
二
ー
チ
ェ
に
お
け
る
「
認
識
と
し
て
の
カ
ヘ
の
意
志
」

菅
　
野

孝
彦

は
じ
め
に

　
二
ー
チ
ェ
の
後
期
思
想
を
考
究
す
る
う
え
で
、
「
力
へ
の
意
志
」
思
想
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
1
）

重
要
な
結
節
点
を
な
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
思
想
は
多
面
的
で
あ
り
、

わ
れ
わ
れ
の
一
義
的
な
理
解
を
阻
む
も
の
が
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、

ま
ず
も
っ
て
、
多
様
な
「
カ
ヘ
の
意
志
」
思
想
の
一
面
で
あ
る
「
認
識
と

し
て
の
力
へ
の
意
志
」
を
取
り
上
げ
、
そ
の
意
味
内
容
を
明
ら
か
に
し
、

か
つ
ま
た
そ
こ
に
含
意
さ
れ
る
意
義
を
問
う
て
み
た
い
。

　
二
ー
チ
ェ
の
著
作
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
が
初
め
て
こ
の
言
葉
を
眼
に
す

る
の
は
、
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
第
一
部
第
十
五
章
「
千
一
の
目
標
に

　
　
　
　
　
　
｛
、

つ
い
て
」
で
あ
る
カ
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
第
四
部
を
上
梓
し
た
後
の
、

あ
る
遺
稿
に
お
い
て
彼
は
、
カ
ヘ
の
意
志
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て

い
る
。

　
「
〈
カ
ヘ
の
意
志
〉
と
い
う
き
わ
め
て
危
険
な
表
題
の
も
と
で
語
ろ
う

　
と
し
て
い
る
の
は
一
っ
の
新
し
い
哲
学
、
も
っ
と
は
っ
き
り
言
え
ば
、

　
す
べ
て
の
出
来
事
に
つ
い
て
の
新
し
い
解
釈
の
試
み
で
あ
る
。
当
然
の

　
こ
と
な
が
ら
あ
る
重
大
な
事
柄
の
た
め
に
、
た
ん
に
暫
定
的
に
、
試
み

　
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
し
て
、
そ
れ
を
準
備
し
予
備
的
に
問
う
も
の
と
し

　
て
、
〈
序
曲
〉
と
し
て
試
み
る
。
L
ε
［
㎝
O
］
（
≦
一

　
ま
た
二
ー
チ
ェ
は
、
あ
る
断
片
に
お
い
て
「
カ
ヘ
の
意
志
」
の
多
義
性

を
次
の
よ
う
に
言
い
表
わ
し
て
い
る
。

　
「
〈
自
然
法
則
V
と
し
て
の
力
へ
の
意
志
　
　
生
と
し
て
の
力
へ
の
意

　
志
　
　
芸
術
と
し
て
の
カ
ヘ
の
意
志
　
　
道
徳
と
し
て
の
カ
ヘ
の
意
志

　
政
治
と
し
て
の
力
へ
の
意
志
　
科
学
と
し
て
の
力
へ
の
意
志
　
宗
教
と

　
し
て
の
力
へ
の
意
志
」
崖
［
曽
］
（
昌
）

　
ま
さ
に
こ
こ
に
は
、
わ
れ
わ
れ
が
ア
プ
ロ
ー
チ
す
べ
き
「
力
へ
の
意
志
」

思
想
の
諸
側
面
が
あ
ら
わ
に
さ
れ
て
い
る
。
さ
て
こ
の
多
様
な
「
カ
ヘ
の

意
志
」
思
想
を
、
「
認
識
と
し
て
の
カ
ヘ
の
意
志
」
と
主
題
化
し
た
研
究

者
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ハ
イ
デ
ガ
i
の
名
を
あ
げ
る
こ

と
が
で
き
る
。
彼
は
、
『
二
ー
チ
ェ
』
第
一
巻
第
三
講
に
お
い
て
、
こ
の
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問
題
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
そ
こ
で
、
力
へ
の
意
志
と
認

識
の
問
題
の
重
要
性
に
つ
い
て
、
「
認
識
一
般
、
そ
し
て
と
り
わ
け
科
学

に
対
す
る
問
い
が
、
こ
こ
で
何
よ
り
も
優
先
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理

由
は
、
〈
科
学
〉
が
わ
れ
わ
れ
自
身
の
仕
事
の
領
域
を
規
定
し
て
い
る
か

ら
だ
け
で
は
な
く
、
認
識
と
知
が
、
本
質
的
な
力
の
座
を
西
洋
の
内
部
で

占
め
る
に
至
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
〈
科
学
V
は
、
た
ん
に
他
の
分
野
と
並

ぶ
〈
文
化
〉
活
動
の
一
分
野
で
あ
る
だ
け
で
は
な
い
。
科
学
は
、
西
洋
的

人
間
が
存
在
者
と
関
わ
り
、
そ
の
中
に
自
己
を
主
張
す
る
こ
と
を
可
能
な

ら
し
め
て
い
る
あ
の
対
決
に
お
い
て
、
ひ
と
つ
の
基
本
的
な
力
を
な
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
3
）

い
る
の
で
あ
る
。
」
と
語
っ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
こ
の

凝
縮
さ
れ
た
一
言
葉
の
中
に
、
「
認
識
と
知
」
が
西
洋
と
そ
こ
に
住
ま
う
人

間
の
根
本
規
定
で
あ
る
こ
と
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
ハ
イ
デ

ガ
i
に
よ
れ
ば
、
認
識
と
知
と
が
織
り
な
す
そ
の
根
本
規
定
が
、
二
ー
チ
ェ

の
「
力
へ
の
意
志
」
思
想
を
通
じ
て
明
ら
か
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

二
　
認
識
と
し
て
の
カ
ヘ
の
意
志

　
そ
れ
で
は
、
「
力
へ
の
意
志
」
思
想
の
一
端
を
解
明
す
る
手
が
か
り
と

な
る
こ
の
「
認
識
」
の
語
に
、
は
た
し
て
二
ー
チ
ェ
は
如
何
な
る
意
味
を

込
め
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
『
悦
ば
し
き
知
識
』
三
四
三
番
に
お

い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
わ
れ
わ
れ
哲
学
者
で
あ
り
、
〈
自
由
精
神
〉
で
あ
る
者
は
、
〈
古
い
神

　
は
死
ん
だ
〉
と
い
う
報
知
に
接
し
て
、
ま
る
で
新
し
い
曙
光
に
照
ら

　
さ
れ
で
も
し
た
よ
う
な
思
い
に
打
た
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
胸
は
、
感
謝

　
と
驚
嘆
と
予
感
と
期
待
と
に
溢
れ
み
な
ぎ
る
。
水
平
線
は
、
ま
だ
明
る

　
く
な
っ
て
は
い
な
い
に
し
て
も
、
っ
い
に
再
び
わ
れ
わ
れ
に
開
け
た
よ

　
う
だ
。
わ
れ
わ
れ
の
船
は
、
っ
い
に
再
び
出
航
す
る
こ
と
が
で
き
る
、

　
あ
ら
ゆ
る
危
険
を
冒
し
て
出
航
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
認
識
者
の
冒
険

　
の
す
べ
て
は
、
再
び
許
さ
れ
た
。
わ
れ
わ
れ
の
海
が
、
再
び
眼
前
に
開

　
　
　
一
4
）

　
け
た
。
L

　
こ
こ
で
二
ー
チ
ュ
は
、
自
ら
を
「
冒
険
す
る
認
識
者
」
1
認
識
と

い
う
世
界
に
お
け
る
冒
険
者
1
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
し
か
し
二
ー

チ
ュ
が
認
識
に
つ
い
て
語
る
の
は
、
自
ら
の
思
想
を
表
明
す
る
こ
う
し
た

文
脈
に
お
い
て
ば
か
り
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
端
的
に
言
っ
て
、
二
つ
の

有
様
を
も
っ
。
一
方
は
、
二
ー
チ
ェ
が
語
る
「
悦
ば
し
き
知
識
」
と
し
て

の
「
認
識
」
を
意
味
し
、
他
方
は
、
彼
が
批
判
の
対
象
と
す
る
「
認
識
」

で
あ
る
。
で
は
、
批
判
の
対
象
と
な
る
認
識
と
み
ず
か
ら
の
知
を
語
る
認

識
の
そ
れ
ぞ
れ
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
二
ー
チ
ェ
は
込
め
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
ま
た
、
そ
の
相
違
は
ど
こ
に
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
わ
れ
わ
れ
の
論
究
は
、
西
洋
形
而
上
学
に
お
け
る
存
在
の
歴
史
の
中
に

二
－
チ
ェ
を
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
試
み
と
げ
っ
し
て
軌

を
一
に
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
二
ー
チ
ェ
の
力
へ
の
意
志
思
想
の
本
質

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
5
一

を
認
識
の
問
題
に
お
い
て
問
お
う
ど
す
る
彼
に
な
ら
い
、
ま
ず
カ
ヘ
の
意

志
と
科
学
（
オ
艮
實
－
ω
o
臣
津
）
の
問
題
－
認
識
・
科
学
・
真
理
に
対

す
る
二
ー
チ
ェ
の
批
判
－
を
考
察
す
る
。
ま
た
そ
れ
は
、
二
ー
チ
ェ

が
繰
り
返
し
展
開
し
て
き
た
道
徳
や
宗
教
や
形
而
上
学
と
関
連
す
る
問
題

で
も
あ
る
。
二
ー
チ
ェ
は
、
科
学
と
道
徳
と
の
関
係
を
次
の
よ
う
に
語
っ

て
い
る
。
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「
科
学
は
こ
れ
ま
で
、
一
切
を
〈
説
明
す
る
〉
仮
説
に
よ
っ
て
、
事
物

　
の
混
乱
状
態
を
排
除
し
て
き
た
…
…
道
徳
が
、
こ
う
し
た
単
純
化
の

　
一
つ
で
あ
っ
た
。
道
徳
は
、
人
問
を
認
識
さ
れ
る
も
の
、
周
知
の
も
の

　
と
し
て
教
え
た
。
今
や
、
わ
れ
わ
れ
は
道
徳
を
否
定
し
た
。
わ
れ
わ
れ

　
自
身
が
、
わ
れ
わ
れ
に
は
再
び
完
全
に
不
明
に
な
っ
た
。
私
が
知
る
の

　
は
、
私
が
私
に
つ
い
て
何
も
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
物
理
学

　
は
情
緒
に
対
す
る
恩
恵
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
科
学
（
知
識
へ
の
道
と

　
し
て
の
）
は
、
道
徳
の
排
除
後
、
一
つ
の
新
し
い
魔
力
を
得
る
。
」
農
［
崖
］

　
一
曽
）

　
こ
の
断
片
に
お
い
て
二
－
チ
ェ
は
、
中
世
に
お
い
て
確
固
と
し
た
人
問

の
内
面
世
界
に
秩
序
を
与
え
て
い
た
キ
リ
ス
ト
教
道
徳
は
、
科
学
に
よ
っ

て
否
定
さ
れ
、
そ
こ
に
生
じ
た
混
乱
状
態
を
、
古
い
秩
序
図
式
の
破
壊
者

で
あ
る
科
学
が
取
り
除
い
た
と
語
る
。
そ
も
そ
も
道
徳
の
否
定
は
、
科
学

に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
生
じ
た
人
間
に
対

す
る
存
在
規
定
の
揺
ら
ぎ
を
、
科
学
が
再
び
取
り
戻
す
と
い
う
構
図
が
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
か
つ
て
道
徳
が
与
え
て
い
た
、
認
識
さ
れ
る
も
の
（
旨
ω

宰
ぎ
冒
后
）
・
周
知
の
も
の
（
3
ω
黒
訂
冒
箒
）
と
い
う
人
問
に
対
す
る

規
定
が
、
今
度
は
科
学
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
道
徳
に
代
わ
っ
て
科
学
が
人
間
の
存
在
規
定
を
与
え
る
と
い
う
過

程
に
お
い
て
重
要
で
あ
る
の
は
、
人
間
が
認
識
さ
れ
る
も
の
・
周
知
の
も

の
で
あ
る
と
い
う
規
定
な
の
で
あ
り
、
何
が
そ
の
規
定
を
与
え
る
か
は
二

義
的
な
問
題
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
科
学
に
よ
っ
て
道
徳
が
否
定
さ
れ

て
生
じ
た
内
面
世
界
の
空
隙
は
、
科
学
に
よ
っ
て
は
埋
め
る
こ
と
は
で
き

な
い
と
二
ー
チ
ェ
は
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
こ
の
こ
と
は
、

二
ー
チ
ェ
が
思
相
〃
発
展
の
第
二
期
に
実
証
主
義
的
立
場
か
ら
行
な
っ
た
形

而
上
学
批
判
・
道
徳
批
判
・
キ
リ
ス
ト
教
批
判
が
、
存
在
者
の
存
在
規
定

を
与
え
る
背
後
世
界
へ
の
批
判
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
う
な
づ
け
る
。

　
そ
こ
で
次
に
、
道
徳
に
お
い
て
も
科
学
に
お
い
て
も
、
さ
ら
に
は
形
而

上
学
や
宗
教
に
お
い
て
も
同
様
に
与
え
ら
れ
る
人
問
存
在
へ
の
規
定

－
人
間
は
、
認
識
さ
れ
る
も
の
・
周
知
の
も
の
と
い
う
規
定
－
に

つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

　
「
［
今
日
行
な
わ
れ
て
い
る
］
〈
科
学
〉
は
、
自
然
を
よ
り
容
易
に
算

　
定
可
能
な
も
の
、
ひ
い
て
は
統
御
可
能
な
も
の
に
し
よ
う
と
い
う
目
的

　
で
、
一
切
の
現
象
に
共
通
の
記
号
言
語
を
作
ろ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。

　
観
察
さ
れ
た
あ
ら
ゆ
る
〈
法
則
〉
を
統
合
し
た
こ
の
記
号
言
語
は
、
し

　
か
し
何
も
説
明
し
な
い
。
そ
れ
は
、
た
だ
出
来
事
の
最
も
簡
潔
な
（
簡

　
略
化
さ
れ
た
）
一
種
の
記
号
に
過
ぎ
な
い
。
」
塞
［
曽
ご
（
曽
一

　
人
間
が
認
識
さ
れ
る
も
の
・
周
知
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

二
ー
チ
ェ
に
よ
れ
ば
算
定
可
能
（
思
亮
序
8
σ
賢
ぎ
こ
・
統
御
可
能
一

思
ぼ
；
ω
o
亭
胃
ぎ
岸
）
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
人
間
が
認
識
さ

れ
、
周
知
の
も
の
と
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
限
り
の
意
味
に
お
い
て

い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
彼
は
、
こ
の
算
定
可
能
性
に
つ
い
て
物
理
学
的
知

へ
反
対
す
る
中
で
語
っ
て
い
る
。

　
「
物
理
学
的
原
子
に
反
対
し
て
。
世
界
を
把
握
す
る
た
め
に
わ
れ
わ
れ

　
は
、
世
界
を
算
定
可
能
な
も
の
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
算
定
可
能

　
に
す
る
た
め
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
定
数
的
な
原
因
を
も
た
ね
ば
な
ら
な

　
い
。
し
か
し
、
現
実
の
う
ち
に
は
こ
う
し
た
定
数
的
原
因
が
見
つ
か
ら

　
な
い
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
案
出
す
る
1
例
え
ば
、
原
子
を
。
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こ
れ
が
、
原
子
論
の
由
来
で
あ
る
。
世
界
の
算
定
可
能
性
、
定
式
を
通

　
じ
て
の
一
切
の
出
来
事
の
表
現
可
能
性
ー
こ
れ
が
、
本
当
に
〈
把
握
〉

　
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
音
楽
の
う
ち
で
算
定
可
能
で
、
定
式
に
よ
っ
て
簡

　
略
化
し
得
る
も
の
を
す
べ
て
計
算
し
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
音
楽
の

　
何
が
把
握
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
〈
定
数
的
な
原

　
因
〉
、
事
物
、
実
体
、
要
す
る
に
〈
無
制
約
的
な
も
の
〉
は
、
程
造
で

　
あ
る
。
」
べ
［
g
］
（
≦
）

　
こ
こ
で
二
ー
チ
ェ
は
、
人
間
の
近
代
に
お
け
る
知
の
営
み
に
お
い
て
紛

れ
も
な
い
成
功
を
勝
ち
得
た
物
理
学
を
例
と
し
て
、
認
識
に
お
け
る
算
定

可
能
性
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
二
ー
チ
ュ
は
、
原
子
論
を
引
き
合
い
に

出
し
、
原
子
論
が
世
界
を
人
問
に
と
っ
て
算
定
可
能
な
も
の
に
し
た
こ
と

を
認
め
つ
つ
も
、
原
子
の
概
念
が
人
間
に
よ
っ
て
案
出
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
こ
と
を
問
題
に
す
る
。
人
問
の
与
え
た
概
念
に
よ
っ
て
世
界
を
算
定
す

る
認
識
は
、
た
し
か
に
世
界
を
表
現
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
彼
は
、

世
界
の
把
握
と
は
認
め
な
い
。
二
ー
チ
ェ
に
よ
れ
ば
、
本
来
認
識
と
は
「
解

釈
」
な
の
で
あ
り
、
原
子
論
の
算
定
可
能
な
世
界
は
、
〈
原
子
〉
の
概
念

に
よ
る
世
界
の
「
説
明
」
に
他
な
ら
な
い
N
［
O
．
3
（
曽
）
。

　
世
界
は
、
科
学
の
立
場
か
ら
は
算
定
可
能
と
さ
れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は

あ
く
ま
で
科
学
の
論
理
に
お
い
て
で
あ
る
。
二
－
チ
ェ
は
、
算
定
可
能
と

な
る
世
界
の
出
現
に
つ
い
て
語
る
。

　
「
ω
伝
達
可
能
で
あ
る
た
め
に
は
、
正
確
に
定
義
し
得
る
も
の
で
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
。
感
官
の
素
材
は
、
悟
性
に
よ
っ
て
整
序
さ
れ
、
大
ま

　
か
な
輪
郭
に
還
元
さ
れ
、
類
似
化
さ
れ
、
同
類
項
へ
と
包
摂
さ
れ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
感
官
印
象
の
不
明
瞭
さ
と
混
沌
と
が
論
理
化
さ
れ
る
わ

　
け
で
あ
る
。
ω
〈
現
象
〉
の
世
界
は
、
整
序
さ
れ
た
世
界
で
あ
り
、
こ

　
の
世
界
を
わ
れ
わ
れ
は
実
在
し
て
い
る
と
感
じ
る
。
〈
実
在
性
〉
は
、

　
等
し
い
事
物
・
既
知
の
事
物
・
同
類
的
事
物
の
絶
え
ざ
る
再
出
現
の
う

　
ち
に
、
そ
れ
ら
の
事
物
の
論
理
化
さ
れ
た
性
格
の
う
ち
に
、
ま
た
こ
こ

　
で
わ
れ
わ
れ
は
計
算
し
算
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
信
ず
る
こ
と
の
う

　
ち
に
あ
る
。
L
㊤
［
H
O
⑦
］
（
自
）

　
二
ー
チ
ェ
は
、
現
象
の
世
界
が
獲
得
す
る
〈
実
在
性
〉
を
論
理
化
、
。
算

定
化
の
結
果
と
み
て
い
る
が
、
む
し
ろ
こ
の
謂
に
お
い
て
彼
は
、
論
理
化

さ
れ
得
ず
、
算
定
化
さ
れ
得
な
い
世
界
が
〈
認
識
不
能
な
〉
世
界
と
み
な

さ
れ
る
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
二
ー
チ
ェ

は
論
理
化
・
算
定
化
の
認
識
に
け
っ
し
て
全
幅
の
信
頼
を
置
か
な
い
か
ら

で
あ
る
。
論
理
化
・
算
定
化
の
認
識
へ
の
彼
の
不
信
を
、
以
下
の
断
片
に

み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
「
科
学

　
　
第
一
章
〈
真
。
の
世
界
〉
の
起
源

　
　
哲
学
の
間
違
い
は
、
次
の
点
に
あ
る
。
人
々
は
、
論
理
学
や
理
性
的

　
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
、
世
界
を
有
益
な
目
的
に
調
整
す
る
手
段
で
あ
る
こ
と

　
を
見
抜
く
代
わ
り
に
、
そ
れ
ら
が
真
理
の
、
あ
る
い
は
実
在
性
の
試
金

　
石
で
あ
る
と
信
じ
た
。
〈
真
理
の
試
金
石
〉
は
、
実
際
に
は
原
理
的
欺

　
蹄
の
体
系
の
生
物
学
的
有
用
性
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
…
…

　
世
界
を
扱
い
易
く
、
見
積
り
で
き
る
よ
う
に
す
る
手
掛
か
り
と
し
て
、

　
さ
ま
ざ
ま
な
形
式
を
利
用
す
る
代
わ
り
に
、
哲
学
者
の
狂
気
に
近
い
明

　
敏
さ
が
そ
の
背
後
に
み
た
も
の
は
、
そ
れ
ら
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
中
に
わ

　
れ
わ
れ
の
住
む
世
界
に
あ
て
は
ま
ら
な
い
、
別
種
の
世
界
の
概
念
が
与
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え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
…
…
そ
の
た
め
の
手
段
が
公
式
や

　
記
号
の
案
出
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
助
け
に
よ
っ
て
、
人
間
は
混
沌
た
る

　
多
様
性
を
合
目
的
な
、
扱
い
易
い
図
式
に
還
元
し
た
。
L
崖
［
冨
ω
］

　
　
（
≡
）

　
こ
こ
で
二
－
チ
ェ
は
、
混
沌
と
し
た
多
様
な
世
界
を
理
解
可
能
に
す
る

も
の
と
し
て
案
出
さ
れ
た
記
号
や
公
式
そ
れ
自
体
が
、
世
界
の
価
値
尺
度

と
さ
れ
た
と
語
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
記
号
や
公
式
は
、
人
問
が
自
ら

に
と
っ
て
世
界
の
理
解
を
容
易
な
ら
し
め
よ
う
と
し
て
案
出
し
た
、
人
問

中
心
主
義
の
産
物
で
あ
る
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
、
そ
れ
自
体
一
つ
の
価
値
と

な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
科
学
的
思
惟
の
あ
り
方
を
、
二
1

■
チ
ェ
は
繰
り
返
し
批
判
す
る
。

　
ま
た
二
ー
チ
ェ
の
こ
う
し
た
認
識
批
判
は
、
論
理
学
に
お
い
て
用
い
ら

れ
る
概
念
に
対
し
て
も
な
さ
れ
る
。

　
　
「
概
念
上
の
矛
眉
を
禁
止
す
る
命
令
は
、
わ
れ
わ
れ
が
概
念
を
形
成
で

き
る
と
い
う
信
仰
、
概
念
は
事
物
の
真
理
を
表
示
す
る
の
み
な
ら
ず
捕
ま

え
る
の
だ
と
い
う
信
仰
か
ら
発
し
て
い
る
。
…
…
し
か
し
実
際
に
は
、
論

理
学
は
、
一
幾
何
学
や
算
術
と
同
様
に
）
わ
れ
わ
れ
が
作
り
出
し
た
虚
構

の
真
理
に
し
か
適
合
し
な
い
。
論
理
学
と
い
う
の
は
わ
れ
わ
れ
が
定
立
し

た
一
つ
の
存
在
図
式
に
従
っ
て
現
実
の
世
界
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
試

み
、
よ
り
正
確
に
い
え
ば
現
実
の
世
界
を
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
定
式
化
し

得
る
も
の
、
算
定
し
得
る
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
試
み
に
他
な
ら
な
い
。
」

㊤
［
竃
］
（
塞
）

　
こ
の
断
片
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
西
洋
の
思
惟
の
歴
史
に
お
い
て
尺

度
と
な
っ
て
き
た
論
理
学
は
、
二
ー
チ
ェ
に
よ
れ
ば
、
現
実
の
世
界
を
把

握
し
よ
う
と
す
る
た
め
に
案
出
さ
れ
た
公
式
で
あ
り
、
概
念
は
そ
の
た
め

の
記
号
と
な
る
。

　
だ
が
、
概
念
と
い
う
こ
の
記
号
は
、
事
物
の
全
体
を
把
握
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
二
ー
チ
ェ
は
言
う
。

　
「
論
理
化
は
、
再
認
を
意
図
し
て
行
な
わ
れ
る
の
で
は
な
い
。
論
理
的

思
考
は
、
解
体
で
あ
る
。
…
…
内
面
の
精
神
的
活
動
は
　
す
べ
て
、
・
い
や

一
切
の
思
考
は
〈
非
学
問
的
〉
な
の
で
あ
る
。
」
H
［
S
］
（
自
）

　
人
間
存
在
や
世
界
の
規
定
を
算
定
し
、
論
理
化
し
、
概
念
化
す
る
認
識

の
あ
り
方
を
、
二
ー
チ
ェ
は
さ
ら
に
〈
意
識
化
〉
と
い
う
言
葉
で
表
し
て

い
る
。

　
　
　
　
　
、
　
　
、

　
「
哲
学
対
科
学

　
途
方
も
な
い
失
策
…
…

　
　
あ
ら
ゆ
る
進
歩
は
、
意
識
化
へ
の
進
歩
に
お
い
て
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る

　
退
歩
は
、
無
意
識
化
に
お
い
て
あ
る
。

　
ひ
と
は
、
実
在
、
〈
真
の
存
在
〉
に
弁
証
法
に
よ
っ
て
近
づ
く
。
本
能

　
に
よ
り
、
感
覚
に
よ
り
、
自
動
装
置
に
よ
っ
て
そ
こ
か
ら
遠
ざ
か
る
。

　
人
問
を
精
神
に
解
消
す
る
と
は
、
彼
を
神
と
す
る
こ
と
1
精
神
、

　
意
志
、
善
意
－
一
者

　
す
べ
て
の
善
き
も
の
は
、
精
神
性
か
ら
由
来
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
ま
た
、
意
識
の
事
実
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
よ
り
善
き
も
の
へ
の
進

　
歩
は
、
意
識
化
に
お
け
る
進
歩
と
し
て
の
み
あ
り
う
る
。

　
無
意
識
化
は
、
情
欲
と
感
覚
へ
の
頽
落
と
、
す
な
わ
ち
動
物
化
と
み
な

　
さ
れ
た
。
」
崖
［
H
藏
］
（
自
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

　
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
断
片
の
表
題
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
「
科
学
」
の
語
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が
二
ー
チ
ェ
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
て
い
る
点
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
と
い
う
の
も
、
二
ー
チ
ェ
は
こ
の
語
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

事
物
を
算
定
し
、
論
理
化
し
、
概
念
化
す
る
認
識
と
し
て
の
科
学
と
は
異

な
っ
た
科
学
の
あ
り
方
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

に
こ
の
断
片
は
、
「
哲
学
対
科
学
」
と
い
う
表
題
を
、
断
片
中
に
み
ら
れ

る
意
識
化
一
団
婁
易
ω
碁
①
a
g
一
、
無
意
識
化
一
仁
目
σ
婁
易
津
奏
a
雪
一

の
語
を
用
い
、
「
意
識
化
対
無
意
識
化
」
と
い
う
表
題
に
代
え
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
よ
り
明
確
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
意
識
化
は
哲
学

の
立
場
で
あ
り
、
意
識
の
過
剰
に
よ
っ
て
く
真
の
世
界
V
を
作
り
出
し
、

そ
こ
で
は
意
識
化
と
い
う
認
識
の
一
つ
の
手
段
が
、
手
段
に
と
ど
ま
る
こ

と
な
く
価
値
の
尺
度
と
な
る
。
意
識
化
の
思
惟
は
、
二
ー
チ
ェ
が
批
判
す

る
認
識
－
算
定
化
・
論
理
化
・
概
念
化
の
認
識
と
何
ら
異
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。
一
方
、
無
意
識
化
は
二
ー
チ
ェ
自
身
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
た

　
、
　
　
、「

科
学
」
の
立
場
と
い
え
よ
う
。
彼
は
、
こ
の
無
意
識
化
に
お
い
て
「
真

の
存
在
」
か
ら
本
能
・
感
覚
・
自
動
装
置
一
く
9
臣
己
旨
易
一
に
よ
っ
て

遠
ざ
か
る
と
語
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
「
真
の
存
在
」
と
は
、
あ
く

ま
で
意
識
化
の
過
程
に
お
い
て
の
「
真
」
な
の
で
あ
り
、
二
ー
チ
ェ
が
求

め
る
と
こ
ろ
の
真
で
は
な
い
。
か
く
し
て
、
「
意
識
化
1
1
哲
学
が
進
歩
で

　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

あ
り
、
無
意
識
化
”
科
学
は
退
歩
で
あ
る
。
」
と
い
う
図
式
を
「
失
策
」

と
み
な
す
二
ー
チ
ェ
の
考
え
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
二
ー
チ
ェ

に
と
っ
て
、
「
意
識
化
H
退
歩
、
無
意
識
化
H
進
歩
」
と
い
っ
た
単
純
な

逆
転
の
図
式
は
意
味
を
な
さ
な
い
に
し
て
も
、
「
哲
学
」
に
お
い
て
と
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

す
れ
ば
否
定
さ
れ
て
き
た
「
本
能
や
感
覚
」
の
復
権
は
彼
の
「
科
学
」
の

大
き
な
課
題
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
と
は
い
え
無
意
識
化
が
、
意
識
化
の
思
惟
に
お
け
る
認
識
の
手
段
を
否

定
す
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
世
界
は
混
沌
で
あ
り
、
認
識
不
能
と
な
る
で

あ
ろ
う
。
こ
の
混
沌
を
二
ー
チ
ェ
は
、
説
明
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、

解
釈
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼

に
よ
れ
ば
、
意
識
化
の
思
惟
で
あ
る
哲
学
に
お
い
て
動
物
的
と
み
な
さ
れ

る
本
能
・
感
覚
・
情
欲
が
、
そ
の
解
釈
の
担
い
手
と
な
る
の
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
「
あ
る
が
ま
ま
の
、
生
き
て
い
る
が
ま
ま
の
こ
の
身
体
こ
そ
が
、

お
そ
ら
く
わ
れ
わ
れ
に
お
い
て
〈
最
も
確
実
な
も
の
〉
窒
［
ω
⑦
］
一
≦
一
」

で
あ
り
、
そ
れ
が
意
識
化
の
認
識
に
お
け
る
算
定
化
・
論
理
化
・
概
念
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
6
一

の
確
実
性
と
は
異
な
っ
た
、
新
た
な
確
実
性
の
基
盤
と
な
る
。
さ
て
、
こ

れ
ま
で
み
て
き
た
二
ー
チ
ェ
の
批
判
す
る
認
識
－
算
定
化
・
論
理

化
・
概
念
化
・
意
識
化
の
思
惟
、
つ
ま
り
は
科
学
的
認
識
と
し
て
呼
称
さ

れ
る
認
識
は
、
真
理
の
問
題
と
の
関
連
に
お
い
て
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

二
ー
チ
ェ
は
、
科
学
的
認
識
と
真
理
の
問
題
に
つ
い
て
言
及
す
る
。

　
「
〈
証
明
し
得
る
事
柄
が
、
真
で
あ
る
。
V
こ
れ
は
、
〈
真
V
の
概
念
の

　
勝
手
な
設
定
で
あ
っ
て
、
こ
の
設
定
そ
の
も
の
は
証
明
で
き
な
い
。

　
要
す
る
に
、
〈
こ
れ
が
、
真
と
し
て
通
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
《
真
》

　
と
す
る
の
だ
V
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
背
景
は
、
〈
真
V

　
な
る
概
念
が
通
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
利
点
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
だ

　
け
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
証
明
し
得
る
と
い
っ
て
も
、
多
く
の
人
々

　
の
利
害
に
か
な
う
と
い
う
有
用
性
以
上
の
も
の
で
は
な
い
。
〈
真
で
あ

　
る
〉
〈
証
明
さ
れ
て
い
る
V
と
い
う
の
は
、
論
理
的
推
論
に
よ
っ
て
導

　
き
出
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
そ
こ
で
は
、
こ
う
し
た
結
論
に
導

　
く
個
々
の
判
断
が
す
で
に
く
真
V
で
あ
る
二
般
的
に
承
認
さ
れ
て
い
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る
一
と
い
う
こ
と
が
前
提
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
〈
真
〉

　
　
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
一
般
的
に
承
認
さ
れ
た
推
論
の
仕
方
に
従
っ

　
　
て
、
一
般
的
に
承
認
さ
れ
た
真
理
に
引
き
返
し
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。

　
　
つ
ま
り
、
〈
証
明
し
得
る
事
柄
が
真
で
あ
る
〉
た
め
に
は
、
真
理
が
与

　
　
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
前
提
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
L
㎝

　
　
一
崖
］
一
皇

　
　
〈
証
明
し
得
る
事
柄
が
真
で
あ
る
〉
と
い
う
真
理
概
念
を
思
惟
の
尺
度

　
と
す
る
認
識
は
、
あ
る
事
柄
が
証
明
さ
れ
得
る
か
、
否
か
を
問
お
う
と
す

　
る
だ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
こ
で
は
、
い
か
な
る
証
明
が
な
さ
れ
る

　
か
は
第
二
の
問
題
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
す
な
わ
ち
二
ー
チ
ェ
は
、
こ

・
の
真
理
概
念
の
う
ち
に
算
定
化
一
論
理
化
・
概
念
化
・
意
識
化
の
認
識
に

　
も
共
通
す
る
構
造
を
看
破
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
し
か
し
、
こ
う
し
た
真
理
概
念
の
由
来
を
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
二
ー

　
チ
ェ
は
何
を
語
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
の
二
つ
の
視
点
か
ら
、

　
そ
れ
を
明
ら
か
に
し
て
み
よ
う
。

　
　
①
算
定
化
・
論
理
化
・
概
念
化
・
意
識
化
の
認
識
の
背
後
に
お
い
て

　
　
前
提
さ
れ
て
い
る
事
柄
へ
と
遡
行
し
、
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
。

　
　
②
こ
の
認
識
が
、
証
明
可
能
な
事
柄
を
真
と
み
な
す
と
し
て
も
、
は

　
　
た
し
て
す
べ
て
の
事
柄
が
証
明
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
、
証

　
　
明
不
可
能
な
事
柄
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
如
何
な
る
も

　
　
　
の
で
あ
る
の
か
。

　
　
第
一
の
視
点
は
、
二
ー
チ
ェ
が
批
判
の
対
象
と
す
る
認
識
の
本
質
を
問

　
い
、
第
二
の
視
点
が
、
二
ー
チ
ェ
自
身
に
お
け
る
認
識
と
は
何
か
を
明
ら

　
か
に
す
る
。

三
　
二
ー
チ
ェ
に
お
け
る
「
認
識
」
批
判
の
二
つ
の
主
題

　
1
　
算
定
化
・
論
理
化
・
概
念
化
・
意
識
化
の
本
質

　
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
二
ー
チ
ェ
が
批
判
の
対
象
と
し
た
認

識
は
、
算
定
化
・
論
理
化
・
概
念
化
・
意
識
化
を
そ
の
本
質
と
す
る
認
識

で
あ
る
。
こ
れ
ら
算
定
化
・
論
理
化
・
概
念
化
・
意
識
化
の
本
質
は
、
そ

れ
ぞ
れ
に
お
い
て
事
柄
の
確
実
性
を
得
よ
う
と
す
る
点
に
あ
る
。
す
で
に

そ
の
発
端
に
お
い
て
、
い
ず
れ
も
混
沌
と
し
た
状
況
を
整
序
す
る
た
め
に

案
出
さ
れ
た
一
つ
の
手
段
で
あ
り
、
混
沌
を
脱
す
る
た
め
の
確
実
性
が
求

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
7
一

め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
確
実
性
の
知
を
押
し
進
め
た
デ
カ
ル
ト

に
対
す
る
二
ー
チ
ェ
の
言
及
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。

　
「
デ
カ
ル
ト
は
、
私
か
ら
み
れ
ば
充
分
に
徹
底
し
て
い
な
か
っ
た
。
確

　
実
な
も
の
を
持
ち
〈
私
は
欺
か
れ
た
く
な
い
〉
と
す
る
彼
の
要
求
に
関

　
し
て
、
こ
う
問
う
必
要
が
あ
る
く
な
ぜ
、
欺
か
れ
た
く
な
い
の
か
V
と
。

　
つ
ま
り
そ
れ
は
、
確
実
性
を
好
み
、
仮
象
と
不
確
実
さ
を
嫌
う
道
徳
的

　
先
入
見
一
そ
の
方
が
、
役
に
立
つ
と
い
う
だ
け
の
理
由
一
な
の
で
あ
る
。

　
…
…
な
ぜ
非
真
理
や
悪
や
苦
痛
等
に
対
す
る
憎
し
み
が
存
在
す
る
の
で

　
あ
ろ
う
か
。
」
き
［
H
O
］
（
≦
）

　
数
学
的
明
証
性
に
基
づ
い
た
方
法
的
懐
疑
か
ら
自
ら
の
哲
学
を
始
め
、

証
明
さ
れ
得
な
い
も
の
の
実
在
性
を
否
定
す
る
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
、
数

学
的
明
証
性
と
い
う
確
実
性
は
疑
い
得
な
い
前
提
で
あ
る
。
し
か
し
二
ー

チ
ェ
は
、
こ
の
確
実
性
音
道
徳
的
先
入
見
ど
み
な
す
ρ
こ
の
「
道
徳
的
先

入
見
」
と
い
う
表
現
は
、
デ
カ
ル
ト
の
確
実
性
が
、
数
学
的
明
証
性
を
示
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す
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
や
は
り
価
値
の
問
題
と
な
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
数
学
的
明
証
性
に
基
づ
く
確
実
性
へ
の
信
頼
を
、
二
ー
チ
ェ

は
デ
カ
ル
ト
の
価
値
判
断
と
み
な
す
の
で
あ
る
。
二
ー
チ
ェ
は
、
同
様
の

価
値
判
断
を
「
わ
れ
思
う
、
ゆ
え
に
わ
れ
在
り
。
」
の
命
題
に
お
け
る
認

識
主
体
へ
の
信
頼
の
中
に
も
見
出
し
て
い
る
ε
［
轟
］
一
≦
）
。
こ
の
よ

う
に
二
ー
チ
ェ
は
、
価
値
の
問
題
が
確
実
性
の
問
題
の
根
本
に
あ
る
上
主

張
す
る
。
「
確
実
性
へ
の
問
い
自
体
、
派
生
的
な
問
い
、
第
二
級
の
問
い

と
な
る
。
」
N
口
竈
］
（
自
）
の
で
あ
り
、

　
「
価
値
の
問
題
は
、
確
実
性
の
問
題
よ
り
も
基
本
的
で
あ
る
。
確
実
性

　
が
重
要
に
な
る
の
は
、
そ
の
前
提
と
し
て
価
値
問
題
の
答
え
が
で
て
い

　
る
場
合
の
み
で
あ
る
。
」
べ
［
お
］
（
曽
）

　
こ
の
よ
う
に
二
ー
チ
ェ
が
価
値
の
問
題
を
確
実
性
の
問
題
よ
り
も
重
要

視
す
る
の
は
、
そ
こ
に
生
の
条
件
が
隠
さ
れ
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な

い
。

　
「
〈
こ
れ
こ
れ
の
こ
と
は
、
こ
う
で
あ
る
。
〉
と
い
う
価
値
評
価
こ
そ
が
、

　
〈
真
理
〉
の
本
質
で
あ
る
。
価
値
評
価
の
う
ち
に
は
、
［
生
の
］
保
存

　
条
件
や
成
長
条
件
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
」
り
［
ω
O
。
］
一
自
）

　
確
実
性
も
生
の
一
つ
の
条
件
（
混
沌
を
整
序
す
る
と
い
う
条
件
）
に
す

ぎ
な
い
こ
と
が
自
覚
さ
れ
る
と
き
、
そ
の
認
識
は
生
に
奉
仕
す
る
認
識
と

な
り
、
二
ー
チ
ェ
が
批
判
す
る
算
定
化
・
論
理
化
・
概
念
化
・
意
識
化
の

認
識
と
異
な
る
。
「
認
識
行
為
を
生
に
奉
仕
す
る
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、

す
べ
て
を
投
げ
う
っ
て
ま
で
遂
行
し
よ
う
と
す
る
も
の
と
し
て
理
解
す
る

こ
と
は
、
き
わ
め
て
危
険
な
行
き
過
ぎ
で
あ
る
。
」
墨
［
ω
窪
］
一
曽
）
と
い

う
よ
う
に
、
生
の
条
件
で
あ
る
こ
と
を
忘
却
す
る
認
識
は
、
む
し
ろ
生
に

危
害
を
加
え
る
認
識
と
な
る
。
二
ー
チ
ェ
は
、
そ
う
し
た
認
識
を
「
認
識

の
た
め
の
認
識
」
緕
［
曽
巴
一
自
）
と
呼
ぶ
。
こ
の
「
認
識
の
た
め
の
認
識
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
∵

の
対
躁
に
あ
る
の
が
、
二
ー
チ
ェ
自
ら
追
い
求
め
る
「
認
識
」
－
科

、学
で
あ
る
。

　
2
　
二
ー
チ
ェ
の
「
認
識
」

　
さ
き
に
提
示
し
た
第
二
の
視
点
は
、
算
定
化
・
論
理
化
・
概
念
化
・
意

識
化
の
認
識
が
一
切
の
事
柄
を
証
明
し
得
る
か
否
か
で
あ
っ
た
。
二
ー

チ
ェ
は
、
こ
の
認
識
に
よ
っ
て
は
証
明
さ
れ
得
な
い
例
を
あ
げ
て
い
る
。

そ
れ
は
、
す
で
に
取
り
上
げ
た
「
意
識
化
対
無
意
識
化
」
の
断
片
の
引
用

部
に
続
い
て
み
ら
れ
る
。

　
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
、
プ
ラ
ト
ン
、
全
ソ
ク
ラ
テ
ス
学
派
に
対
す
る
闘
争
は
、

　
次
の
よ
う
な
本
能
か
ら
生
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
に
対
し
て
徳

　
を
証
明
可
能
な
も
の
、
根
拠
を
求
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
示
し
た
と
し

　
て
も
、
人
間
を
よ
り
善
く
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
本
能
で
あ

　
る
。
」
宝
［
H
象
］
（
曽
）

　
こ
こ
で
は
、
た
と
え
証
明
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ

う
し
た
徳
は
、
人
問
の
生
の
条
件
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
、
徳
一

弓
品
①
巨
）
の
本
質
が
語
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
人
間
の
倫
理
性
に
つ
い

て
も
、
二
i
チ
ェ
は
言
及
す
る
。

　
「
基
本
問
題
。
倫
理
的
な
事
柄
は
、
ど
れ
ほ
ど
深
部
ま
で
到
達
し
て
い

　
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
学
習
さ
れ
た
も
の
で
し
か
な
い
の
で
あ

　
ろ
う
か
、
何
ら
か
の
表
現
様
式
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
あ
ら
ゆ
る
深
い
人
問
は
、
次
の
点
で
一
致
し
て
い
る
。
ー
ル
タ
ー

　
も
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
も
パ
ウ
ロ
も
、
わ
れ
わ
れ
の
道
徳
性
及
び
そ
れ
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に
と
も
な
う
事
象
は
、
わ
れ
わ
れ
の
意
識
的
な
意
志
と
は
重
な
り
あ
わ

　
な
い
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
。
要
す
る
に
、
こ
れ
こ
れ
の
つ
も
り
で
あ

　
る
と
い
っ
た
説
明
で
は
不
十
分
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
自
覚
し
て
い

　
る
。
L
H
［
雷
］
（
彗
）

　
こ
の
命
題
に
お
い
て
、
倫
理
的
な
事
柄
（
駐
ω
津
艘
o
訂
）
の
説
明
の

困
難
さ
、
つ
ま
り
は
証
明
し
得
な
い
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し

そ
れ
で
は
、
倫
理
的
な
事
柄
や
徳
は
、
二
ー
チ
ェ
自
身
の
思
惟
に
お
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

も
認
識
さ
れ
得
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
二
ー
チ
ェ
は
、
科
学
に
つ
い
て
語
っ

て
い
る
。
こ
こ
で
も
科
学
の
語
は
強
調
さ
れ
て
お
り
、
二
ー
チ
ェ
自
身
の

思
惟
を
示
し
て
い
る
。

　
、
　
　
、

「
科
学
と
哲
学

　
科
学
性
－
訓
練
と
し
て
の
、
あ
る
い
は
本
能
と
し
て
の
。

　
ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
者
の
も
と
に
、
私
は
本
能
の
低
下
を
み
る
。
さ
も
な

け
れ
ば
、
彼
ら
は
意
識
さ
れ
た
状
態
を
、
よ
り
価
値
に
富
ん
で
い
る
と
考

え
る
よ
う
な
誤
り
を
犯
さ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
…
…
わ
れ
わ
れ
は
、
実

際
に
完
全
な
生
を
、
そ
う
し
た
意
識
の
最
も
少
な
い
と
こ
ろ
（
生
の
論
理

や
根
拠
や
意
図
や
有
益
性
が
ほ
と
ん
ど
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
）
に

求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
崖
［
H
ω
H
］
（
彗
）

　
二
ー
チ
ェ
が
こ
こ
で
ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
者
に
対
比
さ
せ
て
い
る
の
は
、

算
定
化
・
論
理
化
的
認
識
の
対
躁
に
あ
る
、
証
明
を
必
要
と
す
る
こ
と
な

く
現
実
を
受
け
入
れ
る
あ
り
方
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
あ
り
方
の
担

い
手
は
、
眼
前
の
混
沌
を
算
定
す
る
こ
と
も
、
論
理
や
概
念
や
意
識
に
よ
っ

て
理
解
可
能
と
す
る
こ
と
も
な
く
、
自
ら
の
賢
明
さ
と
誠
実
さ
に
お
い
て

混
沌
の
ま
ま
に
受
け
入
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
認
識
は
、
伝
統
的
な

学
問
的
認
識
－
算
定
化
・
論
理
化
・
概
念
化
・
意
識
化
の
認
識
か
ら

す
れ
ば
、
ま
っ
た
く
受
け
入
れ
が
た
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
者
の
対
躁
に
置
か
れ
た
こ
の
認
識
が
、
た
と
え
学
問
の

名
に
値
し
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
は
伝
統
的
な
学
問
か
ら
出
発
し
て
考
え

る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
学
問
の
形
成
と
い
う
観
点
を
離
れ

る
な
ら
ば
、
こ
の
認
識
も
や
は
り
、
混
沌
を
混
沌
の
ま
ま
に
理
解
す
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
呂
一

い
う
一
つ
の
思
惟
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
点
に
、
事
物
の
混

沌
を
整
序
し
理
解
可
能
と
す
る
認
識
と
の
明
確
な
相
違
点
が
存
在
す
る
。

四
　
む
す
び

　
二
ー
チ
ェ
が
批
判
す
る
認
識
は
、
事
物
の
混
沌
を
整
序
す
る
こ
と
を
意

図
し
て
案
出
さ
れ
た
算
定
化
・
論
理
化
・
概
念
化
・
意
識
化
を
手
段
と
す

る
認
識
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
認
識
に
お
い
て
は
、
手
段
で
あ
っ
た
論
理
や

概
念
そ
れ
自
体
が
目
的
と
な
り
、
混
沌
の
整
序
を
担
う
と
い
う
生
の
条
件

が
忘
却
さ
れ
て
し
ま
う
。
二
ー
チ
ェ
は
、
道
徳
・
芸
術
・
真
理
に
つ
い
て
、

そ
う
し
た
手
段
が
目
的
と
な
る
有
様
を
語
る
。

　
「
理
想
が
、
現
実
的
な
も
の
か
ら
分
離
さ
れ
る
と
、
現
実
的
な
も
の
は

　
突
き
落
と
さ
れ
、
貧
し
く
さ
れ
、
誹
講
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
〈
美
の

　
た
め
の
美
〉
〈
真
の
た
め
の
真
〉
〈
善
の
た
め
の
善
〉
1
こ
れ
ら
は
、

　
現
実
的
な
も
の
に
向
け
ら
れ
た
邪
悪
な
眼
差
し
の
三
つ
の
形
式
で
あ

　
る
。
－
芸
術
、
認
識
、
道
徳
は
、
手
段
な
の
で
あ
る
。
」
H
O
［
H
澤
］

　
（
自
）

　
二
ー
チ
ェ
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
認
識
は
、
・
た
し
か
に
意
図
に
お
い
て
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は
生
の
上
昇
を
企
図
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
、
こ
の
よ
う
に

手
段
が
目
的
と
な
り
現
実
を
貧
し
く
し
、
誹
諾
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
二
ー
チ
ェ
が
説
く
認
識
は
、
事
物
の
混
沌
を
あ
り
の

ま
ま
理
解
す
る
こ
と
を
本
質
と
す
る
認
識
で
あ
っ
た
。
た
し
か
に
こ
こ
に

は
、
あ
る
が
ま
ま
の
理
解
が
は
た
し
て
認
識
と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
と

い
う
疑
問
が
生
じ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
二
ー
チ
ェ
は
む
し
ろ
、
．
現

実
の
あ
る
が
ま
ま
の
理
解
こ
そ
を
自
ら
の
認
識
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
彼

は
、
既
存
の
哲
学
を
次
の
よ
う
に
批
判
す
る
。

　
「
注
意
。
こ
れ
ま
で
の
哲
学
者
の
あ
ら
ゆ
る
類
型
に
は
、
何
か
病
的
な

　
も
の
が
付
随
し
て
い
る
。
自
ら
と
他
の
人
間
を
高
め
る
か
わ
り
に
、
哲

　
学
者
た
ち
は
わ
き
道
を
行
く
の
を
最
も
好
み
、
他
の
道
が
な
い
か
ど
う

　
か
を
探
し
回
る
。
こ
れ
自
体
が
、
す
で
に
退
化
し
た
本
能
の
し
る
し
で

　
あ
る
。
」
窪
口
ω
ω
］
一
薫
）

　
二
ー
チ
ェ
は
、
思
惟
に
お
い
て
可
能
な
事
柄
の
追
求
に
忙
し
い
既
存
の

哲
学
者
の
あ
り
方
を
本
能
の
退
化
と
語
り
、
人
間
を
高
め
る
知
が
、
本
来

「
こ
れ
こ
れ
で
あ
る
」
と
規
定
さ
れ
な
い
あ
る
が
ま
ま
の
〈
人
問
〉
の
現

実
に
存
す
る
と
主
張
し
て
い
る
。
彼
は
、
〈
然
り
〉
へ
の
私
の
新
し
い
道

と
題
し
て
、
次
の
よ
う
に
語
る
。

　
「
〈
一
つ
の
精
神
は
、
ど
れ
ほ
ど
の
《
真
理
》
に
耐
え
、
ど
れ
ほ
ど
の
《
真

　
理
》
に
挑
む
の
で
あ
ろ
う
か
。
〉
こ
れ
は
、
そ
の
精
神
の
強
さ
の
問
題

　
で
あ
る
。
私
の
理
解
し
て
い
る
よ
う
な
ペ
シ
ミ
ズ
ム
な
ら
ば
、
あ
る
が

　
ま
ま
の
世
界
に
対
し
て
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
に
然
り
を
言
う
と
い
う
、

　
あ
の
形
に
到
達
し
得
る
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
が
ま
ま
の

　
世
界
の
無
条
件
的
な
回
帰
と
永
遠
性
を
願
う
境
地
に
ま
で
到
達
し
得
る

　
か
も
し
れ
な
、
い
。
そ
の
境
地
へ
到
達
で
き
る
な
ら
ば
、
哲
学
と
感
受
性

　
の
新
し
い
理
想
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
L
H
O
［
ω
］
一
≡
）

　
こ
の
「
あ
る
が
ま
ま
の
世
界
の
回
帰
と
永
遠
性
を
無
条
件
に
願
う
」
認

識
は
、
こ
れ
ま
で
否
定
さ
れ
て
き
た
生
の
諸
側
面
を
必
然
的
と
し
て
肯
定

し
、
ま
た
意
識
化
の
過
程
に
お
い
て
否
定
さ
れ
た
本
能
・
情
欲
・
感
覚
が
、

新
し
い
哲
学
と
感
受
性
の
中
で
肯
定
さ
れ
る
。

　
わ
れ
わ
れ
が
課
題
と
し
て
掲
げ
た
「
認
識
と
し
て
の
力
へ
の
意
志
」
に

お
け
る
「
認
識
」
と
は
、
こ
う
し
た
あ
る
が
ま
ま
の
世
界
に
然
り
を
一
言
う

認
識
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
視
点
に
立
つ
と
き
、
「
認
識
と
し
て

の
カ
ヘ
の
意
志
」
が
、
す
な
わ
ち
認
識
の
冒
険
者
で
あ
る
二
ー
チ
ェ
の
追

い
求
め
て
や
ま
ぬ
認
識
が
、
つ
ね
に
現
実
と
い
う
重
し
と
と
も
に
な
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

註

　
本
稿
で
用
い
る
二
ー
チ
ェ
の
テ
キ
ス
ト
は
、
；
①
募
o
思
ミ
①
津
具
ユ
ー

巨
ω
o
－
①
Ω
①
ω
饒
冒
け
蟹
』
ω
⑰
q
印
げ
①
一
巨
『
ω
咋
く
．
O
－
o
『
σ
q
μ
o
O
o
＝
－
自
■
O
ζ
｝
N
｝
目
o
竃
o
目
巨
－

§
ユ
も
邑
巨
H
㊤
雪
串
で
あ
る
。
引
用
個
所
は
、
＞
g
£
昌
σ
・
と
霊
巨
を
そ

れ
ぞ
れ
ロ
ー
マ
数
字
と
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
表
し
、
そ
の
後
に
頁
数
を
示
す
。

な
お
引
用
文
中
の
傍
点
文
字
は
、
原
文
に
お
け
る
ゲ
シ
ュ
ペ
ル
ト
の
部
分

を
示
し
て
い
る
。
［
　
］
は
、
引
用
者
の
補
足
で
あ
る
。

一
－
一
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
二
ー
チ
ェ
哲
学
を
カ
ヘ
の
意
志
の
思
想
か
ら
理
解
し

　
　
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
「
わ
れ
わ
れ
は
、
二
ー
チ
ェ
の
力
へ
の
意
志

　
　
の
思
想
を
彼
の
唯
一
の
思
想
と
呼
ぶ
。
こ
れ
は
、
同
時
に
二
ー
チ
ェ
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の
も
う
一
つ
の
思
想
、
同
一
物
の
永
遠
回
帰
の
思
想
が
、
必
然
的
に

　
　
力
へ
の
意
志
の
思
想
の
中
に
包
括
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味

　
　
す
る
。
こ
の
両
思
想
－
カ
ヘ
の
意
志
と
永
遠
回
帰
1
は
、
同

　
　
一
の
こ
と
を
述
べ
、
存
在
者
全
体
の
同
じ
根
本
性
格
を
思
惟
し
て
い

　
　
る
。
同
一
物
の
永
遠
回
帰
の
思
想
は
、
カ
ヘ
の
意
志
の
内
在
的
な

　
　
－
補
足
的
な
で
は
な
く
－
完
成
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
こ
そ
同

　
　
一
物
永
遠
回
帰
の
思
想
は
、
時
期
的
に
い
っ
て
カ
ヘ
の
意
志
の
思
想

　
　
よ
り
以
前
に
思
惟
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
L
；
9
易
9
①
、
旨
冒
掲
實

　
　
畠
竃
。
o
っ
■
ト
o
．
H
。
カ
ヘ
の
意
志
が
二
ー
チ
ェ
哲
学
の
主
要
概
念
で
あ
る

　
　
こ
と
は
、
疑
い
得
な
い
が
、
こ
の
カ
ヘ
の
意
志
の
観
点
か
ら
の
み
で

　
　
二
－
チ
ェ
哲
学
の
す
べ
て
を
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、

　
　
二
－
チ
ェ
に
対
す
る
思
想
研
究
の
す
べ
て
が
、
必
ず
し
も
カ
ヘ
の
意

　
　
志
の
視
点
か
ら
行
な
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
カ
ー
ル
・

　
　
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
は
二
i
チ
ェ
哲
学
を
永
遠
回
帰
思
想
と
み
な
し
、
オ

　
　
イ
ゲ
ン
・
フ
ィ
ン
ク
は
二
ー
チ
エ
の
遊
戯
一
ぎ
邑
）
概
念
に
注
目
す

　
　
る
と
い
う
よ
う
に
、
二
ー
チ
ェ
解
釈
は
多
様
な
視
点
か
ら
な
さ
れ
て

　
　
い
る
。

一
2
）
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。
「
諸
々
の
善
が

　
　
記
載
さ
れ
て
い
る
一
枚
の
板
が
、
各
民
族
の
頭
上
に
掲
げ
ら
れ
て
い

　
　
る
。
見
よ
、
そ
れ
は
各
民
族
が
な
し
き
た
っ
た
諸
々
の
超
克
が
記
載

　
　
さ
れ
て
い
る
板
で
あ
る
。
見
よ
、
そ
れ
は
各
民
族
の
力
へ
の
意
志
の

　
　
声
で
あ
る
。
」
≧
8
名
§
9
夢
s
艘
冨
R
印
一
曽
H
o
っ
、
o
．

一
3
一
患
痔
σ
・
σ
・
員
竃
－
○
．
ω
．
塞
㎝
1

一
4
一
津
o
①
；
o
思
彗
髪
舅
o
巨
｛
戸
く
ち
爵
⑦
．

（
5
）
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
た
し
か
に
こ
の
よ
う
に
二
－
チ
ェ
哲
学
に
お
け
る

　
　
「
認
識
と
し
て
の
カ
ヘ
の
意
志
」
の
問
題
の
重
要
性
を
語
る
の
で
あ

　
　
る
が
、
二
－
チ
ェ
の
「
力
へ
の
意
志
」
思
想
と
の
対
決
は
、
一
九
三

　
　
六
年
か
ら
三
七
年
の
冬
学
期
に
お
け
る
「
芸
術
と
し
て
の
力
へ
の
意

　
　
志
」
の
講
義
が
最
初
で
あ
る
。
な
お
「
認
識
と
し
て
の
力
へ
の
意
志
」

　
　
は
、
一
九
三
九
年
夏
学
期
の
講
義
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
。

一
6
）
二
ー
チ
ェ
が
無
意
識
化
に
お
い
て
語
る
本
能
・
感
覚
・
情
欲
な
ど
の

　
　
語
が
、
た
ん
な
る
生
物
学
的
用
語
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ

　
　
ば
な
ら
な
い
。
「
意
識
化
は
、
本
来
の
道
徳
性
、
す
な
わ
ち
行
為
に

　
　
お
け
る
本
能
的
確
実
性
が
崩
れ
つ
つ
あ
る
徴
候
で
あ
る
。
」
崖
口
亀
］

　
　
一
曽
一
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
二
ー

　
　
チ
ェ
は
こ
う
し
た
生
物
学
的
用
語
1
あ
る
い
は
生
理
学
的
用
語

　
　
と
も
言
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
－
を
自
ら
の
哲
学
用
語
と
し

　
　
て
用
い
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

一
7
夏
筆
竃
蟹
巨
も
2
0
9
叶
忌
・
茅
冒
茎
巨
昌
薫
冨
o
ξ
算
㌔
巨
－

　
　
＝
目
α
q
9
一
し
つ
．
雪
－

一
8
）
む
し
ろ
、
「
学
問
」
が
も
つ
枠
組
へ
の
根
本
・
的
な
問
い
を
二
ー
チ
ェ

　
　
は
投
げ
か
け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
か
ん
の
・
た
か
ひ
こ

茨
城
大
学
非
常
勤
溝
師
）
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