
然
と

生

自然と誕生

高
度
に
技
術
化
さ
れ
た
我
々
の
時
代
に
お
い
て
は
、
人
間
と
そ
の
自

然
環
境
と
の
関
わ
り
は
、
地
球
規
模
で
深
刻
な
危
機
に
結
っ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、
〈
「
自
然
」
〔
と
い
う
語
]
に
よ
っ
て
何
が
根
源
的
に
意

味
さ
れ
て
い
る
の
か
〉
と
い
う
こ
と
に
関
す
る
熟
思
を
行
わ
せ
る
、
そ

う
し
た
き
っ
か
け
を
哲
学
者
に
与
え
る
に
違
い
な
い
。
私
は
以
下
の
考

察
を
以
て
、
そ
の
よ
う
な
熟
思
に
寄
与
し
た
い
。

「
ナ
!
ト
ゥ
!
ラ
(
さ
言
、
む
こ
と
い
う
ラ
テ
ン
語
の
言
葉
、
す
な
わ

ち
「
自
然
」
は
、
ギ
リ
シ
ア
諾
の
「
フ
ユ
シ
ス
(
豆
、
急
)
」
の
翻
訳
で

あ
る
。
こ
の
概
念
は
、
ギ
リ
シ
ア
人
の
も
と
で
哲
学
と
科
学
が
芽
生
え

た
早
期
、
こ
の
時
期
を
導
い
た
言
葉
で
あ
る
と
伝
統
的
に
見
な
さ
れ
て

い
る
。
〔
た
し
か
に
、
〕
最
初
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
思
想
家
達
が
自
然
哲
学

者
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
疑
う
に
足
る
、
理
に
か
な
っ
た
根
拠
は
な

い
。
し
か
し
な
が
ら
、
〈
ブ
ユ
シ
ス
と
い
う
概
念
が
、
ギ
リ
シ
ア
人
の

関
で
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
か
〉
と
い
う
開
い
を
立
て

る
こ
と
は
、
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
間
い
は
、
「
自
然
」
と
い
う

フ

ウ

ス

ヘ

ル

ト

@
酒
詰
悠
太

ク(
丸
山

問
題
に
哲
学
的
に
取
り
組
む
上
で
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
と
い
う

の
も
、
こ
の
「
自
然
」
と
い
う
概
念
の
今
日
的
な
使
用
は
す
べ
て
、
初

期
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
思
想
が
フ
ユ
シ
ス
[
の
概
念
〕
を
中
心
に
旋
屈
し
て
い

た
こ
と
に
端
を
発
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
私
は
こ
の
間

い
か
ら
出
発
し
た
い
し
、
し
か
も
現
象
学
的
な
仕
方
で
こ
の
間
い
を
立

て
た
い
。

と
は
、
フ
ッ
サ

i
ル
に
し
た
が
え
ば
、
問
い

の
対
象
を
成
す
と
こ
ろ
の
「
事
象
」
を
そ
れ
自
体
で
成
立
し
て
い
る
も

の
と
見
な
す
の
で
は
な
く
、
〈
そ
の
事
象
が
ど
の
よ
う
に
し
て
我
々
に

現
れ
る
か
〉
と
い
う
、
そ
の
{
現
象
の
]
仕
方
と
の
相
関
関
係
に
お
い

て
、
当
の
事
象
を
考
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
〈
初
期

の
思
想
家
た
ち
に
と
っ
て
は
、
フ
ユ
シ
ス
と
い
う
事
象
が
ど
の
よ
う
に

現
れ
て
い
た
か
〉
と
い
う
こ
と
は
、
一
言
で
一
言
い
表
さ
れ
な
い
。
な
ぜ

な
ら
ば
彼
ら
の
思
索
は
、
断
片
的
な
オ
リ
ジ
ナ
ル
原
稿
に
お
い
て
、
及

び
よ
り
後
の
吉
代
の
記
録
か
ら
の
み
、
我
々
に
知
ら
れ
て
い
る
の
だ
か



フ

ら
だ
。
我
々
は
ま
ず
第
一
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
説
明
を
拠
り
所
に

す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
そ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
は
自

ら
を
初
期
思
想
の
後
継
者
と
見
な
し
て
い
た
。
と
い
う
の
も
、
彼
の
哲

学
は
そ
の
根
本
的
な
領
域
i
つ
ま
り
「
第
一
哲
学
」

i
に
お
い
て
、
フ
ユ

シ
ス
へ
と
遡
行
的
に
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

さ
し
あ
た
っ
て
思
い
起
こ
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
の
は
、
〈
ブ
ユ
シ
ス

に
つ
い
て
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
把
握
が
、
可
変
的
な
存
在
者
を
ご
つ

の
基
本
領
域
に
.
区
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
〉
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
世
界
の
内
で
我
々
が
出
会
う
す
べ
て
の
も

の
、
す
べ
て
の
存
在
す
る
も
の
i

ギ
リ
シ
ア
的
に
、
ま
た
同
時
に
現
象

学
的
に
一
一
一
一
口
う
な
ら
ば
l

全
現
出
者
を
、
我
々
は
次
の
二
つ
の
領
域
に
区

分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
の
領
域
を
成
す
の
は
、
「
テ
ク
ネ

1
・

オ
ン
タ
(
町
内
忌
ミ

S
S
)
」
、
す
な
わ
ち
「
我
々
に
よ
っ
て
」
、
〔
例
え
ば
]

我
々
が
産
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
が
制
作
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

我
々
の
作
成
、
製
造
、
組
織
化
に
よ
っ
て
、
存
在
と
現
出
に
到
達
す
る

も
の
で
あ
る
。
も
う
一
方
を
な
す
の
は
、
「
ブ
ユ
セ
イ
・
オ
ン
タ
守
守
句
史

S
E
)
」
、
す
な
わ
ち
「
本
性
上
存
在
す
る
も
の
(
〈
g
Z
ω
宮
門
∞
O
F
E
O
)

」

で
あ
る
。
「
フ
ュ
シ
ス
」
と
「
一
ア
ク
ネ

i
(同
町
内
言
内
)
」
は
、
こ
の
よ
う

に
対
比
さ
れ
る
こ
と
で
、
二
つ
の
現
出
様
式
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
二

つ
の
現
出
様
式
は
、
現
出
の
原
因
に
対
す
る
当
の
現
出
の
関
わ
り
〔
の

如
何
〕
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
。
「
本
性
上
存
在
す
る
も
の
」
は
「
自

ず
か
ら
(
〈

g
r
F
2
)」
現
出
に
至
る
の
で
あ
り
、
そ
の
存
在
の
原
閣

は
自
分
自
身
の
中
に
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
人
間
に
よ
り
産
出
さ
れ

た
も
の
は
す
べ
て
、
そ
の
存
在
と
現
出
の
原
因
を
自
分
自
身
の
外
部
に

持
っ
て
い
る
。
後
者
で
は
、
原
因
を
な
す
の
は
人
間
の
「
技
芸

(
問
自
豆
)
」
、
テ
ク
ネ
!
な
の
だ
。

こ
う
し
た
対
比
は
、
今
日
ま
で
「
自
然
」
を
理
解
す
る
た
め
の
基
準

で
あ
り
続
け
て
お
り
、
我
々
は
こ
の
対
比
を
あ
り
き
た
り
だ
と
思
っ
て

い
る
。
だ
が
、
〈
自
然
に
つ
い
て
の
こ
の
理
解
が
決
し
て
、
思
わ
れ
て

い
る
ほ
ど
に
は
明
々
白
々
で
は
な
い
〉
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
歴

史
上
の
関
接
的
証
拠
が
存
在
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
初
期
ギ
リ
シ
ャ

思
想
に
つ
い
て
伝
承
さ
れ
て
い
る
も
の
の
中
に
は
、
〈
ブ
ユ
シ
ス
を
テ

ク
ネ
!
と
茂
一
別
す
る
こ
と
が
「
自
然
」
理
解
の
地
平
を
形
作
っ
て
い
た
〉

と
推
測
す
る
に
足
る
根
拠
は
見
あ
た
ら
な
い
の
だ
。
初
期
ギ
リ
シ
ア
思

想
の
用
語
法
で
は
、
「
フ
ュ
シ
ス
」
は
、
後
に
一
区
別
さ
れ
る
に
至
っ
た

こ
つ
の
も
の
を
包
括
す
る
ほ
ど
の
広
い
意
味
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
あ

ら
ゆ
る
事
柄
が
裏
づ
け
て
く
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
こ
つ
の
も
の
と

は
、
一
方
で
は
「
自
ず
か
ら
現
出
す
る
こ
と
」
で
あ
り
、
他
方
で
は
「
我
々

に
よ
っ
て
現
出
す
る
こ
と
」
l

つ
ま
り
「
技
芸
に
よ
り
現
出
す
る
こ
と
」

ー
で
あ
る
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
フ
ュ
シ
ス
と
テ
ク
ネ
i
を
相
互
に
対
置
し
て
以

来
は
じ
め
て
、
よ
り
狭
義
の
自
然
概
念
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
れ
ま
で
は
「
ブ
ユ
シ
ス
」
と
は
、
我
々
の
変
転
す
る
世
界
の
内
で
、

存
在
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
我
々
が
出
会
う
と
こ
ろ
の
森
羅
万
象
、

こ
う
し
た
森
羅
万
象
が
現
出
す
る
こ
と
を
名
づ
け
た
も
の
で
あ
っ
た
。

西
洋
の
伝
統
に
お
け
る
偉
大
な
詩
作
の
中
に
は
l

そ
こ
に
「
自
然
」
と

い
う
一
宮
葉
が
現
れ
る
と
き
に
は
i

こ
の
初
期
ギ
リ
シ
ア
思
想
の
フ
ュ
シ

ス
理
解
の
余
韻
を
今
な
お
し
ば
し
ば
開
き
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
現
象

学
で
は
、
現
出
す
る
こ
と
一
般
が
問
題
な
の
で
、
こ
の
歴
史
的
背
景
か



ら
次
の
よ
う
な
義
務
が
生
じ
て
く
る
。
そ
れ
は
、
誰
も
が
知
っ
て
い
る

「
狭
義
の
自
然
概
念
」
の
み
な
ら
ず
、
「
根
源
的
に
し
て
広
義
の
フ
ユ
シ

ス
」
に
も
取
り
組
む
と
い
う
義
務
で
あ
る
。
現
象
学
的
に
は
、
「
ブ
ユ

シ
ス
」
の
広
義
と
狭
義
に
は
、
自
然
と
の
こ
つ
の
出
会
い
方
が
対
応
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
第
一
の
間
い
と
し
て
は
、
〈
そ

の
内
で
「
広
義
の
フ
ユ
シ
ス
」
が
露
わ
に
な
る
よ
う
な
経
験
と
は
、
ど

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
〉
と
い
う
開
い
が
立
て
ら
れ
る
こ
と
と
な

る。

自然と誕生

の
ブ
ユ
シ
ス
に
な
る
の
は
、
ど
の
よ
う
な
経
験
に
お

い
て
で
あ
る
の
か
〉
と
い
う
間
い
に
答
え
る
た
め
に
も
ま
た
、
我
々
は

ま
ず
も
っ
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
、
そ
し
て
初
期
ギ
リ
シ
ア
思
想
に
関

す
る
彼
の
見
解
を
拠
り
所
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
の
師
で
あ
っ
た

プ
ラ
ト
ン
に
従
っ
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
誰
も
が
知
っ
て
い
る
よ

う
に
、
「
驚
嘆

S
S
5
8
)
」
、
す
な
わ
ち
「
タ
ウ
マ
ゼ
イ
ン
(
忌
ミ
ミ
足
立
ミ
)
」

を
〈
哲
学
的
・
科
学
的
思
索
が
そ
こ
か
ら
生
じ
て
き
た
と
こ
ろ
の
経
験
〉

と
し
て
規
定
し
た
。
だ
が
し
か
し
、
あ
ら
ゆ
る
驚
嘆
が
哲
学
と
科
学
の

成
立
へ
と
通
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ハ
イ
デ
ガ

i
は
一
九
三
七
/

一
一
一
八
年
冬
学
期
の
講
義
(
全
集
第
四
五
巻
)
に
お
い
て
は
じ
め
て
現
象

学
的
に
、
〈
哲
学
を
動
機
づ
け
る
驚
嘆
が
何
に
よ
っ
て
非
哲
学
的
な
驚

嘆
か
ら
区
別
さ
れ
る
の
か
〉
と
い
う
点
を
つ
ま
び
ら
か
に
し
た
(

1

)

O

す
な
わ
ち
、
後
者
の
〔
非
哲
学
的
な
]
驚
嘆
は
、
尋
常
な
ら
ぬ
も
の
か

ら
、
つ
ま
り
「
な
に
か
し
ら
注
意
を
引
く
特
殊
な
も
の
を
通
じ
て
、
慣

れ
親
し
ん
だ
経
験
を
突
き
破
っ
て
く
る
も
の
」
か
ら
引
き
起
こ
さ
れ
る
。

こ
れ
に
反
し
て
、
哲
学
的
な
驚
嘆
に
お
い
て
は
全
く
も
っ
て
驚
く
べ
き

こ
と
が
起
こ
る
。
疑
い
よ
う
の
な
い
自
明
さ
で
も
っ
て
慣
れ
親
し
ん
で

い
る
も
の
、
つ
ま
り
は
「
あ
り
き
た
り
の
も
の
」
こ
そ
が
、
〔
今
や
〕

尋
常
な
ら
、
ざ
る
も
の
と
し
て
我
々
に
現
れ
て
く
る
の
だ
。

と
は
い
え
、
我
々
人
間
に
と
っ
て
端
的
に
慣
れ
親
し
ん
で
い
る
も
の

と
は
、
い
っ
た
い
何
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
「
端
的
に
慣
れ
親
し

ん
で
い
る
も
の
」
た
り
う
る
の
は
た
だ
一
つ
、
〈
他
の
す
べ
て
の
慣
れ

親
し
み
の
根
底
に
あ
る
よ
う
な
噴
れ
親
し
み
〉
だ
け
で
あ
る
。
[
そ
し
て
]

そ
の
よ
う
な
慣
れ
親
し
み
は
、
[
実
際
に
〕
存
在
し
て
い
る
。
つ
ま
り

こ
う
い
う
こ
と
だ
。
私
が
体
験
す
る
と
こ
ろ
の
い
か
な
る
経
験
状
況
も
、

も
し
我
々
が
そ
れ
を
現
象
学
的
に
考
察
す
る
な
ら
ば
、
更
な
る
経
験
の

諸
可
能
性
へ
の
指
示
を
合
意
し
て
い
る
。
世
界

i
す
な
わ
ち
、
あ
ら
ゆ

る
存
在
者
が
現
出
す
る
た
め
の
次
元
ー
と
は
、
こ
う
し
た
指
示
連
関
の

全
て
に
と
っ
て
の
相
関
項
な
の
だ
。
確
か
に
、
こ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ

た
世
界
と
の
我
々
の
「
慣
れ
親
し
み
(
〈
2
5良
町
呂
こ
は
、
絶
え
ず

繰
り
返
し
妨
害
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
我
々
が
採
用
し
た
指

示
の
方
向
性
が
用
を
な
さ
な
い
こ
と
、
あ
る
い
は
修
正
を
要
す
る
こ
と

が
明
ら
か
と
な
る
か
ら
だ
。
し
か
し
な
が
ら
フ
ッ
サ
i
ル
が
そ
の
、
主
著

で
あ
る
吋
イ
デ
i
ン
I
」
に
お
い
て
示
し
た
よ
う
に
、
こ
う
し
た
妨
害

は
、
我
々
の
振
る
舞
い
の
「
正
常
な

5
2民
巳
こ
継
続
を
前
提
に
し

て
お
り
、
そ
し
て
こ
の
継
続
は
〔
そ
れ
自
体
〕
、
〈
「
更
に
指
示
が
行
わ

れ
る
こ
と
(
母
国
者

S
F
5
2
5
8
1当
日
仏

g)」
が
途
絶
え
る
こ
と
は

あ
り
え
な
い
〉
と
い
う
確
信
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た

「
正
常
性

(
2
0
3阿
佐
詩
)
」
の
ゆ
え
に
、
世
界
の
存
続
へ
の
「
信
頼

(〈
2
3
5
D
)
」
こ
そ
が
、
我
々
の
も
っ
と
も
基
本
的
な
慣
れ
親
し
み
で

あ
る
。
世
界
は
、
水
速
で
あ
る
と
い
う
広
く
流
布
し
た
古
代
人
の
信
念
は
、



4 

っ
た
の
で
あ
る
。

[
こ
れ
に
対
し
て
、
]
ウ
マ
ゼ
イ
ン
は
、
こ
う
し
た
信
献

を
特
有
な
仕
方
で
震
掘
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
指
示
連
関
市

中
で
は
、
存
在
者
が
常
に
新
た
に
現
出
し
、
こ
の
現
出
す
る
存
在
者
へ

の
絶
え
開
な
い
移
行
が
経
験
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
哲
学
的
な
タ
ウ

マ
ゼ
イ
ン
と
は
、
そ
の
よ
う
な
移
行
が
そ
の
自
明
性
を
喪
失
す
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
世
界
の
存
続
へ
の
信
頼
は
、
理
諒
一
酬
的
な
認

識
に
、
あ
る
い
は
ま
た
理
論
的
な
証
明
に
さ
え
も
基
づ
い
て
い
る
の
で

は
な
く
、
む
し
ろ
こ
の
信
頼
は
、
〈
我
々
の
非
哲
学
的
な
生
が
そ
れ
に

よ
っ
て
貫
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
根
底
的
な
気
分
〉
と
い
っ
た
形
態
に

お
い
て
、
我
々
を
活
気
づ
け
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
の
信
頼
の
震
掠
も
ま

た
、
た
だ
「
感
情
的
」
に
、
気
分
と
し
て
の
み
起
こ
り
う
る
の
で
あ
り
、

そ
し
て
タ
ウ
マ
ゼ
イ
ン
に
お
い
て
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
{
世
界
の
存

続
へ
の
信
頼
を
震
搭
さ
せ
る
]
気
分
こ
そ
が
開
題
と
な
る
。
正
常
な
生

に
属
す
る
気
分
の
中
で
は
、
我
々
は
現
出
の
継
続
を
正
常
な
事
態
と
感

じ
る
わ
け
だ
が
、
こ
れ
に
対
し
、
〔
そ
う
し
た
現
出
の
継
続
に
抗
う
よ

う
な
]
妨
害
は
す
べ
て
、
原
理
的
に
は
例
外
的
な
事
態
と
し
て
我
々
に

現
出
す
る
。
〔
し
か
し
な
が
ら
、
世
界
の
帯
続
へ
の
信
頼
が
]
タ
ウ
マ

ゼ
イ
ン
に
お
い
て
震
捕
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
正
常
な
事

態
と
例
外
的
な
事
態
の
関
係
が
逆
転
さ
せ
ら
れ
る
。
〔
す
な
わ
ち
]
非

哲
学
的
な
生
に
属
す
る
気
分
の
中
で
、
例
外
的
な
事
態
を
な
し
て
い
た

も
の
、
す
な
わ
ち
新
た
な
現
出
の
途
絶
が
、
哲
学
的
な
驚
嘆
と
い
う
気

分
に
と
っ
て
は
根
底
的
な
も
の
に
な
る
。
こ
こ
で
は
、
実
際
に
起
こ
る

現
出
は
全
て
、
〈
予
期
し
え
ぬ
も
の
が
[
我
々
を
〕
驚
博
さ
せ
る
よ
う

な
仕
方
で
与
え
ら
れ
る
こ
と
〉
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
し

の

中

で

、

経

験

の

経

験

の

い

て

は

、

存

在

に

絶

え

ず

現

出

し

、

世

界

は
存
続
し
て
い
く
わ
け
だ
が

i
あ
る
「
驚
き
(
者

S
号
叫
)
」
が
生
じ
て

く
る
。
そ
し
て
こ
の
驚
き
は
、
「
お
の
ず
か
ら
(
〈

g
g百
三
)
」
常
に
繰

り
返
し
「
自
ら
を
更
新
す
る
(
∞
お
町

O
B
8
0
5
)

も
の
で
あ
る
が
故
に
、

我
々
を
腰
然
と
さ
せ
る
の
だ
。

(∞
0
5由
同

0
8
0
5
0
g
H
M
m
)
と
い
う
予
期
し
え
な
い
生
起
i

こ

う
し
た
生
起
と
し
て
の
現
出
こ
そ
が
、
タ
ウ
マ
ゼ
イ
ン
の
中
で
経
験
さ

れ
て
い
る
フ
ユ
シ
ス
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
我
々
人
間
に
よ
っ
て

産
出
さ
れ
る
も
の
を
含
め
、
全
て
の
可
変
的
存
在
者
を
包
括
す
る
よ
う

な
フ
ユ
シ
ス
で
あ
る
。
こ
う
し
た
広
義
の
フ
ユ
シ
ス
を
気
分
に
即
し
て

経
験
す
る
こ
と
は
、
狭
義
に
お
け
る
自
然
の
経
験
と
は
全
く
別
種
の
も

の
だ
。
我
々
が
後
者
の
経
験
[
つ
ま
り
狭
義
に
お
け
る
自
然
の
経
験
]

を
す
る
の
は
、
〈
テ
ク
ネ
ー
に
よ
る
「
諸
作
品
」
の
、
す
な
わ
ち
「
エ

ル
ガ

(
G
吋
む
)
」
の
制
作
〉
と
い
う
地
平
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
の
地

平
の
中
で
は
本
来
、
フ
ユ
シ
ス
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
、
何
か
を
産
出
す

る
我
々
の
能
力
を
制
限
す
る
も
の
と
し
て
、
た
だ
間
接
的
に
の
み
示
さ

れ
る
。
す
な
わ
ち
、
我
々
が
自
ら
の
制
作
行
為
の
能
動
性
に
先
行
す
る

も
の
と
し
て
見
出
す
が
ゆ
え
に
、
我
々
に
よ
る
作
品
の
仕
上
げ
か
ら
逃

れ
去
っ
て
し
ま
う
も
の
の
す
べ
て
が
、
「
自
然
」
と
し
て
我
々
に
現
出

す
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
の
典
型
的
な
例
と
な
る
の
は
、
作
品
制
作
の
際
に
必
要

と
さ
れ
る
「
質
料
(
器
え

3
忠
こ
で
あ
る
。
我
々
は
い
か
な
る
制
作
の

際
に
も
、
自
ら
の
造
形
行
為
に
対
し
、
す
で
に
前
も
っ
て
準
備
さ
れ
て



自然と誕生

い

る

も

し

か

ら

ば

、

こ

う

し

た

経

験

は
す
で
に
し
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
る
お
な
じ
み
の
基
本
的
区
別

i
造
形
行
為
に
と
っ
て
意
の
ま
ま
に
な
る
も
の
と
し
て
の
質
料
、
す
な

わ
ち
ヒ
ユ
レ
!
(
守
主
と
、
質
料
に
そ
の
形
姿
を
授
け
る
も
の
と
し

て
の
形
相
、
す
な
わ
ち
エ
イ
ド
ス
(
ミ
§
と
な
い
し
は
モ
ル
フ
ェ

i

g。
さ
常
)
と
の
区
別
1

を
合
意
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
資
料
が
前

も
っ
て
見
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
態
露
。
ぎ
み
包
『
区
怠
号
∞

宗
忠
住
ω目
的
)
に
お
い
て
、
確
か
に
我
々
は
、
あ
る
「
自
然
の
存
在
」
に

出
会
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
[
自
然
の
存
在
と
の
〕
出
会
い

は
、
「
我
々
に
よ
る
存
在
(
ロ
号
各

IS宇
佐
古
)
」
に
対
す
る
上
述
の
制

限
か
ら
そ
の
性
格
を
授
か
る
が
ゆ
え
に
、
フ
ユ
シ
ス
は
こ
こ
で
テ
ク

ネ
i
の
方
か
ら
理
解
さ
れ
て
い
る
。
[
一
ア
ク
ネ
!
と
フ
ユ
シ
ス
の
〕
こ

の
よ
う
な
連
関
は
、
具
体
的
な
制
作
実
践
に
お
い
て
も
示
さ
れ
る
。
す

な
わ
ち
我
々
は
、
制
作
実
践
の
際
に
我
々
が
必
要
と
す
る
質
料

[
H
質

料
A
〕
そ
の
も
の
を
[
予
め
]
す
で
に
製
造
し
て
し
ま
う
こ
と
を
試
み

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
は
、
こ
の
資
料
〔
H

質
料
A
]
の

製
造
の
際
に
必
要
と
さ
れ
る
質
料
〔
H

質
料
B
]
も
ま
た
、
そ
れ
自
体

が
す
で
に
し
て
、
門
下
」
の
質
料
B
に
〕
先
行
す
る
よ
う
な
行
為
の
産
物

で
あ
り
え
る
。

さ
て
、
も
っ
と
も
こ
う
し
た
反
復
は
無
隈
遡
行
(
認
可
a
h
S
宮

凡
も
さ
と
ミ
)
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
何
故
な
ら
無
眼
遡
行
に
よ
っ

て
、
ヒ
ュ
レ
!
と
い
う
概
念
は
そ
の
意
味
を
失
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な

る
か
ら
だ
。
と
い
う
の
も
、
産
出
す
る
こ
と
と
は
〈
前
も
っ
て
見
出
さ

れ
て
い
る
質
料
(
江
口
さ
誌
忌
r
v
g
去
三

osc
に
形
を
与
え
る
こ
と
〉

を
意
味
し
て
い
る
。
質
料
が
持
つ
「
前
も
っ
て
見
出
さ
れ
て
い
る
こ
と

(
〈
。
吋
出
口
患
の
惇
畏
)
」
や
(
〈
。
同
問
。
問
。
宮
阿
佐
立
件
)

格
は
、
も
し
「
第
一
貫

(
8
5
7向呉
0
3円)」
i

こ
の

の
原
閣
は
人
間
に
よ
る
テ
ク
ネ
ー
で
は
な
い
i

と
い
う
も
の
が
存
在
し

な
け
れ
ば
、
失
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の

よ
う
な
「
第
一
質
料
」
も
ま
た
、
依
然
と
し
て
テ
ク
ネ
i
の
方
か
ら
理

解
さ
れ
て
い
る
。
何
故
な
ら
「
第
一
質
料
」
と
は
、
〈
人
間
の
制
作
行

為
が
先
所
与
的
な
も
の
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
〉
の
地
平
に
お
い
て
の

み
形
成
さ
れ
る
限
界
概
念
で
あ
る
か
ら
だ
。
で
あ
る
が
ゆ
え
、
こ
の
「
第

一
質
料
」
と
い
う
概
念
に
よ
り
、
す
で
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
で
は
、
狭

義
の
ブ
ユ
シ
ス
の
経
験
に
お
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
〈
先
所
与
的
な
も
の
〉

を
〈
制
作
さ
れ
た
も
の
〉
に
変
換
す
る
こ
と
を
人
間
の
実
、
践
の
目
標
に

す
る
こ
と
の
近
代
的
な
可
能
性
が
と
う
の
昔
に
準
備
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。ま

さ
し
く
こ
の
よ
う
な
[
近
代
的
な
〕
可
能
性
こ
そ
は
、
根
源
的
に

し
て
広
義
の
ブ
ユ
シ
ス
の
i
気
分
に
即
し
た
j

経
験
の
中
に
具
わ
っ
て

い
な
い
も
の
で
あ
る
。
二
つ
の
フ
ュ
シ
ス
経
験
に
は
、
こ
う
し
た
徹
底

的
な
相
違
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
と
は
い
え
両
者
の
開
に
は
、
あ

る
連
関
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
何
故
に
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
狭
義
の
フ
ュ
シ
ス
に
関
す
る
彼
の
分
析
を
以
て
し

て
、
〈
初
期
ギ
リ
シ
ア
の
思
想
家
た
ち
が
一
一
一
一
口
う
「
驚
き
」
が
、
そ
れ
に

関
係
し
て
い
た
と
こ
ろ
の
フ
ュ
シ
ス
〉
〔
す
な
わ
ち
広
義
の
フ
ユ
シ
ス
]

に
つ
い
て
語
る
こ
と
を
要
求
し
え
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
、

い
も
の
に
な
る
か
ら
だ
。

と
し五

フ
ュ
シ
ス
と
い
、
っ
、

フ
ュ
シ
ス
の
二
つ
の
把
握
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を
結
び
合
わ
せ
て
い
る
も
の
は
、
「
質
料
の
先
所
与
性
(
任
。

ぎ
G
o
m
o
gロ
昨
日
同
号
∞
翠
三
o
S
Z
)
」
と
い
う
経
験
に
お
い
て
、
今
し
方

す
で
に
示
さ
れ
て
い
た
。
質
料
j

少
な
く
と
も
「
第
一
質
料
」

i
は
、
我
々

の
「
能
動
性
(
〉
宮
正
装
)
」
に
よ
る
産
物
で
は
な
い
と
す
れ
ば
、
質

料
が
我
々
に
現
出
し
う
る
の
は
、
た
だ
我
々
が
、
自
ら
の
「
受
動
的
な

体
制

(
2
5
苦
8
5〈
q
p
g
g
m
)
」
に
よ
り
、
こ
の
現
出
に
対
し
て
準

備
し
て
お
り
、
開
か
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
の
み
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

質
料
と
の
出
会
い
が
我
々
を
襲
い
、
我
々
に
「
降
り
か
か
る

(
三
ふ
司
皆
同
時

g)」
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
我
々
は
賞
科
を
経
験
し
う
る

の
だ
。
コ
・
:
に
〕
降
り
か
か
る
こ
と
(
者
広
男
世
町
誌
は
)
」
に
対
応
す
る

ギ
リ
シ
ャ
語
は
、
「
パ
ト
ス
(
、
ミ
ざ
と
」
で
あ
る
。
「
降
り
か
か
る
こ
と
」

で
あ
る
と
い
う
性
格
は
し
か
し
な
が
ら
、
様
々
な
気
分
に
も
ー
そ
の
中

に
は
タ
ウ
マ
ゼ
イ
ン
と
い
う
気
分
も
あ
る
わ
け
だ
が
i

備
わ
っ
て
い
る

も
の
で
あ
る
。
か
く
て
〈
広
義
の
自
然
に
関
す
る
、
初
期
ギ
リ
シ
ャ
的

に
し
て
詩
的
な
経
験
〉
と
〈
狭
義
の
自
然
に
関
す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

的
な
経
験
〉
の
紐
帯
を
な
し
て
い
る
も
の
は
、
パ
ト
ス
的
性
格
で
あ
る
。

二
つ
の
フ
ユ
シ
ス
経
験
の
間
に
こ
う
し
た
内
的
連
関
が
存
在
す
る
な

ら
ば
、
こ
の
こ
と
が
意
味
し
て
い
る
の
は
、
〈
両
フ
ュ
シ
ス
経
験
は
、

そ
の
歴
史
的
展
開
に
お
い
て
、
相
互
に
独
立
的
で
は
あ
り
え
な
い
〉
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
実
際
、
次
の
点
か
ら
見
て
取
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
〈
狭
義
の
フ
ユ
シ
ス
の
経
験
は
典
型
的
な
近
代
的

形
態
を
受
け
入
れ
た
が
、
こ
の
こ
と
は
今
日
に
お
い
て
、
広
義
の
フ
ユ

シ
ス
の
経
験
に
影
響
を
も
た
ら
し
て
い
る
〉
と
い
う
こ
と
だ
。
現
代
の

自
然
と
の
付
き
合
い
方
は
、
少
な
く
と
も
科
学
に
お
い
て
は
、
狭
義
の

フ
ュ
シ
ス
と
関
連
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
こ
の
付
き
合
い
方
は
、
近

代

に

お

い

て

、

く

「

技

術

2
2
E持)」

が
古
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
テ
ク
ネ
ー
か
ら
発
展
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
可

能
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
数
学
化
し
た
自
然
科
学
は
そ
れ
自
体

中
世
後
期
の
唯
名
論
に
始
ま
っ
た
前
近
代
的
な
科
学
の
革
命
的
な
変
容

に
端
を
発
し
て
い
る
。
と
は
い
え
、
こ
の
変
容
の
性
格
に
つ
い
て
、
私

は
示
唆
程
度
の
こ
と
し
か
述
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
そ
れ

は
、
〈
世
界
の
形
相
的
秩
序
に
対
し
て
我
々
の
精
神
は
開
か
れ
て
い
る
〉

と
い
う
プ
ラ
ト
ン
的
な
確
信
が
崩
れ
去
っ
て
し
ま
い
、
そ
し
て
こ
れ
に

よ
り
、
〈
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
制
作
さ
れ
う
る
の
か
l

こ
の
こ
と
を
我
々

が
そ
れ
に
関
し
て
知
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
の
み
を
我
々
は
本
来
理

解
し
う
る
〉
と
い
っ
た
想
定
が
帰
結
す
る
に
至
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る。
か
く
て
近
代
的
な
自
然
科
学
に
お
い
て
は
、
技
術
者
の
発
明
精
神
が

支
配
的
で
あ
る
。
こ
の
発
明
精
神
を
通
じ
て
、
現
代
技
術
が
起
こ
る
よ

り
も
っ
と
以
前
に
、
物
理
学
は
技
術
的
性
格
を
獲
得
し
た
。
そ
し
て
こ

の
こ
と
は
、
物
理
学
的
に
重
要
な
事
態
や
法
則
の
全
て
を
徹
底
的
に
数

学
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
数
学
化
は
、
『
危

機
』
書
に
お
け
る
、
か
の
有
名
な
「
ガ
リ
レ
イ
節
」
(2)
の
中
で
、
フ
ツ

サ
!
ル
が
述
べ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
数
学
化
は
技
術
的
態
度
を
可
能

に
し
、
そ
し
て
こ
の
技
術
的
態
度
に
よ
っ
て
、
か
つ
て
は
「
先
所
与
的

(g持
品
。

σg)」
に

し

て

「

前

も

っ

て

見

出

さ

れ

て

い

る

(
〈

2
m
o
p民
g)」
質
料
で
あ
っ
た
も
の
の
領
域
の
中
、
そ
の
一
層
広
い

範
囲
を
人
間
に
よ
る
製
造
の
産
物
に
変
え
て
い
く
こ
と
が
実
現
す
る
。

〔
し
か
し
な
が
ら
、
]
我
々
の
様
々
な
可
能
性
は
時
間
・
空
間
的
に
限

ら
れ
て
い
る
た
め
、
こ
の
実
現
が
、
の
た
め
に
必
要
と
な
る
先



(〈。話。問。ゲ
8
2
罵

a
g包
)
の
す
べ
て
が
、
い
つ
の
日

に
か
、
人
間
に
よ
り
製
造
可
能
な
も
の
に
な
り
う
る
〉
と
い
っ
た
こ
と

を
意
味
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
し
か
し
決
定
的
に
重
大
で
あ
る
の

は
、
我
々
の
諸
可
能
性
が
こ
の
よ
う
に
事
実
的
に
制
限
さ
れ
て
い
る
か

ら
と
い
っ
て
、
次
の
よ
う
な
可
能
性
が
我
々
か
ら
奪
わ
れ
る
こ
と
は
な

い
と
い
う
こ
と
だ
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
〈
我
々
は
原
理
的
に
は
、
あ

ら
ゆ
る
質
料
を
製
造
可
能
な
も
の
と
し
て
考
察
し
う
る
の
で
あ
り
、
ま

た
こ
の
よ
う
な
視
点
に
基
づ
き
、
我
々
の
技
術
的
な
実
践
の
際
に
は
、

「
前
も
っ
て
見
出
さ
れ
る
も
の
(
〈
。
民
民
日
付
宮
∞
)
」
の
全
て
を
「
我
々

に
よ
っ
て
産
出
さ
れ
る
も
の
(
兄
君
器
」
R
O
D
S
回
国
0
2
0
晶
忌
g
c
v
g
)
」

へ
変
容
す
る
こ
と
を
以
て
、
あ
ら
ゆ
る
先
所
与
物
(
〈
2
m
o
m
o
s
s∞)

と
の
我
々
の
付
き
合
い
方
の
究
棟
目
的
i

す
な
わ
ち
テ
ロ
ス

20吉
出
)

!
と
な
し
う
る
〉
と
い
う
可
能
性
で
あ
る
。
無
論
こ
の
テ
ロ
ス
は
、
我
々

は
常
に
そ
れ
に
近
づ
い
て
い
く
だ
け
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
果
て
し
の
な

い
未
来
に
あ
る
の
だ
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
、
あ
た
か

も
こ
の
テ
口
ス
が
到
達
可
能
で
あ
る
か
の
よ
う
に
し
て
、
技
術
的
な
実

践
を
営
む
こ
と
を
妨
げ
は
し
な
い
。

告然と誕生

も
と
よ
り
〈
す
べ
て
の
平
前
も
っ
て
見
出
さ
れ
る
も
の
」
を
制
作
さ

れ
た
も
の
へ
と
変
容
さ
せ
る
〉
と
い
う
テ
ロ
ス
は
、
思
念
さ
れ
る
目
標
、

つ
ま
り
は
「
観
念
的
(
広
め
払
)
」
な
表
象
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
目
標
は

現
実
に
は
到
達
不
可
能
だ
か
ら
だ
。
近
代
の
技
術
が
こ
の
無
限
に
隔
て

ら
れ
た
目
標
へ
と
一
歩
一
歩
近
づ
こ
う
と
絶
え
ず
力
を
尽
く
す
中
、

我
々
は
次
の
よ
う
に
行
動
す
る
。
す
な
わ
ち
我
々
は
、
あ
た
か
も
こ
の

我
々
に
と
っ
て
有
限
で
到
達
可
能
な
距

7 

離
に
あ
る
自
標
と
同
じ
性
質
を
具
え
て
い
る
か
の
よ
う
に
行
動
す
る
の

だ
。
現
代
世
界
に
お
け
る
我
々
の
振
る
ま
い
の
全
形
式
は
i

そ
の
振
る

ま
い
の
形
式
に
お
い
て
は
、
あ
る
「
理
念
的
(
広

g
C」
な
目
標
が
、
あ

た
か
も
現
実
に
到
達
可
能
で
あ
る
か
の
よ
う
に
し
て
、
実
践
に
と
っ
て

の
効
力
を
持
つ
わ
け
で
あ
る
が
i

『
危
機
同
書
に
お
け
る
フ
ッ
サ

i
ル

の
術
語
を
自
由
に
叡
り
入
れ
る
な
ら
ば
、
「
理
念
化
(
包

&52m)」(3)

と
特
徴
づ
け
ら
れ
う
る
も
の
で
あ
る
。
理
念
化
は
我
ら
が
時
代
の
刻
印

な
の
で
あ
る
。

現
代
技
術
の
進
展
を
通
じ
て
製
造
実
践
が
理
念
化
さ
れ
る
に
伴
い
、

「
降
り
か
か
る
こ
と
(
ヨ
号
広
島
吉
田
)
」
の
活
力
は
i

こ
の
「
降
り
か

か
る
こ
と
」
[
の
経
験
〕
に
お
い
て
は
、
質
料
は
我
々
に
対
し
て
「
前
も
っ

て
見
出
さ
れ
る
も
の
」
と
し
て
現
れ
て
く
る
の
だ
っ
た
が
i

し
だ
い
に

生
彩
を
欠
く
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
狭
義
の
フ
ユ
シ
ス
理

解
に
属
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
〈
「
降
り
か
か
る
こ
と
」
の
意
識
〉
と
い

う
経
験
の
源
泉
が
干
上
が
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
そ

こ
か
ら
広
義
の
ブ
ユ
シ
ス
理
解
が
生
じ
て
く
る
よ
う
な
経
験
に
と
っ
て
、

次
の
よ
う
な
帰
結
を
も
た
ら
さ
ず
に
は
お
か
な
い
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、

〈
タ
ウ
マ
ゼ
イ
ン
と
い
う
「
降
り
か
か
る
こ
と
」
に
よ
る
震
揺
が
消
滅

し
て
い
く
〉
と
い
う
帰
結
で
あ
る
。
と
は
い
え
他
方
で
は
、
現
代
の
[
科

学
的
]
研
究
は
、
支
配
的
と
な
っ
た
技
術
者
精
神
に
よ
り
革
命
的
に
そ

の
形
態
を
変
容
さ
せ
な
が
ら
も
、
な
お
依
然
と
し
て
、
そ
れ
自
身
は
哲

学
的
な
驚
嘆
か
ら
発
し
て
き
た
古
代
の
学
問
の
遺
産
を
相
続
し
て
い
る
。

か
の
驚
嘆
か
ら
生
じ
、
元
来
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
以
外
の
他
の
ど
の
よ

う
な
文
化
に
お
い
て
も
我
々
が
出
会
う
こ
と
の
な
い
よ
う
な
、
普
通
的

に
し
て
理
論
的
な
好
奇
心
は
、
現
代
の
学
者
に
お
い
て
も
今
な
お
見
て



取
ら
れ
る
。

に

も

か

か

わ

ら

ず

、

に

そ

の

源

を

発

す

る

〉

と
い
う
古
代
に
な
さ
れ
た
主
張
は
、
存
在
者
一
般
の
現
出
の
現
代
的
な

経
験
に
と
っ
て
は
|
哲
学
者
に
お
い
て
さ
え
も
i

ま
す
ま
す
そ
の
説
得

力
を
喪
失
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
展
開
に
と
っ
て
本
来
的
な
根
拠
と

な
っ
て
い
る
の
は
、
理
念
化
の
精
神
で
あ
る
。
理
念
化
の
精
神
に
よ
っ

て
、
科
学
・
技
術
的
進
歩
が
、
「
降
り
か
か
る
こ
と
」
の
中
に
あ
る
、

当
の
科
学
・
技
術
的
進
歩
の
根
源
的
な
動
機
づ
け
の
源
泉
か
ら
、
ま
す

ま
す
遠
ざ
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
こ
の
源
泉
と
の
結
び
つ
き
な
く
し
て

は
、
科
学
・
技
術
的
進
歩
は
、
理
念
化
の
傾
向
に
独
占
的
に
支
配
さ
れ
、

あ
ら
ゆ
る
「
規
範
(
豆
島
と
を
喪
失
し
て
し
ま
う
。
理
念
化
の
テ
口

ス
は
、
果
て
し
の
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
。
「
降
り
か
か
る
こ
と
」

に
お
い
て
は
、
我
々
の
経
験
の
有
限
性
が
通
告
さ
れ
る
。
進
歩
の
規
範

喪
失
に
よ
っ
て
、
多
く
の
批
判
的
な
考
え
方
の
持
ち
主
は
、
進
歩
と
結

び
つ
い
た
す
べ
て
の
有
り
余
る
生
活
上
の
快
適
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

進
歩
を
ば
か
げ
た
こ
と
と
見
な
す
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
他
方
で
は
、

徹
底
的
に
環
境
保
全
に
つ
い
て
考
え
て
い
る
者
に
お
い
で
さ
え
も
、
誰

も
本
気
で
人
類
史
の
前
技
術
的
段
階
へ
と
戻
り
た
い
と
は
思
っ
て
い
な

い
こ
と
は
、
こ
れ
を
疑
い
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
現
代
に
ふ
さ
わ
し

い
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
唯
一
の
課
題
は
、
〈
果
て
し
の
な
い
も
の
に

向
か
っ
て
絶
え
ず
進
展
し
て
い
く
技
術
化
の
進
行
が
規
範
喪
失
に
陥
る

こ
と
を
訪
止
し
、
「
指
針
と
な
る

z
s
m
o
Z
Eご
と
こ
ろ
の
「
降
り

か
か
る
こ
と
」
の
中
に
、
「
[
我
々
を
〕
促
す
拠
り
所
(
旨
昏
島
こ
を

探
し
も
と
め
る
〉
と
い
う
こ
と
に
の
み
あ
る
。
こ
こ
で
私
は
「
〉

5mw目立

と
い
う
ド
イ
ツ
語
を
二
重
の
意
味
で
用
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
語

は
、
「
ど
ち
ら
へ
向
か
う
べ
き
か
の
目
印

(03口
氏

8
5
m由
自
民
ぽ
)
」
を

指
す
と
同
時
に
、
〔
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
]
投
し
去
る
、
す
さ
ま
じ
い
運

動
が
そ
こ
で
停
止
し
う
る
と
こ
ろ
の
「
確
聞
と
し
た
も
の

(
o
g
S

M
U
2
5
Z包
g)
」
を
も
表
し
て
い
る
の
だ
。

我
々
は
、
[
吉
代
に
お
い
て
生
き
生
き
と
し
て
い
た
]
哲
学
的
驚
嘆

の
経
験
が
い
ま
だ
に
な
お
生
き
生
き
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
確
信

を
も
つ
こ
と
が
で
き
な
い
。
だ
か
ら
我
々
は
、
{
我
々
に
]
規
範
を
与

え
て
く
れ
る
よ
う
な
、
[
哲
学
的
驚
嘆
と
は
〕
別
の
「
降
り
か
か
る
こ
と
」

を
探
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
技
術
的
進
展
と
共
に
現
れ

る
理
念
化
に
よ
る
、
意
味
の
喪
失
に
抗
す
る
よ
う
な
経
験
は
、
は
た
し

て
存
を
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
ド
イ
ツ
の
詩
人
で
あ
る
ヘ
ル
ダ
i
リ
ン
の

有
名
な
開
い
、
す
な
わ
ち
「
地
上
に
規
範
は
あ
る
の
か
」
(
4
)
と
い
う
問

い
を
立
て
る
こ
と
は
、
ま
す
ま
す
怠
々
如
律
令
と
な
る
。
技
術
的
制
作

の
質
料
と
の
交
渉
の
領
域
の
中
で
は
、
日
下
求
め
ら
れ
て
い
る
「
降
り

か
か
る
こ
と
」
は
観
察
さ
れ
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
領
域
内
で
は
、
「
前

も
っ
て
見
出
さ
れ
る

(g島
民

ry)」
各
質
料
は
理
念
化
に
基
づ
い
て

い
る
の
で
、
そ
れ
ら
は
た
だ
か
ろ
う
じ
て
、
〈
制
作
さ
れ
た
或
る
も
の

へ
と
転
換
す
べ
く
、
原
理
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
〉
と
し
て
の
み

現
出
す
る
か
ら
だ
。
こ
の
領
域
に
お
い
て
は
、
「
我
々
に
よ
る
現
出

(
U員
各
ゐ
5
1
F
2
Z
3
8
)
」
へ
の
変
容
か
ら
逃
れ
ら
れ
る
よ
う
な
「
自

ず
か
ら
の
現
出

2
8
g話
器
民
自
門
的
。
耳
目

g)」
は
、
存
在
し
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
す
べ
て
の
も
の
は
、
果
て
し
な
き
も
の
へ
と
進
展
し
て

い
く
理
念
化
作
用
の
吸
引
力
の
下
に
引
き
込
ま
れ
る
。

の
交
渉
は
テ
ク
ネ

i
に
導
か
れ
た
制
作
に
属
し
て
い
る
の



E当然と誕生

で
、
我
々
は
こ
の
交
渉
を
通
し
て
狭
義
の
自
然
の
経
験
へ
と
差
し
向
け

ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
我
々
は
、
「
[
我
々
に
]
規
範
を
与
え
て
く

れ
る
よ
う
な
、
標
準
的
(
自
色
t
m
o
g民
)
い
な
「
降
り
か
か
る
こ
と
」

を
広
義
の
自
然
の
経
験
の
領
域
に
お
い
て
探
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
よ
う
な
「
降
り
か
か
る
こ
と
」
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
す
れ
ば
、
我
々

は
、
[
「
地
上
に
規
範
は
あ
る
の
か
」
と
い
う
]
ヘ
ル
ダ
i
リ
ン
の
開
い

と
関
連
す
る
何
ら
か
の
答
え
を
見
つ
け
出
せ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
う

し
た
状
況
に
お
い
て
、
「
自
然

(zog叫
)
」
と
い
う
概
念
は
、
我
々
に

あ
る
ひ
と
つ
の
道
を
指
し
示
し
う
る
も
の
だ
。
ラ
テ
ン
語
の
名
詞
「
ナ

ト
ゥ
!
ラ

(
S
S
Eこ
は
、
「
生
ま
れ
る
こ
と
(
問
。
σ
2
8
g
oえ
8
)
」

を
意
味
す
る
[
ラ
テ
ン
語
の
〕
動
詞
「
ナ
ス
キ
(
ミ
己
主
」
と
関
係
が

あ
る
。
生
物
の
も
と
で
生
ま
れ
る
こ
と
と
は
、
世
界
に
お
け
る
生
物
の

現
出
と
い
う
「
生
起
(
凸
g
各
ovg)
」
で
あ
る
。
人
間
の
も
と
で
も
起

こ
る
、
こ
の
よ
う
な
生
起
を
現
象
学
的
に
記
述
す
る
た
め
に
は
、
我
々

は
、
こ
の
生
起
が
そ
の
つ
ど
第
一
人
称
に
お
い
て
i

す
な
わ
ち
私
に

よ
っ
て
i

経
験
さ
れ
る
仕
方
〔
を
記
述
す
る
こ
と
〕
か
ら
出
発
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
す
で
に
現
象
学
者
た
ち
が
幾
重
に
も
注
意

を
喚
起
し
て
い
る
こ
と
だ
が
、
〈
自
分
の
誕
生
に
よ
っ
て
す
で
に
世
界

の
中
に
現
出
し
て
い
た
と
い
う
事
実
を
私
が
確
か
め
る
こ
と
は
、
原
則

的
に
は
、
た
だ
事
後
的
に
の
み
可
能
で
あ
る
〉
と
い
う
こ
と
も
直
ち
に

日
に
入
っ
て
く
る
。
こ
の
こ
と
は
、
私
が
何
ら
関
与
せ
ず
と
も
、
私
自

身
の
誕
生
が
生
起
し
た
と
い
う
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
?
」
の
世

に
生
ま
れ
て
き
た
い
か
否
か
を
〕
私
は
〔
あ
ら
か
じ
め
〕
尋
ね
ら
れ
る

こ
と
な
ど
一
切
あ
り
え
ぬ
ま
ま
、
誕
生
は
私
に
降
り
か
か
っ
た
と
い
う

わ
け
だ
。

9 

私
が
私
自
身
を
す
で
に
生
ま
れ
た
も
の
と
し
て
前
も
っ
て
見
出
す
場

、
私
は
こ
の
経
験
の
事
後
性
に
よ
っ
て
、
あ
る
先
所
与
性
に
行
き
当

た
る
。
そ
の
先
所
与
性
は
、
質
料
の
そ
れ
と
は
異
な
り
、
制
作
可
能
性

に
変
換
さ
れ
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
私
自
身
の
実
存
の

i

誕
生
と
い
う
仕
方
で
の
i

先
所
与
性
は
、
一
質
料
的
性
格
を
も
っ
て
い

な
い
か
ら
だ
。
そ
れ
ゆ
え
、
私
が
生
ま
れ
で
あ
る
こ
と
が
、
そ
こ
に
お

い
て
先
所
与
性
と
し
て
止
揚
不
可
能
な
仕
方
で
私
に
現
れ
る
と
こ
ろ
の

「
降
り
か
か
る
こ
と
」
は
、
一
ア
ク
ネ
!
の
領
域
に
は
属
さ
な
い
し
、
狭

義
の
自
然
の
経
験
の
領
域
に
も
属
な
さ
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
広
義
の

ブ
ユ
シ
ス
、
す
な
わ
ち
現
出
一
般
の
自
己
吏
新
へ
の
、
私
の
原
本
的
な

接
近
通
路
で
あ
る
。
根
源
的
な
意
味
に
お
け
る
フ
ユ
シ
ス
の
理
解
に
対

し
て
誕
生
経
験
が
も
っ
、
こ
う
し
た
範
例
的
な
意
義
の
ゆ
え
に
、
字
義

通
り
言
え
ば
「
生
ま
れ
る
こ
と
」
を
指
す
「
ナ
ト
ゥ

i
ラ
」
と
い
う
一
一
一
一
口

葉
が
ブ
ユ
シ
ス
の
ラ
テ
ン
語
訳
と
な
っ
た
こ
と
は
、
単
な
る
錦
然
で
は

な
か
っ
た
。

現
象
学
的
に
考
察
さ
れ
る
な
ら
ば
、
誕
生
は
、
広
義
の
フ
ュ
シ
ス
の

非
哲
学
的
な
経
験
の
ー
し
た
が
っ
て
ま
た
、
自
己
更
新
す
る
現
出
に
対

す
る
驚
異
の
i

本
来
的
な
範
例
で
あ
る
。
「
現
出
(
開
門
閉
め
V
0
5
8こ
と

は
i

も
し
我
々
が
[
ド
イ
ツ
語
に
お
け
る
沼
門
的
$
0
5
8」
と
い
う
〕

こ
の
言
語
的
表
現
、
及
び
[
ド
イ
ツ
語
以
外
の
〕
他
の
イ
ン
ド
・
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
諸
語
に
お
い
て
こ
れ
に
相
当
す
る
表
現
を
穏
総
と
し
て
で
は
な

い
仕
方
で
理
解
す
る
な
ら
ば
i

〈
存
在
者
が
覆
議
性
(
点
号
2
m
g
v畠
)

か
ら
歩
み
出
て
、
明
る
み
に
出
る
こ
と
〉
を
意
味
す
る
。
不
断
に
自
己

自
身
を
占
更
新
す
る
存
在
者
の
現
出
が
ひ
と
つ
の
驚
異
と
し
て
経
験
さ
れ

る
こ
と
は
、
自
己
更
新
が
覆
蹴
性
か
ら
生
じ
出
る
こ
と
か
ら
も
説
明
さ



ハ
リ

ー

れ
る
。
初
め
て
世
界
の
舞
台
に
現
れ
る
人
間
は
、
母
胎

関
を
離
れ
去
っ
て
き
た
の
で
あ
る
l

技
術
化
が
行
わ
れ
る
以
前
の
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
、
誕
生
は
か
く
描
写
さ
れ
て
い
た
わ
け
だ
が
、
も

し
我
々
が
さ
し
あ
た
り
、
こ
う
し
た
[
昔
な
が
ら
の
]
描
官
?
と
間
様
の

仕
方
で
誕
生
を
表
現
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
今
述
べ
た
「
覆
蔵
性
か
ら
生

じ
出
る
」
と
い
う
こ
と
は
ま
さ
し
く
、
誕
生
を
も
特
徴
づ
け
て
い
る
。

人
間
は
母
胎
の
中
で
「
覆
蔵
さ
れ
て
い
る

(g号
2
m
gこ
だ
け
で
は

な
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ま
た
「
蔵
し
壁
わ
れ
て
い
る

(
m
o
g品

g)」。

す
な
わ
ち
人
間
は
、
新
た
に
生
ま
れ
る
も
の
が
世
界
の
明
る
い
開
け
に

お
い
て
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
諸
々
の
危
険
か
ら
守
ら
れ
て
い
た
の

だ
。
ド
イ
ツ
語
に
お
い
て
は
「
覆
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
(
芯
号
2
m
O
5
2同)」

と
「
蔵
し
匿
わ
れ
て
い
る
こ
と
(
0
0
ぎ
話
。
昏
怠
ご
と
の
内
的
連
関
は
、

一
言
語
的
に
も
聞
き
取
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
[
胎
児
が
〕
母
胎
の
中
に
蔵

し
底
わ
れ
て
い
る
状
態
か
ら
、
世
界
の
開
け
に
お
い
て
新
生
児
が
む
き

出
し
に
な
る
状
態
へ
と
極
端
に
移
行
す
る
ゆ
え
に
、
技
術
化
が
行
わ
れ

る
以
前
の
伝
統
で
は
、
母
の
陣
痛
も
ま
た
、
〔
人
々
が
]
理
解
可
能
で

あ
り
、
受
け
入
れ
る
こ
と
の
で
き
る
事
柄
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
。

マ
ル
テ
ィ
ン
・
ハ
イ
デ
ガ

i
は
、
「
自
由

(
F
2
Z昨
)
」
が
、
古
い

ド
イ
ツ
語
の
用
法
で
は
「
開
け

(OB昏
誌
と
を
意
味
す
る
こ
と
を

思
い
起
こ
さ
せ
た
。
自
ら
の
誕
生
に
よ
り
、
私
が
到
達
し
た
〈
明
る
さ

に
よ
っ
て
満
た
さ
れ
た
開
け
〉
と
は
本
来
的
に
、
世
界
の
中
で
の
行
為

に
お
い
て
現
実
的
に
現
出
す
る
に
到
っ
た
自
由
の
次
元
で
あ
る
。
ハ
ン

ナ
・
ア

i
レ
ン
ト
が
つ
ま
び
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
自
由

の
本
質
は
、
先
所
与
的
な
〈
ふ
る
ま
い
の
範
型
〉
か
ら
逸
脱
し
て
、
私

が
新
し
い
何
か
を
は
じ
め
る
可
能
性
、
す
な
わ
ち
l

語
の
強
調
さ
れ
た

意
味
に
お
い
て
!
「
始
ま
り
(
〉
ロ
貯
岡
高
)
を
作
り
出
す
可
能
性
を
も

つ
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
可
能
性
を
私
は
「
自
分
が
生
ま
れ
で
あ
る
こ
と
」

に
負
う
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ど
ん
な
に
頻
繁
に
私
が
新
し
い
何
か
を

は
じ
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
と
も
、
そ
の
た
め
に
は
私
は
、
力
と
イ
ン

ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
i

し
か
も
私
は
こ
う
し
た
力
や
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ

ン
に
関
し
て
、
そ
れ
ら
が
私
自
身
に
負
う
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
知
っ

て
い
る
l

を
必
要
と
す
る
か
ら
だ
。
こ
の
こ
と
を
表
す
意
味
深
長
な
諾

が
ド
イ
ツ
語
に
は
あ
る
。
「
思
い
つ
き
(
出
口
度
目
)
」
と
い
う
の
が
そ
れ

で
あ
る
。

現
実
的
に
新
し
い
何
か
を
は
じ
め
る
た
め
に
は
、
私
は
あ
る
思
い
つ

き
、
す
な
わ
ち
私
の
中
で
「
襲
い
か
か
っ
て
i

来
る
(
江
中
在
日

g)」

と
こ
ろ
の
行
為
の
動
機
に
頼
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
「
思
い
つ
き
/

来
i
襲
(
開
早
在
日

g)」
は
、
私
の
人
生
に
お
け
る
時
間
上
の
始
ま
り

で
あ
る
誕
生
と
同
様
の
「
降
り
か
か
る
こ
と
」
で
あ
る
し
、
ま
た
そ
れ

は
、
〈
思
い
つ
き
が
す
で
に
私
の
も
と
に
や
っ
て
き
た
後
で
は
じ
め
て
、

私
は
当
の
思
い
つ
き
に
気
づ
き
う
る
〉
と
い
う
点
で
も
誕
生
と
似
通
っ

て
い
る
。
し
か
も
こ
の
事
後
性
に
は
、
次
の
事
柄
が
属
し
て
い
る
。
す

な
わ
ち
そ
れ
は
、
私
の
行
為
に
と
っ
て
の
新
し
い
創
意
が
、
そ
こ
か
ら

私
に
「
襲
い
か
か
っ
て
き
た
」
と
こ
ろ
の
場
所
、
す
な
わ
ち
新
し
い
も

の
の
由
来
た
る
場
所
は
、
私
に
と
っ
て
は
、
取
り
消
す
こ
と
の
で
き
な

い
よ
う
な
仕
方
で
暗
い
ま
ま
で
あ
り
続
け
る
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
う
し

た
意
味
で
は
、
す
べ
て
の
真
正
な
始
ま
り
は
「
再
生
誕

(50庁
指
各
室
こ

で
あ
る
。
諸
々
の
始
ま
り
は
自
由
の
出
来
事
だ
が
、
そ
れ
ら
は
〈
最
初

の
誕
生
と
い
う
自
然
の
出
市
を
遡
行
的
に
指
し
示
し
て
い
る
。
こ

の

の

誕

生

と

い

う

〕

っ

て

、

私

は

自

ら

の

行

為

の



自然と誕生

自
由
の
開
か
れ
た
次
元
の
中
へ
と
放
り
出
さ
れ
、
「
放
免
さ
れ
た

soFM刷。山富∞
g)」
の
で
あ
る
。
新
生
児
が
そ
こ
か
ら
出
て
来
る
場
所

す
な
わ
ち
母
胎
の
内
部
が
覆
蔵
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
ま

さ

に

、

新

た

な

る

「

始

め

る

こ

と

が

で

き

る

こ

と

(
〉
ロ
沙
問
話
。
島

0
8
8
)
」
、
換
一
一
目
す
れ
ば
、
新
た
な
人
間
の
実
存
の
開
け

が
可
能
に
な
る
。

私
の
「
始
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
」
を
可
能
に
す
る
も
の
と
し
て

の
〈
私
の
誕
生
〉
に
よ
っ
て
、
私
は
で
H
我
(
州
各
)
」
と
し
て
世
界
に

到
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
自
我
は
、
行
為
に
お
け
る
創
始
者
と
し
て
、

当
の
自
我
を
他
の
い
か
な
る
自
我
と
も
代
替
不
可
能
な
も
の
に
す
る
よ

う
な
性
格
を
獲
得
す
る
。
た
だ
誕
生
に
よ
っ
て
の
み
、
私
は
「
他
で
は

な
い
こ
れ

(
&
2
2
5見
出
B
5
8号
お
円
)
」
に
、
交
換
不
可
能
な
「
誰
か

(
』

0
5
8仏
)
」
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
誕
生
以
来
、
人
間
に
は
、
そ

の
人
を
他
人
か
ら
一
区
別
す
る
よ
う
な
某
か
の
特
性
が
、
生
涯
に
わ
た
っ

て
〔
他
の
伺
様
の
特
性
と
]
共
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
私
は
、

た
だ
そ
の
よ
う
な
人
間
と
し
て
の
み
、
そ
れ
ら
の
特
性
を
変
様
さ
せ
る

可
能
性
を
も
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
あ
る
人
間
が
誕
生
し
た
と
き
か
ら
、

そ
の
人
独
自
の
諸
特
性
を
備
え
て
い
る
の
は
偶
然
に
よ
る
わ
け
で
あ
る

が
、
こ
う
し
た
偶
然
を
受
け
入
れ
る
心
構
え
が
古
来
、
誕
生
経
験
の
事

後
性
に
属
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
我
々
人
間
は
、
「
自
然
本
性

(Zω
宮叫)」

な
る
構
成
要
素
と
「
自
由
な
鱒
性
信

2
1急
宝
合
住
接
こ
な
る
構
成

要
素
か
ら
合
成
さ
れ
て
で
き
あ
が
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
こ
の
両
方

の
側
面
は
、
互
い
に
相
補
的
な
関
係
に
あ
る
。
つ
ま
り
始
め
る
こ
と
は
、

暗
い
覆
蔵
性
か
ら
の
「
解
放

(po仲
間
与
。
こ
を
必
要
と
す
る
し
、
そ
し

て
こ
の
解
放
が
人
間
の
誕
生
で
あ
る
の
は
、
そ
の
解
放
と
共
に
、
「
始

11 

め
る
こ
と
が
で
き
る
こ

な
の
で
あ
る
。

の
次
元
が
開
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み

行
為
に
備
わ
る
自
由
の
多
様
性
に
は
、
制
作
、
す
な
わ
ち
テ
ク
ネ
ー

に
よ
っ
て
導
か
れ
た
「
ポ
イ
エ

l
シ
ス
《
ミ
2
な
)
」
の
可
能
性
が
属

し
て
い
る
。
近
代
に
お
い
て
は
、
上
述
の
科
学
の
展
開
ゆ
え
に
、
制
作

の
領
域
で
は
ポ
イ
エ

i
シ
ス
の
技
術
化
、
す
な
わ
ち
「
生
産

(
暗
号
含
室
。
ロ
)
」
と
い
う
事
態
が
起
こ
る
。
あ
ら
ゆ
る
「
生
の
状
況

(戸

$
8
2
0吾
郎
日
吉
田
お
こ
が
理
念
化
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
の
結

果
と
し
て
、
生
産
は
〈
い
か
な
る
先
所
与
性
を
も
制
作
可
能
性
へ
変
換

す
る
〉
と
い
う
テ
ロ
ス
に
よ
っ
て
導
か
れ
て
い
る
。
理
念
化
の
命
令
の

下
で
は
、
我
々
が
生
ま
れ
で
あ
る
こ
と
と
の
付
き
合
い
方
に
お
い
て
も
、

生
産
の
精
神
は
貫
か
れ
て
い
る
に
違
い
な
い
。
私
が
い
か
な
る
行
為
に

お
い
て
も
、
そ
れ
ゆ
え
技
術
的
な
行
為
に
お
い
て
も
使
用
す
る
最
も
基

本
的
な
先
所
与
性
、
す
な
わ
ち
「
根
源
的
に
前
も
っ
て
見
出
さ
れ
て
い

る
も
の
」
と
は
、
私
の
誕
生
に
よ
り
、
生
、
躍
に
わ
た
っ
て
[
他
の
特
性

と
]
共
に
私
に
与
え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
私
の
自
由
で
あ
る
。
生
産

の
精
神
は
、
こ
の
「
根
源
的
な
先
所
与
性
(
口
2
2
m
o
m
o
g芸
誌
)
」
の

手
前
で
立
ち
止
ま
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
か
く
し
て
理
念
化
に
よ
っ
て
、

「
始
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
」
を
可
能
に
す
る
も
の
〔
す
な
わ
ち
誕
生
]

は
、
そ
れ
自
体
が
技
術
的
な
も
の
に
な
る
。

二
O
世
紀
に
誕
生
が
現
実
的
に
技
術
化
さ
れ
る
以
前
に
、
十
九
世
紀

の
思
想
に
お
い
て
す
で
に
、
こ
の
よ
う
な
〔
誕
生
の
]
技
術
化
に
対
す

て
い
た
。
た
と
え
ば
カ
!
ル
・
マ
ル
ク
ス
は
吋
パ

に
お
い
て
、
子
供
を
出
産
す
る



12 

(間

8
5告
}
同
位
。
ロ
)
」
と
し
て
i

そ
し
て
そ
れ

の

し

て

l

解
釈
し
た
(
5
)
。
こ
の
点
に
お
い
て
、

今
日
ま
で
西
洋
の
我
々
の
も
と
で
は
、
多
く
の
人
が
そ
の
用
語
・
思
考

法
に
関
し
て
、
何
も
考
え
ず
に
彼
に
追
従
し
て
い
る
。
生
ま
れ
て
く
る

こ
と
を
生
産
す
る
こ
と
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
は
、
な
る
ほ
ど
私
自
身

の
誕
生
の
経
験
の
事
後
性
に
関
し
て
何
一
つ
変
更
す
る
こ
と
な
ど
で
き

な
い
し
、
ま
た
私
は
、
私
自
身
の
誕
生
の
生
起
に
先
行
す
る
こ
と
な
ど

で
き
な
い
。
そ
の
限
り
で
は
、
誕
生
に
備
わ
る
「
降
り
か
か
る
こ
と
」

と
し
て
の
性
格
、
す
な
わ
ち
私
自
身
の
「
前
も
っ
て
見
出
さ
れ
る
こ
と
」

[
と
い
う
性
格
〕
は
、
取
り
除
か
れ
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら

私
は
技
栴
的
手
段
を
も
っ
て
し
て
、
他
の
人
間
の
誕
生
を
準
備
す
る
よ

う
な
出
来
事
に
対
し
、
い
わ
ば
{
当
の
人
間
の
]
代
理
と
し
て
介
入
す

べ
く
試
み
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
だ
ろ
う
。
生
ま
れ
で
あ
る
こ
と
と
古

来
結
び
つ
け
ら
れ
て
き
た
先
述
点
て
、
こ
う
し
た
誕
生
の
技

術

化

に

よ

っ

て

、

こ

と

に

な

る

。

す
で
に
技
術
化
が
行
わ
れ
る
以
前
の
時
代
に
も
、
人
間
の
誕
生
を
促

進
し
た
り
、
妨
げ
た
り
す
る
方
法
が
存
在
し
て
い
た
。
誕
生
の
技
術
化

と
は
さ
し
あ
た
り
、
計
商
的
な
操
作
が
、
こ
の
伝
統
的
な
処
霞
法
に
取
っ

て
代
わ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
避
妊
は
「
ピ
ル
」
に
よ
っ
て
新
た
な
時

代
に
入
っ
て
い
る
。
母
胎
の
胎
児
は
、
〔
か
つ
て
は
]
認
識
し
え
な
い

も
の
だ
っ
た
が
、
そ
の
認
識
不
可
能
性
の
暗
さ
は
、
[
今
や
]
レ
ン
ト

ゲ
ン
や
超
音
波
に
よ
る
撮
影
に
よ
っ
て
自
に
見
え
る
も
の
に
な
っ
て
い

る
。
[
そ
れ
ど
こ
ろ
か
〕
試
験
管
内
受
精
に
よ
り
、
胎
児
は
よ
り
一
層

鮮
明
に
見
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
[
し
か
も
そ
の
際
に
〕

始

前

は

、

い

を
し
て
い
る
。
そ
し
て
益
々

早
産
児
の
…
医
療
的
な
看
護
が

こ

の

よ

う

に

し

て

、

人

間

が

蒔

て

世

界

へ

か
ら
生
ま
れ
る
こ
と
〉
か
ら
さ
ら
に
切
り
離
そ
う
と
す
る
傾
向
に
拍
車

が
か
か
っ
て
い
る
の
だ
。
胎
児
の
命
を
よ
り
一
層
平
く
、
よ
り
一
日
明
長

く
母
体
か
ら
命
取
り
出
す
可
能
性
に
伴
っ
て
、
産
み
の
苦
し
み
も
ま
た
、

ま
す
ま
す
そ
の
意
味
を
失
っ
て
き
て
い
る
。
た
と
え
ば
多
く
の
国
で
は
、

帝
王
切
開
は
す
で
に
も
は
や
緊
急
時
の
解
決
策
で
は
な
く
、
ご
く
普
通

の
事
例
と
し
て
実
施
さ
れ
て
い
る
。

試
験
管
内
の
胎
児
の
遺
伝
子
操
作
に
よ
っ
て
、
人
間
が
ク
ロ

i
ニ
ン

グ
さ
れ
る
可
能
性
i

た
と
え
こ
れ
ま
で
は
ま
だ
そ
の
た
め
の
準
備
が
な

く
、
こ
の
よ
う
な
ク
口

i
ニ
ン
グ
は
可
能
で
は
な
か
っ
た
に
せ
よ
!
こ

う
し
た
可
能
性
の
兆
し
が
現
れ
て
き
て
い
る
。
ク
口
、
.Saa--a

ン
人
間
に
よ
っ

て
、
私
自
身
が
初
め
か
ら
様
々
な
特
性
を
備
え
て
い
る
と
い
う
事
態
!

こ
う
し
た
諸
特
性
の
ゆ
え
に
、
行
為
に
お
け
る
創
始
者
と
し
て
の
私
は

他
人
か
ら
区
別
さ
れ
る
わ
け
だ
が
i

は
消
失
し
て
し
ま
う
の
か
も
し
れ

な
い
。
し
か
し
ク
ロ

i
ニ
ン
グ
な
ど
行
わ
な
く
と
も
、
あ
る
人
間
が
誕

生
す
る
際
に
備
え
る
で
あ
ろ
う
儲
性
的
な
特
性
は
、
遺
伝
子
技
術
的
な

手
法
で
胎
児
に
介
入
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
よ
り
一
層
広
い
範
囲
に
お

い
て
、
偶
然
か
ら
切
り
離
さ
れ
う
る
。
技
術
化
が
行
わ
れ
る
以
前
の
時

代
の
人
間
の
根
本
姿
勢
を
支
え
て
い
た
「
偶
然
に
対
す
る
放
下
(
任
。

凸
氏
自
お
ろ
立
仲
間

omg忌
R
号

自

N
ロ
を
}
)
」
は
、
〔
今
や
〕
死
に
絶
え
て

い
く
こ
と
を
宣
仲
一
閃
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
が
、
そ
し
て
そ
れ
に
伴
っ
て
、
ま
さ
し
く
最
も
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に
お
け
る
人
間
の
生
命
に
対
す
る
無
条
件
の

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
怨
の
中
を
貫
く
よ
う
に
な
っ
て
以
来
、
妊
娠
は
神
か
ら

の
不
可
侵
な
賜
り
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
し
、
神
か
ら
の
賜
り

も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
胎
児
か
ら
生
命
を
奪
う
こ
と
は
人
間
に
禁
じ

ら
れ
て
き
た
。
出
生
前
診
断
は
、
[
我
々
に
は
〕
殆
ど
避
け
が
た
い
極

端
な
ケ

i
ス
を
合
意
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
、
ダ
ウ
ン
症
等
の

よ
う
な
、
重
度
の
治
療
不
可
能
な
健
康
上
の
欠
陥
が
確
実
に
予
測
さ
れ

う
る
場
合
に
、
匪
師
の
側
か
ら
胎
児
の
堕
胎
が
勧
め
ら
れ
る
と
い
う

ケ
!
ス
だ
。

誕
生
の
技
術
化
が
苧
ん
で
い
る
、
今
し
方
言
及
し
た
合
意
は
、
先
述

の
観
点
に
対
し
て
、
あ
る
新
た
な
性
質
を
有
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
そ

れ
ら
の
合
意
は
、
誕
生
に
通
ず
る
出
来
事
に
私
が
介
入
す
る
と
こ
ろ
の

他
人
だ
け
に
か
か
わ
る
こ
と
で
は
な
い
か
ら
だ
。
上
述
の
合
意
が
社
会

的
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
な
ら
ば
、
そ
こ
か
ら
、
成
人
と
し
て
の
私
自
身

に
と
っ
て
、
諸
々
の
帰
結
を
引
き
出
す
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
そ
の
最
も

異
様
な
嬬
結
は
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
〈
私
の
誕

生
以
来
備
わ
っ
て
い
て
、
そ
し
て
こ
れ
ま
で
は
変
更
不
可
能
な
も
の
と

み
な
さ
れ
て
い
た
私
自
身
の
諸
特
性
を
私
が
事
後
的
に
変
更
す
る
こ
と

を
妨
げ
る
よ
う
な
も
の
は
、
原
理
的
に
は
も
は
や
何
も
存
在
し
な
い
〉

と
い
う
こ
と
だ
。
外
科
の
技
術
は
、
た
と
え
ば
私
の
性
別
の
よ
う
な
身

体
的
特
性
を
根
底
的
に
変
換
す
る
た
め
の
手
段
を
す
で
に
意
の
ま
ま
に

行
使
し
て
い
る
し
、
脳
科
学
の
技
術
は
、
心

等
の
こ
と
を
行
う
途
上
に
あ
る
。
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て
の
処
置
法
に

お
い
て
、
誕
生
の
技
術
化
に
お
け
る
溜
ま
る
こ
と
の
な
い
[
技
術
的
]

向
上
が
、
く
っ
き
り
と
浮
か
び
上
が
っ
て
い
る
。
果
て
し
な
き
も
の
の

中
に
あ
る
テ
ロ
ス
を
伴
っ
た
理
念
化
の
命
令
の
下
で
は
、
誕
生
の
生
起

を
生
産
へ
変
容
す
る
こ
と
に
限
界
は
存
在
し
な
い
。
誕
生
の
生
起
の
領

域
で
行
わ
れ
る
新
た
な
処
置
法
に
対
し
て
過
去
に
呈
示
さ
れ
た
疑
念
で

あ
ろ
う
と
、
そ
の
[
適
用
範
囲
の
〕
拡
大
に
対
し
、
将
来
予
想
さ
れ
う

る
疑
念
で
あ
ろ
う
と
、
そ
う
し
た
す
べ
て
の
疑
念
は
発
展
の
波
に
よ
っ

て
洗
い
流
さ
れ
て
き
た
し
、
こ
れ
か
ら
も
た
ぶ
ん
洗
い
流
さ
れ
て
い
く

こ
と
だ
ろ
う
。
多
く
の
人
は
今
日
、
こ
の
発
展
が
不
気
味
な
何
か
を
も
っ

て
い
る
と
い
う
感
情
を
も
っ
て
い
る
。
我
々
は
こ
の
感
情
の
中
に
、
技

術
の
進
展
に
対
す
る
人
間
の
正
常
な
保
守
性
の
一
表
現
を
た
だ
単
に
見

て
、
そ
れ
を
哲
学
的
に
は
取
る
に
足
ら
ぬ
も
の
と
み
な
し
て
済
ま
す
こ

と
も
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
不
気
味
さ
の
感
情
は
我
々
に
、
こ
う
考

え
る
よ
う
に
も
促
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
i

も
し
か
し
た
ら
こ
の

感
情
の
本
来
的
な
根
拠
は
、
〈
進
展
の
直
中
に
あ
る
誕
生
の
技
術
化
に

よ
っ
て
、
誕
生
経
験
の
克
販
不
可
能
な
事
後
性
は
、
我
々
に
と
っ
て
重

要
で
な
い
も
の
に
な
り
つ
つ
あ
る
〉
と
い
う
事
実
に
存
し
て
い
る
の
か

も
し
れ
な
い
、
と
。
こ
う
し
た
重
要
性
の
消
失
に
よ
っ
て
、
我
々
は
範

例
的
な
「
降
り
か
か
る
こ
と
」
を
無
視
し
て
し
ま
う
の
だ
!
こ
の
範
例

的
な
「
降
り
か
か
る
こ
と
」
に
よ
っ
て
、
我
々
は
少
な
く
と
も
、
広
義

の
フ
ユ
シ
ス
の
予
感
を
保
持
し
う
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
。

こ
の
予
感
が
消
失
し
て
い
る
場
合
に
は
、
利
得
へ
の
見
通
し
が
か
ろ

う
じ
て
、
現
代
の
自
然
科
学
的
研
究
と
技
術
の
前
進
を
動
機
づ
け
る
こ

と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
利
得
と
は
、
「
誰
か
に
と
っ
て
の
利
得

(
o
g
Z民
N81詰
?
な
苦
言
仏
)
」
で
あ
る
。
我
々
自
身
が
、
我
々
の
「
始



め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
」
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
の
誕

生
の
生
起
を
よ
り
二
騎
手
中
に
収
め
る
場
合
に
は

i
[そ
も
そ
も
〕

〈
我
々
が
誰
で
あ
る
か
〉
と
い
う
こ
と
は
、
我
々
の
「
始
め
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
」
か
ら
明
ら
か
に
な
る
以
上
i

利
得
が
資
す
る
「
誰
か

(rsg仏
)
」
と
は
、
[
一
体
全
体
〕
誰
の
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
オ
ル

ダ
ス
・
ハ
ク
ス
レ
!
が
一
九
三
二
年
に
す
で
に
、
「
す
ば
ら
し
き
新
世
界
』

に
お
い
て
辛
競
な
調
子
で
予
測
し
て
い
た
よ
う
に
、
誕
生
の
完
備
さ
れ

た
操
作
に
よ
っ
て
、
我
々
が
我
々
自
身
の
品
種
改
良
の
対
象
に
な
る
時
、

我
々
に
と
っ
て
何
が
利
得
に
な
る
か
と
い
う
こ
と
が
そ
れ
を
基
に
し
て

読
み
取
ら
れ
う
る
よ
う
な
コ
我
々
を
〕
促
す
拠
り
所
(
〉
忌
怠
こ
は
、

も
は
や
存
在
し
な
い
。
我
々
は
誕
生
の
技
術
化
に
お
い
て
、
先
述
し
た

規
範
を
見
出
す
た
め
に
、
こ
の
日
我
々
を
]
促
す
拠
り
所
」
を
必
要

と
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
こ
う
し
た
規
範
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
、
誕

生
の
生
起
の
領
域
に
お
い
て
人
間
に
容
認
さ
れ
る
操
作
と
容
認
さ
れ
な

い
操
作
を
決
疑
論
的
(
6
)
に
区
別
す
る
試
み
で
あ
る
「
生
命
倫
理
学

(
回
吉
見

E
片
)
」
へ
と
誘
惑
さ
れ
て
し
ま
い
が
ち
だ
。
そ
う
し
た
決
疑
論

的
な
区
別
の
た
め
に
は
、
ひ
と
は
、
人
間
自
身
の
「
自
然
本
性

(Zω
言円)」

に
対
す
る
人
間
の
処
置
権
に
備
わ
る
、
超
時
間
的
に
妥
当
す
る
よ
う
な

規
準
の
何
ら
か
の
範
囲
に
依
拠
し
て
い
る
。
と
は
い
え
、
た
と
え
ど
ん

な
方
途
で
こ
の
よ
う
な
範
囲
を
論
証
的
に
導
出
し
よ
う
と
、
そ
の
す
べ

て

の

試

み

は

挫

折

す

る

べ

て

い

る

の

だ

。
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私
が
こ
れ
ま
で
の
考
察
に
お
い
て
、

に
、
そ
れ
は
専
ら
次
の
こ
と

れ
は
、
我
々
の

規
範
に
つ
い
て
お
話
し
た
際

け
ら
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
そ

ヤ
こ
、
ヴ
も
2
h
y

よ
お
μ
リ
リ
ワ

々
l

一
日
、
品
同

m'
日
J
L
1
庁
長
&
巾
ぴ
千
人

め
の
「
[
我
々
を
〕
促
す
拠
り
所
」
を
提
供
し
て
く
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
。

こ
の
「
[
我
々
を
〕
促
す
拠
り
所
」
か
ら
は
、
い
か
な
る
種
類
の
生
命

倫
理
の
決
疑
論
も
導
出
さ
れ
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
口
我
々
を
]

促
す
拠
り
所
」
の
経
験
は
、
各
々
の
内
容
を
も
っ
誕
生
の
生
起
に
対
す

る
、
進
展
の
渦
中
に
あ
る
技
術
化
に
よ
っ
て
、
空
虚
な
も
の
に
さ
れ
る

か
ら
だ
。
先
述
さ
れ
た
事
例
が
示
し
た
よ
う
に
、
す
べ
て
の
内
容
的
合

意

は

ま

す

ま

す

、

か

の

引

の

]

へ

と

変

容

す

る

こ

と

の
犠
牲
と
な
る
の
で
あ
る
。

の

(
Z
2当
)
を
決
疑
論
的

に
作
成
可
能
で
あ
る
し
、
こ
れ
ら
の
規
準
が
政
治
的
拘
束
性
を
も
つ
よ

う
に
、
立
法
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
を
試
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
彼
ら

は
そ
れ
に
よ
り
、
「
哲
学
者
が
王
に
な
る
べ
し
」
と
い
う
プ
ラ
ト
ン
が

掲
げ
た
要
請
に
原
理
的
に
は
追
従
す
る
よ
う
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

カ
ン
ト
は
そ
の
書
、
『
永
遠
平
和
の
た
め
に
」
に
お
け
る
「
秘
密
追
加

条
項
」
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
i

哲
学
者
が
王
に
な
る
こ
と
は

望
み
え
な
い
が
、
と
は
い
え
お
そ
ら
く
、
哲
学
者
が
公
共
的
に
発
一
一
一
一
口
を

許
さ
れ
る
こ
と
は
望
み
う
る
で
あ
ろ
う
、
と
(
7
)
。
万
一
こ
う
し
た
こ

と
が
起
こ
る
の
で
あ
れ
ば
、
今
日
の
哲
学
者
の
課
題
の
一
つ
は
、
生
命

倫
理
学
的
な
決
疑
論
な
し
に
、
立
法
者
に
彼
自
身
の
誕
生
の
経
験
の
事

後
性
を
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
、
根
源
的
な
広
義
の
フ
ユ
シ
ス
経
験

を
想
起
さ
せ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
、
こ
う
し
た
規
範
の
精
神
が
、

技
術
的
に
最
も
進
ん
で
い
る
産
業
諸
国
家
の
立
法
の
中
に
浸
み
渡
っ
て

い
く
だ
ろ
う
と
い
っ
た
希
望
を
も
つ
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

あ
る
い
は
む
し
ろ
、
我
々
が
将
来
の
人
類
の
た
め
に
規
範
の
欠
如
が
も

た
ら
す
悲
劇
を
懸
念
す
る
必
要
な
ど
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
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具
体
的
な
経
験
的
所
与
か
ら
出
発
し
て
、
理
念
的
対
象
性
を
構

成
す
る
純
粋
な
思
唯
の
働
き
。
日
常
的
に
は
例
え
ば
「
ま
っ
す
ぐ
」

で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
ど
こ
ま
で
も
相
対
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い

が
、
こ
こ
か
ら
我
々
は
理
想
的
な
一
義
的
形
態
に
突
き
進
み
、
考
え

ら
れ
る
限
り
の
不
変
的
檀
限
形
態
を
あ
ら
か
じ
め
描
く
こ
と
が
可
能

で
あ
る
。
『
危
機
晶
一
一
と
で
は
、
歴
史
的
に
は
、
土
地
測
量
に
際
し
て
の

測
量
術
が
そ
れ
自
身
技
術
と
し
て
自
立
し
、
最
終
的
に
幾
何
学
的
実

践
を
生
ん
だ
過
程
と
し
て
描
か
れ
る
。
そ
の
典
型
が
ガ
リ
レ
オ
に
よ

る
自
然
の
数
学
化
で
あ
る
。
理
念
化
は
我
々
の
思
惟
の
構
成
と
し
て
、

ひ
と
つ
の
方
法
に
過
ぎ
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
科
学
的
成
果
を
も
た

ら
し
た
た
め
、
理
念
的
に
構
成
さ
れ
た
世
界
が
絶
対
化
さ
れ
る
。
そ

し
て
、
こ
の
こ
と
は
同
時
に
、
客
観
的
世
界
が
そ
の
意
味
基
底
を
有

す
る
我
々
の
日
常
的
生
活
世
界
を
一
一
義
的
な
も
の
と
な
し
、
人
間
性

の
危
機
を
招
来
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

(
4
)
F
E
E
O門
戸
区
一
忌
遺
志
向
常
事
込
町
・
守
色
町
h
H
N
h

同
町
内
ミ
宅
入
金
指

S
F

同門閉山町・〈・

3
・5
円
四
三
岳
∞
包
話
回
mw叫[口・白・]リ切仏
-
N
V

∞宮公∞白
H
A
一
(
U
E
S
¥
[
由。ル昨

日。印同]穴。
V
M
V
2
M
M
g
o
F
H
h
w
印ゲ

ω
・ω吋
N

・

(5)

〈
吃

-
C円
二
台
宗
一
課
可
常
ー
ヘ
さ
み
丘
町
ミ
ミ
ミ
ミ
む
ロ
誌
な
さ
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b
h句
Nhhこ
~
文
弘
、
広
一
穴
主
玄
白
詩
型
目
。
母
校
何
回
開
口
∞
0
2
0
0的出
B
S戸何回官ゲ
0
2∞件。

〉
Z
O
F
Eロ
∞
切
門
戸
・
ド
山
岳
∞
・

5
8
F∞片岡宮江戸山吋一玄伊良岡田
5
3阿

L
8
5
5
5的
}UO昨日

N
g
g日
付
。
百
円
。
。
号
吋
穴
。
B
g
5
5
2
V
8
3門件。ルハ片岡∞。
3
0
Z日
c
ロロロ仏

5
5
同
口
三
宮
見
詰
円
宮
山
門
誌
明
言
g
a
T注
目
窓
口
問

σ
3
S
N
G邑
3
日付。

5
5白門目立

∞。
N
3
Z
的立閉め
y
o
口
開
5
F
2
2
M
V
同ス
2
0
0
C仲田口町宮門戸仏印・切のユルロ・]芯∞
N
リ∞-

ω
S
s
S
P
な
お
、
本
訳
註
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
大
黒
弘
慈
先
生
〔
京

都
大
学
人
間
環
境
学
研
究
科
〕
に
ご
教
示
頂
い
た
。
こ
の
こ
と
を
こ

こ
に
明
記
す
る
と
と
も
に
、
衷
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。

(6)

も
と
も
と
は
カ
ト
リ
ッ
ク
倫
理
神
学
の
用
語
。
良
心
例
学
と
も
。

宗
教
的
・
道
徳
的
一
般
原
則
は
、
具
体
的
・
個
別
的
な
行
為
と
ま
ま

簡
突
す
る
が
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
個
々
の
事
例
分
析
に
基
づ
い
て

原
則
的
規
範
が
ど
の
よ
う
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
か
を
考
え
る
学
。
規

範
が
適
用
さ
れ
る
模
範
的
事
例
か
ら
出
発
し
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
暖

昧
な
事
例
に
つ
い
て
類
推
的
に
考
察
す
る
と
い
う
方
法
が
採
ら
れ
る
。

(
7
)

〈
札
・
六
回
三
一
N
ミ
ミ
ね
を
お

S

3甘
え
ぬ
誌
、
弓
一
円
き
な
∞
o
Z
8
5
0日芯

∞の可
5
8
∞仏・∞・民同切関・」〉内回目円六
0
3∞日時
n
y
M
M
g
c
笠
宮
町

g
〉}内誌の
5
5
m
W円

当日回国

g
宮
町
出
向
・
∞
昆
5
5・戸
ofNHmSNω
ゆ∞・

ω
g・

著
者
の
ク
ラ
ウ
ス
・
ヘ
ル
ト
教
授
(
草
色
尽
き
由
民
0
5
)
は
現
在
、
ヴ
ツ

パ
!
タ

i
ル
大
学
の
哲
学
名
誉
教
授
宙
B
3
E回目
V
B
P
E
2
丸

山
ぎ
ま
S
B
u乙
で
あ
る
。
一
九
一
ニ
六
年
生
。
一
九
五
六
年
よ
り
ミ
ュ
ン

ヘ
ン
・
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
・
ボ
ン
・
ケ
ル
ン
の
各
大
学
に
て
哲
学
及
び

古
典
文
献
学
を
学
ぶ
。
ケ
ル
ン
大
学
の
ラ
ン
ト
グ
レ
!
ベ
の
も
と
で

一
九
六
ニ
年
博
士
号
取
得
。
博
士
論
文
は
「
生
き
生
き
と
し
た
現
在
」

と
し
て
出
版
さ
れ
る
。
こ
の
書
物
に
よ
り
学
会
で
の
評
価
を
不
動
の

も
の
に
す
る
。
一
九
六
三
年
よ
り
、
ケ
ル
ン
大
学
助
手
。
一
九
七

O
年、

ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
に
つ
い
て
の
論
文
で
教
授
資
格
取
得
。
一
九
七
一
a



0
0
一
年
ヴ
ツ
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一
九
七
四
年
ア

i
へ
ン
工
科
大
学
教
授
。
一
九
七
鴎
s

一

パ
i
タ
i
ル
大
学
教
授
。
一
一

O
O
一
年
よ
り
現
職
。

上
記
の
よ
う
な
経
歴
を
辿
る
中
で
、
著
者
は
フ
ッ
サ

i
ル
に
よ
り
創

始
さ
れ
た
現
象
学
の
更
な
る
発
展
に
多
大
な
寄
与
を
成
し
て
き
た
。

現
象
学
的
な
哲
学
と
は
著
者
に
と
り
、
「
世
界
の
現
象
学
」
で
あ
り
、

ギ
リ
シ
ャ
人
の
哲
学
及
び
学
問
の
現
代
的
更
新
で
あ
る
。
こ
う
し
た

探
求
は
ま
ず
も
っ
て
、
フ
ッ
サ

i
ル
晩
年
に
展
開
さ
れ
た
生
活
世
界

と
い
う
概
念
に
、
そ
し
て
ま
た
ハ
イ
デ
ガ

i
後
期
哲
学
に
お
け
る
「
顕

現
せ
ざ
る
も
の
の
現
象
学
」
へ
の
試
み
に
依
拠
し
て
い
る
。
と
向
時

に
「
世
界
の
現
象
学
」
は
ま
た
「
政
治
的
な
世
界
の
現
象
学
」
及
び
「
自

然
的
生
活
世
界
の
現
象
学
」
で
も
あ
る
。
前
者
に
お
い
て
は
政
治
的

世
界
i
技
術
時
代
に
お
け
る
倫
理
及
び
宗
教
の
将
来
的
な
展
望
を
も

含
め
た
l
を
、
ハ
ン
ナ
・
ア
!
レ
ン
ト
に
倣
い
哲
学
的
に
基
礎
付
け

る
こ
と
を
、
後
者
に
お
い
て
は
哲
学
的
な
エ
コ
ロ
ジ
ー
の
基
礎
付
け

を
探
求
し
て
い
る
。
さ
ら
に
「
世
界
の
現
象
学
」
に
と
っ
て
は
、
地

球
規
模
で
の
人
類
一
体
化
の
時
代
に
お
け
る
、
世
界
の
統
一
と
多
嫌

が
い
か
に
し
て
結
び
う
る
か
と
い
う
こ
と
も
重
大
な
開
題
で
あ
る
。

「
自
然
と
誕
生
」
と
題
さ
れ
た
本
稿
も
、
こ
う
し
た
著
者
の
関
心
に
貫

か
れ
て
い
る
こ
と
に
、
異
論
は
な
か
ろ
う
か
と
忠
わ
れ
る
。

本
稿
は
、
二

O
O九
年
一
一
月
一
八
日
に
京
都
大
学
人
間
環
境
学
研

究
科
・
安
部
浩
研
究
室
の
主
催
に
て
行
わ
れ
た
講
演
〈
司
芝

3
5仏

。
号
室
〉
の
原
稿
を
訳
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
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Physis und Geburt (Zusammenfassung) 
Klaus Held 

Ein Aspekt der heutigen ökologischen Krise ist die fortschreitende Technisierung aller 

Geschehnisse, die mit der Geburt des Menschen zusammenhängen: Empfängnisverhütung 

durch die "Antibabypille", Zeugung durch In-vitro-Fertilisation, Beobachtung des Embryos 

durch Röntgen- oder Ultraschall-Aufnahmen, Geburt durch Kaiserschnitt, pränatale 

Diagnostik, Klonen von Menschen usw. Der Aufsatz setzt diese Technisierung in 

phänomenologischer Perspektive zu dem alten europäischen Verständnis von Natur, natura, 

cpumc;;, in Beziehung. 

Jenes Verständnis war doppeldeutig: Bei Aristoteles verengte sich der weite ursprüngliche 

frühgriechische Naturbegriff - cpuenc;; als das im Widerfahmis des philosophischen Staunens 

(Saul-la(nv) erfahrene Geschehen allumfassender Selbsterneuerung - zur cpumc;; als 

Gegenbegriff zur 'tEXVf]. Die cpumc;; in diesem engeren Sinne meldet sich in dem Material, das 

für die 'tEXVf]-geleitete Herstellung von Werken, EQya, vor- und bereitliegen muss. Durch die 

Herrschaft der "Idealisierung" mit Husserl als Grundlage der neuzeitlichen Technik 

verstanden - wird die Natur im Sinne des Materials mehr und mehr als etwas technisch 

Herstellbares aufgefasst. 

Weil dieser Prozess ins Maßlose fortschreitet, empfiehlt sich eine Besinnung auf das 

Verständnis von cpumc;; in ihrer ursprünglichen weiten Bedeutung. Da aber das philosophische 

Staunen, worin die so verstandene Natur erfahren wurde, für uns ihre Motivationskraft beinahe 

ganz verloren hat, müssen wir nach einem neuen "Anhalt" für ein Maß suchen. Wir können ihn 

in der Geburt (natura von nasci, "geboren werden") finden. In phänomenologischer Sicht ist 

der Grundzug der Geburtserfahrung ihre Nachträglichkeit: Ich finde mich als ein Wesen vor, 

dessen Freiheit - das Anfangenkönnen (Hannah Arendt) - durch die Geburt als ersten Anfang 

ohne mein Zutun ennöglicht wurde. 

Durch die Technisierung der Geburt verblasst das "maß-gebende" Bewusstsein von der 

Nachträglichkeit, mit der wir sie erfahren. Eine bioethische kasuistische Grenzziehung 

zwischen erlaubten und unerlaubte Manipulationen im Bereich des Geburtsgeschehens kann 

den Bann dieser Technisierung nicht durchbrechen, sondern nur eine Erinnerung an jene 

Nachträglichkeit und damit an die ursprüngliche weite Natur-Erfahrung. Aber es ist fraglich, 

ob es heute die Chance für eine solche Erinnerung gibt. 

(Professor Emeritus an der Universität Wuppertal) 




