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一
　
は
じ
め
に

　
古
来
の
哲
学
思
想
を
振
り
返
っ
て
み
た
場
合
、
そ
れ
ら
に
共
通
す
る
重
要
問
題
の
一
つ
に
「
自
由
」
に
つ
い
て
の
考
察
が
存
在
す
る
こ

と
に
気
が
つ
く
。
そ
れ
は
観
念
論
の
系
統
に
属
す
る
も
の
で
も
、
ま
た
唯
物
論
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
は
い
る
も
の
で
も
、
お
よ
そ
「
人
間
論
し

的
考
察
が
試
み
ら
れ
て
い
る
さ
い
に
は
ど
う
し
て
も
触
れ
ざ
る
を
得
な
い
問
題
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
取
り
扱
い
か
た
を
検
討
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
観
念
論
と
か
唯
物
論
と
か
い
う
紋
切
り
型
の
区
鋼
以
上
に
そ
れ
ぞ
れ
の
哲
学
的
思
考
が
も
つ
特
色
が
鮮
明
に
浮
き
上
っ
て
く
る
。

そ
の
意
味
で
「
自
由
論
」
は
哲
学
思
想
の
値
ぶ
み
の
試
金
石
に
な
っ
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。

　
た
だ
し
哲
学
者
と
い
え
ど
も
時
代
の
児
で
あ
り
、
彼
の
属
し
て
い
る
歴
史
的
社
会
的
状
況
と
無
縁
の
存
在
で
は
な
い
。
あ
る
も
の
は
そ

の
状
況
の
証
人
的
位
置
を
占
め
よ
う
し
、
あ
る
も
の
は
そ
れ
の
超
克
、
あ
る
い
は
そ
れ
へ
の
叛
逆
的
立
場
を
し
め
す
だ
ろ
う
。
ま
た
そ
の

状
況
が
き
わ
め
て
き
び
し
い
場
合
に
は
、
た
と
え
批
判
な
い
し
抵
抗
の
姿
勢
を
も
と
う
と
も
外
面
化
さ
れ
る
こ
と
ば
は
和
げ
ら
れ
た
り
、

あ
い
ま
い
に
な
っ
た
り
、
時
に
は
逆
説
的
に
な
っ
た
り
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
哲
学
史
家
も
評
価
を
下
し
か
ね
た
り
、
誤
ま
っ
た
判

断
を
す
る
と
き
も
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
体
系
を
詳
細
に
検
討
し
、
旦
つ
そ
の
思
想
が
生
ま
れ
た
時
代
の
状
況
を
調
べ
れ
ば
、

そ
の
評
価
に
つ
い
て
た
と
え
断
定
は
な
し
得
な
い
に
し
て
も
確
実
性
の
高
い
推
定
は
な
し
得
よ
う
。

　
筆
者
が
本
論
文
に
お
い
て
試
み
よ
う
と
す
る
も
の
は
右
に
述
べ
た
よ
う
な
考
え
か
た
を
踏
ま
え
な
が
ら
「
デ
カ
ル
ト
の
自
由
業
」
に
つ

い
て
考
察
を
進
め
て
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
の
研
究
を
行
な
う
に
あ
た
っ
て
は
い
ろ
い
ろ
な
困
難
が
と
も
な
う
し
、
ま



た
提
起
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
異
論
も
予
想
さ
れ
る
。
た
と
え
ぽ
デ
カ
ル
ト
は
「
自
由
し
の
概
念
を
中
心
に
す
え
て
の
ま
と
ま
っ
た
著
作
を
公

表
し
て
い
な
い
で
は
な
い
か
と
の
反
論
も
だ
さ
れ
よ
う
。
自
由
の
概
念
が
表
だ
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
く
る
の
は
な
ん
と
い
っ
て
も
「
実
践
哲

学
」
あ
る
い
は
「
道
徳
学
」
で
あ
る
が
、
デ
カ
ル
ト
は
暫
定
道
徳
に
つ
い
て
寸
言
を
述
べ
て
は
い
る
も
の
の
、
決
定
的
道
徳
論
に
つ
い
て

は
発
言
し
て
い
な
い
。
諸
処
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
「
自
由
」
に
関
す
る
発
言
は
散
発
的
で
あ
り
、
ま
と
ま
っ
た
意
見
と
し
て
取
り
上
げ
る

の
に
は
適
当
で
な
い
、
と
も
言
わ
れ
よ
う
。
そ
れ
も
も
っ
と
も
な
評
言
で
は
あ
る
。
だ
が
、
逆
に
、
自
然
学
や
形
而
上
学
に
つ
い
て
あ
れ

ほ
ど
能
弁
だ
っ
た
デ
カ
ル
ト
が
道
徳
や
宗
教
、
あ
る
い
は
政
治
の
問
題
に
つ
い
て
、
何
故
発
言
が
少
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
ら

の
問
題
に
つ
い
て
は
関
心
が
薄
か
っ
た
の
だ
と
か
、
そ
こ
ま
で
手
が
ま
わ
ら
な
い
う
ち
に
不
帰
の
客
と
な
っ
た
の
だ
と
い
う
弁
護
が
予
想

さ
れ
る
に
し
て
も
、
学
問
の
革
新
を
叫
び
、
新
し
い
人
間
論
を
執
筆
し
、
し
か
も
実
際
に
自
由
な
研
究
の
場
を
も
と
め
て
オ
ラ
ン
ダ
に
移

っ
た
デ
カ
ル
ト
が
そ
れ
ら
の
問
題
に
無
関
心
だ
っ
た
と
か
、
関
心
が
薄
か
っ
た
の
だ
と
弁
護
し
て
み
て
も
ひ
と
を
十
分
納
得
さ
せ
る
こ
と

は
で
き
ま
い
。
む
し
ろ
十
七
世
紀
前
半
の
西
欧
の
歴
史
的
社
会
的
状
況
の
き
び
し
さ
を
知
る
に
つ
け
、
右
に
述
べ
た
問
題
に
つ
い
て
の
発

言
を
ひ
か
え
さ
せ
る
も
の
が
多
々
あ
り
、
慎
重
さ
を
も
と
め
た
デ
カ
ル
ト
の
性
格
が
そ
れ
を
倍
加
さ
せ
た
の
だ
と
推
測
し
て
も
あ
な
が
ち

不
当
と
は
い
え
ま
い
。

　
こ
の
よ
う
に
客
観
的
資
料
の
不
足
と
い
う
制
約
は
十
分
承
知
の
上
で
、
デ
カ
ル
ト
が
随
処
に
し
る
し
た
発
言
内
容
を
か
み
し
め
な
が
ら
、

彼
の
「
自
由
」
に
関
す
る
意
見
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
考
察
し
て
み
る
つ
も
り
だ
が
、
本
論
文
で
は
彼
の
「
自
由
論
」
を
た

だ
彼
の
著
作
を
中
心
に
し
て
、
ま
と
め
あ
げ
る
と
い
う
だ
け
に
終
わ
ら
ず
、
同
時
に
そ
の
自
由
論
が
当
時
の
複
雑
な
神
学
思
想
や
哲
学
思

想
、
あ
る
い
は
彼
を
取
り
巻
く
こ
み
い
っ
た
人
間
関
係
の
な
か
で
一
体
ど
の
よ
う
な
意
昧
を
も
っ
て
い
た
の
か
、
と
い
う
そ
の
背
景
へ
の

関
心
も
ふ
く
め
て
検
討
し
て
み
た
い
。
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デ
カ
ル
ト
の
「
自
由
意
志
し
説
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
先
ず
留
意
し
て
お
か
ね
ぽ
な
ら
な
い
こ
と
は
、
邦
語
と
フ
ラ
ン
ス
語
と
の
対
応

関
係
に
つ
い
て
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
語
の
ま
お
母
ぴ
ぐ
。
は
普
通
「
自
由
意
志
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
ま
器
霞
び
ζ
⑦

は
、
ラ
テ
ン
語
の
ま
①
遷
諺
貧
び
ζ
ご
ヨ
あ
る
い
は
ま
・
碁
。
。
¢
。
周
び
箭
雛
に
由
来
し
、
そ
の
意
味
は
ほ
ぼ
同
じ
だ
と
見
て
よ
か
ろ
う
が
、

員・

ﾚ
罫
舞
と
は
審
判
老
、
仲
裁
彦
の
意
味
で
あ
り
、
霞
げ
貯
ご
ヨ
は
審
判
の
判
定
、
決
定
、
裁
決
を
意
味
し
て
い
る
。
判
定
や
判
決
が
審
判
者
の

意
志
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
臣
①
註
ヨ
錠
げ
詐
ご
ヨ
と
は
単
に
審
判
を
す
る
自
由
な
い
し
権
限
を
も
つ
と
い

う
意
味
で
は
な
く
、
む
し
ろ
各
人
の
意
志
が
選
択
し
、
自
己
決
定
を
す
る
自
由
を
も
つ
意
味
に
解
せ
ら
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
意
志
の

も
つ
選
択
能
力
、
自
己
決
定
力
が
人
間
が
も
つ
も
ろ
も
ろ
の
心
的
能
力
の
一
つ
と
し
て
経
験
心
理
学
的
な
意
味
に
解
せ
ら
れ
る
に
す
ぎ
な

い
な
ら
、
デ
カ
ル
ト
の
場
合
に
か
ぎ
ら
ず
、
お
よ
そ
哲
学
的
用
語
と
し
て
は
失
格
で
あ
る
。
神
学
、
哲
学
、
倫
理
学
な
ど
で
「
自
由
」
が

問
題
に
さ
れ
て
い
る
の
は
、
人
間
の
本
質
、
人
間
の
あ
り
か
た
全
体
の
中
核
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
が
問
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

り
、
も
し
「
自
由
意
志
」
と
い
う
こ
と
ば
が
単
に
心
的
機
能
の
一
つ
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
な
ら
、
「
自
由
し
の
概
念

は
「
自
由
意
志
」
よ
り
も
ず
っ
と
根
源
的
な
概
念
だ
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
霧
お
¢
。
H
σ
ぽ
①
の
訳
語
と
し
て
こ
こ
で
用
い
ら
れ
る
「
自

由
意
志
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
人
間
の
本
質
を
問
う
哲
学
的
概
念
と
し
て
理
解
さ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
意
昧
で
「
自
由
し
の
概
念
と
同

延
的
な
も
の
と
前
提
し
た
上
で
論
議
を
す
す
め
た
い
。

　
と
こ
ろ
で
『
省
察
』
に
お
い
て
デ
カ
ル
ト
が
こ
の
自
由
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
仕
方
を
考
え
て
み
る
と
、
た
と
え
彼
自
身
が
「
自
由
」

論
と
し
て
は
っ
き
り
公
言
し
て
い
な
い
に
し
て
も
、
内
容
的
に
関
連
し
て
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
も
の
が
い
く
つ
か
あ
る
。
そ
の
第
一
に

あ
ら
わ
れ
る
も
の
が
「
コ
ギ
ト
」
の
も
つ
意
味
で
あ
り
、
そ
の
第
二
が
、
「
意
志
」
概
念
の
規
定
に
か
か
わ
っ
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
学

者
に
つ
い
て
は
や
や
意
外
な
感
を
い
だ
か
れ
る
向
き
も
あ
ろ
う
が
、
後
者
に
つ
い
て
は
当
然
と
受
け
と
め
ら
れ
る
こ
と
と
思
う
。
し
か
し



　
　
デ
カ
ル
ト
の
意
志
論
は
案
外
厄
介
な
も
の
を
含
ん
で
い
る
の
で
、
『
省
察
』
の
み
な
ら
ず
、
他
の
著
作
や
書
翰
を
も
参
照
し
な
け
れ
ぽ
な

　
　
ら
ず
、
論
議
も
多
岐
に
わ
か
れ
て
く
る
こ
と
を
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
『
省
察
』
に
お
い
て
多
く
の
人
た
ち
の
関
心
を
ひ
い

　
　
て
い
る
一
つ
の
問
題
に
「
ア
ン
デ
ィ
フ
ェ
ラ
ン
ス
の
自
由
」
に
関
す
る
記
述
が
あ
り
、
筆
者
も
つ
と
に
こ
れ
に
注
目
し
て
い
た
の
で
、
本

　
　
稿
で
は
こ
の
問
題
を
第
一
の
焦
点
に
し
て
デ
カ
ル
ト
の
自
由
論
を
考
察
し
て
み
た
い
。

　
　
　
そ
の
ま
え
に
、
ま
ず
コ
ギ
ト
の
自
覚
に
関
連
し
て
発
現
し
て
く
る
自
由
論
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
く
と
、
あ
ら
た
め
て
言
う
ま
で
も
な
い

　
　
こ
と
だ
が
、
8
σ
q
ぎ
2
σ
q
O
窪
ヨ
あ
る
い
は
。
。
感
量
8
σ
q
冨
冨
と
い
う
命
題
は
、
方
法
的
懐
疑
の
底
か
ら
絶
対
的
に
確
実
な
も
の
と
し
て
浮

　
　
か
び
あ
が
っ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
命
題
は
、
デ
カ
ル
ト
形
而
上
学
体
系
構
築
の
起
点
を
な
す
の
み
な
ら
ず
、
「
自
我
」
の

　
　
自
覚
を
う
た
い
あ
げ
た
も
の
と
し
て
近
世
哲
学
思
想
出
発
の
道
標
と
も
み
な
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
コ
ギ
ト
の
意
味
内
容

　
　
に
つ
い
て
は
爾
後
多
く
の
解
釈
や
理
解
が
よ
せ
ら
れ
て
お
り
、
あ
る
も
の
は
明
証
的
知
覚
の
範
型
を
、
ま
た
あ
る
も
の
は
純
粋
意
識
開
示

　
　
の
鍵
を
そ
こ
に
も
と
め
よ
う
と
し
た
。
ま
こ
と
に
哲
学
的
思
索
の
発
火
点
的
役
割
を
も
っ
た
こ
の
命
題
の
重
要
性
を
し
め
す
も
の
と
い
っ

　
　
て
よ
い
。
と
こ
ろ
で
『
省
察
』
の
テ
キ
ス
ト
に
即
す
る
か
ぎ
り
、
デ
カ
ル
ト
は
こ
の
コ
ギ
ト
を
拠
り
ど
こ
ろ
に
し
て
「
思
推
」
と
「
延

　
　
長
」
と
を
そ
れ
ぞ
れ
の
属
性
と
す
る
二
つ
の
実
体
と
い
う
二
元
論
的
存
在
論
へ
と
、
そ
の
形
而
上
学
的
論
議
を
発
展
さ
せ
て
い
っ
た
。
そ

　
　
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
コ
ギ
ト
の
自
覚
は
精
神
と
物
体
と
い
う
全
く
カ
テ
ゴ
リ
…
を
異
に
し
た
二
つ
の
実
体
の
区
分
、
い
わ
ゆ
る
二
元

　
　
論
的
実
体
論
へ
の
道
を
つ
け
た
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
自
由
論
の
介
入
す
る
余
地
は
な
い
よ
う
に
み
え
る
。

　
　
　
し
か
し
『
哲
学
原
理
』
の
第
一
部
を
み
る
と
こ
こ
で
は
少
し
ち
が
っ
た
視
角
か
ら
方
法
的
懐
疑
の
も
つ
意
味
が
う
か
が
わ
れ
る
。
た
と

　
　
え
ぽ
第
一
部
第
六
節
で
は
「
わ
れ
わ
れ
は
、
疑
わ
し
い
も
の
に
岡
意
す
る
こ
と
を
ひ
か
え
、
ま
た
こ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
誤
謬
を
避
け

　
　
る
た
め
の
自
由
意
志
（
H
ぴ
①
崔
ヨ
霞
ぴ
ξ
一
β
ヨ
）
を
も
っ
て
い
る
」
と
い
う
見
い
だ
し
が
つ
け
ら
れ
、
さ
ら
に
そ
の
本
文
の
な
か
で
、
わ
れ

　
　
わ
れ
が
結
局
な
に
び
と
に
よ
っ
て
存
在
す
る
に
し
て
も
、
ま
た
そ
の
も
の
が
い
か
ほ
ど
力
づ
よ
く
、
ど
れ
ほ
ど
欺
賄
的
で
あ
る
に
し
て
も
、

　
　
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ
は
み
ず
か
ら
の
う
ち
に
「
ま
っ
た
く
確
実
で
も
な
く
、
ま
た
解
明
さ
れ
て
も
い
な
い
よ
う
な
も
の
は
、
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1
　
そ
れ
を
信
ず
る
こ
と
を
常
に
さ
し
ひ
か
え
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
決
し
て
誤
謬
を
お
か
さ
な
い
よ
う
に
肘
心
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

　
　
い
う
自
由
（
㎞
8
・
匿
。
。
）
が
あ
る
こ
と
を
経
験
す
る
し
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
懐
疑
と
は
、
い
さ
さ
か
で
も
疑
わ
し
い
も
の
に
対
し
て
は

　
　
同
意
を
拒
否
し
よ
う
と
す
る
態
度
を
指
し
て
お
り
、
そ
し
て
そ
こ
に
わ
れ
わ
れ
の
も
つ
「
自
由
」
の
本
質
を
確
認
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

　
　
そ
の
意
味
に
お
い
て
コ
ギ
ト
と
は
、
た
と
え
ぽ
日
p
圏
ヨ
σ
q
曾
δ
の
よ
う
に
絶
火
な
力
を
も
っ
た
も
の
が
わ
れ
わ
れ
を
欺
こ
う
と
し
て
も
、

　
　
断
圃
と
し
て
こ
れ
を
は
ね
の
け
、
た
だ
真
な
る
も
の
・
確
実
な
も
の
の
み
を
択
び
と
ろ
う
と
す
る
「
自
由
意
志
」
の
う
え
に
成
立
し
て
く

　
　
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

　
　
　
こ
れ
に
対
し
て
「
ア
ン
デ
ィ
フ
ェ
ラ
ン
ス
の
自
由
」
に
つ
い
て
は
、
消
極
的
な
評
価
し
か
く
だ
し
て
い
な
い
に
し
て
も
、
か
な
り
は
っ

　
　
き
り
し
た
言
い
か
た
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ヨ
α
漆
紛
魯
8
（
ラ
テ
ン
語
で
は
、
帥
三
焦
①
岩
屋
ε
の
訳
語
と
し
て
は
、
無
差
別
、
不
確
定
、
不

　
　
決
定
、
不
偏
性
、
な
ど
の
こ
と
ば
が
当
て
ら
れ
よ
う
が
、
一
つ
の
訳
語
に
限
定
す
る
と
、
思
わ
ぬ
誤
解
が
生
ず
る
お
そ
れ
も
あ
り
、
以
下

　
　
音
訳
で
と
お
し
て
い
き
た
い
。

　
　
　
こ
の
ア
ン
デ
ィ
フ
ェ
ラ
ン
ス
の
自
由
に
つ
い
て
ふ
れ
、
し
か
も
そ
れ
に
最
も
低
い
程
度
の
自
由
と
い
う
規
定
を
あ
た
え
て
い
る
の
は

　
　
『
省
察
』
第
四
部
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
の
第
四
部
と
は
「
真
と
偽
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
デ
カ
ル
ト
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
デ
じ

　
　
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
た
だ
意
志
（
＜
9
多
き
。
・
M
ω
ぞ
Φ
p
・
凌
げ
h
鵠
壽
・
量
。
。
）
の
み
が
、
こ
れ
よ
り
一
そ
う
大
き
な
観
念
を
も
ち
得
な
い

　
　
ほ
ど
大
き
な
も
の
と
し
て
自
分
の
う
ち
に
経
験
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
私
が
神
の
あ
る
似
姿
と
詣
り
と
を
授
か
っ
て
い
る
と
解
せ

　
　
し
め
る
根
拠
は
と
り
わ
け
こ
の
意
志
に
あ
る
。
し
か
も
こ
の
意
志
は
、
た
だ
あ
る
こ
と
を
為
す
、
も
し
く
は
為
さ
ぬ
、
つ
ま
り
、
肯
定
す

　
　
る
か
否
定
す
る
か
、
追
求
す
る
か
忌
避
す
る
か
、
が
で
き
る
と
い
う
点
に
存
し
て
い
る
。
私
が
自
由
で
あ
る
た
め
に
は
、
相
反
す
る
も
の

　
　
の
ど
ち
ら
の
方
に
も
動
か
さ
れ
得
る
と
い
う
こ
と
が
必
要
な
の
で
は
な
く
し
て
、
か
え
っ
て
逆
に
、
私
が
真
と
善
と
の
根
拠
が
そ
こ
に
あ

　
　
る
こ
と
を
明
白
に
知
解
す
る
に
し
て
も
、
あ
る
い
は
神
が
私
の
思
惟
の
内
容
を
そ
の
よ
う
に
配
置
し
た
に
し
て
も
、
私
が
相
反
す
る
も
の

　
　
の
一
方
の
側
に
傾
く
こ
と
が
大
き
け
れ
ば
大
き
い
ほ
ど
、
ま
す
ま
す
自
由
に
そ
の
方
を
選
択
す
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
お
よ
そ
な
ん
ら



　
　
か
の
根
拠
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
私
を
ぽ
あ
ち
ら
の
側
よ
り
も
、
む
し
ろ
こ
ち
ら
の
側
に
一
そ
う
多
く
駆
り
た
て
る
と
い
う
こ
と
が
な
い
場

　
　
合
に
、
私
が
経
験
す
る
と
こ
ろ
の
ア
ン
デ
ィ
フ
ェ
ラ
ソ
ス
は
も
っ
と
も
食
い
程
度
の
自
由
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
は
意
志
に
お
け
る
不
完

　
　
全
性
で
な
く
し
て
、
た
だ
認
識
に
お
け
る
欠
陥
、
す
な
わ
ち
、
あ
る
否
定
を
証
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
（
ζ
①
』
二
〉
β
＜
戸
α
。
。
）

　
　
　
右
に
述
べ
た
デ
カ
ル
ト
の
意
見
を
も
う
一
度
整
理
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
ω
　
人
間
が
ぎ
帥
σ
Q
。
O
魚
と
見
ら
れ
る
根
拠
は
く
。
獄
慧
器
に
お
か
れ
て
お
り
、
た
と
い
神
の
意
志
が
人
間
の
意
志
に
く
ら
べ
て
は
る

　
　
か
に
広
大
で
あ
る
に
し
て
も
、
本
質
と
い
う
点
か
ら
す
れ
ぽ
、
両
者
の
あ
い
だ
に
格
差
は
存
し
な
い
。

　
　
　
②
　
ま
た
意
志
は
選
択
の
能
力
（
富
。
巳
g
ω
・
＝
σ
q
⑦
a
帥
）
と
し
て
認
識
の
能
力
（
3
。
島
霧
8
α
Q
8
ω
8
鋸
鎌
）
か
ら
区
別
さ
れ
、
意
志
は
あ

　
　
る
こ
と
を
為
す
、
も
し
く
は
為
さ
ぬ
こ
と
の
可
能
性
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
意
志
と
は
な
に
よ
り
も
ま
ず
「
選
択
」
の

　
　
能
力
で
あ
り
、
出
⇔
8
器
か
昌
8
賦
8
お
か
を
択
び
と
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
点
で
意
志
は
単
な
る
「
意
欲
し
で
な
く
し

　
　
て
、
「
決
定
砿
で
あ
り
、
「
裁
決
㎏
で
あ
っ
て
、
こ
の
決
定
な
い
し
裁
決
の
自
由
こ
そ
意
志
の
本
質
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し

　
　
た
が
っ
て
霞
窪
盛
ま
⑦
欝
ω
を
邦
語
で
さ
ら
り
と
「
自
由
意
志
」
と
訳
す
だ
け
で
は
問
題
の
所
在
を
不
明
確
に
す
る
お
そ
れ
が
あ
ろ
う
。

　
　
　
㈹
　
第
三
に
注
目
さ
れ
る
点
は
、
デ
カ
ル
ト
が
意
志
の
自
由
に
程
度
の
差
を
み
と
め
て
い
る
点
で
あ
っ
て
、
ア
ソ
デ
ィ
フ
ェ
ラ
ソ
ス
の

　
　
自
由
は
、
こ
の
『
省
察
』
で
は
も
っ
と
も
低
い
程
度
の
自
由
と
低
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
一
体
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
低
く
評
価
さ
れ
て

　
　
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
は
デ
カ
ル
ト
に
よ
れ
ぽ
次
の
よ
う
に
解
せ
ら
れ
る
。
ア
ン
デ
ィ
フ
ェ
ラ
ン
ス
の
自
由
と
は
、
A
と
B
と

　
　
い
う
相
反
す
る
命
題
の
一
方
に
わ
れ
わ
れ
を
傾
か
せ
る
と
こ
ろ
の
理
由
な
い
し
根
拠
（
§
δ
）
が
欠
除
し
て
い
る
た
め
に
生
じ
て
く
る
も

　
　
の
で
あ
る
。
け
だ
し
自
由
と
は
、
相
反
す
る
二
つ
の
命
題
の
ど
ち
ら
に
対
し
て
も
相
等
し
く
動
か
さ
れ
得
る
と
い
う
状
態
で
は
な
く
、
そ

　
　
れ
と
は
逆
に
ど
ち
ら
か
一
方
の
側
に
強
く
傾
く
こ
と
、
し
か
も
そ
の
傾
き
、
す
な
わ
ち
選
択
は
、
そ
こ
に
真
と
善
と
の
根
拠
を
明
証
的
に

　
　
知
覚
す
る
に
し
て
も
、
あ
る
い
は
神
が
わ
た
し
の
思
惟
の
構
造
を
そ
の
方
向
へ
整
え
る
に
し
て
も
、
と
に
か
く
そ
の
十
分
な
根
拠
が
存
在

　
　
す
る
と
き
に
、
一
そ
う
大
き
な
自
由
が
み
と
め
ら
れ
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
デ
カ
ル
ト
的
自
由
は
選
択
の
根
拠
に
関
す

瑠　
　
　
　
　
　
デ
カ
ル
ト
の
自
由
意
志
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
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哲
学
研
究
第
五
百
四
十
四
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八

る
悟
性
的
認
識
を
不
可
欠
の
も
の
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
根
拠
が
な
い
と
き
に
は
、
た
と
い
自
由
が
み
と
め
ら
れ
る
に
し
て
も
最
低

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
玉
）

度
の
自
由
し
か
み
と
め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
と
こ
ろ
が
『
省
察
』
の
な
か
で
こ
の
よ
う
に
低
い
評
価
し
か
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
ア
ン
デ
ィ
フ
ェ
ラ
ン
ス
の
自
由
が
、
三
年
ほ
ど

あ
と
で
出
版
さ
れ
た
『
哲
学
原
理
』
（
H
①
濠
）
で
は
そ
の
取
り
扱
い
か
た
が
ず
い
ぶ
ん
変
わ
っ
て
き
て
い
る
印
象
を
う
け
る
。
と
い
う
の

は
、
こ
の
著
作
の
第
一
部
第
四
一
節
で
「
わ
れ
わ
れ
の
意
志
の
自
由
と
神
の
予
定
と
は
ど
う
し
て
和
合
さ
れ
る
か
」
（
の
8
ヨ
。
α
。
自
。
同
び
響
博

き
。
・
読
響
ぴ
①
答
島
2
∪
9
団
円
留
。
a
ぎ
薮
。
ω
ぎ
三
8
蓉
一
一
δ
導
霞
）
と
い
う
見
い
だ
し
が
か
か
げ
ら
れ
、
そ
の
説
明
が
次
の
よ
う
に
な
さ
れ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
わ
れ
わ
れ
の
精
神
は
有
限
で
あ
る
が
、
し
か
し
…
…
（
中
略
）
神
の
能
力
は
無
限
で
あ
る
。
そ
し
て
神
の
能
力

は
、
そ
れ
が
神
の
う
ち
に
あ
る
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
が
明
晰
判
明
に
知
覚
す
る
程
度
に
ま
で
は
十
分
に
と
ら
え
ら
れ
る
が
、
し
か
し
、
ど
う

し
て
神
が
人
聞
の
自
由
な
行
為
を
不
決
定
の
ま
ま
に
ほ
っ
て
お
い
た
の
か
（
ぎ
ユ
①
け
障
碍
g
欝
ω
箆
ヨ
ρ
¢
a
）
が
わ
か
る
ほ
ど
十
分
に
は
理
解

し
得
な
い
。
だ
が
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
あ
る
自
由
（
鶴
σ
禽
臼
ω
）
す
な
わ
ち
イ
ソ
デ
ィ
フ
ェ
レ
ソ
テ
ィ
ア
（
ぎ
匹
漆
虞
窪
舞
）
に
つ
い
て
は
、

わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
以
上
に
明
証
的
且
つ
完
全
に
理
解
す
る
も
の
は
な
に
も
な
い
程
度
に
ま
で
は
っ
き
り
意
識
し
て
い
る
」
と
。

　
こ
の
節
を
見
る
か
ぎ
り
、
自
由
と
イ
ン
デ
ィ
フ
ェ
レ
ン
テ
ィ
ア
と
は
法
語
的
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
し
か
も
そ
れ
に
高
い
評
価
が
あ
た

え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
イ
ン
デ
ィ
フ
ェ
レ
ン
テ
ィ
ア
と
い
う
こ
と
ぽ
が
こ
の
一
箇
所
に
し
か
出
て
い

な
い
の
を
見
る
と
ま
こ
と
に
奇
妙
な
感
じ
を
う
け
る
。
こ
の
奇
妙
な
事
態
を
一
体
ど
う
解
し
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
く
り
返
し
て
い
う
が
、
ぎ
匹
駅
賃
窪
欝
は
『
省
察
』
第
四
部
で
最
低
度
の
自
由
と
規
定
さ
れ
て
い
た
の
が
、
『
哲
学
原
理
』
第
一
部
第
四

一
節
で
は
そ
の
見
解
が
訂
正
さ
れ
て
い
る
か
に
み
え
る
。
し
か
し
第
一
部
の
ほ
か
の
節
で
は
夢
。
匿
。
・
L
ぴ
①
議
B
蟄
挫
け
「
営
ヨ
あ
る
い
は

く
。
ぼ
葺
器
と
い
う
こ
と
ば
が
使
わ
れ
て
い
る
の
に
、
イ
ン
デ
ィ
フ
ェ
レ
ン
テ
ィ
ア
の
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
な
い
。
し
て
み
れ
ぽ
、
こ
の

こ
と
ば
へ
の
言
及
は
単
な
る
ミ
ス
に
よ
る
も
の
か
、
そ
れ
と
も
や
は
り
一
つ
の
意
図
が
あ
っ
て
の
こ
と
か
、
断
定
は
困
難
で
あ
る
に
し
て

も
、
問
題
と
し
て
は
十
分
取
り
上
げ
ら
れ
る
値
打
が
あ
ろ
う
。



　
そ
の
解
答
を
デ
カ
ル
ト
の
著
作
そ
の
も
の
の
な
か
に
だ
け
も
と
め
て
も
、
十
分
な
答
え
を
得
る
こ
と
は
所
詮
の
ぞ
め
ま
い
。
そ
の
た
め

に
は
こ
こ
で
視
線
を
当
時
の
思
想
的
状
況
、
と
り
わ
け
そ
の
こ
ろ
烈
し
い
動
き
を
し
め
し
て
い
た
神
学
論
争
に
向
け
る
必
要
が
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
背
景
へ
の
顧
慮
が
決
定
的
と
は
い
え
な
い
に
し
て
も
、
あ
る
程
度
の
蓋
然
性
を
も
っ
た
推
測
を
可
能
に
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。

三
　
モ
リ
ニ
ズ
ム

　
　
　
周
知
の
と
お
り
、
十
六
蝕
紀
に
火
の
手
が
あ
が
っ
た
宗
教
改
革
運
動
は
ド
イ
ツ
の
ル
タ
ー
、
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
の
カ
ル
ヴ
ァ
ン
に
よ
っ

　
　
て
強
力
に
押
し
進
め
ら
れ
た
が
、
こ
れ
に
対
抗
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
側
の
改
革
運
動
は
と
り
わ
け
イ
グ
ナ
テ
ィ
ゥ
ス
・
ロ
ヨ
ラ
に
よ
っ
て
創

　
　
設
さ
れ
た
イ
エ
ズ
ス
会
が
そ
の
中
心
的
役
割
を
は
た
し
て
い
た
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
系
諸
派
の
浸
透
活
動
に
た
い
し
て
、
こ
れ
を
阻
止
す

　
　
る
に
と
ど
ま
ら
ず
巻
き
か
え
し
作
戦
を
お
こ
な
っ
た
イ
エ
ズ
ス
会
は
積
極
的
な
布
教
活
動
と
い
わ
ゆ
る
「
教
育
戦
略
」
に
よ
っ
て
、
失

　
　
地
回
復
運
動
に
成
功
を
お
さ
め
た
と
い
え
る
が
、
同
時
に
ロ
ヨ
う
み
ず
か
ら
が
会
員
の
信
仰
を
か
た
め
る
た
め
に
作
成
し
た
国
蓉
H
。
一
8
。
・

　
　
。
。
℃
三
ε
Φ
『
（
霊
操
、
魂
の
訓
練
）
の
効
果
が
大
き
か
っ
た
こ
と
も
認
め
ね
ぽ
な
ら
な
い
。

　
　
　
イ
エ
ズ
ス
会
は
創
立
以
来
教
団
の
勢
力
を
着
実
に
ふ
や
し
、
一
六
四
〇
年
に
は
教
団
創
立
百
年
祭
を
機
に
そ
の
盛
況
を
祝
っ
た
と
さ
れ
、

　
　
会
長
〉
の
舞
≦
爵
（
δ
c
◎
一
山
①
δ
）
お
よ
び
≦
け
邑
一
①
ω
。
鐵
（
♂
一
〇
ム
α
）
の
在
位
期
は
そ
の
黄
金
時
代
だ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
◎
デ
カ
ル
ト
が

　
　
そ
の
若
き
日
ラ
・
フ
レ
ー
シ
ュ
学
院
で
学
び
、
ま
た
オ
ラ
ン
ダ
で
研
究
生
活
を
送
っ
て
い
た
こ
ろ
の
イ
エ
ズ
ス
会
の
勢
力
が
ま
こ
と
に
大

　
　
き
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
推
測
に
か
た
く
な
い
。

　
　
　
と
こ
ろ
が
十
六
世
紀
の
終
り
か
ら
十
七
世
紀
中
葉
に
か
け
て
カ
ト
リ
ッ
ク
陣
営
か
ら
提
出
さ
れ
た
教
義
上
の
大
き
な
問
題
の
一
つ
が

　
　
「
意
志
自
由
論
」
で
、
こ
れ
は
ル
タ
ー
派
や
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
に
た
い
す
る
反
論
の
中
心
テ
ー
マ
に
な
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
お
な
じ
カ
ト
リ

　
　
ッ
ク
陣
営
内
に
お
い
て
も
熾
烈
な
論
争
点
に
な
り
、
そ
れ
は
や
が
て
あ
の
有
名
な
ポ
ー
ル
・
ロ
ワ
イ
ヤ
ル
事
件
を
う
み
だ
し
、
天
才
児
パ

　
　
ス
カ
ル
を
も
そ
の
渦
中
に
巻
き
こ
ん
だ
の
で
あ
る
。

75一　
　
　
　
　
テ
カ
ル
ト
の
自
由
意
志
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
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三
〇

　
「
自
由
意
志
」
論
争
と
い
う
厄
介
な
火
種
を
も
ち
こ
ん
で
来
た
の
は
ス
ペ
イ
ン
の
神
学
者
ピ
8
一
。
・
竃
。
H
ぎ
p
（
μ
窃
ω
㎝
l
H
①
O
①
）
で
、
一
五
八

八
年
、
．
．
0
8
。
。
a
♂
欝
2
帥
霞
び
搾
H
に
。
ρ
日
α
q
冨
欝
・
畠
。
鉱
吃
、
を
著
し
、
そ
の
書
を
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
宗
教
審
問
所
の
長
官
≧
σ
。
巨
》
葺
目
ざ
ゲ
・

枢
機
卿
に
さ
さ
げ
た
が
、
こ
の
モ
リ
ナ
説
は
カ
ス
テ
ィ
ラ
の
宗
教
審
問
所
が
以
前
に
そ
の
教
え
を
説
く
こ
と
を
禁
止
し
て
い
た
諸
命
題
の

再
生
で
あ
る
と
し
て
強
い
抗
議
を
受
け
た
た
め
、
枢
機
卿
も
モ
リ
ナ
の
著
書
の
販
売
を
禁
じ
、
且
つ
そ
の
思
想
の
検
閲
を
ド
ミ
ニ
カ
ン
た

る
C
d
§
露
に
ゆ
だ
ね
た
。
こ
の
処
置
に
た
い
し
モ
リ
ナ
自
身
も
弁
護
の
書
を
提
出
し
た
し
、
ジ
ェ
ズ
イ
ッ
ト
た
ち
も
モ
リ
ナ
説
擁
護
の

た
め
に
立
ち
上
り
、
ド
ミ
ニ
コ
派
の
僧
侶
た
ち
も
こ
の
新
し
い
テ
ー
ゼ
に
関
す
る
論
議
を
お
こ
な
う
べ
き
こ
と
を
決
め
た
の
で
、
騒
ぎ
は

全
ス
ペ
イ
ン
に
拡
が
っ
て
い
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
こ
の
モ
リ
ナ
説
は
、
キ
リ
ス
ト
教
学
史
上
実
は
古
く
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
時
代
か
ら
物
議
を
か
も
し
て
き
た
論
争
、
つ
ま

り
神
の
恩
籠
と
人
間
の
自
由
意
志
と
の
関
係
の
問
題
が
ま
た
も
や
形
を
変
え
て
現
れ
て
き
た
も
の
で
、
救
霊
の
わ
ざ
に
お
い
て
人
間
の
自

由
意
志
の
方
に
比
重
を
か
け
る
の
は
勺
象
σ
Q
一
§
δ
ヨ
①
も
し
く
は
α
・
a
も
魯
α
q
八
七
ω
ヨ
・
と
し
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
粒
界
で
は
異
端
説
と
し
て

定
見
が
で
き
て
い
た
か
に
見
え
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
似
た
よ
う
な
思
想
が
ま
た
も
や
現
れ
て
き
た
の
に
は
い
ろ
い
ろ
な
事
情
が

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
し
、
ま
た
後
の
歴
史
が
し
め
す
よ
う
に
、
イ
エ
ズ
ス
会
の
主
張
が
と
も
か
く
ロ
ー
マ
教
皇
庁
や
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
神
学

部
で
是
認
さ
れ
た
の
は
、
単
な
る
政
略
上
の
処
置
と
い
っ
て
片
づ
け
き
れ
な
い
も
の
を
含
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
モ
リ
ナ
説
の
特
色
は
、
神
の
恩
寵
と
人
間
の
自
由
意
志
と
の
関
係
を
「
同
時
協
力
説
し
（
冨
ひ
8
H
一
Φ
曾
。
§
8
母
ω
。
。
冒
魯
m
冨
）
と

い
う
形
に
し
て
打
ち
だ
し
た
も
の
で
あ
る
。
も
う
少
し
詳
し
く
い
う
と
、
人
間
の
自
由
意
志
の
本
質
を
「
均
衡
的
無
差
別
性
」
（
｝
、
ぎ
山
墜

｛
緯
窪
8
島
、
9
二
忌
耳
¢
）
に
お
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、
人
間
は
行
為
す
る
に
必
要
な
あ
ら
ゆ
る
条
件
が
整
え
ら
れ
た
と
き
で
も
、
行
為
す
る

こ
と
も
で
き
れ
ば
、
行
為
し
な
い
こ
と
も
で
き
る
し
、
ま
た
別
の
ち
が
っ
た
仕
方
で
行
為
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
う
ち

の
ど
れ
を
択
ぶ
か
は
ア
ン
デ
ィ
フ
ェ
ラ
ン
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
恩
総
は
た
と
い
す
べ
て
の
人
に
あ
た
え
ら
れ
て
い
よ
う
と
も
、
そ
れ

の
実
際
的
な
効
果
は
人
間
の
自
由
意
志
に
根
即
し
て
の
み
発
揮
さ
れ
る
。
恩
罷
の
働
き
は
自
由
意
志
に
協
力
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の



　
　
意
志
の
な
か
へ
働
き
か
け
る
こ
と
で
は
な
い
。
だ
か
ら
人
間
の
意
志
は
あ
く
ま
で
自
主
性
、
独
立
性
を
保
持
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
こ
の
よ
う
に
人
間
の
自
由
意
志
に
大
き
な
比
重
を
か
け
よ
う
と
す
る
見
解
は
、
宗
教
改
革
を
遂
行
し
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
、
特
に
フ
ラ

　
　
ソ
ス
の
場
合
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
の
思
想
に
対
抗
す
る
必
要
か
ら
出
て
き
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
や
が
て
カ
ト
リ
ヅ
ク
陣
営
自

　
　
体
の
内
部
に
お
い
て
も
、
ジ
ェ
ズ
イ
ッ
ト
と
ト
ミ
ス
ト
と
の
あ
い
だ
に
意
見
の
相
違
を
生
ぜ
し
め
、
さ
ら
に
一
六
三
〇
年
代
に
は
ジ
ェ
ズ

　
　
イ
ッ
ト
と
オ
ラ
ト
リ
ア
ン
と
の
確
執
を
、
＝
ハ
四
〇
年
代
に
な
る
と
ジ
ェ
ズ
イ
ッ
ト
と
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ト
と
の
大
き
な
争
い
を
う
み
だ
す

　
　
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
さ
て
ジ
ル
ソ
ン
に
よ
る
と
、
自
由
意
志
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
た
論
争
の
な
か
で
、
見
解
の
食
い
ち
が
い
を
見
せ
た
ト
ミ
ス
ト
と
モ
リ

　
　
ニ
ス
ト
の
主
張
を
取
り
上
げ
て
み
る
と
、
ト
ミ
ス
ト
は
自
由
を
「
強
翻
の
欠
如
」
（
一
℃
O
げ
o
o
Φ
】
P
O
①
　
像
⑦
　
O
O
員
汁
H
鋤
同
づ
酔
①
）
と
規
定
す
る
の
に
対
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
モ
リ
ニ
ス
ト
は
「
決
定
の
欠
如
」
（
証
σ
ω
窪
8
ユ
①
濠
8
同
ヨ
酵
⇔
試
。
コ
）
と
み
な
そ
う
と
す
る
。
「
強
制
の
欠
如
」
と
「
決
定
の
欠
如
」
と
は
大

　
　
変
ま
ぎ
ら
わ
し
く
、
一
体
ど
こ
に
違
い
が
あ
る
の
か
判
然
と
し
な
い
こ
と
ば
で
あ
る
が
、
さ
き
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
人
間
が
行
為
す
る

　
　
に
必
要
な
あ
ら
ゆ
る
条
件
が
整
え
ら
れ
た
と
き
で
も
、
行
為
す
る
こ
と
も
で
き
れ
ば
、
行
為
し
な
い
こ
と
も
で
き
る
状
態
に
あ
る
の
を

　
　
「
出
嫁
」
と
い
う
な
ら
、
そ
れ
は
A
も
で
き
れ
ぽ
、
A
な
ら
ざ
る
こ
と
〔
嵩
。
コ
ー
》
〕
も
可
能
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
の
自
由
は
訂

　
　
亭
①
幕
号
8
馨
B
窪
。
鉱
象
（
矛
盾
対
当
の
自
由
）
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
行
為
の
必
要
条
件
が
整
え
ら
れ
た
に
し

　
　
て
も
、
相
反
す
る
二
つ
の
行
為
の
う
ち
、
た
と
え
そ
の
「
方
の
行
為
を
な
す
に
し
て
も
、
同
時
に
他
方
の
行
為
を
も
為
し
得
る
と
い
う
条

　
　
二
つ
き
の
状
態
に
あ
る
も
の
を
自
由
と
よ
ぶ
場
合
に
は
、
そ
れ
は
一
p
ま
。
露
寒
8
艮
§
綜
け
ひ
（
反
対
対
当
の
自
歯
）
と
い
う
こ
と
に
な

　
　
る
。
「
行
為
す
る
」
と
「
行
為
し
な
い
」
と
を
矛
盾
対
当
と
み
る
場
合
、
後
者
は
「
行
為
の
否
定
」
と
解
さ
れ
る
に
対
し
て
、
反
対
対
当

　
　
と
み
る
さ
い
に
は
「
反
対
行
為
の
可
能
性
」
と
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
「
行
為
す
る
」
と
「
行
為
し
な
い
」
と
は
同
格
の
種
的

　
　
概
念
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
く
る
。
だ
が
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
こ
で
は
「
行
為
し
な
い
」
こ
と
も
「
一
つ
の
行
為
」
だ
と
す
る
逆
説
的
表

　
　
現
に
つ
い
て
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。
と
も
か
く
「
拘
束
の
欠
如
」
は
「
矛
盾
対
当
の
自
由
」
と
つ
ら
な
り
、
「
決
定
の
欠
如
」
は
「
反
対

77一　
　
　
　
　
　
デ
カ
ル
ト
の
自
由
音
心
志
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
＝
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三
二

対
当
の
自
由
し
と
相
即
す
る
。
前
者
は
「
行
為
の
行
使
」
に
、
後
者
は
「
行
為
の
種
別
化
」
に
関
連
す
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
自
由
な

行
為
は
無
差
別
的
に
（
四
二
山
一
蛮
σ
巴
①
b
ρ
ヨ
①
瓢
け
）
み
ず
か
ら
の
行
為
を
択
び
う
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
討
臣
①
巴
巨
象
コ
α
緊
爾
Φ
目
Φ
だ

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
論
理
的
に
区
別
す
れ
ぽ
、
同
註
患
騨
魯
8
結
8
艮
鑓
伍
一
経
§
と
ぎ
岳
蒙
器
口
8
号
8
⇒
霞
9
。
ま
3
と
い
う
こ

と
に
な
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
モ
リ
ナ
は
「
ア
ン
デ
ィ
フ
ェ
ラ
ソ
ス
の
自
由
」
を
強
調
す
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
彼
は
決
し
て
人
達
の
自
由
意
志
の
方
に

比
重
を
か
け
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
神
の
恩
寵
と
人
間
の
自
由
と
の
同
時
的
協
力
、
あ
る
い
は
両
者
の
和
合
を
説
こ
う
と
し
た

も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
雪
融
婁
ぎ
註
。
コ
説
の
よ
う
に
、
恩
寵
の
が
わ
に
比
重
を
か
け
る
教
説
と
対
置
す
れ
ぽ
、
そ
の
教
説
上
の
ち
が

い
が
大
き
く
浮
か
び
上
っ
て
く
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
さ
て
モ
リ
ニ
ス
ト
た
ち
は
こ
の
モ
リ
ナ
の
教
説
を
ふ
り
か
ざ
し
て
他
の
教
団
と
の
対
決
に
乗
り
だ
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

ド
ミ
ニ
カ
ソ
の
が
わ
か
ら
の
批
判
に
つ
い
で
こ
の
モ
リ
ニ
ズ
ム
に
疑
問
を
表
明
し
て
き
た
の
が
オ
ラ
ト
リ
ア
ン
で
、
一
六
三
〇
年
に
刊
行

さ
れ
た
9
瓢
①
鋒
の
．
．
U
①
ぎ
①
§
け
軌
、
は
そ
の
重
要
な
一
石
を
投
じ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ジ
ェ
ズ
イ
ッ
ト
随
一
の
論
客
た
る

》
ヨ
讐
神
父
（
H
o
1
り
O
－
H
①
“
O
）
が
き
び
し
い
批
判
書
を
提
出
し
て
論
争
は
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
て
い
っ
た
。
な
お
注
目
す
べ
き
は
、
こ
れ
ら
の

論
争
の
さ
な
か
に
お
い
て
反
モ
リ
ニ
ズ
ム
で
足
並
が
揃
え
ら
れ
る
は
ず
の
冒
謬
①
嵐
器
（
同
㎝
G
o
㎝
l
H
①
Q
◎
G
Q
）
や
ω
r
O
旨
睾
（
嵩
・
。
ゲ
δ
お
）
は
、

オ
ラ
ト
リ
ア
ン
の
動
静
に
注
目
し
な
が
ら
も
直
接
論
争
に
加
わ
ら
ず
沈
黙
を
ま
も
っ
て
い
た
事
実
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
一
六
三
〇
年
代
の
は
げ
し
い
神
学
論
争
が
一
段
落
し
た
と
思
っ
た
ら
、
今
度
は
一
六
四
〇
年
代
に
あ
の
有
名
な
ジ
ャ
ン
セ
ニ

ス
ト
と
ジ
ェ
ズ
イ
ッ
ト
と
の
論
争
が
三
〇
年
代
よ
り
も
は
る
か
に
激
烈
な
仕
方
で
再
燃
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
あ
た
り
の
経
緯
は
日

本
で
も
か
な
り
知
ら
れ
て
い
る
の
で
詳
細
は
は
ぶ
き
、
以
下
の
論
議
を
進
め
て
い
く
た
め
に
必
要
な
日
付
だ
け
を
列
挙
し
て
み
る
と
、
一

六
三
八
年
に
ヤ
ン
セ
ニ
ゥ
ス
が
死
去
、
一
六
四
〇
年
九
月
に
そ
の
遺
著
．
．
｝
償
σ
q
話
重
器
．
、
が
刊
行
さ
れ
た
。
一
六
四
三
年
に
は
》
上
呂
凱

（
δ
誌
一
り
継
）
の
．
．
孚
3
に
魯
8
8
旨
§
葺
δ
耽
、
が
出
版
さ
れ
、
ジ
ェ
ズ
イ
ッ
ト
は
こ
の
著
作
の
不
当
性
を
叫
ん
で
そ
の
処
罰
を
司
教
会
に
要



早
し
、
さ
ら
に
口
…
マ
教
皇
庁
に
ま
で
働
き
か
け
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
の
あ
と
ヤ
ン
セ
ニ
ゥ
ス
の
遺
著
同
．
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
』
か
ら
五

ヶ
条
の
異
端
命
題
を
ぬ
き
だ
し
て
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ト
攻
撃
の
火
蓋
を
き
り
、
政
治
的
・
社
会
的
事
件
に
ま
で
発
展
す
る
大
騒
動
が
く
り
ひ

ろ
げ
ら
れ
て
き
た
こ
と
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

四
　
『
哲
学
原
理
』
に
お
け
る
自
由
論

　
　
　
以
上
簡
単
に
み
て
き
た
当
時
の
神
学
論
争
の
歴
史
を
背
景
に
お
き
な
が
ら
、
丁
度
そ
の
こ
ろ
『
省
察
』
や
『
哲
学
原
理
』
な
ど
の
主
要

　
　
著
作
を
刊
行
し
た
デ
カ
ル
ト
の
動
静
を
さ
ぐ
っ
て
み
よ
う
。

　
　
　
デ
カ
ル
ト
が
O
量
①
駄
の
著
書
．
．
U
・
剛
ぴ
①
巴
聾
①
、
．
（
δ
ω
O
）
の
刊
行
を
メ
ル
セ
ン
ヌ
を
通
じ
て
知
っ
た
の
は
一
六
三
〇
年
五
月
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
＞

　
　
翌
年
そ
の
一
部
分
を
読
ん
で
、
高
い
評
価
の
こ
と
ば
を
も
ら
し
て
・
い
る
が
、
し
か
し
そ
の
零
し
ば
ら
く
「
自
由
」
の
問
題
に
つ
い
て
は
あ

　
　
ま
り
考
え
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
、
も
っ
ぱ
ら
℃
ξ
ω
5
9
の
問
題
に
没
頭
し
て
い
た
と
見
て
よ
い
。
そ
の
成
果
が
＝
ハ
三
七
年
に
刊
行

　
　
さ
れ
た
『
方
法
叙
説
』
な
ら
び
に
そ
れ
に
つ
づ
く
三
つ
の
自
然
学
関
係
の
論
文
で
あ
る
。

　
　
　
お
そ
ら
く
デ
カ
ル
ト
の
頭
の
な
か
に
は
9
窪
①
象
の
『
自
由
論
』
へ
の
共
感
が
強
く
生
き
つ
づ
け
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
フ
ラ
ン

　
　
ス
思
想
界
の
情
況
は
、
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
、
一
六
三
一
年
以
降
ジ
ビ
ュ
フ
に
た
い
す
る
ジ
ェ
ズ
イ
ッ
ト
が
わ
の
攻
撃
が
日
ま
し
に
強

　
　
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
オ
ラ
ン
ダ
で
孤
高
の
生
活
を
い
と
な
ん
で
い
た
デ
カ
ル
ト
は
お
そ
ら
く
こ
の
問
の
事
情
を
あ
ま
り
く
わ
し

　
　
く
知
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
そ
し
て
デ
カ
ル
ト
が
次
の
著
作
『
省
察
』
を
準
備
し
た
の
は
一
六
三
九
年
十
一
月
か
ら
翌
　
六
四
〇
年
三
月
に
か
け
て
の
こ
と
で
あ
り
、

　
　
出
来
あ
が
つ
た
原
稿
を
手
も
と
に
保
管
し
て
、
公
表
の
時
期
を
慎
重
に
う
か
が
っ
て
い
た
彼
が
遂
に
そ
の
原
稿
を
寓
臼
野
暮
・
あ
て
に
送

　
　
り
だ
し
た
日
付
が
一
六
四
〇
年
十
一
、
月
十
一
日
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
ヤ
ン
セ
ニ
ゥ
ス
の
『
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
』
が
刊
行
さ
れ
た
の
が
お

　
　
な
じ
一
六
四
〇
年
の
九
月
の
こ
と
で
あ
り
、
ヤ
ン
セ
ニ
ゥ
ス
の
『
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
』
と
、
デ
カ
ル
ト
の
『
省
察
』
と
を
ほ
と
ん
ど
お

79一　
　
　
　
　
　
デ
カ
ル
ト
の
自
由
意
志
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三



　
　
　
　
　
　
哲
学
研
究
　
第
五
百
四
十
四
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四

801
　
　
な
じ
こ
ろ
読
む
こ
と
に
な
っ
た
メ
ル
セ
ン
ヌ
は
デ
カ
ル
ト
の
身
を
案
じ
て
助
言
を
あ
た
え
て
い
る
が
、
オ
ラ
ン
ダ
に
い
た
デ
カ
ル
ト
に
は

　
　
事
態
の
重
大
さ
が
よ
く
呑
み
こ
め
て
い
な
か
っ
た
節
が
あ
る
。
し
か
し
事
態
の
推
移
が
判
明
す
る
に
つ
れ
次
第
に
慎
重
さ
を
加
え
て
き
た

　
　
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　
　
実
際
の
と
こ
ろ
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ト
に
対
す
る
攻
撃
は
一
六
四
一
年
以
降
い
ろ
ん
な
形
で
加
え
ら
れ
、
事
態
は
こ
の
派
に
と
っ
て
次
第
に

　
　
不
利
に
展
開
し
て
き
た
が
、
そ
れ
で
も
危
機
は
ひ
と
り
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ト
に
と
っ
て
の
も
の
だ
け
で
な
く
、
ト
ミ
ス
ト
や
オ
ラ
ト
リ
ア
ン

　
　
に
と
っ
て
も
不
安
の
念
は
大
き
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
に
し
て
も
》
村
田
巳
α
（
H
①
這
1
り
直
）
と
ジ
ェ
ズ
イ
ッ
ト
と
の
対
立
に
つ
い

　
　
て
は
歪
。
9
神
父
を
通
じ
て
よ
く
知
っ
て
き
た
よ
う
で
あ
り
、
ア
ル
ノ
ー
の
窮
状
に
つ
い
て
は
、
パ
リ
へ
の
旅
に
よ
っ
て
自
分
の
眼
で
た

　
　
し
か
め
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
み
ず
か
ら
の
書
翰
の
な
か
で
は
こ
の
件
に
関
す
る
発
言
を
極
力
さ
け
て
い
る
。

　
　
　
さ
て
『
省
察
』
に
つ
づ
く
大
著
『
哲
学
原
理
』
は
、
か
か
る
神
学
論
争
が
白
熱
化
し
て
き
た
さ
な
か
に
仕
上
っ
た
も
の
で
、
一
六
四
四

　
　
年
七
月
十
日
に
は
そ
の
印
刷
も
完
了
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
一
穴
四
一
年
か
ら
一
六
四
四
年
に
い
た
る
僅
か
の
年
月
の
あ
い
だ
に
事
態
は

　
　
急
迫
し
、
「
ア
ン
デ
ィ
フ
ェ
ラ
ン
ス
の
自
由
」
に
た
い
す
る
批
判
的
な
こ
と
ぽ
は
、
四
一
年
当
時
は
ま
だ
あ
る
程
度
の
余
裕
を
も
っ
て
許

　
　
さ
れ
て
い
た
の
が
、
四
四
年
ご
ろ
に
な
る
と
そ
の
批
判
は
ジ
ェ
ズ
イ
ッ
ト
に
対
す
る
挑
戦
と
受
け
と
ら
れ
た
ば
か
り
で
な
く
、
さ
ら
に
一

　
　
歩
進
ん
で
教
会
の
権
威
を
お
か
す
も
の
と
し
て
断
罪
さ
れ
る
危
険
を
さ
え
は
ら
ん
で
き
た
よ
う
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
「
ア
ン
デ
ィ
フ
ェ
ラ

　
　
ン
ス
の
自
由
」
を
批
呈
す
る
も
の
は
、
結
局
そ
の
立
場
が
カ
ト
リ
ッ
ク
全
体
の
教
義
を
否
認
す
る
も
の
と
す
ら
受
け
と
ら
れ
て
き
た
が
た

　
　
め
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
聖
擁
論
争
、
つ
ま
り
神
の
恩
寵
と
人
問
の
自
由
意
志
と
の
関
係
を
め
ぐ
る
問
題
に
関
し
て
、
デ
カ
ル
ト
が
本
当
に
徹
底
し
た
意
見
を
も

　
　
っ
て
い
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
疑
問
が
残
る
が
、
そ
れ
で
も
彼
が
こ
の
問
題
に
大
き
な
関
心
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
事
情
に
つ
い

　
　
て
は
十
分
推
測
が
で
き
る
。
『
哲
学
原
理
』
で
も
神
学
論
争
に
巻
き
こ
ま
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
こ
と
ば
は
用
心
ぶ
か
く
避
け
ら
れ
て
い
る

　
　
が
、
そ
れ
で
も
若
干
の
発
言
は
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ぽ
第
一
部
四
〇
節
は
「
す
べ
て
の
も
の
が
神
に
よ
っ
て
予
定
さ
れ
て
い
る
」
と
、
ま
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た
四
一
節
は
「
わ
れ
わ
れ
の
自
由
意
志
と
神
の
予
定
と
は
、
ど
う
ず
れ
ば
和
合
さ
せ
ら
れ
る
か
し
と
い
う
見
い
だ
し
が
つ
け
ら
れ
、
神
の

予
定
と
人
閾
の
自
由
と
の
和
合
の
問
題
に
言
及
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
第
四
一
節
の
内
容
に
つ
い
て
は
既
述
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
「
神
の
予
定
」
（
U
Φ
一
小
臣
。
a
冒
跳
。
）
と
い
わ
れ
て
い
る
概

念
は
」
体
ど
の
よ
う
に
理
解
し
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
第
四
〇
節
の
テ
キ
ス
ト
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
「
し
か
し
、
わ
れ
わ

れ
は
す
で
に
神
を
知
り
、
神
の
う
ち
に
は
き
わ
め
て
大
き
な
力
能
が
あ
る
こ
と
を
知
覚
し
て
い
て
、
な
に
か
神
に
よ
っ
て
あ
ら
か
じ
め
予

定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
、
わ
れ
わ
れ
に
よ
っ
て
な
さ
れ
得
る
と
み
な
す
の
は
神
を
け
が
す
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
そ

れ
で
も
し
神
の
予
定
を
わ
れ
わ
れ
の
自
由
意
志
と
和
合
さ
せ
、
両
者
を
同
時
に
包
み
こ
ん
で
理
解
し
よ
う
と
努
力
す
る
な
ら
（
ω
一
婦
琶

U
野
壷
器
。
a
冒
豊
○
累
乗
。
償
ヨ
鎚
餓
民
同
づ
。
。
。
巴
葛
2
θ
舞
。
8
ま
曇
母
ρ
葺
ρ
器
β
け
轟
ヨ
ρ
器
の
ぎ
鳳
8
ヨ
胃
9
魯
傷
2
。
8
器
讐
舞
）
わ
れ
わ
れ

は
大
ぎ
な
困
難
に
た
や
す
く
巻
き
こ
ま
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
」
こ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
∪
⑫
窟
器
。
乱
ヨ
聾
。
は
も
ち
ろ
ん
U
①
帥

箕
器
牙
ω
件
ぎ
餌
け
6
と
お
な
じ
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
前
者
が
、
デ
カ
ル
ト
の
場
合
、
ど
の
よ
う
な
意
味
内
容
を
も
っ
て
語
ら
れ
て
い
た
か

は
さ
だ
か
で
な
い
。
た
だ
し
こ
の
第
四
〇
節
と
第
四
一
節
と
は
、
他
の
諸
節
と
の
関
係
か
ら
み
る
と
特
殊
な
色
合
い
を
も
っ
て
い
る
感
じ

が
つ
よ
く
、
そ
れ
ら
は
哲
学
者
た
ち
に
対
す
る
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
神
学
者
た
ち
に
向
け
て
の
発
言
で
な
か
っ
た
か
と
の
推
測
も
な
さ

れ
よ
う
。
と
り
わ
け
第
四
一
節
に
お
い
て
、
「
わ
れ
わ
れ
の
な
か
に
あ
る
ま
⑦
器
ω
節
尋
α
臨
2
雪
江
p
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
以
上
に
明
証

的
に
且
つ
完
全
に
理
解
す
る
も
の
は
何
も
な
い
程
度
に
ま
で
〔
は
っ
き
り
〕
意
識
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
ば
は
確
に
意
味
深
長

で
あ
る
。
そ
れ
は
当
時
論
争
の
主
導
権
を
と
っ
て
い
た
ジ
ェ
ズ
イ
ッ
ト
の
連
中
を
意
識
し
て
の
発
言
と
も
受
け
と
ら
れ
か
ね
な
い
が
、
も

ち
ろ
ん
断
定
は
で
き
か
ね
る
。

　
と
こ
ろ
で
大
き
な
問
題
を
は
ら
ん
だ
四
〇
お
よ
び
四
一
節
よ
り
前
の
諸
節
を
み
る
と
、
そ
こ
で
は
意
志
と
梧
性
、
意
志
と
誤
謬
と
の
関

係
な
ど
に
つ
い
て
含
み
の
あ
る
こ
と
ば
が
多
く
つ
ら
ね
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
第
三
七
節
に
お
い
て
は
「
人
間
の
最
高
の
完
全
性
は

自
由
に
、
す
な
わ
ち
意
志
に
よ
っ
て
、
行
為
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
は
賞
讃
も
し
く
は
非
難
に
値
す
る

　
　
　
　
デ
カ
ル
ト
の
自
由
意
志
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
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四
十
四
冒
写
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
六

も
の
と
な
る
」
と
記
さ
れ
て
い
て
、
こ
こ
で
は
「
自
由
に
行
為
す
る
」
こ
と
と
「
意
志
に
よ
っ
て
行
為
す
る
」
こ
と
と
は
お
な
じ
意
味
に

用
い
ら
れ
て
い
る
。
（
窪
ヨ
日
。
。
ヨ
①
。
。
。
・
①
ぎ
巨
巴
ω
℃
2
鴨
①
。
け
δ
器
β
ρ
き
島
⇔
σ
q
讐
ま
①
村
ρ
ω
ぞ
①
書
壇
く
。
冨
簿
舞
①
ヨ
w
）
　
こ
の
あ
た
り
の
文
雷
を

典
拠
に
す
る
と
、
意
志
は
す
な
わ
ち
自
由
意
志
と
規
定
さ
れ
て
い
て
、
人
間
が
こ
の
自
由
意
志
に
も
と
づ
い
て
行
為
す
る
こ
と
こ
そ
人
間

の
最
高
の
完
全
性
に
ほ
か
な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
ま
た
そ
の
人
問
の
あ
り
か
た
は
賞
讃
に
値
す
る
も
の
と
な
っ
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
第
三
九
節
で
は
、
「
意
志
の
自
由
は
そ
れ
自
体
で
知
ら
れ
る
」
（
＝
げ
Φ
蕾
8
野
庭
罫
島
①
。
。
匂
・
①
冨
昌
。
。
。
呂
s
日
）
と
い
う
見
い
だ

し
を
つ
け
、
さ
ら
に
そ
の
内
容
を
い
ま
す
こ
し
く
わ
し
く
説
明
し
て
い
る
。
「
わ
れ
わ
れ
の
意
志
の
な
か
に
自
由
が
あ
っ
て
、
多
く
の
こ

と
に
自
由
に
同
意
し
た
り
、
あ
る
い
は
同
意
し
な
か
っ
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
ヨ
目
三
。
・
巴
霧
ぴ
ξ
㌶
旨
〈
Φ
一
9
ω
。
・
Φ
簿
眩
く
鮎
呂
コ

9。

ﾖ
ω
①
葺
二
℃
8
ω
ぎ
器
）
の
は
あ
ま
り
に
も
明
白
で
あ
る
の
で
、
そ
の
こ
と
は
わ
れ
わ
れ
に
漁
具
的
な
第
一
の
旦
つ
最
大
の
共
通
概
念
の
う

ち
に
数
え
い
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
。
こ
の
く
だ
り
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
意
志
の
自
由
と
は
「
自
由
に
同
意
し
た
り
、
あ
る
い
は
同

意
し
な
か
っ
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
っ
て
、
論
理
の
形
式
面
だ
け
か
ら
み
る
な
ら
》
。
H
昌
。
『
〉
の

い
ず
れ
か
が
選
択
可
能
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
の
意
味
で
汐
蝕
浮
お
鼻
冨
が
即
ち
自
由
と
規
定
さ
れ
て
、
さ
き
に
述
べ
た
第
四
一
節
の

臣
Φ
欝
ω
塵
一
民
謎
2
睾
畠
飴
と
い
う
こ
と
ば
に
す
な
お
に
つ
な
が
っ
て
く
る
か
に
み
え
る
。

　
し
か
し
問
題
は
残
る
。
第
一
に
こ
の
イ
ン
デ
ィ
フ
ェ
レ
ン
テ
ィ
ア
は
『
省
察
』
で
最
も
低
い
度
合
の
自
由
と
評
し
た
イ
ン
デ
ィ
フ
ェ
レ

ン
テ
ィ
ア
と
内
容
的
に
同
じ
も
の
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
異
な
っ
て
い
る
の
か
。
も
し
同
じ
な
ら
そ
の
評
価
の
変
更
は
い
か
な
る
根
拠

に
よ
る
の
か
、
ま
た
も
し
異
な
っ
て
い
る
な
ら
、
ど
の
点
で
異
な
っ
て
い
る
の
か
。
第
二
に
欝
器
暮
三
と
い
わ
れ
る
と
き
、
意
志
が
同
意

を
あ
た
え
た
り
拒
否
し
た
り
す
る
問
題
は
ど
の
よ
う
な
種
類
の
も
の
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
第
三
八
節
を
み
る
と
、
「
わ
れ
わ

れ
が
誤
謬
に
陥
る
の
は
、
た
し
か
に
わ
れ
わ
れ
の
行
為
に
お
け
る
欠
陥
、
す
な
わ
ち
自
由
の
行
使
に
お
け
る
欠
陥
で
は
あ
る
が
、
し
か
し

わ
れ
わ
れ
の
本
性
に
お
け
る
欠
陥
で
は
な
い
」
と
記
さ
れ
て
い
て
、
誤
謬
の
原
因
が
わ
れ
わ
れ
人
間
の
が
わ
に
帰
せ
ら
る
べ
き
で
あ
っ

て
、
神
に
そ
の
原
因
を
帰
す
べ
き
で
な
い
と
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
い
う
「
誤
謬
」
と
は
、
果
し
て
「
悪
し
ま
た
は
「
罪
」
と
い
う
部
類



に
入
れ
ら
れ
る
べ
き
も
の
だ
ろ
う
か
、
あ
る
い
は
「
偽
」
と
い
う
べ
き
部
類
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
両
者
を
包
括
的
に
指
し
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
第
三
八
節
で
は
、
わ
れ
わ
れ
が
誤
謬
に
お
ち
い
る
の
は
、
「
わ
れ
わ
れ
の
行
為
に
お
け
る
欠
陥
、
す
な
わ
ち
自
由

の
行
使
に
お
け
る
欠
陥
」
（
α
臥
①
o
ε
。
・
①
陰
言
5
0
ω
賃
。
船
。
瓢
。
尾
ω
ぞ
Φ
ぎ
島
二
一
ぴ
①
湾
曽
諏
ω
）
だ
と
言
っ
て
お
り
、
こ
れ
と
第
三
九
節
の
「
自

由
に
同
意
し
た
り
、
あ
る
い
は
同
意
し
な
か
っ
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
こ
と
ぽ
と
は
つ
ら
な
っ
て
い
て
、
自
由
と
過
誤
と
は

実
に
切
り
は
な
せ
な
い
関
係
に
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
人
間
が
こ
よ
な
く
賞
讃
さ
れ
る
の
は
、
彼
が
「
意
志
的
に
行
為
し
て
真
理
を
と

ら
え
る
と
き
」
（
三
七
節
）
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
自
由
の
行
使
に
さ
い
し
て
誤
謬
を
お
か
す
人
間
は
非
難
さ
る
べ
き
こ
と
に
な
ろ
う
。
し

か
し
人
間
は
こ
の
ん
で
誤
謬
を
お
か
す
場
合
は
む
し
ろ
少
な
い
。
誤
謬
を
お
か
さ
ざ
る
を
得
な
い
人
間
、
そ
れ
を
一
体
ど
う
理
解
し
た
ら

よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
第
三
に
、
デ
カ
ル
ト
が
こ
こ
で
強
調
し
て
い
る
イ
ン
デ
ィ
フ
ェ
レ
ン
テ
ィ
ア
的
自
由
は
、
当
時
熾
烈
な
論
争
の
中

心
点
を
な
し
て
い
た
と
こ
ろ
の
、
エ
、
リ
ニ
ス
ム
風
の
イ
ン
デ
ィ
フ
ェ
レ
ン
テ
ィ
ア
概
念
を
望
見
し
て
の
発
言
で
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
、
が

問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
も
し
デ
カ
ル
ト
に
し
て
い
さ
さ
か
で
も
迎
合
的
な
意
図
が
あ
っ
て
の
発
言
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
こ
そ
自

家
撞
着
と
の
非
難
を
ま
ぬ
が
れ
ま
い
。

五
　
意
志
と
悟
性

　
　
　
こ
こ
で
取
り
上
げ
て
お
き
た
い
の
が
、
デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
意
志
と
悟
性
と
の
区
鋼
な
ら
び
に
関
係
に
つ
い
て
で
あ
る
。
「
悟
性
」
と

　
　
は
ラ
テ
ン
語
の
ぎ
け
巴
①
。
ε
。
。
の
訳
語
で
あ
る
。
イ
ン
テ
レ
ク
ト
ゥ
ス
は
「
知
性
」
と
も
訳
せ
る
こ
と
ぽ
で
あ
る
が
、
デ
カ
ル
ト
の
場
合
、

　
　
今
ま
で
多
く
の
人
た
ち
が
「
悟
性
」
と
い
う
訳
語
を
あ
て
て
き
た
し
、
筆
者
も
ま
た
今
ま
で
の
い
く
つ
か
の
論
文
で
お
な
じ
訳
語
を
使
用

　
　
し
て
き
た
の
で
、
筆
老
な
り
の
用
語
の
統
一
と
し
て
用
い
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
い
。

　
　
　
さ
き
に
も
述
べ
た
と
お
り
、
『
第
四
省
察
』
に
お
い
て
は
「
認
識
の
能
力
」
と
「
選
択
の
能
力
」
と
が
区
溺
さ
れ
、
前
者
が
悟
性
、
後

　
　
者
が
意
志
と
さ
れ
て
い
る
。
（
竃
。
伽
こ
　
》
↓
噛
　
く
H
H
℃
α
①
）
「
真
と
偽
に
つ
い
て
」
と
題
さ
れ
た
こ
の
『
第
四
省
察
』
の
中
心
問
題
は
、
デ
カ
ル

鵬　
　
　
　
　
　
デ
カ
ル
ト
の
自
由
意
志
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
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三
八

ト
が
冒
頭
に
か
か
げ
た
『
概
要
』
が
し
め
す
と
お
り
、
わ
れ
わ
れ
が
明
晰
判
明
に
知
覚
す
る
一
切
の
こ
と
は
真
で
あ
る
と
証
明
す
る
と
聞

時
に
、
ま
た
虚
偽
の
根
拠
が
な
に
に
存
し
て
い
る
か
を
説
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
論
ぜ
ら
れ
る
も
の
は
、
善
悪
の
追
求
に

お
い
て
お
か
さ
れ
る
誤
謬
、
す
な
わ
ち
「
罪
」
（
娼
O
O
O
餌
け
億
目
P
）
で
な
く
、
た
だ
真
偽
の
判
明
に
お
い
て
お
こ
る
「
誤
謬
」
（
①
q
窪
）
に
つ
い

て
で
あ
る
。
こ
の
『
概
要
』
に
お
い
て
デ
カ
ル
ト
が
、
自
分
の
検
討
せ
ん
と
す
る
問
題
は
「
罪
」
に
つ
い
て
、
す
な
わ
ち
神
学
上
の
罪
悪

に
つ
い
て
で
な
く
、
た
だ
真
偽
判
別
に
さ
い
し
て
生
ず
る
「
誤
謬
」
、
つ
ま
り
哲
学
的
な
誤
謬
論
に
す
ぎ
な
い
の
だ
と
わ
ざ
わ
ざ
こ
と
わ

っ
て
い
る
点
は
、
お
そ
ら
く
》
嵩
9
三
島
あ
た
り
か
ら
の
忠
告
を
い
れ
た
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
が
、
『
第
四
省
察
』
の
テ
キ
ス
ト
を
読
む
と

神
学
問
題
に
触
接
し
て
い
る
か
に
見
え
る
こ
と
ぽ
も
あ
ら
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
根
は
か
な
り
深
そ
う
に
思
え
る
。

　
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
『
第
四
省
察
』
で
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
「
悟
性
」
と
「
意
志
」
と
い
う
二
つ
の
思
惟
能
力
の
区
々
お
よ
び
関

係
は
、
か
か
る
「
誤
謬
論
」
を
軸
に
し
て
考
察
さ
れ
て
い
る
点
、
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
観
点
か
ら
デ
カ
ル
ト
の
発
言
を
検

討
す
る
こ
と
に
し
て
、
ま
ず
は
じ
め
に
と
り
あ
げ
た
い
の
が
次
の
こ
と
ぽ
で
あ
る
。
「
単
に
悟
性
に
よ
っ
て
は
、
わ
た
し
は
そ
れ
に
つ
い

て
判
断
を
下
し
得
る
イ
デ
ー
を
知
覚
す
る
の
み
で
あ
っ
て
、
厳
密
に
こ
の
よ
う
に
み
ら
れ
た
悟
性
の
な
か
に
は
、
本
来
の
意
味
に
お
け
る

い
か
な
る
誤
謬
も
見
い
だ
さ
れ
な
い
。
」
（
凶
ぴ
一
山
こ
窃
①
）
悟
性
の
機
能
は
た
だ
「
イ
デ
ー
を
知
覚
す
る
だ
け
」
と
い
う
言
い
か
た
は
、
悟
性

機
能
を
ま
っ
た
く
受
動
性
と
い
う
面
か
ら
見
る
も
の
で
、
そ
れ
は
鋤
ヨ
Φ
と
そ
の
イ
デ
ー
と
の
関
係
を
蜜
蝋
と
そ
れ
に
押
さ
れ
る
印
形
と

類
比
的
だ
と
し
た
メ
ラ
ン
宛
の
書
翰
（
》
ζ
。
ω
『
鼠
樽
か
。
白
p
。
一
δ
窒
H
＜
”
¢
ω
）
と
発
想
は
お
な
じ
も
の
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
れ
ら
の
こ
と

ば
は
、
デ
カ
ル
ト
の
悟
性
概
念
を
検
討
す
る
さ
い
大
事
な
点
と
な
る
も
の
だ
が
、
そ
の
件
は
保
留
し
て
、
誤
謬
論
の
線
か
ら
い
う
と
、
真

偽
判
捌
に
あ
た
っ
て
生
ず
る
誤
謬
は
、
右
の
発
書
か
ら
す
れ
ぽ
悟
性
の
が
わ
に
存
在
し
な
い
か
に
兇
え
る
。

　
し
か
し
実
際
に
誤
謬
は
生
じ
て
く
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
デ
カ
ル
ト
自
身
誤
謬
の
原
因
は
「
二
つ
の
同
時
に
協
働
す
る
原
因
、
…
…
す

な
わ
ち
悟
性
と
同
時
に
意
志
に
依
拠
す
る
こ
と
を
み
と
め
る
」
（
陣
ぴ
一
伽
二
　
⊆
a
①
）
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
悟
性
の
が
わ
に
誤
謬
が

な
け
れ
ぽ
、
そ
の
原
因
は
意
志
の
が
わ
に
見
い
だ
さ
れ
る
べ
き
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
。



　
　
　
と
こ
ろ
が
「
意
志
」
の
機
能
に
つ
い
て
デ
カ
ル
ト
に
は
相
反
す
る
か
に
見
え
る
二
種
類
の
発
言
が
あ
る
。
一
つ
は
意
志
の
無
限
性
を
述

　
　
べ
、
そ
れ
自
身
と
し
て
見
ら
れ
た
場
合
意
志
は
誤
謬
の
原
因
で
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
悟
性
の
明
晰
判
明
な
知
覚
を
こ

　
　
え
た
領
域
に
意
志
が
発
動
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
誤
謬
を
生
ぜ
し
め
る
と
す
る
説
き
か
た
で
あ
る
。
た
と
え
ぽ
「
神
か
ら
授
か
っ
て
い
る
と

　
　
こ
ろ
の
意
志
す
る
力
（
＜
一
〇
〇
　
く
O
一
〇
嵩
畠
博
）
は
、
そ
れ
自
身
と
し
て
見
ら
れ
た
場
合
、
わ
た
し
の
誤
謬
の
原
因
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の

　
　
力
は
き
わ
め
て
広
く
、
そ
し
て
そ
の
類
に
お
い
て
完
全
で
あ
る
か
ら
。
」
（
ζ
⑦
α
こ
　
く
H
斜
　
㎝
o
o
）
は
前
者
の
主
張
を
裏
づ
け
る
テ
キ
ス
ト
で
あ

　
　
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
後
者
を
支
持
す
る
テ
キ
ス
ト
に
は
次
の
も
の
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
「
で
は
一
体
ど
こ
か
ら
わ
た
し
の
誤
謬
は
生
じ

　
　
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
た
だ
一
つ
の
こ
と
か
ら
、
す
な
わ
ち
意
志
は
悟
性
よ
り
も
ず
っ
と
広
い
範
囲
に
お
よ
ぶ
か
ら
し
て
、
わ
た
し

　
　
が
意
志
を
悟
性
と
お
な
じ
限
界
内
に
か
ぎ
ら
な
い
で
、
わ
た
し
の
知
解
し
な
い
も
の
に
ま
で
拡
げ
る
こ
と
か
ら
生
じ
て
く
る
。
こ
の
よ

　
　
う
な
も
の
に
対
し
て
意
志
は
イ
ソ
デ
ィ
フ
ェ
レ
ソ
ス
で
あ
る
か
ら
、
容
易
に
意
志
は
真
と
善
と
か
ら
逸
脱
し
、
こ
う
し
て
わ
た
し
は
誤
り

　
　
も
す
れ
ば
、
罪
を
お
か
し
も
す
る
の
で
あ
る
。
観
（
一
ぴ
一
儀
こ
　
O
c
◎
）
引
証
し
た
あ
と
の
方
の
テ
キ
ス
ト
で
は
、
悟
性
の
認
識
力
に
大
き
な
比
重

　
　
が
か
け
ら
れ
、
意
志
は
悟
性
の
明
晰
判
明
な
認
識
に
依
存
し
て
い
る
か
ぎ
り
誤
る
こ
と
が
な
い
が
、
そ
の
範
囲
を
こ
え
る
さ
い
に
は
誤

　
　
謬
と
罪
過
の
危
険
に
直
面
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
．
電
一
自
雲
需
8
。
、
、
と
罪
過
の
こ
と
ば
が
で
て
い
る
の
が
、
既
述
の
『
概
要
』

　
　
（
ω
ヨ
。
琶
ω
）
の
こ
と
ぽ
と
す
こ
し
違
っ
て
お
り
、
デ
カ
ル
ト
の
真
意
が
奈
辺
に
あ
る
か
に
疑
念
を
い
だ
か
せ
る
一
つ
の
因
と
も
な
っ
て

　
　
い
る
。

　
　
　
『
第
四
省
察
』
で
は
誤
謬
の
原
因
を
さ
ぐ
る
と
い
う
形
で
悟
性
と
意
志
と
に
つ
い
て
の
一
筋
縄
で
は
ま
と
め
に
く
い
説
明
が
な
さ
れ
て

　
　
い
て
問
題
は
残
る
が
、
意
志
と
悟
性
と
の
関
係
に
つ
い
て
他
の
著
作
で
も
発
言
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
点
を
す
こ
し
見
て
お
き
た

　
　
い
。
ま
ず
『
哲
学
原
理
』
第
一
部
第
三
二
節
を
み
る
と
、
そ
こ
で
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
は

　
　
二
つ
の
思
考
様
態
し
か
な
く
、
そ
の
一
つ
は
自
誓
8
9
。
巨
の
一
一
9
ε
ω
で
あ
り
、
他
は
く
。
一
三
。
つ
ま
り
。
需
韓
δ
＜
。
ぼ
馨
豊
。
。
で
あ
っ
て
、

　
　
ω
ゆ
風
蹄
ρ
ぎ
簿
σ
Q
げ
Q
罫
冨
同
Φ
酵
け
①
温
σ
q
①
話
な
ど
は
「
悟
性
の
知
覚
」
の
さ
ま
ざ
ま
な
様
態
で
あ
り
、
。
ξ
興
ρ
碧
臼
器
詳
p
。
由
四
目
9
貝
ρ
づ
Φ
α
q
錠
ρ

85一　
　
　
　
　
　
デ
カ
ル
ト
の
自
由
意
志
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九
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四
〇

費
ぴ
冨
お
な
ど
は
「
意
志
活
動
」
の
さ
ま
ざ
ま
な
様
態
で
あ
る
」
と
。
思
考
様
態
を
こ
の
よ
う
に
二
つ
に
大
別
す
る
こ
と
は
、
決
し
て
デ

カ
ル
ト
の
創
意
に
も
と
つ
く
も
の
で
な
く
、
お
そ
ら
く
当
時
の
ス
コ
ラ
哲
学
で
慣
用
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
つ
づ
い
て
第
三
三
節

で
は
「
十
分
知
覚
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
判
断
を
下
す
の
で
な
け
れ
ぽ
、
わ
れ
わ
れ
は
誤
り
を
お
か
さ
な
い
」
、
す
な
わ
ち

「
明
晰
判
明
に
知
覚
す
る
も
の
の
み
を
肯
定
し
た
り
否
定
し
た
り
」
し
て
い
る
か
ぎ
り
誤
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
反
し
て
、

あ
る
も
の
を
正
し
く
知
覚
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
に
つ
い
て
判
断
を
下
す
場
合
、
誤
り
を
お
か
す
こ
と
に
な
る
、
と
言
っ

て
い
る
。

　
ま
た
同
じ
く
第
三
四
節
で
は
「
判
断
」
に
つ
い
て
こ
う
述
べ
て
い
る
。
「
判
断
す
る
た
め
に
は
悟
性
が
必
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
わ

れ
わ
れ
が
ど
う
し
て
も
知
覚
し
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
何
も
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
。
し
か
し
さ
ら
に
、
な
ん
ら
か
の
仕
方
で

知
覚
さ
れ
た
も
の
に
同
意
が
あ
た
え
ら
れ
る
た
め
に
は
意
志
も
必
要
で
あ
る
。
」
つ
ま
り
、
判
断
に
は
悟
性
の
ほ
か
に
意
志
が
必
要
で
あ

る
、
と
述
べ
て
い
る
わ
け
で
、
基
本
的
な
考
え
か
た
と
し
て
は
『
第
四
省
察
』
の
場
合
と
か
わ
っ
て
い
な
い
。

　
判
断
作
用
に
お
い
て
主
役
を
占
め
て
い
る
の
は
悟
性
で
あ
り
、
意
志
は
脇
役
的
位
置
に
お
か
れ
て
い
る
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
悟
性

が
意
志
に
先
行
す
べ
き
だ
と
強
調
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
、
主
知
主
義
的
立
場
か
ら
み
る
か
ぎ
り
デ
カ
ル
ト
の
発
言
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
だ

が
、
そ
う
解
す
れ
ば
、
自
由
意
志
と
い
う
形
に
お
い
て
あ
れ
ほ
ど
大
き
な
評
価
が
あ
た
え
ら
れ
た
意
志
の
機
能
は
｝
体
ど
う
な
る
の
だ
ろ

う
か
。
言
い
か
え
れ
ば
、
悟
性
か
ら
意
志
へ
の
働
き
か
け
、
ま
た
逆
に
意
志
か
ら
悟
牲
へ
の
働
き
か
け
は
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
考
え
ら
れ

て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
デ
カ
ル
ト
が
書
き
上
げ
た
も
う
一
つ
の
著
作
、
し
か
も
彼
の
最
後
の
著
書
に
な
っ
た
『
情
念
論
』
（
一
六
四
九
年
）
を
の
ぞ
い
て
み
よ

う
。
こ
こ
で
は
心
の
機
能
と
し
て
の
思
惟
が
二
種
類
に
わ
け
ら
れ
、
そ
の
～
つ
が
「
心
の
能
動
し
（
諒
8
二
。
諺
号
一
、
帥
ヨ
①
）
で
あ
り
、
も

う
一
つ
が
「
心
の
受
動
」
（
寓
窟
ω
ω
陶
§
ω
α
①
一
、
鋤
ヨ
¢
）
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
心
の
能
動
と
は
「
わ
れ
わ
れ
の
意
志
の
す
べ
て
」

で
あ
り
、
心
の
受
動
と
は
わ
れ
わ
れ
の
な
か
に
存
在
す
る
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
「
知
覚
や
認
識
」
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
（
勺
・
。
ω
。
。
一
筆
ρ



　
　
戸
鋤
辱
ミ
）
た
だ
し
『
情
念
論
』
は
何
と
い
っ
て
も
情
念
の
分
析
が
主
要
テ
ー
マ
で
あ
る
た
め
、
こ
の
よ
う
な
広
意
の
「
受
動
」
の
な
か

　
　
で
、
細
意
の
「
心
の
受
動
」
、
す
な
わ
ち
「
情
念
」
が
ど
の
よ
う
に
種
別
化
さ
れ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
デ
カ
ル
ト
は
相
当
神
経
を
つ
か
っ

　
　
た
説
明
を
し
て
い
る
。
そ
の
細
説
は
省
く
と
し
て
、
能
動
と
受
動
と
の
区
別
か
ら
い
え
ば
、
意
志
は
心
の
な
か
の
能
動
面
を
な
し
、
悟
性

　
　
は
そ
の
受
動
面
を
な
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

　
　
　
と
こ
ろ
が
意
志
と
悟
性
と
の
関
係
に
つ
い
て
こ
の
『
情
念
論
』
で
は
一
つ
注
目
す
べ
き
こ
と
ば
が
記
さ
れ
て
い
る
。
「
わ
れ
わ
れ
の
心

　
　
が
、
た
と
え
ぽ
魔
法
の
宮
殿
や
獅
子
頭
・
羊
身
の
怪
獣
の
よ
う
な
ま
っ
た
く
実
在
し
な
い
も
の
を
想
像
し
よ
う
と
努
め
る
場
合
、
ま
た
心

　
　
が
み
ず
か
ら
の
本
性
を
考
え
る
と
き
の
よ
う
に
、
単
に
知
解
で
き
る
だ
け
で
想
像
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
或
る
も
の
を
考
え
よ
う
と
努
め

　
　
る
場
合
、
心
が
こ
れ
ら
の
も
の
か
ら
受
け
る
知
覚
は
、
心
を
し
て
そ
れ
ら
を
知
覚
せ
し
め
る
と
こ
ろ
の
意
志
に
主
と
し
て
依
存
す
る
の
で

　
　
あ
る
」
（
押
舞
■
・
。
O
）
な
ど
の
記
述
は
、
意
志
が
心
の
働
き
の
な
か
で
占
め
て
い
る
大
き
さ
に
つ
い
て
の
デ
カ
ル
ト
の
見
解
を
う
か
が
わ

　
　
せ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
『
情
念
論
』
で
は
誤
謬
の
問
題
に
関
す
る
叙
述
は
見
あ
た
ら
ず
、
ま
た
自
由
意
志
論
に
し
て
も
、
こ
こ
で

　
　
は
σ
q
曾
評
。
。
。
蒙
や
ざ
ヨ
田
綜
な
ど
の
高
貴
な
情
念
の
内
実
を
形
成
す
る
か
た
ち
で
展
開
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
　
　
『
哲
学
原
理
』
お
よ
び
『
情
念
論
』
に
お
い
て
意
志
と
悟
性
と
の
関
係
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
か
を
瞥
見
し
た
あ
と
、
も
う
一

　
　
度
『
省
察
』
で
扱
わ
れ
て
い
る
誤
謬
論
へ
立
ち
も
ど
る
こ
と
に
し
よ
う
。
さ
き
に
も
述
べ
た
と
お
り
、
わ
れ
わ
れ
の
誤
謬
は
、
悟
性
と
意

　
　
志
と
い
う
「
二
つ
の
同
時
に
協
働
す
る
原
因
に
依
拠
す
る
」
（
⇔
昏
餌
ε
。
。
。
霞
ω
凶
ω
。
。
蛇
毒
8
瓢
8
ほ
①
気
ぴ
島
α
8
③
巳
①
話
“
》
β
＜
H
押
段
）
と

　
　
い
わ
れ
て
い
る
。
か
、
そ
の
発
言
の
意
味
な
い
し
そ
の
背
景
は
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
。

　
　
　
中
世
哲
学
思
想
の
研
究
者
と
し
て
令
名
あ
る
ジ
ル
ソ
ン
は
『
デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
自
由
と
神
学
』
に
お
い
て
、
悟
性
と
意
志
と
い
う
二

　
　
つ
の
思
惟
能
力
に
関
す
る
デ
カ
ル
ト
の
考
え
か
た
を
、
ス
コ
ラ
哲
学
の
諸
先
達
、
た
と
え
ぽ
。
っ
け
・
ヒ
d
費
冨
a
や
ω
鉾
↓
ゲ
。
訓
注
の
考
え
か

　
　
た
と
関
連
さ
せ
な
が
ら
い
ろ
い
ろ
検
討
し
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
で
次
の
よ
う
な
説
明
を
し
て
い
る
。
「
も
し
聖
ト
マ
ス
に
と
っ
て
意
志

　
　
に
た
い
す
る
悟
性
の
働
き
か
け
が
き
わ
め
て
確
実
な
も
の
に
見
え
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
こ
と
は
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
も
ま
っ
た
く
お
な
じ

87一　
　
　
　
　
　
デ
カ
ル
ト
の
自
由
意
志
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
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哲
学
研
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第
五
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四
十
四
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
二

だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
〈
意
志
は
善
へ
向
か
う
も
の
で
あ
る
〉
．
と
い
う
ス
コ
ラ
の
命
題
に
た
い
し
て
、
デ
カ
ル
ト
は
異
議
を
さ

し
は
さ
も
う
な
ど
と
は
考
え
て
も
い
な
か
っ
た
、
そ
し
て
こ
の
命
題
を
表
だ
っ
て
口
に
だ
さ
な
い
よ
う
に
し
て
い
た
に
し
て
も
、
は
た
ま

た
明
白
に
公
食
し
て
い
た
に
し
て
も
、
彼
は
し
ば
し
ぼ
こ
の
基
本
命
題
に
訴
え
て
い
る
。
…
…
そ
し
て
こ
の
ス
コ
ラ
的
な
考
え
か
た
こ
そ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

ア
ン
デ
ィ
フ
ェ
ラ
ン
ス
の
自
由
に
た
い
す
る
デ
カ
ル
ト
の
批
判
の
根
底
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
意
志
と
は
「
善
に
向
か
う
」
こ
と

を
そ
の
本
質
的
傾
向
と
し
て
も
つ
も
の
だ
と
す
る
命
題
は
、
デ
カ
ル
ト
も
お
そ
ら
く
ラ
・
フ
レ
ー
シ
ュ
の
教
授
た
ち
か
ら
教
え
こ
ま
れ
た

も
の
で
あ
ろ
う
、
そ
し
て
ジ
ル
ソ
ン
は
わ
れ
わ
れ
も
そ
の
基
本
命
題
を
忘
却
す
る
な
と
警
告
し
て
く
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
誤
謬
が
意
志
と
悟
性
と
の
共
同
の
働
き
か
ら
生
じ
て
く
る
判
断
の
誤
り
だ
と
説
い
て
い
る
点
に
つ

い
て
ジ
ル
ソ
ン
の
解
説
を
参
照
し
て
み
よ
う
。
ジ
ル
ソ
ン
は
こ
う
説
明
す
る
。
誤
謬
は
、
悟
性
に
よ
っ
て
と
ら
え
ら
れ
る
事
物
の
知
覚
に
、

わ
れ
わ
れ
の
意
志
の
選
択
活
動
が
加
わ
っ
て
く
る
と
こ
ろ
が
ら
生
ず
る
と
す
る
議
論
に
た
い
し
て
、
そ
れ
は
い
た
ず
ら
に
無
用
な
も
の
を

も
ち
こ
む
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ず
、
む
し
ろ
認
識
や
判
断
な
ど
の
は
た
ら
き
は
一
切
そ
れ
を
悟
性
に
帰
属
せ
し
め
、
意
志
に
は
た
だ
判
断
の

あ
と
に
つ
づ
く
選
択
作
用
を
保
留
し
て
お
け
ば
い
い
で
は
な
い
か
、
と
い
う
批
判
が
な
さ
れ
よ
う
。
ガ
ッ
サ
ン
デ
ィ
が
デ
カ
ル
ト
に
た
い

し
て
行
な
っ
た
批
評
、
レ
ギ
ゥ
ス
が
一
六
四
七
年
の
即
。
σ
q
鑓
日
日
鋤
で
お
こ
な
っ
た
批
評
も
そ
の
一
例
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
自
身
も
こ
の

議
論
を
知
っ
て
い
た
。
け
だ
し
そ
れ
は
う
・
プ
レ
！
シ
ュ
で
聖
ト
マ
ス
の
名
前
で
教
え
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
か
ら
。
そ
れ
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
彼
は
既
述
の
よ
う
な
仕
方
で
そ
れ
に
変
更
を
加
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
一
体
ど
の
よ
う
な
意
図
が
そ
こ
に
潜
ん
で
い
た
の

で
あ
ろ
う
か
。

　
そ
の
点
に
関
し
て
ジ
ル
ソ
ン
は
聖
ト
マ
ス
の
説
き
か
た
を
紹
介
し
て
、
デ
カ
ル
ト
の
考
え
か
た
が
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
線
上
に
あ
る
こ
と

を
立
証
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
聖
ト
マ
ス
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
意
志
は
本
性
的
に
善
に
向
か
っ
て
い
る
か
ら
し
て
、
意
志
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

志
向
す
る
究
極
厨
的
は
い
か
な
る
も
の
か
を
知
る
た
め
の
商
量
（
α
窪
9
冠
蝕
9
）
が
生
じ
て
く
る
は
ず
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
「
選
択
」

（一

Z
〇
げ
。
ジ
）
に
先
行
す
る
「
商
量
」
の
対
象
に
な
る
も
の
は
究
極
目
的
自
体
で
は
な
く
し
て
、
む
し
ろ
こ
の
目
的
に
到
達
す
る
た
め
の



　
　
「
手
段
」
に
つ
い
て
な
の
で
あ
る
。
疑
わ
し
い
も
の
・
不
確
実
な
も
の
が
問
題
に
な
っ
て
く
る
た
び
に
、
理
性
は
事
前
の
吟
味
な
し
に
判

　
　
断
を
奪
え
る
こ
と
を
回
避
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
わ
れ
わ
れ
の
行
為
は
本
性
的
に
特
心
的
で
偶
有
的
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
多
様
性
の
ゆ
え
に
、

　
　
不
確
実
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
日
切
の
決
断
が
な
さ
れ
る
ま
え
に
、
理
性
に
よ
る
吟
味
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
8
嵩
卿
ぎ
日
と
か

　
　
象
H
8
σ
冨
鉱
。
口
と
か
い
う
名
前
で
呼
ば
れ
る
も
の
は
こ
の
「
理
性
の
吟
味
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
商
量
と
は
、
い
か
な
る
手
段

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
チ
エ
　
ル

　
　
に
よ
っ
て
ひ
と
は
或
る
種
の
目
的
に
到
達
し
得
る
か
を
検
討
し
、
そ
し
て
意
志
に
た
い
し
て
そ
れ
の
選
択
が
な
さ
れ
る
よ
う
な
質
料
を
提

　
　
示
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
商
量
は
意
志
に
依
存
せ
ず
に
は
存
在
し
な
い
。
意
志
は
商
量
に
た
い
し
て
つ
ね
に

　
　
そ
の
質
料
を
提
供
す
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
人
間
は
自
分
が
為
そ
う
と
あ
る
い
は
為
す
ま
い
と
意
欲
す
る
こ
と
に
つ
い
て
商
量
す
る

　
　
の
で
あ
る
か
ら
。
さ
ら
に
、
意
志
は
商
量
に
初
動
的
動
機
を
も
あ
た
え
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
ひ
と
が
手
段
に
つ
い
て
商
量
す
る
の
は
、

　
　
彼
が
目
的
を
意
欲
す
る
が
た
め
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
商
量
」
と
は
「
み
ず
か
ら
を
照
明
せ
ん
と
す
る
意
志
で
あ
る
」
（
§
。
〈
9
8
鼠

　
　
の
鼠
。
冨
零
雨
節
。
・
、
価
。
蛋
H
興
）
と
定
義
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
は
言
っ
て
も
デ
リ
ベ
ラ
シ
ヨ
ン
は
本
質
的
に
理
性
の
仕
事
で
あ
り
、
判

　
　
断
（
甘
象
。
ご
発
寒
δ
鉱
。
。
）
は
こ
の
デ
リ
ベ
ラ
シ
ヨ
ソ
を
終
結
せ
し
め
る
一
つ
の
決
定
な
の
で
あ
る
。
こ
の
判
断
は
あ
く
ま
で
理
性
の
権

　
　
限
に
属
し
、
そ
し
て
意
志
の
選
択
作
用
に
先
行
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
理
性
の
判
断
」
と
「
意
志
の
選
択
」
と
は
篇
章
と
後
件
と
の
関
係
に

　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
　
立
つ
の
で
あ
る
。

　
　
　
ト
マ
ス
説
に
つ
い
て
の
ジ
ル
ソ
ン
の
解
説
は
か
な
り
く
わ
し
く
、
筆
者
は
そ
の
要
点
を
か
い
つ
ま
ん
で
要
約
し
た
に
す
ぎ
な
い
が
、
ジ

　
　
ル
ソ
ン
の
狙
い
は
、
さ
き
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
デ
カ
ル
ト
の
考
え
か
た
も
ト
マ
ス
の
考
え
か
た
と
止
木
的
に
は
お
な
じ
で
あ
る
こ
と
を

　
　
証
明
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
『
第
四
省
察
』
の
な
か
に
は
デ
リ
ベ
ラ
シ
ヨ
ソ
に
つ
い
て
の
発
言
は
ほ
ん
の
僅
か
し
か
な
い
。

　
　
た
と
え
ぽ
「
（
肯
定
す
る
か
、
否
定
す
る
か
、
そ
れ
と
も
判
断
を
下
さ
な
い
か
と
い
う
）
こ
の
イ
ン
デ
ィ
フ
エ
レ
ン
テ
ィ
ア
は
、
単
に
悟

　
　
性
が
ま
っ
た
く
な
に
も
認
識
し
て
い
な
い
も
の
に
お
よ
ぶ
だ
け
で
な
く
、
ま
た
一
般
に
、
意
志
が
そ
れ
に
つ
い
て
商
量
し
て
い
る
ま
さ
に

　
　
そ
の
と
き
に
、
悟
性
に
よ
っ
て
十
分
あ
き
ら
か
に
認
識
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
の
す
べ
て
の
も
の
に
お
よ
ぶ
の
で
あ
る
」
（
＜
一
r
㎝
㊤
）
と
か
、

89一　
　
　
　
　
　
デ
カ
ル
ト
の
自
由
意
志
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三
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四
四

あ
る
い
は
「
商
量
さ
る
べ
き
す
べ
て
の
も
の
の
明
証
的
な
知
覚
に
依
存
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
あ
の
第
一
の
仕
方
で
は
誤
謬
を
お
か
さ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
に
し
て
も
、
…
…
」
（
産
9
2
）
と
い
う
テ
キ
ス
ト
が
し
め
す
よ
う
に
、
デ
リ
ベ
ラ
シ
ヨ
ン
は
肯
定
、

否
定
、
も
し
く
は
傑
留
と
い
う
よ
う
に
意
志
が
決
定
を
下
す
に
あ
た
っ
て
い
ろ
い
ろ
商
量
す
る
、
簡
単
に
い
え
ば
、
思
案
す
る
と
い
う
形

で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
こ
で
は
、
デ
リ
ベ
ラ
シ
ヨ
ン
が
、
善
を
実
現
す
る
た
め
に
と
ら
る
べ
き
行
為
の
手
段
に
つ
い
て
の
商
量
で
あ
り
、
意
志
の
働
き
と
は

こ
の
デ
リ
ベ
ラ
シ
ヨ
ン
に
決
着
を
つ
け
る
選
択
作
用
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
整
然
と
し
た
論
理
は
語
ら
れ
て
い
な
い
。
表
面
に
で
て
い
る

発
言
と
し
て
は
、
誤
謬
の
生
ず
る
原
因
は
「
悟
性
と
意
志
と
の
同
時
的
な
協
働
に
よ
る
判
断
」
で
あ
る
と
い
う
簡
単
な
こ
と
ぽ
、
誤
謬
を

さ
け
る
た
め
に
は
悟
性
の
明
白
な
知
覚
が
な
い
と
こ
ろ
で
は
意
志
の
が
わ
か
ら
の
決
定
を
下
す
な
と
い
う
注
意
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
も

し
こ
れ
ら
の
発
言
の
う
ち
に
、
ジ
ル
ソ
ン
が
指
摘
し
た
よ
う
な
ト
マ
ス
説
と
類
似
し
た
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ぽ
、
デ
カ
ル
ト
の
見
解
は
ト

マ
ス
の
立
場
に
接
近
し
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
た
と
え
そ
う
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
黒
鼠
の
ジ
ェ
ズ
イ
ッ
ト
た
ち
の
見
解
と

ど
の
程
度
ま
で
か
み
合
う
も
の
か
断
定
は
し
に
く
い
。

　
た
だ
最
後
に
ジ
ル
ソ
ン
が
指
摘
し
て
く
れ
た
次
の
注
意
事
項
だ
け
は
忘
れ
な
い
よ
う
に
書
き
と
ど
め
て
お
こ
う
。
す
な
わ
ち
、
デ
カ
ル

ト
が
『
第
四
省
察
』
を
ま
と
め
て
い
た
こ
ろ
、
彼
の
周
辺
で
は
、
「
罪
を
お
か
す
力
は
自
由
で
も
な
け
れ
ば
、
自
由
の
一
要
素
で
す
ら
な

い
」
と
す
る
教
義
が
声
高
に
叫
ば
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
こ
の
教
え
を
説
き
、
し
か
も
そ
の
教
え
が
聖
ト
マ
ス
な
ら
び
に
嬰
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ

ヌ
ス
に
淵
源
す
る
と
説
い
た
神
学
著
た
ち
に
よ
れ
ぽ
、
「
自
由
で
あ
る
」
と
は
ま
さ
に
「
罪
を
お
か
さ
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て

い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
デ
カ
ル
ト
は
「
自
由
」
と
は
「
誤
謬
を
お
か
す
ま
い
と
す
る
確
固
と
し
た
決
意
」
（
貯
3
ω
o
ぎ
ぴ
コ
♂
H
ヨ
Φ

簿
8
霧
3
郎
8
盆
器
窓
ω
ω
φ
け
δ
ヨ
悔
臼
）
だ
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
『
第
四
省
察
臨
で
「
ア
ン
デ
ィ
フ
ェ
ラ
ン
ス
の
自
由
」
を
批

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

判
し
て
い
る
の
は
、
右
の
テ
ー
ゼ
を
確
立
せ
ん
が
た
め
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

　
誤
謬
論
を
軸
に
し
て
語
ら
れ
て
い
る
意
志
と
悟
性
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
な
お
多
く
の
疑
問
点
が
未
解
決
の
ま
ま
に
残
っ
て
い
る
。
卜
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マ
ス
説
と
の
比
較
論
を
し
め
し
て
く
れ
た
ジ
ル
ソ
ソ
の
著
作
か
ら
は
も
ち
ろ
ん
多
く
の
教
示
を
う
け
た
。
意
志
と
悟
性
と
が
思
惟
能
力
の

二
つ
の
様
態
で
あ
る
以
上
、
両
者
が
無
縁
の
関
係
に
お
か
れ
て
い
る
は
ず
は
な
か
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
自
体
と
し
て
見
ら
れ
る
悟
性
の
知

覚
に
誤
り
が
な
く
、
悟
性
と
意
志
と
の
嗣
時
的
協
働
に
よ
る
判
断
に
お
い
て
誤
り
が
生
じ
て
く
る
と
説
く
点
に
は
や
は
り
大
き
な
抵
抗
感

が
わ
い
て
く
る
。
　
「
悟
性
の
知
覚
が
つ
ね
に
意
志
の
決
定
に
先
行
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
自
然
の
光
に
よ
っ
て
明
白
で
あ
る
」

（
ζ
⑦
野
≦
押
8
）
と
か
、
「
悟
性
の
な
か
に
あ
る
大
き
な
光
か
ら
、
意
志
の
な
か
に
あ
る
大
き
な
傾
向
性
が
つ
づ
い
て
生
じ
て
く
る
こ
と

は
確
実
だ
と
思
わ
れ
ま
す
」
（
》
窯
⑦
。
。
ご
隠
る
B
鋤
＝
罐
♪
H
＜
L
δ
）
と
か
記
さ
れ
た
こ
と
ば
は
、
悟
性
と
意
志
と
の
働
き
が
緊
密
な
連

関
作
用
を
な
し
て
い
る
こ
と
を
デ
カ
ル
ト
が
十
分
意
識
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
こ
こ
で
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い

る
「
誤
謬
」
が
単
に
認
識
論
的
な
虚
偽
に
つ
き
ず
、
も
っ
と
底
の
深
い
も
の
、
神
学
的
な
罪
悪
の
概
念
と
触
接
し
て
い
る
こ
と
を
推
測
せ

し
め
る
で
あ
ろ
う
。

　
ち
な
み
に
こ
こ
で
デ
カ
ル
ト
に
対
す
る
○
器
。
。
§
岳
（
H
㎝
㊤
ト
り
一
H
①
α
0
）
の
反
論
に
つ
い
て
見
て
お
こ
う
。
第
五
反
論
に
お
い
て
述
べ
ら
れ

て
い
る
か
ッ
サ
ン
デ
ィ
の
論
点
は
『
省
察
』
全
般
に
わ
た
っ
て
い
て
そ
の
分
量
も
多
い
が
、
「
誤
謬
論
」
に
関
す
る
も
の
を
抽
出
し
て
み

る
と
、
彼
は
次
の
よ
う
に
問
題
を
提
起
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
な
に
ゆ
え
意
志
あ
る
い
は
決
定
の
自
由
が
あ
な
た
に
よ
れ
ぽ
い
か
な

る
限
界
に
よ
っ
て
も
限
ら
れ
て
い
な
い
の
に
、
悟
性
は
制
限
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
。
」
と
こ
ろ
が
自
分
の
見
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、

こ
れ
ら
二
つ
の
能
力
は
等
し
い
範
囲
に
お
よ
ぶ
と
思
わ
れ
、
悟
性
が
意
志
よ
り
も
少
な
く
と
も
一
そ
う
範
囲
が
せ
ま
い
と
い
う
こ
と
は
な

い
、
な
ぜ
な
ら
意
志
は
、
悟
性
が
予
見
し
な
い
よ
う
な
い
か
な
る
も
の
へ
も
動
か
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
い
な
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
悟
性

は
意
志
よ
り
も
ず
っ
と
広
い
範
囲
に
お
よ
ぶ
よ
う
に
さ
え
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
意
志
、
あ
る
い
は
意
志
決
定
、
判
断
、
し
た
が
っ

て
選
択
、
追
求
、
回
避
な
ど
は
、
わ
れ
わ
れ
が
（
そ
れ
に
先
だ
っ
て
）
理
解
し
な
い
よ
う
な
い
か
な
る
も
の
に
つ
い
て
も
存
在
し
な
い
の

で
あ
る
。
ま
た
誤
謬
の
生
ず
る
原
因
に
つ
い
て
ガ
ッ
サ
ソ
デ
ィ
は
次
の
よ
う
に
反
論
し
て
い
る
、
つ
ま
り
、
誤
謬
は
デ
カ
ル
ト
が
い
う
よ

う
に
、
意
志
が
悟
性
よ
り
も
広
い
範
囲
に
お
よ
び
、
悟
性
が
知
覚
し
な
い
も
の
を
判
断
す
る
ま
で
に
拡
が
る
と
い
う
こ
と
か
ら
生
ず
る
の

　
　
　
　
デ
カ
ル
ト
の
自
由
意
志
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五



　
　
　
　
　
　
折
阿
学
研
究
　
第
五
百
四
十
四
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
山
ハ

窺　
　
で
な
く
、
む
し
ろ
「
意
志
も
悟
性
も
等
し
い
範
囲
に
ま
で
お
よ
ぶ
の
で
あ
る
か
ら
、
悟
性
が
あ
る
こ
と
を
正
し
く
知
覚
せ
ず
、
意
志
が
そ

　
　
れ
を
正
し
く
判
断
し
な
い
こ
と
か
ら
生
ず
る
の
で
あ
る
。
」
（
＜
員
。
。
嶺
）

　
　
　
・
石
に
要
約
し
た
よ
う
に
、
ガ
ッ
サ
ソ
デ
ィ
は
摺
性
と
意
志
と
が
そ
の
拡
が
り
に
お
い
て
同
じ
で
あ
る
こ
と
、
い
な
【
歩
進
め
て
、
根
拠

　
　
不
在
の
た
め
意
志
が
判
断
を
下
し
得
な
い
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
も
、
悟
性
の
方
は
漠
然
と
し
て
で
は
あ
る
が
そ
れ
で
も
知
解
し
て
い
る

　
　
（
o
ぴ
。
。
2
善
言
巴
凶
σ
Q
冒
吝
く
H
押
。
。
竃
）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
発
言
を
み
て
も
ガ
ッ
サ
ン
デ
ィ
が
デ
カ
ル
ト
に
く
ら
べ
て
よ
り
主
知
主
義
的

　
　
で
あ
る
こ
と
が
分
る
が
、
し
か
し
同
時
に
ガ
ッ
サ
ソ
デ
ィ
が
、
、
①
昌
。
㌦
．
と
い
う
こ
と
ぽ
に
よ
っ
て
理
解
し
て
い
た
も
の
は
認
識
面
で
の
誤

　
　
謬
の
方
に
傾
斜
が
か
け
ら
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
よ
う
。

　
　
　
こ
の
ガ
ッ
サ
ソ
デ
ィ
の
反
論
に
対
す
る
デ
カ
ル
ト
の
答
弁
は
そ
れ
ほ
ど
説
得
的
と
は
言
い
が
た
い
。
だ
が
結
論
的
に
は
ガ
ッ
サ
ン
デ
ィ

　
　
の
反
論
を
駁
し
て
こ
う
断
言
し
て
い
る
。
「
わ
た
し
は
、
な
ん
ら
か
の
仕
方
で
わ
れ
わ
れ
が
知
癬
し
て
い
な
い
よ
う
な
何
か
を
、
わ
れ
わ

　
　
れ
が
決
し
て
欲
し
は
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
認
め
ま
す
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
が
知
解
す
る
こ
と
と
意
欲
す
る
こ
と
と
が
範
囲
を
等
し

　
　
く
す
る
と
い
う
点
は
否
定
し
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
同
じ
一
つ
の
も
の
に
つ
い
て
非
常
に
多
く
の
こ
と
を
欲
す
る
こ
と
が
で
き

　
　
る
が
、
し
か
し
ご
く
僅
か
の
こ
と
し
か
知
解
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
で
わ
れ
わ
れ
が
不
正
に
判
断
し
て
い
る
と
き
、
だ
か
ら

　
　
と
い
っ
て
不
正
に
欲
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
た
ま
た
ま
不
正
な
何
か
を
欲
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
ま
た
何
か
を
わ
れ
わ
れ
が
不
正
に
知

　
　
解
し
て
い
る
の
で
な
く
、
む
し
ろ
、
わ
れ
わ
れ
が
実
際
に
知
解
し
て
い
る
も
の
以
上
の
何
か
を
知
解
し
て
い
る
と
判
断
す
る
と
き
に
、
わ

　
　
れ
わ
れ
は
不
正
に
知
解
し
て
い
る
と
言
わ
れ
る
だ
け
で
す
。
し
（
＜
H
H
M
ω
謡
）

　
　
　
デ
カ
ル
ト
の
答
弁
は
右
の
テ
キ
ス
ト
が
示
す
よ
う
に
き
わ
め
て
抽
象
的
で
十
分
納
得
し
か
ね
る
。
そ
の
上
用
語
と
し
て
も
、
営
陣
¢
霞
σ
q
臼
。

　
　
と
く
①
奇
と
が
対
立
的
に
使
わ
れ
て
い
る
の
は
よ
い
と
し
て
も
、
こ
の
く
①
涼
と
ま
①
毎
時
母
び
貯
ご
ヨ
な
い
し
一
ぴ
①
婦
＄
。
。
母
げ
蕎
餌
と
の

　
結
び
つ
き
に
つ
い
て
は
疑
念
が
残
る
。
な
お
こ
の
あ
た
り
の
答
弁
を
見
る
か
ぎ
り
誤
謬
の
生
ず
る
原
因
に
つ
い
て
の
説
明
は
十
分
と
い
い

　
　
に
く
い
。
ま
た
①
旨
。
が
｛
巴
。
。
信
欝
℃
・
。
。
舞
償
ヨ
の
三
つ
の
概
念
の
異
同
が
釈
然
と
し
な
い
。
ジ
ル
ソ
ン
は
「
誤
謬
」
の
問
題
を
「
亜
心
」
に
関
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す
る
問
題
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
が
、
デ
カ
ル
ト
と
ガ
ッ
サ
ソ
デ
ィ
と
の
あ
い
だ
に
交
わ
さ
れ
て
い
る
論
争
の
な
か
に
は
そ
の
気
配
が
感

ぜ
ら
れ
な
い
。
エ
ピ
ク
ロ
ス
の
徒
に
は
そ
の
よ
う
な
問
題
を
語
る
こ
と
を
不
必
要
と
見
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

六
　
善
意
志

　
デ
カ
ル
ト
の
自
由
意
志
論
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
、
も
う
一
つ
ど
う
し
て
も
触
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
の
が
「
善
意
志
」
の
問
題
で

あ
る
。
善
意
志
の
概
念
は
、
こ
の
こ
と
ば
が
端
的
に
し
め
す
よ
う
に
、
モ
ラ
ル
・
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
の
中
心
的
位
置
を
占
め
る
も
の
と
い
っ

て
よ
い
。
と
こ
ろ
が
、
し
ぼ
し
ば
語
ら
れ
る
よ
う
に
、
デ
カ
ル
ト
は
『
方
法
叙
説
隔
の
な
か
で
「
暫
定
道
徳
」
に
つ
い
て
語
り
は
し
た
が
、

「
決
定
的
道
徳
」
に
つ
い
て
は
遂
に
そ
の
著
作
を
公
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
彼
の
「
道
徳
学
」
の
全
貌
は
不
明
で

あ
る
と
も
言
え
る
。
微
に
い
り
細
を
う
が
っ
た
道
徳
学
体
系
は
た
し
か
に
誕
生
は
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
も
と
も
と
道
徳
学
は
、
数
学

や
物
理
学
に
お
け
る
よ
う
に
演
算
式
解
答
で
問
題
が
処
理
で
き
る
も
の
で
な
い
。
ま
た
行
為
の
基
準
は
、
実
定
法
で
し
ぼ
ら
れ
る
法
規
違

反
さ
え
な
け
れ
ぼ
す
べ
て
「
可
」
と
さ
れ
る
も
の
で
も
な
い
。
道
徳
の
根
底
に
は
、
人
間
の
自
由
、
人
間
の
尊
厳
の
思
想
が
ゆ
た
か
に
流

れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
根
本
的
な
も
の
が
失
わ
れ
て
い
な
い
か
ぎ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
モ
ラ
ル
・
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
に
つ
い

て
論
議
す
る
十
分
な
理
歯
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。

　
デ
カ
ル
ト
は
哲
学
全
体
の
究
極
目
的
を
「
知
恵
」
（
。
。
昌
δ
馨
昼
器
σ
q
窃
。
。
。
）
の
探
求
に
お
い
て
い
る
。
ま
た
有
名
な
「
樹
木
の
比
喩
」
が

し
め
す
よ
う
に
、
道
徳
学
は
枝
の
部
分
に
あ
て
が
わ
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
他
の
学
問
の
知
識
す
べ
て
を
そ
の
必
要
条
件
に
す
る
人
間

的
サ
ジ
ェ
ス
の
最
高
峯
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
こ
と
に
壮
大
な
発
想
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
こ
の
サ
ジ
ェ
ス
は
果
し
て
あ
ら
ゆ

る
学
的
知
識
の
完
成
を
ま
た
な
け
れ
ば
顕
現
し
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
な
む
し
ろ
、
デ
カ
ル
ト
自
身
こ
の
サ
ジ
ェ
ス
の
本
質
が
も
っ

と
手
近
な
と
こ
ろ
に
そ
の
姿
を
の
ぞ
か
せ
て
い
る
こ
と
を
教
え
て
い
た
の
で
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
こ
そ
「
善
意
志
」
の
概
念
に
ほ
か
な
ら

な
い
。

　
　
　
　
デ
カ
ル
ト
の
自
由
意
志
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七
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八

窺　
　
　
『
哲
学
原
理
』
に
は
デ
カ
ル
ト
の
人
生
観
あ
る
い
は
モ
ラ
ル
・
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
と
い
っ
て
よ
い
も
の
を
端
的
に
う
か
が
わ
せ
て
く
れ
る

　
　
一
つ
の
重
要
な
付
録
が
つ
い
て
い
る
Q
そ
れ
は
王
女
エ
リ
ザ
ベ
ッ
ト
へ
の
献
辞
（
ω
①
冨
巳
ω
。
。
巨
器
牢
ぎ
。
ぢ
同
望
ω
号
Φ
昏
器
）
で
あ
る
。
『
献

　
　
辞
』
の
な
か
で
注
醒
を
ひ
く
の
は
、
才
色
兼
備
の
王
女
に
た
い
す
る
讃
辞
は
別
に
し
て
、
そ
こ
で
力
説
さ
れ
て
い
る
の
が
人
間
の
「
徳
」

　
　
の
問
題
で
あ
り
、
し
か
も
徳
を
ば
、
真
の
徳
と
見
か
け
だ
け
の
徳
に
区
分
し
、
前
者
は
「
事
物
の
正
確
な
認
識
か
ら
で
て
く
る
徳
」
で
あ

　
　
る
の
に
た
い
し
、
後
者
は
「
な
ん
ら
か
の
無
知
に
む
す
び
つ
い
た
徳
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
れ
か
ら
少
し
あ
と
の
と
こ
ろ
で

　
　
こ
う
記
さ
れ
て
い
る
。
「
真
の
徳
の
な
か
で
も
そ
の
多
く
は
正
し
い
認
識
か
ら
の
み
生
ず
る
と
は
い
え
ず
、
な
ん
ら
か
の
誤
謬
か
ら
生
ず

　
　
る
も
の
も
あ
る
。
た
と
え
ぽ
愚
直
か
ら
善
良
が
、
恐
怖
か
ら
敬
震
が
、
絶
望
か
ら
勇
気
が
出
て
く
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
徳
は
た
が

　
　
い
に
ち
が
っ
て
お
り
、
そ
の
た
め
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
名
称
で
よ
ぼ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
た
だ
正
し
い
認
識
か
ら
の
み
生
ず
る
純
粋

　
　
で
・
二
軍
な
徳
は
す
べ
て
一
つ
の
同
じ
本
性
を
も
ち
、
知
恵
（
。
。
p
。
営
①
導
置
　
と
い
う
名
前
で
よ
ぼ
れ
て
い
る
。
」
（
》
日
く
H
凝
距
卜
。
）

　
　
　
デ
カ
ル
ト
が
意
味
し
て
い
る
「
知
恵
」
の
概
念
は
、
そ
の
要
求
内
容
が
き
わ
め
て
高
度
な
も
の
で
、
一
般
の
人
び
と
に
は
と
て
も
達
成

　
　
で
き
そ
う
も
な
い
ほ
ど
高
貴
な
も
の
、
言
っ
て
み
れ
ぽ
天
上
の
イ
デ
ア
の
ご
と
き
も
の
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
デ
カ
ル
ト
は
、
こ
の

　
　
「
知
恵
」
を
獲
得
す
る
た
め
に
は
「
悟
性
の
知
覚
」
（
勺
段
8
℃
け
6
陣
簿
⑦
一
一
Φ
。
ε
。
・
）
と
「
意
志
の
傾
向
」
（
窟
。
冨
諺
δ
〈
。
一
毒
g
江
。
・
）
と
が
必
要

　
　
で
あ
る
、
と
こ
ろ
が
、
こ
の
う
ち
意
志
に
依
存
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
能
力
を
も
っ
て
い
な
い
も
の
は
な
い
が
、
悟
性
に
つ
い
て

　
　
は
人
に
よ
っ
て
優
劣
の
差
が
あ
る
、
し
か
し
生
来
才
能
に
め
ぐ
ま
れ
て
い
ず
、
そ
の
た
め
た
と
え
多
く
の
こ
と
に
無
知
で
あ
る
と
し
て
も
、

　
　
正
し
い
認
識
に
到
達
す
る
た
め
に
は
何
も
の
を
も
い
と
わ
ず
、
五
つ
正
し
い
と
判
断
す
る
こ
と
を
す
べ
て
や
り
と
げ
よ
う
と
す
る
竪
固
で

　
　
不
動
の
意
志
を
課
持
し
さ
え
ず
れ
ば
、
そ
の
人
は
み
ず
か
ら
の
力
螢
に
応
じ
て
知
恵
あ
る
者
と
い
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
、
サ
ピ
ェ

　
　
ン
テ
ィ
ア
が
決
し
て
高
根
の
花
で
は
な
く
、
　
一
般
の
人
び
と
に
も
手
の
届
き
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。

　
　
　
右
に
あ
げ
た
「
意
志
の
傾
向
」
と
は
、
お
そ
ら
く
デ
カ
ル
ト
も
ラ
・
フ
レ
…
シ
品
で
教
わ
っ
た
あ
の
ス
コ
ラ
の
命
題
「
意
志
は
善
を
志

　
　
向
す
る
」
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
悟
性
の
明
敏
さ
に
優
劣
の
ち
が
い
は
あ
ろ
う
と
も
、
正
し
い
悟
性
的
認
識
を
う
け
い
れ
、
正
し
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く
行
動
し
よ
う
と
す
る
確
圃
た
る
意
志
は
万
人
に
可
能
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
意
志
の
も
つ
傾
向
性
は
決

し
て
無
為
の
自
然
的
傾
向
性
で
は
な
い
。
意
志
の
偏
向
も
あ
れ
ぽ
誤
用
も
あ
る
。
堅
固
な
意
志
も
あ
れ
ば
脆
弱
な
意
志
も
あ
る
。
善
意
志

が
、
ま
た
最
高
善
が
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
も
説
か
れ
る
所
以
で
あ
ろ
う
。

　
『
哲
学
原
理
』
の
仏
訳
老
ピ
コ
神
父
あ
て
の
『
書
翰
』
は
、
デ
カ
ル
ト
が
自
分
の
哲
学
全
般
に
た
い
す
る
総
括
的
見
解
を
述
べ
た
大
変

貴
重
な
資
料
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
『
献
辞
』
に
く
ら
べ
る
と
、
分
量
も
ず
っ
と
多
く
、
内
容
も
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
学
問
の

最
高
位
に
お
か
る
べ
き
道
徳
学
に
つ
い
て
も
触
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
善
意
志
と
か
最
高
善
と
か
に
つ
い
て
説
か
れ
て
い
る
部
分
は
ご
く

少
な
い
。
た
と
え
ば
「
信
仰
の
光
で
は
な
し
に
自
然
的
理
性
に
よ
っ
て
正
し
く
考
え
ら
れ
る
最
高
善
は
、
第
一
原
因
に
よ
る
真
理
の
認
識

に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
れ
が
す
な
わ
ち
知
恵
で
あ
り
、
こ
の
知
恵
の
研
究
が
哲
学
で
あ
る
」
（
臼
薯
H
霧
象
冨
葺
・
ρ
じ
d
筐
■
α
．
一
．
℃
慾
践
ρ

7
蒔
誠
）
な
ど
の
文
言
が
散
見
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
善
の
概
念
に
つ
い
て
デ
カ
ル
ト
が
か
な
り
詳
し
く
述
べ
て
い
る
箇
所
が
幸
い
な
こ
と
に
い
く
つ
か
の
書
翰
の
な
か
に
見
い
だ

さ
れ
る
。
そ
れ
ら
の
な
か
で
ま
ず
注
目
す
べ
き
も
の
が
一
六
四
七
年
十
一
月
廿
日
付
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
女
王
ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
あ
て
の
書

翰
で
あ
る
。
こ
れ
は
女
王
が
そ
れ
よ
り
す
こ
し
前
に
自
国
の
ア
カ
デ
ミ
ー
の
所
在
地
ウ
プ
サ
ラ
に
お
も
む
い
た
と
き
、
こ
こ
の
ア
カ
デ
ミ

ー
会
員
の
も
っ
と
も
す
ぐ
れ
た
雄
弁
術
の
教
授
に
「
人
生
の
最
高
善
に
つ
い
て
」
と
い
う
題
目
の
も
と
に
講
演
を
命
じ
た
が
、
聴
講
後
そ

の
内
容
に
不
満
を
感
じ
た
女
王
が
、
お
な
じ
テ
ー
マ
に
つ
い
て
デ
カ
ル
ト
に
所
信
を
述
べ
る
よ
う
に
と
求
め
て
い
る
こ
と
を
O
訂
⇔
9

を
通
じ
て
知
り
、
そ
れ
へ
の
答
え
の
形
で
し
た
た
め
た
も
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
デ
カ
ル
ト
は
次
の
よ
う
な
考
え
を
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
お
よ
そ
ひ
と
は
お
の
お
の
の
事
物
の
良
さ
を
そ
れ
自
体
と
し
て

考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
は
「
最
高
善
」
が
神
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
、
な
ぜ
な
ら
神
は
他
の
被
造
物
よ

り
比
較
に
な
ら
ぬ
ほ
ど
ず
っ
と
完
全
な
も
の
で
あ
る
か
ら
。
だ
が
、
ま
た
ひ
と
は
事
物
の
良
さ
を
わ
れ
わ
れ
に
結
び
つ
け
て
考
え
る
こ
と

も
で
き
る
。
そ
し
て
こ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
な
ん
ら
か
の
仕
方
で
わ
れ
わ
れ
に
所
属
し
て
い
る
も
の
で
、
し
か
も
そ
れ
を
所
有
す
る
こ

　
　
　
　
デ
カ
ル
ト
の
自
由
意
志
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九
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五
〇

と
が
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
完
全
に
な
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
除
い
て
は
、
善
と
み
な
さ
る
べ
き
も
の
が
一
つ
も
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
古

代
の
哲
学
者
た
ち
は
、
信
仰
の
光
に
照
ら
さ
れ
て
い
な
い
が
ゆ
え
に
超
自
然
的
な
至
福
に
つ
い
て
は
何
も
知
る
と
こ
ろ
な
く
、
た
だ
こ
の

世
界
に
お
い
て
所
有
し
得
る
も
ろ
も
ろ
の
善
し
か
考
え
ず
、
そ
れ
ら
の
善
の
な
か
で
最
高
の
も
の
が
何
で
あ
る
か
と
た
ず
ね
た
。
さ
て
自

分
と
し
て
は
、
「
善
」
を
、
わ
れ
わ
れ
が
所
有
し
て
い
る
善
、
あ
る
い
は
わ
れ
わ
れ
が
獲
得
す
る
力
の
あ
る
善
と
限
定
し
て
考
え
た
い
。

そ
の
よ
う
な
前
提
に
立
つ
と
、
人
間
全
体
の
最
高
善
と
は
、
あ
る
人
た
ち
の
な
か
に
存
在
し
て
い
る
よ
う
な
、
魂
と
肉
体
お
よ
び
財
産
な

ど
の
、
す
べ
て
の
善
の
集
合
で
あ
る
の
に
た
い
し
、
各
個
人
の
最
高
善
と
は
そ
れ
と
ま
っ
た
く
鋼
の
も
の
で
、
そ
れ
は
「
善
を
な
そ
う
と

　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

す
る
確
固
た
る
意
志
、
な
ら
び
に
そ
の
意
志
が
生
み
だ
す
と
こ
ろ
の
満
足
感
」
で
あ
る
。
（
毒
Φ
暁
禽
日
①
ぎ
一
§
＄
結
ぼ
。
昌
憲
器
段
一
Φ

8
暮
雲
富
ヨ
①
9
自
．
亀
①
窟
。
島
蝕
け
）
　
け
だ
し
魂
の
善
は
結
局
、
よ
き
も
の
を
認
識
す
る
こ
と
と
、
よ
き
も
の
を
意
志
す
る
こ
と
、
の
ど
ち

ら
か
に
帰
属
す
る
が
、
そ
の
う
ち
前
者
の
方
は
し
ば
し
ぼ
わ
れ
わ
れ
の
力
に
余
る
の
に
た
い
し
て
、
後
者
の
方
は
わ
れ
わ
れ
が
絶
対
的
に

支
配
し
得
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
最
善
だ
と
判
断
し
た
す
べ
て
の
こ
と
を
確
実
に
行
な
い
、
且
つ
そ
れ
ら
の
こ
と
が
ら
を
よ
く

認
識
す
る
た
め
に
全
精
神
力
を
用
い
よ
う
と
す
る
堅
固
で
不
動
な
決
心
を
も
つ
こ
と
以
外
に
、
こ
の
意
志
を
よ
り
ょ
く
支
配
す
る
道
は
な

い
。
そ
し
て
す
べ
て
の
徳
は
た
だ
こ
の
一
事
に
存
す
る
の
で
あ
る
。
古
来
の
有
名
な
道
徳
説
の
う
ち
、
ゼ
ノ
ソ
は
最
高
善
を
美
徳
あ
る
い

は
名
誉
に
お
い
た
の
に
た
い
し
、
エ
ピ
ク
ロ
ス
は
そ
れ
を
快
楽
と
い
う
名
で
よ
ぼ
れ
る
と
こ
ろ
の
満
足
感
の
な
か
に
お
い
た
が
、
自
分
の

考
え
で
は
こ
れ
ら
一
見
栢
反
す
る
見
解
も
和
解
さ
れ
得
る
。
な
ぜ
な
ら
、
お
よ
そ
あ
ら
ゆ
る
悪
徳
が
、
無
知
の
結
果
に
し
て
且
つ
後
悔
を

う
み
だ
す
も
と
と
な
る
「
不
安
と
心
の
弱
さ
」
か
ら
生
ず
る
の
に
た
い
し
て
、
美
徳
と
い
わ
れ
る
も
の
は
、
ひ
と
が
善
な
り
と
儒
ず
る
こ
」

と
が
ら
の
み
を
為
そ
う
と
す
る
「
決
意
と
心
の
強
さ
」
の
う
ち
に
の
み
存
在
す
る
、
さ
ら
に
、
人
生
に
お
け
る
最
大
の
且
つ
も
っ
と
も
堅

固
な
満
足
感
が
生
ず
る
の
は
、
自
由
意
志
の
よ
き
使
用
か
ら
で
あ
る
か
ら
し
て
。

　
右
に
要
約
し
た
ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
女
王
あ
て
の
手
紙
が
し
め
す
よ
う
に
、
デ
カ
ル
ト
は
美
徳
と
よ
ば
れ
る
も
の
は
「
善
を
な
そ
う
と
す

る
堅
い
意
志
」
あ
る
い
は
「
自
由
意
志
の
よ
き
使
用
」
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
と
述
べ
、
そ
の
上
こ
の
自
由
意
志
は
、
わ
れ
わ
れ
を



言
わ
ば
神
と
似
た
も
の
に
し
、
わ
れ
わ
れ
を
し
て
神
の
臣
下
と
な
る
こ
と
を
免
れ
さ
せ
て
く
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
の

よ
き
使
用
は
わ
れ
わ
れ
の
す
べ
て
の
善
の
な
か
で
も
っ
と
も
大
き
い
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
そ
れ
は
当
然
わ
れ
わ
れ
の
な
か
に
存
在
し
得

る
も
っ
と
も
高
貴
な
も
の
で
あ
る
と
言
い
切
っ
て
い
る
。
こ
の
手
紙
の
日
付
は
既
述
の
と
お
り
、
噺
六
四
七
年
十
一
月
で
あ
る
か
ら
し
て
、

一
六
四
一
年
刊
行
の
『
省
察
』
の
な
か
で
自
由
意
志
を
「
神
の
あ
る
似
製
し
（
》
ヨ
く
直
撃
）
と
明
記
し
た
と
き
と
デ
カ
ル
ト
の
思
想
が

本
質
的
に
な
ん
ら
変
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
た
だ
こ
の
書
翰
に
お
い
て
は
、
自
由
意
志
が
す
な
わ
ち
善
意
志
で
あ
り
、
ま

た
善
意
志
と
は
自
歯
意
志
の
よ
き
使
用
を
意
味
す
る
と
し
て
、
善
概
念
を
入
間
の
が
わ
に
引
き
よ
せ
て
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

　
「
善
」
の
規
定
を
こ
こ
ま
で
明
確
化
し
て
く
る
と
デ
カ
ル
ト
の
臼
指
す
モ
ラ
ル
・
ラ
イ
フ
の
あ
り
か
た
も
大
凡
の
見
当
が
つ
い
て
く
る

わ
け
で
あ
る
が
、
文
献
的
に
も
一
六
四
五
年
八
月
四
日
付
帯
リ
ザ
ベ
ッ
ト
王
女
あ
て
の
書
翰
は
重
要
な
資
料
と
な
ろ
う
。
彼
は
こ
の
な
か

で
セ
ネ
カ
の
著
書
．
．
U
Φ
〈
ぎ
σ
＄
8
．
、
に
つ
い
て
論
じ
、
し
か
も
初
め
に
セ
ネ
カ
自
身
の
こ
と
を
「
信
仰
に
よ
っ
て
す
こ
し
も
照
ら
さ
れ

る
こ
と
な
く
、
た
だ
自
然
的
理
性
の
み
を
導
き
手
と
し
て
い
る
哲
学
着
」
と
規
定
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
デ
カ
ル
ト
は
セ
ネ
カ
が
問
題
に

し
た
「
至
福
の
生
き
か
た
」
（
三
く
忠
Φ
σ
①
p
8
）
を
解
説
し
、
こ
の
ラ
テ
ン
語
は
フ
ラ
ン
ス
語
で
く
ζ
①
雲
霞
魯
。
。
①
ヨ
①
簿
と
訳
し
た
い
こ
と

ぽ
で
あ
る
が
、
し
か
し
一
、
花
霞
（
幸
運
、
幸
福
）
と
ご
ま
帥
州
民
①
（
至
福
、
浄
福
）
と
の
あ
い
だ
に
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
、
す
な
わ

ち
典
型
は
わ
れ
わ
れ
の
外
に
あ
る
事
物
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
の
に
た
い
し
て
、
後
者
は
精
神
の
集
金
な
満
足
お
よ
び
内
面

的
な
悦
び
の
う
ち
に
存
在
す
る
、
そ
し
て
賢
者
た
ち
は
た
と
え
幸
運
に
め
ぐ
ま
れ
な
く
と
も
、
こ
の
よ
う
な
完
全
な
心
の
喜
び
を
獲
得
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
盛
装
掃
『
9
8
と
は
か
か
る
完
全
に
満
ち
足
り
た
精
神
を
も
つ
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
、

と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
か
か
る
心
の
満
足
感
を
得
る
に
は
ど
の
よ
う
に
す
べ
き
か
に
つ
い
て
語
り
、
デ
カ
ル
ト
は
こ
こ
で
人
び
と
が
遵
守

す
べ
き
三
つ
の
規
則
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
の
の
規
則
は
『
方
法
叙
説
』
で
説
か
れ
た
「
暫
定
的
道
徳
し
の
三
つ
の
格
率
と
か
な
り
違
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

お
り
、
比
較
検
討
す
る
と
種
々
興
味
あ
る
問
題
点
を
示
し
て
く
れ
る
が
、
本
稿
で
は
そ
こ
ま
で
立
ち
入
る
余
裕
は
な
い
。
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五
二

　
「
デ
カ
ル
ト
の
自
由
意
志
論
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
本
稿
で
、
筆
者
は
主
と
し
て
『
省
察
』
、
『
哲
学
原
理
』
の
テ
キ
ス
ト
に
拠
り
、
ま
た

一
部
『
情
念
論
』
や
『
書
翰
』
の
文
言
を
援
用
し
な
が
ら
、
デ
カ
ル
ト
が
「
自
由
意
志
」
の
概
念
を
ど
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
た
か
を
検

討
し
て
み
た
。
思
想
書
の
常
と
し
て
、
お
な
じ
こ
と
ぽ
で
も
テ
キ
ス
ト
の
選
び
か
た
に
よ
っ
て
発
言
内
容
が
ち
が
っ
て
見
え
る
し
、
ま
た

コ
ン
テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
て
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
相
違
も
感
ぜ
ら
れ
る
。
そ
の
上
ラ
テ
ン
語
や
フ
ラ
ン
ス
語
に
よ
る
表
現
を
正
確
に
日
本

語
に
う
つ
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
懸
念
も
あ
っ
て
、
あ
ま
り
断
定
的
な
結
論
は
下
し
に
く
い
。

　
こ
の
よ
う
に
い
ろ
い
ろ
注
意
す
べ
き
点
は
あ
る
が
、
し
か
し
右
に
あ
げ
た
著
作
を
通
じ
て
知
り
得
る
こ
と
は
、
デ
カ
ル
ト
が
意
志
の
本

質
を
「
自
由
」
と
い
う
形
で
把
握
し
、
し
か
も
か
か
る
意
志
の
働
き
の
う
ち
に
サ
ジ
ェ
ス
の
実
現
と
い
う
人
間
の
究
極
顔
標
を
設
置
し
た

と
い
う
点
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
デ
カ
ル
ト
が
思
索
し
て
い
た
当
時
の
思
想
的
背
景
を
み
る
と
、
こ
の
時
代
に
は
カ
ト
リ
ッ
ク
と
ユ
グ
ノ
ー

と
の
対
立
も
消
え
て
い
ず
、
そ
の
上
カ
ト
リ
ッ
ク
の
が
わ
に
お
い
て
も
内
部
の
セ
ク
ト
的
抗
争
が
次
第
に
表
面
化
し
て
き
た
だ
け
に
、
意

志
の
自
由
を
め
ぐ
る
問
題
は
神
学
者
の
あ
い
だ
で
も
再
び
重
要
な
論
議
の
対
象
に
な
っ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
神
学
の
領
域
に
足
を
ふ
み

い
れ
る
こ
と
を
極
力
警
戒
し
て
い
た
デ
カ
ル
ト
に
し
て
も
本
当
は
全
く
そ
の
圏
外
に
立
つ
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
と
に
彼

が
若
き
日
学
ん
だ
ラ
・
フ
レ
！
シ
ュ
学
院
で
は
イ
エ
ズ
ス
会
の
神
父
た
ち
を
通
じ
て
ス
コ
ラ
学
の
諸
命
題
を
学
ん
で
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、

自
由
意
志
論
と
い
う
も
の
が
ど
れ
程
厄
介
な
神
学
の
問
題
で
あ
る
か
を
知
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
ま
た
『
省
察
翫
や
『
哲
学
原
理
』
を

執
筆
し
て
い
た
こ
ろ
、
「
恩
寵
と
自
由
意
志
」
の
テ
ー
マ
を
め
ぐ
っ
て
激
烈
な
異
端
論
争
が
闘
わ
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
か
な
り
詳
し
く
知

っ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。
事
実
、
さ
き
に
あ
げ
た
ピ
コ
宛
の
書
翰
の
な
か
で
「
い
ま
世
間
を
さ
わ
が
せ
て
い
る
異
端
や
紛
争
の
第
一
の

原
因
」
（
b
づ
筐
．
氏
＝
e
逗
駄
蝕
p
も
●
蒔
ω
O
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
も
そ
の
証
拠
の
一
つ
に
な
ろ
う
。

　
『
省
察
』
で
批
判
さ
れ
て
い
る
「
ア
ン
デ
ィ
フ
ェ
ラ
ン
ス
の
自
由
」
は
、
モ
リ
ナ
説
や
ま
た
当
時
の
モ
リ
ニ
ス
ト
（
た
と
え
ぽ
パ
リ
大



　
　
学
の
論
客
ピ
・
鼠
。
一
壽
）
の
教
説
を
直
接
の
対
象
に
し
た
も
の
と
は
受
け
と
り
に
く
い
が
、
し
か
し
こ
の
教
説
の
支
持
老
か
ら
み
れ
ば
決

　
　
し
て
心
お
だ
や
か
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
。
『
哲
学
原
理
』
に
で
て
く
る
「
自
由
す
な
わ
ち
イ
ン
デ
ィ
フ
ェ
レ
ン
テ
ィ
ア
」
と
い
う

　
　
こ
と
ば
が
、
モ
リ
ニ
ス
ト
の
主
張
を
意
識
し
て
の
訂
正
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
も
な
に
ぶ
ん
ほ
か
の
諸
節
と
の
む
す
び
つ
き
が
今
一
つ
は

　
　
つ
き
り
し
な
い
だ
け
に
断
定
は
し
に
く
い
。

　
　
　
『
第
四
省
察
』
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
「
意
志
と
悟
性
篇
と
の
関
係
、
と
く
に
誤
謬
の
原
因
と
看
な
さ
れ
る
而
者
の
同
時
協
働
論
は
、
ジ

　
　
ル
ソ
ン
が
示
し
て
く
れ
た
よ
う
な
聖
ト
マ
ス
の
理
説
と
の
比
較
研
究
を
ま
っ
て
初
め
て
深
い
理
解
が
得
ら
れ
よ
う
。
そ
れ
で
も
デ
カ
ル
ト

　
　
が
ト
マ
ス
説
を
ど
の
程
度
ま
で
下
敷
に
し
て
自
説
を
展
開
し
た
の
か
は
分
り
に
く
い
。
テ
キ
ス
ト
に
も
と
つ
く
か
ぎ
り
、
真
偽
判
別
の
主

　
　
導
権
は
悟
性
の
が
わ
に
お
か
れ
て
い
る
か
に
み
え
る
。
し
か
し
悟
性
概
念
自
体
が
デ
カ
ル
ト
に
よ
れ
ぽ
相
当
幅
の
広
い
も
の
で
あ
る
か
ら

　
　
し
て
、
「
悟
性
の
知
覚
」
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
が
す
べ
て
真
理
認
識
に
薩
結
し
て
く
る
わ
け
で
は
な
い
。
さ
ら
に
「
誤
謬
し
の
概
念
内
容

　
　
が
あ
い
ま
い
で
あ
る
。
数
学
や
物
理
学
の
よ
う
な
学
問
領
域
で
は
正
誤
の
区
別
は
割
合
は
っ
き
り
し
よ
う
。
だ
が
、
形
而
上
学
や
神
学
な

　
　
ど
で
は
、
欠
除
と
か
非
有
と
か
い
う
抽
象
的
名
辞
を
使
用
し
つ
つ
も
、
内
心
的
に
は
「
悪
」
や
「
罪
」
が
論
議
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。

　
　
意
志
の
働
き
が
重
視
さ
れ
る
こ
と
当
然
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
女
王
な
ら
び
に
エ
リ
ザ
ベ
ッ
ト
王
女
あ
て
の
書
翰
で
は
、
最
高
善
と
か
善
意
志
な
ど
へ
の
言
及
も
あ
り
、
自
由
意
志

　
　
が
善
を
志
向
す
る
意
志
で
あ
る
こ
と
が
次
第
に
は
っ
き
り
し
て
く
る
。
セ
ネ
カ
の
著
作
を
す
す
め
て
い
る
点
で
も
、
デ
カ
ル
ト
が
ス
ト
ア

　
　
の
思
想
に
接
近
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
だ
が
信
仰
の
光
に
無
縁
な
ス
ト
イ
シ
ズ
ム
は
決
し
て
彼
の
究
極
の
拠
り
ど
こ
ろ
に
は
な
ら

　
　
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
数
学
的
方
法
を
こ
よ
な
く
尊
び
、
ス
コ
ラ
の
論
理
を
痛
烈
に
批
判
し
た
と
は
い
え
、
彼
は
信
仰
の
論
理
を
す
べ
て

　
　
か
な
ぐ
り
捨
て
た
わ
け
で
は
な
い
。
自
然
の
光
に
照
破
さ
れ
て
当
時
の
学
聞
領
域
全
般
へ
楽
欲
と
も
思
え
る
ほ
ど
探
求
の
手
を
伸
ば
し
た

　
　
デ
カ
ル
ト
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
彼
の
背
後
に
は
や
は
り
信
仰
の
灯
が
と
も
っ
て
お
り
、
し
か
も
そ
れ
は
あ
く
ま
で
カ
ト
リ
ッ
ク
の

　
　
が
わ
か
ら
と
も
さ
れ
つ
づ
け
て
い
た
。
た
だ
し
当
時
の
神
学
論
争
に
巻
き
こ
ま
れ
る
こ
と
を
極
力
さ
け
て
い
た
が
ゆ
え
に
、
外
見
的
に
は
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隠
れ
て
棲
む
賢
者
の
風
を
て
い
し
て
い
た
と
も
推
測
さ
れ
よ
う
。

五
四

（
了
）

注
（
1
）
9
評
。
昌
は
、
凄
2
受
。
陣
ぎ
伊
韻
興
窪
8
が
最
も
低
い
度
会
の
自
由
で
あ
り
、
ま
た
最
も
高
い
度
合
の
自
由
は
、
わ
れ
わ
れ
が
真
理
の
圧
力
に

　
抗
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
よ
う
な
条
件
の
う
ち
に
存
し
て
い
る
、
こ
れ
ら
の
命
題
は
双
方
と
も
モ
リ
ニ
ズ
ム
に
た
い
す
る
直
接
の
挑
戦
で
あ
り
、
ま
た
．

．
あ
と
の
命
題
は
す
く
な
く
と
も
種
別
的
に
は
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ト
的
で
あ
る
、
こ
の
事
態
を
前
に
し
て
わ
れ
わ
れ
は
デ
カ
ル
ト
の
中
立
宣
言
の
真
帆
さ
を

　
ど
の
よ
う
に
し
て
弁
護
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
と
問
い
か
け
、
そ
し
て
結
論
的
に
は
、
デ
カ
ル
ト
の
考
え
か
た
が
モ
リ
ニ
ス
ト
的
で
も
な
け
れ
ば
、
ジ
ャ

　
ソ
セ
ニ
ス
ト
的
で
も
な
く
、
ま
た
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
的
で
も
な
く
し
て
、
ま
さ
に
デ
カ
ル
ト
独
自
の
も
の
だ
っ
た
と
い
っ
て
い
る
。

　
（
6
び
O
℃
ぴ
一
一
〇
ω
O
唱
げ
《
O
暁
　
】
）
O
◎
o
O
麟
目
件
①
o
o
・
O
ぴ
P
℃
・
×
℃
切
巴
①
①
零
ぐ
『
陣
一
一
p
o
づ
画
件
ゲ
Φ
ζ
O
同
P
広
い
竃
①
●
）

（
2
）
　
○
臨
8
ジ
い
⇔
財
げ
Φ
＃
ひ
。
ゲ
①
賊
O
①
。
嘔
8
警
Φ
。
。
醇
ド
↓
ぴ
傷
。
δ
σ
q
一
〇
”
賢
N
⑩
卜
⊃
．

（
3
）
訂
弩
①
餅
蜜
醜
器
嘗
ρ
0
9
0
び
お
屋
し
。
H
．

（
4
）
　
の
出
ω
o
P
o
ロ
く
．
o
搾
少
ワ
b
っ
駆
P

（
5
）
目
無
ま
話
け
げ
詳
と
は
「
熟
考
」
と
か
「
思
案
」
と
か
訳
さ
れ
る
こ
と
ば
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
敢
て
「
商
量
」
と
い
う
す
こ
し
か
た
い
訳
語
を
あ
．

　
て
て
み
た
。
商
量
と
は
「
い
ろ
い
ろ
は
か
り
考
え
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

（
6
）
　
〇
二
。
・
o
戸
。
二
く
◆
o
詳
少
℃
．
卜
⊃
＆
も
刈
ρ

（
7
）
　
原
文
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
Q
イ
タ
リ
ッ
ク
は
筆
者
。
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傷

　
σ
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O
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煽
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0
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窺
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冗
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く
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》
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O
コ
℃
O
。
謄
臨
ヨ
帥
げ
①
罎
O
甑
げ
口
。
。
賢
げ
ω
億
口
O
お
唱
ユ
O
凱
籠
。
旨
O
侮
o
ρ
巳
℃
Φ
海
傷
舞
帥
げ
Φ
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壽

　
質
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円
8
讐
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轟
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餌
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ρ
巳
び
器
恥
恥
腎
警
N
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ミ
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ミ
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ミ
ミ
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”
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困
H
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日
）

（
8
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8
戸
。
信
く
「
9
審
じ
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ト
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Q
心
・
q
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（
9
）

　
で

（
1
0
）

§
Φ
〔
興
ヨ
①
く
。
ご
纂
邸
暗
黒
。
路
聲
器
は
「
正
し
く
行
為
し
よ
う
と
す
る
堅
固
な
意
志
」
で
あ
る
が
前
後
の
文
脈
か
ら
み
て
、
一
歩
ふ
み
こ
ん

「
善
を
な
そ
う
と
す
る
…
…
」
と
訳
し
て
み
た
。
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The　outline　of　such　an　article　as　appears　in　more　than　one　nzember　of’　this

maga2ine　is　to　be　givevz　togethev“　with　the　last　instalnzent　of　the　article

Le　Libre　Arbitre　chez　Descartes

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　par　Yoshihiko　Nishimura

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Professeur　emerite　de

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　philosophie　a　1’Universlt6

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　municipale　d’Osaka

　　Nous　souhaitons　iei　aborder　quelques　questions　relatives　a　1’idee　de

liberte　chez　Descartes．　Un　de　textes　fondamentaux　sur　ce　therne　est　la

Quatrie’me　Mgditation．　Beaucoup　d’idees　problematiques　y　apparaissent，

dont　il　est　necessaire　de　faire　un　examen　minutieux．　Nous　nous

contenterons　de　traiter　ici　trois　questions　a　notre　avis　majeurs．

　　La　premiere　a　trait　a　la　libert6　d’indiff6rence，　d6finie　comme　le　p1us

bas　degr6　de　la　liberte　puisque　d’apr6s　Descartes：＜＜C’est　｝a　liberte　que

je　sens，　lorsque　je　ne　sens　point　emporte　vers　ttn　c6t6　plut6t　que・vers

un　autre　par　le　poids　d’aucune　raison＞＞　（AT．　IX－i，　p．　46）．　Cela　se

comprendrait　aisement　si　la　notion　meme　de　libert6　d’indiff6rence　avait

toujours　repondu　a　｝a　definition　qu’il　en　donnait　dans　ia　rvftiditation．

Or　ia　premiere　moitie　du　XVIIe　siec｝e　a　vu　en　France　de　violents

disputes　th6010giques　au　sujet　des　rapports　de　la　grace　divine　et

du　iibre　arbitre，　entre　」6suites　et　oratoriens，　puis　entre　」6suites　et
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jansenistes．　Peut－on　croire　qu’alors　que　Descartes　6crisait　ses　ITIfgditations

et　y　d6finissait　cette　notion，　il　ignorait　ces　disputes　ceiebres？　Encore

qu’il　ait　sans　aucun　doute　souhait6　se　tenir　，it　t’6cart　de　debats　aux

lmplications　muitiples，　dans　1es　deux　ouvrages　（Meditations　et　Principes）

qu’il　a　publies　a　1’epoque　de　ces　querelles，　on　ne　peut　n6gliger

l’interference　des　th60iogiens　et　philosophes　contemporains．　Or，　si　dans

la　Quatrieme　Meditation　la　libert6　d’indiff6rence　est　1e　degre　infime　de

！a　libert6，　dans　la　premiere　partie　des　Principes　au　contraire，　e！le

en　est　le　degre　sup6rieure．　Ce　profond　changement　ne　pourrait－il

s’expiiquer　par　1’influence　des　luttes　th60riques　mentionn6es　plus　haut？

　　La　deuxieme　question　porte　sur　le　rapport　entre　1’entendement　et　la

volonte．　ll　semble　que　chez　Descartes，　liberte，　！ibre　arbitre　et　volont6

signifient　ti　peu　prds　ia　m6me　chose．　ll　tient　la　vo1onte　en　haut

estime，　et　il　dit　qu’　＜＜il　n’y　a　que　la　seul　vo｝ont6　que　」’exp6rimente　en

moi　etre　si　grande，　que　je　ne　congois　point　1’idee　d’aucune　autre　pltts

slmp1e　et　plus　6tendus＞，　et　que　＜＜la　puissance　de　vouloir，　laque｝｝e　j’aj

regue　de　Dieu，　n’est　point　d’elle－mEme　la　cause　de　nos　erreurs，　car

elle　est　tres－ample　et　tr6s－parfaite　en　son　espdice＞＞　（AT．　IX”1，　p．　46）．

En　d6pit　de　ce｝a　il　tient　la　volonte　pour　ia　cause　de　nos　erreurs，　parce

que，　la　voiont6　6tant　plus　ample　et　plus　etendue　que　i’entendement，　on

1’applique　aussi　aux　choses　qu’on　n’entend　pas．　1｝　reste　a　expliquer　ces

expressions　contradictoires．

　　Un　autre　aspect　de　la　pensee　philosophique　de　Descartes　apparait

a　le　lecture　de　ses　lettres　a　la　Raine　Christine　et　a　la　Princesse

Eiisabeth，合qui　il　recomlnande　par　example　De▽伽Beata　de　S6nさque，

en　insistant　sur　1a　necessit6　d’observer　les　trois　regles　pour　aboutir

a　cette　vie　de　beatitude　（A　Elisabeth，　4　aout　1645）．　De　p｝us，　il　dit

clairement　que　＜＜c’est　de　ce　bon　usage　du　libre　arbitre，　que　vient　le
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grand　et　le　plus　solide　eontentement　de　la　vie＞＞　（A　Christine，　20

novembre　1647）．

　　Bien　que　Descartes　ait　6t6　un　des　constructeurs　de　ia　philosophie

moderne，　les　contstraintes　ext6rieurs　lbnt　pousse　a　tenir　en　r6serve　sa

pens6e　profonde　dans　le　domaine　religieux　ou　th6010gique．　ll　a　accord6

d’autre　part　une　place　preponderante　a　la　libert6　que　chacttn　possede

en　soi．　Mais　sa　doctrine　de　la　iiberte　n’a　jamais　porte　atteinte　a　sa　foi

catholique．

　　　　　　Career　Analysis：　an　lnteractionist　Perspective

　　　　　　　　一　On　the　lnterpretation　of　Jacfe－Roller　一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by　Makoto　Hogetsu

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Associate　Professor　of　Socio！ogy，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Faculty　of　Letters，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kyoto　University

　　Interactionist　is　concerned　with　individual　life　history　and　tries　to

explore　how　peop｝e　live　their　unique　lives　in　different　social　positions．

We，　as　interactionist，　assume　that　individual　life　history　consists　of　a

sequence　of　its　own　career－mal〈ing　processes．　Through　these　processes

peopie　always　try　to　achieve　their　tasks　or　to　resolve　their　problems

that　they　are　facing　in　their　interactions　deeply　rooted　in　their　social

positions　and　situations．

　　This　paper　is　to　examine　the　career－making　processes　of　Stanley

who　is　a　hero　in　Jacle－Roller　written　by　C．R．　Shaw．　lt　can　be　seen

that　hls　life　history　consists　of　four　career　phases：　making　of　the

habitual　run　away　career，　the　institutional　accommQdation　career，出e
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