
哲
学
と
言
え
ば
、
具
体
的
な
事
柄
を
さ
て
お
い
て
抽
象
的
な
こ
と
を
 
 

詮
索
す
る
も
の
だ
と
い
う
印
象
が
強
い
で
あ
ろ
う
。
殊
に
カ
ン
ト
の
哲
 
 

学
は
そ
の
最
た
る
も
の
だ
と
思
わ
れ
て
い
る
に
適
い
な
い
。
と
こ
ろ
 
 

が
、
実
は
 
「
抽
象
」
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
批
判
こ
そ
が
、
彼
の
哲
学
 
 

形
成
の
基
底
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
彼
も
「
普
遍
的
」
 
 

（
a
】
】
g
e
m
e
i
n
）
な
認
識
を
希
求
し
た
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
 
 

そ
、
当
時
の
 
（
そ
れ
は
現
代
の
も
の
で
あ
る
）
 
「
抽
象
的
」
な
思
考
や
 
 

認
識
に
は
厳
し
い
評
価
を
下
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
視
点
か
ら
カ
 
 

ン
ト
哲
学
を
再
検
討
す
る
こ
と
は
、
そ
の
哲
学
の
本
質
と
一
貫
性
の
押
 
 

解
に
新
た
な
光
を
投
じ
る
は
ず
で
あ
る
。
 
 

一
知
性
の
実
在
的
使
用
と
論
理
的
使
用
 
 

一
七
七
〇
牛
に
教
授
就
任
論
文
と
し
て
提
出
し
た
 
『
可
感
界
と
可
知
 
 

界
の
形
式
と
原
理
に
つ
い
て
』
 
で
、
カ
ン
ト
は
 
「
知
性
」
 
の
使
用
の
二
 
 

「
抽
象
的
思
考
」
 
批
判
 
 

1
カ
ン
ト
哲
学
に
通
底
す
る
も
の
 
 

蛮
性
 
－
 
「
実
在
的
使
用
」
と
「
論
理
的
使
用
」
 
－
 
に
注
意
を
喚
起
し
 
 

た
。
の
ち
の
批
判
哲
学
の
展
開
は
実
は
こ
の
着
眼
の
徹
底
と
改
訂
に
ほ
 
 

か
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
、
本
稿
の
視
点
で
あ
る
。
 
 

前
者
の
使
用
に
よ
っ
て
、
物
な
い
し
は
関
係
の
概
念
そ
の
も
の
が
 
 

与
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
実
在
的
使
用
で
あ
る
。
し
か
し
、
後
者
の
 
 

使
用
に
よ
っ
て
、
ど
こ
か
ら
か
与
え
ら
れ
た
も
の
が
、
た
だ
従
属
 
 

的
に
秩
序
づ
け
ら
れ
、
す
な
わ
ち
下
位
の
も
の
が
上
位
の
も
の
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
 
 

ヽ
ヽ
 
 

（
共
通
〔
c
O
ヨ
m
u
n
i
s
〕
の
徴
表
）
に
従
属
さ
せ
ら
れ
、
ま
た
矛
盾
 
 

ヽ
ヽ
 
 

の
原
理
に
即
し
て
相
互
の
間
で
比
較
さ
れ
る
。
そ
れ
が
論
理
的
便
 
 

（
－
）
 
 

用
と
言
わ
れ
る
。
（
H
I
∽
¢
豊
 
 

後
者
の
 
「
知
性
の
論
理
的
使
用
」
 
は
、
「
あ
ら
ゆ
る
学
に
共
通
で
あ
る
」
 
 
 

（
a
．
a
b
．
）
 
と
言
わ
れ
る
。
 
 

櫓
 
垣
 
良
 
成
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と
い
う
の
は
、
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
あ
れ
与
え
ら
れ
た
認
識
は
、
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

多
く
の
も
の
に
共
通
な
徴
表
の
も
と
に
か
、
そ
れ
と
も
、
そ
れ
に
 
 

対
立
す
る
徴
表
の
も
と
に
か
、
含
ま
れ
て
い
る
と
見
な
さ
れ
、
し
 
 

か
も
、
判
断
に
お
い
て
判
明
な
認
識
の
た
め
に
行
な
わ
れ
る
ご
と
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 
 

く
、
直
接
的
に
直
近
の
徴
表
の
も
と
に
含
ま
れ
て
い
る
か
、
そ
れ
 
 

と
も
、
推
理
に
お
い
て
十
全
な
認
識
の
た
め
に
行
な
わ
れ
る
ご
と
 
 

く
、
間
接
的
に
含
ま
れ
て
い
る
か
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
（
a
．
a
．
〇
．
）
 
 

ど
ん
な
起
源
の
認
識
に
つ
い
て
も
、
比
較
に
よ
っ
て
共
通
な
も
の
を
見
 
 

い
だ
し
、
従
属
的
に
秩
序
づ
け
る
こ
と
 
－
 
「
判
断
」
と
い
う
形
で
あ
れ
、
 
 

「
推
理
」
と
い
う
形
で
あ
れ
 
－
 
は
可
能
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
「
感
性
」
 
 

を
起
源
と
す
る
「
感
性
的
認
識
」
に
つ
い
て
も
、
「
知
性
の
論
理
的
使
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

用
に
よ
っ
て
、
感
性
的
認
識
が
共
通
概
念
〔
c
O
n
C
e
p
ど
s
c
O
ヨ
m
u
n
i
s
〕
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

と
し
て
の
他
の
感
性
的
認
識
に
従
属
的
に
秩
序
づ
け
ら
れ
、
フ
ェ
ノ
メ
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 
 

ノ
ン
が
フ
ェ
ノ
メ
ノ
ン
の
よ
り
一
般
的
訂
ロ
e
r
a
賢
〕
か
法
則
に
従
属
 
 

さ
せ
ら
れ
る
」
 
（
a
．
a
．
〇
．
）
 
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
カ
ン
ト
 
 

は
、
こ
の
よ
う
な
使
用
が
ど
れ
ほ
ど
押
し
進
め
ら
れ
よ
う
と
、
そ
の
認
 
 

識
が
 
「
感
性
的
」
 
で
な
く
な
る
こ
と
は
な
い
と
強
調
す
る
。
そ
れ
は
、
 
 

袈
を
返
せ
ば
、
知
性
の
実
在
的
使
用
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
「
零
観
や
 
 

関
係
の
厳
密
な
意
味
で
の
知
性
的
概
念
」
は
、
「
知
性
の
本
性
そ
の
も
 
 

の
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
、
感
覚
能
力
の
い
か
な
る
使
用
か
ら
も
 
 

a
b
s
冒
a
h
e
r
e
〔
抽
象
〕
さ
れ
な
い
」
吉
∽
芝
）
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
り
 
 
 

こ
こ
で
、
a
b
s
打
a
c
ど
s
と
い
う
語
の
両
義
性
に
注
意
が
促
さ
れ
、
「
本
 
 

●
●
●
●
●
＿
■
●
●
 
 

来
は
、
a
b
 
a
〓
q
已
b
u
s
 
a
b
s
t
r
a
b
e
r
e
〔
或
る
も
の
を
捨
象
す
る
〕
 
 

と
言
わ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
a
】
i
q
u
i
d
 
a
b
s
t
r
a
h
e
r
e
〔
或
る
も
の
を
 
 

柵
駁
す
か
〕
と
告
わ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
」
（
a
．
a
．
〇
t
）
と
言
わ
れ
る
。
 
 

a
b
a
厨
仁
i
b
u
s
a
訂
t
r
註
e
r
e
は
「
或
る
概
念
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
仕
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

方
で
あ
れ
そ
れ
に
連
結
さ
れ
た
他
の
も
の
に
注
意
を
向
け
な
い
こ
と
」
 
 

（
a
．
a
．
〇
．
）
を
意
味
す
る
が
、
註
q
u
i
d
a
b
s
百
計
e
r
e
は
「
i
n
c
O
n
C
r
e
t
O
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

〔
具
体
的
〕
に
、
そ
し
て
、
結
合
さ
れ
て
い
る
も
の
か
ら
分
離
さ
れ
る
 
 

よ
う
に
の
み
、
与
え
ら
れ
る
こ
と
」
（
a
．
a
．
〇
．
）
を
意
味
す
る
。
そ
こ
で
、
 
 

「
知
性
的
概
念
は
、
あ
ら
ゆ
る
感
性
的
な
も
の
を
a
b
s
t
r
a
h
e
r
e
〔
捨
 
 

象
〕
す
か
の
で
あ
っ
て
、
感
性
的
な
も
の
か
ら
a
b
s
t
r
a
h
e
r
e
〔
抽
象
〕
 
 

さ
れ
る
の
で
は
か
い
」
（
a
．
a
．
〇
．
）
し
、
そ
の
概
念
を
「
a
b
s
t
r
a
c
t
u
s
 
 

か
〔
抽
象
さ
れ
た
〕
概
念
」
（
a
．
a
．
〇
．
）
と
亭
っ
よ
り
も
「
a
b
s
t
r
a
h
e
n
s
 
 

か
〔
捨
象
す
る
〕
概
念
」
（
a
．
a
．
〇
．
）
と
言
う
ほ
う
が
正
し
い
と
分
か
る
り
 
 

そ
の
た
め
「
知
牲
的
概
念
」
を
「
粗
相
〔
p
u
r
u
s
〕
な
i
d
e
a
」
（
a
．
a
．
〇
．
）
 
 

と
、
「
辟
験
的
に
の
み
与
え
ら
れ
る
概
念
」
す
な
わ
ち
「
経
験
的
概
念
」
 
 
 

（
a
．
a
．
〇
．
）
を
「
a
b
s
冒
a
c
ど
s
な
概
念
」
と
名
づ
け
る
の
が
得
策
だ
と
言
 
 

わ
れ
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

要
す
る
に
、
「
実
在
的
な
知
性
的
概
念
」
は
、
感
性
的
認
識
を
「
比
 
 

較
」
に
よ
っ
て
「
共
通
」
の
徴
表
の
も
と
に
従
属
さ
せ
る
「
知
性
の
論
 
 

押
的
使
用
」
と
い
う
仕
方
で
は
独
得
さ
れ
ず
、
「
経
験
的
概
念
」
の
よ
 
 

う
に
感
性
的
な
も
の
か
ら
「
抽
象
」
さ
れ
た
り
は
し
な
い
り
 
「
知
性
の
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実
在
的
使
用
」
を
通
し
て
、
知
性
の
本
性
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
与
え
ら
 
 

れ
る
。
こ
の
使
用
に
お
い
て
強
調
さ
れ
る
こ
と
は
、
感
性
的
な
も
の
を
 
 

「
捨
象
」
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
 
「
捨
象
す
る
概
 
 

念
」
が
「
純
粋
な
i
d
e
a
」
で
あ
る
。
こ
の
論
文
で
は
、
知
性
の
「
論
理
 
 

的
使
用
」
と
「
実
在
的
使
用
」
と
の
区
別
に
、
「
抽
象
」
と
「
捨
象
」
 
 

と
の
区
別
が
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
、
後
者
の
区
別
に
応
じ
て
「
概
念
」
が
 
 

「
経
験
的
」
な
も
の
と
「
純
粋
」
な
も
の
と
に
分
か
た
れ
る
こ
と
に
な
 
 

る
。
こ
の
純
粋
な
i
d
e
a
と
し
て
は
、
「
可
能
性
」
、
「
存
在
」
、
「
必
然
性
」
、
 
 

「
実
体
」
、
「
原
因
」
な
ど
（
＜
町
〓
Ⅰ
∽
誤
）
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
 
 

そ
れ
は
ま
さ
に
「
純
粋
知
性
概
念
」
と
し
て
の
の
ち
の
「
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
 
 

と
重
な
る
。
カ
ン
ト
は
こ
の
論
文
で
、
「
純
粋
」
な
「
知
性
的
」
概
念
 
 

は
、
決
し
て
「
共
通
な
徴
表
へ
の
従
属
」
に
よ
っ
て
は
穫
符
さ
れ
ず
、
 
 

感
性
的
な
も
の
か
ら
「
抽
象
」
さ
れ
ず
、
感
性
的
な
も
の
を
「
捨
象
」
 
 

す
る
も
の
で
あ
る
と
明
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 

こ
 
「
非
感
性
的
な
も
の
へ
の
上
昇
」
批
判
 
 
 

一
七
八
一
年
の
 
『
純
粋
理
性
の
批
判
』
以
降
で
は
、
も
は
や
「
知
性
 
 

の
実
在
的
使
用
」
 
は
肯
定
さ
れ
な
い
。
周
知
の
ご
と
く
、
同
書
に
よ
れ
 
 

ば
、
「
認
識
」
が
成
立
す
る
た
め
に
は
「
知
性
」
、
「
概
念
」
 
の
み
な
ら
 
 

ず
、
「
感
性
」
、
「
直
観
」
が
必
要
で
あ
る
。
「
知
性
」
に
よ
っ
て
「
思
考
 
 

さ
れ
る
」
だ
け
で
は
「
賽
在
的
認
識
」
と
は
言
え
な
い
と
い
う
の
が
、
 
 

こ
の
時
期
か
ら
の
カ
ン
ト
の
基
本
的
立
場
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
捨
 
 

象
」
も
「
知
性
の
実
在
的
使
用
」
に
み
ず
か
ら
の
場
所
を
も
つ
こ
と
は
 
 

も
は
や
で
き
な
い
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
 
「
捨
象
」
と
い
う
考
 
 

え
方
が
カ
ン
ト
哲
学
か
ら
消
え
去
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
就
任
 
 

論
文
に
お
い
て
 
「
抽
象
」
的
思
考
を
批
判
し
た
 
（
実
は
二
つ
の
）
 
論
点
 
 

が
 
「
捨
象
」
と
い
う
考
え
方
を
生
か
し
て
一
層
深
め
ら
れ
て
展
開
す
る
 
 

こ
と
に
な
る
。
そ
の
一
つ
で
は
、
「
捨
象
」
が
「
知
性
の
論
理
的
使
用
」
 
 

に
こ
そ
ふ
さ
わ
し
い
と
い
う
こ
と
が
明
確
に
な
る
。
 
 
 

ヴ
ォ
ル
フ
主
義
哲
学
の
後
継
者
と
し
て
批
判
期
の
カ
ン
ト
と
対
決
し
 
 

た
エ
ー
ベ
ル
ハ
ル
ト
に
対
す
る
反
駁
書
『
純
粋
理
性
の
あ
ら
ゆ
る
新
し
 
 

い
批
判
は
古
い
批
判
に
よ
っ
て
な
し
で
済
ま
せ
ら
れ
る
と
い
う
発
見
に
 
 

関
し
て
』
 
で
、
カ
ン
ト
は
、
モ
ナ
ド
の
実
在
性
の
証
明
に
あ
た
っ
て
 
 

「
k
O
n
町
e
t
盲
ハ
体
的
）
な
時
間
」
と
「
a
b
賢
a
k
t
（
抽
象
的
）
な
時
間
」
 
 

を
区
別
し
た
エ
ー
ベ
ル
ハ
ル
ト
を
批
判
し
て
言
う
。
 
 

「
誅
s
t
r
a
だ
な
暗
闘
」
と
い
う
表
現
は
、
全
く
不
当
な
も
の
で
あ
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

り
、
と
り
わ
け
最
大
の
論
理
的
正
確
さ
が
重
要
な
場
合
に
は
、
た
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

と
え
こ
の
誤
用
が
最
近
の
論
理
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
さ
え
権
威
づ
 
 

け
ら
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
許
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
（
S
I
H
忘
笠
 
 

「
爵
近
の
論
理
学
者
た
ち
」
 
の
一
人
は
、
カ
ン
ト
が
自
身
の
論
理
学
講
 
 

義
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
用
い
て
い
た
 
『
理
性
論
か
ら
の
抜
粋
』
 
の
著
者
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で
あ
る
マ
イ
ア
ー
で
あ
ろ
う
。
彼
は
「
抽
象
的
概
念
」
（
註
g
e
s
O
n
d
e
r
t
e
 
 

O
d
e
r
a
b
s
ぎ
R
e
B
e
叫
誌
許
｝
C
O
n
C
e
p
ど
s
a
b
s
雷
c
ど
s
盲
象
0
）
の
形
成
を
 
 

次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

私
た
ち
が
、
異
な
っ
た
物
に
つ
い
て
の
一
致
す
る
諸
概
念
を
相
 
 

ヽ
ヽ
 
 
 

互
に
対
比
し
て
、
そ
れ
ら
の
物
が
相
互
に
共
通
釘
e
m
e
i
n
〕
に
も
 
 

●
●
●
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
 
 

つ
徴
表
の
み
を
判
明
に
表
象
す
る
場
合
、
私
た
ち
は
論
理
的
分
 
 

●
●
●
●
●
●
 
 
 

鰍
富
s
O
ロ
d
e
r
u
n
g
〕
ケ
‡
て
概
念
を
形
成
す
か
（
c
O
n
C
e
p
ど
s
 
 
 

p
e
r
註
s
t
r
a
c
許
n
e
m
－
○
叫
i
c
a
ヨ
訂
r
m
諷
u
s
）
。
（
∽
N
∽
盟
 
 
 

1
∵
こ
 
 
 

こ
の
よ
う
に
共
通
の
徴
表
を
分
離
し
て
概
念
を
形
成
す
る
こ
と
を
批
 
 

判
し
て
カ
ン
ト
は
、
就
任
論
文
と
同
じ
「
抽
象
」
と
「
捨
象
」
 
の
区
別
 
 

ヽ
 
 

を
「
知
性
の
論
理
的
使
用
」
に
お
い
て
持
ち
出
す
。
「
或
る
概
念
を
共
 
 

卦
軒
m
e
i
ロ
S
賀
〕
か
徴
表
と
し
て
a
b
s
首
虹
已
e
r
e
n
〔
抽
象
〕
す
る
」
 
 
 

（
≦
i
〓
諾
）
 
の
で
は
な
く
、
「
或
る
概
念
の
使
用
に
お
い
て
、
そ
れ
の
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
●
 
 

も
と
に
含
ま
れ
て
い
る
も
の
の
差
異
性
を
 
す
計
〕
註
s
ぎ
詳
i
e
r
e
n
〔
捨
 
 

象
〕
す
る
」
、
す
な
わ
ち
、
「
概
念
の
或
る
種
の
使
用
に
お
い
て
考
慮
し
 
 

た
く
な
い
も
の
を
捨
象
す
る
」
 
（
a
．
a
．
〇
し
 
の
で
あ
る
と
。
例
え
ば
「
し
 
 

つ
け
」
 
の
規
則
を
起
草
す
る
場
合
、
「
子
供
」
 
の
概
念
を
i
n
詠
s
可
a
c
t
O
 
 

に
根
底
に
置
く
か
、
「
或
る
市
民
の
子
供
」
を
i
ロ
C
O
ロ
C
r
e
t
O
に
根
底
に
 
 

置
く
か
の
区
別
は
あ
る
が
、
「
a
b
s
マ
ロ
許
な
子
供
」
と
 
「
k
O
n
訂
e
t
な
子
 
 

供
」
の
区
別
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
註
s
打
邑
久
と
k
昌
許
e
t
の
相
通
は
、
 
 

「
概
念
そ
の
も
の
」
 
で
は
な
く
、
単
に
 
「
概
念
の
使
用
」
 
に
か
か
わ
る
 
 

も
の
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
の
批
判
の
意
図
は
、
『
イ
エ
ッ
シ
エ
論
 
 

理
学
』
 
を
見
る
と
よ
く
分
か
る
。
 
 

各
々
の
概
念
は
幹
線
町
富
g
e
m
e
i
n
〕
に
も
特
殊
的
〔
b
e
s
O
n
d
e
r
s
〕
 
 
 

に
も
（
5
・
詠
s
冒
a
c
t
O
に
も
5
・
c
O
n
C
r
e
t
O
に
も
）
使
用
さ
れ
う
る
。
 
 

5
．
詠
s
百
a
c
t
O
に
、
よ
り
下
位
の
概
念
が
そ
れ
の
よ
り
上
位
の
概
念
 
 

に
関
し
て
使
用
さ
れ
、
5
．
C
O
n
C
r
e
t
O
に
、
よ
り
上
位
の
概
念
が
そ
 
 

れ
の
よ
り
下
位
の
概
念
に
関
し
て
使
用
さ
れ
る
。
‥
…
・
「
a
b
s
t
r
a
k
t
 
 
 

か
む
の
」
お
よ
び
「
k
O
ロ
k
r
e
t
か
か
の
」
と
い
う
表
現
は
、
概
 
 

念
自
体
そ
の
も
の
に
関
係
す
る
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
概
念
の
 
 

使
用
に
関
係
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
と
い
う
の
は
、
各
々
の
概
念
は
 
 

誅
s
官
許
t
な
概
念
だ
か
ら
で
あ
る
。
（
只
憲
）
 
 
 

（
り
り
－
 
 

つ
ま
り
、
「
概
念
」
は
「
概
念
」
で
あ
る
か
ぎ
り
既
に
詠
s
冒
邑
久
な
の
で
、
 
 

「
a
b
s
打
已
許
で
な
い
概
念
」
な
ど
な
い
と
カ
ン
ト
は
言
い
た
い
の
で
あ
 
 

る
。
註
s
冒
賢
○
ロ
訂
e
t
と
い
う
区
別
は
、
「
論
理
的
」
な
区
別
で
あ
る
 
 

か
ぎ
り
に
お
い
て
、
「
誅
s
首
已
払
な
概
念
の
使
用
」
に
か
か
わ
る
区
別
に
 
 

T
ユ
 
す
ぎ
な
い
。
 
 
 

こ
こ
で
カ
ン
ト
は
、
単
な
る
「
概
念
の
使
用
」
 
に
か
か
わ
る
「
論
理
 
 

的
」
操
作
に
よ
っ
て
何
か
別
の
種
の
認
識
が
つ
く
り
だ
さ
れ
た
り
、
そ
 
 

う
い
う
認
識
へ
の
上
昇
が
可
能
に
な
っ
た
り
は
し
な
い
と
い
う
点
に
注
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目
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
誤
解
を
与
え
が
ち
な
 
「
抽
象
」
 
－
 
就
任
論
 
 

文
で
 
「
具
体
的
に
分
離
さ
れ
て
与
え
ら
れ
る
」
と
言
わ
れ
て
い
た
 
－
 
 

で
は
な
く
、
「
捨
象
」
を
「
知
性
の
論
理
的
使
用
」
 
の
本
来
の
理
解
と
 
 

し
て
推
奨
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
特
に
批
判
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
 
 

は
、
「
知
性
の
論
理
的
使
用
」
に
よ
っ
て
「
感
性
的
」
な
も
の
か
ら
「
知
 
 

性
的
」
な
も
の
へ
と
上
昇
で
き
る
と
主
張
す
る
立
場
、
「
知
性
の
論
理
 
 

的
使
用
」
に
よ
る
「
比
較
的
な
普
遍
化
」
を
「
知
性
化
」
と
考
え
る
 
 

ヴ
オ
ル
フ
ら
の
理
性
主
義
哲
学
で
あ
る
。
就
任
論
文
で
も
、
「
知
性
の
 
 

論
理
的
使
用
」
が
ど
れ
ほ
ど
進
め
ら
れ
て
も
、
「
感
性
的
」
な
認
識
は
 
 

「
感
性
的
」
で
あ
る
に
と
ど
ま
る
と
い
う
点
が
「
普
遍
化
」
に
即
し
て
 
 

強
調
さ
れ
て
い
た
。
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 
 

最
も
一
般
的
〔
g
e
n
e
r
a
－
i
s
s
i
m
u
s
〕
な
経
験
的
法
則
と
い
え
ど
も
感
 
 

覚
的
で
あ
る
。
（
I
i
∽
諾
）
 
 

ヽ
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 
 
知
性
に
よ
っ
て
比
較
さ
れ
た
多
く
の
見
か
け
か
ら
生
じ
た
反
省
的
 
 

ヽ
ヽ
 
 
 

認
識
は
経
験
と
呼
ば
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
見
か
け
か
ら
経
験
へ
 
 

の
道
は
、
知
性
の
論
理
的
使
用
に
即
し
た
反
省
に
よ
る
以
外
に
な
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 

ヽ  

ヽ
ヽ
ヽ
 
 

い
。
経
験
の
共
通
概
念
は
経
験
的
概
念
と
言
わ
れ
、
…
…
よ
り
大
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 
 

き
な
普
遍
性
〔
u
n
i
完
r
S
賢
a
s
〕
へ
の
還
元
に
よ
っ
て
も
、
簸
各
町
 
 

意
味
で
の
知
性
的
概
念
に
は
な
ら
ず
、
感
性
的
認
識
の
種
を
越
え
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

る
こ
と
は
な
く
、
a
b
s
t
r
註
e
r
e
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ど
れ
ほ
ど
上
 
 

昇
し
よ
う
と
、
ど
こ
ま
で
も
感
性
的
概
念
に
と
ど
ま
る
。
（
I
l
〕
筐
）
 
 

就
任
論
文
で
の
 
「
抽
象
」
と
 
「
捨
象
」
 
の
区
別
の
話
に
す
ぐ
続
け
て
 
 

カ
ン
ト
は
言
う
。
 
 

こ
こ
か
ら
、
感
性
的
な
も
の
を
、
よ
り
混
稚
に
認
識
さ
れ
た
も
の
 
 

に
よ
っ
て
説
明
し
、
知
性
的
な
も
の
を
、
そ
れ
の
認
識
が
判
明
で
 
 

あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
に
よ
っ
て
説
明
す
る
の
は
よ
く
な
い
と
い
う
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
 
 

こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
れ
ら
は
論
理
的
区
別
 
 

ヽ
ヽ
 
 

に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
は
、
あ
ら
ゆ
る
論
理
的
比
較
の
も
と
に
置
か
れ
 
 

た
与
件
に
全
く
触
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
（
a
．
a
．
〇
．
）
 
 

「
知
性
の
論
理
的
使
用
」
 
に
よ
っ
て
、
認
識
は
確
か
に
或
る
種
の
 
「
普
 
 

遍
性
」
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
「
論
理
的
」
な
い
し
は
「
知
 
 

性
的
」
な
「
判
明
性
」
が
生
じ
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
と
認
識
そ
の
 
 

も
の
が
 
「
知
性
化
」
す
る
こ
と
と
は
別
で
あ
る
。
「
と
い
う
の
は
、
感
 
 

性
的
認
識
は
起
源
の
た
め
に
感
性
的
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
同
一
 
 

性
あ
る
い
は
対
立
に
関
す
る
肘
掛
の
た
め
に
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
」
 
 

（
Ⅰ
Ⅰ
∽
諾
）
。
そ
れ
な
の
に
、
エ
ー
ベ
ル
ハ
ル
ト
は
言
う
。
 
 

私
た
ち
は
、
私
た
ち
が
、
感
覚
能
力
に
よ
っ
て
知
覚
す
る
と
こ
ろ
 
 

の
物
か
ら
か
、
私
た
ち
の
固
有
の
魂
に
お
い
て
意
識
す
る
と
こ
ろ
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の
物
か
ら
か
柑
掛
〔
a
b
z
i
e
b
e
n
〕
レ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
の
い
か
な
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
 
 

る
普
遍
的
〔
エ
ー
ベ
ル
ハ
ル
ト
は
「
知
性
的
」
と
解
す
る
〕
概
念
 
 

も
も
ち
え
な
い
。
（
≦
i
I
N
－
盟
 
 

よ
く
誤
解
さ
れ
る
が
、
少
な
く
と
も
ヴ
ォ
ル
フ
に
つ
ら
な
る
理
性
主
義
 
 

者
た
ち
は
、
認
識
の
源
泉
と
し
て
の
「
感
覚
」
な
い
し
「
経
験
」
を
決
 
 

し
て
軽
視
し
て
は
い
な
い
。
む
し
ろ
、
「
人
間
の
精
神
の
純
粋
知
性
は
、
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

そ
れ
の
認
識
が
人
間
の
精
神
に
お
い
て
直
観
的
で
あ
り
う
る
よ
う
な
い
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
、
〓
h
）
 
 

か
な
る
対
象
も
も
た
な
い
」
 
と
自
覚
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
 
 

ら
、
「
知
性
的
認
識
」
は
「
感
性
的
な
も
の
」
か
ら
「
抽
象
」
さ
れ
ね
 
 

ば
な
ら
な
い
と
結
論
し
た
。
カ
ン
ト
が
反
駁
書
で
ま
ず
批
判
す
る
の
 
 

は
、
こ
の
点
で
あ
る
。
 
 

こ
の
上
昇
（
す
な
わ
ち
、
知
性
の
経
験
使
用
に
お
け
る
経
験
的
な
 
 

も
の
の
旨
s
ぎ
許
i
e
r
e
n
〔
捨
象
〕
 
に
す
ぎ
な
い
も
の
が
、
そ
の
喝
 
 

合
に
、
私
た
ち
自
身
が
私
た
ち
の
知
性
の
自
然
性
質
に
従
っ
て
あ
 
 

ら
か
じ
め
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
中
に
置
い
た
知
性
的
な
も
の
、
す
な
 
 

わ
ち
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
残
る
と
い
う
理
由
で
、
上
昇
と
称
さ
れ
う
 
 

る
と
し
て
も
）
 
は
、
単
に
論
理
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
よ
り
普
 
 

遍
的
な
規
則
へ
の
上
昇
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
規
則
の
使
用
は
単
 
 

ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 

に
常
に
可
能
的
経
験
の
範
囲
内
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
 
 

ら
、
そ
の
可
能
的
経
験
に
お
け
る
知
性
使
用
か
ら
か
の
規
則
が
 
 

註
s
冒
a
F
i
e
r
e
ロ
さ
れ
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
対
応
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 
 

す
る
感
性
的
直
観
が
与
え
ら
れ
る
場
合
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
 
 

－
 
廣
の
実
在
的
な
上
昇
、
す
な
わ
ち
、
そ
も
そ
も
感
覚
能
力
に
、
 
 

た
と
え
そ
れ
が
撮
も
完
全
な
場
合
で
あ
っ
て
も
、
与
え
ら
れ
う
る
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
 
 

の
と
は
別
の
類
の
有
へ
の
上
昇
の
た
め
に
は
、
私
た
ち
が
知
性
的
 
 
 

と
名
づ
け
て
い
る
別
の
種
の
直
観
が
要
求
さ
れ
る
。
（
≦
H
N
忘
）
 
 
 

理
性
主
義
者
た
ち
の
言
う
「
上
昇
」
は
、
決
し
て
「
実
在
的
な
上
昇
」
 
 

で
は
な
く
、
実
の
と
こ
ろ
「
論
理
的
捨
象
」
 
に
す
ぎ
な
い
。
だ
か
ら
、
 
 

こ
の
論
理
的
上
昇
に
よ
っ
て
 
「
感
性
的
認
識
」
が
 
「
実
在
的
な
知
性
的
 
 

認
識
」
 
に
な
る
こ
と
は
な
い
。
「
捨
象
」
そ
の
も
の
は
「
感
性
化
」
 
で
 
 

も
「
知
性
化
」
で
も
な
い
。
「
純
粋
知
性
概
念
」
で
す
ら
「
経
験
使
用
」
 
 

し
か
許
さ
れ
な
い
『
純
粋
理
性
の
批
判
』
以
降
の
カ
ン
ト
に
お
い
て
は
、
 
 

「
捨
象
」
が
「
知
性
の
実
在
的
使
用
」
と
結
び
つ
く
こ
と
は
な
く
、
む
 
 

し
ろ
「
感
性
的
な
も
の
」
 
に
つ
い
て
の
 
「
知
性
の
論
理
的
使
用
」
 
の
制
 
 

限
を
一
層
明
解
に
す
る
役
割
を
演
じ
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

し
か
し
、
「
捨
象
」
と
い
う
考
え
方
が
こ
の
よ
う
に
「
実
在
化
」
を
 
 

否
定
す
る
側
面
を
も
つ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
就
任
論
文
で
は
な
ぜ
「
実
 
 

在
的
使
用
」
と
窮
ね
合
わ
せ
て
論
じ
ら
れ
た
の
か
。
も
ち
ろ
ん
、
当
時
 
 

の
カ
ン
ト
は
ま
だ
 
「
演
繹
」
 
の
課
題
を
十
分
に
自
催
し
て
い
な
か
っ
た
 
 

の
で
、
「
感
性
的
な
も
の
」
を
全
部
取
り
去
っ
て
残
っ
た
も
の
を
、
そ
 
 

れ
だ
け
で
一
個
の
 
「
実
在
的
な
認
識
」
と
し
て
、
す
な
わ
ち
「
実
在
的
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な
知
性
的
認
識
」
と
し
て
扱
う
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
も
あ
る
が
、
 
 

そ
れ
よ
り
も
、
「
抽
象
」
と
 
「
捨
象
」
 
の
区
別
に
カ
ン
ト
が
こ
め
た
も
 
 

う
一
つ
の
意
図
が
前
面
に
出
て
い
た
た
め
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
 
 

三
 
純
粋
性
と
真
の
普
遍
性
 
 

エ
ー
ベ
ル
ハ
ル
ト
に
対
す
る
反
駁
普
に
お
い
て
「
抽
象
」
と
「
捨
象
」
 
 

の
区
別
を
持
ち
出
し
た
先
の
箇
所
の
す
ぐ
後
で
カ
ン
ト
は
二
つ
め
の
論
 
 

点
に
言
及
す
る
。
 
 

「
a
b
s
t
r
a
k
t
な
時
間
あ
る
い
は
空
間
は
あ
れ
こ
れ
の
特
性
を
も
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

つ
」
と
私
が
一
亭
っ
な
ら
、
時
間
お
よ
び
空
間
が
感
覚
能
力
の
対
象
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

で
ま
ず
与
え
ら
れ
 
－
 
赤
い
色
が
バ
ラ
や
辰
砂
な
ど
で
与
え
ら
れ
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 
 
る
よ
う
に
 
－
、
単
に
論
理
的
に
そ
こ
か
ら
抽
出
〔
e
温
r
a
h
i
e
r
e
n
〕
 
 

さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
「
i
n
a
b
s
冒
a
c
t
O
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

に
考
察
さ
れ
た
、
す
な
わ
ち
、
あ
ら
ゆ
る
経
験
的
制
約
に
先
立
っ
 
 

た
時
間
お
よ
び
空
間
で
、
あ
れ
こ
れ
の
特
性
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
 
 

で
あ
る
」
と
私
が
言
う
場
合
に
は
、
私
は
、
少
な
く
と
も
、
こ
れ
 
 

ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
 
 
 
ヽ
 
 
 
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 

ら
の
特
性
を
経
験
に
依
存
せ
ず
に
 
（
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
）
 
認
識
さ
 
 

ヽ
 
 

ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 

れ
う
る
も
の
と
見
な
す
余
地
を
保
持
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

こ
と
は
、
私
が
時
間
を
経
験
か
ら
a
b
s
冒
a
h
i
e
r
e
n
〔
抽
象
〕
さ
れ
 
 
 

た
に
す
ぎ
な
い
概
念
と
見
な
す
場
合
に
は
、
許
さ
れ
て
い
な
い
。
 
 

先
の
場
合
に
は
、
私
は
、
経
験
的
に
規
定
さ
れ
た
時
間
お
よ
び
空
 
 
 

間
と
は
区
別
さ
れ
た
純
粋
な
時
間
お
よ
び
空
間
に
つ
い
て
、
か
か
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

ゆ
る
経
験
的
な
も
の
を
a
b
s
t
r
a
h
i
e
r
e
n
〔
捨
象
〕
す
る
こ
と
に
よ
っ
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

て
、
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
根
本
命
題
に
よ
っ
て
判
断
す
る
こ
と
が
で
 
 

き
る
の
で
あ
る
。
（
－
〓
苫
）
 
 

こ
こ
で
「
捨
象
」
に
つ
い
て
、
「
別
の
種
の
認
識
へ
の
上
昇
で
は
な
い
」
 
 

と
い
う
否
定
的
側
面
で
は
な
く
、
「
抽
象
」
 
に
は
な
い
或
る
積
極
的
側
 
 

面
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
捨
象
」
 
に
よ
っ
て
こ
そ
「
純
 
 

粋
」
な
認
識
が
見
い
だ
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

就
任
論
文
で
は
 
「
捨
象
」
は
 
「
知
性
の
実
在
的
使
用
」
 
に
重
ね
合
わ
 
 

せ
ら
れ
た
が
、
そ
れ
は
、
こ
の
使
用
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
概
念
が
 
 

「
知
性
的
」
概
念
で
あ
る
か
ら
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
「
あ
ら
ゆ
る
感
 
 

性
的
な
も
の
を
捨
象
す
る
」
 
「
純
粋
」
な
概
念
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
 
 

と
い
う
の
も
、
上
の
引
用
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
「
捨
象
」
 
に
よ
っ
 
 

て
兄
い
だ
さ
れ
る
 
「
純
粋
」
な
も
の
は
 
「
知
性
的
」
な
も
の
と
は
か
ぎ
 
 

ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
a
b
s
t
r
a
F
e
n
s
 
（
捨
象
す
る
）
 
は
 
「
純
粋
」
を
意
 
 

味
す
る
。
就
任
論
文
で
 
「
知
性
の
論
理
的
使
用
」
が
 
「
経
験
」
す
な
わ
 
 

ち
「
経
験
的
」
認
識
に
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
た
の
で
、
「
捨
象
」
は
 
「
純
 
 

粋
」
知
性
概
念
を
認
識
す
る
 
「
知
性
の
実
在
的
使
用
」
 
の
側
に
配
置
さ
 
 

れ
た
の
で
あ
る
。
他
方
、
「
抽
象
」
 
に
つ
い
て
言
う
な
ら
、
「
純
粋
」
な
 
 

も
の
は
決
し
て
「
経
験
」
か
ら
「
抽
象
」
さ
れ
え
な
い
が
、
「
経
験
的
」
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な
も
の
で
あ
れ
ば
、
十
分
に
 
「
抽
象
」
が
可
能
で
あ
る
。
だ
か
ら
 
「
経
 
 

験
的
概
念
」
は
註
s
ぎ
c
ど
s
（
抽
象
さ
れ
た
）
と
称
さ
れ
る
こ
と
が
で
 
 

き
、
「
経
験
」
は
「
知
性
の
論
理
的
使
用
に
即
し
た
反
省
に
よ
る
以
外
 
 

に
な
い
」
（
i
i
謹
告
の
で
、
「
抽
象
」
は
「
知
性
の
論
理
的
使
用
」
に
重
 
 

ね
合
わ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
『
純
粋
理
性
の
批
判
』
以
降
、
 
 

「
知
性
の
実
在
的
使
用
」
は
断
念
さ
れ
、
「
純
粋
」
な
認
識
は
む
し
ろ
 
 

「
経
験
」
を
可
能
に
す
る
も
の
と
し
て
不
可
欠
と
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
 
 

先
に
見
た
「
捨
象
」
の
否
定
的
側
面
も
意
識
さ
れ
て
、
「
捨
象
」
が
「
知
 
 

性
の
経
験
使
用
」
お
よ
び
「
論
理
的
使
用
」
に
場
を
も
つ
よ
う
に
な
る
 
 

の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
「
捨
象
」
に
よ
っ
て
の
み
見
い
だ
さ
れ
る
「
純
粋
」
な
 
 

■
・
h
－
 
認
識
と
、
「
抽
象
」
に
よ
る
「
経
験
的
」
な
認
識
と
の
間
に
は
、
「
普
遍
 
 

性
」
を
め
ぐ
っ
て
決
定
的
な
適
い
が
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
「
経
験
」
か
 
 

ら
の
「
抽
象
」
に
よ
っ
て
も
或
る
種
の
「
普
遍
性
」
は
獲
得
さ
れ
た
。
 
 

「
比
較
」
を
通
し
て
「
共
通
の
徴
表
」
の
も
と
に
従
属
的
に
秩
序
づ
け
 
 

ら
れ
る
こ
と
で
、
確
か
に
認
識
は
「
普
遍
性
」
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
 
 

か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
『
純
粋
理
性
の
批
判
』
 
の
序
論
で
も
カ
ン
ト
 
 

は
言
う
。
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
 
 
 

ヽ
ヽ
●
■
●
 
 
 

経
験
は
決
し
て
そ
れ
の
判
断
に
、
真
の
普
遍
性
あ
る
い
は
厳
密
な
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
●
 
 
 

普
遍
性
を
与
え
は
せ
ず
、
た
だ
想
定
さ
れ
た
比
較
的
な
浮
適
性
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 
 
（
帰
納
に
よ
る
）
を
与
え
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
、
本
来
、
「
私
た
 
 

ヽ
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 
1
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 
1
 
 
1
 
 
～
 
 
～
 
 
1
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
、
 
、
 
、
 
、
 
、
 
 
 
 
、
 
、
 
、
 
、
 
 
 
ち
が
こ
れ
ま
で
知
覚
し
て
き
た
か
ぎ
り
に
お
い
て
は
、
あ
れ
こ
れ
 
 

ヽ
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 
、
 
 
、
 
 
、
 
 
 

の
規
則
に
い
か
な
る
例
外
も
見
い
だ
さ
れ
な
い
」
と
言
わ
れ
ね
ば
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

…
…
そ
れ
ゆ
え
、
経
験
的
な
普
遍
性
は
、
単
に
、
た
 
 

な
ら
な
い
。
 
 

い
て
い
の
場
合
に
妥
当
す
る
妥
当
性
か
ら
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
妥
当
 
 

ヽ
ヽ
 
 
 

す
る
妥
当
性
へ
の
悪
意
的
な
上
昇
に
す
ぎ
な
い
。
例
え
ば
「
あ
ら
 
 

ヽ
ヽ
 
 
ゆ
る
物
体
は
重
い
」
と
い
う
命
題
に
お
け
る
よ
う
に
。
（
B
綽
）
 
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

就
任
論
文
で
「
知
性
に
よ
っ
て
比
較
さ
れ
た
多
く
の
見
か
け
か
ら
生
じ
 
 

た
反
省
的
認
識
」
（
Ⅰ
－
∽
澄
）
と
言
わ
れ
た
「
経
験
」
は
、
「
抽
象
」
を
事
 
 

と
す
る
認
識
で
あ
っ
て
、
「
共
通
概
念
」
と
し
て
「
よ
り
大
き
な
普
遍
 
 

性
」
 
へ
と
還
元
さ
れ
続
け
ら
れ
う
る
「
経
験
的
概
念
」
や
、
「
最
も
一
 
 

般
的
」
と
も
言
わ
れ
う
る
「
経
験
的
法
則
」
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
 
 

が
、
ど
れ
ほ
ど
「
抽
象
」
が
進
み
、
普
遍
性
が
増
そ
う
と
も
、
こ
の
場
 
 

合
の
普
遍
性
は
「
比
較
的
な
普
遍
性
」
に
す
ぎ
ず
、
決
し
て
「
秦
の
普
 
 

遍
性
」
な
い
し
は
「
厳
密
な
普
遍
性
」
で
は
な
い
。
「
捨
象
」
こ
そ
が
 
 

「
真
の
普
遍
性
」
に
至
る
道
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
「
捨
象
」
に
よ
っ
 
 

て
見
い
だ
さ
れ
る
「
純
粋
」
な
も
の
は
、
『
純
粋
理
性
の
批
判
』
 
で
は
 
 

（
7
）
 
 

「
ア
・
プ
リ
オ
リ
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
 
 

そ
こ
で
も
、
「
純
粋
な
認
識
」
な
い
し
は
「
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
認
識
」
 
 

の
 
「
徴
表
」
は
「
兵
の
普
遍
性
」
な
い
し
は
「
厳
密
な
普
遍
性
」
で
あ
 
 

る
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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ヽ   ・
∵
‥
経
験
か
ら
感
覚
能
力
に
属
す
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
取
り
去
っ
 
 

て
も
、
或
る
種
の
根
源
的
な
諸
概
念
お
よ
び
そ
れ
ら
か
ら
生
ぜ
し
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
 
 

め
ら
れ
た
諸
判
断
が
残
る
が
、
そ
れ
ら
は
全
く
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 
 

。
そ
れ
ら
は
、
諸
 
 

経
験
に
依
存
せ
ず
に
生
じ
た
に
違
い
な
い
…
…
 
 

主
張
が
単
に
経
験
的
な
認
識
が
提
供
で
き
な
い
よ
う
な
其
の
普
遍
 
 

性
お
よ
び
厳
密
な
必
然
性
を
含
む
よ
う
に
す
る
…
…
。
（
A
N
）
 
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

或
る
判
断
が
厳
密
な
普
遍
性
に
お
い
て
考
え
ら
れ
る
な
ら
、
す
な
 
 

ヽ
 
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
 
ヽ
 
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 

わ
ち
、
全
く
い
か
な
る
例
外
も
可
能
で
あ
る
と
は
許
さ
れ
な
い
と
 
 

い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
る
な
ら
、
そ
の
判
断
は
、
経
験
か
ら
導
出
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

さ
れ
て
お
ら
ず
、
端
的
に
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
妥
当
的
で
あ
る
。
…
…
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

厳
密
な
普
遍
性
が
或
る
判
断
に
本
質
的
に
属
す
る
な
ら
、
こ
の
普
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 
 
適
性
は
、
そ
の
判
断
の
特
別
な
認
識
源
泉
す
な
わ
ち
ア
・
プ
リ
オ
 
 

リ
な
認
識
の
能
力
を
指
し
示
す
。
（
B
巴
 
 

『
純
粋
理
性
の
批
判
』
に
お
い
て
そ
の
よ
う
な
普
遍
性
を
も
つ
表
象
と
 
 

し
て
見
い
だ
さ
れ
る
の
は
、
「
純
粋
直
観
」
と
し
て
の
「
時
空
」
と
「
純
 
 

（
宮
－
 
 

粋
知
性
概
念
」
と
し
て
の
 
「
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
 
で
あ
る
。
 
 

物
体
の
君
た
ち
の
経
験
概
念
か
ら
、
そ
こ
で
経
験
的
で
あ
る
と
こ
 
 

ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 

ろ
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
次
々
取
り
去
っ
て
み
た
ま
え
。
…
…
そ
れ
 
 

ヽ
ヽ
 
 

で
も
、
そ
の
物
体
…
…
が
占
め
て
い
た
空
間
が
残
り
、
そ
れ
を
君
 
 

た
ち
は
取
り
去
れ
な
い
。
同
様
に
、
看
た
ち
が
、
各
々
の
物
体
的
 
 

な
い
し
は
非
物
体
的
な
客
観
に
つ
い
て
の
君
た
ち
の
経
験
的
概
念
 
 

ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 

か
ら
、
君
た
ち
に
経
験
が
教
え
る
あ
ら
ゆ
る
諸
属
性
を
取
り
去
る
 
 

な
ら
、
そ
れ
で
も
君
た
ち
は
そ
の
客
観
か
ら
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

君
た
ち
が
そ
の
客
観
を
実
体
な
い
し
は
実
体
に
附
帯
す
る
も
の
と
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

し
て
考
え
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
（
B
箪
）
 
 

周
知
の
ご
と
く
、
こ
れ
ら
の
表
象
は
、
「
純
粋
知
性
の
根
本
諸
命
題
」
 
 

と
い
う
形
で
 
「
経
験
の
可
能
性
」
そ
し
て
 
「
経
験
の
対
象
の
可
能
性
」
 
 

の
 
「
制
約
」
 
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
 
（
A
－
諾
＼
B
－
当
）
。
だ
 
 

か
ら
、
そ
れ
ら
が
も
つ
普
遍
性
は
、
「
経
験
」
 
そ
し
て
 
「
経
験
の
対
象
」
 
 

に
対
す
る
 
「
制
約
と
し
て
の
普
遍
性
」
 
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
 
 

一
つ
。
 
 

四
 
純
粋
理
性
の
批
判
 
 

こ
の
よ
う
な
カ
ン
ト
の
 
「
抽
象
」
批
判
が
経
験
主
義
者
の
ロ
ッ
ク
に
 
 

向
け
ら
れ
う
る
と
い
う
こ
と
は
、
ま
ず
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
「
普
遍
性
」
 
 

を
「
抽
象
」
 
に
よ
る
と
考
え
た
代
表
が
彼
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
 
 

同
じ
経
験
主
義
者
に
数
え
ら
れ
る
バ
ー
ク
リ
は
、
カ
ン
ト
と
同
様
に
 
 

「
抽
象
」
を
批
判
し
て
「
捨
象
」
を
唱
え
た
人
物
と
し
て
有
名
で
あ
る
。
 
 

カ
ン
ト
の
批
判
は
彼
に
は
当
た
ら
な
い
の
か
。
確
か
に
、
「
普
遍
的
な
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も
の
」
を
「
個
物
」
 
（
「
可
感
的
」
対
象
）
 
か
ら
遊
離
さ
せ
な
い
と
い
う
 
 

意
図
で
「
捨
象
」
を
強
調
し
た
と
い
う
点
で
は
、
両
者
の
一
致
が
認
め
 
 

（
り
こ
 
 

ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
カ
ン
ト
が
 
「
捨
象
」
論
を
噂
 
 

人
し
た
も
う
一
つ
の
目
的
は
、
「
経
験
的
な
も
の
」
と
「
純
粋
な
も
の
」
 
 

と
の
峻
別
で
あ
る
。
経
験
主
義
の
バ
ー
ク
リ
に
お
い
て
は
、
こ
の
峻
別
 
 

に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
。
だ
か
ら
「
鼻
の
瞥
 
 

適
性
」
も
、
少
な
く
と
も
カ
ン
ト
が
意
図
し
た
よ
う
な
も
の
と
し
て
は
 
 

確
保
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
バ
ー
ク
リ
も
カ
ン
ト
の
 
 

批
判
の
対
象
で
あ
る
。
で
は
、
ヒ
ユ
ー
ム
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
カ
ン
 
 

ト
は
、
み
ず
か
ら
が
 
「
純
粋
知
性
概
念
」
 
の
一
つ
と
見
な
す
「
原
因
」
 
 

の
概
念
に
つ
い
て
言
う
。
 
 

「
あ
ら
ゆ
る
変
化
は
原
因
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
命
題
に
 
 

お
い
て
は
、
原
因
の
概
念
自
身
が
あ
ま
り
に
明
白
に
結
果
と
の
連
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

結
の
必
然
性
の
概
念
と
規
則
の
厳
密
な
哲
適
性
の
概
念
を
含
ん
で
 
 
 

い
る
の
で
、
原
因
の
概
念
は
、
そ
れ
を
、
レ
ン
ト
ん
が
な
し
た
よ
 
 

う
に
、
生
起
す
る
も
の
の
、
先
行
す
る
も
の
と
の
度
重
な
る
随
伴
 
 

と
、
そ
こ
か
ら
生
じ
た
表
象
を
連
結
す
る
習
慣
…
…
か
ら
呼
出
し
 
 

よ
う
と
す
る
な
ら
、
完
全
に
失
わ
れ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
（
B
盟
 
 

「
度
重
な
る
随
伴
」
や
「
習
慣
」
と
い
っ
た
 
「
経
験
的
」
な
根
拠
か
ら
 
 

導
出
さ
れ
る
普
通
性
は
、
「
原
因
」
と
い
う
「
純
粋
な
も
の
」
が
も
つ
 
 

ベ
き
 
「
貞
の
普
遍
性
」
 
で
は
あ
り
え
な
い
。
こ
の
指
摘
自
体
は
ヒ
ユ
ー
 
 

ム
の
見
解
と
も
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
「
だ
か
ら
、
原
因
の
概
念
 
 

は
単
に
主
観
的
な
信
念
に
す
ぎ
な
い
」
と
結
論
を
下
す
ヒ
ユ
ー
ム
に
対
 
 

し
て
、
カ
ン
ト
は
、
「
ヒ
ユ
ー
ム
は
原
因
の
概
念
の
頃
の
普
遍
性
な
い
 
 

し
は
純
粋
性
を
保
証
で
き
て
い
な
い
」
と
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 

経
験
主
義
に
対
す
る
カ
ン
ト
の
批
判
の
動
機
が
「
純
粋
な
も
の
」
の
確
 
 

保
、
「
奥
の
普
遍
性
」
 
へ
の
要
求
で
あ
っ
た
こ
と
が
改
め
て
確
認
さ
れ
 
 

る
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

で
は
、
理
性
主
義
に
対
す
る
カ
ン
ト
の
批
判
は
ど
の
よ
う
な
も
の
 
 

か
。
適
例
、
経
験
主
義
と
理
性
主
義
は
相
対
立
す
る
も
の
と
見
な
さ
れ
 
 

る
の
で
、
両
者
に
対
す
る
批
判
も
反
対
の
も
の
に
な
る
と
考
え
ら
れ
 
 

る
り
「
内
容
を
欠
く
考
え
は
空
虚
で
あ
り
、
概
念
を
欠
く
直
観
は
盲
目
で
 
 

あ
る
」
ぎ
∽
－
＼
B
謡
）
と
い
う
有
名
な
テ
ー
ゼ
の
前
半
が
理
性
主
義
に
 
 

対
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
「
直
観
」
な
い
し
 
「
感
性
」
を
欠
 
 

い
た
 
「
概
念
」
な
い
し
 
「
理
性
」
中
心
の
哲
学
が
、
理
性
主
義
で
あ
る
 
 

と
い
う
こ
と
に
な
り
、
「
経
験
」
を
認
識
の
 
「
源
泉
」
と
し
て
韓
重
し
 
 

て
い
な
い
点
が
カ
ン
ト
の
批
判
の
焦
点
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
 
 

既
に
第
二
節
で
見
た
よ
う
に
、
理
性
主
義
だ
か
ら
と
い
っ
て
「
経
験
」
 
 

を
認
識
の
源
泉
と
し
て
軽
視
し
て
い
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
エ
ー
ベ
ル
 
 

ハ
ル
ト
に
あ
っ
て
は
、
「
人
間
知
性
」
は
 
「
そ
れ
の
認
識
が
直
観
的
で
 
 

あ
り
う
る
よ
う
な
対
象
」
を
も
た
ず
、
「
外
的
感
覚
」
な
い
し
は
「
内
 
 

的
感
髄
」
か
ら
「
抽
象
」
す
る
以
外
に
「
知
性
的
」
な
い
か
な
る
概
念
 
 

84   



も
も
ち
え
な
い
と
明
言
さ
れ
、
「
経
験
」
と
そ
れ
の
 
「
直
観
性
」
 
の
意
 
 

義
が
明
確
に
自
覚
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
ヴ
ォ
ル
フ
の
 
 

「
ア
・
プ
リ
オ
リ
」
概
念
に
対
す
る
カ
ン
ト
の
批
判
を
辛
が
か
り
に
し
 
 

て
、
理
性
主
義
に
対
す
る
カ
ン
ト
の
ス
タ
ン
ス
を
再
確
認
し
よ
う
。
 
 
 

本
来
は
認
識
の
「
秩
序
」
な
い
し
「
依
存
関
係
」
に
か
か
わ
る
「
ア
・
 
 

プ
リ
オ
リ
」
と
 
「
ア
・
ボ
ス
テ
リ
オ
リ
」
と
の
区
別
は
、
十
八
世
紀
に
 
 

は
、
「
理
性
的
」
と
 
「
経
験
的
」
と
い
う
認
識
の
 
「
種
」
 
に
か
か
わ
る
 
 

区
別
と
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
、
「
起
源
」
な
い
し
は
「
源
泉
」
か
ら
の
「
導
 
 

（
川
）
 
 

出
関
係
」
を
意
味
す
る
も
の
と
な
っ
た
。
ヴ
ォ
ル
フ
は
、
私
た
ち
の
認
 
 

識
の
源
泉
を
「
感
覚
能
力
」
と
 
「
理
性
」
 
に
見
定
め
た
上
で
、
前
者
を
 
 

源
泉
と
す
る
も
の
を
「
ア
・
ボ
ス
テ
リ
オ
リ
」
、
後
者
を
源
泉
と
す
る
 
 

へ
‖
）
 
 

も
の
を
「
ア
・
プ
リ
オ
リ
」
 
と
呼
ん
で
い
る
が
、
「
感
覚
す
る
こ
と
に
 
 

へ
1
2
）
 
 

よ
っ
て
明
噺
な
認
識
」
が
 
「
経
験
」
 
で
あ
る
か
ら
、
ま
さ
し
く
両
区
別
 
 

を
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
カ
ン
ト
が
 
『
純
粋
理
性
の
批
 
 

判
』
 
の
第
二
版
序
論
で
最
初
に
論
じ
る
「
純
粋
な
認
識
」
と
 
「
経
験
的
 
 

な
認
識
」
と
の
区
別
の
問
題
が
、
結
局
、
「
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
認
識
」
 
 

と
「
ア
・
ボ
ス
テ
リ
オ
リ
な
認
識
」
と
の
区
別
の
問
題
と
し
て
論
じ
ら
 
 

れ
る
の
も
、
こ
の
重
な
り
を
踏
ま
え
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
 
 
 

「
経
験
的
」
 
に
対
置
さ
れ
る
の
は
 
「
理
性
的
」
 
で
は
な
く
「
純
粋
」
 
で
 
 

あ
る
が
、
「
経
験
」
と
は
区
別
さ
れ
た
 
「
理
性
」
を
源
泉
と
す
る
も
の
 
 

は
十
分
に
 
「
純
粋
」
と
呼
ば
れ
う
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
重
な
り
 
 

を
意
識
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
な
ぜ
カ
ン
ト
は
 
「
理
性
的
」
 
で
は
な
 
 

く
「
純
粋
」
と
言
い
、
「
ア
・
プ
リ
オ
リ
」
 
の
説
明
で
も
「
経
験
」
 
へ
 
 

の
非
依
存
性
と
い
っ
た
消
極
的
規
定
を
採
用
し
た
の
か
と
言
え
ば
、
「
経
 
 

験
的
」
な
も
の
に
対
置
さ
れ
る
も
の
と
し
て
ヴ
オ
ル
フ
に
は
な
か
っ
た
 
 

「
感
性
的
」
で
「
純
粋
」
な
い
し
「
ア
・
プ
リ
オ
リ
」
な
も
の
が
見
い
 
 

だ
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
を
も
包
括
し
て
「
純
粋
」
お
よ
び
「
ア
・
 
 

プ
リ
オ
リ
」
 
は
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
 
 

の
概
念
が
本
来
標
的
と
し
て
い
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
「
理
性
」
 
で
あ
 
 

る
。
 
 
 

ヴ
ォ
ル
フ
に
お
い
て
は
、
「
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
認
識
」
 
の
原
理
は
 
 

「
ア
・
ボ
ス
テ
リ
オ
リ
な
認
識
」
 
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
、
ま
た
、
こ
の
 
 

原
理
か
ら
の
 
「
推
理
」
 
に
よ
る
 
「
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
認
識
」
す
な
わ
ち
 
 

「
理
性
的
な
認
識
」
 
は
、
「
経
験
」
す
な
わ
ち
「
ア
・
ボ
ス
テ
リ
オ
リ
 
 

、
〓
、
 
 

な
認
識
」
 
に
よ
っ
て
検
証
さ
れ
る
と
い
う
「
理
性
と
経
験
の
結
婚
」
と
 
 

い
う
事
情
が
あ
り
、
私
た
ち
の
 
「
理
性
」
が
完
全
に
 
「
感
覚
能
力
お
よ
 
 

び
想
像
力
か
ら
自
由
」
す
な
わ
ち
「
純
粋
」
 
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
 
 

■
〓
一
 
 

り
え
な
い
。
カ
ン
ト
が
最
も
強
調
し
た
か
っ
た
点
は
、
こ
の
 
「
人
間
理
 
 

性
」
 
の
不
純
性
に
対
す
る
異
議
で
あ
る
。
「
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
認
識
」
 
 

の
本
来
の
「
源
泉
」
お
よ
び
「
能
力
」
で
あ
る
「
理
性
」
の
「
純
粋
性
」
 
 

を
確
立
し
、
「
感
覚
能
力
」
 
と
 
「
理
性
」
 
と
の
間
に
認
識
の
 
「
源
泉
」
 
 

な
い
し
は
「
種
」
と
し
て
の
区
別
を
真
に
根
拠
づ
け
よ
う
と
し
た
（
「
理
 
 

（
1
5
）
 
 

性
（
な
い
し
知
性
）
」
 
の
 
「
純
粋
性
」
 
の
確
立
は
同
時
に
 
「
感
性
」
と
 
 

は
異
な
る
 
「
源
泉
」
 
の
確
保
を
意
味
す
る
。
だ
か
ら
就
任
論
文
で
も
重
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ね
て
論
じ
ら
れ
た
）
 
が
故
に
こ
そ
、
「
あ
れ
こ
れ
の
経
験
に
依
存
せ
ず
 
 

に
生
じ
る
」
 
（
B
N
〇
a
p
ユ
O
n
S
e
C
u
ロ
d
u
m
q
u
i
d
な
認
識
で
は
な
く
、
 
 

原
理
と
な
る
認
識
そ
の
も
の
が
ど
こ
ま
で
行
っ
て
も
ア
・
プ
リ
オ
リ
で
 
 

あ
る
よ
う
な
「
端
的
に
あ
ら
ゆ
る
経
験
に
依
存
せ
ず
に
生
じ
る
」
（
B
望
 
 

へ
川
）
 
 

a
p
r
i
邑
s
i
m
p
－
i
c
i
t
e
r
な
認
識
を
、
批
判
的
な
意
味
で
「
ア
・
プ
リ
オ
リ
 
 

（
1
7
）
 
 

な
認
識
」
と
見
定
め
た
の
で
あ
る
。
こ
の
批
判
は
、
ま
さ
し
く
ヴ
ォ
ル
 
 

フ
を
代
表
と
す
る
理
性
主
義
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
。
「
ア
・
プ
リ
オ
 
 

リ
な
原
理
か
ら
の
認
識
の
能
力
」
 
（
く
ー
笥
）
と
い
う
意
味
で
「
ア
・
プ
 
 

リ
オ
リ
な
認
識
の
能
力
」
で
あ
る
「
純
粋
理
性
」
、
こ
れ
を
何
ら
か
の
 
 

形
で
人
間
の
認
識
能
力
と
し
て
確
立
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
「
純
粋
理
性
の
 
 

－
川
－
 
 

批
判
」
の
究
極
的
意
図
で
あ
る
。
そ
の
意
図
は
、
「
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
 
 

認
識
」
の
徴
表
に
つ
い
て
の
考
察
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
認
識
の
 
 

「
東
の
普
遍
性
」
 
へ
の
要
求
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。
 
 
 

理
性
主
義
に
対
す
る
カ
ン
ト
の
批
判
の
焦
点
は
、
「
経
験
」
を
認
識
 
 

の
「
源
泉
」
と
し
て
尊
重
せ
ず
、
「
理
性
」
を
偏
重
し
て
い
る
と
い
う
 
 

点
よ
り
も
む
し
ろ
、
「
理
性
」
を
「
源
泉
」
と
し
て
「
経
験
」
か
ら
「
純
 
 

粋
」
に
確
保
で
き
て
い
な
い
、
認
識
の
 
「
秦
の
普
適
性
」
を
確
立
で
き
 
 

て
い
な
い
と
い
う
点
に
存
す
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
経
験
主
義
と
理
 
 

性
主
義
に
対
す
る
カ
ン
ト
の
批
判
の
焦
点
は
一
致
す
る
の
で
あ
る
。
 
 

五
 
純
粋
意
志
と
幸
福
 
 

こ
の
よ
う
に
理
論
哲
学
に
お
け
る
カ
ン
ト
の
究
極
的
意
図
が
「
純
粋
 
 

理
性
」
の
確
立
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
と
実
践
哲
学
に
お
け
る
究
極
 
 

的
意
図
と
が
合
致
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
『
賽
践
理
性
の
批
 
 

判
』
 
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
が
「
純
粋
実
損
理
惟
」
の
確
立
に
あ
る
と
い
 
 

う
こ
と
は
亭
っ
ま
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
 
（
く
町
－
．
＜
望
。
こ
こ
で
は
、
 
 

そ
の
「
純
粋
実
践
理
性
」
の
確
立
が
、
同
時
に
「
兵
の
酋
適
性
」
を
求
 
 

め
て
の
 
「
抽
象
的
思
考
」
批
判
で
あ
る
と
い
う
点
を
確
認
し
た
い
。
そ
 
 

れ
が
ま
ず
明
確
な
の
は
、
『
道
徳
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』
 
の
序
文
で
 
 

の
ヴ
ォ
ル
フ
批
判
で
あ
る
。
 
 

そ
れ
〔
ヴ
ォ
ル
フ
の
一
般
〔
邑
g
e
m
e
i
ロ
〕
実
班
哲
学
〕
は
、
ま
さ
 
 

に
そ
れ
が
一
般
実
践
哲
学
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
が
故
に
、
何
ら
か
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 
 
の
特
殊
な
種
の
い
か
な
る
意
志
も
、
例
え
ば
、
あ
ら
ゆ
る
経
験
的
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 
 

【
川
）
 
 
 

動
機
〔
B
e
w
e
望
n
g
S
唱
芦
5
d
〕
な
し
に
全
く
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
原
 
 

理
か
ら
規
定
さ
れ
「
純
粋
意
志
」
と
呼
ば
れ
う
る
よ
う
な
意
志
を
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
 
 

ヽ
ヽ
 
 

考
察
せ
ず
に
、
意
欲
一
般
を
、
こ
の
一
般
的
意
味
で
の
そ
の
意
欲
 
 

に
帰
属
す
る
あ
ら
ゆ
る
行
為
お
よ
び
制
約
と
と
も
に
考
察
し
た
の
 
 

で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
道
徳
形
而
上
学
か
ら
区
 
 

別
さ
れ
る
。
（
葛
∽
箋
）
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ヽ
ヽ
 
「
意
欲
一
般
」
を
考
察
す
る
「
一
般
実
践
哲
学
」
な
の
に
、
な
ぜ
 
「
純
 
 

粋
意
志
」
を
考
察
し
て
お
ら
ず
、
「
形
而
上
学
」
 
で
は
な
い
と
言
わ
れ
 
 

る
の
か
。
「
一
般
」
は
 
「
特
殊
」
を
含
む
の
で
は
な
い
か
。
カ
ン
ト
は
、
 
 

「
そ
れ
〔
一
般
実
践
哲
学
が
道
徳
形
而
上
学
か
ら
区
別
さ
れ
る
こ
と
〕
 
 

ヽ
ヽ
 
 

は
、
ま
さ
し
く
一
般
〔
a
－
－
g
e
m
e
i
n
〕
論
理
学
が
超
越
論
的
哲
学
か
ら
区
 
 

別
さ
れ
る
の
と
同
様
で
あ
る
」
（
a
．
a
b
．
）
と
言
う
。
「
一
般
論
理
学
」
が
 
 

「
超
越
論
的
哲
学
」
か
ら
区
別
さ
れ
る
点
は
、
「
認
識
の
起
源
」
に
か
 
 

か
わ
る
こ
と
が
で
き
な
い
点
で
あ
る
（
く
g
－
．
A
∽
の
＼
B
0
0
○
）
。
だ
か
ら
次
 
 

の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。
 
 

と
い
う
の
は
、
道
徳
形
而
上
学
は
、
可
能
的
で
純
粋
な
意
志
の
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

l
d
e
e
お
よ
び
原
理
を
探
究
す
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
大
部
分
が
心
理
 
 

ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 

学
か
ら
汲
み
と
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
人
間
の
意
欲
一
般
の
は
た
ら
き
 
 

と
制
約
を
探
究
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
…
…
彼
ら
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

〔
一
般
実
践
哲
学
の
著
者
た
ち
〕
 
は
、
全
く
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
単
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

に
理
性
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
、
本
来
的
に
道
徳
的
で
あ
る
と
こ
ろ
 
 

ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 

の
動
機
を
、
知
性
が
単
に
経
験
の
比
較
に
よ
っ
て
普
遍
的
概
念
へ
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

高
め
る
と
こ
ろ
の
経
験
的
な
動
機
か
ら
区
別
せ
ず
、
そ
れ
ら
の
動
 
 

機
の
源
泉
の
相
通
に
注
意
を
払
う
こ
と
な
し
に
、
単
に
そ
れ
ら
の
 
 

ヽ
ヽ
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

動
機
の
総
和
の
大
小
に
従
っ
て
 
（
そ
れ
ら
の
動
機
が
す
べ
て
同
種
 
 

と
見
な
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
）
そ
れ
ら
を
考
察
す
る
の
で
あ
る
。
 
 

（
葛
∽
苫
f
．
）
 
 

「
経
験
的
心
理
学
」
か
ら
汲
み
と
ら
れ
る
の
は
「
意
欲
の
抽
象
的
な
は
 
 

た
ら
き
と
制
約
」
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
一
般
実
践
哲
学
は
、
「
知
 
 

性
が
経
験
の
比
較
に
よ
っ
て
普
遍
化
し
た
抽
象
的
な
動
機
」
か
ら
「
全
 
 

く
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
理
性
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
る
動
機
」
を
区
別
す
る
 
 

こ
と
は
で
き
な
い
。
「
比
較
」
は
「
同
種
の
も
の
」
 
の
間
で
だ
け
可
能
 
 

な
の
で
（
く
町
－
．
く
N
豊
、
経
験
的
に
認
識
さ
れ
た
「
感
性
的
な
も
の
」
か
 
 

ら
「
比
較
」
に
よ
っ
て
脱
す
る
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
「
共
 
 

通
な
も
の
」
に
注
目
す
る
「
抽
象
」
で
は
決
し
て
「
理
性
的
に
純
粋
な
 
 

も
の
」
を
見
い
だ
す
こ
と
も
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
後
者
 
 

の
動
機
に
基
づ
く
「
純
粋
に
理
性
を
源
泉
と
す
る
意
志
」
も
考
察
で
き
 
 

な
い
。
こ
こ
で
も
、
「
抽
象
」
 
で
は
 
「
認
識
の
源
泉
の
相
通
」
 
に
か
か
 
 

わ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
「
純
粋
な
も
の
」
を
考
察
す
る
こ
と
も
で
き
な
 
 

い
と
い
う
着
眼
が
貫
か
れ
て
い
る
。
当
然
、
「
抽
象
的
な
動
機
に
基
づ
 
 

く
意
欲
」
で
は
、
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
普
遍
化
さ
れ
よ
う
と
、
「
真
の
普
 
 

ヽ
ヽ
 
 

適
性
」
 
は
担
え
な
い
。
担
え
る
の
は
 
「
純
粋
意
志
」
 
の
み
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
 
「
純
粋
意
志
」
は
、
『
基
礎
づ
け
』
 
の
本
文
冒
頭
で
 
「
世
界
の
 
 

う
ち
で
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
そ
も
そ
も
世
界
の
そ
と
で
も
ど
こ
で
も
、
よ
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

い
と
制
限
な
し
に
思
わ
れ
う
る
も
の
は
、
唯
一
よ
い
意
志
以
外
に
は
何
 
 

も
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
 
（
コ
「
崇
芯
）
と
言
わ
れ
る
と
き
の
「
よ
い
 
 

意
志
」
と
同
じ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
意
志
の
 
「
よ
さ
」
は
、
「
よ
さ
」
 
 

一
般
を
「
相
対
的
」
と
「
絶
対
的
」
 
に
区
別
し
た
と
き
の
後
者
と
同
義
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（
洲
）
 
 

で
は
な
い
。
こ
こ
で
の
主
題
は
最
初
か
ら
「
道
徳
的
な
よ
さ
」
で
あ
り
、
 
 

そ
の
内
部
に
あ
っ
て
 
「
よ
い
意
志
」
は
「
道
徳
的
な
よ
さ
の
制
約
」
と
 
 

し
て
「
よ
い
」
の
に
対
し
て
、
「
知
性
」
や
「
勇
気
」
や
「
権
力
」
な
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

ど
 
（
貞
叩
－
．
a
．
a
．
〇
．
）
は
こ
の
制
約
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
「
道
徳
的
に
よ
 
 

い
」
も
の
に
な
る
の
で
あ
る
。
号
っ
い
う
「
制
約
と
し
て
よ
い
意
志
」
 
 

は
「
内
的
で
無
制
約
的
な
価
値
」
（
葛
∽
筐
）
を
も
つ
が
、
だ
か
ら
こ
そ
 
 

「
そ
れ
自
体
で
よ
い
」
 
（
a
．
a
．
〇
．
）
も
の
で
も
あ
り
、
「
比
較
を
絶
し
て
」
 
 

（
a
．
a
．
〇
し
評
価
さ
れ
る
べ
き
「
絶
対
的
価
値
」
（
a
．
a
．
〇
．
）
を
も
有
す
る
 
 

の
で
あ
る
。
「
純
粋
意
志
」
な
い
し
は
「
よ
い
意
志
」
が
担
う
普
遍
性
 
 

は
、
や
は
り
「
制
約
と
し
て
の
普
遍
性
」
 
で
あ
る
。
 
 
 

実
践
哲
学
に
お
け
る
カ
ン
ト
の
批
判
相
手
と
し
て
は
、
「
幸
福
を
実
践
 
 

の
原
理
と
す
る
」
立
場
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
批
判
は
決
し
て
 
 

「
幸
福
」
を
意
図
す
る
こ
と
そ
の
も
の
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
 
 

い
。
依
存
的
有
で
あ
る
か
ぎ
り
で
の
あ
ら
ゆ
る
理
性
的
有
に
と
っ
て
、
 
 

「
幸
福
へ
の
意
図
」
は
「
確
実
か
つ
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
前
提
さ
れ
う
る
 
 

意
図
」
 
（
ヨ
全
色
 
で
あ
る
。
問
題
は
、
「
幸
福
」
と
い
う
概
念
が
登
城
 
 

哲
学
の
原
理
と
し
て
機
能
し
う
る
か
ど
う
か
に
あ
る
。
 
 

幸
福
の
原
理
は
な
る
ほ
ど
格
率
を
与
え
う
る
が
、
し
か
し
普
遍
的
 
 

〔
a
厨
e
m
e
i
n
〕
幸
福
が
客
観
と
さ
れ
る
場
合
で
す
ら
、
決
し
て
意
 
 

志
の
法
則
に
役
立
つ
格
率
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い
う
 
 

の
は
、
こ
の
事
福
の
認
識
は
純
然
た
る
経
験
与
件
に
基
づ
く
が
故
 
 

に
、
ま
た
、
串
福
に
関
す
る
各
人
の
判
断
は
甚
だ
し
く
各
人
の
見
 
 

解
に
依
存
す
る
が
、
そ
の
上
、
こ
の
見
解
が
そ
れ
自
身
極
め
て
変
 
 
 

わ
り
う
る
が
故
に
、
そ
の
原
理
は
、
瞥
掛
山
掛
什
訂
n
e
r
邑
 
 

規
則
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
決
し
て
普
過
的
〔
u
n
冨
e
r
s
e
－
】
〕
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 
 

規
則
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
、
平
均
し
て
韓
も
 
 

ヽ
ヽ
、
、
 
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 
頻
繁
に
該
当
す
る
規
則
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
い
つ
も
必
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

ず
妥
当
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
規
則
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
 
 

か
ら
で
あ
る
。
…
…
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
原
理
は
、
あ
ら
ゆ
る
理
性
 
 

的
有
に
同
一
の
実
践
的
規
則
を
指
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
 
 
 

え
そ
れ
が
共
通
の
〔
g
e
m
e
ぎ
s
P
m
〕
、
す
な
わ
ち
「
幸
福
」
と
い
う
 
 

タ
イ
ト
ル
の
も
と
に
立
つ
と
し
て
も
。
（
5
邑
 
 

あ
ら
ゆ
る
道
徳
的
概
念
は
、
経
験
的
な
、
こ
の
た
め
偶
然
的
に
す
 
 
 

ぎ
な
い
よ
う
な
い
か
な
る
認
識
か
ら
も
抽
象
〔
a
b
s
百
計
i
e
r
e
ロ
〕
さ
 
 

れ
え
な
い
。
（
H
く
き
ー
）
 
 

本
来
の
嚢
践
哲
学
の
原
理
た
り
う
る
も
の
は
「
法
則
」
を
与
え
ね
ば
な
 
 

ら
な
い
。
比
蛇
に
よ
る
抽
象
化
が
ど
れ
ほ
ど
進
み
、
「
平
均
し
て
最
も
 
 

頻
繁
に
該
当
す
る
」
と
い
う
意
味
で
の
普
適
性
に
達
し
よ
う
と
、
そ
れ
 
 

と
「
良
の
普
遍
性
」
と
は
全
く
異
な
る
の
で
あ
る
り
 
「
幸
福
」
と
は
単
 
 

な
る
「
名
」
で
あ
り
、
決
し
て
「
貞
の
普
遍
性
」
を
も
つ
よ
う
な
「
貞
 
 

の
概
念
」
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
‖
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お
わ
り
に
 
 

「
抽
象
」
的
な
思
考
に
対
す
る
批
判
と
い
う
論
点
は
、
少
な
く
と
も
 
 

就
任
論
文
か
ら
 
『
実
践
理
性
の
批
判
』
 
ま
で
の
カ
ン
ト
の
思
考
を
貰
い
 
 

て
い
る
。
こ
の
論
点
は
、
「
純
粋
理
性
の
批
判
」
と
い
う
周
知
の
課
題
に
 
 

帰
着
す
る
が
、
そ
の
批
判
の
究
極
的
意
図
は
常
に
 
（
実
践
哲
学
に
お
い
 
 

て
の
み
な
ら
ず
、
理
論
哲
学
に
お
い
て
も
）
 
「
純
粋
理
性
」
 
の
確
立
に
 
 

こ
そ
あ
る
と
い
う
点
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。
そ
し
て
 
「
抽
象
的
普
遍
 
 

性
」
に
対
す
る
批
判
は
、
単
に
過
去
の
も
の
で
は
な
く
、
経
験
的
デ
ー
 
 

タ
を
偏
重
し
が
ち
な
現
代
の
諸
科
学
や
、
た
と
え
全
体
の
 
「
幸
福
」
 
で
 
 

あ
れ
何
ら
か
の
利
益
の
見
積
も
り
を
前
提
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
倫
理
学
に
 
 

対
す
る
警
鐘
と
見
な
し
う
る
と
い
う
こ
と
も
付
言
し
て
お
き
た
い
。
 
 

※
草
稿
の
段
階
で
鈴
木
崇
夫
氏
よ
り
員
重
な
示
唆
を
い
た
だ
き
ま
し
 
 
 

た
。
記
し
て
謝
意
を
表
し
ま
す
。
 
 

注
 
 
 

（
1
）
 
カ
ン
ト
か
ら
の
引
用
は
ア
カ
デ
ミ
ー
版
全
集
の
巻
数
と
頁
づ
け
に
よ
る
。
た
 
 

だ
し
 
『
純
粋
理
性
の
批
判
』
 
に
つ
い
て
は
、
第
二
肌
を
A
、
第
二
版
を
B
の
 
 

記
号
で
示
し
、
そ
の
頁
数
を
付
す
。
ま
た
『
レ
フ
レ
ク
シ
オ
ー
ン
』
 
に
つ
い
 
 

て
は
、
R
e
芦
と
い
う
略
号
と
そ
の
番
号
を
記
す
。
引
用
文
巾
の
 
〔
 
〕
内
お
 
 

よ
び
…
…
は
引
用
者
に
よ
る
補
足
と
省
略
で
あ
り
、
丸
傍
点
に
よ
る
強
調
は
 
 

原
著
者
、
筆
先
傍
点
に
よ
る
強
調
は
引
用
者
に
よ
る
。
 
 

（
2
）
同
じ
節
の
封
を
見
る
と
、
マ
イ
ア
ー
も
「
捨
象
」
と
い
う
こ
と
を
自
覚
し
て
 
 
 

い
た
か
明
よ
う
で
あ
る
が
、
続
く
節
で
、
「
分
離
さ
れ
た
概
念
〔
a
b
s
t
r
a
k
t
な
 
 

■
 
 
 
●
 
 
 
●
 
 
 
●
 
 
 
●
 
 
＿
 
 
●
 
 
 
●
 
 
 
●
 
 
 
●
 
 
 
●
 
 
 
●
 
 
 
●
 
 
 
●
 
 
 
●
 
 
＿
 
 
●
 
 
 
●
 
 
 
●
 
 
 
●
 
 
 
●
 
 
 
●
 
 
 
●
 
 
 
■
 
 

概
念
〕
 
は
、
そ
れ
ら
か
ら
そ
の
概
念
が
分
離
さ
れ
た
も
の
ど
も
を
自
己
の
も
 
 

■
一
●
●
■
●
●
 
 

と
に
含
ん
で
い
る
」
と
も
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
も
共
通
な
も
 
 

の
が
a
b
s
O
n
d
e
r
n
〔
分
離
〕
さ
れ
a
b
s
t
r
a
h
i
e
r
e
n
〔
抽
象
〕
さ
れ
る
と
い
う
点
 
 

が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
 
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

（
3
）
 
先
立
つ
第
六
節
で
、
「
論
理
学
に
お
い
て
、
A
b
s
t
r
a
k
t
i
O
n
と
い
う
表
現
 
 

は
必
ず
し
も
正
し
く
使
用
さ
れ
て
い
な
い
。
私
た
ち
は
、
E
t
w
a
s
 
 

●
●
●
●
●
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

a
b
s
ぎ
h
i
e
r
e
n
（
a
b
s
t
r
a
h
e
r
e
a
－
i
q
u
i
d
）
〔
或
る
も
の
を
抽
象
す
る
〕
と
言
っ
て
 
 

は
な
ら
ず
、
く
O
n
E
t
w
a
s
 
a
訂
冨
h
i
e
r
e
n
（
註
s
t
r
a
h
e
r
e
a
b
a
】
茸
u
O
）
〔
或
る
 
 

●
●
●
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

も
の
を
捨
象
す
る
〕
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
…
…
だ
か
ら
、
a
b
s
年
邑
久
な
概
 
 

念
は
本
来
、
a
b
s
t
r
a
h
i
e
r
e
n
d
な
概
念
（
c
O
n
C
e
p
ど
s
a
b
s
雷
F
e
n
t
e
s
）
と
 
 

名
づ
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
に
お
い
て
い
く
つ
か
の
 
 

旨
s
t
r
賢
哲
n
が
起
こ
る
概
念
で
あ
る
」
 
（
只
讃
）
 
と
、
就
任
論
文
と
瓜
二
つ
 
 

の
こ
と
が
言
わ
れ
て
お
り
、
「
知
性
の
論
理
的
使
用
」
に
お
け
る
a
b
s
冒
a
賢
と
 
 

い
う
表
現
に
問
題
が
あ
る
こ
と
は
確
認
さ
れ
て
い
る
 
（
第
六
節
の
タ
イ
ト
ル
 
 

は
「
比
較
、
反
省
お
よ
び
h
旨
s
冒
詠
ぎ
n
〔
捨
象
〕
と
い
う
論
理
的
作
用
」
で
 
 

あ
る
）
。
た
だ
、
別
の
種
の
認
識
へ
の
上
昇
で
な
い
か
ぎ
り
で
は
「
抽
象
」
と
 
 

言
っ
て
よ
い
よ
う
で
あ
る
言
】
一
I
l
∽
声
会
の
－
≦
l
l
N
－
望
。
 
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

（
4
）
 
『
イ
エ
ッ
シ
エ
論
理
学
』
第
鵬
師
で
も
、
「
普
遍
的
〔
a
－
首
e
m
e
i
n
〕
概
念
あ
る
 
 
 

小
は
妙
計
訂
m
e
i
n
s
a
阜
慨
念
に
つ
い
て
語
る
こ
と
瑠
篭
朴
賢
 
 

復
で
あ
る
。
－
 
普
遍
的
、
特
殊
的
〔
b
e
s
O
n
d
e
r
〕
お
よ
び
個
別
的
〔
e
i
n
z
e
－
n
〕
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

と
い
う
概
念
の
正
し
く
な
い
区
分
に
基
づ
く
誤
り
で
あ
る
。
概
念
そ
の
も
の
 
 

で
は
な
く
、
概
念
の
使
用
だ
け
が
そ
の
よ
う
に
区
分
さ
れ
う
る
」
苗
〓
∈
と
 
 

言
わ
れ
て
い
る
。
マ
イ
ア
ー
は
、
「
概
念
」
を
「
個
別
的
」
、
「
特
殊
的
」
お
よ
 
 

び
「
普
遍
的
」
と
区
分
し
て
い
た
 
（
く
町
1
．
0
0
N
芦
N
の
巴
。
 
 

（
5
）
J
O
h
a
∃
A
亡
望
S
t
 
E
b
e
r
訂
r
d
 
苫
g
．
）
－
⊇
隷
属
罫
旨
訂
旨
厨
扇
ぎ
 
B
d
．
1
－
 
 

S
．
－
の
野
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（
6
）
「
経
験
的
な
も
の
を
す
べ
て
度
外
視
す
る
わ
け
で
は
な
い
捨
象
」
も
、
こ
の
論
 
 

点
で
は
「
抽
象
」
と
同
じ
位
置
を
占
め
る
。
 
 

（
7
）
就
任
論
文
の
「
捨
象
」
に
も
注
目
し
つ
つ
、
カ
ン
ト
の
「
ア
・
プ
リ
オ
リ
」
 
 

の
概
念
の
形
成
史
を
丹
念
に
追
っ
た
研
究
と
し
て
、
山
本
道
雄
「
先
験
的
論
 
 

理
学
の
構
想
を
め
ぐ
る
諸
問
題
 
－
 
カ
ン
ト
の
「
ア
・
プ
リ
オ
リ
」
の
概
念
 
 

な
ら
び
に
先
験
的
論
理
学
の
存
在
論
的
起
源
に
つ
い
て
1
」
 
（
『
神
戸
大
学
 
 

文
学
部
紀
要
』
第
二
二
号
、
…
九
九
五
年
）
が
特
筆
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
 
 

（
8
）
た
だ
し
、
第
二
節
で
も
確
認
し
た
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
も
「
感
性
的
認
識
」
 
 

を
可
能
に
し
て
い
る
か
ぎ
り
の
も
の
で
あ
っ
て
、
「
実
在
的
な
知
性
的
認
識
」
 
 

で
は
な
い
こ
と
に
注
意
。
 
 

（
9
）
 
バ
ー
ク
リ
と
カ
ン
ト
を
比
較
し
、
カ
ン
ト
哲
学
の
「
抽
象
」
批
判
と
い
う
側
 
 

面
を
浮
き
彫
り
に
し
た
先
駆
的
研
究
と
し
て
、
福
谷
茂
「
バ
ー
ク
リ
と
カ
ン
 
 

ト
ー
1
去
抽
象
的
一
般
概
念
』
を
め
ぐ
っ
て
 
－
 
」
（
『
珊
協
大
学
数
発
話
学
研
 
 

究
』
第
二
二
巻
、
一
九
八
七
牛
）
が
特
筆
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
 
 

（
1
0
）
本
節
後
半
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
カ
ン
ト
の
理
性
概
念
 
－
 
そ
の
二
義
性
と
 
 

惑
邑
呂
d
と
の
関
係
 
－
 
」
 
（
御
子
柴
昔
之
・
檜
垣
良
成
締
『
成
代
カ
ン
ト
研
 
 

究
1
0
 
理
性
へ
の
問
い
』
晃
洋
画
房
、
二
〇
〇
七
年
）
第
五
節
を
参
照
の
こ
 
 

と
。
 
 

（
1
1
）
c
f
．
迦
誉
h
穏
已
白
邑
ぎ
已
冴
旨
こ
尽
き
∽
宗
∽
－
葺
蔓
厨
首
箋
官
爵
こ
 
 

性
」
の
た
め
に
は
、
「
感
性
」
の
「
純
粋
形
式
」
が
不
可
欠
な
役
割
を
演
じ
る
 
 

の
で
あ
る
が
。
 
 

（
1
8
）
 
「
ア
・
プ
リ
オ
リ
」
お
よ
び
「
純
粋
」
の
概
念
を
殊
に
「
理
性
」
と
の
か
か
わ
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隕
∽
∽
．
 
 

磨
1
．
G
．
同
M
e
i
e
J
ゝ
巨
竜
白
琵
計
ヽ
芯
⊇
監
息
訂
ぎ
．
∽
N
芦
 
 

c
卜
誕
賢
∽
息
已
Q
邑
叫
Q
悪
評
旨
こ
邑
へ
♪
∽
－
N
∽
N
・
 
 

c
＝
官
邑
愚
書
阜
罫
や
誓
監
曽
ご
ざ
旨
ぎ
蚕
芭
ざ
芦
竺
琵
・
 
 

「
理
性
」
と
「
知
性
」
の
異
同
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
を
参
照
の
こ
と
。
 
 

＜
g
－
．
R
e
P
定
声
会
芦
∽
票
0
0
一
∽
笥
〇
．
∽
彗
－
Y
肖
く
H
l
l
∽
∽
琵
・
 
 

も
ち
ろ
ん
「
理
性
」
 
（
と
い
う
よ
り
も
「
知
性
」
）
 
の
理
論
的
認
識
の
「
実
在
 
 

り
に
お
い
て
周
到
に
追
究
し
た
研
究
と
し
て
、
角
忍
氏
の
「
「
純
粋
理
性
の
二
律
 
 

背
反
」
に
つ
い
て
 
－
 
純
粋
理
性
の
規
定
の
問
題
 
－
 
」
（
コ
向
知
大
学
学
術
 
 

（
1
9
）
B
e
w
e
習
n
g
S
雪
u
n
d
を
「
動
機
」
と
訳
す
こ
と
に
つ
い
て
は
、
『
筑
波
哲
学
』
 
 

研
究
報
告
』
第
三
七
番
人
文
科
学
、
一
九
八
八
年
）
が
と
て
も
参
考
に
な
る
。
 
 

第
1
6
号
に
掲
搬
予
定
の
拙
稿
「
カ
ン
ト
の
い
わ
ゆ
る
「
敵
機
」
概
念
」
を
参
 
 

照
の
こ
と
。
 
 

（
2
0
）
久
保
元
彦
「
道
徳
的
な
よ
さ
に
つ
い
て
（
一
）
 
－
 
『
道
徳
形
而
上
学
の
基
礎
 
 

づ
け
』
第
二
碍
、
第
一
及
び
第
二
段
落
の
検
討
」
 
（
¶
理
想
』
第
五
三
五
号
、
 
 
 

一
九
七
七
牛
）
 
を
参
照
の
こ
と
。
 
 （

ひ
が
き
・
よ
し
し
げ
 
筑
波
大
学
）
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