
批
判
的
合
理
主
義
の
一
側
面

神
　
野
慧
　
一
　
郎

騨
　
ポ
パ
ー
の
批
判
的
合
理
主
義

　
　
　
わ
れ
わ
れ
は
虜
己
の
判
断
や
決
定
に
責
任
を
負
う
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
個
人
主
義
の
主
張
は
、
行
動
に
お
い
て
明
ら
か
に
見
る
た
め

　
　
合
理
的
な
反
省
を
導
入
す
る
態
度
と
極
め
て
密
接
に
関
係
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
何
故
わ
れ
わ
れ
は
非
要
理
的
で
あ
る
よ
り
も
合
理
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
で
あ
る
こ
と
を
選
ぶ
の
か
。
こ
の
選
択
の
弁
明
は
幽
来
て
も
論
理
的
な
正
要
町
甘
。
。
甑
津
餌
餓
○
昌
は
繊
来
な
い
。
一
つ
の
選
択
の
弁
明
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
そ
の
選
択
の
諸
帰
結
を
他
の
選
択
の
諸
帰
結
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
得
よ
う
。
し
か
し
決
定
の
惹
き
起
す
結
果
の
分
析
は
、

　
　
成
否
に
か
か
わ
ら
ぬ
決
定
に
理
由
づ
酵
を
し
は
し
な
い
。
ま
た
な
に
よ
り
も
比
較
し
分
析
す
る
と
い
う
操
作
は
、
理
性
の
働
き
を
従
っ
て

　
　
ま
た
舎
理
主
義
を
前
提
す
る
。
そ
れ
故
、
合
理
主
義
の
弁
明
に
は
デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
明
証
説
と
神
の
存
在
証
嘆
の
閣
係
と
似
た
循
環
が

　
　
存
す
る
。
わ
れ
わ
れ
は
合
理
主
義
を
採
る
際
、
ま
ず
決
意
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
決
意
は
論
理
的
に
導
か
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
デ

　
　
カ
ル
ト
の
コ
ギ
ト
の
樹
立
と
同
じ
で
あ
る
。
ボ
パ
ー
は
こ
の
事
実
を
か
れ
の
科
学
方
法
論
の
前
提
と
し
、
　
「
事
実
」
と
「
規
範
篇
の
二
元

　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
論
と
称
し
た
。
合
理
主
義
す
な
わ
ち
議
論
と
経
験
に
訴
え
る
こ
と
の
み
に
よ
っ
て
、
合
理
主
義
の
採
択
を
正
当
化
す
る
の
は
論
理
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
垂
）

　
　
［
、
先
決
問
題
要
求
の
虚
偽
」
で
あ
る
。
こ
う
し
た
決
定
は
む
し
ろ
「
道
徳
的
決
定
〕
で
あ
り
、
単
な
る
知
性
上
の
こ
と
で
は
な
い
。
わ
れ

　
　
わ
れ
は
雰
合
理
主
義
は
合
理
主
義
よ
り
も
ず
っ
と
危
険
で
あ
る
と
思
う
故
に
こ
れ
を
捨
て
合
理
主
義
を
採
る
の
で
あ
る
。
知
性
に
対
す
る

　
　
意
志
の
優
位
が
或
る
意
味
で
認
め
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。

138　
　
　
　
　
　
挑
覇
的
合
理
主
義
の
～
鋼
蕪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七
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そ
れ
故
、
極
端
な
合
理
主
義
は
そ
れ
難
事
不
斉
合
で
あ
る
。
合
理
主
義
よ
り
も
非
合
理
主
義
の
方
が
論
理
的
に
は
優
位
に
立
つ
と
云
わ

ね
ば
な
ら
ぬ
。
わ
れ
わ
れ
は
非
合
理
主
義
に
許
す
範
囲
を
出
来
る
だ
け
狭
ば
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
知
見
に
基
づ
き
ポ
パ
ー
は
ま
ず
真
の

合
理
主
義
を
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
合
理
主
義
つ
ま
り
膚
己
霞
身
の
限
度
を
意
識
す
る
知
的
謙
譲
と
し
、
こ
れ
を
プ
ラ
ト
ン
的
な
知
的
主
観
主
義

か
ら
区
別
す
る
（
（
）
．
Q
。
．
眞
Ω
互
）
’
⇔
鋭
一
）
。
　
つ
ぎ
に
か
れ
は
、
極
端
な
合
理
主
義
つ
ま
り
全
包
含
的
な
合
理
憲
義
6
◎
ヨ
感
受
⑦
蒙
卿
4
σ

饗
ぎ
報
道
・
・
ヨ
に
か
え
て
、
批
判
的
合
理
主
義
（
滋
｛
藁
二
穏
簿
…
＾
）
旧
識
ぎ
μ
を
提
案
す
る
（
ρ
ψ
劉
O
ぎ
マ
蹟
払
一
）
。
議
論
や
経
験
が
問
題

解
決
の
手
段
と
し
て
有
効
で
あ
る
の
は
、
こ
れ
ら
に
儒
を
置
く
と
決
め
た
人
々
に
対
し
て
の
み
で
あ
る
。
合
理
主
義
の
塞
ホ
的
態
度
は
理

性
に
信
を
お
く
と
い
う
行
為
に
由
来
し
て
い
る
と
い
う
事
実
を
批
判
的
合
理
主
義
は
認
め
る
。

　
ポ
パ
ー
の
合
理
主
義
は
非
合
理
主
義
に
対
立
す
る
。
そ
の
合
理
主
義
は
経
験
論
と
矛
盾
す
る
も
の
で
な
く
、
経
験
主
義
と
知
性
主
義
と

を
覆
う
も
の
で
あ
る
（
ρ
¢
国
●
Ω
峯
ワ
b
。
《
ど
や
ト
。
ト
。
“
）
。
こ
の
現
代
的
な
意
味
で
の
合
理
主
義
は
、
歴
史
上
の
合
理
論
や
経
験
論
の
含

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

ん
で
い
た
権
威
主
義
を
否
定
す
る
の
だ
と
い
っ
て
も
よ
い
。
舎
理
主
義
は
理
性
す
な
わ
ち
思
考
と
経
験
に
訴
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
出
来
る

競
り
多
く
の
問
題
を
解
こ
う
と
す
る
態
度
の
こ
と
で
あ
る
と
ポ
パ
ー
は
云
う
（
（
）
．
¢
目
Ω
嬉
ワ
輪
《
押
ワ
土
壁
）
。
合
理
主
義
は
、
批
判
的

議
論
に
耳
を
傾
け
経
験
か
ら
学
ば
ん
と
す
る
も
の
、
従
っ
て
端
的
に
云
っ
て
科
学
的
態
度
と
極
め
て
類
似
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
わ
れ
わ
れ
の
態
度
は
決
定
さ
れ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
如
何
に
し
て
闘
題
を
処
理
す
る
の
か
、
経
験
と
議
論
を
ど
の
よ
う
に
用
う
る
の

か
、
を
間
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
合
理
主
義
は
認
識
論
的
に
も
社
会
科
学
的
に
も
、
批
判
の
自
由
を
守
る
機
構
ぼ
ω
簿
二
臨
o
P
の
（
理
論
や
漫
語
も
含
め
て
）
の
必
要
の
認

識
に
結
び
つ
く
と
考
え
ら
れ
る
（
P
ψ
的
曾
く
。
轡
辞
Ω
運
ワ
回
P
H
＜
”
や
μ
G
。
裂
く
。
㎞
．
Q
“
Ω
憲
宰
鳴
距
國
昌
ワ
鵠
G
。
v
Φ
紳
。
．
）
。
換
言
す
れ
ば

合
理
主
義
は
自
由
主
義
を
肯
定
し
権
威
主
義
を
否
定
す
る
。
そ
れ
故
、
合
理
主
義
の
政
治
学
上
の
間
膜
は
、
　
『
誰
が
麦
配
す
る
の
か
』
で

は
な
く
、
　
『
ど
の
よ
う
に
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
悪
し
き
ま
た
は
無
力
な
支
配
者
が
あ
ま
り
多
大
な
災
害
を
も
た
ら
し
得
な
い
よ
う
に
わ
れ

わ
れ
自
ら
の
政
治
機
構
を
組
織
し
う
る
か
』
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
欄
じ
く
認
識
論
上
の
問
は
認
識
の
起
源
を
綱
う
こ
と
に
あ
る
の
で
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は
な
く
、
　
『
い
か
に
し
て
わ
れ
わ
れ
は
誤
り
を
見
出
し
除
去
す
る
こ
と
を
望
み
う
る
か
」
と
問
い
直
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
　
「
批
判
に
よ
っ

て
」
つ
ま
り
、
他
人
お
よ
び
自
ら
の
理
論
と
推
測
を
三
綱
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
と
い
う
の
が
批
判
的
舎
理
実
義
の
与
え
る
答
で
あ
る

（
O
■
即
“
ワ
ロ
①
）
。
一
つ
の
理
論
の
声
価
を
あ
げ
る
の
は
弁
護
の
成
功
で
は
な
く
、
そ
の
理
論
へ
の
攻
撃
の
失
敗
で
あ
る
。

　
い
か
に
銚
判
ず
る
か
、
換
言
す
れ
ば
い
か
に
し
て
科
学
的
知
識
と
非
科
学
的
知
識
を
区
別
し
う
る
か
。
こ
の
区
劉
伽
Φ
ヨ
鶏
＄
侍
δ
渇
の
問

題
は
、
ポ
パ
ー
の
哲
学
的
活
動
の
モ
チ
ー
フ
の
一
つ
で
も
あ
る
。
そ
れ
故
、
カ
ン
ト
は
ポ
パ
…
に
と
り
批
判
的
合
理
主
義
の
先
駆
者
で
あ

る
の
み
な
ら
ず
（
○
噸
菊
“
囲
）
’
熱
二
（
率
刈
）
、
自
然
科
学
の
構
造
の
謎
を
初
め
て
見
て
と
っ
た
も
の
と
し
て
科
学
の
方
法
論
の
祖
で
も
あ
っ
た
。

ポ
パ
ー
は
区
劃
の
問
題
を
「
カ
ン
ト
の
触
発
」
と
呼
び
、
ヒ
ュ
…
ム
の
問
題
す
な
わ
ち
帰
納
法
の
問
題
に
対
置
す
る
。
そ
し
て
か
れ
は
帰

納
法
の
原
理
を
却
け
た
（
い
’
ω
o
．
　
囲
）
■
℃
．
　
も
◎
蒔
一
刈
”
　
A
G
費
　
因
◆
　
O
び
Q
℃
・
　
ド
”
℃
「
　
ω
腿
）
。
科
学
が
経
験
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
う
主
張
は
帰
納
主
義
的

経
験
論
を
含
意
し
な
い
。
科
学
の
理
論
た
と
え
ば
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
理
論
が
或
る
い
く
つ
か
の
観
察
命
題
か
ら
論
理
的
に
導
き
出
さ
れ
た
の

だ
と
解
す
る
帰
納
主
義
は
歴
史
的
に
も
論
理
的
に
も
誤
っ
て
い
る
（
○
會
男
．
O
び
鋤
唱
「
O
Q
）
。
『
わ
れ
わ
れ
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
る
世
界
と
は
観

察
諸
事
実
を
わ
れ
わ
れ
自
身
の
発
見
し
た
諸
理
論
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
が
解
釈
し
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
』
（
ρ
涛
●
O
諄
や
。
。
も
」
課
）
。

　
カ
ン
ト
は
し
か
し
そ
の
時
代
と
共
に
、
ニ
ュ
…
ト
ン
の
力
学
を
真
と
す
る
信
念
か
ら
逃
れ
得
な
か
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
の

自
由
な
創
造
で
あ
る
理
論
を
自
然
に
押
し
つ
け
れ
ば
よ
い
の
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
自
然
に
向
っ
て
問
う
。
そ
の
際
わ
れ
わ
れ
は
、
わ

れ
わ
れ
の
理
論
の
い
く
つ
か
の
証
明
や
例
証
を
求
め
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
逆
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
わ
れ
わ
れ
は
理
論
の
反
証
を
求
め
る
。

理
論
は
観
察
か
ら
論
理
的
に
導
き
出
さ
れ
得
な
い
が
観
察
と
矛
盾
関
係
に
立
ち
う
る
。
　
（
理
論
は
普
遍
実
題
と
し
て
、
観
察
事
実
は
個
別

命
題
と
し
て
表
現
さ
れ
る
）
。
か
く
し
て
理
論
の
反
証
可
能
な
事
態
を
見
出
し
理
論
を
テ
ス
ト
す
る
た
め
に
想
像
力
の
方
法
的
使
用
が
必

　
　
　
（
6
）

要
と
な
る
。
理
論
や
決
定
の
諸
帰
結
の
こ
う
し
た
吟
味
が
わ
れ
わ
れ
の
理
性
の
自
己
批
判
の
方
法
で
あ
り
、
か
く
し
て
恣
意
な
意
見
や
決

定
は
制
御
さ
れ
る
。

　
わ
れ
わ
れ
の
批
判
的
な
試
験
冨
。
。
汁
の
方
法
を
通
じ
て
科
学
的
厳
密
性
と
論
理
が
経
験
科
学
に
移
入
さ
れ
る
。
観
察
に
よ
っ
て
理
論
を

　
　
　
　
批
判
的
合
理
主
義
の
一
側
面
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
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論
駁
し
う
る
と
い
う
負
格
法
が
一
切
の
経
験
的
な
試
験
の
基
礎
で
あ
る
。
反
証
さ
れ
た
命
題
は
偽
で
あ
る
。
し
か
し
未
だ
反
証
さ
れ
て
は

い
な
い
が
反
証
さ
れ
拒
否
さ
れ
う
る
可
能
性
を
示
し
う
る
こ
と
が
経
験
科
学
の
命
題
の
有
す
べ
き
資
格
で
あ
る
。

　
ポ
パ
ー
の
反
証
可
能
性
臨
⇔
巨
勢
び
艶
受
の
理
論
は
、
か
く
し
て
「
事
実
」
の
観
念
を
含
み
、
従
っ
て
「
真
理
」
の
概
念
を
内
に
蔵
し
て
い

る
。
そ
れ
故
か
れ
は
規
約
主
義
8
⇔
お
簿
δ
欝
野
諺
を
排
す
る
と
と
も
に
、
「
真
理
し
の
代
り
に
「
高
い
確
率
度
」
を
わ
れ
わ
れ
の
命
題

や
理
論
に
附
与
し
よ
う
と
す
る
考
え
を
誤
っ
た
試
み
と
す
る
。
理
論
は
試
験
に
堪
え
ね
ば
な
ら
ぬ
。
け
れ
ど
も
試
験
に
堪
え
た
と
い
う
こ

と
、
つ
ま
り
「
確
認
度
」
o
o
ほ
○
げ
。
毒
げ
濠
け
綴
は
数
学
的
確
率
の
観
念
と
決
し
て
岡
一
視
さ
れ
え
な
い
。
経
験
的
内
容
を
含
む
理
論
の
場
合
、

そ
の
確
認
度
は
一
に
近
い
も
の
で
あ
っ
て
も
確
率
は
零
で
あ
る
。
す
べ
て
の
経
験
科
学
の
理
論
は
最
上
の
も
の
と
て
も
同
一
の
確
率
す
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぶ
　
　
ぷ

わ
ち
零
を
も
つ
の
で
あ
る
（
ダ
ω
o
．
U
。
0
ぼ
も
●
×
v
℃
．
G
Q
O
一
ら
○
い
Z
Φ
甫
》
℃
℃
の
罠
ぱ
8
。
障
畷
9
＜
回
ご
ρ
菊
．
ワ
α
メ
ワ
為
り
ロ
ー
ω
）
Q

　
略
紀
号

　
　
○
●
ω
「
閃
．
鐸
○
℃
①
嵩
ω
O
鼠
O
榊
図
鋤
箒
（
尉
蹄
も
q
閃
P
O
ヨ
δ
G
e
．
（
ペ
ー
ジ
づ
け
ソ
は
ペ
ー
パ
…
カ
ヴ
ァ
ー
に
よ
る
）

　
　
囲
）
．
団
■
1
1
℃
○
＜
臼
受
。
｛
譲
陣
湾
。
覧
。
駿
訂
“

　
　
野
ω
ρ
U
e
“
い
。
σ
q
搾
。
臨
ω
o
卿
窪
け
漆
。
蒙
ω
8
く
①
蔓
■

　
　
ρ
勾
“
O
o
蕊
①
o
ε
器
ω
き
瓢
夘
①
｛
二
欝
口
。
塁
．

　
（
1
）
　
こ
れ
ま
で
の
哲
学
は
自
己
の
暫
学
の
中
心
的
な
命
題
を
正
当
づ
け
る
の
を
落
懸
と
し
た
と
嘗
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
正
応
づ
け
る
甘
暫

　
　
瓢
浄
ロ
瓢
。
鐸
と
い
う
こ
と
を
論
理
的
な
証
明
と
い
う
意
味
に
と
る
な
ら
ば
、
　
こ
れ
ま
で
の
醤
学
者
は
無
限
輪
行
に
お
ち
い
る
よ
り
は
か
な
か
っ
た
で

　
　
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
こ
の
正
当
づ
け
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
妥
奏
性
の
問
題
を
起
源
の
問
題
に
す
り
変
え
る
と
い
う
形
で
な
さ
れ
て
来
た
か
ら
で

　
　
あ
る
。

　
（
2
）
　
た
と
え
ば
一
つ
の
理
論
は
そ
れ
が
よ
り
大
き
い
説
明
力
。
区
℃
邸
昌
簿
。
蔓
℃
○
芝
賃
を
も
つ
と
い
う
こ
と
で
選
択
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
説
明
力
と

　
　
反
証
可
能
性
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
ポ
パ
ー
の
議
論
は
い
●
ω
ρ
○
量
を
見
ら
れ
た
い
。
ま
た
○
・
ω
・
国
：
く
。
｝
・
ψ
O
訂
℃
・
鷲
・
嵩
ド
ワ
b
。
ω
b
σ
い
○

　
　
舛
や
6
b
Q
■

　
（
3
）
　
こ
れ
は
「
事
実
」
と
「
決
定
」
の
二
元
論
と
も
雷
わ
れ
る
。
ρ
ω
．
国
’
＜
o
『
磨
O
ぴ
巷
㎝
●
麟
・
ほ
歴
℃
・
①
ω
．

　
（
4
）
　
○
・
ω
・
国
・
Ω
罠
℃
b
◇
恥
員
ピ
宰
鱒
ω
b
σ
．
意
志
の
優
位
に
つ
い
て
は
○
ゆ
Q
り
●
瞬
◎
く
9
男
盛
．
ω
㎝
ら
。
．
デ
カ
ル
ト
と
の
比
較
に
は
拙
稿
「
デ
カ
ル
ト



　
の
自
然
学
L
参
照
（
哲
学
研
究
騰
蒼
八
十
二
号
）
。

（
5
）
　
ポ
パ
ー
は
、
ベ
イ
コ
ン
や
デ
カ
ル
ト
は
権
威
論
義
に
反
対
し
た
の
で
あ
る
が
、
妥
当
性
の
間
題
を
認
識
の
起
源
の
問
題
に
躍
き
変
え
た
た
め
一

　
種
の
権
威
主
義
と
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
感
覚
と
知
性
に
権
威
を
与
え
た
、
と
い
う
（
0
■
幻
幽
℃
’
嶺
山
①
）
。
権
威
主
義
の
否
定
は
、
伝
統
の
批
判
を
通
じ

　
て
進
歩
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
ポ
パ
ー
の
説
と
粗
補
的
で
あ
る
。

（
6
）
　
「
批
判
は
つ
ね
に
或
る
程
度
の
想
像
力
を
必
要
と
す
る
」
○
．
ω
■
国
．
〈
9
b
。
「
0
7
巷
●
ト
っ
餅
℃
◆
b
O
ら
。
P

二
　
方
法
の
統
一

　
　
　
ポ
パ
ー
の
経
験
の
論
理
つ
ま
り
反
証
可
能
性
の
理
論
が
わ
れ
わ
れ
の
知
識
の
可
能
を
樹
立
し
得
た
か
ど
う
か
は
簡
単
に
決
め
ら
れ
な
い
。

　
　
実
験
や
観
察
の
際
の
測
定
の
理
論
は
鰐
刃
の
剣
で
あ
り
、
極
め
て
微
妙
で
あ
る
。
実
際
、
挺
会
科
学
に
お
い
て
は
反
証
力
の
あ
る
経
験

　
　
｛
鋤
ω
鳳
覧
瓢
σ
q
Φ
乱
（
δ
嵩
8
の
設
定
が
よ
り
困
難
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
公
的
な
経
験
℃
窪
ぴ
一
8
①
無
病
①
は
2
さ
の
へ
の
訴
え
が
決
定
的
な
も
の
で

　
　
あ
り
難
い
。

　
　
　
わ
れ
わ
れ
は
批
判
的
合
理
主
義
の
及
び
う
る
範
囲
を
追
求
し
、
科
学
的
方
法
は
社
会
学
的
な
現
象
に
も
適
用
し
う
る
か
否
か
を
見
る
。

　
　
　
近
代
に
お
け
る
物
理
学
の
成
功
は
、
諸
科
学
の
物
理
学
へ
の
還
元
及
び
、
物
理
学
の
方
法
の
他
の
諸
科
学
へ
の
適
用
と
い
う
二
つ
の
運

　
　
動
を
惹
き
起
し
た
。
わ
れ
わ
れ
は
後
者
の
道
を
と
る
。
し
か
し
科
学
的
態
度
と
い
う
こ
と
で
わ
れ
わ
れ
の
意
味
す
る
こ
と
は
、
自
然
科
学

　
　
の
方
法
を
社
会
科
学
の
領
域
に
お
い
て
も
猿
真
似
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
　
「
方
法
の
統
一
」
と
い
う
見
解
（
℃
．
国
■
Ω
姦
や
囲
く
伽
黙
り
）
を

　
　
明
ら
か
に
し
、
零
時
に
ま
た
社
会
科
学
を
含
め
す
べ
て
の
理
論
的
な
一
般
的
な
科
学
は
可
成
り
の
程
度
ま
で
或
は
む
し
ろ
基
本
的
に
岡
じ

　
　
方
法
を
用
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
示
す
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
は
科
学
の
法
期
の
構
造
を
吟
味
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
こ
の
帰
結
は
、
歴
史

　
　
の
転
化
の
底
流
の
パ
タ
…
ン
や
法
則
を
発
見
し
て
歴
史
的
予
見
を
も
く
ろ
む
歴
史
主
義
を
錦
け
、
歓
会
工
学
に
基
づ
く
消
極
的
効
用
主
義

　
　
コ
Φ
σ
q
鉾
守
Φ
艮
費
賦
疑
影
一
。
。
露
を
提
案
す
る
で
あ
ろ
う
。

178　
　
　
　
　
　
批
判
的
合
理
主
義
の
一
側
面
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一
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穴
二

　
理
論
科
学
は
予
測
を
自
ら
の
課
題
と
し
、
ま
た
、
科
学
の
問
顯
…
は
「
説
明
」
を
す
る
必
要
か
ら
主
と
し
て
生
ず
る
。
と
こ
ろ
が
「
説
明
」

と
「
予
測
」
鷲
。
σ
q
ゆ
。
ω
δ
は
理
論
ま
た
は
法
鋼
の
岡
一
の
働
き
に
よ
っ
て
い
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
或
る
一
つ
の
具
体
的
な
特
定
の
出
来

事
を
（
因
果
的
に
）
説
明
す
る
と
い
う
の
は
、
二
つ
の
種
類
の
前
提
か
ら
こ
の
出
来
事
を
記
述
す
る
特
定
の
書
四
i
こ
れ
を
わ
れ
わ
れ

は
特
定
な
「
予
測
」
と
呼
ぶ
！
を
響
き
嫁
す
こ
と
を
意
味
す
る
。
二
つ
の
種
類
の
前
提
と
は
昇
る
「
普
遍
法
剛
」
と
、
　
「
特
定
の
初
期

条
件
」
と
呼
ば
れ
る
搾
る
個
別
的
な
特
定
の
言
明
で
あ
る
。
例
を
挙
げ
る
に
は
及
ぶ
ま
い
。
こ
う
し
た
普
遍
法
則
は
勿
論
よ
く
試
験
さ
れ

確
証
さ
れ
た
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ず
、
他
方
、
初
期
条
件
す
な
わ
ち
原
鼠
は
或
る
独
立
な
明
証
を
有
す
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。

つ
い
で
に
囲
う
な
ら
ば
「
原
因
」
や
「
結
果
」
は
決
し
て
絶
対
的
な
仕
方
で
語
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
或
る
普
遍
法
則
と
の
関
係
に
お
い

て
の
み
語
ら
れ
う
る
の
で
あ
る
。

　
説
明
は
一
種
の
予
測
に
ほ
か
な
ら
ず
、
予
測
の
当
否
が
理
論
や
刷
掃
の
試
験
で
あ
る
な
ら
ば
、
理
論
を
摺
う
る
の
が
説
明
や
予
測
の
た

め
か
そ
れ
と
も
理
論
を
試
験
す
る
た
め
で
あ
る
か
は
わ
れ
わ
れ
の
関
心
に
か
か
る
こ
と
で
あ
り
、
何
が
問
題
で
あ
り
批
判
を
要
す
る
か
に

か
か
っ
て
い
る
の
だ
と
云
え
よ
う
。
差
異
は
強
調
の
お
き
方
に
あ
り
、
論
理
上
の
差
で
は
な
い
。

　
法
瑚
に
つ
い
て
の
こ
う
し
た
考
え
（
℃
．
同
由
．
Ω
彰
℃
論
く
ゆ
囎
の
。
。
お
。
・
ワ
マ
旨
b
。
1
腿
）
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
或
る
種
の
法
則
た
と
え
ば

い
わ
ゆ
る
進
化
の
法
則
は
そ
の
法
則
と
し
て
の
地
位
を
う
ば
わ
れ
る
。
自
然
の
法
劉
の
す
べ
て
は
仮
説
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
す
べ
て
の

仮
説
が
法
則
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
歴
史
仮
説
は
概
し
て
普
遍
命
題
で
は
な
く
個
別
命
題
で
あ
り
、
　
一
つ
ま
た
は
い

く
つ
か
の
偲
々
の
出
来
事
に
関
す
る
言
腿
で
あ
る
。
進
化
の
仮
説
も
こ
う
し
た
命
題
で
あ
り
従
っ
て
法
則
で
は
な
い
。
ユ
ニ
ー
ク
な
一
つ

の
過
程
に
の
み
わ
れ
わ
れ
の
観
察
を
限
る
と
き
、
普
遍
的
な
科
学
の
受
け
λ
れ
う
る
法
則
を
見
出
す
こ
と
も
、
仮
説
を
試
す
こ
と
も
墓
み

得
な
い
。
地
球
上
の
生
命
の
進
化
は
ユ
ニ
…
ク
な
過
程
で
あ
る
。

　
進
化
の
法
劉
の
可
能
を
弁
明
す
る
た
め
に
進
化
の
過
程
は
ユ
ニ
ー
ク
で
な
い
と
論
証
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
は
た
と
え
ユ
ニ
ー
ク

で
あ
っ
て
も
進
化
の
過
程
に
或
る
趨
勢
、
傾
繭
、
方
向
が
識
劉
出
来
る
の
で
あ
り
、
こ
の
趨
勢
の
公
式
化
し
た
も
の
を
審
査
の
可
能
な
仮



8i9．

説
と
し
う
る
と
盆
張
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

　
或
る
点
に
お
い
て
歴
史
が
し
ば
し
ば
繰
り
返
さ
れ
た
こ
と
は
否
定
出
来
な
い
。
し
か
し
そ
う
し
た
繰
り
返
し
の
諸
例
の
お
か
れ
て
い
る

諸
状
況
は
、
極
め
て
異
な
っ
た
、
そ
し
て
ま
た
爾
余
の
歴
史
の
展
開
に
重
要
な
影
響
を
及
ぼ
し
う
る
差
異
を
含
む
も
の
で
あ
り
う
る
。
そ

れ
故
歴
史
的
発
展
の
見
か
け
上
の
繰
り
返
し
か
ら
原
型
と
岡
じ
発
展
を
期
待
す
べ
き
妥
当
な
理
由
は
見
当
た
ら
な
い
。
進
化
論
に
つ
い
て

云
え
ば
、
進
化
と
い
う
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
の
困
難
は
し
ば
ら
く
論
じ
な
い
と
し
て
も
、
異
っ
た
類
の
転
化
の
種
々
相
は
転
化
の
一
般

化
の
基
礎
と
し
得
な
い
。
と
い
う
の
は
、
こ
う
し
た
転
化
の
諸
相
の
比
較
は
諸
々
の
転
化
の
過
程
の
様
式
の
記
述
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ

る
。
そ
こ
こ
こ
に
繰
り
返
さ
れ
る
い
く
つ
か
の
様
式
を
見
出
し
た
と
し
て
も
、
す
べ
て
の
転
化
の
筋
道
の
記
述
を
得
た
と
い
う
こ
と
に
も
、

ま
た
、
転
化
一
般
の
筋
道
の
記
述
を
得
た
こ
と
に
も
な
ら
な
い
。
進
化
の
仮
説
を
例
証
し
確
か
ら
し
く
見
せ
る
事
実
が
多
く
あ
る
と
い
う

の
は
本
当
で
あ
る
。
し
か
し
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
理
論
に
つ
い
て
傍
証
し
例
証
し
て
事
実
と
の
舎
致
を
示
す
こ
と
が
出
来
る
。
正
当
化

い
上
汁
篤
＄
叶
ご
⇔
と
い
う
道
は
迷
路
で
あ
る
。
理
論
の
確
実
性
は
そ
の
理
論
を
支
持
す
る
事
実
を
見
出
し
う
る
と
い
う
こ
と
に
よ
り
正
当
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
反
証
す
る
事
実
が
見
出
さ
れ
な
い
限
り
で
の
み
主
張
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
理
論
を
皮
持
す
る
事
実
と
い
う
の
は

往
々
に
し
て
当
の
試
験
さ
る
べ
き
理
論
の
集
め
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
形
而
上
学
の
理
説
を
事
実
に
よ
り
弁
護
す
る
さ
い
に
著
し
い
。

進
化
論
が
、
一
体
で
ユ
ニ
ー
ク
な
も
の
と
し
て
の
地
球
上
の
全
生
命
の
転
化
の
記
述
で
な
く
、
類
や
種
の
、
ま
た
は
個
々
の
生
命
を
論
ず

る
の
だ
と
す
る
と
、
幾
多
の
生
物
の
退
化
や
衰
滅
は
進
化
の
仮
説
を
偽
と
す
る
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
進
化
の
法
則
を
一
般
的
趨
勢
の
記
述
で
あ
る
と
す
る
見
解
は
、
～
体
論
的
な
混
乱
で
あ
る
か
ま
た
は
法
論
概
念
の
誤
解
で
あ
る
。
　
「
全

　
　
　
　
　
（
2
）

体
と
し
て
の
社
会
翫
の
動
向
を
論
ず
る
と
い
う
祉
会
学
の
動
力
学
的
解
釈
は
、
　
一
つ
の
比
喩
で
な
い
と
し
た
ら
、
物
理
学
の
術
語
の
皮
相

な
る
転
用
ま
た
は
誤
用
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。
全
体
と
し
て
の
社
会
の
運
動
は
、
…
社
会
の
運
動
と
い
う
観
念
は
質
点
の
運
動
と
異

な
り
内
部
変
化
で
あ
る
が
一
社
会
の
い
く
つ
か
の
象
面
を
選
び
、
こ
う
し
た
社
会
的
要
素
を
測
定
し
て
多
次
元
的
な
表
現
を
顧
る
こ
と

に
よ
っ
て
表
示
し
う
る
も
の
で
は
な
い
。
社
会
的
な
変
化
に
は
趨
勢
ま
た
は
傾
向
が
存
す
る
こ
と
は
統
計
学
者
の
言
を
俊
つ
ま
で
も
な
く

　
　
　
　
批
酬
刑
的
ム
ロ
獺
隔
搬
義
の
一
翻
い
縦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
ハ
一
二
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20
8
　
疑
え
ぬ
。
　
「
傾
向
」
を
仮
定
し
て
み
る
の
は
し
ば
し
ば
有
益
な
統
計
学
約
工
夫
で
あ
る
。
　
「
趨
勢
」
は
存
在
す
る
。
し
か
し
「
趨
勢
」
は

　
　
「
法
則
」
で
は
な
い
。
　
一
つ
の
趨
勢
の
存
在
を
主
張
す
る
潮
瀬
は
、
歴
史
的
個
別
的
・
な
命
題
で
あ
り
、
存
在
命
題
で
あ
っ
て
普
遍
命
題
で

　
　
は
な
い
。
趨
勢
の
持
続
す
る
期
闘
が
ど
ん
な
に
長
い
も
の
で
あ
っ
て
も
、
科
学
的
予
測
を
そ
う
し
た
趨
勢
の
存
在
に
基
づ
け
る
こ
と
は
で

　
　
き
な
い
。
科
学
的
予
測
は
法
則
に
基
づ
く
の
で
あ
り
、
法
瑚
と
趨
「
勢
は
根
本
的
に
異
な
る
。
存
在
命
題
は
「
長
い
間
に
は
」
と
い
う
遁
辞

　
　
で
、
反
証
の
試
験
の
結
果
を
思
う
ま
ま
に
免
れ
う
る
。
絶
対
約
趨
勢
は
科
学
的
な
観
念
で
は
な
い
。

　
　
　
趨
勢
を
法
則
と
見
倣
す
考
え
は
普
遍
法
則
と
初
期
条
件
の
区
別
を
見
落
し
て
い
る
と
ポ
パ
ー
は
J
・
S
・
ミ
ル
の
方
法
論
を
批
判
し
つ

　
　
つ
結
論
す
る
（
℃
冒
寓
■
Ω
炉
巷
」
～
伽
ω
。
。
る
．
お
↑
¢
）
。
趨
勢
を
普
遍
的
な
法
則
に
還
元
し
説
明
す
る
こ
と
は
論
理
的
に
可
能
で
あ
る
。

　
　
し
か
し
な
が
ら
普
遍
命
題
の
み
か
ら
具
体
的
偶
体
に
つ
い
て
の
命
題
は
出
て
こ
な
い
。
趨
勢
は
具
体
的
な
事
実
で
あ
り
、
趨
勢
の
持
続
は

　
　
特
定
の
初
期
条
件
の
持
続
に
依
存
し
て
い
る
。
初
期
条
件
は
具
体
的
事
実
で
あ
り
、
法
則
を
事
実
に
か
か
わ
ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
法

　
　
劉
と
趨
勢
の
混
同
は
、
趨
勢
と
い
う
も
の
が
無
条
件
的
な
も
の
で
あ
る
と
信
じ
さ
せ
た
。
法
鋼
は
普
遍
的
で
あ
り
無
条
件
的
で
あ
る
が
、

　
　
趨
勢
は
個
別
的
で
あ
り
初
期
条
件
に
依
存
す
る
。
趨
勢
が
初
期
条
件
に
依
存
し
て
い
る
の
が
見
落
さ
れ
る
時
、
趨
勢
は
無
条
件
的
予
言
の

　
　
基
礎
と
さ
れ
る
。
科
学
の
予
測
は
条
件
的
で
あ
り
、
そ
れ
が
無
条
件
的
に
見
え
る
と
き
は
、
条
件
を
満
足
し
た
と
い
う
言
明
と
そ
れ
を
代

　
　
入
し
た
正
格
法
の
推
論
が
省
か
れ
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
歴
史
の
進
歩
な
ど
と
い
う
絶
対
的
趨
勢
は
存
在
し
な
い
。
進
化
の
法
則
も
従
っ
て
存
在
し
な
い
（
勺
．
串
Ω
≦
℃
．
同
く
”
㈱
卜
。
メ
や
ド
峯
）
。

　
　
継
起
す
る
実
際
の
現
象
は
自
然
の
法
則
に
従
っ
て
進
行
す
る
と
仮
定
嵐
来
た
と
し
て
も
、
因
果
的
に
結
合
し
て
い
る
い
く
っ
か
の
具
体
的

　
　
な
出
来
事
が
、
た
だ
一
つ
の
自
然
の
法
鋼
に
従
っ
て
進
行
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
実
際
は
な
い
の
で
あ
る
。
木
か
ら
落
ち
る
リ
ン
ゴ
と
て

　
　
も
重
力
の
法
則
の
み
で
は
説
明
し
尽
さ
れ
ぬ
。

　
　
　
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
わ
れ
わ
れ
が
「
方
法
の
統
一
」
と
い
う
際
に
意
図
し
て
い
な
い
こ
と
の
一
つ
を
排
除
し
た
。
趨
勢
は
初
期
条
件
に
依

　
　
存
し
、
ま
た
、
栓
会
現
象
に
お
い
て
は
、
自
然
現
象
に
お
け
る
太
陽
系
の
ご
と
き
孤
立
系
も
実
験
室
的
孤
立
化
も
、
不
幸
に
し
て
得
難
い
。
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歴
史
的
長
期
予
想
の
可
能
性
と
群
肝
性
お
よ
び
宿
命
論
の
妥
当
性
は
疑
わ
し
い
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
反
証
可
能
性
の
理
論
は
緩
ま
れ
る

科
学
主
義
を
却
け
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
社
会
現
象
に
つ
い
て
そ
も
そ
も
法
則
を
つ
く
り
得
る
の
か
。
因
果
的
な
説
明
を
与
え
そ
し
て
そ
れ
を
試
験
す
る
仮
説
演

繹
の
方
法
は
、
社
会
現
象
と
い
う
場
に
お
い
て
も
基
本
的
で
あ
る
の
か
。

　
社
会
現
象
は
複
雑
で
あ
り
ま
た
ユ
ニ
ー
ク
で
繰
り
返
し
を
し
な
い
故
に
自
然
科
学
の
実
験
的
方
法
も
一
般
化
の
方
法
も
適
用
出
来
な
い

と
す
る
議
論
は
、
さ
し
た
る
困
難
な
し
に
破
り
う
る
（
℃
●
顕
露
　
0
7
Q
℃
・
H
二
一
）
。
油
然
現
象
も
ひ
と
し
く
複
雑
で
あ
り
、
実
験
的
方
法
の
導
入

と
成
功
は
一
朝
に
し
て
成
っ
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
事
実
ま
た
社
会
的
実
験
と
称
す
べ
き
も
の
が
存
在
す
る
。
た
と
え
ば
「
経

験
あ
る
」
経
営
者
と
そ
う
で
な
い
も
の
と
を
区
濁
し
う
る
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
社
会
生
活
に
つ
い
て
実
験
的
知
識
を
も
っ
て
い
る
こ
と

を
明
ら
か
に
示
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
知
識
は
、
実
験
に
基
づ
く
と
い
う
よ
り
ど
ち
ら
か
と
云
え
ば
偶
然
的
な
観
察
に
す
ぎ
ず
、
科
学
の

前
段
階
的
な
知
識
で
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
。
し
か
し
科
学
と
そ
の
前
段
階
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
知
識
と
の
間
に
は
、
ど
ち
ら
が
批
判
的

方
法
を
よ
り
意
識
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
以
外
に
明
確
な
区
別
は
存
し
な
い
。
試
行
錯
誤
つ
ま
り
誤
ち
か
ら
も
学
ぶ
と
い
う
の
が
科
学

の
従
っ
て
ま
た
実
験
の
方
法
で
あ
り
、
実
験
と
理
論
の
関
係
で
あ
る
。
科
学
の
方
法
を
社
会
現
象
に
導
入
す
る
に
必
要
な
の
は
批
判
的
態

度
の
採
用
で
あ
り
、
そ
の
可
能
を
否
定
す
べ
き
理
由
は
こ
こ
に
は
見
当
ら
ぬ
。
し
か
し
不
可
能
で
あ
り
無
意
味
で
あ
り
、
且
つ
敢
え
て
行

う
な
ら
ば
危
険
な
社
会
的
実
験
が
あ
る
。
社
会
全
体
を
根
こ
そ
ぎ
変
え
よ
う
と
す
る
革
命
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
社
会
全
体

に
わ
た
っ
て
完
全
な
知
識
を
持
ち
得
な
い
故
、
こ
の
種
の
実
験
は
不
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
こ
か
ら
何
か
を
学
ぶ
に
は
余
り
に
複
雑
で

あ
る
故
に
こ
の
種
の
実
験
は
無
意
味
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
ど
の
施
策
に
ど
の
結
果
を
対
応
さ
す
べ
き
で
あ
る
か
を
知
り
得
な
い
。
余
り

に
も
大
き
い
誤
ち
か
ら
は
学
び
得
な
い
。
更
に
ま
た
わ
れ
わ
れ
は
自
ら
の
誤
ち
に
は
批
判
的
態
度
を
採
り
難
い
故
に
、
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な

ユ
ー
ト
ピ
ア
ン
の
夢
と
心
情
は
危
険
で
あ
る
。

　
社
会
現
象
の
一
般
化
の
妥
当
性
は
空
間
的
に
も
時
間
的
に
も
局
所
的
で
あ
る
と
す
る
議
論
は
正
し
い
論
点
も
含
ん
で
い
る
。
と
い
う
の

　
　
　
　
批
判
的
合
理
霊
義
の
一
側
廊
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五



　
　
　
　
　
　
折
劇
脚
ず
研
一
究
　
　
第
五
百
一
畳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
穴
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は
わ
れ
わ
れ
は
往
々
に
し
て
局
所
的
な
も
の
を
普
遍
的
で
あ
る
と
誤
り
信
ず
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
事
は
卓
然
現
象
に
つ
い
て
も

　
　
等
し
く
起
こ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
社
会
現
象
に
特
有
な
も
の
で
な
く
、
ま
し
て
社
会
科
学
に
は
普
遍
法
剛
が
冤
出
さ
れ
得
な
い
と
主
張
す

　
　
る
根
拠
に
は
な
ら
な
い
。

　
　
　
ポ
パ
ー
は
、
命
題
を
一
般
化
し
法
則
を
正
当
化
す
る
権
限
を
、
帰
納
法
に
与
え
な
い
。
法
劉
の
発
生
起
源
へ
の
関
心
は
、
科
学
の
観
点

　
　
か
ら
は
価
値
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
　
『
い
か
に
し
て
理
論
ま
た
は
法
劉
を
見
黙
し
た
か
』
と
い
う
の
は
プ
ラ
イ
ベ
イ
ト
な
事
柄
で
あ
る
。

　
　
法
則
に
資
格
を
与
え
る
の
は
『
い
か
に
そ
れ
を
試
験
し
た
か
』
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
直
観
に
よ
る
理
解
も
特
権
を
持
た
ぬ
。

　
　
直
観
は
プ
ラ
イ
ベ
イ
ト
で
あ
り
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
に
な
る
た
め
に
は
試
験
を
受
け
ね
ば
な
ら
ぬ
。
従
っ
て
社
会
科
学
の
方
法
は
鼠
舞
に
よ
る

　
　
理
解
だ
、
と
す
る
説
は
捨
て
ね
ば
な
ら
ぬ
。
同
じ
く
心
理
主
義
も
融
け
ら
れ
る
。

　
　
　
科
学
は
観
察
か
ら
で
は
な
く
理
論
か
ら
始
ま
る
。
実
験
や
観
察
は
仮
説
と
の
関
係
に
お
い
て
の
み
、
誤
れ
る
試
行
を
除
賭
す
る
と
い
う

　
　
機
籠
を
果
し
う
る
。
理
論
が
論
理
的
に
云
っ
て
経
験
に
先
き
立
つ
と
い
う
こ
と
は
，
自
然
科
学
よ
り
も
祉
会
科
学
に
お
い
て
囲
層
明
ら
か

　
　
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
観
察
の
対
象
は
わ
れ
わ
れ
の
思
考
の
対
象
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
る
に
紘
会
科
学
の
対
象
の
す
べ
て
で
な
い
に

　
　
し
て
も
大
概
は
抽
象
的
対
象
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
理
論
的
構
成
で
あ
る
。
こ
う
し
た
対
象
す
な
わ
ち
わ
れ
わ
れ
の
経
験
を
解
釈
す
る
た

　
　
め
に
用
い
ら
れ
る
理
論
的
構
成
は
、
或
る
モ
デ
ル
特
に
機
構
の
モ
デ
ル
の
構
纂
の
所
産
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
ま
た
赫
然
科
学
に
お
い

　
　
て
・
．
軌
く
知
ら
れ
た
理
論
的
な
説
明
方
法
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
　
　
モ
デ
ル
の
使
用
が
無
意
識
的
で
あ
一
、
た
り
、
具
体
的
な
事
実
と
誤
解
さ
れ
た
り
す
る
と
い
う
事
実
は
、
方
法
論
的
本
質
主
義
の
心
理
を

　
　
説
明
し
そ
の
立
場
を
粉
砕
す
る
。
　
『
そ
の
事
実
は
方
法
論
的
本
質
主
義
を
説
輸
す
る
。
と
い
う
の
は
墨
、
デ
ル
は
性
格
上
抽
象
的
で
理
論
的

　
　
で
あ
り
、
だ
か
ら
し
て
わ
れ
わ
れ
の
観
察
す
る
遷
り
変
る
患
来
事
の
、
内
ま
た
は
背
後
に
，
一
種
の
永
久
的
な
幽
霊
ま
た
は
本
質
と
し
て

　
　
モ
デ
ル
を
見
る
の
だ
と
、
わ
れ
わ
れ
は
感
じ
が
ち
な
の
で
あ
る
』
（
嗣
・
’
肺
門
Ω
舅
ワ
｛
く
v
⑳
嶋
P
℃
■
同
ω
①
）
。
こ
れ
が
自
然
科
学
に
お
け
る
ノ

　
　
ミ
ナ
リ
ズ
ム
の
成
功
に
も
拘
ら
ず
社
会
科
学
で
は
本
質
主
義
の
優
位
が
儒
ぜ
ら
れ
る
匪
以
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
「
戦
争
篇
や
「
軍
隊
」
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と
い
っ
た
概
念
で
す
ら
抽
象
的
で
あ
る
。
具
体
的
な
の
は
殺
さ
れ
た
多
く
の
人
々
で
あ
り
、
制
服
を
着
た
人
々
で
あ
る
。

　
ま
た
『
そ
の
事
実
は
方
法
論
的
本
質
主
義
の
理
説
を
破
壊
す
る
。
何
故
な
ら
社
会
理
論
の
課
題
は
、
わ
れ
わ
れ
の
祉
会
学
酌
モ
デ
ル
を

記
述
的
な
、
ま
た
名
二
上
的
な
語
で
、
す
な
わ
ち
個
人
を
項
と
し
、
ま
た
そ
の
行
動
・
期
待
・
関
係
等
々
に
よ
っ
て
、
注
意
深
く
構
築
し

分
析
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
』
（
℃
・
鍔
9
Q
℃
し
く
㈱
辱
匂
℃
払
。
。
①
）
。
こ
れ
は
方
法
論
的
個
体
主
義
と
呼
ん
で
よ
い
一
つ

の
立
場
で
あ
る
。

　
方
法
論
的
本
質
主
義
は
、
科
学
の
目
的
は
本
質
を
あ
ら
わ
に
し
そ
の
本
質
を
定
義
づ
け
る
こ
と
で
あ
る
と
す
る
。
そ
れ
は
本
質
を
求
め

る
が
、
そ
れ
は
実
は
実
在
で
は
な
い
。
こ
れ
は
馬
鹿
げ
て
い
る
。
こ
れ
に
反
し
方
法
論
的
ノ
ミ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
事
物
が
何
で
あ
る
か
で
は

な
く
、
具
体
的
な
黒
体
が
種
々
の
環
境
で
如
何
に
ふ
る
ま
う
か
、
そ
し
て
、
そ
の
ふ
る
ま
い
の
中
に
規
則
性
が
あ
る
か
ど
う
か
を
認
碧
し

よ
う
と
す
る
。
ポ
パ
ー
の
批
判
的
合
理
主
義
は
、
方
法
論
的
に
見
る
時
、
ノ
ミ
ナ
リ
ズ
ム
と
個
人
主
義
を
含
ん
で
い
る
と
云
え
る
。
ま
た

そ
の
ノ
ミ
ナ
リ
ズ
ム
は
一
種
の
ア
ト
ミ
ズ
ム
だ
と
云
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
結
局
の
と
こ
ろ
ノ
ミ
ナ
リ
ズ
ム
の
戦
況
は
有
利
で
あ
り
、
社
会
科
学
を
霞
然
科
学
よ
り
．
函
難
に
す
る
も
の
は
三
叉
ら
な
い
。
そ
れ
ど
こ

ろ
か
具
体
的
な
社
会
状
況
は
具
体
的
な
物
理
状
況
よ
り
労
る
意
味
で
簡
単
で
あ
る
。
人
は
全
く
合
理
的
に
行
動
す
る
こ
と
は
決
し
て
な
い

が
、
や
は
り
多
か
れ
少
か
れ
舎
理
的
に
行
動
す
る
。
社
会
現
象
に
多
く
の
場
合
見
ら
れ
る
こ
の
合
理
性
の
要
素
は
、
社
会
科
学
で
の
「
ゼ

ロ
点
法
」
の
適
用
を
可
能
に
す
る
。
事
実
、
完
全
な
合
理
性
に
基
づ
く
理
想
化
さ
れ
た
、
論
理
的
な
モ
デ
ル
と
具
体
的
現
実
の
偏
差
を
比

較
す
る
方
法
は
、
種
々
の
領
域
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
る
。
入
は
具
体
的
社
会
現
象
を
人
工
的
に
孤
立
化
さ
れ
た
物
理
現
象
と
比
べ
て
社

会
現
象
は
よ
り
複
雑
だ
と
い
う
。
或
い
は
ま
た
社
会
現
象
の
説
述
に
は
そ
の
現
象
に
か
か
わ
る
入
場
の
心
的
状
況
を
も
含
め
ね
ば
な
ら
ぬ

と
い
う
、
不
可
能
で
あ
り
不
当
な
信
念
を
闘
塗
す
る
。
し
か
し
一
つ
の
具
体
的
な
化
学
反
応
の
記
述
に
、
サ
ブ
ア
ト
ミ
ッ
ク
な
状
態
の
記

述
を
す
べ
て
含
め
よ
と
い
う
の
は
不
妾
な
要
求
で
あ
ろ
う
。

　
社
会
現
象
は
質
的
に
抱
握
す
べ
き
で
あ
り
量
約
な
把
握
は
不
可
能
だ
と
い
う
反
論
に
対
し
て
は
、
社
会
現
象
の
量
化
と
そ
の
測
定
の
諸

　
　
　
　
批
判
的
ム
ロ
理
主
義
の
一
側
離
醐
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
州
七



　
　
　
　
　
　
誓
脚
ず
研
究
第
五
百
一
愚
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
八

24
8
　
問
題
は
統
計
学
的
方
法
の
適
用
に
よ
り
い
く
つ
か
解
決
さ
れ
て
来
た
し
ま
た
さ
れ
つ
つ
あ
る
、
と
い
う
事
実
が
答
え
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た

　
　
社
会
科
学
や
歴
史
で
は
具
体
的
な
事
件
の
記
述
を
臼
的
と
す
る
の
だ
と
い
う
主
張
は
、
関
心
と
強
調
の
力
点
に
つ
い
て
の
指
摘
で
あ
り
、

　
　
論
理
的
・
方
法
論
的
な
差
異
に
つ
い
て
の
議
論
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
方
法
の
統
一
に
対
す
る
主
要
な
反
論
に
答
え
、
同
時
に
批
判
的

　
　
合
理
主
義
す
な
わ
ち
方
法
論
的
個
体
主
義
の
理
論
の
紹
介
を
終
っ
た
。

　
　
　
（
1
）
　
従
っ
て
、
テ
ス
ト
し
反
証
す
る
と
い
う
誠
実
な
努
力
を
怠
っ
た
な
ら
ば
、
理
論
は
御
託
宣
の
よ
う
な
も
の
と
身
分
を
異
に
し
な
い
。

　
　
　
（
2
）
　
全
体
と
い
う
観
念
の
多
義
性
と
、
歴
史
空
義
者
の
用
法
の
曖
昧
さ
の
指
摘
は
ポ
パ
ー
の
議
論
の
中
で
極
め
て
重
要
な
鋤
き
を
し
ば
し
ば
示
す
。

三
　
歴
史
主
義
の
批
判

　
わ
れ
わ
れ
の
交
明
は
人
間
ら
し
さ
と
道
理
を
欝
気
と
し
自
由
と
平
等
を
め
ざ
す
。
わ
れ
わ
れ
の
こ
の
行
く
て
を
は
ば
む
も
の
に
全
体
主

義
と
歴
史
主
義
が
あ
る
。
「
開
い
た
社
会
」
の
建
設
に
反
対
し
民
主
主
義
の
可
能
性
に
疑
い
を
投
げ
か
け
る
社
会
哲
学
中
最
強
の
も
の
と

ポ
パ
ー
が
い
う
（
ρ
○
。
◆
閃
■
〈
。
憎
同
》
膨
g
含
。
肯
δ
ロ
朗
唱
。
）
歴
史
主
義
は
、
特
定
の
理
論
に
附
与
さ
れ
た
名
で
は
な
い
。
歴
史
の
長
期
的
な

予
㎜
欝
を
与
え
る
こ
と
を
社
会
科
学
の
課
題
と
考
え
、
歴
史
の
コ
ー
ス
の
予
言
を
可
能
な
ら
し
め
る
諸
法
観
す
な
わ
ち
歴
史
の
転
化
の
底
に

存
す
る
リ
ズ
ム
や
パ
タ
ー
ン
ま
た
は
傾
向
を
見
出
す
と
主
張
す
る
社
会
哲
学
の
総
称
で
あ
る
（
ρ
ψ
甲
く
9
厨
ぎ
鐸
○
曾
簿
一
。
コ
や
曾
や

麟
や
。
。
）
。
こ
う
し
た
企
て
は
科
学
的
で
は
な
い
と
わ
れ
わ
れ
は
す
で
に
結
論
し
た
。

　
歴
史
主
義
と
全
体
主
義
は
共
に
一
体
論
的
『
o
｝
葺
言
で
あ
る
。
歴
史
主
義
は
個
人
主
義
を
不
可
能
と
断
じ
、
全
体
主
義
は
個
人
主
義
を

倫
理
的
に
誤
っ
て
い
る
と
す
る
。
個
人
は
そ
れ
自
体
で
は
不
完
全
で
あ
り
国
家
ま
た
は
集
団
の
つ
ま
ら
ぬ
減
段
で
あ
る
と
い
う
の
が
そ
の

教
説
で
あ
る
（
○
曾
ω
■
閃
．
O
冨
ワ
①
唱
」
0
9
〈
皇
。
鱈
Z
。
窮
℃
』
8
一
Ω
舅
9
r
9
り
）
。
歴
史
主
義
は
わ
れ
わ
れ
に
、
歴
史
の
発
展
を

洞
察
し
偶
人
の
濤
動
は
こ
の
長
期
的
包
括
的
予
想
に
基
づ
い
て
決
定
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
説
き
、
全
体
主
義
は
歴
史
と
い
う
舞
台
の
主
役

縁
岡
家
や
階
級
等
の
集
団
そ
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
集
団
の
「
偉
大
な
る
指
導
者
」
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
ポ
パ
ー
の
挙
げ
て
い
る



　
　
選
民
の
理
論
の
例
は
（
○
■
ω
．
国
■
0
7
窪
℃
．
一
〉
弓
甲
c
Q
…
O
）
こ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
選
民
思
想
は
歴
史
主
義
の
神
学
版
で
あ
り
、
全
体
主

　
　
義
の
種
族
主
義
版
で
あ
る
。
歴
史
主
義
は
一
種
の
決
定
論
ま
た
は
宿
命
論
で
あ
り
、
全
体
主
義
は
閉
じ
た
社
会
の
道
徳
で
あ
る
。

　
　
　
ポ
パ
ー
に
従
え
ば
歴
史
主
義
は
、
本
質
主
義
、
直
観
主
義
お
よ
び
集
団
主
義
の
三
本
の
柱
に
商
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
歴
史

　
　
主
義
の
存
在
論
と
し
て
の
本
質
主
義
が
直
観
主
義
的
認
識
論
と
相
依
り
相
扶
け
含
う
も
の
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
こ
の
二
つ
の
理
説
は
容
易

　
　
に
神
秘
主
義
に
到
り
う
る
も
の
で
あ
り
方
法
論
的
に
は
科
学
の
ノ
ミ
ナ
リ
ズ
ム
に
挑
戦
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
は
見
易
い
。

　
　
　
本
質
主
義
が
知
識
の
対
象
の
性
質
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
と
集
礪
主
義
は
わ
れ
わ
れ
の
扱
う
対
象
の
単
位
に
関
す
る
議
論
で

　
　
あ
る
。
個
入
の
意
義
に
対
し
て
集
団
グ
ル
ー
プ
た
と
え
ば
国
家
や
階
級
の
意
義
を
強
調
す
る
集
団
主
義
は
、
必
ず
し
も
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
反

　
　
対
す
る
も
の
で
な
く
利
他
主
義
や
無
私
と
同
一
で
も
な
い
。
集
圓
的
エ
ゴ
イ
ズ
ム
は
ご
く
あ
り
ふ
れ
た
事
柄
で
あ
る
。
藩
主
主
義
に
或
る

　
　
種
の
神
秘
的
な
感
情
を
加
え
る
と
一
体
主
義
ぎ
三
尊
に
な
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ポ
パ
ー
の
定
義
で
は
一
体
主
義
に
は
「
一
つ

　
　
の
ま
と
ま
り
」
の
意
識
が
入
れ
ら
れ
て
い
る
（
○
‘
ψ
国
●
Ω
≦
や
q
・
や
G
。
ρ
Ω
類
や
9
℃
・
ド
O
ρ
〈
。
轡
ト
Z
o
8
ω
㍗
N
O
G
。
甲
℃
・
国
・
娼
・
H
〒
㊤
）
。

　
　
社
会
を
一
つ
の
有
機
体
と
見
る
考
え
は
一
体
主
義
と
呼
ん
で
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
歴
史
主
義
の
科
学
の
理
解
は
方
法
論
的
混
乱
を
犯
し
て
い
る
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
す
で
に
示
し
た
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
更
に
歩
を
す

　
　
す
め
て
、
本
質
主
義
は
科
学
的
態
度
し
た
が
っ
て
ま
た
批
判
的
合
理
主
義
と
正
反
対
な
も
の
で
あ
る
、
と
云
お
う
。

　
　
　
本
質
主
義
の
定
義
理
論
は
科
学
上
の
定
義
と
正
に
反
対
で
あ
る
。
本
質
主
義
た
と
え
ば
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
流
の
考
え
で
は
、
語
の
意
味

　
　
の
説
明
は
そ
の
言
葉
の
表
示
し
て
い
る
「
も
の
」
の
本
質
ま
た
は
本
性
の
記
述
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
○
．
ω
・
閃
・
＜
o
ド

　
　
b
。
・
○
茎
や
H
ビ
ワ
お
）
。
そ
こ
で
は
定
義
は
究
極
的
な
本
質
記
述
を
求
め
て
左
か
ら
右
へ
と
読
ま
れ
る
が
、
近
代
科
学
で
は
右
か
ら
左
へ

　
　
と
読
ま
れ
る
。
ノ
ミ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
定
義
と
は
定
義
さ
れ
た
語
が
定
義
す
る
公
式
と
同
じ
意
味
を
有
す
る
こ
と
を
告
げ
る
一
つ
の
文
章
で

　
　
あ
る
と
云
い
、
長
い
も
の
を
短
く
し
ょ
う
と
す
る
。
本
質
主
義
の
定
義
は
逆
に
短
い
も
の
を
長
く
す
る
の
で
あ
っ
て
、
実
用
性
を
欠
く
ば

　
　
か
り
で
な
く
バ
ー
バ
リ
ズ
ム
く
¢
周
ぴ
巴
δ
ヨ
に
左
祖
す
る
。

258　
　
　
　
　
　
批
凋
的
合
理
主
義
の
一
側
面
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
九
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哲
学
研
究
　
第
五
百
一
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
〇

　
か
く
し
て
本
質
主
義
は
知
識
の
探
究
へ
の
意
志
と
理
性
へ
の
信
頼
を
解
消
、
消
滅
さ
せ
、
わ
れ
わ
れ
の
知
識
の
進
歩
を
阻
む
。
わ
れ
わ

れ
は
科
学
に
知
識
の
確
実
性
で
は
な
く
む
し
ろ
進
歩
を
も
と
め
る
。
わ
れ
わ
れ
は
科
学
的
探
究
に
お
い
て
最
大
の
努
力
を
払
う
の
で
は
あ

る
が
、
そ
う
し
て
得
た
結
果
に
究
極
性
を
期
待
し
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
。
科
学
的
知
識
は
本
質
の
記
述
で
は
な
い
（
ρ
轡
ρ
ψ
搾
ぎ
｝
．
お

Ω
蜀
ワ
ω
）
。
そ
れ
は
仮
説
的
性
格
を
常
に
そ
の
特
徴
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、
科
学
の
理
論
や
知
識
が
転
覆
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
失
望
す

る
理
由
を
わ
れ
わ
れ
は
持
た
ぬ
。
経
験
的
諸
科
学
で
は
論
理
学
や
数
学
と
異
な
り
、
証
明
と
い
う
こ
と
は
的
外
れ
で
あ
る
。
若
し
証
明
に

近
い
も
の
が
あ
る
と
し
た
ら
理
説
の
反
駁
の
手
続
き
の
み
で
あ
ろ
う
。

　
本
質
主
義
を
三
点
か
ら
批
判
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
単
な
る
言
葉
上
の
規
約
と
本
質
を
記
述
す
る
本
質
論
的
定
義
と
の
明
確
な
区
別
づ
け

の
問
題
、
真
な
る
本
質
皆
労
定
義
と
偽
な
る
定
義
の
区
別
の
問
題
、
定
義
に
関
し
て
基
本
的
な
前
提
を
求
め
て
行
わ
れ
る
無
隈
遡
行
の
聞

題
、
こ
れ
ら
の
難
点
を
本
質
主
義
は
内
蔵
し
て
い
る
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
ウ
ィ
ッ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
意
味
の
理
論
が
一
つ
の
解
決
を
与
え
た
か
に
見
え
た
。
し
か
し
実
は
不
幸
な
こ
と
に
か
れ
の
方
法
は
成

　
　
　
　
（
1
）

虚
し
て
い
な
い
。
か
れ
の
引
い
た
無
意
味
と
有
意
味
を
わ
か
ち
、
形
而
上
学
と
嶽
然
科
学
を
そ
の
本
質
に
従
っ
て
分
か
つ
区
琴
線
は
、
狭

す
ぎ
る
も
の
で
あ
り
ま
た
同
歯
に
広
す
ぎ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
か
れ
の
区
劃
線
は
仮
説
を
科
学
か
ら
排
除
し
て
し
ま
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、

意
味
深
長
で
あ
り
な
が
ら
無
意
昧
な
文
章
の
、
勝
手
な
使
用
を
許
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
す
べ
て
の
命
題
を
有
意
味
な
も
の
と
無
意
味
な
も
の
に
分
か
ち
、
前
者
を
更
に
真
な
る
も
の
と
偽
な
る
も
の
に
分
か
つ
と
い
う
三
分
法

は
、
科
学
の
命
題
の
た
め
に
は
検
証
理
論
を
用
意
し
、
哲
学
の
活
動
に
は
区
劃
線
を
引
き
ま
た
命
題
を
明
断
に
す
る
任
務
を
与
え
よ
う
と

す
る
。
哲
学
春
は
い
つ
も
『
そ
れ
は
何
を
意
味
す
る
の
か
』
と
這
え
ぱ
よ
い
筈
で
あ
る
。
し
か
し
完
全
な
書
語
の
存
在
を
仮
定
し
、
毒
実

に
つ
い
て
の
問
題
を
定
義
の
開
題
に
い
わ
ば
す
り
変
え
る
試
み
は
、
ス
コ
ラ
主
義
に
お
ち
い
り
勝
ち
で
あ
る
。

　
も
し
ま
た
定
義
に
お
け
る
無
限
遡
行
を
避
け
る
た
め
に
歴
史
霊
義
者
が
直
観
主
義
に
頼
る
な
ら
ば
、
独
断
論
、
権
威
主
義
、
神
秘
主
義

を
呼
び
入
れ
る
も
の
で
あ
る
。
直
観
の
名
に
か
く
れ
て
無
責
任
な
議
論
を
勝
乎
に
放
念
す
る
不
真
面
霞
な
哲
学
や
神
が
か
り
の
暫
学
が
ま



　
　
ぎ
れ
込
ま
ぬ
と
誰
が
撮
証
し
よ
う
。
若
し
不
毛
な
ス
コ
ラ
的
煩
裟
主
義
の
道
が
議
論
に
対
す
る
幻
滅
と
理
性
の
絶
望
に
到
る
の
で
あ
る
な

　
　
ら
ば
、
こ
れ
は
神
秘
主
義
へ
の
道
で
あ
る
。
直
観
主
義
が
真
理
明
白
説
を
と
る
に
到
っ
て
い
る
な
ら
ば
そ
れ
は
す
で
に
一
種
の
狂
儒
で
あ

　
　
る
。
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
真
理
は
見
さ
え
す
れ
ば
発
見
出
来
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
真
理
は
道
端
の
石
こ
ろ
の
よ
う
に
転
が
っ
て
い
る

　
　
の
だ
と
信
じ
た
と
こ
ろ
に
観
察
主
義
の
誤
り
が
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
の
真
理
は
疑
お
う
と
し
て
も
疑
え
な
い
も
の
、
否
定
し
よ
う
と
し
て
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
否
定
出
来
な
い
も
の
、
換
雷
す
れ
ば
反
証
の
不
可
能
で
あ
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
わ
れ
わ
れ
は
知
性
の
働
き
の
な
か
に
は
直
観
と
い
う
も
の
は
な
い
と
か
、
わ
れ
わ
れ
は
直
観
を
用
い
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
は
な

　
　
い
。
わ
れ
わ
れ
の
反
対
す
る
の
は
直
観
が
知
識
の
源
泉
し
か
も
誤
つ
こ
と
の
な
い
源
泉
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
直
観
に
真
理
を
査
定
す
る

　
　
最
高
に
し
て
自
己
充
足
約
な
権
威
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
直
観
は
プ
ラ
イ
ベ
イ
ト
で
あ
る
と
い
う
の

　
　
が
わ
れ
わ
れ
の
論
点
で
あ
る
。
定
義
に
つ
い
て
云
え
ば
、
科
学
は
ノ
ミ
ナ
ル
な
定
義
を
用
い
る
と
い
う
主
張
は
科
学
の
用
語
が
多
か
れ
少

　
　
か
れ
直
観
的
に
用
い
ら
れ
る
と
い
う
主
張
を
否
定
し
な
い
。
ノ
ミ
ナ
リ
ズ
ム
の
主
張
は
、
科
学
は
わ
ず
ら
わ
し
さ
さ
え
我
慢
す
れ
ば
定
義

　
　
な
し
に
や
っ
て
ゆ
け
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
科
学
で
真
に
必
要
な
の
は
定
義
さ
れ
な
い
語
で
あ
る
。
つ
ま
り
科
学
は
意
味
で
は
な
く
事
実

　
　
を
闘
題
に
す
る
の
で
あ
る
。
ス
コ
ラ
ス
チ
ッ
ク
な
定
義
論
の
欠
陥
を
か
え
り
み
る
と
き
、
意
味
に
関
す
る
議
論
の
役
割
り
は
、
雷
葉
に
過

　
　
度
の
正
確
を
強
い
過
大
の
重
荷
を
負
わ
さ
ぬ
よ
う
阻
止
す
る
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　
　
赴
会
的
事
象
は
質
駒
な
掘
握
の
み
が
本
来
の
理
解
法
で
あ
り
、
そ
れ
は
直
観
に
よ
っ
て
果
さ
れ
る
と
い
う
主
張
に
歴
史
主
義
が
お
く
強

　
　
調
は
、
す
で
に
そ
れ
丈
で
本
質
主
義
へ
の
密
接
な
か
か
わ
り
を
示
し
て
い
る
が
、
歴
史
主
義
が
異
常
な
闘
心
を
示
す
『
変
化
の
理
論
』
は

　
　
方
法
論
的
本
質
主
義
を
必
須
に
す
る
。
本
質
主
義
の
導
入
は
、
変
化
す
る
事
物
の
同
一
性
を
繋
ぐ
る
こ
と
を
可
能
に
し
、
偶
然
的
な
も
の

　
　
の
排
除
を
可
能
に
す
る
、
と
儒
ぜ
ら
れ
た
。
し
か
し
要
す
る
に
い
か
に
し
て
本
質
を
知
る
の
か
。
モ
デ
ル
と
い
う
理
論
的
構
成
物
を
本
質

　
　
と
見
る
こ
と
の
誤
り
は
す
で
に
述
べ
た
。
近
代
の
本
質
主
義
は
、
歴
史
の
背
後
の
実
在
の
理
解
の
可
能
を
計
る
た
め
に
は
歴
史
酌
方
法
が

　
　
必
要
で
あ
る
と
云
い
、
い
ろ
い
ろ
の
工
・
天
を
凝
ら
し
た
。
本
質
主
義
と
歴
史
的
方
法
は
梢
扶
け
含
う
と
考
え
ら
れ
た
。

278　
　
　
　
　
　
翫
判
的
合
理
主
義
の
一
側
面
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
一
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七
二

　
歴
史
主
義
の
最
近
流
行
型
の
一
つ
は
進
化
論
ま
た
は
転
化
主
義
①
＜
o
｝
葺
δ
鼠
ω
影
で
あ
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
弁
証
法
も
こ
の
一
つ
の
形
式

と
見
う
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
転
化
主
義
の
基
礎
概
念
に
は
科
学
の
方
法
の
誤
解
が
あ
る
。
進
化
の
仮
説
は
普
遍
的
な
自
然
法
則
た
と
え

ば
遺
伝
や
突
然
変
異
等
の
諸
法
則
に
よ
っ
て
説
明
せ
ら
れ
た
趨
勢
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
り
、
個
別
的
な
歴
史
の
一
事
実
に
つ
い
て
の
言

明
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
そ
れ
は
法
期
と
し
て
の
一
般
性
と
普
遍
性
を
も
た
な
い
。
何
か
或
る
一
つ
の
『
全
体
』
に
つ
い
て
の
個
別
命
題

を
、
そ
の
全
体
の
本
質
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
る
と
云
い
う
る
た
め
に
は
、
い
つ
も
別
の
概
念
が
導
入
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

趨
勢
を
本
質
と
見
る
の
は
い
か
な
る
理
由
に
よ
っ
て
許
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
は
も
っ
ぱ
ら
形
而
上
学
的
で
あ
り
、
マ
ル
ク
ス
の
場
合
の
よ
う
に
科
学
に
よ
る
粉
飾
を
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
な
い
。

ポ
パ
ー
に
よ
れ
ば
へ
～
ゲ
ル
の
弁
証
法
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
化
さ
れ
た
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
説
つ
ま
り
本
質
の
理
論
が
お
よ
そ
二
千
年

目
ま
ど
ろ
み
か
ら
起
き
上
っ
た
も
の
に
外
な
ら
な
い
（
ρ
Q
り
．
や
弓
■
〈
。
洲
ρ
や
窄
。
。
）
。
潜
在
的
な
本
質
が
現
実
的
に
な
る
為
に
は
自
己
を

変
化
の
う
ち
に
開
陳
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
云
う
そ
の
理
説
が
、
歴
史
崇
拝
と
結
合
し
て
歴
史
主
義
ま
た
は
倫
理
的
顕
現
主
義
筥
o
H
巴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

眉
◎
ω
㌶
ぐ
置
筥
に
到
る
こ
と
は
不
思
議
で
は
な
い
。
し
か
し
も
し
更
に
一
歩
進
ん
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
は
歴
史
の
記
述
以
上
の
も
の
で

あ
り
、
思
惟
の
発
展
の
法
難
と
さ
れ
解
し
い
一
種
の
論
理
学
で
あ
る
と
さ
れ
る
時
、
救
い
難
い
困
難
が
生
ず
る
。
ポ
パ
！
は
一
対
の
矛
盾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

前
提
℃
と
…
℃
を
共
に
真
な
り
と
認
め
る
と
き
、
如
何
な
る
任
意
の
結
論
を
も
導
出
し
う
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
歴
史
の
事
実
を
選
択
し

解
釈
し
て
弁
証
法
の
枠
に
は
め
込
む
に
は
、
秘
教
的
な
党
派
的
親
御
の
核
を
会
得
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

　
弁
証
法
を
一
つ
の
歴
史
仮
説
と
み
て
、
そ
の
仮
説
の
実
証
が
可
成
り
の
程
度
な
さ
れ
て
い
る
事
実
を
そ
の
仮
説
の
正
当
化
に
誓
う
る
こ

と
も
許
さ
れ
な
い
。
何
故
な
ら
殆
ん
ど
す
べ
て
の
説
に
対
し
実
証
を
与
え
う
る
か
ら
で
あ
る
。
星
占
術
の
予
言
す
ら
実
証
を
計
う
る
。
仮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

説
の
拒
否
は
論
理
的
矛
盾
の
指
摘
に
よ
っ
て
も
経
験
に
よ
っ
て
反
証
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
成
立
す
る
。
け
れ
ど
も
仮
説
の
正
餐
化
は
ア

プ
リ
オ
り
に
も
ま
た
実
証
に
よ
っ
て
も
成
就
さ
れ
ぬ
。
仮
説
と
き
っ
ぱ
り
し
た
論
理
関
係
に
立
ち
う
る
経
験
的
事
実
は
そ
の
仮
説
を
偽
な

ら
し
め
る
も
の
の
み
で
あ
る
。
仮
説
に
含
意
さ
れ
る
事
実
は
仮
説
の
身
分
に
変
化
を
及
ぼ
さ
な
い
。
す
な
わ
ち
実
証
は
仮
説
の
地
位
を
変



　
　
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
そ
れ
故
、
歴
史
主
義
を
方
法
論
と
み
て
弁
明
し
支
援
す
る
道
は
、
歴
史
主
義
が
豊
か
な
収
穫
を
実
際
に
も
た
ら

　
　
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
以
外
に
な
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
『
歴
史
主
義
の
貧
困
』
と
い
う
の
が
ポ
パ
ー
の
著
作
の
一
つ
に
与
え

　
　
ら
れ
た
題
名
で
あ
っ
た
。

　
　
　
歴
史
主
義
が
大
概
の
場
合
、
い
ろ
い
ろ
な
形
で
含
音
心
し
て
い
る
決
定
論
的
な
ま
た
は
宿
命
論
的
な
要
素
は
、
歴
史
主
義
が
わ
れ
わ
れ
の

　
　
自
由
を
束
縛
す
る
傾
向
を
も
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
歴
史
主
義
の
宿
命
論
を
打
破
す
る
に
は
決
定
論
を
論
破
す
る

　
　
　
　
　
（
6
）

　
　
必
要
が
あ
る
。
こ
の
た
め
ポ
パ
ー
は
非
決
定
論
を
未
来
の
予
測
不
可
能
と
い
う
こ
と
に
置
き
換
え
て
そ
の
証
明
を
計
る
。
量
子
力
学
は
決

　
　
定
論
を
否
定
し
た
と
一
般
に
懸
銭
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
ポ
パ
ー
の
試
み
る
の
は
む
し
ろ
も
っ
と
一
般
的
な
非
決
定
論
の
樹
立
で
あ
る
。

　
　
す
な
わ
ち
一
般
的
に
は
決
定
論
の
樹
立
に
役
立
っ
た
と
昌
さ
れ
る
古
典
力
学
の
段
階
に
議
論
を
限
っ
て
も
、
環
境
と
予
測
計
器
の
間
の
相

　
　
互
作
用
が
或
る
場
合
に
生
じ
、
苦
る
意
味
で
量
子
力
学
の
場
合
と
似
た
不
確
定
性
が
非
決
定
論
を
成
立
せ
し
め
る
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る
。

　
　
か
れ
の
こ
の
議
論
は
完
全
で
は
な
い
が
論
点
を
得
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
議
論
は
三
段
階
に
わ
か
れ
る
。
第
一
の
段
階
は
ト
リ
ス

　
　
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
逆
説
の
変
形
に
よ
り
、
完
全
な
る
情
報
は
い
か
な
る
現
在
時
点
に
於
い
て
も
得
ら
れ
な
い
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る

　
　
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
未
来
の
物
理
的
状
態
の
完
全
な
記
述
は
出
来
な
く
て
も
、
い
か
な
る
問
で
あ
れ
あ
ら
か
じ
め
充
分
は
っ
き
り
し

　
　
た
質
問
を
形
成
し
槻
①
。
。
言
。
式
の
答
え
を
期
待
す
る
こ
と
に
す
れ
ば
、
完
全
情
報
は
持
た
な
く
て
も
予
測
可
能
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う

　
　
反
論
が
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
。
ポ
パ
ー
の
議
論
の
第
二
段
階
は
、
所
謂
ゲ
ー
デ
ル
文
の
物
理
学
的
応
用
と
云
っ
て
よ
い
。
す
な
わ
ち
問
が
一

　
　
種
の
ゲ
…
デ
ル
文
で
あ
る
場
合
は
返
答
が
得
ら
れ
な
い
こ
と
を
示
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
歴
史
主
義
者
に
と
っ
て
は
、
予
測
は
大
体
の
ま
た

　
　
は
本
質
的
な
傾
向
を
指
摘
す
る
の
が
鐵
約
で
あ
り
、
一
つ
の
事
柄
の
詣
る
社
会
に
対
す
る
重
要
性
は
そ
の
社
会
に
相
対
的
で
あ
る
。
し
か

　
　
し
エ
デ
ィ
プ
ス
効
果
へ
の
言
及
は
、
社
会
が
或
る
種
の
情
報
と
く
に
完
全
な
自
己
惜
報
の
獲
得
に
よ
っ
て
そ
れ
自
体
変
化
し
、
従
っ
て
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
　
の
情
報
は
正
し
い
自
己
情
報
で
は
な
く
な
り
未
来
の
正
確
な
予
測
は
論
理
的
に
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
結
論
す
る
。
エ
デ
ィ
プ
ス
効
果
は

　
　
「
汝
自
身
を
知
れ
」
と
い
う
格
率
や
全
知
の
観
念
は
矛
盾
を
含
む
こ
と
を
結
論
す
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
か
く
し
て
科
学
的
検
証
を
し
う

298　
　
　
　
　
　
撹
判
的
合
理
日
義
の
一
側
蕪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
三
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七
欝

る
説
と
し
て
の
決
定
論
ま
た
は
歴
史
発
展
の
予
測
可
能
論
は
否
定
さ
れ
る
。

　
集
団
主
義
の
概
念
を
批
判
す
る
た
め
に
は
、
ポ
パ
ー
の
漸
次
的
桂
会
工
学
の
観
念
を
導
入
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
消
極
的
効

用
主
義
と
で
も
呼
ば
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
緬
値
と
事
実
の
二
元
論
に
基
づ
く
一
種
の
倫
理
思
想
で
あ
る
。
社
会
学
約
な
卑
語
で
は
調
人

と
機
構
の
二
元
論
と
云
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
集
団
主
義
の
這
徳
す
な
わ
ち
全
体
∵
王
義
と
、
上
鞘
主
義
の
継
会
政

策
論
す
な
わ
ち
ユ
ー
ト
ピ
ア
ン
の
社
会
工
学
の
批
糊
は
最
後
の
出
早
で
論
ず
る
こ
と
と
し
、
こ
こ
で
は
方
法
論
約
観
点
か
ら
一
体
論
を
論
ず

る
。
全
体
と
い
う
こ
と
の
一
体
論
的
観
念
と
、
科
学
上
の
観
念
と
の
差
を
明
ら
か
に
す
れ
ば
・
．
“
い
で
あ
ろ
う
。

　
事
実
ポ
パ
ー
は
、
科
学
的
方
法
と
対
置
さ
れ
た
歴
史
主
義
の
方
法
と
し
て
の
価
値
を
査
定
す
る
際
、
反
自
然
科
学
的
歴
史
主
義
が
自
然

科
学
と
社
会
科
学
の
差
と
し
て
例
挙
す
る
項
9
を
一
々
根
拠
の
な
い
も
の
と
し
て
論
破
す
る
と
共
に
、
こ
う
し
た
考
え
の
背
後
に
一
体
主

義
が
ひ
そ
ん
で
い
る
と
旛
堕
し
た
（
℃
高
評
Ω
≦
や
白
）
。
ま
た
向
自
然
科
学
的
歴
史
主
義
者
に
つ
い
て
は
、
か
れ
ら
が
法
羅
概
念
を
従
っ

て
科
学
を
誤
解
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
と
岡
聴
に
、
か
れ
ら
の
「
全
体
」
の
観
念
を
科
学
的
方
法
適
用
の
際
の
象
颪
決
定
の
操
作
と

対
照
し
つ
つ
分
析
し
て
い
る
（
｛
）
陰
蝉
Ω
峯
ワ
籠
）
。

　
歴
史
主
義
者
は
社
会
的
集
鐵
は
成
員
の
恥
と
成
員
闘
の
姻
人
関
係
の
総
和
以
上
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
集
団
は
歴
史
を
も
ち
集
駆
の

構
造
は
そ
の
歴
史
に
大
い
に
依
存
し
て
い
る
と
い
う
こ
の
説
を
支
え
る
議
論
は
、
集
随
の
成
員
の
異
同
が
必
ず
し
も
集
綱
の
性
格
の
異
同

を
来
た
さ
な
い
と
い
う
事
実
に
依
拠
し
て
い
る
。
し
か
し
全
体
と
い
う
観
念
は
科
学
的
に
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
ち
う
る
の
か
。

　
ポ
パ
ー
は
全
体
と
い
う
こ
と
の
意
味
を
二
つ
に
大
別
し
た
（
節
囲
白
Ω
彰
℃
e
囲
戸
霧
ワ
ゆ
込
。
。
。
）
。
「
全
体
」
と
い
う
の
は
㈱
一
つ
の
事
物
の

性
質
つ
ま
り
象
酒
の
す
べ
て
、
お
よ
び
特
に
そ
の
事
物
の
構
成
諸
部
分
問
に
成
り
立
つ
関
係
の
総
体
を
指
し
、
ま
た
㈲
当
の
事
物
の
或
る

特
定
の
性
質
な
い
し
象
面
の
い
く
つ
か
、
換
言
す
れ
ば
、
そ
の
事
物
を
「
単
な
る
か
た
ま
り
」
で
あ
る
よ
り
は
一
つ
の
組
織
的
な
構
造
を

も
つ
も
の
と
映
じ
せ
し
め
る
よ
う
な
も
の
、
を
指
す
。
㈲
の
音
心
味
の
「
全
体
」
は
科
学
の
対
象
に
な
っ
て
来
た
し
、
ま
た
そ
う
な
っ
て
構

　
（
8
）

わ
な
い
。
た
と
え
ば
ゲ
シ
”
一
タ
ル
ト
心
理
学
は
そ
う
し
た
観
念
を
用
い
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
㈱
の
意
味
で
の
全
体
が
科
学
の
対
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象
に
な
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
す
な
わ
ち
、
ど
ん
な
に
小
さ
な
も
の
で
も
そ
の
「
全
体
し
を
記
述
し
、
そ
の
象
面
の
す
べ
て
を
尽
す
こ

と
は
幽
来
な
い
。
一
つ
の
こ
と
を
研
究
す
る
に
は
儲
る
象
面
を
選
択
し
そ
の
側
面
を
通
じ
て
見
る
必
要
が
あ
る
。
一
切
の
知
識
は
抽
象
さ

れ
た
象
面
で
あ
り
、
　
一
体
濃
墨
の
云
う
社
会
の
実
在
そ
れ
自
身
の
具
体
的
構
造
と
い
う
も
の
は
決
し
て
把
握
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
総
体

と
い
う
意
味
の
全
体
即
ち
㈹
の
意
味
で
の
全
体
は
科
学
的
探
究
の
及
び
う
る
対
象
で
は
な
い
。
事
実
、
一
つ
の
全
体
を
具
体
約
に
記
述
し

た
と
い
う
主
張
を
す
る
如
何
な
る
雷
鍔
に
肥
し
て
も
、
そ
の
言
明
の
無
視
し
た
側
面
を
指
摘
す
る
の
は
容
易
で
あ
る
。
祉
会
現
象
に
つ
い

て
云
え
ば
、
社
会
の
諸
関
係
の
全
部
を
統
劇
す
る
こ
と
は
、
そ
う
し
た
統
糊
自
体
が
却
っ
て
ま
た
統
制
さ
る
べ
き
新
た
な
関
係
を
生
む
と

い
う
事
実
に
よ
っ
て
丈
で
も
不
可
能
で
あ
る
。
こ
う
し
た
不
可
能
性
は
論
理
的
不
可
能
性
で
あ
る
。

　
歴
史
主
義
者
が
、
歴
史
は
理
論
的
諸
科
学
に
属
せ
ず
抽
象
的
一
般
的
法
則
よ
り
も
具
体
的
な
事
件
や
入
間
に
関
心
を
も
つ
と
い
う
の
は
、

正
し
い
議
論
を
念
ん
で
い
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
単
位
す
な
わ
ち
個
人
や
燗
々
の
事
件
を
集
め
た
も
の
を
㈲
の
無
心
味
で
の
具
体
的
全
体
と

見
倣
す
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
社
会
全
体
の
記
述
に
は
歴
史
的
方
法
が
役
立
つ
と
い
う
考
え
は
誤
っ
て
い
る
。

　
全
体
が
部
分
の
和
以
上
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
は
曖
昧
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
つ
ま
ら
ぬ
主
張
だ
と
云
っ
て
も
よ
い
。
欝
然
科
学
に

お
い
て
も
全
体
の
研
究
は
部
分
の
研
究
に
留
ま
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
原
子
物
理
学
は
構
成
の
素
粒
子
を
加
え
合
わ
す
こ
と
を
目
ざ
し
て
い

る
の
で
は
な
く
、
粒
子
の
系
を
㈲
の
意
味
で
の
全
体
と
し
て
考
察
す
る
。
数
個
の
リ
ン
ゴ
の
閥
に
も
繕
互
関
係
が
存
在
す
る
の
で
あ
り
、

「
関
係
」
は
科
学
の
対
象
と
な
る
。
か
た
ま
り
と
全
体
の
差
は
結
局
…
種
の
秩
序
を
見
出
　
し
得
U
る
か
否
か
に
か
か
っ
て
い
る
こ
と
を
ゲ
シ

ュ
タ
ル
ト
心
理
学
は
主
張
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
て
み
る
と
有
機
体
は
一
つ
の
全
体
と
し
て
存
在
す
る
と
云
う
主
張
は
、
有
機
体
に

は
わ
れ
わ
れ
が
楽
の
も
の
に
或
る
秩
序
を
見
幽
す
と
い
う
丈
の
つ
ま
ら
ぬ
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
い
わ
ゆ
る
「
か
た

ま
り
」
に
も
或
る
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
的
な
象
面
が
あ
る
の
だ
と
云
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
（
1
）
　
ポ
パ
ー
の
反
証
可
能
姓
の
理
論
は
葱
瞭
の
理
論
で
は
な
い
。
総
じ
て
ポ
パ
ー
は
意
味
の
理
論
に
あ
ま
り
蘭
心
を
も
た
な
い
。

　
（
2
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
鵬
稿
「
デ
カ
ル
ト
の
憲
然
学
」
参
照
（
暫
学
研
究
懇
街
八
十
工
号
、
妙
工
頁
）
。

　
　
　
　
批
判
的
合
理
主
義
の
一
測
面
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
五
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（
3
）
　
ポ
パ
ー
は
諺
。
吋
鋒
℃
o
㏄
㌶
＜
び
ヨ
が
権
力
思
想
す
な
わ
ち
カ
は
正
義
な
り
と
い
う
思
想
に
結
び
つ
く
と
云
っ
て
い
る
（
○
●
ψ
じ
弓
曾
く
○
ピ
い
O
ゴ
巷

　
α
。
ワ
課
ウ
。
ま
た
へ
…
ゲ
ル
の
説
が
ヨ
二
巴
唱
◎
も
。
録
く
置
ヨ
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
た
と
え
ば
○
・
Q
っ
．
響
く
皇
N
．
0
7
窃
お
◆
切
●
畠
■
0
7
¢
や
N
b
こ
．

　
や
b
。
8
’

（
4
）
　
ポ
パ
ー
は
○
◎
ヵ
・
O
国
℃
同
縫
合
び
簿
冨
象
⇔
寄
2
搾
～
と
い
う
論
文
（
最
初
竃
ぎ
鐸
心
⑩
昌
H
⑩
心
O
に
発
表
さ
れ
た
）
に
お
い
て
次
の
よ
う
な
手

　
続
を
示
し
た
。
そ
の
一
例
を
示
す
。

　
　
ま
ず
わ
れ
わ
れ
は
二
つ
の
妥
嚢
な
論
理
的
な
推
論
の
規
則
を
導
入
す
る
。

（
A
）
詣
・
殺
「
P
と
い
・
前
提
か
為
帽
訊
・
得
・
」
・
読
・
れ
・
．

（
2
A
）
董
q
こ
れ
・
三
つ
の
前
彗
幽
か
ら
結
論
・
を
籍
・
L
・
馨
れ
・
。

　
　
　
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
P
と
つ
を
認
め
た
と
す
る
。

　
　
　
P
が
真
で
あ
る
か
ら
（
A
）
に
よ
り
凋
が
真
、
故
に
（
ん
．
）
に
よ
り
q
　
こ
れ
は
q
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
成
立
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま

（
5
）
　
経
験
に
よ
る
反
証
の
形
式
は
追
縄
的
で
あ
る
。
経
験
の
権
威
が
理
論
に
伝
達
さ
れ
る
形
式
は
帰
納
で
な
く
反
証
で
あ
る
。

（
6
）
　
切
●
S
、
．
勉
く
2
H
．
ッ
【
o
含
卜
◎
’
諺
二
α
q
も
。
け
固
O
笛
O
．
お
よ
び
、
〈
9
ピ
2
0
ω
．
2
0
〈
●
H
り
醸
O
所
収
の
ポ
パ
ー
の
論
文
に
よ
る
。

（
7
）
　
「
歴
史
主
義
の
貧
困
」
の
序
文
（
一
九
五
七
年
に
書
い
て
い
る
）
に
お
い
て
、
以
上
の
議
論
に
改
良
を
加
え
た
と
云
い
そ
の
概
説
を
の
べ
て
い

　
る
。
要
す
る
に
人
闘
の
知
識
の
成
長
は
、
人
聞
の
歴
史
の
道
筋
に
強
い
影
讐
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
の
に
、
わ
れ
わ
れ
の
科
学
的
知
識
の
成
長
は
予

　
言
出
来
な
い
の
で
あ
る
か
ら
人
聞
の
歴
史
の
未
来
は
叢
書
出
来
ず
、
従
っ
て
歴
史
主
義
は
誤
っ
た
考
え
で
あ
る
と
云
う
の
が
そ
の
主
張
で
あ
る
。

（
8
）
　
た
と
え
ば
矧
宏
帥
σ
q
鮎
は
ω
霧
¢
o
窪
⑦
o
h
ω
o
冨
p
o
①
に
お
い
て
集
団
的
概
念
が
社
会
科
学
の
理
論
に
お
い
て
不
可
欠
で
は
な
い
か
と
い
う
意
見

　
を
紹
介
し
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
の
立
場
は
マ
ク
ロ
的
な
概
念
を
用
う
る
こ
と
に
反
対
す
る
も
の
で
は
必
ず
し
も
な
い
。
し
か
し
た
と
え
ば
「
国
厩
総

　
所
得
篇
と
い
う
よ
う
な
概
念
を
わ
れ
わ
れ
の
立
場
で
認
め
う
る
か
否
か
は
尚
考
察
の
余
地
が
あ
ろ
う
。
こ
の
概
念
の
有
用
性
を
否
定
は
し
な
い
が
、

　
こ
の
概
念
は
極
め
て
曖
昧
な
簸
所
を
含
ん
で
い
る
こ
と
多
く
の
経
済
学
者
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
と
え
ば
旨
開
。
剛
）
刷
塁
。
『
局
o
o
溶
。
日
…
o

　
℃
三
び
8
風
受
．
℃
．
臣
㌣
G
。
．

四
　
タ
ブ
ー
社
会

閉
じ
た
タ
ブ
ー
社
会
が
、
批
判
的
合
理
主
義
の
も
と
め
る
開
い
た
社
会
と
い
か
に
異
な
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
の
が
こ
の
章
の
意
図
で



　
　
あ
る
。

　
　
　
ポ
パ
ー
は
、
社
会
科
学
は
人
聞
環
境
の
異
な
れ
る
二
つ
の
要
素
す
な
わ
ち
自
然
的
環
境
と
敏
会
的
環
境
の
区
別
の
必
要
を
悟
っ
た
と
き

　
　
に
始
ま
る
と
い
う
（
（
）
．
ω
■
質
Ω
養
ワ
勢
ワ
ミ
）
。
換
書
す
れ
ば
、
自
然
と
社
会
の
差
異
の
理
論
的
理
解
は
不
易
の
タ
ブ
…
と
掟
と
習
慣

　
　
に
金
縛
り
に
な
っ
て
い
る
原
始
種
族
祉
会
的
な
「
閉
じ
た
社
会
」
の
喝
術
酌
態
度
の
打
破
の
後
に
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
自
然
の
法

　
　
則
は
不
可
変
で
あ
り
人
間
の
統
制
に
服
し
な
い
。
こ
れ
に
反
し
規
範
や
法
は
全
く
恣
意
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
の
で
は
な
い
が
、

　
　
わ
れ
わ
れ
の
つ
く
り
ま
た
選
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
可
変
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
自
ら
の
採
用
す
る
規
範
に
対
し
て
道
徳
的
責
任
が

　
　
あ
る
。
す
な
わ
ち
規
範
の
採
用
が
自
ら
の
決
定
で
あ
り
、
ま
た
規
範
の
変
革
の
可
能
性
を
見
出
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
そ
し
て
そ
の

　
　
限
り
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
自
ら
の
規
範
に
対
し
責
任
を
も
つ
。

　
　
　
批
判
的
二
元
論
す
な
わ
ち
事
実
と
規
範
の
二
元
論
は
、
し
か
し
、
社
会
の
機
構
や
規
範
が
意
識
的
に
つ
く
ら
れ
た
し
ま
た
つ
く
ら
れ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
！
）

　
　
る
の
だ
と
主
張
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
「
国
会
陰
謀
説
」
は
一
つ
の
全
体
主
義
思
想
と
し
て
泣
け
ら
れ
る
可
き
で
あ
る
。
後

　
　
述
す
る
ご
と
く
ポ
パ
ー
に
従
え
ば
社
会
科
学
の
法
則
と
い
う
の
は
、
意
図
せ
ら
れ
な
か
っ
た
結
果
葱
生
ず
る
こ
と
な
し
に
社
会
の
改
変
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
行
い
得
な
い
こ
と
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
機
構
や
規
範
が
規
約
で
あ
り
人
工
的
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
の
判
断
や
そ

　
　
の
改
変
が
可
能
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
機
構
や
規
範
は
恣
意
的
だ
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
機
構
や
規
範
の
妥
当
性
は
人
間
の
勝

　
　
手
に
な
ら
な
い
薗
を
ふ
く
ん
で
い
る
。

　
　
　
開
い
た
社
会
は
機
構
や
規
範
が
人
間
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
自
覚
に
始
ま
る
の
で
あ
る
な
ら
、
開
い
た
鮭
会
は
人
道

　
　
主
義
、
合
理
主
義
、
お
よ
び
偲
人
主
義
の
可
能
性
を
開
い
て
い
る
と
云
え
る
で
あ
ろ
う
。
　
『
開
い
た
社
会
の
創
始
者
が
、
そ
の
発
展
の
阻

　
　
止
を
計
る
人
々
か
ら
区
別
さ
れ
る
の
は
合
理
性
に
あ
る
と
信
ず
る
』
と
ポ
パ
ー
は
云
う
（
ρ
ω
■
¢
く
2
b
。
．
2
。
寡
ワ
ト
。
ω
。
。
よ
O
）
。
け
だ

　
　
し
開
い
た
社
会
は
タ
ブ
ー
の
批
判
に
始
ま
っ
た
。
批
判
の
自
由
な
し
に
は
開
い
た
社
会
も
ま
た
従
っ
て
科
学
も
成
立
し
得
な
い
。
科
学
的

　
　
態
度
や
方
法
は
批
判
的
舎
理
主
義
と
極
め
て
近
い
の
で
あ
る
。
自
己
を
客
観
性
の
究
極
の
裁
判
官
と
認
め
ぬ
態
度
は
公
平
の
観
念
を
示
唆

聯　
　
　
　
　
　
批
判
的
合
理
主
義
の
一
側
面
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
七
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し
、
他
人
に
発
言
の
権
利
を
認
め
る
こ
と
は
寛
容
の
精
神
の
肯
定
を
前
提
す
る
。
議
論
に
耳
を
か
す
だ
け
で
な
く
答
え
ね
ば
な
ら
な
い
な

ら
ば
他
人
に
影
響
を
及
ぼ
す
の
で
あ
り
、
責
任
の
観
念
が
導
λ
さ
れ
批
判
の
自
由
を
守
る
各
種
の
社
会
機
構
の
擁
護
へ
と
導
か
れ
ね
ば
な

ら
ぬ
。
人
道
主
義
と
合
理
主
義
は
密
接
な
関
係
に
あ
る
。
他
方
ま
た
入
道
主
義
的
倫
理
は
正
義
の
平
等
主
義
的
個
人
主
義
的
解
釈
に
基
づ

い
て
い
る
。
事
実
、
…
開
い
た
社
会
の
機
構
を
守
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
責
任
観
は
個
人
主
義
に
由
来
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
『
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
た
事
実
と
規
範
の
二
元
論
的
見
解
は
、
霞
由
主
義
と
社
会
改
良
の
観
念
の
哲
学
的
基
礎
で
あ
っ
た
』
（
○
．

ψ
じ
毒
■
ぎ
ド
b
。
鷺
ワ
。
。
緩
）
。
タ
ブ
ー
社
会
に
お
い
て
は
道
徳
の
基
礎
は
種
族
、
繋
駕
等
の
集
闘
に
あ
り
、
開
い
た
篭
船
に
お
い
て
は
群
婚
の

決
断
に
あ
る
。
人
類
の
平
等
は
「
事
実
」
で
は
な
く
政
治
的
道
徳
的
「
要
求
」
で
あ
り
、
そ
れ
を
麦
え
る
も
の
は
墨
入
の
決
意
で
あ
る
。

自
然
科
学
の
理
論
の
採
否
の
決
定
は
実
験
に
依
存
し
、
道
徳
的
決
定
は
良
心
に
基
づ
け
ら
れ
る
。
欄
人
主
義
と
利
他
主
義
が
西
欧
文
明
の

墓
礎
で
あ
る
こ
と
、
た
と
え
ば
キ
リ
ス
ト
教
や
カ
ン
ト
の
思
想
に
見
ら
れ
る
ご
と
く
で
あ
る
と
ポ
パ
…
は
云
う
（
○
．
ω
．
碧
く
。
轡
日
Ω
峯
ワ

9
℃
・
H
8
）
。

　
タ
ブ
ー
の
批
判
を
禁
ず
る
閉
じ
た
社
会
が
人
道
主
義
を
不
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
る
一
方
、
批
判
の
自
由
を
認
め
る
開
い
た
社
会
は
有

機
体
の
ご
と
き
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
。
神
秘
虫
義
は
有
機
体
や
閉
じ
た
社
会
の
持
っ
て
い
た
統
一
と
調
和
を
渇
望
す
る
。
神
秘
憲
義
が

神
秘
的
な
合
一
と
直
観
の
工
つ
を
基
本
観
念
と
し
、
・
そ
の
両
観
念
を
神
の
愛
で
結
合
し
媒
介
さ
せ
る
と
す
る
と
、
神
秘
主
義
と
噺
体
主
義

の
密
接
な
関
係
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
タ
ブ
～
の
観
念
は
法
律
や
規
範
約
な
約
束
を
不
興
抗
不
可
変
な
自
然
法
劉
と
混
製
し
両
者
を
呪
術
酌
に
摩
り
扱
う
の
で
あ
る
な
ら
ば
、

タ
ブ
・
1
観
念
の
麦
配
す
る
社
会
で
は
、
そ
の
社
会
の
秘
教
に
反
し
て
機
構
を
改
変
す
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
考
え
ら
れ

な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
改
革
へ
の
意
志
は
生
じ
え
な
い
。
閉
じ
た
発
会
で
は
社
会
秩
序
に
対
し
て
超
自
然
的
な
畏
怖
が
あ
り
、
そ

の
社
会
の
機
構
が
合
理
的
討
議
の
対
象
と
な
り
得
な
い
。
従
っ
て
そ
こ
に
は
階
級
闘
争
の
よ
う
な
社
会
約
緊
張
が
欠
け
て
い
る
。
閉
じ
た

社
会
が
有
機
体
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
る
の
は
そ
の
成
員
が
半
生
物
学
的
な
紐
帯
で
結
ば
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
か
ら
だ
け
で
は
な
い
。



　
　
　
全
体
主
義
の
心
配
す
る
と
こ
ろ
で
は
科
学
約
態
度
は
存
在
し
得
な
い
。
科
学
的
な
墓
礎
を
倫
理
に
与
え
る
と
い
う
の
は
恐
ら
く
關
違
っ

　
　
た
思
想
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
科
学
の
倫
理
的
基
礎
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
だ
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
批
判
の
霞
由
が
わ
れ
わ
れ
の
知
識
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
客
観
性
を
与
え
る
と
い
う
の
が
間
主
観
性
の
理
論
の
か
な
め
で
あ
ろ
う
。
一
人
の
人
間
の
誠
意
の
み
で
は
客
観
性
は
樹
立
さ
れ
な
い
の
で

　
　
あ
る
。

　
　
　
自
然
の
法
弊
と
規
範
的
な
法
の
区
別
の
発
展
段
階
は
嶺
然
多
岐
に
わ
た
る
。
ポ
パ
ー
は
そ
の
諸
段
階
を
論
じ
、
　
一
元
論
と
自
然
主
義
の

　
　
二
つ
の
要
素
を
特
に
取
り
腐
し
た
（
○
■
ω
畢
め
e
O
び
簿
℃
噸
α
い
く
）
。
た
と
え
ば
ヘ
ー
ゲ
ル
の
闘
～
哲
学
は
ま
さ
に
事
実
と
規
範
の
二
元
論
の
超

　
　
越
を
羅
標
と
し
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
理
念
と
現
実
、
正
義
と
力
を
統
一
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
全
体
主
義
的
な
思
考
様
式
を
奨
励
し
て
い

　
　
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
鉱
毒
主
義
的
な
段
晒
で
は
倫
理
約
規
範
的
な
事
柄
が
生
物
学
的
ま
た
は
社
会
学
的
な
事
柄
に
還
元
さ
れ
る
と
考

　
　
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
立
場
は
ま
ず
い
わ
ゆ
る
「
純
然
主
義
的
な
誤
り
偏
と
い
わ
れ
る
も
の
に
類
似
し
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
の
行
う
決
定

　
　
は
自
然
法
則
と
両
立
す
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
が
事
実
か
ら
導
鐵
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
事
実
と
、
選
択
、
決
定
、
評
価
を
混

　
　
噂
す
る
時
、
社
会
生
活
の
根
拠
す
な
わ
ち
入
闘
が
社
会
の
う
ち
に
共
存
し
相
補
し
合
う
理
由
は
生
物
学
約
不
平
等
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
こ

　
　
と
に
な
る
。
事
実
的
な
も
の
が
社
会
約
な
こ
と
だ
と
す
る
倫
理
的
法
学
的
顕
現
主
義
は
現
に
存
在
す
る
も
の
の
み
が
善
の
基
準
と
し
て
可

　
　
能
で
あ
る
と
す
る
権
力
思
想
に
外
な
ら
ぬ
。
現
実
的
な
も
の
、
力
を
も
つ
も
の
が
正
し
い
と
さ
れ
、
現
存
の
秩
序
が
そ
こ
で
は
正
当
化
さ

　
　
れ
る
。
個
人
が
縫
会
の
規
準
を
判
断
し
う
る
の
で
な
く
詮
会
が
心
入
の
判
断
規
準
を
与
え
る
。
歴
史
上
、
保
守
的
搬
威
主
義
的
で
あ
っ
た

　
　
こ
の
見
地
の
実
践
的
側
面
は
現
存
事
態
の
道
心
”
鑓
批
覇
を
不
可
能
糧
す
る
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
う
し
た
立
場
が
倫
理
的
ニ
ヒ
リ
ズ

　
　
ム
つ
ま
り
察
己
と
二
三
の
可
能
性
へ
の
不
儒
と
い
う
極
端
な
倫
理
的
懐
疑
論
を
招
く
の
は
お
ど
ろ
く
に
た
ら
ぬ
。
こ
こ
で
、
人
間
本
性
の

　
　
知
識
が
事
実
的
な
．
知
識
を
与
え
る
、
と
云
っ
て
も
事
態
は
改
善
さ
れ
ぬ
。
規
範
が
人
事
の
精
神
的
本
性
と
人
悶
糠
会
の
本
性
の
表
現
で
あ

　
　
る
と
い
う
考
え
は
、
　
「
窓
然
法
」
の
歴
史
の
示
す
よ
う
に
躍
纂
鶏
①
と
い
う
雷
管
の
曖
．
鎌
さ
に
よ
っ
て
如
何
な
る
倫
理
的
立
場
と
も
結
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
垂
）

　
　
つ
き
得
た
の
で
あ
っ
た
。

358　
　
　
　
　
　
投
判
的
合
理
主
義
の
一
側
藏
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
九
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O

　
批
判
的
二
元
論
を
さ
ま
た
げ
る
も
の
に
恐
怖
の
観
念
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
わ
れ
わ
れ
が
自
ら
の
決
定
に
対
し
道
徳
的
責
任
を
引
き
受
け

る
こ
と
に
も
つ
恐
怖
で
あ
る
。
諸
々
の
倫
理
学
説
は
こ
の
恐
怖
の
重
荷
を
と
り
去
っ
て
く
れ
る
議
論
を
見
出
そ
う
と
試
み
た
。
だ
が
わ
れ

わ
れ
は
こ
の
責
任
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ど
ん
な
権
威
に
す
が
ろ
う
と
も
そ
の
権
威
を
認
め
た
の
は
ほ
か
な
ら
ぬ
わ
れ
わ
れ
で
あ

る
。
全
体
主
義
は
善
の
集
団
主
義
的
な
定
義
を
与
え
る
。
善
は
集
団
や
種
族
や
国
家
の
利
益
と
さ
れ
る
。
か
く
し
て
全
体
主
義
国
家
で
は

国
家
権
力
が
人
々
の
全
生
活
に
滲
透
し
こ
れ
を
統
制
す
る
。
濁
家
の
法
権
力
は
増
大
し
本
来
の
道
徳
の
頷
域
を
侵
蝕
す
る
。
す
な
わ
ち
億

人
的
責
任
は
種
族
的
な
タ
ブ
ー
と
全
体
主
義
的
な
無
事
任
に
と
っ
て
代
ら
れ
る
。
全
体
主
義
は
そ
れ
ゆ
え
単
に
非
道
徳
と
い
う
だ
け
の
も

の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
閉
じ
た
社
会
の
道
徳
な
の
で
あ
る
。
全
体
霊
義
は
個
人
的
利
己
主
義
で
は
な
い
か
も
知
れ
ぬ
が
集
心
的
利
己
主
義

で
あ
る
。
全
体
主
義
の
道
徳
性
の
ク
ラ
イ
テ
リ
オ
ン
は
集
隣
の
利
益
で
あ
り
、
国
家
や
階
級
や
党
の
権
力
に
有
益
な
も
の
な
ら
な
ん
で
あ

れ
正
し
い
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
個
人
主
義
と
人
道
主
義
を
否
定
す
る
。

（
1
）
　
も
ち
ろ
ん
役
会
に
陰
謀
と
い
う
も
の
が
全
く
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
も
な
い
し
、
こ
と
ご
と
く
の
陰
謀
が
炎
敗
し
た
と
い
う
の
で
も
な
い
。
し

　
か
し
陰
謀
と
い
う
も
の
は
意
図
さ
れ
た
仕
方
で
進
行
し
な
い
と
い
う
の
が
ポ
パ
…
の
云
い
た
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
○
潤
、
や
鵠
も
。
h
お
よ
び
℃
’

　
ω
踏
｛
。
ρ
ω
●
国
く
9
鱒
「
○
冨
℃
H
群
や
O
舞

（
2
）
　
右
の
箇
所
お
よ
び
℃
．
鵠
●
O
げ
効
℃
H
H
ド
ゆ
ト
0
9
卜
σ
H
．

（
3
）
　
こ
の
点
を
説
明
す
る
の
に
ポ
パ
ー
は
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ソ
ー
の
科
学
の
例
を
も
ち
出
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
か
れ
が
孤
島
で
実
験
と
観
察
と

　
に
よ
っ
て
壮
大
な
体
系
を
建
設
し
た
と
し
て
も
、
そ
し
て
そ
れ
が
今
日
の
科
学
者
の
説
と
～
致
し
た
と
し
て
も
、
真
の
科
学
と
い
い
難
い
の
は
、
か

　
れ
以
外
に
か
れ
を
批
判
す
る
人
が
居
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
理
性
の
交
通
な
く
し
て
科
学
の
成
立
は
考
え
ら
れ
な
い
。
知
識
の
科
学
的
客
観
牲
は

　
科
学
的
方
法
の
筏
会
的
側
面
に
由
来
す
る
の
で
あ
っ
て
一
個
人
の
試
み
に
由
来
し
な
い
。
科
学
の
方
法
の
「
公
的
」
　
娼
＝
窪
ざ
な
面
の
一
つ
は
霞
由

　
批
判
に
近
い
も
の
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
自
然
科
学
や
経
済
学
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
喰
い
違
い
を
避
け
る
た
め
同
一
の
雷
語
を
延
い
る
よ
う
に
つ

　
と
め
、
ま
た
、
経
験
を
論
争
の
公
平
な
る
調
停
者
と
見
る
に
あ
る
で
あ
ろ
う
（
○
．
Q
り
．
甲
く
◎
惹
’
9
巷
卜
。
ω
℃
』
H
？
N
9
）
。

（
4
）
　
ポ
パ
ー
は
℃
。
。
《
c
7
0
δ
α
q
ざ
巴
。
巴
ω
嘗
甑
ε
蹉
二
丁
償
H
巴
騨
ヨ
を
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
の
よ
う
な
権
力
思
想
に
も
、
カ
ン
ト
の
よ
う
な
人
道
主
義
に
も

　
結
び
つ
く
と
し
て
い
る
。
ス
○
．
ω
．
じ
づ
。
〈
2
H
’
O
ゲ
岱
℃
α
■
く
“
℃
．
鳶
ゐ
■
）
白
然
法
に
つ
い
て
は
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
や
ロ
ッ
ク
そ
の
他
の
思
想
を
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想
起
す
れ
ば
充
分
で
あ
る
。

五
社
会
工
学
と
消
極
的
効
用
主
義

　
事
実
と
鯛
値
の
批
判
的
軸
元
論
に
立
っ
て
社
会
科
学
と
盛
会
的
実
践
は
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
社
会
科
学
は
規
範
的
な
法
則
を
も
考
察
の

対
象
に
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
筈
で
あ
る
。

　
す
べ
て
の
「
社
会
的
法
劉
」
ω
・
。
戴
㌶
≦
す
な
わ
ち
わ
れ
わ
れ
の
社
会
生
活
中
の
規
則
的
な
る
も
の
が
規
範
的
な
も
の
で
は
も
ち
ろ
ん

な
い
。
社
会
生
活
に
つ
い
て
の
事
実
的
、
自
然
的
な
諸
法
則
も
重
要
で
あ
る
。
こ
の
種
の
事
実
的
法
則
に
対
し
ポ
パ
ー
は
「
社
会
学
的
法

則
。
・
0
9
0
δ
α
q
蹄
銑
貯
奢
と
い
う
艶
語
を
提
案
し
た
（
○
■
G
o
．
国
・
Ω
蚕
㍗
ρ
囲
く
”
℃
’
①
刈
）
。
こ
れ
は
社
会
的
機
構
の
機
能
に
か
か
わ
る
も
の
だ

と
い
っ
て
よ
い
。
近
代
の
経
済
学
の
諸
法
則
の
多
く
は
こ
う
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
一
つ
の
長
髪
科
学
の
理
論
の
中
で
、
価
値
や
規
準
に
つ
い
て
の
判
断
と
事
実
的
な
探
究
が
い
か
な
る
関
係
に
立
ち
ま
た
共
存
し
う
る
の

か
は
、
未
だ
完
全
に
は
決
着
の
つ
か
ぬ
閥
題
で
あ
る
。
甘
葛
的
な
言
語
鷲
①
ω
。
慧
讐
写
①
ド
ロ
α
q
鑓
σ
q
o
と
記
述
的
事
実
的
言
語
を
二
分
し
、

価
値
や
規
準
に
関
す
る
命
題
と
事
実
に
関
す
る
命
題
は
い
ず
れ
か
一
方
が
他
方
を
含
意
す
る
こ
と
は
な
い
と
す
る
時
、
規
調
的
言
語
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

い
て
も
事
実
的
記
述
的
言
語
と
同
じ
よ
う
に
論
理
が
適
用
さ
れ
る
か
否
か
は
ポ
パ
ー
の
充
分
に
論
じ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
わ
れ
わ
れ
は
、
社
会
科
学
に
お
け
る
正
統
は
ヒ
ュ
ー
ム
以
来
の
も
の
で
あ
り
、
規
範
的
言
明
と
記
述
的
書
意
を
区
別
す
る
も
の
で
あ
る

　
　
　
（
2
）

と
虫
張
す
る
。
真
理
値
を
も
つ
言
明
か
ら
提
案
的
言
明
は
演
繹
出
来
な
い
と
い
う
の
が
、
価
値
か
ら
の
自
由
を
科
学
に
も
と
め
る
立
場
の

主
張
で
あ
る
。

　
社
会
科
学
の
命
題
は
必
然
的
に
価
値
観
を
含
有
し
て
い
る
と
す
る
議
論
が
あ
る
。
素
朴
な
経
験
論
や
帰
納
主
義
は
衰
退
し
た
。
答
を
期

待
す
る
な
ら
ば
ま
ず
聞
わ
ね
ば
な
ら
ず
、
問
の
採
択
は
わ
れ
わ
れ
の
価
値
観
を
含
み
、
従
っ
て
結
果
す
な
わ
ち
答
も
ま
た
価
値
観
を
含
む
。

そ
の
推
論
の
際
、
価
値
は
一
種
の
誘
導
と
制
御
の
は
た
ら
き
を
す
る
。
こ
れ
は
事
実
で
あ
り
正
し
い
が
、
社
会
科
学
の
論
理
的
中
立
を
ゆ

　
　
　
　
批
判
的
合
理
主
義
の
一
側
面
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
一
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る
が
す
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
同
一
の
資
料
を
前
に
し
て
も
、
右
翼
と
左
翼
の
社
会
科
学
者
で
は
、
真
と
す
る
答
ま
た
は
仮
説
や
理
論

が
異
な
る
と
い
う
事
実
を
根
拠
に
し
て
社
会
科
学
は
価
値
観
を
内
蔵
す
る
と
い
う
議
論
も
、
社
会
科
学
の
論
理
的
中
立
を
否
定
し
得
な
い
。

命
題
の
論
理
的
地
位
は
そ
れ
が
ど
ん
な
真
理
値
を
と
る
か
に
依
存
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
命
題
が
真
で
あ
る
か
ど
う
か
に
は
依
存

し
な
い
。
そ
れ
故
、
　
一
つ
の
雷
明
を
真
と
し
偽
と
す
る
動
機
が
そ
の
言
明
の
論
理
的
地
位
を
変
え
は
し
な
い
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
社

会
科
学
の
絹
対
主
義
を
認
可
す
る
の
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
同
じ
証
拠
群
に
対
し
て
糧
異
な
る
理
論
が
共
に
成
立
し
て
い
る
と
さ
れ
る
の

は
、
各
々
の
社
会
の
モ
デ
ル
の
取
り
方
が
違
う
か
、
ま
た
は
、
そ
の
社
会
科
学
理
論
が
試
験
を
受
け
う
る
年
齢
に
ま
で
ま
だ
い
た
ら
ず
科

学
的
活
動
の
幼
年
晴
代
に
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
、
と
わ
れ
わ
れ
は
云
う
。

　
第
三
に
或
る
種
の
経
済
学
の
概
念
は
規
範
的
で
あ
る
と
い
う
主
張
が
わ
れ
わ
れ
に
反
論
し
て
来
る
。
し
か
し
、
福
祉
経
済
学
は
情
動
的

言
語
と
説
得
的
定
義
を
用
い
理
論
の
説
明
と
正
当
化
を
同
型
に
行
う
と
し
て
も
、
社
会
科
学
の
論
理
的
中
立
は
ゆ
る
が
な
い
こ
と
は
、
す

で
に
述
べ
た
議
論
か
ら
開
ら
か
で
あ
る
。
一
般
的
に
云
っ
て
、
遡
る
理
説
が
動
機
や
骸
響
と
い
っ
た
心
理
的
事
実
を
扱
う
か
ら
と
い
っ
て
、

そ
の
こ
と
だ
け
で
は
そ
の
理
論
の
論
理
的
中
立
に
何
ら
及
ぼ
す
と
こ
ろ
は
な
い
。
　
5
5
理
の
流
れ
に
従
う
こ
と
と
心
理
の
流
れ
を
扱
う
こ
と

と
は
別
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
或
る
理
説
が
説
得
的
で
あ
り
人
々
を
行
動
に
ふ
み
切
ら
せ
た
と
し
て
も
、
そ
の
理
論
が
倫
理
的
で
あ
る
と

い
う
こ
と
に
は
直
ち
に
な
ら
な
い
。
倫
理
的
命
題
は
推
奨
お
o
o
ヨ
ヨ
。
ロ
留
置
。
⇔
の
観
念
と
作
用
を
含
む
の
だ
と
し
て
も
、
推
奨
の
働
き
を

す
る
命
題
は
す
べ
て
倫
理
的
で
あ
り
論
理
的
中
立
を
犯
す
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
福
祉
経
済
学
は
社
会
的
効
用
と
い
う
観
念
を
耀
う
る
が
、

こ
の
効
用
の
真
偽
を
間
主
観
的
に
試
験
し
決
定
し
う
る
と
す
る
と
、
こ
の
効
用
に
つ
い
て
の
命
題
は
真
理
値
を
も
つ
と
い
う
ま
さ
に
そ
の

こ
と
に
よ
っ
て
規
範
的
で
は
な
い
。
実
践
上
の
困
難
は
理
論
上
の
不
可
能
と
同
一
で
は
な
い
。
政
策
の
決
定
は
、
社
会
の
ど
の
成
員
が
利

益
を
受
け
る
の
か
を
調
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
筈
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
効
用
主
義
は
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
倫
理
学
説
で
あ
り
ま
た
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
科
学
的
で
あ
る
か
が
こ
こ
で
の
真
の
問
題
で

　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

あ
っ
た
の
か
も
知
れ
ぬ
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
ポ
パ
ー
の
身
躯
工
学
に
触
れ
る
に
留
め
た
い
。
社
会
工
学
の
観
念
は
ポ
パ
ー
の
場
合
、
消



　
　
極
的
効
用
主
義
に
基
づ
い
て
い
る
ぴ

　
　
　
社
会
科
学
老
は
、
社
会
科
学
者
と
し
て
は
、
政
策
の
評
価
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
さ
れ
る
。
命
令
的
な
い
し
推
奨
的
な
忠
告
の
問

　
　
題
に
つ
い
て
正
統
派
の
古
典
的
な
答
え
の
い
う
と
こ
ろ
は
、
命
令
を
仮
厳
命
法
に
限
れ
と
い
う
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
劉
的
と
手
段
が
は

　
　
つ
き
り
区
別
さ
れ
全
く
純
粋
に
工
学
的
な
聞
題
に
の
み
か
か
わ
る
聴
は
、
反
対
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
社
会
政
策
の
決
定
の
多
く

　
　
は
手
段
と
目
的
の
裁
然
た
る
区
別
が
出
来
な
い
ケ
ー
ス
で
あ
る
。

　
　
　
わ
れ
わ
れ
は
、
社
会
科
学
者
は
評
価
し
、
西
諸
観
に
基
づ
い
た
忠
告
を
し
う
る
の
だ
、
と
云
お
う
。
そ
れ
と
同
時
に
社
会
科
学
の
価
趨

　
　
か
ら
の
自
由
と
い
う
こ
と
は
、
理
論
と
初
期
条
件
に
倫
理
的
前
提
を
連
立
し
た
も
の
か
ら
の
論
理
的
推
論
が
可
能
な
限
り
そ
し
て
そ
こ
か

　
　
ら
の
結
論
が
わ
れ
わ
れ
に
処
方
を
与
え
う
る
限
り
、
守
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
云
お
う
。
価
値
か
ら
自
由
な
科
学
に
基
づ
く
政
策
決
定
が
可

　
　
能
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
手
段
と
目
的
が
裁
然
と
二
分
さ
れ
な
い
場
合
で
も
ま
た
手
段
に
も
価
値
づ
け
が
行
わ
れ
る
場
合
で
も
、
論
理
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
中
立
は
成
立
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。
逆
に
云
う
と
、
わ
れ
わ
れ
は
政
策
決
定
の
倫
理
を
科
学
的
に
基
礎
づ
け
る
こ
と
は
繊
来
な
い
が
、
政

　
　
策
の
決
定
の
為
に
は
倫
理
的
決
定
が
独
立
に
な
さ
れ
導
入
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
批
判
的
合
理
主
義
は
し
か
し
な
が
ら
理
想
に
つ
い
て
い
か
な
る
見
解
を
も
つ
の
か
。
ポ
パ
ー
に
従
え
ば
、
す
べ
て
の
市
民
が
本
鞘
に
幸

　
　
福
で
あ
る
完
全
な
国
家
を
建
設
す
る
と
い
う
プ
ラ
ト
ン
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
幸
福
を
正
義
の
観
念
で
媒
介
し
、
　
「
よ
り
高
い
価
値
」
を
他

　
　
入
に
押
し
つ
け
る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
全
体
主
義
的
な
試
み
で
あ
る
（
○
’
　
ω
．
　
国
’
∩
り
ぴ
立
聞
。
　
H
O
“
　
℃
．
H
O
O
一
刈
O
）
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
『
す
べ
て

　
　
の
政
治
的
理
想
の
う
ち
入
々
を
幸
福
に
し
ょ
う
と
す
る
理
想
は
も
っ
と
も
危
険
な
も
の
の
一
つ
で
あ
る
』
（
○
’
ψ
劉
○
冨
や
b
。
《
℃
．
節
ω
刈
）
。

　
　
　
ポ
パ
…
に
よ
れ
ば
わ
れ
わ
れ
の
義
務
は
、
地
上
に
天
国
を
造
る
こ
と
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
の
助
け
を
必
要
と
す
る
人
々
を
助
け
る
こ

　
　
と
で
あ
る
（
（
）
■
ω
．
鉾
Ω
嗣
巷
』
船
鉾
．
卜
。
こ
。
刈
）
。
他
人
を
幸
福
に
す
る
こ
と
は
わ
れ
わ
れ
の
義
務
で
は
あ
り
得
な
い
。
幸
福
の
規
準
を
他
人

　
　
に
押
し
つ
け
る
こ
と
は
た
と
え
友
愛
の
情
に
発
し
て
い
て
も
章
々
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
イ
を
侵
害
し
勝
ち
で
あ
る
。
　
一
般
的
に
云
っ
て
、
他
人

　
　
を
幸
福
に
す
る
機
構
と
い
う
も
の
は
存
し
な
い
。
他
人
の
幸
福
を
配
慮
す
る
権
利
は
そ
の
人
の
親
友
と
い
う
狭
い
上
騰
に
限
ら
れ
る
と
い

398　
　
　
　
　
　
批
判
的
合
理
主
義
の
一
側
面
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
三
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卿8
　
う
の
は
、
友
情
に
は
欲
す
る
時
に
終
止
符
を
打
ち
得
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
こ
う
し
た
考
察
を
ふ
ま
え
て
、
ポ
パ
ー
の
消
極
的
効
用
主
義
は
、
善
を
も
た
ら
す
よ
り
は
悪
を
除
く
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
（
○
◆
ψ

　
　
¢
く
。
州
N
窯
黛
皇
℃
．
ω
O
冷
ノ
・
o
轡
鮮
マ
b
。
G
。
や
㎝
v
や
器
鱗
）
Q
す
な
わ
ち
こ
の
説
は
J
・
S
・
ミ
ル
の
い
う
最
大
多
数
の
最
大
幸
福
を
追
求

　
　
す
る
か
わ
り
に
、
最
小
蕾
痛
の
状
態
を
機
構
の
改
良
を
通
じ
て
実
現
せ
よ
と
い
う
の
で
あ
り
、
苦
と
悪
に
対
す
る
戦
い
が
わ
れ
わ
れ
の
義

　
　
務
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
こ
の
効
用
主
義
に
お
い
て
は
倫
理
が
政
治
化
さ
れ
る
の
で
は
な
く
政
治
が
倫
理
化
さ
れ
、
人
々

　
　
は
具
体
的
理
想
に
鼓
舞
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
歴
史
的
事
実
と
し
て
、
功
利
主
義
者
は
気
質
の
点
で
も
信
念
の
点
で
も
実
際
的
具
体
的
で

　
　
あ
り
、
そ
の
最
大
の
関
心
は
人
闘
の
生
活
に
あ
っ
た
。
政
治
的
に
は
圧
欄
と
不
正
に
対
す
る
不
屈
な
反
対
を
も
っ
て
個
人
の
自
由
を
擁
護

　
　
し
た
。
換
製
す
れ
ば
か
れ
ら
は
人
道
主
義
的
で
あ
っ
た
。
他
方
、
歴
史
上
の
効
用
主
義
は
経
験
論
に
基
礎
を
求
め
、
社
会
の
問
題
や
理
論

　
　
に
科
学
の
方
法
を
適
用
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
理
性
で
は
な
く
愛
情
の
麦
配
を
説
く
も
の
は
憎
悪
に
よ
る
支
配
へ
の
道
を
開
く
。
愛
情
は
何
事
を
も
解
決
し
な
い
。
愛
情
は
危
険
で
あ

　
　
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
愛
情
は
無
価
値
で
あ
る
と
か
、
愛
情
と
憎
悪
が
同
一
で
あ
る
と
云
う
の
で
は
な
い
。
い
か
な
る
情
緒
も
、
ま
た
愛
清

　
　
で
す
ら
も
理
性
の
麦
配
す
る
機
構
に
と
っ
て
代
わ
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
理
性
の
使
用
を
排
す
る
な
ら
ば
、
不
一
致
な
意

　
　
晃
の
解
決
の
た
め
に
暴
力
に
訴
え
る
と
い
う
傾
向
を
生
ま
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
そ
れ
誓
わ
れ
わ
れ
は
政
治
学
の
科
学
的
基
礎
と
し
て
社
会
工
学
の
観
念
を
導
入
す
る
。
こ
の
社
会
改
良
の
技
術
に
つ
い
て
の
科
学
は
漸

　
　
次
的
讐
。
8
ヨ
①
巴
な
改
良
を
事
と
す
る
。
社
会
を
個
人
と
機
構
の
二
面
か
ら
考
察
し
社
会
の
改
良
を
め
ざ
す
場
合
、
～
体
論
的
な
ま
た
は

　
　
根
こ
そ
ぎ
の
変
準
で
社
会
機
構
を
変
え
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
ン
の
方
法
は
結
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
方
法
は
科
学
的
合
理
的

　
　
で
な
い
ば
か
り
か
、
人
道
主
義
に
反
す
る
結
果
を
生
み
易
い
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
事
実
ボ
パ
ー
は
ユ
…
ト
ピ
ア
ン
の
社
会
技
術
学
と
漸
次
的
社
会
技
術
学
を
区
蔵
し
、
こ
の
二
つ
の
も
の
の
差
を
云
う
の
が
『
開
い
た
社

　
　
会
と
そ
の
敵
』
の
主
要
屠
的
の
一
つ
だ
と
云
っ
て
い
る
（
○
■
○
っ
．
中
0
7
窓
．
。
。
や
さ
。
b
。
）
。
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歴
史
主
義
者
が
タ
ブ
；
思
想
に
従
い
、
賢
明
な
る
政
治
的
行
為
は
歴
史
の
未
来
の
流
れ
が
予
定
さ
れ
て
い
る
時
に
の
み
可
能
で
あ
る
と

い
う
宿
命
観
を
儒
ず
る
隈
り
は
、
往
会
技
術
学
と
は
縁
が
な
い
筈
で
あ
る
。
何
故
な
ら
社
会
技
術
の
観
念
は
運
命
や
歴
史
的
傾
向
で
は
な

く
自
ら
を
運
命
の
主
人
と
し
、
政
治
の
科
学
約
基
礎
は
、
わ
れ
わ
れ
自
ら
の
願
望
に
応
じ
た
拙
会
機
構
の
構
想
や
建
設
や
運
営
や
ま
た
は

変
化
の
た
め
に
必
要
な
事
実
に
関
す
る
情
報
で
あ
る
、
と
信
ず
る
の
で
あ
る
か
ら
。
ま
た
歴
史
主
義
と
社
会
技
術
法
の
差
を
社
会
機
購
や

秩
序
に
対
す
る
態
度
の
差
か
ら
云
え
ば
、
歴
変
主
義
は
機
構
を
歴
史
と
い
う
観
点
か
ら
見
る
の
で
あ
る
が
社
会
技
術
学
は
わ
れ
わ
れ
の
圏

的
に
対
す
る
機
構
の
適
切
性
か
ら
見
る
。
す
な
わ
ち
、
歴
史
主
義
老
は
機
構
を
そ
の
起
源
と
展
開
お
よ
び
そ
の
現
在
と
未
来
に
お
け
る
意

義
か
ら
見
る
の
で
あ
り
、
社
会
技
術
家
は
機
構
の
起
源
や
そ
の
創
設
者
の
意
図
に
は
大
し
て
興
味
を
示
さ
ず
、
機
構
が
目
的
の
為
に
役
立

つ
よ
う
に
よ
く
構
想
さ
れ
組
織
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
問
題
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
社
会
技
術
家
は
、
政
治
学
の
科
学
的
基
礎

は
い
わ
ば
社
会
工
学
に
あ
る
と
考
え
、
社
会
技
術
は
い
わ
ば
目
的
へ
の
足
ど
り
を
教
え
る
が
、
目
的
そ
の
も
の
は
い
わ
ゆ
る
物
理
的
な
工

学
と
同
じ
く
工
学
の
範
囲
を
超
え
た
も
の
、
と
考
え
る
。

　
歴
史
主
義
が
社
会
技
術
の
観
念
を
と
り
入
れ
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
ン
と
同
盟
し
う
る
の
は
一
体
論
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
通
じ
て
で
あ
る
。
と

い
う
の
は
両
者
と
も
に
『
全
体
』
と
い
う
も
の
が
科
学
的
研
究
の
対
象
に
な
ら
ぬ
こ
と
を
見
落
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
両
者
と

も
こ
の
誤
解
の
上
に
立
っ
て
、
た
と
え
ば
か
れ
ら
の
鼠
的
や
欝
標
は
、
道
徳
的
決
断
で
は
な
く
歴
史
の
傾
向
の
法
則
や
時
代
の
要
求
の
発

見
と
診
断
に
よ
っ
て
科
学
的
に
見
出
さ
れ
る
と
信
じ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
伝
統
的
に
神
に
帰
さ
れ
て
い
た
機
能
を
自
然
の
法
則
に
帰

そ
う
と
い
う
十
九
世
紀
に
典
型
酌
な
閥
違
い
で
あ
る
と
云
っ
て
よ
い
。

　
事
実
、
一
体
主
義
が
全
体
と
し
て
の
社
会
を
再
整
備
し
変
革
す
る
の
に
社
会
技
術
を
用
う
る
時
は
常
に
、
そ
の
用
心
と
用
意
の
乏
し
さ

か
ら
漸
次
的
な
立
場
に
帰
る
か
「
計
画
さ
れ
ざ
る
計
画
法
」
と
い
う
仕
儀
に
な
る
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
一
体
論
の
社
会
機
構
統
捌
は

ま
た
絶
対
的
傾
向
を
も
ち
、
機
構
に
制
限
の
あ
る
こ
と
を
認
め
な
い
。
す
な
わ
ち
機
構
と
い
う
も
の
が
人
間
的
要
素
に
よ
っ
て
不
確
定
な

と
こ
ろ
を
も
っ
こ
と
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
否
定
し
、
従
っ
て
科
学
的
態
度
の
原
則
を
破
る
。
そ
れ
の
み
で
は
な
い
。
人
間
的
要
素
は
機
構
を
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手
段
と
し
て
統
捌
さ
る
べ
し
と
す
る
限
り
に
お
い
て
反
人
道
主
義
的
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
こ
れ
は
社
会
の
改
革
で
な
く
人
間
の
改
革
で

あ
る
か
ら
。
ユ
…
ト
ピ
ア
ン
の
社
会
技
術
は
プ
ロ
ク
ル
ス
テ
ス
の
寝
台
で
あ
る
。
一
体
論
者
は
機
構
の
適
合
性
の
テ
ス
ト
を
無
意
味
に
す

る
。
何
故
な
ら
か
れ
ら
は
機
構
に
壁
塗
し
な
い
人
々
に
向
っ
て
、
そ
の
人
々
の
入
監
的
い
ぶ
き
を
機
構
の
中
に
組
織
化
せ
よ
と
い
う
の
で

あ
る
か
ら
。
か
く
し
て
、
一
体
論
的
社
会
技
術
は
科
学
的
態
度
を
捨
て
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
ポ
パ
ー
の
提
案
す
る
漸
次
的
社
会
工
学
は
、
人
間
に
事
え
ら
れ
て
い
る
悪
と
わ
ざ
わ
い
を
機
構
の
改
良
を
通
じ
て
除
く
も
の
で
あ
る

（
○
●
ω
●
国
・
〈
o
『
同
Ω
悉
℃
・
メ
囲
押
圃
目
目
》
Ω
蚕
や
㊤
》
お
よ
び
や
さ
。
ω
O
）
。
こ
の
こ
と
は
ポ
パ
ー
が
歓
会
科
学
の
法
則
を
工
学
的
法
則
と
呼
ん
だ

こ
と
と
関
係
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
方
法
論
約
個
人
主
義
と
は
、
登
る
社
会
状
況
で
或
る
こ
と
を
す
れ
ば
ど
う
い
う
諸
結
果
、
殊
に
ど
う
い

う
意
図
し
な
い
結
果
が
生
ず
る
か
を
見
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
換
言
す
れ
ば
、
機
構
と
社
会
的
集
団
の
成
立
と
機
能
と
存
続
を
、
備

人
的
な
社
会
的
行
為
と
そ
の
意
図
さ
れ
ま
た
は
意
図
さ
れ
ざ
る
結
果
と
し
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
方
法
論
的
個

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

人
主
義
は
個
人
と
機
構
の
二
元
論
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
道
主
義
の
立
場
を
守
り
、
個
人
で
は
な
く
機
樽
を
変
革
し
改
良
し
て
ゆ
く
。
す
な

わ
ち
、
消
極
的
な
意
味
で
は
そ
れ
は
科
学
か
ら
倫
理
を
ひ
き
出
そ
う
と
は
せ
ず
、
社
会
工
学
の
目
的
は
外
か
ら
消
極
的
効
用
主
義
に
基
づ

い
て
与
え
ら
れ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
積
極
的
な
意
味
で
は
方
法
論
的
個
入
主
義
は
科
学
的
な
態
度
を
採
る
ば
か
り
で
な
く
、
社
会
学
的

法
則
を
工
学
の
法
嗣
と
同
じ
形
式
で
公
式
化
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
工
学
に
お
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
は
『
何
が
出
来
な
い
か
』
を
知

る
こ
と
も
課
題
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
、
た
と
え
ば
熱
力
学
の
第
二
法
則
が
永
久
運
動
を
す
る
機
械
の
否
定
と
し
て
衰
現
さ
れ
る
こ
と
か

ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
論
理
的
に
云
っ
て
も
普
遍
命
題
は
非
存
在
命
題
で
あ
る
故
に
、
科
学
の
法
剛
が
何
も
の
か
の
存
在
の
可
能
を
排
除

す
る
形
で
表
現
出
来
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
社
会
科
学
に
お
け
る
意
図
せ
ら
れ
ざ
る
結
果
の
発
見
は
た
と
え
ば
『
経
済
成
長
は
イ
ン
フ
レ

を
惹
き
起
こ
さ
ず
に
は
果
し
得
な
い
』
と
い
う
形
式
、
つ
ま
り
工
学
的
意
義
を
判
明
な
ら
し
め
る
形
式
の
法
則
と
な
り
う
る
で
あ
ろ
う
。

含
意
は
否
定
と
連
言
を
用
い
て
書
き
換
え
ら
れ
る
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
、
工
学
的
法
則
が
積
極
葡
に
も
消
極
的
に
も
、
す
な
わ
ち
建
設
的

に
も
制
御
的
に
も
働
き
う
る
こ
と
は
怪
し
む
に
足
ら
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）
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1
）
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節
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は
こ
う
し
た
試
み
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の
一
歩
で
あ
ろ
う
。

（
2
）
　
以
下
の
叙
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簿
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国
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鉱
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区
建
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ヨ
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亀
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”
鵠
●

　
8
鉤
侮
く
9
瀕
く
。
Z
ρ
α
◎
◎
「
に
負
う
と
こ
ろ
火
で
あ
る
。

（
3
）
　
効
用
の
観
念
の
倫
理
学
上
の
意
味
に
つ
い
て
は
昭
和
四
十
一
年
度
関
西
哲
学
会
大
会
に
於
い
て
発
表
し
た
。

（
4
）
　
た
と
え
ば
つ
ぎ
の
よ
う
な
推
論
で
は
論
理
的
中
立
は
守
ら
れ
て
い
る
と
云
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
前
提
（
i
）
わ
れ
わ
れ
は
失
業
者
が
x
パ
…
セ
ン
ト
を
超
す
濃
墨
に
は
雇
用
率
を
上
げ
る
何
ら
か
の
方
策
を
と
る
べ
き
で
あ
る
。
　
（
・
1
1
）
規
在
の
失

　
　
　
業
率
は
X
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
。
　
（
戴
）
A
と
い
う
施
策
は
盤
景
率
を
上
げ
る
。
　
（
挫
）
わ
れ
わ
れ
は
A
と
い
う
方
策
を
施
す
べ
き
で
あ
る

　
　
　
t
丘
嶋
ム
雛

　
　
　
　
　
轟
曄
触
巴
谷
μ

（
5
）
　
こ
の
機
構
の
概
念
の
導
入
は
、
科
学
方
法
論
的
に
は
ポ
パ
ー
の
立
場
が
、
社
会
現
象
を
動
機
や
意
図
の
み
か
ら
説
明
し
よ
う
と
す
る
心
理
主
義

　
と
異
な
る
こ
と
を
示
す
一
方
、
ま
た
、
社
会
工
学
的
な
社
会
改
良
の
方
法
を
．
司
能
な
ら
し
め
る
。
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i’intuition．　L’intuition　est　une　sympathie　spirituelle　avec　ce　qu’il　y　a　de　plus

int6rieur　dans　la　r6alit6．　Bergson　est　avant　tout　spiritualiste．　On　dit　que

la　philosophie　bergsonienne　insiste　sur　la　connaissance　sentimentale．　On

voulait　y　trouver　un　d6faut　de　la　logique．　Cependant，　1’intuition　n’est　ni

un　instinct　ni　un　sentiment．　EIIe　est　la　connaissnce　intime　de　1’esprit　par

1’esprit，　c’est－ti－dire　la　r6flexion．

　　Toutes　les　doctrines　philosophiques　ont　leur　logique　originale．　Alors，

qu’est－ce　que　la　logique　de　la　philosophie　bergsonienne？　C’est　ceHe

d’6motion．　L’6motion　est　le　ndeog　de　cr6ation．　Bergson　voulait　6tablir　］a

玉・gique　de　Cr6ati・n．　N・uS　av・nS　eSSay6　de　le　mOntrer　en　d6taiいOit　e且

expliquaRt　le　rapport　de　1’intuition　et　la　r6fiexion，　soit　en　examinant　la

structure　de　la　r6fiexion．　Et　surtottt　nous　avons　distingu6　la　r6flexion　de

d6part　d’avec　celle　de　retour．　Celle－la　ose　intellectualiser　1’intuition，　et　celle－

ci　retrouver　1’intuition．　En　d’autres　termes；　1’une　est　explication，　1’autre

est　recherche．

　　Nous　conclouons　que　1’essence　de　la　logique　bergsonienne　n’est　pas　le

d6veloppement　spiral　et　rectiligne，　mais　le　d6veloppement　zigzagu6．

　　Bergson　dit：　“Des　ces　d6parts　et　ces　retours　sont　faits　les　zigzags　d’une

doctrine　qui　＜＜se　d6veloppe＞＞，　c’est－a－dire　qui　se　perd，　se　retrouve，　et　se　corrige

圭nd6finiment　elle・漉me”（PM．121）．

Popper’s　Critieal

　　　　　by　Keiichiro

Rationalism

Kamino

　　As　Popper　uses　the　word‘rationalism’in　a　wide　sense　which　includes

‘ernpiric玉sm’as　well　as‘intellectualism’，　his　concept　of　rationalist　a枕itude

is　very　si騰ilar　to　that　of　the　scientific　att気tude　which　seeks　to　solve　as　many

problem　as　possible　by　an　apPea1　£o　reason，　i．e。　to　clear　thought　and

　　　　　コ
ex王）er王ence・

　　His　adoption　of　rationalism，　however，　is　not　simp｝y　an　intellectual　af£air．

It　is　a　moral　decision．　As　no　argument　can　log玉cally　justify　the　cho玉ce　of

rational圭sm　（arguments　can　only　v量ndicate　it），　comprehensive　ra£iollalis肌

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2



collapses．　The　adoption　of　critical　rationalism，　Which　must　be　clearly

distinguished　from　comprehensive　rationalism，　presupposes　an　irrational　faith

in　reason，　which　has　the　same　status　with　Descartes’　position　Cogito　ergo

Sum．　ln　this　sense　Popper’s　philosophy　is　basecl　on　the　dualism　of　‘fact’

and　‘decision’，　or　as　one　might　prefer　to　say，　the　dualism　of　‘fact’　and

‘norm’C　and　has　a　structure　very　similar　to　the　dualisms　adovocated　by

Descartes　and　Kant　respectively．

　　The　author，　after　having　interpretee　Popper’s　basic　ideas，　eoncludes　that

critical　rationalism　would　lead　to　something　lil〈e　a　negative　utilitarianism，

which　recommends　us　the　idea　of　piecemeal　social　engineering．　ln　the

Ianguage　of　sociology　Popper’s　1）hilosophy　is　based　on　the　dualism　of

iristitution　and　individual．　The　dualistic　view　of　fact　and　norm　is　the

philosophical　basis　of　liberalism　and　of　social　reform．

3


