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社
会
科
学
の
ひ
と
つ
の
立
場

ル
ー
マ
ニ
ア
に
生
ま
れ
た
リ
d
シ
ア
ン
･ゴ
ル
ド
マ
ン

L
u
clen
G
o)d･

m
a
n
n
へ
l
九

二
二
l

)
と
い
-
人
は
､
い
ま
フ
ラ
ン

ス
の

｢高
等
研

究

院｣
Ecole
p
ra
tlq
ue
deS
H
au
tes
i
tu
des
の
教
授
で
あ
る
と
い

う
0
こ
の
人
の

｢人
間
科
学
と
哲

学
』
(
S
c
len
C
eS
H
u
m
aln
eS
et

P
h
lLOSOP
h
LC.
19
52)
と
い
-
中
老
が
ほ
ん
訳
さ
れ
､

｢岩
扱
新

書
｣

-

訳
書
の
表
藩
は
｢人
間
の
科
学
と
哲
学
｣
I

の
中
に
収
め
ら
れ
て

帖
た
の
は
'
去
年
の
碁
の
こ
と
で
あ
る
O

訳
幕
は
清水
蔑
太
郎
氏
と
川
俣

晃
自
民
の
二
人
で
あ
っ
て
､
原
書

t
m
五
ペ
ー
ジ
の
-
ち
'

｢何
蘇
｣
の

九
ペ
ー
ジ
が
省
略
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
'
訳
書
の
あ
と
が
き

｢著
者
ゴ
ル

ド
マ
ン
に
つ
い
て
｣
の
中
で
こ
と
あ
ら
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
∪

わ
た
し
は
､
こ
の
書
物
を
よ
む
ま
で
､
ゴ
ル
ド
マ
ン
と
い
-
恩
憩
家
に

つ
い
て
知
る
と
こ
ろ
は
全
-
な
か
っ
た
.
こ
の
人
は
若

い
と
き
に
カ
ン
ト

を
研
究
し
て
'
弁
証
法
的
思
考
へ
の
道
を
閲
布
L
t
弁
評
法
的
唯
物
論
の

社
会
科
学
り
ひ
と
つ
の
立
場

出

口

勇

蔵

立
場
に
止
っ
て
'
田山想
史
'
こ
と
に
蘭
学
と
文
学
と
の
肝
史
を
専
政
し
て

い
る
人
で
あ
る
o
こ
の
人
の
仕
事
に
つ
い
て
は
へ
訳
書
の
あ
と
の
跳
分
だ

詳
し
い
か
ら
'
そ
れ
に
ゆ
ず
ろ
-
0

い
ま
こ
こ
で
こ
の
書
物
に
つ
い
て
感
想
を
つ
づ
ろ
-
と
す
る
の
ほ
､
第

1
に
'
こ
こ
に
社
会
'科
学
に
関
す
る
ひ
と
つ
の
独
創
的
な
立
場
が
語
ら
れ

て
お
り
､
そ
し
て
そ
の
立
場
が
､
わ
た
し
が
取
り
た
い
と
思
う
立
場
に
た

い
し
て
､
多
-
の
点
で
近
親
性
を
し
め
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
こ
の
感

想
は
'
だ
か
ら
t
.｢
ル
ド
マ
ン
り
口
を
借
り
て
'
わ
た
し
の
考
え
か
述
べ

る
機
会
と
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
｡
も
し
そ
-
と
す
れ

ば
､
わ
た
し
は
相
当
に
卑
怯
な
人
間
だ
と
も
い
え
る
O
自
分
の
考

ズゝ
を
み

ず
か
ら
語
る
こ
と
な
し
に
､
他
人
の
思
索
の
口
ま
ね
を
し
て
い
る
だ
け
だ

か
ら
で
あ
る
.
こ
の
批
判
の
托
し
さ
を
わ
た
し
は
率
直
に
受
け
い
れ
よ
う
U

そ
し
て
'
近
い
う
ち
に
わ
た
し
の
考
え
を
発
表
す
る
こ
と
を
約
束
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
､
こ
の
批
判
に
こ
た
え
る
こ
と
に
し
よ
-
.
た
だ
､
.F:た
し

が
こ
こ
に
ゴ
ル
ド
マ
ン
に
か
こ
つ
け
て
自
分

の
思
考
を
感
想
凧
に
つ
づ
る

第
八
十
｣ハ
巻

二
有

第
二
号

六

I



社
会
科
学
の
ひ
と
つ
の
立
場

の
に
も
､
い
-
ら
か
の
意
義
は
あ
る
こ
と
を
'
語
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な

い
｡
そ
し
て
こ
れ
が
こ
の
l
文
を
草
す
る
第
二
の
理
由
で
も
あ
る
｡

こ
の
書
物
は
文
字
ど
お
り
小
著
で
あ
り
'
社
会
科
学
上
り
ひ
と
つ
の
立

場
を
基
本
的
に
五
明
し
よ
う
と
こ
こ
ろ
ざ
し
た
も
の
だ
か
ら
､
入
門
書
に

数
え
い
れ
ら
れ
て
よ
い
も
の
で
あ
り
う
そ
の
意
味
で
'

｢新
富
｣
の

1.
m

に
入
れ
ら
れ
た
と
想
像
さ
か
る
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
､
満
水
氏
が
訳
書

の

.は
し
が
き
｣
の
中
で

｢内
容
は
決
し
て
難
し
く
は
な
い
が
'
し
か
し
､

飽
-
官
で
も
'
研
究
韻
が
研
究
諸
に
向
っ
て
肯
い
た
本
で
あ
る
｣

(
ーV
ペ

ー
ジ
)
と
諾
い
て
い
る
と
お
り
､
あ
る
い
は
こ
竺
l出来
の
意
味
す
る
以

上

に
､

l
船
の
読
塙
に
と
っ
て
理
解
し
や
す
-
叙
述
が
行
な
わ
れ
て
い
る
と

は
い
え
た
い
の
で
あ
る
.
問
題
の
提
示
の
仕
方
自
体
が
あ
る
粧
度
以
上
の

専
門
的
tl教
義
登
別
捷
し
て
い
る
し
､
そ
の
程
度
の
教
養
は
'

｢新
讃
｣

の
読
者
と
し
て
期
待
さ
れ
て
い
る
人
た
ち
に
は
'
残
念
な
が
ら
､
十
分
に

そ
な
わ
っ
て
い
な
い
と
い
ね
ざ
る
を
え
な
い
も
の
で
あ
る
O
だ
か
ら
､
本

苔
の
内
界
に
た
い
し
て
は
､
あ
る
程
度
り
解
説
を
つ
け
な
け
れ
ば
ー

訳

者
は
こ
の
点
で
は
十
分l
な
心
-
は
り
を
さ
れ
た
と
は
い
い
に
く
い
ー

一

般
の
読
月
の
思
考
の
粗
と
し
て
､
ゴ
ル
ナ
マ
ン
の
思
想
か
消
化
さ
れ
る
こ

と
は
な
い
で
あ
ろ
-
｡
と
と
も
に
､
ゴ
ル
ド
マ
ソ
白
身
が
自
分
の
思
考
の

方
向
を
ス
ケ
ゾ
チ
風
に
書
き

と
め
て
い
る
と
い
-
特
色
が
こ
の
書
物
に
は

あ
る
か
ら
､
諭
i)E
が
と
き
と
し
て
飛
催
し
て
お
り
'
読
諸
に
た
い
し
て
親

切
な
苫
き
力
だ
と
は
い
い
か
ね
る
こ
と
に
も
､
注
目
せ
ね
ば
な
る
ま
い
と

E心-
D
-だ
k
L
は
著
右
の
諭
旨
の
は
こ
び
を
お
ぎ
な
い
'
と
き
と
し
て
み

姉
八
十
lハ
巻

1
二
六

解
二
号

六
二

ら
れ
る
難
解
か
ら
読
者
を
す

-
い
出
せ
る
な
ど

と

は

い
わ
な
い
け
れ
ど
も
､

わ
た
し
の
読
み
方
を
伝
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
本
書
の
趣
旨
を
何
ほ
ど
か

で
も
､
読
者
に
近
づ
け
る
こ
と
が
で
き
は
し
な
い
か
と
､
考
え
る
の
で
あ

る
｡社

会
科
学
と
い
-
も
の
に
た
い
し
て
独
立
的
な
思
考
が
必
ら
ず
L
も
多

く
な
-
現
在
の
わ
か
国
に
､
本
書
の
紹
介
が
は
た
し
-
る
役
立
ち
の
多
い

こ
と
を
信
じ
る
も
の
の
1
人
と
し
て
､
わ
た
し
は
プ
ル
ド
マ
ソ
の
社
会
科

学
#
E=を
こ
こ
に
語
ろ
-
と
思
-
.

二

『人
間
の
科
学
と
哲
学
』
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
論
点
は
四
つ
'
そ
の
そ

れ
ぞ
れ
が

l
章
を
成
し
て
い
る
｡
い
ま
叙
述
の
順
に
し
た
が
っ
て
そ
れ
ら

を
し
る
す
と
､
第

l
に
人
間
科
学
の
対
象
'
第
二
に
人
間
科
学
の
力
法
'

第
一二
に
人
間
科
学
の
基
本
的
な
概
念
､
そ
し
て
第
凹
に
人
間
剥
学
に
適
切

な
論
理
と
類
型
学
へ
の
展
望
-

こ
ん
な
日
芸
ロ
で
あ
る
｡
こ
こ
で
は
そ
の

お
の
お
の
に
っ
い
て
コ
ル
ド
マ
ン
の
恩
憩
か
ま
と
め
て
追
求
し
'
い
く
ら

か
の
註
解
と
批
評
と
を
そ
れ
に
そ
え
る
で
あ
ろ
-
∪

第

-
の
論
点

人
間
科
学
の
対
象

ゴ
ル
ド
マ
ン
が
人
間
科
学

sclen
CC
S
hum
llTteS
と
名
づ
け
る
も
の

は
､
自
然
科
学
と
対
を
な
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
科
学
で
あ
っ
て
､
わ

た
し
の
こ
と
ば
で
い
-
と
'
人
文
科
学
と
社
会
科
学
と
の
開
講
を
ふ
く
ん

で
い
る
｡
こ
の
科
学
の
対
象
は
､
ひ
と
吉
で
い
う
と
､
人
間
的
嶺
実

fa
ltS



h
uln
alneS
で
あ
-
､

こ
れ
を
現
実
的
に
.認
識
す
る
と
こ
ろ
の
科
学
が
人

間
科
学
に
ほ
か
な
ら
ぬ
｡
著
者
は
こ
の
科
学
を
'
社
会
科
学
と
も
歴
史
科

学
と
も
'
ま
た
か
れ
自
身
の
研
究
を
め
ぐ
っ
て
考
え
る
は
あ

い
に
は
､

｢精
神
の
祉
全
学
｣
と
も
呼
ん
で
い
る
｡
と
こ
ろ
で
'
人
間
的
事
実
と
は
､

｢あ
ら
ゆ
る
場
所
お
よ
び
あ
ら
ゆ
る
時
代
の
人
間
行
軌

act10
n
S
h
u
m
a･

]ne
s
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
'
た

だ
こ
の
人
間
行
動

が
人
間
集
同
の
存
在
と
構
造
と
に
た
い
し
て
'
あ
る
意
義
な
り
彫
静
力
な

り
を
も
っ
て
い
た
と
か
現
に
も
っ
て
い
る
と
か
い
え
る
程
度
で
の
こ
と
で

あ
る
｡
だ
か
ら
ま
た
､
こ
の
人
間
行
動
は
､
人
間
燕
EE
を
通
じ
て
'
現
在

あ
る
い

は
未
来
に
お
け
る
人
間
共
E
社
会

com
m
ln
a
u
t6
h
um
aln
eS

の
存
在
r1
構
造
と
に
た
い
し
て
､
あ
る
忠

義
な
り
あ
る
影
響
力
な
と
を
'

過
去
に
お
い
て
あ
る
い
は
現
在
に
お
い
て
､
も
っ
て
い
る
と
い
え
る
の
で

あ
る
｡｣
(p

t
t,
l
五
へ
-
ン
O
傍
点
は
も
と
の
も
の
｡
桝
文
は
訳
丑
岩

と
氷
り
で
は
L:LJい
o
こ
の
点
に
つ
い
て
は
'
以
下
に
お
い
て
い
ち
い
ち
こ

と
お
ら
な
い
｡)

こ
の
引
用
は
､
著
者
が
人
間
科
学
に
お
い
て
は
､
人
間
の
行
動
の
う
ち

で
集
Ea
と
社
会
と
に
た
い
rJ
て
志
義
の
あ
り
影
幣
力
の
多
い
も
の
を
ば
僻

に
考
え
て
い
る
軒
を
､
も
の
が
た
っ
て
い
る
｡
こ
の
こ
と
の
詳
細
は
第
二

の
論
点
に
ゆ
ず
る
こ
と
に
L
た
い
が
､
と
も
か
-
も
こ
こ
で
は
'
人
間
科

学
を
代
表
す
る
よ
-
な
科
学
と
は
社
会
科
学
の
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
を
つ

ま
ず
知
っ
て
お
き
た
い
.
と
こ
ろ
で
､
人
間
の
行
動
か
社
会
に
た
い
し
て

も
づ
意
義
な
り
彫
鮮
力
な
り
と
い
-
は
あ
い
t
E

･
マ
イ
ヤ
ー
と
M

･
ウ

社
会
科
学
の
ひ
と
つ
の
立
場

エ
ー

ハ
I
と
の
#
E=争
に
お
い
て
捷
出
さ
れ
た
よ
う
な
問
題
が
あ
る
｡
す
な

わ
ち
､
歴
史
的
耕
件
は
そ
の
影
瞥
力
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
る
の
か
､
そ
れ

と
も
そ
り
凍
件
を
考
察
す
る
主
観
に
お
い
て
い
だ
か
れ
る
価
値
に
よ
っ
て

語
義
あ
り
と
さ
れ
る
の
か
､
と
い
う
閃
題
で
あ
る
O
ウ
L
I
バ
1
か
新
カ

ン
ト
学
派
の
主
観
主
義
を

l
筑
さ
せ
て
'
後
の
主
張
に
お
こ
な
っ
た
こ
と

は
よ
-
知
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
-
∩
け
れ
と
も
著
渚
は
ウ
h
I
バ
ー
の
よ
-

な
主
観
ii<:義
を
と
JJ･
さ
け
る
｡
か
れ
は
人
間
非
同
社
会
と
は

｢
l
切
の
人

間
に
妥
当
す
る

1
つ
の
普
遍
的
価
値
で
あ
り
､｣

そ
の
価
値
が
客
観
的
に

存
在
す
る
と
い
-
立
場
を
と
る
､
そ
し
て
'
こ
の
客
観
的
な
価
値
を
も
つ

も
の
に
藤
野
力
を
お
よ
は
す
歴
史
的
諜
件
に
は
'
帯
観
的
な
価
値
か
宿
っ

て
い
る
と
'
考
え
る
の
で
あ
る
D
L
か
L
t
こ
れ
だ
け
で
は
､
著
者
の

立
場
は
十
分
に
伝
え
て
い
る
と
は
い
え
な
い
｡
智
者
に
お
い
て
は
p
人
間

科
学
の
対
象
と
は
'
尖
は
客
体
で
あ
る
と
と
も
に
主
体
で
も
あ
る
も
の
な

の
で
あ
る
O
か
れ
は
い
-
｡

｢現
代
の
輯
学
者
の
な
か
に
は
､
デ
カ
ル
ト

的
立
場
か
ら
州
発
し
て
'
人
間
と
人
間
と
の
関
係
の
問
題
を

dn
他
者
』

(A
u
tru
l)
の
問
題
と
名
づ
け
る
人
も
い
る
が
'
む
し
ろ
'
『
わ
れ
わ
れ
』

(N
o
u
s)
の
問
題
と
呼
ん
だ
Jrtが
正
確
で
あ
ら
-
｡｣

(p

8
.
二

ペ
ー

ジ
)

デ
カ
ル
ト
以
来
エ
ゴ
の
茄
調
は
就
く
､
合
耳
主
義
や
経
験
論
は
そ
れ

に
も
と
づ
い
て
主
張
さ
れ
る
の
だ
が
て
こ
の
立
切
か
ら
ほ
､
歴
史
と
は
政

局

｢外
的
な
肺
史
｣
で
あ
る
に
と
ど
ま
り
､
科
学
す
る
主
体
の
思
考
や
行

勘
を
を
つ
つ
む
歴
史
､
過
去
の
軸
実
で
あ
-
な
が
ら
現
在
や
未
来
に
意
義

を
も
ち
つ
づ
け
る
上
-
な
歴
史
と
い
-
も
の
に
到
達
す
る
こ
と
は
で
き
な

第
八
十
六
巻

〓
1七

第
二
日勺

｣ハ
三



社
会
科
学
の
ひ
と
つ
の
立
場

い
｡
こ
の
エ
ゴ
の
｣止
場
を
越
え
た
の
は
､
著
名
に
よ
る
と
'
パ
ス
カ
ル
に

な
る
の
だ
が
t
へ
-
ケ
ル
か
ら
マ
ル
ク
ス
に
至
る
問
に
'
･R
我
主
義
か
ら

｢他
の
も
の
｣
と
考
え
ざ
る
な
え
な
か
っ
た
問
題
が
､
主
観
と
と
も
に
行

動
す
る
存
在
に
な
り
'
構
造
は
逆
転
し
て
､

｢わ
れ
わ
れ
｣
が
版
本
的
な

実
在
で
'

｢わ
れ
｣
と
は
派
生
的
な
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
き
た
｡
｢T
わ
れ
』
と

r.な
ん
じ
』
と
い
-
融
っ
た
状
況
か
ら
頁
の
自
覚

的
な

『
わ
れ
わ
れ
』
へ
の
転
換
と
い
-
こ
と
が
'
歴
史
学
の
認
識
論
的
基

礎
の
問
題
で
あ
る
｡
｣

(p
r
t0
,
1
三
ペ
ー
ジ
)
こ
の
よ
-
に
'

人
間
科

学
の
対
象
と
は
､
客
観
的
な
実
在
で
あ
る
と
と
も
に
'
わ
れ
わ
れ
の
存
在

と
行
動
と
を
つ
つ
ん
で
い
る
と
い
-
こ
と
の
う
ち
に
､
個
有
の
特
徴
が
あ

る
｡
そ
れ
は

｢認
識
の
iil体
と
客
体
と
の
部
分
的
同

一
性
｣

(p

t7
.
l
l

三
べ
I
ジ
)
と
も
書
か
れ
て
い
る
｡
こ
の
特
徴
を
も
つ
も
の
に
つ
い
て
'

真
坪
を
'
あ
る
い
は
古
来
の
用
語
も
も
ち
い
る
な
ら

｢物
と
知
性
と
の
一

致
｣
を
'
追
求
す
る
た
め
に
は
'
ど
ん
な
論
理
が
適
当
て

と
ん
な
榎
鞘

の
認
識
で
な
く
て
ほ
な
ら
な
い
の
か
､
こ
の
こ
と
を
や
が
て
わ
れ
わ
れ
は

知
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
-
D

人
間
科
学
に
と
っ
て
集
EELが
根
本
的
な
事
実
だ
と
す
る
と
､
個
人
は
と

の
よ
-
に
あ
っ
か
わ
れ
る
の
だ
ろ
-
か
O
こ
の
間
題
に
た
い
し
て
､
ゴ
ル

T
T･
ン
は
つ
き
の
よ
-
た
答
を
与
え
て
い
る
と
思
え
る
.
歴
史
に
お
い
て

個
人
'
こ
と
に
偉
人
の
影
響
は
大
き
い
､
け
れ
ど
も
偉
人
の
行
動
に
恵
義

が
み
と
め
ら
れ
る
の
は
'

｢わ
れ
わ
れ
と
過
去
の
人
々
と
の
問
に
'
帯
極

的
に
せ
よ
'
消
極
的
に
せ
よ
､
人
間
的
関
係
を
打
ち
樹
て
-
る
よ
-
な

1

辞
八
十
六
巻

1
二
八

第
二
号

六
四

切
の
も
の
を
試
し
て
-
れ
る
限
り
の
こ
と
で
あ

る
｡｣
(p

t4,
l
八
ペ
ー

ジ
)
こ
れ
に
よ
っ
て
わ
か
る
こ
と
は
､
著
者
に
お
い
て
は
'
人
間
科
学
が

人
文
科
学
と
社
会
科
学
と
の
両
つ
を
ふ
く
ん
で
は
い
る
が
､
こ
の
間
者
は
.

社
会
科
学
に
優
位
を
み
と
め
る
と
い
う
立
場
で
､
統

l
的
に
考
え
ら
れ
て

い
る
と
い
-
こ
と
で
あ
る
｡

要
す
る
に
'
ゴ

ル
ド
マ
ソ
の
社
会
科
学
論
は
'
社
会
科
学
の
特
色
を
'

ま
ず
は
対
象
の
規
定
か
ら
は
じ
め
る
と
い
う
点
で
'

一
九
杜
絶
の
科
学
論

『
つ
い
て

い
う
な
ら
は
'
歴
史
主
義
的
立
場
に
立
っ
て
'
新
カ
ン
ト
派

的
･
ウ
ェ
ト
スハ
I
的
な
廿
場
を
遠
ざ
け
て
い
る
と
い
-
こ
と
､
し
か
し
'

そ
の
対
象
と
い
-
の
は
､
歴
史
主
義
に
お
け
る
よ
-
に
､
主
体
と
の
交
渉

を
抽
象
し
た
も
の
で
は
な
-
て
､
主
体
と
の
交
渉
を
ば
-
ち
に
包
み
こ
も

-
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
-
こ
と
で
あ
る
o
こ
-
い
-
立
場
か
ら

社
会
科
学
を
展
開
す
る
こ
と
を
'
わ
た
し
は
全
面
的
に
賛
成
し
た
い
と
思

っ
て
い
る
O

三

第
こ
の
論
点

人
間
科
学
の
方
法

人
間
科
学
の
方
法
と
し
て
､
ゴ
ル
ド
マ
ン
が
拾
摘
す
る
問
題
点
は
､
客

観
性

･価
値
判
断

･
イ
ブ
オ
ロ
ギ
I
･
全
体
性
の
原
理
の
四
つ
で
あ
る
｡

こ
G
tう
ち
'
は
じ
め
の
三
つ
は
M

･
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
社
会
科
学
方
法
論
に

お
い
て
重
要
な
論
点
で
あ
っ
た
こ
と
､
そ
し
て
第
四
の
満
点
は
ル
カ
-
チ

の
強
調
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
こ
と
､
こ
れ
ら
の
こ
と
は
r
読
者
の
容
易



に
気
づ
く
と
こ
ろ
で
あ
る
だ
ろ
-
q
そ
し
て
事
実
ま
た
､
Tl
ル
ド
マ
ン
は

｡
券

の
立
場
を
ぼ
り
ヌ
ー
バ
ー
や
ル
カ
ー
チ
と
関
係
さ
せ
て
し
め
そ
-
と

し
て
い
る
の
で
あ
る
O
こ
の
点
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
､
著
者
の
主
張
の
特

色
を
た
ず
ね
よ
う
｡

著
者
が
た
と
る
二
〇
世
紀
の
方
法
論
史
に
お
い
て
鼓
初
に
あ
っ
か
あ
れ

る
の
は
'
デ
ュ
ル
ケ

ム
の

JP社
会
学
的
方
鋲
の
規
則
｣
で
あ
-
'
つ
い
で

ウ
ェ
㌧
ハ
-
の

『科
学
論
集
』
が
､
そ
し
て
そ
の
あ
と
に
は
､
ル
カ
ー
チ

の

F
歴
史
と
階
級
意
識
』
が
-
る
o
そ
し
て
著
者
は
自
分
自
身
を
ル
カ
-

チ
の
つ
ぎ
に
位
置
さ
せ
よ
-
と
す
る
も
の
の
よ
-
で
あ
る
｡

デ
ュ
ル
ケ
ム
り
冷
点
の

一
つ
に
客
観
性
の
問
題
か
あ
る
.
か
れ
に
よ
る

と
'
客
観
性
は
つ
ぎ
の
二
条
件
を
確
認
す
る
と
こ
ろ
に
生
じ
る
の
で
あ
っ

た
.
H

社
会
学
は
ど
ん
な
価
値
判
断
を
も
基
礎
づ
け
る
こ
と
は
で
き
ず
､

こ
の
秤
学
に
は

｢技
術
的
｣
有
用
性
が
み
と
め
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
,J
と
0

日

社
会
学
の
研
究
者
は
個
人
的
な
感
情
に
よ
る
判
断
の
ひ
ず
み
を
さ
け

て
､
事
実
を
正
確
に
認
識
す
べ
き
で
あ
る
と
い
-
こ
と
｡
こ
の
二
条
件
に

よ
っ
て
､
社
会
的
事
実
は

｢物
と
し
て
｣

｢外
か
ら
｣
研
究
さ
れ
る
と
､

デ
ュ
ル
ケ
ム
は
い
い
､
そ
の
二
条
件
の
認
識
論
上
の
可
能
性
に
つ
い
て
疑

い
せ
い
だ
か
な
か
っ
た
ほ
ど
に
､
か
れ
は
果
観
的
な
立
場
に
立
っ
て
い
た
O

そ
し
て
こ
の
楽
観
主
義
は
'
著
者
に
よ
る
と
､

｢独
自
の
社
会
主
義
的
見

地
を
対
立
さ
せ
る
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
の
発
展
に
上
っ
て
ま
だ
あ
ま
り
動
揺
し

て
い
な
い
プ
ル
ジ
n
ア
ジ
1
の
渠
観
主
義
的
伝
統
を
現
わ
し
て
い
る
｡｣

(
p

25.
三

l
ペ
-
ゾ
)

社
会
剰
学
の
ひ
と
つ
の
立
場

と
こ
ろ
が

`
九
世
紀
の
世
紀
末
の
ド
イ
ッ
に
生
き
た
M

･
ウ
ェ
ー
バ
ー

に
は
､
こ
の
菜
観
主
義
は
も
は
や
期
待
で
き
な
い
U
か
れ
は
チ
エ
ル
ケ
ム

に
は
な
か
っ
た
い
く
つ
か
の
問
題
に
つ
い
て
真
剣
に
考
え
ざ
る
を
え
な
か

っ
た
O
社
会
科
学
の
認
識
か
ら
'
客
観
性
を
う
は
い
と
る
も
の
が
主
観
の

先
入
的
な
価
値
判
断
で
あ
る
こ
と
を
ウ
ェ
ー
バ
I
は
覚
っ
た
｡
し
か
し
か

れ
は
こ
の
価
値
判
断
の
介
入
こ
そ
が
社
会
科
学
の
本
質
に
属
し
て
い
る
こ

と
を
知
っ
て
い
た
か
ら
､
そ
の
事
態
を
済
極
的
に
利
用
し
て
方
法
論
を
展

開
し
よ
う
と
し
た
O

｢
ウ
ェ
㌧
ノ
ー
に
と
っ
て
問
題
な
の
は
､

l
切
の
先

入
観
念
､

1
切
の
価
値
判
断
を
排

除
す
る
こ
と
で
は
な
-
､
恥
し
ろ
､
こ

れ
ら
を
意
識
的
に
科
学
の
中
に
組
み
込
ん
で
'
客
観
的
真
理
の
探
究
の
有

川
な
道
具
と
す
る
こ
と
な
の
で
あ
っ
た
｣
と
著
者
は
書
い
て
い
る
が
〔p
p

26･7
.
1二
二

ペ
ー
ジ
)､

か
れ
は
ウ
ェ
㌧
ハ
-
の
方
法
意
識
の
真
相
を
汁

し
く
と
ら
え
て
い
る
と
'
評
せ
ね
ば
な
る
ま
い
｡
ま
た

｢価
値
判
断
か
ら

独
立
に
対
象
を
客
観
的
に
研
究
す
る
こ
と
が
で
き
る
｣
と
す
る
ウ
ェ
㌧
ハ

-
り
方
法
論
が
結
局
は
幻
想
に
お
ち
い
っ
て
い
る
と
指
摘
す
る
と
き
に
も
､

か
れ
は
正
し
い
鬼
と
お
し
を
も
っ
て
い
る
D
た
だ
'
本
斉
の
簡
単
な
叙
述

に
関
す
る
か
ぎ
り
､
ウ
ェ
㌧
ハ
ー
の
カ
法
意
識
の
境
地
を
ば
十
分
適
確
に

と
ら
え
る
こ
と
か
で
き
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
'
少
し
の
疑
問
が

な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
よ
-
で
あ
る
Q
た
と
え
ば
つ
ぎ
の
l
文
は
､
方

法
論
史
の
図
式
的
な
理
解
と
し
て
は
興
味
ぶ
か
い
も
の
に
ち
が
い
な
い
が
'

ウ
q
l
パ
ー
の
境
地
を
正
し
-
位
置
づ
け
て
い
る
で
あ
ろ
-
か
〕
い
わ
-
､

｢
->
ェ
㌧
ハ
ー
ほ
､
陵
味
な
解
決
を
許
す
に
は
あ
ま
り
に
厳
格
な

思
想
家

第
八
十
lハ
巻

T
二
九

第
二
号

六
五



社
会
科
学
の
ひ
と
つ
の
立
場

で
あ
っ
た
だ
け
に
'
価
値
判
断
が
そ
の
構
成
要
素
で
あ
る
街
域
と
'
こ
れ

を
排
除
す
べ
き
領
域
と
を
厳
密
に
区
別
し
た
､
と
常
に
敬
調
し
て
来
た
け

れ
ど
も
'
結
局
､
彼
の
立
場
は
'
デ
ュ
ル
ケ
ム
学
派
の
社
会
学
的
思
想
に

見
ら
れ
る
社
会
学
的
決
定
論

d
かterln
ln
lSm
e
SOCll)

と
マ
ル
ク
ス
主

義
名
に
お
け
る
社
会
的
決
定
論
の
完
全
な
東
認
と
の
中
間

m
l･Ch
cm
ln

に
あ
る
｡｣

(p
p

28･9
.
三
五
ペ
ー
ジ
)
こ
こ
に
い
-
中
間
と

はど
ん
な

意
味
を
も
つ
概
念
と
し

て
理
解
す
べ
き
も
の
な
の
で
あ
ろ
-
か
o

さ
て
､
ウ
ェ
㌧
ハ
I
と
同
時
に
あ
っ
て
'
す
で
に
l
渉
か
れ
に
先
ん
じ

て
い
た
思
想
家
が
あ
っ
た
o
そ
の
人
は
ゲ
オ
ル
ク
.
ル
カ
ー
チ
で
あ
っ
た
.

か
れ
は
'
著
者
に
よ
る
と

｢人

間
科
学
に
お
け
る
主
体
11客
体
と
の
同

1

性
｣
-

こ
れ
は
第

一
の
論
点
と
し
て
､
紹
介
者
が
す
で
に
の
べ
た
と
こ

ろ
で
あ
る
-

や

｢そ
れ
が
人
間
科
学
の
本
質
お
よ
び
方
法
に
及
ぼ
す
彩

野
｣
を
ば
へ
明
確
に
捉
出
し
た
｣

｢
ウ
ユ
I
バ
ー
の
最
大
の
弟
子
｣
で
あ

る
と
い
う
O

(p

t9.
二
五
ペ
ー
ジ
)
そ
し
て
こ
の
こ
と
を
如
実
に
し
め

し
て
い
る
も
の
は

『歴
史
と
階
級
意
識
』
の

一書
で
あ
る
O
ま
た
著
者
ゴ

ル
ド
マ
ン
が
こ
の
書
に
か
か
れ
て
い
る
方
法
芯
識
な
更
に
発
展
さ
せ
る
こ

と
に
よ
っ
て
'
独
創
的
な
境
地
を
ひ
ら
い
て
い
る
こ
と
は
'
わ
れ
わ
れ
の

や
が
て
確
認
し
た
い
と
思
う
と
こ
ろ
で
あ
る
O

著
者
は
ル
カ
-
チ
の
提
唱
す
る
階
級
意
識
の
-
ら
に
'
人
間
科
学
の
客

観
性
の
ヤ
と
る
場
所
を
み
い
だ
そ
-
と
す
る
.
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
'

ル
カ
I
チ
は
唯
物
史
観
の
真
理
を
承
認

し
'
資
本
主
義
社
会
に
お
い
て
は
､

尊
命
的
な
労
働
老
階
級
の
階
級
の
内
に
こ
そ
'

｢
h
'な
る
意
識
｣
が
や
ど

第
八
十
六
巻

二二〇
第
二
号

六

六

る
こ
と
を
､
そ
し
て
そ
れ
以

外の階
級
の
階

級

意
識
の
内
に
は
､
生
産
関

係
の
内
や
外
に
お
い
て
そ
れ
ら
が
し
め
る
位
置
に
し
た
が
っ
て
､
大
な
-

小
な
り

｢虚
偽
の
意
識
｣
が
巣
く
っ
て
い
る
こ
と
を
､
諭
証
し
よ
-
と
し

た
｡
ま
た
ル
カ
-
チ
自
身
が
'
現
在
で
は
こ
の
主
張
に
自
己
批
判
を
行

な

っ
て
､
こ
れ
が
観
念
論
の
誤
解
へ
の
道
を
ひ
ら
い
て
い
た
こ
と
を
み
ず
か

ら
警
戒
し
て
い
る
こ
と
も
､
お
そ
ら
く
周
知
の
こ
と
で
あ
る
だ
ろ
-
.
汁

れ
ど
も
'
資
本
主
義
社
会
の
内
部
に
あ
っ
て
'
生
産
に
貢
献
す
る
と
こ
ろ

の
多
く
し
て
､
し
か
も
そ
の
貢
献
の
正
し
く
承
認
さ
れ
る
こ
と
の
も
っ
と

も
す
く
な
い
'
階
級
の
反
体
制
的
な
意
識
の
-
ち
に
こ
そ
'
社
会
訊
論
の

客
観
性
は
や
と
る
と
考
え
る
ル
カ
ー
ブ
は
'
思
想
上
の
相
対
主
義
の
内
部

か
ら
相
対
主
義
を
突
き
や
ぶ
ろ
う
と
す
る
人
で
あ
っ
た
｡
そ
し
て
こ
の
立

場
こ
そ
は
'
ゴ
ル
ド
マ
ソ
が
自
分
の
思
想
を
構
築
す
る
基
本
的
な
論
陣
な

の
で
あ
る
.
ル
カ
-
チ
は
､
客
観
性
の
根
拠
づ
け
な
し
よ
-
と
し
て
'
ウ

ェ
ー
バ
ー
の
い
わ
ゆ
る

｢客
観
的
可
能
性
の
範
隔
｣
を
ほ
ゥ
ェ
I
｡ハ
I
よ

り
も
軍
人
な
力
法
論
的
意
義
を
も
つ
概
念
と
し
て
採
用
し
た
｡
つ
ま
り
､

こ
の
範
暁
は
ウ
ェ
ー
バ
Ⅰ
で
は
主
観
的
に
構
成
さ
れ
る
理
念
型
の
客
観
的

な
存
在
敵
地
を
-
ら
づ
け
る
'(
き
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
が
､
ル
カ
-
チ
で

は
'
思
想
内
容
が
現
実
を
ど
こ
ま
で
表
現
し
え
て
い
る
か
が
'
こ
の
範
噂

に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
よ
-
と
し
た
の
で
あ
る
.
ウ
ェ
ー
バ
ー
で
は
､
こ
の

範
鴨
は
'
社
会
的
存
在
の
実
証
性
に
か
か
わ
っ

て
は
い
る
が
'
あ
く
ま
で

も
認
識
諭
上
の
範
略
で
あ
っ
た
?
し
か
し
ル
カ
ー
チ
で
は
'
班
会
的
存
在

と
し
て
の
存
在
論
的
な
意
義
を
に
な
い
'
社
会
的
存
在
な
ど
の
程
度
に
反



映
し
え
る
も
の
か
を
測
定
す
る
基
準
と
ま
で
考
え
ら
れ
る
よ
-
に
な
っ
た

の
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
で
ゴ
ル
ド
マ
ン
の
は
あ
い
に
は
､
こ
の
節
暗
に
は
さ

ら
に
l
僧
充
実
し
た
意
味
が
盛
ら
れ

て
く
る
Q
す
な
わ
ち
'
階
穀
意
識
に

は
､
の
ち
に
語
る
よ
-
に
､
現
実
意
識

co
n
sclen
Ce
rかetlc
と
可
能
意

識

co
n
sclen
Ce
P
OSSlb
te
と
竺

一
つ
が
あ
っ
て
'
雁
史
哲
学
的
に
は
'

そ

の
中
の
緩
譜
に

お
い
て
､
歴
史
の
帯
段
階
に
お
け
る
人
類
の
*-5.誠
の
達

し
ぅ
る
1

す
な
わ
ち

｢客
観
的
に
可
能
な
｣
-

垂
局
限
の
も
の
が
語

ら
れ
よ

-
とす
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
意
味
で
､
こ
の
範
暗
に
は
､
い
ま
や
'

歴
史
哲
学
的
に
重
要
な
も
の
に
成
り
上
が
っ
た
と
み
る
こ
と
か
で
き
る
･

こ
の
点
に
つ
い
て
ほ
の
ち
に
い
ま

l
度

'
ふ
れ
る
つ
も
り
で
あ
る
｡

祉
会
的
真
坪
の
と
ら
え
方
を
階
級
構
成
の
内
部
に
入
り
こ
む
こ
と
に
よ

っ
て
明
ら
か
に
し
よ
-
と
す
る
､
マ
ル
ク
ン
ズ
ム
の
立
場
で
思
考
を
す
す

め
る
コ
ル
ド
マ
ン
に
と
っ
て
､
プ
ル
'･W

ア
社
会
学
の
現
状
が
満
足
で
き

る
わ
け
が
な
い
｡
か
れ
は
こ
の
社
会
学
の
立
場
に
立
つ
ひ
と
と
し
て
､
ギ

ュ
ル
ヴ
ィ
チ
'
フ
ォ
ン
'
ウ
ィ
-
ゼ
'
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
､
マ
ン
ハ
イ
ム
'

ソ
ロ
ー
キ
ン
'
モ
レ
ノ
な
ど
を
挙
げ
へ
そ
れ
ぞ
れ
に
短
評
を
加
え
て
い
る
｡

い
ま
そ
の
全
体
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
ど
も
､
興
味
ぶ
か

い
一
点
を
あ
げ
て
み
る
と
､
高
度
の
客
観
的
な
.認
識
を
誇
示
し
し
い
る
か

れ
ら
の
社
会
学
は
'
歴
史
へ
の
通
路
の
な
い
'
し
た
が
っ
て
現
実
と
の
接

触
を
失
っ
た
も
の
に
な
っ
て
お
り
'
資
本
主
義
社
会
へ
人
間
を

｢鋭
い
馴

ら
そ
-
｣
と
す
る
技
術
論
に
堕
溶
し
て
い
る
,J
と
を
､
す
る
ど
く
つ
い
て

い
る
の
で
あ
る
｡

(p
p

4
B･9
.
七
八
ぺ
1
ジ
)
こ
の
よ
-
に
'
最
近
の

社
会
科
学
の
ひ
と
つ
の
立
場

プ
ル
ジ
m
ア
社
会
学
か
ら
は
客
観
的
な
科
学
的
.認
識
が
期
待
さ
れ
え
な
い

と
､
著
者
は
化
し
-
も
主
張
す
る
.

rLPて
t
で
は
人
間
科
学
に
お
け
る
本
当
の
客
観
性
は
ど
う
し
て
獲
得
さ

れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
の
か
.
コ
ル
ド
マ
ン
は
'
謙
康
な
態
度
で
.
こ
の

こ
と
の
困
難
さ
を
承
認
し
'
そ
の
困
難
を
越
え
て
客
観
的
な
真
理
に
到
達

す
る
四
つ
の
条
件
を
か
ぞ
え
て
い
る
｡
そ
れ
は
簡
単
に
し
め
す
と
七
つ
ぎ

の
と
お
り
で
あ
る
｡
3:

人
間
科
学
の
研
究
に
は
'
階
級
闘
争
が
お
よ
は

す
干
渉
が
お
よ
は
す
特
殊
な
困
難
が
あ
る
こ
と
を
知
り
､
そ
れ
を
つ
ね
に

看
破
す
る
こ
と
｡
H

肝
究
者
は
つ
ね
に
自
由
で
あ
り
､
偏
見
､
権
威
へ

正
統
､
器
榊
の
い
ず
れ
と
も
つ
ね
に
対
決
す
る
用
意
を
も
っ
こ
と
o
肖

研
究
者
は
自
分
自
身
に
た
い
L
rJ
恒
に
批
判
的
で
な
-
て
は
な
ら
ぬ
O
的

思
想
上
の
立
場
は
す
べ
て
､
社
会
の
下
部
横
道
と
結
び
つ
け
て
そ
の
意
味

条
件
は
､
科
学
の
祥
観
性
は
研
究
者
が
つ
ね

に
自
由
を
保
持
す
る
と
と
も

に
自
己
批
判
窒
息
た
ら
ぬ
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
へ
き
こ
と
'
ま
た
唯
物
史

餅
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
期
待
で
き
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
で
あ

ら
-
O
ま
た
こ
れ
k
関
連
し
て
､
ソ
JiJ
ニ
ト
体
制
に
お
け
る
マ
ル
ク
シ
ス

ム
の
研
究
に
た
い

し
て
若
干
の
董
慮
を
表
明
し
て
い
る
こ
と
も
'
こ
こ
で

っ
た
え
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
-
D

つ
ぎ
に
客
観
性
と
な
ら
ん
で
人
間
科
学
の
力
法
論
に
お
い
て
重
勢
だ
と

考
え
ら
れ
る
の
は
'
稔
体
性

ch
aractere
tota)
の
原
理
と
い
-
も
の

で
あ
る
｡
こ
れ
は
'
人
間
の
行

動
に
し
ろ
社
会
経
済
史
と
観
念
の
歴
史
と

第
八
十
六
巻

一
三

一

節
二
号

六
七



社
会
科
学
の
ひ
と
つ
の
立
場

の
あ
い
だ
の
不
可
分
な
関
係
に
し
ろ
'
つ
ね
に
そ
れ
ら
を
全
体
と
し
て
と

ら
え
ね
は
な
ら
ず
'
1
部
分
を
ば
全
休
か
ら
引
き
は
な
し
て
考
え
る
べ
き

で
は
な
い
と
い
-
原
理
で
あ
る
O
｣̂-
い
え
ば
'
ひ
と
は
｢総
体
の
範
職
｣

只
ath
e
g∩ヨ
C
d
er
T
Dtalltat
と
い
-
も
の
は
'
こ
れ
ま
た
ル
カ
ー
チ
が

『
歴
史
と
階
級
意
識
.J
と
の
中
で
強
調
し
て
や
ま
な
か
っ
た
も
の
で
あ
っ

て
'
ゴ
ル
ド
マ
ン
は
こ

の
思
想
を
継
ご
-
と
す
る
の
で
は
あ
る
吏
い
か
と
､

忠
-
で
あ
ろ
-
.
事
実
は
ま
た
そ
の
通
り
で
あ
っ
て
､
た
と
え
､
研
能
書

は
現
実
の
l
統
介
に
つ
い
て
耶
党
を
す
す
め
て
い
る
は
あ
い
で
も
､
現
実

の
全
体
と
の
そ
の
部
分
の
連
関
を
つ
ね
に
意
識
し
て
い
な
く
て
ほ
な
ら
な

い
と
す
る
'
ル
カ
-
チ
の
唯
物
史
観
に
し
た
が
っ
て
の
命
題
は
､
ゴ
ル
ド

マ
ン
に
よ
っ
て
'
人
間
科
学
の
基
本
原
理
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ

る
0
人
間
科
学
に
は
､
だ
か
ら
､
全
体
と
部
分
と
の
範
順
が
重
要
な
範
騰

と
な
っ
て
こ
な
-
て
ほ
な
ら
な
い
し
､
ま
た
こ
の
二
つ
の
も
の
の
具
体
的

な
連
関
を
と
ら
え
る
論
理
は
と
JO
い
う
諦
理
か
と
い
-
こ
と
も
､
ふ
か
-

考
え
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
-
｡

四

第
三
の
論
点

人
間
科
学
の
認
識
と
そ
の
基
本
概
念

こ
の
事
の
は
じ
め
に
'
著
者
は
大
へ
ん
重
要
な
こ
と
か
い
-
.
そ
れ
は

｢歴
史
的
社
会
的
生
活
の
認
識
と
い
-
の
は
､
行
動
主
体
の
'
人
間
共
同

社
会
の
自
覚

p
rlSe
d
e
con
sclen
Ce
と
い
-
こ
と
で
あ
る
O｣
(p

80
,

九

二
へ
I
ジ
し

こ

の

主
張
は
'
さ
き
に
語
っ
た
､
人
間
掛
羊
に
お
け
る
客

第
八
十
六
番

二
11
11

第
二
口｢

六
八

体
と
主
体
と
の
同

1
性

と
い
-
こ
と
か
ら
当
然
に
生
ず
る
帰

結
で
は
あ
る

け
れ
ど
も
､
対
象
認
識
が
や
が
て
自
己
認
識

へ日
光
)
を
苦
味
す
る
と
い

-
こ
と
は
､
社
会
科
学
を
学
ぶ
も
の
に
と
っ
て
'
は
な
は
だ
重
要
な
認
識

で
あ
る
o
L
か
も
汗
意
す
へ
き
こ
と
は
'
認
識
主
体
を
適
し
て
､
社
会
主

体
の
自
覚
に
連
す
る
と
い
-
こ
と
で
あ
る
｡
こ
れ
は
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
に
お

け
る
重
架
な
主
張
の
1
つ
で
な
け
れ
は
な
ら
な
い
.

と
こ
ろ
で
ゴ
ル
ド
マ
ソ
が
人
間
科
学
の
抗
本
に
す
え
る
概
念
に
'
唯
物

史
観
と
階
級
と
吋
龍
意
識
と
か
あ
る
｡

唯
物
史
観
に
つ
い
て
は
多
-
を
語
る
必
要
は
な
い
｡
た
だ
'
か
れ
の
強

調
し
た
い
の
は
'
ま
ず
'
現
実
を
下
部
構
造
と
上
靴
構
造
と
の
二
つ
の
部

分
に
わ
け
て
､
前
者
の
決
定
的
な
規
定
力
を
承
認
す
る
こ
と
と
､
後
黄
の

反
作
用
を

は
､
抽
象
的
に
で
は
な
-
具
体
的
に
､
承
認
す
る
こ
と
と
は
'

矛
盾
し
な
い
と
い
-
こ
と
で
あ
る
.
つ
ぎ
に
う
そ
の
こ
と
に
関
連
し
て
か

れ
か
主
張
す
る
の
は
'
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
相
対
的
自
律
性
の
問
題
で
あ
る
.

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
つ
い
て
機
械
論
的
な
経
済
決
定
帯
を
適
用
す
る
結
果
'

思
想
史
か
経
済
史
の
む
だ
な
か
ざ
り
に
す
ぎ
な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
-

と
い
-
例
を
､
わ
れ
わ
れ
は
多
-
知
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
O

つ
ぎ
に
､
著
者
が
ル
カ
ー
チ
り
思
想
を
継
承
し
て
い
る
と
い
-
こ
と
に

ょ
っ
て
'
か
れ
の
考
え
る
牌
殻
概
念
の
重
要
性
は
ほ
ぼ
推
察
さ
れ
る
だ
ろ

-
｡

｢他
の
一
切
の
集
団
に
-
ら
へ
て
､
階
級
と
い
-
社
会
集
Ea
の
も
つ

比
析
な
い
重
要
性
｣
(p

lo
).
二

三
ペ
ー
ジ
)
の
旬
や

｢階
級
と
は
'

そ
れ
ぞ
れ
に
社
会
鮭
織
の
全
体
に
つ
い
て
ら
が
っ
た
理
想
を
目
ざ
し
て
い



る
も
の
で
あ
る
か
ら
'
制
有
の
価
値
尺
度
を
も
っ
て
い
る
唯

1
の
集
印
で

あ
る
｣
〔p
10
3.
1
1
五
ベ
ー
ン
)
と
い
-
文
章
な
ど
を
よ
め
ば
､
こ
の

間
の
消
思
は
明
ら
か
で
あ
ろ
-
と
円心-
O
階
荷
と
い
-
基
本
的
柴
田
に
は

つ
ね
に
社
会
の
令
体
健
か
や
ど
る
と
い
-
思
想
は
､
教
え
る
と
こ
ろ
が
多

い
で
あ
ろ
う
O
ま
た

｢本
当
の
社
会
的
機
能
を
は
た
し
て
い
る
階
級
｣
に

は
､
現
実
に
つ
い
て
真
の
意
識
を
も
ち
-
る
と
い
-
拒
楠
は

(p

57
二
ハ

九
ペ
ー
ジ
)
r
す
ぐ
あ
と
で
の
べ
る

｢可
能
意
識
｣

の
問
題
と
か
ら
ん
で
､

階
級
概
念
の
歴
史
哲
学
的
意
義
を
あ
き
ら
か
に
し
た
も
の
と
い
え
よ
-
.

あ
と
で
も
ふ
れ
る
と
お
り
'
ゴ
ル
ト
マ
ン
に
お
い
て
は
'
階
級
は
世
界
観

の
下

部
構
造
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

さ
て
､
わ
れ
わ
れ
は
さ
き
に
二
言
し
た

｢可
能
意
識
｣
に
つ
い
て
､
少

し
-
わ
し
-
考
え
る
時
か
き
た
0
1
.述
の
と
お
り
'
ゴ
ル
ト
マ
ン
は
､
ウ

ェ
ー
バ
ー
の
い
-

｢客
観
附
け
維
件
の
範
幡
｣
を
ば
存
在
諭
的
な
範
曙
に

改

め
た
ル
カ
ー
チ
の
思
想
を
'
さ
ら
に
歴
史
哲
学
的
な
根
本
牡
暗
に
ま
で

締
な
お
し
た
'
そ
し
て
こ
れ
を
社
会
科
学
老
が
と
-
に
関
わ
り
を
も
つ
べ

き
範
唱
に
し
上
げ
た

の
であ
る
｡

可
能
意
識
は
現
実
意
識

eo
n
sc)e
nce
reel)e
と
対
を
な
す
O
い
ま
階

級
意
識
に
つ
い
て
考
え
る

と
､
階
萩
の
あ
る
が
ま
ま
の
意
識
は
そ
の
階
叔

が
歴
史
的

･
社
会
的
に
は
た
し
-
る
役
割
に
応
じ
た
社
会
や
歴
史
に
た
っ

す
る
全
体
的
な
表
象
を
つ
ね
に
も
っ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
o
L
か
し
な

か
ら
､
た
と
え
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
が
プ
ル
ン
コ
ア
革
命
に
お
い
て
拒
耳

的
な
役
割
を
は
た
L
t
雁
史
的
進
歩
に
た
い
し
て
入
校
を
代
表
し
て
い
た

社
会
剰
芋
の
ひ
と
つ
の
立
場

と
き
に
は
､
こ
の
階
級
の
意
識
の
な
か
に
は
､
人
類
が
そ
の
時
に
到
達
し

-
る
'
最
1:E
隈
に
具
体
的
な
社
会
の
全
体
像
が
や
と
っ
て
い
る
と
す
る
の

で
あ
る
｡
歴
史
の
先
頭
に
立
っ
て
雄
々
し
い
歩
み
を
あ
ゆ
む
階
級
に
ゆ
る

さ
れ
る
こ
の
､
グ
ィ
ジ
"
ソ
を
､
ゴ
ル
ド
マ
ソ
は

｢可
鰭
意
識
の
マ
ク
シ

マ
ム
｣
と
名
づ
け
､
こ
れ
を
現
実
意
識
と
区
別
す
る
の
で
あ
る
じ
も
と
よ

り
'
こ
の
認
識
は
そ
の
階
級
の
構
成
員
の
す
べ
て
に
た
い
し
て
可
能
だ
な

ど
と
い
-
の
で
は
な
い
.
早
-
考
え
る
こ
と
は
現
実
的
で
は
な
い
､
む
し

ろ
､
そ
の
階
級
の
な
か
か
ら
'
代
衣
的
な
思
想
家
個
人
が
あ
ら
わ
れ
て
､

そ
の
認
識
を
と
げ
る
の
で
あ
る
｡

｢代
妾
的
大
著
述
家
と
い
-
の
は
､
あ

る
階
級
の
可
能
意
識
の
マ
ク
シ
マ

ム
に
対
応
す
る
世
界
観
を
多
か
れ
少
か

れ
昌
尾

l
貰
し
た
什
方
で
表
現
す
る
人
た
ち
の
こ
と
で
あ
る
｣
と
か
れ
は

い
-
a
(p
47
,
五
七
ペ
ー
ジ
)
こ
の
1
文
は
階
級
と
個
人
と
の
､

現
実

に
ii
い

する
関
係
を
ば
著
者
か
と
ん
な
に
考
え
て
い
た
か

を
'し
め
し
て

い
る
｡
こ
の
よ
-
に
､
可
能
意
識
は
ま
ず
マ
ク
シ
マ
ム
と
し
て
う
そ
の
充

尖
し
た
'
蝶
憩
的
な
状
態
に
お
い
て
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
､
特
徴
的

で
あ
る
o
現
実
の
大
小
の
思
想
家
た
ち
に
つ
い
て
い
-
と
､
か
れ
ら
は
そ

の
吋
能
意
識
を
ば
さ
ま
さ
ま
の
ニ
ー
ア
ン
ス
に
お
い
て
実
現
し
て
い
る
の

で
あ
る
が
'
そ
れ
ら
を
認
識
す
る
の
に
Tr
キ
ソ
マ
ム
の
状
頂
に
お
い
て
ま

ず
-3L
ら
え
る
と
い
-
こ
と
は
ど
-
い
-
こ
と
か
｡
そ
れ
の
み
で
は
な
い
｡

若
君
は
現
実
的
な
意
識
を
と
ら
え
る
た
め
に
も
'

吋
碓
意
識
を
基
準
と
し

て
用
い
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
.
い
わ
く
'

｢現
実
意
識
と
い
う
の
は
､

経
験
的
な
諸
要
田
の
た
め
に
こ
の
可
能
意
識
が
実
現
せ
ず
'
む
し
ろ
そ
れ

折
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六
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社
会
科
学
の
ひ
と
つ
の
市
場

が
こ
-
む
り
そ
れ
と
対
立
す
る
よ
-
に
な
る
と
こ
ろ
の
多
様
な
障
芹
や
逸

脱
の
結
果
で
あ
る
｣
(p
t20
.
二
二
六
ペ
ー
ジ
)
と
｡
こ
の
よ
-
な
説
明

の
仕
方
は
､
普
通
の
唯

物

史

観
の
立
場
か
ら
は
異
様
で
あ
り
あ
る
い
は
.鼓

切
り
の
よ
う
に
思
え
る
か
も
し
れ
な
い
O
こ
の
恩
考
方
法
は
む
し
ろ
'
古

代
で
い
え
ば
ア
リ
ス
,L
子
レ
ス
の
存
在
論
に
お
い
て
上
-
行
な
わ
れ
た
手

法
で
あ
る
O
あ
る
も
の
を
説
明
す
る
は
あ
い
､
を
の
も
っ
と
も
具
体
的
な

状
態
を
は
じ
め
に
表
象
し
て
､
経
験
的
な
さ
ま
ざ
ま
の
状
態
を
は
そ
れ
か

ら
の
欠
如
態

p
r･vl
t10

と
考
え
る
考
え
方
に
遠
-
通
じ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
.
こ
の
意
味
か
ら
は
､
ゴ
ル
ド
T,
ソ
の
思
考
力
決
に
は
､
観
念
論
の

臭
味
が
た
だ
よ
っ
て
い
る
と
､
批
評
す
る
人
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
｡
し

か
し
そ
れ
は
唯
物
弁
証
法
の
立
場
を
浅
薄
に
機
械
論
に
解
し
て
の
短
見
で

あ
る
と
い
わ
ね
は
な
ら
ね
だ
ろ
-
.
唯
物
刃
証
法
は
観
念
論
の
真
理
を
は

は
ば
か
る
と
こ
ろ
な
-
止
揚
し
て
い
る
も
り
で
な
く
て
は
な
る
ま
い
か
ら

で
あ
る
O

さ
ら
に
､
こ
の
考
え
方
と
ウ
ェ
･J
ハ
-
の
理
念
型
と
の
異
同
に
つ
い
て
'

少
し
考
え
て
お
こ
-
O
脚
穀
意
識
に
つ
い
て
理
念
型
が
考
え
ら
れ
る
と
す

る
と
､
そ
の
も
の
に
は
､
準
評
価
的
な
属
性
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と

は
勿
論
で
あ
る
が
､
そ
の
ほ
か
に
'
そ
れ
の
客
観
的
に
可
能
で
あ
る
こ
と

が
要
請
せ
ら
れ
は
す
る
も
の
の
､
現
実
的
で
あ
る
も
の
と
可
鰐
的
で
あ
る

も
の
と
の
両
つ
の
意
義
か
そ
こ
に
ふ
-
ま
れ
て
い
る
な
と
と
は
'
い
え
る

は
ず
が
な
い
｡
｢あ
る
｣
と
｢あ
り
う
る
｣
と
の
同
義
か
理
念
型
に
枕
た
わ

っ
て
い
る
と
い
-
よ
-
な
訳
が
な
い
O
な
ぜ
な
ら
､
合
守
的
な
構
成
物
で

第
八
十
六
巻
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l
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あ
り
､
認
識
の
手
段
で
あ
る
理
念
型

は
'
存
在

の
程
度

に
つ
い
て
語
る
こ

と
を
要
求
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
が
､
ゴ
ル
ド
マ
ソ

の
は
あ
い
に
は
､
階
級
意
識
に
は
､

｢あ
る
｣
程
度
の
意
識
と

｢あ
り
-

る
｣
程
度
の
意
識
と
が
と
も
に
ふ
く
ま
れ
､
こ
の
二
つ
の
ち
が
い
ほ
､
歴

史
に
お
い
て
そ
の
階
級
の
は
た
す
役
割
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
O
こ

の
よ
-
に
､
歴
史
哲
学
的
な
概
念
に
ま
で
具
体
化
し
て
い
る
と
い
-
こ
と

が
､
ゴ
ル
ド
マ
ン
の
階
級
意
識
を
理
念
型
と
区
別
す
る
特
色
だ
と
考
え
て

よ
い
だ
ろ
JO
.

(
つ
い
で
な
が
ら
い
え
は
'
わ
た
し
は
'
す
べ
て
社
会
科

学
の
概
念
は
､
そ
の
程
度
の
大
小
は
別
と
し
て
'
歴
史
哲
学
と
結
び
つ
い

て
い
る
と
と
も
に
'

｢あ
る
｣
と

｢あ
り
-
る
｣
と
の
両
義
を
そ
な
え
て

い
る
も
の
だ
と
思
-
.
だ
か
ら
こ
の
両
義
を
そ
な
え
た
も
の
と
し
て
処
理

で
き
る
論
評
が
､
社
会
科
学
に
適
合
的
な
論
理
な
の
で
あ
ろ
-
O)

可
能
意
識
に
つ
い
て
的
ら
か
な
よ
-
に
へ
ゴ
ル
ド
マ
ン
は
人
間
科

学
と

歴
史
哲
学
と
の
結
び
つ
き
を
満
-
自
覚
し
て
へ
そ
の
関
係
を
か
わ
の
方
法

論
の
前
両
に
お
し
出
し
て
い
る
｡
た
と
え
ば
'
上
に
､
わ
れ
わ
か
は
人
間

科
学
の
認
識
は
対
象
.認
識
で
あ
る
と
と
も
に
'
主
体
と
し
て
の
共
同
社
会

の
自
覚
で
あ
る
と
い
-
注
目
す
べ
き
認
識
に
つ
い
て
語
っ
た
が
､
こ
の
こ

と
を
可
能
に
す
る
も
の
は
'
歴
史
意
識

con
sclen
Ce
h
lStOllq
U
e
で
あ

る
｡
い
わ
-

｢歴
史
意
識
と
い
-
の
は
'
個
人

主

義
的
自
我
を
超
越
し
た

態
度
に
と
っ
て
の
み
存
在
す
る
も
の
で
あ
り
､
ま
た
こ
の
意
識
が
こ
の
超

越
を
実
現
す
る
た
め
の
主
要
な
手
段
の

l
つ
な
の
で
あ
る
｡｣
(p
tO
.
i

四
ペ
㌧
ソ
)
社
会
科
学
と
歴
史
哲
学
と
の
つ
な
が
り
を
歴
史
意

識

の
中

に



兄
い
だ
そ
-
と
い
-
の
が
､
わ
た
し
の
年
来
の
主
張
な
の
で
あ
る
が
-

旧
潜
の

『
経
済
学
と
歴
史
面
識
』
を
み
よ
-

､
こ
こ
に
わ
た
し
は
有
力

な
知
己
を
得
た
思
い
が
す
る
の
で
あ
る
｡

さ
て
'
ゴ
ル
ド
マ
ソ
か
可
能
意
識
の
実
例
と
し
て
恩
想
史
か
ら
引
き
出

す
の
は
'
ケ
ネ
1
の
は
あ
い
で
あ
る
.
か
れ
に
よ
れ
は
､
ケ
ネ
ー
の

｢経

済
表
｣
は
こ
れ
ま
で
経
済
恩
恕
史
上
､
不
遇
な
地
位
を
与
去
ら
れ
て
き
た

も
の
で
あ
る
が
､
そ
れ
は
'
こ
の
天
才
的
な
構
想
を
は
ひ
と
つ
の
吋
能
意

識
の
表
現
と
し
て
処
理
す
る
こ
と
が
布
な
わ
れ
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
､

と
い
う
O
ケ
ネ
I
の
思
想
史
上
の
立
場
が
ア
ン
シ
ャ
ン
･
レ
ジ
ー
ム
の
入口

法
的
改
良
を
企
て
る
啓
蒙
的
専
政
政
治
の
そ
れ
で
あ
り
'
そ
こ
か
ら
経
済

学
史
上
の
特
徴
も
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
は
'
す
で
に
多
く
の
人
の
賛
成

す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
し
て
も
'
そ
の
経
済
JJ
の
立
場
が
全
体
と
し
て
の

フ
ラ
ン
ス
社
会
像
と
ど
う
結
び
つ
-
か
に
つ
い
て
は
t
l
致
し
た
意
見
が

あ
る
わ
け
で
は
な
い
｡
こ
の
と
き
､
.T1
ル
ド
Tr
ソ
の
よ
-
に
､
ケ
ネ
I
が

｢諸
社
会
階
萩
の
経
済
的
刑
責
関
係
を
調
和
さ
せ
る
可
能
性
｣
の
上
に
､

フ
ラ
ン
ス
上
値
を
き
づ
こ
-
と
い
う
政
治
的
ヴ
ィ
7.M

ソ
を
､
可
緒
意
識

と
し
て
も
っ
て
い
た

(p
p
t22-
3.
二
二
八
-
九
べ
㌧
ソ
)
と
す
る
解
釈

は
'
経
済
思
想
を
社
会
的
ヴ

ィ

ジ

Tn

ソ
で
受
け
と
め
よ
-
と
す
る
も
の
と

し
て
､
興
味
あ
る
提
案
だ
と
､
い
わ
な
-
て
は
な
ら
な
い
o

以
上
'
人
間
科
学
に
お
け
る
重
要
な
概
念
と
し
て
一二
つ
の
も
の
を
紹
介

し
た
が
､
こ
れ
ら
か
み
な
'
わ
れ
わ
れ
の
深
い
省
察
を
要
求
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
は
､
い
-
ま
で
も
あ
る
ま
い
O
ル
カ
I
チ
の
思
想
を
継
承
し
な

社
会
科
学
の
ひ
と
つ
の
立
場

が
ら
'
新
ら
し
い
境
地
を
開
拓
し
た
と
い
-
功
績
を
､
わ
れ
わ
れ
は
著
者

ゴ
ル
ド
マ
ン
に
み
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
-
｡

五

第
四
の
､
最
後
の
論
点

人
間
科
学
の
論
理
と
表
現

わ
れ
わ
れ
は
､
お
お
り
に
'
人
間
科
学
を
つ
ら
ぬ
-
諭
型
は
ど
ん
な
も

の
か
う
そ
の
用
い
る
概
念
や
法
則
は
ど
ん
な
意
義
を
も
っ
て
い
る
の
か
t

に
つ
い
て
の
.n
ル
ド
マ
ン
の
思
想
を
つ
た
え
な
が
ら
'
若
干
の
考
察
を
つ

け
加
え
る
こ
と
に
し
よ
-
0

著
者
は
人
間
科
学
か
ら
科
学
主
義
の
立
場
を
断
乎
と
し
て
排
斥
す
る
｡

こ
こ
に
い
-
科
学
主
義
と
は
t

l
九
世
紀
に
お
け
る
自
然
科
学
の
発
達
に

刺
戟
さ
れ
て
､
歴
史
学
や
社
会
学
に
お
い
て
も
起
っ
て
き
た
実
証
的
な
社

会
科
学
の
立
場
で
あ
り
'
こ
れ
は
付
随
的
に
'
科
学
の
哲
学
と
の
関
係
を

は
排
斥
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
｡
ゴ
ル
ド
マ
ン
は
こ
-
い
-
立
場
を
'
人

間
科
学
に
ふ
さ
わ
し
-
な
い
も
の
と
し
て
排
斥
す
る
.
な
ぜ
か
と
い
-
と
､

科
学
主
義
は
人
間
科
学
を
そ
れ
の
個
有
の
対
象
に
つ
い
て
考
え
て
は
い
ず
'

し
た
が
っ
て
'
そ
れ
に
個
有
の
論
理
で
考
え
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
｡

さ
て
'
科
学
主
義
の
立
場
か
ら
の
論
理
は
'
経
陵
的
合
榔
主
義
に
ふ
さ

わ
し
-
分
析
論
理

1o
glq
u
e
a
n
al
y
tlq
u
e
で
あ
る
o
わ
た
し
の
社
会
科

学
史
を
処
理
す
る
概
念
で

い
-
と
'
自
然
主
義
の
論
理
で
あ
る
n
と
こ
ろ

で
社
会
科
学
史
に
お
い
て
､
こ
れ
と
は
こ
と
な
る
論
理
で
い
ま
ひ
と
つ
布

力
な
も
の
か
あ
る
こ
と
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
だ
ろ
-
o
そ
れ
は
発
生

第
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社
会
科
学
の
ひ
と
つ
の
立
場

論
な
い
し
流
出
諭
の
論
理

)og
lq
ue
err)anatlSte
と
呼
ば
れ
て
い
る
も

の
で
あ
っ
て
'
ロ
ー
Tr
ソ
主
義
や
そ
の

流
れ
を
汲む
か
ぎ
り
の
歴
史
主
義

の
立
場
は
､
こ
の
論
理
に
し
た
が
っ
て
き
た
も
の
で
あ
る
｡
も
し
分
析
論

幣
が

l
八
世
紀
の
論
理
と
い
え
る
と
す
れ
ば
､
発
生
論
即
は

一
九
世
紀
の

諭
野
と
い
っ
て
,Li
い
だ
ろ
-
a

分
析
論
理
に
お
い
て
は
､
全
体
は
部
分
な
い
し
個
り
集
合
で
あ
り
'
部

分
の
分
析
の
す
え
'
そ
の
諸
結
果
を
集
め
る
な
ら
は
全
体
は
#
E=理
的
に
構

成
さ
れ
る
と
考
え
る
｡
社
会
に
つ
い
て
い
え
ば
､
個
人
に
つ
い
て
の
分
析

の
結
果
が
柔
め
ら
れ
る
と
､
社
会
全
体
の
諭
理
は
成
り
立
つ
｡
鮭
済
学
で

い
-
な
ら
ば
'
古
典
学
派
や
近
代
経
済
学
の
立
場
は
基
本
的
に

ー̂
の
立
場

に
立
つ
D
と
こ
ろ
が
そ
れ
と
は
反
対
に
'
発
IE
諭
の
所
理
に
お
い

て
は
全

体
が
部
分
よ
り
も
論
理
的
に
さ
き
に
あ
っ
て
'
全
体
の
1
郡
を
わ
け
も
つ

も
の
と
し
て
だ
け
､
部
分
の
意
義
は
考
え
ら
れ
る
と
す
る
O
歴
史
学
派
の

経
済
学
に
お
い
て
は
､
こ
の
論
硬
に
し
た
が
-
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
の
で

あ
る
O
こ
の
二
つ
の
論
理
の
対
立
関
係
､
な
い
し
互
に
矛
属
し
合
-
関
係

は
､
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
-
Q
ゴ
ル
ド
マ
ン
は
こ
の
い
ず
れ
の

論
理
も
人
間
的
諌
実
に
適
合
し
た
論
理
で
は
な
い
と
考
え
､
人
間
科
学
に

ふ
さ
わ
し
い
論
理
と
は
'
そ
の
両
石
の
結
合
で
あ
る
よ
-
な
論
理
､
す
な

わ
ち
弁
証
法
の
論
理
'
し
か
も
弁
証
法
的
唯
物
論
だ
と
､
主
張
す
る
の
で

あ
る
｡
｢
〔分
析
論
理
rjL禿
山
諭
的
論
理
と
の
〕
二
つ
の
態
度
は
そ
れ
ぞ
れ

歴
史
的
理
解
に
街
極
的
な
有
人
Jは
し
て
い
る
が
､
相
手
に
た
い
す
る
批
判

も
正
当
な
も
の
で
あ
る
だ
け
に
t
と
ち
ら
も
人
間
科
学
の

l
般
的
基
礎
と

第
八
十
六
巻

l
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六

第
二
号
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二

な
る
の
に
は
不
十
分
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
両
名
の
綜
合
は
可
距
で
あ
ろ

-
か
｡
弁
証
法
的
唯
物
論
は
'
こ
の
綜
合
の
可
能
性
を
与
え
る
も
の
と
思

-
C
な
ぜ
な
ら
'
弁
証
法
的
唯
物
論
は
t

l
切
の
形
而
卜
学
的
思
弁
的
実

体
の
存
在
を
否
定
す
る
と
同
時
に
､
し
か
も
､
精
神
生
活
を
さ
ら
に
陳
-

広
い
人
間
的
規
実
の
表
現
と
し
て
み
る
も
の
で
あ
る
か
ら
｡｣

(p

t30
,

l
四
七
-
八
ペ
ー
ジ
)
弁
証
法
的
唯
物
論
は
､
l
方
で
は
発
拙
論
に

お
け

る
よ
-
な
超
個
人
的
な
忘
歳
を
否
定
L
t
階
級
意
識
の
よ
-
な
駄
団
意
識

に
し
て
も
'

｢人
間
相
互
間
の
影
響
と
自
然
に
対
す
る
人
間
の
作
用
と
か

ら
生
ず
る
個
人
的
意
識
と
そ
の
他
向
と
の
給
体
｣
で
あ
る
と
考
え
る
点
に

お
い
て

〔同
じ
と
こ
ろ
)
'
分
析
論
理
の
真
理
を
者
け
つ
い
で
い
る
.
し

か
し
他
方
で
は
'
弁
証
法
的
唯
物
論
は
個
人
意
識
の
給
体
は
個
人
の
算
術

帆
総
和
で
あ
る
と
は
せ
ず
'
パ
ス
カ
ル
'
カ
ン
ト
'
ヘ
ー
ゲ
ル
､
マ
ル
ク

ス
の
よ
-
な
思
想
史
上
の
巨
匠
た
ち
と
同
じ
よ
-
に
'

｢各
要
素
は
､
他

の
詣
宴
素
と
の
関
係
の
総
体
に
よ
っ
て
の
み
理
解
さ
れ
-
る
｣
と
考
え
る

点
に
お
い
て
'
発
出
諭
の
真
理
を
も
保
持
し
よ
-
と
す
る
の
で
あ
る
.

(同
じ
と
こ
ろ
)
結
LP
t
ゴ
ル
ド
マ
ン
の
立
場
は
､
個
人
を
中
心
と
し
て

全
体
を
あ
と
か
ら
考
え
る
分
析
論
理
で
も
な
く
'
ま
た
形
而
上
学
的
思
弁

的
な
仮
設

(た
と
え
は
民
族
精
神
)
を
中
心
と
し
て
考
え
､
個
人
の
行
動

を
そ
こ
か
ら
浜
押
す
る
売
出
論
で
も
な
-
､
唯
物
的
な
地
健
に
よ
っ
て
規

定
さ
れ
る
階
級
を
中
心
と
L
t
下
部
棋
道
と
し
て
'
そ
の
表
現
と
し
て
世

界
観
-

し
た
が
っ
て
祉
会
像
や
歴
史
像
を
ば
考
え
て
い
こ
-
と
す
る
も

の
な
の
で
あ
る
o



こ
こ
に
わ
れ
わ
れ
は

｢表
現
｣
m
a
n
)festatAo
rl
あ
る
い
は

cx
p
r
es･

S10rl
と
い
-
概
念
が
人
間
科
学
に
た
い
し
て
貢
要
な
も
の
と
し
て
現

わ

れ
る
の
を
み
る
で
あ
ろ
-
o
階
級
と
い
う
濃
団
的
な
下
部
構
造
の
表
現
で

あ
る
か
ら
､
こ
の
こ
と
ば
は
'
そ
こ
で
個
人
と
全
体
と
の
統

一
-

弁
証

法
的
統

1
-

が
実
現
さ
れ
て
お
り
'
本
質
的
に
弁
証
法
的
な
内
容
を
も

っ
た
概
念
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
-
O

｢表
現
｣
と
い
-
概
念
に
関
連
し
て
'
ゴ
ル
ド
マ
ン
は
ル
カ
-
チ
が
青

年
時
代
の
文
学
即
死
に
お
い
て
捉
山
し
て
い
た
と
い
-
､
｢形
式
｣
fo
rm
e

と
い
う
概
念
を
再
び
力
説
す
る
必
要
を
感
じ
て
い
る
O
こ
の
概
念
は
'
惜

顔
と
い
-
下
部
構
造
が
知
的
に
表
現
さ
れ
て
､
歴
史
や
社
会
の
ウ
ィ
シ
王

ソ
を
挺
Ir
す
る
は
あ
い
に
'
現
わ
れ
る
振
型
の
こ
と
で
あ
る
と
'
解
せ
ら

れ
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
点
に
つ
い
て
の
叙
述
は
簡
即
に
す
ぎ
て
く
わ
し
く

は
了
解
で
き
な
い
け
れ
ど
も
'
今
ま
で
に
説
い
た
と
こ
ろ
か
ら
も
明
ら
か

で
あ
ろ
-
よ
-
に
､
こ
の
炉
型
概
念
も
ま
た
､
ウ
ェ
ー
ハ
I
と
そ
の
並
流
が

主
張
す
る
よ
-
な
'
分
析
論
理
に
し
た
が
っ
て
考
え
ら
れ
る
よ
-
な
も
の

で
は
な
く
て
'
弁
証
法
的
な
内
容
を
も
ち
､
存
在
と
価
値
'
実
在
と
理
想
､

実
証
性
と
合
理
性
と
を
綜
合
し
た
概
念
と
な
ら
ね

はな
ら
phr.Tで
あ
ろ
-
.

大

L
に
Z
]
つ

の
論

点

に
つ
い
て
み
た
ゴ
ル
ト
Tr
ン
の
人
間
科
学
論
は
､
最

近
の
社
会
科
学
諭
と
し
て
､
ま
こ
と
に
斬
新
で
将
米
の
芙
の
り
多
い
展
開

を
約
束
し
て
い
る
思
徹
を
ふ
く
ん
で
い
る
と
思
-
｡
か
れ
の
所
論
に
は
'

社
会
科
学
の
ひ
と
つ
の
i>
場

こ
こ
で
は
省
略
し
な
-
て
ほ
な
ら
な
か
フ
た
が
､
か
れ
自
身
の
プ
ラ
ソ
ス

の
思
想
史
の
研
光
､
こ
と
に
パ
ス
カ
ル
の
研
究
や
､
ト
イ
ツ
思
想
史
と
し
て

は
カ
ソ
-L･の
思
想
の
成
果
が
裏
づ
け
に
な
っ
て
い
て
'
鞘
な
る
思
い
つ
き

で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
.
た
だ
r
あ
ま
り
怖
坤
か
叙
述
で
l
貨
し
て
い

る
た
め
に
'
論
じ
る
と
こ
ろ
に
若
干
の
飛
躍
が
あ
る
こ
と
を
と
き
に
否
定

で
き
な
い
O
た
と
え
は
､
か
れ
は
人
間
科
学
に
適
当
な
節
理
は
弁
.#E=法
の

諭
型
で
あ
る
こ
と
を
弧
張
し
て
'
つ
ぎ
の
よ
-
に
熟
を
こ
め
て
語
る
と
き
'

わ
れ
わ
れ
は
う
そ
の
意
の
あ
る
と
こ
ろ
は
'
了
解
す
る
も
の
の
'
少
し
戸

惑
い
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
b
い
わ
く
､

｢朴
会
科
学
が
刃
証
法
的

あ
る
べ
き
か
ど
う
か
､
と
閉
-
こ
と
は
､
社
会
科
学
が
現
尖
を
理
解
す
べ

き
か
､
そ
れ
と
も
こ
れ
を
作
曲
し
'
隠
蔽
す

へ
き
か
､
と
間
-
こ
と
に
は

か
な
ら
な
い
O
こ
れ
は
､
外
観
は
こ
と
な
り
､

l
見
す
る
と
こ
ろ
だ
け
か

ら
は
正
反
対
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
l
七
世
紀
の
物
理
学
者
た
ち
が
､

過
去
と
教
会
と
に
結
ば
れ
た
諸
勢
力
の
特
殊
な
利
益
に
た
い
し
て
挑
ん
だ

闘
争

と同
じ
闘
争
で
あ
-
'
自
由
な
.
客
観
的
な
､
人
間
的
な
認
識
の
た
め

に
､
特
定
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
反
対
す
る
闘
争
な
の
で
あ
る
｡｣
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ech
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es,
7959
が
こ
れ
で
あ
る
｡
わ
た
し
は
こ
の

新
著
か
ら
も
多
-
の
学
ぶ
へ
き
も
の
か
あ
る
こ
と
を
期
待
し
て
.;
る
O
こ

こ
で
は
､
著
黄
の
立
場
を
緋
介
し
､
多
-
の
賛
意
を
表
す
る
だ
け
で
､
獅

足
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
.
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