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史
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十
九
世
紀
半
ぽ
か
ら
二
十
世
紀
初
頭
に
か
け
て
、
赴
会
科
学
の
方
法
に
つ
い
て
の
反
省
が
、
と
く
に
歴
史
学
を
舞
台
に
し
て
行
な
わ
れ

た
。
こ
の
方
法
論
的
問
題
は
、
従
来
、
二
つ
の
立
場
で
争
わ
れ
て
き
た
。
「
実
証
主
義
」
と
「
観
念
論
レ
と
で
あ
る
。
「
実
証
主
義
者
」
は
、

自
然
科
学
の
方
法
が
歴
史
学
（
も
し
く
は
社
会
科
学
一
般
）
に
も
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
Q
頴
ン
ト
は
、
あ
ら
ゆ
る
現
象

が
「
不
変
的
な
自
然
法
劉
篇
に
従
わ
ね
ば
恥
ら
な
い
と
考
え
、
こ
の
自
然
法
則
の
探
究
に
向
か
う
精
神
の
あ
り
方
を
「
実
証
的
」
な
い
し

「
科
学
的
」
と
名
づ
け
た
。
彼
は
、
社
会
的
現
象
に
つ
い
て
の
学
問
も
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
実
証
的
段
階
に
入
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
主
張

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
王
）

し
、
い
わ
ゆ
る
「
盛
会
物
理
学
」
の
必
要
性
を
唱
え
た
。
ま
た
、
ミ
ル
は
、
社
会
的
現
象
を
説
明
す
る
と
思
わ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
「
経
験

的
法
則
」
が
、
も
っ
と
高
次
の
一
般
的
諸
法
則
か
ら
演
繹
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
と
考
え
た
。
彼
に
よ
れ
ぽ
、
こ
の
手
続
（
逆
演
繹
的
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

法
）
こ
そ
が
社
会
科
学
を
「
科
学
」
た
ら
し
め
る
方
法
な
の
で
あ
る
。
他
方
、
「
観
念
論
者
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
ひ
と
び
と
は
、
歴
史
学

を
、
一
般
法
瑚
（
二
二
法
則
）
の
探
究
に
向
か
う
自
然
科
学
と
鋭
く
区
別
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
ヴ
ィ
ソ
デ
ル
バ
ソ
ト
は
、
「
法
剣
定
立
的
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

と
「
個
性
記
述
的
」
と
い
う
対
概
念
を
設
定
し
た
。
リ
ッ
ケ
ル
ト
は
、
「
『
一
般
的
諸
法
則
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
か
ぎ
り
で
の
』
諸
事
物

の
現
存
在
」
と
し
て
の
「
自
然
し
に
、
“
価
値
関
係
的
手
続
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
か
ぎ
り
で
の
諸
薯
物
の
現
存
在
”
と
し
て
の
「
文
化
隔

　
　
　
　
（
4
）

を
対
遣
さ
せ
た
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
法
則
的
秩
序
と
し
て
の
自
然
を
構
成
す
る
自
然
科
学
に
、
「
体
験
し
の
客
観
的
「
表
現
」
の
「
了
解
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

に
よ
っ
て
体
験
そ
の
も
の
へ
と
向
か
う
「
精
神
科
学
」
を
対
立
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
　
「
実
証
主
義
」
と
「
観
念
論
」
と
の
こ
う
し
た
糟
違

　
　
　
　
「
歴
史
の
説
瞬
鵜
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
七



998

哲
学
研
究
　
第
五
百
二
十
九
号

七
八

は
、
諸
々
の
経
験
科
学
の
「
知
識
の
地
球
」
に
ど
の
よ
う
に
し
て
境
界
線
を
設
定
す
べ
き
で
あ
る
の
か
、
ま
た
、
そ
の
境
界
線
を
設
定
す

る
さ
い
の
論
理
的
根
拠
は
何
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
の
見
解
の
相
違
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
「
歴
史
の
説
明
」
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
…
i
｝
九
四
二
年
の
ヘ
ン
ペ
ル
の
論
文
が
こ
れ
ら
の
議
論
の
端
緒
で
あ
る
一
も
、
こ

れ
と
同
様
の
「
歴
史
学
の
方
法
論
的
問
題
」
を
扱
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
議
論
は
い
っ
そ
う
明
確
に
な
っ
て
い
る
。
と
い

う
よ
り
は
む
し
ろ
、
誤
る
限
定
的
な
枠
組
が
設
定
さ
れ
て
、
こ
の
枠
組
の
な
か
で
議
論
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
と
い

う
の
は
、
歴
史
学
の
「
方
法
」
は
、
「
説
明
の
論
理
構
造
」
の
分
析
を
つ
う
じ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
「
実
証
主
義
者
」
ー
ー

こ
こ
で
は
ポ
ッ
パ
！
や
ヘ
ン
ペ
ル
な
ど
の
ひ
と
び
と
を
意
味
す
る
一
は
、
「
科
学
」
と
い
う
も
の
を
探
究
の
最
終
産
物
で
あ
る
「
言
語

内
存
在
」
（
理
論
）
の
み
で
考
え
、
科
学
の
「
方
法
論
」
に
と
っ
て
真
に
重
要
な
の
は
「
い
か
に
し
て
理
論
を
考
え
つ
く
に
至
っ
た
の
か
」

と
い
う
点
で
は
な
く
「
い
か
に
し
て
理
論
を
検
証
し
う
る
の
か
」
と
い
う
点
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
要
求
を
満
た
す
～
つ

の
モ
デ
ル
が
提
崩
さ
れ
た
。
「
ポ
ッ
パ
ー
－
ー
ヘ
ソ
ペ
ル
理
論
」
「
演
繹
的
纏
法
則
的
モ
デ
ル
」
「
カ
バ
ー
法
則
理
論
」
「
法
則
急
騰
理
論
」
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

ど
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
（
本
論
で
は
「
科
学
的
説
明
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
）
。
「
説
明
』
に
関
し
て
意
え
ぽ
、
特
殊
的
事

象
を
説
明
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
“
説
明
さ
れ
る
べ
き
特
殊
的
事
象
を
一
般
法
瑚
の
も
と
に
演
繹
的
に
包
摂
す
る
こ
と
”
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
説
明
に
関
す
る
問
題
は
、
説
明
の
「
論
理
構
造
」
、
と
く
に
、
説
明
に
お
け
る
コ
般
法
則
の
論
理
的
機
能
し
に
関
す
る
問
題
に
焦
点

が
絞
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
実
証
主
義
者
は
、
膚
身
の
提
出
し
た
「
科
学
的
説
明
」
の
モ
デ
ル
が
、
基
本
的
に
は
、
歴
史
学
に
も
妥
当
し

う
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
歴
史
家
が
出
来
事
の
生
起
の
「
な
ぜ
」
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
「
暗
黙
の
う
ち
に

せ
よ
」
、
か
な
ら
ず
な
ん
ら
か
の
一
般
法
則
に
言
及
し
て
お
り
、
そ
し
て
こ
の
一
般
法
則
が
説
明
原
理
と
し
て
の
機
能
を
果
た
し
て
い
る
の

で
あ
る
か
ら
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
歴
史
的
説
明
の
固
有
性
は
あ
り
え
な
い
、
と
。
す
る
と
、
歴
史
学
と
自
然
科
学
と
の
間
の
重
要
な
梢

違
と
し
て
し
ば
し
ぼ
強
調
さ
れ
て
き
た
事
柄
、
つ
ま
り
、
自
然
科
学
は
一
般
法
則
へ
と
向
か
い
、
歴
史
学
は
個
別
的
鴫
来
事
へ
と
向
か
う

と
い
う
こ
の
相
違
は
、
ポ
ッ
パ
1
に
よ
れ
ぽ
、
一
般
法
劉
の
「
検
証
」
を
璽
要
と
み
な
す
か
そ
れ
と
も
特
殊
的
事
象
の
「
説
明
翫
に
重
き
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（
8
）

を
置
く
か
の
彬
違
、
す
な
わ
ち
、
研
究
老
の
「
関
心
」
の
相
違
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
ヘ
ン
ペ
ル
に
よ
れ
ば
、
自
然
科
学
と
歴
史

学
と
の
相
違
は
、
た
だ
“
厳
密
さ
の
程
度
の
差
”
で
し
か
な
い
。
す
な
わ
ち
、
歴
史
の
説
明
は
、
「
科
学
的
説
明
偏
を
指
向
し
う
る
け
れ

ど
も
し
ぼ
し
ば
不
十
分
な
も
の
と
し
て
一
”
不
十
分
な
”
と
い
う
の
は
、
そ
の
説
明
が
「
初
期
条
件
」
と
「
普
遍
的
仮
説
」
と
を
明
示

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
一
、
「
説
明
の
ス
ケ
ッ
チ
し
と
呼
ば
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
柑
違
は
「
方
法

の
単
一
性
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
を
損
う
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
の
が
彼
ら
の
見
解
で
あ
・
る
。
　
「
歴
史
の
説
明
し
に
関
す
る
論
争
は
、
こ
の

よ
う
な
実
証
主
義
老
の
見
解
一
「
科
学
的
説
明
」
と
の
比
較
に
お
い
て
歴
史
の
説
明
の
論
理
構
造
を
分
析
し
よ
う
と
す
る
一
を
端
緒

と
し
て
、
こ
れ
に
対
す
る
観
念
論
者
の
批
判
、
さ
ら
に
実
証
主
義
岩
の
再
批
判
と
い
う
か
た
ち
を
と
っ
て
展
闇
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
議
論
の
枠
組
…
1
説
明
の
論
理
構
造
を
問
題
と
す
る
f
の
な
か
で
考
え
た
場
合
、
ま
た
、
観
念
論
者
が

「
科
学
的
説
明
」
に
対
立
す
る
も
の
と
し
て
「
歴
史
的
説
明
」
を
主
張
す
る
場
合
、
こ
の
「
歴
史
的
説
明
」
と
い
う
概
念
が
何
を
意
味
す

る
の
で
あ
る
か
が
ま
ず
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
る
に
、
「
歴
史
偏
な
い
し
「
歴
史
的
説
明
し
と
い
う
概
念
は
き
わ
め
て
曖

昧
で
あ
る
。
第
一
に
、
「
歴
史
」
と
い
う
概
念
は
「
自
然
史
」
を
も
含
め
て
い
る
。
だ
が
、
歴
史
学
が
欝
然
科
学
と
の
鋭
い
対
立
物
と
し

て
考
え
ら
れ
る
場
合
に
は
、
露
華
史
を
含
め
た
歴
史
概
念
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
Q
も
と
も
と
、
観
念
論
者
た
ち
が
歴
史
学
を
慮
然
科

学
と
の
対
立
に
お
い
て
考
え
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
は
、
「
人
鷹
的
事
象
」
の
み
が
有
す
る
固
有
な
性
格
、
お
よ
び
そ
の
よ
う
な
事
象
に

の
み
妥
当
し
う
る
よ
う
な
認
識
方
法
を
考
慮
し
た
か
ら
で
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
に
と
っ
て
は
、
「
精
神
科
学
」
の
対
象
は
「
精
神
の
客
観

化
」
に
ほ
か
な
ら
ず
、
こ
の
対
象
に
つ
い
て
の
知
識
が
可
能
に
な
る
の
は
、
自
己
の
体
験
を
そ
の
対
象
に
移
入
す
る
こ
と
（
了
解
）
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

っ
て
で
あ
る
。
　
「
歴
史
的
世
界
の
構
成
」
も
こ
の
方
法
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
リ
ッ
ケ
ル
ト
に
と
っ
て
は
、
「
文
化
科
学
」
の
対

象
は
、
「
価
値
を
認
め
ら
れ
た
目
的
に
従
っ
て
行
動
す
る
人
間
に
よ
っ
て
、
直
接
生
産
さ
れ
た
も
の
、
あ
る
い
は
…
…
（
そ
の
傭
値
の
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

え
に
）
わ
ざ
と
保
護
さ
れ
た
も
の
」
と
し
て
の
「
文
化
」
で
あ
り
、
従
っ
て
、
彼
は
ウ
ェ
ー
バ
ー
と
と
も
に
次
の
よ
う
に
主
張
せ
ね
ぽ
な

ら
な
い
。
「
文
化
科
学
の
先
験
的
前
提
」
は
、
「
わ
れ
わ
れ
が
、
意
識
的
に
世
界
に
対
し
て
態
度
を
と
り
か
つ
世
界
に
意
味
を
与
え
る
能
力

　
　
　
　
「
歴
史
の
説
明
」
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
九
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八
○

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

と
意
志
と
を
備
え
た
文
化
人
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
、
と
。
つ
ま
り
、
歴
史
学
が
自
然
科
学
と
の
対
概
念
で
あ
る
た
め
に
は
、
歴

史
学
は
な
に
よ
り
も
ま
ず
「
精
神
科
学
」
な
い
し
「
文
化
科
学
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
第
二
に
、
「
歴
史
的
説
明
」
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

概
念
は
、
人
聞
歴
史
の
研
究
（
歴
史
著
述
）
　
一
般
の
「
基
本
形
式
」
を
表
現
す
る
概
念
で
も
な
い
。
と
い
う
の
は
、
一
見
し
て
朋
ら
か
な

よ
う
に
、
実
際
の
歴
史
著
述
は
き
わ
め
て
多
様
だ
か
ら
で
あ
る
。
実
際
の
歴
史
研
究
は
過
去
を
一
定
の
相
の
も
と
で
と
ら
え
た
も
の
（
ト

ン
ネ
ル
的
歴
史
）
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
社
会
史
、
経
済
史
、
政
治
史
、
思
想
史
な
ど
の
分
野
が
区
別
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
加

え
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
に
お
い
て
も
、
扱
か
わ
れ
る
べ
き
時
代
や
場
所
の
相
違
が
あ
り
、
時
代
や
場
所
の
大
き
さ
の
網
違
も
あ
る
。
こ

れ
ら
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ヴ
ェ
ル
の
違
い
は
、
そ
れ
自
体
歴
史
研
究
の
方
法
の
違
い
を
余
儀
な
く
さ
ぜ
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
重
要
な
の
は
「
事

件
史
」
と
「
購
働
蟻
」
と
の
対
立
で
あ
る
。
こ
の
「
叙
述
」
と
「
分
析
」
と
の
対
立
こ
そ
、
当
颪
の
課
題
で
あ
る
方
法
論
的
対
立
を
反
映

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
「
歴
史
的
説
明
」
と
い
う
概
念
が
、
“
自
然
史
の
研
究
”
な
い
し
”
歴
史
著
述
一
般
の
基
本
形

式
”
を
意
味
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
こ
の
概
念
は
、
「
科
学
的
説
明
」
の
対
概
念
と
は
な
り
え
な
い
。
も
っ
と
も
、
「
科
学
的

説
明
」
に
関
し
て
も
、
こ
の
モ
デ
ル
は
i
数
学
的
物
理
学
に
は
そ
の
ま
ま
適
用
さ
れ
う
る
か
も
し
れ
な
い
が
…
1
玲
然
科
学
「
般
の
実

際
的
手
続
を
忠
実
に
反
映
し
て
い
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
自
然
科
学
が
指
向
す
べ
き
一
つ
の
「
理
想
型
」
と
み
な
さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
。
「
歴
史
的
説
明
」
と
い
う
概
念
も
一
そ
れ
が
実
際
の
歴
史
研
究
を
考
慮
し
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
一
、

「
科
学
的
説
明
し
と
最
も
鋭
い
対
立
的
性
格
を
担
っ
て
い
る
一
つ
の
理
想
型
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
理
想
型
に
明
確
な
表
現

を
与
え
る
の
が
「
了
解
」
（
表
現
の
解
釈
）
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
方
法
論
の
議
論
に
お
い
て
真
に
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
は
、
「
説
明
」
と

「
了
解
し
と
の
対
立
な
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
歴
史
学
を
「
了
解
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
考
え
る
こ
と
は
、
歴
史
学
の
説
明
的
諸
要
素
を
す
べ
て
否
定
す
る
こ
と
を
意
味
す
る

の
で
は
な
い
。
歴
史
学
は
「
経
験
科
学
」
と
し
て
、
あ
く
ま
で
も
「
経
験
的
実
在
の
思
惟
的
秩
序
」
を
究
明
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め

に
は
、
一
般
概
念
な
い
し
一
般
化
を
用
い
ね
ば
な
ら
な
い
。
カ
ー
が
述
べ
た
よ
う
に
、
「
歴
史
家
は
、
…
…
ま
さ
に
下
葉
を
用
い
る
こ
と
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（
1
4
）

に
よ
っ
て
一
般
化
を
免
れ
え
な
い
」
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
歴
史
家
は
、
出
来
事
が
「
な
ぜ
し
趨
こ
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う

意
昧
で
「
説
明
」
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
説
明
の
た
め
に
～
般
法
則
を
用
い
る
こ
と
さ
え
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
す

ぺ
て
事
実
と
し
て
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
「
説
明
」
と
「
了
解
」
と
を
方
法
論
的
対
概
念
と
し
て
設
定
す
る
こ
と
に
対
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
反
論
が
出
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
の
な
か
で
も
一
番
重
要
な
の
は
実
証
主
義
者
の
反
論
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
感
情
移
入
」
「
追
体
験
」
「
再
行
為
」
と
い
う
意

味
で
の
「
了
解
」
は
た
し
か
に
一
つ
の
「
方
法
」
で
は
あ
る
が
、
い
わ
ば
「
発
見
の
た
め
の
工
夫
」
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

自
体
で
は
け
っ
し
て
「
説
明
」
を
構
成
し
え
な
い
、
と
い
う
見
解
が
そ
れ
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
実
証
主
義
的
見
解
は
、
「
了
解
」
と
い

う
も
の
が
「
科
学
的
説
明
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
は
入
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
「
説
明
」

と
い
う
も
の
を
、
ご
く
常
識
的
に
、
「
な
ぜ
」
の
「
問
」
に
対
す
る
「
答
」
と
解
し
、
こ
の
よ
う
な
「
説
明
」
に
「
科
学
的
説
明
」
と
「
了

解
的
説
明
」
が
薮
別
さ
れ
る
も
の
と
考
え
る
。
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
は
、
両
者
が
論
理
構
造
に
お
い
て
い
か
に
異
な
る
の
か
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
フ
ォ
ン
・
ラ
イ
ト
は
、
「
説
明
」
（
科
学
的
説
明
）
と
「
了
解
」
と
の
方
法
論
的
甲
立
を
大
き
な
思
想
史
の
観
点
か
ら
眺
め
、
そ

の
対
立
が
実
は
「
ガ
リ
レ
オ
派
」
と
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
派
」
と
の
対
立
、
す
な
わ
ち
、
「
因
果
的
口
機
械
論
的
観
点
」
と
「
目
的
論
的
思

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

考
」
と
の
対
立
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
と
考
え
た
。
こ
こ
で
、
歴
史
的
説
明
が
「
囲
的
論
的
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
も

ち
ろ
ん
、
歴
史
的
出
来
事
が
全
体
と
し
て
早
る
大
き
な
目
漂
に
向
か
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は

な
い
。
「
目
的
論
的
」
と
い
う
概
念
は
、
こ
こ
で
は
、
あ
く
ま
で
も
説
萌
の
論
理
構
造
に
関
す
る
概
念
で
あ
る
。
「
歴
史
的
説
明
し
は
本
質

的
に
は
「
了
解
」
と
し
て
の
説
明
で
あ
り
、
こ
の
「
了
解
的
説
明
」
は
目
的
論
的
な
論
理
構
造
を
も
つ
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
「
歴

史
的
因
果
的
説
明
」
お
よ
び
「
行
為
説
明
」
に
お
い
て
と
く
に
明
ら
か
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
Q

　
（
1
）
　
↓
、
罵
。
識
題
ミ
コ
篤
紅
。
、
寧
包
・
即
○
⇔
凱
ざ
Φ
ひ
℃
や
圃
ω
一
○
。
曽
（
本
書
は
以
下
日
、
罵
。
託
題
と
し
て
引
用
す
る
。
）

　
（
2
）
　
い
ω
・
鼠
曇
毎
蓄
Q
ミ
鼠
ぽ
鷺
♪
畠
●
目
O
・

　
　
　
　
「
歴
史
の
説
明
」
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
一
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（
3
）
　
乏
．
類
ぼ
q
包
蕃
a
「
歴
史
学
と
自
然
科
学
」
（
篠
田
訳
）
。

（
4
）
国
・
蒙
。
訂
誉
き
贈
§
ミ
隔
§
偽
匙
ミ
矧
§
匙
寒
帖
ミ
§
動
§
罫
ミ
到
転
記
。
u
警
ρ

（
5
）
≦
L
昆
鱒
撃
O
§
ミ
ミ
馬
N
鷺
浄
ぐ
魯
ミ
く
銅
G
。
Q
。
．
。
。
G
。
”
c
。
α
．

（
6
）
　
ρ
○
．
鎖
Φ
ヨ
℃
①
討
↓
冨
蜀
¢
蓼
二
〇
昌
o
h
O
§
の
欝
一
い
¢
ユ
≦
。
。
ぎ
譲
♂
8
蔓
（
日
ぎ
。
二
目
噂
℃
・
G
。
蒔
蒔
…
ω
α
①
）
．

（
7
）
Ω
’
喜
多
勺
。
℃
賢
層
↓
曹
ぽ
鴫
嫁
ミ
浄
§
妹
ミ
ら
黛
§
竃
ミ
”
㈱
ド
b
。
…
Ω
P
頃
§
箆
》
｝
㌧
亀
魯
ミ
恥
§
ミ
ミ
ら
鐸
ミ
§
ミ
帆
§
u
署
．
。
。
G
。
α
…

　
ω
蒔
刈
●

（
8
）
勺
○
悪
9
臼
、
罵
○
辱
§
曾
へ
馬
恥
選
§
翫
穿
寧
ミ
ミ
鼻
ワ
ま
ω
◎

（
9
）
寓
婁
箆
ゐ
、
冨
男
§
亀
・
旨
■
（
舅
凝
§
賊
舞
や
。
。
黛
）
●

（
1
0
）
　
○
警
ぼ
ざ
。
℃
．
息
r
ω
Q
Q
．
c
◎
①
り
。
◎
メ

（
1
1
）
　
即
ざ
犀
興
r
◎
や
。
搾
こ
ω
．
這
．

（
1
2
）
　
鼠
．
奢
。
審
ひ
⇔
冨
》
○
ε
舞
妬
く
…
籔
汎
隣
o
N
三
≦
剛
ω
器
霧
。
｝
難
壁
こ
る
戦
ζ
嵩
α
ω
o
N
芭
℃
象
畠
㏄
o
巴
戦
（
○
窃
ミ
ミ
ミ
鳶
Q
》
暮
ミ
純
鳥
捜
ミ
・
一
さ
勉
§
、
勉
窓
犠
憲
篭
簿
、
，
3

　
ω
●
ド
。
。
O
）
e

（
1
3
）
　
「
歴
史
的
説
明
」
が
歴
史
著
述
の
「
基
本
形
式
」
を
表
現
し
て
い
る
と
考
え
る
誤
解
一
言
葉
か
ら
く
る
誤
解
一
は
、
と
く
に
歴
史
家
の
哲
学
者

　
　
に
対
す
る
非
難
に
よ
く
現
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
哲
学
老
が
「
歴
史
的
説
明
」
の
論
理
的
分
析
を
や
る
場
合
に
、
哲
学
者
は
歴
史
画
述
の
「
実

　
際
」
を
無
視
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
反
論
が
そ
れ
で
あ
る
。
Ω
噸
○
．
い
無
ひ
恕
砺
§
健
§
駄
曾
9
ミ
↓
、
罵
ミ
9
♂
＜
牒
…
○
．
力
噸
匹
8
炉
窓
ミ
腎
ミ

　
箏
職
。
、
寧
ワ
毘
曵
●

（
1
4
）
　
¢
鍛
・
O
艮
。
曇
饗
、
四
ミ
ぴ
導
舞
ミ
ヒ
▼
℃
’
①
ω
．

（
1
5
）
　
鵠
Φ
§
需
押
日
｝
δ
男
に
謎
簿
簡
。
穿
（
R
ぎ
ミ
凡
塁
や
ω
器
）
．

（
1
6
）
＜
o
霞
薯
凱
σ
Q
卸
り
導
辱
N
§
§
無
§
§
民
＄
叙
ミ
註
ミ
N
叙
簿
堕
℃
℃
●
同
一
S

島



1003

　
歴
史
的
説
明
は
し
ば
し
ぼ
「
因
果
説
明
」
の
か
た
ち
を
と
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
事
実
で
あ
る
。
だ
が
、
歴
史
的
因
果
関
係
は
、
リ
ッ
ケ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

ル
ト
に
よ
れ
ば
「
個
性
的
因
果
関
係
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ぽ
「
具
体
的
因
果
関
係
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
こ
で
「
個
性
的
」
な
い
し
「
具
体
的
」
と
い
う
概
念
は
、
否
定
的
に
は
、
「
法
則
性
」
に
対
立
す
る
も
の
を
意
味
し
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
エ
イ
ヤ
…
は
ヒ
ュ
…
ム
を
解
釈
し
て
、
次
の
よ
う
な
見
解
を
採
用
し
た
。
　
「
特
殊
的
な
因
果
関
係
の
確
信
は
す
べ
て
麟
果

法
則
の
確
信
を
含
む
扁
、
ま
た
、
「
『
C
が
E
の
原
因
で
あ
る
』
と
い
う
か
た
ち
の
一
般
命
題
は
『
C
で
あ
る
と
き
は
い
つ
も
E
で
あ
る
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

と
い
う
か
た
ち
の
命
題
に
等
し
い
」
、
と
。
つ
ま
り
、
「
因
果
性
」
は
「
法
翔
性
」
と
等
し
い
。
ま
た
、
ポ
ッ
パ
ー
に
よ
れ
ぽ
、
わ
れ
わ
れ

は
「
漂
照
」
や
「
結
果
」
を
「
絶
対
的
な
仕
方
で
」
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
ら
は
「
な
ん
ら
か
の
普
遍
法
則
」
と
の
関
連
に
お
い

　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

て
の
み
規
定
さ
れ
う
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
「
慈
善
性
」
の
本
質
は
「
法
則
性
」
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
特
殊
的
事

象
の
「
因
果
説
明
」
と
は
、
普
遍
法
則
に
も
と
づ
い
て
、
そ
の
事
象
の
生
起
の
十
分
条
件
を
提
示
し
、
そ
の
事
象
の
生
起
の
「
必
然
性
砿

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
「
説
明
」
は
原
理
的
に
「
予
測
」
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
　
囚
果
性
、
原
因
や
結
果
、
因
果
説

明
な
ど
に
つ
い
て
の
こ
う
し
た
見
解
こ
そ
「
科
学
的
説
明
」
の
基
礎
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
Q

　
し
か
し
、
こ
の
見
解
は
そ
の
ま
ま
で
は
歴
史
に
適
用
さ
れ
え
な
い
。
歴
史
に
お
い
て
は
、
因
梨
性
は
“
特
殊
な
意
味
で
”
用
い
ら
れ
て

い
る
。
つ
ま
り
、
「
歴
史
的
」
と
は
、
「
偶
然
的
」
な
出
来
事
の
継
起
に
眼
を
向
け
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
ア
ロ
ン
が
述
べ
て
い
る
よ

う
に
、
「
す
べ
て
の
継
起
が
歴
史
的
な
の
で
は
な
い
。
歴
史
的
で
あ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
が
法
則
に
よ
っ
て
は
完
全
に
は
説
明
で
き
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
…
…
す
な
わ
ち
、
偶
然
が
歴
史
の
基
礎
で
あ
る
」
。
レ
ッ
フ
も
同
じ
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
「
歴
史
の
特
質
は
、

…
…
先
行
す
る
出
来
事
と
後
続
す
る
出
来
事
と
の
問
の
不
～
致
、
つ
ま
り
、
起
こ
っ
た
華
と
起
こ
り
え
た
事
と
の
聞
の
不
一
致
で
あ
る
」
、

と
。
歴
史
的
説
明
で
要
求
さ
れ
て
い
る
の
は
、
出
来
事
の
生
起
の
十
分
条
件
を
提
示
し
、
よ
っ
て
そ
の
生
趨
の
必
然
性
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
で
は
な
く
－
ー
ー
こ
の
こ
と
は
実
際
的
に
も
論
理
的
に
も
不
可
能
で
あ
る
一
…
－
、
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性
の
な
か
か
ら
、
「
い
か
に
」
現

実
の
継
起
が
生
起
し
た
か
を
”
跡
づ
け
る
μ
こ
と
な
の
で
あ
る
。
歴
史
的
説
開
の
第
一
の
任
務
は
、
法
則
か
ら
見
れ
ば
偶
然
酌
で
あ
る
娼

　
　
　
　
「
歴
史
の
説
明
」
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
三
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八
四

来
事
が
「
連
続
的
に
し
継
起
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ガ
リ
ー
が
歴
史
的
説
明
を
「
発
生
的
説
明
扁
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で

　
　
　
　
（
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

考
え
よ
う
と
し
、
ド
レ
イ
が
「
連
続
的
事
象
系
列
の
説
明
」
を
歴
史
的
説
明
の
一
つ
と
み
な
す
の
も
、
こ
の
「
連
続
性
」
に
つ
い
て
の
理

解
を
提
供
す
る
の
が
歴
史
的
説
明
の
重
要
な
機
能
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
す
る
と
、
こ
の
場
合
、
出
来
事
を
「
歴
史
的
に
」
説
明
す
る

た
め
に
必
要
な
手
続
は
、
「
歴
史
的
因
果
帰
属
」
と
い
う
手
続
、
つ
ま
り
、
「
結
果
」
と
し
て
の
出
来
事
を
一
つ
な
い
し
少
数
の
「
原
因
」

に
帰
属
さ
せ
る
と
い
う
手
続
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
「
原
因
漏
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
可
能
性
」
の
間
に
「
決
着
し
を
つ
け
た
も
の
と
し
て
、

す
な
わ
ち
、
歴
史
的
継
起
の
「
結
び
囲
」
と
み
な
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
。
歴
史
的
因
果
帰
属
と
い
う
こ
の
手
続
は
、
説
囲
さ
れ
る
べ
さ

出
来
事
が
「
生
起
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
期
待
の
根
拠
を
取
り
除
く
」
た
め
に
、
歴
史
家
が
用
い
る
こ
と
の
で
き
る
唯
一
の
方
法

で
あ
る
Q

　
し
か
し
、
「
歴
史
的
因
果
帰
属
賦
と
い
う
手
続
は
、
　
一
つ
の
出
来
事
が
次
の
出
来
事
に
「
至
る
」
た
め
の
「
必
要
条
件
嵐
し
か
提
示
し

な
い
と
い
う
こ
と
を
含
意
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
点
で
は
、
「
歴
史
的
説
明
」
は
「
科
学
的
説
明
」
を
“
ゆ
る
め
た
も
の
”
な
い
し

“
省
略
し
た
も
の
”
で
し
か
あ
り
え
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
「
必
要
条
件
」
は
ど
の
よ
う
に
し
て
「
選
択
」
さ
れ
る
の
で
あ
る

か
。
「
歴
史
的
因
果
帰
属
扁
と
い
う
手
続
は
、
時
問
的
空
間
的
に
無
限
に
存
在
す
る
諸
条
件
の
な
か
か
ら
、
一
つ
な
い
し
少
数
の
「
原
因
」

を
「
選
ぶ
し
と
い
う
こ
と
を
も
含
意
し
て
お
り
、
そ
し
て
、
こ
の
選
択
原
理
は
な
ん
ら
か
の
】
般
法
則
以
外
に
は
あ
り
え
な
い
。
こ
れ
が

実
証
主
義
者
の
反
論
で
あ
る
。
こ
の
反
論
は
部
分
的
に
正
し
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
「
客
観
的
可
能
性
」
の
問
題
に

関
連
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
出
来
事
の
現
実
の
継
起
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
「
可
能
性
」
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
の
判
断
は
、
つ
ね
に
な

ん
ら
か
の
「
経
験
的
規
則
」
に
も
と
づ
い
て
い
る
、
と
い
う
見
解
が
そ
れ
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
、
「
マ
ラ
ト
ン
の
戦
い
」
を
そ
の
後
の

ギ
リ
シ
ャ
文
化
の
独
自
な
発
展
の
「
原
因
」
と
み
な
し
う
る
の
は
、
そ
の
戦
い
が
無
い
と
想
定
し
た
り
、
あ
る
い
は
実
際
と
は
違
っ
た
経

過
を
た
ど
っ
た
と
想
定
し
た
り
し
た
場
合
に
、
な
ん
ら
か
の
「
経
験
的
規
則
」
か
ら
し
て
、
ま
っ
た
く
別
の
結
果
が
生
起
し
た
は
ず
で
あ

る
と
推
定
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
当
の
出
来
事
を
い
く
つ
か
の
「
構
成
要
素
福
に
「
分
解
」
し
、
そ
れ
ら
の
諸
要
素
を
「
経
験
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的
規
則
」
に
は
め
こ
む
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
可
能
性
」
が
考
慮
さ
れ
う
る
の
で
あ
り
、
「
マ
ラ
ト
ン
の
戦
い
」
が
そ
れ

ら
の
可
能
性
の
間
に
「
結
着
」
を
つ
け
た
も
の
と
し
て
、
つ
ま
り
、
そ
の
後
の
ギ
夢
シ
ャ
文
化
の
発
展
の
「
原
因
」
と
み
な
さ
れ
う
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
殊
で
、
わ
れ
わ
れ
は
「
法
話
論
的
知
識
」
を
必
要
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
こ
の
見
解
は
、
「
法

則
」
が
説
明
原
理
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
実
証
主
義
者
の
見
解
と
同
じ
で
は
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
第
一
に
、
も
し
そ
の
「
経
験
的
規
鋼
」

が
「
法
則
漏
の
よ
う
な
レ
ヴ
ェ
ル
の
も
の
で
あ
る
な
ら
ぽ
、
こ
の
場
合
、
法
則
は
説
明
原
理
と
し
て
の
機
能
を
も
つ
の
で
は
な
く
、
せ
い

ぜ
い
、
説
明
の
た
め
の
「
導
き
の
糸
」
な
い
し
「
推
論
の
た
め
の
免
許
証
」
と
し
て
の
機
能
を
も
つ
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
な
ぜ
な

ら
、
法
則
は
、
あ
ま
り
に
一
般
的
で
あ
る
ゆ
え
に
、
具
体
的
な
出
来
事
に
関
し
て
は
、
ど
の
よ
う
な
出
来
事
が
そ
の
法
則
の
も
と
に
包
摂

さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ま
た
は
排
除
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
知
識
を
何
も
わ
れ
わ
れ
に
提
供
し
え
な
い
か
ら
で
あ

る
。
第
二
に
、
そ
の
「
経
験
的
規
則
し
が
歴
史
家
に
と
っ
て
真
に
方
法
論
的
意
義
を
有
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
な
ら
ぽ
、
そ
の
場
合
に

は
、
そ
の
「
規
期
」
は
す
で
に
「
法
則
」
で
は
あ
り
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
「
規
則
」
は
特
定
の
時
代
や
場
所
な
ら
び
に
特
定
の

社
会
情
況
の
も
と
で
の
み
妥
曝
し
う
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ド
レ
イ
が
「
ル
イ
十
四
世
」
の
例
で
明
確
に
指
摘
し
た
こ
と
で

　
（
9
）

あ
る
。

　
こ
の
点
に
関
難
し
て
、
ポ
ッ
パ
ー
お
よ
び
ヘ
ン
ペ
ル
の
主
張
を
批
判
的
に
検
討
し
て
み
よ
う
。
ポ
ッ
パ
ー
に
よ
れ
ば
、
特
殊
的
事
象
の

「
説
明
」
な
い
し
「
予
測
」
、
お
よ
び
普
遍
法
則
の
「
検
証
」
は
、
す
べ
て
同
…
の
論
理
構
造
を
も
つ
。
そ
の
い
ず
れ
に
重
き
を
お
く
か
は

断
究
者
の
「
関
心
し
の
相
違
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
相
違
自
体
は
「
方
法
論
的
心
違
」
を
意
味
し
な
い
。
「
歴
史
科
学
」
は
、
も
っ
ぱ

ら
特
殊
的
事
象
の
「
説
明
」
に
の
み
関
心
を
も
つ
「
科
学
」
と
し
て
分
類
さ
れ
る
。
　
「
歴
史
科
学
」
の
ロ
ー
カ
ル
な
特
色
は
、
彼
に
よ
れ

ぽ
、
そ
れ
が
用
い
る
法
則
が
「
鼠
く
Σ
」
だ
と
い
う
点
に
存
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
概
念
は
二
つ
の
意
味
を
担
っ
て
い
る
Q
第
一
に
、
普

遍
法
則
が
「
a
〈
弱
し
だ
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
「
当
然
の
も
の
」
と
し
て
前
提
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
普
遍
法
則
が
「
さ
ま
ざ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

ま
な
観
察
が
関
連
づ
け
ら
れ
る
関
心
の
中
心
と
し
て
」
作
用
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
こ
で
は
、
歴
史
家
は
、
猛
る
化
合
物

　
　
　
　
「
歴
史
の
説
明
」
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
五
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折
隣
瀞
字
研
四
究
　
　
第
五
百
二
十
・
九
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
切
穴

を
「
お
き
ま
り
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
用
い
て
」
分
析
す
る
「
実
務
王
化
学
者
」
と
興
じ
立
場
に
い
る
こ
と
に
な
る
。
両
者
は
と
も
に
「
普
遍

法
則
の
消
費
者
」
に
す
ぎ
な
い
。
両
看
は
と
毒
に
「
歴
史
科
学
者
」
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
第
二
に
、
「
艮
碁
ご
と
は
、
普
逓
法
劉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

が
、
「
さ
ま
ざ
ま
な
観
察
が
な
さ
れ
る
見
地
と
し
て
」
作
用
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
も
意
味
し
て
い
る
。
す
る
と
こ
こ
で
は
、
「
歴
史
家
」

と
「
実
務
的
化
学
者
」
と
は
金
く
異
っ
た
立
場
に
い
る
こ
と
に
な
る
。
歴
史
家
は
普
逓
法
剣
「
以
外
に
」
な
ん
ら
か
の
「
見
地
」
を
必
要

と
し
、
こ
の
見
地
が
反
証
不
可
能
で
あ
る
場
合
に
は
、
歴
史
の
説
明
は
「
解
釈
」
と
呼
ば
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
‘
こ
の
よ
う
な
ポ
ッ
パ

ー
の
見
解
に
従
え
ば
、
当
颪
の
課
題
で
あ
る
「
歴
史
的
説
明
」
は
、
彼
の
言
う
「
歴
史
科
学
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、
「
歴
更
的
説
明
砿
に
お
け
る
普
論
法
鋼
は
工
重
の
意
味
で
「
｛
憂
乾
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
ポ
ッ
パ
ー
の
二
つ
の
実
例
を
取
り
あ

げ
て
み
よ
う
。
そ
の
一
つ
は
ジ
ョ
ル
ダ
ノ
・
ブ
ル
ー
ノ
の
死
に
つ
い
て
で
あ
っ
て
、
歴
史
家
が
ブ
ル
ー
ノ
の
死
を
説
明
す
る
場
合
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

生
理
学
的
普
遍
法
劉
を
「
晦
黙
の
う
ち
に
仮
定
し
て
い
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
普
遍
法
則
は
歴
史
的
出
来
事
の
“
な

か
”
で
も
作
用
す
る
。
ブ
ル
ー
ノ
は
生
理
学
的
普
遍
法
瑚
に
従
っ
て
死
な
ね
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、
そ
の
法
則
自
体
が
「
歴
史
的
説
明
」

を
構
成
し
う
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
法
躍
を
用
い
た
説
明
は
…
ポ
ッ
パ
ー
の
分
類
で
は
「
歴
史
科
学
」
で
は
あ
る
が
一
、
「
歴
史
的
」

に
は
ど
う
で
も
よ
い
も
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
例
は
二
つ
の
軍
隊
の
戦
闘
に
つ
い
て
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
一
方
の
側
の
勝
利
を
説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

明
し
う
る
の
は
「
軍
事
力
に
関
す
る
或
る
社
会
学
法
則
」
に
も
と
づ
い
て
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
た
ぶ
ん
、
歴
史
家
は
そ
の
よ

う
な
法
則
を
用
い
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
の
法
則
が
普
遍
的
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
歴
史
家
の
観
察
の
「
見
地
」
と
は
な
り
え
な
い
Q

い
ず
れ
に
し
て
も
、
「
歴
史
的
説
明
」
は
、
ポ
ッ
パ
ー
の
言
う
「
科
学
」
の
カ
テ
ゴ
ジ
ー
に
入
り
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
ヘ
ン
ペ
ル
は
、
「
す
べ
て
の
科
学
的
説
明
が
、
厳
密
に
普
遍
的
な
か
た
ち
の
法
翔
に
も
と
づ
い
て
い
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
」
と
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

「
確
率
的
説
明
』
を
も
「
科
学
的
説
明
」
の
な
か
に
加
え
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
演
繹
的
H
法
則
的

説
明
」
に
お
い
て
確
立
さ
れ
た
「
科
学
性
」
の
概
念
が
き
わ
め
て
曖
昧
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
第
一
に
、
「
確

率
的
説
明
」
の
原
理
と
し
て
の
法
期
は
「
統
計
的
法
則
」
で
あ
る
ゆ
え
に
、
「
反
証
可
能
性
」
の
規
準
は
、
こ
の
モ
デ
ル
で
は
も
と
も
と
意



味
を
な
さ
な
い
。
第
二
に
、
「
演
繹
的
u
法
則
的
説
囲
」
が
「
科
学
的
説
明
」
で
あ
り
う
る
の
は
、
そ
れ
が
、
説
明
さ
れ
る
べ
き
事
象
が
起

こ
ら
な
か
っ
た
と
い
う
可
能
性
を
す
べ
て
排
除
し
う
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
当
の
薯
象
が
「
必
然
的
に
」
生
起
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
う

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
「
確
率
的
説
明
」
は
こ
の
条
件
を
満
足
し
な
い
。
以
上
の
二
点
は
「
科
学
性
感
に
関
し
て
は
致
命
的

な
欠
陥
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
欠
陥
は
原
理
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
「
確
率
的
説
明
し
の
実
際
的
効
用
を
全
面
的
に
否
定
し
は

し
な
い
。
し
か
し
、
「
歴
史
的
説
明
」
が
こ
の
モ
デ
ル
に
還
元
さ
れ
う
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
Q
ド
ナ
ガ
ン
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

モ
デ
ル
が
説
明
す
る
の
は
、
特
殊
的
事
象
で
は
な
く
、
フ
霧
。
・
器
く
①
緊
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
こ
の
モ
デ
ル
は
、
特
殊
的
事
象
の
生

起
を
「
合
理
的
に
期
待
す
る
こ
と
」
の
支
持
を
与
え
う
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
特
殊
的
事
象
の
説
明
が
完
了
す
る
の

で
は
な
い
。
ま
た
、
こ
の
モ
デ
ル
が
「
科
学
的
説
明
」
を
指
向
し
、
そ
れ
ゆ
え
、
統
計
的
法
則
が
普
遍
的
法
則
を
指
向
し
て
い
る
な
ら
ぽ
、

そ
れ
だ
け
「
歴
史
的
説
明
し
に
と
っ
て
の
有
効
性
は
少
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
．
「
科
学
的
説
明
」
に
し
ろ
「
確
率
的
説
明
」
に
し
ろ
、
こ
れ
ら
の
モ
デ
ル
そ
れ
自
体
が
「
歴
史
的
説
明
」
を
構
成
し
う

る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
の
モ
デ
ル
の
機
能
は
、
歴
史
に
お
い
て
は
、
「
説
明
」
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
説
明
が
求
め
ら
れ
る
べ

き
領
域
を
明
確
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
　
「
普
遍
的
法
則
」
あ
る
い
は
「
統
計
的
法
則
」
は
、
歴
史
的
説
明
の
た
め
の
「
導
き
の
糸
」
な
い

し
「
推
論
の
た
め
の
免
許
証
」
と
い
う
意
味
で
の
み
、
歴
史
家
の
「
手
段
」
で
あ
り
、
こ
の
意
味
で
の
み
、
歴
史
家
は
そ
れ
ら
の
法
則
の

「
消
費
者
」
な
の
で
あ
る
。
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（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

箆
。
幕
券
◎
P
島
酵
こ
幹
り
窃
》

芝
①
ぼ
誤
8
●
簿
・
”
（
O
翰
玄
N
り
。
り
幽
H
刈
c
o
）
●

》
■
駒
〉
鴇
び
ぽ
謡
晦
§
鷺
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寧
，
ミ
謡
§
民
卜
。
喩
♪
P
ミ
’

ぎ
冒
鞠
び
臼
、
罵
審
竃
、
竜
鼠
き
冒
。
、
ミ
偽
ミ
》
罰
一
ト
。
幽
．

図
●
≧
o
づ
「
歴
史
哲
学
入
門
」
（
霧
生
訳
）
、
二
四
一
工
五
ぺ
！
ジ
。

「
歴
史
の
説
明
」
に
つ
い
て

八
七
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⇔

　
と
こ
ろ
で
、
「
歴
史
的
因
果
帰
属
」
の
手
続
に
お
い
て
、
「
原
因
」
を
「
選
択
す
る
し
第
二
原
理
は
「
価
値
視
点
扁
で
あ
る
。
歴
史
的
因

果
関
係
が
「
個
性
的
」
な
い
し
「
具
体
的
し
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
否
定
的
に
は
、
法
網
に
対
す
る
も
の
（
偶
然
）
を
、
積
極
的
に
は
、

価
値
視
点
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
も
の
（
意
味
）
を
意
味
し
て
い
る
。
歴
史
的
因
果
説
明
は
、
諸
々
の
出
来
事
が
“
因
果
的
に
可
能
”
で

あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ら
の
鵬
来
事
の
“
有
意
味
な
”
関
係
を
も
明
ら
か
に
し
、
よ
っ
て
”
諸
々
の
出
来
事
の
連

続
的
か
つ
意
味
明
瞭
な
全
体
”
を
構
成
す
る
の
で
あ
る
Q

　
「
歴
史
科
学
」
は
　
　
そ
の
語
の
本
来
の
意
味
に
お
い
て
は
一
、
「
歴
史
的
に
有
意
義
な
」
出
来
事
、
あ
る
い
は
「
文
化
価
値
漏
に
関

係
づ
け
ら
れ
た
蟻
壁
事
の
「
意
味
」
を
扱
う
の
で
あ
る
。
こ
の
「
意
義
」
な
い
し
「
意
味
」
は
、
そ
の
出
来
事
の
機
械
論
的
な
「
原
因
」
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か
ら
導
出
さ
れ
う
る
の
で
は
な
い
。
　
「
黒
死
病
」
は
た
し
か
に
「
歴
史
的
に
有
意
義
な
」
結
果
を
後
に
残
し
た
が
、
そ
の
「
意
義
」
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

黒
死
病
の
「
バ
ク
テ
リ
ア
し
や
「
伝
染
の
原
因
」
の
な
か
に
「
予
示
」
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
。
歴
史
学
の
対
象
と
し
て
の
「
黒
死
病
」

は
、
「
本
質
的
な
も
の
の
選
択
原
理
」
と
し
て
の
「
価
値
視
点
」
に
も
と
づ
い
て
、
わ
れ
わ
れ
が
「
了
解
」
す
る
よ
う
な
「
意
味
」
な
い

し
「
意
義
」
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
嵐
来
事
を
”
歴
史
的
因
果
的
に
”
説
明
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
「
そ
の
娼
来
事
の
個
性
的
性
格

の
す
べ
て
を
完
全
に
『
再
現
し
』
因
果
的
に
説
明
す
る
こ
と
」
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
コ
定
の
観
点
の
も
と
で
『
普
遍
的
意

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

義
』
を
も
ち
、
そ
れ
ゆ
え
歴
史
的
関
心
の
対
象
と
な
る
よ
う
な
『
構
成
要
素
』
お
よ
び
『
部
分
』
を
因
果
的
に
説
閣
す
る
こ
と
」
を
意
味

　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
、
ル
タ
ー
の
九
五
ケ
条
提
題
を
宗
教
改
革
の
「
原
因
」
の
一
つ
で
あ
る
と
み
な
し
う
る
の
は
、
「
宗

教
改
革
扁
と
い
う
一
つ
の
実
現
さ
れ
た
文
化
価
値
を
抽
出
し
、
こ
の
価
値
へ
の
関
係
づ
け
に
お
い
て
、
ル
タ
ー
の
行
為
が
い
か
な
る
「
意

味
」
を
も
っ
て
い
た
か
を
「
了
解
」
し
う
る
場
合
だ
け
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
了
解
し
う
る
よ
う
な
意
味
を
も
た
な
い
出
来
事
は
、
も
と

も
と
、
歴
史
的
因
果
関
係
の
な
か
に
組
み
こ
ま
れ
る
こ
と
は
な
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
の
生
成
に
と
っ
て
、
「
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
二
つ
の

部
族
間
の
な
ぐ
り
合
い
」
は
、
「
マ
ラ
ト
ソ
の
戦
い
」
ほ
ど
に
は
歴
史
的
意
義
を
も
ち
え
ず
、
し
た
が
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
の
生
成

に
お
け
る
「
実
在
的
因
果
的
構
成
要
素
」
と
は
な
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
歴
史
的
因
果
関
係
に
お
い
て
は
、
「
本
質
的
な
」
構

成
要
素
だ
け
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
　
「
歴
史
的
因
果
帰
属
」
の
手
続
は
、
た
ん
に
讐
法
則
㎏
な
い
し
「
経
験
的
規
則
」
に
よ
っ
て
可

能
な
の
で
は
な
く
、
「
価
値
扁
の
契
機
を
必
然
的
に
含
む
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
歴
史
的
因
果
説
明
が
「
了
解
」
（
繋
る
甑
値
体
系
に
も
と
づ
い
て
出
来
事
を
意
味
づ
け
る
こ
と
）
を
箭
提
と
し
て
い
る
が

ゆ
え
に
、
そ
の
説
明
は
「
主
観
的
」
に
な
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
闘
題
は
当
面
の
課
題
で
は
な
い
Q
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
は
、
そ
の
よ
う

な
「
了
解
」
に
も
と
づ
い
た
説
明
が
い
か
な
る
構
造
を
有
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
さ
て
、
「
科
学
的
説
明
扁
と
「
了
解
的
説

明
」
を
ウ
出
ー
バ
ー
の
雷
葉
に
置
き
換
え
て
比
較
し
て
み
る
と
、
「
科
学
的
説
明
」
と
は
「
庭
漆
に
も
と
づ
い
て
実
在
を
分
析
し
、
一
般

概
念
の
な
か
に
お
い
て
実
在
を
秩
序
づ
け
る
こ
と
」
で
あ
り
、
他
方
「
了
解
的
説
明
し
と
は
「
実
在
に
意
義
を
与
え
る
と
こ
ろ
の
価
値
理

　
　
　
　
「
歴
史
の
説
明
」
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
九
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九
〇

念
に
実
在
を
関
係
さ
せ
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
色
ど
ら
れ
た
実
在
の
構
成
要
素
を
、
そ
の
文
化
意
義
の
観
点
の
も
と
に
取
り
出
し
秩
序
づ

　
　
　
　
　
　
（
3
）

け
る
こ
と
」
で
あ
る
。
両
者
は
と
も
に
「
実
在
の
思
惟
的
秩
序
」
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
「
論
理
的
し
に
は
全
く
別
の
も
の
と
し
て

扱
わ
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
、
了
解
的
説
明
と
は
、
諸
々
の
嵐
来
事
を
「
価
値
理
念
」
の
実
現
体
と
し
て
捉
え
、
こ
う
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
出
来
事
を
、
意
味
的
統
一
を
な
す
一
つ
の
全
体
へ
と
構
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ウ
ォ
ル
シ
ュ
は
、
説
明
の
こ
の
手

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

続
を
「
さ
ま
ざ
ま
な
出
来
事
を
『
適
当
な
概
念
』
の
も
と
に
『
総
括
す
る
こ
と
』
」
と
表
現
し
た
。
ま
た
、
ド
レ
イ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
説
明

は
「
法
則
に
よ
る
説
明
」
で
は
な
く
「
概
念
に
よ
る
説
明
」
で
あ
り
、
「
X
、
y
、
Z
は
Ω
に
等
し
い
」
と
し
て
定
式
化
さ
れ
る
よ
う
な

　
　
　
　
（
5
）

説
明
で
あ
る
Q
こ
こ
で
、
「
適
当
な
概
念
」
な
い
し
「
Ω
」
に
相
当
す
る
概
念
は
、
わ
れ
わ
れ
が
「
醐
値
視
点
」
に
も
と
づ
い
て
了
解
す
る

と
こ
ろ
の
「
指
導
曲
価
値
理
念
」
を
表
現
す
る
概
念
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
概
念
は
「
類
的
に
一
般
冷
血
な
の
で
は
な
く
「
内
容
包

括
的
」
な
い
し
”
意
味
包
括
的
”
と
み
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
概
念
の
も
と
に
お
い
て
諸
々
の
繊
細
事
を
統
一
す
る
が
ゆ

え
に
、
こ
の
説
明
は
「
綜
合
的
」
な
い
し
「
総
括
心
し
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
統
一
に
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ

れ
ら
の
出
来
事
は
互
い
に
意
味
連
関
（
内
的
連
関
）
を
有
す
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
う
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
或
る
包
括
的
な
概
念

の
も
と
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
概
念
間
の
”
階
層
的
な
意
味
的
秩
序
”
、
こ
れ
が
「
了
解
的
説
明
」
の
論
理
構
造
で
あ
る
。
こ
の
論
理
構

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

造
が
「
目
的
論
的
」
と
呼
ば
れ
る
の
は
、
ひ
と
え
に
、
そ
れ
が
「
価
値
関
係
的
概
念
構
成
」
で
あ
る
と
い
う
理
由
に
よ
る
の
で
あ
る
。
こ

こ
で
は
、
「
説
瞬
す
る
」
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
概
念
を
全
体
的
な
概
念
に
「
織
り
込
む
」
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
了
解
的
説
明
は
、
形
式
的
嬉
蓄
え
ば
、
「
な
ぜ
純
説
明
」
で
は
な
く
「
な
に
艮
説
明
」
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
ら

れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
歴
史
的
因
果
説
明
の
目
的
が
“
諸
々
の
出
来
事
の
連
続
的
か
つ
意
味
明
瞭
な
全
体
”
を
構
成
す
る
こ
と

で
あ
る
な
ら
ぽ
、
こ
の
よ
う
な
“
全
体
”
は
、
「
な
に
鷲
説
明
し
（
価
値
関
係
的
概
念
構
成
）
に
よ
っ
て
の
み
可
能
な
の
で
あ
る
。
十
六
世

紀
に
お
け
る
教
会
の
状
態
、
当
時
の
ド
イ
ツ
の
中
央
権
威
の
脆
弱
な
ら
び
に
分
裂
的
な
政
治
機
構
、
人
文
主
義
の
台
頭
、
ル
タ
ー
の
九
五

ケ
条
提
題
、
　
一
五
二
〇
年
の
ル
タ
ー
の
三
つ
の
論
文
、
ウ
ォ
ル
ム
ス
国
会
、
こ
れ
ら
す
べ
て
は
「
宗
教
改
革
」
の
構
成
要
素
と
み
な
さ
れ
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う
る
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
、
そ
れ
ら
の
構
成
要
索
は
「
魂
胆
的
」
に
考
察
さ
れ
う
る
。
だ
が
、
そ
れ
ら
の
要
素
は
そ
れ
ぞ
れ
さ
ま
ざ
ま

な
可
能
性
の
な
か
の
一
つ
の
実
現
体
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
ら
の
要
素
の
因
果
系
列
は
、
現
実
に
生
起
し
た
無
数
の
（
分
妓
し
ま
た
錯
綜

し
た
）
臨
果
系
列
の
一
つ
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
歴
史
家
が
こ
れ
ら
の
要
素
を
“
因
果
的
に
跡
づ
け
る
”
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
そ
れ
ら

の
要
素
が
、
な
ん
ら
か
の
経
験
駒
規
瑚
な
い
し
一
般
法
則
に
よ
っ
て
“
因
果
的
に
可
能
で
あ
る
”
と
み
な
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
ま
さ

に
、
「
宗
教
改
革
」
の
構
成
要
素
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
か
ら
な
の
で
あ
る
Q
歴
史
的
因
果
説
明
と
は
、
「
な
に
扁
が
「
い
か
に
し
て
」
生

起
し
て
き
た
か
を
説
賜
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
串
来
購
の
「
な
ぜ
」
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
。

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

芝
①
ぼ
炉
囲
○
。
。
畠
興
§
犠
図
巴
①
。
。
ζ
巳
鎌
巴
。
σ
Q
附
。
・
畠
窪
㌘
o
窪
Φ
ヨ
①
（
騨
ぼ
。
・
8
留
。
｝
拓
離
惣
蝕
。
蓼
藍
（
§
§
券
（
O
翰
ミ
曽
Q
D
・
㎝
鵜
）
．

名
Φ
冨
び
漆
…
銘
ω
。
冨
G
り
ε
感
ゆ
質
．
（
Q
勘
宍
”
9
b
。
認
ソ

芝
。
訂
び
9
Φ
○
び
琶
a
く
一
聾
曽
（
Q
鳶
瓢
＼
u
　
ω
「
　
禍
刈
①
）
．

妻
噸
麟
●
芝
鶯
『
プ
》
N
穿
貯
。
§
鳥
職
§
帖
。
奨
ミ
◎
い
奪
ご
ミ
零
蔑
。
蔓
”
℃
ワ
ト
⊃
望
＄
…
紹
噸

9
麸
”
．
、
き
弓
巻
翫
巳
譲
毒
ぎ
『
、
ぼ
國
出
。
・
8
蔓
（
薯
§
、
駐
〕
電
誌
8
…
蒔
O
c
。
）
．

空
。
訂
3
0
ワ
。
閂
∬
ω
■
逡
．

㈱

　
「
歴
史
的
因
果
関
係
」
の
構
成
要
素
は
そ
の
大
部
分
が
“
行
為
の
結
果
”
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
行
為
も
ま
た
歴
史
的
因
果
系
列
の

な
か
に
織
り
込
ま
れ
て
い
る
Q
だ
が
、
「
行
為
説
明
」
そ
れ
自
体
は
「
困
果
説
明
」
で
は
な
い
。
行
為
説
明
は
「
了
解
的
説
明
」
で
あ
り
、

「
科
学
的
説
明
」
と
は
「
概
念
的
」
に
も
「
論
理
的
」
に
も
全
然
別
で
あ
る
。
観
念
論
者
は
、
歴
史
的
説
明
の
な
か
で
も
と
く
に
「
歴
史

的
」
た
る
も
の
を
、
つ
ね
に
、
「
行
為
説
明
」
に
求
め
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
行
為
説
明
に
つ
い
て
の
観
念
論
者
の
見
解
を
二
、
三
の
例
で
明
ら
か
に
し
て
み
よ
う
。
コ
ジ
ソ
グ
ウ
ッ
ド
は
、
歴
史
の
本
来
の
対
象
は

「
行
為
」
で
あ
る
と
断
定
し
、
こ
の
点
で
「
歴
史
的
」
探
究
の
特
質
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
し
た
。
彼
の
見
解
で
は
、
行
為
と
は
二
つ

「
歴
史
の
説
明
」
に
つ
い
て

九
一
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二

の
出
来
事
の
外
部
と
内
部
と
の
統
一
体
」
、
も
し
く
は
「
さ
ま
ざ
ま
な
思
惟
の
外
界
へ
の
表
出
」
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
行
為
を
理
解
す

る
た
め
に
は
、
そ
の
「
外
部
」
を
た
だ
「
眺
め
る
」
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
「
内
部
」
を
「
透
視
」
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
　
「
な
ぜ
ブ
ル
ー

タ
ス
は
シ
ー
ザ
1
を
殺
害
し
た
の
か
」
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
「
ブ
ル
ー
タ
ス
は
な
に
を
考
え
て
い
た
の
か
」
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

こ
の
意
味
で
、
「
す
べ
て
の
歴
史
は
、
過
去
の
思
惟
を
歴
史
家
自
身
の
精
神
に
お
い
て
再
行
為
す
る
こ
と
で
あ
る
」
。
ま
た
、
ド
レ
イ
は
行

為
説
明
を
「
翼
団
。
暴
一
①
×
冨
奉
§
黙
」
と
名
づ
け
た
。
と
い
う
の
は
、
行
為
説
明
と
は
、
行
為
者
の
「
計
算
」
（
行
為
者
の
信
念
、
冒
的
、
原

理
な
ど
）
を
そ
の
行
為
の
「
根
本
的
理
由
（
困
乙
姫
圃
O
⇒
Q
一
①
）
」
と
し
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
マ
監
8
鉱
の
畳
§
践
9
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

と
は
、
「
行
為
と
計
算
と
が
マ
ッ
チ
す
る
と
こ
ろ
の
罵
る
種
の
論
理
的
均
衡
に
達
し
よ
う
と
す
る
試
み
」
と
み
な
さ
れ
う
る
。
さ
ら
に
、

ウ
ェ
ー
バ
ー
は
「
了
解
」
と
「
因
果
的
説
明
」
と
を
対
照
さ
せ
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
「
わ
れ
わ
れ
は
、
人
問
の
行
動
を
解
釈
す

る
た
め
に
、
す
く
な
く
と
も
原
理
的
に
は
、
次
の
よ
う
な
葛
標
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
入
間
の
行
動
が
わ
れ
わ
れ
の

法
則
論
的
な
知
識
と
｝
致
し
う
る
と
い
う
意
味
で
『
可
能
な
』
も
の
と
し
て
そ
れ
を
『
把
握
』
す
る
と
い
う
昌
標
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を

『
了
解
す
る
』
と
い
う
目
標
、
つ
ま
り
、
『
内
的
に
』
『
追
体
験
し
う
る
』
具
体
的
な
『
動
機
』
も
し
く
は
そ
の
よ
う
な
動
機
の
複
合
体
を

探
究
す
る
と
い
う
目
標
で
あ
る
」
、
と
。
つ
ま
り
、
行
為
は
、
「
法
総
論
的
に
『
可
能
な
』
も
の
と
し
て
」
だ
け
で
は
な
く
「
『
麗
的
論
的

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

に
』
合
理
的
な
も
の
と
し
て
」
と
ら
え
ら
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
場
合
、
「
『
法
則
』
は
、
行
為
の
解
釈
そ
れ
自
体
に
関
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
　
　
　
（
3
）

は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
な
に
も
の
を
も
『
意
味
し
』
な
い
」
Q
さ
て
、
コ
リ
ン
グ
ウ
ッ
ド
、
ド
レ
イ
、
ウ
ェ
～
バ
…
の
三
者
に
お
い
て
完

全
に
…
致
し
て
い
る
点
は
、
行
為
の
解
釈
（
了
解
的
説
明
）
が
行
為
者
の
「
思
惟
」
「
計
算
」
「
動
機
鼠
を
了
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み

可
能
だ
と
い
う
こ
と
、
こ
の
了
解
そ
れ
自
体
に
関
し
て
は
至
重
が
何
の
役
割
も
果
た
し
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
「
思

惟
」
「
計
算
」
「
動
機
」
な
ど
を
一
括
し
て
「
志
向
性
」
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
「
志
向
性
の
あ
ら
ゆ
る
観
念
内
容
、
あ
ら
ゆ
る
対
象
」
が
「
意

　
　
　
（
4
）

味
し
で
あ
る
。
観
念
論
者
の
主
張
す
る
「
行
為
説
明
」
と
は
、
「
志
向
性
」
の
「
了
解
」
を
つ
う
じ
て
、
行
為
の
「
意
味
」
な
い
し
「
意

味
連
関
」
を
「
解
釈
す
る
』
こ
と
で
あ
る
。
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す
る
と
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
「
行
為
説
明
」
は
、
実
証
主
義
者
の
雷
う
「
説
明
」
と
は
「
概
念
的
」
に
騒
々
別
で
あ
る
こ
と
が
ま

ず
明
ら
か
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
こ
で
の
「
行
為
説
明
」
は
、
「
因
果
的
説
明
扁
－
行
為
を
一
般
法
則
の
も
と
に
包
摂
し
、
行
為
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

原
因
を
提
示
し
、
よ
っ
て
行
為
の
必
然
的
生
起
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
一
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
コ
リ
ン
グ
ウ
ッ
ド
の

よ
う
な
見
解
も
あ
る
。
彼
は
、
行
為
に
対
す
る
「
な
ぜ
」
と
い
う
問
が
行
為
の
「
原
因
」
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
「
原
因
」

は
「
行
為
者
の
思
惟
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
は
「
歴
史
的
原
因
」
と
い
う
概
念
で
二
つ
の
も
の
を
意
味
し
て
い
る
。
そ

の
～
つ
は
「
作
用
因
」
で
、
そ
れ
は
行
為
老
の
置
か
れ
て
い
る
「
状
況
」
の
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
「
単
な
る
」
状
況
で
は
な
く
、

行
為
者
自
身
が
「
考
え
」
「
信
じ
」
て
い
た
状
況
で
あ
る
。
他
の
一
つ
は
「
目
的
因
扁
で
、
そ
れ
は
、
行
為
者
自
身
が
把
握
し
た
状
況
に

お
い
て
の
、
行
為
者
自
身
の
「
意
図
」
で
あ
る
。
こ
の
二
、
重
の
意
味
で
の
「
原
因
」
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
為
説
明
が
可
能

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

に
な
る
、
と
い
う
の
が
彼
の
見
解
で
あ
る
。
こ
の
見
解
は
基
本
的
に
は
正
し
い
。
だ
が
、
こ
こ
で
「
原
因
」
と
い
う
概
念
を
使
用
す
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

と
は
混
乱
を
惹
き
起
こ
す
だ
け
で
あ
る
。
ガ
ー
デ
ィ
ナ
ー
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
歴
史
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
の
「
唯
物
論
」
と
「
観
念

論
」
と
の
対
立
は
「
架
空
の
対
立
」
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
の
問
題
は
「
原
因
の
二
つ
の
領
域
」
で
は
な
く
、
「
『
説
明
』
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

う
語
の
さ
ま
ざ
ま
な
使
用
法
」
な
の
で
あ
る
、
と
。
つ
ま
り
、
行
為
説
明
は
、
行
為
の
「
内
側
」
を
「
原
因
」
と
す
る
「
特
殊
な
因
果
説

明
し
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
し
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
理
由
に
よ
っ
て
「
行
為
説
明
」
が
「
科
学
的
説
明
偏
と
区
別
さ
れ
る
べ
き

で
も
な
い
。
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
は
、
「
説
明
と
い
う
語
の
使
用
法
」
に
お
け
る
「
観
念
論
」
と
「
実
証
主
義
」
と
の
対
立
、
す
な
わ
ち
、

“
行
為
の
必
然
的
生
起
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
”
と
”
行
為
の
意
味
な
い
し
意
味
連
関
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
”
と
の
対
立
で
あ
り
、
ま

た
、
両
者
の
論
理
的
な
区
別
で
あ
る
。

　
さ
て
、
行
為
説
明
の
論
理
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
ま
ず
行
為
概
念
を
簡
単
に
分
析
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
「
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

為
漏
と
い
う
概
念
で
意
味
し
て
い
る
の
は
、
通
例
、
「
昌
運
に
向
け
ら
れ
た
身
体
睦
運
動
㎏
の
こ
と
で
あ
る
。
“
欝
標
へ
の
志
向
”
が
「
意

図
」
で
あ
る
。
自
標
と
し
て
の
物
理
的
な
帰
結
が
“
行
為
の
結
果
”
で
あ
る
。
行
為
の
概
念
は
、
「
目
標
」
「
意
図
し
「
行
為
の
結
果
」
に

　
　
　
　
「
歴
史
の
説
明
」
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
一
二
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九
翅

つ
い
て
の
概
念
な
く
し
て
は
不
可
能
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
概
念
が
適
用
さ
れ
う
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
が
、
「
行
為
」
を

「
身
体
巨
運
動
」
か
ら
区
別
す
る
原
理
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
或
る
人
物
A
の
手
の
運
動
を
、
空
間
座
標
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

純
粋
に
量
的
に
記
述
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
A
の
手
の
運
動
は
門
身
体
1
1
運
動
し
と
呼
ば
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
他
方
、

わ
れ
わ
れ
が
A
の
手
の
運
動
を
“
窓
を
開
け
る
π
と
み
な
す
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
A
の
「
行
為
」
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
A
の
手
の
運
動
を
“
窓
を
開
け
る
”
と
い
う
「
行
為
」
と
み
な
す
こ
と
…
行
為
を
性
格
づ
け
る
こ
と
、
行
為
の
「
な
に
」

で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
一
は
、
ど
の
よ
う
な
手
続
に
よ
っ
て
で
あ
ろ
う
か
。
第
一
に
、
身
体
口
運
動
の
類
似
な
い
し
椙
違
は
、

行
為
の
性
格
づ
け
に
関
し
て
何
の
役
割
も
果
た
さ
な
い
。
と
い
う
の
は
、
“
窓
を
開
け
る
π
と
い
う
行
為
は
無
限
に
多
様
な
様
式
を
も
ち
う

る
か
ら
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
窓
を
開
け
る
の
に
手
で
押
し
て
も
よ
い
し
、
足
で
蹴
っ
て
も
よ
い
。
ま
た
、
そ
の
各
々
の
様
式
に
お
け
る
、

手
や
足
の
動
き
は
無
限
に
多
く
の
変
化
度
を
も
ち
う
る
の
で
あ
る
。
他
方
、
ま
っ
た
く
同
一
の
身
体
”
運
動
が
別
種
の
行
為
で
あ
る
こ
と

も
あ
る
だ
ろ
う
。
窓
を
開
け
る
こ
と
と
本
に
手
を
悼
ば
す
こ
と
と
は
、
手
の
運
動
そ
れ
自
体
と
し
て
は
完
全
に
同
じ
で
あ
り
う
る
の
で
あ

る
。
第
二
、
に
、
行
為
の
性
格
づ
け
は
、
身
体
纏
運
動
の
「
因
果
的
な
帰
結
」
に
書
及
す
る
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
。
た
し
か
に
、
わ
れ

わ
れ
が
、
A
の
手
の
運
動
を
”
窓
を
開
け
る
”
と
い
う
「
行
為
」
と
み
な
す
場
合
に
は
、
“
A
の
手
の
運
動
”
が
”
窓
が
開
く
μ
た
め
の

適
切
な
運
動
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
“
窓
が
開
く
”
と
い
う
物
理
的
な
事
象
は
、
“
A
の
手
の
運
動
”
の

因
果
的
な
帰
結
で
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
だ
が
、
A
の
手
の
運
動
は
“
窓
が
開
く
”
と
い
う
現
象
の
ほ
か
に
無
数
の
因
果
的
帰
結
一
た
と

え
ば
、
彼
の
シ
ャ
ツ
の
し
わ
が
伸
び
る
、
と
か
、
部
屋
の
湿
度
が
下
が
る
と
い
っ
た
帰
結
ー
ー
を
伴
い
う
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ

れ
ら
無
数
の
因
果
的
帰
結
の
な
か
で
ど
れ
が
「
目
漂
」
で
あ
る
の
か
を
わ
れ
わ
れ
が
設
定
す
る
こ
と
な
し
に
、
A
の
行
為
の
「
な
に
で
あ

る
か
」
が
け
っ
し
て
明
ら
か
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
わ
れ
わ
れ
が
行
為
の
性
格
づ
け
を
な
し
う
る
の
は
、
A
の

身
体
運
動
の
な
か
に
、
A
の
「
意
図
」
な
い
し
「
行
為
の
結
果
」
と
し
て
の
「
目
標
」
を
”
読
み
込
む
”
場
合
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
”
意

図
の
読
み
込
み
”
が
行
為
の
「
な
に
で
あ
る
か
」
を
「
了
解
」
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
A
の
手
の
運
動
が
”
窓
を
開
け
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る
”
と
い
う
「
行
為
」
と
み
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
”
窓
が
開
く
μ
と
い
う
物
理
的
事
象
は
そ
の
「
行
為
」
の
「
因
果
的
帰
結
」
と
考
え
ら

れ
て
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
“
窓
が
開
く
”
と
い
う
事
象
は
「
行
為
の
結
果
」
と
み
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、

そ
の
「
結
果
」
は
「
行
為
の
本
質
的
な
『
部
分
』
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
「
行
為
」
と
「
行
為
の
結
果
」
と
の
結
び
つ
き
は
、
こ
の
意
味
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

「
論
理
的
」
な
の
で
あ
る
G

　
さ
て
、
「
な
ぜ
A
は
窓
を
開
け
る
の
か
」
と
い
う
問
に
対
し
て
は
「
A
は
部
屋
を
換
気
す
る
の
だ
」
と
い
う
答
が
与
え
ら
れ
た
な
ら
ぽ
、

わ
れ
わ
れ
は
こ
の
答
を
十
分
な
「
行
為
説
明
」
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
説
明
を
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も

A
の
「
行
為
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
コ
定
の
目
標
へ
の
志
向
（
意
図
）
」
な
い
し
「
行
為
の
結
果
」
と
し
て
の
「
目
標
」
が
す
で
に
明
ら

か
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
前
提
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
行
為
を
説
明
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
行
為
の
“
さ
ら
に
遠
い
目
標
な
い
し
行
為

の
結
果
”
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、
た
と
え
ば
、
“
窓
を
開
け
る
μ
と
い
う
行
為
が
“
部
屋
を
換
気
す
る
”
と
い
う
穏
標
に
向
け
ら
れ
て
い

る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
、
“
窓
を
開
け
る
”
と
い
う
行
為
を
、
“
部
屋
を
換
気
す
る
”
と
い
う

「
霞
的
」
に
対
す
る
「
手
段
し
と
み
な
す
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
行
為
説
明
の
論
理
構
造
（
急
走
陣
鼠
切
《
ま
α
q
翼
霧
）
は
、
フ
ォ
ン
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

ラ
イ
ト
に
従
っ
て
、
次
の
よ
う
に
定
式
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
①
A
は
部
魔
を
換
気
し
よ
う
と
考
え
る
。
（
意
図
な
い
し
§
的
）

　
②
A
は
、
窓
を
開
け
な
け
れ
ば
換
気
し
え
な
い
と
考
え
る
。
（
厨
的
に
対
す
る
手
段
と
し
て
の
行
為
）

　
③
し
た
が
っ
て
、
A
は
窓
を
開
け
る
。
（
手
段
と
し
て
の
行
為
）

　
さ
て
、
フ
ォ
ン
・
ラ
イ
ト
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
こ
の
「
行
為
説
明
篇
と
「
科
学
的
説
明
」
と
の
「
論
理
的
」
な
相
…
違
は
、
説
明
の

妥
当
性
が
法
則
の
妥
当
性
に
依
存
し
て
い
る
か
否
か
の
相
違
で
あ
る
。
「
科
学
的
説
明
」
の
妥
当
性
は
、
そ
れ
が
使
用
す
る
法
則
の
妥
当
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

に
依
存
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
「
行
為
説
明
」
で
は
、
②
の
言
明
の
「
真
」
「
偽
扁
は
説
明
の
妥
当
性
に
は
影
響
し
な
い
の
で
あ
る
。
た

と
え
ば
、
「
窓
を
開
け
る
」
こ
と
が
「
換
気
」
の
た
め
に
全
然
役
立
た
な
い
状
況
を
仮
定
し
て
み
る
と
、
こ
の
場
合
、
②
の
轡
明
は
「
偽
し

　
　
　
　
「
歴
史
の
説
明
扁
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
五
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折
同
学
研
究
　
　
第
五
百
二
十
九
口
写
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
論
ハ

で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
A
は
換
気
す
る
た
め
に
窓
を
開
け
る
」
と
い
う
説
明
は
、
「
行
為
説
明
」
と
し
て
は
十
分
な
の
で
あ
る
。

と
い
う
の
は
行
為
説
明
と
は
、
「
意
図
」
と
「
説
明
」
と
の
「
論
理
的
な
連
関
」
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

行
為
説
明
を
「
行
為
と
計
算
と
が
マ
ッ
チ
す
る
と
こ
ろ
の
為
る
種
の
論
理
的
均
衡
に
達
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
」
と
す
る
ド
レ
イ
の

見
解
も
、
た
ぶ
ん
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
「
意
図
」
と
「
行
為
」
と
の
「
論
理
的
な
連
関
」

な
い
し
「
論
理
的
な
均
衡
」
の
把
握
、
こ
れ
が
行
為
を
「
了
解
」
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
「
行
為
説
明
」
の
こ
の
よ
う
な
特
質
を
さ
ら
に
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
ヘ
ソ
ペ
ル
の
取
り
あ
げ
た
実
例
の
一
つ
を
批
判
的
に
検
討
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

て
み
よ
う
。
そ
の
実
例
と
は
、
「
ダ
ス
ト
結
ボ
ウ
ル
の
農
民
達
は
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
へ
移
住
す
る
。
『
な
ぜ
な
ら
』
引
き
続
く
干
ば
つ
や
砂

嵐
が
彼
ら
の
生
活
を
ま
す
ま
す
不
安
定
に
し
、
そ
し
て
、
彼
ら
に
と
っ
て
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
が
き
わ
め
て
よ
り
良
い
生
活
状
況
を
提
供
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

る
よ
う
に
思
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
」
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ヘ
ソ
ペ
ル
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
な
ぜ
な
ら
」
と
い
う
語
は
或
る
コ
般
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

則
」
な
い
し
「
普
遍
的
仮
説
」
へ
の
雷
及
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
実
例
の
場
合
に
は
、
「
住
民
は
よ
り
良
い
生
活
状
況
を
与
え

る
地
域
へ
移
住
す
る
傾
向
が
あ
る
」
と
い
う
「
仮
説
」
へ
の
言
及
を
意
味
し
て
い
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
よ
う
な
「
仮
説
」

が
与
え
ら
れ
な
い
で
も
農
民
達
の
行
為
を
十
分
に
理
解
し
う
る
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
こ
の
場
合
に
は
、
そ
の
仮
説
は
農
民
の
行
為
の
理

解
に
と
っ
て
障
害
と
な
っ
て
い
る
と
さ
え
言
い
う
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
第
…
に
、
「
農
昆
し
の
行
為
を
「
説
明
す
る
」
と
言
わ

れ
て
い
る
そ
の
仮
説
に
お
い
て
は
、
「
農
罠
」
が
「
雲
隠
」
へ
と
一
般
化
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
わ
れ
わ
れ
が
「
農
民
」

の
行
為
を
理
解
す
る
の
は
、
「
農
民
」
と
は
ど
の
よ
う
な
ひ
と
び
と
で
あ
る
の
か
、
「
農
昆
」
に
と
っ
て
「
ダ
ス
ト
n
ボ
ウ
ル
」
と
は
ど
の

よ
う
な
「
状
況
」
で
あ
る
の
か
、
し
た
が
っ
て
、
彼
ら
の
「
移
住
」
は
な
に
を
目
的
と
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
理
解
す
る
か
ら

で
あ
る
。
　
「
金
鉱
採
掘
者
」
に
と
っ
て
は
、
「
砂
嵐
」
や
「
干
ば
つ
」
は
、
彼
ら
の
生
存
を
不
安
定
に
す
る
状
況
を
な
ん
ら
意
味
し
な
い
。

第
二
に
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
は
、
農
民
た
ち
に
と
っ
て
よ
り
良
い
生
活
状
況
を
与
え
る
場
と
「
思
わ
れ
て
」
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
も
し
カ

リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
が
、
現
実
に
は
、
ダ
ス
ト
ー
ー
ボ
ウ
ル
よ
り
も
さ
ら
に
悪
い
生
活
を
彼
ら
に
強
い
る
場
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
つ
ま
り
、
そ
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の
仮
説
が
「
偽
」
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
「
説
明
」
は
十
分
に
妥
恐
し
う
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
農
民
た
ち
の
行
為
を
彼
ら

の
「
激
甚
」
と
の
連
関
に
お
い
て
理
解
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
説
明
原
理
だ
と
誓
わ
れ
て
い
る
そ
の
「
仮
説
」
は
、
行
為
そ

れ
窟
体
の
理
解
に
対
し
て
は
何
の
役
割
も
果
た
し
え
な
い
の
で
あ
る
。

（
1
）
劉
○
●
O
。
ヨ
藷
≦
8
負
臼
ぎ
ミ
ミ
毫
ミ
§
蔓
も
℃
』
H
ω
…
ト
ひ
峯
b
。
§

（
2
）
9
§
簿
§
§
叙
穿
蔑
§
§
§
．
も
や
お
駆
“
這
伊

（
3
）
乏
皿
糞
沁
。
ω
。
訂
コ
5
焦
閑
幕
。
・
。
（
O
恕
ヨ
ω
ω
●
①
メ
①
c
。
u
刈
O
）
’

（
4
）
　
〉
δ
鍋
8
．
o
陶
捗
3
や
①
ゲ

（
5
）
　
こ
の
こ
と
は
、
「
行
為
」
を
「
因
果
的
に
」
考
察
す
る
す
べ
て
の
可
能
性
を
否
定
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
は
い
な
い
。
た
と
え
ば
、
胃
●
↓
食
・
覧
。
「

　
　
の
よ
う
に
、
行
為
者
自
身
を
「
原
因
」
と
す
る
と
い
う
説
も
可
能
で
あ
る
Q
も
っ
と
も
こ
の
場
倉
に
は
、
闘
果
性
の
概
念
が
、
実
証
主
義
者
の
期

　
　
い
る
概
念
と
は
ま
っ
た
く
違
っ
た
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
亀
卜
δ
憎
の
説
に
お
い
て
も
、
行
為
を
函
果
的
に
「
説
明
」
す
る
こ
と
は
で
き

　
　
な
い
o
O
瞥
即
「
↓
窟
3
鴇
。
び
鉢
無
皆
嵩
黛
嵩
駄
津
、
，
辱
。
鷲
9

（
6
）
O
。
廉
£
≦
8
幽
奪
ミ
導
毬
6
。
防
も
℃
』
O
卜
。
…
器
ω
●

（
7
）
9
◎
国
9
熱
g
び
§
罵
≧
§
越
ミ
箏
§
ミ
ミ
導
蔑
亀
励
§
靴
§
ら
℃
・
ほ
り
諏
卜
。
O
．

（
8
）
○
践
冨
び
・
℃
．
興
も
．
μ
ω
①
．

（
9
）
　
、
σ
Q
8
ブ
島
話
0
8
儀
、
に
つ
い
て
は
、
O
h
ρ
↓
¢
。
覧
○
び
↓
、
謬
論
辱
簿
謡
職
欺
§
ミ
じ
む
恥
識
臼
鼠
。
き
℃
℃
・
h
⊃
①
…
邸
Φ
旧
沁
’
↓
。
。
胤
。
び
o
O
．
o
罫
”
o
一
ピ
μ
⊆
a
．
な
お
、

　
　
．
σ
q
零
ゲ
黛
誘
。
冨
瓢
．
の
概
念
は
、
曽
α
q
Φ
跡
o
k
．
。
憎
塗
琶
轟
ω
皆
鰹
聲
．
の
概
念
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
概
念
な
く
し
て
「
行
為
」
を
語
る
こ

　
　
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
「
行
為
の
性
格
つ
げ
」
が
と
く
に
問
題
で
あ
る
ゆ
え
に
、
こ
れ
ら
の
概
念
に
は
欝
及
し
な
い
こ
と
に
す

　
　
る
。

（
1
0
）
　
〈
o
口
芝
瓢
α
Q
窪
曽
。
や
。
団
醗
こ
℃
覧
．
9
冒
①
G
。
’

（
1
1
）
　
ぎ
膝
芝
甑
σ
q
簿
》
8
．
息
2
℃
℃
■
ト
ひ
9
鵠
メ
8
亀

（
1
2
）
　
＜
o
旨
芝
二
σ
Q
筈
”
8
．
9
け
‘
℃
℃
・
Q
。
ら
。
”
c
o
卜

（
1
3
）
　
鵠
①
ヨ
需
γ
↓
冨
男
信
糞
鑓
O
P
（
臼
ぎ
9
・
時
3
唱
℃
◎
ω
お
》
ω
8
）
●

「
歴
史
の
説
明
」
に
つ
い
て

九
七
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「
歴
史
的
因
果
説
明
」
お
よ
び
「
行
為
説
朋
」
は
と
も
に
、
本
質
的
に
は
、
「
了
解
的
説
明
」
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
「
了
解
的
説
明
」

は
「
科
学
的
説
明
」
と
は
「
概
念
的
」
に
も
「
論
理
的
」
に
も
ま
っ
た
く
相
違
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
も
と
も
と
、

「
科
学
的
説
明
」
は
、
出
来
事
の
生
起
の
「
必
然
性
」
な
い
し
「
高
い
蓋
然
性
」
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
他
方
、
「
了
解

的
説
明
」
は
、
出
来
事
の
「
意
味
」
な
い
し
「
意
味
連
関
」
に
関
し
て
の
「
明
証
性
器
を
獲
得
す
る
の
を
そ
の
目
的
と
し
て
い
る
の
で
あ

る
Q
両
老
は
互
い
に
他
を
も
っ
て
代
置
し
え
な
い
◎
出
来
事
の
生
起
の
「
必
然
性
」
は
、
そ
の
串
来
事
の
「
意
味
」
に
関
す
る
「
明
証
性
」
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）

に
な
に
も
の
も
付
け
加
え
な
い
し
、
ま
た
、
「
意
味
の
明
証
性
」
そ
れ
自
体
は
、
出
来
事
の
現
実
の
生
起
を
保
証
し
え
な
い
の
で
あ
る
。
も

っ
と
も
、
「
科
学
的
説
明
」
と
「
了
解
的
説
明
」
と
の
こ
の
よ
う
な
原
理
的
な
区
別
は
、
実
際
的
概
究
に
お
け
る
両
者
の
桐
補
可
能
性
を
否

定
す
る
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
両
者
を
い
ず
れ
か
一
方
に
還
元
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
根
本
的
に
誤
り
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
了
解
的
説

明
」
の
「
科
学
性
」
な
い
し
「
客
観
性
」
は
、
「
了
解
的
説
明
嬬
を
「
科
学
的
説
明
」
に
還
元
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。

た
し
か
に
、
「
了
解
的
説
明
」
は
、
そ
の
論
理
構
造
か
ら
言
っ
て
も
、
「
形
式
的
妥
当
性
」
し
か
も
ち
え
ず
、
こ
の
意
味
で
、
「
解
釈
」
と
呼

ば
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
「
解
釈
」
の
「
複
数
性
」
は
避
け
え
な
い
の
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
「
解
釈
」
の
「
客
観
性
」

が
求
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
は
「
科
学
的
説
明
」
に
お
け
る
「
客
観
性
」
と
は
ま
っ
た
く
別
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
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な
い
で
あ
ろ
う
。
「
人
問
の
過
去
を
這
え
ら
せ
る
に
は
、
科
学
は
不
要
で
あ
る
。
必
要
な
の
は
資
料
と
わ
れ
わ
れ
の
経
験
で
あ
る
」
Q
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　の　　Erstens：Weilδie　objektive　Erkenntnis　auf　die　Ubereinstimmung　mit　dem

Objekt　ziek　und　dadurch　kr玉tisiert　werde臓kann，　so　muS　der　transzendentale

GegenstaRd　notwendigerwe至se　als　ein　Kern　der　Verbindung　der　Vorsteilungen

iR　der　gegensttindliche　Erkenntnis　w呈rken．　D呈es　ist　nur　deshalb　m6glich，

we圭三der　transzendentale　Gegenstand　nicht　das　Ding　an　s三ch，　sonder最ein

Ausdruck　der　Gegensttindllchkeit　der　Erscheinu鷺gen　tiberhattpt量st．

　　Zweitens：D三e　Einheit　der　Apperzeption　kan鷺u礁s　nicht　als　solche　gegeben

werden，　sondern　nur　dadurch，　daB　die　Apperzeption　als　eln　Akt　den　Vor．

stellungen　d圭e　synthetische　Einheit　glbt，　wlrklich　gemacht　werden．　Man

kann　nur　reflektiere琵d　der　Einheit　bewu島t　werden．

　　Drittens：Damlt　die　ErkenntRis　intersubjektiv　kr圭tis圭ert　werden　kann，

mu｛3　sie　durch　Begr三ffe　ausgedrttckt　werden．　D三e　Begriffe　bestehen三n　der

Verbindung　der　Vorstellungen．　D圭ese圭st　die　Einheit，　die　man　aber　nicht

durch　die　Abstrak：ti◎n　gegebener　Begrlffe　erreicht，　sondern　nur　dadurch，　daB

man　d量e　Vorstellungen　aus　einem　Gesichtspttnkt　auffaBt．　Der　a玉lerallgemeinste

Gesichtspunkt，　der　sich魚allen　Erkenntnissen，　auch　in　allen　Pxotokoll－

urte圭！en　finden　so11，　ist　derjenige　der　Beziehung　auf　den　transzendentalen

Gegenstand．　Diesen　Gesichtspunkt　in　die　Vorstel至ungen　h呈ne圭nzttbringen　ist

gerade　der　Akt　der　transzendentalen　Apperzeption．

Explanatlon　in　Mstory

by　Takashi　Maruyama

　　The　current　discussions　about　the　nature　of　historical　explanatien　have

their　origin　in　an　article　by　C．　G．　Hempel　entitled　‘The　FunctioR　of

General　Laws　in　History’．　Hempel　argues　that　the　logical　structure　of

explanation，　or　the　function’　of　general　laws　in　explaRation，　is　basically　the

same　in　all　areas　of　scientific　inquiry，　and　ln　thls　sense　he　stresses　tke

methodological　unity　of　all　empirical　sciences．　Thus　the　nature　of　historlcal

method　eomes　to　be　unravelled　through　the　analysis　of　the　logical　structure　of

2



‘explanat圭。ガ．

　　Admittedly　history　as　one　of　empirical　scieRces　seeks　for　‘die　denl〈ende

Oxdnung　der　empirischen　Wirklichkeit’，　and　for　that　purpose　it　ttses　geneTal

concepts　or　generalizations．　Moreover　history　can　give　us　explanations　of

events．　However　‘hlstorical　explanation’　is　fundamentally　different　from

‘scientific　explanation’．　For　what　historical　explanation　seeks　to　attain　is

in　essence　‘Verstehen’，　and　its　logicai　structure　is　not　causal　but　teleological．

In　this　paper　1　try　to　show　this　by　examining　the　characters　of　historical

causal　explanation　and　explaRation　of　action．
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