
自
然
の
歴
史
と
自
由
の
歴
史

　
　
　
　
　
i
カ
ン
ト
の
歴
史
哲
学
的
思
想
の
考
察
－

池

内

健

次

　
　
　
カ
ン
ト
の
歴
史
哲
学
的
著
作
は
、
　
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
よ
っ
て
批
判
哲
学
の
基
礎
を
確
立
し
た
彼
が
一
七
八
四
年
に
恐
ら
く
は
幾
分

　
　
気
軽
に
書
い
て
雑
誌
に
発
表
し
た
『
世
界
設
楽
的
見
地
に
於
け
る
一
般
史
考
』
と
、
聖
書
を
地
図
と
す
る
漫
遊
に
自
ら
た
と
え
た
一
七
八

　
　
六
年
の
『
人
間
歴
史
の
臆
測
的
起
原
』
、
及
び
、
彼
の
学
問
的
活
動
期
の
終
に
近
い
一
七
九
五
年
の
『
永
久
平
和
の
た
め
に
』
の
三
篇
の

　
　
短
論
文
が
主
な
も
の
で
馬
独
立
の
ま
と
ま
っ
た
歴
史
哲
学
体
系
の
書
は
な
い
。
カ
ン
ト
に
は
ま
と
ま
っ
た
歴
史
哲
学
は
な
か
っ
た
と
雷
っ

　
　
て
も
誤
り
で
は
な
く
、
時
代
的
制
約
か
ら
い
っ
て
そ
れ
も
当
然
か
も
し
れ
な
い
。
と
は
言
え
、
こ
れ
ら
彼
の
歴
史
哲
学
的
著
作
を
通
じ
て

　
　
我
々
が
う
か
が
う
こ
と
の
で
き
る
彼
の
歴
史
像
は
、
大
谷
カ
ン
ト
に
ふ
さ
わ
し
い
深
み
を
も
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
れ
は
す

　
　
く
な
く
と
も
ま
と
ま
っ
た
形
で
は
現
わ
れ
て
い
な
い
し
、
そ
の
原
理
も
分
明
で
は
な
い
。
カ
ン
ト
の
歴
史
像
を
統
一
的
に
把
握
し
、
そ
れ

　
　
の
哲
学
的
根
拠
を
解
明
す
る
こ
と
は
、
彼
の
歴
史
哲
学
的
諸
著
作
を
批
判
的
体
系
的
譲
著
作
と
っ
き
あ
わ
せ
て
み
る
こ
と
を
必
要
と
す
る

　
　
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
予
狂
的
に
奮
え
ば
、
そ
の
よ
う
な
操
作
に
よ
っ
て
も
彼
の
歴
史
観
の
深
底
を
露
呈
す
る
こ
と
は
充
分
に
は
で
き
な
い

　
　
と
も
思
わ
れ
る
。
そ
の
点
に
お
い
て
、
体
系
や
教
説
を
越
え
て
人
格
的
な
も
の
に
つ
き
あ
た
る
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
そ
こ
で
は
ま
た
彼
の

　
　
批
判
哲
学
を
越
え
る
も
の
へ
の
彼
自
身
が
与
え
る
暗
示
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
見
透
し
の
上
に
立
っ
て
、

謝　
　
　
　
　
　
自
然
の
歴
史
と
自
由
の
歴
史
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
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カ
ン
ト
の
歴
史
像
を
統
一
的
に
把
握
す
る
こ
と
と
相
関
的
に
そ
れ
の
根
拠
を
解
明
す
る
こ
と
を
こ
の
論
考
に
お
い
て
と
り
あ
つ
か
い
た
い

　
　
　
へ
　
　
　
む

　
　
と
田
穿
つ

　
　
　
さ
て
こ
の
小
論
の
導
き
の
糸
は
、
『
人
間
歴
史
の
臆
測
的
起
原
』
の
周
知
の
漏
節
で
あ
る
。
そ
の
一
節
は
言
う
、
「
自
然
の
歴
史
は
善
か

　
　
ら
始
ま
る
、
神
の
業
だ
か
ら
。
自
由
の
歴
史
は
悪
か
ら
始
ま
る
、
人
間
の
業
だ
か
ら
」
（
ζ
．
　
》
鍔
｛
⇔
口
α
q
冒
　
ω
●
　
O
り
．
）
。
カ
ン
ト
が
無
造
作
に
述

　
　
べ
た
と
も
思
わ
れ
る
こ
の
言
葉
の
含
む
深
い
意
味
を
追
求
し
な
が
ら
、
彼
の
歴
史
哲
学
的
思
想
の
解
明
に
努
め
た
い
。
ま
ず
は
じ
め
に
、

　
　
「
自
然
」
乃
至
「
霞
然
の
歴
史
」
の
概
念
を
手
が
か
り
と
し
よ
う
。

　
　
　
　
カ
ン
ト
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
次
に
よ
る
。

　
　
　
　
◇
三
批
判
書
は
℃
三
｝
霧
。
℃
ぼ
ω
o
ゴ
①
曽
げ
ぎ
酵
冨
押
。
但
し
第
一
批
判
の
頁
付
け
ば
第
一
版
を
A
、
第
二
版
を
B
と
す
る
。

　
　
　
　
◇
℃
凪
○
ド
σ
q
o
筥
窪
⇔
及
び
0
2
コ
鼻
①
σ
q
§
σ
q
N
．
鑑
・
昏
ψ
は
レ
ク
ラ
ム
文
庫
。
前
者
は
一
九
ご
七
年
版
、
後
者
は
一
九
五
二
年
版
。

　
　
　
　
◇
鍔
0
0
（
冠
①
の
N
仁
Φ
鼠
舞
鉢
一
伽
Φ
ヨ
⑦
ぎ
窪
O
窃
。
謀
。
げ
9
ぎ
ぐ
～
①
澤
げ
鐸
晦
①
農
比
興
》
冨
ざ
ぎ
）
及
び
潔
’
》
無
§
鵬
（
鼠
暮
ヨ
勢
琶
同
魯
醇
》
疑
彗
α
Q

　
　
　
　
　
臨
興
冨
魯
ω
9
窪
α
q
霧
〇
三
〇
げ
帥
。
）
は
↓
¢
塗
零
げ
窪
§
ω
α
q
答
窪
脅
H
男
ぼ
｝
o
ω
o
℃
謀
ω
野
魯
注
げ
冨
。
静
。
ぎ
2
撃
卜
◎
ら
区
碧
轡
》
霧
α
⇒
o
ぞ
聾
ぽ
｝
臨
。
ヨ
①

　
　
　
　
　
ω
o
げ
穏
漆
㊦
β
所
収
。
頁
付
け
は
同
書
に
よ
る
。

　
　
　
　
◇
菊
⑦
甥
α
Q
δ
瓢
（
図
O
獣
σ
q
δ
⇔
貯
コ
O
常
澄
び
焦
巽
○
溝
昌
N
6
昌
臨
①
H
匡
。
ゆ
。
鵠
く
⑦
§
仁
昌
浄
）
及
び
N
．
①
●
国
営
①
臨
①
嶺
（
N
賃
欝
O
薯
蒔
O
嵩
閨
H
陣
①
窪
①
ロ
）
は
カ
ッ

　
　
　
　
　
シ
ラ
ー
版
ム
瓢
焦
恥
第
六
巻
に
よ
る
。

一

　
常
識
的
に
言
っ
て
、
自
然
の
一
存
在
と
し
て
の
人
問
は
一
箇
の
動
物
で
あ
る
。
他
の
動
物
は
本
能
に
従
っ
て
行
動
す
る
が
人
聞
は
理
性

に
従
っ
て
行
為
も
す
る
と
い
わ
れ
る
に
し
て
も
、
そ
の
理
性
も
ま
た
本
能
と
購
じ
く
自
然
が
与
え
た
も
の
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
少



　
　
く
と
も
常
識
的
な
対
象
的
な
見
方
で
は
、
そ
う
い
う
こ
と
も
言
え
よ
う
。
人
間
の
行
為
を
導
く
本
能
や
、
行
為
に
規
鋼
を
与
え
る
理
性
は
、

　
　
自
然
か
ら
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
外
的
な
現
わ
れ
と
し
て
の
行
為
も
自
然
の
一
部
を
な
す
も
の
で
あ
る
隈
り
、
入
間
の
生

　
　
の
営
み
は
一
般
に
自
然
の
法
則
に
従
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
も
っ
と
も
島
々
の
自
然
法
周
の
す
べ
て
を
体
系
的
に
認
識
す
る
こ
と
は
実

　
　
際
に
は
人
間
理
性
の
よ
く
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
し
か
し
人
間
の
生
の
営
み
を
金
儲
と
し
て
見
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
一
種
の
規
則
性
を

　
　
見
出
す
こ
と
は
で
き
る
。
か
か
る
規
則
性
は
時
間
的
経
過
を
契
機
と
し
て
見
出
さ
れ
、
経
験
的
な
意
味
で
そ
の
主
体
即
ち
個
人
や
民
族
や

　
　
人
類
の
性
格
と
呼
ば
れ
る
。
性
絡
は
時
宗
関
係
に
お
け
る
原
因
結
果
の
一
種
の
規
則
性
と
し
て
経
験
的
に
認
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
経
験
的
な
学
と
し
て
の
歴
史
は
、
人
間
の
意
志
の
現
わ
れ
即
ち
人
間
的
行
為
、
換
言
す
れ
ば
人
間
の
生
の
営
み
を
時
閥
的
経

　
　
過
に
従
っ
て
記
述
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
記
述
の
対
象
た
る
顧
問
の
生
活
に
み
ら
れ
る
一
種
の
規
則
性
を
歴
史
記
述
の
原
理
と
す
る
で

　
　
あ
ろ
う
。
歴
史
記
述
の
原
理
的
可
能
性
が
こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
場
合
、
岡
時
に
相
関
的
に
歴
史
記
述
の
対
象
界
と
し
て
の
歴
史
像
も

　
　
成
立
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
時
間
的
経
過
に
従
っ
て
一
種
の
規
則
的
な
も
の
を
添
現
す
る
自
然
存
在
と
し
て
の
人
間
の
歴
史
で

　
　
あ
る
だ
ろ
う
。
自
然
の
歴
史
、
詳
し
く
は
自
然
存
在
で
あ
る
限
り
で
の
人
爵
の
歴
史
で
あ
り
、
カ
ン
ト
の
言
う
自
然
の
歴
史
と
は
基
本
的

　
　
に
は
か
か
る
歴
史
像
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
は
後
に
明
ら
か
に
な
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
た
め
に
は
、
自
然
の
歴
史
は
い
か
な
る
内
的
講
造

　
　
に
お
い
て
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
、
即
ち
自
然
の
歴
史
の
原
理
で
あ
る
と
こ
ろ
の
一
種
の
規
磁
性
は
具
体
的
に
は
如
何
に
把
握
さ
れ
ね

　
　
ば
な
ら
ぬ
か
が
予
め
解
明
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

　
　
　
カ
ン
ト
は
自
然
の
歴
史
を
「
自
然
の
意
図
」
（
裳
簿
肩
ゆ
げ
臨
。
ま
）
乃
至
「
自
然
の
計
画
」
（
型
⇔
づ
伽
興
窯
象
霞
）
と
い
う
見
地
か
ら
考
え

　
　
た
。
そ
れ
は
ま
た
「
自
然
の
目
的
」
と
習
い
換
え
て
も
よ
い
は
ず
で
あ
る
が
、
目
的
論
的
自
然
論
と
呼
ば
れ
る
こ
の
よ
う
な
見
地
の
検
討

　
　
は
後
の
問
題
に
し
て
、
人
間
に
関
す
る
自
然
の
意
図
と
い
う
一
見
し
て
超
越
的
な
も
の
を
我
々
が
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
人
間
の
自

　
　
然
素
質
を
通
じ
て
で
あ
る
。
我
々
入
間
は
、
我
々
自
身
が
何
か
を
為
す
こ
と
（
自
発
性
）
の
基
底
に
そ
れ
の
自
然
的
可
能
挫
（
受
容
性
）
を

25
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表
象
し
、
そ
れ
を
自
然
的
存
在
と
し
て
の
入
間
の
自
然
素
質
と
考
え
る
。
そ
の
よ
う
な
素
質
は
我
々
自
身
に
と
っ
て
は
与
え
ら
れ
た
も
の

3　
　
　
　
　
　
自
然
の
歴
史
と
自
由
の
歴
史
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一
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と
し
て
表
象
さ
れ
る
か
ら
、
そ
れ
を
人
問
に
与
え
た
も
の
、
そ
れ
を
人
聞
の
中
に
置
い
た
も
の
は
自
然
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て

　
　
自
然
素
質
が
人
間
の
中
に
存
す
る
こ
と
の
意
味
即
ち
自
然
素
質
の
存
在
理
由
こ
そ
、
人
間
に
関
す
る
「
自
然
の
意
図
」
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な

　
　
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
「
す
べ
て
の
自
然
素
質
は
い
っ
か
は
完
全
に
合
目
的
的
に
開
展
す
べ
く
定
め
ら
れ
て
い
る
」
（
H
α
①
⑦
■
ω
・
卜
。
駆
）
と
考

　
　
え
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ら
、
或
る
宙
然
素
質
は
そ
れ
の
完
全
な
開
展
に
於
い
て
達
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
に
於
い
て
は
じ
め
て
そ
の
意
味
を

　
　
実
現
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
場
合
、
当
然
次
の
こ
と
も
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
即
ち
、
或
る
素
質
の
完
全
な
開
展
の
た
め
に

　
　
何
ら
か
の
擬
約
な
い
し
条
件
が
不
可
避
的
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
の
条
件
も
ま
た
素
質
に
お
い
て
準
備
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
人

　
　
間
の
中
に
多
く
の
自
然
素
質
が
見
出
さ
れ
る
限
り
、
そ
れ
ら
は
本
来
的
に
自
然
の
意
図
に
関
わ
る
も
の
を
頂
点
と
す
る
制
約
被
制
約
関
係

　
　
（
即
ち
本
質
的
な
も
の
と
附
随
的
な
も
の
の
関
係
）
の
目
的
論
的
体
系
に
お
い
て
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
さ
て
、
人
間
の
根
源
的
素
質
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
。
カ
ン
ト
は
『
宗
教
論
』
に
お
い
て
人
間
的
自
然
の
三
つ
の
根
源
的
素
質

　
　
を
挙
示
し
て
い
る
。
即
ち
「
ω
生
け
る
も
の
と
し
て
の
人
影
の
動
物
性
へ
の
素
質
、
㈹
生
け
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
理
性
的
で
も
あ
る

　
　
も
の
と
し
て
の
人
間
の
入
間
琶
へ
の
素
質
、
紛
理
性
的
で
岡
時
に
責
任
を
も
ち
う
る
も
の
と
し
て
の
入
間
の
人
飽
性
へ
の
素
質
」
（
ヵ
無
－

　
　
α
Q
δ
攣
ω
・
戸
別
）
で
あ
る
。
動
物
性
へ
の
素
質
即
ち
本
能
は
ま
た
三
様
に
把
握
さ
れ
る
。
即
ち
「
ω
自
己
自
身
の
維
持
、
㈲
種
の
増
殖
と
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
　
　
　
　
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト

　
　
孫
の
維
持
、
㈲
他
人
と
の
共
同
生
活
即
ち
社
　
会
へ
の
衝
動
」
（
菊
O
躍
的
一
〇
切
■
ω
．
　
日
⑰
α
）
で
あ
る
。
し
て
み
る
と
、
動
物
性
へ
の
素
質
な
か

　
　
ん
ず
く
第
二
の
種
の
保
存
の
本
能
は
、
自
然
の
歴
史
の
質
料
的
基
礎
で
あ
る
は
ず
で
あ
ろ
う
。
自
己
保
存
の
本
能
は
、
自
然
的
園
的
論
に

　
　
お
い
て
は
、
種
の
保
存
の
手
段
と
し
て
そ
れ
に
従
属
す
る
。
こ
の
こ
と
は
人
問
歴
史
と
し
て
の
自
然
の
歴
史
は
人
間
が
個
と
し
て
の
み
な

　
　
ら
ず
種
（
人
類
）
と
し
て
生
存
し
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
存
在
す
る
こ
と
か
ら
容
易
に
判
定
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
、
人
類
の
単
な
る

　
　
生
存
の
連
続
は
そ
れ
の
み
で
は
人
間
歴
史
の
名
に
値
し
な
い
。
自
己
保
存
と
種
の
保
存
の
本
能
は
、
他
の
よ
り
本
来
的
に
自
然
の
意
図
に

　
　
関
わ
る
素
質
の
開
展
の
た
め
の
質
料
的
条
件
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
人
間
性
へ
の
素
質
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
そ
れ
は
理
性
的
で
も
あ

　
　
る
人
間
の
素
質
と
し
て
本
能
を
越
え
て
い
る
。
自
然
は
本
能
を
与
え
ら
れ
て
い
る
動
物
と
し
て
の
感
量
に
更
に
吾
々
を
与
え
た
。
そ
れ
だ



　
　
け
で
概
に
自
然
の
意
図
は
人
間
に
関
す
る
限
り
動
物
性
よ
り
も
人
問
性
に
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
何
故
な
ら
、
他
の
生
物
は

　
　
本
能
だ
け
で
生
き
て
い
る
の
に
、
単
に
生
き
る
だ
け
の
た
め
に
人
間
に
は
更
に
理
性
を
与
え
た
と
す
れ
ば
自
然
は
あ
ま
り
賢
明
と
は
言
え

　
　
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
目
的
論
的
自
然
論
は
こ
こ
で
破
綻
を
き
た
す
で
あ
ろ
う
か
ら
。
と
こ
ろ
で
こ
こ
で
欝
わ
れ
る
理
性
は
ど
の
よ
う
に
理

　
　
解
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
『
人
聞
学
』
の
人
類
の
性
格
の
章
で
カ
ン
ト
は
、
技
術
的
素
質
、
実
用
的
素
質
、
道
徳
的
言
質
の
三
点
で
理

　
　
性
的
動
物
と
し
て
の
人
間
は
他
の
す
べ
て
の
自
然
的
馬
溜
か
ら
は
っ
き
り
区
甥
さ
れ
る
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
と
対
照
し
て
、
人
間
性
へ

　
　
の
素
質
は
技
術
的
お
よ
び
実
用
的
素
質
を
含
み
、
入
調
性
へ
の
素
質
は
道
徳
的
素
質
を
い
う
の
だ
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
生

　
　
け
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
理
挫
的
で
も
あ
る
と
言
わ
れ
る
そ
の
理
性
は
技
術
的
及
び
実
用
的
理
性
で
あ
ろ
う
し
、
人
間
性
へ
の
素
質
と

　
　
は
技
術
的
お
よ
び
実
用
的
理
性
使
鯖
へ
の
素
質
と
解
さ
れ
る
。
我
々
は
こ
こ
で
人
間
性
へ
の
素
質
を
さ
ら
に
文
化
へ
の
素
質
と
呼
ぶ
こ
と

　
　
も
で
き
よ
う
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
文
化
と
は
「
任
意
の
囲
的
一
般
に
対
す
る
理
性
的
存
在
者
の
有
能
性
の
産
出
で
あ
る
。
」
（
函
・
鳥
・
¢
・

　
　
ω
・
G
。
O
O
）
人
聞
が
理
性
に
よ
っ
て
「
自
然
（
外
的
自
然
も
内
的
自
然
も
）
」
（
鉾
穿
¢
・
ω
・
い
り
。
。
）
を
手
段
と
し
て
利
用
し
、
単
に
自
然
が

　
　
与
え
た
も
の
以
上
の
も
の
を
つ
く
り
畠
す
こ
と
こ
そ
文
化
で
あ
る
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
動
物
性
へ
の
素
質
の
第
三
と
し
て
祉
会
へ
の
衝
動
が
人
間
の
中
に
認
め
ら
れ
た
が
、
こ
の
本
能
を
質
料
的
基
盤
と
し
て
成
立

　
　
す
る
社
会
は
当
然
文
化
の
発
展
の
た
め
に
合
圏
的
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
然
状
態
に
お
い
て
は
人
間
の
生
活
は
戦
争
状
態
で
あ
る

　
　
と
カ
ン
ト
ほ
考
え
る
（
N
．
Φ
．
鳴
N
一
⑦
（
剛
O
郎
．
ω
・
齢
⇔
島
Q
）
か
ら
、
「
理
性
の
使
用
を
め
ざ
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
自
然
素
質
」
（
鑓
⑦
0
ω
・
謡
）
を
人
聞

　
　
に
与
え
た
自
然
は
、
単
な
る
社
会
生
活
の
本
能
を
人
間
に
与
え
た
こ
と
で
足
れ
り
と
せ
ず
さ
ら
に
理
性
的
社
会
の
実
現
を
配
慮
し
て
い
る

　
　
と
考
え
る
ほ
か
な
い
。
現
実
に
お
け
る
人
爵
社
会
の
矛
盾
を
と
お
し
て
こ
の
よ
う
な
自
然
の
配
慮
を
看
取
せ
し
め
る
た
め
に
カ
ン
ト
が
掲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ン
タ
ゴ
ニ
ズ
ム

　
　
げ
た
の
が
、
人
間
社
会
に
お
け
る
自
然
素
質
の
間
の
「
敵
対
関
係
」
或
い
は
「
心
慮
的
非
社
交
性
」
（
囲
自
⑦
o
⇒
　
ω
’
b
⊇
刈
）
の
概
念
で
あ
る
。
そ

　
　
れ
は
人
離
を
社
会
へ
駆
り
立
て
る
一
方
、
社
会
に
蕎
を
む
け
さ
せ
る
が
、
し
か
も
「
窮
極
に
於
い
て
は
社
会
の
合
法
則
的
秩
序
の
原
因
に

　
　
な
る
」
（
陣
ぴ
箆
）
の
で
あ
る
。
入
間
の
自
然
素
質
の
開
展
の
た
め
に
、
自
然
は
敵
対
関
係
を
手
段
と
し
て
人
間
が
公
議
的
社
会
を
実
現
す
る

273　
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3
　
よ
う
に
促
し
、
余
儀
な
く
さ
せ
る
。
文
化
の
開
発
・
発
展
は
も
ち
ろ
ん
合
法
則
的
社
会
の
設
定
を
ふ
く
み
そ
れ
を
基
礎
と
し
て
い
る
。
そ
れ

　
　
故
、
「
最
大
の
自
由
を
保
持
し
て
い
る
、
従
っ
て
成
員
間
に
汎
通
的
敵
対
関
係
が
あ
り
な
が
ら
そ
れ
に
も
掬
ら
ず
各
人
の
自
由
の
限
界
は

　
　
厳
密
に
規
定
確
保
さ
れ
て
各
人
の
蜜
由
が
他
人
の
自
由
と
共
存
し
得
る
、
そ
う
い
う
社
会
し
（
H
へ
開
。
⑦
●
　
ω
●
b
り
o
O
）
の
実
現
は
、
人
間
性
へ
の
素

　
　
質
の
実
現
と
み
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
公
民
的
・
法
的
社
会
は
、
「
ω
攣
る
罠
族
内
の
人
々
の
国
家
公
民
法
に
よ
る
体
制
、
㈲
相
互

　
　
関
係
に
あ
る
諸
国
家
の
国
際
法
に
よ
る
体
制
、
㈲
人
々
及
び
諸
国
家
が
相
互
に
影
響
し
得
る
外
的
関
係
に
立
ち
普
遍
的
な
人
間
国
家
の
公

　
　
民
と
み
な
さ
れ
得
る
限
り
に
お
け
る
世
界
公
民
法
に
よ
る
体
制
」
（
N
．
　
Φ
■
　
切
戦
騨
Φ
山
①
鐸
■
　
ω
ら
　
蒔
G
ゆ
癖
）
の
三
重
の
体
綱
を
ふ
く
む
。
そ
こ
で
、
「
内

　
　
的
に
完
全
で
あ
り
ま
た
こ
の
冒
的
の
た
め
に
外
的
に
も
完
全
で
あ
る
よ
う
な
国
家
組
織
」
（
出
島
①
①
Q
　
ω
■
　
ω
蒔
）
の
実
現
と
、
「
人
類
に
お
け
る

　
　
完
全
に
公
民
的
な
連
合
し
（
H
窪
Φ
Φ
●
　
ω
噸
ω
O
）
の
達
成
が
、
人
聞
性
の
素
質
を
人
間
に
与
え
た
自
然
の
意
図
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

　
　
自
然
は
自
然
存
在
で
あ
る
限
り
の
人
間
を
通
し
て
こ
の
よ
う
な
意
図
を
実
現
し
て
行
く
と
み
ら
れ
、
そ
の
自
然
の
計
画
の
展
開
過
程
が
人

　
　
間
の
歴
史
を
な
す
と
言
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
眼
り
で
人
間
歴
史
は
謂
う
と
こ
ろ
の
「
自
然
の
歴
史
」
で
あ
る
。

　
　
　
『
世
界
公
民
的
見
地
に
お
け
る
一
般
史
考
』
は
以
上
の
よ
う
に
し
て
、
「
自
然
の
歴
史
」
と
し
て
の
一
般
的
人
間
歴
史
（
即
ち
四
界
史
）

　
　
の
成
り
立
つ
こ
と
と
そ
の
在
り
方
の
規
定
を
論
述
し
た
も
の
と
一
応
書
え
る
と
思
う
。
ま
た
『
永
久
平
和
の
た
め
に
』
に
お
い
て
、
マ
氷

　
　
久
平
和
の
保
証
を
な
す
も
の
は
ほ
か
で
も
な
い
偉
大
な
芸
術
家
自
然
で
あ
る
」
（
N
●
　
ゆ
巳
　
屑
吋
一
〇
鎌
φ
湊
●
　
ω
9
　
蒔
僻
Φ
）
と
書
わ
れ
る
時
、
カ
ン
ト
は

　
　
や
は
り
以
上
の
よ
う
な
「
自
然
の
歴
史
」
を
考
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
「
白
蜜
が
霞
ら
の
目
的
の
た
め
に
動
物
の
一
類
と

　
　
し
て
の
人
類
に
関
し
て
為
す
こ
と
」
（
N
’
　
①
‘
　
凋
巴
一
の
仙
①
⇒
　
ω
．
　
躯
α
ら
⇒
）
の
考
察
を
基
盤
と
し
て
、
人
間
の
道
徳
的
自
由
と
き
り
は
な
し
た
形
で
、

　
　
「
自
然
の
強
翻
」
即
ち
「
自
然
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
が
「
国
家
法
、
国
際
法
、
盤
界
公
民
法
と
い
う
公
法
の
三
つ
の
関
係
の
ど
れ
か
ら
み
て

　
　
も
」
（
筐
恥
）
完
全
で
あ
る
よ
う
な
社
会
を
実
現
す
る
こ
と
を
論
じ
て
、
そ
れ
を
も
っ
て
永
久
平
和
の
実
現
の
保
証
と
し
た
の
で
あ
る
か
ら

　
　
で
あ
る
。

　
　
　
か
く
し
て
、
自
然
の
歴
史
と
し
て
の
人
間
の
歴
史
は
、
自
然
状
態
か
ら
文
化
と
法
的
社
会
と
を
実
現
し
て
い
く
進
歩
の
歴
史
と
し
て
理



解
さ
れ
る
。
文
化
と
そ
の
制
約
と
し
て
の
法
的
体
制
と
の
完
成
へ
の
、
全
体
と
し
て
は
合
法
則
的
な
進
歩
と
い
う
構
造
を
も
つ
歴
史
が
、

人
間
性
の
開
展
と
実
現
の
歩
み
と
し
て
の
自
然
の
歴
史
で
あ
る
。
そ
れ
が
人
聞
性
の
素
質
の
開
展
で
あ
る
限
り
、
歴
史
の
意
味
を
そ
こ
に

見
出
す
こ
と
も
一
応
は
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
既
述
の
よ
う
に
カ
ン
ト
は
更
に
人
問
の
根
源
的
素
質
の
第
三
と
し
て
、
「
人
格

性
へ
の
素
質
を
挙
げ
て
い
る
。
歴
史
の
意
味
が
人
間
性
の
進
歩
に
お
い
て
尽
さ
れ
得
な
い
こ
と
は
、
こ
こ
に
お
け
る
我
々
の
当
然
の
見
透

し
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
顧
れ
ば
、
自
然
の
歴
史
に
お
け
る
限
り
で
は
、
人
間
院
の
進
歩
も
文
化
の
進
歩
も
根
本
に
お
い
て
は
自
然
の

為
す
業
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
理
性
的
で
あ
る
限
り
自
由
で
あ
る
人
間
の
そ
の
自
由
は
、
こ
こ
で
は
ま
だ
単
に
漠
然
と
前
提
さ
れ
た

だ
け
の
い
わ
ば
自
然
的
自
由
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
理
性
は
実
践
的
で
あ
る
に
し
て
も
、
な
お
端
的
に
実
践
的
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
こ

と
は
後
に
さ
ら
に
突
込
ん
で
論
ぜ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
す
く
な
く
と
も
歴
史
の
意
味
付
け
は
「
自
由
の
歴
史
」
の
論
究
に
お
い
て
、
人

格
性
の
概
念
に
基
づ
く
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
完
遂
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
の
が
今
の
我
々
の
期
待
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
仕
事

に
移
る
前
に
、
と
も
か
く
も
自
然
の
歴
史
像
を
ま
と
ま
っ
た
形
で
把
握
し
え
た
と
思
う
の
で
、
次
に
こ
の
よ
う
な
歴
史
像
を
成
り
立
た
し

め
る
批
覇
哲
学
的
根
拠
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

二

　
　
　
「
自
然
の
歴
史
」
像
は
目
的
論
的
見
地
に
お
い
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
か
か
る
冒
的
論
的
歴
史
観
の
根
拠
を
さ
ぐ
る
た
め
に

　
　
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
『
第
三
批
判
』
の
考
究
が
必
要
で
あ
る
。
　
一
体
、
『
第
三
批
判
』
は
『
第
一
批
判
』
と
『
第
二
撹
判
と
に
よ
っ
て

　
　
そ
れ
ぞ
れ
確
立
さ
れ
た
「
自
然
概
念
の
領
域
た
る
感
樵
的
な
も
の
と
自
由
概
念
の
領
域
た
る
超
感
性
的
な
も
の
と
の
聞
の
見
渡
し
が
た
い

　
　
峡
谷
」
（
旧
く
．
　
匙
畠
　
q
，
　
ω
．
　
H
H
）
に
架
橋
せ
ん
と
す
る
試
み
と
し
て
、
「
合
図
的
性
」
の
概
念
を
基
礎
と
す
る
目
的
論
の
立
場
を
築
い
た
の
で

29

@
あ
っ
た
。
こ
こ
で
必
要
な
範
囲
で
旨
的
論
の
立
場
を
考
察
し
、
歴
史
観
の
原
理
と
し
て
そ
れ
を
検
討
し
て
み
ょ
う
。
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史
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「
自
然
」
概
念
を
確
立
し
た
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
い
て
は
、
自
然
と
は
主
観
の
対
象
と
し
て
の
客
観
的
存
在
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

そ
れ
は
物
自
体
で
は
な
く
て
現
象
で
あ
り
、
人
閥
の
感
性
一
般
の
形
式
と
し
て
の
時
間
を
図
式
と
す
る
範
疇
の
法
則
に
限
定
さ
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
先
天
的
に
客
観
と
し
て
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
「
自
然
と
は
普
遍
的
法
則
に
従
っ
て
限
定
さ
れ
て
い
る
限
り

で
の
事
物
の
現
存
憎
し
（
評
。
δ
α
Q
。
臼
①
舞
・
ω
・
謹
・
）
で
あ
り
、
「
そ
の
現
存
在
に
関
し
て
必
然
的
規
則
即
ち
法
則
に
従
う
現
象
の
連
関
」
（
囚
・

餅
μ
＜
噸
中
b
。
①
ら
。
・
）
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
従
っ
て
そ
う
い
う
自
然
は
「
自
然
の
形
式
的
な
も
の
」
（
α
器
閏
。
村
払
鉱
㊦
鎚
興
Z
舞
霞
）
（
℃
8
｝
。
σ
q
◎
ー

ヨ
①
舞
・
ω
・
ミ
）
と
も
言
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
自
然
概
念
を
も
っ
て
歴
史
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
は
論
ず
る
ま
で
も
あ
る

ま
い
。
必
然
の
法
則
に
従
う
諸
現
象
の
霞
果
連
関
は
、
そ
れ
自
身
と
し
て
は
歴
史
と
は
何
の
関
わ
り
も
も
た
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
『
判
断
力
批
判
』
は
、
合
字
的
性
の
概
念
を
自
然
の
中
に
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
し
い
自
然
概
念
を
示
す
。
後
述
す
る

よ
う
に
、
そ
れ
は
超
感
性
的
な
も
の
を
感
性
的
な
も
の
の
中
に
漁
る
と
い
う
形
で
両
領
域
を
つ
な
が
り
の
中
に
捕
え
る
と
い
う
立
場
に
お

い
て
成
立
す
る
の
で
あ
っ
て
、
合
目
的
性
の
概
念
は
『
判
断
力
批
判
』
の
基
礎
概
念
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
美
の
根
底
を
対
象
に
つ
い
て

の
認
識
諸
能
力
の
合
釘
的
的
調
和
と
し
て
捕
え
る
こ
の
書
の
第
一
部
と
、
そ
こ
で
目
的
論
が
と
り
あ
っ
か
わ
れ
て
い
る
第
二
部
と
の
、
つ

な
が
り
の
必
然
性
も
そ
こ
か
ら
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
陰
的
論
に
関
す
る
限
り
、
合
寒
々
性
の
概
念
は
自
然
認
識

の
体
系
的
統
一
の
た
め
の
統
制
的
原
則
、
い
わ
ゆ
る
「
自
然
の
特
殊
化
の
法
則
」
（
囹
く
．
匙
．
¢
・
ω
甲
卜
O
b
Q
）
と
し
て
は
じ
め
て
成
立
し
た
と
考

え
ら
れ
る
。
『
第
一
批
判
』
が
そ
の
可
能
根
拠
を
明
ら
か
に
し
た
自
然
は
自
然
一
般
で
あ
り
、
自
然
法
則
は
「
そ
れ
な
し
に
は
一
般
に
自

然
そ
の
も
の
が
思
惟
さ
れ
得
な
い
普
遍
的
諸
法
購
」
（
累
「
島
■
¢
．
ω
・
H
O
）
で
あ
っ
た
。
だ
が
自
然
の
経
験
的
諸
法
則
は
無
限
に
多
様
で
あ

っ
て
、
か
の
普
遍
的
法
劉
の
よ
う
に
は
「
先
天
的
に
は
認
識
さ
れ
得
ず
」
即
ち
「
偶
然
的
で
あ
り
」
（
圏
く
●
　
山
．
　
φ
．
　
ω
．
b
◇
O
）
、
し
か
も
そ
れ
に

も
拘
ら
ず
自
然
に
対
し
て
妥
当
す
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
従
っ
て
「
経
験
的
な
諸
法
則
に
従
う
自
然
の
統
一
」
は
「
偶
然
的
と

判
定
さ
れ
る
し
が
、
し
か
も
「
必
然
的
に
前
提
さ
れ
仮
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
（
一
げ
ε
。
そ
う
で
な
い
と
経
験
的
諸
法
則
は
体
系
を

つ
く
り
・
得
ず
、
そ
の
結
果
、
普
遍
的
闘
争
に
従
っ
て
可
能
な
る
自
然
一
般
と
経
験
的
に
探
究
さ
れ
る
「
種
的
に
枳
異
な
る
自
然
」
（
一
ぴ
誌
）
と



　
　
は
体
系
的
連
関
を
失
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
純
粋
理
論
理
性
か
ら
そ
れ
の
資
格
を
奪
う
こ
と
に
終
り
、
　
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
全
作
業

　
　
は
徒
労
で
あ
っ
た
と
い
う
結
末
を
招
く
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
「
特
殊
が
与
え
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
そ
れ
に
対
し
て
普
遍
を
〔
自

　
　
分
で
〕
見
出
す
べ
き
」
（
麟
・
飢
噛
¢
■
o
D
’
H
O
）
反
省
的
判
断
力
は
、
経
験
的
法
則
の
「
法
劉
的
統
一
」
（
以
．
昏
ご
●
ω
．
Q
O
）
を
統
制
的
・
主

　
　
観
的
原
理
と
し
て
見
出
す
の
で
あ
る
。
合
釘
的
性
が
偶
然
的
な
る
も
の
の
法
則
性
と
揮
わ
れ
得
る
所
以
で
あ
る
。
し
か
し
上
の
よ
う
な
認

　
　
識
能
力
の
統
制
的
原
理
と
し
て
の
自
然
の
論
理
的
合
目
的
性
は
、
広
義
の
認
識
の
閾
題
に
属
す
る
は
ず
で
あ
る
。
特
殊
化
の
原
理
が
『
第

　
　
一
批
判
』
の
『
弁
証
論
附
録
』
に
お
い
て
既
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
そ
の
暗
示
と
解
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
自
然
の
論
理
的
合
目
的

　
　
性
は
、
形
式
的
・
客
観
的
で
あ
っ
て
、
同
じ
く
形
式
的
で
は
あ
る
が
主
観
的
で
あ
る
美
的
合
目
的
性
と
区
別
さ
れ
る
が
、
こ
の
両
者
に
対

　
　
し
て
更
に
、
実
質
的
な
即
ち
対
象
そ
の
も
の
の
内
面
に
み
ら
れ
る
合
目
的
性
を
カ
ン
ト
は
挙
げ
る
。
本
来
、
自
的
論
的
と
呼
ば
れ
る
合
呂

　
　
的
性
は
こ
の
よ
う
な
自
然
の
実
質
的
合
目
的
性
で
あ
る
。
即
ち
、
自
然
の
内
面
に
騒
的
が
お
か
れ
て
こ
そ
自
然
の
目
的
論
が
成
立
す
る
の

　
　
で
あ
る
。
一
体
、
「
或
る
客
体
の
概
念
は
そ
の
機
念
が
同
時
に
そ
の
客
体
の
現
実
性
の
根
拠
を
ふ
く
む
限
り
に
お
い
て
騒
的
と
呼
ば
れ
る
し

　
　
（
｝
（
．
　
〔
圃
・
　
¢
’
　
ω
’
　
ド
“
）
。
従
っ
て
目
的
は
概
念
の
因
果
姓
と
し
て
、
後
述
の
よ
う
な
自
由
の
領
域
と
し
て
の
実
践
的
な
も
の
に
お
い
て
妥
当

　
　
す
る
独
特
の
霞
果
姓
で
あ
る
。
　
「
漁
る
事
物
が
矯
的
に
従
っ
て
の
み
．
司
能
な
性
質
と
一
致
し
て
い
る
こ
と
は
そ
の
事
物
の
形
式
の
合
算
的

　
　
性
で
あ
る
」
（
曇
∂
か
ら
、
細
る
場
合
に
は
自
由
な
因
果
性
が
自
然
の
内
面
に
見
ら
れ
る
と
す
れ
ば
そ
れ
が
実
質
的
舎
§
的
性
で
あ
る
。

　
　
点
る
場
合
と
は
有
機
体
の
場
合
が
そ
れ
で
あ
ろ
う
。
有
機
体
に
あ
っ
て
は
そ
の
内
的
形
式
は
、
「
単
な
る
自
然
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
従
う
因

　
　
果
の
法
則
」
（
同
ハ
．
山
・
¢
，
ω
．
b
⊃
卜
σ
b
ひ
）
　
に
よ
っ
て
は
充
分
に
は
認
識
さ
れ
得
な
い
か
ら
、
反
省
的
に
目
的
を
有
機
体
の
内
薦
に
み
る
よ
り
ほ

　
　
か
は
な
い
の
で
あ
る
。
即
ち
有
機
体
に
お
い
て
「
騒
然
は
自
ら
の
能
力
に
よ
っ
て
技
巧
的
で
あ
る
と
考
え
」
（
H
（
．
偽
．
d
●
ω
’
N
b
O
ω
）
ら
れ

　
　
る
。
「
自
然
の
因
果
性
は
目
的
と
し
て
の
自
然
産
物
の
形
式
に
関
し
て
は
自
然
の
技
巧
（
8
①
o
ぴ
鵠
騨
匹
興
Z
日
蔭
）
と
呼
ば
れ
る
」
（
じ
弓
吋
ω
8

　
　
嬢
巳
①
ぎ
コ
α
q
・
・
麟
・
斜
¢
・
㈱
＜
H
H
）
と
い
う
こ
と
は
、
有
機
体
は
自
然
が
目
的
の
概
念
を
も
っ
て
自
由
に
作
っ
た
産
物
と
み
な
さ
れ
る
と
い

　
　
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
有
機
体
に
お
い
て
は
「
一
種
の
自
己
繁
殖
的
形
成
力
」
（
隊
●
儒
「
¢
●
ω
“
b
◎
ω
刈
）
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
そ
れ
の

謝　
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3
　
合
目
的
性
の
原
因
を
我
々
の
実
践
的
理
性
能
力
と
の
類
比
に
お
い
て
考
察
し
て
、
有
機
体
の
内
面
に
自
然
の
技
巧
を
見
る
の
で
あ
る
。
か

　
　
く
て
有
機
体
は
自
然
目
的
で
あ
る
。
こ
の
際
注
意
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
有
機
体
が
自
然
目
的
と
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
鰯
と
し
て
の

　
　
有
機
的
存
在
の
内
面
的
形
式
に
即
し
て
見
ら
れ
る
限
り
に
お
い
て
で
あ
っ
て
、
自
然
全
体
と
の
関
係
に
お
い
て
そ
れ
の
現
存
在
が
考
え
ら

　
　
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
或
る
事
物
を
「
自
然
圏
谷
（
2
簿
焉
N
≦
①
o
汀
）
」
と
し
て
判
定
す
る
こ
と
と
、
そ
の
事
物
が
実
在
す
る
こ
と
を

　
　
「
自
然
の
雲
気
（
N
≦
Φ
o
評
留
搬
2
魚
商
）
」
と
み
な
す
こ
と
と
は
全
く
別
で
あ
る
と
カ
ン
ト
は
注
意
す
る
（
適
．
島
¢
ワ
ω
．
鵠
葭
）
。
一
体
、

　
　
「
自
然
の
目
的
」
と
い
う
概
念
は
、
我
々
が
或
る
有
機
体
に
つ
い
て
そ
れ
が
何
の
た
め
に
存
在
す
る
か
と
問
う
こ
と
に
お
い
て
そ
の
基
礎

　
　
に
表
象
さ
れ
る
目
的
の
概
念
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
問
が
発
せ
ら
れ
る
の
は
、
そ
の
有
機
体
の
「
内
的
可
能
性
の
た
め
に
既
に
隠
的
に

　
　
従
う
因
果
性
即
ち
一
種
の
制
作
的
悟
性
（
Φ
ぎ
ω
。
冨
ゑ
①
民
興
く
①
凄
＄
鼠
）
を
表
象
し
、
そ
し
て
こ
の
活
動
的
能
力
を
そ
の
規
定
根
拠
即

　
　
ち
意
図
に
関
連
さ
せ
る
」
（
国
．
篇
．
　
¢
。
　
も
◎
．
込
δ
ゆ
◎
◎
）
の
で
、
「
こ
の
産
物
の
存
在
を
も
目
的
と
し
て
考
え
ざ
る
を
得
な
い
」
（
囚
．
昏
¢
．
ω
』
設
）

　
　
こ
と
が
原
因
で
あ
る
。
し
か
し
自
然
の
技
巧
は
、
自
然
を
単
な
る
自
然
と
し
て
で
な
く
技
巧
と
し
て
、
し
か
も
芸
術
家
即
ち
技
巧
の
主
体

　
　
と
し
て
把
握
す
る
た
め
の
概
念
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
全
自
然
は
こ
の
統
綱
的
理
念
に
従
う
体
系
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

　
　
と
こ
ろ
で
全
自
然
を
技
巧
的
体
系
で
あ
り
芸
術
家
で
あ
る
と
み
る
こ
と
は
、
当
然
自
然
を
理
性
的
な
る
も
の
、
換
書
す
れ
ば
自
由
に
お
い

　
　
て
目
的
に
従
っ
て
は
た
ら
く
我
々
の
実
践
的
能
力
と
類
比
的
で
あ
る
と
判
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
自
然
の
全
体
は
有
機
体
と
し
て
与
え
ら

　
　
れ
て
は
い
な
い
に
も
せ
よ
、
　
「
自
然
に
お
い
て
窮
極
原
因
の
概
念
に
従
っ
て
の
み
考
え
ら
れ
得
る
よ
う
な
産
物
を
産
出
す
る
能
力
を
一
度

　
　
発
見
し
た
場
合
、
更
に
進
ん
で
」
無
生
物
や
そ
れ
ら
の
全
体
を
も
「
な
お
一
つ
の
目
的
の
体
系
に
属
す
る
も
の
と
判
定
し
て
よ
い
の
で
あ

　
　
る
し
（
H
〈
．
　
儒
●
　
q
・
　
ω
’
卜
⇒
亟
心
）
。
自
然
が
美
し
い
と
判
断
す
る
こ
と
も
実
は
か
か
る
自
然
の
技
巧
的
体
系
に
も
と
ず
く
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら

　
　
れ
る
。
そ
れ
故
に
有
機
物
無
機
物
、
個
物
集
合
体
に
拘
わ
り
な
く
美
が
判
断
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
目
的
論
が
慮
然
科
学
の
経
験
的

　
　
諸
法
則
を
体
系
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
に
対
す
る
統
制
的
・
発
見
的
原
理
た
り
う
る
の
も
同
じ
理
由
に
も
と
ず
く
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
と
も
あ
れ
自
然
の
全
体
が
一
つ
の
函
的
の
体
系
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
は
、
全
自
然
が
一
つ
の
冒
的
即
ち
最
終
目
的
に
向
っ
て
統
一
さ
れ
る



と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
こ
こ
に
お
い
て
こ
の
節
が
瞬
指
し
た
解
決
が
得
ら
れ
る
。
も
は
や
容
易
に
、
文
化
を
つ
く
る
限
り
で
の
人
間
が
慮
然
の
冒
的
と
判
定
さ

れ
る
根
拠
を
示
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
人
間
が
有
機
的
存
在
で
あ
る
限
り
自
然
目
的
で
あ
る
こ
と
は
集
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
限
り
で
人

闘
の
諸
素
質
も
合
目
的
的
で
あ
る
は
ず
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
入
闘
は
自
然
動
的
で
あ
る
以
上
に
自
然
の
躇
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
一

切
の
自
然
を
単
に
手
段
と
し
て
理
性
に
よ
っ
て
使
用
す
る
素
質
と
し
て
の
文
化
へ
の
素
質
を
人
間
が
も
つ
限
り
に
お
い
て
、
そ
う
で
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。
「
悟
性
を
持
ち
従
っ
て
自
ら
の
任
意
の
圏
的
を
措
定
す
る
能
力
を
も
つ
地
上
唯
一
の
存
在
者
と
し
て
」
（
團
（
。
山
■
¢
噸
ω
。
b
O
り
¢
）
、

さ
ら
に
、
「
合
目
的
的
に
つ
く
ら
れ
た
諸
事
物
の
集
合
か
ら
自
ら
の
理
姓
に
よ
り
目
的
の
体
系
を
つ
く
り
得
る
地
上
唯
一
．
の
存
在
者
」
（
区
・

9
¢
・
Q
O
・
鵠
霧
）
と
し
て
、
我
々
人
間
こ
そ
自
然
の
主
体
、
躍
然
の
原
理
、
自
然
の
最
終
目
的
と
称
す
る
資
格
を
も
つ
の
で
あ
る
。
文
化
、

即
ち
自
己
の
目
的
一
般
に
対
し
て
金
自
然
を
手
段
と
し
て
使
用
す
る
有
能
性
を
産
出
す
る
こ
と
は
、
か
か
る
自
然
の
最
終
目
的
で
あ
る
限

り
で
の
人
聞
に
お
い
て
自
然
が
な
す
最
終
の
は
た
ら
き
で
あ
る
。

　
以
上
に
よ
っ
て
、
「
自
然
の
歴
史
」
は
陰
言
論
的
基
礎
の
上
に
立
つ
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
自
然
の
歴
史
像
の
批
判
哲
学
的
根
拠
は
確

認
さ
れ
た
と
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
今
や
自
然
と
自
然
の
歴
史
と
は
、
敢
え
て
雷
う
な
ら
ば
自
然
を
理
牲
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
権
利
づ

け
ら
れ
た
。
即
ち
自
然
の
技
巧
は
、
そ
れ
を
通
じ
て
自
然
が
理
性
的
な
る
も
の
・
自
由
な
る
も
の
と
判
定
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
、
自
然

の
根
拠
を
な
す
の
で
あ
る
。
だ
が
、
自
然
の
歴
史
の
原
理
と
さ
れ
た
理
性
的
な
る
も
の
・
自
由
な
る
も
の
と
い
う
概
念
は
、
さ
ら
に
充
分

な
解
明
を
必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
霞
然
の
理
性
化
と
今
量
り
に
名
付
け
た
も
の
は
、
後
に
も
っ
と
詳
細
に
論
ぜ
ら
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。

そ
の
た
め
に
も
我
々
は
次
節
に
お
い
て
「
自
由
の
歴
史
」
像
の
論
究
に
進
む
こ
と
に
し
ょ
う
。

三

333

霞
然
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と
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七
〇

　
カ
ン
ト
は
『
入
間
歴
史
の
臆
測
的
起
原
』
の
臨
書
的
な
部
分
で
二
種
の
「
自
由
の
歴
史
」
を
区
即
し
て
、
　
「
人
間
の
自
然
の
中
の
自
由

の
根
源
的
な
素
質
か
ら
自
由
が
開
展
し
て
く
る
最
初
期
の
歴
史
は
、
史
料
に
も
と
つ
く
ほ
か
な
い
と
こ
ろ
の
進
行
癌
の
自
由
の
歴
史
と
は

全
く
別
で
あ
る
」
（
冨
巳
》
瓢
h
p
博
α
q
。
ω
●
⑦
N
）
と
書
っ
て
い
る
。
そ
の
論
文
で
主
題
と
し
て
論
述
さ
れ
た
の
は
、
も
ち
ろ
ん
自
由
の
最
初
の
開
展

の
歴
史
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
場
合
に
な
さ
れ
た
よ
う
に
聖
書
の
哲
学
的
解
釈
に
よ
っ
て
歴
史
を
臆
測
す
る
こ
と
は
、
「
人
間
の
行
為
の
歴
史

の
進
行
に
お
い
て
は
許
さ
る
べ
き
で
は
な
い
し
（
量
e
の
で
あ
る
。
し
か
し
自
由
の
最
初
の
開
展
の
歴
史
と
自
由
の
進
行
の
歴
史
と
の
薩

別
の
理
由
は
、
次
の
点
に
存
す
る
の
み
で
あ
っ
て
、
カ
ン
ト
に
お
け
る
二
種
の
自
由
の
歴
史
像
を
書
う
根
本
的
な
理
由
は
な
い
と
思
わ
れ

る
。
即
ち
、
カ
ン
ト
の
叙
述
を
解
釈
す
る
と
、
自
由
の
最
初
の
驕
展
の
歴
史
は
進
行
し
て
い
る
自
由
の
歴
史
に
時
間
的
に
先
行
し
て
い
て
、

後
者
の
考
察
に
は
「
史
料
の
不
足
を
補
う
た
め
に
臆
測
を
さ
し
は
さ
む
」
（
豊
伍
）
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
み
だ
が
、
前
者
の
考
察
は
「
金
く

臆
測
か
ら
作
り
上
げ
る
」
（
二
七
（
剛
）
こ
と
が
で
き
る
の
み
な
ら
ず
そ
れ
よ
り
外
に
方
法
は
な
い
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
自
由
の
最
初
の
開
展

の
歴
史
に
関
し
て
は
、
人
類
最
古
の
時
代
の
史
料
が
存
在
し
な
い
た
め
に
自
由
の
開
展
を
史
料
に
よ
っ
て
跡
づ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
か

ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
区
甥
の
理
崩
は
あ
る
。
し
か
し
自
由
の
最
初
の
発
生
に
せ
よ
、
そ
の
開
展
な
い
し
進
行
に
せ
よ
、
と
に
か
く
自
由
と

い
う
特
殊
な
因
果
性
を
経
験
的
史
料
に
よ
っ
て
確
実
に
示
す
こ
と
は
不
可
能
と
考
え
る
ほ
か
な
い
。
結
局
「
自
由
の
歴
史
」
は
「
哲
学
が

概
念
に
従
っ
て
と
る
道
」
（
ζ
’
　
》
欝
粘
躰
コ
σ
q
．
　
ω
．
①
G
Q
）
に
お
い
て
の
み
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
歴
史
で
あ
る
た
め
に
は
史
料
に
基
づ

く
経
験
的
歴
史
叙
述
と
一
致
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
、
そ
こ
に
工
種
の
自
由
の
歴
史
の
区
分
が
生
じ
た
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し

た
が
っ
て
カ
ン
ト
が
、
人
間
歴
史
を
一
貫
し
て
唯
一
つ
の
自
由
の
歴
史
と
考
え
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、

「
自
由
の
歴
史
」
概
念
を
は
じ
め
て
明
ら
か
に
述
べ
た
『
臆
測
的
起
原
』
に
お
い
て
は
、
「
哲
学
に
よ
っ
て
吟
味
さ
れ
た
簸
古
の
入
間
歴

史
」
（
鼠
艦
　
》
づ
｛
⇔
営
ぴ
q
「
ω
．
　
刈
『
）
が
叙
述
さ
れ
た
の
み
で
、
入
間
歴
史
を
全
体
と
し
て
自
由
の
歴
史
と
い
う
形
で
明
示
し
た
論
述
は
カ
ン
ト
に

は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
実
は
こ
の
こ
と
は
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
当
然
の
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
理
由
は
自
由
の
歴
史
概
念

を
後
に
論
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。



　
　
『
世
界
公
民
的
見
地
に
於
け
る
一
般
土
器
』
の
執
筆
は
『
道
徳
形
而
上
学
原
論
』
の
出
る
前
年
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
は
『
一
般
史
考
』

　
に
お
け
る
歴
史
観
が
自
然
の
歴
史
像
に
傾
い
て
い
る
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
『
一
般
史
考
』
執
筆
の
目
標
は
、

　
　
「
人
類
の
す
べ
て
の
根
源
的
素
質
が
そ
こ
で
発
展
す
る
母
胎
と
し
て
の
一
般
的
な
世
界
公
民
的
状
態
篇
（
鑓
・
ρ
ψ
ω
⑦
）
を
実
現
す
る
こ
と

　
が
自
然
の
計
画
で
あ
り
、
こ
の
「
自
然
の
計
画
に
従
っ
て
一
般
的
世
界
史
を
作
ろ
う
と
す
る
哲
学
的
試
み
は
可
能
で
あ
り
、
ま
た
か
か
る

　
自
然
意
図
を
促
進
す
る
も
の
と
さ
え
見
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
（
沖
び
置
）
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
う
い
う
哲
学
的
歴
史
の
根
拠
を
示
し
て
、
実

　
際
に
そ
れ
を
作
る
人
の
出
現
を
期
待
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
か
か
る
参
学
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
『
一
般
史
考
』
が
、
人
間
の
自
発

　
性
を
そ
の
前
平
に
現
れ
た
「
自
然
の
歴
史
」
像
の
な
か
に
含
ん
で
い
る
こ
と
は
む
し
ろ
当
然
で
あ
る
。
「
霞
然
の
歴
史
」
は
自
然
の
内
面

　
　
に
み
ら
れ
た
理
性
的
な
る
も
の
の
は
た
ら
き
と
し
て
み
ら
れ
た
人
間
の
歴
史
で
は
あ
る
が
、
そ
の
理
性
的
な
る
も
の
と
し
て
の
自
然
は
、

　
　
人
間
が
自
発
的
・
意
識
的
に
自
然
の
意
図
に
協
力
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
自
然
が
人
間
に
理
性
と
そ
れ
に
も
と

　
ず
く
意
志
の
自
由
を
与
え
た
こ
と
は
、
自
然
の
は
か
ら
い
の
意
図
を
明
白
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
即
ち
人
手
は
も
は
や
本
能
に
導
か
れ

　
或
い
は
生
得
の
知
識
に
よ
っ
て
配
慮
さ
れ
教
え
ら
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
す
べ
て
を
自
己
自
身
か
ら
作
り
出
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ

　
　
る
」
（
周
〔
刷
㊦
㊦
．
　
ω
．
　
b
⊃
①
）
。
そ
の
こ
と
が
即
ち
自
然
が
人
間
に
残
し
た
「
空
白
」
（
冠
。
p
ω
・
鵠
）
を
人
間
の
手
で
充
た
す
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ

　
　
に
よ
っ
て
自
然
の
意
図
を
実
現
す
る
の
で
あ
る
。
文
化
と
世
界
公
罠
的
体
制
へ
の
準
備
、
促
し
、
或
い
は
強
制
さ
え
も
が
自
然
に
帰
せ
ら

　
　
れ
る
に
し
て
も
、
尚
且
つ
人
間
の
自
発
的
意
志
に
基
づ
い
て
は
じ
め
て
そ
れ
は
実
現
せ
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
も
っ
と
も
、
『
一
般
史
考
』
に
お
い
て
、
自
然
の
な
す
業
と
人
問
の
そ
れ
と
の
関
係
は
微
妙
に
も
つ
れ
合
っ
て
い
る
が
、
少
な
く
と
も
前

　
　
者
が
論
述
の
前
景
を
占
め
て
い
る
の
で
、
人
間
の
自
由
な
行
為
そ
の
も
の
が
尚
自
然
の
深
い
は
た
ら
き
の
中
に
包
ま
れ
て
い
る
と
い
う
感

　
　
じ
は
免
れ
難
い
。
し
か
も
こ
の
感
じ
は
、
実
は
カ
ン
ト
の
思
想
の
深
底
を
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
「
自
然
と
い
う
よ

　
　
り
一
層
適
切
に
は
摂
理
」
（
囲
織
Φ
①
巳
　
ω
．
　
c
Q
刈
）
と
耀
い
、
「
自
然
の
歴
史
は
善
か
ら
始
ま
る
。
神
の
業
だ
か
ら
」
（
竃
●
》
昧
露
σ
q
G
。
．
＄
）
と
言
う

　
　
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
は
摂
理
に
対
す
る
信
仰
が
歴
史
の
蘭
題
の
根
底
を
な
す
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
困
難
な
問
題
の

瓢　
　
　
　
　
　
宙
然
の
歴
史
と
自
由
の
歴
史
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36
3
　
検
討
は
こ
こ
で
は
保
留
し
て
お
く
が
、
そ
れ
に
し
て
も
入
間
が
単
に
摂
理
の
道
具
に
過
ぎ
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
は
か
え
っ
て
摂
理
そ
の
も

　
　
の
の
否
定
に
終
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
人
間
の
主
体
的
自
由
の
宣
明
は
、
実
は
摂
理
の
弁
明
或
い
は
信
仰
の
原
理
を
な
す
と
考
え
ら
れ
ね
ば

　
　
な
ら
ぬ
。
カ
ン
ト
は
『
臆
測
的
起
原
』
に
於
い
て
結
論
的
に
明
書
す
る
。
「
人
間
を
悩
ま
す
禍
悪
の
責
を
摂
理
に
帰
す
べ
き
で
も
な
け
れ
ば
、

　
　
ま
た
自
己
自
身
の
違
反
を
先
祖
の
原
罪
に
転
嫁
す
る
い
わ
れ
も
な
い
。
…
…
む
し
ろ
自
己
の
違
反
か
ら
生
じ
た
こ
と
を
当
然
自
己
自
身
に

　
　
よ
っ
て
為
さ
れ
た
こ
と
と
認
め
、
従
っ
て
自
分
の
理
性
の
誤
用
か
ら
発
生
し
た
す
べ
て
の
善
悪
に
つ
い
て
そ
の
責
を
全
然
自
分
に
帰
し
な

　
　
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
（
竃
．
　
〉
謬
｛
餌
コ
α
q
●
　
ω
■
　
刈
刈
）
。
そ
れ
は
単
に
摂
理
の
或
い
は
自
然
の
歴
史
の
弁
明
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
む
し
ろ
自
由
の
歴
史

　
　
の
境
位
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
我
々
は
今
や
批
判
的
道
徳
哲
学
の
核
心
に
目
を
向
け
、
自
由
の
歴
史
を
そ
の
根
底
か
ら
理
解
す
べ

　
　
く
努
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。四

　
行
為
に
関
わ
る
理
性
の
働
ら
き
は
実
践
的
と
い
わ
れ
、
『
第
三
批
判
』
に
従
え
ば
そ
れ
は
二
種
に
区
別
さ
れ
る
。
ω
は
技
術
的
一
実
践
的
、

㈲
は
道
徳
的
－
実
践
的
で
あ
る
。
（
ス
・
9
α
・
ω
．
刈
）
一
体
、
入
間
の
行
為
は
物
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
従
う
運
動
や
動
物
の
単
に
本
能
に
従
う

行
動
と
区
話
し
て
、
意
志
に
よ
る
行
為
と
出
ば
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
即
ち
象
る
表
象
に
よ
っ
て
そ
の
表
象
の
対
象
を
現
実
化
す
る
の

で
あ
っ
て
、
そ
の
原
理
は
意
志
の
困
果
姓
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
自
然
の
因
果
性
と
異
な
る
特
殊
な
因
果
性
は
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お

い
て
、
先
験
的
自
由
と
し
て
蓋
然
的
に
で
は
あ
る
が
そ
の
可
能
性
を
承
認
さ
れ
た
。
従
っ
て
、
実
践
的
な
も
の
と
は
自
由
に
よ
っ
て
可
能

な
も
の
で
あ
る
と
給
え
よ
う
。
し
か
し
自
由
な
行
為
は
自
然
の
法
則
か
ら
独
立
で
あ
る
か
ら
と
欝
っ
て
、
も
ち
ろ
ん
無
規
則
で
は
あ
り
え

な
い
。
無
規
購
な
困
果
性
を
み
と
め
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
理
性
の
自
殺
で
あ
る
。
自
由
は
そ
れ
自
身
の
規
則
を
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
　
一

般
に
規
矩
は
悟
性
に
基
づ
い
て
概
念
を
通
じ
て
与
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
「
意
志
の
因
果
性
に
規
則
を
与
え
る
と
こ
ろ
の
概
念
が
自
然
概
念



　
で
あ
る
か
或
い
は
自
由
概
念
で
あ
る
か
」
（
一
ぴ
鼠
）
に
従
っ
て
、
技
術
的
一
実
践
的
と
道
徳
的
i
実
践
的
と
に
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
区
別
が
「
本
質
的
」
（
藪
焦
）
で
あ
る
の
は
、
そ
の
際
の
理
性
の
規
則
を
与
え
る
働
ら
き
が
制
約
的
で
あ
る
か
無
制
約
的
で
あ
る
か
に

　
も
と
ず
く
。
技
術
的
一
実
践
的
原
理
が
麟
約
的
で
あ
る
の
は
、
自
然
概
念
に
従
っ
て
可
能
な
事
物
の
表
象
に
よ
っ
て
事
物
を
現
実
化
す
る

　
こ
と
が
必
然
的
に
自
然
法
則
に
制
約
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
醸
的
は
自
然
概
念
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
感
性
的
に
制
約
さ
れ
、
そ
れ

　
と
手
段
と
の
関
係
は
自
然
法
則
の
必
然
的
制
約
の
中
で
の
み
任
意
選
択
的
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
制
約
的
な
理
性
使
用
に
お
い
て
は
、
本

　
来
的
な
無
制
約
的
自
由
は
前
提
さ
れ
る
必
要
が
な
く
、
む
し
ろ
経
験
的
な
、
い
わ
ば
自
然
的
な
自
・
田
を
前
提
す
る
こ
と
で
足
り
る
と
考
え

　
ら
れ
る
。
か
か
る
自
由
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
行
為
の
原
理
の
名
に
価
し
な
い
。
そ
こ
で
は
行
為
が
含
む
因
果
惟
は
む
し
ろ
自
然
概
念
に
従

　
　
っ
て
規
則
づ
け
ら
れ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
、
道
徳
的
i
実
践
的
な
原
理
は
無
恥
約
的
で
あ
り
、
全
く
特
別
な
理

　
性
の
は
た
ら
き
で
あ
る
。
無
制
約
的
で
あ
る
限
り
、
そ
れ
は
全
く
純
粋
に
自
由
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
細
書
す
れ
ば
自
然
法
則
か
ら
全
く

　
独
立
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
端
的
に
実
践
的
な
も
の
は
先
験
的
自
由
を
必
然
的
に
前
提
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
、
自
然
法
鋼
か
ら
全
く
独
立
な
懸
果
性
、
或
い
は
理
性
が
全
く
自
然
を
顧
慮
す
る
こ
と
な
し
に
行
為
に
対
し
て
規
麟
を
与
え

　
　
る
と
い
う
こ
と
、
換
書
す
れ
ば
端
的
に
実
践
的
な
も
の
、
そ
れ
は
積
極
的
に
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
理
性
が
無
爵
約

　
　
的
に
与
え
る
規
則
は
客
観
的
で
あ
っ
て
、
法
則
と
呼
ば
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
無
制
約
的
法
躍
授
与
（
立
法
）
に
お
い
て
、
「
理
性
は
単
に
自

　
　
己
自
身
の
み
を
前
提
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
（
嗣
く
脅
鳥
。
℃
■
＜
■
ω
曾
卜
Q
も
Q
）
。
理
性
が
単
に
理
性
そ
の
も
の
と
し
て
意
志
の
因
果
性
に
法

　
　
則
を
与
え
る
こ
と
は
、
意
志
の
因
果
性
が
単
な
る
理
性
の
因
果
性
即
ち
純
粋
理
性
の
困
果
性
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、

　
　
純
粋
実
践
理
性
は
純
粋
意
志
に
ほ
か
な
ら
ず
、
純
粋
実
践
理
性
は
慮
己
宙
身
に
離
職
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
理
性
の
立
法
が
無

　
　
制
約
的
と
い
う
こ
と
は
以
上
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
雷
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
自
由
と
は
自
律
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
自
己

　
　
立
法
、
自
律
と
し
て
の
自
由
は
、
自
然
の
菌
果
四
周
か
ら
独
立
で
あ
る
と
い
う
消
極
的
意
味
で
の
自
由
が
先
験
的
自
由
で
あ
る
に
対
し
て
、

　
　
積
極
的
意
昧
の
自
由
と
し
て
実
践
的
自
由
と
呼
ば
れ
る
。
こ
の
実
践
的
と
は
も
ち
ろ
ん
端
的
に
実
践
的
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、
そ
れ
が

373　
　
　
　
　
　
嘗
然
の
歴
史
と
霞
由
の
歴
史
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
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道
徳
的
と
い
う
に
等
し
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
の
は
自
由
の
法
則
の
実
在
性
の
論
証
で
あ
る
。

　
　
　
カ
ン
ト
は
『
実
践
理
性
批
判
』
の
冒
頭
に
お
い
て
、
純
粋
実
践
理
性
の
概
念
か
ら
分
析
的
に
理
性
の
根
本
法
則
を
導
出
し
て
い
る
が
、

　
　
こ
の
場
合
『
第
一
批
判
』
に
お
い
て
普
遍
的
な
も
の
を
形
式
的
な
る
も
の
に
求
め
た
と
岡
じ
論
理
に
従
っ
て
い
る
。
普
遍
的
・
実
践
的
法

　
　
則
は
純
粋
意
志
の
自
律
、
換
駕
す
れ
ば
純
粋
理
性
の
自
巴
立
法
を
表
現
す
る
は
ず
で
あ
る
。
純
粋
理
性
が
直
接
に
自
己
自
身
に
対
し
て
法

　
　
則
を
与
え
る
べ
き
な
ら
ば
、
そ
の
法
則
は
「
普
遍
的
立
法
の
単
な
る
形
式
」
（
閑
■
儀
’
娼
ゆ
ノ
N
曹
ω
’
ω
H
）
、
「
絡
率
の
単
な
る
立
法
的
形
式
」
（
閑
・

　
　
鎌
も
■
＜
・
ω
・
。
。
G
。
）
、
「
法
則
の
単
な
る
形
式
」
（
3
罷
）
で
あ
る
ほ
か
な
い
。
従
っ
て
、
「
汝
の
意
志
の
格
率
が
常
に
同
時
に
普
遍
的
立
法
の
形

　
　
式
と
し
て
妥
当
し
得
る
よ
う
に
行
為
せ
よ
」
（
溶
F
℃
・
＜
・
ω
・
ω
①
）
と
い
う
根
本
法
則
が
必
然
的
に
導
出
さ
れ
る
。
か
か
る
導
出
が
分
析

　
　
的
で
あ
る
か
ら
、
当
然
か
か
る
法
則
の
客
概
的
実
在
樵
に
関
す
る
問
が
提
出
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
重
大
な
疑
問
に
答
え
る
の
は
ほ
か

　
　
な
ら
ぬ
道
徳
法
則
で
あ
る
。
道
徳
法
則
は
「
我
々
が
意
志
の
格
率
を
立
て
る
や
否
や
直
接
に
意
識
す
る
」
（
譲
・
（
周
・
や
く
・
ω
・
G
。
似
）
も
の
で

　
　
あ
っ
て
、
「
理
性
は
そ
れ
を
、
如
何
な
る
感
性
的
制
約
に
よ
っ
て
も
打
負
か
さ
れ
な
い
ど
こ
ろ
か
、
そ
れ
か
ら
全
然
独
立
な
規
定
根
拠
と
し

　
　
て
示
す
」
（
一
ぴ
嬢
）
の
で
あ
る
か
ら
、
我
々
は
道
徳
法
則
を
必
然
的
普
遍
的
法
則
と
認
め
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
を
認
め

　
　
る
こ
と
に
よ
っ
て
直
ち
に
、
我
々
は
か
の
根
本
法
則
の
客
観
的
実
在
性
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
こ
の
根
本
法
則
の
意
識
は
理
性
の
事

　
　
実
と
呼
ば
れ
得
る
」
（
穴
・
鮮
や
く
・
ω
・
ω
①
）
、
そ
れ
は
「
与
え
ら
れ
た
も
の
」
（
醤
山
・
ワ
＜
・
ψ
G
。
刈
）
で
あ
り
、
「
純
粋
理
性
の
唯
一
の

　
　
事
実
で
あ
る
」
（
慧
塵
）
と
カ
ン
ト
が
述
べ
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
も
し
「
そ
れ
だ
け
で
先
天
的
綜
合
命
題
と
し
て
我
々
に
迫

　
　
っ
て
く
る
」
（
一
び
峯
）
と
こ
ろ
の
こ
の
内
的
直
証
に
信
を
お
か
な
い
な
ら
ば
、
人
は
常
識
的
経
験
的
な
道
徳
的
判
断
の
一
切
を
捨
て
ね
ば
な

　
　
ら
ぬ
は
ず
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
カ
ン
ト
が
『
道
徳
形
而
上
学
原
論
』
に
お
い
て
示
し
た
よ
う
に
、
常
識
的
経
験
的
な
道
徳
的
判
断
は
、

　
　
無
自
覚
的
に
ま
た
し
ば
し
ば
不
正
確
に
で
は
あ
っ
て
も
、
常
に
普
遍
的
法
則
を
原
理
と
し
て
根
底
に
持
ち
、
そ
れ
を
基
準
と
し
て
い
る
の

　
　
で
あ
る
か
ら
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
道
徳
法
則
は
定
言
的
命
法
を
含
む
命
題
で
あ
り
、
為
す
べ
し
（
ω
o
謬
①
昌
）
に
よ
っ
て
難
い
表
わ
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
人
間

‘



　
　
の
二
重
性
、
即
ち
理
性
的
存
在
者
（
叡
智
的
存
在
者
）
で
あ
る
と
同
時
に
感
性
的
存
在
者
で
あ
る
こ
と
の
結
果
、
或
い
は
む
し
ろ
現
わ
れ
、

　
　
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
純
粋
実
践
理
性
の
根
本
法
購
は
理
性
的
存
在
者
一
般
の
、
従
っ
て
「
最
高
の
叡
智
と
し
て
の
無
限
者
」

　
　
（
囚
●
儀
．
勺
。
＜
●
ω
。
ω
曵
’
｛
●
）
　
の
法
則
で
さ
え
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
が
定
言
的
命
法
で
あ
る
こ
と
は
人
間
の
干
隈
性
に
基
づ
く
も
の
で
、
入

　
間
即
ち
有
限
な
理
性
的
存
在
者
に
の
み
妥
当
す
る
と
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
。
従
っ
て
義
務
を
命
ず
る
道
徳
法
則
は
、
理
性
的
存
在
者
で
あ
る

　
限
り
の
人
間
の
理
性
の
法
則
を
、
感
性
的
存
在
者
で
も
あ
る
限
り
の
人
間
の
意
志
に
対
す
る
蘭
曲
と
し
て
課
す
る
と
こ
ろ
の
理
性
の
強
制

　
　
と
考
え
ら
れ
る
。
自
由
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
感
性
的
規
定
か
ら
独
立
で
あ
る
意
志
は
、
自
由
の
霜
露
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
、
換
書
す

　
　
れ
ば
自
律
に
よ
っ
て
、
叡
智
的
意
志
と
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
そ
の
二
幅
即
ち
義
務
を
現
わ
す
も
の
が
定
書
的
命
法
で
あ
る
。

　
　
　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
人
畜
自
身
の
内
敵
に
叡
智
界
、
悟
性
界
、
或
い
は
紹
蔵
脚
性
的
自
然
の
扉
が
開
か
れ
る
。
ヌ
ウ
メ
ノ
ン
と
し
て
の
人

　
間
で
あ
り
、
人
格
に
お
け
る
人
間
性
、
或
い
は
又
、
既
述
し
た
根
源
的
素
質
の
第
三
に
云
う
と
こ
ろ
の
人
格
性
で
あ
る
。
「
我
々
は
自
己
を

　
　
自
由
と
考
え
る
場
合
に
は
自
己
を
そ
の
成
員
と
し
て
悟
性
界
に
移
し
、
…
…
自
己
を
義
務
を
負
う
て
い
る
と
考
え
る
場
合
に
は
自
己
を
感

　
　
事
象
に
し
か
も
岡
時
に
悟
性
界
に
属
す
る
と
み
て
い
る
」
（
曾
§
鎌
①
σ
Q
§
σ
q
』
ゆ
客
9
ω
・
ω
讐
H
ま
）
。
そ
し
て
「
感
性
界
に
属
す
る
者
と
し

　
　
て
の
人
格
は
、
彼
が
同
時
に
叡
智
界
に
属
す
る
限
り
に
お
い
て
自
己
の
人
格
性
に
服
従
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
（
踏
・
〔
劉
や
く
・
ω
・
H
O
ド
）
。

　
　
感
性
的
自
然
は
模
型
的
自
然
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
す
る
原
型
的
自
然
で
あ
る
の
が
超
感
性
的
自
然
で
あ
る
（
円
く
●
　
〔
一
．
℃
．
　
～
N
．
　
ω
。
O
b
り
）
。
人
格

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
ン
テ
レ
ク
チ
ユ
エ
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
ス
テ
ル

　
　
性
は
原
型
と
し
て
の
人
間
、
　
知
　
的
に
み
ら
れ
た
人
間
、
本
来
そ
れ
で
あ
る
べ
き
模
範
で
あ
る
と
こ
ろ
の
人
間
、
即
ち
本
来
的
自
己
で

　
　
あ
る
。
そ
し
て
、
義
務
の
命
法
と
し
て
の
道
徳
法
則
は
原
型
の
形
式
を
模
型
に
得
さ
せ
る
こ
と
、
換
呈
す
れ
ば
人
間
が
あ
る
べ
き
人
間
に

　
　
な
る
こ
と
、
さ
ら
に
換
言
す
れ
ば
感
性
的
・
理
性
的
人
間
が
純
粋
理
性
的
存
在
に
な
る
こ
と
を
霞
ざ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
既
述
の
如
く
、
『
宗
教
論
』
に
挙
示
せ
ら
れ
た
第
三
の
根
源
的
素
質
と
し
て
の
人
格
牲
の
素
質
は
、
理
性
的
で
あ
る
と
同
時
に
責
任
を
も

　
　
ち
得
る
者
と
し
て
の
人
聞
の
素
質
で
あ
っ
た
。
入
間
性
の
素
質
は
、
な
る
ほ
ど
理
性
を
必
要
と
は
す
る
が
、
し
か
し
「
或
る
存
在
者
が
理

　
　
性
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
は
、
こ
の
理
性
が
意
志
を
無
条
件
に
、
自
分
の
格
率
が
普
遍
的
立
法
の
資
格
あ
り
と
す
る
（
O
轟
剛
剛
塗

鵬　
　
　
　
　
　
自
然
の
歴
史
と
自
由
の
歴
史
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冨
賦
。
コ
）
表
象
の
み
を
と
お
し
て
、
規
定
す
る
能
力
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
は
で
て
こ
な
い
」
（
沁
警
σ
螢
δ
P
も
。
・
日
①
弗
h
＞
p
ヨ
①
陣
ウ
の

　
　
だ
か
ら
、
純
粋
実
践
理
性
は
人
間
性
の
中
に
存
在
的
に
包
含
さ
れ
る
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
実
践
的
に
課
せ
ら
れ
る
理
念
に

　
　
関
し
て
人
闘
性
を
知
的
に
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
格
性
の
表
象
が
え
ら
れ
る
。
人
格
性
は
人
間
性
の
「
形
式
的
な
も
の
」
と
書
え
よ
う
。

　
　
実
践
理
性
を
有
し
、
し
か
も
内
酊
か
ら
迫
る
道
徳
法
則
に
よ
っ
て
義
務
と
責
任
と
を
内
的
に
意
識
す
る
人
間
は
、
人
格
性
そ
の
も
の
で
あ

　
　
る
の
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
が
、
自
己
の
内
な
る
人
気
挫
に
服
従
し
て
お
り
、
且
つ
そ
れ
に
な
る
こ
と
を
課
せ
ら
れ
て
い
る
存
在
と
し
て
、

　
　
根
源
的
に
人
格
牲
へ
の
素
質
を
自
己
の
う
ち
に
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
今
や
歴
史
の
問
題
に
立
ち
返
っ
て
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ま
ず
、
さ
き
に
自
然
の
歴
史
の
原
理
を
理
性
と
自
由
と
に
根
拠
づ
け

　
　
た
が
、
そ
の
意
味
は
こ
こ
で
は
じ
め
て
立
入
っ
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
反
省
的
判
断
力
の
磁
気
的
原
理
に
基
づ
く
囲
的
論
に

　
　
従
っ
て
、
自
然
の
根
底
に
理
性
的
な
る
も
の
、
自
由
な
る
も
の
を
判
定
す
る
こ
と
は
、
歴
史
的
立
場
に
関
わ
る
限
り
、
実
は
歴
史
が
道
徳

　
　
的
な
も
の
に
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
人
間
的
自
然
を
理
性
的
・
自
由
と
判
定
す
る
の
は
、
人
間
の
感
性
的
自

　
　
然
の
内
感
に
超
感
性
的
自
然
を
看
取
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
今
や
超
感
性
的
自
然
の
看
取
は
義
務
で
あ
る
。

　
　
感
性
的
・
超
感
性
的
な
二
重
の
存
在
た
る
人
間
は
、
　
一
面
感
性
的
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
超
感
性
的
だ
る
べ
き
こ
と
を
道
徳
法
周
に
ょ
っ

　
　
て
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
自
己
を
自
由
で
あ
る
と
判
定
、
否
、
実
践
的
に
判
断
す
べ
き
で
あ
る
。
道
徳
的
目
的
論
は
反
省
的

　
　
判
断
力
の
統
心
的
原
理
に
も
と
ず
く
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
実
践
的
構
成
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
自
然
の
歴
史
」
の
根
拠
づ
け
は
一

　
　
応
自
然
的
霞
的
論
の
立
場
で
な
さ
れ
た
が
、
実
は
こ
の
立
場
そ
の
も
の
が
道
徳
的
昌
的
論
に
至
ら
な
い
限
り
、
そ
の
根
拠
づ
け
も
決
し
て

　
　
根
源
的
で
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
遵
徳
的
目
的
論
の
立
場
に
お
い
て
、
自
然
の
歴
史
の
根
拠
に
自
由
の
歴
史
が
成
り
立
つ
の

　
　
で
あ
る
。
従
っ
て
我
々
は
、
人
聞
の
歴
史
性
は
道
徳
性
に
お
い
て
根
源
的
に
意
味
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
と
理
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
こ
の
こ
と
を
明
確
に
示
す
の
が
自
然
の
窮
極
馨
的
（
獅
コ
曾
≦
o
o
犀
）
　
の
概
念
で
あ
る
。
さ
き
に
自
然
の
最
終
目
的
（
一
奪
箆
黛
N
≦
①
簿
）

　
　
即
ち
人
間
が
、
自
然
の
目
的
体
系
の
根
拠
を
な
す
も
の
と
し
て
主
張
さ
れ
た
が
、
実
は
「
こ
の
主
張
に
は
…
…
自
然
の
窮
極
目
的
の
認
識



　
　
が
必
要
で
あ
る
」
（
甲
（
●
　
窪
．
　
¢
．
　
O
o
■
　
ト
り
心
同
）
。
「
窮
極
目
的
と
は
そ
の
可
能
性
の
制
約
と
し
て
何
ら
他
の
病
的
を
要
し
な
い
目
的
で
あ
る
」
（
囲
く
・

　
　
鐸
ζ
・
ω
’
ω
O
ω
）
か
ら
、
「
自
然
そ
の
も
の
の
目
的
は
自
然
を
超
え
て
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
（
営
．
伽
・
ρ
ω
・
O
蔭
）
。
従
っ
て
「
留
的
論

　
　
的
自
然
認
識
の
一
切
を
は
る
か
に
越
え
る
罷
る
超
感
性
的
な
も
の
と
の
関
係
篇
（
藍
e
に
お
い
て
自
然
を
み
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
　
自
然
の
最
終
目
的
は
な
お
自
然
の
連
鎖
の
う
ち
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
従
っ
て
統
制
的
原
理
と
し
て
反
省
的
に
判
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ

　
　
た
。
し
か
し
自
然
の
窮
極
驕
的
は
自
然
を
越
え
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
こ
そ
自
然
の
絶
対
的
な
目
的
論
的
統
一
を
完
成
す
る
窮
極
原

　
　
理
で
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
窮
極
欝
的
は
、
反
省
的
に
判
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
道
徳
法
則
の
主
体
た
る
人
間
の
内
な
る
超
感

　
　
性
的
な
も
の
即
ち
人
界
性
と
し
て
、
実
践
的
に
認
識
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
人
格
性
は
そ
れ
自
身
に
お
け
る
冒
的
で
あ
り
、

　
　
従
っ
て
「
全
自
然
が
目
的
論
的
に
そ
れ
に
従
属
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
窮
極
翻
的
（
以
’
　
（
轡
　
¢
．
　
ω
◎
　
ω
O
㎝
）
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
自
然
全
体

　
　
は
人
絡
性
を
窮
極
量
的
と
す
る
合
囲
的
的
体
系
で
あ
り
、
人
格
性
へ
の
素
質
の
開
展
の
た
め
に
自
然
の
一
切
は
合
量
的
的
で
あ
る
。
従
っ

　
　
て
、
人
間
の
素
質
と
し
て
の
動
物
性
へ
の
素
質
も
、
人
間
性
へ
の
素
質
も
、
結
局
人
乳
性
へ
の
素
質
の
開
展
の
た
め
の
基
盤
と
し
て
役
立

　
　
た
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
　
　
か
く
て
「
自
由
の
歴
史
」
は
人
格
性
の
歴
史
、
人
格
性
へ
の
素
質
の
開
展
の
歴
史
と
考
え
ら
れ
る
。
自
由
の
歴
史
の
原
理
は
道
徳
陰
で

　
　
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
間
存
在
の
歴
史
性
が
根
拠
づ
け
ら
れ
る
。
自
然
の
歴
史
の
形
式
的
な
も
の
、
知
的
に
み
ら
れ
た
人
間
の
歴
史
が

　
　
自
由
の
歴
史
で
あ
る
。

　
　
　
さ
て
自
由
の
歴
史
は
因
果
性
の
法
則
が
自
由
の
法
則
で
あ
る
如
き
叡
智
的
行
為
の
歴
史
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
自
由
の
歴
史
の
法

　
　
則
は
、
自
由
の
法
則
即
ち
一
切
の
理
性
的
存
在
者
に
妥
当
す
る
道
徳
法
則
で
あ
る
。
従
っ
て
自
由
の
歴
史
は
叡
智
界
の
歴
史
で
あ
ろ
う
。

　
　
一
体
、
超
時
間
的
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
叡
智
美
里
感
性
的
存
在
者
と
し
て
の
人
聞
の
歴
史
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
果
し
て
成
立
す
る

　
　
か
ど
う
か
が
、
こ
の
場
合
当
然
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
叡
智
的
行
為
に
歴
史
と
い
う
こ
と
が
雷
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
の
論
究

　
　
は
次
節
に
お
い
て
お
こ
な
う
こ
と
に
す
る
が
、
少
な
く
と
も
以
上
に
よ
っ
て
、
「
自
由
の
歴
史
」
は
実
は
「
自
然
の
歴
史
」
の
内
面
的
意
味
を
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な
す
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
自
然
の
歴
史
が
単
な
る
歴
史
的
相
対
性
を
超
え
る
絶
対
的
意
味
に
つ
な
が
る
こ
と
が
で
き

　
　
る
の
は
、
そ
の
歴
史
の
原
理
が
自
由
の
歴
史
に
根
底
を
も
つ
か
ら
で
あ
る
。
自
然
の
歴
史
は
実
は
自
然
存
在
と
し
て
の
人
間
の
歴
史
で
あ

　
　
る
隈
り
、
人
間
の
歴
史
と
し
て
金
き
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
だ
け
で
は
本
来
、
歴
史
の
名
に
価
し
な
い
。
人
間
は
超
自
然
的
存
在
で
も
あ

　
　
る
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
葭
然
の
歴
史
が
、
事
象
の
単
な
る
継
起
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
歴
史
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
自
由
の
歴
史
に
内
面

　
　
か
ら
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
人
間
の
二
重
性
が
歴
史
の
二
重
性
に
導
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ

　
　
る
と
言
え
よ
う
。
感
性
的
存
在
で
も
あ
る
限
り
人
問
の
歴
史
は
自
然
の
歴
史
で
も
あ
り
、
理
性
的
存
在
で
も
あ
る
限
り
入
間
の
歴
史
は
自

　
　
由
の
歴
史
で
も
あ
る
。
自
然
の
歴
史
の
原
型
こ
そ
自
由
の
歴
史
で
あ
り
、
原
歴
史
と
そ
れ
を
呼
ぶ
こ
と
は
実
践
的
に
は
許
さ
れ
る
こ
と
で

　
　
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
ま
た
、
羅
馬
な
る
も
の
の
歴
史
と
も
呼
ば
れ
得
る
と
思
う
。
自
然
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
自
然
の
根
拠
を
し
か
も
超
感
性

　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
的
自
然
と
い
う
名
で
求
め
た
と
並
行
し
て
、
歴
史
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
歴
史
の
意
味
を
な
す
内
齎
的
歴
史
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る

　
　
か
ら
、
そ
れ
は
永
遠
な
る
も
の
の
歴
史
で
あ
る
。
時
間
的
な
る
も
の
の
相
対
性
を
脱
せ
し
め
る
も
の
は
超
時
間
的
な
も
の
、
そ
の
意
味
で

　
　
永
遠
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
ら
。
カ
ン
ト
の
論
究
は
常
に
相
対
的
・
被
制
約
的
、
或
い
は
質
料
的
・
経
験
的
な
も
の
の
内
面
に
、
絶
対
的
・

　
　
無
綱
約
的
、
或
い
は
形
根
嚢
・
合
理
的
な
も
の
を
求
め
る
と
い
う
方
向
を
辿
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
哲
学
の
本
質
で
も
あ
ろ
う
。
そ
し
て
カ

　
　
ン
ト
は
、
理
性
i
入
間
の
内
な
る
絶
対
者
、
を
明
る
み
に
出
そ
う
と
し
た
。
そ
の
こ
と
が
こ
こ
に
お
い
て
も
現
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
原
歴
史
た
る
叡
智
界
の
歴
史
、
永
遠
者
の
歴
史
と
い
う
概
念
は
、
そ
れ
が
歴
史
で
あ
る
と
さ
れ
る
点
か

　
　
ら
言
っ
て
検
討
を
要
す
る
に
ち
が
い
な
い
。
自
由
な
人
格
性
に
つ
い
て
歴
史
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
得
る
か
と
い
う
こ
と
を
考
究
せ
ね
ば

　
　
な
ら
ぬ
。

五



　
　
　
『
人
間
歴
史
の
臆
測
的
起
原
』
に
よ
れ
ば
、
入
間
は
自
然
そ
の
も
の
と
し
て
も
と
も
と
「
無
知
」
で
あ
り
「
無
毒
」
（
ζ
曾
諺
氏
雪
σ
q
・
ω
「
①
り
）

　
　
で
あ
り
、
そ
の
生
活
は
本
能
に
導
か
れ
、
そ
の
屠
所
は
楽
園
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
理
性
が
活
動
し
は
じ
め
る
と
、
そ
の
た
め
に
本
能
な

　
　
し
で
．
い
や
本
能
に
背
い
て
さ
え
自
由
な
選
択
を
お
こ
な
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
本
能
と
い
う
神
の
声
」
（
竃
・
諺
臥
磐
α
q
・

　
　
ψ
爵
）
か
ら
の
理
性
の
独
立
、
な
い
し
そ
れ
に
対
す
る
背
反
で
あ
っ
た
。
無
專
の
状
態
で
は
眠
っ
て
い
た
理
姓
が
働
ら
き
は
じ
め
た
こ
と
、

　
　
即
ち
、
そ
の
状
態
か
ら
第
一
歩
を
ふ
み
出
し
た
こ
と
、
そ
れ
が
「
道
徳
的
な
面
で
は
堕
落
で
あ
っ
た
し
、
自
然
的
な
薗
で
は
今
ま
で
知
ら

　
　
な
か
っ
た
多
く
の
禍
害
が
こ
の
堕
落
の
結
果
即
ち
罰
と
し
て
起
き
た
」
（
竃
噸
　
》
降
州
螢
コ
σ
Q
●
　
ω
●
　
①
り
）
。
　
こ
こ
で
カ
ン
ト
は
、
自
由
、
従
っ
て
道

　
　
徳
的
な
も
の
は
、
堕
落
に
お
い
て
は
じ
め
て
発
現
し
た
と
書
う
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
そ
れ
は
一
面
か
ら
言
っ
て
、
即
ち
「
個
に
と
っ
て
」

　
　
（
｝
ぴ
己
）
、
そ
う
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
他
面
か
ら
言
え
ば
、
即
ち
「
類
に
と
っ
て
」
（
筐
伽
）
は
、
そ
れ
は
自
由
の
進
歩
の
始
ま
り
で
あ
る
と
さ

　
　
れ
る
。
理
性
が
衝
動
を
支
配
し
、
目
的
を
設
定
し
、
つ
い
に
は
自
ら
「
自
然
の
目
的
」
と
し
て
「
一
切
の
理
性
的
存
在
者
と
同
等
の
も
の

　
　
に
な
る
」
（
ζ
●
　
》
轟
｛
餌
コ
α
q
．
　
ω
’
⑦
c
Q
）
と
い
う
歩
み
の
出
発
点
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
自
己
の
理
性
が
自
由
の
能
力
で
あ
る

　
　
と
意
識
し
た
こ
と
は
ま
さ
に
決
定
的
な
出
来
事
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
『
臆
測
的
起
原
』
に
お
い
て
簡
単
に
述
べ
ら
れ
た
こ

　
　
の
堕
落
の
思
想
は
、
『
宗
教
論
』
に
お
い
て
根
本
悪
の
思
想
を
通
じ
て
原
理
的
に
詳
論
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
論
を
追
っ
て
み
よ
う
。

　
　
　
『
第
二
批
判
』
に
お
い
て
「
意
志
は
目
的
の
能
力
と
も
定
義
で
き
る
」
（
囚
・
匙
■
℃
●
ノ
㍉
．
ω
．
①
り
）
と
い
わ
れ
、
理
性
は
、
終
る
対
象
の
表

　
　
象
を
目
的
と
し
「
常
に
原
理
に
従
う
欲
求
能
力
の
規
定
根
拠
」
（
一
び
賦
）
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
践
的
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
規
定
根

　
　
拠
を
含
む
命
題
は
主
観
的
に
は
格
率
で
あ
る
。
そ
し
て
格
率
の
立
法
的
形
式
の
み
に
よ
っ
て
意
志
を
規
定
す
る
の
が
、
既
述
の
如
く
道
徳

　
　
法
則
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
し
か
し
、
感
性
的
で
も
あ
る
人
間
の
意
志
は
実
質
的
な
動
機
を
必
要
と
す
る
。
と
は
書
え
、
「
意
志
の
自
由
は

　
　
…
…
い
か
な
る
動
機
に
よ
っ
て
も
行
為
へ
規
定
さ
れ
得
な
い
。
た
だ
そ
の
人
が
そ
の
動
機
を
鼠
分
の
格
率
の
中
へ
採
り
入
れ
た
限
り
に
お

　
　
い
て
の
み
、
行
為
へ
規
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
」
（
力
象
σ
q
陣
8
噌
ψ
δ
b
。
）
。
従
っ
て
単
な
る
動
機
で
は
な
く
、
動
機
を
格
率
の
中
に
と
り
入
れ

　
　
る
自
由
、
換
言
す
れ
ば
或
る
動
機
を
自
己
の
目
的
と
す
る
コ
般
的
規
則
」
（
陣
σ
箆
）
と
し
て
の
格
率
の
採
用
の
自
由
こ
そ
、
行
為
の
内
的
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443　
　
根
拠
と
み
ら
れ
る
。
そ
れ
を
カ
ン
ト
は
心
術
と
呼
ぶ
。
従
っ
て
心
術
に
お
い
て
道
徳
法
則
そ
の
も
の
を
動
機
と
す
る
格
率
か
或
い
は
他
の

　
　
何
も
の
か
（
一
切
の
感
性
的
動
機
）
を
動
機
と
す
る
格
率
か
、
何
れ
か
を
選
ぶ
蔭
由
が
意
志
の
率
由
に
含
ま
れ
る
。
と
い
う
こ
と
は
「
格

　
　
率
が
道
徳
法
則
か
ら
は
ず
れ
る
可
能
性
の
主
観
的
根
拠
」
（
口
恥
σ
q
δ
P
¢
8
①
。
。
）
が
、
心
術
の
中
に
存
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
道
徳

　
　
法
則
の
精
神
は
そ
れ
が
そ
れ
自
身
だ
け
で
充
分
な
動
機
た
り
得
る
と
い
う
点
に
存
す
る
」
（
寄
餐
陣
§
．
ω
・
δ
O
）
の
だ
か
ら
、
「
道
徳
法
購

　
　
か
ら
の
動
機
を
他
の
動
機
よ
り
も
軽
視
す
る
」
（
藷
篇
）
と
い
う
こ
と
は
道
徳
法
鰯
へ
の
背
反
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
れ
は
心
術
に
お
け
る
道

　
　
徳
的
順
序
の
「
驚
倒
」
（
騨
げ
ご
）
と
い
わ
れ
、
道
徳
的
悪
の
根
拠
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
注
意
す
べ
き
は
、
「
格
率
の
中
に
採
り
入
れ

　
　
た
動
機
の
差
異
に
で
は
な
く
（
格
率
の
実
質
に
で
は
な
く
）
」
（
ヵ
畠
臓
。
鐸
ψ
H
謡
）
、
従
っ
て
感
性
的
な
も
の
そ
の
も
の
を
拒
饗
す
る
の

　
　
で
は
な
く
、
動
機
の
格
率
の
中
に
お
け
る
順
序
が
問
題
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
即
ち
、
道
徳
法
則
を
「
最
高
の
制
約
と
し
て
」
（
栂
西
。
7

　
　
σ
q
卿
。
罫
ω
・
ミ
。
）
「
意
志
の
一
般
的
絡
率
に
唯
一
の
動
機
と
し
て
採
り
上
げ
（
乙
鳥
）
、
他
の
一
切
の
動
機
を
こ
の
制
約
の
下
に
属
さ
せ
る
と

　
　
い
う
形
の
「
従
属
関
係
d
導
禽
。
疑
宕
づ
σ
q
（
格
率
の
形
武
）
」
（
ヵ
Φ
謬
ご
P
ω
・
認
窃
）
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
の
に
、
そ
れ
が
逆
倒
し
て
い
る

　
　
こ
と
が
問
題
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
人
間
は
決
し
て
道
徳
法
罵
を
央
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
な
い
。
即
ち
「
道
徳
的
立
法
的
理
性
の
堕
落
〕
（
因
①
凱
隔
四
陣
◎
づ
’
　
ω
、
　
H
“
戯
）
と
い
う
こ

　
　
と
は
、
「
自
由
に
行
為
す
る
存
在
者
と
し
て
、
し
か
も
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
（
道
徳
的
）
法
蓮
か
ら
解
除
さ
れ
た
存
在
考
と
し
て
自
己
を
考

　
　
え
る
こ
と
」
（
一
ぴ
嫁
）
と
同
じ
く
「
矛
膚
」
で
あ
り
、
「
絶
対
不
可
能
」
で
あ
る
。
従
っ
て
人
間
に
悪
い
理
性
（
端
的
に
悪
い
意
志
）
」
（
蚤
窪
）

　
　
を
帰
す
る
こ
と
は
当
ら
な
い
。
人
間
は
悪
魔
で
は
な
い
。
か
か
る
意
昧
で
人
格
性
の
素
質
や
人
間
姓
の
素
質
の
み
な
ら
ず
動
物
性
の
素
質

　
　
さ
え
、
す
べ
て
人
聞
凛
然
の
内
な
る
善
へ
の
素
質
と
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
カ
ン
ト
は
、
人
皆
に
お
け
る
悪
へ
の
根
拠
を

　
　
「
面
癖
（
口
髭
σ
q
》
讐
。
需
器
δ
）
」
と
名
付
け
る
。
そ
の
意
は
、
そ
れ
が
自
由
意
志
を
前
提
し
た
、
従
っ
て
人
皇
が
自
ら
招
い
た
も
の
で
あ

　
　
り
、
そ
の
責
は
自
己
に
あ
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
「
自
然
的
な
」
（
知
①
壽
同
o
p
ω
「
δ
G
。
H
謡
）
、
即
ち
人
間
に
普
遍
的
な
悪
へ

　
　
の
性
癖
こ
そ
、
カ
ン
ト
が
根
本
悪
と
呼
ぶ
も
の
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
絡
率
の
中
に
お
い
て
動
機
の
制
約
・
被
制
約
の
従
属
関
係
を
逆
倒
す
る



　
　
心
術
の
根
源
的
な
性
癖
こ
そ
根
本
悪
で
あ
る
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
こ
の
根
本
悪
を
カ
ン
ト
は
「
叡
智
的
所
行
（
葺
Φ
鑓
σ
q
騨
Φ
｝
①
日
舞
）
」
（
菊
黒
α
q
δ
P
ω
・
疑
O
．
ド
刈
。
。
》
降
ヨ
①
毎
●
）
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。

　
　
そ
れ
は
一
切
の
経
験
に
先
立
つ
も
の
と
し
て
超
時
間
的
で
あ
り
、
自
由
な
叡
智
的
な
行
為
で
あ
る
。
し
か
も
「
自
由
な
行
為
に
つ
い
て
時

　
　
間
根
源
を
求
め
る
の
は
矛
盾
で
あ
る
」
（
幻
9
α
q
δ
戸
ω
●
ミ
リ
）
か
ら
、
「
一
つ
一
つ
の
悪
い
行
為
を
そ
の
理
性
根
源
を
求
め
て
考
察
す
る
場

　
　
合
、
そ
の
行
為
は
そ
の
人
が
無
地
の
状
態
か
ら
直
接
に
そ
の
行
為
に
陥
っ
た
か
の
よ
う
に
考
察
せ
ね
ば
な
ら
な
い
」
（
幻
Φ
ぽ
α
q
同
。
鐸
・
ω
．
　
H
c
Q
O
）
。

　
　
か
く
て
、
堕
落
、
罪
、
あ
る
い
は
堕
に
。
非
か
ら
始
ま
る
歴
史
と
し
て
の
自
由
の
歴
史
は
、
叡
智
界
の
歴
史
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
　
堕
罪
は
ま
さ
に
突
如
と
し
て
起
る
。
そ
れ
に
時
間
根
源
を
求
め
る
こ
と
は
矛
盾
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
堕
罪
が
叡
智
的
所
行
で
あ
る
な

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
ら
、
そ
れ
は
起
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
と
は
書
え
、
人
間
が
自
由
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
ま
さ
に
叡
智
的
な
も

　
　
の
が
原
因
と
な
っ
て
そ
こ
か
ら
感
蝕
的
な
も
の
が
始
ま
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
堕
罪
そ
の
も
の
が
起
る
起
ら
な
い
は
、
こ
の

　
　
場
合
真
の
問
題
で
は
な
い
。
堕
罪
か
ら
い
わ
ば
始
ま
っ
て
罪
を
（
現
に
）
負
う
て
い
る
と
い
う
人
間
の
内
面
的
な
事
実
、
換
零
す
れ
ば
道

　
　
徳
法
則
の
事
実
、
そ
こ
に
叡
智
界
の
歴
史
が
あ
る
。

　
　
　
し
か
し
叡
智
界
に
つ
い
て
歴
史
を
言
う
こ
と
は
、
ま
だ
充
分
に
は
理
解
し
難
い
で
あ
ろ
う
。
歴
史
的
時
間
は
始
点
と
共
に
終
点
、
主
な

　
　
く
と
も
方
向
を
も
つ
も
の
と
し
て
表
象
さ
れ
る
。
何
処
よ
り
か
来
り
何
処
へ
か
行
く
の
で
あ
る
。
始
原
と
共
に
目
標
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

　
　
よ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
ま
さ
に
叡
智
界
が
、
そ
の
終
点
、
目
標
を
環
象
界
に
対
し
て
示
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
心
術
の
革
命
」
（
勾
践
－

　
　
ひ
q
5
鐸
も
Q
・
一
G
。
“
）
で
あ
る
。
「
我
々
の
一
切
の
格
率
の
最
高
根
拠
と
し
て
の
法
則
の
純
粋
性
の
圓
復
」
（
菊
O
駅
漁
幽
O
謬
．
ω
●
H
G
O
⑦
）
に
よ
っ
て
、
は

　
　
じ
め
て
人
は
「
叡
智
的
性
格
か
ら
書
っ
て
有
徳
に
な
る
篇
（
菊
①
財
亨
鳶
同
O
P
．
　
m
W
．
ド
O
Q
“
）
。
換
書
す
れ
ば
義
務
を
お
こ
な
う
に
「
義
務
の
表
象
以
外

　
　
の
動
機
を
要
し
な
い
」
（
蒙
e
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
「
悪
か
ら
善
へ
の
還
帰
」
（
菊
9
α
q
δ
鐸
○
。
鳥
。
。
α
）
で
あ
る
。
無
漏
か
ら
悪
へ
の
堕
罪

　
　
と
悪
か
ら
善
へ
の
還
帰
、
そ
れ
は
ま
さ
し
く
叡
智
的
行
為
と
し
て
、
叡
智
界
に
お
け
る
い
わ
ば
出
来
事
で
あ
り
、
歴
史
で
あ
る
。
そ
こ
に

　
　
は
歴
史
の
根
源
と
目
標
と
が
呈
示
さ
れ
て
い
る
。
叡
智
界
の
歴
史
の
意
味
は
こ
の
よ
う
に
し
て
理
解
さ
れ
た
。
そ
れ
は
療
歴
史
と
し
て
、

鋤　
　
　
　
　
　
自
然
の
歴
史
と
自
由
の
歴
史
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自
由
の
歴
史
像
の
根
底
を
形
作
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

八
二

よノ、

7

　
カ
ン
ト
の
歴
史
哲
学
的
思
想
の
考
察
は
、
カ
ン
ト
の
論
述
に
即
す
る
限
り
で
は
多
く
の
不
分
明
な
点
を
残
さ
ざ
る
を
得
な
い
と
思
わ
れ

た
の
で
、
隅
々
の
箇
所
に
光
を
あ
て
て
一
々
精
査
す
る
こ
と
は
予
め
断
念
し
て
、
む
し
ろ
全
体
の
構
造
を
把
握
す
る
こ
と
と
、
特
に
批
判

哲
学
体
系
と
の
原
理
的
な
結
合
を
解
明
す
る
こ
と
に
努
め
て
き
た
。
こ
こ
か
し
こ
に
問
題
は
残
っ
て
い
る
が
、
　
一
応
そ
の
仕
事
は
達
せ
ら

れ
た
と
思
う
の
で
、
最
後
に
と
も
か
く
も
し
め
く
く
り
を
つ
け
る
べ
く
、
漠
と
し
て
形
を
な
さ
ぬ
感
想
め
い
た
も
の
に
形
を
つ
け
て
結
論

に
代
え
よ
う
。

　
カ
ン
ト
の
歴
史
哲
学
的
思
想
は
実
践
哲
学
と
し
て
の
歴
史
哲
学
の
本
質
を
正
し
く
指
し
示
し
て
い
る
。
カ
ン
ト
が
歴
史
の
根
源
的
原
理

を
道
徳
に
基
づ
け
た
こ
と
は
、
不
朽
の
意
義
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
端
的
に
喪
え
ば
、
歴
史
に
つ
い
て
真
の
問
題
は
単
に
歴

史
の
認
識
で
は
な
く
て
同
時
に
歴
史
の
実
践
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
歴
史
と
い
う
も
の
を
意
識
す
る
こ
と
な
し

に
は
、
カ
ン
ト
の
歴
史
哲
学
的
思
想
の
圏
内
に
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
自
然
の
歴
史
は
反
省
力
判
断
力
の
対
象
界
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
は
観
想
的
な
立
場
に
立
っ
て
い
る
。
実
践
的
認
識
と
し
て
主
体
的
自

覚
の
立
場
が
自
由
の
歴
史
観
の
核
を
つ
く
っ
て
い
る
。
し
か
し
主
体
的
自
覚
が
歴
史
的
で
あ
る
た
め
に
は
自
然
の
歴
史
と
の
重
な
り
を
持

た
ね
ば
な
ら
な
い
。
自
由
の
歴
史
は
自
然
の
歴
史
の
中
に
い
わ
ば
影
を
う
つ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
が
歴
史
の
名
で
呼
ば
れ
得
る
の
で

あ
る
。
自
然
の
歴
史
は
自
ら
の
中
に
時
問
的
継
続
を
実
質
と
し
て
持
ち
、
そ
れ
を
規
則
づ
け
方
向
づ
け
る
目
的
を
道
徳
的
な
も
の
か
ら
取

り
入
れ
て
形
式
と
す
る
こ
と
に
お
い
て
成
り
立
つ
。
逆
に
自
由
の
歴
史
は
そ
れ
自
身
に
形
式
的
な
も
の
を
持
ち
、
そ
れ
を
時
間
的
継
続
の



上
に
映
し
て
成
立
す
る
。
こ
の
よ
う
に
自
然
の
歴
史
と
自
由
の
歴
史
と
は
結
び
合
い
重
な
り
合
っ
て
、
自
由
の
進
歩
と
し
て
の
人
間
の
歴

史
を
織
り
成
す
。
時
閥
的
歴
史
の
中
に
超
時
間
的
な
も
の
が
は
た
ら
い
て
根
曳
性
が
救
わ
れ
、
絶
対
的
な
も
の
が
時
間
の
終
点
に
表
象
さ

れ
て
絶
対
的
な
も
の
は
進
歩
の
過
程
の
中
に
生
か
さ
れ
る
。
歴
史
的
な
も
の
は
対
対
的
で
絶
対
的
、
絶
対
的
で
相
対
的
で
も
あ
る
。
カ
ン

ト
の
歴
史
観
は
こ
の
よ
う
に
重
層
的
な
構
造
を
も
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
こ
と
は
カ
ン
ト
の
戦
争
に
対
す
る
姿
勢
に
も
う
か
が
え

る
。
戦
争
を
賢
明
な
自
然
の
配
慮
と
み
る
こ
と
と
、
戦
争
の
絶
滅
を
義
務
と
す
る
こ
と
と
の
こ
の
矛
盾
・
分
裂
は
、
カ
ン
ト
の
不
徹
底
の

あ
ら
わ
れ
で
は
な
く
、
む
し
ろ
彼
の
歴
史
観
の
深
底
を
露
呈
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
真
に
実
践
的
な
も
の
は
、
か
か
る
分
裂
の
統
一
を
内

蔵
す
る
。
自
然
と
自
由
と
を
包
む
摂
理
へ
の
信
仰
、
或
い
は
歴
史
の
真
相
を
直
射
す
る
智
慧
と
も
い
う
べ
き
形
で
こ
こ
に
現
わ
れ
た
大
哲

カ
ン
ト
の
思
想
の
核
心
は
、
す
べ
て
の
実
践
哲
学
の
核
心
で
も
あ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
筆
者
　
東
大
寺
学
園
高
校
教
諭
）
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Mlmaihsal〈as　and　the　Advaita－vedant1ns　etc．，　any　knowledge　is　conditioned

as　true　by　the　same　constituent　ele．．ments　of　the　knowledge，　and　the　truth

is　also　cognized　by　the　same　causes　that　make　us　apprehend　the　1〈nowledge．

However，　when　the　difference　of　views　between　the　said　two　schoo｝s　taken

into　account，　the　truth　only　shall　be　here　scrutinized　in　connection　with　the

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
determination　of　the　truth　value．

　　The　Nyaya－VaiSesikas　hold　the　view　that　mere　cognitlon　‘this　is　a　jar’

necessarlly　leads　to　an　after－cognition　or　apperception　‘1　know　that　this　is　a

jar’　or　‘1　have　the　knowledge　that　this　is　a　jar’，　wh｛ch　involves　the　first

cognition　as　its　content．　But　the　cognition　of　tlie　truth　is　an　entirely　different

Tnatter，　which　is　to　be　inferred　on　the　basis　of　practical　utility；出e　truth　of

a　cognition　is　first　cognized　by　us，　only　when　we　act　upon　the　knowledge

or　even　in　the　midst　of　doubt　about　it，　and　see　the　action　lead　to　a　conative

satisfaction．　From　the　fruitful　of　the　cognition　the　truth　is　inferred，　for

whatever　thing　is　not　true　does　not　give　rise　to　‘fruitful　action’．　ln’ 狽??

case　of　a　cognition　about　unfamiliar　object，　it　is　purely　negative　form　of

inference　based　on　the　failure　of　our　attempt．

　　However，　when　a　severe　attack　be　made　by　the　opponents　as　to　bow　the

yalidity　of　the　conative　satisfaction　and　the　inference　etc．，　can　be　tested　as

such，　the　later　Naiyayil〈as　try　to　evade　the　difliculties　even　by　accepting

self－determined　cognitions　and　means　thereof．　Among　them　are　counted

inference（α箆πηz伽の，　comparison（upam励の，cognition　of　rese斑blance　between

tWO　cOgnitionS（ブ宛励a－ga彦α一5δ頃γ砂α一ブ苑盈α），　after－COgnition（α耀妙αむα3＠のand

c◎gnition　of　anything　as　mere　subject　（勲師ワ’肋zα）．

Geschiehte　der　N’atur　und　G　esehiekte　der　Freiheit

　　　　Zur　Problematik　cler　geschichtsphilosophlschen

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Gedanken　bei　Kant

von　Kenji　lke－uchi

Die　philosephischen　Gedanken　ttber　die　Geschichte，　die　Kant　in　seinen

4



einigen　kle｝nen　Schriften　zum　Ausdruck　gebracht　hat，　bleiben　im　Ganzen

eine　Skizze，　die　recht　unbestimmt，　aber　doch　aufschlussreich　ist．　lm

vorliegenden　Aufsatz　haben　wir　versucht，　seine　Grundgedanken　zu　erlautern

und　deren　Grund　in　seiner　kritischen　Philosophie　zu　er6rtern．

　　Kants　Gedanke　tibet’　d’ie　Geschichte　ist　daducch　ausgezeichnet，　dass　er　in

sich　die　zwei　Anblicke　der　Geschichte，　d．　h．　Geschlchte　der　Natur　und

Geschichte　der　Freiheit　enthalt．　Die　Geschichte　der　Natur　besteht　in　der

Entwicklung　der　Naturanlage　zur　Menschheit，　d．　h．　im　Fortschritt　der　Kultur

so　wie　in　der　Verwirklichung　der　bifrgerlichen　Gesellschaft．　Dieser　Begriff

der　Geschichte　der　Natur　ist　in　der　Lehre　der　“Zweckmtisslgl｛eit　der　NTatur”

in　der　dritten　Kriti｝〈　begrlindet．　Glelchzeitig　mit　einer　solchen　Festlegung

des　Naturbegriffes　in　einer　Art　der　Vorsehung　kommt　nur　aber　die　Freiheit

des　menschlichen　Subjel〈ts　in　Frage．　Dass　das　Gesetz　der　Freiheit，　die　die

Kausalitat　des　lntelligibelen　ist，　dasjenige　moralische　ist，　was　sich　im

“kategorischen　lmperativ”　ank“ndigt，　das　ist　schon　in　der　zweiten　Kritik

deutlich　gemacht．　Jenes　innerste　Faktum，　dass　uns　das　moralische　Gesetz

nur　im　lmperativ　“Du　sollst”　zuglinglich　wird，　bezeugt　schon　unverkennbar，

dass　wir　auf　dem　Weg　sind，　der　mit　dem　“Stindenfall”　anfingt　und　durch

die　“Revolution　der　Gesinnung”　zur　“Heiiigkeit”　ftthrt．　Dieser　Vorgang，

der　Fortschritt　ist　eine　unzeitiche　Reihe　der　intelligibelen　Tat，　clie　als

Entwicl〈lung　der　menschlichen　Anlage　zur　“Pers6nlichl〈eit”　die　Geschichte

der　Freiheit　ist．　Die　auf　solche　VS」eise　aufeinander　bezogene　Zweiheit　des

Kantischen　Anblicks　der　Geschichte，　d．　h．　Geschichte　der　Natur　und　Ge＄chichte

der　Freiheit，　ist　also　am　letzten　Ort　in　dem　Wesenscharakter　des　Menschen

verwurzelt，　der　“sinnlich”　und　zugleich　“tibersinnlich”　bleibt．　Der　oben－

genannte　Grundgedanke　“ber　die　Geschichte　bei　Kant　belehrt　uns，　dass　die

Geschichte　nicht　bloss　theoretisch－relativ　angeschaut　werden　darf，　sondern

zugleich　praktisch－absolut　erblickt　werden　soll．
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