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序
雷
（
ジ
ョ
ン
・
D
・
ゴ
ー
ヒ
ン
教
授
に
よ
る
）

　
こ
れ
ら
の
筆
記
は
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
が
か
れ
の
『
宇
宙
論
　
　
古
代
お
よ
び
近
代
　
　
』
と
い
う
講
義
教
程
で
、
一
九
三
六
年
十
二

月
の
三
・
五
・
八
・
十
の
四
日
に
わ
た
っ
て
講
義
し
た
も
の
の
、
一
語
一
語
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
の
記
録
で
あ
る
。
そ
の
課
程
中
、
こ
れ

ら
の
日
に
先
き
立
っ
て
開
か
れ
た
集
り
で
、
わ
た
く
し
は
か
れ
の
助
手
と
し
て
、
一
つ
の
講
義
を
し
た
。
そ
の
講
義
の
中
で
わ
た
く
し
は

ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
、
か
れ
の
『
漠
然
性
』
の
理
説
を
も
っ
と
は
っ
き
り
し
た
も
の
と
す
る
よ
う
求
め
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
課
程
に
娼

逸
し
て
い
た
学
生
達
は
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ン
ド
は
哲
学
的
思
索
に
お
け
る
明
晰
性
を
軽
ん
じ
、
『
漠
然
性
』
（
〈
節
σ
q
¢
①
ご
Φ
ω
。
・
）
ま
た
は
『
曖
昧

性
』
（
ヨ
醒
伽
伽
剛
⑦
震
げ
①
幾
伽
①
伽
コ
①
の
G
o
）
を
推
奨
し
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
印
象
を
と
き
あ
っ
て
受
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

こ
う
し
た
類
の
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
の
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
か
れ
は
、
抽
象
的
思
惟
が
、
経
験
の
背
後
に
あ
る
半
透
明
な
陰
影
に
対

し
て
も
っ
て
い
駈
関
係
に
、
深
い
関
心
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
或
る
観
点
か
ら
云
っ
て
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
形
而
上
学
を
、
こ
の

関
係
と
本
質
的
に
か
か
わ
っ
て
い
る
も
の
、
と
解
す
る
こ
と
も
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
が
経
験
の
う
ち
に
も
と
も
と
あ
ら

　
　
　
　
㎝
．
抽
象
』
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
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哲
学
研
究
　
第
四
百
九
十
六
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

わ
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
た
『
過
程
』
の
世
界
と
は
、
そ
の
中
で
は
一
切
の
も
の
が
他
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る

よ
う
な
世
界
、
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
有
限
な
『
諸
事
実
』
は
、
有
限
な
諸
真
理
ま
た
は
抽
象
と
同
じ
く
、
実
在
性
お
よ
び
経
験
の

背
景
一
無
限
な
一
i
一
と
、
つ
き
舎
せ
て
説
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
　
㎝
つ
の
抽
象
ま
た
は
有
限
な
真
理
は
、
こ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
恣

意
的
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
背
景
に
は
、
表
現
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
得
た
の
だ
が
、
よ
か
れ
あ
し
か
れ
或
る
理
由
に
よ
っ
て
圧
し
隠
さ

れ
て
し
ま
っ
た
他
の
も
の
が
い
つ
も
あ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
講
義

　
　
　
　
　
　
　
騨
　
曖
昧
性

　
わ
た
く
し
は
二
つ
の
講
義
案
を
持
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
そ
の
う
ち
の
ど
ち
ら
を
講
じ
る
か
決
定
で
き
ず
に
い
ま
し
た
。
私
は
や
っ
と

決
心
し
た
ば
か
り
で
す
。
ゴ
ー
ヒ
ン
博
士
は
、
　
「
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
疑
は
ど
ん
な
種
類
の
曖
昧
性
（
ヨ
環
儀
魁
？
ぴ
¢
鼠
①
儀
器
ω
ω
）
を
是
認
す

る
の
か
」
と
問
う
て
お
ら
れ
ま
す
。
で
す
か
ら
、
わ
た
く
し
は
お
答
え
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
は
「
抽
象
」
に
つ
い
て
の
二
つ
の
大
き
な
問
題
（
閣
老
連
関
性
と
真
理
の
有
限
性
の
問
題
）
と
か
か
わ
り
が
あ
り
ま

す
。
そ
れ
は
事
物
の
連
関
性
（
O
O
⇔
一
μ
⑦
O
酔
①
餌
雛
の
o
o
ω
）
の
考
え
と
か
か
わ
り
が
あ
り
ま
す
。
事
物
の
桐
互
連
関
性
と
い
う
も
の
を
強
調
し
て
い

る
哲
学
者
の
誰
か
を
、
ま
あ
一
寸
お
読
み
に
な
っ
て
下
さ
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
周
知
の
誓
学
者
が
お
り
ま
す
。
ブ
ラ
ッ
ド
レ
イ
で
す
。
彼
の
著
作
の
い
く
つ
か
を
皆
さ
ん
が
読
ん
で
ご
ら
ん
に
な

り
さ
え
す
れ
ば
、
．
皆
さ
ん
御
霞
身
、
恐
ろ
し
く
混
乱
し
て
し
ま
わ
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
事
物
が
相
互
に
連
関
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、

も
し
そ
れ
ら
の
事
物
の
塞
質
に
属
す
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
際
に
は
、
事
物
の
理
解
は
、
宇
宙
の
中
で
そ
れ
ら
事
物
が
ど
ん
な
場
所
を

本
質
的
に
占
め
て
い
る
か
の
理
解
な
く
し
て
は
、
不
可
能
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
だ
か
ら
し
て
、
一
つ
の
事
に
つ
い
て
の
い
か
な

る
言
明
を
試
み
よ
う
と
し
て
も
、
断
然
宇
宙
全
体
を
そ
の
　
貫
明
に
含
め
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
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し
た
が
っ
て
、
有
限
な
真
理
と
い
う
よ
う
な
そ
ん
な
も
の
は
存
し
な
い
の
だ
と
い
う
難
題
に
逢
着
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
　
一
つ
の
大

な
る
真
理
だ
け
が
あ
る
と
申
せ
ま
し
ょ
う
。
つ
ま
り
、
理
解
が
無
限
性
を
持
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　
と
こ
ろ
で
そ
の
難
題
と
い
う
の
は
、
つ
ま
り
、
私
は
自
己
自
身
を
理
解
せ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
け
で
な
く
、
無
難
と
他
者
と
の
関
連
、
及

び
、
こ
れ
ら
他
老
網
互
の
関
連
を
理
解
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
す
。

　
で
、
こ
の
結
果
あ
な
た
方
が
事
物
の
縮
互
連
関
性
に
つ
い
て
一
般
的
な
雷
明
を
し
始
め
る
場
舎
の
あ
な
た
方
の
決
着
は
、
神
は
一
切
の

事
物
を
直
ち
に
見
て
と
る
の
で
あ
り
事
物
を
理
解
し
得
る
の
だ
が
、
わ
れ
わ
れ
は
決
し
て
そ
う
は
で
き
な
い
の
だ
、
と
す
る
こ
と
で
あ
り

ま
す
。
わ
れ
わ
れ
は
決
し
て
真
理
な
る
も
の
を
見
出
さ
な
い
の
で
す
。

　
わ
た
く
し
は
想
い
起
こ
す
の
で
す
が
、
数
年
も
前
に
、
探
る
若
い
天
文
学
者
と
語
っ
て
お
り
ま
し
た
。
そ
の
入
は
、
或
る
事
が
真
と
し

て
信
ぜ
ら
れ
る
の
は
何
故
か
と
問
わ
れ
て
、
次
の
よ
う
に
答
え
ま
し
た
。
　
「
何
故
と
い
っ
て
、
私
は
事
物
の
う
ち
に
は
、
或
る
本
質
的
な

折
り
臼
正
し
さ
（
餌
①
8
蓉
団
）
が
根
底
に
あ
る
と
想
定
す
る
か
ら
で
す
」
と
。

　
で
、
こ
の
事
を
私
達
が
儒
じ
る
限
り
に
お
い
て
、
有
限
な
真
理
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
可
能
な
の
で
あ
り
ま
す
。

　
し
か
し
、
も
し
あ
な
た
方
が
反
対
の
真
理
に
走
っ
た
と
す
る
と
、
あ
な
た
は
小
さ
な
有
限
な
真
理
の
み
を
考
慮
に
入
れ
る
の
で
あ
り
、

連
関
性
と
い
う
も
の
を
し
ば
ら
く
措
く
一
も
っ
と
も
、
こ
う
い
う
こ
と
が
実
際
に
可
能
で
あ
る
と
あ
な
た
が
信
じ
る
と
し
て
の
話
で
あ

り
ま
す
が
一
i
こ
と
に
な
り
ま
す
。
も
し
あ
な
た
方
が
、
自
己
は
、
事
物
へ
関
係
づ
け
な
く
て
も
完
全
な
自
己
な
の
だ
と
信
じ
る
の
で
あ

る
な
ら
ば
、
あ
な
た
方
は
当
然
、
事
物
に
関
し
て
異
常
な
ほ
ど
は
っ
き
り
出
来
ま
す
。
し
か
し
、
あ
な
た
方
は
独
我
論
へ
と
戻
ら
さ
れ
る

の
で
す
。

　
す
る
と
、
世
界
の
残
部
は
、
事
実
上
、
あ
な
た
の
存
在
に
ふ
く
ま
れ
る
お
と
ぎ
話
に
な
り
ま
す
。
あ
な
た
の
役
割
は
、
　
一
つ
の
夢
を
見

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
か
く
し
て
、
あ
な
た
方
は
、
す
ば
ら
し
く
明
晰
な
一
つ
の
独
我
論
へ
と
到
る
の
で
す
が
、
と
は
言
っ
て
も
、
そ
の

独
我
論
は
、
あ
な
た
の
存
在
に
含
ま
れ
る
一
つ
の
明
白
な
事
実
、
つ
ま
り
あ
な
た
が
世
界
の
中
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
否
定
し
て
い

　
　
　
　
『
抽
象
撫
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三



　
　
　
　
　
　
哲
滋
ず
研
究
　
　
第
照
冒
九
十
六
暑
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四

〇〇

1
　
る
の
で
す
。

　
　
　
こ
れ
は
無
意
味
な
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
わ
た
く
し
が
あ
な
た
方
に
講
義
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
私
の
存
在
の
本
質
で
は

　
　
な
い
で
し
ょ
う
か
。
か
く
て
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
わ
れ
わ
れ
は
全
く
も
っ
て
デ
リ
ケ
ー
ト
な
探
究
に
従
事
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
す
な
わ

　
　
ち
一
方
で
は
わ
れ
わ
れ
と
世
界
と
の
連
関
を
理
解
し
、
又
、
わ
れ
わ
れ
の
存
在
そ
の
も
の
が
こ
れ
ら
の
諸
連
関
に
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と

　
　
を
理
解
し
な
が
ら
、
他
方
で
は
〔
有
限
な
〕
真
理
の
媒
体
つ
ま
り
個
々
独
立
で
、
ま
た
、
事
物
の
持
つ
基
本
的
な
折
貝
正
し
さ
と
い
う
形

　
　
で
現
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
か
の
媒
体
を
、
保
持
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
そ
れ
故
、
雰
常
に
精
妙
に
し
て
微

　
　
妙
な
調
整
つ
ま
り
体
系
化
を
要
し
ま
す
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
、
言
語
に
蘭
し
て
厄
介
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
言
語
は
、
ま
さ
に
こ
の
と
こ
ろ
で
奇
妙
に
不
精
妙
な
の
で
す
。

　
　
　
そ
こ
で
こ
う
し
た
こ
と
は
、
私
が
す
で
に
言
っ
た
こ
と
へ
立
ち
帰
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
の
意
識
的
な
知
覚
は
、
存
在
の
本
質

　
　
的
な
諸
性
質
に
関
し
て
は
非
常
に
不
精
妙
な
の
で
す
。

　
　
　
そ
こ
で
あ
な
た
方
は
過
度
の
虜
晰
性
の
持
つ
諸
々
の
危
険
を
お
分
り
に
な
る
。
或
る
人
の
知
覚
の
明
晰
に
し
て
正
確
な
諸
部
分
が
宇
宙

　
　
の
重
要
に
し
て
内
奥
な
る
諸
象
面
を
あ
ら
わ
に
し
は
し
な
い
の
で
す
。

　
　
　
た
と
え
ば
、
わ
た
く
し
の
今
持
っ
て
い
る
知
覚
は
、
有
色
の
形
体
の
感
覚
を
与
え
ま
す
。
そ
れ
ら
は
、
「
そ
れ
」
で
あ
り
、
「
そ
こ
」
に

　
　
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
わ
た
く
し
は
有
色
の
諸
々
の
形
に
向
か
っ
て
講
義
を
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
否
で
す
。
わ
た
く
し
は
、
私

　
　
の
感
覚
に
関
し
て
、
何
か
奇
妙
に
冠
た
る
も
の
が
あ
る
の
を
感
じ
ま
す
。
そ
し
て
、
わ
た
く
し
は
、
あ
な
た
方
が
す
べ
て
理
解
力
と
情
緒

　
　
と
関
心
を
持
っ
て
い
る
と
は
奇
妙
な
こ
と
だ
と
思
っ
た
り
し
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
わ
た
く
し
の
興
味
を
惹
い
て
い
る
の
は
、
あ
な
た
方
の

　
　
心
の
中
へ
入
っ
て
行
く
と
こ
ろ
の
も
の
で
す
。
し
か
し
、
わ
た
く
し
は
こ
れ
を
明
晰
に
知
覚
し
得
る
で
し
ょ
う
か
。
で
き
ま
せ
ん
。
実
際
、

　
　
私
の
何
と
な
く
ご
た
ご
た
し
た
講
義
の
仕
方
は
、
わ
た
く
し
の
諸
観
念
が
あ
な
た
方
へ
明
晰
に
伝
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

　
　
　
け
れ
ど
も
、
明
晰
で
あ
る
も
の
も
極
め
て
重
要
な
も
の
で
す
。
そ
れ
は
一
種
の
交
通
信
号
で
す
。
わ
た
く
し
が
、
教
室
で
、
有
色
の
形
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あ
る
も
の
を
一
つ
も
見
な
い
場
合
で
も
、
わ
た
く
し
は
『
い
や
い
や
、
私
は
心
に
向
か
っ
て
講
義
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
色
の
つ
い
た

形
に
向
か
っ
て
講
義
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
だ
』
と
言
っ
て
講
義
を
つ
づ
け
る
べ
き
で
し
ょ
う
か
。
否
で
す
。
と
に
も
か
く
に
も
、
有

色
の
諸
形
体
は
交
通
僑
号
で
あ
る
。
そ
れ
以
上
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
或
る
有
色
の
形
体
は
美
し
く
、
或
る
も
の
は
哀
し
く
、
或
る
も
の

は
醜
い
。
で
、
と
も
か
く
わ
れ
わ
れ
は
、
層
層
を
ぱ
有
色
の
形
体
か
ら
成
る
宇
宙
と
考
え
う
る
の
で
す
。

　
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
ど
の
よ
う
に
し
て
生
き
る
か
と
言
え
ば
、
正
に
わ
れ
わ
れ
が
重
要
性
の
感
じ
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
う
し

た
漠
た
る
感
覚
か
ら
一
組
の
諸
価
値
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
こ
う
し
て
得
ら
れ
た
不
正
確
な
交
通
信
号
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
と

事
物
と
の
相
互
関
係
を
決
め
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
な
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
夜
誰
か
が
華
を
駆
っ
て
い
る
と
し
て
見
よ
う
。
事
実
か

れ
は
抽
象
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
天
空
の
美
、
春
の
香
り
、
鳥
達
や
虫
と
い
っ
た
も
の
が
存
す
る
。
が
、
か
れ
は
こ
う
し
た
こ
と
が
ら

の
う
ち
か
ら
、
交
通
儒
号
を
抽
象
し
て
い
る
。
さ
ら
に
か
れ
は
交
通
信
暑
か
ら
も
抽
象
し
て
い
る
の
だ
。
か
れ
は
「
赤
」
の
美
を
考
慮
に

入
れ
な
い
。
か
れ
は
た
だ
、
か
れ
の
運
転
と
の
関
係
で
交
通
信
号
を
考
察
す
る
の
み
で
あ
る
。

　
私
が
解
明
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
の
は
、
あ
な
た
方
は
あ
ま
た
の
専
門
語
を
習
得
し
て
い
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
が
危
険
な
の
だ
と

い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
が
実
際
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る
か
、
あ
な
た
方
に
知
っ
て
欲
し
い
と
思
う
の
で
す
。
と
い
う
の
は
、
あ
な
た
方
は
、

感
覚
、
思
考
の
爾
者
に
お
い
て
、
無
縁
な
こ
と
を
一
切
厳
格
に
鎮
圧
し
て
し
ま
う
の
だ
か
ら
で
す
。
そ
し
て
、
あ
な
た
が
思
考
を
導
こ
う

と
さ
れ
る
努
力
は
、
そ
う
し
た
き
つ
い
省
略
に
よ
っ
て
選
び
出
さ
れ
た
観
念
、
つ
ま
り
、
意
識
や
、
大
概
の
感
情
や
、
共
感
や
経
験
と
い

っ
た
も
の
す
ら
に
鋤
象
を
心
え
て
取
り
出
さ
れ
た
、
　
一
組
の
手
薄
な
観
念
、
に
基
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
か
く
し
て
、
わ
た
く

し
が
こ
こ
で
表
明
し
よ
う
と
実
際
欲
し
て
い
る
こ
と
は
、
あ
な
た
方
が
抽
象
に
よ
っ
て
捨
て
去
っ
た
一
切
の
も
の
は
、
あ
な
た
方
の
全
存

在
に
と
っ
て
、
と
び
き
り
関
り
が
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
こ
れ
が
わ
た
く
し
の
言
わ
ん
と
す
る
罪
な
の
で
す
。
専
門
的
著
作
の
う
ち
に
は
、
愚
か
な
考
え
が
あ
っ
て
、
あ
な
た
方
は
関
り
の
な
い

こ
と
か
ら
抽
象
す
る
の
だ
と
す
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
本
当
の
と
こ
ろ
は
、
あ
な
た
方
が
抽
象
す
る
の
は
、
全
く
大
い
に
関
り
が
あ
る
も

　
　
　
　
『
抽
象
』
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
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の
か
ら
な
の
で
す
。
し
か
し
、
あ
な
た
方
は
、
自
ら
の
行
動
を
謝
解
し
、
繋
る
特
定
の
喜
び
を
享
受
せ
ん
が
た
め
に
、
霞
ら
の
意
識
の
全

体
を
、
　
一
組
の
手
薄
な
諸
関
係
の
中
に
入
れ
て
し
ま
う
の
で
す
。
こ
れ
ら
の
諸
関
係
は
、
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
が
考
察
に
入
れ
な
い
諸
関
係

を
蘭
提
し
て
い
る
の
で
す
。
わ
れ
わ
れ
は
煙
り
の
な
い
こ
と
か
ら
抽
象
す
る
の
で
は
な
く
、
留
り
の
あ
る
諸
事
実
、
と
り
出
さ
れ
た
諸
部

分
に
お
い
て
も
当
然
考
慮
さ
る
べ
き
筈
の
諸
事
実
か
ら
抽
象
す
る
の
で
す
。

　
あ
な
た
方
は
、
第
一
に
噂
罷
る
直
接
的
な
諸
羅
的
を
保
有
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
う
し
た
皮
配
的
な
諸
翼
的
は
、
直
接
的

に
観
察
さ
れ
て
い
る
部
分
の
宇
宙
か
ら
は
獲
得
さ
れ
得
な
い
の
で
す
。
事
柄
の
性
質
上
赤
い
色
は
、
　
「
止
ま
れ
」
と
愛
い
は
し
な
い
。
そ

の
二
つ
の
事
の
連
舎
は
、
経
験
の
一
大
集
団
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
の
で
す
。
し
か
も
あ
な
た
方
は
、
運
転
し
て
い
る
際
に
は
、
こ
の

経
験
の
全
集
団
を
無
視
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
更
に
ま
た
、
あ
な
た
方
は
今
の
と
こ
ろ
、
自
動
車
の
構
造
を
、
考
察
し
な
い
で
も
よ
い
。
そ
れ
ら
の
事
一
切
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
け

れ
ど
も
、
あ
な
た
方
は
無
視
す
る
の
で
す
。
し
か
し
、
も
し
あ
な
た
方
が
自
分
達
の
し
て
し
ま
っ
た
事
を
正
当
化
す
る
よ
う
に
求
め
ら
れ

た
場
合
に
は
、
そ
れ
ま
で
あ
な
た
方
が
自
分
自
身
を
限
界
づ
け
て
い
た
抽
象
の
働
き
を
、
直
ち
に
越
え
て
進
ま
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。

　
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ら
抽
象
作
用
は
極
め
て
危
険
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
あ
な
た
方
の
抽
象
の
正
当
化
が
変
化
し
た
と
す
れ
ば
ど
う
な

り
ま
す
か
。
赤
が
緑
と
と
り
か
え
ら
れ
た
ら
ど
う
な
り
ま
す
か
。
抽
象
の
全
体
と
い
う
も
の
は
、
そ
れ
が
妥
当
性
を
確
保
す
る
た
め
に
は

ど
こ
ま
で
も
不
変
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
一
組
の
栢
互
関
係
を
指
示
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
そ
し
て
、
あ
な
た
が
自
身
の
眼
を
身
の
ま
わ
り
に
向
け
る
度
ご
と
に
、
あ
な
た
は
抽
象
す
る
の
で
す
。
つ
ま
り
あ
な
た
方
は
、
あ
な
た

自
身
が
ひ
ど
く
強
調
す
る
ひ
と
つ
の
も
の
の
み
を
見
て
い
る
。
そ
こ
に
、
こ
れ
ら
の
抽
象
を
全
状
況
が
支
持
一
あ
な
た
方
が
そ
れ
ら
抽

象
を
受
け
入
れ
る
の
と
問
じ
意
味
で
一
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
闇
題
の
全
体
が
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
わ
れ
わ
れ
は
繋
り
の
あ
る
一
切
の
事
物
を
心
中
に
保
つ
は
ず
で
あ
る
と
、
あ
な
た
方
は
お
っ
し
ゃ
る
で
し
ょ
う
。
だ
が
わ
れ
わ
れ
は
そ

れ
が
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
は
有
限
な
心
を
持
っ
て
お
り
、
守
り
の
あ
る
事
　
切
を
心
に
保
有
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
。



　
　
　
た
と
え
ば
私
が
講
義
す
る
際
、
自
分
の
使
お
う
と
す
る
言
葉
の
こ
と
を
欝
分
が
意
識
す
る
と
、
講
義
は
だ
め
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　
　
私
の
い
う
言
葉
は
、
あ
な
た
方
に
と
っ
て
新
ら
し
い
の
と
同
じ
く
、
わ
た
く
し
に
と
っ
て
も
新
ら
し
い
も
の
と
し
て
現
わ
れ
て
来
る
の
で

　
　
す
。
そ
し
て
し
ば
し
ば
そ
れ
ら
の
言
葉
は
わ
た
く
し
を
夢
中
に
な
ら
せ
ま
す
。
そ
れ
で
、
た
と
え
ば
私
は
限
度
を
超
え
て
俗
語
を
使
っ
て

　
　
い
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。
数
年
前
の
わ
た
く
し
は
、
こ
こ
で
講
義
す
る
前
に
ラ
ド
タ
リ
フ
〔
ハ
ー
ヴ
ァ
…
罫
大
学
の
女
子
部
〕
で
講
義
を

　
　
す
る
の
を
常
と
し
て
い
ま
し
た
。
わ
た
く
し
は
同
じ
こ
と
に
つ
い
て
講
義
し
よ
う
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
私
が
ラ
ド
タ
リ
フ
で

　
　
う
ま
く
講
義
を
し
た
時
に
は
、
こ
こ
で
の
講
義
が
だ
め
に
な
り
ま
し
た
。
と
い
う
の
は
、
わ
た
く
し
は
、
用
い
た
正
に
そ
の
言
葉
を
一
々

　
　
想
い
出
そ
う
と
試
み
た
か
ら
な
の
で
す
。
し
か
し
、
私
が
ラ
ド
タ
リ
フ
で
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
失
敗
し
た
蒔
に
は
、
こ
こ
で
大
変
う
ま
く

　
　
や
り
ま
し
た
。

　
　
　
さ
て
、
要
点
は
こ
う
で
す
。
つ
ま
り
、
あ
な
た
方
が
す
る
経
験
の
総
体
か
ら
の
抽
象
は
、
ど
の
程
度
に
必
要
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で

　
　
す
。
こ
れ
は
人
に
よ
っ
て
異
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
あ
な
た
方
は
、
自
己
の
経
験
を
し
か
る
べ
く
扱
う
た
め
に
は
抽
象
を
し
な
く
て
は
な

　
　
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
こ
の
事
を
な
す
た
め
に
は
、
あ
な
た
方
は
自
余
の
事
物
を
前
提
し
、
そ
れ
ら
と
の
関
り
を
保
持
し
な
く
て
は
な
り
ま

　
　
せ
ん
。

　
　
　
し
か
し
、
あ
な
た
方
が
こ
と
ご
と
く
の
事
物
を
考
え
て
行
く
、
高
貴
な
諸
瞬
間
が
ま
れ
に
は
存
在
し
ま
す
。
け
れ
ど
も
そ
う
し
た
場
合

　
　
と
て
も
、
あ
な
た
方
は
、
実
は
、
こ
と
ご
と
く
の
事
物
を
考
察
で
き
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
あ
な
た
方
は
、
経
験
の
総
体
を
す
ば
や
く
か

　
　
つ
細
部
を
見
分
け
ず
に
ず
っ
と
妾
た
っ
て
み
る
よ
り
ほ
か
な
い
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
あ
な
た
方
は
、
あ
な
た
方
が
考
察
し
て
い
な
い
事
物

　
　
か
ら
、
象
る
も
の
を
取
り
出
す
一
次
的
撰
択
を
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
し
か
し
尚
ま
だ
い
く
分
ご
た
ご
た
し
て
い
ま
す
。
そ

　
　
し
て
最
後
に
、
あ
な
た
方
は
非
常
に
は
っ
き
り
し
た
主
題
に
落
ち
つ
く
の
で
す
。
一
つ
の
と
て
も
こ
じ
ん
ま
り
し
た
主
題
に
落
ち
つ
き
ま

　
　
す
。
他
の
漠
然
た
る
諸
々
の
事
柄
と
の
関
連
を
定
着
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
か
ら
、
あ
な
た
方
は
、
つ
い
で
、
こ
れ
ら
の
関
係
を
、
そ

　
　
れ
ら
関
係
自
身
の
性
格
に
つ
い
て
考
察
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
と
は
書
え
、
そ
れ
ら
の
諸
関
係
の
重
要
性
は
、
よ
り
広
範
囲
な
査
察

031
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04
1
　
か
ら
得
ら
れ
る
の
で
す
。

　
　
　
し
か
し
、
あ
な
た
方
が
も
し
墾
噺
に
や
ろ
う
と
固
執
す
る
な
ら
ば
、
何
一
つ
得
る
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
。
あ
な
た
方
が
疑
い
を
か
け

　
　
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
高
踏
的
な
語
句
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
「
。
㌶
ω
ω
」
と
か
ず
巳
」
と
か
、
「
8
α
q
Φ
注
興
」
や
「
鋳
月
島
。
塊
ε
と
い
っ
た

　
　
た
い
し
た
こ
と
の
な
い
言
葉
な
の
で
す
。
驚
く
ほ
ど
多
様
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
は
、
こ
れ
ら
と
る
に
足
ら
ぬ
よ
う
な
書
葉
な
の
で
す
。

　
　
こ
の
こ
と
を
例
解
す
る
た
め
に
、
わ
た
く
し
は
葡
回
の
講
義
で
、
ヒ
ュ
ー
ム
が
次
の
よ
う
に
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
ま
し
た
。
か
れ
は
｝

　
　
つ
の
「
体
」
（
σ
q
H
o
螺
唱
）
を
諸
性
質
の
集
り
と
称
し
ま
し
た
。
そ
の
際
、
も
ち
ろ
ん
、
　
一
つ
の
集
合
体
と
い
う
も
の
は
そ
こ
に
存
す
る
諸
性

　
　
質
に
よ
る
だ
け
で
定
義
さ
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
わ
た
く
し
が
あ
な
た
方
の
う
ち
の
一
人
と
知
り
合
い
に
な
る
と
し
ま
す
。
す
る
と
わ
た

　
　
く
し
は
そ
の
人
に
関
す
る
新
し
い
事
柄
を
知
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
れ
は
前
と
は
ち
が
っ
た
一
つ
の
馨
し
い
集
合
と
な
り
ま
す
。

　
　
し
か
し
な
が
ら
、
わ
た
く
し
は
閥
一
の
若
い
男
に
向
っ
て
語
り
か
け
て
い
る
の
で
す
。
だ
か
ら
し
て
、
単
な
る
集
合
と
い
う
考
え
だ
け
で

　
　
は
覆
い
得
な
い
何
物
か
が
そ
こ
に
存
在
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
か
く
し
て
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
驚
嘆
す
べ
き
明
晰
な
思
索
家
で
あ
り
ま
し
た

　
　
か
ら
、
か
の
結
合
の
原
理
を
導
入
す
る
の
止
む
な
き
に
い
た
っ
た
の
で
す
。
さ
き
の
人
に
関
し
て
云
え
ば
、
そ
こ
に
同
じ
く
統
一
の
原
理

　
　
が
存
在
す
る
の
で
す
。
が
、
た
だ
そ
の
集
合
は
別
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

　
　
　
し
か
し
、
統
一
の
原
理
と
は
何
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
内
的
な
も
の
な
の
か
、
外
的
な
も
の
な
の
か
。
十
戒
や
掛
算
の
九
々
の
表
の
統
一

　
　
の
原
理
を
と
っ
て
み
ま
し
ょ
ヶ
。
そ
れ
ら
は
、
共
に
統
一
の
原
理
と
い
っ
て
も
、
全
く
異
な
っ
て
い
ま
す
。
あ
る
い
は
ま
た
、
魂
と
呼
ば

　
　
れ
る
別
種
の
統
一
の
原
理
が
存
す
る
し
、
そ
し
て
ま
た
、
あ
な
た
方
の
心
身
の
統
一
の
原
理
が
存
し
ま
す
。
こ
う
し
て
、
あ
な
た
方
は
形

　
　
而
上
学
の
全
闇
題
と
直
面
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

　
　
　
こ
れ
が
、
わ
れ
わ
れ
は
開
晰
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
場
合
に
、
わ
た
く
し
の
意
味
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
は
わ
れ

　
　
わ
れ
の
考
え
を
、
経
験
に
よ
っ
て
例
解
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
私
は
地
面
に
向
っ
て
落
下
す
る
事
物
の
例
を
、
　
一
つ
だ
っ

　
　
て
今
の
瞬
間
見
て
は
い
な
い
の
に
、
運
動
が
本
質
上
は
不
連
続
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
い
と
わ
た
く
し
は
考
え
て
い
る
の
で
す
。
立
派
な



　
　
本
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
物
理
の
諸
法
期
の
一
切
を
す
べ
て
一
ぺ
ん
に
心
の
中
に
持
っ
て
い
る
の
だ
と
書
い
て
は
あ
り
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
は
、

　
　
し
か
し
、
こ
う
し
た
諸
々
の
方
程
式
の
す
べ
て
を
心
の
中
に
持
っ
て
お
り
は
し
な
い
。
ま
た
は
、
た
と
え
持
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ

　
　
ら
諸
法
則
の
諸
例
ま
で
も
心
の
中
に
有
し
て
は
い
な
い
の
で
す
。

　
　
　
あ
な
た
方
が
街
路
を
横
切
っ
て
い
る
と
し
ま
す
。
そ
の
と
き
あ
な
た
方
は
全
く
頭
を
空
に
し
た
状
態
に
な
っ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
わ
れ

　
　
わ
れ
は
心
中
に
複
雑
な
定
理
を
冤
て
い
る
と
い
う
の
は
全
く
の
無
意
味
で
す
。

　
　
　
形
而
上
学
的
諸
理
論
の
大
部
分
は
、
宇
宙
の
完
全
な
理
解
と
い
う
こ
と
だ
け
に
関
し
て
の
論
究
に
尽
き
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
人
間
の

　
　
経
験
の
実
状
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
は
、
今
ま
で
あ
ま
り
論
述
せ
ら
れ
て
来
な
か
っ
た
の
で
す
。
人
間
の
経
験
が
混
乱
し
曖
昧
な
さ

　
　
ま
に
あ
る
実
状
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
こ
れ
ら
の
論
究
は
、
人
間
の
経
験
が
散
発
的
に
行
わ
れ
、
そ
し
て
そ
の
上
に
一

　
　
般
性
を
構
築
す
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
く
れ
ま
す
。
人
間
の
経
験
は
、
そ
れ
故
に
、
こ
れ
ら
一
般
観
念
を
散
発
的
に
立
証
し
て
い
る
だ

　
　
け
で
す
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ま
で
本
に
書
か
れ
て
来
た
こ
と
は
、
明
晰
性
の
観
点
か
ら
書
か
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
の
見
る
と
こ
ろ

　
　
を
明
晰
に
語
ろ
う
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
す
。

　
　
　
こ
れ
が
何
故
わ
た
く
し
が
、
い
つ
も
曖
昧
性
と
明
晰
性
と
の
し
か
る
べ
き
統
一
が
必
要
だ
と
繰
り
返
し
述
べ
る
か
の
理
由
な
の
で
す
。

　
　
わ
れ
わ
れ
は
明
晰
で
あ
ろ
う
と
欲
し
ま
す
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
の
経
験
を
犠
牲
に
し
て
ま
で
そ
う
し
よ
う
と
は
し
な
い
の
で
す
。
そ
し

　
　
て
又
わ
れ
わ
れ
が
曖
昧
で
あ
ろ
う
と
す
る
の
は
、
た
だ
転
生
の
複
雑
性
に
不
公
正
た
る
こ
と
の
な
か
ら
ん
た
め
、
換
書
す
れ
ば
、
宇
宙
は

　
　
本
質
的
に
明
白
な
の
だ
と
強
弁
し
な
い
た
め
、
な
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　
だ
か
ら
し
て
思
索
と
い
う
も
の
は
、
一
つ
の
近
似
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
も
し
わ
れ
わ
れ
が
、
ひ
と
た
び
合
理
論
を
し
て
そ
の
な

　
　
す
に
ま
か
せ
、
世
界
の
無
限
性
と
そ
の
根
際
連
関
性
を
見
過
す
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
過
度
の
単
純
化
を
な
す
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
こ
う

　
　
し
た
単
純
化
は
大
変
価
値
の
あ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
す
。
し
か
し
ま
た
わ
れ
わ
れ
は
完
全
な
る
混
乱
を
造
り
が
ち
で
も
あ
り
ま
す
。
で
、

051　
　
　
　
　
　
澗
、
抽
象
』
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
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一
〇

わ
れ
わ
れ
が
プ
ラ
ト
ン
と
ロ
ッ
ク
と
を
代
々
引
き
合
い
に
出
す
理
由
は
、
か
れ
ら
が
常
に
合
理
性
の
立
場
と
、
同
時
に
ま
た
、
事
物
の
普

遍
的
に
し
て
　
般
的
な
慶
昧
性
す
な
わ
ち
相
互
連
関
姓
の
感
覚
と
を
、
保
持
し
て
い
た
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
　
（
一
九
雲
　
み
ハ
・
十
一
一
・
一
二
）

二
　
抽
象
　
（
一
Y
：
…
合
理
的
知
識

　
前
回
の
講
義
に
お
い
て
、
わ
た
く
し
は
独
象
化
と
い
う
主
題
に
つ
い
て
論
じ
ま
し
た
。
そ
の
論
究
の
際
、
高
踏
的
な
術
語
を
舞
い
ず
に

論
じ
ま
し
た
が
、
指
摘
し
よ
う
と
し
た
事
は
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
経
験
が
有
限
で
あ
る
故
に
、
わ
れ
わ
れ
が
何
ら
か
の
程
度
で
意
識
し
て

い
る
現
存
在
の
機
会
（
◎
O
O
P
の
｝
O
昌
）
は
、
実
は
抽
象
の
一
機
会
（
一
例
）
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
そ
の
場
合
、
そ
の
～
機
会

の
強
調
が
あ
り
、
さ
ら
に
ま
た
そ
れ
以
上
に
、
わ
れ
わ
れ
が
は
ま
り
込
む
合
理
的
習
慣
の
考
え
、
即
ち
そ
う
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
（
抽
象
さ

れ
強
調
さ
れ
た
椙
）
が
実
在
す
る
と
い
う
考
え
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
私
は
こ
の
事
を
わ
た
く
し
の
思
い
付
く
こ
と
の
で
き
た
素
朴
な
例
を
繍
っ
一
つ
あ
げ
て
例
証
し
ま
し
た
。
そ
し
て
わ
た
く
し
は
專
門
語

に
は
ま
り
込
ま
ぬ
よ
う
努
め
ま
し
た
。
と
い
う
の
は
…
つ
～
つ
が
直
接
的
な
経
験
で
あ
る
か
ら
で
す
。
　
「
強
調
」
と
い
う
語
が
ま
さ
に
抽

象
化
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
一
つ
の
事
物
に
仮
の
優
先
性
を
わ
れ
わ
れ
が
与
え
る
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
す
。
哲
学

は
宇
宙
の
無
限
性
を
考
慮
に
入
れ
た
観
点
か
ら
書
か
れ
て
い
る
。
本
に
書
か
ず
に
講
義
を
し
て
い
る
と
き
で
さ
え
わ
た
く
し
は
抽
象
的
で

あ
ら
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
そ
こ
に
は
常
に
抽
象
化
の
過
程
が
存
し
ま
す
。

　
さ
て
、
わ
た
く
し
は
科
学
の
哲
学
に
立
ち
入
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
科
学
は
諸
抽
象
観
念
に
つ
い
て
の
、
即
ち
抽
象
観
念
の
一
つ
の
体

系
に
つ
い
て
の
一
つ
の
議
論
で
す
。
わ
た
く
し
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
と
共
に
、
経
験
の
瞬
間
的
な
ひ
と
つ
の
相
は
、
実
は
ひ
と
つ
の
抽
象
で
あ

る
と
量
口
い
続
け
て
来
ま
し
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
ら
抽
象
の
諸
相
の
座
標
づ
け
を
要
求
し
ま
す
。
抽
象
の
体
系
と
は
こ
の
座
標
づ
け
で
あ
り
、
諸
々
の
抽

象
と
は
、
強
調
点
を
附
与
さ
れ
た
経
験
な
の
で
す
。



　
　
　
経
験
の
「
機
会
」
（
O
O
O
鋤
の
一
〇
鐸
）
で
あ
る
と
こ
ろ
の
諸
々
の
抽
象
と
い
う
も
の
が
存
在
し
、
そ
し
て
そ
の
一
つ
の
組
み
合
わ
せ
が
、
一
つ

　
　
の
共
通
の
性
格
（
一
つ
の
焦
点
に
集
中
さ
れ
た
強
調
）
を
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
抽
象
観
念
の
一
体
系
へ
と
形
成
さ
れ
ま
す
。
そ
の
共

　
　
通
の
性
格
と
い
う
の
が
先
に
言
っ
た
座
標
系
な
の
で
す
。

　
　
　
さ
て
、
人
間
の
知
識
は
、
そ
れ
ぞ
れ
経
験
の
機
会
で
あ
る
こ
れ
ら
諸
抽
象
に
座
標
を
与
え
よ
う
と
求
め
ま
す
。
私
は
、
知
性
が
必
然
的

　
　
に
宇
宙
を
歪
曲
す
る
と
い
う
べ
ル
グ
ソ
ン
の
考
え
を
剛
避
い
た
し
ま
す
。

　
　
　
け
れ
ど
も
、
諸
抽
象
の
体
系
と
は
、
一
つ
の
共
通
性
格
に
附
与
さ
れ
た
一
種
の
長
持
ち
の
す
る
強
調
で
あ
る
と
い
う
こ
の
定
義
の
う
ち

　
　
に
は
、
大
い
な
る
前
提
が
忍
び
込
ん
で
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
は
「
多
く
の
体
系
」
と
曇
っ
た
方
が
よ
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
い

　
　
ろ
い
ろ
の
体
系
が
用
い
ら
れ
、
一
組
み
に
さ
れ
て
、
本
質
的
な
超
体
系
に
さ
れ
て
い
る
の
で
す
か
ら
。
た
と
え
ば
見
ら
れ
る
物
は
す
べ
て

　
　
栢
互
に
関
連
づ
け
ら
れ
、
こ
の
場
合
は
、
全
視
野
と
い
う
超
体
系
が
座
標
づ
け
の
原
理
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
更
に
一
層
の
相
互
関

　
　
連
が
あ
り
ま
す
。
あ
ら
ゆ
る
場
合
を
総
括
す
る
超
体
系
は
、
一
切
、
即
ち
宇
密
で
あ
り
ま
す
。
宇
宙
の
完
全
な
理
解
（
神
の
み
に
可
能
な

　
　
も
の
と
し
て
の
）
は
、
そ
う
い
う
総
括
的
超
体
系
で
す
。

　
　
　
し
か
し
、
そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
普
通
の
用
語
法
に
よ
り
、
　
『
そ
の
総
括
的
体
系
の
哲
学
』
と
い
う
言
葉
を
採
用
し
、
そ
れ
が
総
括
的
超

　
　
体
系
と
近
似
的
な
知
識
を
指
す
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
　
　
わ
た
く
し
の
申
す
之
と
の
要
点
は
、
あ
な
た
方
が
環
境
か
ら
抽
象
さ
れ
た
諸
々
の
物
事
を
有
し
て
い
る
場
合
、
一
1
も
し
あ
な
た
方
が

　
　
も
の
ご
と
を
そ
も
そ
も
考
え
て
い
る
と
し
て
の
話
で
す
が
一
心
に
、
そ
の
も
の
ご
と
の
背
後
に
ず
っ
と
の
び
て
い
る
触
手
が
、
そ
の
も

　
　
の
を
含
む
総
括
者
、
即
ち
環
境
に
ま
で
い
た
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
　
　
例
を
一
つ
挙
げ
ま
し
ょ
う
。
算
術
に
お
い
て
、
数
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
一
つ
の
ク
ラ
ス
に
特
殊
な
乗
法
を
行
っ
た
も
の
で
す
。

　
　
こ
れ
は
全
く
う
ま
く
ゆ
く
と
あ
な
た
方
は
思
う
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
は
、
出
現
す
る
い
か
な
る
ク
ラ
ス
の
こ
と
で
も
素
朴
な
仕
方
で
ナ
イ

　
　
ー
ヴ
に
論
ず
る
と
し
て
、
あ
な
た
方
は
一
つ
の
ク
ラ
ス
の
総
体
を
見
出
す
か
ど
う
か
。
あ
な
た
方
は
、
わ
た
く
し
の
五
本
の
指
と
、
そ
れ

07工　
　
　
　
　
　
『
抽
象
』
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
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哲
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究
　
　
僧
門
晒
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六
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二

ら
指
の
ク
ラ
ス
を
有
し
ま
す
。
－
そ
こ
で
あ
な
た
方
は
、
六
つ
の
も
の
を
有
す
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
ク
ラ
ス
と
六
つ
の
も
の
は
別
の
ク

ラ
ス
を
作
り
ま
す
。
か
く
し
て
あ
な
た
方
は
七
つ
の
も
の
を
も
っ
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
う
い
う
舞
術
は
見
事
な
思
考
方
式
の
一
つ
で
あ

り
、
わ
た
く
し
は
そ
こ
に
見
る
べ
き
も
の
が
あ
る
の
を
確
信
し
て
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
矛
盾
に
あ
ず
か
る
の
で
す
。

　
そ
の
結
果
、
あ
な
た
は
再
び
尋
ね
ま
す
。
－
…
1
一
つ
の
ク
ラ
ス
を
構
成
す
る
共
存
性
と
は
何
で
あ
る
の
か
。

　
こ
う
し
て
あ
な
た
方
は
、
今
や
形
潮
上
学
の
大
河
の
堰
を
切
っ
て
お
と
し
た
の
で
す
。
あ
な
た
方
が
形
而
上
学
に
遺
し
て
自
然
な
問
を

発
す
る
場
合
、
あ
ら
ゆ
る
主
題
が
そ
こ
に
ふ
く
ま
れ
る
こ
と
を
見
超
す
で
し
ょ
う
。
し
か
し
ま
た
、
幾
人
も
の
人
が
東
に
な
っ
て
騒
々
し

く
抗
議
し
、
そ
ん
な
も
の
は
形
而
上
学
で
は
な
い
、
と
い
う
の
を
見
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
か
れ
ら
は
、
形
而
上
学
の
勝
手
な
定
義
を
設

定
し
て
い
る
の
で
す
。

　
実
際
の
と
こ
ろ
、
わ
れ
わ
れ
は
便
宜
的
に
中
間
的
な
家
を
造
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
数
学
が
そ
の
家
で
す
。
数
学
は
形
而
上
学
と
は

み
な
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

　
こ
こ
で
わ
た
く
し
は
…
つ
の
意
見
を
出
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
近
代
科
学
の
一
大
過
失
は
、
経
験
が
全
般
的
な
超
総
括
者
と
の
関
係
に
お
い
て
有
す
る
曖
昧
性
を
見
落
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し

ょ
う
。

　
わ
れ
わ
れ
の
意
識
が
、
き
っ
ぱ
り
と
し
た
境
界
を
有
し
な
い
と
い
う
の
は
残
念
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
の
意
識
の
限
界
線
は

漠
た
る
も
の
で
す
。
そ
れ
は
、
何
が
漠
然
と
し
て
お
り
、
何
が
明
晰
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
か
か
ず
ら
お
う
と
さ
え
し
な
い
。
け
れ
ど

も
、
あ
な
た
方
の
明
晰
性
の
焦
点
が
変
わ
る
瞬
間
毎
に
、
あ
な
た
方
の
経
験
は
あ
ら
ゆ
る
段
階
に
わ
た
る
漠
然
さ
に
及
び
ま
す
。
美
と
か

図
形
と
か
数
が
、
い
ろ
い
ろ
な
事
物
の
う
ち
に
あ
っ
て
わ
れ
わ
れ
を
引
き
つ
け
ま
す
。
美
学
的
な
評
価
に
お
い
て
は
、
　
「
全
体
」
が
あ
な

た
方
を
捉
え
ま
す
。
こ
れ
が
最
初
に
起
こ
る
こ
と
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
総
体
と
い
う
も
の
は
、
あ
な
た
方
が
細
爾
を
吟
味
す
る
に
つ
れ
て

把
漠
と
な
り
ま
す
。
あ
な
た
方
は
、
全
体
に
注
賑
し
部
分
を
従
属
と
冤
る
か
、
又
は
そ
の
逆
を
し
ま
す
。
そ
れ
よ
り
も
尚
、
こ
う
し
た
こ
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と
は
あ
な
た
方
の
経
験
の
す
べ
て
で
は
な
い
の
で
す
。
あ
な
た
が
寺
院
を
見
や
っ
て
宗
教
的
法
悦
に
打
た
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
し
ま
す
。

一
1
し
か
し
あ
な
た
が
盤
腹
に
な
る
。
す
る
と
寺
院
は
背
後
に
沈
ん
で
し
ま
っ
て
い
ま
す
。

　
か
く
し
て
、
わ
れ
わ
れ
が
勝
乎
に
わ
れ
わ
れ
の
経
験
の
重
要
な
諸
面
を
排
除
し
て
し
ま
う
と
、
わ
れ
わ
れ
は
哲
学
的
思
索
を
停
止
し
得

る
の
で
す
。
こ
の
排
除
は
極
め
て
自
然
な
の
で
、
わ
た
く
し
が
明
白
な
例
を
挙
げ
れ
ば
、
あ
な
た
方
は
吹
き
出
し
て
し
ま
う
ほ
ど
で
す
。

こ
れ
は
何
故
か
と
云
う
と
、
あ
な
た
方
が
実
際
に
事
実
を
知
る
場
合
、
全
事
実
を
あ
な
た
方
は
見
る
に
い
た
ら
な
い
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

哲
学
で
己
惚
れ
た
ら
お
し
ま
い
で
あ
り
ま
す
。
ほ
し
い
ま
ま
な
抽
象
と
い
う
の
は
、
独
断
的
で
す
。
す
べ
て
の
宗
教
は
そ
う
し
た
独
断
的

抽
象
を
行
い
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
は
宗
教
を
、
そ
れ
が
独
特
な
仕
方
で
独
断
的
で
あ
る
と
し
て
非
難
し
ま
す
。
と
い
う
の
は
そ
れ
ら
が
保
存

す
る
の
は
或
る
物
事
、
つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
の
好
奇
心
を
喚
起
す
る
他
の
も
の
を
排
除
す
る
物
事
だ
か
ら
で
す
。
し
か
し
、
あ
な
た
方
が

こ
の
こ
と
に
着
眼
し
て
み
ら
れ
る
と
、
宗
教
は
い
ろ
い
ろ
な
機
構
の
う
ち
で
も
も
っ
と
も
独
断
的
で
な
い
も
の
の
う
ち
に
属
し
て
い
ま
す
。

と
い
う
の
は
、
宗
教
は
、
未
だ
明
晰
に
理
解
さ
れ
て
い
な
い
神
秘
的
な
経
験
で
歩
を
と
ど
め
る
か
ら
で
す
。
勿
論
こ
れ
は
、
よ
り
立
ち
入

っ
た
吟
昧
を
捨
て
て
し
ま
い
ま
す
。
宗
教
の
い
う
の
は
、
こ
う
し
た
経
験
は
極
め
て
重
要
な
経
験
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
証
明
が
も
や
も
や

し
て
い
て
も
、
そ
れ
ら
の
明
白
な
重
要
性
は
減
じ
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
う
し
て
こ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、
哲
学
に
繰
り
返
し
幾
度
も
忍
び
込
む
一
つ
の
仮
定
、
つ
ま
り
、
有
限
な
も
の
ご
と
か
ら
成
る
は
っ

き
り
し
た
諸
諸
が
互
に
分
離
さ
れ
て
存
し
て
い
る
と
い
う
仮
定
と
対
決
し
合
う
の
で
す
。
人
閥
や
、
犬
、
等
々
の
種
厨
が
あ
り
ま
す
。
言

わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
こ
れ
ら
は
明
晰
な
区
別
で
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
犬
と
人
間
の
閥
に
は
大
き
な
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
り
ま

す
。
け
れ
ど
も
自
然
は
決
し
て
、
わ
れ
わ
れ
が
自
然
の
う
ち
に
想
定
し
た
が
る
よ
う
な
鋭
い
切
れ
藏
を
つ
け
は
し
な
い
の
で
す
。
霞
然
に

は
幾
重
に
も
、
も
じ
ゃ
も
じ
ゃ
し
た
ふ
さ
べ
り
（
窪
⇔
σ
q
①
）
が
た
れ
下
が
っ
て
い
る
の
で
す
。
入
間
性
の
能
力
を
定
め
る
い
く
つ
か
の
新

し
い
青
写
真
が
存
す
る
の
で
す
。

　
わ
れ
わ
れ
が
常
に
有
限
で
あ
る
と
い
う
の
は
全
く
も
っ
て
確
か
で
す
。
前
進
は
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
わ
れ
わ
れ
の
形
而
上
学
的
知

　
　
　
　
『
抽
象
』
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
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10
1
　
識
を
前
進
さ
せ
得
る
が
、
文
学
に
関
し
て
は
低
能
な
人
々
が
い
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
肝
腎
な
こ
と
は
、
良
識
の
命
ず
る
停
止
と
い
う
も

　
　
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
あ
な
た
方
は
さ
し
せ
ま
っ
た
問
い
を
問
う
の
を
差
し
控
え
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
あ
な
た
方
の
知
識
を

　
　
あ
な
た
方
の
総
括
的
な
諸
々
の
抽
象
の
有
す
る
諸
関
連
の
と
こ
ろ
ま
で
に
制
限
す
る
の
で
す
。

　
　
　
こ
の
際
あ
な
た
方
は
、
一
つ
の
体
系
の
諸
帰
結
が
あ
な
た
方
の
注
意
を
他
の
体
系
へ
と
惹
く
動
機
を
与
え
る
も
の
だ
と
解
す
る
の
で
あ

　
　
り
ま
す
。

　
　
　
路
上
の
交
通
を
と
っ
て
み
よ
う
。
運
転
し
て
い
る
際
、
あ
な
た
方
が
関
わ
っ
て
い
る
抽
象
の
体
系
は
、
交
通
信
号
や
動
か
さ
ね
ば
な
ら

　
　
ぬ
挺
子
等
々
か
ら
な
る
体
系
で
す
。
あ
な
た
方
は
運
転
す
る
こ
と
が
何
故
必
要
か
と
い
う
こ
と
を
論
じ
て
い
は
し
な
い
の
で
あ
り
、
専
ら

　
　
運
転
に
幽
っ
て
い
る
だ
け
で
す
。
け
れ
ど
も
、
そ
う
し
た
全
経
験
は
、
そ
の
背
景
を
そ
の
総
括
的
体
系
の
う
ち
に
持
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

　
　
或
る
理
由
に
よ
っ
て
そ
の
体
系
の
う
ち
に
存
在
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
感
じ
が
存
す
る
の
で
す
。
あ
な
た
方
は
車
に
乗
っ
て
ど
こ
か
へ
行

　
　
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
す
。
或
は
ま
た
、
あ
な
た
方
は
快
速
を
楽
し
み
た
い
の
で
す
。
け
れ
ど
も
こ
の
理
由
は
、
あ
な
た
方
に
、
別
の
抽

　
　
象
の
体
系
を
与
え
ま
す
。
あ
な
た
方
は
あ
な
た
方
の
運
動
に
含
ま
れ
る
道
徳
性
を
問
う
た
り
は
し
な
い
。
あ
な
た
方
は
、
自
分
達
を
養
育

　
　
し
、
共
通
の
道
徳
性
の
内
に
留
め
る
、
か
の
讃
仰
す
べ
き
仕
方
を
信
頼
し
て
い
ま
す
。
あ
な
た
方
は
こ
う
し
た
事
を
全
然
考
え
さ
え
も
し

　
　
な
い
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
理
解
の
た
め
に
は
、
抽
象
の
諸
体
系
の
全
部
を
採
り
上
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
す
。

　
　
　
数
学
的
思
考
が
困
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
そ
れ
が
あ
ま
り
深
い
と
こ
ろ
ま
で
行
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
つ
ぎ
つ

　
　
ぎ
に
生
起
す
る
感
覚
的
な
も
の
を
扱
い
ま
す
。
全
く
形
而
下
的
な
経
験
の
み
を
扱
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
わ
た
く
し
は
、
感
覚
の
集
合
体

　
　
に
向
か
っ
て
講
義
し
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
、
そ
う
い
う
奇
妙
な
感
じ
を
持
っ
て
い
ま
す
。
わ
た
く
し
の
形
而
上
学
的
な
信
念
は
、

　
　
あ
な
た
方
が
客
観
的
実
在
性
を
有
し
、
わ
た
く
し
の
講
義
を
経
験
し
得
る
の
だ
と
、
私
を
し
て
儒
じ
さ
せ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　
し
か
し
、
科
学
は
感
覚
の
与
え
る
概
念
の
と
こ
ろ
で
止
ま
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
わ
た
く
し
は
、
科
学
は
概
念
を
も
必
要
と
す
る
と
申
し

　
　
て
お
り
ま
す
。
あ
な
た
方
は
、
「
わ
た
く
し
は
感
覚
に
向
か
っ
て
行
く
の
だ
」
と
は
雷
わ
な
い
。
「
わ
た
く
し
は
実
験
室
へ
行
く
の
だ
」
と



言
う
。
自
然
の
基
底
を
な
す
諸
々
の
活
動
が
現
実
に
あ
る
の
だ
と
い
う
感
じ
は
常
に
存
す
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
諸
活
動
は
、
時
空
上
の

相
互
連
関
性
を
有
し
て
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
そ
こ
に
も
ま
た
再
び
、
時
空
上
の
網
互
連
関
性
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
と
い
う
問
が
存
し

ま
す
。
こ
の
間
は
形
而
上
学
全
体
を
呼
び
入
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
科
学
は
こ
こ
の
と
こ
ろ
で
停
止
し
よ
う
と
す
る
の
で
す
。

　
か
く
し
て
、
科
学
者
と
い
う
も
の
の
具
有
し
て
い
る
の
は
、
単
な
る
諸
感
覚
の
様
式
で
あ
り
ま
す
。
或
い
は
ま
た
科
学
者
は
、
　
「
い
や
、

そ
れ
ら
の
諸
々
の
活
動
を
定
め
る
一
組
の
方
程
式
が
あ
る
の
だ
」
と
言
い
、
そ
し
て
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
で
や
め
て
し
ま
う
の
で
す
。
し
か

し
こ
れ
で
は
、
あ
な
た
方
は
、
科
学
者
の
全
根
拠
を
打
ち
倒
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
あ
な
た
方
は
、
継
起
の
諸
形
式
に
つ
い
て
の
蜜
虚

な
認
識
を
持
つ
だ
け
で
す
。
し
か
し
事
実
上
は
、
も
し
あ
な
た
万
が
感
覚
に
関
し
て
非
常
に
厳
格
に
考
え
る
な
ら
ば
、
科
学
の
観
点
か
ら

署
わ
れ
る
認
識
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
、
感
覚
の
中
に
は
存
在
し
な
い
の
で
す
。
結
局
ま
さ
に
科
学
の
停
止
す
る
と
こ
ろ
に
、
興
味
あ
る

あ
ら
ゆ
る
問
が
現
れ
る
の
で
す
。

　
（
一
人
の
人
が
科
学
者
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
の
全
論
点
は
、
そ
の
人
が
科
学
の
た
め
の
一
切
の
根
拠
、
即
ち
形
而
上
学
を
放

棄
し
よ
う
と
す
る
か
ど
う
か
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
）

　
事
実
、
あ
な
た
方
は
、
も
し
丁
度
そ
こ
の
と
こ
ろ
で
止
ま
り
、
そ
れ
以
上
に
、
馬
鹿
げ
た
問
を
問
わ
な
け
れ
ば
、
と
て
も
素
晴
ら
し
い

明
晰
性
を
得
る
と
い
う
わ
げ
で
す
。

　
わ
た
く
し
は
、
守
る
聞
に
わ
た
く
し
の
年
上
の
従
姉
の
答
え
た
の
を
想
い
出
し
ま
す
。
彼
女
は
申
し
ま
し
た
。
　
『
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
、
馬

鹿
は
お
よ
し
。
』
科
学
と
、
わ
た
く
し
の
年
上
の
従
姉
は
同
類
で
す
。
し
か
し
そ
れ
は
実
証
主
義
者
の
理
説
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
三
六
・
十
二
・
五
）

三
　
抽
象
　
（
二
）
…
レ
：
科
学
の
哲
学

111

す
べ
て
の
究
極
的
な
決
定
は
、

　
　
　
『
抽
象
』
に
つ
い
て

あ
な
た
の
経
験
の
総
体
に
由
来
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

日
々
の
生
活
で
は
、
理
由
な
ど
と
い
う
も
の

　
　
　
　
　
　
　
一
五
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1
　
は
一
つ
の
礼
儀
的
な
約
束
事
と
な
っ
て
、
決
断
の
さ
中
で
は
君
過
さ
れ
て
い
る
。
理
由
と
い
う
も
の
は
、
ひ
と
た
び
そ
れ
自
身
の
現
象
の

　
　
体
系
の
う
ち
に
場
所
を
冤
出
す
や
、
甥
の
抽
象
の
体
系
へ
と
移
さ
れ
ま
す
。
わ
た
く
し
は
車
を
運
転
し
て
い
る
人
の
例
を
与
え
て
お
き
ま

　
　
し
た
。
そ
れ
は
、
運
転
す
る
こ
と
の
全
背
景
か
ら
の
抽
象
の
大
変
よ
い
例
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
背
景
は
ま
た
、
そ
の
運
転
の
動
機
を
説
明

　
　
す
る
抽
象
の
体
系
か
ら
、
抽
象
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
体
系
は
ま
た
、
彼
の
道
徳
的
制
約
、
つ
ま
り
別
の
抽
象
の
体
系
を
構
成
す
る

　
　
も
の
、
に
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

　
　
　
だ
か
ら
し
て
、
い
か
な
る
抽
象
の
体
系
も
か
つ
て
肖
己
充
足
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
な
い
の
だ
と
わ
た
く
し
は
言
い
た
い
。
つ
ま
り
一
つ

　
　
の
抽
象
の
体
系
は
、
背
後
に
あ
る
も
う
一
つ
の
抽
象
の
体
系
に
常
に
基
け
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
だ
か
ら
、
も
し
抽
象
し
す
ぎ
た
な
ら
ば
、

　
　
と
る
に
た
ら
な
い
結
果
が
生
じ
る
。
あ
な
た
方
は
、
あ
な
た
方
の
行
為
に
意
味
を
与
え
た
理
由
を
失
う
こ
と
に
な
る
。
理
由
と
い
う
も
の

　
　
を
よ
そ
に
し
て
は
、
何
ら
の
重
要
性
も
存
し
得
な
い
。
重
要
性
と
理
由
と
が
岡
義
語
で
あ
る
と
い
う
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
両
者
は
不

　
　
可
分
心
的
に
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
だ
か
ら
し
て
、
理
由
を
欠
く
な
ら
ば
、
決
断
は
つ
ま
ら
な
い
も
の
と
な
り
ま
す
。
と
い
う

　
　
の
は
、
そ
れ
は
重
要
性
を
欠
い
て
い
る
の
で
す
か
ら
。

　
　
　
さ
て
、
科
学
に
お
い
て
も
こ
の
事
は
当
た
り
ま
す
。
科
学
に
は
い
ろ
い
ろ
の
抽
象
の
体
系
が
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
で
も
っ
と
も
明
白
な

　
　
抽
象
は
、
あ
な
た
方
の
経
験
の
中
で
正
確
と
い
う
特
質
を
有
す
る
要
因
に
注
意
す
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
れ
ら
は
あ
な
た
方
が
考
え
て
い

　
　
る
ほ
ど
に
は
正
確
で
な
い
の
は
勿
論
で
す
。
本
当
に
正
確
な
も
の
な
ど
一
つ
も
あ
り
は
し
ま
せ
ん
。
も
し
、
あ
る
と
あ
な
た
方
が
仮
定
な

　
　
さ
る
な
ら
、
あ
な
た
方
は
す
ぐ
に
矛
盾
を
起
こ
す
で
し
ょ
う
。
観
察
は
す
べ
て
近
似
の
過
程
で
す
。
あ
な
た
方
は
、
他
の
ど
ん
な
形
式
よ

　
　
り
も
よ
り
高
度
の
判
明
性
を
持
っ
て
い
る
直
接
的
な
感
覚
表
象
か
ら
始
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
だ
か
ら
し
て
、
感
覚
の
諸
形
態
を
観
察

　
　
す
る
努
力
は
、
貌
か
に
、
事
物
の
本
性
に
つ
い
て
漁
る
は
っ
き
り
し
た
理
説
を
得
る
の
始
ま
り
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
一
つ
の
理
説
に
確

　
　
信
を
い
ち
ば
ん
与
え
得
る
、
ま
た
は
、
も
っ
と
も
現
実
的
な
類
の
、
基
底
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
明
晰
さ
に
お
い
て
劣
っ
て
も
、
重
要

　
　
性
で
は
大
な
る
事
物
が
存
し
ま
す
。
と
い
う
の
は
、
た
と
え
わ
た
く
し
が
蓉
冒
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
わ
た
く
し
は
講
義
を
す
る
で
し
ょ



　
　
う
か
ら
。
講
義
と
い
う
の
は
、
結
局
、
あ
な
た
方
が
現
に
い
る
と
い
う
こ
と
を
わ
た
く
し
が
直
援
こ
の
昌
で
見
て
実
証
す
る
こ
と
よ
り
も
、

　
　
も
っ
と
重
要
で
あ
り
ま
す
。
講
義
を
う
ま
く
や
る
と
い
う
業
は
全
く
も
っ
て
漠
と
し
て
い
ま
す
。
あ
な
た
方
は
い
つ
も
自
分
の
考
え
を
十

　
　
分
に
の
べ
え
た
か
ど
う
か
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
実
に
重
要
な
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
大
変
漠
と
し
て
い
る
こ
と
は
申
す
ま
で
も
あ
り
ま

　
　
せ
ん
。
講
義
と
い
う
仕
組
み
は
、
ハ
…
ヴ
㎝
・
ー
ド
の
生
活
で
は
重
要
な
も
の
の
一
つ
で
す
。
そ
ん
な
訳
で
、
わ
た
く
し
は
、
舞
舞
性
と
重

　
　
要
性
が
大
変
異
な
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
解
明
し
た
い
の
で
す
。
と
は
云
え
、
あ
な
た
方
は
、
宇
宙
に
つ
い
て
の
あ
な
た
方
の
理
論
の

　
　
検
定
を
し
う
る
事
例
、
つ
ま
り
、
判
閉
な
経
験
を
用
い
る
こ
と
は
で
き
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
非
常
に
満
足
の
い
く
一
つ
の
経
験
で
あ
り
ま

　
　
す
。
け
れ
ど
も
、
わ
た
く
し
個
人
は
、
近
代
哲
学
に
お
い
て
は
、
爾
余
の
経
験
か
ら
抽
象
さ
れ
た
際
に
感
覚
さ
れ
た
も
の
が
持
つ
重
要
性

　
　
は
、
大
い
に
過
度
に
評
価
さ
れ
て
来
た
と
考
え
ま
す
。
と
い
う
の
は
、
一
つ
に
は
、
も
し
あ
な
た
方
が
、
感
覚
さ
れ
た
も
の
を
単
に
そ
の

　
　
も
の
と
し
て
取
り
上
げ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ど
ん
な
「
理
由
」
も
与
え
な
い
か
ら
な
の
で
あ
り
ま
す
。
き
り
は
な
し
て
与
え
ら
れ
た
理
由

　
　
の
単
な
る
き
れ
は
し
な
ど
は
、
全
然
何
の
意
義
を
も
有
し
な
い
。
あ
な
た
が
一
つ
の
古
い
建
物
を
見
て
い
る
と
す
る
。
そ
れ
は
古
く
て
ぐ

　
　
ら
ぐ
ら
し
て
い
る
。
あ
な
た
は
こ
れ
は
ま
も
な
く
倒
れ
る
だ
ろ
う
と
言
う
。
け
れ
ど
も
、
あ
な
た
方
に
そ
の
建
物
が
直
ぐ
崩
れ
落
ち
る
と

　
　
思
わ
せ
る
の
は
、
そ
の
建
物
が
灰
色
だ
か
ら
で
は
な
い
。
あ
な
た
方
に
理
由
を
授
け
る
の
は
単
な
る
感
覚
さ
れ
た
も
の
な
の
で
は
な
い
。

　
　
こ
の
こ
と
が
正
に
そ
う
で
あ
る
さ
ま
が
い
か
に
鮮
烈
な
も
の
で
あ
る
か
を
、
あ
な
た
方
に
悟
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
か

　
　
ら
ま
た
、
も
し
あ
な
た
方
が
感
覚
さ
れ
た
も
の
か
ら
の
単
な
る
抽
象
以
外
の
何
物
も
与
え
な
い
の
な
ら
ば
、
あ
な
た
方
は
、
何
ら
か
の
事

　
　
に
対
し
て
何
ら
か
の
理
由
を
持
つ
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
で
す
。
感
覚
さ
れ
た
も
の
の
説
明
は
、
す
べ
て
抽
象
の
体
系
に
あ
り
、
感
覚
の

　
　
段
階
を
超
え
て
い
ま
す
。

　
　
　
こ
の
こ
と
を
強
調
す
る
に
当
っ
て
は
、
わ
た
く
し
は
た
だ
ヒ
ュ
ー
ム
に
従
っ
て
い
る
だ
け
で
す
。
と
い
う
の
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
が
言
っ
て

　
　
い
る
よ
う
に
、
感
覚
与
件
は
、
知
ら
れ
ざ
る
諸
原
因
か
ら
生
じ
る
か
ら
で
す
。
か
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
が
知
る
の
は
感
覚
印
象
の
み
だ
、
と

　
　
い
い
ま
し
た
（
こ
れ
は
全
く
ま
ち
が
っ
て
い
る
と
私
は
思
う
が
）
。
そ
こ
で
か
れ
は
、
あ
ら
ゆ
る
感
覚
与
件
は
知
ら
れ
ざ
る
原
因
か
ら
生
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じ
て
い
る
と
感
じ
た
わ
け
で
す
。
か
れ
は
多
く
の
こ
と
を
余
り
に
も
過
度
に
単
純
化
し
よ
う
と
し
ま
し
た
。
そ
の
上
、
大
切
な
の
は
（
ヒ

　
噛
ユ
ー
ム
の
書
う
よ
う
に
）
単
な
る
繰
り
返
し
な
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
わ
た
く
し
は
、
二
十
九
回
講
義
を
今
ま
で
に
し
た
の
だ
か
ら
二
十

　
　
九
度
感
覚
を
有
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
聴
衆
の
あ
な
た
方
が
再
び
現
れ
る
と
期
待
す
る
、
と
は
書
わ
な
い
の
で
す
。
実
際
わ
た
し
く

　
　
は
、
あ
な
た
方
に
最
初
の
講
義
を
す
る
前
で
す
ら
、
あ
な
た
方
の
出
席
を
予
期
し
て
い
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　
わ
た
く
し
が
強
く
主
張
し
た
い
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
経
験
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
の
習
慣
的
な
僑
念
と
い
う
も
の
と
、
す
べ
て
の
事
を

　
　
醇
乎
と
し
て
感
覚
的
な
る
経
験
か
ら
発
生
さ
せ
る
、
現
在
の
と
こ
ろ
優
勢
な
理
論
と
が
、
い
か
に
根
反
す
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と

　
　
で
す
。
勿
論
も
し
、
或
る
一
つ
の
事
柄
が
感
覚
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
も
の
か
ら
来
た
の
だ
と
い
う
、
神
の
啓
示
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
な
ら
、

　
　
わ
た
く
し
は
神
の
啓
示
に
服
し
も
し
よ
う
。
だ
が
、
も
し
わ
た
く
し
は
、
わ
た
く
し
自
身
の
知
識
に
依
存
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
た
ら
、

　
　
わ
た
く
し
は
そ
う
い
う
こ
と
を
信
じ
な
い
の
で
す
。

　
　
　
科
学
は
、
感
覚
に
よ
っ
て
実
証
す
る
こ
と
に
自
ら
を
限
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
実
証
と
い
う
こ
と
は
、
異
常
な
ほ
ど
判
醜
で
あ

　
　
る
と
い
う
長
所
を
備
え
て
い
ま
す
。
星
子
力
学
を
信
頼
す
る
理
由
と
し
て
、
深
い
道
徳
的
満
足
を
も
ち
爾
す
よ
う
な
科
学
者
を
信
じ
る
人

　
　
は
誰
も
な
い
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

　
　
　
実
際
わ
れ
わ
れ
が
、
科
学
の
欠
い
て
い
る
も
の
と
み
と
め
る
の
は
実
証
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
わ
た
く
し
は
、
感
覚
で
の
段
階
で
実
証
を

　
　
行
お
う
と
す
る
科
学
者
の
位
置
を
弁
護
し
、
こ
れ
ら
の
実
証
は
判
明
で
あ
る
が
ゆ
え
に
重
要
で
あ
る
と
強
調
し
た
い
の
で
す
が
、
同
時
に
、

　
　
こ
の
立
場
の
奇
妙
な
一
面
と
し
て
、
純
粋
に
感
覚
的
な
経
験
と
い
う
も
の
は
取
る
に
足
ら
ぬ
こ
と
を
指
摘
し
た
い
の
で
す
。

　
　
　
か
く
し
て
奇
妙
な
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
あ
な
た
方
が
自
分
の
経
験
の
持
つ
判
明
な
部
分
を
強
調
し
始
め
る
や
否
や
、
あ
な
た
方
は

　
　
よ
り
深
い
経
験
を
得
る
の
で
す
。
が
、
も
し
あ
な
た
方
が
感
覚
断
与
を
強
調
し
す
ぎ
る
と
、
再
び
つ
ま
ら
ぬ
こ
と
に
な
り
ま
す
。
か
く
し

　
　
て
、
あ
な
た
方
は
中
庸
へ
と
立
ち
戻
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
本
墨
に
判
明
且
つ
予
診
な
も
の
を
わ
れ
わ
れ
は
何
一
つ
得
ら
れ
な
い
と
い
う
悲

　
　
し
い
事
実
へ
わ
れ
わ
れ
を
つ
れ
糊
灰
し
ま
す
。



　
　
　
こ
こ
（
諺
穿
Φ
艮
霞
。
ω
。
＝
瓢
。
婁
9
μ
ρ
。
℃
翼
8
8
馨
。
ぴ
α
q
団
）
ま
で
来
た
ら
、
あ
な
た
方
が
或
る
抽
象
の
体
系
を
心
中
に
懐
く
限
り
に
お

　
　
い
て
、
自
然
の
法
則
の
或
る
組
み
会
わ
せ
が
あ
な
た
方
の
心
の
中
で
顕
著
と
な
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
お
話
し
し
ま
し
よ
う
。
そ
し
て

　
　
又
、
わ
た
く
し
が
読
ん
で
お
い
て
下
さ
る
よ
う
に
頼
ま
な
か
っ
た
幾
つ
か
の
章
が
あ
り
ま
す
。
わ
た
く
し
の
本
『
自
然
の
概
念
』
（
8
冨

　
　
O
自
8
讐
。
｛
累
舞
母
Φ
）
か
ら
の
二
三
の
章
が
そ
れ
で
す
が
、
そ
れ
を
わ
た
く
し
は
読
ん
で
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
全
く
そ
れ
は
、
悲
し
く

　
　
な
、
る
ほ
ど
漠
と
し
て
い
ま
す
。
わ
た
く
し
は
こ
う
言
っ
て
い
ま
す
。

　
　
　
『
自
然
と
は
、
感
覚
を
通
じ
て
わ
れ
わ
れ
が
観
察
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
』
。
そ
れ
か
ら
ま
た
、
『
感
覚
作
用
と
は
何
で
あ
る
の

　
　
か
』
。
『
そ
れ
は
思
考
を
含
む
の
で
あ
る
か
』
。
（
わ
た
く
し
自
身
の
兇
解
は
、
知
覚
の
意
識
は
思
考
を
含
む
と
す
る
。
知
覚
は
、
単
に
黒
い

　
　
模
様
が
牡
蠣
に
及
ぼ
す
結
果
に
す
ぎ
ぬ
も
の
、
な
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
知
覚
は
、
わ
れ
わ
れ
に
あ
っ
て
牡
蠣
に
は
な
い
意
識
、
を
含

　
　
ん
で
い
る
。
わ
た
く
し
は
牡
蠣
が
ど
ん
な
事
を
す
る
か
は
知
ら
な
い
。
牡
蠣
は
黒
い
模
様
を
好
み
、
そ
れ
を
求
め
る
か
も
知
れ
ぬ
。
け
れ

　
　
ど
も
、
そ
れ
は
知
覚
の
意
識
の
な
い
情
緒
的
行
動
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
し
か
る
に
、
も
し
わ
れ
わ
れ
が
『
や
あ
、
黒
い
模
様
よ
』
と
言
う

　
　
時
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
直
ち
に
わ
れ
わ
れ
が
経
験
し
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
の
で
す
。
わ
れ
わ
れ
は
、
　
『
そ
こ
に
黒
い
模
様
が
一
つ
あ
る

　
　
が
、
そ
れ
が
そ
こ
に
あ
る
必
要
は
な
か
っ
た
の
だ
』
と
難
い
ま
す
。
そ
れ
が
意
識
な
の
で
す
。
だ
ん
だ
ん
と
目
ざ
め
て
行
く
場
合
の
あ
な

　
　
た
自
身
を
吟
味
し
て
ご
ら
ん
な
さ
い
。
覚
醒
す
る
前
に
は
お
お
よ
そ
の
模
様
が
耳
管
と
あ
り
ま
す
。
覚
め
る
に
つ
れ
て
、
意
識
が
飛
躍
し

　
　
て
識
別
と
な
り
ま
す
。
あ
な
た
方
は
経
験
の
覚
知
を
す
る
に
劉
り
ま
す
。
実
際
、
哲
学
の
体
系
の
い
く
つ
か
は
、
存
在
の
必
然
性
の
考
え

　
　
か
ら
と
も
か
く
始
め
た
が
り
ま
す
。
あ
な
た
方
が
思
索
を
始
め
る
や
否
や
、
存
在
と
い
う
も
の
に
必
然
性
が
存
す
る
の
だ
と
い
う
の
に
は

　
　
私
も
同
意
し
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
存
在
の
偶
然
的
性
格
と
い
う
も
の
も
ま
た
存
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
意
識
と
い
う
も
の
は
、

　
　
偶
然
的
な
る
も
の
を
そ
れ
と
悟
る
こ
と
な
の
で
す
。
だ
か
ら
し
て
わ
た
く
し
は
、
意
識
的
な
経
験
に
は
心
の
作
用
が
存
す
る
と
主
張
す
る
。

　
　
こ
の
こ
と
の
結
果
あ
な
た
方
は
、
由
然
に
つ
い
て
の
感
覚
以
上
の
も
の
を
含
む
経
験
を
持
つ
こ
と
な
し
に
は
、
自
然
科
学
の
根
底
を
説
明

　
　
す
る
よ
う
な
要
因
が
自
然
の
中
に
存
す
る
の
を
判
明
に
観
察
し
得
な
い
の
で
す
。
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だ
か
ら
し
て
、
棚
雲
の
体
系
は
ど
れ
も
本
当
に
は
自
己
充
足
的
で
は
な
い
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
あ
な
た
方
は
他
の
側
面
の
こ
と
を
述
べ

る
必
要
は
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
も
し
あ
な
た
方
が
十
分
な
数
の
疑
問
を
起
し
た
な
ら
ば
、
そ
の
体
系
に
ふ
く
ま
れ
な
い
他
の
事
も
問

題
に
な
っ
て
く
る
の
を
見
出
す
の
で
す
）
。

　
わ
た
く
し
の
『
自
然
と
思
惟
』
（
窯
簿
記
ゆ
霧
雨
弓
ゲ
O
¢
σ
q
葺
）
の
章
で
は
、
わ
た
く
し
は
自
然
に
つ
い
て
統
一
あ
る
概
念
を
持
っ
て
は
い
ま

せ
ん
。
そ
の
章
は
科
学
の
実
証
論
的
側
面
に
つ
い
て
の
議
論
で
す
が
、
わ
た
く
し
は
そ
れ
を
弁
護
し
得
る
も
の
と
尚
主
張
し
ま
す
。

　
（
わ
た
く
し
は
自
然
の
こ
と
を
、
形
態
の
一
群
で
あ
る
と
時
々
申
も
て
晦
ま
し
た
し
、
他
の
時
に
は
ま
た
自
然
は
昂
る
最
終
目
的
を
目

指
し
て
の
形
成
で
あ
る
と
言
っ
て
来
ま
し
た
。
き
ち
ん
と
し
た
醤
学
習
な
ら
誰
も
、
わ
た
く
し
が
し
た
よ
う
な
こ
ん
な
こ
と
を
し
は
し
な

い
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
わ
た
く
し
が
本
を
書
い
た
時
、
わ
た
く
し
は
自
分
が
こ
ん
な
事
を
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
分
ら
な
い
で
い
た
の
で

す
。
し
か
し
哲
学
者
な
ら
ば
自
分
の
や
っ
た
こ
と
を
少
な
く
と
も
意
識
し
て
い
る
べ
き
だ
っ
た
の
で
す
）
。

　
ま
た
、
科
学
に
お
い
て
、
あ
な
た
方
は
言
語
と
い
う
も
の
に
当
然
恐
ろ
し
く
注
意
深
く
あ
る
べ
き
で
し
ょ
う
。
あ
な
た
方
は
、
考
え
て

い
る
こ
と
の
す
べ
て
を
雷
う
こ
と
も
、
ま
た
は
考
え
て
い
る
こ
と
を
ぴ
っ
た
り
と
雷
う
こ
と
も
決
し
て
あ
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
わ
た
く

し
は
、
　
『
こ
の
コ
レ
ッ
ジ
の
建
物
は
勝
手
が
よ
い
』
と
ロ
ン
ド
ン
に
あ
る
一
つ
の
建
物
に
つ
い
て
言
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
こ
れ
は
、
何
と

ま
あ
抽
象
が
入
り
乱
れ
た
も
の
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
何
と
漢
然
と
し
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
わ
た
く
し
は
、
英
圏
、
ロ
ン
ド
ン
、
リ
ー

ゼ
ン
ト
公
園
、
－
3
ー
ゼ
ン
ト
・
コ
レ
ッ
ジ
の
中
の
一
つ
の
建
物
の
こ
と
を
書
お
う
と
し
た
の
で
す
。
し
か
し
私
は
さ
っ
き
の
こ
と
を
、
そ

れ
の
い
く
つ
か
の
部
屋
に
つ
い
て
煙
っ
た
か
も
知
れ
な
い
の
で
す
。
で
、
も
し
抽
象
さ
れ
た
さ
つ
き
の
「
そ
れ
し
（
δ
が
こ
こ
で
は
見
影

外
れ
で
あ
る
と
し
て
も
、
　
「
そ
れ
」
は
と
に
か
く
勝
手
が
よ
い
の
で
す
。
先
の
指
示
文
は
重
要
な
も
の
で
は
な
く
、
漠
然
と
し
て
い
る
。

し
か
し
、
実
際
問
題
と
し
て
謡
し
手
は
、
自
分
の
語
っ
て
い
た
建
物
が
、
特
殊
な
厨
約
と
の
関
連
に
お
い
て
の
み
勝
手
が
よ
い
、
と
多
分

言
お
う
と
し
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
う
す
る
と
、
指
添
的
な
機
能
を
持
つ
『
そ
れ
』
（
岡
紳
）
と
か
『
こ
れ
』
（
費
δ
）
は
、
意
義
を
有
し
て
い
た

こ
と
菰
な
り
ま
す
。
述
語
は
、
主
語
を
指
示
す
る
用
語
の
一
部
で
あ
り
ま
す
。
あ
な
た
方
は
『
そ
れ
は
素
晴
し
い
犬
だ
』
と
言
い
ま
す
。



あ
な
た
方
の
意
味
す
る
の
は
、
そ
れ
は
『
素
晴
し
い
犬
性
』
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
述
語
は
主
語
の
記
述
の
一
節
を
成
し
て
い
る
の

で
す
。

　
こ
う
し
て
あ
な
た
方
は
、
書
葉
の
各
句
が
ど
う
し
ょ
う
も
な
い
ほ
ど
曖
昧
な
の
を
絶
え
間
な
く
発
見
す
る
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
単
な

る
議
論
上
の
勝
利
が
得
ら
れ
る
の
は
、
こ
う
し
た
曖
昧
な
事
柄
を
無
視
す
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。
　
（
一
九
三
六
・
十
二
．
八
）

四
科
学
と
抽
象

　
　
　
わ
た
く
し
は
、
科
学
の
哲
学
の
教
説
を
わ
た
く
し
な
り
に
論
じ
て
来
ま
し
た
。
そ
し
て
、
科
学
で
す
ら
或
る
抽
象
の
体
系
に
基
礎
を
置

　
　
い
て
い
る
と
い
う
事
実
に
、
わ
た
く
し
の
教
説
を
基
礎
づ
け
よ
う
と
し
て
来
た
の
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
も
い
い
で

　
　
し
ょ
う
。
あ
な
た
方
が
抽
象
の
一
体
系
を
焦
点
に
置
い
て
い
る
聞
、
あ
な
た
方
は
、
あ
な
た
方
の
経
験
の
他
面
を
な
し
背
後
に
漠
と
し
て

　
　
存
す
る
よ
り
広
汎
な
場
面
か
ら
、
臼
的
を
導
き
意
味
を
与
え
て
い
る
、
と
い
う
事
実
に
、
わ
た
く
し
は
自
分
の
教
説
を
基
礎
づ
け
よ
う
と

　
　
し
て
来
た
の
で
す
。
し
か
し
、
瞬
閥
的
な
出
来
事
が
そ
の
重
要
性
と
警
世
を
得
る
の
は
、
貝
下
の
と
こ
ろ
支
配
的
で
な
い
、
よ
り
広
汎
な

　
　
側
面
か
ら
な
の
で
あ
り
ま
す
。
い
か
な
る
事
実
の
ふ
く
み
も
、
ね
ら
い
も
、
そ
の
基
礎
を
、
た
だ
一
つ
の
抽
象
の
体
系
か
ら
得
る
わ
け
に

　
　
は
い
か
ぬ
の
で
す
。
わ
た
く
し
は
も
う
一
度
、
自
動
車
の
例
へ
言
及
し
ま
す
。
注
衝
の
焦
点
に
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
が
、
出
来
事
に
意
義

　
　
を
与
え
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
あ
な
た
方
の
い
ろ
い
ろ
な
目
論
見
が
、
あ
な
た
方
の
心
の
中
で
判
明
で
あ
る
限
り
、
あ
な
た
方

　
　
の
経
験
の
背
後
に
或
る
他
の
抽
象
の
諸
体
系
が
存
す
る
と
い
う
に
あ
る
の
で
す
。
あ
な
た
方
が
有
限
な
体
系
ま
で
で
留
ま
ろ
う
と
す
る
場

　
　
合
に
は
、
い
つ
も
、
た
と
え
そ
の
体
系
が
そ
れ
自
体
で
完
全
な
体
系
で
あ
る
と
し
て
も
、
批
判
的
な
分
析
に
照
し
て
み
る
と
、
そ
の
根
底

　
　
が
い
つ
も
抜
き
取
ら
れ
て
い
る
の
を
見
出
す
の
で
す
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
体
系
が
道
徳
的
な
こ
と
や
美
学
的
な
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の

　
　
だ
と
称
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
無
意
味
な
諸
様
式
を
述
べ
て
い
る
の
に
す
ぎ
な
い
の
で
す
。
あ
な
た
方
は
道
徳
的
な
こ
と
を
求
め
、
そ
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@
し
て
「
十
戒
」
を
授
け
ら
れ
る
。
し
か
し
十
戒
も
、
そ
れ
が
完
全
な
体
系
の
う
ち
に
お
い
て
見
ら
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
ど
う
い
う
役
に

一　
　
　
　
　
　
『
抽
象
』
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一



　
　
　
　
　
哲
由
字
研
究
　
　
第
煕
否
九
十
山
ハ
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
ニ

ー8
1
　
立
ち
う
る
で
し
ょ
う
か
。

　
　
　
か
く
し
て
、
あ
な
た
方
は
自
分
の
体
系
を
で
き
る
だ
け
深
い
も
の
と
し
ま
す
。
そ
し
て
あ
な
た
方
が
、
自
分
達
の
体
系
を
よ
り
深
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
か
つ
よ
り
判
明
な
も
の
と
感
ず
れ
ば
感
ず
る
ほ
ど
、
あ
な
た
方
は
、
膚
ら
の
経
験
の
「
総
体
」
が
途
方
も
な
く
重
要
性
を
有
す
る
の
だ
と

　
　
い
う
こ
と
を
よ
り
ょ
く
悟
る
の
で
す
。

　
　
　
神
を
論
じ
て
み
ま
す
。
あ
な
た
方
は
坐
っ
て
い
て
、
そ
し
て
「
必
然
的
存
在
」
と
書
う
。
こ
れ
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
か
。
神
秘

　
　
的
経
験
と
と
き
お
り
名
付
け
ら
れ
る
も
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
許
に
容
易
に
と
ど
ま
っ
て
い
て
く
れ
な
い
も
の
で
あ
る
と
わ
た
く
し
は
信
じ

　
　
る
。
こ
れ
ら
の
諸
観
念
は
重
要
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
意
味
の
な
い
も
の
に
な
り
が
ち
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　
け
だ
し
、
経
験
の
絶
対
的
判
窮
性
の
観
念
は
、
そ
れ
が
は
っ
き
り
と
斥
け
ら
れ
て
い
る
時
で
さ
え
、
雷
語
に
浸
透
し
て
い
る
こ
と
を
あ

　
　
な
た
方
は
見
出
す
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

　
　
　
人
間
の
経
験
の
漸
次
的
発
展
と
い
う
事
実
は
、
ま
さ
に
正
反
対
の
見
地
で
あ
り
ま
す
。
人
間
が
ま
す
ま
す
知
性
的
に
な
る
と
言
い
た
い

　
　
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
人
類
は
急
速
に
退
化
す
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
わ
た
く
し
が
ま
さ
に
書
っ
て
い
る
こ
と
は
、
も
し
科
学
と
歴
史
に

　
　
何
か
意
味
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
文
朔
を
漸
次
構
築
し
て
ゆ
く
洞
察
の
閃
き
を
持
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま

　
　
す
。
そ
う
い
っ
た
風
に
人
類
は
最
近
の
二
三
千
年
の
間
発
展
し
て
来
た
の
で
す
。
そ
れ
は
分
別
と
洞
察
の
力
を
い
ろ
い
ろ
獲
得
し
て
来
た

　
　
の
で
す
。
更
に
ま
た
、
人
類
は
こ
れ
ま
で
有
限
数
し
か
い
な
か
っ
た
の
で
す
か
ら
、
人
類
を
一
つ
の
連
続
的
過
程
と
称
す
る
こ
と
は
出
来

　
　
ま
せ
ん
。
経
験
さ
れ
、
保
持
さ
れ
た
幾
つ
か
の
閃
き
が
あ
っ
た
の
で
す
。
雷
語
を
形
成
し
た
に
桐
違
な
い
閃
き
の
系
列
を
お
考
え
願
い
た

　
　
い
。

　
　
　
と
は
書
え
、
わ
た
く
し
の
雷
う
こ
と
の
要
点
は
、
わ
れ
わ
れ
の
各
々
が
、
ど
ん
な
古
語
上
の
表
現
を
も
超
え
た
洞
察
を
連
続
的
に
噴
嵐

　
　
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
う
し
た
洞
察
は
わ
れ
わ
れ
が
意
の
ま
ま
に
保
持
し
得
る
い
か
な
る
も
の
を
も
超
え
て
い

　
　
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
こ
と
の
明
証
は
、
あ
な
た
方
が
大
文
学
を
読
む
場
合
、
そ
の
丈
学
が
あ
な
た
方
に
感
銘
を
与
え
る
の
は
、
あ
な
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た
方
の
魂
の
う
ち
に
あ
な
た
の
人
生
を
通
じ
て
横
た
わ
り
眠
っ
て
来
た
何
物
か
を
、
そ
れ
が
突
然
判
明
な
ら
し
め
る
か
ら
だ
と
い
う
点
に

示
さ
れ
て
い
ま
す
。
プ
ラ
ト
ン
が
こ
の
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
、
わ
れ
わ
れ
一
1
わ
れ
わ
れ
の
中
の
或
る
者
一
の
プ
ラ
ト
ン

を
愛
す
る
理
由
の
「
つ
で
す
。
こ
う
し
た
種
類
の
内
的
な
顕
示
は
想
起
と
し
て
わ
れ
わ
れ
に
現
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
生
活
の

中
に
あ
っ
た
の
で
す
が
、
わ
れ
わ
れ
の
意
識
の
力
の
真
下
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
だ
か
ら
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
知
識
は
単
に
専
門
的
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
存
在
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
に
つ
い
て
の
知
識
の
こ
う
い
う
潜

在
的
な
源
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
常
に
、
想
起
の
ひ
び
き
を
具
し
て
い
る
。
こ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
哲
学
の
最
初
に
現
わ
れ
る
学
説
で
あ
る
。

し
か
も
プ
ラ
ト
ン
が
重
要
だ
と
い
う
理
由
は
、
ま
さ
に
か
れ
が
、
洞
察
の
…
閃
き
の
重
要
性
を
憎
つ
た
最
後
の
哲
学
者
だ
か
ら
で
す
。

　
大
概
の
哲
学
は
、
わ
れ
わ
れ
が
多
く
の
事
物
に
つ
い
て
明
瞭
な
観
念
を
持
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
事
、
及
び
わ
れ
わ
れ
を
わ
ず
ら
わ
す

唯
一
の
事
は
そ
の
観
念
に
と
っ
て
何
か
或
る
偶
然
的
な
事
物
が
起
こ
り
は
し
な
い
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
と
い
う
事
、
以
上

の
こ
と
の
了
解
を
も
っ
て
書
か
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
種
の
本
当
の
知
識
を
、
　
一
つ
も
持
っ
て
い
な
い
の
で
す
。
わ
た

く
し
の
『
自
然
の
概
念
』
の
最
初
の
章
に
お
い
て
は
、
現
在
の
程
度
に
も
こ
の
考
え
を
開
戸
に
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
勿
論
、

わ
た
く
し
は
こ
れ
と
同
じ
こ
と
を
言
お
う
と
し
て
い
た
の
で
す
。
わ
た
く
し
は
自
然
に
つ
い
て
の
人
々
の
経
験
を
、
諸
事
実
（
欽
9
ω
）
、

要
素
（
融
9
0
霧
）
及
び
事
物
（
Φ
郎
試
鼠
霧
）
に
識
別
し
ま
す
。
最
初
の
も
の
、
即
ち
諸
事
実
は
漠
然
と
し
て
お
り
、
半
透
明
な
陰
影
を
持
っ

て
い
る
。
そ
れ
か
ら
要
素
の
う
ち
に
も
、
こ
の
世
界
に
あ
っ
て
漠
然
と
識
別
さ
れ
て
い
る
要
素
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
が
存
在
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

た
と
え
ば
、
こ
の
卓
子
と
い
っ
た
も
の
が
そ
れ
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
も
の
を
抽
象
し
て
取
り
上
げ
、
そ
れ
を
『
そ
れ
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

（
δ
と
し
て
論
ず
る
、
思
考
の
更
に
飛
躍
し
た
一
段
階
が
存
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
う
し
て
か
ら
、
わ
た
く
し
は
そ
れ
と
他
の
も
の
と
の

関
係
を
論
ず
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
あ
な
た
方
は
、
そ
れ
を
空
間
的
お
よ
び
時
間
的
に
論
じ
ま
す
。
あ
な
た
方
は
『
そ
れ
』
を
把

握
す
る
。
あ
な
た
方
は
そ
れ
を
あ
な
た
方
の
知
識
の
実
在
性
か
ら
抽
象
し
た
の
で
す
。

　
こ
れ
ら
の
最
後
の
も
の
が
『
事
物
』
で
あ
り
ま
す
。
事
物
と
い
う
も
の
は
思
考
の
抽
象
の
働
き
が
優
勢
に
な
っ
た
時
に
生
じ
ま
す
。

　
　
　
　
『
抽
象
』
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
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哲
学
研
究
　
第
四
百
九
十
六
畳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四

『
事
実
』
は
世
界
の
持
っ
て
い
る
「
他
者
性
」
の
総
体
で
す
。
そ
の
他
者
性
が
わ
れ
わ
れ
に
経
験
を
押
し
つ
け
る
の
で
す
。
洋
白
は
、
事

実
に
そ
の
重
要
性
を
与
え
る
、
事
実
の
漠
た
る
識
別
で
あ
り
ま
す
。
要
素
は
事
実
と
事
物
の
中
間
者
で
す
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
識
別
は
わ

れ
わ
れ
の
経
験
に
、
経
験
と
い
う
こ
と
の
異
常
に
膨
れ
上
っ
た
意
味
を
与
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
事
実
へ
の
集
約
と
い

う
こ
と
す
ら
、
宏
大
な
場
か
ら
の
抽
象
を
意
味
す
る
の
で
す
。
知
覚
と
い
う
の
は
、
強
調
と
棄
却
の
℃
様
式
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
行
き

す
ぎ
な
い
限
り
、
経
験
を
強
化
し
ま
す
。
と
い
う
の
は
、
行
き
す
ぎ
る
と
、
重
要
性
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
知
覚
が
与
え
て
い
た
理
由
が

失
わ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
す
。
集
約
化
は
、
最
後
に
は
、
些
末
化
を
始
め
ま
す
。
も
し
こ
れ
に
反
し
て
、
経
験
を
直
ち
に
余
り
に
も
拡
大

し
よ
う
と
試
み
る
と
す
る
と
こ
れ
ま
た
重
三
化
で
す
。
知
覚
は
、
現
在
点
に
お
い
て
わ
き
立
っ
て
い
る
重
要
性
に
正
し
く
顧
慮
す
る
、
適

正
な
集
約
と
抽
象
な
の
で
あ
り
ま
す
。

　
自
然
科
学
は
奇
妙
な
も
の
で
す
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
は
、
重
要
性
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
動
物
が
自
然
に
持
つ
感
情
を
却
け
て
い
る

か
ら
で
す
。
つ
ま
り
、
正
邪
に
関
す
る
重
要
性
の
感
情
と
書
っ
て
も
よ
ろ
し
い
。
学
問
的
活
動
を
し
て
い
る
際
の
人
間
は
、
正
邪
に
つ
い

て
の
問
に
関
ら
な
い
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
法
王
が
ご
無
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
『
儒
心
の
な
い
天
承
学
者
は
狂
っ
て
い
る
』
。
こ
れ
は
こ
の
上
な
く
あ
り
ふ
れ
た
意
見
の
一
つ
で
、

有
益
で
あ
る
よ
り
も
む
し
ろ
有
害
で
す
。
け
れ
ど
も
、
と
に
か
く
こ
れ
は
、
科
学
者
が
当
然
承
認
し
な
が
ら
し
か
も
科
学
の
域
外
に
残
す
、

究
極
的
重
要
性
の
か
の
奇
妙
な
感
じ
を
と
ら
え
て
い
ま
す
。

　
プ
ラ
ト
ン
は
、
数
学
と
科
学
と
一
切
の
知
識
の
包
括
的
な
意
識
を
心
中
に
有
し
て
お
り
ま
し
た
。
わ
た
く
し
が
引
用
し
て
止
ま
な
い
プ

ラ
ト
ン
の
一
節
が
あ
り
ま
す
。
か
れ
は
、
基
数
で
は
表
現
さ
れ
得
な
い
比
の
存
在
を
発
見
し
、
記
数
の
こ
の
破
滅
は
、
か
れ
の
情
緒
的
経

験
お
よ
び
道
徳
的
な
経
験
と
究
極
的
に
は
結
び
付
い
て
い
る
と
感
じ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
ど
ん
な
馬
鹿
で
も
、
数
が
情
緒
的
経
験
に
お
け

る
一
つ
の
要
素
で
あ
る
こ
と
を
見
て
と
れ
ま
す
。
だ
か
ら
し
て
、
数
の
学
、
即
ち
算
数
は
、
美
的
経
験
の
精
妙
さ
を
展
示
す
る
の
で
あ
り
、

深
い
情
緒
的
経
験
に
と
り
巻
か
れ
が
ち
で
あ
り
ま
す
。
プ
ラ
ト
ン
は
、
実
に
こ
の
こ
と
を
、
快
適
な
音
と
調
和
に
対
す
る
数
的
関
係
の
う
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ち
に
見
て
と
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
こ
で
ま
た
、
こ
の
情
緒
的
な
意
義
を
論
じ
な
が
ら
、
わ
た
く
し
は
何
等
新
し
い
こ
と
を
言
っ
て
い
な
い
の
で
す
。
と
い
う
の
は
、
プ

ラ
ト
ン
は
し
ば
し
ば
道
徳
的
お
よ
び
雰
道
徳
的
音
楽
を
論
じ
ま
す
。
古
代
人
は
彼
等
の
解
す
る
限
り
で
は
数
に
よ
っ
て
表
現
し
得
な
い
量

の
関
係
が
存
す
る
の
を
見
出
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
か
く
し
て
、
か
れ
ら
は
、
こ
の
比
は
非
常
に
大
き
な
情
緒
的
意
義
を
持
つ
に
ち
が
い

な
い
と
結
論
し
ま
し
た
。

　
『
こ
の
事
を
知
ら
な
い
人
々
が
い
る
と
わ
た
く
し
は
い
わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
わ
た
く
し
に
は
、
そ
ん
な
野
卑
な
無
知
が
存
在
す
る
と

は
信
じ
難
い
の
だ
』
。
こ
う
プ
ラ
ト
ン
は
『
法
律
』
で
言
っ
て
い
る
の
で
す
。

　
科
学
者
は
、
バ
イ
オ
リ
ン
と
か
な
ん
と
か
か
ん
と
か
、
そ
う
し
た
一
切
の
こ
と
に
早
り
は
し
な
い
。
か
れ
は
単
な
る
物
理
的
事
実
を
考

究
す
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
、
つ
ま
り
そ
の
背
後
に
は
、
全
体
に
わ
た
っ
て
、
重
要
性
に
つ
い
て
の
漢
然
た
る
感
覚
が
い
つ
も
存
在
し

ま
す
。
知
的
能
力
を
示
す
に
ょ
い
ゲ
ー
ム
が
い
く
つ
も
あ
る
。
た
と
え
ば
チ
ェ
ス
が
そ
う
で
す
。
け
れ
ど
も
、
あ
な
た
方
に
対
し
て
私
は

一
般
的
に
こ
う
い
い
た
い
。
も
し
も
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
の
学
生
諸
震
が
、
実
験
室
を
空
に
し
て
し
ま
っ
て
、
数
学
を
習
い
、
し
か
も
単
に
チ

エ
ス
の
知
識
を
高
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
が
見
出
し
た
と
で
も
す
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
う
し
た
重
要

性
が
失
わ
れ
て
ゆ
く
の
を
感
じ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
、
と
。
チ
ェ
ス
に
ふ
り
ま
わ
さ
れ
る
と
し
た
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
全
く
第
二
流
の
群
集
で

あ
り
ま
し
ょ
う
。

　
こ
れ
は
ま
た
、
ま
さ
に
わ
れ
わ
れ
の
歴
史
に
あ
る
と
こ
ろ
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
四
世
紀
の
教
養
あ
る
ロ
ー
マ
人
達
は
、
後
か
ら
読
ん

で
も
、
前
か
ら
読
ん
で
も
意
味
を
な
す
詩
を
書
き
ま
し
た
。
そ
し
て
こ
れ
が
、
当
時
の
ロ
ー
マ
社
会
の
頽
廃
の
良
き
証
し
な
の
で
あ
り
ま

す
。
要
す
る
に
か
れ
ら
は
大
し
た
生
活
を
送
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
。
幸
せ
な
生
活
で
は
あ
っ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
あ
ま
り
霊
要

で
な
い
事
柄
で
楽
し
ん
で
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
も
ち
ろ
ん
将
棋
さ
し
が
い
け
な
い
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
も
し
か
れ
が
チ
ェ
ス
に
の
み
関
わ
っ
て
い
る
の
な
ら
、
つ
ま
ら
ぬ

　
　
　
　
『
抽
象
』
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
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事
に
ふ
げ
っ
て
い
る
の
だ
と
言
う
べ
き
で
す
。
将
棋
さ
し
は
要
す
る
に
、
歓
交
の
一
部
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
し
て
の
チ
ェ
ス
、
つ
ま
り
、

　
　
相
対
的
意
義
し
か
持
た
ぬ
将
棋
と
い
う
も
の
に
関
わ
っ
て
い
る
の
で
す
。

　
　
　
わ
た
く
し
は
、
こ
の
こ
と
は
す
べ
て
の
職
業
に
妾
た
る
と
申
し
た
い
。
胴
、
教
会
」
で
起
っ
た
最
初
の
こ
と
は
、
入
々
が
か
れ
ら
自
ら
砂

　
　
漠
へ
行
っ
て
、
永
遠
の
真
理
を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
た
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
近
代
の
教
会
は
、
反
対
に
、
瞑
想
的
な

　
　
生
活
を
す
べ
く
選
ば
れ
た
人
々
を
摘
出
す
る
の
に
用
心
深
い
の
で
す
。
瞑
想
の
生
活
さ
え
、
大
概
の
人
の
場
舎
、
つ
ま
ら
な
い
も
の
と
成

　
　
っ
て
し
ま
い
得
る
の
で
す
。

　
　
　
エ
ジ
プ
ト
の
隠
巻
達
は
つ
ま
ら
な
い
の
だ
と
い
う
悲
し
い
発
見
が
「
教
会
」
の
歴
史
な
の
で
す
。
し
か
し
、
僧
院
の
制
度
が
意
義
あ
る

　
　
も
の
と
な
っ
た
の
は
、
僧
侶
達
が
、
考
え
る
こ
と
よ
り
も
す
る
仕
事
を
よ
り
沢
山
与
え
ら
れ
た
時
で
あ
る
。
あ
な
た
方
は
、
抽
象
の
一
体

　
　
系
に
の
み
強
調
を
置
き
、
そ
の
体
系
を
経
験
の
一
切
で
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
　
（
一
九
三
六
・
十
二
・
十
）
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THE　OUTLINES　OF　THE　MAIN

ARTICLES　IN　T］1｛IS　ISSUE

Tlie　outline（ゾsuch　an　article　as　apPea7s　in　more　than　o／zθnttmber（ゾthis

manazine　is　to　be　given　together　with　the　last　instalment　of　the　article．

Whitekead’s　Lectures　en　“AbstractioR”

　　The　following　statement　written　by　Professor　J．　D．　Goheen　as　a　foreword

to　the　Japanese　translation　of　Whitehead’s　lectures　would　also　be　a　good

pr6cis　of　the　article．

　　’‘These　notes　are　an　almost　verbatim　record　of　Whitehead’s　lectures　in　his

course，　Cosmalogies；　Anec’ent　and　Modern，　on　Dec．　3，　5，　8，　IO，　1936．　ln　the

previous　meeting　of　the　course　1　had，　as　his　assistant，　given　a　lecture　in　which

I　asl〈ed　Whitehead　to　make　more　explicit　his　doctrine　of　“vagueness”．　Stu－

dents　in　the　course　sometimes　received　the　impression　that　Whitehead

disparaged　clarity　and　advocated　“vagueness”　or　“muddle－headedness”　in

philosophical　thinking．　Whitehead，　of　course，　intended　nothing　of　the　1〈ind，

but　he　was　profoundiy　interested　in　the　relation　of　abstract　thought　to　the

“penumbral”　background　of　experience．　From　one　point　of　view，　Whitehead’s

metaphysics　could　be　construed　as　essentially　concemed　with　this　relation．

The　worid　of　“process”，　which　Whitehead　thought　of　as　initially　disc！osed

in　exper1ence，　is　a　world　in　which　everything　is　related　to　everything　else．

Finite　“facts”，　as　well　as　finite　truths　or　abstractions　have，　therefore，　to　be

accounted　｛or　against　a　background　of　xeality　and　experience　which　is　un－

bounded．　An　abstraction　or　finite　truth　is，　in　this　sense，　arbitrary；，　there　are

always　others　in　the　background　which　might　be　expressed，　but　are，　for　good

reasons　or　bad，　suppressed．”

The　Essentiality　of　Human　Group

by　E｛itoshi　Takatsu
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