
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
テ
ィ
ヴ
イ
ズ
ム
と
権
力
/
知

1
1
1
ア
レ
キ
ザ
ン
ダ
1

・
ウ
ェ
ン
ト
を
中
心
に
i
1
1

南

山

浅川

は
じ
め
に

ー
現
代
国
際
関
係
理
論
と
権
力
/
知

l

冷
戦
構
造
の
崩
壊
を
背
景
と
し
た
「
ポ
ス
ト
実
証
主
義
論
争
(
長
何
回
ダ
ネ
哲
三
E
2
0白

g
gこ
の
展
開
は
、
現
代
国
際
関
係
理
論
に
「
科

学
と
権
力
の
関
係
を
ど
う
と
ら
え
る
か
」
と
い
う
問
題
を
改
め
て
問
い
か
け
た
。
も
ち
ろ
ん
冷
戦
期
に
お
い
て
も
、
ウ
ェ

l
パ
ー
を
引
き

合
い
に
出
す
ま
で
も
な
く
、
社
会
科
学
に
お
け
る
「
客
観
性
」
の
問
題
な
ら
び
に
、
悶
際
関
係
論
と
い
う
学
問
分
野
が
宿
命
的
に
も
つ
、

そ
の
特
殊
ア
メ
リ
カ
的
性
質
が
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
「
冷
戦
の
科
学
」
と
し
て
の
国
際
関
係
論
が
陸

盛
を
阪
め
る
な
か
、
存
夜
論
(
。
ロ
円
。
一
。
哩
)
や
認
識
論
(
呂
田
山
お
5
0
}
C
哲
)
を
含
む
国
際
関
係
理
論
の
メ
タ
・
レ
ヴ
ェ
ル
で
作
用
す
る
「
権

h
の
問
題
」
を
論
じ
た
研
究
は
ほ
と
ん
ど
皆
無
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

そ
の
よ
う
な
問
題
が
顕
夜
化
し
た
理
由
を
単
純
に
冷
戦
構
造
の
崩
壊
に
対
し
て
主
流
派
の
間
際
関
係
理
論
が
説
得
力
あ
る
説
明
を
提
示

で
き
な
か
っ
た
と
い
う
点
に
還
元
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
悶
際
シ
ス
テ
ム
構
造
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
解
明
す
る
こ
と
が
、
現
代
国
際
関
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開
け
ゲ
(
一
一

0
0

八.

係
理
論
に
課
さ
れ
た
最
も
重
要
な
課
題
の
ひ
と
つ
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ネ
オ
リ
ア
リ
ズ
ム
や
ネ
オ
リ
ベ
ラ
ル
制
度
主
義
に
代
表
さ

れ
る
実
証
主
義
的
な
国
際
関
係
湖
町
論
は
、
冷
戦
構
造
崩
壊
の
可
能
性
を
真
剣
に
理
論
研
究
の
位
上
に
の
せ
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
そ
れ

は
実
証
主
義
国
際
関
係
理
論
の
多
く
が
、
国
際
関
係
論
と
い
う
「
知
の
体
系
」
の
構
成
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
る
権
力
関
係
に
、
ほ
と
ん

ど
関
心
を
払
う
こ
と
な
く
、
国
際
関
係
理
論
を
「
客
観
的
」
真
理
を
探
究
す
る
た
め
の
単
な
る
道
具
と
し
て
位
置
づ
け
て
き
た
か
ら
に
他

な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
構
造
的
ア
ナ
ー
キ
ー
、
権
力
政
治
、
安
全
保
障
を
頂
点
と
し
た
価
値
序
列
等
、
現
代
悶
際
関
係
環
論
の
主
要

概
念
は
、
冷
戦
構
造
を
所
与
化
す
る
存
在
論
/
認
識
論
的
な
圧
力
と
し
て
作
用
し
て
お
り
、
そ
れ
は
冷
戦
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
結
び
つ
く
こ

と
が
決
し
て
少
な
く
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
冷
戦
後
の
今
日
、
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
、
客
観
的
に
認
識
さ
れ
た
国
際
政
治
の
「
現

実
」
と
特
定
の
世
界
秩
序
の
維
持
を
正
当
化
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
明
確
に
識
別
す
る
理
論
的
基
盤
が
存
在
し
え
な
い
こ
と
は
、
主
に
ポ

ス
ト
モ
ダ
ニ
ス
ト
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
た
実
証
主
義
批
判
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
通
じ
て
、
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
現
代
国
際
関
係
理
論

の
客
観
性
は
も
は
や
無
条
件
に
肯
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

問
題
は
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
ネ
オ
リ
ア
リ
ズ
ム
や
ネ
オ
リ
ベ
ラ
ル
制
度
主
義
を
中
心
と
し
た
実
証
主
義
的
な
間
際
関
係
理
論
が
、
な
ぜ

「
主
流
派
」
理
論
と
し
て
知
的
覇
権
を
掌
握
し
統
け
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
国
際
関
係
に
お
け
る
「
客
観
的
真
理
」
が
不
可
知
で
あ
る

と
す
れ
ば
、
国
際
関
係
論
に
お
い
て
、
「
真
理
」
と
さ
れ
て
い
る
も
の
は
一
体
何
な
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
は
、

理
想
と
現
実
、
理
論
と
実
証
あ
る
い
は
国
内
政
治
と
関
際
政
治
と
い
っ
た
、
素
朴
な
二
元
論
に
立
脚
し
て
き
た
国
際
関
係
論
を
、
グ
ロ

i

パ
リ
ゼ

l
シ
ヨ
ン
が
拡
大
し
、
境
界
/
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
流
動
化
す
る
、
冷
戦
な
き
世
界
を
理
解
す
る
た
め
の
知
の
体
系
へ
と
脱
構

築
し
て
い
く
う
え
で
不
可
欠
な
視
角
と
な
る
。

ス
ム 本

稿
の
目
的
は
、
冷
戦
後
の
国
際
関
係
理
論
に
お
い
て
、
お
そ
ら
く
最
も
広
汎
な
影
響
力
を
及
ぼ
し
て
い
る
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
テ
イ
ヴ
イ

g
e
n
s
-
8
5
5
n円

2
2
5
)
に
焦
点
を
あ
て
、
そ
の
メ
タ
理
論
構
造
に
内
在
す
る
権
力
関
係
、
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
!
コ

i
の
い
う
「
権



力
/
知
(
勺

c
c
g芝
g
g町
一
宮
宅
相
『
河
口
O
豆
町
仏
加
問
)
」
の
問
題
を
検
証
す
る
こ
と
に
あ
る

Q

そ
れ
は
決
し
て
権
力
が
知
を
作
り
だ
し
、
知
が

権
力
を
利
用
す
る
と
い
う
単
純
な
抽
象
命
題
で
は
な
く
、
権
か
と
特
定
の
知
の
領
域
が
恒
常
的
構
成
関
係
に
あ
り
、
権
力
を
構
成
し
な
い

知
、
あ
る
い
は
知
を
構
成
し
な
い
権
力
は
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
存
在
し
え
な
い
と
い
う
認
識
論
的
な
立
場
を
指
す
。

関
意
す
べ
き
は
、
リ
ア
リ
ズ
ム
や
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
が
常
に
政
治
的
な
価
値
指
向
性
と
政
策
的
イ
ン
プ
リ
ケ
!
シ
ヨ
ン
を
内
包
し
て
い
る

の
に
比
べ
て
、
国
際
関
係
理
論
に
お
け
る
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
テ
ィ
ヴ
イ
ズ
ム
は
決
し
て
自
律
的
な
理
論
体
系
と
は
い
え
な
い
と
い
う
点
で
あ

る
。
そ
れ
は
冷
戦
崩
壊
と
い
う
世
界
秩
序
の
変
動
を
受
け
て
提
起
さ
れ
た
ト
刀
法
論
的
視
態
の
ひ
と
つ
に
す
ぎ
ず
、
し
た
が
っ
て
、
コ
ン
ス

ト
ラ
ク
テ
ィ
ヴ
イ
ズ
ム
と
権
力
/
知
の
問
題
は
、
た
と
え
ば
冷
戦
期
の
ネ
オ
リ
ア
リ
ズ
ム
の
よ
う
に
、
決
し
て
見
え
や
す
い
も
の
と
は
い

え
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
む
し
ろ
そ
れ
ゆ
え
に
、
権
力
関
係
を
実
体
化
あ
る
い
は
与
件
化
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
理
論
的
な
戦
略
性
を

ア
レ
キ
サ
ン
ダ

l
・
ウ
エ
ン
ト
に
代
表

浮
き
彫
り
に
し
易
く
す
る
と
い
う
側
面
を
も
っ
て
い
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、

さ
れ
る
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ス
ト
が
、
科
学
的
認
識
論
の
最
要
性
を
主
張
す
る
背
景
に
は
、
客
観
的
な
「
知
」
を
主
張
す
る
こ
と
で
、

潜
在
化
し
て
い
る
権
力
関
係
の
存
在
を
隠
蔽
す
る
と
い
う
典
型
的
な
権
力
/
知
の
力
学
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

現
代
国
際
関
係
理
論
と
「
主
体
|
構
造
」
問
題

悶
際
政
治
に
お
け
る
「
主
体
|
構
造
問
題
(
晶

g
z
g
n
gお
官
。

ggM)」
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
か
と
い
う
問
題
は
、
コ
ン
ス
ト

ラ
ク
テ
ィ
ヴ
イ
ズ
ム
が
提
起
し
た
最
大
の
理
論
的
争
点
で
あ
る
。
ケ
ネ
ス
・
ウ
オ
ル
ツ
が
、
ア
ナ
ー
キ
ー
な
国
際
政
治
に
お
け
る
権
力
構

造
を
も
っ
ぱ
ら
物
理
的
な
パ
ワ

i
配
分
の
観
点
か
ら
説
明
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
方
法
論
的
な
立
場
を
選
択

し
た
結
来
、
概
念
操
作
の
利
便
性
が
向
上
す
る
一
方
で
、
間
家
を
中
心
と
す
る
行
為
主
体
の
行
動
態
様
が
軍
事
バ
ラ
ン
ス
や
経
済
力
等
の

コ
ン
ス
ト
ラ
ク
テ
ィ
ヴ
イ
ズ
ム
と
権
力
/
知
(
南
山

九
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物
質
構
造
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
傾
向
が
強
化
さ
れ
、
結
局
そ
れ
は
「
ア
ナ
ー
キ
ー
構
造
決
定
論
」

へ
と
結
び
つ
く
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
に
対
し
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ス
ト
は
、
国
際
関
係
に
お
け
る
「
構
造
の
二
重
性
(
を

&ε
。ご
E
n
E
B
)
」
を
強
調
す
る
。

構
造
が
主
体
の
決
定
に
関
し
て
最
も
基
本
的
な
条
件
を
付
与
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
構
造
を
「
時
空
を
越
え
て
再
生
産

さ
れ
る
社
会
シ
ス
テ
ム
の
集
合
体
に
関
す
る
ル

i
ル
お
よ
び
資
源
」
と
と
ら
え
た
場
合
、
構
造
は
主
体
行
動
の
媒
介
項
に
な
る
と
同
時
に
、

主
体
の
行
為
は
構
造
を
再
生
産
す
る
た
め
の
媒
介
項
と
見
な
す
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
つ
ま
り
構
造
が
主
体
に
行
動
選
択
の
枠
組
み
を
提

供
し
、
主
体
の
行
為
が
構
造
を
再
生
産
す
る
誘
凶
と
な
る
の
で
あ
る
。
構
造
が
主
体
を
構
成
し
、
主
体
が
構
造
を
再
構
成
す
る
。
こ
の
よ

う
な
相
互
行
為
を
通
じ
て
構
造
l
主
体
聞
の
境
界
線
は
消
失
し
、
両
者
の
関
係
は
一
一
応
化
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
際
構
造
は
客
観
的
な

物
質
構
造
に
の
み
還
元
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
主
体
が
構
造
を
ど
の
よ
う
に
認
識
す
る
か
と
い
う
規
範
構
造
と
一
体
の
も
の
と
し
て
現

解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

悶
際
主
体
は
自
ら
が
お
か
れ
て
い
る
物
質
構
造
を
そ
れ
ぞ
れ
の
視
角
を
通
じ
て
解
釈
し
な
が
ら
、
そ
の
行
動
を
決
定
す
る
。
そ
の
場
合
、

物
質
構
造
の
解
釈
は
し
ば
し
ば
歴
史
的
に
生
成
さ
れ
た
特
定
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
基
づ
い
て
構
成
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
規
範
構
造

を
理
解
す
る
際
に
中
心
的
な
概
念
と
な
る
の
が
「
問
、
王
観
的
理
解

(
5
5
2
S
R巴
5

5号
室
富
島
口
開
閉
こ
と
「
文
化

(nZ}円
Z
B
)
」
と
い
う

概
念
で
あ
る
。
ウ
エ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
問
主
観
的
理
解
と
は
主
体
の
樹
立
認
識
(
相
手
の
合
理
性
、
戦
略
、
選
好
、
信
条
等
)
、
お
よ
び

の
状
況
に
関
し
て
共
有
さ
れ
て
い
る
知
識

(
8
5
B
S
E
C三
色
明
白
)
を
意
味
す
る
。
そ
こ
で
は
当
該
の

外
部
位
界

(
2
8
5己
主
三
仏
)

知
識
が
真
実
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
知
識
そ
の
も
の
が
真
実
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
社
会
の
中
で
認
知
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
重
要
に
な
る
。
同
時
に
、
そ
れ
は
社
会
の
構
成
員
個
々
人
の
意
思
に
還
一
応
可
能
な
「
集
団
的
知
識

(
g
z
R
z
g
r
g三
広
明
こ
と

は
異
な
り
、
特
定
社
会
に
お
け
る
意
思
決
定
過
程
を
因
果
的
に
説
明
で
き
る
「
共
有
化
さ
れ
た
メ
ン
タ
ル
・
モ
デ
ル
(
叩
ぽ

R
E
g
g
s
-
コ

Mal

o
Z
)
」
と
し
て
機
能
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
断
界
政
府
が
存
在
し
な
い
と
い
う
意
味
で
、
国
際
構
造



が
ア
ナ
ー
キ
ー
で
あ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
に
し
か
し
実
際
に
国
際
的
な
ア
ナ
ー
キ
ー
構
造
が
主
体
の
行
動
を
ど
の
よ
う
に
制
約
す
る
か

に
つ
い
て
は
、
主
体
が
構
造
に
対
し
て
自
ら
の
関
係
性
を
ど
の
よ
う
に
認
識
す
る
か
と
い
う
点
に
依
存
す
る
。
そ
の
認
ぷ
枠
組
み
自
体
、

主
体
が
お
か
れ
て
い
る
歴
史
過
程
の
な
か
で
常
に
変
動
の
可
能
性
に
さ
ら
さ
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
外
生
的
な
物
質
構
造
の
み
を
偏

重
す
る
ア
ナ
ー
キ
ー
構
造
の
理
解
は
あ
ま
り
に
狭
く
、
批
判
の
対
象
と
な
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
問
主
観
的
理
解
を
構
成
す
る
総
本
的
な
枠
組
み
と
な
る
の
が
「
丈
化
」
で
あ
る
。
文
化
と
は
個
々
の
社
会
が
共
通
の
駁
史
経
験

を
通
じ
て
形
成
し
た
価
値
序
列
の
等
級
過
程
を
意
味
し
て
お
り
、
主
体
は
常
に
こ
の
「
解
釈
の
格
子
」
を
通
じ
て
外
部
構
造
を
認
識
す
る
。

個
人
が
何
に
価
値
を
見
い
だ
す
か
は
基
本
的
に
彼
/
彼
女
が
何
に
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
求
め
る
か
と
い
う
こ
と
に
依
存
し
、
文
化
は
個

人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
集
団
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
し
て
読
み
替
え
る
た
め
の
媒
介
項
と
し
て
機
能
す
る
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に

コ
ン
ス
ト
ラ
ク
テ
ィ
ヴ
イ
ス
ト
は
国
際
関
係
に
お
け
る
規
範
構
造
の
葉
要
性
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

コ
ン
ス
ト
ラ
ク
テ
ィ
ヴ
イ
ズ
ム
の
論
理
構
造

ー
問
主
観
性
と
科
学
的
実
在
論

i

一
般
に
同
際
関
係
浬
論
に
お
け
る
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
テ
イ
ヴ
イ
ズ
ム
は
、
定
一
札
、
ヒ
義
と
ポ
ス
ト
実
証
主
義
の
中
間
的
な
立
場
に
位
置
づ
け

ら
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
結
論
を
先
取
り
す
れ
ば
、
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
テ
ィ
ヴ
イ
ズ
ム
を
強
調
す
る
理
論
の
多
く
は
、
実
証

主
義
に
内
在
す
る
「
権
力
の
戦
略
」
を
よ
り
巧
妙
に
強
化
/
隠
蔽
す
る
機
能
を
来
た
し
て
い
る
υ

問
題
と
な
る
の
は
、
容
観
的
な
社
会
認

識
に
付
随
す
る
つ

s

つ
の
問
題
」
、
す
な
わ
ち
人
間
の
主
観
性
に
起
倒
し
て
生
じ
る
社
会
行
為
の
価
値
付
与
性
が
も
た
ら
す
行
動
結
果
の

不
確
定
性
(
存
在
論
)
お
よ
び
観
察
者
の
主
観
的
意
味
理
解
が
も
た
ら
す
認
識
の
翠
み
(
認
識
論
)
で
あ
る
。

価
値
判
断
を
と
も
な
う
社
会
行
為
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
行
動
結
果
の
不
確
定
性
に
対
し
て
、
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ス
ト
が
、

コ
ン
ス
ト
ラ
ク
テ
ィ
ヴ
イ
ズ
ム
と
権
力
/
知
公
開
山
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「
社
会
的
事
実
の
問
主
観
的
構
成
」
と
「
構
造
の
二
重
性
」
概
念
を
導
入
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
に
対
処
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は

既
に
述
べ
た
。
そ
こ
で
は
、
主
体
の
行
動
は
、
実
証
主
義
者
が
い
う
よ
う
に
、
外
在
的
な
与
件
と
し
て
決
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
あ

く
ま
で
主
体
の
側
が
自
ら
の
選
好
を
間
主
観
的
に
理
解
し
た
結
果
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
実
証
主
義
者
が
物
質
構
造
と
規
範
構
造
を
分

離
し
、
前
者
に
後
者
を
従
属
さ
せ
る
唯
物
論
的
立
場
に
立
つ
の
に
対
し
、
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
テ
イ
ヴ
ィ
ス
ト
は
、
そ
の
逆
の
構
図
、
す
な
わ

ち
「
あ
ら
ゆ
る
社
会
的
事
実
は
問
主
観
的
に
構
成
さ
れ
る
」
と
い
う
理
念
主
義
を
徹
底
さ
せ
る
こ
と
で
、
そ
こ
に
主
体
の
属
性
を
読
み
込

も
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
問
主
観
的
存
在
論
を
採
用
す
る
こ
と
で
、
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
テ
ィ
ヴ
イ
ズ
ム
は
、
理
論
そ
の
も
の
の
演
緯
性
や
厳
密
性
、
お

よ
び
(
概
念
の
操
作
性
を
相
対
的
に
暖
昧
に
す
る
と
い
う
欠
点
を
伴
い
な
が
ら
も
)
主
体
の
行
為
に
付
随
す
る
不
確
定
性
を
理
論
的
な
被

説
明
要
因
と
し
て
処
理
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ネ
オ
リ
ア
リ
ズ
ム
の
法
則
定
立
的
な
客
観
性
の
探
求
、
な
ら
び
に

主
体
の
属
性
や
歴
史
状
況
に
よ
っ
て
変
動
す
る
解
釈
学
的
な
主
観
性
の
「
構
成
的
再
配
置
」
を
意
味
し
て
お
り
、
こ
の
点
で
コ
ン
ス
ト
ラ

ク
テ
イ
ヴ
イ
ズ
ム
は
、
伝
統
的
な
リ
ア
リ
ズ
ム
や
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
、
そ
の
存
在
論
を
共
有
す
る
の
で
あ
る
。

他
方
、
観
察
者
の
認
識
枠
組
み
の
歪
み
と
い
う
認
識
論
上
の
問
題
に
対
す
る
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
テ
ィ
ヴ
イ
ス
ト
の
立
場
は
、
実
証
主
義
国

際
関
係
理
論
に
お
け
る
そ
れ
と
基
本
的
に
変
わ
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
ウ
エ
ン
ト
は
国
際
関
係
に
お
け
る
物
質
構
造
と
規
範
構
造
の
相
関

性
を
理
論
構
築
の
前
提
条
件
と
し
て
認
め
た
う
え
で
、
「
科
学
的
実
在
論
(
目

n
E邑
P
8島
田
仲
間
自
)
」
を
、
自
ら
の
認
識
論
と
し
て
導
入
す
る
。

科
学
的
実
在
論
と
は
、
世
界
は
個
々
の
観
察
者
の
精
神
お
よ
び
言
語
か
ら
独
立
し
て
実
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
与
件
と
し
て
、
十
全

に
証
拠
立
て
ら
れ
た
科
学
的
理
論
で
あ
れ
ば
、
た
と
え
直
接
観
察
が
不
可
能
な
対
象
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な

世
界
に
言
及
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
す
る
合
理
主
義
的
認
識
論
で
あ
る
。

社
会
的
事
実
が
問
主
観
的
に
構
成
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
観
察
不
可
能
な
事
象
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
し
か
し
科
学
的



実
在
論
を
採
用
す
る
こ
と
で
、
不
確
定
な
問
主
観
性
の
世
界
を
合
理
的
に
説
明
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
ウ
ェ
ン
ト
は
主
張
す
る
の
で

あ
る
。
存
在
論
上
徹
底
し
た
峨
物
論
に
依
拠
す
る
ネ
オ
リ
ア
リ
ズ
ム
に
対
し
、
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
テ
ィ
ヴ
イ
ズ
ム
が
基
本
的
に
唯
名
論
を
支

持
す
る
立
場
に
あ
る
こ
と
は
既
述
し
た
が
、
そ
の
認
識
論
に
つ
い
て
は
、
観
察
可
能
な
事
象
に
の
み
依
拠
す
る
帰
納
的
経
験
主
義
を
批
判

し
、
科
学
的
実
寂
論
を
擁
護
す
る
と
い
う
点
で
、
両
者
は
そ
の
立
場
を
共
有
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、
両
者
は
と
も
に
科
学
的
実
在
論
と
い

う
認
識
論
を
通
じ
て
、
観
察
不
可
能
な
国
際
シ
ス
テ
ム
の
全
体
像
を
合
理
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
コ
ン
ス
ト

ラ
ク
テ
ィ
ヴ
イ
ズ
ム
が
実
証
主
義
/
合
湖
町
主
義
の
系
識
に
属
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
れ
は
決
し
て
実
証
主
義
と
ポ
ス
ト
実
証
主

義
を
架
橋
す
る
も
の
で
は
な
く
、
単
に
人
文
主
義
的
(
主
観
性
)
指
向
を
持
つ
伝
統
的
国
際
関
係
理
論
と
自
然
科
学
的
指
向
(
客
観
主
義
)

を
持
つ
科
学
的
国
際
関
係
理
論
の
中
間
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
程
度
の
も
の
に
す
ぎ
な
い
。

四

実
証
主
義
理
論
と
し
て
の
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
テ
ィ
ヴ
イ
ズ
ム

確
か
に
、
実
証
主
義
と
ポ
ス
ト
実
証
主
義
の
分
岐
を
、
主
体
!
構
造
問
題
に
お
け
る
客
観
主
義
的
唯
物
論
と
問
主
観
主
義
的
唯
名
論
の

差
異
に
求
め
る
こ
と
は
、
ネ
オ
リ
ア
リ
ズ
ム
の
よ
う
な
極
端
な
構
造
主
義
想
論
に
対
し
て
は
、

一
定
の
意
味
を
も
ち
得
る
。
し
か
し
、
実

際
に
そ
の
よ
う
な
理
論
的
態
度
を
堅
持
す
る
研
究
者
は
決
し
て
多
数
派
と
は
い
え
な
い
。
む
し
ろ
実
証
主
義
理
論
と
ポ
ス
ト
実
説
主
義
理

論
の
違
い
は
、
認
識
論
的
な
主
観
性
の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
と
い
う
点
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
問
題
な
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば

ネ
オ
リ
ベ
ラ
ル
制
度
主
義
の
主
唱
者
ロ
パ

i
ト
・
コ
ヘ
イ
ン
が
「
社
会
的
知
識
が
常
に
価
依
付
与
的
な
も
の
で
あ
り
、
客
観
性
と
は
、
達

h

却
一

成
さ
れ
る
も
の
と
い
う
よ
り
、
ひ
と
つ
の
願
望
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
私
は
ザ
感
知
し
て
い
る
」
と
明
快
に
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら

も
、
多
く
の
実
証
主
義
者
が
、
人
間
の
主
観
性
が
科
学
的
認
識
に
及
ぼ
す
影
響
を
承
知
し
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら

コ
ン
ス
ト
ラ
ク
テ
ィ
ヴ
イ
ズ
ム
と
権
力
/
知
(
南
山
)
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ず
、
彼
ら
の
多
く
は
、
こ
の
問
題
を
研
究
者
の
モ
ラ
ル
の
問
題
と
し
て
処
理
し
、
認
識
論
上
の
主
観
性
を
科
学
認
識
の
客
観
性
を
達
成
す

る
た
め
の
手
段
と
し
て
ブ
ラ
ッ
ク
・
ボ
ッ
ク
ス
化
し
て
し
ま
う
c

こ
れ
に
対
し
て
、
い
わ
ゆ
る
ポ
ス
ト
実
証
、
正
義
の
諸
理
論
に
共
通
し
て
い
る
点
は
、
何
ら
か
の
方
法
で
認
識
論
上
の
主
観
性
の
問
題
を

晶
元
化
し
よ
う
と
試
み
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
批
判
理
論
は
弁
証
法
的
真
理
の
探
求
に
よ
っ
て
、
ポ
ス
ト
構
造
主
義
は
権
力

と
知
の
相
関
性
と
い
う
テ
ー
ゼ
に
よ
っ
て
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
は
そ
れ
を
「
ジ
エ
ン
ダ

l
・
バ
イ
ア
ス
」
と
見
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
認
識

論
上
の
権
力
を
問
題
化
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

コ
ン
ス
ト
ラ
ク
テ
ィ
ヴ
イ
ズ
ム
は
問
主
観
、
主
義
に
立
脚
す
る
こ
と
で
、
存
荘
論
上
の
二
項
対
立
関
式
の
克
服
に
成
功
し
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
認
識
論
に
お
け
る
科
学
的
実
萩
論
の
採
用
に
よ
っ
て
、
し
ば
し
ば
ネ
オ
リ
ア
リ
ズ
ム
や
ネ
オ
リ
ベ
ラ
ル
制
度
主
義
と
い
っ
た
実
証

主
義
国
際
関
係
理
論
を
強
化
す
る
方
向
に
働
く
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
科
学
的
実
在
論
に
お
け
る
観
祭
不
可
能
事
象
に
関
す
る
理
論

構
築
は
、
研
究
者
が
措
定
す
る
主
体
の
「
合
現
性
」
に
依
存
す
る
か
ら
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
研
究
者
は

国
際
現
象
の
観
察
を
通
じ
て
、
そ
こ
か
ら
あ
る
種
の
パ
タ
ー
ン
を
抽
出
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
観
察
の
蓄
積
の
み
に
よ
っ
て
、
間
際
シ
ス
テ

ム
の
全
体
像
を
把
握
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
彼
/
彼
女
は
観
察
不
可
能
な
全
体
像
を
論
理
的
に
推
測
す
る
た
め
に
、
合
理
的
推
論

を
遂
行
す
る
。
そ
の
た
め
多
く
の
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
テ
イ
ヴ
イ
ス
ト
は
、
主
体
構
成
の
問
題
を
、
権
力
の
問
題
と
し
て
で
は
な
く
、
科
学
的

合
理
性
に
依
拠
す
る
選
択
の
問
題
へ
と
還
元
し
て
し
ま
、
つ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

五

「
モ
ノ
」
と
し
て
の
規
範
/
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

コ
ン
ス
ト
ラ
ク
テ
イ
ヴ
ィ
ス
ト
が
主
体
構
造
問
題
の
構
成
的
性
質
を
度
々
、
主
張
し
て
い
る
こ
と
は
く
り
返
し
述
べ
て
き
た
が
、
元
米



「
主
体
」
も
「
構
造
」
も
実
体
概
念
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
主
観
的
な
視
角
か
ら
措
定
さ
れ
た
理
論
一
言
語
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

研
究
者
が
凶
際
関
係
の
分
析
視
角
と
し
て
「
主
体
」
や
「
構
造
」
と
い
っ
た
概
念
を
措
定
す
る
場
合
、
念
頭
に
お
か
れ
る
の
は
、
ま
ず
も
つ

て
主
権
問
家
で
あ
り
、
構
造
的
ア
ナ
ー
キ
ー
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
国
際
主
体
と
し
て
最
も
合
理
的
な
主
体
は
何
か
と
い
う
問

題
は
、

一
方
で
統
治
原
理
と
し
て
の
国
家
主
権
の
歴
史
的
構
築
過
程
に
ま
で
分
析
射
程
を
拡
充
し
な
が
ら
、
結
果
と
し
て
、
分
析
上
最
も

震
安
な
主
体
と
し
て
主
権
国
家
を
選
択
す
る
頻
度
は
極
め
て
高
く
な
る
。
国
家
主
権
と
い
う
統
治
原
理
が
、
際
史
的
に
も
理
論
的
に
も
、

圧
倒
的
な
影
響
力
を
及
ぼ
し
続
け
て
き
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
主
権
問
家
が
最
も
重
要
な
主
体
と
な
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
か
ら
で
あ
る
。

コ
ン
ス
ト
ラ
ク
テ
ィ
ヴ
イ
ズ
ム
は
、
存
夜
論
に
関
し
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
物
質
構
造
は
規
範
構
造
を
通
じ
て
の
み
、
理
解
さ
れ
う
る
と
い

う
問
主
観
主
義
を
導
入
し
、
国
際
関
係
に
お
け
る
「
文
化
」
、
「
規
範
」
、
「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
の
重
要
性
の
再
発
見
を
、
つ
な
が
し
た
。

特
に
ウ
エ
ン
ト
の
議
論
は
、
問
主
観
主
義
の
巧
妙
な
再
配
置
に
よ
っ
て
、
ウ
オ
ル
ツ
流
の
構
造
決
定
論
が
も
っ
物
質
構
造
偏
重
の
現
論
的

心
待
観
主
義
の
問
避
に
成
功
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
認
識
論
に
つ
い
て
は
、
科
学
的
実
夜
論
の
採
用
に
よ
っ
て
、
経
験
的
に
検
証
さ
れ
、

合
期
的
に
推
論
さ
れ
た
命
題
は
必
然
的
に
符
観
的
真
理
を
意
味
す
る
と
い
う
認
識
論
上
の
与
件
が
構
造
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
で
は
、
ポ
ス
ト
実
証
主
義
論
争
に
お
い
て
明
ら
か
に
な
っ
た
、
認
識
論
L

仁
川
の
権
力
の
問
題
は
捨
象
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は

コ
ン
ス
ト
ラ
ク
テ
ィ
ヴ
イ
ズ
ム
が
観
察
不
可
能
な
理
念
を
表
象
す
る
諸
概
念
に
対
し
て
、
操
作
可
能
で
容
観
的
な
定
義
を
与
え
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
合
理
的
推
論
に
依
拠
し
た
経
験
的
検
証
手
続
き
の
承
認
を
認
識
論
上
の
絶
対
条
件
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
科
学

的
実
在
論
に
関
し
て
、
実
証
主
義
閲
際
関
係
理
論
に
お
け
る
そ
れ
と
同
様
の
疑
問
が
投
げ
か
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
「
合
理

的
推
論
を
合
理
的
た
ら
し
め
て
い
る
認
識
論
上
の
桜
拠
は
何
か
」
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
そ
し
て

(
ウ
エ
ン
ト
に
し
た
が
う
か
ぎ
り
)
手

統
的
な
合
理
性
以
外
に
こ
れ
を
保
証
す
る
基
盤
は
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

問
題
と
な
る
の
は
、
規
範
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
い
っ
た
理
念
を
理
論
的
に
、
あ
る
い
は
「
モ
ノ
」
の
よ
う
に
あ
っ
か
う
こ
と
の
意

コ
ン
ス
ト
ラ
ク
テ
ィ
ヴ
イ
ズ
ム
と
権
力
/
知
(
南
山
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味
で
あ
る
。
規
範
一
般
あ
る
い
は
、

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
一
般
等
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
。
現
実
に
存
在
し
て
い
る
の
は
、
固
有
の

歴
史
構
造
を
有
す
る
、
具
体
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
宗
教
、
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
等
、
個
人
を
社
会
集
団
と
し
て
集
約
す
る
諸
価
値
の
体
系
と
、

そ
れ
に
依
拠
す
る
社
会
行
動
で
あ
る
。
一
定
の
制
度
的
裏
付
け
を
共
有
す
る
主
権
国
家
や
政
府
機
構
と
は
違
い
、
こ
れ
ら
は
経
験
的
な
観

察
行
為
か
ら
の
合
理
的
に
推
論
に
よ
っ
て
の
み
概
念
化
さ
れ
る
、
い
わ
ば
実
体
を
伴
わ
な
い
「
思
考
の
産
物
」
あ
る
い
は
「
想
像
の
共
同

体
」
で
あ
り
、
そ
の
構
築
過
程
は
唯
名
論
的
に
し
か
理
解
さ
れ
え
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
規
範
あ
る
い
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

の
有
意
味
性
に
最
終
的
な
審
判
を
下
す
の
は
、
研
究
者
の

(
主
観
的
な
)
合
理
性
で
あ
り
、
そ
れ
は
権
力
/
知
の
主
要
な
稼
働
領
域
に
他

な
ら
な
い
。

-'-
/， 

お
わ
り
に

ー
権
力
/
知
と
し
て
の
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
テ
ィ
ヴ
イ
ズ
ム

l

国
際
関
係
論
へ
の
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
テ
イ
ヴ
イ
ズ
ム
の
導
入
は
、
冷
戦
の
終
罵
と
い
う
国
際
政
治
の
構
造
変
動
に
よ
っ
て
、
「
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
・
ク
ラ
イ
シ
ス
」
に
直
面
し
て
い
た
現
代
国
際
関
保
理
論
に
、
構
造
変
動
の
力
学
に
対
応
可
能
な
理
論
射
程
を
も
た
ら
し
た
。

そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
「
ネ
オ
リ
ア
リ
ズ
ム
・
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
総
合
」
と
同
様
、
国
際
関
係
理
論
に
お
け
る
実
証
主
義
の
生
き
残
り
戦
略

mm) 

と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
観
点
に
立
て
ば
、
た
と
え
ば
ネ
オ
リ
ア
リ
ズ
ム
と
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
テ
イ
ヴ
イ
ズ
ム
の
聞
で
展

開
さ
れ
た
、
主
体
|
構
造
関
係
に
関
す
る
論
争
も
限
定
的
な
意
味
し
か
も
ち
え
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
た
だ
し
ネ
オ
リ
ア
リ
ス
ト

か
ら
、
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
テ
ィ
ヴ
イ
ズ
ム
に
対
し
て
本
質
的
な
疑
問
が
呈
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
最
後
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、

そ
れ
が
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
テ
ィ
ヴ
イ
ズ
ム
を
権
力
/
知
の
問
題
と
し
て
理
解
す
る
う
え
で
重
要
な
意
味
を
持
つ
か
ら
で
あ
る
。

「
攻
撃
的
ネ
オ
リ
ア
リ
ス
ト
」
と
し
て
知
ら
れ
る
、
ジ
ョ
ン
・
ミ
ア
シ
ヤ
イ
マ

l
は
ネ
オ
リ
ア
リ
ズ
ム
の
立
場
か
ら
、
リ
ベ
ラ
ル
制
度



主
義
、
集
団
安
全
保
障
論
、
批
判
理
論
、

n
 

コ
ン
ス
ト
ラ
ク
テ
ィ
ヴ
イ
ズ
ム
に
対
す
る
全
面
的
な
批
判
を
展
開
し
た
。
そ
れ
は
制
度
お
よ
び

規
範
に
肯
定
的
な
評
舗
を
与
え
る
悶
際
関
係
理
論
全
般
を
「
制
度
主
義
の
諸
捌
持
論
」
と
し
て
一
括
り
に
し
て
批
判
す
る
と
い
う
独
断
的
で

組
雑
な
議
論
で
あ
っ
た
が
、
少
な
く
と
も
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
テ
ィ
ヴ
イ
ズ
ム
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
そ
の
疑
問
の

a

部
は
正
鵠
を
射
た
も
の
で

お一

あ
っ
た
。
そ
れ
は
「
特
定
の
一
伝
説
が
支
配
的
な
も
の
と
な
り
、
特
定
の
一
日
口
説
が
、
そ
の
影
響
力
を
喪
失
し
て
い
く
の
は
な
ぜ
か
」
と
い
う

へ
お
川

根
源
的
な
疑
問
で
あ
る
。

そ
の
理
由
は
明
ら
か
で
あ
る
。
既
述
し
た
よ
う
に
、
ウ
エ
ン
ト
の
議
論
に
お
い
て
は
、
科
学
的
実
在
論
を
導
入
し
、
認
識
論
上
の
客
観

主
義
が
構
造
化
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
社
会
現
象
お
よ
び
社
会
規
範
の
問
主
観
的
構
成
性
が
存
在
論
上
の
所
与
と
な
っ
て
い
る

た
め
、
問
主
観
性
肉
体
は
、
得
観
的
な
因
果
関
関
係
の
被
説
明
要
凶
に
は
な
り
え
な
い
。
そ
の
結
果
、
社
会
現
象
に
関
す
る
認
識
お
よ
び

規
範
の
問
主
観
的
な
構
成
過
税
そ
の
も
の
が
理
論
的
与
件
と
し
て
外
部
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ゆ
え
に
宗
教
紛
争
や
エ
ス
ニ
ツ
ク
紛
争

等
、
観
点
の
差
異
が
後
数
の
ん
日
現
的
言
説
を
も
た
ら
し
、
対
立
関
係
を
む
し
て
い
る
事
例
を
合
理
的
に
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と

に
な
る
。
少
な
く
と
も
ミ
ア
シ
ャ
イ
マ
!
の
疑
問
に
対
し
て
容
観
的
な
解
答
を
与
え
る
こ
と
は
論
理
的
に
不
可
能
と
な
る
。

以
上
の
点
を
考
慮
す
れ
ば
、
ネ
オ
リ
ア
リ
ス
ト
と
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
テ
ィ
ヴ
イ
ス
ト
の
対
立
は
、
物
質
構
造
偏
重
の
構
造
決
定
論
を
存
在

論
的
問
主
観
主
義
を
通
じ
て
修
正
す
る
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
ぞ
れ
は
単
に
「
論
争
」
と
い
う
対
立
関
係
を
淡

じ
る
こ
と
で
理
論
間
の
差
異
を
過
度
に
強
調
す
る
、
権
力
/
知
の
、
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
表
象
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
冷
戦
後
の
国
際
関
係

理
論
が
、
ネ
オ
リ
ア
リ
ズ
ム
・
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
総
合
と
い
う
実
証
主
義
的
な
「
真
理
の
体
制
」
を
再
構
築
し
つ
つ
あ
る
な
か
で
、

コ

ン
ス
ト
ラ
ク
テ
ィ
ヴ
イ
ズ
ム
は
、
合
理
主
義
と
い
う
一
見
非
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
視
角
か
ら
、
こ
れ
を
正
当
化
す
る
特
殊
な
触
媒
と
し
て

機
能
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ウ
エ
ン
ト
に
代
表
さ
れ
る
、
民
一
流
派
の
合
理
主
義
的
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ス
ト
の
関
心
は
、
主
体
構
造
聞
の
構
成
関
係
、
国
際
規

コ
ン
ス
ト
ラ
ク
テ
ィ
ヴ
イ
ズ
ム
と
権
力
/
知
(
南
山

一一一一七
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0

人

範
の
制
度
化
、
国
家
行
動
に
対
す
る
文
化
の
影
響
と
い
っ
た
問
題
に
集
中
し
、
主
権
同
家
を
中
心
と
す
る
国
際
主
体
問
の
問
主
観
的
関
係

性
の
説
明
に
終
始
す
る
傾
向
に
あ
り
、
そ
こ
に
は
批
判
的
視
康
が
著
し
く
欠
如
し
て
い
る
。
ぞ
れ
は
観
察
対
象
(
客
体
)
と
し
て
の
凶
際

政
治
を
、
規
範
構
造
の
観
点
か
ら
問
題
化
す
る
こ
と
に
部
分
的
に
成
功
し
な
が
ら
も
、
自
ら
の
認
識
論
上
の
合
理
性
を
構
成
す
る
過
程
に

権
力
関
係
が
及
ぼ
す
影
響
、
す
な
わ
ち
権
力
/
知
に
対
す
る
理
論
的
な
関
心
が
欠
如
し
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

1 

現
代
制
際
関
係
燃
論
に
お
け
る
ポ
ス
ト
笑
証
主
義
に
関
し
て
は
、
∞
時
四
〈
白
缶
百
円
re}ハg
∞
C
2
吉
田
邑
玄
白
「
玄
白
N
E
一
向
者
柏
戸
E
H
S
H
E
-
さ
~
M
3
b
g
弓
-

E
己
号
、
同
室
号
ミ
~
u
s
s
A
内
吉
田
ぴ
『
広
加
同
一
門
E
g
g
-ふ
柏
市

d
E
5
2
q
句
『
m
a
e
}
害
事
・
を
参
照
。

す
こ
こ
の
よ
以
を
検
討
し
た
も
の
と
し
て
、
問
。
宮
ユ
ハ
s
i
o
三
き
与
ロ
ロ
3
、
こ
と
1
2
p
a
f
T
R
E
む
き
さ
~
同
之
さ
き
?
M
た
む
き
み
室
内
、
.
E
s
p
ミ
ミ
M
R
・
7

2『《
v

九
一
司
王
立
t
N
X
d
w
旬
、
当
H
V
4
5
b
M
E
、
さ
さ
き
~
3
-
2
1
?
と
Z
3
一
∞
S
8
d
a
g
Z
々
え
Z
9
ξ
JへC
失
望
町
田
少
N
C
2
"
を
参
照
。

(
3
)

た
と
え
ば
』
、
ミ
コ
志
向
ざ
さ
~
」
む
な
込
町
h
c
m
m
E
ミ
雪
~
y
v
d
w
Rミ
~
ケ
雲
町
~
~
ざ
さ
と
と
ぬ
込
町
~
き
を
白
河
内
角
九
州
内
之
内
w
む
な
と
に
さ
え
言
町
、
日
尽
き
ミ
5
s
~
M
D
町
民
町
内
戸

さ
一
￥
・
5
M
a
}
喝
さ
を
参
照
。

(
4
)

本
総
で
使
用
す
る
「
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
テ
ィ
ヴ
イ
ズ
ム
」
と
い
う
言
葉
は
、
合
理
主
義
に
依
拠
す
る
狭
義
の
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
テ
ィ
ヴ
イ
ズ
ム
を

作
以
味
す
る
も
の
と
し
、
い
わ
ゆ
る
批
判
、

A

巨
上
義
的
な
問
際
関
係
理
論
は
こ
れ
に
合
ま
な
い
も
の
と
す
る

O

このヤ白点Hμ…に関しては、吋討n門仏同エ。毛唱叉ミ『戸岨
z」4}宮d琵白

閉℃》『さc吉出おn9え吋内内リ(。s》当口z1己同E『ロ2Ht-EE円又旦門巴号↑芝王〈三一21sF宮=同宮宮口去同怠白円EロEp邑戸巳EF芯。s口E宮包一刃寄向己}巳邑F芯。口g担↓=町2同々吋

.3Jh

の
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
テ
f
ヴ
イ
ズ
ム
と
し
て
、
た
と
え
ば
以
下
を
参
照
合
言
同
町
田
・
』
・
穴
巴
円
N
g
出
向
口
g
a
a
a
M
3
缶
、
合
之
さ
え
ミ
ミ
ミ
言
、
~
巴
~
」
町
内
2
2
弓
宗
ミ
ま

ミ
ミ
ミ
ミ
ミ
『
・
4
0
3
f
司
色
、
4
k
p
》~九円九円huznMそ

J苫円
r・
内
O
E
ヨ
σ
Z
C
2
2
2
位
同
町
勺
『
何
回
目
也
]
唱
。
か
一
』
c
y
z

。ngE
m
z
開
問
戸
円
リ
ミ
ミ
ミ
円
号
、
回
同
H
F
A
1
t
さ
え
に

htwq
つぺ

b
h
h
5
2
2
E
弓
さ
む
と
さ
む
こ
ま
な
定
泣
き
ミ
凡
打
ね
た
2
F
E
E
S
一
閉
山
富
円
一
色
問
問
a
3
0
∞
e

む
も
-
R
F
J
Z
=
岳
・

コ
ン
ス
ト
ラ
ク
テ
イ
ヴ
イ
ズ
ム
を
認
識
論
お
よ
び
広
ぷ
の
方
法
論
の
観
点
か
ら
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
穴
宝
ロ

ζ

芸
品
穴
口
E
E
-
-
T
E
a
g詫
戸

尽
き
さ
ミ
s
h
?
E
4
む
き
さ
~
河
内
E
H
3
5
・
H
E司
2
2
C
ミ
ミ
ミ
ミ
2
2
J
ベ
ミ
r
一
玄
-
m
-
∞
苦
手
M
C
C
一
-
を
参
照
。
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