
二
－
チ
ェ

と
デ
ィ
ル
タ
イ

生
と
歴
史
を
め
ぐ
っ
て

水
　
野

建
雄

一
一
）
は
じ
め
に

　
二
ー
チ
ェ
と
デ
ィ
ル
タ
イ
は
と
も
に
生
の
哲
学
者
と
言
わ
れ
て
い
る
。
バ
ー

ゼ
ル
時
代
の
若
き
二
ー
チ
ェ
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
生
の
哲
学
だ
と
語
っ
た
次
の
よ

う
な
言
葉
が
あ
る
。

　
「
彼
は
最
初
の
生
の
哲
学
者
で
あ
り
、
彼
に
由
来
す
る
い
っ
さ
い
の
学
派
は

ま
ず
差
し
当
り
生
の
哲
学
で
あ
る
。
思
惟
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
た
生
！
　
ソ
ク

ラ
テ
ス
以
前
の
す
べ
て
の
哲
学
者
に
あ
っ
て
は
、
生
が
思
惟
と
認
識
と
に
仕
え

た
の
に
反
し
、
［
ソ
ク
ラ
テ
ス
で
は
］
思
惟
が
生
に
仕
え
る
。
こ
こ
で
は
正
し

き
生
が
目
的
と
し
て
現
わ
れ
る
、
だ
が
、
か
し
こ
で
は
最
高
の
正
し
き
認
識
が
。

か
く
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
哲
学
は
絶
対
的
に
実
践
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
倫
理
的
結
果

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
－
一

と
結
び
っ
か
な
い
い
っ
さ
い
の
認
識
に
対
し
て
敵
対
的
で
あ
る
」
。
あ
の
『
悲

劇
の
誕
生
』
の
中
で
「
わ
れ
わ
れ
の
驚
嘆
と
崇
拝
の
的
で
あ
る
ギ
リ
シ
ア
的
本

質
を
、
一
個
人
と
し
て
敢
え
て
否
定
し
去
ろ
う
と
す
る
こ
の
人
物
は
、
一
体
何

も
の
な
の
か
？
」
と
語
っ
て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
、
そ
れ
ま
で
「
最
も
高
い
淵
と

し
て
最
も
高
い
峰
と
し
て
」
存
在
し
た
ギ
リ
シ
ア
哲
学
と
対
比
し
て
、
そ
の
破

壊
者
と
し
て
糾
弾
し
憎
悪
し
た
、
そ
の
文
脈
で
、
上
の
文
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
「
思
惟
が
生
に
仕
え
る
」
と
は
、
二
ー
チ
ェ
自
身
の
基
本
的
な
立
場

で
あ
る
。
事
実
二
ー
チ
ェ
は
判
反
時
代
的
考
察
』
の
第
二
考
察
で
、
「
い
っ
た

い
生
が
認
識
を
、
学
問
を
支
配
す
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
認
識
が
生
を
支
配
す
べ

き
か
？
　
二
っ
の
威
力
の
う
ち
の
ど
ち
ら
が
よ
り
高
き
決
定
的
な
力
な
の

か
？
し
と
問
い
に
対
し
て
、
「
生
こ
そ
が
よ
り
高
き
、
支
配
す
る
力
で
あ
る
」

と
語
っ
て
、
学
間
、
認
識
に
対
す
る
生
の
優
位
を
明
言
し
て
い
る
一
〇
っ
オ
。

一
ω
ω
o
）
。
二
ー
チ
ェ
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
対
す
る
関
係
は
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ツ
で

あ
り
、
二
ー
チ
ェ
に
お
け
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
評
価
と
い
う
聞
題
は
そ
れ
自
身
興
味

あ
る
課
題
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
「
生
」
の
優
位
を
語
る
と
き
、
上
述
の
よ

う
な
言
明
に
も
か
か
わ
ら
ず
二
ー
チ
ェ
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
「
生
の
哲
学
」
の
味

方
で
あ
る
。
生
の
哲
学
と
は
、
生
そ
の
も
の
を
最
高
の
目
的
と
し
て
そ
れ
以
外

の
す
べ
て
の
認
識
を
生
に
仕
え
る
も
の
と
み
な
す
立
場
だ
と
す
れ
ば
、
二
ー

チ
ェ
の
言
う
ご
と
く
、
既
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
生
の
哲
学
者
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
歴
史
概
念
と
し
て
の
生
の
哲
学
一
穿
ま
ω
◎
昌
宥
急
ω
5
げ
實
ω
）
は
、

1
9
世
紀
後
半
か
ら
2
0
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
、
生
を
課
題
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
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ほ
ど
に
生
に
疎
遠
な
精
神
状
況
が
時
代
を
被
っ
て
い
た
時
期
に
登
場
し
た
す
ぐ

れ
て
現
代
的
な
課
題
を
含
む
哲
学
で
あ
る
。
二
ー
チ
ェ
に
お
い
て
も
ま
た
デ
ィ

ル
タ
イ
に
お
い
て
も
共
通
し
て
、
こ
の
時
代
の
科
学
的
合
理
主
義
に
よ
る
人
間

精
神
の
自
然
化
を
拒
否
し
、
ま
た
形
而
上
学
的
な
理
念
構
成
を
却
け
て
人
聞
と

世
界
と
を
生
を
根
拠
に
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
視
座
が
根
底
に
あ
っ
た
。
と
こ

ろ
が
両
者
に
は
ま
た
、
㍗
生
の
哲
学
L
と
い
っ
た
表
題
で
く
く
る
こ
と
の
で
き

な
い
、
親
近
性
と
い
う
以
上
に
大
き
な
隔
た
り
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば

そ
れ
は
、
学
間
一
人
文
主
義
的
教
養
）
、
伝
統
（
ド
イ
ツ
的
な
も
の
一
、
宗
教
（
キ

リ
ス
ト
教
一
に
対
す
る
身
の
構
え
に
お
い
て
両
者
の
位
置
は
対
極
的
で
あ
る
と

さ
れ
る
点
に
も
現
わ
れ
て
い
る
。
二
ー
チ
ェ
は
つ
ね
に
こ
れ
ら
か
ら
の
脱
出
を

自
ら
の
課
題
と
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
志
操
は
こ
れ
ら
の
保

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
2
一

存
な
い
し
連
続
に
向
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
う
し
た
両
者
の
思
想
を
分
け
る
疎
隔
、

し
か
も
両
者
の
思
想
を
規
定
す
る
最
も
本
質
的
と
思
わ
れ
る
疎
隔
の
一
つ
に

「
歴
史
」
の
間
題
が
あ
る
。
こ
の
小
論
で
は
、
両
者
の
「
生
」
に
と
っ
て
の
「
歴

史
し
の
位
相
を
、
と
く
に
へ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
対
す
る
両
者
の
対
決
な
い
し
距
離

の
と
り
方
を
軸
に
し
て
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

（
二
）
「
ド
イ
ツ
的
な
も
の
」

か
ら
の
顕
離

　
二
ー
チ
ュ
が
バ
ー
ゼ
ル
大
学
に
赴
任
し
た
の
は
周
知
の
よ
う
に
一
八
六
九
年

二
月
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
二
年
前
に
は
デ
ィ
ル
タ
イ
が
こ
こ
で
教
鞭
を
執
っ
て

い
た
。
し
か
し
デ
ィ
ル
タ
イ
は
一
八
六
八
年
九
月
に
は
バ
ー
ゼ
ル
大
学
を
去
る

の
で
、
バ
ー
ゼ
ル
在
任
は
二
年
に
満
た
な
い
わ
ず
か
な
期
間
で
二
i
チ
ェ
と
は

す
れ
違
い
で
あ
っ
た
。
バ
ー
ゼ
ル
を
舞
台
に
し
て
展
開
さ
れ
た
ブ
ル
ッ
ク
ハ
ル

ト
と
二
ー
チ
ュ
と
の
、
お
よ
び
デ
ィ
ル
タ
イ
と
の
間
の
交
際
は
、
友
情
溢
る
る

と
も
い
か
な
い
仲
々
複
雑
な
も
の
だ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
と
く
に
ブ
ル
ッ

ク
ハ
ル
ト
の
好
意
を
デ
ィ
ル
タ
イ
は
必
ず
し
も
喜
ぶ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
よ

う
で
あ
る
。
そ
れ
は
ブ
ル
ッ
ク
ハ
ル
ト
個
人
に
対
し
て
と
い
う
よ
り
も
、
む
し

ろ
デ
ィ
ル
タ
イ
の
バ
ー
ゼ
ル
ヘ
の
疎
外
意
識
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ

も
そ
も
デ
ィ
ル
タ
イ
に
と
っ
て
バ
ー
ゼ
ル
赴
任
は
は
じ
め
か
ら
気
の
重
い
も
の

だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
赴
任
直
前
の
一
八
六
七
年
三
月
の
両
親
宛
の
手
紙
で
は

次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

　
「
…
万
一
、
五
隼
閥
バ
ー
ゼ
ル
に
留
ま
っ
た
と
し
て
も
そ
こ
か
ら
何
も
生
ま

れ
ま
せ
ん
。
私
は
、
全
く
新
し
い
環
境
に
な
っ
て
も
、
込
み
入
っ
た
関
係
を
結

ば
ず
に
研
究
し
考
え
講
義
し
書
く
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
私
の
経
歴
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
3
一

こ
の
段
階
に
あ
ま
り
長
く
と
ど
ま
る
つ
も
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
」

　
そ
し
て
こ
の
地
に
赴
任
し
て
か
ら
も
こ
の
気
持
ち
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
一

八
六
七
年
春
の
父
親
宛
の
手
紙
で
は
、
バ
ー
ゼ
ル
の
人
々
の
考
え
の
η
偏
狭
さ
し
、

そ
れ
と
対
比
さ
れ
た
ベ
ル
リ
ン
ヘ
の
郷
愁
、
さ
ら
に
ブ
ル
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
人
間

像
等
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
「
バ
ー
ゼ
ル
は
私
に
は
奇
妙
に
と
こ
ろ
に
思
え
ま
す
。
街
の
様
子
は
好
ま
し

い
も
の
で
す
し
、
…
ま
た
大
変
気
に
入
っ
て
い
る
人
々
も
い
ま
す
。
：
・
そ
れ
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
私
は
圧
迫
感
を
覚
え
る
の
で
す
。
そ
れ
は
一
つ
に
は
父
上
へ

の
郷
愁
が
、
ま
た
も
う
一
つ
に
は
何
か
別
の
も
の
が
交
じ
っ
て
い
る
の
で
す
。

人
び
と
の
考
え
方
や
在
り
方
に
何
か
偏
狭
な
も
の
が
あ
る
の
で
す
。
ベ
ル
リ
ン

で
は
誰
も
が
正
直
で
あ
り
率
直
で
あ
っ
て
、
奇
妙
な
不
信
感
を
抱
く
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
。
こ
こ
で
は
ブ
ル
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
よ
う
な
著
名
な
人
で
す
ら
…
ち
ょ

う
ど
応
接
し
な
が
ら
隠
さ
れ
た
鉄
製
の
罠
に
入
り
込
む
の
を
待
っ
て
い
る
と

い
っ
た
ふ
う
に
、
疑
い
深
く
、
監
視
し
て
い
る
よ
う
で
す
。
…
余
り
に
偏
狭
で

μ



す
の
で
、
こ
こ
で
は
人
々
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
一
つ
の
隅
か
ら
眺
め
判
断
す
る

　
　
　
　
　
　
一
｛
一

よ
う
に
見
え
ま
す
し
。
ブ
ル
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
っ
い
て
は
、
例
え
ば
「
ブ
ル
ッ
ク

ハ
ル
ト
は
私
に
は
き
わ
め
て
善
い
人
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
し
た
し
と
い
う
言
葉

の
よ
う
に
、
厳
し
い
表
現
だ
け
で
は
な
く
、
彼
の
生
き
生
き
と
し
た
挙
動
や
素

晴
ら
し
い
話
し
方
に
驚
き
も
す
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
「
今
ま
で
の
と
こ

ろ
私
は
、
彼
を
支
え
て
い
る
偉
大
な
る
生
の
中
味
が
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
？
3

い
の
で
す
し
と
、
や
は
り
懐
疑
的
な
姿
勢
を
み
せ
て
い
る
。
と
く
に
目
を
引
く

の
は
、
偏
狭
で
固
魎
な
バ
ー
ゼ
ル
に
対
す
る
明
る
く
開
放
的
な
ベ
ル
リ
ン
と
い

う
対
比
で
あ
る
。
ベ
ル
リ
ン
ヘ
の
郷
愁
に
は
、
親
し
い
者
が
住
む
土
地
へ
の
郷

愁
や
未
知
の
地
で
の
淋
し
さ
・
孤
独
感
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
が
重
な
っ
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
3
5
歳
に
も
な
る
一
人
前
の
思
想
家
が
こ
れ
ほ
ど
ま

で
に
ベ
ル
リ
ン
に
執
着
す
る
背
景
に
は
、
単
な
る
ベ
ル
リ
ン
ヘ
の
郷
愁
や
バ
ー

ゼ
ル
嫌
い
と
い
う
こ
と
以
上
の
も
の
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ

に
は
ベ
ル
リ
ン
そ
の
も
の
、
ド
イ
ツ
そ
の
も
の
へ
の
本
質
的
な
思
い
が
秘
め
ら

れ
て
い
る
、
そ
の
よ
う
に
想
定
で
き
る
だ
ろ
う
。
「
私
の
経
歴
の
こ
の
段
階
に

長
く
と
ど
ま
る
つ
も
り
は
な
い
」
と
い
う
言
葉
の
背
後
に
、
熱
い
ド
イ
ツ
ヘ
の

思
い
、
決
意
を
聞
き
と
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
ド
イ
ツ
・
ベ
ル
リ
ン
ヘ
の
回
帰
は
、
こ
の
時
期
た
ま
た
ま
湧
き
起
こ
っ
た
一

時
的
な
郷
愁
的
心
情
で
は
な
く
、
む
し
ろ
デ
ィ
ル
タ
イ
の
生
を
本
来
的
に
規
定

し
、
そ
の
思
想
的
根
底
に
も
通
ず
る
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
デ
ィ

ル
タ
イ
は
事
実
こ
の
後
早
々
に
バ
ー
ゼ
ル
を
き
り
上
げ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て

キ
ー
ル
大
学
へ
、
さ
ら
に
ブ
レ
ス
ラ
ウ
大
学
へ
、
そ
し
て
一
八
八
二
年
に
は
ロ
ッ

ツ
ユ
の
後
任
と
し
て
ベ
ル
リ
ン
大
学
教
授
に
就
任
し
、
そ
の
後
ほ
ぼ
3
0
年
間
ベ

ル
リ
ン
に
定
住
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
「
ド
イ
ツ
的
な
も
の
し
は
、
デ
ィ

ル
タ
イ
の
生
に
と
っ
て
も
思
想
に
と
っ
て
も
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
意
味
で
本
質
的
な

問
題
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
デ
ィ
ル
タ
イ
の
こ
の
バ
ー
ゼ
ル
お
よ
び
ブ
ル
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
対
す
る
態
度
に

比
べ
れ
ば
、
二
ー
チ
ュ
の
そ
れ
は
は
る
か
に
好
意
的
で
あ
っ
た
。
二
ー
チ
ェ
の

バ
ー
ゼ
ル
就
任
講
演
を
ブ
ル
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
「
二
ー
チ
ェ
は
学
者
に
し
て
芸
術

家
だ
」
と
称
賛
し
、
二
ー
チ
ェ
は
ブ
ル
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
「
ギ
リ
シ
ア
文
化
史
」

の
講
義
の
熱
心
な
崇
拝
者
で
あ
っ
た
し
、
ま
た
、
普
仏
戦
争
時
の
ル
ー
ヴ
ル
炎

上
の
噂
の
際
に
は
お
互
い
の
住
所
に
向
か
っ
て
駆
け
出
し
て
や
っ
と
会
っ
た
時

に
は
「
二
人
は
た
だ
手
を
握
り
合
う
ば
か
り
で
涙
の
た
め
に
＝
言
も
発
す
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
一
6
一

と
は
で
き
な
か
っ
た
」
よ
う
な
友
情
の
う
ち
に
あ
っ
た
。
二
ー
チ
ェ
は
こ
の
上

も
な
く
ブ
ル
ッ
ク
ハ
ル
ト
を
愛
し
尊
敬
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
一
も
っ
と
も
ブ

ル
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
二
ー
チ
ェ
に
対
す
る
態
度
は
、
必
ず
し
も
二
ー
チ
ェ
の
思
い

通
り
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
）
ま
た
ブ
ル
ッ
ク
ハ
ル
ト

と
と
も
に
ト
リ
プ
シ
ェ
ン
に
は
ワ
i
グ
ナ
i
が
い
て
、
バ
ー
ゼ
ル
は
二
ー
チ
ェ

に
と
っ
て
好
ま
し
い
土
地
で
あ
っ
た
。
一
八
七
〇
年
に
始
ま
る
普
仏
戦
争
を
境

に
し
て
二
ー
チ
ェ
は
ド
イ
ツ
か
ら
距
離
を
と
り
は
じ
め
る
が
、
後
年
に
な
る
と

周
知
の
よ
う
に
、
「
ド
イ
ツ
精
神
と
い
う
の
は
私
に
は
悪
い
空
気
だ
」
と
言
い
、

「
ド
イ
ツ
人
は
お
よ
そ
こ
の
世
に
お
い
て
最
も
反
文
化
的
的
な
病
患
と
背
理
で

あ
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
責
任
を
負
う
べ
き
で
あ
る
し
一
『
エ
ッ
ケ
・
ホ
モ
』
一

と
述
べ
て
、
ド
イ
ツ
的
な
も
の
へ
の
激
烈
な
批
判
を
展
開
し
て
い
く
。
こ
の
よ

う
な
背
景
を
考
え
る
と
、
二
ー
チ
ェ
に
と
っ
て
バ
ー
ゼ
ル
が
デ
ィ
ル
タ
イ
の
場

合
に
比
べ
て
は
る
か
に
居
心
地
の
良
い
場
所
で
あ
っ
た
の
は
、
バ
ー
ゼ
ル
が
ま

さ
し
く
ド
イ
ツ
で
は
な
い
が
ゆ
え
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
二
i
チ
ェ
に
お
い
て

も
「
ド
イ
ツ
的
な
も
の
」
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
と
同
じ
よ
う
に
、
彼
の
一
生
の
課

75二一チェとディルタイ



題
で
あ
り
、
思
想
的
に
も
本
質
的
課
題
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
デ
ィ
ル
タ

イ
と
は
正
反
対
の
、
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
「
二
ー
チ
ェ
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
7
一

ド
イ
ツ
人
で
あ
る
よ
り
も
一
層
多
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
で
あ
ろ
う
と
し
た
」
の
で

あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
「
ド
イ
ツ
的
な
も
の
」
と
は
、
現
実
的
に
は
こ
の
時
期
、
二
ー
チ
ェ

に
と
っ
て
は
小
市
民
的
権
威
主
義
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
象
徴
で
あ
り
、

デ
ィ
ル
タ
イ
に
と
っ
て
は
都
会
的
に
洗
練
さ
れ
た
文
化
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ

る
が
、
そ
し
て
そ
こ
に
さ
ま
ざ
ま
な
ニ
ュ
ァ
ン
ス
が
加
わ
り
も
す
る
が
、
し
か

し
そ
れ
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
「
伝
統
」
な
い
し
「
歴
史
」

の
間
題
に
帰
着
す
る
事
柄
で
あ
る
。
そ
れ
は
思
想
的
に
は
、
へ
ー
ゲ
ル
に
典
型

的
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
人
間
の
根
拠
を
歴
史
的
発
展
に
求
め
よ
う
と
す
る
歴

史
的
感
覚
に
か
か
わ
る
事
柄
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
ド
イ
ツ
的
な
も
の
へ
の
親
疎
が
歴
史
を
ど
の
位
相
で
見
る
か
と
い
う
こ
と
に

つ
な
が
っ
て
く
る
。
二
ー
チ
ェ
は
「
歴
史
の
過
剰
は
生
け
る
も
の
を
害
す
る
」

一
〇
っ
オ
．
■
緕
O
。
一
と
述
べ
て
、
歴
史
の
過
剰
を
時
代
の
危
険
な
「
歴
史
病
」
と

し
て
告
発
し
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
明
ら
か
に
二
ー
チ
ェ
を

念
頭
に
お
い
て
、
「
人
間
の
何
た
る
か
を
語
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
歴
史
だ

け
で
あ
る
。
歴
史
研
究
を
断
念
す
る
と
い
う
こ
と
は
人
間
の
認
識
の
放
棄
で
あ

る
」
一
〇
P
昇
㎝
墨
）
と
語
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
歴
史
に
対
す
る
身
構

え
が
ま
た
両
者
の
思
想
を
規
定
し
て
い
る
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
二
ー

チ
ェ
か
ら
見
て
い
こ
う
。

　
　
　
（
；
二
ー
チ
エ
の
へ
ー
ゲ
ル
批
判
1
「
地
上
に
お
け
る
神
の

　
　
　
　
　
遭
遇
」

最
近
発
表
さ
れ
た
『
二
ー
チ
ェ
の
へ
ー
ゲ
ル
像
』
の
著
者
で
あ
る
W
．
シ
ュ

テ
ー
ク
マ
イ
ア
ー
は
、
二
i
チ
ュ
と
へ
ー
ゲ
ル
の
関
係
の
軌
跡
を
次
の
よ
う
に

描
い
て
い
る
。
「
『
反
時
代
的
考
察
』
の
大
き
な
隔
た
り
か
ら
、
阿
曙
光
』
お
よ

び
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
鳳
の
時
期
に
は
彼
は
偶
然
の
よ
う
に
、
し
か
し
一
歩

一
歩
へ
i
ゲ
ル
に
近
、
づ
い
て
い
く
。
後
期
の
著
作
で
は
彼
は
へ
ー
ゲ
ル
を
、
ド

イ
ツ
の
哲
学
者
の
な
か
で
も
彼
の
最
後
の
重
要
な
先
行
者
と
み
な
し
、
自
分
自

身
を
へ
i
ゲ
ル
の
最
初
の
正
当
な
相
続
人
と
み
な
し
て
い
る
。
二
ー
チ
ェ
は
結

局
最
後
に
は
い
っ
さ
い
の
遺
産
、
い
っ
さ
い
の
ド
イ
ツ
人
か
ら
再
び
距
離
を
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
8
）

る
｝
」
と
に
な
る
の
だ
が
。
し
と
。
「
隔
た
り
」
か
ら
「
接
近
」
へ
、
さ
ら
に
「
相

続
人
」
へ
と
軌
跡
を
描
き
、
最
後
に
は
「
決
別
」
に
到
る
そ
れ
ぞ
れ
の
節
目
を
、

シ
ュ
テ
ー
ク
マ
イ
ア
ー
は
文
献
的
に
、
と
く
に
刊
行
本
だ
け
で
な
く
遺
稿
の
諸

断
片
を
も
利
用
し
て
論
証
し
て
い
る
。
二
ー
チ
ェ
の
へ
ー
ゲ
ル
ヘ
の
言
及
は
、

例
え
ば
へ
ー
ゲ
ル
論
と
し
て
本
格
的
に
論
じ
た
よ
う
な
も
の
は
な
く
、
む
し
ろ

鋭
敏
な
鼻
で
嗅
ぎ
分
け
た
へ
ー
ゲ
ル
像
を
自
己
の
哲
学
の
中
に
自
在
に
組
み
入

れ
て
い
く
と
い
う
趣
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
シ
ュ
テ
ー
ク
マ
イ
ア
i

に
よ
れ
ば
、
二
ー
チ
ェ
は
動
揺
と
変
転
を
繰
り
返
し
な
が
ら
へ
ー
ゲ
ル
理
解
を

深
め
て
い
っ
た
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
が
つ
ね
に
二
ー
チ
ェ
自
身
の
自
己
理

解
の
深
化
と
結
び
つ
く
よ
う
な
関
係
で
あ
り
つ
つ
、
生
涯
へ
ー
ゲ
ル
哲
学
へ
の

洞
察
力
を
失
な
う
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
そ
の
場
合
、
シ
ュ
テ
ー

ク
マ
イ
ア
ー
は
こ
の
両
者
の
関
係
の
軸
、
す
な
わ
ち
二
ー
チ
ェ
を
へ
ー
ゲ
ル
に

結
び
つ
け
て
い
る
も
の
と
し
て
、
「
ド
イ
ツ
的
な
も
の
」
に
注
目
し
て
、
「
二
ー

チ
ェ
は
、
ド
イ
ツ
的
な
も
の
と
は
何
か
、
と
い
う
間
い
に
答
え
よ
う
と
す
る
倦

む
こ
と
の
な
い
繰
り
返
さ
れ
る
試
み
の
な
か
で
、
お
そ
ら
く
間
接
的
に
自
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
9
一

へ
ー
ゲ
ル
を
見
出
し
た
。
」
と
語
っ
て
い
る
。
㍗
ド
イ
ツ
哲
学
に
関
し
て
二
ー
チ
ェ

の
関
心
は
全
体
と
し
て
、
哲
学
そ
の
も
の
よ
り
も
、
ド
イ
ツ
哲
学
に
お
け
る
ド

76



イ
ツ
的
な
も
の
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
的
な
も
の
を
規
定
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
1
0
一

る
こ
と
、
こ
れ
が
二
ー
チ
ェ
を
へ
ー
ゲ
ル
の
も
と
に
導
く
導
き
の
糸
で
あ
る
L
。

ド
イ
ツ
文
化
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
指
導
的
文
化
へ
と
成
り
上
が
る
よ
う
に
見
え
た

と
き
、
二
ー
チ
ェ
は
自
分
の
た
め
に
も
自
分
の
哲
学
の
た
め
に
も
、
禽
ら
の
η
生
L

の
由
来
を
、
ド
イ
ツ
的
伝
統
を
問
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
そ
の
途
上
に
包
括

的
な
伝
統
の
一
部
と
し
て
、
へ
ー
ゲ
ル
が
哲
学
の
ド
イ
ツ
的
な
も
の
と
し
て
見

え
出
す
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
二
ー
チ
ェ
が
へ
ー
ゲ
ル
の
う
ち
に
読
み
取
っ
た
ド
イ
ツ
的
な
も
の
と

ば
、
発
展
な
い
し
歴
史
的
感
覚
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
歴
史
の
告
発
が

ま
た
へ
i
ゲ
ル
批
判
に
連
動
し
て
い
る
。

　
刊
悦
ば
し
き
知
識
』
の
な
か
の
「
古
い
問
題
・
《
ド
イ
ツ
的
と
は
何
か
？
》
」

と
い
う
表
題
を
も
つ
一
節
で
、
二
ー
チ
ェ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
只
存

在
す
る
》
も
の
に
対
し
て
よ
り
も
生
成
や
発
展
に
一
層
深
い
意
味
と
一
層
豊
か

な
価
値
と
を
付
与
す
る
か
ぎ
り
、
…
わ
れ
わ
れ
ド
イ
ツ
人
は
た
と
え
へ
ー
ゲ
ル

ご
と
き
が
存
在
し
な
か
っ
た
と
し
て
も
へ
ー
ゲ
ル
主
義
者
な
の
だ
L
と
。
ま
た

シ
ョ
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
と
の
対
比
に
お
い
て
「
わ
れ
わ
れ
の
第
六
感
、
つ
ま
り
《
歴

史
的
感
覚
》
を
究
極
の
手
が
か
り
と
し
て
、
現
存
在
の
神
聖
性
を
わ
れ
わ
れ
に

つ
き
つ
け
よ
う
と
し
た
へ
ー
ゲ
ル
の
壮
大
な
試
み
」
（
C
っ
オ
一
戸
㎝
8
）
が
ド
イ

ツ
に
お
け
る
無
神
論
の
勝
利
を
遅
ら
せ
た
、
と
続
け
て
い
る
。
こ
れ
は
、
カ
ン

ト
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
お
よ
び
へ
ー
ゲ
ル
な
ど
の
ド
イ
ツ
哲
学
は
、
シ
ョ
ウ
ペ
ン

ハ
ウ
ア
ー
を
唯
一
の
例
外
と
し
て
ま
さ
し
く
ド
イ
ツ
的
な
自
己
認
識
、
自
己
経

験
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
と
す
る
脈
絡
の
な
か
で
、
へ
ー
ゲ
ル
に
つ
い
て
語
ら

れ
た
部
分
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
へ
ー
ゲ
ル
評
価
は
、
生
成
・
発
展
の
概
念
の
意

義
を
見
抜
い
た
と
い
う
点
で
半
ば
肯
定
的
で
あ
り
、
現
存
在
の
聖
化
に
対
し
て

否
定
的
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
存
在
と
か
生
成
と
い
う
言
葉
に
は
注
意

し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
「
生
成
し
は
二
ー
チ
ェ
の
生
概
念
の

エ
レ
メ
ン
ト
だ
と
も
み
な
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。
人
聞
の
存
在
の
始
源
と
終
末

が
否
定
さ
れ
現
存
在
の
根
拠
も
無
底
と
さ
れ
れ
ば
、
後
に
残
る
の
は
、
過
去
に

も
未
来
に
も
拡
散
さ
れ
え
な
い
現
在
に
凝
縮
さ
れ
た
生
へ
の
意
志
の
生
成
し
か

あ
り
な
い
と
い
う
意
味
で
は
、
二
ー
チ
ェ
の
哲
学
は
生
成
の
哲
学
で
あ
る
。
そ

れ
は
、
二
－
チ
ェ
が
「
生
け
る
も
の
は
い
ず
れ
も
一
つ
の
視
界
（
饒
o
「
一
N
o
算
）

の
う
ち
で
の
み
健
康
で
力
強
く
豊
か
で
あ
る
」
一
〇
。
奉
』
も
目
一
と
語
る
場
合
の
、

生
成
す
る
現
在
性
を
、
時
間
的
発
展
と
い
う
視
界
に
よ
っ
て
拡
散
し
な
い
生
成

で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
《
存
在
す
る
》
も
の
一
竃
二
ω
こ
は
生
成
の
現

在
性
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
生
成
を
時
問
的
・
歴
史
的
発
展

の
側
か
ら
一
方
的
に
1
一
方
的
に
と
い
う
の
は
、
二
i
チ
ェ
は
歴
史
そ
の

も
の
の
生
に
と
っ
て
の
意
義
を
全
く
否
定
す
る
の
で
は
な
い
か
ら
だ
が
L

し
か
も
「
へ
ー
ゲ
ル
な
く
し
て
は
ダ
ー
ウ
ィ
ン
も
な
い
」
一
ω
婁
一
戸
㎝
轟
）
と

い
う
意
味
で
発
展
が
進
歩
で
あ
る
と
い
う
観
点
か
ら
捉
え
ら
れ
れ
ば
、
現
在
は

聖
化
さ
れ
る
。
「
現
存
在
の
神
聖
性
」
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
れ
が
「
種
」
の
発

展
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
と
き
、
現
存
在
は
民
族
の
次
元
に
ま
で
拡
大
さ
れ
て
ド

イ
ツ
民
族
の
聖
化
、
す
な
わ
ち
、
「
ド
イ
ツ
的
種
族
の
相
の
下
に
見
る
し
一
ω
オ
一

戸
8
N
一
と
い
う
表
現
を
と
る
こ
と
に
な
る
。
二
ー
チ
ェ
は
ド
イ
ツ
的
な
歴
史

的
感
覚
の
伝
統
そ
の
も
の
に
は
半
ば
感
謝
し
な
が
ら
も
、
し
か
し
、
こ
の
よ
う

な
ド
イ
ツ
的
遺
産
の
形
態
に
対
し
て
は
は
っ
き
り
と
距
離
を
と
る
の
で
あ
る
。

二
i
チ
ェ
は
か
っ
て
、
ド
イ
ツ
人
お
よ
び
へ
ー
ゲ
ル
の
う
ち
に
ギ
リ
シ
ア
的
な

も
の
の
相
続
人
た
る
こ
と
を
み
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
ま
た
親
近
感
を
覚
え
も
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し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
三
ツ
ケ
・
ホ
モ
蜴
の
時
期
、
二
ー
チ
ェ
は

既
に
こ
う
書
く
の
で
あ
る
。
「
精
神
の
歴
史
に
お
け
る
最
初
の
誠
実
な
精
神
、

四
千
年
に
わ
た
る
贋
金
作
り
を
真
理
の
名
に
お
い
て
裁
く
精
神
が
ド
イ
ツ
精
神

と
同
一
の
根
か
ら
生
ま
れ
た
、
な
ど
と
い
う
名
誉
を
、
彼
ら
は
持
っ
べ
き
で
は

な
い
」
一
ω
オ
一
声
ω
3
）
。
い
ま
や
二
ー
チ
ェ
は
《
伝
統
に
対
し
て
主
人
た
ろ
う

と
す
る
こ
と
》
、
っ
ま
り
哲
学
を
新
た
な
思
想
に
お
い
て
捉
え
る
こ
と
を
め
ざ

　
　
　
　
一
H
一

す
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
へ
i
ゲ
ル
批
判
が
最
も
具
体
的
に
展
開
さ
れ
る
の
は
、
門
反
時

代
的
考
察
』
の
第
二
篇
「
生
に
対
す
る
歴
史
の
利
害
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
で

あ
る
。
こ
の
第
七
節
で
は
《
古
く
さ
い
頭
の
な
か
に
濠
々
と
立
ち
篭
め
て
い
る

へ
ー
ゲ
ル
哲
学
》
と
い
っ
て
へ
ー
ゲ
ル
を
潮
笑
す
る
だ
け
で
あ
る
が
、
第
九
節

に
な
る
と
、
二
ー
チ
ェ
は
「
へ
ー
ゲ
ル
と
戦
い
は
じ
め
て
い
る
。
し
た
が
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
u
一

本
気
で
考
え
は
じ
め
て
い
る
」
。

　
二
ー
チ
ェ
に
よ
れ
ば
、
へ
ー
ゲ
ル
は
歴
史
を
「
自
己
自
身
を
実
在
化
す
る
概

念
」
「
世
界
精
神
」
と
み
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
芸
術
や
宗
教
と
い
う
別
の
精

神
的
諸
力
の
代
わ
り
に
、
歴
史
を
唯
一
の
主
権
と
し
て
定
立
し
た
。
こ
の
よ
う

な
歴
史
観
を
二
ー
チ
ェ
は
「
地
上
に
お
け
る
神
の
追
遥
」
と
呼
ん
で
い
る
。
と

こ
ろ
が
こ
の
神
は
、
へ
ー
ゲ
ル
に
よ
っ
て
、
生
成
の
す
べ
て
の
弁
証
法
的
に
可

能
な
段
階
を
登
り
き
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
と
し
て
見
通
さ
れ
理
解
さ
れ
る
。
し

た
が
っ
て
「
へ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
は
世
界
過
程
の
頂
点
と
終
点
は
彼
自
身
の
ベ

ル
リ
ン
に
お
け
る
現
実
存
在
に
お
い
て
合
致
し
た
こ
と
に
な
る
」
一
ω
オ
一

H
一
ω
8
一
。
世
界
過
程
の
頂
点
が
へ
ー
ゲ
ル
の
現
存
在
に
、
プ
ロ
イ
セ
ン
の
現

実
に
顕
現
し
て
い
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
「
歴
史
の
権
力
」

へ
の
讃
歌
が
植
え
付
け
ら
れ
、
事
実
的
な
も
の
へ
の
偶
像
崇
拝
と
事
実
へ
の
順

応
と
い
う
「
ド
イ
ツ
的
を
言
い
回
し
」
が
教
え
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
現

在
と
は
歴
史
的
権
力
の
成
果
で
あ
り
理
念
の
必
然
性
の
成
果
で
あ
る
と
い
う
思

想
を
学
ん
だ
者
は
、
権
力
の
手
拍
子
に
合
わ
せ
て
手
足
を
動
か
せ
ば
よ
い
こ
と

に
な
る
。
だ
か
ら
、
「
ど
ん
な
成
果
も
そ
の
う
ち
に
理
性
的
必
然
を
含
む
の
で

あ
れ
ば
、
ど
ん
な
事
件
も
論
理
的
な
も
の
あ
る
い
は
「
理
念
」
の
勝
利
で
あ
る

の
で
あ
れ
ば
、
－
し
か
ら
ば
、
早
速
脆
き
、
「
諸
成
果
し
の
全
段
階
を
脆
き

拝
し
さ
え
す
れ
ば
よ
い
の
だ
！
二
旨
F
）
、
二
ー
チ
ェ
は
こ
う
語
る
の
で
あ
る
。

　
へ
－
ゲ
ル
は
歴
史
に
一
つ
の
目
標
を
設
定
し
て
そ
れ
を
概
念
把
握
で
き
る
が

ゆ
え
に
歴
史
を
自
己
の
現
在
に
お
い
て
完
結
し
た
と
い
う
へ
ー
ゲ
ル
把
握
は
、

お
そ
ら
く
当
時
の
一
つ
の
先
入
見
で
あ
る
。
二
i
チ
ェ
は
そ
れ
に
従
っ
て
い
る

の
で
あ
り
、
あ
る
意
味
で
は
本
気
で
そ
う
考
え
て
も
い
る
。
し
か
も
こ
う
し
た

見
方
を
『
反
時
代
的
考
察
』
以
降
も
完
全
に
放
棄
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ

　
　
　
　
　
一
㎎
一

た
と
い
わ
れ
る
。
へ
ー
ゲ
ル
の
「
歴
史
」
問
題
を
所
謂
「
歴
史
哲
学
」
だ
け

に
基
づ
い
て
分
析
す
る
危
険
性
が
二
ー
チ
ェ
の
隈
界
と
な
っ
て
い
る
。
む
ろ
ん

二
ー
チ
ェ
は
ま
だ
若
き
へ
ー
ゲ
ル
の
「
生
」
の
概
念
を
知
ら
な
い
。
そ
の
意
味

で
は
、
二
ー
チ
ュ
の
か
か
る
へ
ー
ゲ
ル
理
解
と
批
判
は
片
手
落
ち
で
あ
る
と
い

う
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
し
か
し
わ
れ
わ
れ
が
こ
こ
で
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
は
、
二
ー
チ
ェ
と
へ
ー
ゲ
ル
の
思
想
的
資
質
の
相
違
に
由
来
す
る
問
題
の
方

で
あ
る
。
そ
れ
は
例
え
ば
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
。
へ
ー
ゲ
ル
は
人
間
の
意
志

の
発
現
を
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
現
在
で
あ
れ
そ
の
現
在
を
、
自
然
的
な
も
の
か

ら
遠
ざ
か
り
疎
遠
に
な
っ
た
も
の
と
し
て
時
聞
の
累
積
だ
と
考
え
る
が
、
二
i

チ
ュ
に
と
っ
て
は
自
然
的
な
も
の
か
ら
の
疎
遠
は
時
聞
の
累
積
と
し
て
は
あ
ら

わ
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
二
ー
チ
ェ
の
視
点
で
は
、
過
去
か
ら
未
来

へ
の
流
れ
と
い
う
「
歴
史
」
概
念
が
い
わ
ば
共
時
化
さ
れ
空
間
化
さ
れ
る
の
で
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あ
る
。
二
ー
チ
ェ
哲
学
の
中
心
概
念
で
あ
る
「
生
」
は
そ
の
よ
う
な
境
位
に
あ

る
。
二
ー
チ
ェ
は
、
こ
の
「
生
」
か
ら
「
歴
史
し
を
攻
撃
す
る
の
で
あ
る
。

（
四
）
歴
史
的
な
も
の
と
非
歴
史
的
な
も
の

　
歴
史
の
告
発
を
は
じ
め
て
理
論
的
に
表
現
し
た
の
が
、
刊
反
時
代
的
考
察
蜴

の
第
二
考
察
「
生
に
対
す
る
歴
史
の
利
害
に
つ
い
て
」
二
八
七
四
年
）
で
あ
る
。

二
ー
チ
ェ
自
身
の
言
葉
に
よ
れ
ば
「
こ
の
論
文
で
、
現
世
紀
が
誇
り
と
し
て
い

る
《
歴
史
的
感
覚
》
が
初
め
て
病
気
と
し
て
、
衰
微
す
る
典
型
的
兆
候
と
し
て

認
識
さ
れ
た
」
一
エ
ッ
ケ
・
ホ
モ
一
。
こ
こ
で
の
主
題
は
「
歴
史
が
生
に
奉
仕
す

る
か
ぎ
り
に
お
い
て
の
み
、
わ
れ
わ
れ
は
歴
史
に
奉
仕
す
る
こ
と
を
欲
す
る
」

（
o
っ
オ
．
H
一
農
3
と
い
う
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
「
歴
史
の
過
剰
は
生
け
る
も

の
を
害
す
る
」
一
ω
奏
。
■
畠
O
。
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
生
が
、
歴
史
に
優
位

す
る
規
範
上
の
原
理
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
二
ー
チ
ェ
よ
れ
ば
、
人
間
と
動
物
と
を
区
別
す
る
特
色
は
「
忘
却
」
で
あ
る
。

記
憶
や
歴
史
に
よ
っ
て
存
在
の
無
・
裂
け
目
を
作
ら
ず
存
在
の
只
中
を
充
全
に

生
き
る
、
例
え
ば
野
に
草
を
食
む
牛
の
幸
福
に
、
人
間
は
嫉
妬
の
目
を
向
け
る
。

人
間
は
記
憶
な
し
に
も
幸
福
に
生
き
う
る
が
、
忘
却
な
し
に
生
き
る
こ
と
は
不

可
能
で
あ
る
。
二
ー
チ
ェ
は
こ
の
忘
却
、
非
歴
史
的
に
感
覚
す
る
こ
と
を
指
し

て
「
非
歴
史
的
な
も
の
」
一
皆
。
。
⊂
夢
隼
O
ユ
ω
9
窃
）
と
呼
ぶ
。
「
非
歴
史
的
な

も
の
」
と
並
ん
で
ま
た
「
歴
史
的
な
も
の
」
も
生
の
健
康
に
と
っ
て
必
要
で
あ

り
、
「
超
歴
史
的
な
も
の
」
も
歴
史
的
な
も
の
に
対
す
る
「
解
毒
剤
」
で
あ
る

と
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
よ
り
本
質
的
な
の
は
「
非
歴
史
的
な
も
の
」

で
あ
る
。
二
ー
チ
ェ
は
こ
の
非
歴
史
的
な
も
の
こ
そ
生
の
健
康
た
め
の
土
台
・

根
源
的
能
力
で
あ
る
と
し
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　
「
非
歴
史
的
な
も
の
は
も
の
を
被
う
雰
囲
気
に
似
て
お
り
、
こ
の
雰
囲
気
の

う
ち
で
の
み
生
は
み
ず
か
ら
を
産
み
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
が
否
定
さ
れ
る
と
同

時
に
生
も
ま
た
消
え
失
せ
る
。
人
間
が
考
え
、
篤
と
考
え
、
比
較
し
、
分
離
し
、

結
合
し
て
、
あ
の
非
歴
史
的
要
素
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
あ

の
取
り
巻
く
蒸
気
の
雲
の
内
部
に
明
る
く
閃
め
く
一
条
の
光
が
発
生
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
初
め
て
　
　
し
た
が
っ
て
、
過
ぎ
去
っ
た
も
の
を
生
の
た
め
に
使

用
し
、
ま
た
出
来
事
を
も
と
に
し
て
歴
史
一
〇
窒
o
暮
艮
Φ
一
を
作
成
す
る
力
に

よ
っ
て
初
め
て
、
人
閻
は
人
問
と
な
る
。
こ
れ
に
間
違
い
は
な
い
、
し
か
し
歴

史
（
繧
ω
叶
o
「
己
が
過
剰
に
な
る
と
人
間
は
再
び
人
閻
で
あ
る
こ
と
を
や
め
る

の
で
あ
り
人
間
は
非
歴
史
的
な
も
の
の
あ
の
被
い
が
な
け
れ
ば
開
始
す
る
こ
と

を
敢
え
て
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
（
o
っ
オ
』
一
緕
黒
）

　
生
け
る
も
の
は
す
べ
て
自
己
の
周
り
に
非
歴
史
的
な
も
の
の
被
い
を
必
要
と

す
る
。
そ
れ
は
雰
囲
気
で
あ
り
、
「
秘
密
に
満
ち
た
雲
霧
」
、
す
な
わ
ち
、
こ
の

被
い
取
ら
れ
れ
ば
宗
教
や
芸
術
や
天
才
が
干
澗
び
て
不
毛
に
な
っ
て
し
ま
う
と

こ
ろ
の
「
庇
護
し
面
紗
で
包
む
雲
」
（
ω
オ
』
も
轟
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
い
わ

ば
芸
術
的
創
造
力
と
い
っ
た
も
の
、
現
実
的
で
現
在
的
な
生
に
視
界

一
籟
o
ま
o
纂
）
を
集
中
す
る
「
人
間
や
民
族
や
文
化
の
造
形
力
一
旦
竃
募
〔
冨

琴
箒
）
」
（
o
っ
オ
」
、
胃
）
で
あ
る
。
二
ー
チ
ェ
は
こ
こ
に
、
生
に
と
っ
て
の

歴
史
の
利
害
を
は
か
る
基
準
を
見
て
い
る
。
歴
史
が
生
に
奉
仕
す
る
と
す
れ
ば
、

生
は
歴
史
を
必
要
と
す
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
、
歴
史
が
こ
の
生
の
目
的
の
た
め

の
適
具
と
さ
れ
る
か
ぎ
り
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
歴
史
は
活
動
し
努
力

す
る
者
と
し
て
の
、
保
存
し
崇
拝
す
る
者
と
し
て
の
、
苦
悩
し
解
放
す
る
者
と

し
て
の
生
け
る
も
の
に
属
す
る
」
（
O
O
オ
』
一
緕
O
。
一
。
だ
か
ら
、
歴
史
が
記
念
碑

的
、
骨
董
的
、
批
判
的
と
い
う
三
種
の
歴
史
と
し
て
意
味
を
も
ち
う
る
の
は
、
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か
つ
て
可
能
で
あ
っ
た
偉
大
な
も
の
の
思
い
出
は
今
一
度
偉
大
な
も
の
を
創
作

し
よ
う
と
意
志
す
る
意
志
に
、
古
く
か
ら
存
続
す
る
も
の
へ
の
崇
敬
は
自
己
と

未
来
の
者
の
生
長
の
た
め
に
、
過
去
を
裁
き
否
定
す
る
こ
と
は
過
去
を
乗
り
越

え
変
革
を
意
志
す
る
意
志
に
奉
仕
す
る
、
そ
の
場
合
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
同

時
に
ま
た
「
歴
史
の
過
剰
は
生
を
害
す
る
」
。
歴
史
の
過
剰
に
お
い
て
、
偉
大

な
も
の
記
念
碑
性
は
偉
大
な
も
の
を
知
ら
ぬ
者
を
怯
え
さ
せ
、
保
存
の
骨
董
性

は
畏
敬
の
念
を
欠
い
た
単
な
る
過
去
の
収
集
に
、
す
な
わ
ち
生
の
退
化
に
、
批

判
的
な
過
去
へ
の
判
決
は
過
去
の
成
果
で
あ
る
わ
れ
わ
れ
と
そ
の
未
来
を
根
こ

そ
ぎ
に
す
る
。

　
し
か
し
二
ー
チ
ェ
の
現
在
、
教
養
が
歴
史
的
教
養
と
な
り
歴
史
が
学
問
と
な

る
に
至
っ
て
、
生
と
知
の
境
界
標
が
引
き
倒
さ
れ
、
生
に
統
治
さ
れ
制
御
さ
れ

る
こ
と
の
な
い
知
が
「
生
は
滅
ぶ
と
も
真
理
は
行
な
わ
れ
し
め
よ
」
と
い
う
危

険
極
ま
り
な
い
標
語
を
伴
っ
て
一
人
歩
き
を
し
て
い
る
。
こ
の
近
代
に
お
い
て

顕
現
す
る
教
養
を
、
二
ー
チ
ェ
は
「
内
面
性
」
の
教
養
と
呼
ぶ
。
そ
れ
は
外
な

る
も
の
に
対
応
し
な
い
内
面
性
、
外
界
へ
の
通
路
を
も
た
な
い
内
面
性
で
あ
り
、

改
革
し
外
部
に
駆
り
立
て
る
動
機
と
し
て
作
用
し
な
い
内
面
性
で
あ
る
。
「
近

代
的
教
養
は
現
実
の
教
養
で
は
全
く
な
く
、
た
だ
教
養
に
関
す
る
一
種
の
知
識

に
す
ぎ
ず
、
教
養
の
思
想
や
感
情
に
と
ど
ま
り
、
教
養
の
決
断
は
そ
こ
か
ら
は

生
じ
て
来
な
い
」
（
ω
考
』
b
お
）
。
し
た
が
っ
て
外
部
世
界
の
因
習
と
野
蛮
は

放
置
さ
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
し
ま
う
。
真
の
教
養
と
は
内
部
と
外
部
と
を
活
動

的
に
包
括
す
る
過
程
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
内
面
性
へ
の
後
退
と
外

界
に
対
す
る
無
関
心
を
、
近
代
人
は
客
観
性
と
呼
び
、
生
に
対
す
る
文
化
的
優

位
だ
と
主
張
し
て
き
た
。
し
か
し
こ
の
、
外
界
の
客
観
性
に
対
時
し
な
い
弱
体

化
さ
れ
た
人
格
は
、
内
面
的
主
観
性
な
ど
で
は
な
く
、
「
永
遠
の
無
主
観
性
」

な
の
で
あ
る
。
こ
の
教
養
こ
そ
、
二
i
チ
ュ
に
よ
れ
ば
、
現
代
文
化
の
病
い
を

ひ
き
起
こ
し
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
さ
し
く
ド
イ
ツ
に
お
い
て
で
あ
る
。
「
ド
イ

ツ
人
が
内
面
性
の
有
名
な
民
族
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
本
当
だ
」
一
ω
考
一

■
ミ
3
。

　
　
「
生
は
病
ん
で
い
る
。
単
に
樫
楮
を
追
憶
し
て
病
ん
で
い
る
の
み
で
な
く
、

歴
史
病
に
悩
ん
で
い
る
。
歴
史
の
過
剰
は
生
の
造
形
力
を
衰
弱
さ
せ
、
こ
の
生

は
過
去
を
滋
養
に
富
ん
だ
糧
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
を
も
は
や
心
得
て
は
い
な

い
。
」
（
O
つ
考
一
H
一
ω
N
⑩
）

　
い
ま
大
切
な
こ
と
は
、
死
滅
し
た
の
で
は
な
く
衰
弱
し
病
ん
で
い
る
に
す
ぎ

な
い
生
を
歴
史
病
か
ら
解
放
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
薬
が
必
要
で

あ
る
。
「
歴
史
的
な
も
の
に
対
す
る
解
毒
剤
の
名
は
－
非
歴
史
的
な
も
の
と

超
歴
史
的
な
も
の
で
あ
る
」
一
ω
峯
』
一
ω
ω
O
）
。
す
な
わ
ち
忘
却
と
限
定
さ
れ
た

視
界
一
饒
o
「
ぎ
算
一
と
の
う
ち
に
自
ら
を
閉
じ
こ
め
る
こ
と
、
お
よ
び
生
存
に

永
遠
と
同
一
性
を
付
与
す
る
芸
術
と
宗
教
の
方
へ
目
を
向
け
る
こ
と
で
あ
る
。

し
か
る
に
現
代
の
学
間
は
忘
却
を
知
識
の
死
と
し
て
憎
み
、
視
界
の
限
定
を
撤

廃
す
る
こ
と
を
求
め
、
宗
教
と
芸
術
の
永
遠
化
の
力
に
内
面
的
に
反
抗
す
る
。

し
か
し
、
い
っ
た
い
生
が
認
識
を
支
配
す
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
認
識
が
生
を
支

配
す
べ
き
か
？
　
無
論
、
生
こ
そ
支
配
す
る
威
力
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
生
を

．
絶
滅
す
る
認
識
は
そ
れ
自
体
を
も
絶
滅
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
か
く
て
生

の
衛
生
学
が
学
問
を
監
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
非
歴
史
的
な
も
の
と
超

歴
史
的
な
も
の
は
、
…
歴
史
病
に
対
す
る
自
然
的
解
毒
剤
で
あ
る
」
一
〇
っ
オ
一

■
ω
ω
H
）
。
「
生
を
想
え
」
（
竃
罵
津
〇
三
く
撃
⑦
）
が
二
ー
チ
ェ
の
標
語
と
な
る
。

　
以
上
が
生
に
対
す
る
歴
史
の
利
害
に
関
す
る
二
ー
チ
ェ
の
考
察
の
概
要
で
あ

る
が
、
こ
こ
で
い
わ
れ
る
超
歴
史
的
な
も
の
お
よ
び
非
歴
史
的
な
も
の
に
つ
い
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て
は
若
干
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
超
歴
史
的
な
も
の
に
つ
い
て
、

二
ー
チ
ェ
は
そ
れ
を
一
方
で
解
毒
剤
と
し
な
が
ら
、
他
方
で
超
歴
史
的
人
間
を

攻
撃
も
す
る
か
ら
で
あ
る
。
超
歴
史
的
人
間
は
現
実
と
過
去
を
貫
く
同
一
の
不

変
の
価
値
を
求
め
つ
つ
際
限
の
な
い
出
来
事
に
出
会
っ
て
吐
き
気
を
催
す
の
だ

と
し
て
、
「
わ
れ
わ
れ
は
超
歴
史
的
人
間
に
彼
ら
の
吐
き
気
と
知
恵
を
任
せ
て

お
こ
う
。
今
日
は
む
し
ろ
わ
れ
わ
れ
の
知
恵
の
な
さ
を
心
か
ら
悦
び
、
活
動
し

前
進
す
る
者
と
し
て
、
過
程
の
崇
拝
者
と
し
て
、
一
日
を
楽
し
く
暮
ら
そ
う
」

（
o
っ
峯
』
一
爵
3
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
場
合
の
批
判
は
、
歴
史
の
う
ち
に
不

変
の
価
値
や
典
型
を
求
め
る
と
き
、
そ
れ
が
何
ら
の
実
践
的
関
心
を
伴
わ
な
い

純
粋
な
認
識
な
い
し
知
恵
と
し
て
保
存
さ
れ
る
こ
と
、
こ
の
こ
と
に
対
し
て
向

け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
真
の
教
養
は
内
と
外
と
を
包
括
す
る
過
程
だ
か
ら
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
超
歴
史
的
な
も
の
が
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
意
味
を
与
え
ら
れ
る

の
は
そ
れ
自
体
と
し
て
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
歴
史
の
過
剰
に
対
す
る
解
毒
剤

と
し
て
、
つ
ま
り
生
に
奉
仕
す
る
か
ぎ
り
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
因
み
に
、
こ

の
超
歴
史
的
人
間
に
対
す
る
二
ー
チ
ュ
の
攻
撃
は
ブ
ル
ッ
ク
ハ
ル
ト
を
個
人
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
M
一

に
困
惑
さ
せ
た
と
い
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
ブ
ル
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
と
っ
て
は

生
の
現
象
は
連
続
的
な
人
間
精
神
の
表
明
、
す
な
わ
ち
文
化
の
現
象
で
あ
っ
て
、

歴
史
的
な
も
の
の
理
解
の
根
拠
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
二
i
チ
ヱ
に
お

け
る
視
界
の
限
定
と
歴
史
の
道
具
化
は
、
彼
に
は
歴
史
の
連
続
性
を
断
ち
切
る

野
蛮
な
行
為
に
見
え
る
。
二
ー
チ
ェ
に
は
歴
史
的
瞑
想
と
い
う
歴
史
意
識
は
野

蛮
に
反
抗
で
き
な
い
も
の
と
見
え
る
が
、
ブ
ル
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
と
っ
て
は
歴
史

を
欠
く
こ
と
自
体
が
野
蛮
な
の
で
あ
る
。
「
ブ
ル
ッ
ク
ハ
ル
ト
が
望
ん
だ
こ
と

は
保
存
で
あ
り
、
そ
し
て
で
き
れ
ば
歴
史
的
な
視
界
拡
大
に
よ
る
同
時
代
の
文

　
　
　
　
　
　
　
　
一
蝸
一

化
の
上
昇
で
あ
っ
た
」
。

　
ま
た
非
歴
史
的
な
も
の
の
意
義
に
つ
い
て
も
若
干
の
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

そ
れ
は
造
形
力
で
あ
り
忘
却
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
歴
史
的
な
ら
ざ
る
も
の
と

し
て
現
実
主
義
的
立
場
を
表
現
す
る
と
い
え
る
が
、
し
か
し
、
も
し
こ
れ
を
単

な
る
現
実
主
義
も
し
く
は
現
実
至
上
主
義
の
意
味
だ
と
解
す
る
な
ら
、
そ
れ
は

二
－
チ
ェ
に
対
す
る
誤
解
で
あ
る
。
二
ー
チ
ェ
は
な
る
ほ
ど
っ
ね
に
超
歴
史
的

な
形
而
上
学
的
背
後
世
界
を
否
定
す
る
が
、
そ
れ
は
二
ー
チ
ェ
の
立
場
が
所
謂

現
実
主
義
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
は
い
な
い
。
二
ー
チ
ェ
の
言
葉
の
な
か
に

例
え
ば
「
虚
構
」
一
卑
罰
旨
長
ヨ
葦
冨
）
の
重
み
に
つ
い
て
語
っ
た
次
の
よ

う
を
言
葉
が
あ
る
。
「
虚
構
を
承
認
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
…
世
界
を
絶
え
ず

偽
造
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
…
生
き
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
一
〇
っ
オ
∵
‘
冨
一
。

こ
れ
は
「
非
真
理
を
生
の
条
件
と
し
て
容
認
す
る
こ
と
」
一
ま
O
．
一
と
い
う
意

味
で
あ
る
。
生
は
現
実
主
義
に
還
元
で
き
な
い
深
み
と
厚
み
を
も
つ
の
で
あ
る
。

人
間
は
か
つ
て
形
而
上
学
的
な
理
想
や
理
念
を
構
築
し
た
が
、
そ
の
背
景
に
は
、

そ
れ
を
構
想
せ
ざ
る
を
え
な
い
ほ
ど
の
、
生
き
る
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
怖
れ
、

畏
敬
の
念
が
あ
っ
た
。
理
想
は
、
自
己
の
生
の
根
源
的
な
被
投
的
受
動
性
を
自

覚
し
畏
敬
す
る
者
の
必
然
的
所
産
な
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
近
代
人
は
生
の
現

実
を
、
苦
難
を
伴
わ
な
い
日
常
茶
飯
事
の
こ
と
と
し
て
や
り
す
ご
し
、
理
想
を

一
個
の
虚
妄
と
み
な
す
。
二
ー
チ
ェ
と
っ
て
は
、
近
代
人
の
理
想
不
信
の
根
底

に
生
の
現
実
に
対
す
る
畏
敬
の
喪
失
が
見
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、

二
－
チ
ェ
に
よ
れ
ば
決
し
て
「
健
康
し
な
こ
と
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
虚
構
が

真
実
在
と
さ
れ
て
生
の
現
実
と
の
結
び
っ
き
を
失
う
と
き
、
生
が
虚
構
に
服
す

る
と
い
う
本
末
転
倒
が
生
じ
、
ま
た
そ
の
と
き
、
生
と
生
へ
の
畏
敬
の
弱
化
こ

そ
真
実
在
に
到
る
遭
で
あ
る
と
い
う
倒
錆
が
生
じ
は
す
る
。
た
し
か
に
近
代
人

は
こ
の
理
想
主
義
の
危
険
を
既
に
感
知
し
て
却
け
た
が
、
と
こ
ろ
が
そ
の
危
険
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を
単
な
る
平
穏
無
事
な
生
の
現
実
を
脅
か
す
危
険
と
み
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
こ
に
、
著
し
い
生
の
平
板
化
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
二
ー
チ
ェ

は
こ
の
近
代
的
な
意
味
で
の
非
歴
史
的
な
も
の
に
味
方
し
て
い
る
の
で
は
な

い
。

一
五
）
デ
ィ
ル
タ
イ
の
二
ー
チ
ェ
批
判

　
こ
の
よ
う
な
二
ー
チ
ェ
の
歴
史
批
判
が
デ
ィ
ル
タ
イ
の
眼
に
ど
の
よ
う
に

映
っ
た
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
好
ま
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
　
一

八
九
八
年
の
論
稿
「
1
9
世
紀
前
半
に
お
け
る
諸
体
系
の
三
つ
の
基
本
形
式
」
の

な
か
で
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
歴
史
を
告
発
す
る
二
ー
チ
ェ
の
理
論
が
時
代
の
な

か
に
浸
透
す
る
こ
と
を
憂
え
て
こ
う
述
べ
て
い
る
。
「
わ
れ
わ
れ
が
苦
労
し
て

携
え
て
き
た
過
去
の
重
荷
を
嘆
き
悲
し
む
声
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
重

荷
を
一
旦
き
っ
ぱ
り
と
投
げ
出
し
て
、
わ
れ
わ
れ
が
新
世
紀
へ
と
歩
み
入
る
と

き
の
荷
物
を
軽
減
し
よ
う
、
と
い
う
こ
と
が
支
持
を
集
め
て
い
る
」
一
寓
一

昇
竃
o
。
）
と
。
そ
し
て
、
こ
の
動
向
を
デ
ィ
ル
タ
イ
は
「
き
わ
め
て
非
哲
学
的
し

な
考
え
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
が
好
意
と
嫌
悪
と
を
共
に
抱
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
”
）

思
想
家
は
、
二
i
チ
ェ
と
ベ
ル
グ
ソ
ン
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
二
ー
チ
ェ

ヘ
の
言
及
は
概
し
て
辛
辣
で
あ
る
。
こ
の
「
三
つ
の
基
本
形
式
」
の
別
の
草
稿

で
は
、
「
二
ー
チ
ェ
の
あ
の
初
期
の
体
験
か
ら
も
、
ま
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
気
分

で
い
た
第
二
期
か
ら
も
何
ら
積
極
的
な
も
の
は
残
り
は
し
な
か
っ
た
」
一
鶉
一

轟
一
H
竃
）
と
厳
し
い
調
子
で
述
べ
て
い
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
二
ー
チ
ェ
の
歴

史
理
論
の
な
か
に
い
か
な
る
危
険
を
読
み
取
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
デ
ィ
ル
タ
イ
は
二
ー
チ
ェ
と
は
全
く
逆
に
、
歴
史
を
生
に
と
っ
て
の
基
盤
で

あ
る
と
考
え
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
の
基
本
的
主
張
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　
「
人
問
の
精
神
の
何
た
る
か
を
認
識
で
き
る
の
は
、
精
神
が
生
き
そ
し
て
生

み
出
し
た
も
の
に
つ
い
て
の
歴
史
的
意
識
だ
け
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
精
神
の

歴
史
的
自
己
意
識
だ
け
が
、
わ
れ
わ
れ
が
人
間
つ
い
て
の
学
間
的
で
体
系
的
な

思
惟
を
次
第
に
獲
得
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
の
で
あ
る
。
…
人
間
の
何
た
る

か
を
語
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
歴
史
だ
け
で
あ
る
。
…
歴
史
研
究
を
断
念
す
る

と
い
う
こ
と
は
人
聞
の
認
識
の
放
棄
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
断
片
的
に
自
己
を
表

現
す
る
天
才
的
な
主
観
性
へ
の
認
識
の
退
却
で
あ
る
。
」
一
Ω
ω
一
戸
㎝
轟
｛
．
）

　
二
ー
チ
ェ
が
歴
史
的
感
覚
を
病
気
の
兆
候
と
考
え
る
の
に
対
し
て
、
デ
ィ
ル

タ
イ
は
歴
史
な
い
し
歴
史
研
究
を
生
の
基
盤
、
生
の
根
本
的
治
療
の
力
と
考
え

る
の
で
あ
る
。
こ
と
に
よ
っ
た
ら
、
デ
ィ
ル
タ
イ
に
と
っ
て
は
、
二
ー
チ
ェ
の

思
想
そ
の
も
の
が
、
二
ー
チ
ェ
の
診
断
に
よ
っ
て
病
気
と
判
定
さ
れ
た
、
そ
の

時
代
の
病
気
の
も
う
一
つ
の
兆
候
に
す
ぎ
な
い
よ
う
に
見
え
た
か
も
し
れ
な

い
。
二
ー
チ
ェ
批
判
の
核
心
が
こ
こ
で
は
「
主
観
性
へ
の
退
却
」
と
い
う
言
葉

で
表
現
さ
れ
て
い
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
に
よ
れ
ば
、
二
ー
チ
ェ
は
そ
の
出
発
点
に

お
い
て
も
っ
て
い
た
天
才
・
偉
人
に
対
す
る
崇
拝
に
よ
っ
て
「
個
人
を
孤
立
さ

せ
た
。
彼
は
個
人
の
目
的
を
文
化
の
発
展
か
ら
切
り
離
し
た
。
…
個
人
は
文
化

の
目
的
連
関
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
内
容
的
に
空
虚
に
な
っ
た
」
（
O
O
っ
一

≦
㌧
農
）
。
こ
れ
が
主
観
性
へ
の
退
却
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
バ
ー
ゼ
ル
で
の

二
ー
チ
ェ
が
ブ
ル
ッ
ク
ハ
ル
ト
を
思
慕
し
つ
つ
も
彼
を
そ
の
核
心
に
お
い
て
理

解
し
て
い
な
か
っ
た
の
も
こ
の
た
め
で
あ
っ
た
、
デ
ィ
ル
タ
イ
に
は
そ
う
思
え

る
の
で
あ
る
。
文
化
発
展
か
ら
切
断
さ
れ
孤
立
化
し
た
個
別
的
精
神
、
こ
れ
が
、

「
バ
ー
ゼ
ル
か
ら
二
ー
チ
ェ
は
歴
史
の
拒
絶
を
書
き
記
し
た
」
一
2
一
掌
一

竃
O
。
一
と
い
う
こ
と
、
「
歴
史
の
拒
絶
」
の
意
味
で
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
に
と
っ

て
は
、
生
の
肯
定
は
文
化
の
連
関
の
う
ち
へ
と
個
人
的
に
深
化
す
る
こ
と
で
あ
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り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
生
は
内
容
と
確
固
た
る
も
の
を
獲
得
す
る
。
そ

れ
ゆ
え
に
、
歴
史
の
拒
絶
・
生
の
孤
立
に
よ
っ
て
は
二
i
チ
ェ
の
念
頭
に
浮
か

ん
だ
「
変
革
」
を
も
哲
学
の
使
命
と
し
て
説
明
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
二
ー
チ
ェ

の
近
代
的
「
内
面
性
」
批
判
も
、
デ
ィ
ル
タ
イ
か
ら
見
れ
ば
、
「
歴
史
の
拒
絶
」

と
し
て
そ
れ
自
体
が
内
面
性
批
判
に
曝
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
O
．

ボ
ル
ノ
ー
は
か
つ
て
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
が
現
代
の
哲
学
状
況
の
危
機
を
語
る
際
に

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
と
二
ー
チ
ェ
を
挙
げ
て
デ
ィ
ル
タ
イ
を
看
過
す
る
叙
述
に
対
し

て
異
議
を
唱
え
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
方
向
こ
そ
「
実
存
的
真
面
目
さ
の
孤
立
を
防

ぎ
、
こ
れ
を
歴
史
的
な
生
に
っ
い
て
の
建
設
的
な
仕
事
に
結
び
っ
け
る
こ
と
に

　
　
　
　
一
〃
一

成
功
し
た
」
と
述
べ
た
が
、
そ
れ
は
こ
の
文
脈
で
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

　
デ
ィ
ル
タ
イ
に
と
っ
て
は
、
あ
る
が
ま
ま
の
生
に
基
づ
き
そ
こ
か
ら
精
神
諸

科
学
を
い
か
に
学
間
的
に
基
礎
づ
け
る
か
と
い
う
こ
と
が
課
題
で
あ
っ
た
。
そ

の
た
め
に
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
生
を
外
挿
的
な
論
理
的
思
惟
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、

生
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
把
握
し
う
る
よ
う
な
哲
学
を
求
め
、
そ
こ
か
ら
、
意
識

そ
の
も
の
が
す
で
に
論
理
的
思
考
を
含
む
と
い
う
認
識
を
得
た
。
生
の
自
己
経

験
が
論
理
的
思
考
の
可
能
性
の
根
拠
だ
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
デ
ィ
ル
タ

イ
の
生
理
解
の
核
心
と
も
い
え
る
も
の
で
あ
る
。
1
ー
デ
ィ
ル
タ
イ
は
こ
れ

を
「
意
識
の
事
実
」
と
呼
び
、
そ
し
て
、
こ
の
事
実
を
生
に
即
し
て
分
析
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
㎎
一

方
法
と
し
て
「
自
己
省
察
」
と
い
う
概
念
を
挙
げ
て
い
る
。
因
み
に
、
二
ー
チ
ェ

は
こ
の
意
識
事
実
へ
の
批
判
で
あ
る
か
の
よ
う
な
言
葉
を
次
の
よ
う
に
書
い
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
彼
ら
［
認
識
者
］
の
う
ち
の
最
も
用
心
深
い
者
た
ち
で

さ
え
、
す
く
な
く
と
も
熟
知
の
も
の
が
知
ら
れ
る
ぬ
も
の
よ
り
も
認
識
し
や
す

い
と
思
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
《
内
面
の
世
界
》
と
か
《
意
識
の
事
実
》
か

ら
出
発
す
る
よ
う
に
と
、
方
法
論
的
に
命
じ
ら
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
思
っ
て

い
る
。
と
い
う
の
も
そ
れ
ら
が
我
々
に
熟
知
な
世
界
だ
か
ら
と
い
う
理
由
で
！

誤
認
も
甚
だ
し
い
か
な
！
　
熟
知
の
も
の
と
は
、
慣
れ
っ
こ
の
も
の
の
こ
と
だ
。

と
こ
ろ
が
、
慣
れ
っ
こ
の
も
の
こ
そ
《
認
識
す
る
》
の
に
…
い
ち
ば
ん
困
難
な

も
の
な
の
だ
L
（
ω
オ
一
戸
㎝
漫
一
と
。
－
さ
て
、
し
た
が
っ
て
デ
ィ
ル
タ
イ

の
精
神
科
学
の
方
向
は
、
生
自
体
の
禽
己
経
験
が
外
部
に
客
観
化
さ
れ
た
生
の

客
観
態
を
、
つ
ま
り
生
の
表
現
を
理
解
し
、
そ
こ
か
ら
、
表
現
す
る
に
到
っ
た

生
の
創
造
的
体
験
の
現
場
に
立
ち
帰
ろ
う
と
す
る
、
体
験
・
表
現
・
理
解
と
い

う
生
の
三
肢
構
造
を
基
礎
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
人
聞
精
神
の
歴
史

過
程
は
こ
の
生
の
構
造
の
表
出
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
デ
ィ
ル
タ
イ
は
考
え

た
。
デ
ィ
ル
タ
イ
が
『
精
神
科
学
序
説
』
一
H
o
．
o
。
ω
一
に
お
い
て
ま
ず
精
神
科
学

の
基
礎
と
し
て
形
而
上
学
の
歴
史
を
叙
述
し
た
の
は
、
生
を
人
間
の
生
の
歴
史

過
程
と
し
て
確
認
し
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
個
別
的
生
の
経
験
は
そ
れ
が
全

体
的
歴
史
的
経
験
の
累
積
の
よ
う
に
経
験
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
主
観
的
精
神
と

は
そ
の
よ
う
な
生
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
「
人

間
の
何
た
る
か
を
語
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
歴
史
だ
け
で
あ
る
」
と
い
っ
て

二
ー
チ
ェ
に
反
論
し
た
の
で
あ
る
。

　
い
わ
ば
こ
の
生
の
歴
史
性
と
い
う
点
で
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
生
の
哲
学
に
は

へ
ー
ゲ
ル
の
影
が
強
く
落
ち
て
い
る
。
H
、
ノ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
デ
ィ
ル
タ
イ

の
へ
ー
ゲ
ル
研
究
は
初
期
の
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
研
究
の
時
期
以
来
終
生

続
け
ら
れ
た
が
、
と
く
に
『
精
神
科
学
序
説
』
以
降
は
一
貫
し
て
そ
う
で
あ
っ

た
一
2
＝
一
。
も
ち
ろ
ん
デ
ィ
ル
タ
イ
は
へ
－
ゲ
ル
の
観
念
論
的
体
系
へ
の

批
判
の
姿
勢
を
崩
し
た
こ
と
は
な
い
が
、
し
か
し
晩
年
の
『
へ
－
ゲ
ル
の
青
年

時
代
』
で
は
、
へ
ー
ゲ
ル
を
「
人
間
精
神
の
内
面
性
の
創
始
者
」
呼
び
、
「
歴

史
的
世
界
の
内
奥
に
ま
で
踏
み
入
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
彼
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
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学
問
に
対
し
て
行
な
っ
た
こ
と
の
う
ち
で
も
最
も
偉
大
な
決
定
的
な
こ
と
で

あ
っ
た
。
L
一
〇
ω
一
戸
H
雪
一
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
へ
ー
ゲ
ル
ヘ
の
親
近
性
に

は
、
若
き
へ
ー
ゲ
ル
の
「
生
」
概
念
と
そ
の
発
展
に
対
す
る
デ
ィ
ル
タ
イ
の
き

わ
め
て
強
い
関
心
と
共
感
が
含
ま
れ
て
い
る
。
へ
ー
ゲ
ル
自
身
の
思
想
発
展
か

ら
み
て
も
こ
の
時
期
の
へ
ー
ゲ
ル
の
生
の
概
念
は
決
定
的
な
重
要
性
を
も
つ

が
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
そ
れ
を
、
へ
i
ゲ
ル
に
お
い
て
「
精
神
」
と
い
う
形
而
上

学
的
な
概
念
構
成
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
、
そ
の
形
而
上
学
化
を
否
認
し
つ
つ
、

「
発
展
」
と
い
う
律
動
性
を
含
み
も
つ
も
の
と
い
う
次
元
か
ら
受
容
し
た
の
で

あ
る
。
発
展
と
は
、
自
ら
の
労
力
に
よ
っ
て
自
ら
を
形
成
し
よ
う
と
す
る
、
生

そ
の
も
の
が
も
つ
内
在
的
発
展
へ
の
衝
動
で
あ
る
。
そ
れ
は
い
っ
て
み
れ
ば
人

問
の
歴
史
性
の
問
題
で
あ
る
。
へ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
本
質
と
現
象
、
理
念
と
現

実
性
、
実
体
と
主
体
等
々
の
概
念
を
伴
っ
て
広
範
に
し
か
も
本
質
的
に
展
開
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
歴
史
的
発
展
の
思
想
を
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
こ
こ
で
へ
ー
ゲ
ル

の
「
生
」
の
概
念
か
ら
獲
得
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
い
え
る
。
「
発
展
の
間
題

は
デ
ィ
ル
タ
イ
を
へ
i
ゲ
ル
に
向
か
わ
せ
た
。
…
〔
こ
こ
に
あ
る
動
機
は
］
へ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
”
〕

ゲ
ル
の
発
展
概
念
を
獲
得
し
た
い
と
い
う
願
い
で
あ
る
」
。
生
を
生
そ
の
も
の

に
よ
っ
て
把
握
す
る
姿
勢
を
堅
持
し
て
、
意
識
事
実
か
ら
出
発
し
自
己
省
察
の

方
法
お
よ
び
生
の
表
現
の
理
解
と
い
う
方
法
一
解
釈
学
一
を
通
じ
て
、
生
を
学

問
へ
と
架
橘
す
る
こ
と
に
デ
ィ
ル
タ
イ
が
ど
れ
ほ
ど
成
功
し
た
か
は
と
も
か
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
2
0
一

（
成
功
か
否
か
よ
り
も
、
こ
の
聞
題
に
関
す
る
「
悲
劇
的
と
も
い
え
る
格
闘
」

に
意
味
が
あ
る
と
い
え
る
）
、
生
に
定
位
し
生
を
拡
大
し
つ
つ
意
識
主
体
と
外

界
を
包
摂
す
る
生
の
歴
史
的
連
関
と
構
造
を
提
示
し
た
意
味
は
大
き
い
。

　
S
．
ヒ
ュ
ー
ズ
は
「
W
．
デ
ィ
ル
タ
イ
は
あ
ま
り
に
も
時
代
遅
れ
だ
っ
た
の

で
か
え
っ
て
、
生
涯
の
終
わ
り
に
い
た
っ
て
モ
ダ
ン
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う

　
　
　
　
　
　
一
2
1
｝

な
存
在
で
あ
っ
た
L
と
語
っ
た
が
、
二
ー
チ
ェ
と
対
比
し
て
も
そ
う
い
う
こ
と

が
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
二
ー
チ
ェ
が
伝
統
と
歴
史
を
断
ち
切
っ
て
「
生
へ

の
意
志
」
を
時
代
の
先
端
的
問
題
に
据
え
よ
う
と
し
た
そ
の
斬
新
さ
と
ま
た
そ

の
破
壊
的
性
格
が
、
新
し
い
世
紀
の
政
治
的
の
変
動
の
な
か
で
二
ー
チ
ェ
本
来

の
意
味
か
ら
離
れ
て
反
近
代
的
に
作
用
し
て
い
っ
た
の
に
対
し
て
、
へ
ー
ゲ

ル
・
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
等
の
ド
イ
ツ
的
伝
統
を
ふ
ま
え
た
歴
史
的
生
を

め
ぐ
る
デ
ィ
ル
タ
イ
の
格
闘
が
、
か
え
っ
て
次
の
世
代
に
そ
の
伝
統
を
残
す
と

い
う
意
味
を
も
つ
こ
と
が
で
き
た
。
こ
こ
に
は
、
例
え
ば
思
想
の
先
進
性
と
は

何
か
、
思
想
は
ど
れ
ほ
ど
状
況
を
す
く
い
上
げ
状
況
に
対
し
て
ど
れ
ほ
ど
の
射

程
を
も
ち
う
る
か
な
ど
、
い
っ
も
繰
り
返
し
わ
れ
わ
れ
に
問
い
か
け
て
く
る
間

題
が
含
ま
れ
て
も
い
る
の
で
あ
る
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
デ
ィ
ル
タ
イ
と
二
ー
チ
ェ
の
哲
学
が
と
も
に
、
観
念
論

体
系
崩
壊
以
後
の
現
実
と
理
念
の
、
生
と
理
性
の
分
裂
、
お
よ
び
科
学
の
発
展

に
伴
っ
て
顕
現
し
て
く
る
「
精
神
の
自
然
化
」
「
生
の
水
平
化
」
と
い
う
困
難

な
時
代
状
況
下
の
営
み
で
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ

㌔
つ
。

注

＊
二
ー
チ
ェ
全
集
お
よ
び
デ
ィ
ル
タ
イ
全
集
は
次
の
も
の
を
用
い
、
こ
の
全
集

　
か
ら
の
引
用
は
二
ー
チ
ェ
全
集
の
場
合
は
o
っ
オ
と
略
記
し
、
デ
ィ
ル
タ
イ
全

集
の
場
合
は
o
ω
と
略
記
し
て
そ
れ
ぞ
れ
巻
数
・
頁
の
順
で
本
文
中
に
示
し

　
た
。

　
勺
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g
；
g
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o
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ω
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（
2
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
三
島
憲
一
「
デ
ィ
ル
タ
イ
と
二
ー
チ
ェ
し
（
河
上

　
　
倫
逸
編
『
ド
イ
ツ
近
代
の
意
識
と
社
会
』
所
収
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、

　
　
竃
o
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参
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一
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σ
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N
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ハ
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デ
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関

　
　
係
に
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て
は
、
岡
崎
英
輔
「
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
と
若
き
デ
ィ
ル
タ
イ
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一
伊

　
　
東
洋
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教
授
退
官
記
念
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文
集
所
収
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H
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