
れ
は
こ
の
不
安
状
態
を
克
服
し、

安
定
感
を
回
復
す
る
た
め
に、

の
に
と
ど
ま
る
か
ぎ
り

中
5

9
h
`
 

あ
る。

の

J

の
よ
う
に
変
化
し
て
や
ま
な
い
相
互
閲
係
ー
�
そ
の
全
体
的

J

の

デ
ュ
ー

イ

環
境
と
の
あ
い
だ
に
均
衡
状
態
を
保
つ
こ
と
が
で
き
な
い。

そ
こ
で
は
主
体
は
安
定
感
を
も
つ
こ
と
が
で
き
ず、

し
か
る
に、

主
体
も
環
塙
も
と
も
に
絶
え
ざ
る
変
化
の

の
相
互
限
定
作
用
が

の
で
あ
る。
そ
こ

で
あ
ろ
う。
か
く
て、

に
剣
印
さ
れ
た
も
の
で
あ
る。
こ
の

に
よ
る
主
体
な
ら
び
に

は
な
い。

む
し
ろ

わ
れ
わ
れ
は

す
る
相
互
作
用
閾
係
(inte
raction)
の

わ
れ
わ
れ
の
判
断
は

ヽ

6
i

、

カ
な
ら
す

は

じ

め

に

デ
ュ

の

J

の
相
互
作
用
閃
係
そ
の
ら
の
が
原
初
的
に

そ
の
状
況
に
対
し
て
さ
ま
ざ
ま
の

に
あ
る。
し
た
が
っ
て

で
あ
る。
し
か
し、

主
体
と

て
‘

と
措
定
の
働
ら
き
の。フ
ロ
セ
ス
が

と
る。

状
況
「
判
断」
は
そ
の
際
に
な
さ
れ
る

し、

そ
の
刷
係
に
芯
い
て、

J

意
諏
さ
れ
る
客
体
と
し
て
の
環
墳
と
が
成
立
す
る

、
、
、

、
、
、
、
、

ケ
ー
テ
の
フ
ァ
ウ
ス
ト
の
故
智
に
な
ら
っ
て、

初
め
に
働
ら
き
（
イ
ン
タ
ー
・
ア
ク
シ
ョ
ン）
あ
り
き、

と
い
う
こ
と
が
で
き
る

主
体
が
相
互
作
用
的
存
在
と
し
て
生
起
す
る
と
き、

そ
れ
と
同
時
に、

主
体
は
そ
の
志
向
作
用
に
お
い
て、

環
境
を
客
体
と
し
て
措
定
す
る。

の
意
議
活
動
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る。

意
識
は
先
ず
第一
に
は、

主
体
と
環
境
と

、
、
、

の
あ
ら
わ
れ
方
は
先
ず
受
動
的
で
あ
る。

受
動
的
な
意
識
は
感
情
・

「
勘」
（
シ
チ
ュ
エ
ー
ソ
ョ
ン、

状
況）

の
相
互
限
定
作
用
も、

不
断
の
力
動
的
関
係
に
お
い
て
あ
る。

ン、、

こ̀
n
、
こ-•
ミ

リ
月
こ

la
吋
1
J

h
廿

h̀

7
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t

f
力
し
ì
4

!)

、
、
、

、
、
、

な
に
か
に
つ
い
て
の
判
断
で
あ
る。

そ
の
な
に
か
は
判
断
主
体
の

ー
イ
歴
史
理
論
に
関
す
る
若
干
の
間
題

に
あ
る。 山

で
あ
る
ー
�
に
お
い
て

主
体
が
そ
の

田

tr. 

央

世

の

受
動
的
な
も

不
安
感
に
と
ら
わ
れ
る。
カ、

々

で

し
か
る
後
に、

粗
互
作
用
閲
係
に
入
る
の
で

の
あ
い
だ
に



ら
な
く
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ら
し
い
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状
況
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.

.

、
盲

e
xiste
nt
ia
ll
y"

と
し

デ
ュ
ー
イ
は

い
て
の

あ
る 。

0) 

に
つ
い
て
の

つ
ね
に

あ
る 。

の
三
分
野
は

、
エ
ー＇じ`

の

み
で
あ
っ

て 、

状
況
に
対
す
る
主
体
の
す
へ
て
の

、
、
、

二
こ
状
況
に
対
す
る
主
体
の
能
動
的
な
働
ら
き
で
あ
る 。

こ
れ
は
知
性
あ
る
い

こ
の
よ
う
に 、

の
働
ら
き
は
つ
ね
に
受
動
的
か
つ
詣
励
的
で
あ
る 。

た
と
え
ば 、

こ
の
よ

に
芦
い
て 、

闘
し

合
っ

て
い
る
全
体
で
あ
る
か
ら 、

し
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る 。

存
在
の

時
間
性
と
空
間
性

の
受
勁
態
）

さ
れ
た
対
象
に
つ
い
て
判
断 に

対
し
て
受
動
的
で
あ
り 、

ece
dent
 e
xiste
ntia
ll
y

 in
deter
mi
nate
 or
 u
nse
ttle
d
 situatio
n)

 -i'l:--J、

そ
の
な
か
の
一
つ
の
要
素
を
間
題
と
す
る
こ
と
は、

―
つ
の
全
体
と
し

て

ま
之 、
単
一

的
(si

n
gular)

で
ら
，窪
く 、 デ

ュ
ー
イ
に
よ
れ
二 、

主
休
は
あ
る
対
象
に

し
て
あ
ら
わ
れ
る 。

次
に
指
動
的
で
あ
る
と

こ
の
状
況
判
断

こ
れ
は
あ
く
ま
で
説
明
上
の
順
序
で
あ
っ

て 、

、
、
、

を
感
じ
る
と
同
時
に
そ
の
対
象
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る 。

し
な
か
ら 、

そ
の
場
の
他
の
構
成
要
因
で
あ
る
店
に
ら
の
か
を 、

あ
る
い
は
そ
の
場
の
全
体
を 、

つ
ね
に 、

、

受
動
的
で
あ
る
と
と
応
に
指
動
的
な
の
で

が
み
ず
か
ら
の
内
部
に
刻
印

、
、
、

主
体
の
意
識
内
に
あ
る
と
こ
ろ
の
な
に
か
に
つ

「
割
断
」

を
次
の
よ
う

に
説
明
し
て
い
る 。
「
判
断
は、

先
行
す
る
存
在
論
的
に
不
確
定
的
あ
る
い
は

(
1)

 

碕
定
的
な
場
へ
と
変
形
す
る
こ
と
で
あ
る
」

と
。

(
L
・

ニ

ニ

0)

か
ら
み
て
」
の
ご
と
ぎ
意
味
を
も
っ

て
い
る 。

主
体
は
み
す
か
ら
―
つ
の
場
を

意
識
的
に
と
り
あ
け
て
閲
心
の
対
象
と
す
る 。

場
は
有
機
的
（

の
全
体
を
問
題
と
す
る
こ
と
に
な
る 。

の
働
ら
き
を
と
お
し
て 、

伯
的
(i
n
di
vi
dua
l)

て
あ
る 。

侶
的
だ
と
い
う

意
味
は、

る 。

こ
の

現
実
に

定
な
場
(a
n
a
nt,

つ
ま
り 、

場

そ
れ
が
特
殊
的
(
p
articular)

で

「
―
つ
の
全
体
と
し
て
ま
と
ま
っ

た
質
的
な
蜆
」
(a
total
 q
ualitati
ve
 situatio
n)

に
つ
い
て
の

判
断
で
あ
る

の
対
象
と
な
る
の
で
あ
り

は、
「
存
在
に
か
か
わ
っ

て
」 の

指
動
態）

す
る
の
で
あ
っ

て
r

判
断
の
対
象
は

さ

ご

以
上
の
よ
う

に 、

主
体
は
そ
の
閲
場
と
の
相
互
限
定
閃
係
の
場
に
認
い
て
状
況
判
断
を
す
る
の
で
あ
る
が

認
い
て
は
一

体
的
な
も
の
で
あ
る 。

い
か
ら
泣
く
の
で
あ
る
し 、

ま
た 、

泣
く
か
ら
悲
し
い
の
で
応
あ
る 。

の
根
底
に
は

か
っ

主
体
は
そ
の

に
は、

そ
の

の
間
題
と
し
て
は

ぺ
た
が

で
あ
る
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず 、

そ
の
判
断
は

じ
つ
は、

す
で
に 、

さ
ら
に
新

で
は

あ
る
い



t

ギ
6

、

7
iv‘ 以

上
に
よ
っ
て、
判
断
が
個
的
な
も
の
で
あ
る

あ
い
だ
の
区
別
は

個
人
的
か
つ
社
会
的
で
あ
る
が、

し
か
し

デ
ュ
ー
イ
歴
史
理
論
に
関
す
る
若
干
の
間
題

と
い
う
こ
と
で
あ
る。
（
同
上）
特
殊
な
ら
の
は
一
般
的
で
は
な
く、
呉
様
な
と
か、

）も
そ
の
よ
う
な
特
殊
さ
を
も
つ
必
要
は
な
い。
ご
く
ふ
つ
う
の
場
で
も、

あ
る。
ま
た、
単一
な
応
の
と
は、

個
的
な
も
の
は、

そ
れ
自
身
が―
つ
の
全
体
を
成
し
て
い
て
他
の
場
で
は
な
い、

「
こ
れ」
「
そ
れ」
「
こ
こ
に
」
「
い
ま」
の
ご
と
き
指
示
語
に
よ
っ
て
一
っ
―
つ
が
別
個
に
示
さ
れ
る
も
の
で
あ
る。
個
的
な
場
に
は

い
く
つ
か
の
単一
な
も
の
が
生
じ
得
る。
す
な
わ
ち、
個
的
な
も
の
は、

む。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず、
あ
る
い
は、

他
人
と
の
あ
い
だ
に
行
わ
れ
る
と
ぎ、

一
方、
私
的
な
も
の
も、

そ
の
故
に
こ
そ、

vate)
で
あ
る。
そ
れ
が
第

三者
た
ち
に
お
よ
ぶ
な
ら
ば、

そ
れ
自
身
が―
つ
の
包
括
者
で
あ
り、

そ
れ
は、
も
う
そ
れ
以
上
分
割
で
き
な
い

的
な
場」
と
呼
ん＇こ
の
で
あ
る。
質
は
量
的
な
比
較
を
絶
し
た、
そ
れ
自
体
で
狐
自
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る。

さ
ら
に
「
私
的」
な
も
の
と
区
別
さ
れ
る
必
要
が
あ
る。
こ
の
こ
と
を、
彼
は、
『
公
衆
と
そ
の
問
題』
の
な
か
で
論
じ
て
い
る。

そ
の
働
ら
き
の
影
嬰・
結
果
の
お
よ
ぶ
範
囲
が
当
事
者
同
志
の
あ
い
だ
に
限
定
さ
れ
る
な
ら
ば、

そ
の
働
ら
き
は
「
公
的」
(public)
で
あ
る。
こ
の
後
者
を
統
制
す
る
た
め
に
公
権
力
が
必
要
で
あ
り、

そ
れ
が
私
人
と
私
人
と
の
あ
い
だ
の
働
ら
き
で
あ
れ
ば、

私
的
な
な
ぐ
さ
み
や
趣
味
と
い
え
ど
も、
社
会
的
環
境
の
な
か
に
お
げ
る
私
的
な
も
の
な
の
で
あ
っ
て、

な
い。
人
は
人
と
し
て
存
在
す
る
と
き、
す
で
に、

と
で
は
な
い。
「
公
と
私」
は
権
利・
当
為
の
霞
念
に
基
づ
く
区
別
で
あ
り、

（
場）
な
い
し
存
在
が
個
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る。
さ
ら
に、

れ
は
最
終
的
に
国
家
と
呼
ば
れ
る
も
の
と
な
る。

か
な
ら
ず
し
も、
公
的
で
あ
る
と
い
う
こ

し
か
る
に
飼
的
な
ら
の
は
少
し

、
、
、

と
い
う
意
味
で
個
性
的
な
の
で

(in'dividua
l)
も
の、
も
し
分
割
す
れ
ば
本
来
の
性
質
を
失

「
社
会
的」

そ
の
働
ら
き
は
「
私
的」
(pri,
 

そ

ま
た
純
粋
に

そ
れ
は
た
ん
に
社
会
性
を
欠
如
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
に
す
ぎ

そ
の
存
在
は
社
会
的
な
の
で
あ
る。
し
か
し、
社
会
的
で
あ
る
こ
と
は、

「
侶
〔
人〕
と
社
会」
は
存
在
の
事
実
に
基
づ
く
区
別
で
あ
る。
私
的
な
も
の
は
か
な
ら
ず

そ
れ
に
対
し
て、
個
的
な
も
の
は
か
な
ら
ず
し
も
公
私
の
概
念
に
関
係
し
な
い
の
で
あ
る。

か
く
し
て
デ
ュ
ー
イ
は、

い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も、
個
的
な
も
の
と
社
会
的
な
も
の
と
の
区
別
と
お
な
じ
で
は
な
い
」
(
P
．
一
三）
と
い
う
の
で
あ
る。

と
い
う
こ
と
の
意
味
が
明
ら
か
に
な
っ
た。
判
断
が
佃
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は、

デ
ュ
ー
イ
に
お
い
て
は、

判
断
と
い
う
主
体
の
意
讃
作
用
が
主
体
と
環
境
と
の
相
互
限
定
作
用
と
し
て
現
象
す
る
と
き、

っ
て、
ら
は
や
そ
の
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
も
の、
と
い
う
意
味
で
個
的
(individua
l)
な
の
で
あ
る。

一
風
変
っ
た
と
い
う
よ
う
な
意
味
を
さ
え
も
つ。

「
私
と
公
と
の

そ
の
判
断
の
対
象
で
あ
る
状
況

そ
の
判
断
の
主
体
で
あ
る
人
間
存
在
そ
の
も
の
が
伺
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る。
し、

し、

ヵヽ

ぇ

そ
の
作
用
の
主
体
も
客
体
も、

で
あ
る
こ
と
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い。

ま
た
そ

人
の
働
ら
き
が

だ
か
ら
こ
そ
デ
ュ
ー
イ
は、
そ
の
よ
う
な
場
を
「
質

み
ず
か
ら
の
な
か
に
さ
ま
ざ
ま
の
区
別
や
関
係
を
ふ
く



お
り
r

そ
の
う
ち
の
ど
れ
か
―

つ
が
顕
在
的
に

し
る
。

1
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廿
さ

日
日｝化

さ
れ
る
衣
ら
ば 、

の
判
断
に
認
い
て
は
両
者
は
祖
印
不
随
で
あ
り 、

ぞ
九
は
描
写
さ
九
る
こ
と
で
あ
ろ
う 。

こ
れ
に
対
応
し
て、

時
閻
的
祖
の
ら
と
に
あ
る
判
断
に
は、

さ
し

っ
て

そ
の

＾ーノ’
,
 
••
 ＇. 場 、

（
グ
ラ
フ
）

の

の
区
別
と
し
て
旺
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う 。

地
方
史
と

J

の
時
間
的
経
過
に
対
し
て
は

上
）

し
た
が
っ

て

tこ

し＼

ば
な
ら
な
い

。

し、

て
の
み

に

ぉ

し、

て

「
す
べ
て
の

。

リ
lr
)

、
こ

「
半
化
0
な
力
し`

な
い
も
の
で
は
あ
る
が

I戸.'一

し、

ぇ�

現
在
形 、

は
―

つ
の
〔
空
間
的
な
〕

'-

0) 

札］
は

で
あ
る
。

共
存
の
た
め
に
は

の
作
用
そ
の
も
の
ら 、

と
こ
ろ
で 、

デ
ュ

ー
イ
に
お
い
て
は、

れ
る
。

」
(
L
・

ニ

判
断
が
存
在
論
的
に
不
確
定
的
な
場
を

の
空
間
的
相
と
の
閃
係
に
布
い
て
は

j

れ
ら
は
す
べ
て
判
断
の
対
象
と
し

て
の

し
た
が
っ
て
そ
の

哲
学

力:

、
D

、

C

斗
4

し
)

こ＇ 
9
,
 

(
d
escri
pti
o
n
)'
 べ

て
仰
的
な
も
の
で
丸
る 。

で
あ
る
。

判
断
そ
の
も
の
す
ら
判
断
の
対
象
と
し

て
客
体
的
存
在
た
り

得
る
。

こ
れ
ら
は
す
へ
て
が
徊
的
存
在
で
あ

し
て
そ
れ
み
ず
か
ら
の
徊
性
(i
n
di
vi
d
u
a
lit
y)

を
も
つ
の
で
あ
る
。

右
の
ご
と
ぎ
仰
的
存
在
に
つ
い
て
の
判
断
は、

と
い
う

二
つ
の
局
面
を
も
つ

。

デ
ュ

ー
イ
の

、
、

へ
と
変
厄
す
る
こ
と
で
あ
る
と
す
れ
鱈
r

変
形
は
か
な
ら
ず
時
間
的
経
過
に
お
い
て
年
起
す
る
の
て
あ
る
か
ら 、

に
お
い
て、

判
断
は
必
然
的
に
時
間
的
柏
(te
m
p
oral
p
h
a
s
e)

の
ら
と
に
あ
る
と
い
わ
な
げ
れ
i
な
ら
な
い

。

で
あ
る
。

呪
在
完
了
形 、

・

客
体
•
こ
れ

そ
の
飼
的
存
在
の
時
間
的
祖
と
の
閃
係
に
お
い
て
は
物
詔
(
n
a
r
rati
o
n

) 、

し
た
が
っ

て、

判
断
は
つ
ね
に
空
間
的
相
(s
pa
cial
p
ha
se)

の
心
と
に
あ
る
と
い
わ
な
け
れ

け
っ
し
て
別
伯
の
も
の
で
は
な
い

。

こ
の
こ
と
は
判
断
の
対
象
に
つ
い
て
も
主
っ

た
＜

れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
な
に
ら
か
の
時
間
的
経
過
の
な
か
に
存
在
す
る
の
で
あ

過
去
形 、

未
来
膨
等
々
が
あ
る
か 、

れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に 、

に
お
き
か
え
て
み
る
こ
と
ら
で
き
る
で
あ
ろ
う 。

ど
の
判
断
に
も
過
去
と
未
来
へ
の

の
区
別
の
こ
と
き
が
そ
の
近
例
で
あ
ろ
う 。

お
る
い
は
r

ま
た

九
る
の
で
あ
る
。

」
（
同
上
）

わ
れ
わ
れ
は

っ
て
詞
り

れ
る
。

」

）

の

ま
た 、

判
断
に
対
し
て、

存
在
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
は

ど
の

以
上
の
「
物
語
」

と

が
も
し

1
0
)

し
か
し 、

す
へ
て
の
変
化
は
諸
条
竹
の
相
互
作
用
を
と
お
し
て

の
で
あ
り 、ゞ

心ヽ
J
JJ
 

に
応
過
去
ー

現
在
ー

未
来
の

―

つ
の

L— 

い
か
な
る
も
の
で
あ
れ 、

時
閻
的

は、

主
と
し
て、

右
の 四

て
い
る
と
い
う
こ
と
は

べ
て

の
ス
ト
ー
リ
ー
と
そ
の

の
区
別
を

「
史
」

と

の
う
ち
に
認
め
ら
れ
る

の
で
は
な
く 、

ぎ
ち
ん
と

て

の
で
あ
る
。

」
（
同

（
同
上
）

以
上
の
二
つ
の
祖
は、

分
析
的
説
叫
の
必
要
上
区
別
さ
れ
な
け
九
ば
な
ら

―

つ
の
場
は
他
の

ぇ
げ

、 `＾し

こー9り，

の
日
よ

.‘
 

）
 

)
0
,
1
&

 に

ぉ

の
担
界
に
お
い
て
展 そ

の
相
互
限
定
作
用
•

そ
れ
ら
を
ふ
く
む
全
体
的



的
に
完
全
た
と
考
え
ら
れ
る
―
つ
の
動
き
〔
全
体〕
を
カ
バ
ー
す
る
包
括
的
な
撚
り
糸
を
つ
く
り
あ
げ
る
努
力
が
な
さ
れ
る
と
き
で
さ
え

た、
政
治
史
で
あ
り、
教
会
史
で
あ
り、
経
済
史
で
あ
る。
さ
ら
に

の
方
阿」

て
脚
光
を
浴
び
る
こ
と
に
な
る。

入

↑

ヵ
え＇月

あ
る。

デュ
ー
イ
歴
史
理
論
に
関
す
る
若
干
の
問
題

の
確
認
の
こ
と
で
あ
る。

そ
の
詞
断
の
対
象
の

も、
注
目
さ
れ
た
り、

芸
術
や
科
学
や
宗
教
や
祖
学
の
歴
史
で
あ
る。

方
向
性
の
な
い
と
こ
ろ
に
歴
史
は
あ
り
得
な
い。

か
く
し
て、
社
会
状
態
や
社
会
制
度
の
変
化
の
十
分
な
認
識
が
歴
史
的
判
断
成
立
の
た
め
の
前
捉
で
あ
る。

い
し
変
化
は
そ
の
特
徴
も
明
確
に
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
し、

評
価
さ
れ
た
り、

史」
(
L・
ニ
三
0)
と
し
て
と
り
あ
げ、
彼
の
歴
史
理
論
を
展
開
す
る。

の
テ
ー
タ
は
す
べ
て
現
在
の
時
点
に
お
け
る
素
材
に
ほ
か
な
ら
な
い。

謡
に
と
っ
て
役
立
ち
得
る
資
料
は
な
に
も
な
い。」
(
L・
ニ
三
三）
文
化
が
変
れ
ば
支
配
的
な
考
え
方
応
変
る。
「
歴
史
は、

前
に
は
み
の
が
さ
れ
て
い
た
資
料
が、
新
ら
し
い
時
代
に
新
ら
し
い
考
え
方
の
も
と
に
新
ら
し
い
問
題
が
解
決
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
登
場
し
て
く
る
と、
あ
ら
た
め

な
に
か
ら
(ab
quo)
 
な
に
ヘ

「
歴
史
は
〔
た
と
え
ば〕
諸
国
民
の
歴
史
で
あ
り、
諸
王
朝
の
歴
史
で
あ
る。
ま

「
歴
史
的
現
在
に
属
す
る
資
料
以
外
に

ま
た
正
当
に
根
拠
づ
け
ら
れ
る
こ
と
も
で
き
な
い。

た
ん
な
る
流
勁
(flux)
は、

「
変
化
は
方
向

な
に
か
か
ら
な
に
か
ヘ

ー
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る。」

(
L
・
ニ
ニ―
)
時
間
的
相
の
心
と
に
判
断
を
加
え
る
と
い
う
こ
と
は、
時
間
の
流
に
あ
る
―
つ
の
限
定
を
与
え、

時
間
的
命
題
は
次
の
三
つ
に
分
類
さ
れ
る。
日一
人
の
人
の
過
去
に
つ
い
て
の
命
屈。
こ
れ
は
回
想
に
つ
い
て
の
判
断
と
も
呼
ば
れ
る。
ロ一
人
の
人
の
経
験
の
な
か

へ
直
接
に
入
っ
て
こ
な
い
特
殊
な
出
来
ご
と
に
つ
い
て
の
命
退。
こ
れ
は
個
人
の
回
想
外
の
こ
と
に
つ
い
て
の
判
断
で
あ
る。
国一
貫
し
た
歴
史
的
物
語。
こ
れ
が
ふ
つ

う
歴
史
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
判
匝
で
あ
る。
時
間
的
命
題
が
三
種
類
あ
る
と
い
う
こ
と
は、

物
語
そ
の、
も
の
に一
i一
杜
類
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る。
伯
人
の
物
語、

み
つ
も
り
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
は
な
い。

J

れ
ら
の
諸
々
の
糸
筋
が
織
り
合
わ
さ
れ
て
相
対

〔
歴
史
を
構
想
す
る
に
際
し
て
の〕
指
導
的
原
理
や
仮

そ
れ
ら
の
テ
ー
タ
の
信
憑
性
を
確
め
る
こ
と
で
あ
る。
そ
れ
ら

秩
序
づ
け、
組
織
し、
刷
係
づ
け
る
と
い
う
こ
と
で

そ
の
命
起
も
し
く
は
判
断
の
対
象
が
三
種
類
あ
る
と
い
う
こ
と、

そ
の
個
人
の
経
験
に
直
接
的
に
は
佃
閃
係
だ
と
田心
わ
れ
る
出
来
ご
と
に
つ
い
て
の
物

語、
そ
し
て、
あ
る
個
人
と
彼
を
直
接
間
接
に
と
り
ま
く
環
境
全
体
と
を
総
合
し
た
場
の
経
過
に
つ
い
て
の
物
語、

て
起
き
る
出
来
ご
と
の
全
過
程、
す
な
わ
ち―
つ
の
歴
史」
(
L・
ニ
ニ
七）
な
の
で
あ
る。
デ
ュ
ー
イ
は、

歴
史
研
究
の
最
初
の
仕
事
は、
幅
広
く
し
か
も
集
中
的
な
秩
序
あ
る
観
察
の
も
と
に
デ
ー
タ
を
集
め、

と
く
に
三
悉
目
の
も
の
を、

(ad
 quo)
の
連
動
と
し
て
阪
定
す
る
こ
と
を
怠
味
し
て
お
り

五 上
記
の
賭
々
の
糸
筋
は

変
化
の
認
識
と
は

-

-

‘

 

A
r
t-

「
運
動

「
ふ
つ
う
の
意
味
に
お
け
る
歴

そ
の
と
き、

書
き
直
さ
れ
る。」
（
同
上）
以

が
そ
れ
で
あ
る。
こ
の
三
者
は
い
ず
れ
も
「
継
続
し

、

、

し
、し》

い
か
な
る
も
の
で

）
の
限
定
な
し
に
は
一
つ
の
連
動
な



イ
の
み
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
r

人

f

つ

こ
。

し
、

）

,
1
J

\
J

l
 

プ

i
‘

F
r

‘

 

-
，

I

rj
ー

は、

早
晩、

を
通
じ

て

て に 、

明
ら
か
に

� 
の
も
の
か 、

か
ら
学
ぶ
機
習
と

い
ず
れ
も
人
間
と

い
し

不
可
知
論
こ
お
ち
い
る
か

と
の
存
右
諭
的
閲
係
に
つ
い
て
の
正
し
い

さ
心
な
く
ば

に
立
ち
向
う 。

し
か
し 、

人
間
が
有
限
な
存
在
で
あ
る
か
ぎ
り

る 。

伝
統
的
な
立
場
に
お
い
て
は
r

人
間
経
験
と
自
然
と
は 、

は
じ
め
か
ら
相
互
に
独
立
の
存
在
で
あ
り 、

し
た
か
っ
て、

人
間
は

さ
ら
に
新
ら
し
い
現
在
を
創
り
出
す
の
で
あ
る 。

こ
の
よ
う
に 、

テ
ュ
ー
イ
は 、

現
存
在
の
自
己
目
的
性

て
ゆ
く

手
段
」
と
み
る

「
歴
史
は
そ
れ
自
身
の
プ
ロ
セ
ス
を
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。」

(
L・
ニ
三
九）

人
闊
存
在
の
時
間
的
相
の
論
岬
学
的
分
析
か
ら 、

ヘ
ア
プ
ロ
ー

チ
し
た
ら
の
で
あ
る 。

そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て、

以
上
の

あ
る 。

次
に
私
は 、

彼
に
お
け
る
歴
史
の
存
在
論
的
根
拠
に
つ
い
て
の
考
え
方
を
追
求
し
て
み
た
い
。

デ
ュ
ー
イ
は 、

経
験
す
な
わ
ち
人
間
と
自
然
と
を
根
源
的
に
相
対
立
す
る
二
元
的
な
実
体
と
み
る
伝
統
的
な
思
考
様
式
に
対
し
て
真
向
う
か
ら
挑
戦
し

こ
れ
ら
の

デ
ュ
ー
イ
の
『
経
験
と

の
た
め
に
で
は
な
い
。

適
応
し
て
ゆ
か
な
け
れ
は
な
ら
な
い
。

彼
ら

「
す
べ
て
の
歴
史
は
必
然
的
に

歴
史
の
方
向
は
つ
ね
に

ら
の

こ{
llJ
ナ
て

,i

··
 

す
は
じ
め
に
は
別
々
に
分
離
さ
れ

筑
波
大
学

を
持
ち
さ
え
す
る
な
ら 、

と
る 。

こ
れ
は 、

自
然
の
側
か
ら
み
れ
ば

は 、

人
間
の
経
験
を
「
自
然
の
諸
現
実
を
開
示
し
て
ゆ
く
手
段
」 、

の

用
い
な
が
ら 、

彼
ら
は
そ
れ

の
方
向
に
顔
を
同
け
て
は
い
る
が 、

哲
学
・

思
想
学
系
論
集

れ
る
。

」

(
L・
ニ
三

せ
て
い
る 。

そ
し
て、

め
い
め
い
が
そ
れ
巳
暑
の

の

の
な
か
に
本
来
あ
る
は
ず
の 、

指
導
的
な
諸
力
に
対
す
る
信
頼
を
欠

に
到
達
し

得
て
い
な
い

。

そ
の
失
敗
の
原
因
は 、

デ
ュ
ー

そ
れ
は
現
在
の
生
活
の
た
め
に
そ
う
し
て
い
る
の
で
あ
っ

て、

歴
史
の
洞
察
を
行
な
っ

た 。

そ
れ
は
「
判
断
」
の
側
か
ら
そ
の

の
「
存
在
」
の

は 、

デ
ュ
ー
イ
に
お
け
る
歴
史
の
認
識
諭
的
根
拠
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で

い
い
か
え
れ
ば 、
「
自
然
の
心
臓
部
に
向
っ

て
奥
へ
奥
へ
と
ど
こ
ま

「
自
然
そ
の
ち
の
の
自
己
開
示
」
の
手
段
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る 。

こ
の
よ
う

フ
ラ
ン
シ
ス
11
ベ
ー
コ
ン
の
よ
う
に
「
知
は
力
な
り

」
と
素
朴
に
確
信
す
る
楽
天
主
義

る
普
這
的
陀
議
能
力
と
し
て
の
形
而
上
学
的
理
性
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

に
対
し
て
修
正
し
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
し
て

人
々
は
み
す
か
ら
の
解
決
す
べ
き
問
題
を
か
か
え
て
い
る 。

の
資
料
が
選
択
さ
れ
る
の
は 、

し
た
か
っ

て

ノ‘

)
の
プ
ロ
セ
ス
そ

未
来
そ
の
応
の

そ
れ
を
解
決
し

て
現
在
に

つ
ね
に
現
在
の
祖
点
か
ら
で
あ
る 。

そ
し

て

〔
一

定
方
同
を
応
つ
〕

過
粗
を
と
お
し
て
た
ど
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。」

(
L



を
目
的
と
す
る
場
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

デ
ュ

ー
イ
は

然
で
あ
る
。
」
(
E
・
八
一
）

彼
が

い
た
こ
と
に
あ
る
。

も
の
で
も
な
い
。

テ
ュ

ー
イ
が
み
ず
か
ら
の
哲
学
を、

(
3)
 

(
E.
la
)

所
以
が
こ
こ
に
あ
る
。

そ
の
最
も
具
体
的
な
存
在
の
し
か
た
に
お
い
て
は、

そ
れ
独
自
の
目
的
を
措
定
し、

が
あ
る
。

そ
の
実
現
に、

(e
n
d)

と
は
し
な
い
。

人
生
そ
の
も
の、

デ
ュ
ー
イ
歴
史
理
論
に
関
す
る
若
干
の
問
題

い
ま

る
こ
と、

あ
る
い
は
一

題
の
問
題
を
正
解
す
る
こ
と

j

の
点
を、

さ
ら
に
は
っ

き
り
と

る。

こ
の
こ
と
は
人
生
そ
の
も
の
に
そ
の

ま
ま
妥
当
す
る
。

的
的。
フ
ロ
セ
ス
で
あ
り
r

旅
行
そ
の
も
の
は、

そ
れ
ら
の
出
来
ご
と
の
連
続
的
全
体
で
あ
る
。

「
経
験
的
自
然
主
義
も
し
く
は
自
然
主
義
的
経
験
論
」

あ
る
い
は

か
く
し
て、

デ
ュ

i
イ
は、

経
験
と
自
然
と
を、

事
実
的
に
も
論
理
的
に
も、

対
立
す
る
も
の
と
し
て
で
は
な
く、

本
来
一

元
的、

連
続
的
な
も
の

で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

経
験
と
は
人
間
の
経
験
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら、

デ
ュ

ー
イ
は
現
実
に
生
き
て
い
る
ナ
マ
の
人
間
の
具
体
的
経
験
の
事
実
の
分
析
か
ら、

に
お
い
て
生
き
が
い
を
感
じ
た
い
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち、

『
哲
学
の
改
造
』

の
な
か
で、

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

わ
れ
わ
れ
は

そ
し
て
旅
行
す
る
こ
と
自
体
が
た
ん
に
手
段
で

は
な
く
て
目
的
た
り
得

経
験
と
自
然
と
の
関
係
は、

び
を
み
い
だ
す。

こ
れ
は
将
来
の
合
否
と
は
無
関
係
に
そ
れ
自
体
で
絶
対
的
な
喜
び
な
の
で
あ
る
。

ま
た、

ま
こ
と
に
人
生
と
は
旅
で
あ
る
。

日
々
の
生
そ
の
も
の
が、

生
の
目
的
な
の
で
あ
る
。

デ
ュ

ー
イ
は
こ
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

人
は
た
ん
に
生
き
る
こ
と
よ
り
悲、

そ
の
ま
ま、

そ
の
人
間
と
自
然
と
の
存
在
諭
的
関
係
に
つ
い
て
の
考
察
を
始
め
る
。

人
間
は

現
在
に
お
け
る
み
ず
か
ら
の
生
の
満
足
を
求
め
る
こ
と
を
主
眼
と
す
る
の
で
あ
っ
て、

来
の
生
の
手
段
と
し
て
生
き
る
の
で
は
な
い
。

か
り
に
未
来
の
目
的
実
現
の
た
め
の
手
段
と
し
て
の
生
を
送
る
よ
う
に
み
え
る
場
合
で
も、

あ
る
い
は
実
現
の
た
め
の
努
力
の
過
程
に、

溝
足
を
党
え
る
の
で
あ
る
。

こ
の
デ
ュ

ー
イ
の
論
旨
を、

卑
近
の
例
を
も
っ
て
述
べ
れ
ば、

次
の
よ
う
な
こ
と
に
な
ろ
う。

受
験
勉
強
は
試
験
に
合
格
す
る
た
め
の
手
段
で
は
あ
る
が、

七

l

っ
―

つ
が
そ
れ
自
身
で
完
結
す
る
目

人
間
と
自
然
と
の
関
係
以
外
の
な
に

「
自
然
主
義
的
ヒ
ュ

ー
マ
ニ
ズ
ム
」

と
呼
ぶ

現
在
の
生
を
な
に
ら
か
の
未

そ
の
現
在
の
生
そ
の
忍
の
に

わ
れ
わ
れ
の
日
常

そ
の
途
中
で
一

冊
の
参
考
書
を
読
み
あ
げ

こ
れ
ら
の
こ
と
自
体
に
―

つ
の
完
結
的
な
目
的
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
ぎ
る
。

そ
し
て、

こ
の
目
的
の
達
成
に
喜

旅
行
に
つ
い
て
も
お
な
じ
こ
と
が
い
え
る
。

旅
行
に
は
行
先

し
か
し
旅
行
の
目
的
は
そ
の
目
的
地
に
到
着
す
る
こ
と
だ
け
で
は
な
い
。

旅
行
の
途
中
の
さ
ま
ざ
ま
の
出
来
ご
と
は、

人
生
の
終
点
(e
n
d)

で
あ
る
死
を、

け
っ
し
て
目
的

生
を
昂
揚
さ
せ
る
こ
と
に
心
を
奪
わ
れ
る
。

生
ぎ
て
い
る
現
在
の
時
点

「
人
は
準
備
(
pr
e
pa
ra
ti
o
n
s)

よ
り
も
仕
上
げ
(c
o
ns
u
m
m
ati
o
n
s)

に
よ
り
多
く
興
味
を
も
つ
の
が
自

こ
こ
に
r

あ
る
境
位
を
も
っ
て
存
在
し
て
い
る
と
い
う
個
別
具
体
的
な
場
（
状
況
）

に
は、

そ
れ
ぞ
れ、

他
と
代
え
る
こ
と

の
で
ぎ
な
い
目
的
が
あ
る
。

こ
の
目
的
が
そ
の
場
を
場
と
し
て
存
立
せ
し
め
る
。

本
諭
の
二
に
お
い
て
述
べ
た
個
性
的
な
「
質
的
な
場
」

と
は
こ
の
よ
う
な
「
仕
上
げ
」

「
す
べ
て
の
道



わ
れ
わ
れ
は

右
の
よ
う
な
テ
ュ

ー
イ
の
現
存
在
に
関
す
る
記
述
を
と
お
し
て、

彼
が
事
態
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
現
象
学
的
了
解
の
立
場
に
き
わ
め
て
近
い
と
こ
ろ

「
直
接
熊
媒
介
的
な
享
受
芦
よ
び
受
難
」
(i
m
m
e
diat
e
e
nj
o
y
m
e
nt
 a
n
d
 s
u
fferi
n
g)
 (
E
．
八
六
）

そ
の
内
容
は
直
接
経
験
で
は
衣
く、

間
接
的
な
心
の
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

て
い
る
の
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら

を
経
験
す
る
人
が
〕

な
に
か
を
自
己
自
卦
に
語
る
こ
と
は
無
用
で
あ
る
し

で
は
い
い
表
わ
し
よ
う
が
な
い
と
い
う
こ
と
の
急
味
は

七

こ

か
ら
で
あ
る
。

の
直
核
熊
妹
介
性
は

い
い
か
え
れ
ば

の
対
象
な
の
で
あ
る
。

現
存
在
の
直
接
無
媒
介
性
は、

理
性
認
識
の
対
象
で
は
な
く、

直
接
経
験
は
語
る
以
前
に
す
で
に
経
験
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
陪
る
必
婆
は
な
い
し

ま
た
な
に
か
を
他
人
に
対
し
て
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
」

な
に
か
神
秘
的
な
悲
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

て
は
い
い
表
わ
し
よ
う
が
な
い

ご
と
に
つ
い
て
妥
当
す
る
こ
と
は
現
存
在
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
。

な
ぜ
な
ら

そ
れ
を
他
人
に
対
し
て
語
れ
ば、

も
は
や

（
同
上
）

と
い
う
こ
と
を
表
現
し

そ
れ
は、

直
接
の
現
存
在
に
つ
い
て
は

哲
学
・
思
想
学
系
論
集

徳
的
状
況
は、

他
に
と
っ
て
伏
わ
る
こ
と
の
で`
さ
な
い
そ
れ
白
身
の
善
を
も
っ
と
こ
ろ
の、

い
え
は、

「
状
況
に
は
そ
れ
そ
れ
ュ
ニ
ー
ク
な
目
的
が
あ
り、

自
分
が
お
か
れ
た
ユ
ニ
ー
ク
左
坦
で、

(
4)
 

ユ
ニ
ー
ク
な
状
況
で
あ
る
」
(
R.
―

六
三
）

と
。

こ
れ
を
も
っ
と
一

般
的
に

人
格
全
体
が
そ
れ
に
関
心
を
も
っ

そ
の
場
か
も
つ
ュ
ニ
ー
ク
な
日
的
の
仕
上
け
に
人
格
全
体
を
も
っ
て
と
り
く
ん
で
い
る
人
閻
は、

そ
の
存
在
の
し
か
た
に
お
い

て

二
個
の
ユ
ニ
ー
ク
な
存
孔
で
あ
る
。

彼
は
他
の
訓
て
も
位
く、

彼
で
し
か
あ
り
よ
う
が
な
い
存
在
で
あ
る
。

私
か
本
論
に
お
い
て
こ
れ
ま
て
終
始
「
存
在
」

の

は
"̂
e
xiste
n
c
e"

で
，あ
る
。

こ
れ
は
む
し
ろ
「
坦
存
在
」

と
訳
す
の
が
よ
り
適
当
な
語
で
あ
る
。

の
訳
語
を
今
後
も
用
い
る
こ
と
が
あ
る
が、

そ
の
意
味
は
抽
象
的
な
「
有
」

で
は
な
く
て、

「
あ
ら
ゆ
る
個
々
の
現
存
在
は
条
件
づ
け
ら
れ
る
と
と
も
に
条
件
つ
け
る
。
」

「
い
す
れ
の
出
来
ご
と
に
応、

な
に
か
の
頑
固
で、

自
己
充
足
的
で、

あ
る
い
は、

こ
と
さ
え
可
能
な
ニ
ュ

ア
ン
ス
を
柏
び
て
い
る
。

し
か
し、

テ
ュ

ー
イ
は、
'^
e
xiste
n
c
e"

を
人
間
以
外
の
存
在
に
つ
い
て
も
使
用
し
て
い
る
の
で、

本
論
で
は
「
存
在
」

現
象
と
し
て
の
「
現
存
在
」

で
あ
る
こ
と
を、

(
E・
八
四
）

し
か
し、

ま
っ
た
＜
直
接
無
妹
介
で、

あ
ら
た
め
て
断
っ
て
お
か
な

現
存
在
た
る
所
以
は、

(I
m
m
e
dia
c
y
 of
 e
xiste
n
c
e
 is
 i
n
e
ff
a
ble)。

い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が

、

し
カ
し

）

の

よ

〔
そ
れ

「
あ
ら
ゆ
る
現
存
在
は
出
来
ご
と
で
あ
る
」
(
E

係
で
も
要
素
で
も
な
く
し
て、

む
し
ろ

と
い
わ
れ
る
よ
う
な、

直
接
無
妹
介
的
な
存
在
で
あ
る
こ
と
に
あ
る
。

の
存
在
た
る
こ
と、

す
な
わ
ち

か
ら
働
ら
き
か
け
ら
れ
る
。

人
閏
存
在
は
現
存
在
で
あ
る
か
ぎ
り

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

て
て
い
る
テ
ュ

ー
イ
の

筑
波
大
学

終
局
的
て
完
結
的
な
も
の
が
あ
る
」
(
E・
八
五
）

い
ま
こ
こ
に、

他
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
存
在
す
る
し
か
な
い
。

―

つ
の
関
係
的
全
体
に
お
け
る
閲

彼
は
他
の
現
存
在
に
働
ら
き
か
け、

」
(
R.
―

六
八
）

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ノ＼

出
来

l
`

�
 
二

>
、
‘

.

←

そ
れ
力
計
�

ま
た、

他
の
現
存
在

こ、
,“Ù
 

さ
ら

「
実
存
」

と



デュ
ー
イ
歴
史
理
論
に
関
す
る
若
干
の
問
題

た 、
と
い
う

物
理
的・
自
然
的
な
経
過
の
終
局
を
意
味
す
る
の
で
あ
る 。

ロ王
こ
ま、

矛
h
L

―
つ
の
現
存
在 、

れ
ら
の
も
の
は 、
す
で
に
く
り

か
え
し

指
摘
し
て
お
い
た
よ
う
に 、

の
で
は
な
い 。
麓
の
村
は
盗
山
道
の
終
点
で
あ
る
項
上
の
た
め
に
存
在
す
る
の
で
は
な
い
し 、

音
楽
の
各
章
節
は
そ
の
最
終
の
音
響
の
た
め
に
存
在
す
る
の
で
は
な
い 。

『
未
完
成』
は
そ
れ
自
体
で
「
完
成
」

せ
る
音
楽
な
の
で
あ
る 。

在
す
る
の
で
は
な
い 。」
(
E.
jL
jL)
と
か
ら 、

は
果
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る 。
し

か
し
r

―
つ
の

場
に
と
っ

て
ユ
ニ
ー
ク
な
目
的
が

に
い
る
こ
と
を
知
る 。
テ
ュ
ー
イ
の
い
う
「
享
受
お
よ
び
受
闘」
と
は 、

直
接
無
似
介
的
に
了
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
「
質
的
現
存
在
」
(qualitative
existence)

 (同
上）
で
あ
る 。

、
、
、
、

「
い
か
な
る
性
質
も 、
そ
れ
自
体
に
お
い
て
究
極
的
(:final)
で
あ
る 。
そ
れ
は
始
ま
り

(initial)
で
あ
り 、

り
(ter
minal)
で
あ
る 。
ま
さ
に
そ
れ
が
現
に
存
在
す
る
(exists)
が
ご
と
く
に 、

自
然
昇
ら
人
間
界
も 、
す
べ
て 、

的
意
味
で
の
目
的
ー
ー

しす
な
わ
ち 、

す
で
に
述
べ
た
よ
う

な 、
こ
の
よ
う
な
質
的
坦
存
在
の
「
現
存
在
的
過
程」
(existential
p
rocess)
 (
E・
九
七）
で
あ
る 。
こ
の
現
存
在
的
過
程
に
は
神
学

い
っ
さ
い
の
過
程
を
究
極
の
位
闘
か
ら
支
配
し

統
抑
す
る
よ
う
な
崇
高
な
目
的
—
ー

の
概
念
が
は
い
り

込
む
余
地
は
な
い 。
こ
の
過

因
呆
論
的
な
規
定
を
受
け
つ
つ 、
他
方
で
自
己
完
結
的
な 、

か
え
れ
ば 、
徊
性
的
な
目
的
が
介
在
す
る
の
で
あ
る 。
こ
の
意
味
で
の
目
的
が

I

―
っ
―
つ
の
区
切
ら
れ
た 。フ
ロ
セ
ス
は 、

―
つ
の
状
況 、

ロ
セ
ス
の
始
ま
り

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 。

ま
さ
に 、
彼
の
存
在
了
解
の
し

か
た
な
の
で
あ
る 。
理
論
的
連
性
認
議
の
対
象
で
は
な
く
し
て

過
程
は―
つ
の
状
況
と
し
て 、

そ
れ
は
あ
る
が
ま
ま
の
も
の
な
の
で
あ
る 。」
(
E・
九
六）

す
な
わ
ち 、
相
対
的
で
あ
り
な
が
ら 、

さ
き
に
述
べ
た
伺
訓
具
体
的
な
場
（
状
況）
に
ほ
か
な
ら
な
い 。
し
た
が
っ

て 、

こ
れ
ら
は
す
べ
て
デ
ュ
ー

イ
に
お
い
て
は 、

「
人
は
子
供
で
あ
る
う
ち
は 、

同一
の
経
験
を
別
々
の
角
度
か
ら
呼
ぶ
も
の
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い 。
こ

そ
れ
自
身
の
存
在
理
由
に
お
い
て
存
在
す
る
の
で
あ
っ

て 、
自
己
以
外
の
他
者
の
た
め
に
存
在
す
る

ま
だ 、
大
人
で
は
な
い
が 、

ま
応
状
況
は―
つ
の
過
程
と
し
て 、

し
か
し 、

幼
児
期
は
成
熟
期
の
た
め
に
存

そ
れ
は
目
的
が
成
功
裡
に
か
ち
と
ら
れ
た
と
い
う

意
味
で
は
な
い 。
そ
う

で
は
な
く 、

連
動
の
複
合
体
と
し
て
と
ら
え
る
の
で
あ
っ

て 、

―
つ
の
歴
史
的
生
起
に
ふ
く
主
れ
る
秩
序
で
あ
り 、

ち 、
性
質
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
い
わ
れ
る 。

そ
れ
は 、

九
む
し
ろ、

つ
ま
り 、
テ
ュ
ー
イ
は 、
自
然
お
よ
び
経
験
の 。フ
ロ
セ
ス
を
険
械
論
的
に
始
ま
り
↓

終
わ
り
の

自
然
神
学
の
立
場
で
自
然
に
素
高
な
目
的
を
も
た
せ
る
よ
う
な
自
然
観
は
と
ら
な
い 。
「
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
い
う
も
の
は 、

さ
ま
ざ
定
の
柾
史
ぶ
相
互
に
支
え
合
う

秩
序
に
よ
っ

て
定
義
さ
れ
る
も
の
で
あ
る 。」

は
多
種
多
様
で
あ
る 。
そ
れ
は
始
↓

終
の
系
列
の
相
厄
に
メ
カ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
支
え
合
う

全
体
で
あ
る 。
そ
し

て 、

―
つ
の
区
切
ら
れ
た 。フ
ロ
セ
ス
の
始
ま
り
か
ら
終
わ
り
ま
で
の
あ
い
だ
に

そ
れ
は
自
然
に
も
人
間
経
験
に
も
共
通
に
み
ら
れ

―
つ
の
過
程
が
終
了
し

そ
れ
が
終
局
に
来
た
と
き
に

な
お
か
つ 、

絶
対
的
な 、

そ
の
独
自
の
目
的

(
E・
九
八）
歴
史

せ
ら
る
べ
ぎ
目
的
允
と
い
う
こ
と
に
な
る 。

―
つ
の 。フ
ロ
セ
ス
の
ぶn
天
と
し
て
存
在
す
る
と
す
れ
ば 、

そ
れ
は
同
時
に
他
の 。フ

そ
し
て
こ
の
「
質
的」
と
呼
ば
れ
る
も
の

ヽ
、｀

し
し

欠ヽ
つ
,vir
オ

す
な
わ



£6
<‘
 

,}l
 

よ
っ

て
み
と
お
さ
れ
る
と
き
に
は 、

一
ー
ク
な
も
の
と
し
て
区
分
す
る
心
の
は

史
が
あ
る
の
で
あ
り 、

そ
こ
で
は

象
で
あ
る 。

そ
れ
は

以
上
の
デ
ュ
ー

イ
の
考
え
方
に
よ
れ
ば 、

四

忙
訊
ら
の
開
始 、

方
向 、

帰
結
の
ユ
ニ
ー
ク
さ
で
は
な
く 、

―
っ
―
つ
の
区
切
ら
れ
た
始
め
と

終
わ
り
を
も
つ
過
程
の
複
合
的
全
体
で
あ
る 。

自
然
と
歴
史

る 。
フ
ロ
セ
ス
な
の
で
あ
る 。

歴
史
は
人
間
存
在
に
特
有
な
現
象
で
は
な
く 、

人
間
を
そ
の
一

部
と
し
て
ふ
く
む
自
然
的
世
1介

に
全
般
的
に
認
め
ら
れ
る
叫

い
ず
れ
の
出
来
ご
と
も
―
つ
の
経
過
の
終
わ
り

で
あ
る
と
同
時
に
別
の
経
過
の
始
ま
り

で
あ
る 。

す
な
わ
ち 、

批
移
的
で
あ
り
つ
つ 、

同
時
に
静
止
的
な
の
で
あ
る
。

」
(
E·
I

0
0)

こ
の
区
切
ら
れ
た
過
程
は 、

て
は 、

状
況
が
「
意
識
の
場
」

と
し

て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

こ
れ
は 、

当
然
の
こ
と
な
が
ら 、

況
で
は
な
い

。

そ
れ
は
人
間
存
在
に
か
か
わ
る
過
程
な
い
し

状
況
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

）

は 、

関
始 、

方
向
す
な
わ
ち
意
図 、

c
o
nsci
o
us
ness

 

そ
れ
に
帰
結
す
な
わ
ち
意
味 、

(
p
ro
pert
y)

な
の
で
あ
る 。

こ
の
特
性
の
故
に 、

開
始
の
段
階
は 、

づ
く
る
際
の
プ
ラ
ン
と
し

て
使
用
で
き
る
予
言
(
pre
dicti
o
n)

と
な
る
。

」
（
同
上）

に
は 、

追
憶
も
し
く
は
夢
と

化
し
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
。

」
(
E·
I

o
二
）

筑
波
大
学

哲
学
・

思
想
学
系
論
集

そ
の
当
該
の
事
態
の
な
か
で
プ
ラ
ン
と
し
て
使
用
さ
れ
な
い
場
合

目
標
(ai
m) 、

意
図
(
p
ur
p
ose)

J

れ
ら
に
気
が
つ
き 、

知
覚
す
る
と
い
う 、

人
間
本
来
の
特
性

さ
き
に
ら
述
べ
た
よ
う
に 、

「
す
べ
て
の
状
況 、

す
な
わ
ち
意
識
の
場
(e
ver
y
situatio
n

 or
 fiel
d
 of
 

〔
の
三
者〕

に
よ
っ

て
区
分
さ
れ
る
。

」

究
極
的
な
結
末
は
：．．．．

 視
界
の
な
か
に
と
ら
え
ら
れ
た
終
わ
り

(e
n
d'i
n,

 vie
w)

と
な
る
。

す
な
わ
ち 、

〔
そ
の
状
況
に
お
け
る
主
体
的
現
存
在
に
と
っ

て
の
〕

知
的
に
し
て
統
制
的
な
手
段
で
あ
り 、

「
経
験
論
的
に
は

の
場
を
成
立
さ
せ
て
い
る
瞬
の

緒
で
あ

出
来
ご
と
の
経
過
を
形

そ
こ
に
働
ら
く
も
の
は
「
予
期
」

諸
々
の
歴
史
の
継
起
た
る
―
つ
の
歴

ど
の
出
来
ご
と
ら 、

た
ん
な
る
自
然
の
過
程
な
い
し

状

(
E·
I

O
I
)

こ
の
際 、

そ
の
あ
り

得
べ
き
経
過
と
帰
結
と
に
照
ら
し
て 、

判
断
さ
れ
る
。 状

況
で
あ
る
が

1

0
 

各
状
況
を
ュ

(a
ntici
pati
o
n)

 (
同
上）

で
あ
る 。

予
期
は
自
然
の
過
程
の
な
か
に
人
間
が
そ
の
本
性
を
も
っ
て
介
入
す
る
意
識
の
働
ら
き
に
ほ
か
な
ら
な
い

。
「
予
期
さ
れ
る
と
き 、

エ
ン
ド
・

イ
ン
・

ヴ
ィ
ウ
は
文
字
ど
認
り

視
界
の
な
か
に
意
識
に
よ
っ

て
と
ら
え
ら
れ
た
終
わ
り

で
あ
っ

て 、

当
該
の

る
。

自
然
的
・

物
理
的
世
界
内
の
状
況
に
お
い
て
は 、

た
ん
に
時
間
的
経
過
の
終
点
に
す
ぎ
な
い
因
果
論
的
な
終
末
が 、

意
識
の
場
の
主
体
と
し
て
の
意
諏
的
現
存
在
に

目
的
諭
的
な
目
標
と
な
る
の
で
あ
る

。

こ
の
意
味
に
お
け
る
目
標
は 、
「
観
想
的
に
所
有
さ
れ
た
り
使
用
さ
れ
た
り

す
る
対
象
で
は

‘
 
し

‘‘―
ュ
ー
イ
こ
、
P

―

フ

II'

ナ
ノ`



あ
る
。

か
く
し
て

て
の
子
供
に
は

る
と
こ
ろ
で
は

ら
し
め
る
も
の
は、

然
あ
り
得
る
。

庁
1
ギ6、

ー�

ー

7
,ù

人
間
は、

デ
ュ
ー
イ
歴
史
理
論
に
関
す
る
若
干
の
問
題

デ
ュ

ー
イ
に
お
い
て
は、

自
然
に
も
歴
史
は
あ
る
が

の
忘
恩
は、

そ
れ
が
転
じ
て

も
の
か
を
所
有
す
る
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
こ
そ、

的
な
も
の
で
は
な
い
c
ー一
(
E·
l

O
六
）

個
々
の
現
存
在
は

さ
て、

デ
ュ

ー
イ
に
お
い
て
は

意
識
の
場
に
お
け
る
人
間
主
体
の
目
的
的
実
践
に
お
い
て、

つ
ね
に、

人
間
の
歴
史
に
の
み
あ
り
得
る
こ
と
だ
か
ら
で

は
じ
め
て、

と
が
む
べ

き
も
の
と
な
る
」

は
じ
め
て、

人
間
は
歴
史
的
存
在
で
あ
り
得
る
。

さ
も
な

か
く
し
て、

歴
史
の
所
産
で
あ
り
な
が
ら、

歴
史
の
因
果
性
に
解
消
し
つ
く
さ
れ
な
い
ユ
ニ

ー
ク
な
な
に

「
因
果
律
と
は
継
起
的
秩
序
の
別
名
で
あ
る
。

そ
し
て

ろ
に
は
到
底
あ
り
得
な
い
こ
と
が
ら
だ
か
ら
で
あ
る
。
（
な
お、

）
の
継
起
的
秩
序
は、

始
ま
り
と
終
わ
り
と
を
も
っ
―

つ
の
歴
史
の
秩
序

困
果
論
的
終
末
が
目
的
論
的
目
標
に
転
化
す
る
と
き、

人
間
存
在
の
実
践
的
自
由
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
は、

デ
ュ

ー
イ
が
「
前
も
っ
て
の
反
省、

カ
」
(
E
·
l

o
二
）

等
の
帰
結
と
し
て
目
標
が
逹
成
さ
れ
る
云
々
と
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
推
測
さ
れ
る
。

こ
の
自
由
の
問
題
に
つ
い
て
は
次
節
五
に
お
い
て
明
確
に
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
）

し
か
し、

つ
ね
に
ポ
ジ
テ
ィ

ヴ
な
成
果
と
し
て
の
成
功
や
成
就
の
み
が
帰
結
す
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。

挫
折、

失
敗、

敗
北
等
の
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
結
末
も
ま
た
当

し
た
が
っ
て、

結
果
が
成
功
と
失
敗
と
の
い
ず
れ
か
に
な
る
と
い
う
こ
と
に
は、

な
ら
な
い
。

因
果
論
的
必
然
の
な
か
に
人
間
主
体
の
実
践
的
自
由
が
割
り
込
む
場
合
に
は、

で
あ
る
。

偶
然
性
は
自
由
の
存
在
根
拠
で
あ
り、

自
由
は
偶
然
性
の
認
識
根
拠
で
あ
る
と
い
え
よ
う。

で
あ
る
。
」
(
E
·
1

0
0
)

し
た
が
っ
て、

歴
史
は
因
果
律
に
よ
っ
て
秩
序
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し、

因
果
律
に
規
定
さ
れ
な
が
ら
も、

そ
れ
を
越
え
て
、

独
自
の
性
質
を
も
つ
の
が、

す
べ
て
の
状
況、

す
べ
て
の
過
程
と
と
も
に、

す
べ
て
の
現
存
在
の
特
徴
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
「
性
質
そ
の
応
の
は
絶
対
的
で
あ
っ
て
比
較

デ
ュ

ー
イ
は、

「
歴
史
は
忘
恩
に
溝
ち
て
い
る
」
(
Hist
or
y
is
 f
 u11
 of
 in
gratit
u
d
e)

と
い
う
の
で
あ
る
。

0
八
）

す
べ
て
の
現
存
在
は
他
と
代
替
可
能
な
生
産
物
以
上
の
な
に
も
の
か
で
あ
る
。

そ
れ
ら
は
み
ず
か
ら
に
特
有
な
性
質
を
も
ち、

リ
ア
王
の
娘
た
ち
が
示
し
た
忘
恩
に
似
た
な
に
も
の
か
が
あ
る
。

ま
た、

蟻
や
蜂
と
な
ん
ら
選
ぶ
と
こ
ろ
は
な
い
で
あ
ろ
う。

歴
史
に
み
ら
れ
る
こ
の
忘
恩
性
は、

厳
密
に
い
え
ば、

自
然
の
歴
史
で
は
な
く、

そ
の
祖
先
を
否
定
す
る
よ
う
に
な
る
と
き
に、

人
間
主
体
の
予
期
の
お
よ
ば
な
い
偶
然
の
作
用
が
あ
る
と
み
な
け
れ
ば

必
然
性
の
な
か
に
埋
没
し
て
い
た
偶
然
性
が
覚
醒
し
て
現
実
化
し
て
く
る
の

そ
う
で
あ
っ
て、

人
間
の
歴
史
に
お
い
て
の
み
指
摘
さ
れ
る
こ
と
が
ら
で
あ
る
。

と
い
う
の
は、

す
る
余
地
の
な
い
自
然
の
歴
史
に
お
い
て
は、

祖
先
否
定
の
と
が
め
は
あ
り
博
べ

く
も
な
く、

そ
れ
は
た
だ、

反
省、

選
択、

自
由
が
あ

独
立
の
生
活
を
主
張
す
る
。

す
へ

（
同
上
）

の
で
あ
っ
て、

自
由
や
偶
然
の
介
入

し
か
し、

真
の
意
味
に
お
い
て
物
語
に
値
す
る
歴
史
は、

人
間
的
現
存
在
の
歴
史
の
み
で
あ

(
E
 「

こ

努
力
等
は
実
践
的
自
由
の
な
い
と
こ

J

の
自
然
の
流
の
中
へ
の
人
為
の
介
入
を
可
能
な

さ
し
ず

お
よ
び
指
図
さ

れ

た

努

熟
慮
さ
れ
た
選
択、



イ
の

危
則
さ
れ
る
に
と
ど
ま
っ

た
。

そ
こ
で 、

i
tr
‘、
,
1

ー

キ
5

こ
の

�
 

イ

一

人
の
浪
漫
的
詩
人
を
さ

欠
ヽ

耳
刈

ー＞

の

五
し， ヽ

に
と
っ

て
の

0

、
っ

2
す
5

っ

し
才
＇し

し
て
人
間
的
現
存
在
を

歴
史
と
飼
性

0) 
て
み
た
い

。

に
あ
亡
っ

て
は

次
に、

人
間
が
歴
史
的
存
在
で
あ
る
と
き 、

そ
の

一

六
ー

七）

と
い
っ

て
い
る
が

不
断
に
移
ろ
い
の

つ
の
攻
か
に

と
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
国心
う
の
で
あ
る。

し
か
し 、

デ
ュ
ー
イ
に
お
い
て
は

）

の

に
投
げ
込
ま
九
な
け
れ
は
な
ら，
な
い
。

で
あ
り 、

宥
効
な
条
件
で
あ
る
が
故
に

る
部
分
と
全
体
と
の
介
祉
怯
的
関
係
か

）

う

こ

,r

t
 

文(l
ノ

汀”-

の
意
味
に
お
い
て
で
あ
っ

た
。

そ
こ
で
は 、

部
分
と
し

て
の

け
ら
れ
る。

デ
ュ
ー
イ
が

り 、

人
間
的
状
況
な
い
し

既
述
の
ご
と
く 、

よ
う
と
す
る
と
ぎ 、

自
由
の
概
念
に

ベ、

は
人
間
自
体
の

ち
は

ー

、入
1
f

iー

、
）

ヽ
は

そ
且
E
身
力
刈
ピ
に
移
ろ
し
け

＇）
と
が
で
ぎ
る
。

」
(
E·
I

O
九） 0) 

み
力:

っ

う

,1
4
Jし

/,
、ヤ、ふ

歴
史
内
で
あ
る
が
故
に、

そ
れ
ば

各
部
分
が

罰
波
大
学

哲
学
・

思
想
学
系
論
集

」
な
る

0) 

つ

、,.r•? "'-

に
そ
の
成
立
の
根
拠
を
も
つ
の
で
あ
る
が

の
で
あ
る。

で
あ
り

つ
つ 、

々
の
歴
史
の

-

し一

レ
C. 

にこ

の
で
あ
る
。」

(
E.
-

つ
ね
に 、

こ
の
よ
う

衣

の
自
然
の
彪
而
上
学
者
で
あ
っ

に
。

瞬
間
の
栄
兄
と
そ
の
悲
閲
は
確
実
に
す
ぎ
去
る
で
あ
ろ
う 。」(
E.

デ
ュ
ー

イ
自
身
に
捧
げ
ら
れ
て
然
る
べ
ぎ
ら
の
で
あ
ろ
う 。

テ
ュ
ー
イ
の
淡
々
と
し

に

せ
る
も
の
」
と
い
え
ど
も 、

け
っ
し

て 、

絶
対
的
に

れ
て
い
る。 ‘ 

ヵヽ

っ

そ
九

こ

甘
cJ

白
こ

tー
オ
占
入＇
ー
1v

不
硝
定
・

不
安
定
な
栄
枯
盛
衰
の

一

六）
ょ

で
‘

る
も
の
は

る
一
っ
〇
胤
史
が
あ
る

―
つ
の

-

)

 

9→
A
 

ー
ワ
応
了
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こ
れ
ま
で
の

か
な
ら
ず
し
も
エ
ク
ス 。
フ
リ
シ
ッ
ト

に
自
由
の
概
念
を
使
用
し
な
か
っ

た 。

そ
れ
は 、

反
省、

せ
る
こ
と
に
よ
っ

て 、

侶
性
と
時
間
な
い
し

歴
史
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
デ
ュ
ー

不
可
避
の
応
の
で
あ
る。

デ
ュ
ー

イ
は

の
な
か
に
移
ろ
い
ゆ
く
の
で
あ
る。

自
然

辻
る
応
の
で
は
な
く 、

そ
れ
自
体
も
ま
之

ユ
ニ
ー
ク
で
不
安
定
で
移
ろ
い
ゆ
く
も
の
の

ら
成
る
―
つ
の
全
体
と
し

て
の
屈
史
が
考
え
ら
れ
て
い
る。

か
っ

つ
ま
り

」
(
E·
I

0
01
 

i

叫
出）

と
い
っ

た
の
は
こ

参
与
し 、

そ
の
な
か
に
客
観
的

そ
れ
自
体
の
主
体
的
な
絶
対
性
を
も

閏
係 ゞづ
け
ら
九
る
と
ぎ
に
の
み 、

知
ら
れ
る
こ
と

努
力
等
の
概
会
か
ら

に
み
る
ヵヽ
.o.--;、

デ
ユ

の
底
に 、

私
は

の
さ
な
か
に

ヘ
ー

ゲ
ル
的
な
意
味
に
お
け

い
い
か
え
れ
ば 、

理
解
さ
れ
る



て
あ
る
人
の

る
の
で
あ
る
。

メ
ゞ
い

フ)

J
/

め
て ム

、｝，
6

平
ー、

（ま

デ
ュ
ー
イ
麿
史
理
論
に
関
す
る
芳
干
の
間
題

、

し
且

し

r
|

こ
の

世
昇
の

)
、
〈

こ

艮
っ

c

り

ユ
ii,
Kr

)

「
時
間
と
飼
性
」

の

閃
係
を

ゞ
ヽ
,
1J
}
I

ミ7

ご
＼ 、一

ヵ- 'ノ
0

-
1

そ
の
変
化
の
伽
面
か
ら
と
ら
え
よ
う
と
す
る
こ
と
は

が 、

た
だ 、

デ
ュ

ー
イ
は
さ
ら
に
ジ
ェ

ー
ム
ズ
の

徊
性
に

ぎ
だ
い
か
ら
で
あ
る
。

た
だ 、

多
元
〔
的
価
値
〕

論
の

に
固
執
し

た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の

う
べ

き
ら
の
で
あ
っ

た
。

と
い

う
の
は

0) 

十
九
世
紀
の
末
に
い
た
る
ま
で

と
こ

糾
す
る
デ
ュ

ー
イ
の

;＇
 

9
,
�•

 

し

゜

る

こ

す

t

 

は

の
み
が

つ
て

J

の

の
こ
と
な
が
ら

に
お
け
る
時
間
認
よ

‘‘
る
カ

―

つ
の
時
間
的
出
来
ご
と
で
あ
る
。

そ
し
て

テ
ュ

ー
イ
は 、

個
性
を 、

生
命
有
機
体 、

と
く
に
人
類
(
h
u
m
a
n'
b
ei
n
g)

の
柏
に
お
い
て
と
ら

え
る
こ
と
に

な
る
。

る
。

デ
ュ

ー
イ
は
い
っ

さ
い
の

多
元
的
価
伯
畠 、

い
を
工
当
化
し 、

真
に

祈
ら
し
い
ら
の

の
出
況
に
対
し
て
機
会
を
あ
た

え
る

の
で
あ

主
之 、

真
の
不
硝
定
性
の

の
哲
学
を
継
承
し
て
い
る
こ
と
は

変
化

こ
九
が

は 、

個
性
(i
n
di
vi
d
u
a
lit
y)

と 、

飼
性
に

閃
係
を
ら
っ
す
べ
て
の

に
よ
れ
ば 、

検
机
的
咄
物
諭
の
楊
合
ら
お
匁
じ

で
あ
る
が 、

似
人
は
た
ん
に
そ
れ
が
部
分
で
あ
る
と
こ
ろ
の
全
体
に
よ
っ

て
規
定
さ
れ
る
―

つ
の
部
分
に
す

あ
た
え
る
。

そ
れ
の
み
が 、

(
6)

 

る
。

」
(
T
・

ニ
ニ
八
ー

九
）

デ
ュ

ー
イ
が
こ
の
シ
ェ

ー
ム
ス
の

に
捻
け

る

徹
底
さ
せ
て 、

化
の
プ
ロ
セ
ス
の
な
か
で
発
展
ず
る
も
の
で
あ
る
こ
と
」
(
T
・

ニ
ニ
九
）

を

と
し
て
と
り
あ
げ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て 、

と
り
あ
け
て
み
よ
う 。

お
よ
び
祖
先
と
い

う
時
間
的
存
在
に
放
及
す
る
。

さ
ら
に
物
訊
は
そ
の
人
の
死
を
応
っ

て
は
終
ら
な
い

。

と
い
う
の
は 、

t
、
つ
文
屑」

力
と
も 、

1
7
rh
iH
下
ド一

ー｝

こ
。

と
く
こ

，
プ
ー

／
J
'

l
r、
つ
し
}3
こ
、

こ
っ

じ
［ヤ

オ
／
11，
し
ナ
ー

し
て

求
め
ら
九
た
か
ら
で
あ
る
。

「
時
間
芯
よ
び
変
化
」

は

る
こ
と
に
つ
い
て
は
別
の

の
二
に
ぢ
い
て 、

テ
ュ

ー
イ
の

―

つ
の
旧
じ
ら
れ
に

し
か
し

で
あ
る
こ
と 、

そ
し
て 、

つ
ま
り

新
奇
な
も
の
や
冒
険
に
対
し
て
な
ん
の
余
地

を
も
残
さ
な
い

宇

ェ

ー
ム
ズ
に
と
っ

て
は 、

機
械
〔
的
唯
物
〕

あ
わ
せ
て 、

テ
ュ

ー
イ
の
歴
史
坦
譲
の

特
徴
を
明
ら
か
に
し

た
い
と
息
う 。

に
記
い
て
は
従
属
的
な
地
位
し

か
あ
た
え
ら
れ
な
か
っ

た
。

時
間
や
変
化
を
迅
越
し

た
永
遠
お
よ

ベ
ル

グ
ソ
ン
，怠
よ
び
ウ
ィ

リ
ア
ム
11
ジ
ェ

ー
ム
ス
に
よ
っ

て 、

時
間
と

変
化
と
は 、

た
こ
と
が
あ
る
の
で

0) 

の
ル
ツ
ボ
の
な
か
へ

投
げ
入
れ

で
本
来
的
な
の
だ
が
ー
|i

の

・

美
的
価
伯
を
犠
牲
に
し
た

。

に
閲
連
し

か
く
し

て
彼
は

し
て
展
開
す
る
こ

F
F
5

じ

，
 

,

9

 

な
ぜ
な
ら 、

ま

た
ぬ
と
こ
ろ
で

あ
る

認
な
じ
よ
う
に
止
む
こ
と
な
ぎ
変

J

こ
で
は 、

人
間
存
在
の
時
間
性
が
そ
の

そ
の
人
の

よ
び
〔
絶
対
的
〕

観
念
諭
は 、

忌
み
き
ら

の
間
図
に

触
れ
て
お
い
た

。

そ
し
て 、

判
断
と
対
応
す
る

切）

0) 



が
現
存
す
る
と
い
う
こ
と
の
神
秘
で
あ
る
。

メも む。

佃
性
は

性
に
割
り
込
む
偶
然、

の
存
在
が
不
可
欠
て
あ
る
。

過
で
あ
る
。

す
な
わ
ち、

を
作
っ
た
。

し
か
し、

と
こ
ろ
の

と
こ
ろ
で、

、

ま‘
,‘,＇
 

と
し
う
こ
と

ミ

、
こ
L
5

ぎ
伺
性
が、

·
‘

 

ま
力

ぅ
カ・
了＇｝＇ー

筑
波
大
学

現
存
在
が
神
秘
で
あ
る
の
は

「
個
人
は
そ
れ
自
身
―
つ
の
歴
史
で
あ
り

哲
学
・
思
想
学
系
論
集

リ
ン
カ
ー
ン
は
自
分
が
作
っ
た
歴
史
の
な
か
で、

現
存
す
る
と
こ
ろ
の
い
か
な
る
も
の
も、

ま
さ
に
そ
れ
が
そ
の
よ
う
な
も
の
で

あ
る
こ
と

世
の
人
々
に
お
よ
ぼ
し
た
影
薔
も
ま
た
そ
の
人
の
物
諮
の
な
か
に
ふ
く
ま
れ
る
か
ら
で
あ
る。

こ
こ
に
物
語
ら
札
る
す
べ
て
の
こ
と
が
ら
は、

も
の
か
で
あ
る
。

そ
の
生
涯
の
歴
史
が
物
語
ら
れ
る
仰
人
か
誰
で
あ
ろ
う
と、

そ
の
仙
人
は、

彼
を
越
え
て
生
前
・

死
後
に
時
間
的
に
ひ
ろ
か
る
一

連
の
出
来
ご
と
の
経

＿
つ
の
仕
涯
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て、

時
間
的
連
続
性
が
個
人
の
本
質
そ
の
ら
の
と
な
る
。

あ
る
人
が
も
つ
個
性
と
は、

彼
の
歴
史
•

生
涯
の
ユ
ニ
ー
ク
さ
で
あ
る。

＿
つ
の
個
と
し
て
の
自
己
自
身
を
作
っ
た
こ
と
も
ま
た
同
様
に
確
か
で
あ
る
。
」
（
同
上
）

歴
史

を
作
る
と
い
う
こ
と
は、

佃
性
的
存
在
と
し
て
の
自
己
自
身
を
作
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

し
か
し、

な
個
性
を
構
成
す
る
彼
の
歴
史
的
生
涯
を、

披
が
そ
の
な
か
に
住
ん
で
い
る
と
こ
ろ
の
伺
々
の
諸
条
件
か
ら
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
の
人
を
と
り
ま

く
諸
々
の
こ
と
が
ら
が
も
っ
「
相
互
作
用
的
条
件
」
(i
nte
ra
cti
n
g
c
on
diti
o
ns)

ぬ
き
で
は、

彼
の
歴
史
を
語
る
こ
と
は
銀
意
味
で
あ
る
。
「
彼
の
独
自
の
侶
性
て
あ
る

彼
が
眼
の
前
に
あ
た
え
ら
れ
た
誌
々
の
機
会
に
対
し
て
と
っ
た
反
応
の
し
か
た
に
よ
っ
て
現
実
の
彼
が
作
り
出
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
〔
彼
と
彼
を
と
り

ま
く
諸
条
件
と
の
〕

相
互
作
用
の
辿
続
体
な
の
で
あ
る
。
」
(
T．
二
三
九）

さ
き
に
も
触
れ
た
よ
う
に、

自
然
の
歴
史
の
底
流
の
上
に
人
間
の
歴
史
が
成
立
す
る
た
め
に
は、

こ
の
世
界
に
お
け
る
す
へ
て
の
予
言
不
可
能
な
も
の
の
源
呆
で
あ
る
。
」
（
同
上
）

人
生
の
危
機
的
な
岐
路
に
あ
た
っ
て、

彼
が
そ
れ
に
ど
う
対
応
す
る
か

た
ん
に
彼
自
身
の
過
去
の
事
実
や、

「
―
つ
の
時
間
的
展
開
と
考
え
ら
れ
る
個
性
は、

あ
る
い
は
そ
の
と
き
の
環
境
の
性
質
か
ら
は、

予
言
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う。

た
と
え
可
能
だ
と
し
て

―
つ
の
蓋
然
的
な
も
の
に
と
ど
ま
る
。

こ
の
よ
う
に
い
う
こ
と
は、

偶
然
性
を
ふ
く
む
も
の
と
し
て、

こ
の
世
界
に
た
ん
な
る
偶
然
(c
ha
n
ce)

を
恣
意
的
に
導
入
す
る
こ
と
で
は
な
い
。

そ
れ
は、

現
実
に
存
在
す
る
(e
xists)

と
い
う
こ
と、

る
と
い
う
こ
と、

時
間
が
実
在
す
る
(ti
m
e
is
 real)

と
い
う
こ
と、

な
の
で
あ
る
。

必
然
的
に、

対
す
る
主
体
的
対
応
の
偶
然
性、

非
決
定
性
に
由
来
す
る
の
で
あ
る。

こ
の
こ
と
が
時
間
に
神
秘
性
を
与
え
る。

「
時
間
の
神
秘
は

人
間
存
在
の
自
由
r

か
く
し
て、

真
の
個
体
的
な
も
の

侶
性
は
新
ら
し
き
展
開
を
必
然
的
に
内
含
す
る
も
の
で
あ

ど
れ
も、

歴
史
的
な
な
に

し
た
が
っ
て
ま
た、

不
確
実
性
・

不
確
定
性
•

あ
る
い
は
偶
然
性
を
ふ
く

固
性
の
歴
史
的
展
開
に
つ
い
て
の
予
言
不
可
能
性
は、

時
間
が
に
ん
に
因
呆
諭
的
時
間
の
み
で
な
い
こ
と
に
由
来
す
る。

す
な
わ
ら、

い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が

四

自
然
の
必
然

人
間
存
在
の
環
境
的
諸
条
件
に

あ
る
個
人
の
独
自

「
リ
ン
カ
ー
ン
は
歴
史

時
間
が
彼
の
存
在
の
心
臓
な
の
で
あ
る
。
」
(
T•

三
二
0)



さ
ら
に

デ
ュ
ー
イ
歴
史
理
諭
に
関
す
る
若
干
の
問
題

' 
ノ‘

お

わ

り
に

な
る
時
間
が、

も
し
空
間
に
お
け
る
運
動
の
尺
度
以
外
の
な
に
も
の
か
と
し
て
現
実
に
存
在
す
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
、

個
体
に
お
い
て
現
存
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

そ
し
て
そ
の
個
体
は
創
造
的
で
あ
り、

デ
ュ

ー
イ
は、デ

ュ

ー
イ
は、

思
う
よ
う
に
な
る
。

）
れ
ら
の
い

ず
れ
か
が
不
可
避
的
に
結
果
す
る
と

い
う
信
念
は

さ
ら
に、

予
言
不
可
能
な
新
奇
な
も
の
が
生
起
し
得
る、

歴
史
的
個
性
の
自
由
を
全
体
の
な
か
に
埋
没
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
を
許
さ
な
い
。

題
は、

あ
る
任
意
の
方
向
へ
と
変
化
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ず
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
方
向
す
な
わ
ち
変
化
の
性
質
は、

個
性
の
問
題
で
あ
る
。
」

が、

超
侶
人
的
な
唯
一

人
の
人
間
に
屈
服
し
て、

は
厳
に

斥
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い、

こ
の
世
界
に
生
ず
る
悲
哀
や
喜
劇
の
源
泉
で
あ
る
。

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

一

五

「
い

ず
れ
に
せ
よ、

変
化
(c
ha
n
g
e)

は
起
る
の
で
あ
る
か
ら、

問

そ
の
個
性
を
喪
失
す
る
こ
と
は、

個
性
の
自
由
の
展
開
と
は
ま
さ
に
矛
盾
す
る
が
故
に、

社
会
の
逆
行
運
動
に
ほ
か
な

ら
な
い
。

独
裁
制
お
よ
び
全
体
主
義
国
家
を
歴
史
的
必
然
の
成
果
と
考
え、

し、

個
体
の

創
造
性
を
抹
殺
し
て
し
ま
う。

思
想
の
自
由
お
よ
び
表
現
の
自
由
は、

る
こ
と
で
あ
り、

機
会
と
し
て
の
時
間
を
実
質
的
に
担
否
す
る
こ
と
で
あ
る
。

と
説
く。

組
織
化
さ
れ
た
芸
術
家
は、

作
家
や
両
家
や
音
楽
家
な
ど
極
く
少
数
の
人
の
占
有
物
で
は
な
い
。

そ
れ
は、

(
T
・
ニ
四
三
）

個
性
的
人
間
は、

芸
術
活
動
に
参
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て、

テ
ュ

ー
イ
は
そ
の
膨
大
な
著
作
群
を
残
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず、

〔
自
体
〕

が
神
秘
だ
か
ら
て
あ
る
。
」
(
T
・
ニ
四
0
)

た
ん
に
要
求
さ
れ
る
べ

き
権
利
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。

そ
れ
ら
は、

時
間
の

な
か
に
展
開
す
る
生
涯
と
し
て
の
諸
々
の
個
体
の
現
存
在
の
な
か
に、

深
く
根
を
お
ろ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
ら
を
否
定
し、

廃
棄
す
る
こ
と
は、

個
性
を
放
棄
す

個
性
の
自
由
は、

芸
術
家
の
自
由
な
創
作
活
動
に
お
い
て
典
型
的
に
あ
ら
わ
れ
る
が
故
に、

芸
術
を
集
団
に
よ
っ
て
統
制
す
る
よ
う
な
社
会

芸
術
の
自
由
な
創
造
性
を
自
ら

否
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
「
芸
術
は
世
に

認
め
ら
れ
た

い
か
な
る
人
で
あ
れ、

す
べ
て
個
性
あ
る
人
の、

あ
か
ら
さ
ま
な
る
表
現
な
の
で
あ
る
。
」

い
か
な
る
形
に
お
い
て
で
は
あ
れ、

徊
性
と
い
う
も
の
を
知
り、

か
く
し
て、

創
進
活
動
の
源
泉
は
発
見
さ
れ、

解
放
さ
れ
る
。

「
芸
術
の
源
泉
で
あ
る
と
こ
ろ
の
自
由
な
個
性
は、

た
自
由
な
個
性
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
諭
ず
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う。

に
は
ま
り
込
ん
で
ゆ
く
こ
の
神
秘
的
な
偶
然
性
が

J

の
こ
と
は、

デ
ュ

(
T
・
ニ
四
二
）

多
数
の

時
間
の
実
在
性
を
否
定

そ
れ
を
名
誉
あ
る
も
の
と

ま
た、

時
間
の
な
か
に
お
け
る

創
造
的
展
開
の
究
極
の
源
泉
な
の
で
あ
る
。
」
（
同
上
）

人
類
の
歴
史
も
ま
た
時
間
の
な
か
に
お
け
る
創
造
的
展
闘
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
す
れ
ば、

そ
の
歴
史
の
根
源
も
ま

そ
の
な
か
に
「
屈
史
哲
学
」

の
名
の
つ
く
も
の
は
一

冊
も
な
い
。

ら
っ
と
も、

真



存
諭
的
史
観
で
さ
え
あ
る。

こ
の
こ
と
は

的
に
跨
み
込
む

は
と
も
に
不
断
の
過
程
(p
rocess)

に
お
い
て
あ
る。

こ
の
過
程
の
な
か
に
次
々
と
目
標
(e
n
d'i
n,
 vie
w)

を
設
定
し、

国
ら
く
る
忍
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る。

と
い
う
こ
と
や、

さ
ら
に、

そ
の
歴
史
が

る
。

以
上
の
こ
と
は、

お
そ
ら
く、

口
哲
学
に
み
い
だ
す
も
の
と
は
か
な
り
異
な
っ
た
風
屎
が
そ
こ
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る。

す
な
わ
ち、

在
と
し
て
の
人
類
か
ら
精
神
的
存
在
と
し
て
文
明
・
文
化
を
詞
造
し
て
ゆ
く
人
間
の
足
跡
を
発
展
段
慇
論
的
に
追
う
と
い
う
仕
事
は、

テ
ュ
ー
イ
の
歴
史
理
論
の
な
か
に

は、

断
片
的
な
言
及
を
の
ぞ
け
ば、

欠
如
し
て
い
る
の
で
あ
る。

彼
は、

と
そ
の
貢
献
の
品
定
め
を
す
る
よ
う
な
一

元
論
的
歴
史
観
に
対
し
て
は、

連
続
的
に
作
り
出
し
て
ゆ
く
個
性
的
な
自
由
な
主
体
に
求
め
ら
れ
る。

(—) 

て

の

デ
ュ
ー
イ
の
歴
史
理
論
に
お
い
て
ま
ず
顕
著
な
こ
と
は、

世
界
史
の
主
体
を
民
族
と
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学
と
は
異
な
り、

デ
ュ
ー
イ
に
お
い
て
は、

評
は
他
日
を
期
す
る
こ
と
に
し
て

て
い
た
わ
け
で
あ
る
か
ら

ヽ
{,

J
、.

i

、

ー

イ
に

力
、

さ
P

吋ノ
筒
波
大
学

わ
れ
わ
れ
が
近
代
ョ
ー
ロ
ッ
パ
の

f

歴
史
的
発
展
段
階
に
閃
す
る
公
式
を
試
器
と
し
て
す
べ
て
の
人
類
の
世
界
史
上
に
お
け
る
役
割

そ
の
多
元
論
的
・
不
確
定
論
的
な
歴
史
観
を
も
っ
て
対
決
す
る
の
で
あ
る。

そ
し
て、

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
そ
の
も
の
の
歴
史
が、

ま
だ
ア
メ
リ
カ
「
国
民
」
（
な
い
し
「
民
族」）

と
い
う
統
合
体
を
形
成
し
き
っ
て
い
な
い

本
質
的
に
は
現
在
と
同
質
的
な
二
百
年
の
経
過
に
と
ど
ま
っ
て
い
て、

屈
史
剖
造
の
主
体
た
る
個
性
的
現
存
在
は、

そ
れ
自
身
ー
つ
の
「
現
存
在
」
(existence)

と
し
て
場

の
物
語
か
歴
史
(
histor
y)

で
あ
る。

こ
れ
は
一

側
の
主
体
論
的
生
成
史
観
で
あ
り
進
化
史
観
で
あ
る。

フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
の
西
浙
の
過
程
の
な
か
で
培
蓑
さ
れ
た
典
型
的
ア
メ
リ
カ
人
ヤ
ン
キ
ー
の
エ
ー
ト
ス
を
理
論
的
に
表
現
し
た

ニ
の
佃
性
的
現
存
在
に
視
点
を
す
え
て

J

こ
で
は、

若
干
の
点
を
羅
列
し
て
お
く
に
と
ど
め
る。

バ
ー
ス
や
ジ
ェ
ー
ム
ズ
に
も
共
通
す
る
特
徴
で
あ
る
と
い
え
る。

も
ら
ろ
ん、

罰
節
ま
で
の
歴
史
に
図
す
る
デ
ュ
ー
イ
の
主
要
な
論
息
の
概
観
を
と
お
し
て、

図
心
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る。

哲
学
・

思
想
学
系
論
集

（
状
況）

そ
れ
は

敢
え
て
い
え
ば

i
n
-
）

 

勺

そ
の
逹
成
の
た
め
に
未
知
の
分
野
へ
と
実
験

(situation)

を
つ
く
り、

か
っ

そ
れ
は、

合
衆
国
の
優
れ
に
哲
学
者
た
ち
が
歴
史
に
対
し
て
な
ん
の

興
味
を
も
い
た
か
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。

む
し
ろ、

デ
ュ
ー
イ
の
ご
と
き
は

教
育
と
栢
学
の
「
改
造
」
に
中
心
的
な
課
題
を
み
い
応
し

へ
の
顧
應
は
人
一

偲
隙
か
っ
た
と
い
っ
て
も
t
い
の
で
あ
る。

改
造
す
る
と
い
う
こ
と
は、

そ
れ
自
体、

い
く
つ
か
の
間
題
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
r

に
と
え
ば
ヘ
ル
ダ
ー
や
ヘ
ー
ゲ
ル、

と
り
ふ
な
お
さ
ず、

そ
れ
ら
に
つ
い
て
の
詳
細
な
批

さ
ら
に
は
マ
ル
ク
ス
の
歴
史

主
ず
人
間
を
宇
市
の
一

部
に
体
系
的
に
位
置
づ
け、

ノ‘

歴
史
的

自
然
的
存

歴
史
の
創
造
は
自
然
的
世
界
の
基
底
の
上
に
目
的
論
的
領
域
を

未
来
へ
の
み
と
認
し
を
確
立
し
よ
う
と
す

現
在
と
断
絶
し
た
過
去
を
も
た
な
い
と
い
う
こ
と
か

こ
の
両
者
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