
ヘ
ル
バ
ル
ト
教
授
論
に
お
け
る
目
的
論
の
展
開

1
「
倫
理
的
見
地
か
ら
心
理
的
見
地
へ
の
移
行
」
の
意
義
1

高
　
　
久

清
　
　
吉

　
柏
木
正
氏
の
最
近
の
論
文
『
ヘ
ル
バ
ル
ト
教
授
論
に
お
け
る
科

学
の
陶
冶
価
値
に
つ
い
で
』
は
、
「
特
に
教
育
目
的
論
ど
の
関
係
に

着
目
」
し
な
が
ら
、
「
ヘ
ル
バ
ル
ト
の
教
授
論
に
お
け
る
科
学
、
わ

け
て
も
自
然
科
学
の
陶
冶
価
値
の
解
明
」
を
そ
の
課
題
と
し
た
も

の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、
『
美
的
表
現
』
（
一
八
〇
四
）

か
ら
二
般
教
育
学
』
（
一
八
〇
六
）
に
至
る
吟
味
を
主
と
し
、
次

の
よ
う
な
結
論
が
導
き
出
さ
れ
て
い
る
。

　
　
η
ヘ
ル
バ
ル
ト
の
自
然
科
学
に
つ
い
て
の
価
値
認
識
は
、
『
美

　
的
表
現
』
に
お
い
て
は
、
道
徳
性
の
陶
治
と
い
う
唯
一
、
全
体

　
の
課
題
に
従
属
さ
せ
ら
れ
て
い
た
が
、
『
一
般
教
育
学
』
の
段
階

　
に
お
い
て
、
自
然
科
学
自
体
の
固
有
の
陶
冶
価
値
を
認
め
る
に

　
至
っ
た
。
し
「
ヘ
ル
バ
ル
ト
の
以
上
の
よ
う
な
教
育
内
容
論
上
の

　
変
化
は
、
教
育
目
的
論
の
変
化
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

即
ち
、
『
美
的
表
現
』
で
は
、
道
徳
性
こ
そ
教
育
の
唯
一
、
全
体

　
の
目
的
と
し
て
い
た
が
、
『
一
般
教
育
学
』
に
お
い
て
は
、
道
徳

性
と
共
に
一
般
陶
冶
と
し
て
の
価
値
を
も
認
め
る
に
至
っ
た
こ

　
と
、
更
に
は
教
授
の
目
的
が
、
『
美
的
判
断
』
の
形
成
か
ら
刊
興

味
の
多
面
性
』
へ
と
移
行
し
た
こ
と
と
、
自
然
科
学
を
中
心
と

す
る
実
学
的
知
識
の
陶
冶
価
値
の
認
識
の
変
化
と
は
ま
さ
に
照

応
し
て
い
る
。
し
「
こ
う
し
た
変
化
は
、
『
倫
理
的
見
地
か
ら
心
理

的
見
地
へ
の
移
行
』
と
し
て
説
明
さ
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
理

論
だ
け
で
は
な
い
、
当
時
の
歴
史
的
状
況
の
中
で
の
理
由
が
存

在
す
る
こ
と
は
当
然
予
想
し
得
る
。
」
こ
の
予
想
し
得
る
理
由
と

　
し
て
、
ヘ
ル
バ
ル
ト
の
理
論
は
、
基
本
的
に
は
、
新
人
文
主
義

　
の
立
場
に
立
ち
つ
つ
も
、
「
特
に
二
般
教
育
学
』
で
は
実
学
主

義
的
立
場
に
一
層
接
近
し
て
い
る
よ
う
に
見
ら
れ
る
し
こ
と
が

　
　
　
　
　
　
　
刎

　
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

要
す
る
に
、
こ
こ
で
は
、
珂
美
的
表
現
』
と
二
般
教
育
学
』
と

の
問
で
の
「
教
育
目
的
論
の
変
化
」
と
「
教
育
内
容
論
の
変
化
」
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と
の
「
対
応
」
ま
た
は
「
照
応
し
が
指
摘
さ
れ
、
こ
の
よ
う
な
変

化
は
、
『
美
的
表
現
』
の
「
倫
理
的
見
地
」
か
ら
二
般
教
育
学
k

の
「
心
理
的
見
地
し
へ
の
移
行
と
い
う
こ
と
だ
け
に
よ
っ
て
で
は

な
く
、
新
た
な
実
学
主
義
の
登
場
と
い
う
歴
史
的
状
況
の
反
映
と

し
て
と
ら
え
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
の
結
論
が
行
わ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
右
の
よ
う
な
結
論
の
中
で
、
こ
こ
で
改
め
て
問
題
と
し

た
い
の
は
、
『
美
的
表
現
』
と
二
般
教
育
学
』
と
の
間
で
の
教
育

目
的
論
及
び
教
育
内
容
論
の
「
変
化
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
で

あ
る
。
柏
木
論
文
で
は
、
こ
の
変
化
は
明
白
の
こ
と
の
よ
う
に
し

て
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ど
ん
な
変
化
で
あ
る

の
か
、
果
た
し
て
、
そ
こ
に
は
本
当
の
変
化
が
あ
っ
た
の
か
ど
う

か
。
と
り
わ
け
、
教
育
及
び
教
授
の
目
的
論
に
つ
い
て
は
、
柏
木

論
文
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
二
般
教
育
学
』
に
至
っ
て
、
唯
一
、

全
体
の
目
的
と
み
な
さ
れ
て
い
た
道
徳
性
の
他
に
、
「
一
般
陶
冶
」

の
自
立
的
価
値
を
認
め
、
「
美
的
判
断
し
に
代
っ
て
「
興
味
の
多
面

性
」
を
掲
げ
る
な
ど
、
一
見
、
か
な
り
に
大
幅
な
変
化
が
行
わ
れ

た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
根
本
的
ま
た
は
本
質

的
な
変
化
で
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
こ
の

「
変
化
」
の
問
題
を
特
に
教
育
及
び
教
授
の
目
的
論
に
つ
い
て
吟

味
す
る
こ
と
に
す
る
。
こ
の
際
、
当
然
、
珂
美
的
表
現
』
に
お
け
る

「
倫
理
的
見
地
」
か
ら
『
一
般
教
育
学
』
に
お
け
る
「
心
理
的
見

地
し
へ
の
移
行
と
い
う
問
題
が
改
め
て
大
き
く
ク
ロ
ー
ズ
ア
ツ
プ

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

二

　
『
美
的
表
現
』
と
二
般
教
育
学
』
と
の
問
の
教
育
及
び
教
授

の
目
的
論
の
展
開
に
お
い
て
、
第
一
に
注
目
さ
れ
る
必
要
が
あ
る

中
心
問
題
は
、
柏
木
論
文
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
道
徳

性
を
唯
一
、
全
体
の
包
括
的
な
教
育
課
題
と
し
、
道
徳
的
陶
冶
と

の
直
接
的
、
必
然
的
な
連
関
の
下
に
、
教
育
の
全
部
門
を
包
括
し

よ
う
と
し
た
『
美
的
表
現
』
の
基
本
構
想
が
、
二
般
教
育
学
』
に

至
っ
て
、
一
応
一
歩
後
退
の
形
を
と
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
い
い
換

え
れ
ば
、
教
育
の
η
唯
一
全
体
の
課
題
L
は
「
道
徳
性
」
の
実
現

に
あ
る
と
す
る
『
美
的
表
現
』
の
根
本
主
張
を
み
ず
か
ら
訂
正
し
、

道
徳
性
を
頂
点
に
す
る
こ
と
が
教
育
の
「
中
心
見
解
し
で
あ
る
こ

と
に
変
わ
り
は
な
い
と
し
て
も
、
し
か
し
、
道
徳
性
は
教
育
に
と
っ

て
、
「
唯
一
の
包
括
的
な
も
の
で
は
な
い
」
と
二
般
教
育
学
』
に

お
い
て
ヘ
ル
バ
ル
ト
自
身
が
主
張
し
た
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

　
こ
の
訂
正
は
、
ヘ
ル
バ
ル
ト
が
改
め
て
「
一
般
陶
冶
」
の
も
つ

直
接
的
、
自
立
的
価
値
を
認
め
、
こ
れ
を
重
視
し
た
と
い
う
こ
と
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に
基
づ
里
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
点
に
こ
そ
、
ヘ
ル
バ
ル
ト
教

授
論
の
、
大
き
く
は
彼
の
教
育
学
体
系
の
上
で
、
『
美
的
表
現
』
か

ら
二
般
教
育
学
』
へ
の
展
開
の
主
要
契
機
が
あ
る
と
み
な
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
『
美
的
表
現
』
に
お
い
て
は
、
教
授
は

も
っ
ぱ
ら
趣
味
陶
冶
ま
た
は
美
的
判
断
の
陶
冶
へ
と
隈
定
さ
れ
、

教
授
を
通
し
て
得
ら
れ
る
陶
冶
独
自
の
自
立
的
価
値
が
十
分
な
形

で
現
わ
れ
て
い
な
い
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
全
部
門
に
わ
た
り
、

教
授
が
正
当
に
解
明
さ
れ
て
い
な
い
と
の
ヘ
ル
バ
ル
ト
自
身
の
不

満
が
、
二
般
教
育
学
虹
に
お
い
て
、
教
育
の
「
必
然
的
目
的
」
と

し
て
の
道
徳
性
と
並
べ
、
「
一
般
陶
冶
」
の
要
求
に
直
接
応
じ
る
た

め
の
「
可
能
的
目
的
」
を
掲
げ
る
、
い
わ
ゆ
る
二
目
的
並
置
の
目

的
設
定
様
式
を
生
ん
だ
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
ヘ
ル
バ
ル
ト
の

場
合
、
一
般
陶
冶
と
は
「
多
方
均
等
な
興
味
」
の
陶
冶
で
あ
る
。

彼
は
、
多
方
興
味
の
陶
冶
に
よ
り
、
子
ど
も
の
将
来
の
多
面
的
活

動
の
基
礎
を
形
成
す
る
と
の
意
味
で
、
一
般
陶
冶
の
直
接
的
、
自

立
的
価
値
を
積
極
的
に
肯
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
決
し
て
見
落
と
し
て
な
ら
な
い
の
は
、

多
方
興
味
の
陶
冶
、
す
な
わ
ち
一
般
陶
冶
の
自
立
的
価
値
を
認
め

る
と
同
時
に
、
い
や
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
な
お
更
に
、
こ
の
陶
冶

と
道
徳
的
陶
冶
と
の
関
係
が
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ヘ

ル
バ
ル
ト
に
と
っ
て
、
教
育
の
最
高
目
的
は
あ
く
ま
で
も
道
徳
性

の
実
現
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
自
身
、
他
の
誰
よ
り
も
厳
し

く
一
貫
し
て
教
育
目
的
の
統
一
を
問
題
に
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、

彼
は
先
に
分
離
さ
れ
た
二
目
的
の
統
一
の
必
要
を
語
り
、
多
方
興

味
と
道
徳
性
陶
冶
の
関
係
に
対
す
る
人
々
の
注
意
を
特
に
喚
起
し

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
『
美
的
表
現
』
で
の
単
一
目
的
は
二
般

教
育
学
』
に
お
い
て
一
応
分
離
さ
れ
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
、

結
局
は
、
改
め
て
単
一
目
的
へ
と
統
一
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
分
離
、
更
に
統
一
に
よ
っ
て
、
ヘ
ル
バ
ル
ト
教
育
学
の
体
系
は

よ
り
広
大
と
な
り
、
ち
密
と
も
な
っ
て
い
っ
た
と
み
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
何

　
要
す
る
に
、
「
一
般
陶
冶
し
は
子
ど
も
の
内
的
活
動
性
を
よ
り
完

全
に
し
よ
う
と
の
努
力
に
よ
っ
て
、
「
一
般
陶
冶
」
と
し
て
の
自
立

的
価
値
を
も
つ
と
同
時
に
、
道
徳
性
陶
冶
へ
の
従
属
的
価
値
を
も

つ
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
子
ど
も
の
内
的
活
動
を
完
全
に
す
る
と

い
う
の
は
、
多
方
興
味
の
喚
起
に
よ
る
「
思
想
圏
」
の
充
実
と
統

一
を
も
た
ら
す
こ
と
で
あ
る
。
か
く
て
『
美
的
表
現
』
で
は
、
「
世

界
の
美
的
表
現
」
に
よ
る
「
趣
味
」
の
陶
冶
が
道
徳
性
実
現
を
目

ざ
す
教
授
の
課
題
と
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
二
般
教
育
学
』
で

は
、
人
問
の
全
内
的
活
動
の
本
拠
と
し
て
の
「
思
想
圏
」
の
形
成

が
「
道
徳
的
性
格
陶
冶
の
本
質
的
分
野
」
と
な
り
、
こ
れ
が
教
授

の
課
題
と
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
れ
で
は
、
趣
味
陶
冶
と
多
方
興
味
ま
た
は
思
想
圏
の
陶
冶
と
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の
関
係
は
ど
う
か
。
こ
れ
が
『
美
的
表
現
』
と
二
般
教
育
学
』

　
に
示
さ
れ
た
ヘ
ル
バ
ル
ト
教
育
見
解
の
一
貫
性
と
相
違
点
と
を
問

　
題
に
す
る
際
の
中
心
の
吟
味
対
象
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
　
㍗
趣
味
し
（
ま
た
は
そ
の
判
断
と
し
て
の
美
的
判
断
）
と
「
思
想

　
圏
し
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
結
論
で
き
る
。
　
　
『
美

　
的
表
現
』
以
後
、
η
美
的
判
断
」
が
漸
次
そ
の
影
を
薄
く
し
て
後
退

　
し
て
い
っ
た
と
い
う
の
は
、
こ
れ
が
無
視
さ
れ
、
放
棄
さ
れ
て
消

滅
し
て
い
っ
た
と
の
意
味
で
の
後
退
で
は
な
く
、
倫
理
的
見
地
か

　
ら
心
理
的
見
地
へ
の
移
行
に
伴
い
、
精
神
機
能
の
全
体
制
の
中
で
、

　
よ
り
包
括
的
な
連
関
の
下
に
と
ら
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
み

、
る
べ
き
で
あ
る
。
い
い
換
え
れ
ば
、
美
的
判
断
の
概
念
は
、
㍗
人
間

　
の
全
内
的
活
動
の
本
拠
し
と
し
て
の
思
想
圏
の
概
念
に
包
摂
さ
れ

　
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
理
解
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
い
う

　
こ
と
で
あ
る
。

　
　
こ
の
よ
う
な
結
論
を
導
き
出
し
た
根
拠
は
、
主
と
し
て
『
一
般

教
育
学
』
に
お
け
る
次
の
よ
う
な
主
張
に
注
目
し
た
か
ら
で
あ
る
。

　
「
道
徳
性
の
第
一
の
本
源
的
な
も
の
－
そ
れ
は
道
徳
的
な
も
の

と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
気
ま
ま
と
は
対
立
的
な
も
の
で
あ
り
、
徳
の

基
礎
と
し
て
純
粋
に
無
意
志
的
な
力
で
あ
り
、
…
…
単
な
る
判
断

の
力
な
の
で
あ
る
が
－
こ
の
道
徳
性
の
第
一
本
源
的
な
る
も
の

は
全
く
思
想
圏
に
属
す
る
。
そ
れ
は
思
想
圏
を
形
成
す
る
も
の
に

　
　
　
G

依
存
す
る
。
L
思
想
圏
を
形
成
す
る
も
の
、
そ
れ
は
多
方
均
等
の
興

味
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
以
下
、
多
方
興
味
の
分
類
に
お
い
て
、

「
趣
味
」
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
を
検
討
す
る

こ
と
に
よ
り
、
更
に
右
の
結
論
を
導
き
出
し
た
解
釈
を
裏
づ
け
て

い
く
こ
と
に
し
よ
う
o

三

　
ヘ
ル
バ
ル
ト
教
育
学
体
系
の
上
で
、
そ
の
興
味
論
の
占
め
る
重

要
な
位
置
に
つ
い
て
は
、
今
更
改
め
て
問
題
に
す
る
必
要
も
な
い

と
思
う
の
で
、
こ
こ
で
は
、
次
の
よ
う
な
ヘ
ル
バ
ル
ト
自
身
の
所

説
を
引
用
す
る
に
と
ど
め
よ
う
。
彼
は
『
現
今
流
行
哲
学
と
の
わ

が
論
争
』
中
、
『
一
般
教
育
学
』
に
お
け
る
「
興
味
の
分
類
」
に
つ

い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
私
の
教
育
学
を
攻
撃
し
よ
う
と

す
る
も
の
は
だ
れ
で
も
、
こ
の
点
（
「
興
味
の
分
類
」
）
に
つ
い
て

論
争
し
て
も
ら
い
た
い
。
私
が
何
よ
り
も
先
に
教
育
学
者
か
ら
要

求
す
る
の
は
、
彼
が
こ
の
分
類
に
つ
い
て
、
こ
の
上
な
く
慎
重
に

注
意
し
、
そ
し
て
、
こ
こ
に
す
べ
て
の
教
授
及
び
学
習
を
関
連
づ

け
る
よ
う
に
し
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
し
な
い
も
の
は
、
す
ぐ
れ
た
経
験
者
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
刈

私
は
彼
を
理
論
家
と
は
み
な
さ
な
い
。
L
つ
ま
り
、
二
般
教
育
学
』
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に
お
け
る
「
興
味
の
分
類
」
は
、
教
授
及
び
学
習
に
つ
い
て
考
え

る
際
の
拠
り
所
と
な
り
、
ま
た
教
育
に
つ
い
て
理
論
的
に
考
察
す

る
場
合
の
不
可
欠
の
対
象
に
な
る
も
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
ヘ
ル
バ
ル
ト
自
身
の
主
張
か
ら
み
て
も
、
興
味
論
、
殊

に
そ
の
分
類
に
よ
る
構
造
づ
け
が
彼
の
教
育
学
体
系
の
上
で
い
か

に
枢
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
か
は
明
白
で
あ
る
。

　
さ
て
、
ヘ
ル
バ
ル
ト
は
こ
の
分
類
に
当
た
り
、
そ
の
分
類
根
拠

を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
興
味
あ
る
も
の
（
駐
巴
津
撃
霧
ω
．

竃
訂
）
の
た
め
に
興
味
（
駐
巳
算
蟹
①
ω
ω
①
）
が
忘
れ
ら
れ
て
は
な

ら
な
い
。
対
象
を
分
類
す
る
の
で
は
な
く
、
心
情
状
態
を
分
類
す

べ
き
で
あ
郁
。
」
こ
う
し
て
興
味
の
、
対
象
」
の
相
違
で
は
な
く
、

そ
の
心
情
状
態
の
相
違
を
根
拠
と
し
て
分
類
が
行
わ
れ
る
。

　
ま
ず
大
き
く
「
認
識
」
（
卑
ぎ
竃
冨
甘
ω
）
と
「
同
情
」
（
↓
①
旨
監
暮
①

）
と
が
区
分
さ
れ
る
。
認
識
は
、
現
前
の
事
物
を
映
像
（
概
念
）

に
お
い
て
模
倣
し
L
、
同
情
は
、
他
の
感
情
へ
と
自
分
を
置
き
入
れ

る
。
L
認
識
に
お
い
て
は
、
事
物
と
映
像
と
の
間
に
対
立
が
生
じ
る
L

が
一
同
情
は
「
同
一
の
感
情
を
模
写
す
る
。
」
認
識
の
対
象
は
静
止

し
て
い
る
の
が
常
で
あ
り
、
心
情
は
一
か
ら
他
へ
と
進
む
。
そ
し

て
、
こ
の
「
対
象
の
範
囲
は
自
然
及
び
人
問
を
包
括
す
る
。
」
こ
れ

に
反
し
、
追
感
的
に
作
用
す
る
心
情
作
用
と
し
て
の
同
情
は
、
い

つ
で
も
動
い
て
い
る
人
問
の
感
情
の
動
き
に
伴
っ
て
い
く
。
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
肥

ゆ
え
「
人
間
の
あ
る
種
の
表
現
」
だ
け
が
同
情
の
対
象
と
な
る
。

こ
の
よ
う
な
区
分
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
な
六
種
の
興
味
の
方
向

が
分
け
ら
れ
る
。

　
　
認
　
　
識

1
　
多
様
な
も
の
の
認
識

2
　
多
様
な
も
の
の
合
法
則
性
の
認
識

3
　
多
様
な
も
の
の
美
的
関
係
の
認
識

　
　
同
　
　
情

4
　
人
問
に
対
す
る
同
情

5
　
社
会
に
対
す
る
同
情

6
　
両
者
の
最
高
実
在
（
神
）
へ
の
関
係
に
は
対
す
る
同
情

　
次
に
、
こ
れ
ら
各
分
肢
に
つ
い
て
の
ヘ
ル
バ
ル
ト
の
説
。
明
を
要

約
し
て
お
こ
う
。

　
認
識
に
お
い
て
は
、
精
神
は
ま
ず
あ
る
が
ま
ま
の
多
様
な
、
現

実
的
な
も
の
し
を
受
け
い
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
場
合
、
多
と

い
う
の
は
単
に
現
象
の
多
で
あ
り
、
一
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
単

に
現
象
の
類
似
性
や
総
括
と
い
う
意
味
で
の
一
で
あ
る
に
過
ぎ
な

い
。
こ
こ
で
は
、
「
精
神
の
興
味
は
こ
れ
ら
現
象
の
強
さ
、
多
彩
さ
、

変
化
の
経
過
に
付
着
す
る
。
」

　
し
か
し
な
が
ら
、
「
合
法
則
的
な
も
の
」
に
お
い
て
は
、
、
必
然

性
L
が
認
識
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
少
く
と
も
仮
定
さ
れ
る
。
所
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与
の
現
実
的
な
も
の
は
「
質
料
」
と
「
形
式
し
と
に
分
解
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
初
め
て
関
連
は
所
与
と
し
て
、
そ
れ
か
ら
更
に

必
然
と
し
て
現
わ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
、
「
興
味
は
概

念
に
、
概
念
の
対
立
と
組
み
合
わ
せ
に
、
ま
た
混
同
な
し
に
直
観

を
包
括
す
る
概
念
の
様
式
に
付
着
す
る
。
」

　
趣
味
は
直
観
に
対
し
、
対
立
を
与
え
る
も
の
で
は
な
く
補
足
を

加
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
趣
味
の
判
断
は
、
あ
ら
ゆ
る
場
合
、

か
す
か
に
、
あ
る
い
は
明
瞭
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
完
結
し
た
表
象
作

用
に
従
っ
て
生
じ
る
。
こ
の
判
断
は
単
な
る
知
覚
に
お
い
て
は
生

じ
な
い
。
承
認
と
非
認
は
そ
の
対
象
へ
の
埋
没
で
は
な
く
、
対
象

に
つ
い
て
の
判
決
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
「
興
味
は
存
在
（
ω
Φ
邑

で
は
な
く
、
像
（
里
ε
に
、
集
合
や
堆
積
で
は
な
く
、
関
係
に
付

着
す
る
。
し

　
次
に
同
情
の
各
分
肢
間
の
相
違
に
注
目
し
よ
う
。
同
情
が
全
く

単
純
に
、
人
間
の
心
情
内
の
感
情
の
動
き
を
受
け
い
れ
、
こ
の
動

き
の
進
行
に
伴
い
、
こ
の
動
き
の
差
異
や
あ
つ
れ
き
、
矛
盾
に
か

か
わ
る
だ
け
で
あ
る
の
な
ら
、
こ
の
時
同
情
は
単
に
共
感
的
に
作

用
す
る
も
の
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。

　
同
情
は
ま
た
多
く
の
人
間
の
多
様
な
感
情
の
動
き
を
個
人
の
動

き
か
ら
区
別
し
、
こ
れ
ら
矛
盾
の
調
停
に
努
め
て
全
体
の
幸
福
に

関
心
を
も
つ
。
こ
れ
が
社
会
に
対
す
る
同
情
で
あ
る
。
こ
の
同
情

は
個
々
の
も
の
を
処
理
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
般
的
な
も
の
に
付

着
す
る
。
そ
れ
は
交
換
と
献
身
を
要
求
し
、
現
実
的
、
打
算
的
感

情
の
動
き
に
抗
し
て
、
そ
の
代
わ
り
で
き
る
限
り
の
よ
り
よ
い
動

き
に
つ
い
て
考
え
る
。

最
後
に
、
同
情
は
環
境
に
対
す
る
人
問
の
状
態
を
考
察
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
単
な
る
共
感
か
ら
、
か
の
感
情
の
動
き
に
対
す
る
畏

敬
や
希
望
へ
と
移
っ
て
い
く
。
こ
の
危
倶
、
不
安
！
こ
れ
に
対

し
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
才
知
や
活
動
は
結
局
、
か
弱
い
も
の
と
し
か

考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
が
、
i
こ
の
不
安
が
宗
教
的
欲
求
へ
、

ひ
い
て
は
道
徳
的
、
浄
福
主
義
的
欲
求
へ
と
導
い
て
い
く
。
信
仰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
η

は
こ
の
欲
求
か
ら
わ
き
出
る
。

　
ヘ
ル
バ
ル
ト
は
以
上
の
分
類
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

「
認
識
、
同
情
の
双
方
は
あ
る
が
ま
ま
の
も
の
を
受
け
い
れ
る
。

前
者
は
経
験
一
向
冒
旦
ユ
①
）
へ
、
後
者
は
共
感
（
身
昌
潟
叶
巨
①
）
へ

と
没
入
し
て
生
じ
る
。
し
か
し
、
双
方
と
も
事
柄
の
本
性
に
突
き

動
か
さ
れ
て
上
に
向
っ
て
進
む
。
世
界
の
難
問
題
は
経
験
か
ら
思

弁
（
ω
肩
ぎ
H
註
竃
）
を
、
人
間
の
相
交
錯
す
る
複
雑
多
様
な
要
素

は
共
感
か
ら
社
会
的
秩
序
の
精
神
一
以
蟹
ぴ
q
①
ω
①
ヨ
潟
○
＆
昌
馬
ω
－

α
q
旺
ω
叶
）
を
前
面
へ
と
押
し
出
し
て
く
る
。
こ
の
社
会
的
秩
序
の
精

神
は
法
則
を
与
え
、
思
弁
は
法
則
を
認
識
す
る
。
そ
の
う
ち
更
に

心
情
は
表
象
群
の
圧
迫
か
ら
自
由
と
な
り
、
そ
し
て
も
は
や
個
々
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の
も
の
へ
と
没
入
す
る
こ
と
な
く
、
今
や
興
味
は
諸
関
係
に
対
し

て
ひ
き
起
こ
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
美
的
関
係
に
つ
い
て
の
静
止

的
な
熟
慮
と
、
事
物
の
進
行
へ
の
恭
順
に
対
す
る
人
間
の
力
と
願

望
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
共
感
で
あ
る
。
か
く
て
前
者
は
趣
味

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
割

（
O
霧
9
冒
ρ
。
鼻
）
へ
、
後
者
は
宗
教
（
忍
H
衝
§
）
へ
と
高
ま
る
。
し

　
以
上
の
よ
う
な
興
味
の
六
つ
の
方
向
中
、
本
稿
に
お
け
る
主
題

か
ら
み
て
特
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
の
は
、
「
認
識
」
系
列
の
最

後
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
「
多
様
な
も
の
の
美
的
関
係
し
の
認
識
、

す
な
わ
ち
「
趣
味
」
で
あ
る
。
趣
味
の
判
断
は
「
単
な
る
知
覚
」

に
お
い
て
で
は
な
く
、
「
そ
れ
ぞ
れ
完
結
し
た
表
象
に
従
っ
て
生

じ
」
、
こ
の
方
向
の
興
味
は
「
存
在
」
で
は
な
く
「
像
」
に
、
ま
た

「
関
係
し
に
付
着
す
る
と
の
説
明
は
、
『
美
的
表
現
』
や
二
般
実

践
哲
学
』
に
お
け
る
趣
味
及
び
そ
の
判
断
の
特
質
に
つ
い
て
の
説

明
と
全
く
同
一
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
趣
味
及
び
そ
の
判
断
は
、

『
美
的
表
現
』
で
は
、
教
育
、
と
り
わ
け
教
授
の
ね
ら
う
す
べ
て

と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
に
、
二
般
教
育
学
』
で
は
、
多
方
興

味
の
六
方
向
中
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
問
題
に
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
が
、
同
美
的

表
現
』
以
後
、
多
方
興
味
、
更
に
思
想
圏
の
強
調
と
は
逆
に
、
趣

味
あ
る
い
は
美
的
判
断
の
比
重
が
軽
く
な
り
、
後
退
し
た
と
の
解

釈
を
生
む
こ
と
に
も
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
私
は
、
こ
の
分
類
自
体
も
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
趣

味
は
宗
教
と
並
ん
で
あ
く
ま
で
も
ヘ
ル
バ
ル
ト
に
よ
る
精
神
作
用

構
造
の
究
極
点
に
位
し
て
お
り
、
た
だ
そ
の
心
理
的
見
地
の
前
進

と
相
伴
っ
て
、
か
つ
て
も
っ
ぱ
ら
倫
理
的
見
地
か
ら
問
題
に
さ
れ

て
い
た
の
が
、
今
や
他
の
精
神
作
用
と
の
連
関
の
下
に
、
よ
り
包

括
的
に
と
ら
え
ら
れ
、
位
置
づ
け
ら
れ
た
に
過
ぎ
な
い
と
解
釈
す

る
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
を
裏
づ
け
る
た
め
に
は
、
右
の
分
類
に
お

け
る
興
味
の
他
の
諸
方
向
、
特
に
認
識
に
お
け
る
諸
方
向
、
す
な

わ
ち
、
「
経
験
し
、
「
思
弁
」
と
「
趣
味
」
と
の
関
係
が
吟
味
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
以
下
、
ま
ず
、
主
と
し
て
右
の
よ
う

な
多
方
向
の
興
味
の
喚
起
を
そ
の
直
接
的
目
標
と
す
る
教
授
の
段

階
的
進
行
の
観
点
か
ら
、
こ
の
関
係
に
つ
い
て
の
考
察
を
始
め
る

こ
と
に
す
る
。

　
ヘ
ル
バ
ル
ト
は
、
相
互
に
か
ら
み
合
う
極
め
て
多
様
な
方
策
を

含
ん
だ
す
べ
て
の
仕
事
、
す
べ
て
の
企
画
を
混
乱
な
く
効
果
的
に

進
め
る
た
め
、
特
に
必
要
な
こ
と
と
し
て
、
「
何
が
順
序
を
追
っ
て

次
々
と
生
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
。
こ
れ
に
反
し
、
何
が
同
時

に
そ
れ
ぞ
れ
の
固
有
な
本
源
的
力
を
も
っ
て
生
じ
な
け
れ
ば
な
ら
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酬

な
い
か
L
を
問
題
と
し
て
い
み
。
な
ぜ
な
ら
、
教
育
作
用
の
よ
う

に
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
策
を
含
ん
だ
多
様
極
ま
る
仕
事
は
、
い
つ
で

も
同
時
に
多
く
の
側
面
か
ら
開
始
さ
れ
、
更
に
多
く
の
こ
と
が
ジ
て

れ
ら
に
先
行
す
る
も
の
に
よ
っ
て
準
傭
さ
れ
な
が
ら
、
順
を
追
い

連
続
的
に
進
行
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ

れ
が
仕
事
を
進
め
る
際
の
方
向
、
手
順
を
決
定
す
る
、
い
わ
ば
「
二

つ
の
次
元
」
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
右
の
趣
味
の
諸
方
向
、
諸
分
肢
は
こ
の
二
つ
の
次

元
の
い
ず
れ
に
属
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
認
識
及
び
同
情
の
各
分

肢
の
陶
冶
は
、
ま
ず
経
験
、
つ
い
で
思
弁
、
そ
し
て
趣
味
へ
と
順

を
追
っ
て
進
行
す
べ
き
も
の
で
あ
る
の
か
。
そ
れ
と
も
、
こ
れ
ら

各
方
向
は
同
時
的
、
並
列
的
な
陶
冶
の
進
行
を
と
る
も
の
で
あ
る

の
か
ど
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
ヘ
ル
バ
ル
ト
は
次
の
よ
う
に
答

え
て
い
る
。
、
教
授
が
陶
冶
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
興
味
の
区
別

は
、
た
だ
同
時
的
な
も
の
の
差
異
を
示
し
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、

厳
密
な
段
階
的
前
後
関
係
で
は
全
く
な
川
。
L
こ
の
主
張
は
前
の
各

分
肢
問
の
関
係
の
考
察
の
上
で
極
め
て
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る

の
で
、
更
に
こ
の
点
に
関
す
る
ヘ
ル
バ
ル
ト
の
所
説
に
注
意
し
よ

㌻
つ
。

　
「
教
授
は
本
源
的
な
特
質
を
も
っ
た
相
異
な
る
心
情
状
態
と
し

て
の
認
識
と
同
情
と
を
同
時
に
発
展
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

下
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
諸
分
肢
に
注
意
す
る
な
ら
、
確
か
に
そ

こ
に
は
あ
る
順
序
と
従
属
関
係
が
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に

帖
か
か
わ
ら
ず
、
厳
密
な
前
後
の
連
続
的
関
係
は
全
く
存
し
な

い
。
L
も
ち
ろ
ん
、
、
思
弁
L
と
、
趣
味
L
は
経
験
的
な
事
柄
の
把

捉
を
前
提
し
て
い
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
把
捉
の
進
行
中
、
思
弁

と
趣
味
は
こ
れ
が
終
る
の
を
待
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
経
験

的
把
捉
が
完
了
し
て
初
め
て
思
弁
と
趣
味
が
生
じ
る
の
で
は
な

い
。
む
し
ろ
、
こ
れ
ら
作
用
は
す
で
に
ず
っ
と
早
い
時
期
で
も
行

わ
れ
、
障
害
の
な
い
所
で
は
ど
こ
で
も
、
多
様
な
も
の
の
単
な
る

認
識
の
後
に
続
き
、
こ
れ
ら
認
識
の
拡
大
と
同
時
に
発
展
し
て
い

く
。
特
に
思
弁
の
活
動
は
子
ど
も
が
絶
え
ず
「
な
ぜ
」
と
尋
ね
る

時
期
に
お
い
て
顕
著
で
あ
る
。
趣
味
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
注

意
と
同
情
と
い
っ
た
よ
う
な
他
の
活
動
の
裏
に
隠
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
子
ど
も
た
ち
は
趣
味
に
よ
っ
て
事
物
を

識
別
し
、
あ
る
も
の
を
取
り
上
げ
、
他
の
も
の
を
退
け
る
選
択
を

行
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
の
趣
味
に
対
し
、
そ
の
対
象
と
し
て

最
も
単
純
な
関
係
が
提
示
さ
れ
、
同
時
に
、
こ
れ
を
理
解
し
が
た

い
混
乱
へ
と
陥
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
配
慮
が
加
え
ら
れ

る
の
な
ら
、
趣
味
は
ど
こ
で
も
速
か
に
発
展
し
て
い
く
。
要
す
る

に
、
思
弁
の
活
動
も
趣
味
の
作
用
も
、
多
様
な
も
の
の
認
識
と
同

様
に
、
ず
っ
と
早
い
子
ど
も
の
時
期
か
ら
か
な
り
顕
著
に
発
展
し
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て
い
く
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
各
分
肢
間
に
厳
密
な
時
問
的
前
後

関
係
は
存
在
し
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
果
た
し
て
ヘ
ル
バ
ル
ト
は
以
上
の
各
分
肢
間
の
連
続

的
関
係
を
全
く
否
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
自

身
が
強
調
す
る
よ
う
に
、
興
味
の
分
類
は
何
よ
り
も
ま
ず
、
「
本
源

的
特
性
を
も
つ
相
異
な
る
心
情
状
態
」
に
着
目
し
て
行
わ
れ
た
も

の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
こ
の
区
別
が
厳
密
な
段
階
的
従
属
的

関
係
を
示
し
て
い
る
も
の
で
な
い
と
い
う
点
は
明
ら
か
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
彼
自
身
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
認
識
及
び
同

情
の
各
系
列
中
、
特
に
下
位
の
分
肢
間
に
「
あ
る
順
序
と
従
属
関

係
」
が
み
ら
れ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
、

先
の
分
類
を
要
約
す
る
に
当
た
り
、
認
識
及
び
同
情
の
「
双
方
と

も
事
柄
の
本
性
に
突
き
動
か
さ
れ
て
上
に
向
っ
て
進
む
」
、
す
な
わ

ち
、
「
あ
る
が
ま
ま
の
も
の
」
を
受
け
い
れ
る
「
経
験
」
と
「
共
感
」

は
、
当
面
す
る
「
世
界
の
難
問
」
や
「
人
間
の
相
交
錯
す
る
複
雑

な
要
求
」
．
の
ゆ
え
に
、
「
思
弁
し
と
「
社
会
的
秩
序
の
精
神
」
と
に

高
ま
る
、
と
の
主
張
に
よ
っ
て
も
裏
づ
け
ら
れ
る
。
か
く
て
興
味

の
各
分
肢
間
の
関
係
中
、
特
に
注
意
を
要
す
る
も
の
と
し
て
、
「
多

様
な
も
の
の
認
識
」
と
「
思
弁
」
及
び
「
趣
味
」
と
の
関
係
が
挙

げ
ら
れ
る
。
ヘ
ル
バ
ル
ト
は
、
「
経
験
的
把
捉
の
進
行
中
、
思
弁
と

趣
味
と
は
こ
れ
が
終
る
の
を
待
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
と
し

て
、
両
者
の
厳
密
な
前
後
関
係
を
否
定
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
「
思
弁
と
趣
味
が
経
験
的
事
柄
の
把
捉
を
前
提
す

る
」
の
を
当
然
の
こ
と
と
認
め
て
い
る
。

　
こ
の
両
者
の
関
係
は
同
じ
く
二
般
教
育
学
』
の
中
で
、
「
生
活

と
学
校
」
の
関
係
と
し
て
、
多
少
違
っ
た
観
点
か
ら
論
じ
ら
れ
て

い
る
の
で
、
次
に
こ
の
所
説
を
参
照
し
な
が
ら
右
の
問
題
を
吟
味

し
よ
う
。

　
「
す
で
に
よ
く
知
ら
れ
た
は
ず
の
興
味
の
諸
分
肢
が
、
年
月
の

経
過
の
中
で
わ
れ
わ
れ
と
共
に
い
か
に
順
調
に
生
き
続
け
る
か
、

こ
の
点
を
考
え
る
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
確
か
に
、
し
か
も
こ
の
上

な
く
容
易
に
生
活
を
理
解
す
る
だ
ろ
う
。
」
か
く
て
ヘ
ル
バ
ル
ト
は

「
学
校
の
た
め
に
で
は
な
く
、
生
活
の
た
め
に
学
ば
ね
ば
な
ら
な

い
」
と
の
古
い
壌
言
と
彼
の
「
興
味
の
分
類
」
、
更
に
は
「
専
心
」

と
「
致
思
」
と
を
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
教
授
が
到
達
す

べ
き
結
果
を
見
通
し
て
い
る
。
ま
ず
は
じ
め
に
、
こ
こ
で
説
か
れ

て
い
る
生
活
と
学
校
、
興
味
の
諸
方
向
、
専
心
と
致
思
等
の
関
連

を
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
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生
活
一
経
験

（
観
察
）

専
　
心

学
校
一
思
弁
致

思趣
　味

同
情

一
共
感
的
同
情
一

　
「
本
来
の
経
験
、
単
な
る
観
察
は
：
・
・
－
新
奇
な
事
象
を
好
み
、

ま
た
日
常
生
活
は
こ
れ
ら
の
活
動
に
対
し
て
ふ
さ
わ
し
い
対
象
を

与
え
る
。
ー
こ
の
日
常
生
活
が
与
え
る
も
の
の
中
で
の
あ
る
も

の
は
ま
た
同
情
の
対
象
と
も
な
る
。
」
「
観
察
と
同
情
と
は
、
そ
れ

に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
が
刻
々
の
時
の
流
れ
を
所
有
す
る
活
動
で
あ

り
、
こ
の
活
動
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
実
際
に
生
活
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
」
す
な
わ
ち
、
経
験
や
観
察
は
い
つ
で
も
日
常
生
活
の
新

奇
多
様
な
事
柄
に
向
か
い
、
同
情
も
ま
た
日
常
生
活
の
中
で
み
ず

か
ら
に
ふ
さ
わ
し
い
対
象
に
付
着
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な

観
察
や
同
情
の
作
用
す
る
所
に
現
実
の
生
活
が
あ
る
わ
け
で
あ

る
。
ま
た
ヘ
ル
バ
ル
ト
は
「
専
心
」
の
作
用
を
こ
れ
ら
観
察
や
同

情
に
対
応
さ
せ
て
い
る
。
専
心
は
い
つ
で
も
多
様
な
対
象
の
一
つ

一
つ
の
奥
深
く
入
り
こ
む
作
用
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
多
様
に
変
化
す
る
現
実
生
活
は
、
生
活
す
る
個
々
人

に
お
い
て
、
一
つ
の
全
体
と
し
て
の
人
格
的
統
一
を
も
た
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
思
弁
と
趣
味
は
生
活
の
流
れ
や
変
化

に
向
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
「
致
思
」
は
専
心
に
よ
っ

て
も
た
ら
さ
れ
た
多
様
な
も
の
の
統
一
を
そ
の
生
命
と
す
る
。
そ

れ
ゆ
え
、
思
弁
、
趣
味
、
致
思
が
先
の
現
実
生
活
と
し
て
の
経
験
、

観
察
、
同
情
、
専
心
と
対
立
す
る
。
こ
の
こ
と
を
ヘ
ル
バ
ル
ト
は

次
の
よ
う
に
要
約
し
て
い
る
。
「
思
弁
と
趣
味
は
致
思
と
人
格
の
錨

で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
、
観
察
と
同
情
は
常
に
新
た
な
専
心
へ
と

没
頭
す
る
。
」

　
以
上
の
よ
う
に
、
ヘ
ル
バ
ル
ト
は
思
弁
と
趣
味
と
を
致
思
に
よ

る
人
格
統
一
の
「
錨
」
、
し
た
が
っ
て
、
「
生
活
の
支
配
者
」
と
呼

ぶ
の
で
あ
る
が
、
こ
の
理
由
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
「
観

察
は
限
り
な
く
多
く
を
寄
せ
集
め
る
。
し
か
し
、
結
局
は
、
そ
の

中
で
本
来
の
自
已
を
失
う
よ
う
に
な
る
。
同
情
は
熱
っ
ぼ
い
要
求

を
も
っ
て
行
為
的
に
手
を
差
し
の
べ
よ
う
と
す
る
が
、
こ
の
ゆ
え

に
ま
た
致
命
的
に
冷
や
さ
れ
て
し
ま
う
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い

る
。
「
こ
の
よ
う
な
観
察
と
同
情
を
適
度
に
、
冷
静
に
保
つ
こ
と
、

こ
れ
に
ふ
さ
わ
し
く
、
か
つ
、
こ
の
た
め
の
カ
あ
る
も
の
が
思
弁

で
あ
る
。
」
つ
ま
り
、
思
弁
は
、
現
象
で
は
な
く
実
在
へ
と
高
ま
る

た
め
に
変
化
を
放
棄
し
、
超
感
覚
的
な
も
の
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
そ

こ
か
ら
感
覚
的
な
る
も
の
の
一
般
的
可
能
性
を
規
定
し
限
定
す
る

こ
と
に
よ
り
、
他
方
、
経
験
と
結
び
つ
き
な
が
ら
、
単
に
現
象
面
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に
だ
け
と
ら
わ
れ
る
も
の
の
あ
ら
ゆ
る
誤
謬
、
さ
細
な
小
利
口
さ

　
を
戒
め
る
。
し
か
し
、
純
粋
に
致
思
的
な
生
活
は
、
端
正
、
美
、

　
道
徳
、
正
義
　
　
二
言
で
い
え
ば
、
「
完
全
な
状
態
に
あ
る
な
ら
、

　
完
全
な
静
観
に
よ
る
適
意
を
ひ
き
起
こ
す
よ
う
な
も
の
」
を
提
示

一
す
る
。
こ
の
た
め
に
は
、
趣
味
が
喚
起
さ
れ
た
力
を
価
値
に
ふ
さ

　
わ
し
く
働
か
せ
る
基
準
、
イ
デ
ー
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
「
趣
味
は
厳
し
く
、
な
ん
の
容
赦
も
し
な
い
。
生
活
は
こ
の
趣
味

　
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
も
な
い
と
、
生
活
は
こ
の
趣
味

　
の
非
難
に
屈
す
る
。
し
か
く
て
ヘ
ル
バ
ル
ト
は
、
思
弁
と
趣
味
と
を

　
㍗
生
活
の
支
配
者
」
と
呼
び
、
η
こ
れ
ら
が
生
活
を
ど
の
よ
う
に
規

　
定
す
る
か
、
こ
れ
を
完
全
に
教
え
よ
う
と
す
る
た
め
に
、
わ
れ
わ

　
れ
は
教
授
の
か
な
め
石
と
し
て
の
哲
学
の
体
系
を
求
め
る
L
と
い

　
う
の
で
あ
る
。

　
　
し
か
し
、
ヘ
ル
バ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
今
日
現
存
の
哲
学
は
正
し

　
い
教
授
の
か
な
め
石
と
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
嘆
か
わ
し
い
こ

　
と
に
、
現
状
の
哲
学
は
思
弁
と
趣
味
と
を
混
同
し
て
い
る
ば
か
り

　
で
な
く
、
ま
た
、
こ
の
両
者
に
よ
っ
て
観
察
の
精
神
と
同
情
と
を

　
抑
圧
し
、
生
活
を
導
く
ど
こ
ろ
か
、
こ
れ
を
ひ
ど
く
そ
こ
な
っ
て

　
き
て
い
る
。
要
は
、
観
察
、
同
情
と
思
弁
、
趣
味
と
の
正
し
い
相

　
互
関
係
の
確
立
で
あ
る
。
そ
こ
で
改
め
て
ヘ
ル
バ
ル
ト
は
生
活
と

　
は
何
か
、
学
校
と
は
何
か
、
そ
し
て
、
こ
の
両
者
の
関
係
は
ど
う

あ
る
べ
き
か
と
問
題
に
す
る
。
「
学
校
　
　
こ
の
高
貴
な
一
言
葉
に
対

し
て
、
そ
の
本
当
の
意
味
を
与
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。
学
校
と
は

閑
暇
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
閑
暇
は
思
弁
、
趣
味
及
び
宗
教
に
と
っ

て
の
共
有
財
産
で
あ
る
。
生
活
、
そ
れ
は
同
情
的
観
察
者
が
外
的

な
行
為
や
苦
悩
の
変
転
へ
と
没
入
す
る
こ
と
で
あ
る
。
」
更
に
こ
の

両
者
の
関
係
は
次
の
よ
に
要
約
さ
れ
て
い
る
。
専
心
は
す
べ
て
致

思
に
集
中
す
べ
き
で
あ
り
、
η
常
に
新
し
い
生
活
は
常
に
新
し
い
学

校
を
生
み
出
す
べ
き
で
あ
る
。
L
「
一
か
ら
他
へ
、
他
か
ら
一
へ
と

双
方
の
問
を
往
復
し
、
更
に
ま
た
閑
暇
か
ら
行
為
や
そ
の
忍
受
へ

と
移
っ
て
い
く
の
は
、
人
間
の
精
神
の
呼
吸
、
健
康
の
た
め
の
必

要
、
ま
た
健
康
の
徴
候
と
み
な
さ
れ
る
。
」

ノ＼

　
本
稿
で
は
、
こ
れ
ま
で
、
多
方
興
味
の
全
体
の
中
で
、
「
趣
味
」

が
ど
う
位
置
づ
け
ら
れ
た
か
、
こ
の
点
を
一
方
、
「
興
味
の
分
類
」

そ
の
も
の
を
問
題
に
し
、
他
方
、
「
教
授
の
結
果
し
と
し
て
説
か
れ

た
興
味
の
各
分
肢
間
の
関
係
に
関
す
る
所
説
を
問
題
に
し
な
が
ら

吟
味
し
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
吟
味
の
結
論
と
し
て
次
の
二
点
を

挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
一
に
、
先
の
興
味
の
分
類
に
お
い
て
は
、
あ
く
ま
で
も
そ
れ
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ぞ
れ
の
本
源
的
特
性
を
も
っ
た
相
異
な
る
心
情
の
分
類
で
あ
る
と

し
て
、
こ
れ
ら
各
分
肢
問
の
厳
密
な
段
階
的
従
属
的
関
係
は
否
定

さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
「
趣
味
」
は
認
識
系
列
の
最
後
に
位
置
づ

け
ら
れ
て
は
い
た
が
、
し
か
し
、
こ
れ
が
他
の
分
肢
に
対
し
、
支

配
的
な
位
置
を
占
め
る
も
の
と
し
て
は
ま
だ
明
白
に
は
述
べ
ら
れ

て
い
な
か
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
後
に
「
教
授
の
結
果
し
の
全
体
的

見
通
し
か
ら
、
再
び
興
味
の
分
類
を
問
題
と
す
る
所
で
は
、
「
思
弁
」

及
び
「
趣
味
」
は
「
致
思
と
人
格
の
錨
」
、
「
生
活
の
支
配
者
」
と

称
さ
れ
、
殊
に
「
趣
味
」
は
喚
起
さ
れ
た
諸
力
を
価
値
に
ふ
さ
わ

し
く
働
か
せ
る
イ
デ
ー
を
示
す
も
の
、
生
活
が
従
う
べ
き
基
準
と

な
る
べ
き
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
か

の
興
味
の
分
類
中
、
「
趣
味
」
が
最
高
の
支
配
的
位
置
を
占
め
る
こ

と
は
明
白
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
も
っ
ぱ
ら
趣
味
の
陶
冶
を
教

授
の
唯
二
課
題
と
し
た
『
美
的
表
現
』
の
見
解
は
、
本
質
的
に
は
、

二
般
教
育
学
』
に
お
い
て
も
一
貫
し
て
い
た
も
の
と
み
な
す
べ

き
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
興
味
全
体
の
分
類
に
基
づ
き
、
「
一
か
ら
他
へ
、
他
か

ら
一
へ
」
と
、
そ
の
各
分
肢
問
、
殊
に
日
常
生
活
に
お
け
る
経
験
、

、
交
際
と
思
弁
、
趣
味
と
の
間
の
相
互
関
係
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
趣
味
陶
冶
を

頂
点
と
す
る
精
神
の
多
面
的
陶
冶
の
過
程
が
、
精
神
活
動
の
全
体

か
ら
一
層
包
括
的
に
問
題
と
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
か
く
て
、

教
授
は
「
精
神
生
活
の
源
泉
」
と
し
て
の
経
験
と
交
際
か
ら
出
発

し
な
が
ら
、
こ
れ
を
補
充
、
完
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
豊
か
な
統

一
あ
る
思
想
圏
を
形
成
す
る
と
の
『
一
般
教
育
学
』
の
見
解
は
、

か
の
興
味
の
分
類
と
切
り
離
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も

の
と
な
る
。

　
興
味
の
分
類
と
「
専
心
」
、
「
致
思
」
と
の
関
係
は
先
に
触
れ
た

ば
か
り
で
あ
る
が
、
ま
た
、
「
多
様
な
る
も
の
」
1
「
そ
の
合
則

性
」
1
「
そ
の
美
的
関
係
し
と
い
う
認
識
興
味
の
対
象
の
相
違
と
、

教
授
の
「
分
析
的
」
、
「
総
合
的
」
進
行
に
つ
い
て
の
見
解
も
密
接

に
連
関
し
て
い
る
。
殊
に
興
味
に
お
け
る
認
識
系
列
は
、
事
実
そ

の
も
の
と
そ
の
特
質
と
の
関
係
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
が
、
「
事
実
は
子
ど
も
に
と
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
抽
象
作

用
に
よ
り
取
り
出
し
分
離
し
て
考
察
す
る
特
質
の
現
実
的
複
合
そ

の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
個
々
の
特
質
か
ら
、
こ
れ
ら
特
質

が
一
諸
に
な
っ
て
い
る
事
実
へ
と
い
う
往
路
が
あ
り
、
ま
た
、
事

実
か
ら
、
こ
れ
ら
事
実
が
分
析
さ
れ
る
特
質
へ
と
い
う
帰
路
が
あ

る
。
こ
こ
に
総
合
教
授
と
分
析
教
授
と
の
区
別
の
出
て
く
る
基
礎

　
　
洲

が
あ
る
。
」

　
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
主
と
し
て
倫
理
的
見
地
か
ら
展
開

さ
れ
た
岡
美
的
表
現
』
の
教
授
論
は
、
二
般
教
育
学
』
に
お
け
る
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心
理
的
見
地
の
前
進
に
よ
り
、
特
に
そ
の
方
法
論
に
ま
で
及
ん
で

一
層
ち
密
に
体
系
的
に
構
成
さ
れ
た
と
結
論
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
し
て
、
こ
の
点
に
こ
そ
、
ヘ
ル
バ
ル
ト
教
育
学
体
系
の
最

も
重
要
な
部
門
に
関
す
る
本
質
的
展
開
を
み
る
こ
と
が
で
き
る

し
、
ま
た
、
み
る
べ
き
で
あ
る
。
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