
と
い
う
図
式
が
、
自
由
論
に
お
け
る
シ
ェ
リ
ン
グ
の
思
想
を
導
い
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

こ
う
し
た
「
神
の
内
の
自
然
」
と
人
間
と
い
う
存
在
者
の
産
出
に
お
い
て
完
結
し
た
体
系
全
体
で
あ
る
人
格
的
超
越
神
と
の
区
別
は
、
人
間
の
自
由
の
メ
ル
ク
 
 

マ
ー
ル
と
し
て
の
悪
の
問
題
に
か
か
わ
る
。
自
由
の
行
使
の
結
果
、
榊
の
内
在
的
過
程
か
ら
は
ず
れ
て
ゆ
く
こ
と
、
善
な
る
神
の
意
志
に
反
す
る
こ
と
が
問
題
と
な
 
 

る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
時
初
め
て
、
「
事
実
と
し
て
わ
た
し
は
自
由
で
あ
る
と
感
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て
い
る
」
よ
う
な
自
由
を
わ
た
し
が
行
催
す
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
に
伴
う
は
 
 

ず
の
「
わ
た
し
の
責
任
」
に
つ
い
て
、
よ
う
や
く
開
法
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
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で
あ
る
」
（
芦
蔓
と
い
う
シ
ェ
リ
ン
グ
の
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の
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に
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DieFreiheitunddieNatur  

YukoTAKAO  

In derSchrift“Philosophische Untersuchungen tiber das Wesen der menschlichen Freiheit”  

SagteSchelling，daL3wireinemjeden‘unmittelbardasGefuhlderselben（Ffeiheit）eingepr独t’  

Werden・Schellinghat diesemenschlichenFreiheitaufdermenschlichenSelbstheitbegrtindet  

underklArtederUrsprungdieserSelbstheitausdasWort‘dieNaturinGott’．  

ImvorliegendenArbeitm6chteicher6rtern，Warumdiemenschlichen‘Freiheit’aus‘Natur’  

herkommt．NachKant（odernachdemaltertnmlichenMechanismus）hieltman‘Natur’fiirdie，  

WaS durchirgendeine Notwendigkeit bewegt．Junger Sche11ing hat selbstverstandlich Kant’s  

Ergebnisbekannt．Aberstudierte erzugleichPlato，Platonismus undvoral1emseinerzeitige  

Naturwissenschaften．Ichm6chtehierdenken，diescheinbarsonderlicheAnsichtderNaturbei  

JungenSche11ing derelgne Naturbegri仔sei，derunterdiesevielねItigenEinfltissesteht．   
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