
序
 
 

ハ
ン
ナ
・
ア
レ
ン
ト
の
主
著
と
目
さ
れ
る
『
人
間
の
条
件
誓
1
（
一
九
五
 
 

八
）
は
、
西
洋
政
治
哲
学
の
歴
史
を
系
譜
学
的
に
記
述
し
っ
つ
相
対
化
し
、
 
 

政
治
そ
れ
自
体
を
根
本
的
に
問
い
直
す
と
い
う
目
的
で
縮
ま
れ
て
い
る
。
 
 

そ
の
た
め
、
ア
レ
ン
ト
は
公
共
圏
の
復
権
に
寄
与
し
た
思
想
家
の
一
人
と
 
 

見
な
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
■
∪
確
か
に
、
こ
の
評
価
も
誤
り
で
は
な
い
。
実
 
 

際
、
彼
女
が
擢
示
し
た
「
活
動
的
生
 
（
ま
訂
a
c
苧
a
〓
 
の
三
類
型
－
「
労
 
 

働
（
訂
b
O
r
こ
ギ
b
e
i
t
）
」
、
「
仕
事
（
w
O
r
k
）
、
制
作
（
H
e
r
s
t
e
－
－
e
n
）
」
、
「
活
 
 

動
 
㌻
c
t
i
呂
”
H
呂
d
e
】
n
）
」
1
の
な
か
で
も
、
政
治
を
実
質
と
す
る
「
活
 
 

動
」
に
主
要
な
関
心
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
と
は
い
っ
て
も
、
 
 

こ
の
こ
と
か
ら
「
活
動
の
賛
美
者
と
し
て
の
ア
レ
ン
ト
」
を
導
き
出
す
の
 
 

は
早
計
で
あ
る
。
 
 

「
（
活
動
を
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
頂
点
と
し
て
評
価
し
て
い
る
か
に
つ
い
 
 

て
は
）
 
イ
エ
ス
と
も
ノ
ー
と
も
い
え
ま
す
。
…
わ
た
し
が
示
そ
う
と
 
 

し
た
の
は
こ
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
る
か
と
 
 

活
動
の
時
間
性
 
 

1
H
。
ア
レ
ン
ト
『
人
間
の
条
件
』
第
三
三
、
三
四
節
読
解
 
 

い
う
こ
と
で
す
」
甘
じ
 
 

活
動
に
対
す
る
こ
の
両
義
姉
態
度
が
意
味
す
る
の
は
何
か
。
リ
ク
ー
ル
 
 

は
正
当
に
も
、
活
動
的
生
の
現
象
学
を
了
解
す
る
た
め
の
欠
か
せ
な
い
要
 
 

素
と
し
て
、
「
死
す
べ
き
も
の
ど
も
（
m
O
r
邑
s
〓
 
（
H
C
も
」
巴
 
と
い
う
 
 

観
点
の
重
要
性
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
活
動
力
に
お
け
る
「
存
在
時
的
 
 

官
m
p
O
邑
）
特
性
」
を
指
摘
し
た
甘
。
つ
ま
り
、
活
動
的
生
は
人
間
の
有
 
 

限
性
と
い
う
此
繹
的
問
題
を
看
過
し
て
は
理
解
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
 
 

あ
る
。
こ
の
間
題
に
関
し
て
、
ア
レ
ン
ト
は
『
人
間
の
条
件
』
第
五
串
 
 

「
活
動
」
論
の
最
終
節
 
（
三
四
節
）
 
の
結
論
部
で
端
的
に
述
べ
て
い
る
。
 
 

そ
れ
ま
で
に
な
さ
れ
た
ア
レ
ン
ト
の
議
論
を
補
足
し
っ
つ
、
そ
の
概
略
を
 
 

示
し
て
お
こ
う
。
 
 
 

生
物
学
的
分
類
と
し
て
の
ヒ
ト
の
生
死
は
、
自
然
が
お
り
な
す
回
帰
的
 
 

循
環
の
う
ち
で
は
何
ら
特
別
な
こ
と
で
は
な
い
。
こ
こ
で
の
ヒ
ト
は
 
「
労
 
 

働
」
、
消
費
、
休
息
、
生
殖
を
繰
り
返
す
だ
け
あ
り
、
他
の
動
物
と
の
差
 
 

異
は
何
ら
認
め
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
は
、
自
ら
の
「
誕
生
」
も
「
死
」
も
、
 
 

世
代
の
「
連
続
性
」
も
明
確
に
意
識
さ
れ
ず
、
永
遠
に
同
じ
こ
と
が
無
意
 
 

出
 
雲
 
春
 
明
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味
に
繰
り
返
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
（
‡
C
ち
課
f
ご
。
ア
レ
ン
ト
は
す
ぺ
て
 
 

ヽ
ヽ
 
 

の
生
物
に
該
当
す
る
こ
う
し
た
自
然
的
側
面
を
「
労
働
す
る
動
物
 
 

（
呂
i
m
巴
l
a
b
O
r
a
n
S
）
」
と
呼
ん
だ
。
 
 
 

し
か
し
、
人
間
は
こ
の
自
然
的
側
面
に
紫
縛
さ
れ
つ
つ
も
、
「
始
ま
り
」
 
 

と
「
終
わ
り
」
 
の
自
己
意
識
を
持
ち
、
「
循
環
運
動
と
い
う
一
般
的
な
自
 
 

然
法
則
か
ら
の
特
殊
な
逸
脱
（
d
e
ま
a
t
i
O
n
）
」
 
吉
C
も
．
N
会
－
）
を
な
し
て
 
 

い
る
。
そ
の
山
つ
の
例
が
「
制
作
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
生
成
消
滅
の
原
 
 

理
に
従
う
「
大
地
 
（
e
宅
t
h
〓
 
の
上
に
、
か
り
そ
め
と
は
い
え
「
耐
久
性
 
 

を
有
す
る
世
界
」
（
H
C
｝
p
．
N
…
芦
）
と
い
う
客
体
を
建
設
す
る
も
の
で
あ
る
。
 
 

こ
れ
が
主
体
－
客
体
と
い
う
個
体
化
の
原
理
で
あ
る
（
ロ
C
も
p
．
－
∽
中
 
 

－
∽
ご
。
そ
し
て
、
ア
レ
ン
ト
は
制
作
を
中
心
に
据
え
る
在
り
方
を
「
工
作
 
 

人
 
（
F
O
m
O
訂
b
e
r
）
」
と
呼
ぶ
n
 
 
 

だ
が
、
制
作
は
手
段
1
日
的
の
連
鎖
を
特
徴
と
す
る
た
め
、
有
意
味
性
 
 

の
欠
如
と
い
う
ア
ポ
リ
ア
に
帰
着
す
る
。
こ
れ
を
超
克
す
る
の
は
、
「
活
 
 

動
と
言
論
と
い
う
相
互
に
連
関
し
た
能
力
の
み
」
（
H
C
一
p
．
N
夢
）
で
あ
る
。
 
 

な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
ら
は
「
制
作
が
使
用
対
象
物
を
生
産
す
る
の
と
同
じ
く
 
 

ら
い
自
然
に
、
有
意
味
な
物
語
を
生
産
」
 
（
i
b
i
d
．
）
 
し
、
「
生
物
学
的
な
生
 
 

ヽ
 
 

命
過
程
の
サ
イ
ク
ル
を
妨
げ
干
渉
す
る
」
 
（
琵
C
一
p
．
N
歩
）
 
か
ら
で
あ
る
。
 
 
 

「
人
間
が
生
ま
れ
て
き
た
の
は
死
ぬ
た
め
に
で
は
な
く
、
始
め
る
た
め
で
 
 

あ
る
」
（
i
♂
i
d
．
）
と
い
う
活
動
規
定
も
、
二
切
を
無
意
味
な
も
の
に
僻
す
る
 
 

自
然
の
循
環
に
対
す
る
悲
壮
性
を
帯
び
た
挑
戦
と
い
う
観
点
か
ら
の
み
了
 
 

解
可
能
で
あ
る
 

こ
の
よ
う
に
、
三
つ
の
活
動
力
は
相
補
的
関
係
に
あ
る
∪
 
そ
し
て
、
「
労
 
 

働
」
は
「
水
劫
回
帰
二
e
象
g
e
W
i
e
d
e
r
k
e
h
r
〓
富
c
．
p
．
芦
）
、
「
制
作
」
は
 
 

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
う
「
恒
常
的
事
物
存
在
性
（
s
t
夢
d
i
g
e
ざ
r
h
冒
d
e
n
h
e
i
t
）
」
廿
 
 

と
い
う
時
間
性
を
有
す
る
こ
と
が
判
然
と
な
る
。
で
は
、
「
活
動
」
は
い
 
 

か
な
る
時
間
性
か
ら
了
解
さ
れ
う
る
の
か
。
そ
れ
は
 
『
人
間
の
条
件
』
第
 
 

五
車
の
 
「
活
動
」
論
を
締
め
く
く
る
第
三
三
、
三
内
節
で
暗
示
さ
れ
る
。
 
 

本
稿
で
は
こ
の
両
節
の
読
解
を
通
じ
て
ア
レ
ン
ト
の
活
動
時
間
論
の
二
鞘
 
 

を
示
し
た
い
。
 
 

一
活
動
の
剰
那
的
性
格
 
 

ア
レ
ン
ト
の
時
間
論
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
は
活
動
の
定
義
を
 
 

確
認
し
て
お
く
。
 
 

「
活
動
と
は
、
事
物
や
物
質
の
介
入
な
し
に
、
直
接
人
と
人
と
の
間
 
 
 

で
行
わ
れ
る
唯
一
の
活
動
力
で
あ
り
、
裡
数
性
富
u
r
a
l
i
旦
 
と
い
 
 

う
人
間
の
条
件
、
す
な
わ
ち
大
地
に
生
き
、
世
界
に
住
む
の
が
一
人
 
 

の
人
間
で
は
な
く
、
裡
数
の
人
間
で
あ
る
と
い
う
事
実
に
対
応
す
る
」
 
 

（
H
C
も
．
巴
。
 
 

活
動
の
条
件
は
「
複
数
性
」
 
で
あ
る
。
そ
し
て
、
袖
数
性
は
 
『
思
索
日
 
 

記
』
（
一
九
五
C
年
八
月
）
に
お
い
て
「
相
互
共
同
存
在
（
M
i
t
e
i
n
呂
d
e
r
s
e
i
n
）
」
 
 

と
言
い
換
え
ら
れ
る
廿
。
こ
こ
か
ら
、
「
活
動
」
論
は
『
存
在
と
時
間
』
 
で
 
 

論
じ
ら
れ
な
か
っ
た
本
来
的
な
他
者
へ
の
「
顧
慮
（
F
琴
s
O
毒
e
）
」
 
（
S
N
．
 
 

s
J
N
巴
 
の
解
明
と
し
て
結
賀
し
た
と
解
釈
で
き
る
。
機
知
の
よ
う
に
、
 
 

『
存
在
と
時
間
』
に
お
い
て
、
相
互
共
同
存
在
は
想
落
的
日
常
性
に
お
い
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て
了
解
さ
れ
、
本
来
性
の
次
元
は
個
人
の
実
存
に
定
位
す
る
こ
と
に
よ
っ
 
 

て
分
析
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
本
来
性
の
掛
け
金
は
 
「
被
投
性
 
 

（
G
e
w
O
r
許
n
h
e
i
t
）
」
と
「
企
授
 
（
E
n
首
u
r
〇
」
、
す
な
わ
ち
有
限
性
と
自
 
 

由
と
い
う
対
立
項
の
共
属
が
い
か
に
し
て
可
能
に
な
る
か
と
い
う
こ
と
に
 
 

あ
る
が
、
ア
レ
ン
ト
は
こ
の
論
点
を
引
き
受
け
つ
つ
、
単
独
の
賽
存
に
で
 
 

は
な
く
、
裡
数
性
に
基
づ
い
て
そ
れ
を
了
解
し
よ
う
と
試
み
る
。
つ
ま
り
、
 
 

活
動
は
有
限
性
－
自
由
の
相
互
共
属
性
の
観
点
か
ら
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
 
 

な
ら
な
い
。
 
 
 

活
動
は
他
者
と
関
係
に
お
い
て
可
能
に
な
る
営
み
で
あ
る
か
ら
、
複
数
 
 

性
と
い
う
条
件
か
ら
切
り
離
す
こ
と
は
で
き
な
い
ユ
し
か
し
、
こ
の
授
数
 
 

性
は
自
由
な
行
為
を
保
証
す
る
も
の
で
あ
る
一
方
で
、
人
々
に
有
限
性
を
 
 

刻
印
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
複
数
性
に
は
本
質
的
な
「
欠
陥
亭
u
s
t
r
a
t
i
O
n
）
」
 
 

が
あ
り
、
こ
の
欠
陥
は
「
活
動
の
災
い
」
、
「
有
史
以
来
の
憤
激
」
 
吉
C
一
 
 

p
．
N
N
己
と
ま
で
称
さ
れ
る
。
 
 
 

こ
の
欠
陥
は
第
一
に
「
活
動
結
稟
の
予
測
不
可
能
性
（
u
n
p
r
e
d
i
c
昏
i
－
i
堅
」
 
 
 

詳
i
d
．
）
 
で
あ
る
じ
活
動
と
は
「
人
間
な
し
に
は
決
し
て
実
現
し
な
い
よ
 
 

う
な
新
た
な
自
発
的
過
稽
を
始
め
る
能
力
」
（
H
C
も
．
N
山
戸
）
で
あ
り
、
こ
 
 

れ
は
「
結
果
が
不
確
か
で
予
測
で
き
な
い
先
例
の
な
い
新
し
い
過
程
を
始
 
 

め
る
能
力
」
（
笥
C
一
p
p
．
N
軍
N
∽
巴
で
あ
る
。
活
動
は
「
人
間
関
係
の
（
網
 
 

の
目
）
」
 
（
H
C
も
．
－
芦
）
 
で
行
わ
れ
る
か
ら
、
山
つ
の
活
動
は
そ
れ
に
対
 
 

す
る
応
答
を
際
限
な
く
誘
発
す
る
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
こ
の
連
鎖
反
 
 

応
は
開
始
し
た
人
物
の
予
測
し
な
い
結
果
を
次
々
と
惹
き
起
こ
し
て
い
 
 

く
。
よ
っ
て
、
活
動
者
は
自
ら
の
活
動
が
も
た
ら
す
結
果
や
意
味
を
前
も
っ
 
 

て
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
過
程
に
お
い
て
す
ら
予
測
す
る
こ
と
ば
で
き
な
い
 
 

（
H
C
も
p
」
寧
－
芦
）
。
よ
っ
て
、
誰
も
自
分
の
人
生
の
出
来
事
を
自
ら
 
 

決
定
し
、
そ
れ
を
支
配
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
（
エ
C
｝
p
」
∞
己
。
 
 
 

第
二
に
そ
れ
は
「
活
動
過
程
の
不
可
逆
性
（
i
r
r
e
扁
r
S
i
b
i
－
i
旦
」
云
C
一
 
 

p
．
相
賀
）
で
あ
る
。
我
々
は
複
数
で
生
き
て
い
る
限
り
、
連
鎖
反
応
と
し
て
 
 

の
活
動
過
程
、
又
は
「
網
の
目
」
に
否
応
な
し
に
投
げ
込
ま
れ
て
い
る
。
 
 

よ
っ
て
、
意
図
も
せ
ず
、
予
測
も
で
き
な
か
っ
た
出
来
事
が
生
じ
た
と
し
て
 
 

も
、
人
間
は
活
動
過
程
か
ら
離
脱
し
て
そ
の
事
実
を
取
り
消
す
こ
と
は
で
 
 

き
な
い
し
、
そ
の
責
任
も
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
試
C
も
p
．
N
∽
N
・
N
∽
已
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
㈱
、
活
動
の
根
底
に
横
た
わ
っ
て
い
る
の
は
「
不
可
能
性
・
 
 

有
限
性
」
で
あ
る
。
従
っ
て
、
「
活
動
者
は
他
の
活
動
者
達
の
間
で
、
被
 
 

ら
と
の
関
係
の
内
で
動
い
て
い
る
か
ら
、
単
な
る
（
行
為
者
）
 
で
は
決
し
 
 

て
な
く
、
常
に
同
時
に
受
難
者
で
あ
る
」
 
（
嵩
C
一
p
」
芦
）
。
こ
う
し
た
活
 
 

動
の
二
面
性
か
ら
先
述
の
対
立
項
の
問
題
は
把
握
さ
れ
る
。
 
 
 

活
動
者
は
当
の
活
動
ゆ
え
に
進
退
窮
ま
る
事
態
に
直
面
し
、
そ
れ
に
翻
 
 

弄
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
活
動
の
連
鎖
は
耐
久
的
制
作
物
を
残
 
 

さ
な
い
■
〕
活
動
の
本
質
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
「
現
実
態
 
（
e
n
e
r
g
e
i
a
〓
 
 

に
お
い
て
示
し
た
「
演
技
性
（
p
e
r
訂
r
m
a
n
c
e
）
」
に
こ
そ
あ
る
。
つ
ま
り
、
 
 

活
動
は
完
成
品
に
こ
そ
意
味
が
あ
る
制
作
と
は
異
な
っ
て
、
「
た
だ
演
技
そ
 
 

の
も
の
の
う
ち
に
完
全
な
意
味
が
あ
る
」
活
動
力
な
の
で
あ
る
（
H
C
も
 
 

N
宗
．
）
。
よ
っ
て
、
活
動
の
本
質
は
演
技
が
な
さ
れ
る
そ
の
剃
那
に
こ
そ
現
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

れ
る
。
活
動
者
達
は
そ
の
都
度
の
現
在
に
お
い
て
、
起
こ
っ
た
出
来
事
を
 
 

受
け
止
め
、
起
こ
ろ
う
と
す
る
出
来
事
に
向
か
っ
て
自
ら
の
可
能
性
を
投
 
 

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
活
動
の
停
さ
ゆ
え
に
そ
の
一
瞬
の
 
 
 

「
ま
な
ぎ
し
・
き
ら
め
き
（
B
l
i
c
k
）
」
 
（
H
C
．
p
p
．
N
甲
N
巴
仰
が
不
朽
の
意
味
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を
も
つ
。
ま
た
、
複
数
性
の
領
域
は
制
作
物
の
よ
う
に
堅
固
で
は
決
し
て
 
 

な
く
、
「
傷
つ
き
や
す
さ
」
を
有
す
る
か
ら
こ
そ
可
変
的
で
あ
り
、
活
動
に
よ
っ
 
 

て
紡
ぎ
出
さ
れ
る
物
語
は
常
に
偶
然
的
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
活
動
に
は
 
 

現
実
を
不
断
に
更
新
し
、
新
し
い
「
始
ま
り
（
b
e
軋
n
n
i
n
g
）
」
を
切
り
開
く
可
 
 

能
性
が
蔵
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
（
H
C
↓
p
」
謡
f
〇
。
 
 
 

以
上
よ
り
、
活
動
の
時
間
性
は
「
瞬
間
的
現
出
性
」
と
解
釈
で
き
る
が
、
 
 

こ
の
間
題
は
鵬
日
一
問
い
て
お
こ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
活
動
論
は
こ
れ
で
終
結
 
 

す
る
わ
け
で
は
な
く
、
不
可
逆
性
に
は
「
赦
し
（
訂
r
温
く
e
n
e
S
S
）
」
が
、
予
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

測
不
可
能
性
に
は
「
約
束
（
p
r
O
m
i
s
e
）
」
が
活
動
そ
れ
自
体
に
備
わ
る
救
 
 

済
装
置
と
し
て
提
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
活
動
は
こ
の
二
 
 

つ
の
救
済
策
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
可
能
と
な
る
。
 
 

二
 
過
去
に
対
す
る
「
赦
し
」
 
 

第
三
三
節
「
不
可
逆
性
と
赦
し
の
力
」
 
で
は
、
「
人
間
が
自
分
の
行
っ
 
 

て
い
る
こ
と
を
知
ら
ず
、
知
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
 
 

自
分
の
行
っ
た
こ
と
を
元
に
戻
す
こ
と
が
で
き
な
い
」
 
（
H
C
■
p
．
N
当
．
）
と
 
 

い
う
不
可
逆
性
に
対
す
る
救
済
と
し
て
 
「
赦
し
」
が
提
示
さ
れ
る
。
赦
し
 
 

は
「
過
去
の
行
為
を
元
に
戻
す
」
 
（
i
b
i
d
．
）
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
要
請
さ
 
 

れ
る
の
は
 
「
自
分
の
な
し
た
行
為
か
ら
生
じ
る
結
果
か
ら
解
放
さ
れ
、
赦
 
 

さ
れ
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
我
々
の
活
動
能
力
は
い
わ
ば
、
た
っ
た
一
つ
 
 

の
行
為
に
限
定
さ
れ
、
そ
の
た
っ
た
一
つ
の
行
為
に
よ
っ
て
我
々
が
回
復
 
 

で
き
な
く
な
る
」
 
（
i
b
i
d
．
）
 
か
ら
で
あ
る
。
我
々
が
過
去
の
「
た
っ
た
一
つ
 
 

の
行
為
の
犠
牲
者
」
 
（
i
b
i
d
．
）
 
に
な
っ
て
現
実
を
硬
直
化
、
平
板
化
さ
せ
な
 
 

い
た
め
に
も
、
赦
し
は
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ア
レ
ン
ト
は
 
 

「
活
動
の
災
い
」
を
「
罪
」
と
呼
び
㈱
、
こ
れ
は
「
日
常
的
出
来
事
」
で
 
 

あ
り
、
「
諸
関
係
の
網
の
目
の
中
に
新
し
い
関
係
を
絶
え
ず
樹
立
し
よ
う
と
 
 

す
る
活
動
の
本
性
」
か
ら
生
じ
る
と
す
る
 
云
C
も
．
迂
已
。
 
 

「
そ
こ
 
（
諸
関
係
の
網
の
目
の
中
）
 
で
生
活
を
続
け
て
い
く
た
め
に
 
 

は
、
赦
し
と
放
免
が
必
要
で
あ
り
、
人
々
を
彼
ら
が
知
ら
ず
行
っ
た
 
 

行
為
か
ら
絶
え
ず
放
免
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
々
は
こ
の
よ
う
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
 
 

に
自
分
の
行
う
行
為
か
ら
絶
え
ず
相
互
に
解
放
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
 
 

て
の
み
、
自
由
な
行
為
者
に
と
ど
ま
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

人
間
は
常
に
自
ら
進
ん
で
自
分
の
心
を
変
え
、
再
び
出
発
点
に
戻
る
 
 

こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
何
か
新
し
い
こ
と
を
始
め
る
大
き
な
力
を
与
 
 

え
ら
れ
る
」
 
（
i
b
i
d
．
傍
点
括
弧
内
引
用
者
）
。
 
 

「
不
可
能
性
」
 
と
し
て
の
罪
は
、
我
々
の
意
図
と
は
無
関
係
に
つ
ね
に
 
 

す
で
に
生
活
へ
と
浸
透
し
て
い
る
。
我
々
は
自
ら
を
活
動
者
と
し
て
自
覚
 
 

す
る
時
、
赦
し
が
な
け
れ
ば
罪
の
重
圧
に
蕃
縮
し
、
活
動
者
で
あ
る
こ
と
 
 

か
ら
逃
避
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
赦
し
は
 
（
そ
し
て
、
後
述
す
 
 

る
よ
う
に
 
「
約
束
」
も
）
、
「
相
互
的
」
な
も
の
で
あ
り
、
他
者
と
の
関
係
 
 

に
お
い
て
は
じ
め
て
生
起
す
る
。
「
赦
し
と
約
束
は
共
に
多
数
性
に
依
存
 
 

し
、
他
人
の
存
在
と
活
動
に
依
存
し
て
い
る
」
 
富
C
一
p
．
N
∽
ご
 
の
で
あ
 
 

る
。
赦
し
が
自
己
の
内
だ
け
で
完
結
し
え
な
い
の
は
、
「
誰
も
自
分
自
身
 
 

を
赦
す
こ
と
は
で
き
な
い
」
 
（
i
b
i
d
．
）
 
か
ら
で
あ
り
、
「
独
居
や
孤
立
の
中
 
 

で
行
わ
れ
る
赦
し
や
約
束
は
リ
ア
リ
テ
ィ
を
欠
き
、
一
人
芝
居
の
役
割
以
 
 

186   



上
の
も
の
を
意
味
し
得
な
い
」
（
i
b
i
d
．
）
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
同
一
視
 
 

は
で
き
な
い
が
、
赦
し
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
反
復
（
W
i
e
d
e
r
プ
ロ
－
u
n
g
）
」
（
S
Z
．
 
 

∽
∽
巴
 
に
対
応
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
赦
し
は
い
わ
ば
「
禎
 
 

s
．
 
 
 

数
的
反
復
」
で
あ
り
、
政
治
的
な
も
の
で
あ
る
㈱
。
 
 
 

そ
の
上
で
、
ア
レ
ン
ト
は
赦
し
と
「
罰
」
 
の
共
通
性
を
指
摘
し
、
こ
れ
 
 

ら
を
「
復
讐
」
と
対
立
さ
せ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
復
讐
は
「
最
初
の
罪
に
対
 
 

す
る
反
－
活
動
⊥
r
？
発
芽
叫
〓
で
あ
り
、
「
当
然
の
自
動
的
反
応
」
に
す
 
 

ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
吉
C
｝
p
p
．
N
朱
T
N
芦
）
。
つ
ま
り
、
復
讐
は
予
測
可
能
 
 

な
範
囲
内
に
あ
り
、
「
計
算
さ
れ
う
る
も
の
」
 
（
H
C
ら
．
N
舎
．
）
 
で
あ
る
。
 
 

そ
の
限
り
で
復
啓
は
過
去
の
行
為
か
ら
の
解
放
を
意
味
し
な
い
。
復
讐
は
 
 

活
動
で
は
な
く
、
所
与
の
も
の
に
自
動
的
、
画
一
的
に
反
応
す
る
「
行
動
 
 
 

（
訂
h
葛
i
O
r
）
」
（
H
C
一
p
．
巴
に
す
ぎ
な
い
。
復
讐
の
連
鎖
の
行
き
着
く
先
 
 

は
見
え
透
い
て
い
る
。
 
 
 

対
し
て
、
「
赦
し
の
代
替
物
」
が
罰
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
「
干
渉
が
な
 
 

け
れ
ば
際
限
な
く
続
く
何
か
を
終
わ
ら
せ
よ
う
と
す
る
点
で
共
通
し
て
い
 
 

る
」
 
（
H
C
も
．
N
芦
）
。
そ
し
て
、
復
啓
と
追
っ
て
「
赦
し
は
、
単
に
反
活
 
 

動
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
誘
発
し
た
活
動
に
よ
っ
て
条
件
付
け
ら
れ
 
 

ず
、
新
し
く
予
期
し
な
い
仕
方
で
活
動
し
、
従
っ
て
赦
す
者
も
赦
さ
れ
る
 
 

者
も
共
に
駁
初
の
活
動
の
結
果
か
ら
自
由
に
す
る
唯
一
の
反
活
動
で
あ
 
 

る
」
 
（
i
b
i
d
．
）
 
と
さ
れ
る
。
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
 
 
 

で
は
、
赦
し
は
何
を
契
機
と
す
れ
ば
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
の
だ
ろ
う
 
 

か
〔
一
・
二
億
橘
は
「
赦
し
は
、
叫
定
の
条
件
が
満
た
さ
れ
れ
ば
自
動
的
に
生
じ
 
 

る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
し
、
必
ず
生
じ
る
と
い
う
も
の
で
も
な
い
」
と
 
 

し
っ
つ
、
「
（
悔
い
改
め
）
を
赦
し
の
条
件
 
（
の
少
な
く
と
も
一
つ
）
」
 
で
 
 

あ
る
と
推
測
し
て
い
る
脚
。
こ
れ
に
従
え
ば
、
「
常
に
自
ら
進
ん
で
自
分
の
 
 

心
を
変
え
る
」
 
こ
と
は
悔
い
改
め
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
 
 

う
。
ま
た
、
高
橋
は
「
赦
し
を
誘
発
す
る
行
為
と
赦
し
そ
の
も
の
と
の
間
 
 

に
は
、
常
に
決
定
的
な
断
絶
な
い
し
飛
躍
が
あ
る
」
≠
と
指
摘
す
る
。
 
 
 

ア
レ
ン
ト
は
赦
し
と
活
動
の
緊
密
性
を
、
「
行
わ
れ
た
行
為
の
取
り
消
 
 

し
」
と
「
行
為
そ
の
も
の
」
が
同
じ
「
暴
露
的
性
格
」
を
有
す
る
 
（
H
C
一
 
 

p
．
N
芦
）
 
こ
と
に
求
め
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
 
 

ヽ  

「
赦
し
と
赦
し
が
樹
立
す
る
関
係
は
、
常
に
際
立
っ
て
人
格
的
な
…
 
 

ヽ
ヽ
 
 

事
象
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
行
わ
れ
た
と
こ
ろ
の
も
の
 
（
弓
F
邑
 
が
、
 
 

そ
れ
を
行
っ
た
者
（
w
h
O
）
 
の
ゆ
え
に
赦
さ
れ
る
」
 
（
i
b
i
d
．
）
。
 
 

高
橋
の
指
摘
は
端
的
に
言
え
ば
、
こ
の
赦
し
と
活
動
の
結
び
つ
き
を
指
 
 

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
踏
み
込
ん
で
み
よ
う
。
ま
ず
、
「
何
 
 

で
あ
る
か
 
（
象
】
島
名
a
s
）
」
と
「
誰
で
あ
る
か
 
（
w
h
O
…
貞
お
r
）
」
 
の
区
別
 
 

は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
そ
れ
、
つ
ま
り
「
事
物
的
存
在
性
」
と
 
「
現
 
 

存
在
の
実
存
」
 
の
区
別
に
対
応
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ア
レ
ン
ト
の
 
「
誰
 
 

で
あ
る
か
」
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
は
適
っ
て
複
数
性
を
条
件
と
し
、
こ
の
点
 
 

で
「
暴
寓
的
性
格
」
を
有
す
る
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
あ
る
人
の
人
格
は
、
 
 

そ
の
人
の
活
動
に
関
わ
る
周
囲
の
人
々
に
の
み
現
出
す
る
の
で
あ
り
、
本
 
 

人
の
自
己
評
価
は
「
リ
ア
リ
テ
ィ
を
欠
い
た
一
人
芝
居
」
で
し
か
な
い
こ
 
 

と
、
こ
れ
が
「
暴
露
的
性
格
」
と
称
さ
れ
る
 
（
H
C
｝
p
．
－
講
評
）
。
対
他
関
 
 

係
に
お
い
て
の
み
露
呈
す
る
各
人
の
現
実
存
在
 
（
人
格
）
 
こ
そ
が
赦
し
の
 
 

対
象
で
あ
り
、
こ
の
た
め
赦
し
の
現
わ
れ
自
体
も
予
測
不
可
能
で
あ
る
。
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こ
こ
で
赦
す
と
い
う
行
為
を
二
つ
の
例
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
 
 

ヽ
ヽ
 
 

ヽ
ヽ
 
 

「
な
さ
れ
た
何
か
に
は
そ
う
す
る
だ
け
の
何
か
理
由
が
あ
っ
た
」
と
い
う
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
 
 

場
合
、
次
に
「
私
が
赦
せ
ば
、
他
者
も
私
を
赦
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
」
と
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

い
う
場
合
で
あ
る
。
前
者
は
、
何
か
の
ゆ
え
に
出
来
事
が
赦
さ
れ
る
。
そ
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
 
 

し
て
、
後
者
は
他
者
を
赦
せ
ば
私
も
赦
さ
れ
る
は
ず
だ
と
い
う
予
測
の
内
 
 

で
動
く
自
動
反
応
で
あ
る
。
従
っ
て
、
双
方
と
も
ア
レ
ン
ト
の
主
張
と
一
 
 

致
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
赦
し
も
人
格
の
現
出
も
共
に
予
測
不
可
能
な
仕
 
 

方
で
暴
露
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
赦
し
は
、
過
去
の
行
為
に
「
条
件
付
け
 
 

ら
れ
ず
」
、
ま
さ
に
今
現
れ
て
い
る
人
格
の
ゆ
え
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
 
 

な
い
。
も
っ
と
諾
え
ば
、
袖
数
性
の
欠
陥
で
あ
る
罪
は
、
そ
れ
を
も
た
ら
 
 

す
複
数
性
の
薬
箱
的
性
格
ゆ
え
に
赦
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
確
か
に
、
こ
 
 

こ
に
「
決
定
的
な
断
絶
な
い
し
飛
躍
」
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
 
 
 

以
上
の
よ
う
に
、
赦
し
は
不
可
逆
性
を
救
済
す
る
。
し
か
し
、
赦
し
の
 
 

出
来
は
予
測
不
可
能
で
あ
る
た
め
、
こ
の
欠
陥
を
上
塗
り
す
る
と
も
考
え
 
 

ら
れ
る
。
だ
が
、
こ
れ
は
我
々
が
過
去
を
受
け
止
め
未
来
に
臨
む
た
め
の
 
 

当
然
の
代
償
な
の
で
あ
る
。
 
 

三
 
未
来
へ
の
「
約
束
」
 
 

第
三
四
節
「
予
測
不
可
能
性
と
約
束
の
力
」
で
は
、
「
約
東
の
力
が
有
 
 

す
る
安
定
力
」
（
H
C
一
p
．
N
串
）
が
予
測
不
可
能
性
へ
の
救
済
と
し
て
躍
示
 
 

さ
れ
る
肥
。
こ
の
予
測
不
可
能
性
は
二
重
性
を
有
し
、
そ
れ
は
第
一
に
「
人
 
 

間
は
基
本
的
に
締
り
に
な
ら
な
い
も
の
で
、
自
分
が
明
日
ど
う
な
る
か
を
 
 

今
日
保
証
で
き
な
い
」
と
い
う
「
人
間
精
神
の
暗
闇
」
吉
C
も
N
芦
）
で
 
 あ

り
、
第
二
に
活
動
は
同
等
省
間
で
の
営
み
だ
か
ら
、
「
人
間
は
自
分
の
 
 

行
為
の
唯
一
の
主
人
た
り
え
ず
、
行
為
の
帰
結
を
知
る
こ
と
が
で
き
ず
、
 
 

未
来
に
械
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
 
（
i
b
i
d
．
）
 
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
 
 

予
測
不
可
能
性
は
人
間
の
有
限
性
と
、
活
動
に
内
在
す
る
欠
陥
と
い
う
二
 
 

重
性
か
ら
把
握
さ
れ
る
。
 
 
 

人
々
は
約
来
で
自
ら
を
拘
来
す
る
こ
と
に
よ
り
、
「
不
確
実
性
の
大
海
毛
 
 

未
来
は
本
性
上
そ
う
で
あ
る
」
 
（
H
C
も
把
己
 
に
「
予
測
可
能
性
の
小
 
 

島
」
を
投
げ
入
れ
、
「
確
英
性
の
造
機
」
を
打
ち
立
て
る
（
‡
C
ち
N
芦
）
。
 
 

常
に
変
化
し
、
一
瞬
た
り
と
も
同
じ
で
な
い
人
間
事
象
の
領
域
に
お
い
て
、
 
 

人
々
が
自
ら
を
見
失
わ
ず
活
動
で
き
る
の
は
「
耐
久
性
」
や
「
連
続
性
」
 
 

を
可
能
に
す
る
約
束
の
ゆ
え
で
あ
る
（
H
C
も
．
N
∽
ご
。
従
っ
て
、
約
束
に
 
 

よ
る
拘
束
が
な
け
れ
ば
人
々
は
「
自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
維
持
で
 
 

き
な
い
」
 
（
i
b
i
d
．
）
。
な
ぜ
な
ら
、
「
そ
の
場
合
、
我
々
は
何
ら
助
け
も
な
 
 

く
、
進
行
方
向
も
分
か
ら
ず
、
各
々
の
人
間
の
孤
独
な
心
の
暗
闇
を
さ
ま
 
 

よ
う
こ
と
を
運
命
づ
け
ら
れ
、
矛
盾
と
曖
昧
さ
の
中
に
囚
わ
れ
て
し
ま
う
 
 

か
ら
で
あ
る
」
 
（
i
b
i
d
．
）
。
こ
れ
を
阻
止
す
る
に
は
相
互
に
「
約
束
し
、
約
 
 

束
を
守
る
」
（
i
b
i
d
．
）
し
か
な
い
。
つ
ま
り
、
先
述
の
よ
う
に
、
約
束
の
能
 
 

力
も
複
数
性
と
切
り
離
せ
ず
、
他
者
の
存
在
と
活
動
を
条
件
と
す
る
。
と
 
 

い
う
の
も
、
「
誰
も
自
分
自
身
と
だ
け
取
り
交
わ
し
た
約
束
に
拘
束
さ
れ
て
 
 

い
る
と
感
じ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
」
し
、
号
っ
し
た
約
牽
は
「
リ
ア
リ
 
 

テ
ィ
を
欠
い
た
一
人
芝
居
」
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
（
H
C
も
．
N
∽
ご
。
リ
 
 

ア
リ
テ
ィ
は
孤
独
の
内
に
で
は
な
く
、
他
省
と
の
関
係
に
お
い
て
の
み
生
 
 

じ
る
。
約
束
は
リ
ア
リ
テ
ィ
を
維
持
し
、
共
同
の
企
て
を
可
能
に
す
る
関
 
 

係
の
永
続
惟
を
保
証
す
る
。
そ
し
て
、
ア
レ
ン
ト
は
こ
の
「
人
々
を
一
緒
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に
さ
せ
て
お
く
力
」
 
（
H
C
ち
N
芦
）
が
、
「
完
全
に
自
由
で
い
か
な
る
約
 
 

束
に
よ
っ
て
も
縛
ら
れ
て
い
な
い
人
々
」
（
H
C
｝
p
．
N
㌫
．
）
に
対
し
て
も
つ
 
 

優
位
は
、
「
未
来
を
現
在
で
あ
る
か
の
よ
う
に
扱
う
能
力
に
あ
る
」
（
i
b
i
巳
 
 

と
言
う
。
人
々
は
約
束
に
よ
っ
て
、
迫
り
来
る
未
来
の
不
確
実
性
を
活
動
 
 

が
営
ま
れ
る
そ
の
都
度
の
現
在
に
引
き
つ
け
、
そ
れ
に
挑
戦
し
新
し
い
始
 
 

ま
り
を
切
り
開
く
。
あ
え
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
表
現
を
用
い
れ
ば
、
約
束
の
 
 

能
力
は
「
先
駆
 
（
ざ
r
l
a
u
狩
n
）
」
 
（
S
N
｝
S
．
∽
N
巴
 
に
相
当
す
る
だ
ろ
う
。
 
 

た
だ
し
、
約
束
の
能
力
は
他
者
の
存
在
を
不
可
欠
と
す
る
、
い
わ
ば
「
裡
 
 

数
的
先
駆
」
 
で
あ
る
。
 
 
 

実
は
、
『
人
間
の
条
件
』
 
の
み
か
ら
約
束
の
全
容
を
掴
む
こ
と
は
困
難
 
 

で
あ
る
。
約
束
と
始
ま
り
の
問
題
は
、
ア
レ
ン
ト
の
第
二
の
主
著
『
革
命
 
 

論
』
胴
（
一
九
六
三
）
 
に
お
い
て
本
格
的
に
究
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
 
 

だ
し
、
本
稿
で
は
 
『
革
命
論
』
 
に
深
く
は
立
ち
入
ら
ず
、
約
束
に
対
す
る
 
 

ア
レ
ン
ト
の
評
価
を
参
照
す
る
だ
け
に
止
め
る
。
 
 

「
約
束
を
な
し
約
蘭
を
守
る
人
間
的
能
力
に
人
間
の
世
界
建
設
能
力
 
 

の
要
素
が
あ
る
。
約
束
と
協
定
が
未
来
に
関
わ
り
、
予
測
不
能
な
こ
 
 

と
が
四
方
八
方
か
ら
割
り
込
ん
で
く
る
未
来
の
不
確
実
性
の
大
海
に
 
 

安
定
性
を
与
え
る
の
と
同
様
に
、
人
間
の
構
成
能
力
、
創
設
能
力
、
 
 

建
設
能
力
が
常
に
関
わ
る
の
は
、
地
上
に
生
き
る
我
々
自
身
や
そ
の
 
 

時
間
で
は
な
く
、
む
し
ろ
我
々
の
（
後
継
者
）
や
（
子
孫
）
で
あ
る
 

…
そ
れ
 
（
約
束
を
な
し
約
束
を
守
る
人
間
の
能
力
）
 
は
、
政
治
領
域
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

で
は
最
高
の
人
間
的
能
力
と
見
て
さ
し
つ
か
え
な
い
だ
ろ
う
」
（
O
R
｝
 
 
 

p
」
謡
．
傍
点
括
弧
内
引
用
者
）
。
 
 
 

ア
レ
ン
ト
は
こ
こ
で
約
束
を
「
後
継
者
」
 
や
 
「
子
孫
」
 
と
い
う
未
来
へ
 
 

の
連
続
性
の
も
と
で
把
握
し
、
「
政
治
的
領
域
」
、
つ
ま
り
活
動
の
中
で
も
 
 

「
最
高
の
人
間
的
能
力
」
で
あ
る
と
評
価
し
て
い
る
ら
約
束
の
力
の
核
心
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

は
未
来
を
現
在
化
す
る
こ
と
に
あ
る
が
、
そ
れ
は
活
動
に
お
い
て
も
第
鵬
 
 

義
的
な
能
力
と
見
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

以
上
の
よ
う
に
、
約
束
に
よ
っ
て
未
来
の
予
測
不
可
能
性
は
救
済
さ
れ
 
 

る
。
し
か
し
、
過
去
に
な
さ
れ
た
約
束
が
現
在
の
活
動
を
拘
束
す
る
こ
と
 
 

に
よ
っ
て
、
不
可
逆
性
の
問
題
が
再
浮
上
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
 
 

と
は
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
リ
ア
リ
テ
ィ
の
た
め
に
、
そ
し
て
単
な
る
目
新
 
 

し
さ
が
「
始
ま
り
」
と
僧
称
さ
れ
る
こ
と
を
回
避
す
る
た
め
に
我
々
が
負
 
 

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
我
々
が
未
来
の
 
 

不
確
実
性
に
萎
縮
せ
ず
活
動
し
、
「
始
ま
り
の
行
為
が
そ
の
窓
意
性
か
ら
救
 
 

わ
れ
る
」
 
（
○
犀
p
．
N
－
巴
 
た
め
の
正
当
な
代
償
な
の
で
あ
る
。
 
 

四
 
複
数
的
時
熟
 
 

以
上
、
活
動
論
の
核
心
で
あ
る
活
動
の
欠
陥
と
そ
れ
と
対
立
し
っ
つ
も
 
 

共
属
関
係
に
あ
る
「
赦
し
」
と
「
約
束
」
 
の
議
論
を
追
っ
て
き
た
。
こ
れ
 
 

ま
で
の
議
論
を
要
約
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
 
 
 

第
一
に
、
活
動
の
欠
陥
は
大
別
し
て
二
つ
、
「
活
動
結
果
の
予
測
不
可
 
 

能
性
」
と
「
活
動
過
程
の
不
可
逆
性
」
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
「
複
数
性
」
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

に
本
質
的
に
付
随
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
都
度
の
現
在
を
生
き
る
活
動
 
 

者
は
自
ら
の
有
限
性
を
引
き
受
け
つ
つ
、
自
ら
の
可
能
性
を
投
じ
る
。
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第
二
に
、
「
赦
し
」
は
過
去
の
取
り
返
し
の
つ
か
な
さ
と
し
て
の
 
「
不
 
 

可
逆
性
」
を
救
済
す
る
。
そ
し
て
、
赦
し
は
「
裡
数
性
」
に
依
推
し
、
そ
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

れ
自
体
予
測
不
可
能
な
仕
方
で
出
来
す
る
。
赦
し
に
よ
っ
て
人
々
は
過
ま
 
 
 

ヽ
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 

の
出
来
事
を
引
き
受
け
つ
つ
、
そ
れ
か
ら
解
放
さ
れ
る
。
 
 
 

第
三
に
、
「
約
束
」
は
未
来
の
「
予
測
不
可
能
性
」
を
救
済
す
る
。
そ
し
 
 

て
、
約
東
も
赦
し
と
同
様
、
禎
数
性
に
依
拠
し
て
い
る
。
人
々
は
約
束
に
拘
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

来
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
リ
ア
リ
テ
ィ
を
保
証
さ
れ
、
未
来
の
不
確
実
性
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

に
挑
戦
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
活
動
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
こ
の
約
束
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

の
能
力
は
活
動
の
中
で
も
最
高
の
能
力
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
 
 
 

最
後
に
、
赦
し
と
約
束
は
活
動
の
外
部
に
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
活
動
 
 

自
体
に
備
わ
る
潜
在
能
力
で
あ
る
点
を
改
め
て
指
摘
し
て
お
く
パ
し
 
 
 

で
は
、
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
、
そ
の
連
関
を
考
察
し
て
み
よ
う
（
、
ま
ず
、
 
 

赦
し
と
約
束
は
そ
れ
ぞ
れ
過
去
と
未
来
に
関
わ
る
こ
と
か
ら
、
両
者
は
対
 
 

立
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
ア
レ
ン
ト
は
「
こ
の
二
つ
の
能
 
 

力
は
、
そ
の
う
ち
の
一
方
の
能
力
で
あ
る
赦
し
が
過
去
の
行
為
を
元
に
戻
 
 

す
の
に
役
立
つ
限
り
、
同
じ
も
の
に
属
し
て
い
る
」
（
H
C
一
p
．
N
∽
ご
と
主
 
 

張
す
る
八
一
こ
れ
は
次
の
よ
う
に
解
釈
で
き
る
だ
ろ
う
〔
レ
 
 
 

取
り
返
し
の
つ
か
な
い
出
来
事
ハ
不
可
逆
性
）
 
に
直
面
し
た
時
、
我
々
 
 

の
心
に
浮
か
ぶ
の
は
、
「
こ
う
な
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
た
ら
…
」
と
い
 
 

う
後
悔
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
活
動
結
果
が
予
測
不
可
能
だ
か
ら
こ
そ
、
取
 
 

り
返
し
の
つ
か
な
い
出
来
事
を
招
く
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
に
対
す
る
赦
し
 
 

が
要
請
さ
れ
る
（
）
逆
に
、
我
々
が
活
動
す
る
時
、
そ
の
結
果
が
予
測
で
き
 
 

な
い
こ
と
に
苦
悩
す
る
の
は
、
起
こ
っ
た
出
来
事
が
取
り
返
し
の
つ
か
な
 
 

い
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
場
合
に
は
未
来
を
あ
る
程
度
確
 
 

定
す
る
約
束
の
力
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

か
く
し
て
、
我
々
は
赦
し
と
約
束
を
「
同
じ
も
の
に
属
」
す
る
も
の
と
 
 

し
て
、
あ
る
い
は
過
去
の
取
り
返
し
の
つ
か
な
さ
と
未
来
の
不
確
実
性
を
 
 

相
互
共
病
的
な
も
の
と
し
て
了
解
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
で
は
、
こ
 
 

の
 
「
同
じ
も
の
」
、
換
言
す
れ
ば
、
過
去
と
未
来
の
交
錯
点
は
ど
こ
に
見
 
 

出
さ
れ
る
の
か
。
そ
れ
は
、
不
可
逆
性
と
予
測
不
可
能
性
が
人
々
に
と
っ
 
 

て
切
迫
性
を
帯
び
て
く
る
、
活
動
が
行
わ
れ
る
そ
の
都
度
の
 
「
現
在
」
 
に
 
 

他
な
ら
な
い
。
 
 
 

以
上
か
ら
、
活
動
の
時
間
論
を
考
え
て
み
よ
う
。
先
述
の
よ
う
に
、
過
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

去
の
不
可
逆
性
を
克
服
す
る
赦
し
は
未
来
の
予
測
不
可
能
性
に
よ
っ
て
現
 
 

ヽ
ヽ
 
 

出
可
能
と
な
り
、
約
束
に
よ
る
未
来
の
予
測
不
可
能
性
へ
の
対
抗
は
過
去
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

の
約
束
の
拘
束
性
（
不
可
逆
性
）
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
。
つ
ま
り
、
「
過
 
 

去
に
対
し
て
は
…
未
来
の
助
け
を
借
り
て
闘
い
、
未
来
と
は
過
去
に
応
援
 
 

さ
れ
て
闘
う
」
触
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
都
度
の
現
在
を
生
き
る
活
動
 
 

者
は
こ
の
二
つ
の
可
能
性
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
自
ら
の
制
約
性
を
受
け
入
 
 

れ
、
未
来
の
不
確
実
性
に
挑
戦
し
て
自
由
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

つ
ま
り
、
「
最
高
の
人
間
的
能
力
」
 
で
あ
り
、
活
動
に
お
い
て
第
一
義
的
 
 

で
あ
る
約
常
に
よ
っ
て
未
来
を
現
在
化
し
っ
つ
、
し
か
も
未
来
的
に
過
ま
 
 

を
受
け
止
め
 
（
－
－
赦
し
の
予
測
不
可
能
な
出
来
）
、
自
ら
の
基
盤
と
す
る
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 
 

（
＝
約
束
の
拘
束
性
）
 
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
由
は
瞬
間
的
に
現
出
す
る
h
 

先
に
、
括
動
の
本
質
は
演
技
性
で
あ
り
、
そ
の
時
間
性
は
「
瞬
間
的
現
出
 
 

性
」
 
で
あ
る
と
指
摘
し
た
が
、
こ
れ
は
赦
し
と
約
束
の
能
力
と
の
共
属
に
 
 

よ
っ
て
は
じ
め
て
言
え
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
、
ア
レ
ン
ト
に
よ
る
活
動
の
時
間
様
態
に
は
、
「
将
来
」
胎
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に
基
づ
く
三
つ
の
時
間
的
地
平
の
統
一
現
象
が
見
出
さ
れ
る
。
ハ
イ
デ
 
 

ガ
ー
は
「
時
間
性
は
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
時
間
と
し
て
時
熟
す
る
 
 

（
s
i
c
F
z
e
i
厨
e
n
）
」
（
s
N
｝
S
．
∽
N
巴
と
言
い
、
こ
の
統
一
現
象
を
本
来
的
「
時
 
 

熟
（
N
e
i
正
雪
n
g
）
」
と
し
て
位
置
付
け
た
。
あ
え
て
こ
こ
で
両
者
の
符
合
 
 

性
を
探
れ
ば
、
ア
レ
ン
ト
の
「
不
可
逆
性
－
赦
し
」
、
「
予
測
不
可
能
性
－
 
 

約
束
」
は
そ
れ
ぞ
れ
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
既
在
（
G
e
宅
e
S
e
n
h
e
i
t
）
－
反
復
」
、
 
 

「
将
来
（
N
u
k
∈
誌
）
－
先
駆
」
 
の
構
造
に
対
応
す
る
腑
、
そ
し
て
双
方
を
 
 

介
し
て
そ
の
都
度
開
示
さ
れ
る
状
況
の
「
瞬
間
（
㌢
－
g
e
n
b
－
i
c
k
）
」
的
直
視
 
 

と
し
て
「
現
在
」
が
了
解
さ
れ
る
点
（
s
z
－
S
S
．
∽
挙
∽
N
巴
が
両
者
に
共
 
 

通
す
る
。
し
か
し
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
本
来
的
時
間
性
が
個
人
の
実
存
に
定
 
 

位
す
る
の
に
射
し
、
ア
レ
ン
ト
の
活
動
の
時
間
性
は
複
数
性
と
不
可
分
で
 
 

あ
る
。
こ
の
点
で
、
活
動
の
時
間
性
は
「
複
数
的
時
熟
」
と
で
も
言
う
べ
 
 

き
問
題
次
元
を
切
り
開
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
『
存
在
と
時
間
』
 
 

で
お
よ
そ
論
じ
ら
れ
な
か
っ
た
 
「
顧
慮
」
 
の
時
間
性
に
対
す
る
ア
レ
ン
ト
 
 

の
解
答
な
の
で
あ
る
肺
。
 
 

結
 
 

日
常
的
営
み
に
お
い
て
我
々
は
自
ら
の
行
為
が
引
き
金
と
な
っ
て
生
じ
 
 

る
出
来
事
を
確
実
に
予
測
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
大
抵
そ
れ
は
予
測
 
 

可
能
な
範
囲
内
に
あ
る
。
も
し
、
完
全
に
予
測
不
可
能
な
出
来
事
が
生
じ
 
 

た
な
ら
、
そ
れ
は
我
々
に
と
っ
て
悪
夢
か
奇
跡
の
ど
ち
ら
か
だ
ろ
う
。
ア
 
 

レ
ン
ト
は
ア
ウ
シ
ュ
ビ
ッ
ツ
の
こ
と
を
知
っ
た
時
の
戦
慄
を
次
の
よ
う
に
 
 

述
懐
し
て
い
る
。
 
 

「
最
初
私
達
は
そ
れ
を
信
じ
ま
せ
ん
で
し
た
。
い
つ
も
は
夫
も
私
も
、
 
 

連
中
は
何
で
も
や
り
か
ね
な
い
ぞ
と
言
っ
て
い
た
に
も
拘
わ
ら
ず
で
 
 

す
。
そ
れ
な
の
に
、
私
達
は
信
じ
ま
せ
ん
で
し
た
。
…
そ
れ
か
ら
半
 
 

年
後
、
私
達
は
や
は
り
そ
れ
を
信
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
…
 
 

本
当
の
衝
撃
で
し
た
。
…
そ
れ
は
ま
さ
に
奈
落
の
底
が
開
い
た
よ
う
 
 

な
経
験
で
し
た
。
」
㈹
 
 

全
体
主
義
の
出
現
は
ア
レ
ン
ト
に
と
っ
て
紛
れ
も
な
く
悪
夢
で
あ
っ
 
 

た
。
彼
女
は
近
年
の
西
洋
政
治
思
想
が
こ
の
恐
怖
と
い
う
名
の
驚
き
に
 
 

よ
っ
て
動
機
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
㈱
が
、
彼
女
の
著
作
活
動
も
 
 

こ
れ
に
洩
れ
な
い
。
歴
史
の
大
き
な
流
れ
に
お
い
て
、
人
々
は
ま
し
て
や
 
 

個
人
は
無
力
で
あ
る
。
だ
が
、
人
々
は
共
同
で
活
動
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
 
 

こ
の
流
れ
を
逸
ら
す
こ
と
は
で
き
る
。
確
か
に
、
活
動
の
結
果
は
予
測
不
 
 

可
能
だ
か
ら
、
悪
夢
を
回
避
で
き
る
保
証
は
ど
こ
に
も
な
く
、
逆
に
こ
れ
 
 

を
呼
び
込
む
可
能
性
さ
え
あ
る
。
し
か
し
、
自
動
的
反
応
の
繰
り
返
し
の
 
 

内
で
次
第
に
摩
耗
し
て
い
く
よ
り
は
い
く
ら
か
ま
し
で
あ
ろ
う
。
活
動
が
 
 

関
わ
る
の
は
何
よ
り
も
我
々
の
 
「
後
継
者
」
や
「
子
孫
」
な
の
で
あ
る
。
 
 

「
活
動
に
固
有
の
能
力
、
す
な
わ
ち
破
滅
を
妨
げ
、
新
し
い
こ
と
を
 
 
 

始
め
る
能
力
が
な
か
っ
た
ら
、
死
に
向
か
っ
て
遣
る
人
間
の
寿
命
は
 
 

必
ず
一
切
の
人
間
的
な
も
の
を
滅
亡
と
破
壊
に
持
ち
込
む
だ
ろ
う
」
 
 

（
音
C
も
．
N
h
芦
）
。
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活
動
の
本
質
は
自
然
の
循
環
運
動
や
 
「
日
常
生
酒
の
無
慈
悲
な
自
動
的
 
 

過
程
」
か
ら
の
、
「
逸
脱
」
に
あ
る
 
（
i
b
i
d
．
）
。
人
々
は
活
動
に
よ
っ
て
現
 
 

実
を
不
断
に
更
新
し
て
い
く
。
こ
の
点
で
、
活
動
者
は
「
終
審
に
臨
む
存
 
 

在
 
（
S
e
i
n
N
u
m
E
n
d
e
）
」
 
で
あ
る
の
と
同
時
に
、
「
始
ま
り
に
臨
む
存
在
 
 

（
S
e
i
n
望
m
＞
ロ
訂
n
g
）
」
 
（
S
N
｝
S
．
∽
声
）
馴
で
あ
る
。
 
 

声
」
ギ
e
n
声
⊇
n
」
ぎ
S
§
9
邑
話
芸
．
↓
h
e
U
n
i
完
r
S
首
O
f
C
b
i
c
a
g
O
 
 

P
r
e
s
s
↓
（
－
辞
芦
－
豊
加
．
以
下
、
H
C
と
略
記
す
る
。
 
 

志
水
達
雄
「
ハ
ン
ナ
・
ア
レ
ン
ト
会
見
記
」
 
『
歴
史
と
人
物
』
昭
和
 
 

四
七
年
一
月
号
、
中
央
公
論
社
、
六
七
・
六
八
貰
、
括
弧
内
引
用
者
 
 

補
足
。
 
 

乃
】
巴
c
躍
u
r
㌔
旨
許
n
一
S
t
O
r
y
賀
d
H
i
s
t
O
r
y
‥
O
n
R
e
・
r
e
a
d
i
n
g
ゴ
F
e
 
 

胃
u
m
a
n
C
昌
d
i
昏
n
ご
n
紆
ざ
嘆
き
洋
琶
諷
意
吉
富
ぎ
訂
喜
鼓
済
 
 

§
札
篭
C
叫
已
驚
叫
芸
亡
き
N
O
．
会
（
－
纂
含
も
．
空
誇
 
 

M
．
嵩
e
i
d
e
殉
g
e
J
 
h
乳
記
軍
票
ご
紆
謎
－
∽
．
旨
－
戸
N
i
e
m
e
y
e
コ
一
票
摩
s
，
 
 

浣
．
以
下
、
s
N
と
略
記
す
る
。
 
 
 

制
作
に
定
位
す
る
伝
統
的
存
在
了
解
は
、
「
存
在
論
的
・
存
在
時
 
 

的
に
、
（
現
前
性
（
＞
ロ
宅
e
S
e
罫
e
i
t
）
）
を
意
味
す
る
も
の
に
よ
っ
て
 
 

規
定
さ
れ
る
」
 
（
S
N
一
S
．
N
巴
。
そ
し
て
、
こ
の
 
「
現
前
性
」
は
後
に
 
 

「
恒
常
的
事
物
存
在
性
」
と
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
存
在
了
 
 

解
に
お
い
て
は
「
現
在
」
が
優
位
し
、
今
の
無
限
の
連
続
で
あ
る
日
 
 

常
的
時
間
様
態
が
成
立
す
る
 
（
i
b
i
d
．
）
。
 
 
 

な
お
、
ア
レ
ン
ト
の
制
作
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
事
物
や
道
具
へ
の
交
 
 

渉
で
あ
る
「
配
慮
 
（
B
e
s
O
r
g
e
n
）
」
と
多
く
の
共
通
点
が
あ
る
∧
U
従
 
 

来
の
形
而
上
学
に
対
す
る
「
存
在
＝
被
制
作
性
吉
e
r
g
e
s
t
e
－
宇
e
i
t
）
」
 
 

（
S
N
．
s
．
N
巴
と
い
う
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
批
判
点
を
ア
レ
ン
ト
が
伝
統
的
 
 

政
治
哲
学
の
 
「
活
動
＝
被
制
作
性
」
 
へ
の
批
判
と
し
て
受
容
し
た
点
 
 

に
関
し
て
は
ヴ
ィ
ラ
が
指
摘
し
て
い
る
 
（
D
．
声
く
i
－
－
a
〉
b
遍
邑
叫
§
丸
 
 

慧
鼓
盛
雪
∴
穿
こ
荘
千
旦
琴
こ
逆
琵
邑
 
P
n
n
c
e
t
O
n
 
U
n
i
完
r
S
首
 
 

P
r
e
s
s
L
遥
か
も
．
－
票
f
f
．
以
下
、
く
i
l
－
a
宗
と
略
記
す
る
）
▲
〕
 
 

H
．
旨
e
n
d
t
】
b
遥
か
看
ぎ
c
討
】
授
Q
冨
山
℃
諾
ぃ
b
r
s
g
．
さ
n
U
．
L
u
d
z
 
 

u
n
d
I
．
N
O
r
d
m
呂
n
一
P
i
p
e
コ
N
芸
∽
一
S
S
」
中
－
P
 
 

さ
ら
に
ア
レ
ン
ト
は
「
活
動
過
程
を
つ
く
る
も
の
の
匿
名
性
 
 

（
賀
○
昂
m
i
旦
」
（
H
C
も
N
N
己
を
掟
示
す
る
が
、
本
稿
で
は
触
れ
 
 

な
い
自
 
こ
れ
は
先
の
二
つ
と
関
連
し
て
、
活
動
過
程
で
起
こ
る
出
来
 
 

事
を
制
作
し
、
背
後
で
随
意
に
操
っ
て
い
る
根
拠
、
神
の
ご
と
き
物
 
 

語
作
者
の
存
在
を
問
い
質
す
こ
と
は
誰
に
も
で
き
な
い
 
（
H
C
】
p
．
 
 

－
設
．
）
 
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
 
 

ア
レ
ン
ト
は
活
動
の
本
質
を
伝
え
る
も
の
と
し
て
『
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
』
 
 

の
最
後
の
一
節
（
－
∽
∽
？
∽
告
 
と
そ
の
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
訳
を
挙
げ
る
。
 
 

こ
こ
で
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
は
「
大
い
な
る
言
葉
（
m
e
g
a
l
O
〓
品
邑
」
を
 
 

「
大
い
な
る
き
ら
め
き
（
G
r
¢
S
S
e
B
詳
k
e
）
」
と
翻
訳
し
て
い
る
。
ま
 
 

た
、
行
為
が
な
さ
れ
る
そ
の
都
度
の
状
況
の
認
知
が
要
請
さ
れ
る
と
 
 

い
う
点
で
活
動
は
行
為
的
直
観
と
し
て
の
「
実
践
知
（
p
h
r
O
乱
s
i
s
）
」
 
 

に
結
び
つ
く
。
こ
の
間
題
に
関
し
て
は
タ
ミ
ニ
オ
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
 
 

お
け
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
受
容
と
の
比
較
を
通
じ
て
論
じ
て
い
る
 
 

q
．
、
訂
ヨ
i
n
i
a
巨
－
3
m
表
岩
C
叫
§
急
白
叫
札
§
軋
罫
m
薔
叫
冨
已
遥
叫
温
巽
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峯
卓
邑
叫
聖
邑
」
ぎ
敵
お
駕
ミ
P
∵
適
評
 
h
訂
 
】
密
室
謁
 
h
斥
訂
∴
官
房
遷
 
 
 

宮
音
数
蓋
F
ぎ
喜
ぎ
三
賢
愚
鸞
主
－
憲
N
】
．
年
賀
S
．
b
y
M
．
G
e
n
d
r
e
－
 
 
 

S
t
a
t
e
U
n
i
諾
r
S
首
O
f
Z
e
w
ぎ
r
k
P
r
e
s
s
一
－
諾
べ
も
．
∽
f
ご
。
 
 

㈱
 
ヴ
ィ
ラ
は
ア
レ
ン
ト
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
 
「
罪
」
概
念
の
符
合
を
指
摘
 
 
 

し
て
い
る
（
≦
富
戸
p
」
∽
琵
．
）
。
な
お
、
拙
稿
「
『
人
間
の
条
件
』
 
 

に
お
け
る
（
綬
数
性
）
 
の
射
程
」
 
（
『
哲
学
・
思
想
論
叢
』
第
二
五
号
、
 
 

筑
波
大
学
哲
学
・
思
想
学
会
、
二
〇
〇
七
年
、
現
在
未
刊
行
。
）
 
で
 
 

は
ヴ
ィ
ラ
の
指
摘
か
ら
一
歩
踏
み
込
ん
で
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
「
罪
」
 
 

に
よ
っ
て
解
明
し
た
実
存
の
開
示
構
造
、
「
金
持
」
、
「
被
授
性
」
、
「
語
 
 

り
」
と
ア
レ
ン
ト
の
「
予
測
不
可
能
性
」
、
「
不
可
逆
性
」
、
「
鐙
名
性
」
 
 

の
対
応
関
係
を
論
究
し
た
。
 
 

㈱
 
第
三
三
節
で
は
イ
エ
ス
の
言
葉
が
頻
繁
に
引
用
さ
れ
る
。
し
か
し
、
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
 
 

ア
レ
ン
ト
は
専
ら
、
「
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
」
を
政
治
的
経
験
と
し
て
 
 

の
赦
し
の
発
見
者
と
し
て
分
析
し
て
お
り
、
赦
し
を
「
な
に
よ
り
も
 
 

ま
ず
人
間
の
力
」
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
。
ま
た
、
政
治
的
原
理
と
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
 
 

し
て
の
赦
し
の
 
「
萌
芽
的
印
」
は
ロ
ー
マ
に
あ
り
、
「
こ
の
原
理
は
 
 

ギ
リ
シ
ア
人
に
全
く
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
」
 
と
い
う
点
も
重
要
で
 
 

あ
る
 
（
H
C
．
p
p
．
N
∽
甲
N
∽
巴
 

冊
 
高
橋
哲
哉
「
赦
し
と
約
蘭
－
ア
ー
レ
ン
ト
の
（
活
動
）
を
め
ぐ
っ
て
」
 
 

『
哲
学
』
 
四
九
考
、
日
本
哲
学
会
編
、
一
九
九
八
年
、
八
七
頁
。
 
 

ア
レ
ン
ト
は
「
も
し
あ
な
た
に
対
し
て
一
日
に
七
度
罪
を
犯
し
、
 
 

そ
し
て
七
度
（
悔
い
改
め
ま
す
）
と
い
っ
て
あ
な
た
の
と
こ
ろ
へ
帰
っ
 
 

て
く
れ
ば
、
赦
し
て
や
る
が
よ
い
」
 
（
『
ル
カ
伝
』
一
七
草
三
・
四
）
 
 

と
い
う
イ
エ
ス
の
言
葉
を
引
用
し
て
い
る
 
（
H
C
p
．
望
己
。
 
 

㈱
 
高
橋
哲
哉
『
前
掲
論
文
』
、
八
七
頁
。
 
 

㈹
 
赦
し
と
同
様
に
、
約
束
も
そ
の
根
源
的
体
験
が
聖
書
と
い
う
宗
教
的
 
 
 

な
も
の
に
求
め
ら
れ
、
そ
の
政
治
的
起
源
が
ギ
リ
シ
ア
で
は
な
く
 
 

ロ
ー
マ
と
さ
れ
る
 
（
H
C
一
p
p
．
N
缶
－
N
念
．
）
。
ア
レ
ン
ト
は
政
治
と
宗
 
 

教
を
峻
別
し
よ
う
と
す
る
が
、
赦
し
と
約
束
に
お
け
る
宗
教
へ
の
言
 
 
 

及
は
、
「
政
治
が
固
有
の
領
域
と
し
て
は
自
己
完
結
し
え
ず
、
そ
れ
 
 

が
存
立
す
る
た
め
に
も
 
（
宗
教
的
な
も
の
）
 
へ
の
関
係
が
不
可
欠
で
 
 
 

あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」
 
（
高
橋
哲
哉
『
前
掲
 
 

論
文
』
、
八
七
頁
。
）
 
と
い
う
問
い
を
切
り
開
く
。
 
 

㈹
 
H
．
旨
e
n
声
○
戸
評
邑
注
ぎ
（
－
宗
寧
P
e
n
g
u
i
n
出
0
0
k
s
」
遽
〇
．
以
 
 

下
、
O
R
と
略
記
す
る
。
 
 

㈱
 
H
．
旨
e
n
d
t
一
表
内
ト
音
亀
轟
已
㌧
○
讃
ミ
表
叫
温
叫
薦
－
H
a
r
c
O
u
r
t
B
⊇
C
e
 
 
 

紆
C
O
m
p
a
n
5
－
笥
∞
も
．
N
声
以
下
、
L
M
i
と
略
記
す
る
。
 
 

『
精
神
の
生
 
（
第
一
部
「
思
考
」
）
』
 
の
第
二
〔
J
節
「
過
去
と
未
来
 
 

の
間
の
裂
け
目
＝
静
止
す
る
現
在
（
n
u
n
c
s
訂
n
s
）
」
で
ア
レ
ン
ト
は
 
 

自
ら
の
時
間
論
を
思
考
の
時
間
性
を
通
じ
て
展
開
し
て
い
る
。
こ
こ
 
 

で
思
考
の
時
間
性
は
中
世
哲
学
に
お
け
る
「
静
止
す
る
現
在
」
と
し
 
 

て
提
示
さ
れ
る
？
過
ま
1
現
在
－
未
来
と
い
う
連
続
体
と
し
て
の
日
 
 

常
的
時
間
が
失
わ
れ
、
現
在
に
お
い
て
過
去
と
未
来
が
衝
突
し
て
い
 
 

る
と
い
う
時
間
了
解
に
到
る
の
は
思
考
を
通
じ
て
で
あ
る
 
（
L
M
I
一
 
 
 

p
p
．
N
O
早
N
宗
）
。
こ
こ
に
活
動
的
生
と
精
神
の
生
の
連
関
の
棚
端
を
見
 
 

出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
例
え
ば
、
「
現
在
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
、
 
 

希
望
と
共
に
人
間
を
前
に
押
し
出
そ
う
と
す
る
過
去
の
死
ん
だ
重
圧
 
 

に
対
抗
す
る
、
そ
し
て
彼
が
確
か
だ
と
思
う
た
だ
一
つ
の
現
実
へ
の
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郷
愁
と
そ
れ
へ
の
想
起
と
共
に
 
（
過
去
と
い
う
平
静
さ
）
に
人
間
を
 
 

立
ち
帰
ら
せ
よ
う
と
す
る
未
来
の
恐
怖
 
（
そ
の
唯
一
の
関
心
は
死
で
 
 

あ
る
）
に
対
抗
す
る
生
涯
に
わ
た
る
戦
い
な
の
で
あ
る
」
（
【
岳
i
ち
 
 

N
O
巴
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
は
対
立
関
係
の
み
が
際
立
っ
て
お
り
、
赦
 
 

し
に
お
け
る
過
去
と
の
和
解
、
約
束
に
お
け
る
未
来
の
現
在
化
と
い
 
 

う
象
面
の
欠
如
は
注
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
論
 
 

文
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
で
あ
る
『
過
去
と
未
来
の
間
』
 
の
序
「
過
去
と
 
 

未
来
の
間
の
裂
け
目
」
で
、
詩
人
ル
ネ
・
シ
ヤ
ー
ル
の
「
遺
言
」
と
 
 

い
う
比
喩
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
約
束
の
力
と
し
て
解
釈
 
 

で
き
る
（
芦
旨
e
n
芦
穿
旨
§
昌
邑
聖
聖
ざ
雲
量
蛮
声
P
e
コ
習
i
n
 
 

B
O
O
k
s
」
箋
∽
－
p
p
．
早
戸
以
下
、
B
P
F
と
略
記
す
る
J
〕
 
 

ア
レ
ン
ト
は
‡
ご
t
u
r
e
｝
】
に
 
「
ド
イ
ツ
語
の
未
来
、
N
u
k
u
n
辞
は
三
文
 
 

字
通
り
、
や
っ
て
来
る
も
の
を
意
味
す
る
」
と
注
記
し
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
 
 

の
意
味
づ
け
を
踏
襲
し
て
い
る
 
（
L
M
l
｝
p
．
N
¢
巴
 

こ
れ
に
射
し
、
「
思
考
」
に
お
い
て
は
「
も
は
や
な
い
（
n
？
1
0
n
g
e
r
）
」
 
 

と
「
ま
だ
な
い
（
n
♀
y
e
t
）
」
が
間
超
と
な
っ
て
い
る
（
l
し
M
I
．
p
．
N
声
一
 
 

B
P
書
p
．
巴
。
こ
れ
ら
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
「
忘
却
 
 

（
惑
r
g
e
s
s
e
n
）
」
訪
N
．
s
．
∽
∽
巴
と
「
予
期
（
G
e
w
琴
厨
e
n
）
」
（
S
N
一
S
．
∽
当
．
）
 
 

と
対
に
な
り
非
本
来
的
時
間
性
と
さ
れ
る
。
 
 

先
述
の
よ
う
に
、
活
動
と
削
作
は
そ
れ
ぞ
れ
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
顧
鹿
と
 
 

配
慮
に
対
応
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
ア
レ
ン
ト
の
活
動
的
生
の
現
象
 
 

学
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
 
「
気
迫
い
 
（
S
O
r
g
e
）
」
に
対
す
る
変
奏
の
試
み
 
 

と
し
て
見
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
以
上
を
鑑
み
る
に
、
活
動
的
生
 
 

が
時
間
的
地
平
を
開
示
す
る
の
は
極
め
て
当
然
で
あ
る
ぶ
 
ま
た
、
強
 
 

い
意
味
で
の
気
遣
い
で
あ
る
自
己
の
実
存
へ
の
 
「
透
視
 
 

（
D
u
r
c
訂
i
c
h
t
）
」
の
問
題
を
ア
レ
ン
ト
は
「
思
考
」
論
の
第
一
八
節
 
 

「
叫
者
の
中
の
二
者
」
で
引
き
継
い
で
い
る
。
 
 

H
．
．
旨
e
n
d
t
∵
．
戎
芽
a
t
河
e
m
乳
n
s
～
、
⊇
e
 
r
5
叫
u
a
g
e
河
e
m
乱
n
s
．
‥
A
 
 

C
呂
扁
r
S
a
旨
n
乱
臣
G
u
n
百
G
a
u
s
ご
宗
∽
〓
n
穿
8
巧
叫
道
罫
計
温
宝
致
竜
 
 

一
篭
9
－
滝
本
J
．
K
O
h
n
（
e
d
．
）
｝
H
a
r
c
O
u
r
t
 
B
r
a
c
e
か
C
O
m
p
腎
至
 
 

－
浩
卓
℃
p
．
－
∽
・
－
P
 
 

H
．
し
ギ
e
n
d
t
∴
．
C
昌
C
e
r
コ
」
鼠
t
h
 
P
O
－
i
許
s
 
i
ロ
R
e
c
e
n
t
 
E
u
r
O
p
e
a
n
 
 

P
h
i
－
O
S
O
p
h
i
c
a
】
ゴ
l
O
u
g
h
t
；
（
－
箕
島
二
n
野
鳥
軋
冷
S
邑
3
叫
§
詰
責
 
 

h
℃
u
9
」
℃
小
心
も
p
．
畠
卒
無
芦
 
 

『
存
在
と
時
間
』
第
七
二
節
で
は
、
「
死
」
 
に
対
す
る
も
う
一
方
の
 
 

「
末
端
」
で
あ
る
「
誕
生
 
（
G
e
b
弓
t
〓
、
す
な
わ
ち
「
終
末
に
臨
む
 
 

存
在
」
 
に
対
す
る
「
始
ま
り
に
臨
む
存
在
」
が
提
示
さ
れ
る
。
し
か
 
 

し
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
の
問
題
を
十
全
に
展
開
し
て
い
る
と
は
貰
い
 
 

難
い
。
ア
レ
ン
ト
は
こ
れ
を
独
自
に
展
開
し
た
に
 
た
だ
し
、
こ
れ
は
 
 

彼
女
の
思
想
が
誕
生
に
偏
向
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
 
 

は
な
い
。
先
述
の
よ
う
に
、
「
始
ま
り
」
 
の
問
題
を
論
じ
る
た
め
に
 
 

は
、
「
死
す
べ
き
も
の
ど
も
」
と
い
う
観
点
が
不
可
欠
だ
か
ら
で
あ
 
 

る
。
本
場
の
議
論
は
活
動
の
時
間
性
に
限
定
し
た
が
、
「
可
死
性
 
 

ぎ
O
r
註
豆
」
と
「
出
生
性
（
n
a
邑
i
旦
」
の
相
即
関
係
か
ら
の
時
 
 

間
論
の
検
討
は
大
い
に
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
 
 

（
い
ず
も
・
し
ゆ
ん
め
い
 
筑
波
大
学
大
学
院
 
 

人
文
社
会
科
学
研
究
科
）
 
 

194   


	0179.tif
	0180.tif
	0181.tif
	0182.tif
	0183.tif
	0184.tif
	0185.tif
	0186.tif
	0187.tif
	0188.tif
	0189.tif
	0190.tif

