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九
／
二
〇
年
の
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水
野
建
雄
十
中
沢
則
夫
、
飛
田

満
、

石
戸
谷
信
、
自
濱
好
明
、

泉
　
俊
宏

【
解
説
】

　
本
訳
は
、
D
・
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
編
『
へ
ー
ゲ
ル
の
法
の
哲
学
－
一
八
一

九
／
二
〇
年
の
講
義
ノ
ー
ト
』
（
患
⑰
・
具
巾
巨
o
ω
o
昌
庁
忌
ω
宛
①
9
員
冒
①

く
o
二
窃
一
』
■
①
q
く
o
■
　
H
o
o
H
⑩
＼
N
0
巨
オ
胃
げ
ω
o
｝
ユ
芦
｝
『
岬
く
o
目
U
庁
冨
『
籟
①
目
－

『
一
員
岩
o
。
㍗
旨
～
ぎ
目
o
）
の
冒
頭
部
「
緒
論
一
里
己
津
冒
⑰
。
）
の
試
訳

で
あ
る
。

　
へ
ー
ゲ
ル
は
『
法
の
哲
学
』
刊
行
（
一
八
二
〇
年
一
以
前
に
、
「
自
然

法
と
国
家
学
」
の
講
義
を
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
で
一
回
、
ベ
ル
リ
ン
大

学
で
二
回
行
っ
て
い
る
が
、
こ
の
「
一
八
一
九
／
二
〇
年
の
講
義
ノ
i
ト
」

は
ベ
ル
リ
ン
大
学
で
の
第
二
回
目
の
、
し
か
も
『
法
の
哲
学
』
刊
行
直
前

の
講
義
で
あ
る
。
こ
の
講
義
ノ
ー
ト
が
新
た
に
公
け
に
さ
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
法
哲
学
講
義
の
全
貌
が
明
ら
か
に
な
っ
た
が
、
特
に
こ
の
講
義
録

は
、
カ
ー
ル
ス
バ
ー
ト
決
議
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
プ
ロ
イ
セ
ン
の
政
治
的

右
傾
化
に
あ
っ
て
、
こ
の
一
八
一
九
年
冬
学
期
の
へ
ー
ゲ
ル
の
講
義
が
ど

の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
『
法
哲
学
』
の
多
義
的
解
釈
を
許
す
内
容

に
い
か
に
関
わ
る
か
を
知
る
う
え
で
も
、
さ
ら
に
ま
た
、
「
ハ
イ
デ
ル
ベ

ル
ク
・
エ
ン
ツ
ユ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
」
以
降
展
開
さ
れ
る
へ
ー
ゲ
ル
の
「
法

の
哲
学
」
の
本
来
の
意
図
と
理
念
を
知
る
う
え
で
も
、
き
わ
め
て
重
要
な

資
料
で
あ
る
。

　
例
え
ば
『
法
の
哲
学
』
序
文
の
周
知
の
理
性
H
現
実
の
二
重
命
題
も
こ

の
「
緒
論
」
で
は
、
か
な
り
は
っ
き
り
し
た
形
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
編

集
者
D
・
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
は
本
書
に
付
し
た
興
味
深
い
序
文
の
中
で
、
こ
の

こ
と
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　
　
こ
の
講
義
の
緒
論
で
は
、
こ
の
命
題
は
［
制
度
論
的
意
味
で
は
な
く
］

　
純
然
た
る
歴
史
理
論
的
意
味
で
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
あ
る
歴
史
的
原
理

　
は
、
意
識
に
お
い
て
で
あ
れ
、
あ
る
時
代
の
制
度
的
秩
序
に
お
い
て
で

　
あ
れ
、
つ
ね
に
実
現
さ
れ
て
い
る
の
だ
、
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

　
状
態
で
は
な
く
由
来
（
患
；
o
『
①
q
曽
σ
・
）
が
強
調
さ
れ
て
、
い
か
な
る

　
力
も
、
あ
る
民
族
が
《
そ
の
概
念
に
お
い
て
》
進
歩
し
て
い
っ
た
そ
の
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方
向
に
抵
抗
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
公
式
化
さ
れ
て

　
い
る
の
で
あ
る
。
理
念
は
こ
の
概
念
に
基
づ
い
て
、
主
観
性
を
越
え
て

　
現
実
的
な
具
体
的
な
も
の
へ
、
現
存
す
る
も
の
へ
と
自
己
を
作
り
上
げ

　
て
い
く
。
す
な
わ
ち
「
理
性
的
な
も
の
は
現
実
的
に
な
り
、
現
実
的
な

　
も
の
は
理
性
的
に
な
る
」
。
こ
の
二
重
化
は
、
現
実
と
理
念
の
統
一
か

　
ら
で
て
く
る
の
で
は
な
く
、
自
己
を
実
現
す
る
理
性
の
抗
し
が
た
い
力

　
に
よ
っ
て
現
実
が
そ
の
固
有
の
形
態
に
到
達
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
導

　
か
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
全
く
思
想
の
論
理
か
ら
生
ま
れ
た
も
の

　
で
あ
る
。
そ
の
思
想
と
は
、
理
性
形
態
の
現
実
へ
の
運
動
と
現
実
的
な

　
も
の
の
理
性
形
態
へ
の
運
動
と
を
、
理
性
過
程
の
二
つ
の
側
面
と
し
て

　
把
握
す
る
思
想
で
あ
る
。
（
o
〇
一
H
ζ
）

　
「
緒
論
」
だ
け
を
み
て
も
、
こ
の
命
題
だ
け
で
な
く
、
一
般
に
刊
行
本

に
は
な
い
、
ま
た
そ
れ
と
異
な
っ
た
簡
潔
で
し
か
も
明
確
な
表
現
が
見
て

取
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
続
稿
の
訳
は
、
次
号
以
降
に
機
会
が
与
え
ら
れ
れ
ば
掲
載
し
た
く
思
っ

て
い
る
。
本
訳
は
、
私
の
ゼ
ミ
に
参
加
し
た
上
記
院
生
の
共
同
作
業
で
成
っ

た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
書
に
は
脚
注
と
二
種
の
註

（
宰
冨
巨
實
昌
①
q
と
内
o
目
罵
昌
彗
）
が
あ
る
（
し
か
も
重
要
な
註
で
は
あ

る
）
が
、
こ
こ
で
は
紙
数
の
関
係
で
す
べ
て
割
愛
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
水
野
建
雄
記
）
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D
・
ヘ
ン
リ
ツ
ヒ
編

へ
ー
ゲ
ル
「
一
しノ

九
／
二
〇
年
の
法
哲
学
講
義
L

法
哲
学
と
政
治
学

緒
論

　
法
と
は
抽
象
的
な
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
実
現
す
る
の
が
国
家
で
あ
る
。

通
常
、
法
は
人
問
の
自
然
権
が
そ
の
中
で
損
な
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
不
幸

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
失
楽
園
に
つ
い
て
語
ら
れ
、
ま
た
自
然
権
の
復
興

に
つ
い
て
語
ら
れ
た
の
は
、
そ
う
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
い
る
。
法
は
地
上

に
お
け
る
神
聖
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
不
可
侵
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
と
は

い
え
、
神
聖
な
も
の
が
不
可
侵
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
天
界
に
あ
る
場
合
、

あ
る
い
は
思
想
の
う
ち
に
あ
る
場
合
だ
け
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
法
は
地

上
に
お
け
る
も
の
で
あ
り
、
［
そ
れ
ゆ
え
］
侵
害
さ
れ
攻
撃
さ
れ
る
こ
と

も
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
学
の
課
題
は
、
法
が
本
当
の
と
こ
ろ
何
で
あ
る
か

を
認
識
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
研
究
は
、
誰
も
が
法
を
自
ら
の

確
信
の
う
ち
に
持
つ
と
思
い
込
ん
で
い
る
時
代
に
あ
っ
て
は
、
と
く
に
必

要
で
あ
る
。
こ
う
い
う
人
は
、
法
を
遂
行
し
成
就
し
た
と
言
い
張
っ
て
い

る
。
だ
か
ら
こ
う
い
う
人
に
と
っ
て
、
遂
行
さ
れ
成
就
さ
れ
て
い
な
い
と

い
う
事
態
は
、
自
ら
対
抗
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
不
埼
な
も
の
と
み
な
さ

れ
る
。
［
し
か
し
］
哲
学
は
、
法
の
概
念
を
規
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

無
論
、
哲
学
に
こ
う
し
た
要
求
を
す
る
と
い
う
の
は
、
未
だ
過
度
の
期
待

と
い
う
も
の
で
は
あ
る
。
［
だ
が
］
こ
う
し
た
要
求
の
中
に
は
、
少
な
く

と
も
、
法
を
見
出
す
の
は
思
想
の
仕
事
で
あ
る
と
い
う
主
張
が
含
ま
れ
て

い
る
。
む
し
ろ
よ
く
見
か
け
ら
れ
る
の
は
、
誰
も
が
法
は
自
分
の
中
に
あ

り
自
分
が
法
を
持
っ
て
い
る
と
信
じ
て
い
る
、
と
い
っ
た
光
景
で
あ
る
の

だ
が
。
と
こ
ろ
で
、
一
方
で
人
は
、
哲
学
の
う
ち
に
す
べ
て
の
不
正
と
戦

う
た
め
の
諸
根
拠
の
兵
器
庫
を
見
出
す
と
考
え
、
現
実
か
ら
遠
ざ
か
る
ほ

ど
に
ま
す
ま
す
崇
高
に
思
わ
れ
る
幸
福
な
状
態
の
理
想
を
見
て
と
る
。
［
し

か
し
］
他
方
で
は
、
法
と
哲
学
と
は
国
家
に
帰
属
し
て
い
る
と
言
わ
れ
る
。

［
と
い
う
の
は
、
］
精
神
の
意
志
は
自
由
で
あ
っ
て
、
こ
の
自
由
は
国
家

の
基
盤
で
あ
る
［
か
ら
で
あ
る
］
。
と
こ
ろ
で
、
そ
う
は
言
う
も
の
の
、

哲
学
は
一
面
に
お
い
て
現
実
に
つ
い
て
の
学
で
は
な
く
、
ま
た
法
の
何
た
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る
か
を
所
与
の
も
の
か
ら
は
理
解
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
真
実
で
あ
る
。

哲
学
に
お
い
て
、
そ
こ
か
ら
汲
み
取
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
理
性
で
あ

り
、
内
的
な
概
念
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
論
じ
よ
う
と
し
て
い
る
法
の
哲

学
は
実
証
的
な
学
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
現
実
に
対
立
し
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
う
し
た
こ
と
［
哲
学
と
現
実
と
の
関
係
な
ど
］
が

わ
れ
わ
れ
の
考
察
の
第
一
の
点
と
な
る
べ
き
で
あ
る
。

　
プ
ラ
ト
ン
（
『
国
家
』
第
五
巻
）
は
、
哲
学
の
国
家
に
対
す
る
関
係
を

叙
述
し
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
哲
学
と
現
実
と
に
関
し
て
、
も
っ
と
高

次
の
立
場
に
身
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
プ
ラ
ト
ン

哲
学
の
中
に
次
の
よ
う
な
前
提
を
見
る
。
第
一
の
前
提
は
、
哲
学
は
真
理

を
思
考
や
概
念
の
形
式
に
お
い
て
考
察
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
こ
れ
［
真
理
の
哲
学
的
考
察
］
は
概
念
把
握
で
あ
り
、
思
考
で
あ

る
が
、
そ
う
だ
と
し
て
も
他
の
諸
形
式
か
ら
な
る
真
理
、
例
え
ば
感
情
か

ら
な
る
真
理
も
ま
た
真
理
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
哲
学
的
真
理
は
、

自
ら
に
固
有
の
形
式
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
第
二
の
前
提
は
、
こ

の
真
理
は
現
実
に
対
し
て
一
っ
の
当
為
を
対
立
さ
せ
て
い
る
に
す
ぎ
な

い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
わ
れ
わ
れ
は
、
真
理
は
実
体
的
で
あ
り
、

内
的
概
念
で
あ
る
と
同
様
に
現
実
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
つ
ま
り
真

理
は
空
虚
な
観
念
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
の
み
が
唯
一
正
当
な
も
の
で

あ
る
と
い
う
こ
と
を
主
張
す
る
。
真
理
す
な
わ
ち
神
的
な
も
の
は
青
空
の

彼
岸
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
と
か
、
あ
る
い
は
内
面
的
で
主
観
的
な
思
想
の

う
ち
に
し
か
な
い
と
か
言
う
な
ら
ば
、
こ
れ
は
不
信
仰
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
と
い
う
の
は
、
自
然
に
つ
い
て
は
そ
れ
が
神
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と

を
認
め
て
お
き
な
が
ら
、
思
考
に
つ
い
て
は
神
に
見
捨
て
ら
れ
偶
然
性
に

委
ね
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
理
念
と

は
、
む
し
ろ
端
的
に
遍
在
的
な
も
の
で
あ
り
、
他
の
傍
観
者
と
並
ぶ
ひ
と

り
の
無
関
心
な
傍
観
者
で
は
な
く
、
一
切
に
魂
を
与
え
て
い
る
も
の
で
あ

り
、
そ
れ
な
し
に
は
何
も
の
も
存
在
し
な
い
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
現

実
が
身
体
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
理
念
は
こ
れ
に
生
命
を
吹
き
込
む
魂
で
あ

る
。
魂
が
抜
け
て
し
ま
い
で
も
す
れ
ば
、
身
体
が
塵
と
化
す
る
は
必
定
で

あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
、
存
在
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
、
す
な
わ
ち
現
実
的

な
も
の
そ
れ
自
身
を
認
識
す
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
プ
ラ
ト
ン
に
つ
い
て
考

察
す
る
場
合
、
も
し
彼
の
説
く
国
家
像
の
中
に
不
完
全
な
も
の
が
な
か
っ

た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
国
家
は
必
然
的
に
現
実
化
し
た
で
あ
ろ
う
、
と

い
う
こ
と
に
気
づ
く
。
現
実
や
実
在
や
経
験
に
つ
い
て
語
り
、
そ
れ
に
対

し
て
理
想
を
空
虚
な
も
の
と
呼
ぶ
人
々
は
、
問
違
っ
て
い
る
と
は
必
ず
し

杢
言
え
な
い
。
た
だ
彼
ら
は
現
実
に
対
し
て
鏡
を
一
現
実
と
い
う
鏡
を
）

正
し
く
差
し
出
さ
ず
、
現
実
を
理
性
を
も
っ
て
考
察
し
な
か
っ
た
だ
け
で

あ
る
。
と
い
う
の
は
、
払
し
彼
ら
が
そ
う
す
る
な
ら
ば
、
世
界
も
ま
た
理

性
的
に
現
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
実
在
的
・
、
、
合
の
と
現
実
、
こ
れ
が
精
神
の

王
国
で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
は
、
自
ら
の
仲
介
の
現
実
態
を
、
つ
ま
り
単
純

態
と
い
う
形
式
に
お
い
て
あ
る
人
倫
の
原
理
を
認
識
し
た
。
こ
れ
が
ギ
リ

シ
ア
的
精
神
で
あ
り
、
ギ
リ
シ
ア
的
人
倫
で
あ
る
。
実
際
こ
れ
は
、
ホ
メ

ロ
ス
や
ヘ
ロ
ド
ト
ス
や
ソ
フ
ォ
ク
レ
ス
が
ギ
リ
シ
ア
的
人
倫
の
像
を
描
い

た
の
と
同
じ
事
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ギ
リ
シ
ア
的
精
神
と
し
て
の
人
倫

は
、
こ
の
形
式
の
う
ち
に
と
ど
ま
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
人
倫

は
、
よ
り
高
次
の
諸
形
式
の
要
求
に
し
た
が
っ
て
、
分
裂
へ
と
向
か
わ
ざ

る
を
え
な
か
っ
た
。
す
で
に
プ
ラ
ト
ン
も
こ
の
こ
と
を
感
じ
て
い
た
。
し
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か
し
こ
の
分
裂
は
、
人
倫
の
古
代
的
な
理
念
に
お
い
て
は
堕
落
と
見
ら
れ

た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
分
裂
は
ま
だ
調
和
へ
と
還
帰
し
て
い
な
か
っ
た

か
ら
で
あ
る
。
ス
パ
ル
タ
の
人
々
は
金
銭
を
禁
じ
た
－
な
ぜ
な
ら
ば
、

金
銭
は
悪
し
き
衝
動
を
誘
い
、
さ
ら
に
は
貧
欲
の
み
が
ま
す
ま
す
悪
賢
く

心
の
中
に
沸
き
上
が
っ
た
か
ら
で
あ
る
　
　
が
、
こ
れ
と
同
じ
よ
う
に

し
て
プ
ラ
ト
ン
は
、
分
裂
を
生
み
出
す
人
倫
的
自
己
意
識
の
原
理
を
解
体

し
よ
う
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
い
か
な
る
財
産
、
家
族
と
い
え
ど
も
、
そ

の
国
家
に
お
い
て
は
一
般
に
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
、
と
主
張
し
た

の
で
あ
る
。

　
哲
学
は
、
自
ら
の
時
代
を
飛
び
越
し
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
哲

学
が
立
脚
す
る
の
は
自
ら
の
時
代
で
あ
り
、
ま
た
、
哲
学
が
認
識
す
る
の

は
現
在
的
な
も
の
で
あ
る
。
永
遠
に
真
な
る
も
の
は
、
過
去
の
も
の
で
も

未
来
の
も
の
で
も
な
い
。
こ
の
即
且
つ
対
自
的
に
真
な
る
も
の
は
、
形
式

や
形
態
を
欠
い
た
も
の
で
は
な
く
、
一
つ
の
形
態
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
精

神
の
或
る
特
定
の
様
態
で
。
舳
る
。
し
か
も
、
他
の
諸
形
態
か
ら
区
別
さ
れ

る
現
在
的
精
神
の
こ
の
形
態
は
、
精
神
が
自
己
自
身
に
つ
い
て
把
握
し
た

概
念
の
最
高
の
様
態
で
あ
る
。
こ
の
形
態
は
二
重
で
あ
っ
て
、
一
部
は
哲

学
に
属
し
、
一
部
は
目
の
前
の
現
実
の
外
的
な
形
態
に
属
す
る
。
後
者
の
、

現
実
の
定
在
の
う
ち
に
あ
る
精
神
は
、
色
と
り
ど
り
の
絨
毯
で
あ
り
、
そ

の
中
で
は
た
く
さ
ん
の
利
害
や
目
的
が
交
錯
し
格
闘
し
合
っ
て
い
る
。
哲

学
が
考
察
す
る
の
は
、
こ
う
し
た
形
態
で
は
な
い
。
こ
の
玉
石
は
、
思
想

に
還
元
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
哲
学
の
考
察
の
対
象
に
な
り
、
精
神
は
、

そ
の
単
純
な
生
命
の
一
体
系
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
思
い
起
こ
さ
れ
る
の
は
、
「
世
界
の
出
来
事
と
人
間
と
は
神
の

意
の
ま
ま
に
な
る
道
具
で
あ
る
L
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
神
は
人
間
が
望

む
も
の
と
は
別
の
も
の
を
生
み
出
す
。
人
問
が
自
分
の
目
的
を
遂
行
し
よ

う
と
す
る
間
に
、
神
は
神
で
自
分
の
目
的
を
遂
行
し
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ

は
、
さ
ら
に
立
ち
入
っ
て
、
こ
の
関
係
を
次
の
よ
う
に
表
現
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
真
の
精
神
は
実
体
的
な
も
の
、
本
質
的
な
も
の
、

基
礎
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
が
動
物
に
お
い
て
類
と
呼
ぶ
も
の
で
あ
る
。
た

だ
し
［
動
物
の
場
合
に
は
］
類
が
知
ら
れ
る
の
は
本
能
を
通
じ
て
で
あ
る
、

と
。
動
物
に
お
い
て
顕
れ
る
の
は
、
一
つ
の
白
然
な
の
で
あ
る
。
し
か
し

類
の
外
で
、
す
な
わ
ち
普
遍
的
精
神
の
外
で
、
精
神
の
定
在
す
る
現
実
を

形
成
す
る
の
は
、
諸
々
の
個
別
的
な
も
の
で
あ
る
。
人
問
は
本
能
か
ら
行

動
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
個
別
性
が
価
値
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
て
く

る
。
こ
れ
ら
の
個
別
的
な
も
の
は
集
ま
っ
て
、
共
同
体
を
形
成
す
る
。
個

別
的
な
も
の
は
そ
れ
ぞ
れ
特
殊
な
目
的
を
持
っ
て
い
る
。
そ
し
て
一
方
で

は
、
こ
の
目
的
こ
そ
特
殊
な
も
の
で
あ
る
が
、
他
方
で
類
は
、
そ
の
目
的

に
お
け
る
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る
。
自
ら
の
充
足
を
求
め
る
諸
々
の
激
情

が
、
こ
れ
に
あ
て
は
ま
る
。
激
情
が
示
す
の
は
、
人
間
は
普
遍
的
な
も
の

に
お
い
て
自
ら
の
特
殊
性
を
追
い
求
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

普
遍
的
な
も
の
の
活
動
で
あ
る
。
理
念
は
、
単
に
普
遍
的
な
だ
け
で
遂
行

さ
れ
な
い
な
ら
ば
、
不
活
発
で
あ
る
。
活
動
的
な
も
の
は
、
ま
ず
第
一
に

主
観
性
で
あ
り
、
そ
れ
は
普
遍
的
な
も
の
を
現
実
の
具
体
的
な
も
の
、
す

な
わ
ち
現
存
す
る
も
の
と
す
る
。
1
現
実
の
世
界
は
次
の
よ
う
な
二

重
性
を
示
す
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
に
お
い
て
は
諸
個
人
の
目
的
が
現
れ
る

が
、
こ
れ
ら
の
個
別
的
な
も
の
の
意
欲
は
、
現
実
化
す
る
も
の
で
あ
り
、

普
遍
的
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
外
的
な
側
面
は
、
端
的
に
必
然
的
で
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あ
る
。
し
か
し
、
［
そ
こ
に
は
］
特
殊
な
利
害
の
錯
綜
が
生
じ
る
。
そ
う

い
う
場
合
に
は
、
普
遍
的
な
も
の
は
実
体
的
に
、
有
無
を
言
わ
さ
ず
振
舞

う
。
か
く
し
て
、
こ
の
普
遍
的
な
も
の
は
現
実
的
な
世
界
精
神
で
あ
り
、

哲
学
が
考
察
す
る
の
は
こ
の
世
界
精
神
で
あ
る
か
ら
、
外
的
な
現
実
は
哲

学
に
は
属
さ
な
い
こ
と
に
な
る
。
哲
学
は
単
純
な
も
の
だ
け
を
抽
出
し
、

そ
し
て
多
様
な
も
の
を
統
一
へ
と
還
元
す
る
。
こ
の
よ
う
な
側
面
か
ら
、

哲
学
の
営
為
は
顕
微
鏡
的
検
査
と
比
較
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
拡
大
鏡
を

通
し
て
像
の
滑
ら
か
な
輸
郭
を
観
察
す
る
と
、
わ
れ
わ
れ
は
到
る
と
こ
ろ

に
粗
さ
を
発
見
す
る
で
あ
ろ
う
。
肉
眼
に
は
美
し
く
見
え
る
も
の
が
、
不

恰
好
に
見
え
る
の
で
あ
る
。
現
実
的
な
意
識
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
こ

の
意
識
に
と
っ
て
は
、
諸
々
の
個
別
性
や
錯
綜
が
現
存
し
て
い
る
。
［
し

か
る
に
］
哲
学
は
、
現
実
の
混
乱
を
そ
の
単
純
性
へ
還
元
し
、
か
の
利
害

関
係
か
ら
解
放
さ
れ
た
静
誰
な
場
所
へ
と
引
き
戻
す
。
し
た
が
っ
て
、
哲

学
は
世
界
の
出
来
事
の
彼
岸
で
営
ま
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
哲
学
が
考
察

す
る
の
は
、
世
界
の
出
来
事
の
実
体
的
な
〈
…
…
〉
な
の
で
あ
る
。
哲
学

は
現
存
す
る
も
の
の
正
義
［
法
］
を
承
認
す
る
。
と
い
う
の
は
、
異
質
な

利
害
関
係
の
織
り
な
す
色
と
り
ど
り
の
織
物
の
中
に
も
や
は
り
〈
…
…
〉
、

す
な
わ
ち
普
遍
的
な
も
の
が
存
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
哲
学
は
現
実
的

な
も
の
を
法
［
正
義
］
の
王
国
と
み
な
す
。
哲
学
は
、
現
実
の
世
界
に
お

い
て
は
民
族
の
概
念
の
内
に
現
存
す
る
も
の
だ
け
が
妥
当
し
う
る
、
と
い

う
こ
と
を
承
知
し
て
い
る
。
或
る
民
族
に
対
し
て
、
そ
の
民
族
が
自
分
自

身
の
内
で
形
成
。
す
る
に
到
っ
た
わ
け
で
は
な
い
制
度
を
押
し
付
け
る
の
は

ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ
ろ
う
。
内
な
る
精
神
に
あ
っ
て
時
宜
に
適
っ
て
い
る
も

の
は
、
確
実
に
、
ま
た
必
然
的
に
生
起
す
る
。
憲
法
制
度
は
こ
の
内
な
る

精
神
の
設
定
さ
れ
た
制
度
の
こ
と
で
あ
る
。
内
な
る
精
神
は
大
地
で
あ
る
。

精
神
の
法
［
正
義
］
に
対
抗
す
る
よ
う
な
力
は
、
天
に
も
地
に
も
ど
こ
に

も
な
い
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
法
［
正
義
］
は
、
抽
象
的
な
思
考
や
、
善
意
に

満
ち
感
動
し
た
心
情
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
よ
う
な
反
省
や
表
象
と
は
別
の

も
の
で
あ
る
。
お
よ
そ
理
性
的
な
も
の
は
現
実
的
に
な
り
、
現
実
的
な
も

の
は
理
性
的
に
な
る
。

　
宗
教
に
お
い
て
は
、
神
的
な
も
の
は
そ
の
永
遠
性
の
形
式
に
お
い
て
感

得
さ
れ
る
。
こ
の
神
的
な
も
の
は
世
界
の
内
で
は
現
実
的
な
精
神
と
し
て

存
在
す
る
。
こ
の
側
面
か
ら
す
る
と
、
哲
学
は
精
神
的
な
宗
教
と
し
て
教

会
に
属
す
る
。
教
会
は
、
真
な
る
も
の
を
そ
の
永
遠
性
の
形
式
に
お
い
て

対
象
と
す
る
。

　
こ
れ
に
反
し
て
、
哲
学
の
形
式
は
、
た
し
か
に
永
遠
な
る
も
の
の
形
式

で
は
あ
る
が
、
し
か
し
純
粋
思
想
の
形
式
、
純
粋
な
エ
レ
メ
ン
ト
に
お
け

る
永
遠
な
る
も
の
の
形
式
で
あ
る
。
哲
学
は
、
精
神
で
あ
る
も
の
を
考
察

か
ぎ
り
に
お
い
て
、
や
は
り
ひ
と
っ
の
分
離
で
あ
る
。
’
と
い
う
の
は
、
哲

学
は
現
実
の
精
神
と
は
別
の
な
に
も
の
か
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
分

離
は
、
こ
れ
に
注
意
を
払
っ
て
み
る
と
、
哲
学
が
い
つ
現
れ
た
か
と
い
う

一
層
立
ち
入
っ
た
規
定
を
蔵
し
て
い
る
。
思
想
の
形
式
に
お
け
る
精
神
が

外
的
現
実
に
立
ち
向
か
っ
た
と
き
に
は
い
つ
も
、
そ
れ
［
哲
学
の
出
現
］

は
生
起
し
た
。
そ
う
い
う
わ
け
で
わ
れ
わ
れ
は
、
プ
ラ
ト
ン
、
ソ
ク
ラ
テ

ス
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
哲
学
が
登
場
す
る
の
を
見
る
の
だ
が
、

そ
れ
は
、
ギ
リ
シ
ア
的
な
生
が
そ
の
没
落
へ
と
向
か
い
、
世
界
精
神
が
自

分
自
身
に
つ
い
て
よ
り
高
次
の
意
識
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
時
代
の
こ
と

で
あ
っ
た
。
も
っ
と
く
す
ん
だ
仕
方
で
は
あ
る
が
、
ロ
ー
マ
に
お
い
て
も
、
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ロ
ー
マ
初
期
特
有
の
生
が
廃
れ
別
の
状
況
が
訪
れ
た
と
き
、
こ
れ
が
繰
り

返
さ
れ
る
の
を
わ
れ
わ
れ
は
見
る
。
デ
カ
ル
ト
が
現
れ
た
の
は
、
中
世
が

そ
の
生
を
終
え
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
思
想
と
現
実
と
が
ま
だ
一
致

し
て
い
な
か
っ
た
と
こ
ろ
で
、
精
神
的
な
生
の
集
中
が
つ
い
に
生
み
出
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
集
中
が
区
別
の
中
へ
と
展
開
さ
れ
る

と
き
、
す
な
わ
ち
諸
個
人
が
束
縛
を
離
れ
、
さ
ら
に
国
家
の
生
が
解
体
し

た
と
き
に
は
い
つ
も
、
偉
大
な
精
神
の
持
ち
主
が
登
場
し
た
。
哲
学
は
自

ら
を
分
離
す
る
精
神
と
し
て
登
場
す
る
。
哲
学
が
灰
色
に
灰
色
を
重
ね
て

塗
っ
た
と
き
、
肉
体
と
魂
と
の
分
裂
が
生
じ
た
。
［
た
だ
し
］
断
絶
を
も

た
ら
す
の
は
哲
学
で
は
な
い
。
断
絶
は
す
で
に
生
起
し
て
お
り
、
哲
学
は

そ
の
徴
し
で
あ
る
。
こ
の
断
絶
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ

う
か
。
精
神
が
現
実
を
死
骸
と
し
て
見
捨
て
る
と
い
う
こ
と
は
、
観
念
上

の
断
絶
に
す
ぎ
ず
、
真
の
断
絶
で
は
な
く
、
［
む
し
ろ
］
自
由
な
哲
学
と

世
界
の
形
成
と
が
一
致
す
る
一
つ
の
世
界
状
態
が
存
し
て
い
る
、
と
わ
れ

わ
れ
は
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
も
し
こ
の
よ
う
な
見
解
に
立
つ
な
ら

ば
、
哲
学
は
対
立
と
思
わ
れ
て
い
る
も
の
を
廃
棄
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し

て
こ
の
こ
と
が
哲
学
の
真
の
目
標
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
哲
学
に
は

和
解
の
契
機
が
存
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
っ
ま
り
、
哲
学
は
さ
ま
ざ
ま

な
意
識
に
お
け
る
分
裂
を
止
揚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
緒
論
」
以
上
）

（
注
）
文
中
の
〈
…
…
〉
の
部
分
は
、
編
者
に
よ
っ
て
不
明
と
さ
れ
た
部

　
　
　
分
で
あ
る
。
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