
人

間

の

輪

郭

―

―

そ
の
曖
昧
さ
を
擁
護
す
る
た
め
に

武

藤

整

司

Ⅰ

問
題
の
所
在

人
間
の
身
体
を
形
成
し
て
い
る
物
質
成
分
に
は
、
次
の
よ
う
な
も

の
が
あ
る
。
水
素
、
酸
素
、
炭
素
、
カ
ル
シ
ウ
ム
、
燐
、
鉄
、
そ
の

他
の
微
量
物
質
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ヘ
リ
ウ
ム
を
除
く
と
、
星
の
成

（
一
）

分
と
さ
ほ
ど
変
わ
り
が
な
い
。
宇
宙
誕
生
か
ら
現
在
ま
で
、
連
綿
と

続
く
流
れ
の
中
で
人
間
が
生
ま
れ
て
き
た
こ
と
の
証
左
で
あ
る
。
ま

た
、
生
物
と
い
う
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
人
間
は
現
存
の
他
の
生
物
と

祖
先
（
原
核
生
物
）
を
共
有
し
て
お
り
、
生
体
を
構
成
す
る
ア
ミ
ノ

酸
な
ど
の
基
本
素
材
の
生
産
に
関
す
る
遺
伝
子
に
限
定
す
れ
ば
、
人

間
と
大
腸
菌
と
の
間
に
ほ
と
ん
ど
差
異
は
な
い
。
つ
ま
り
、
地
球
上

（
二
）

の
す
べ
て
の
生
物
に
は
Ｄ
Ｎ
Ａ
と
い
う
共
通
の
絆
が
存
在
す
る
の
で

あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
一
卵
性
双
生
児
を
除
け
ば
、
誰
一
人
と
し
て
同

じ
ゲ
ノ
ム
Ｄ
Ｎ
Ａ
を
も
つ
人
間
は
存
在
し
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
わ

（
三
）

、

。

れ
わ
れ
人
間
は

個
体
と
し
て
見
れ
ば
相
互
に
著
し
い
違
い
が
あ
る

、

「

」

、

そ
れ
で
は

こ
の
異
質
性
を
統
轄
す
る

人
間
性

と
い
う
概
念
は

た
だ
の
抽
象
だ
ろ
う
か
。
答
え
は
「
否
」
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
わ

れ
わ
れ
人
間
は
、
一
人
一
人
異
な
り
な
が
ら
、
共
通
の
要
素
も
併
せ

も
つ
存
在
者
だ
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
一
つ
は
、
種
と
し

「

」

。

、

て
の

ヒ
ト

の
安
定
性
で
あ
る

神
話
の
世
界
な
ら
ば
と
も
か
く

（
四
）

ヒ
ト
と
ウ
マ
を
交
配
さ
せ
て
ケ
ン
タ
ウ
ロ
ス
を
拵
え
る
こ
と
は
で
き
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な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
人
間
の
文
化
的
要
素
も
見
逃
せ
な
い
共
通

性
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
言
語
。
こ
れ
が
な
け
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ

が
そ
も
そ
も
文
化
を
形
成
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て

「
同
胞
」
と
い
う
言
葉
が
成
立
す
る
の
も
、
こ
の
共
通
性
の
認

、
識
の
お
蔭
で
あ
る
。

し
か
し
、
身
体
上
は
と
も
か
く
、
文
化
上
の
共
通
点
を
も
た
な
い

存
在
者
は
「
人
間
」
で
は
な
い
の
か
。
た
と
え
ば
、
新
生
児
は
ど
う

。

。「

」

な
の
か

こ
の
問
い
に
答
え
る
こ
と
は
難
し
い

人
間
で
は
な
い

と
は
言
い
難
い
し

「
人
間
で
あ
る
」
と
す
る
と
、
文
化
上
の
欠
落

、

を
ど
う
看
做
す
の
か
、
と
い
う
新
た
な
問
い
に
答
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
か
ら
で
あ
る
。
一
体
、
わ
れ
わ
れ
は
、
ヒ
ト
と
い
う
種
に
属
す

る
こ
と
以
外
に
、
す
べ
て
の
人
間
を
貫
く
さ
ら
に
高
次
の
共
通
性
を

ど
こ
に
求
め
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

、

、

た
し
か
に

進
化
の
過
程
を
あ
る
程
度
心
得
て
い
る
わ
れ
わ
れ
は

「
現
生
人
類

」
が
誕
生
し
た
時
点
を
想

（H
om

o
sapiens

sapiens

）

定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら

「
そ
う
な
る
と
、
そ
れ

、

（
五
）

以
前
は
人
間
で
は
な
か
っ
た
の
か
」
と
い
う
問
題
が
出
来
す
る
。
人

間
以
前
と
以
後
と
を
ど
こ
で
区
切
る
の
か
。
も
ち
ろ
ん
、
人
類
学
が

そ
の
答
え
を
用
意
し
て
い
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
身
体
的
特
徴
を
比
較
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
生
人
類
を
あ
る
程
度
劃
定
す
る
こ
と
は
で
き

る
。
今
は
、
こ
の
答
え
で
満
足
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

そ
れ
で
は
、
こ
れ
だ
け
で
「
人
間
」
を
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る

の
か
。
縦
軸
は
そ
れ
で
よ
い
と
し
て
も
、
横
軸
の
問
題
が
新
た
に
現

れ
る
。
つ
ま
り
、
地
球
上
に
現
存
す
る
「
人
間
」
と
呼
ば
れ
る
存
在

者
と
、
そ
れ
以
外
の
存
在
者
と
を
ど
こ
で
区
切
る
の
か
、
と
い
う
問

題
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
安
易
な
答
え
を
拒
否
す
る
、
上
記
の
問
い
と

は
別
の
意
味
で
難
解
な
問
題
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
わ
れ
わ
れ
は
、

そ
の
日
常
生
活
に
お
い
て
「
人
間
」
と
「
人
間
で
は
な
い
も
の
」
と

を
難
な
く
区
別
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
と
が
微
妙
な
領
域

に
及
ぶ
と
、
そ
の
よ
う
な
区
別
を
困
難
に
さ
せ
る
事
例
も
ま
た
多
い

の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
胎
児
（
胎
芽
）
は
ど
う
だ
ろ
う
か

「
人

。

」

、

「

」

間

で
あ
る
と
す
る
と

人
工
妊
娠
中
絶
は
れ
っ
き
と
し
た

殺
人

で
あ
る

「
人
間
」
で
は
な
い
と
す
る
と
、
ど
こ
か
ら
人
間
に
な
る

。

の
か
と
い
う
問
い
に
答
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
胎
児
に

関
し
て
は
、
上
述
の
新
生
児
の
例
と
は
著
し
く
違
う
問
い
が
生
ま
れ

る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
異
質
に
し
て
共
通
な
人
間
と
い
う
存
在
を
考
え
て

み
る
と
き
、
ど
こ
ま
で
人
間
で
ど
こ
か
ら
人
間
で
は
な
い
の
か
、
と

人間の輪郭／48
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い
う
境
界
劃
定
の
問
題
が
生
じ
て
く
る

「
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
は
人
間

。

で
は
な
い
」
と
い
う
言
明
は
、
た
し
か
に
説
得
力
を
も
つ
も
の
で
あ

ろ
う
。
し
か
し

「
新
生
児
は
人
間
で
は
な
い
」
と
か

「
重
度
身
体

、

、

障
害
者
は
人
間
で
は
な
い
」
と
か

「
老
人
性
痴
呆
症
患
者
は
人
間

、

で
は
な
い
」
と
か

「
凶
悪
犯
罪
を
犯
し
た
者
は
人
間
で
は
な
い
」

、

と
か

「
再
三
再
四
自
殺
を
企
て
る
者
は
人
間
で
は
な
い
」
と
か
、

、

の
言
明
に
な
る
と
ど
う
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
、
多
く
の
人
が
反
撥

を
感
じ
る
に
違
い
な
い
。
と
い
う
の
も
、
彼
ら
に
お
い
て
は
、
な
る

ほ
ど
人
間
ら
し
さ
が
い
さ
さ
か
減
却
し
て
い
る
と
は
言
え
、
ま
だ
十

「

」

。

、

分
に

人
間
の
輪
郭

を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る

し
た
が
っ
て

上
の
言
明
は
ほ
と
ん
ど
説
得
力
を
も
た
な
い
。

だ
が
、
か
つ
て
人
類
は
、
わ
ず
か
な
差
異
を
根
拠
に
し
て
、
同
じ

人
間
を
「
人
間
」
と
看
做
す
こ
と
な
く
そ
の
生
命
を
こ
と
も
な
げ
に

奪
っ
て
き
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
た
と
え
ば
、
か
つ
て
ス
ペ
イ
ン

人
は
黄
金
の
魔
力
に
屈
し
た
あ
げ
く
、
無
慙
に
も
イ
ン
デ
ィ
ア
ス
を

破
壊
し
た
し
、
ヒ
ト
ラ
ー
は
ユ
ダ
ヤ
人
を
白
眼
視
し
、
や
が
て
は
殲

（
六
）

滅
す
べ
き
対
象
と
看
做
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
最
近
で
は
、
セ

（
七
）

ル
ビ
ア
人
が
ボ
ス
ニ
ア
か
ら
ク
ロ
ア
チ
ア
人
や
イ
ス
ラ
ム
教
徒
を
武

ethnic

力
追
放
す
る
際
に
採
っ
た
政
策
で
あ
る
「
民
族
浄
化
（

」
は
、
上
記
の
範
疇
に
極
め
て
近
い
暴
挙
と
言
え
る
。
と

cleansing

）

も
あ
れ
、
誰
も
、
こ
れ
ら
の
事
実
を
糊
塗
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

わ
れ
わ
れ
は
、
無
意
識
に
、
あ
る
い
は
意
識
し
て
、
自
己
に
と
っ

て
有
益
な
も
の
と
有
害
な
も
の
と
を
区
別
し
て
い
る
。
そ
う
し
な
け

れ
ば
、
自
己
の
生
存
が
危
ぶ
ま
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ

が
行
き
す
ぎ
る
と
、
過
剰
防
衛
と
な
っ
て
、
本
来
そ
う
す
べ
き
で
は

な
い
も
の
を
排
除
し
、
さ
ら
に
は
そ
れ
ら
を
抹
殺
す
る
こ
と
に
つ
な

が
っ
て
ゆ
く
。
ま
た
、
人
間
の
欲
望
は
留
ま
る
と
こ
ろ
を
知
ら
ず
、

し
ば
し
ば
そ
の
終
わ
り
の
な
い
追
求
に
よ
っ
て
、
同
じ
人
間
か
ら
不

当
な
搾
取
を
行
う
。
わ
れ
わ
れ
は
、
共
通
の
地
盤
を
絶
え
ず
摸
索
し

て
、
こ
の
自
己
を
死
守
す
る
た
め
の
過
剰
防
衛
や
、
過
度
の
欲
望
が

生
む
搾
取
を
緩
和
し
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
を
軽
視
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
か
つ
て
の
ス
ペ
イ
ン
人
や
ナ
チ

ス
の
二
の
舞
を
演
じ
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
だ
ろ
う
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
拙
論
の
目
的
は

「
人
間
の
輪
郭
」
を
で
き

、

る
限
り
鮮
明
な
画
像
と
し
て
示
し
、
人
間
の
実
相
を
探
る
た
め
の
糸

口
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
人
間
を
そ
れ
以
外
の
も
の

か
ら
区
別
し
て
い
る
境
界
を
、
く
っ
き
り
と
し
た
線
に
よ
っ
て
示
す

こ
と
が
目
的
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
の
よ
う
な
境
界
は
、
曖
昧
な
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か
た
ち
に
留
め
て
お
く
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
予
め
注

意
を
促
し
て
お
き
た
い
。
つ
ま
り
、
は
っ
き
り
と
さ
せ
た
い
の
は
、

「
人
間
の
輪
郭
」
を
他
か
ら
区
切
る
境
界
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な

輪
郭
は
ア
メ
ー
バ
の
よ
う
に
揺
れ
動
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
デ
カ
ル
ト
の
「
動
物
機
械
論
」
を
吟
味
す
る
こ
と

か
ら
始
め
た
い

そ
の
際

類
似
の
学
説
に
も
併
せ
て
言
及
す
る

Ⅱ

。

、

〔

節

「
人
間
は
機
械
で
あ
る
」
と
言
い
切
っ
た
と
き
、
そ
の
機
能
主

〕
。

義
は
極
に
達
し
、
人
間
疎
外
が
始
ま
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
点
を

中
心
に
論
じ
た
い
。
次
い
で
、
い
わ
ゆ
る
「
ソ
リ
テ
ス
・
パ
ラ
ド
ッ

ク
ス
」
を
援
用
し
て

「
人
間
の
輪
郭
」
は
曖
昧
な
ま
ま
に
留
め
る

、

べ
き
で
あ
る
こ
と
の
根
拠
を
示
し
た
い
〔
Ⅲ
節

。
も
し
、
そ
の
根

〕

拠
が
示
さ
れ
れ
ば

「
人
間
性
」
と
い
う
概
念
も
さ
ら
に
豊
か
な
内

、

包
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
最
後
に
、
人
間
の
尊
厳
に

少
し
ば
か
り
触
れ
て
、
拙
論
の
総
括
に
代
え
た
い
〔
Ⅳ
節

。〕

Ⅱ

人
間
機
械
論

デ
カ
ル
ト
の
「
動
物
機
械
論
」

(a)

西
洋
の
近
世
哲
学
史
を
少
し
で
も
学
ん
だ
者
に
と
っ
て
、
デ
カ
ル

ト
が
動
物
身
体
を
機
械
に
擬
え
て
い
た
こ
と
は
常
識
に
属
す
る
こ
と

で
あ
る

『
方
法
叙
説

（
以
下

『
叙
説
』
と
略
記
）
に
、
理
性
を

。

』

、

も
た
な
い
動
物
の
器
官
や
外
形
を
備
え
た
機
械
が
あ
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
ら
の
動
物
と
機
械
と
の
間
に
区
別
を
設
け
る
手
段
は
な
い
、
と

い
う
記
述
が
あ
る
（

。

Ⅵ
-56

）
（
八
）

こ
の
記
述
か
ら

「
動
物
機
械
（

」
と
い
う
言
葉
が

、

）

bête-m
achine

、
、
、
、

捻
出
さ
れ
る
が
、
コ
ッ
テ
ィ
ン
ガ
ム
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
連

（
九
）

。

、

、

語
は
誤
解
を
招
き
や
す
い

デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て

人
間
の
身
体
も

、

「

（

）」

動
物
の
身
体
同
様

神
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た

機
械

m
achine

だ
か
ら
で
あ
る
（

。

Ⅴ
-163

~
4

）
（
一
○)

し
か
し
な
が
ら

デ
カ
ル
ト
は

文
字
通
り
の
意
味
に
お
け
る

人

、

、

「

間
機
械
論
」
の
一
歩
手
前
で
踏
み
留
ま
る
の
で
あ
る
。
ど
ん
な
に
精

巧
な
機
械
が
存
在
し
よ
う
と
も
、
動
物
が
機
械
で
あ
る
の
と
同
じ
よ

う
に
、
人
間
が
機
械
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
デ
カ
ル
ト
は
、
そ
れ

（

）
。

を
二
つ
の
手
段
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
語
る

Ⅵ
-56

~
7

第
一
の
手
段
は

「
言
語
の
使
用
」
で
あ
る
。
人
間
な
ら
ば
誰
で
あ

、

れ
、
談
話
が
可
能
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
機
械
は
言
語
的
な
複
雑
さ

に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
第
二
の
手
段
は

「
認

、
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識
に
よ
る
行
動
」
で
あ
る
。
人
間
の
行
動
は
、
た
と
え
最
初
は
戸
惑

う
よ
う
な
新
奇
な
事
柄
に
対
し
て
で
あ
っ
て
も
、
理
性
と
い
う
「
普

遍
的
道
具
（

」
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
っ

un
instrum

ent
universel

）

、

、

て

ほ
と
ん
ど
あ
ら
ゆ
る
機
会
に
適
切
に
応
じ
る
こ
と
が
で
き
る
が

機
械
が
人
間
と
同
じ
よ
う
に
す
べ
て
の
生
の
状
況
に
適
応
す
る
こ
と

は
実
際
上
不
可
能
な
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
人
間
身
体
は

「
理
性
」
が
宿
る
が
ゆ
え
に
単
な
る

、

機
械
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
水
夫
が
船
に
乗
り
込
ん
で

い
る
よ
う
に

身
体
に
宿
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

真

、

（

）。「

Ⅵ
-59

、

の
人
間
（

」
が
構
成
さ
れ
る
た
め
に
は
、
精
神
が

un
vrai

hom
m

e

）

、
、
、

（
一
一
）

密
接
に
身
体
と
結
合
し
、
一
体
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る

（

。

ibid.

）

、

。

、

そ
れ
で
は

動
物
に
は
理
性
が
な
い
の
か

デ
カ
ル
ト
に
よ
れ
ば

然
り
で
あ
る
。
上
記
の
二
つ
の
手
段
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
説
明
さ
れ

。

、

る

た
と
え
動
物
が
言
葉
を
用
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
と
し
て
も

そ
れ
は
人
間
の
言
語
使
用
と
は
異
な
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
鸚

鵡
は
「
言
葉
を
発
す
る
（

」
が
、
け
っ
し
て

proférer
des

paroles

）

「

（

）
」

（

）
。

話
す

こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る

parler
Ⅵ
-57

ま
た
、
動
物
の
行
動
は
す
べ
て
認
識
に
基
づ
く
行
動
で
は
な
く
、
い

わ
ば
時
計
が
正
確
に
時
を
刻
む
の
と
同
じ
よ
う
に
、
諸
器
官
の
配
置

に
従
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
（

。

Ⅵ
-59

）

尚
、
デ
カ
ル
ト
の
考
え
が
、
動
物
に
も
言
葉
や
理
性
を
配
す
る
、

モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
や
シ
ャ
ロ
ン
の
見
解
と
著
し
く
異
な
る
こ
と
は
、
比

較
的
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
の
点
を
め
ぐ
っ
て
、
デ
カ
ル

au
M
arquis

ト
自
身
も
彼
ら
を
名
指
し
で
批
判
し
て
お
り
（Ⅳ

-575,

、
そ
の
違
い
を
吟
味
す
る
こ
と

de
N
ew

castre,
23

novem
bre

1646

）

も
一
興
で
は
あ
る
が
、
拙
論
で
は
論
じ
な
い
。
と
も
あ
れ
、
デ
カ
ル

ト
は
、
動
物
を
あ
く
ま
で
機
械
論
の
枠
組
の
中
で
捉
え
て
い
る
の
で

あ
る
。
ち
な
み
に
、
一
七
世
紀
後
半
に
上
梓
さ
れ
た
辞
書
の
「
自
動

機
械
（

」
の
項
目
に
デ
カ
ル
ト
の
名
前
が
挙
が
っ
て

A
U
T
O
M
A
T
E

）

い
る
こ
と
か
ら
、
彼
の
「
動
物
機
械
論
」
は
、
当
時
か
な
り
有
名
だ

（
一
二
）

っ
た
こ
と
が
窺
い
知
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
何
故
デ
カ
ル
ト
は
動
物
を
機
械
に
擬
え
た
の
だ
ろ
う

か
。
こ
の
問
い
に
答
え
る
こ
と
は
い
さ
さ
か
難
儀
で
あ
る
が
、
少
な

く
と
も
『
叙
説
』
の
記
述
を
読
む
限
り
、
一
応
次
の
よ
う
に
言
え
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
物
体
や
運
動
の
原
理
を
動
物

に
ま
で
も
ち
こ
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
機
械
論
の
一
貫
性
を
保
ち
た
か

っ
た
か
ら
で
あ
る
、
と
。
こ
の
こ
と
は
、
後
述
す
る
よ
う
に

『
世

、
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界
論
』
や
『
哲
学
の
原
理

（
以
下

『
原
理
』
と
略
記
）
の
構
成
を

』

、

考
え
て
み
れ
ば
首
肯
で
き
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
デ
カ
ル
ト
は
、
延
長

や
運
動
に
関
わ
る
論
理
の
連
鎖
を
、
人
間
精
神
の
寸
前
ま
で
適
用
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
物
体
と
運
動
の
機
械
論
を
世

界
全
体
に
及
ぼ
し
、
世
界
全
体
を
「
機
械
」
と
看
做
そ
う
と
し
た
の

で
あ
る
（

。
動
物
は
機
械
で
あ
る
。
人
間
の

Ⅷ
Ⅳ

-1-315,
.

-188
P

r

）

身
体
も
機
械
で
あ
る
。
し
か
し
、
人
間
は
理
性
を
具
有
す
る
が
ゆ
え

に
、
動
物
と
は
異
な
る
の
で
あ
る
。

（
一
三
）

身
体
と
し
て
の
人
間

(b)

デ
カ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
身
体
と
し
て
の
人
間
は
、
動
物
同
様
「
機

械
」
で
あ
る
。
た
だ
、
人
間
に
は
理
性
が
宿
る
点
で
動
物
と
は
一
線

を
画
す
る
の
み
で
あ
る

た
と
え
ば

若
い
頃
の
デ
カ
ル
ト
は

目

。

、

、「

下
の
と
こ
ろ
、
小
生
が
探
求
し
て
い
る
も
の
は
、
誤
り
の
な
い
論
証

-106
,
à

に
基
づ
い
た
医
学
を
見
出
す
た
め
の
方
策
で
す

（
」

Ⅰ

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
当
時
研
究
し

M
ersenne,

janvier
1630

）

て
い
た
「
光
学
」
や
「
音
響
学
」
な
ど
と
同
様
、
機
械
論
の
枠
組
の

中
で
医
学
を
構
想
し
て
い
る
。
し
か
し
、
情
念
の
問
題
を
考
え
始
め

（
一
四
）

て
以
来
、
身
体
の
機
械
論
的
生
理
学
に
は
限
界
が
あ
る
こ
と
に
気
付

く
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
医
学
の
構
想
は
、
晩
年
に
は
経
験

（

）
。

、

を
重
視
す
る
方
向
に
軌
道
修
正
さ
れ
て
い
る

け
だ
し

Ⅴ
-178~9

「
真
の
人
間
」
は
、
二
元
論
で
は
構
成
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
人
間
身
体
を
機
械
と
看
做
す
考
え
は
終
生
捨
て
ら
れ
る

こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
辺
り
の
事
情
を
テ
ク
ス
ト
か
ら
拾
い
出
し

て
み
よ
う
。

デ
カ
ル
ト
に

『
人
間
論
（

』
と
題
す
る
論
文

、

）

Traité
de

l’hom
m

e

が
あ
る
。
こ
の
論
文
は
、
公
刊
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
せ
い
か
、
従

来
あ
ま
り
顧
み
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た

『
叙
説
』
以
前
に
デ
カ

。

ル
ト
が
出
版
を
目
論
ん
だ
原
稿
に
『
世
界
論
』
が
あ
る
が
、
そ
の
続

編
と
し
て
執
筆
さ
れ
た
の
が
上
記
の
論
文
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

デ
カ
ル
ト
は
「
人
間
」
を
別
個
に
考
察
す
る
こ
と
が
目
的
だ
っ
た
の

、

。

、

で
は
な
く

世
界
の
一
部
と
し
て
捉
え
た
か
っ
た
の
で
あ
る

ま
た

デ
カ
ル
ト
は
「
人
間
」
を
専
ら
そ
の
心
身
の
側
面
（
と
く
に
、
身
体

が
中
心
と
な
る
）
か
ら
考
察
す
る
こ
と
に
努
め
、
そ
の
文
化
的
な
側

面
に
は
、
ま
っ
た
く
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
触
れ
て
い
な
い
。
そ
の
意

味
で
、
少
な
く
と
も
こ
の
書
に
お
け
る
彼
の
研
究
は
、
か
な
り
限
定

的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
も
ち
ろ
ん
、
デ
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カ
ル
ト
は
、
人
間
に
は
文
化
的
な
側
面
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
知

ら
な
か
っ
た
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
問
題
と
す
る
に
は
あ
ま
り
に
複

雑
で
、
当
面
の
探
究
か
ら
除
外
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
、
当
初
計

画
さ
れ
て
い
た
『
原
理
』
の
第
六
部
「
人
間
に
つ
い
て
」
が
書
か
れ

な
か
っ
た
の
も
、
こ
れ
ら
を
論
じ
る
た
め
に
必
要
な
知
見
や
閑
暇
が

な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
（

。
も
っ
と
も
、
仮

Ⅷ
Ⅳ

-1-315,
-188

P
r.

）

に
書
か
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
「
文
化
」
に
ま
で
言
及
し
た
か
ど
う

か
は
、
は
な
は
だ
疑
問
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
は
、
確
実
に
知
ら
れ
る

も
の
だ
け
を
問
題
に
す
る
。
そ
の
意
味
で

「
人
間
」
に
纏
わ
る
問

、

題
の
難
解
さ
を
端
的
に
意
識
し
て
い
た
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
、
そ
れ

を
論
述
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
っ
た
の
で
あ
る

「
情
念
」
に
限
定

。

し
た
考
覈
に
お
い
て
す
ら
あ
れ
ほ
ど
頭
を
悩
ま
し
て
い
た
の
に
、
い

こ
う
か
く

わ
ん
や
人
間
の
「
文
化
」
に
お
い
て
を
や
、
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、

デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て

「
人
間
」
が
主
題
と
し
て
重
要
で
な
か
っ
た

、

は
ず
が
な
い
。
た
だ
、
語
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
だ
け
を
語
り
た
か

っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
次
の
よ
う
な
興
味
深
い
言
明
が
『
人
間
論
』
の
冒
頭
を
飾

っ
て
い
る
。
引
用
し
て
み
よ
う
。

「
以
下
に
述
べ
る
よ
う
な
人
間
は
、
わ
れ
わ
れ
と
同
じ
よ
う

、
、
、
、
、
、
、
、
、

C
es

に

魂

＝
精
神

と
身
体
と
か
ら
構
成
さ
れ
る
だ
ろ
う

、

（

）

（

、

hom
m
es

seront
com

posés,
,
d'une

Â
m
e
et

com
m

e
nous

（

。

d’un
C
orps.

-119

）

）」

Ⅹ
Ⅰ

、

、

、

わ
れ
わ
れ
は

こ
の
引
用
文
を

こ
こ
で
検
討
さ
れ
る
人
間
は

(1)

「
精
神
」
と
「
身
体
」
の
二
つ
の
要
素
か
ら
構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ

、

、

、

る
こ
と

そ
の
人
間
は

わ
れ
わ
れ
と
同
様
の
存
在
で
あ
る
こ
と

(2)

の
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

に
関
し
て
は
、
デ
カ
ル
ト
は

(1)

専
ら
「
身
体
」
の
側
面
の
み
を
問
題
に
し
て
お
り

「
精
神
」
に
つ

、

い
て
は

「
身
体
」
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
だ
け

、

、

。

、

で

そ
れ
を
個
別
的
に
扱
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

し
た
が
っ
て

デ
カ
ル
ト
の
『
人
間
論
』
は
、
人
間
の
「
身
体
」
面
を
機
械
論
的
に

説
明
し
た
書
で
あ
る
、
と
一
応
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、

に
(2)

、

「

」

。

関
し
て
は

こ
の
書
の

寓
話

的
性
格
を
強
調
し
た
部
分
で
あ
る

す
な
わ
ち

『
人
間
論
』
で
扱
う
「
人
間
」
は

『
世
界
論
』
で
想
定

、

、

さ
れ
た
「
想
像
上
の
空
間
（

（

」

les
espaces

im
aginaires

）

）

Ⅹ
Ⅰ
-31 （

一
五
）

un
autre

の
中
に
拵
え
た
「
一
つ
の
ま
っ
た
く
新
し
い
別
世
界
（

（

」
に
住
む
、
わ
れ
わ
れ
人
類
に
酷

[
]

M
onde

tout
nouveau

）

ibid.

）
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（

）

似
し
た
存
在
者
な
の
で
あ
る

事
実

人
間
論

に
は

土

。

、『

』

、「

terre

（

）

（

）」（

）

「

＝
第
三
元
素

や

第
二
元
素

Ⅹ
Ⅰ
-120

second
élém

ent

（
＝
空
気

（

）
な
ど
の
言
葉
が
遣
わ
れ
て
お
り

『
世
界

）
」

、

Ⅹ
Ⅰ
-151

論
』
と
『
人
間
論
』
の
連
続
性
が
窺
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
見
掛
け
上
の
単
純
さ
に
も
か
か
わ

ら
ず
、

、

で
デ
カ
ル
ト
が
意
図
し
た
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
明
瞭

(1)

(2)
。

、

、

、

で
は
な
い

し
た
が
っ
て

以
下
で

そ
の
こ
と
に
注
意
し
な
が
ら

デ
カ
ル
ト
の
『
人
間
論
』
に
お
け
る
「
人
間
」
の
機
械
論
的
説
明
を

概
観
し
て
み
よ
う
。

（
一
六
）

『

』

、

、

、

デ
カ
ル
ト
の

人
間
論

は

①
身
体
構
造
論

②
身
体
運
動
論

sens
extérieurs

sentim
ents

③

外
部
感
覚

論

④

内
部
感
情

「

」

、

「

（

）

（

」

、

「

」

intérieurs
les

esprits
anim

aux

）

（

）

論

⑤
脳
お
よ
び

動
物
精
気

論
な
ど
で
成
り
立
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
生
理
作
用
、

身
体
運
動
、
五
感
、
気
質
、
情
念
な
ど
が
機
械
論
的
に
説
明
さ
れ
て

い
る

「
生
殖
」
や
「
成
長
」
な
ど
の
、
一
見
し
て
機
械
の
組
成
と

。

は
そ
ぐ
わ
な
い
要
素
も
組
み
込
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
点
で
徹
底
し
た

l’âm
e

「
人
間
身
体
機
械
論
」
と
言
え
る
。
た
だ

「
理
性
的
精
神

、

（

（

）
が
脳
の
中
に
座
を
占
め
る
点

raisonnable

）
」

Ⅹ
Ⅰ
-131

et
passim

、

。

、

、

で

動
物
と
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る

デ
カ
ル
ト
は

こ
の
点
を

噴
水
装
置
、
そ
の
噴
水
を
制
御
す
る
た
め
の
監
視
装
置
、
お
よ
び
噴

水
技
師
と
の
三
者
関
係
を
用
い
て
比
喩
的
に
説
明
し
よ
う
と
し
て
い

る
が
（

、
そ
れ
ぞ
れ
、
人
間
身
体
、
脳
、
精
神
に
対
応

Ⅹ
Ⅰ
-130

~
1

）

し
て
い
る
。
こ
の
比
喩
を
見
る
限
り

「
水
夫
が
船
に
乗
り
込
ん
で

、

い
る
よ
う
に
、
身
体
に
宿
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
い
う
『
叙

説
』
に
あ
る
「
心
身
合
一
」
に
関
す
る
記
述
（

）
と
は
趣
が
違

Ⅵ
-59

う
。
お
そ
ら
く

『
人
間
論
』
の
執
筆
時
点
で
は

『
叙
説
』
の
よ
う

、

、

な
考
え
に
至
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

、

、

ま
た

身
体
と
精
神
と
の
さ
ま
ざ
ま
な
結
合
に
説
明
が
及
ぶ
場
合

両
者
の
間
の
関
係
は
さ
ら
に
謎
め
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
デ
カ
ル

ト
は
、
身
体
側
で
何
か
が
起
こ
る
際
に
、
精
神
側
が
固
有
の
状
態
に

な
る
よ
う
に

「
機
会
を
与
え
る

」
と
い
う
間

、

（donner
occasion

）

接
的
な
表
現
を
多
用
し
て
お
り
（

「
精
神
」
に

Ⅹ
Ⅰ
-151

et
passim

）、

つ
い
て
は
、
上
述
の
よ
う
に
ほ
と
ん
ど
説
明
が
な
い
の
で
あ
る
。
た

と
え
ば
、
胃
の
中
で
硝
酸
の
役
割
を
果
た
す
体
液
が
十
分
に
咽
喉
に

行
き
渡
ら
な
い
場
合
、
咽
喉
の
神
経
は
い
つ
も
と
違
っ
た
刺
激
を
受

け
、
こ
の
際
、
精
神
に
「
渇
き
」
の
観
念
を
抱
く
機
会
を
与
え
る
運-

動
が
脳
の
中
で
起
こ
る

と
い
う
説
明
が
行
わ
れ
て
い
る
だ
け
で

、

（ⅩⅠ

、
精
神
側
の
原
理
に
は
一
切
触
れ
て
い
な
い
。
し
か
も

「
機

164

）

、
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会
を
与
え
る
」
と
い
う
事
態
の
実
相
が
よ
く
分
か
ら
な
い
だ
け
に
、

一
層
そ
の
謎
は
深
ま
る
、
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
の
点
で
、

冒
頭
の
身
体
と
精
神
を
「
個
別
的
に

」
叙
述
す
る
と
い
う

（à
part

）

予
告
（

）
は
果
た
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

Ⅹ
Ⅰ
-119

~
20、

、

「

」

い
ず
れ
に
せ
よ

デ
カ
ル
ト
は
人
間
身
体
を

動
物
同
様

機
械

に
擬
え
て
い
た
こ
と
は
疑
え
な
い
。
し
か
し
、
精
神
ま
で
機
械
論
の

文
脈
に
位
置
付
け
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た

『
人
間
論
』
に
も
『
叙

。

説

（

）
に
現
れ
る
「
真
の
人
間
」
と
い
う
言
葉
が
遣
わ
れ
て

』

Ⅵ
-59

お
り
（

、
こ
れ
と
『
人
間
論
』
で
描
か
れ
る
「
人
間

Ⅹ
Ⅰ
-185,

202

）

機
械

と
を
区
別
し
て
い
る
の
で
あ
る

こ
の
よ
う
な
区
別
は

心

」

。

、「

身
」
関
係
の
不
可
思
議
さ
へ
の
言
及
を
避
け
る
た
め
の
方
策
だ
っ
た

の
か
も
知
れ
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば

「
寓
話
」
的
な
意
匠
を
施
し

、

た
背
景
に
は
、
こ
の
よ
う
な
意
図
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

精
神
は
「
機
械
論
」
の
文
脈
か
ら
離
れ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
デ

カ
ル
ト
は
、
ま
っ
た
く
別
の
原
理
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
際

立
っ
た
二
元
論
を
打
ち
立
て
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

『
叙
説
』
の

、

段
階
で
明
確
化
さ
れ
、
さ
ら
に

「
心
身
合
一
」
と
い
う
第
三
の
領

、

域
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
な
り
に
複
雑
な
人
間
存
在
の
実

相
に
迫
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
デ
カ
ル
ト
の
二
元

論
は
「
心
身
問
題
」
を
生
む
大
き
な
契
機
と
な
り
、
今
日
に
ま
で
至

っ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
学
説
は
功
罪
相
半
ば
す
る
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
一
方
で
、
世
界
を
「
物
活
論

」
の
枠
組
か
ら
解

（anim
ism

）

き
放
し
、
他
方
で

「
唯
物
論

」
へ
の
接
近
を
容
易

、

（m
aterialism

）

に
し
た
か
ら
で
あ
る
。

「
動
物
機
械
論
」
か
ら
「
人
間
機
械
論
」
へ

(c)

前
項
で
見
た
よ
う
に
、
デ
カ
ル
ト
は
人
間
の
身
体
を
「
機
械
」
と

看
做
し
た
。
た
だ
、
そ
の
身
体
に
精
神
が
宿
っ
て
い
る
点
で
、
動
物

と
は
異
な
る
と
考
え
た
。
し
た
が
っ
て
、
精
神
を
も
た
な
い
人
間
以

外
の
動
物
は
、
す
べ
て
機
械
仕
立
て
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ

、

「

」

う
な
考
え
は

直
ち
に
ド
・
ラ
・
メ
ト
リ
の
よ
う
な

人
間
機
械
論

を
招
く
。
彼
は
デ
カ
ル
ト
を
擁
護
し
て

「
か
れ
は
動
物
の
本
質
を

、

し
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
初
め
て
動
物
が
純
粋
の
機
械
で
あ
る
こ
と

を
証
明
し
た
人
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
肝
心
な
点
で
当
の
デ

（
一
七
）

カ
ル
ト
の
考
え
と
は
大
き
く
異
な
る

「
脳
も
考
え
る
た
め
の
筋
肉

。

」

、

を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る

と
い
う
記
述
を
見
れ
ば
分
か
る
よ
う
に

（
一
八
）

ド
・
ラ
・
メ
ト
リ
は
完
全
な
唯
物
論
者
な
の
で
あ
る
。
彼
は
言
う
。
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「
魂
は
運
動
の
原
動
力
、
な
い
し
脳
髄
の
中
の
感
じ
る
力
を
持
っ
た

物
質
的
な
一
部
分
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
ま
ご
う
か
た

、

」
、

な
く

機
械
全
体
の
主
要
な
ゼ
ン
マ
イ
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る

（
一
九
）

と
。
デ
カ
ル
ト
は
、
感
覚
や
欲
求
や
情
念
を
心
身
合
一
、
思
惟
を
精

神
に
配
し
た
が
、
ド
・
ラ
・
メ
ト
リ
は
、
こ
れ
ら
の
間
の
垣
根
を
あ

っ
さ
り
と
取
り
払
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
ド
・
ラ
・
メ
ト
リ
の
生
理
学
的
唯
物
論
は

『
人
間

、

』

、

。

機
械
論

に
凝
縮
さ
れ
て
い
る
が

出
版
に
際
し
て
は
匿
名
だ
っ
た

お
そ
ら
く
、
否
定
的
な
反
響
を
慮
っ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
彼
自

身
、
自
分
の
思
想
が
急
進
的
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
た
証
拠
で

。

、

、

（

）
、

も
あ
る

事
実

こ
の
書
は

そ
の
出
版
当
時

一
八
世
紀
中
葉

「
宗
教
界
に
激
し
い
憎
悪
の
嵐
を
ま
き
起
こ
し
た
」
と
言
わ
れ
て
い

る
。
こ
の
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
宗
教
界
か
ら
は
受
け
容
れ
難
い
学

（
二
○
）

説
で
あ
っ
た
唯
物
論
は
、
や
が
て
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
を
と
っ
て
現

れ
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
ろ
う
。
も
と
も
と
デ
ー
モ
ク
リ
ト
ス

に
端
を
発
す
る
唯
物
論
は
、
中
世
の
長
い
空
白
期
間
を
経
て
、
ル
ネ

サ
ン
ス
期
に
そ
の
兆
し
を
見
せ
、
一
七
世
紀
に
な
っ
て
ガ
ッ
サ
ン
デ

ィ
や
ホ
ッ
ブ
ス
ら
の
尽
力
に
よ
っ
て
復
活
し
て
い
る
。
と
も
あ
れ
、

彼
ら
が
デ
カ
ル
ト
の
論
敵
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
事
柄
の

接
近
に
も
か
か
わ
ら
ず

「
動
物
機
械
論
」
と
「
人
間
機
械
論
」
と

、

の
間
に
は
、
大
き
な
溝
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
だ
ろ
う
。
デ
カ

ル
ト
は

精
神
を
別
の
原
理
の
も
と
に
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て

真

、

、「

の
人
間
」
の
機
械
論
的
枠
組
へ
の
編
入
を
意
識
的
に
避
け
て
い
る
の

で
あ
る
。

さ
て
、
ド
・
ラ
・
メ
ト
リ
（
一
七
○
九
～
一
七
五
一
年
）
と
同
時

代
人
で
あ
り
、
彼
の
『
人
間
機
械
論
』
の
献
辞
を
受
け
た
ア
ル
プ
レ

（
二
一
）

ヒ
ト
・
フ
ォ
ン
・
ハ
ラ
ー
（
一
七
○
八
～
一
七
七
七
年
）
に
よ
っ
て

近
代
生
理
学
が
創
始
さ
れ
る
が

こ
の
と
き
か
ら

生
き
も
の
は

魂

、

、

「

を
も
っ
た
も
の

」
で
は
な
く
、
刺
激
に
対
し
て

（beseeltes
W
esen

）

「
興
奮
し
う
る
物
質

」
へ
と
変
化
す
る
。
こ
の

（reizbare
M
aterie

）

（
二
二
）

よ
う
な
生
物
観
は
、
人
間
を
単
な
る
物
質
に
還
元
す
る
道
を
難
な
く

拓
く
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
二
○
世
紀
に
入
る
と
、
新
し
い
「
人
間
機
械
論
」
が
現

れ
る
。
ノ
ー
バ
ー
ト
・
ウ
ィ
ー
ナ
ー
の
提
唱
し
た
サ
イ
バ
ネ
テ
ィ
ッ

ク
ス
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
構
想
は

「
生
物
個
体
の
物
理
的
機
能

、

と
最
近
の
通
信
機
械
の
或
る
も
の
の
行
動
と
が
、
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

を
通
じ
て
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
を
制
御
し
よ
う
と
す
る
働
き
に
お
い
て
精

密
に
相
似
し
て
い
る
こ
と
」
を
主
張
す
る
た
め
に
企
て
ら
れ
た
も
の

（
二
三
）
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で
あ
る
。
ウ
ィ
ー
ナ
ー
の
学
問
的
意
図
や
政
治
的
意
図
が
ど
こ
に
あ

っ
た
か
は
と
も
か
く
と
し
て
、
こ
こ
で
注
意
さ
れ
る
べ
き
は
、
相
似

と
同
一
と
を
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、

そ
れ
は
あ
く
ま
で
生
物
と
機
械
と
を
一
括
し
て
説
明
す
る
た
め
の
原

理
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う

「
機
械
は
壊
れ
て

。

も
痛
が
ら
な
い
が
、
動
物
は
怪
我
を
す
れ
ば
痛
が
る
」
と
い
う
よ
う

な
単
純
な
事
実
を
捨
象
す
る
よ
う
な
思
想
は
、
日
常
生
活
を
営
む
身

に
は
過
酷
な
還
元
主
義
と
し
か
見
え
な
い
の
で
あ
る
。

（
二
四
）

と
こ
ろ
で
、
迫
害
を
生
き
抜
い
た
ヴ
ィ
ク
ト
ー
ル
・
Ｅ
・
フ
ラ
ン

ク
ル
は
、
ナ
チ
ス
一
統
を
た
だ
非
難
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
ア
ウ
シ

ュ
ビ
ッ
ツ
や
ト
レ
ブ
リ
ン
カ
の
真
犯
人
を

「
所
詮
人
間
は
不
純
な

、

炭
素
と
水
の
ご
く
小
さ
な
塊
に
す
ぎ
な
い
」
と
言
い
切
る
よ
う
な
思

想
や
、
そ
の
よ
う
な
思
想
を
撒
き
散
ら
す
人
々
（
虚
無
的
な
科
学
者

や
哲
学
者
）
に
帰
し
た
が
、
ま
さ
に
至
言
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。
人

（
二
五
）

間
身
体
は
た
し
か
に
も
ろ
も
ろ
の
物
質
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
こ
と
を
理
由
に
し
て
、
全
体
と
し
て
の
人
間
（
デ
カ
ル
ト
に
お

け
る
「
真
の
人
間

）
を
無
生
物
と
同
じ
よ
う
に
扱
え
ば
、
多
く
の

」

悲
劇
を
生
む
こ
と
は
火
を
見
る
よ
り
も
明
ら
か
だ
か
ら
で
あ
る
。
は

た
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
血
塗
ら
れ
た
歴
史
は
、
そ
れ
を
十
分
に
伝
え

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

Ⅲ

ソ
リ
テ
ス
・
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
援
用

ソ
リ
テ
ス
・
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
と

(a)

滑
り
や
す
い
坂
道
の
虚
偽

「
ソ
リ
テ
ス
・
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス

」
は
、
一

（the
sorites

paradox

）

般
に
は

山
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス

や

禿

「

」

「

（

）

the
paradox

of
the

heap

の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス

」
の
総
称
と
し

（the
paradox

of
the

bald
m
an

）

て
用
い
ら
れ
て
い
る
言
葉
で
あ
る
。

（
二
六
）

た
と
え
ば

「
禿
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
こ

、

う
。
拙
論
で
は
、
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
自
体
を
問
題
に
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
の
で
、
記
述
を
大
幅
に
簡
略
化
す
る
。

さ
て

「
禿
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
と
は
、

、
「
頭
髪
が
１
本
だ
け
の
人
は
禿
な
の
か
」

「
頭
髪
が
２
本
だ
け
の
人
は
禿
な
の
か
」

「
頭
髪
が
３
本
だ
け
の
人
は
禿
な
の
か
」
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……

、

、

。

と
い
う
よ
う
に

以
下

同
様
の
問
い
を
続
け
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る

こ
れ
を
推
論
式
に
し
て
み
る
と
、

頭
髪
が
１
本
だ
け
の
人
は
禿
で
あ
る
。

1P

も
し
頭
髪
が
１
本
だ
け
の
人
が
禿
な
ら
ば
、

2P

頭
髪
が
２
本
だ
け
の
人
は
禿
で
あ
る
。

も
し
頭
髪
が
２
本
だ
け
の
人
が
禿
な
ら
ば
、

3P

頭
髪
が
３
本
だ
け
の
人
は
禿
で
あ
る
。

……

も
し
頭
髪
が

本
だ
け
の
人
が
禿
な
ら
ば
、

nP

-1n

頭
髪
が
ｎ

本
だ
け
の
人
は
禿
で
あ
る
。

ゆ
え
に
、
頭
髪
が
ｎ
本
だ
け
の
人
は
禿
で
あ
る
。

と
な
る
。

す
ぐ
に
気
付
く
こ
と
で
あ
る
が
、
禿
の
人
に
１
本
の
髪
の
毛
を
加

え
て
も
禿
で
な
く
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
論

理
を
押
し
通
す
と
、
ｎ
に
ど
ん
な
値
を
代
入
し
て
も
こ
の
推
論
は
成

立
す
る
の
だ
か
ら
、
髪
が
ふ
さ
ふ
さ
生
え
て
い
る
人
で
も
禿
に
な
っ

。

、

、

て
し
ま
う

つ
ま
り

誰
で
も
直
観
的
に
分
か
る
こ
と
で
あ
ろ
う
が

。

、

こ
の
推
論
は
滑
稽
な
結
論
を
招
い
て
い
る
の
で
あ
る

敷
衍
す
れ
ば

禿
頭
に
は
、
禿
と
も
言
え
ず
、
さ
り
と
て
禿
で
は
な
い
と
も
言
い
か

the
gray

area
in

ね
る
、
い
わ
ば
「
ど
っ
ち
つ
か
ず
の
中
間
領
域
（

」
が
必
ず
や
存
在
す
る
は
ず
だ
が
、
こ
の
推
論
は
そ
れ
を

betw
een

）

無
視
し
た
た
め
に
、
滑
稽
な
結
論
に
陥
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

、「

」

、

。

け
だ
し

禿

と
い
う
概
念
は

元
来
曖
昧
な
も
の
な
の
で
あ
る

、
、
、
、
、

こ
の
よ
う
に
、
一
瞥
し
た
限
り
で
は
、
こ
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
は
ば

か
ば
か
し
い
姿
に
し
か
映
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
単

純
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
は
、

禿
頭
に
留
ま
ら
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
領
域
に
関
わ
っ
て
く
る
か
ら
で
あ

る
。
た
と
え
ば
、
色
相
、
大
小
、
高
低
、
貧
富
、
幸
不
幸
な
ど
の
境

界
を
劃
定
す
る
こ
と
の
は
な
は
だ
困
難
な
領
域
が
そ
う
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
ソ
リ
テ
ス
・
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
は
、
こ
れ
ら
の
境
界
線
の
引
け

な
い
こ
と
ど
も
に
お
い
て
も
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
論
者
は

「
人

、

（
二
七
）

」

。

、

間

も
そ
の
よ
う
な
領
域
に
属
す
る
も
の
と
考
え
て
い
る

以
下
で

そ
の
点
を
検
討
し
て
ゆ
こ
う
。

the

と
こ
ろ
で
、
こ
の
推
論
は

「
滑
り
や
す
い
坂
道
の
虚
偽

、

（
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」
を
生
じ
さ
せ
る
。
一
例
を
挙
げ
れ

fallacy
of

the
slippery

slope

）

（
二
八
）

、

、

ば

受
精
卵
と
新
生
児
の
間
に
は
明
ら
か
に
連
続
性
が
存
す
る
か
ら

新
生
児
を
殺
す
こ
と
が
殺
人
な
ら
ば
、
受
精
卵
を
殺
す
の
も
殺
人
で

あ
る
、
と
い
う
論
法
が
そ
れ
に
当
た
る
。
逆
に
、
新
生
児
に
は
人
格

（
自
己
意
識
）
が
な
い
の
だ
か
ら
、
胎
児
同
様
、
人
と
し
て
の
私
権

を
享
有
で
き
な
い
、
と
い
う
極
論
も
そ
れ
に
当
た
る
だ
ろ
う
。
も
ち

（
二
九
）

ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
議
論
は
論
理
的
な
虚
偽
を
形
成
す
る
。
し
か
し
、

心
情
的
に
は
、
後
者
は
と
も
か
く
と
し
て
、
前
者
に
関
し
て
は
受
け

。

。

容
れ
ら
れ
な
い
こ
と
も
な
い
議
論
で
あ
る

そ
れ
は
何
故
だ
ろ
う
か

わ
れ
わ
れ
は
こ
の
よ
う
な
問
題
に
論
理
的
な
解
決
を
望
ま
な
い
か
ら

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
人
の
「
出
生
」
を
法
的
に
規
定
す
る
こ
と
は

で
き
る
し
、
現
に
し
て
も
い
る
。
但
し
、
出
生
に
関
し
て
、
刑
法
で

は
一
部
露
出
説
が
通
説
で
あ
る
の
対
し
て
、
民
法
で
は
全
部
露
出
説

が
通
説
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
実
際
の
と
こ
ろ
「
出
生
」

に
関
す
る
規
定
は
、
法
的
に
統
一
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で

あ
る

し
か
も

そ
れ
は
あ
く
ま
で
法
律
上
の
規
定
で
あ
っ
て

人

。

、

、「

間
」
の
厳
密
な
定
義
を
行
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
怠
る
と
、
法
的
規
定
が
一
人
歩
き
を

（
三
〇
）

U
bi

し
か
ね
な
い
の
で
あ
る

む
ろ
ん

社
会
あ
る
と
こ
ろ
法
あ
り

。

、「

（

」
と
い
う
格
言
は
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

societas
ibi

jus.

）

が
、
法
は
取
り
決
め
（
約
束
事
）
で
あ
っ
て
、
絶
対
的
に
厳
密
な
規

定
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
こ
と
を
無
頓
着
に
混

同
し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

今
日
、
人
工
妊
娠
中
絶
は
夥
し
い
数
に
上
る
。
罰
せ
ら
れ
る
こ
と

も
皆
無
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
の
施
術
が
、
母
体
保
護
法
（
旧
優
生
保

護
法
）
の
い
わ
ゆ
る
「
経
済
条
項
（
第
一
四
条

」
に
よ
っ
て
容
認

）

さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
刑
法
第
二
十
九
章
の
「
堕
胎

の
罪
」
は
、
事
実
上
空
文
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ

（
三
一
）

れ
は
一
種
の
便
法
で
あ
っ
て

「
胎
児
は
人
で
は
な
い
」
と
い
う
前

、

提
に
立
っ
た
「
取
り
決
め
」
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な

い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り

「
胎
児
が
人
間
か
否
か
」
は
、
い
ま
だ
に
解

、

（
三
二
）

決
の
つ
い
て
い
な
い
問
題
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
半
永
久
的
に
決
着
を

見
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
を
確
認
し
て
、
次
の
項
に
移

ろ
う
。

厳
密
さ
と
曖
昧
さ

(b)

科
学
・
技
術
が
発
達
す
る
に
つ
れ
て

「
厳
密
性
（
厳
密
さ

」
が

、

）
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重
要
視
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
科
学
・
技
術
的

な
営
み
が
厳
密
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
生
活
が
さ
ま
ざ

ま
な
危
険
に
晒
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
自
明
だ
か
ら
。
し
か
し
な

が
ら
、
日
常
生
活
に
こ
の
厳
密
さ
が
要
求
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
わ
れ

わ
れ
は
困
惑
の
度
合
を
深
め
る
だ
け
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
日
常
生
活

に
厳
密
さ
を
導
入
す
る
こ
と
は
か
え
っ
て
不
都
合
を
生
む
機
縁
と
な

る
。
た
と
え
ば
、
各
人
に
適
正
な
睡
眠
時
間
や
食
物
摂
取
量
を
厳
密

に
定
め
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
し
、
ま
た
そ
う
す
る
こ
と
に
あ
る
程

度
の
根
拠
す
ら
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
各
人
が
そ

れ
を
厳
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
に

支
障
を
来
す
こ
と
は
目
に
見
え
て
い
る
し
、
だ
い
い
ち
堅
苦
し
く
て

か
な
わ
な
い
だ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
に
は
、
と
き
に
は
無
理
を
通
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
し
、
論
理
を
無
視
す
る
こ
と
さ
え
厭

わ
な
い
場
面
も
あ
り
得
る
か
ら
で
あ
る
。

拙
論
で
は
、
意
識
、
無
意
識
を
問
わ
ず
、
悪
意
か
ら
何
ご
と
に
も

厳
密
な
規
定
を
要
求
す
る
態
度
を
、
仮
に
論
者
の
造
語
で
あ
る
「
悪

evil
logicism

logical

し
き
論
理
主
義

あ
る
い
は

論
理
的
蛮
行

（

）

（

」

「

」
と
呼
び
た
い
。
反
対
に
、
感
情
が
先
走
っ
た
場
合
に

barbarism

）

は

「
感
情
的
蛮
行

」
に
身
を
委
ね
る
こ
と

、

（em
otional

barbarism

）

に
な
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
…
…
。
わ
れ
わ
れ
は
常
に
理
性

、

、

、

的
で
あ
る
べ
き
だ
し

論
理
的
で
あ
る
べ
き
だ
が

そ
れ
と
同
時
に

論
理
ば
か
り
が
先
行
し
、
理
性
が
か
ち
す
ぎ
れ
ば
、
い
か
に
こ
の
世

が
住
み
に
く
く
な
る
か
を
十
分
に
知
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か

（
三
三
）

も
、
理
詰
め
の
議
論
を
す
る
こ
と
が
目
的
で
は
な
く
、
予
め
行
き
先

の
決
ま
っ
た
道
へ
と
人
を
追
い
込
む
た
め
に
悪
し
き
論
理
を
用
い
る

な
ら
ば
、
上
記
の
「
論
理
的
蛮
行
」
の
典
型
を
働
く
こ
と
に
な
る
だ

ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
、
往
々
に
し
て
、
こ
の
愚
を
犯
し
が
ち
な
の
で

あ
る
。
と
か
く
、
論
理
を
盾
に
取
る
人
（
あ
る
い
は
、
反
対
に
、
感

情
を
全
面
に
押
し
出
す
人
）
は
、
予
め
結
論
が
あ
っ
て
、
そ
の
結
論

を
ご
り
押
し
す
る
た
め
に
も
っ
と
も
ら
し
い
理
屈
を
持
ち
出
す
こ
と

が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
何
が
よ
り
よ
い
答
え
な
の
か

を
、
沈
着
冷
静
に
探
求
し
て
ゆ
く
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
二
つ
の

蛮
行
の
間
隙
を
縫
っ
て
、
辛
う
じ
て
見
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
、
拙
論
の
立
場
を
率
直
に
明
言
し
て
お
こ
う

「
人
間
」

。

を
定
義
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
、
と
。
し
た
が
っ
て
、
人
間
の

定
義
に
関
し
て
は
、
曖
昧
な
ま
ま
に
留
め
る
べ
き
で
あ
る
。
も
し
定

義
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
必
ず
や
境
界
劃
定
の
問
題
が
顔
を
出
し
、
も

っ
と
も
ら
し
い
理
由
が
つ
け
ら
れ
る
の
が
落
ち
だ
か
ら
で
あ
る
。
た
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と
え
ば
、
脳
死
者
、
胎
児
、
無
脳
児
、
そ
の
他
、
人
格
論
（
自
己
意

識
要
件
）
の
名
の
下
に
抹
殺
さ
れ
る
存
在
者
は
多
い

「
こ
れ
は
人

。

間
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
生
殺
与
奪
権
は
他
者
に
握
ら
れ

て
い
る
」
と
い
う
具
合
に
。
そ
し
て
、
多
く
の
場
合
、
た
だ
の
便
法

が
正
当
化
さ
れ
て
、
仮
に
定
め
ら
れ
た
に
す
ぎ
な
い
「
境
界
」
の
外

に
い
る
存
在
者
が
疎
外
さ
れ
る
と
い
う
の
が
、
お
定
ま
り
の
到
達
点

で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
も
っ
と
柔
軟
に
「
人
間
」
を
捉
え
る
べ
き

だ
ろ
う
。
論
理
で
は
な
く
、
心
情
を
も
っ
て
。
こ
れ
が
拙
論
の
基
本

的
立
場
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
に
は
、
常
に
「
人
間
と
は
何
か
」
を
問
い
直
す
必
要
が

あ
る
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
、
人
間
を
固
定
化
さ
せ
て
、
人
間
本
来
の

（
三
四
）

可
塑
性
を
台
無
し
に
す
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の

描
く
「
人
間
」
を
考
え
て
み
よ
う
。
彼
は
、
こ
う
語
る
。

「
ま
こ
と
に
、
人
間
と
い
う
も
の
は
驚
く
ほ
ど
空
な
、
変
わ

C
ertes,

c’est
un

subject

り
や
す
い
、
不
定
な
存
在
で
あ
る
（

m
erveilleusem

ent
vain,

divers
et

ondoyant,
que

。

l’hom
m
e.

）
」

（
三
五
）

モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
意
図
が
ど
こ
に
あ
る
か
は
と
も
か
く
と
し
て
、

、

「

」
、「

」
、

人
間
を
固
定
化
さ
せ
て
考
え
れ
ば

人
間
の

空
虚
さ

多
様
性

「

」

。

不
定
性

は
た
ち
ま
ち
の
う
ち
に
失
わ
れ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い

彼
が

「
人
間
相
互
の
間
に
は
人
間
と
動
物
の
間
に
お
け
る
以
上
の

、

差
異
が
あ
る
」
、
と
主
張
し
た
意
味
を
改
め
て
考
え
て
み
る
べ
き
だ

（
三
六
）

ろ
う
。
そ
し
て
、
自
分
が
ど
の
立
場
に
立
つ
の
か
を
明
確
に
す
る
た

め
に
、
自
分
自
身
を
じ
っ
く
り
と
瞶
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
悲
し
い

み
つ

か
な
、
人
間
は
全
知
全
能
で
は
な
い

「
こ
れ
だ
！
」
と
膝
を
叩
い

。

た
瞬
間
か
ら
過
誤
が
始
ま
る
の
で
あ
る
。
そ
の
過
誤
を
少
し
で
も
防

ぐ
た
め
に
は
、
常
に
自
分
の
考
え
、
お
よ
び
、
そ
の
反
対
論
を
勘
案

す
る
態
度
が
大
事
で
あ
る
。
自
分
と
は
異
な
る
意
見
を
も
つ
人
を
排

斥
ば
か
り
し
て
い
て
は
、
偏
狭
な
考
え
し
か
も
て
な
い
人
間
に
な
っ

て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
拙
論
の
立
場
も
暫
定
的
で
あ
る

こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

人
間
の
輪
郭

(c)

ソ
リ
テ
ス
・
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
解
消
法
は
多
数
あ
る
よ
う
だ
が
、

（
三
七
）

わ
れ
わ
れ
は
、
以
下
で
引
用
す
る
言
葉
で
代
表
さ
れ
る
立
場
に
従
い

た
い
。
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「
も
し
も
わ
れ
わ
れ
が
曖
昧
な
語
を
明
確
な
境
界
を
も
つ
語

で
置
き
換
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
そ
の
境
界
を
境
に
し
て
、

わ
れ
わ
れ
が
対
象
に
対
す
る
態
度
を
は
っ
き
り
と
変
更
す
る

こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
そ
れ
は
言
い
換
え
れ
ば
、
言
語
の

使
用
だ
け
で
な
く
、
わ
れ
わ
れ
の
生
き
方
に
ま
で
影
響
を
及

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ぼ
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
」
（
傍
点
、
論
者

。）

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

（
三
八
）

つ
ま
り

「
人
間
」
を
厳
密
に
規
定
す
る
な
ら
ば
、
人
間
が
人
間

、

自
身
に
対
す
る
態
度
を
変
更
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
お
お
む
ね
そ
の
よ
う
な
変
更
は
、
規
定
者
の
恣
意
に
委
ね
ら

れ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
の
人
間
疎
外
を
生
む
こ
と
に
な
り
か
ね

な
い
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
一
般
に
、
ヒ
ト
の
妊
娠
三
箇
月
ま
で
の
胚
を
「
胎
芽

（
胚
子

」
と
呼
ん
で
そ
れ
以
降
の
「
胎
児
」
と
区
別
す
る
が
、
た

）

と
え
そ
の
区
別
に
生
物
学
的
・
医
学
的
根
拠
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ

れ
で
生
命
の
連
続
性
が
途
切
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ

う
呼
ぶ
の
は
方
便
で
あ
っ
て
、
別
の
も
の
に
変
わ
る
わ
け
で
は
な
い

の
で
あ
る
。
他
の
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。
ア
ゲ
ハ
チ
ョ
ウ
は
、
イ
モ

（
三
九
）

ム
シ
か
ら
サ
ナ
ギ
を
経
て
成
虫
と
な
る
が
、
ど
の
時
期
も
ア
ゲ
ハ
チ

ョ
ウ
で
あ
る
こ
と
に
い
さ
さ
か
の
変
わ
り
も
な
い
。
こ
れ
を
人
間
に

当
て
嵌
め
れ
ば
、
胎
児
の
時
期
を
イ
モ
ム
シ
や
サ
ナ
ギ
の
時
期
と
考

え
る
こ
と
に
何
の
不
都
合
も
な
い
は
ず
で
あ
る
。
イ
モ
ム
シ
や
サ
ナ

ギ
と
い
う
ペ
ル
ソ
ナ
を
経
る
こ
と
な
く
成
虫
に
な
っ
た
ア
ゲ
ハ
チ
ョ

ウ
が
存
在
し
な
い
の
と
同
様
、
胎
児
と
い
う
ペ
ル
ソ
ナ
を
経
る
こ
と

な
く
成
人
し
た
人
間
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
執
拗
で
あ
る
か
も
知
れ

な
い
が
、
法
律
上
妊
娠
中
絶
を
認
め
て
い
る
の
は
便
法
で
あ
っ
て
、

胎
児
が
人
間
に
非
ざ
る
も
の
だ
か
ら
で
は
な
い
（
但
し
、
法
律
上
の

「
人
」
で
は
な
い

。
母
体
保
護
法
の
第
一
四
条
は
、
錦
の
御
旗
で

）

は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
肝
に
銘
じ
る
べ
き
だ
ろ
う
。

ち
な
み
に
、
正
当
防
衛
に
よ
っ
て
人
を
殺
害
し
た
場
合
を
想
定
し

て
み
よ
う
。
現
在
の
と
こ
ろ
、
そ
の
加
害
行
為
の
実
行
者
は
、
刑
法

上
の
処
罰
を
蒙
る
こ
と
は
な
い
し
、
民
法
上
も
不
法
行
為
と
し
て
の

賠
償
責
任
を
負
わ
な
く
て
済
む
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
罰
せ
ら
れ

、
、
、
、

な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
殺
人
と
い
う
行

、
、

為
を
行
為
そ
の
も
の
の
観
点
か
ら
正
当
化
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

で
あ
る
。
あ
く
ま
で
「
や
む
を
得
ず
な
し
た
行
為
」
と
い
う
限
定
の

枠
内
で
処
理
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
殺
人
と
い
う

行
為
は
、
た
と
え
そ
れ
が
正
当
防
衛
で
あ
っ
て
も
、
行
為
自
体
が
悪
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で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
が
な
い
の
で
あ
る
。
人
工
妊
娠
中
絶
も
、

「
人
間
（
と
言
っ
て
不
都
合
な
ら
ば
、
人
間
に
な
っ
た
か
も
知
れ
な

い
存
在
者

」
を
殺
し
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
た
だ
、
法

）

的
に
「
人
」
で
は
な
い
存
在
者
を
始
末
し
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
て
い

。

、

「

」

、

る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る

し
た
が
っ
て

殺
人
が

悪

な
ら
ば

人
工
妊
娠
中
絶
も
、
法
的
に
容
認
さ
れ
て
は
い
る
が
、
行
為
自
体
は

生
命
を
奪
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
や
は
り
「
悪
」
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
胎
児
を
「
人
」
と
看
做
さ
な
い
の
は
便
法
に
よ
る

が
、
い
わ
ゆ
る
「
水
子
（
霊

」
に
至
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場

）

。

、

か
ら
非
常
に
ま
ち
ま
ち
な
定
義
が
行
わ
れ
て
い
る

詳
細
は
省
く
が

（
四
〇
）

「
水
子
」
を
誰
も
が
納
得
す
る
か
た
ち
で
定
義
す
る
こ
と
は
不
可
能

な
の
で
あ
る
。
事
実

「
水
子
（
み
ず
ご
、
あ
る
い
は
、
み
ず
こ

」

、

）

は
、
本
来
「
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
赤
子
」
を
指
す
言
葉
だ
っ
た
し
、

古
く
は
「
す
い
じ
」
と
読
ん
で
胎
児
の
法
名
に
用
い
た
例
も
あ
る
。

（
四
一
）

人
間
が
人
間
自
身
を
不
当
に
局
限
す
る
と
き
、
人
間
に
関
わ
る
領

域
は
穴
の
あ
い
た
風
船
の
よ
う
に
、
儚
く
凋
ん
で
し
ま
う
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
干
涸
ら
び
た
「
論
理
上
の
人
間
（
法
律
上
の
人

」
だ
け

）

が
人
間
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
外
に
位
置
す

る
存
在
者
を
こ
と
も
な
げ
に
排
除
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
さ
ら

に
、
そ
れ
が
激
化
す
る
と
、
相
対
す
る
者
同
士
が
交
互
に
「
人
間
」

で
は
な
く
な
る
と
い
う
事
態
す
ら
生
じ
る
の
で
あ
る
。

石
原
吉
郎
の
「
三
つ
の
あ
と
が
き
」
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
に
こ
ん
な

言
葉
が
あ
る
。

（
四
二
）

も
し
あ
な
た
が
人
間
で
あ
る
な
ら
、
私
は
人
間
で
は
な
い
。

も
し
私
が
人
間
で
あ
る
な
ら
、
あ
な
た
は
人
間
で
は
な
い
。

、

、

（

）

石
原
に
よ
れ
ば

こ
の
修
辞
的
な
言
葉
は

彼
の
友
人

鹿
野
武
一

（
四
三
）

が
シ
ベ
リ
ア
の
強
制
収
容
所
で
取
調
を
受
け
た
際
の
、
取
調
官
に
対

す
る
最
後
の
発
言
だ
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
後
、
こ
の
友
人
は
死

。

。

「

」

「

」

ん
だ
と
い
う

石
原
は
語
る

こ
の
言
葉
は

挑
発

で
も

抗
議

で
も
な
い

「
あ
り
の
ま
ま
の
事
実
の
承
認
」
で
あ
る
、
と
。
わ
れ

、

わ
れ
は
、
い
つ
で
も

「
あ
な
た
」
の
位
置
に
立
ち
得
る
存
在
で
あ

、

る

あ
な
た

と
な
っ
て

私

を
人
間
扱
い
し
な
い
と
き

あ

。「

」

、「

」

、「

な
た
」
は
人
間
で
は
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
石
原
は
そ
の
事
情
を
こ

う
語
る

「
私
た
ち
は
お
そ
ら
く
、
対
峙
が
始
ま
る
や
否
や
、
そ
の

、

一
方
が
自
動
的
に
人
間
で
な
く
な
る
よ
う
な
そ
し
て
そ
の
選
別
が
全

く
の
偶
然
で
あ
る
よ
う
な
、
そ
の
よ
う
な
関
係
が
不
断
に
拡
大
再
生

産
さ
れ
る
一
種
の
日
常
性
と
も
い
う
べ
き
も
の
の
中
に
今
も
生
き
て
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い
る
」
、
と
。

（
四
四
）

さ
ら
に
、
穿
っ
た
見
方
を
す
れ
ば
、
彼
の
友
人
は
ま
だ
よ
い
方
か

も
知
れ
な
い
。
何
故
な
ら
、
も
の
言
え
ぬ
存
在
者
は
、
そ
の
よ
う
な

事
実
の
承
認
す
ら
で
き
な
い
ま
ま
、
闇
か
ら
闇
へ
と
葬
ら
れ
る
の
だ

か
ら
。Ⅳ

人
間
の
尊
厳

近
年

「
生
命
の
尊
厳

（
以
下
、
Ｓ
Ｏ
Ｌ
と

、

」

（the
sanctity

of
life
）

略
記
）
と
「
生
命
の
質

（
以
下
、
Ｑ
Ｏ
Ｌ
と
略

（the
quality

of
life

）
」

記
）
を
対
立
的
に
捉
え
る
議
論
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
、
癌

（
四
五
）

の
末
期
患
者
な
ど
に
施
さ
れ
る
延
命
治
療
へ
の
批
判
か
ら
生
ま
れ
た

議
論
で
あ
る
。
論
者
は
、
度
を
越
え
た
「
延
命
治
療
」
が
非
人
間
的

で
あ
る
こ
と
を
十
分
承
知
し
た
上
で
、
こ
の
対
立
を
不
毛
な
も
の
と

看
做
し
て
い
る
。
あ
ま
つ
さ
え
、
人
間
の
尊
厳
を
冒
す
も
の
で
は
な

（
四
六
）

い
か
と
さ
え
疑
っ
て
い
る
。
そ
の
あ
ら
ま
し
を
述
べ
て
み
よ
う
。

第
一
に
、
Ｑ
Ｏ
Ｌ
を
決
定
す
る
基
準
が
恣
意
的
で
あ
る
と
い
う
点

で
あ
る
。
一
体
、
誰
に
よ
っ
て
、
こ
の
生
命
の
質
は
高
く
、
あ
の
生

命
の
質
は
低
い
と
決
定
で
き
る
の
か
。
お
そ
ら
く
、
そ
の
質
の
高
低

は
、
社
会
的
貢
献
度
の
高
さ
と
か
、
能
力
の
多
寡
と
か
、
経
済
的
背

景
と
か
、
生
活
全
般
の
自
立
性
と
か
、
そ
の
他
さ
ま
ざ
ま
な
指
標
に

よ
っ
て
測
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
と
生
命
の
保

全
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、
そ
の
よ
う
な
条
件
に
左
右
さ
れ
な
い
こ

と
が
承
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
も
し
、
そ
の
根

（
四
七
）

本
的
承
認
が
蔑
ろ
に
さ
れ
る
な
ら
ば
、
新
た
な
「
優
生
思
想
」
が
擡

頭
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
し
、
あ
か
ら
さ
ま
に
「
弱
肉
強
食
」

を
肯
定
す
る
こ
と
に
も
な
る
。
つ
ま
り
、
Ｑ
Ｏ
Ｌ
は
、
Ｓ
Ｏ
Ｌ
に
支

え
ら
れ
て
は
じ
め
て
出
て
く
る
考
え
で
あ
っ
て
、
対
立
す
る
も
の
で

は
な
い
は
ず
な
の
に
、
そ
の
根
本
的
承
認
が
破
棄
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

た
と
え
ば
、
筋
無
力
症
と
い
う
疾
患
が
胎
児
の
段
階
で
判
明
し
た

、

。

場
合

妊
娠
中
絶
を
推
奨
す
る
こ
と
な
ど
が
そ
れ
に
当
た
る
だ
ろ
う

も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
善
意
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
勧
告
だ
ろ
う
が
、
実

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

際
に
筋
無
力
症
の
人
か
ら
す
れ
ば

「
お
前
の
生
は
質
が
低
い
」
と

、

宣
告
さ
れ
て
い
る
の
に
等
し
い
。
た
し
か
に
、
筋
無
力
症
の
人
は
、

。

、

さ
ま
ざ
ま
な
社
会
的
非
効
率
を
生
み
出
す
存
在
者
で
あ
る

し
か
し

そ
の
よ
う
な
非
効
率
を
厭
わ
ず
そ
の
人
の
生
を
助
勢
す
る
心
が
社
会
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か
ら
消
え
る
と
す
れ
ば
、
お
そ
ら
く
そ
の
社
会
は
極
め
て
住
み
に
く

い
社
会
に
な
る
だ
ろ
う
。
社
会
に
と
っ
て
必
要
な
人
の
側
に
い
る
人

間
は

「
社
会
に
と
っ
て
必
要
で
は
な
い
」
と
い
う
判
断
を
平
気
で

、

下
す
が
、
自
分
が
そ
の
「
社
会
に
と
っ
て
必
要
で
は
な
い
」
存
在
者

に
な
っ
た
と
き
、
自
分
自
身
に
対
し
て
同
じ
判
断
を
下
す
こ
と
が
で

き
る
の
だ
ろ
う
か
。
一
度
、
真
剣
に
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ

う
。再

び
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
知
恵
に
耳
を
傾
け
て
み
よ
う
。
彼
は
、

い
わ
ゆ
る
「
偉
業

」
ば
か
り
を
誉
め
称
え
る
輩

（grande
besongne

）

を
愚
人
と
看
做
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
カ
エ
サ
ル
や
ア
レ
ク
サ
ン
ド

ロ
ス
に
も
日
常
生
活
が
あ
り
、
そ
れ
は
彼
ら
の
「
通
常
の
天
職

」

。

、

、

（

）

ordinaire
vacation

な
の
で
あ
る

し
た
が
っ
て

誰
で
あ
れ

（
四
八
）

人
間
が
文
字
通
り
無
為
に
過
ご
す
と
き
な
ど
あ
り
は
し
な
い

「
何

。

も
し
な
か
っ
た
」
の
で
は
な
く

「
生
き
た
」
の
で
あ
る
。

、

「
わ
れ
わ
れ
の
偉
大
な
光
輝
あ
る
傑
作
は
、
立
派
に
生
き
る

N
otre

grand
et

glorieux
chef-d’œ

uvre,

こ
と
で
あ
る
（

。

c’est
vivre

à
propos.

）
」

（
四
九
）

こ
の
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
言
葉
を
ど
の
よ
う
に
受
け
取
る
か
は
各
人

各
様
だ
ろ
う
が
、
あ
る
人
の
目
に
は
Ｑ
Ｏ
Ｌ
が
ゼ
ロ
に
等
し
い
と
映

る
人
だ
と
し
て
も
、
そ
の
人
は

「
立
派
に
生
き
て
い
る
」
の
で
あ

、

る
。
こ
の
こ
と
を
忘
れ
て
、
人
間
を
有
用
性
や
自
立
性
の
観
点
か
ら

の
み
判
断
し
て
は
な
ら
な
い
。

ま
た
、
さ
ら
に
邪
推
を
働
か
せ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
考
え
が
出
て

き
た
背
景
に
は
、
Ｑ
Ｏ
Ｌ
な
る
も
っ
と
も
ら
し
い
概
念
を
捏
造
し
、

そ
れ
に
基
づ
い
て

自
称

健
常
者
な
い
し
優
位
者
か
ら
見
た

衰

、（

）

「

弱
」
や
「
欠
損
」
を
抱
え
る
者
の
抹
殺
を
図
る
意
図
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
、
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
は
触
れ
る
だ

け
に
留
め
る
が
、
自
己
の
身
体
や
生
命
に
関
す
る
「
自
己
決
定
権
」

と
い
う
概
念
も
胡
乱
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
本
音
と
し
て
は
不
本
意

、

「

」

、

な
の
に

見
せ
か
け
の

自
己
決
定

に
人
を
追
い
込
む
こ
と
な
ど

悪
意
あ
る
者
（
無
意
識
の
場
合
も
含
む
）
に
と
っ
て
朝
飯
前
の
こ
と

だ
か
ら
。
弱
者
や
高
齢
者
に
圧
力
を
か
け
て
、
生
き
る
こ
と
の
尊
厳

を
経
済
な
ど
の
他
の
要
素
の
下
位
に
置
く
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
人

間
で
あ
る
こ
と
か
ら
半
分
降
り
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
い
わ
ば
、

人
間
の
尊
厳
を
自
ら
傷
つ
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
障
害
者
が

、

「

」

肩
身
の
狭
い
思
い
を
し
た
り

高
齢
者
に

長
生
き
し
て
ご
め
ん
ね

と
言
わ
せ
る
よ
う
な
社
会
が
は
た
し
て
よ
い
社
会
な
の
か
、
本
気
で
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考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
あ
っ
て
欲
し

く
は
な
い
が
、
現
実
が
そ
う
見
え
な
く
も
な
い
だ
け
に
、
問
題
は
深

刻
と
言
え
よ
う
。
論
者
は
藁
人
形
を
「
人
間
」
と
言
い
張
る
つ
も
り

は
な
い
。
人
間
を
「
人
間
」
と
呼
び
た
い
だ
け
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
人
間
が
人
間
自
身
を
研
究
し
始
め
て
、
ど
の
く
ら
い

の
歳
月
が
過
ぎ
た
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
、
言
葉
の
誕
生
と
同
じ
く

ら
い
の
は
る
か
昔
、
人
間
は
自
分
自
身
に
観
察
の
眼
を
向
け
た
の
だ

ろ
う
。
以
来
、
夥
し
い
数
の
人
間
研
究
の
蓄
積
が
あ
る
。
し
か
し
、

何
の
た
め
の
研
究
だ
っ
た
の
か
。
も
ち
ろ
ん
、
人
類
（

人
類
」
は

「

比
較
的
新
し
い
概
念
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
よ
り
正
確
に
は
「
仲

間
」
と
言
い
換
え
た
方
が
よ
い
か
も
知
れ
な
い
）
の
福
利
厚
生
の
た

め
で
あ
る
。
近
代
を
迎
え
、
人
間
は
、
自
分
た
ち
が
平
等
で
あ
る
こ

と
、
少
な
く
と
も
、
目
指
す
べ
き
目
標
の
一
つ
と
し
て
「
平
等
」
が

真
っ
先
に
数
え
上
げ
ら
れ
る
こ
と
を
確
認
し
て
き
た
。
わ
が
国
の
憲

（
五
〇
）

法
を
繙
く
ま
で
も
な
く
、
多
く
の
国
で
「
す
べ
て
国
民
は
法
の
下
に

平
等
で
あ
る
こ
と
」
が
保
証
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
現
実
を
見
渡

（
五
一
）

し
て
み
れ
ば
、
こ
の
常
識
は
必
ず
し
も
通
用
し
な
い
。
根
強
い
差
別

が
存
在
し
、
そ
れ
が
多
く
の
弊
害
を
招
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
人

種
差
別
、
民
族
差
別
、
男
女
差
別
、
年
齢
差
別
、
学
歴
差
別
、
能
力

差
別
、
そ
の
他
、
枚
挙
に
遑
が
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
ま
た
、
掛
け
声

だ
け
「
平
等
」
を
叫
ん
で
も
、
各
人
の
心
の
中
の
差
別
意
識
は
な
か

な
か
消
え
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
も
、
人
間
研
究
は
、
そ

の
す
べ
て
が
人
類
の
福
祉
を
前
提
に
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む

し
ろ
、
人
間
疎
外
を
促
進
す
る
よ
う
な
研
究
が
、
た
と
え
表
立
っ
て

は
な
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
も
、
裏
に
廻
れ
ば
い
く
ら
で
も
見
出
せ

。

、

、

る
か
も
知
れ
な
い

ま
た

善
意
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
研
究
で
さ
え

結
果
的
に
人
類
を
窮
地
に
陥
れ
る
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。
ヒ
ロ
シ

マ
以
来

「
科
学
は
罪
を
知
っ
た
」
と
言
わ
れ
る
が
、
も
は
や
科
学

、

（
五
二
）

者
は
、
自
分
の
研
究
に
没
頭
す
る
だ
け
で
は
済
ま
さ
れ
ず
、
そ
の
研

究
の
方
向
に
何
が
も
た
ら
さ
れ
る
の
か
を
絶
え
ず
考
慮
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
、
も
う
少
し
謙
虚
に
な
る
べ
き
で

あ
る
。
研
究
競
争
も
あ
る
意
味
で
は
必
要
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
が
目
的

を
見
間
違
え
た
と
き
、
自
分
自
身
の
首
を
絞
め
る
こ
と
に
も
な
り
か

ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。
人
間
の
尊
厳
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
そ
の
問

い
は
絶
え
ず
発
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
日
で
も
、
人
間
は

。

、

さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
蹂
躙
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら

わ
れ
わ
れ
は

こ
の
事
実
を
、
改
め
て
凝
視
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
了
）
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註
（
一

『

、
佐
治
晴

）

』

佐
治
晴
夫
対
談
集

宇
宙
の
中
の
わ
た
し

わ
た
し
の
中
の
宇
宙

夫
／
津
村
喬
／
中
川
茂
昭
／
斑
目
力
曠
、
海
の
家
企
画
、
一
九
九
七
年
、
三
四
～

三
八
頁
、
参
照
。

（
二

『
ゲ
ノ
ム
を
読
む

、
松
原
謙
一
／
中
村
桂
子

著
、
紀

）

』

人
間
を
知
る
た
め
に

伊
國
屋
書
店
、
一
九
九
六
年
、
一
九
一
頁
、
参
照
。

（
三
）
同
書
、
一
二
三
頁
、
参
照
。
も
ち
ろ
ん
、
ク
ロ
ー
ン
な
ら
ば
、
同
一
の
ゲ

ノ
ム
Ｄ
Ｎ
Ａ
を
も
つ
。
尚
、
い
わ
ゆ
る
「
ク
ロ
ー
ン
技
術
（

」
に
つ
い

cloning

）

て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
献
が
あ
る
。
た
と
え
ば

『
ク
ロ
ー
ン
、
是
か
非
か

、

、

』

マ
ー
サ
・
Ｃ
・
ナ
ス
バ
ウ
ム
／
キ
ャ
ス
・
Ｒ
・
サ
ン
ス
タ
イ
ン

編
、
中
村
桂
子

／
渡
会
圭
子

訳
、
産
業
図
書
、
一
九
九
九
年
、
参
照
。

（
四

『
生
き
も
の
の
世
界
へ
の
疑
問

、
日
高
敏
隆

著
、
朝
日
文
庫
、
一
九
九
三

）

』

（

）
、

、「

」、

、

年

第
二
刷

所
収

種

こ
の
不
思
議
な
も
の

二
五
三
～
二
五
八
頁

─

参
照
。

（

）

、

（

）

「

」

。

五

現
生
人
類
は

約
五
万
年
前

諸
説
あ
り

に

新
人

と
し
て
出
現

ク
ロ
マ
ニ
ョ
ン
人
や
周
口
店
上
洞
人
が
そ
れ
に
属
す
る
。
尚

「
旧
人

（
約
三

、

」

○
～
一
○
万
年
前
に
出
現
）
に
属
す
る
ネ
ア
ン
デ
ル
タ
ー
ル
人
は
、
発
見
当
初

（
一
八
五
六
年
）
は
「
現
生
人
類
」
か
ら
遠
い
存
在
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、

、「

」

《

》、「

」

今
日
で
は

新
人

が

ネ
ア
ン
デ
ル
タ
ー
ル
人

H
om

o
sapiens

sapiens

が
《

》
と
し
て
分
類
さ
れ
て
お
り
、
生
物
学
的

H
om

o
sapiens

neanderthalensis

に
も
文
化
的
に
も
か
な
り
近
い
種
と
考
え
ら
れ
て
い
る

『

文
化
人
類

。
【
縮
刷
版
】

学
事
典

、
石
川
栄
吉

他

編
、
弘
文
堂
、
一
九
九
四
年
、
参
照
。
尚

『
ネ
ア
ン
デ

』

、

ル
タ
ー
ル
人
と
は
誰
か

、
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ス
ト
リ
ン
ガ
ー
／
ク
ラ
イ
ヴ
・

』

ギ
ャ
ン
ブ
ル

著

河
合
信
和
訳

朝
日
新
聞
社

一
九
九
七
年

お
よ
び

ヒ

、

、

、

、

、『

ト
は
い
つ
か
ら
人
間
に
な
っ
た
か

、
リ
チ
ャ
ー
ド
・
リ
ー
キ
ー

著
、
馬
場
悠
男

』

訳
、
草
思
社
、
一
九
九
六
年
、
参
照
。

（
六

『
イ
ン
デ
ィ
ア
ス
の
破
壊
に
つ
い
て
の
簡
潔
な
報
告

（
一
五
五
二
年

、

）

』

）

、

、

、

（

）
、

ラ
ス
・
カ
サ
ス
著

染
田
秀
藤
訳

岩
波
文
庫

一
九
九
三
年

第
二
四
刷

お
よ
び

『
イ
ン
カ
の
反
乱

（
一
五
七
○
年

、
テ
ィ
ト
ゥ
・
ク
シ
・
ユ
パ
ン
ギ

、

』

）

述
、
染
田
秀
藤
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
八
八
年
（
第
三
刷

、
参
照
。

）

（
七

『

、
マ
イ
ケ
ル
・
Ｒ
・
マ
ラ
ス
著
、
長
田

）

』

ホ
ロ
コ
ー
ス
ト

─
歴
史
的
考
察

浩
彰

訳
、
時
事
通
信
社
、
一
九
九
六
年
、
お
よ
び

『
ナ
チ
ズ
ム
と
ユ
ダ
ヤ
人
絶

、

滅
政
策

、
栗
原
優
著
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
九
七
年
、
参
照
。

』

,
publiées

par

（
八
）
デ
カ
ル
ト
か
ら
の
引
用
は
、Œ

U
V

R
E

S
D

E
D

E
SC

A
R

TE
S

C
h.
A
dam

&
P
.
T
annery,

nouvelle
présentation,

11
vols.,

V
rin,

1973~1978.

。

、

、

、

に
よ
る

尚

原
則
と
し
て

本
文
中
に
そ
の
巻
数
を
ロ
ー
マ
数
字
に
よ
っ
て

そ
の
頁
数
を
ア
ラ
ビ
ア
数
字
に
よ
っ
て
記
す
。
ま
た
、
必
要
に
応
じ
て
そ
の
表

記
を
改
め
た
箇
所
や
、
引
用
原
文
を
イ
タ
リ
ッ
ク
に
し
た
箇
所
が
あ
る
。
さ
ら

に
、
イ
タ
リ
ッ
ク
体
の
訳
に
は
す
べ
て
傍
点
を
施
し
た
。
邦
訳
に
際
し
て
は
既

存
の
訳
書
を
参
照
し
た
。
但
し
、
訳
文
は
論
者
自
身
の
も
の
で
あ
る
。

cf.
John

C
ottingham

,
‘A

B
rute

to
the

B
rutes?

D
escartes’s

T
reatm

ent

（
九
）

of
A
nim

als’,
in

,
vol.IV

,
edited

by
R

ené
D

escartes
C

ritical
A

ssessm
ents

G
eorges

J.
D
.
M
oyal,

R
outledge,

1991,
p.324.

cf.
,
translated

w
ith

intro-

（
一
○
）

D
escartes’

C
onversation

w
ith

B
urm

an

duction
and

com
m
entary

by
John

C
ottingham

,
O
xford,

C
larendon,

1976,

p.29.

v.
,
textes

établis,
présentés

et

（
一
一
）

D
escartes

Œ
uvres

philosophiques

annotés
par

Ferdinand
A
lquié,

t.
,
G
arnier,

1976,
p.632,

note
1.

Ⅰ

v.
,
tom

e
I,

（
一
二
）

D
IC

TIO
N

N
A

IR
E

U
N

IV
E

R
SE

L
d’A

ntoine
F

uretière

ré-édition
par

la
SN

L
-L
e
R
obert,

1984.
（

）『

、

、

一
三

山
田
弘
明
著

『

』

』

方
法
序
説

を
読
む

若
き
デ
カ
ル
ト
の
生
と
思
想

世
界
思
想
社
、
一
九
九
五
年
、
一
九
五
～
一
九
八
頁
、
参
照
。

v.
A
lquié,

,
p.235,

note
1.

（
一
四
）

op.cit.

（
一
五
）
ア
ル
キ
エ
は

「
想
像
上
の
空
間
」
と
言
っ
て
も
、
単
に
「
見
せ
か
け

、

、

」

、

。

の

勝
手
に
想
像
さ
れ
た
空
間

を
意
味
す
る
の
で
は
な
い

と
断
っ
て
い
る
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、

「

」

す
な
わ
ち

デ
カ
ル
ト
は
ス
コ
ラ
の
表
現
で
あ
る

天
球
の
彼
方
に
あ
る
空
間

を
念
頭
に
置
い
て
い
る
。

尚
、
一
六
二
九
年

v.
A
lquié,

,
p.343,

note
1.

ibid.

、

（

）

、

。

一
二
月
一
八
日
付

メ
ル
セ
ン
ヌ
宛
書
簡

に

こ
の
言
葉
が
見
出
せ
る

Ⅰ
-86

L
a

D
escription

du
C

orps

（

）

、『

（

一
六

デ
カ
ル
ト
晩
年
の
手
稿
に

人
体
の
記
述

（
別
名
『
胎
児
形
成
論
（

、
付
「
動

H
um

ain
D

e
la

F
orm

ation
du

F
œ

tus

）』

）
』

物
形
成
論
（

）
が
あ
る
が
、
煩
を
避
け
る
た

D
e

la
F

orm
ation

de
l’A

nim
al

）
」

め
に
拙
論
で
は
取
り
上
げ
な
い
。

尚
、
ク
レ
ル
ス
リ
エ
が
想
定
し
た

『
人
間
論
』
を
第
一
論
文
と
し

『
人
体

、

、

の
記
述
』
を
第
二
論
文
と
す
る
見
解
（
実
際
、
こ
れ
ら
の
論
文
は
、
一
六
六
四）

年
に
ク
レ
ル
ス
リ
エ
に
よ
っ
て
纏
ま
り
の
あ
る
も
の
と
し
て
出
版
さ
れ
て
い
る

は
、
ア
ダ
ン
に
よ
っ
て
斥
け
ら
れ
て
い
る
（

。
そ
の
執
筆
さ
れ
た
年
代

Ⅹ
Ⅰ
-222

）

か
ら
推
し
て
、
両
者
は
独
立
し
て
い
る
と
考
え
る
方
が
理
に
適
っ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
（
前
者
は
一
六
三
三
年
頃
、
後
者
は
一
六
四
八
年
頃
、
脱
稿
さ
れ
て
い

る

。
拙
論
で
は
、
ア
ダ
ン
の
見
解
に
従
い
た
い
。
ま
た
、
こ
の
著
述
に
は
、
上

）
述
の
別
名
が
あ
る
よ
う
に

「
二
重
題
名
（

（

）
な
ど
の

、

）
」

double
titre

-219
Ⅹ
Ⅰ

興
味
深
い
問
題
が
絡
ん
で
い
る
。
簡
単
に
触
れ
て
お
く
と
、
ク
レ
ル
ス
リ
エ
が

付
し
た
第
二
の
題
名
で
あ
る
『
胎
児
形
成
論
』
は
、
デ
カ
ル
ト
が
意
図
し
た
も

の
で
は
な
く
、
刊
行
者
の
添
附
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
尚

「
動
物
形
成
論
」

、

が

「
余
談
（

」
と
し
て
、
第
四
部
お
よ
び
第
五
部
に
付
け
加
え

、

）

la
digression

ら
れ
て
い
る
（

。

Ⅹ
Ⅰ
-219

~
220

）

（
一
七

『
人
間
機
械
論
（

、
ド
・
ラ
・
メ
ト
リ

著
、

）

）
』

L
’hom

m
e-m

achine,1747

杉
捷
夫
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
七
七
年
（
第
三
八
刷

、
一
一
○
頁
、
参
照
。

）

（
一
八
）
同
書
、
九
七
頁
、
参
照
。

（
一
九
）
同
書
、
一
○
一
頁
、
参
照
。

（
二
○
）
同
書
、
一
五
頁
、
参
照
。

（
二
一
）
ハ
ラ
ー
は
、
ド
・
ラ
・
メ
ト
リ
の
献
辞
を
甚
だ
し
く
迷
惑
と
感
じ
た
由

で
あ
る
。
同
書
、
三
六
～
三
七
頁
、
註
（
四

、
参
照
。

）

（
二
二

『

、
ヴ
ァ
イ
ツ
ゼ

）

』

生
命
と
主
体

ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
と
時
間
／
ア
ノ
ニ
ュ
ー
マ

ッ
カ
ー

著
、
木
村
敏

訳
・
註
解
、
人
文
書
院
、
一
九
九
五
年
、
一
五
頁
、
参
照
。

（

）『

』
、

、

二
三

人
間
機
械
論

Ｎ
・
ウ
ィ
ー
ナ
ー

著

第
２
版

人
間
の
人
間
的
な
利
用

鎮
目
恭
夫
／
池
原
止
戈
夫

訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
二
年
（
第
一
一
刷

、
二
一

）

頁
、
参
照
。

（
二
四
）
コ
ッ
テ
ィ
ン
ガ
ム
は
、
デ
カ
ル
ト
が
「
動
物
に
は
概
し
て
感
情
が
欠

K
.
Sm

ith,
T
.
R
egan,

P.

け
て
い
る
」
と
い
う
命
題
を
主
張
し
た
と
す
る
解
釈
（

）
に
は
確
実
な
証
拠
が
な
い
と
批
判
す
る
一
方
で
、
デ
カ
ル

S
inger,

B
.
G
ibson

ト
が
上
記
の
命
題
を
虚
偽
で
あ
る
と
看
做
し
た
積
極
的
な
証
拠
が
あ
る
、
と
主

張
し
て
い
る
。
コ
ッ
テ
ィ
ン
ガ
ム
の
議
論
の
当
否
は
と
も
か
く
と
し
て
、
デ
カ

ル
ト
が
多
く
の
解
釈
者
か
ら
そ
う
受
け
取
ら
れ
て
も
仕
方
が
な
い
思
想
を
展
開

cf.
C
ottingham

,
‘A

B
rute

to
the

B
rutes?

し
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

D
escartes’s

T
reatm

ent
of

A
nim

als’,
pp.323

~
324.

（

）『

』、

、

、

二
五

フ
ラ
ン
ク
ル
著
作
集
６

宮
本
忠
雄
／
小
田
晋

訳

み
す
ず
書
房

一
九
六
八
年
（
第
五
刷

、
所
収

「
精
神
医
学
的
人
間
像

（
第
二
講

、
四
五
～

）

、

」

）

四
六
頁
、
お
よ
び

『
核
時
代
の
科
学
と
哲
学

、
相
原

、

』

現
代
の
危
機
と
良
心
の
楽
観

信
作

著
、
行
路
社
、
一
九
九
四
年
、
七
五
頁
、
参
照
。

科

（

）

、

『

二
六

ソ
リ
テ
ス
・
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
関
す
る
記
述
は

そ
の
ほ
と
ん
ど
を

、
佐
藤
徹
郎

著
、
春
秋
社
、
二
○

学
か
ら
哲
学
へ

─
知
識
を
め
ぐ
る
虚
構
と
現
実
』

○
○
年
、
所
収

「
ソ
リ
テ
ス
・
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
つ
い
て
」
に
負
っ
て
い
る
。

、

（
二
七
）
同
書
で
は
、
そ
の
事
情
を
次
の
よ
う
に
纏
め
て
い
る

「
わ
れ
わ
れ
の

。

日
常
用
い
て
い
る
言
葉
の
ほ
と
ん
ど
は
、
こ
の
よ
う
な
曖
昧
さ
を
含
む
言
葉
な

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
問
題
は
、
わ
れ
わ
れ
の
日
常
言
語
の
も
つ
曖
昧
さ

（

）
に
関
す
る
矛
盾
と
い
う
、
よ
り
広
い
問
題
の
一
部
な
の
で
あ
っ

vagueness
て

『
ソ
リ
テ
ス
・
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
』
は
た
だ
こ
の
問
題
点
を
際
立
た
せ
る
役
割

、
を
果
た
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る

。
同
書
、
一
三
九
頁
、
参
照
。

」

（
二
八
）
あ
る
論
理
学
の
教
科
書
に
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る

「
あ

。

る
出
来
事
Ａ
を
正
当
化
す
る
た
め
に
、
そ
れ
と
は
か
け
離
れ
た
別
の
出
来
事
Ｂ

を
引
き
合
い
に
出
し
た
と
し
よ
う
。
そ
し
て
、
Ｂ
の
正
当
化
に
よ
っ
て
Ａ
も
正
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当
化
さ
れ
た
と
考
え
る
と
き
、
そ
の
理
由
に
な
っ
て
い
る
の
が
Ａ
と
Ｂ
の
間
に

あ
る
連
続
性
に
す
ぎ
な
い
な
ら
、
私
た
ち
は

の
虚
偽
（
な
し

滑
り
や
す
い
坂
道

崩
し
的
な
議
論
）
を
犯
す
こ
と
に
な
る

『

正
し
く
」
考
え
る
方
法

、
齊
藤
了

」
。
「

』

文
／
中
村
光
世

著
、
晃
洋
書
房
、
一
九
九
九
年
、
一
五
一
頁
以
下
、
参
照
。

（
二
九

『

、
Ｈ
・
Ｔ
・
エ

）

』

バ
イ
オ
エ
シ
ッ
ク
ス
の
基
礎

欧
米
の
「
生
命
倫
理
」
論

ン
ゲ
ル
ハ
ー
ト
／
Ｈ
・
ヨ
ナ
ス

他

著
、
加
藤
尚
武
／
飯
田
亘
之

編
、
東
海
大
学

出
版
会
、
一
九
九
一
年
（
第
四
刷

、
所
収
、
マ
イ
ケ
ル
・
ト
ゥ
ー
リ
ー

「
嬰
児
は

）

、

人
格
を
持
つ
か

（
森
岡
正
博
訳

、
九
四
～
一
一
○
頁
、
参
照
。

」

）

（
三
〇
）
齊
藤
／
中
村
、
前
掲
書
に
よ
れ
ば

「
受
精
卵
か
ら
新
生
児
に
至
る
過

、

程
が

『
ど
の
段
階
を
と
っ
て
も
人
間
と
見
な
す
こ
と
の
で
き
る
』
過
程
で
あ
る

、

か
ど
う
か
も
、
け
っ
し
て
自
明
の
こ
と
で
は
な
い

『
人
間
』
の
定
義
を
明
示
し

。

、
、

、
、
、
、
、
、
、

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し

そ
の
定
義
の
正
当
化
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

傍

、

」（

、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

点
、
論
者
）
と
結
ん
で
い
る
。
論
者
は
こ
こ
に
問
題
を
見
出
す
。
自
明
の
こ
と

で
は
な
い
な
ら
ば
、
な
お
さ
ら
「
人
間
」
の
定
義
を
行
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る

し
、
ま
た
行
っ
て
も
い
け
な
い
、
と
い
う
別
の
選
択
肢
を
見
逃
し
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
同
書
、
一
五
二
～
一
五
三
頁
、
参
照
。

（
三
一
）
以
下
に
挙
げ
る
小
説
に
は

「
堕
胎
」
を
め
ぐ
る
插
話
が
そ
れ
ぞ
れ
の

、

か
た
ち
で
織
り
込
ま
れ
て
い
る
が
、
戦
前
と
現
代
を
比
較
す
れ
ば
、
隔
世
の
感

。『

』
、

、

、

（

）
、

が
あ
る

卍

谷
崎
潤
一
郎
作

岩
波
文
庫

一
九
八
五
年

改
版
第
一
八
刷

八
二
頁
、
お
よ
び

『
雁
の
寺
・
越
前
竹
人
形

、
水
上
勉

作
、
新
潮
文
庫
、
一
九

、

』

八
四
年
（
第
三
四
刷

、
所
収

「
越
前
竹
人
形

、
二
二
○
頁
、
参
照
。

）

、

」

（
三
二
）
ヴ
ァ
イ
ツ
ゼ
ッ
カ
ー
に
よ
れ
ば

「
中
世
の
司
教
聖
堂
付
参
事
会
員
が

、

個
人
の
生
命
の
開
始
時
点
を
規
定
し
た
の
は
、
一
大
事
件
だ
っ
た
。
彼
ら
は
胎

児
に
魂
が
宿
る
時
点
を
妊
娠
四
ヵ
月
目
の
初
め
に
置
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
堕
胎

の
概
念
を
決
め
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
今
日
の
わ
れ
わ
れ
も
、
そ
れ
以
上
の
知

識
を
も
っ
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
だ
」
と
の
由
。
ヴ
ァ
イ
ツ
ゼ
ッ
カ
ー
、
前
掲

訳
書
、
二
二
頁
、
参
照
。

（
三
三
）
漱
石
の
「
智
に
働
け
ば
角
が
立
つ
」
を
挙
げ
る
ま
で
も
な
く
、
わ
れ
わ

れ
の
日
常
に
お
い
て
し
ば
し
ば
経
験
す
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う

『
草
枕

、
夏
目
漱

。

』

石
作
、
岩
波
文
庫
、
一
九
九
四
年
（
第
八
三
刷

、
七
頁
、
参
照
。

）

（

）『

』、

、

、

（

）
、

三
四

人
間
存
在
論

三
宅
剛
一
著

勁
草
書
房

一
九
八
○
年

第
七
刷

四
頁
に

「
人
間
と
は
何
で
あ
る
か
と
問
う
と
き

『
人
間
と
は
か
く
か
く
の
も
の

、

、

で
あ
る
』
と
い
う
答
え
を
予
期
し
て
問
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
問
い
は
存
在
す
る

」

。

も
の
と
し
て
の
人
間
の
限
定
を
求
め
て
い
る
わ
け
で
あ
る

と
い
う
一
文
が
あ
る

v.
M
ichel

de
M
ontaigne,

,
L
ivre

1,
C
hronologie

et
intro-

（
三
五
）

E
ssais

（

エ
セ
ー

duction
par

A
lexandre

M
icha,

G
arnier-F

lam
m
arion,

1983,
p.41.

『

（
一

、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ

著
、
原
二
郎

訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
九
六
年
（
第
二
八

）
』

刷

、
一
四
頁
、
参
照

。

）

）

（
三
六
）

（

エ
セ
ー
（
二

、
一
九
九
六
年
（
第
二
二
刷

、
八

v.
,
p.311.

ibid.

『

）
』

）

七
頁
、
参
照

。
）

（

）

、「

」、「

」、「

」、

三
七

佐
藤
に
よ
れ
ば

三
値
論
理

フ
ァ
ジ
ー
論
理

無
限
多
値
論
理

「
高
次
評
価
法
」
な
ど
が
あ
る
。
佐
藤
徹
郎
、
前
掲
書
、
一
四
○
頁
、
参
照
。

（
三
八
）
同
書
、
一
五
六
～
一
五
七
頁
、
参
照
。

（
三
九
）
日
高
敏
隆
、
前
掲
書
、
所
収

「
昆
虫
に
お
け
る
ペ
ル
ソ
ナ

、
一
二
一

、

」

～
一
二
九
頁
、
参
照
。

（
四
〇

『

、
高
橋
三
郎

編
、
行
路
社
、
一
九

）

』

水
子
供
養

現
代
社
会
の
不
安
と
癒
し

九
九
年
、
一
五
五
頁
、
お
よ
び
、
二
六
六
頁
、
参
照
。

（
四
一
）
同
書
、
二
○
二
～
二
○
三
頁
、
参
照
。

（
四
二

『
石
原
吉
郎
詩
集

、
思
潮
社
（
現
代
詩
文
庫
二
六

、
一
九
八
三
年
（
第

）

』

）

一
五
刷

、
一
○
○
頁
、
参
照
。

）

（
四
三
）
同
書
、
一
五
三
頁
、
参
照
。

（
四
四
）
同
書
、
一
○
○
頁
、
参
照
。

（
四
五
）
エ
ン
ゲ
ル
ハ
ー
ト
／
ヨ
ナ
ス
、
前
掲
訳
書
、
参
照
。
と
く
に
、
同
訳
書

、

、「

」（

）
、

所
収

ジ
ョ
ー
ゼ
フ
・
フ
レ
ッ
チ
ャ
ー

倫
理
学
と
安
楽
死

菊
地
恵
善
訳

一
三
五
～
一
四
八
頁
が
こ
の
対
立
の
先
鞭
を
つ
け
た
、
と
言
わ
れ
て
い
る

『
バ

。

イ
オ
エ
シ
ッ
ク
ス
入
門

、
今
井
道
夫
／
香
川
知
晶

編
、
東
信
堂
、
一

〔
第
二
版
〕
』
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九
九
五
年
、
所
収
、
香
川
知
晶

「
バ
イ
オ
エ
シ
ッ
ク
ス
の
誕
生

、
二
一
頁
、
参

、

」

照
。

（
四
六
）
エ
ン
ゲ
ル
ハ
ー
ト
／
ヨ
ナ
ス
、
同
訳
書
所
収
、
エ
ド
ワ
ー
ド
・
Ｗ
・
カ

、「

」（

）
、

イ
ザ
ー
リ
ン
ク

生
命
の
尊
厳
と
生
命
の
質
は
両
立
可
能
か

黒
崎
政
男
訳

三
～
一
八
頁
に
お
い
て
、
彼
は
「
両
立
可
能
」
の
論
陣
を
張
っ
て
い
る
が
、
論

者
は
、
そ
も
そ
も
そ
の
よ
う
に
両
者
を
対
立
に
お
い
て
観
る
姿
勢
が
問
題
だ
と

考
え
て
い
る

「
生
命
の
質

（
有
限
な
人
間
の
理
）
は

「
生
命
の
尊
厳

（
人
間

。

」

、

」

こ
と
わ
り

を
超
越
す
る
神
あ
る
い
は
自
然
の
理
）
と
い
う
前
提
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
論
じ
ら

れ
る
べ
き
概
念
で
あ
っ
て

比
較
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る

宗
教
的
・

、

。「

保
守
的
・
迷
信
的
」
思
考
と
「
科
学
的
・
革
新
的
・
合
理
的
」
思
考
と
の
対
立
を
際

立
た
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
前
者
を
、
古
臭
く
、
間
違
っ
て
お
り
、
根
絶
す
べ
き

も
の
と
看
做
す
二
極
図
式
が
、
こ
の
種
の
思
考
形
態
の
基
礎
を
成
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
思
考
の
自
由
を
確
保
す
る
た
め
に

「
宗
教
的
真

、

理
」
や
「
科
学
的
迷
信
」
と
い
う
概
念
も
視
野
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ

う
。
便
宜
上
、
人
間
の
営
み
に
は
「
取
り
決
め
」
が
必
要
な
の
は
言
う
ま
で
も
な

い
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
人
間
に
「
解
決
済
み
の
問
題
」
な
ど
あ
り
は
し
な
い
、

と
い
う
の
が
拙
論
の
基
本
的
立
場
で
あ
る
。

（
四
七
）
一
九
九
五
年
に
「
高
齢
国
」
と
な
っ
た
日
本
に
お
い
て
、
こ
の
点
が
軽

視
さ
れ
れ
ば
、
高
齢
者
を
疎
外
す
る
風
潮
に
拍
車
を
掛
け
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ

う
。
い
わ
ゆ
る
「
老
人
性
痴
呆
症
」
に
関
し
て
は

『
老
い
の
魂
学

、
山
中
康
裕

、

』

著
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
一
九
九
八
年
、
参
照
。

（
四
八
）

（

エ
セ
ー
（
六

、
一
九
九

v.
M
ontaigne,

,
L
ivre

3,
p.319.

E
ssais

『

）』

六
年
（
第
一
八
刷

、
一
九
五
頁
、
参
照

。

）

）

（
四
九
）

（
同
訳
書
、
同
頁
、
参
照

。

v.
,
p.320.

ibid.

）

（
五
〇
）
ル
ソ
ー
は
、
人
間
平
等
の
思
想
を
啓
蒙
し
た
最
大
の
思
想
家
で
あ
ろ

D
iscours

sur
l’origine

et
les

fondem
ents

de

う

『
人
間
不
平
等
起
原
論
（

。

、
ル
ソ
ー

著
、
本
田
喜
代
治
／
平
岡
昇

l’inégalité
parm

i
des

hom
m

es,
1755

）
』

É
m

ile

訳

岩
波
文
庫

一
九
九
二
年

第
六
五
刷

参
照

尚

彼
の

エ
ミ
ー
ル

、

、

（

）
、

。

、

『

（

』
に

「
自
然
の
秩
序
の
も
と
で
は
、
人
間
は
み
な
平

ou
D

e
l’éducation,

1762

）

、

D
ans

l’ordre
naturel

等
で
あ
っ
て
、
そ
の
共
通
の
天
職
は
人
間
で
あ
る
こ
と
だ
（

les
hom

m
es

étant
tous

egaux
leur

vocation
com

m
une

est
l’état

d’hom
m
e,...

v.
Jean-Jacques

R
ousseau,

）
」

、

。

と
い
う

刮
目
す
べ
き
文
章
が
あ
る

É
m
ile,

dans
,
vol.

IV
,
édition

publiée
sous

la
direction

Œ
uvres

com
plètes

de
B
ernard

G
agnebin

et
M
arcel

R
aym

ond,
B
ibliothèque

de
la

P
léiade,

（

エ
ミ
ー
ル
（
上

、
今
野
一
雄
訳
、
岩
波
文
庫
、

G
allim

ard,
1990,

p.251.

『

）
』

l’état

一
九
九
二
年

第
五
○
刷

三
一
頁

参
照

こ
の

人
間
で
あ
る
こ
と

（

）
、

、

）
。

「

（

、
、
、
、
、
、
、

」
と
い
う
言
葉
の
意
味
は
重
い
。

d’hom
m

e

）

（
五
一
）
憲
法
第
一
四
条
に

「
す
べ
て
国
民
は
、
法
の
下
に
平
等
で
あ
っ
て
、

、

人
種
、
信
条
、
性
別
、
社
会
的
身
分
又
は
門
地
に
よ
り
、
政
治
的
、
経
済
的
又
は

社
会
的
関
係
に
お
い
て
、
差
別
さ
れ
な
い
」
と
あ
る

『
日
本
国
憲
法

、
講
談
社

。

』

学
術
文
庫
、
一
九
九
三
年
（
第
一
二
刷

、
一
八
頁

『
世
界
憲
法
集

、
宮

）

、

』

第
四
版

沢
俊
義

編
、
岩
波
文
庫
、
一
九
八
九
年
（
第
一
一
刷

、
四
三
○
頁
、
参
照
。
尚
、

）

ベ
ル
ギ
ー
憲
法
で
は
第
六
条
（
同
書
七
一
頁

、
イ
タ
リ
ア
憲
法
で
は
第
三
条
（
同

）

書
一
○
八
～
一
○
九
頁

、
旧
西
ド
イ
ツ
憲
法
で
は
第
三
条
（
同
書
一
六
○
頁

、

）

）

フ
ラ
ン
ス
憲
法
で
は
第
二
条
（
同
書
二
四
七
～
二
四
八
頁
）
で
、
同
様
の
「
国
民

の
法
の
下
で
の
平
等
」
を
謳
っ
て
い
る
。

（
五
二
）
相
原
信
作
、
前
掲
書
、
五
○
頁
、
お
よ
び
、
二
五
三
頁
、
参
照
。
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Che cosa è la filosofia moderna ?
－ －Per una nuova visione della storia della filosofia

Shigeru FUKUTANI

Quando ha cominciato la filosofia moderna Secondo l’autore di questo？

articolo, la filosofia tradizionale fu definitivamente annientata dalla riforma
protestante che fu originaliamente e vigorosamente antimetafisica. Quindi, la
metafisica moderna doveva avere un nuovo punto di partenza, superando il
nominalismo francescano e anche il tomismo domenicano.

In questo ambito la figura di Francisco Suarez è molto importante, perchè è il
fondatore di una nuova metafisica che ha un certo grado di indipendenza dalla
teologia. Rigettando l’analogia di proporzionalità che rispecchiara (kantianamente
parlando) cosa in sè, nello stesso tempo si trova in Suarez il grande ruolo di
concetto come il modo eminentemente umano di conoscenza filosofica.
Particolarmente nel suo concetto di ens inquantum ens reale come l’oggetto
adeguato di metafisica, il Suarez è il vero iniziatore della filofofia o metafisica
moderna. Il concetto suareziano di ens inquantum ens reale racchiude in sè tutto ciò
che è reale con indifferenza, per esempio Dio e altri creature senza discriminazione.
Questo trattamento significa il sorgere di uno punto di vista che fa tutto eguale
secondo il suo proprio proposito di intendere il mondo come una totalità d’esseri.

L’autore insiste che qui troviamo l’origine e il carattere fondamentale della
filosofia moderna che ha preferenza straordinaria verso le parole come idea,
Vorstellung, e Erscheinung che hanno nei suoi nuclei centrali una tendenza
omogeneizzante di tutti gli enti.

On what makes us human beings

Seiji MUTÔ

Is the concept of human being a clear one ? This is my question. Or rather, it is
a further question for me even to try to make it clear. In this case the so-called
demarcation problem comes up. To tell the truth, it is impossible for us to give an
answer to the question to what is a human being and to what is not. Whatever
answer is given, it may be a mere expedient. The purpose of this paper, therefore, is
to show the reason why it is so.

To be concrete, in the second section, I will start to extract the Cartesian
doctrine of the bête-machine from Discours de la Méthode and other writings, and to
examine it together with some other similar doctrines.

Next, I will show, with the help of the sorites paradox, the reason why what
makes us human beings should remain ambiguous. We will acquire a more fertile
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concept of humanity if my discussion in the third section succeeds in clarifying this
point.

Finally, in the last section, referring to human dignity, I would like to propose a
new viewpoint of the relationship between the Sanctity of Life (SOL) and the
Quality of Life (QOL), which is based on the criticism of the common
understanding of them.

Das Wissen prüft sich selbst
Eine Interpretation der Methode－

－von Hegels Phänomenologie des Geistes

Masao YAMAWAKI

Hegel stellt in seiner Phänomenologie des Geistes die Bildung des natürlichen
Bewußtseins als Standpunkt der Wissenschaft dar. Diese Bildung läßt sich als
Prüfung der Realität des Wissens fassen. Dabei weist er auf zwei im Bewußtsein
enthaltenen Momente hin. Wenn das Bewußtsein etwas weiß, so existiert der
Gegenstand für das Bewußtsein. Dieses Sein des Gegenstandes für das Bewußtsein
heißt das Wissen. Der Gegenstand wird aber zugleich als auch außer dieser
Beziehung, an sich seiend gesetzt. Diese Seite des Ansich heißt Wahrheit und sie
dient für die Prüfung des Wissens als Maßstab. Nun vertritt Hegel die Ansicht, daß
dieser Unterschied von Wissen und Ansich in das Bewußtsein selbst fällt und
deswegen das Bewußtsein den Maßstab seiner Prüfung in sich selbst hat. Zu fragen
ist aber, was für eine Beziehung dieser Unterschied ist. Der vorliegende Aufsatz
versucht diese Frage an einer Gestalt des Wissens, die in der Phänomenologie des
Geistes vorkommt, zu erläutern.

Die Phänomenologie beginnt mit der Gestalt des Wissens, die das unmittelbare
Sein aufzufassen meint die sinnliche Gewißheit. Welches Ansich hat diese Gestalt:
des Wissens in sich? Hegel sagt, daß in der sinnlichen Gewißheit das einfache
unmittelbare Sein als Gegenstand gesetzt ist. So zeigt es sich, daß das unmitelbare
Sein ihr Ansich ausmacht. Die sinnliche Gewißheit ist aber nichts anderes als das
Wissen vom unmittelbaren Sein und das Sein ist ihr einziger Inhalt. Daraus geht
hervor, daß bei der sinnlichen Gewißheit Wissen und Ansich den gleichen Inhalt
haben. Hier stellt sich freilich die Frgae, worin dann der Unterschied beider liegt.

Das Wissen ist ein für das Bewußtsein gegebenes Sein des Gegenstandes. Aber
das Bewußtsein erhebt zugleich den Anspruch darauf, daß etwas auch in
Wirklichkeit so sei, wie es ihm erscheint. So wird etwas für das Ansich gehalten. Es
ist dieser Wirklichkeitsanspruch, der das Moment des Ansich vom bloßen Wissen
unterscheidet. Durch diesen Anspruch wird das Wissen auf die ihm in gewissem
Sinne gegenüberstehende Wirklichkeit bezogen. Darin besteht der wahre Sinn der
Prüfung.


