
種
の
論
理
と
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
の
批
判ジ

ェ
ー
ム
ズ
・
W
・
ハ
イ
ジ
ッ
タ

　
田
辺
元
の
哲
学
は
臼
本
語
圏
以
外
に
は
ま
だ
十
分
に
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
時
間
の
経
過
に
つ
れ
て
ま
す
ま
す
注
目
を
浴
び
る
よ
う

に
な
る
と
私
は
信
じ
て
い
ま
す
。
田
辺
を
単
に
日
本
の
一
思
想
家
に
す
ぎ
な
い
と
み
な
す
の
は
重
大
な
不
正
で
す
。
西
田
哲
学
、
西
谷
哲

学
と
と
も
に
田
辺
の
哲
学
も
ま
た
世
界
レ
ベ
ル
の
哲
学
で
あ
る
か
ら
で
す
。
表
面
で
は
こ
の
主
張
は
特
に
気
に
障
ら
な
い
容
易
に
受
け
入

れ
ら
れ
そ
う
な
主
張
で
す
が
、
裏
面
で
は
呑
み
込
み
が
た
い
判
断
で
す
。
し
か
し
ま
さ
に
こ
の
判
断
の
裏
表
の
ゆ
え
に
こ
そ
、
私
は
十
年

余
り
前
か
ら
田
辺
の
思
想
に
関
心
を
も
ち
続
け
て
き
た
の
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
第
一
の
、
い
わ
ば
浅
い
意
味
で
は
、
京
都
学
派
の
哲
学
老
を
「
世
界
的
」
と
呼
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
彼
ら
が
現
代
世
界
に
薄
し
て
日
本

の
精
神
史
の
最
適
の
代
表
者
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
他
の
思
想
形
態
の
中
で
思
想
的
に
育
ま
れ
て
き
た
人
々

が
日
本
の
哲
学
に
よ
る
貢
献
を
知
り
た
い
と
思
う
な
ら
ば
、
ま
さ
に
そ
こ
で
こ
そ
、
こ
の
京
都
学
派
の
思
想
家
が
注
霞
さ
れ
る
べ
き
で
す
。

彼
ら
は
、
二
十
世
紀
に
生
き
た
者
と
し
て
、
諸
国
の
精
神
史
に
お
い
て
最
も
尊
重
さ
れ
て
い
る
代
表
者
、
つ
ま
り
ラ
ッ
セ
ル
、
ヤ
ス
パ
ー

ス
、
　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
、
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
、
メ
ル
ロ
・
ポ
ン
テ
ィ
、
オ
ル
テ
ガ
・
イ
・
ガ
セ
ッ
ト
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ

ッ
ド
、
ク
ロ
ー
チ
ェ
、
オ
リ
ビ
ソ
ド
な
ど
と
同
列
に
扱
わ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
判
断
は
田
辺
の
忠
実
な
弟
子
の
偏
見
に
す
ぎ

な
い
と
思
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
異
国
風
の
思
想
に
魅
せ
ら
れ
た
よ
う
な
、
あ
る
い
は
き
わ
め
て
難
し
い
著
作
を
読
み
通
す
た
め

　
　
　
　
種
の
論
理
と
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
の
批
判
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五
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六

に
費
や
し
た
長
年
の
努
力
を
自
国
の
学
者
仲
間
に
弁
明
す
る
よ
う
な
西
洋
人
の
あ
ど
け
な
い
世
辞
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
こ
の
判
断

は
歴
史
的
事
実
に
基
づ
く
判
断
で
あ
り
、
し
か
も
日
本
国
内
で
も
海
外
で
も
時
間
と
批
判
の
試
験
に
合
格
し
て
き
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

と
は
い
う
も
の
の
、
こ
れ
は
ま
だ
ま
だ
浅
い
意
味
で
の
世
界
性
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
も
う
一
つ
の
、
深
い
意
味
に
お
い
て
こ
の
哲
学
が
「
世
界
レ
ベ
ル
」
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
そ
れ
が
そ
の
生
ま
れ
育
っ
た
文
化
と
言
語

か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
そ
の
本
領
を
十
分
に
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
こ
で
こ
の
哲
学
に
取
り

組
む
相
手
は
思
想
の
世
界
的
な
広
場
に
各
々
集
っ
て
く
る
人
々
す
べ
て
で
す
。
こ
の
哲
学
は
思
想
体
系
と
し
て
は
、
京
都
学
派
の
哲
学
者

と
同
じ
日
本
の
特
殊
性
の
う
ち
で
育
ま
れ
た
人
々
に
よ
っ
て
の
み
、
あ
る
い
は
主
と
し
て
こ
う
い
つ
た
人
々
に
よ
っ
て
、
理
解
さ
れ
た
り
、

批
判
さ
れ
た
り
、
適
用
さ
れ
た
り
す
る
と
い
っ
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
深
い
意
味
で
こ
の
思
想
が
世
界
レ
ベ
ル
に
属
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
は
、
そ
れ
が
文
化
の
相
違
を
理
由
に
し
て
異
文
化
に
よ
る
批
判
か
ら
免
れ
る
と
い
う
権
利
を
こ
の
哲
学
に
一
切
放
棄
さ
せ
る
一
方
、

京
都
学
派
の
歴
史
的
役
割
を
強
化
す
る
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
日
本
人
が
従
来
の
哲
学
の
伝
統
を
ど
の
よ
う
に
塗
り
変
え
た

の
か
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
西
洋
の
読
者
に
不
利
な
条
件
が
あ
る
と
い
う
こ
と
も
認
め
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
し
、
こ
の
条
件
の

ゆ
え
に
、
日
本
の
特
殊
性
に
触
れ
る
批
判
は
慎
重
な
態
度
で
控
え
め
に
行
な
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
も
ま
た
こ
こ
に
は
含
意
さ

れ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
世
界
の
精
神
史
に
鰐
し
て
日
本
思
想
を
代
表
す
る
と
い
う
浅
い
意
味
で
の
京
都
哲
学
の
世
界
性
も
ま
た
、
こ

の
深
い
意
味
で
の
世
界
性
の
背
景
か
ら
取
り
除
い
て
は
な
ら
な
い
の
で
す
。

　
本
日
の
話
し
で
は
、
二
十
世
紀
の
終
わ
り
に
向
か
っ
て
β
本
の
哲
学
が
世
界
の
広
揚
の
中
へ
と
歩
を
進
め
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
国
内
お

よ
び
海
外
に
お
け
る
諸
問
題
を
、
田
辺
の
種
の
論
理
の
立
場
で
も
っ
て
考
察
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
た
と
え
哲
学
大
辞
典
の
改
訂
版
な
ど

に
お
い
て
従
来
の
態
度
が
変
化
し
、
東
洋
の
思
想
家
が
一
層
重
要
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
私
が
さ
き
ほ
ど
述
べ
た
深
い
意

味
で
の
取
り
組
み
が
開
始
さ
れ
た
わ
け
で
は
ま
だ
あ
り
ま
せ
ん
。
種
の
論
理
を
手
掛
か
り
に
し
て
そ
の
理
由
を
検
討
で
き
る
と
思
い
ま

す
。



　
た
だ
し
こ
こ
で
つ
け
加
え
た
い
こ
と
が
一
つ
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
私
が
知
っ
て
い
る
限
り
で
は
、
種
の
論
理
を
日
本
哲
学
そ
の
も

の
に
適
用
す
る
と
い
う
こ
と
は
田
辺
自
身
考
え
つ
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
彼
は
自
分
の
論
理
と
日
本
思
想
の
「
種
性
」
と
の
関
係
を
明
白
に

し
な
か
っ
た
ど
こ
ろ
か
、
日
本
の
種
的
存
在
を
ア
ジ
ア
諸
国
の
類
的
母
体
と
み
な
す
考
え
方
に
協
力
す
る
と
い
う
誤
り
に
陥
り
ま
し
た
。

田
辺
が
戦
争
中
自
分
の
哲
学
の
根
本
的
衝
動
を
十
分
に
念
頭
に
置
い
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
確
固
と
し
た
事
実
は
、
戦
後
の
悔
い
改
め
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

よ
っ
て
あ
る
程
度
は
恥
ら
げ
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
田
辺
の
「
繊
蝉
茸
」
の
具
体
的
内
容
に
は
立
ち
入
り
ま
せ
ん
が
、
私
は
こ
こ
で
こ
の

「
二
塁
道
扁
の
精
神
に
基
づ
い
て
、
種
の
論
理
の
独
自
性
と
そ
の
適
用
に
つ
い
て
、
「
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
」
と
い
う
現
代
の
電

子
時
代
が
新
し
く
作
り
出
し
た
普
遍
概
念
を
背
景
と
し
て
、
自
分
な
り
の
解
釈
を
試
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

一
　
田
辺
の
論
理
に
お
け
る
「
種
の
起
源
」

　
田
辺
を
新
し
い
論
理
へ
と
衝
き
動
か
し
た
も
の
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
純
粋
に
哲
学
的
な
影
響
以
外
に
、
も
う
】
つ
無
視
し
て
は
な
ら
な

い
要
素
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
そ
の
歴
史
的
制
限
や
異
文
化
に
対
す
る
相
対
性
が
倫
理
の
領
域
に
お
い
て
有
す
る
意
義
に
対
し
て
従
来

強
硬
に
抵
抗
し
て
き
た
日
本
文
化
の
増
々
の
中
で
、
こ
の
種
の
論
理
が
鍛
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
西
洋
哲
学
が
前
世

紀
の
第
四
四
半
期
に
渡
来
し
た
際
、
そ
れ
は
H
本
な
り
の
あ
る
一
種
の
潅
ぎ
ω
。
唱
鉱
9
需
冨
昌
三
の
の
本
流
や
超
文
化
・
超
時
代
的
真
理
の

一
般
の
意
識
に
自
然
に
流
れ
込
む
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
哲
学
の
よ
り
深
い
流
れ
に
対
す
る
用
意
の
で
き
て
い
な
い
地
面
に
、
浅

く
広
く
流
れ
出
し
て
、
時
折
り
清
沢
満
之
や
井
上
円
了
の
よ
う
な
思
想
家
に
よ
っ
て
受
げ
止
め
ら
れ
て
仏
教
の
主
流
に
合
流
し
は
し
た
が
、

大
体
に
お
い
て
は
好
奇
心
の
対
象
に
す
ぎ
ま
せ
ん
で
し
た
。
西
田
の
天
才
は
西
洋
の
哲
学
の
伝
統
を
近
代
臼
本
の
こ
こ
ろ
の
格
好
に
あ
わ

せ
る
よ
う
な
新
し
い
水
路
を
掘
り
出
し
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。
純
粋
経
験
か
ら
行
為
的
直
観
、
暴
露
無
の
自
覚
を
経
て

場
所
の
論
理
に
至
る
ま
で
の
西
田
の
発
展
に
は
、
人
類
の
最
も
優
れ
た
思
想
を
批
判
的
に
受
容
し
、
現
代
世
界
に
お
け
る
日
本
の
位
置
を

確
定
す
る
よ
う
な
知
恵
を
そ
こ
か
ら
生
み
出
す
と
い
う
営
み
が
一
貫
し
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
種
の
論
理
と
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
の
批
判
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七
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田
辺
は
西
田
の
こ
の
関
心
を
そ
の
ま
ま
継
承
し
ま
し
た
が
、
種
の
論
理
に
よ
っ
て
そ
の
関
心
を
初
め
て
自
分
独
自
の
貢
献
と
し
て
表
現

し
ま
し
た
。
西
田
が
一
九
二
六
年
に
場
所
の
論
理
を
発
表
し
た
際
、
彼
の
弟
子
の
中
で
田
辺
だ
け
が
そ
れ
に
追
随
し
よ
う
と
は
し
ま
せ
ん

で
し
た
。
か
え
っ
て
田
辺
は
ヘ
ー
ゲ
ル
研
究
か
ら
作
り
出
し
た
「
絶
対
媒
介
」
と
い
う
自
分
自
身
の
思
想
に
全
力
を
尽
く
す
こ
と
に
し
ま

し
た
。
一
九
三
一
年
、
田
辺
は
そ
の
恩
師
を
公
に
批
判
す
る
論
文
の
中
で
自
分
自
身
の
考
え
を
、
西
田
の
考
え
に
取
っ
て
替
わ
る
思
想
と

し
て
、
つ
ま
り
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
仕
方
で
東
洋
的
無
を
哲
学
に
織
り
込
む
思
想
と
し
て
提
出
し
ま
し
た
。
田
辺
は
政
治
の
問
題
を
陰
か
ら

引
っ
張
り
出
し
て
き
て
、
そ
れ
に
思
弁
的
哲
学
の
洞
察
の
光
を
当
て
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
以
前
か
ら
の
確
信
を
基
盤
と
し
、
自
分
自
身

の
西
圏
批
判
か
ら
も
さ
ら
な
る
刺
激
を
受
け
て
、
一
九
三
四
年
に
「
種
の
論
理
」
を
発
表
し
た
の
で
す
。

　
場
所
の
論
理
と
種
の
論
理
を
め
ぐ
る
西
田
と
田
辺
の
対
立
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
弟
子
の
間
で
議
論
の
的
に
な
っ
て
き
ま
し
た
が
、
私
見
で

は
、
西
田
哲
学
が
田
辺
の
独
自
な
視
野
を
す
で
に
も
っ
て
い
た
と
、
藪
田
自
身
と
そ
の
支
持
者
た
ち
が
言
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
言
い

過
ぎ
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
必
要
と
さ
れ
る
文
献
上
の
根
拠
を
示
さ
ず
に
単
な
る
私
見
と
し
て
、

無
防
備
な
ま
ま
皆
さ
ま
の
前
に
お
示
し
す
る
こ
と
し
か
で
き
ま
せ
ん
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
二
人
が
哲
学
に
よ
っ
て
日
本
思
想
史
の
中
か
ら

世
界
的
意
識
を
呼
び
起
こ
そ
う
と
い
う
共
通
の
目
的
を
持
っ
て
お
り
、
そ
し
て
そ
れ
に
基
づ
く
あ
る
種
の
共
感
を
も
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、

こ
の
論
争
が
巻
き
起
こ
っ
た
の
だ
と
い
う
点
に
お
い
て
、
両
者
の
蔦
藤
に
も
か
か
わ
ら
ず
一
致
点
を
見
出
せ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

ま
す
。

　
さ
て
こ
こ
で
、
田
辺
が
打
ち
出
し
た
新
た
な
論
理
の
特
徴
を
な
る
べ
く
簡
単
に
ま
と
め
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ

れ
は
三
十
年
に
も
わ
た
る
彼
の
著
作
を
要
約
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
田
辺
の
思
想
的
発
想
に
つ
い
て
唱
言
付
け
加
え
て
も
よ
い
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
田
辺
が
自
分
の
以
前
の
立
揚
を
後
の
立
場
か
ら
書
き
直
し
て
ま
と
め
る
と
い
う
傾
向
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
し
ば
し
ば
批
判
さ
れ
て
い

ま
す
。
こ
こ
で
は
田
辺
の
論
理
に
お
け
る
「
種
の
起
源
」
に
は
あ
ま
り
深
入
り
せ
ず
に
、
そ
の
批
判
の
諸
条
件
を
少
し
明
ら
か
に
し
て
み



た
い
と
思
い
ま
す
。

　
ま
ず
田
辺
自
身
が
種
の
論
理
を
主
張
す
る
に
至
っ
た
二
つ
の
動
機
を
指
摘
し
よ
う
と
思
い
ま
す
。
第
一
に
、
彼
は
そ
こ
に
「
個
人
に
対

す
る
国
家
社
会
の
統
舗
の
根
拠
理
由
」
を
求
め
ま
す
。
そ
し
て
第
二
に
、
彼
は
一
般
的
な
意
味
で
の
論
理
そ
の
も
の
を
変
革
す
る
「
純
粋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

に
論
理
的
な
る
思
索
動
機
」
を
挙
げ
て
い
ま
す
。
第
二
の
動
機
に
関
し
て
は
、
田
辺
が
何
度
も
「
種
」
と
い
う
概
念
の
全
貌
を
究
明
し
、

発
展
の
跡
を
顧
み
な
が
ら
、
批
判
者
の
意
見
と
取
り
組
ん
で
初
期
の
見
解
を
修
正
し
た
り
撤
回
し
よ
う
と
し
た
の
は
周
知
の
事
実
の
よ
う

（
3
）

で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
種
の
論
理
が
形
成
さ
れ
た
時
期
、
田
辺
に
は
第
一
の
動
機
に
関
し
て
は
批
判
の
余
地
を
認
め
な
い
と
い
う
態
度

も
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
態
度
に
は
二
つ
の
面
が
う
か
が
え
ま
す
。
一
方
で
、
田
辺
は
自
分
の
思
想
を
定
期
的
に
修
正
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

以
前
か
ら
積
み
重
ね
ら
れ
た
矛
盾
を
読
者
の
臼
か
ら
隠
す
よ
う
な
「
ダ
ー
ウ
ィ
ン
的
」
な
立
論
が
あ
り
ま
す
。
彼
の
考
え
は
前
向
き
に
進

ん
で
、
も
っ
と
も
適
し
た
も
の
が
生
き
残
り
、
そ
の
他
の
も
の
は
絶
滅
す
る
か
の
よ
う
な
自
然
の
選
択
に
し
た
が
っ
て
発
展
し
ま
す
。
つ

ま
り
、
田
辺
は
、
同
じ
考
え
に
戻
る
と
き
、
生
き
残
っ
た
理
解
に
よ
っ
て
の
み
そ
の
進
化
を
ま
と
め
る
傾
向
を
も
っ
て
い
る
の
で
す
。
彼

は
も
っ
と
も
新
し
い
段
階
に
注
意
を
集
中
し
ま
す
。
先
に
進
ん
で
い
る
う
ち
は
、
自
分
の
思
想
の
発
生
過
程
に
思
い
を
留
め
る
余
地
は
あ

り
ま
せ
ん
。
他
方
で
、
種
の
論
理
は
、
そ
れ
が
社
会
構
造
に
対
す
る
批
判
的
考
察
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
日
本
軍
の
海
外
で
の
冒
険

的
な
行
動
や
、
日
本
国
内
で
盛
ん
に
な
っ
て
い
た
全
体
主
義
に
よ
っ
て
大
幅
に
変
容
し
て
き
た
政
治
状
況
の
反
響
を
無
視
す
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
雰
囲
気
の
中
で
、
京
都
学
派
の
哲
学
者
の
も
っ
と
も
難
解
な
術
語
す
ら
も
そ
の
抽
象
的
な
性
格
を
失
い
、
多
く

の
場
合
著
者
の
意
図
か
ら
遠
く
離
れ
た
意
味
が
知
ら
ず
識
ら
ず
の
う
ち
に
纏
わ
り
つ
い
て
き
た
と
い
う
こ
と
は
事
実
で
す
。
そ
の
よ
う
な

状
況
で
国
家
論
を
め
ぐ
る
倫
理
、
実
践
、
宗
教
を
中
心
と
す
る
種
の
論
理
が
特
に
注
目
さ
れ
た
こ
と
は
驚
く
べ
き
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
し
か
し
な
が
ら
、
哲
学
者
と
し
て
の
田
辺
の
第
二
の
動
機
が
あ
る
程
度
－
敗
戦
に
当
た
っ
て
田
辺
自
身
が
そ
の
た
め
に
臓
悔
せ
ざ
る

を
え
な
か
っ
た
ほ
ど
の
程
度
で
す
が
一
碧
ら
の
も
っ
と
も
根
本
的
な
確
信
か
ら
は
逸
脱
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
同
じ
く
事
実
な
の
で
す
。

こ
の
点
で
私
に
は
大
胆
さ
を
欠
い
た
主
張
し
か
で
き
ま
せ
ん
が
、
論
理
と
し
て
の
種
の
論
理
の
永
続
的
な
価
値
は
自
己
統
一
さ
れ
た
体
系
、

　
　
　
　
種
の
論
理
と
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
の
批
判
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九
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要
す
る
に
第
二
の
動
機
に
対
応
す
る
結
果
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
思
考
態
度
に
あ
り
、

の
国
家
論
と
は
本
質
的
に
無
関
係
の
思
考
態
度
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
五
〇

し
か
も
種
の
論
理
に
対
応
す
る
短
辺

二
　
種
の
論
理
の
観
点

　
鋤
辺
の
新
し
い
観
点
の
広
が
り
を
な
る
べ
く
明
瞭
に
測
る
た
め
に
、

の
形
で
表
現
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

私
は
種
の
論
理
の
四
つ
の
特
徴
を
互
い
に
連
関
す
る
一
連
の
命
題

（
開
）
種
の
論
理
は
、
形
式
化
さ
れ
た
推
論
に
お
け
る
種
の
機
能
か
ら
絶
対
媒
介
に
お
け
る
種
の
記
述
的
存
在
論
へ
の
移
行
を
表
す
。

　
種
の
概
念
を
考
え
直
す
第
一
歩
は
、
単
な
る
分
類
の
範
疇
に
留
ま
る
と
い
う
古
典
論
理
に
お
け
る
制
約
か
ら
種
を
解
放
す
る
こ
と
で
あ

る
と
田
辺
は
考
え
ま
し
た
。
要
す
る
に
普
遍
的
な
二
」
と
個
々
の
「
多
」
と
対
し
て
、
種
は
そ
の
は
し
た
め
と
い
う
限
ら
れ
た
役
割
の

み
を
担
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
一
方
で
は
多
を
類
二
一
よ
り
小
さ
い
群
れ
に
分
類
し
、
他
方
で
は
類
的
一
を
最
小
の
個
よ
り
も
大
き
な

分
類
で
見
分
け
る
こ
と
の
役
に
立
ち
ま
し
た
。
そ
れ
で
細
謹
は
ま
ず
、
類
や
個
と
は
異
な
り
存
在
論
に
お
い
て
無
視
さ
れ
て
き
た
種
の
直

接
的
現
実
を
論
じ
た
の
で
す
。

　
田
辺
の
成
熟
し
た
思
想
に
お
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
影
響
は
周
知
の
と
お
り
で
す
。

　
田
辺
は
、
種
の
論
理
を
提
出
す
る
前
の
時
期
に
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
の
研
究
に
集
中
し
て
い
ま
し
た
が
、
そ
こ
か
ら
刺
激
を
受
け
て
、

新
た
な
立
場
を
開
拓
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
田
辺
の
特
殊
な
ヘ
ー
ゲ
ル
解
釈
は
取
り
上
げ
ま
せ
ん
が
、
層
彼
が
ヘ
ー
ゲ
ル
か

ら
学
ん
だ
こ
と
の
中
で
恐
ら
く
最
も
重
要
な
の
は
、
論
理
は
現
実
を
あ
た
か
も
鏡
に
映
す
か
の
よ
う
に
対
象
化
す
る
の
で
は
な
く
て
、
現

実
と
い
う
発
展
し
つ
つ
あ
る
過
程
に
参
加
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。
そ
の
結
果
は
二
点
に
ま
と
め
ら
れ
ま
す
。
第
一
は
、
歴
史

の
次
元
が
付
加
さ
れ
る
と
、
肯
定
か
否
定
か
に
限
ら
れ
た
二
元
的
論
理
の
文
法
的
推
理
形
式
が
崩
れ
て
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
弁
証
法
が
取



り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
の
た
め
そ
れ
は
否
定
と
肯
定
の
協
働
に
よ
っ
て
、
世
界
、
そ
し
て
そ
れ
に
伴
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
世

界
理
解
が
刻
一
刻
作
り
直
さ
れ
る
現
実
で
あ
る
と
み
な
し
ま
す
。
従
っ
て
彼
は
矛
盾
律
の
原
理
を
片
付
け
て
、
絶
対
媒
介
の
原
理
を
提
出

し
た
の
で
す
。
種
の
論
理
は
弁
証
法
の
論
理
と
し
て
、

　
　
論
理
で
あ
っ
て
同
時
に
論
理
の
否
定
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
何
と
な
れ
ば
存
在
の
自
己
矛
盾
性
、
肯
定
即
否
定
の
転
換
性
は
、
自
同

　
　
律
矛
盾
律
を
原
理
と
す
る
同
一
性
の
論
理
の
同
一
性
に
表
現
し
得
る
所
で
な
く
、
い
わ
ん
や
模
写
し
得
る
唐
で
な
い
、
存
在
と
同
一

　
　
性
論
理
と
は
同
一
性
論
理
に
対
応
す
る
も
の
で
な
く
、
二
律
背
反
的
に
相
矛
盾
し
交
互
否
定
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
…
…
存
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
は
此
〔
同
↓
性
〕
論
理
的
関
係
を
破
っ
て
其
外
に
超
出
し
、
同
一
性
で
な
く
自
己
矛
盾
を
そ
の
構
造
と
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

「
論
理
の
否
定
」
と
い
う
表
現
は
、
種
の
論
理
が
ど
こ
ま
で
も
発
展
し
つ
つ
あ
る
現
実
に
対
す
る
論
理
で
あ
り
、
実
際
に
見
る
こ
と
に
よ

っ
て
初
め
て
成
立
す
る
と
い
う
意
味
内
容
を
含
ん
で
い
ま
す
。

　
も
う
一
点
は
、
絶
対
媒
介
が
矛
盾
律
の
原
理
よ
り
も
い
っ
そ
う
根
源
的
な
原
理
と
し
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
実
が
自
己
矛

盾
の
形
で
発
展
す
る
た
め
、
人
間
の
反
省
も
ま
た
絶
え
ず
現
実
と
の
や
り
と
り
だ
け
で
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
以
上
の
も
の
で
あ
っ
て
、
発

展
の
非
連
続
性
に
連
続
性
を
確
保
す
る
媒
介
そ
の
も
の
も
ま
た
現
実
で
あ
る
と
主
張
し
ま
す
。
ち
ょ
う
ど
こ
の
点
で
田
辺
は
類
と
個
を
つ

な
ぐ
種
の
推
論
的
役
割
（
つ
ま
り
、
類
的
な
命
題
「
人
間
は
皆
死
ぬ
」
か
ら
個
的
な
結
論
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
死
ぬ
だ
ろ
う
」
を
導
く
こ
と

を
可
能
に
す
る
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
の
役
割
）
を
さ
ら
に
広
げ
て
、
媒
介
の
直
接
的
な
働
き
そ
の
も
の
と
み
な

し
て
、
多
が
一
に
参
加
す
る
と
い
う
存
在
論
的
な
現
実
を
記
述
す
る
概
念
と
し
て
提
出
し
た
の
で
す
。

　
媒
介
の
絶
対
性
を
現
実
と
み
な
す
と
い
う
田
辺
の
確
信
は
菊
藻
の
場
所
の
論
理
と
は
異
な
り
、
同
じ
く
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
論
理
学
』
と
も

異
な
っ
た
方
向
に
進
み
ま
し
た
。
西
田
の
「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
」
が
静
的
で
、
弁
証
法
を
超
え
た
観
の
内
容
に
留
ま
る
プ
ロ
テ
ィ
ノ

ス
の
よ
う
な
「
超
越
的
絶
対
ご
で
あ
っ
た
と
い
う
田
辺
の
批
判
は
今
日
、
西
田
の
思
想
に
対
す
る
正
当
な
判
断
と
い
う
よ
り
も
、
媒
介

の
現
実
性
を
強
調
す
る
田
辺
自
身
の
工
夫
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
西
田
と
の
対
決
に
比

　
　
　
　
種
の
論
理
と
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
の
批
判
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
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ベ
れ
ば
、
田
辺
の
ヘ
ー
ゲ
ル
批
判
は
も
っ
と
客
観
的
で
し
た
が
、
し
か
し
、
田
辺
の
示
唆
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
ら
だ
け
で
は
、
彼
の
へ
：

ゲ
ル
批
判
が
歴
史
的
に
ど
の
よ
う
に
発
展
し
て
い
っ
た
か
は
非
常
に
わ
か
り
に
く
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

　
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
、
論
理
の
媒
介
は
現
実
自
体
の
ぼ
ん
や
り
し
た
反
映
で
あ
り
、
現
実
の
本
質
的
基
体
を
求
め
る
観
念
の
自
己
疎
外
、

つ
ま
り
現
象
富
有
か
ら
の
一
時
的
な
遠
回
り
と
し
て
の
観
念
の
自
己
疎
外
で
す
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
精
神
の
自
己
意
識
に
還
帰
す
る
の

で
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
論
理
が
、
普
遍
や
種
の
抽
象
概
念
か
ら
、
つ
ま
り
、
具
体
的
な
個
の
共
通
の
属
性
の
命
名
と
い
う
役
割
か
ら
解
放
さ

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
観
念
が
具
体
的
な
普
逓
や
具
体
的
な
特
殊
性
と
し
て
歴
史
的
現
実
の
中
で
働
い
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
よ
う
に

な
る
と
い
う
発
想
を
ヘ
ー
ゲ
ル
は
も
っ
て
い
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
一
九
四
六
年
の
論
文
に
よ
れ
ば
、
種
の
論
理
は
「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
客
観
的
精
神
の
概
念
か
ら
示
唆
を
え
た
」
の
で
す
が
、
そ
の
前
の
論
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

で
多
少
言
及
さ
れ
た
以
外
は
、
私
個
人
の
印
象
と
し
て
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
学
ん
だ
発
想
と
い
う
よ
り
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
絶
紺
精
神
の
荘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

厳
な
影
か
ら
彼
を
解
放
す
る
発
想
だ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
関
連
で
次
の
命
題
が
提
出
さ
れ
ま
す
。

（
二
）
種
性
は
歴
史
的
民
族
の
社
会
・
文
化
的
基
体
と
し
て
定
義
さ
れ
て
い
る
。

　
た
と
え
歴
史
上
の
具
体
的
な
現
象
が
な
く
と
も
、
媒
介
は
実
際
に
舞
踏
に
作
用
し
て
い
る
現
実
の
も
の
と
等
し
く
現
実
的
で
あ
る
と
い

う
主
張
は
、
雄
弁
な
美
辞
麗
句
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
矛
盾
律
に
忠
実
な
論
理
と
異
な
っ
て
、
弁
証
法
的
論
理
が
、
現
象
界
に
対
す
る
偏

見
に
捕
ら
わ
れ
な
い
よ
う
な
性
質
を
も
つ
こ
と
は
望
め
ま
せ
ん
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
精
神
現
象
学
』
や
『
法
哲
学
綱
要
』
を
読
ん
だ
者
は
誰

し
も
、
そ
れ
ら
が
体
験
や
歴
史
に
富
ん
で
い
る
こ
と
に
慣
れ
親
し
み
、
そ
れ
に
志
し
て
『
論
理
学
』
の
無
味
乾
燥
さ
に
批
判
を
感
じ
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

思
わ
れ
ま
す
が
、
田
辺
も
ま
た
豊
じ
ょ
う
に
感
じ
た
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
結
果
、
絶
対
媒
介
の
原
理
を
論
理
一
す
な
わ
ち
、
現

実
を
考
え
る
視
点
1
と
し
て
提
出
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
を
時
間
・
歴
史
的
過
程
に
根
拠
付
け
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
田
辺
は
理

解
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
種
と
い
う
概
念
に
最
初
に
与
え
ら
れ
た
役
割
で
し
た
。



　
種
の
論
理
を
は
じ
め
て
打
ち
出
す
一
九
三
四
年
の
論
文
の
背
後
に
は
、
当
時
の
知
識
層
の
中
で
騒
ぎ
の
も
と
と
な
っ
た
具
体
的
な
社
会

実
践
へ
の
要
求
が
は
っ
き
り
と
こ
だ
ま
し
て
い
ま
す
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
田
辺
自
身
非
常
に
現
代
的
な
哲
学
の
テ
ー
マ
で
あ
る
こ
と
を

知
っ
て
い
て
、
へ
：
ゲ
ル
と
て
そ
の
時
代
の
子
で
あ
っ
た
の
で
、
「
我
々
の
考
え
る
如
き
種
的
社
会
の
論
理
と
現
象
学
と
に
対
す
る
通
路
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

供
し
な
か
っ
た
」
と
い
う
理
由
で
一
概
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
欠
陥
を
攻
撃
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
田
辺

が
社
会
的
実
践
に
傾
注
す
る
最
大
の
理
由
は
、
社
会
学
が
哲
学
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
う
る
と
い
う
目
覚
め
で
あ
り
、
そ
の
も
っ
と
も

直
接
的
な
契
機
と
な
っ
た
も
の
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
『
道
徳
と
宗
教
の
二
源
泉
』
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
田
辺
の
か

つ
て
の
著
作
に
も
み
う
け
ら
れ
る
も
の
で
す
が
、
「
哲
学
の
生
的
直
接
態
の
面
に
相
当
す
る
道
徳
」
に
対
す
る
関
心
が
さ
ら
に
強
化
さ
れ

　
（
9
）

ま
し
た
。
思
想
的
影
響
は
別
に
し
て
、
田
辺
の
種
の
論
理
の
奥
底
に
は
具
体
的
な
社
会
実
践
が
あ
っ
た
の
で
す
。
具
体
的
な
実
践
は
個
人

と
人
類
を
結
び
つ
け
、
宗
教
の
否
定
的
役
割
と
個
人
の
自
由
意
志
を
関
連
さ
せ
る
媒
介
力
な
の
で
す
。
と
に
か
く
種
の
存
在
は
社
会
的
存

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

在
な
の
で
、
人
間
の
社
会
自
体
の
中
に
位
置
を
占
め
る
の
で
す
。
た
だ
し
、
い
っ
た
い
ど
こ
に
位
置
付
け
る
べ
き
で
し
ょ
う
か
。

　
社
会
的
存
在
の
具
体
性
を
代
表
す
る
た
め
に
、
種
の
種
性
は
共
時
的
か
つ
通
時
的
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
要
す
る
に
、
こ
の
種
性

は
、
特
定
の
時
代
を
指
示
す
る
と
同
時
に
、
諸
時
代
に
共
通
す
る
特
徴
も
持
つ
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
、
人
類
の
普
遍
的
歴
史
と
人
々
の
個

人
的
歴
史
と
の
間
に
立
脚
す
る
概
念
で
あ
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
も
よ
り
広
い
自
然
界
に
ま
で
開
か
れ
た
仏
教
の
比
喩
を

し
ば
し
ば
引
用
す
る
西
照
の
場
所
の
論
理
と
は
異
な
っ
て
、
田
辺
の
種
の
論
理
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
哲
学
者
ヘ
ー
ゲ
ル
の
場
合
と
同
じ
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

う
に
、
歴
史
の
第
一
義
は
人
間
歴
史
で
あ
る
と
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
点
で
西
田
哲
学
が
個
人
の
自
覚
へ
と
傾
き
、
田
辺
哲
学

が
倫
理
的
実
践
へ
と
傾
い
た
と
い
う
こ
と
は
偶
然
と
は
思
わ
れ
ま
せ
ん
。
と
も
か
く
そ
れ
ぞ
れ
の
前
提
に
基
づ
い
て
田
辺
は
種
を
具
体
的

で
直
接
的
な
現
実
で
あ
る
民
族
的
な
「
閉
じ
た
社
会
」
と
し
た
の
で
す
。
む
ろ
ん
、
閉
じ
た
社
会
と
い
う
の
は
ベ
ル
グ
ソ
ソ
の
発
想
で
し

た
。
文
法
的
に
み
て
、
日
本
語
が
単
数
と
複
数
を
明
示
し
な
い
と
い
う
問
題
と
、
田
辺
自
身
が
具
体
例
を
挙
げ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が

合
わ
さ
っ
て
、
あ
る
曖
昧
さ
が
文
章
に
残
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
特
定
の
例
と
し
て
田
辺
が
日
本
社
会
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
こ
と
は
疑
い
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五
四

あ
り
ま
せ
ん
が
、
閉
鎖
的
統
一
性
の
意
味
で
の
「
閉
じ
た
」
桂
会
に
対
す
る
批
判
に
応
え
て
、
「
開
い
た
社
会
」
へ
の
転
換
を
も
種
性
の

定
義
に
課
題
と
し
て
含
め
ま
し
た
。
田
辺
が
社
会
的
存
在
の
理
性
的
基
盤
を
探
求
す
る
動
機
は
、
最
終
的
に
は
こ
の
点
に
収
敏
す
る
よ
う

に
思
わ
れ
ま
す
。
田
辺
は
種
の
論
理
が
形
成
さ
れ
た
一
九
三
四
年
か
ら
一
九
四
一
年
の
間
、
栓
会
存
在
の
最
も
身
近
な
理
念
、
す
な
わ
ち

近
代
的
「
国
家
扁
に
焦
点
を
絞
っ
て
こ
の
課
題
に
取
り
組
み
ま
し
た
。

　
い
わ
ゆ
る
原
始
集
団
や
ト
ー
テ
ム
集
団
は
排
他
的
な
統
一
を
も
っ
て
い
て
、
そ
こ
に
は
自
ら
の
維
持
・
増
進
を
中
心
と
す
る
「
生
命
意

志
」
が
現
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
と
は
異
な
り
、
近
代
の
西
欧
国
家
は
、
個
人
を
社
会
の
政
治
的
原
子
（
個
体
）
と
み
な
す
思
想
を
一
七

世
紀
か
ら
相
続
し
、
個
人
の
「
理
性
・
道
徳
的
意
志
」
を
強
調
す
る
一
方
で
、
「
権
力
意
志
」
が
原
子
と
し
て
の
個
々
人
す
べ
て
を
あ
る

意
味
で
分
子
的
に
統
一
し
ま
す
が
、
そ
の
こ
と
の
う
ち
に
国
家
の
本
質
が
見
え
る
と
田
辺
は
考
え
て
い
ま
す
。
田
辺
は
「
個
人
の
最
高
な

る
義
務
は
国
家
の
成
員
た
る
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
合
理
主
義
を
修
正
し
て
」
、
種
的
存
在
と
し
て
の
国
家
の
義
務
は
単

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

な
る
民
族
精
神
が
閉
じ
た
種
性
を
開
き
、
値
を
類
化
す
る
こ
と
に
あ
る
と
し
ま
し
た
。
田
辺
は
「
開
い
た
社
会
」
の
理
念
を
国
家
の
道
徳

的
使
命
で
あ
る
と
考
え
ま
し
た
が
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
し
た
が
っ
て
、
人
類
全
体
が
個
人
を
そ
の
外
的
に
閉
じ
た
社
会
か
ら
引
き
上
げ
る
た

め
の
類
的
な
普
遍
性
の
原
理
で
あ
る
と
み
な
し
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
同
時
に
、
田
辺
は
ベ
ル
グ
ソ
ソ
か
ら
一
歩
退
い
て
、
「
人
類
的
国
家
」

や
「
世
界
共
同
体
」
な
ど
の
発
想
に
対
し
て
種
的
な
民
族
性
で
あ
る
基
体
の
よ
う
な
直
接
態
を
設
定
す
る
こ
と
を
、
少
な
く
と
も
種
の
論

理
の
最
初
の
段
階
で
は
否
定
し
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
類
の
普
遍
性
が
あ
く
ま
で
種
の
普
遍
性
を
否
定
す
る
よ
う
な
原
理
で

あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
特
定
の
国
家
が
人
類
全
体
の
名
に
お
い
て
自
国
の
種
的
文
化
を
特
定
の
他
国
に
押
し
付
け
な
い
よ
う
に
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
、
田
辺
は
考
え
ま
し
た
。

　
要
す
る
に
、
直
接
的
な
現
実
と
し
て
の
民
族
の
種
性
は
人
間
の
社
会
的
存
在
の
仮
の
姿
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
も
、
特
定
の
国
家
の
具
体

的
講
造
と
い
う
こ
の
仮
の
姿
が
な
け
れ
ば
、
社
会
的
な
変
革
や
革
命
も
不
可
能
で
あ
る
と
田
辺
は
考
え
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
あ
る

特
定
の
政
治
形
態
や
社
会
溝
造
を
勧
め
る
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
田
辺
は
、
政
治
一
般
へ
の
参
加
は
当
然
で
あ
る
と
し
て
、



結
局
、
日
本
の
軍
事
政
府
へ
の
参
加
に
つ
い
て
も
言
及
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
り
ま
し
た
。
田
辺
は
戦
後
に
当
時
を
振
り
返
っ
て
み
て
、
こ

の
よ
う
な
具
体
的
な
政
治
協
力
は
ま
さ
し
く
種
の
論
理
の
正
反
対
で
あ
っ
た
と
主
張
し
ま
し
た
。
彼
が
言
っ
た
こ
と
を
真
に
受
け
る
と
す

れ
ば
、
戦
時
中
に
書
か
れ
た
著
作
の
一
部
は
本
気
で
書
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
仮
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
ま
す
。
後
期
の
著
作

に
目
を
通
す
な
ら
ば
、
確
か
に
そ
の
仮
定
に
は
根
拠
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

（
三
）
社
会
・
文
化
的
種
性
は
社
会
存
在
を
合
理
化
し
よ
う
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
統
制
の
基
盤
に
於
い
て
あ
る
非
合
理
性
で
あ
る
。

　
国
家
と
は
民
族
的
な
種
性
に
普
遍
性
を
導
入
す
る
社
会
的
存
在
で
あ
る
と
い
う
定
義
を
初
め
て
耳
に
す
る
と
、
何
と
な
く
的
外
れ
な
印

象
を
受
け
ま
す
。
　
一
方
で
は
日
本
は
自
ら
の
種
性
に
よ
っ
て
閉
じ
た
社
会
で
あ
る
と
い
う
批
判
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
が
表
面
に
浮
か
ん
で
い
て
、

他
方
で
は
そ
の
カ
ウ
ン
タ
ー
・
メ
ロ
デ
ィ
ー
と
し
て
直
接
民
主
制
を
勧
め
る
微
妙
な
響
き
が
流
れ
、
こ
の
二
つ
が
対
位
法
に
よ
っ
て
結
び

付
け
ら
れ
て
い
る
は
ず
な
の
で
す
が
、
実
は
両
者
は
不
協
和
音
を
奏
で
て
い
ま
す
。
田
辺
は
、
大
日
本
帝
国
の
名
の
も
と
に
送
別
の
言
葉

を
述
べ
て
若
き
出
征
学
徒
を
励
ま
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
同
時
に
、
田
辺
は
戦
後
に
種
の
論
理
を
振
り
返
っ
て
、

国
家
と
民
族
的
種
馬
と
の
区
別
に
よ
っ
て
文
化
主
義
老
や
人
種
主
義
老
に
薄
し
て
応
酬
す
る
つ
も
り
だ
っ
た
と
書
い
た
の
で
は
な
か
っ
た

で
し
ょ
う
か
。
田
辺
自
身
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、
「
そ
の
動
機
は
、
当
時
台
頭
し
つ
つ
あ
っ
た
民
族
主
義
を
哲
学
の
問
題
と
し
て
取
上
げ
、

従
来
私
共
の
支
配
さ
れ
来
っ
た
自
由
主
義
思
想
を
批
判
す
る
と
同
時
に
、
単
な
る
民
族
主
義
に
立
脚
す
る
い
は
ゆ
る
全
体
主
義
を
否
定
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

す
る
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
し
た
。
田
辺
の
こ
の
言
葉
を
否
定
す
る
よ
う
な
論
述
は
ど
こ
に
も
見
つ
か
り
ま
せ
ん
が
、
田
辺
が
な
ぜ
こ
の
よ
う

な
動
機
を
最
初
か
ら
明
確
に
し
て
お
か
な
か
っ
た
の
か
疑
間
に
思
わ
れ
ま
す
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
種
の
論
理
が
拠
っ
て
立
つ
基
盤
が
田
辺

の
国
家
概
念
に
し
か
な
い
と
す
れ
ば
、
こ
の
論
理
は
転
倒
せ
ざ
る
を
え
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
ま
さ
に
そ
の
通
り
で
し
た
。
実
際
戦
後

ほ
ぼ
五
年
間
に
わ
た
る
沈
黙
の
間
、
田
辺
は
種
の
論
理
を
転
倒
し
た
ま
ま
の
状
態
に
放
置
し
、
忘
却
し
た
ま
ま
に
し
ま
し
た
。
そ
れ
を
再

び
立
て
直
す
た
め
に
は
、
社
会
的
実
践
の
思
想
を
国
家
の
増
強
と
い
う
か
つ
て
の
概
念
か
ら
切
り
離
す
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。
田
辺
は
後
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ヴ
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ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

期
思
想
に
お
い
て
そ
の
こ
と
を
試
み
た
の
だ
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。
田
辺
の
論
理
が
個
人
の
社
会
的
統
覚
の
理
性
的
根
拠
を
志
し
て
い

た
限
り
、
社
会
・
文
化
的
器
性
が
社
会
契
約
説
、
民
主
主
義
の
理
念
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
社
会
観
な
ど
の
思
想
形
態
に
よ
っ
て
定
義
さ

れ
る
こ
と
は
不
可
避
で
し
た
。
た
だ
し
同
時
に
、
「
国
家
と
い
い
民
族
と
い
い
階
級
と
い
い
、
何
れ
も
人
類
の
全
と
個
人
の
個
と
に
対
し
、

　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

種
の
位
置
に
立
つ
も
の
」
で
あ
る
と
田
辺
は
主
張
し
ま
す
。
国
家
を
余
り
に
も
中
心
に
据
え
て
い
た
間
は
こ
の
点
が
暖
昧
に
な
っ
て
い
た

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
理
論
的
に
は
閉
じ
た
民
族
社
会
と
同
様
に
国
家
も
種
の
不
可
逆
の
非
合
理
性
を
共
有
し
ま
す
。
こ
の
次
元
を
浮
か

び
上
が
ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
種
の
論
理
と
晩
年
の
田
辺
思
想
と
の
つ
な
が
り
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
現
代
の
世
界
ま
で
の
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

係
を
湧
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
『
識
直
道
と
し
て
の
哲
学
』
の
後
で
顯
辺
が
初
め
て
種
の
論
理
に
立
ち
戻
っ
た
論
文
は
一
九
四
六
年
の
「
弁
証
法
と
し
て
の
種
の
論
理
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

で
し
た
が
、
そ
の
中
で
彼
は
種
の
積
極
的
な
面
と
消
極
的
な
面
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
旋
会
・
文
化
的
基
体
と

し
て
の
種
は
塗
材
を
制
限
し
、
種
的
社
会
以
外
の
理
念
に
よ
る
道
徳
的
活
動
へ
の
意
志
を
弱
め
る
意
味
を
依
然
と
し
て
持
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
全
体
性
は
反
省
の
な
い
直
接
的
な
真
実
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
非
合
理
性
に
固
執
し
て
、
理
性
を
媒
介
と
し
て
桂
会
的
存
在
に
反
対
し

よ
う
と
す
る
す
べ
て
の
努
力
に
反
製
す
る
の
で
す
。
し
か
し
今
度
は
社
会
の
成
員
の
相
互
教
化
に
よ
る
文
化
の
基
盤
と
し
て
の
も
っ
と
積

極
的
な
意
昧
が
こ
れ
に
追
加
さ
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
種
違
社
会
の
反
省
の
な
い
直
接
性
は
個
人
間
の
意
識
の
あ
る
相
互
的
媒
介
へ
と
変

容
さ
れ
ま
す
。
か
つ
て
の
単
な
る
種
族
的
同
一
と
対
照
さ
れ
た
国
家
的
同
一
に
か
わ
っ
て
、
国
家
以
外
の
も
の
で
は
な
い
が
と
に
か
く
国

家
以
上
の
道
徳
的
文
化
が
そ
こ
に
登
場
し
て
き
ま
す
。

　
種
の
論
理
の
初
期
の
段
階
に
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
田
辺
は
詩
意
媒
介
を
抜
き
に
し
て
は
現
実
を
記
述
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い

う
立
場
を
と
っ
て
い
ま
し
た
の
で
、
「
理
性
的
な
も
の
は
現
実
的
で
あ
り
、
現
実
的
な
も
の
は
理
性
的
で
あ
る
」
と
い
う
へ
…
ゲ
ル
の
鐵

発
点
に
は
満
足
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
普
遍
と
し
て
の
人
類
と
特
殊
と
し
て
の
個
人
と
の
関
係
を
媒
介
す
る
社
会
的
文
化
的
な
種
性
に
理

性
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
民
族
避
難
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
説
明
で
き
ま
せ
ん
。
政
府
を
樹
立
し
、
道
徳
や
宗
教
の
理



念
に
基
づ
い
て
政
治
を
執
り
行
な
お
う
と
す
る
営
み
は
、
最
終
的
に
は
人
間
の
理
性
が
押
し
付
け
る
手
段
に
す
ぎ
ず
、
決
し
て
不
可
避
的

な
自
然
法
で
は
な
い
と
田
辺
は
あ
く
ま
で
も
考
え
て
い
ま
し
た
。
個
人
と
社
会
の
間
の
関
係
は
あ
ま
り
に
も
多
様
で
生
々
し
い
の
で
、
完

全
に
合
理
化
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
逆
に
、
民
族
を
特
殊
な
社
会
的
文
化
的
な
も
の
に
統
制
す
る
種
的
基
体
は
民
の
生
け
る
魂
で
あ

っ
て
、
理
不
尽
で
あ
る
と
か
反
省
が
不
十
分
で
あ
る
と
か
の
た
め
だ
け
で
な
く
、
理
性
そ
の
も
の
を
限
界
づ
け
る
と
い
う
意
味
で
も
非
合

理
的
で
す
。
趨
性
が
単
に
分
類
上
の
「
守
髄
」
、
あ
る
い
は
個
人
が
自
由
に
受
け
入
れ
た
り
拒
絶
し
た
り
す
る
こ
と
の
で
き
る
道
徳
上
の

選
択
肢
で
は
な
く
、
社
会
存
在
と
し
て
の
人
間
の
不
可
欠
の
要
素
で
あ
る
と
す
る
と
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
社
会
哲
学
は
転
倒
し
、
非
合
理
性
が

現
実
の
源
泉
で
あ
る
と
と
も
に
理
性
の
源
泉
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　
種
の
積
極
的
面
を
肯
定
す
る
田
辺
は
、
畜
群
の
倫
理
や
集
合
的
迷
信
や
だ
ら
し
の
な
い
考
え
方
へ
向
か
う
種
の
傾
向
に
対
し
て
継
続
し

て
反
対
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
言
語
や
社
会
的
慣
習
の
構
造
か
ら
無
自
覚
に
受
け
継
い
だ
思
想
形
態
に
対
し
て
盲

従
す
る
こ
と
に
田
辺
は
あ
く
ま
で
反
対
し
ま
し
た
。
同
時
に
彼
は
常
識
や
単
純
な
生
活
の
知
恵
を
あ
ま
り
高
く
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、

理
姓
の
欠
如
や
歪
曲
の
原
因
は
ま
ず
集
団
意
識
に
あ
る
と
考
え
、
そ
れ
ら
の
傾
向
に
抗
す
る
働
き
の
責
任
が
個
人
の
理
性
の
作
用
の
う
ち

に
あ
る
と
考
え
ま
す
。
こ
れ
は
、
種
の
論
理
を
最
初
に
説
い
た
論
文
に
お
け
る
野
性
の
意
味
で
し
た
し
、
『
俄
悔
道
と
し
て
の
哲
学
』
に

お
い
て
も
こ
の
意
味
は
さ
ら
に
強
化
さ
れ
ま
す
。
そ
こ
で
、
田
辺
は
種
性
の
非
合
理
性
の
こ
と
を
自
ら
弁
護
し
て
、
「
私
が
自
ら
苦
し
ん
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
S
1
）

結
果
到
達
し
た
思
想
で
あ
る
の
で
、
斯
か
る
苦
を
経
験
し
な
い
人
々
の
理
解
を
受
け
得
な
か
っ
た
の
は
当
然
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。

自
分
の
哲
学
に
よ
っ
て
集
団
的
な
思
想
形
態
に
反
対
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
む
ろ
ん
、
戦
争
の
敗
者
の
み
な
ら
ず
勝

者
に
よ
っ
て
も
同
じ
よ
う
に
自
覚
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
同
時
に
種
の
非
合
理
性
の
再
考
察
の
結
果
、
田
辺
は
、
わ
れ
わ
れ
の
理

性
へ
の
探
求
と
、
そ
の
探
求
に
実
践
的
な
、
ま
た
客
観
的
な
存
在
理
由
《
レ
ゾ
ン
・
ゲ
ー
ト
ル
》
を
与
え
る
土
着
の
知
恵
や
常
識
に
お
け

る
契
機
に
屋
覚
め
た
よ
う
で
す
。
し
か
も
こ
の
よ
う
な
契
機
に
は
私
的
な
反
省
だ
け
に
よ
っ
て
は
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
す
。

彼
自
身
の
老
化
や
自
ら
の
死
の
接
近
の
意
識
の
影
響
も
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
後
期
の
田
辺
の
著
作
に
私
個

　
　
　
　
種
の
論
理
と
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
の
批
判
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人
が
感
じ
る
馴
染
み
の
な
い
敬
震
さ
1
私
の
判
断
が
不
適
当
で
な
け
れ
ば
そ
の
よ
う
な
も
の
が
現
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
す

が
一
の
元
は
む
し
ろ
こ
の
契
機
の
た
め
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

（
四
）
種
性
の
最
終
的
基
礎
は
有
の
歴
史
的
相
対
性
で
な
く
、
絶
景
無
に
あ
る
。

　
人
間
社
会
の
奥
底
に
は
根
本
的
な
非
合
理
性
が
あ
っ
て
、
自
由
で
意
識
的
な
個
人
と
し
て
そ
れ
を
克
服
す
る
と
同
時
に
、
そ
れ
を
ま
た

尊
重
す
べ
き
だ
と
す
れ
ば
、
つ
ま
り
社
会
的
存
在
の
種
性
が
無
二
か
ら
の
解
放
へ
の
本
来
の
要
求
を
刺
激
す
る
と
同
時
に
あ
く
ま
で
も
無

明
の
生
存
を
指
示
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
矛
盾
は
最
終
的
で
不
可
逆
の
避
け
ら
れ
な
い
事
実
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
点
で
、

田
辺
が
実
存
主
義
（
と
り
わ
け
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
ヤ
ス
パ
ー
ス
）
に
共
感
を
示
し
た
の
は
、
彼
の
救
済
へ
の
探
求
の
理
解
に
基
づ
い
て
い

（
1
7
）

ま
す
。
し
か
し
田
辺
は
、
西
田
や
西
谷
と
同
じ
く
、
考
え
る
往
会
的
存
在
と
し
て
の
人
間
の
最
終
的
基
礎
は
有
で
は
な
く
絶
対
無
で
あ
る

　
　
　
（
1
8
）

と
し
ま
し
た
。
こ
の
無
は
存
在
の
あ
ら
ゆ
る
矛
盾
や
虚
無
を
包
括
し
貫
通
し
ま
す
。
絶
対
無
と
い
う
概
念
が
田
辺
哲
学
に
お
い
て
ど
の
よ

う
な
役
割
を
果
た
し
た
か
と
い
う
問
い
は
、
直
ち
に
答
え
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
な
い
こ
と
は
雷
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
あ

る
程
度
自
信
を
持
っ
て
話
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
た
め
に
は
、
田
辺
の
著
作
集
を
幾
度
も
読
み
返
す
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
私
は
十

分
承
知
し
て
い
ま
す
。
と
は
言
え
、
絶
対
無
は
種
の
論
理
に
関
わ
る
非
常
に
重
要
な
概
念
で
す
の
で
、
私
は
何
か
申
し
上
げ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
田
辺
の
場
合
に
は
、
無
こ
そ
が
有
の
絶
対
媒
介
の
「
主
体
」
と
し
て
、
個
人
の
転
換
お
よ
び
個
人
の
存
在
の
直
接

性
を
規
定
す
る
種
の
転
換
の
は
た
ら
き
の
背
後
に
あ
る
原
理
な
の
で
す
。
限
辺
は
こ
う
言
い
ま
す
。

　
　
無
は
無
で
あ
る
限
り
自
ら
直
接
に
は
た
ら
く
も
の
で
あ
る
こ
と
は
出
来
ぬ
。
何
と
な
れ
ば
、
自
ら
直
接
に
は
た
ら
く
も
の
は
有
で
あ

　
　
っ
て
、
無
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
…
…
個
は
こ
の
種
の
有
性
を
自
ら
の
無
即
有
た
る
否
定
的
媒
介
性
に
依
っ
て
無
に
媒
介
し
、
有

　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

　
　
即
「
無
た
ら
し
め
る
。

　
種
の
論
理
に
お
い
て
絶
対
無
は
主
に
社
会
的
存
在
の
宗
教
的
側
面
と
し
て
現
わ
れ
ま
す
。
沼
辺
は
、
宗
教
が
必
然
的
に
神
秘
的
で
な
け



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
べ
ル
グ
ソ
ソ
の
考
え
方
は
単
な
る
「
偏
見
」
で
あ
る
と
判
断
し
ま
し
た
。
む
し
ろ
、
玉
入
の
自
覚
が
社
会
的
実
践

に
ま
で
高
め
ら
れ
な
い
限
り
宗
教
は
本
格
的
と
は
言
え
な
い
と
田
辺
は
考
え
ま
し
た
。
神
秘
主
義
で
さ
え
も
具
体
的
な
協
力
の
形
態
を
と

る
必
要
が
あ
る
と
し
た
の
で
す
。
国
家
の
宗
教
的
次
元
に
関
し
て
も
同
様
で
し
た
。
し
か
も
、
少
な
く
と
も
種
の
論
理
を
提
出
し
て
か
ら
、

田
辺
は
宗
教
の
機
能
を
絶
対
否
定
と
み
な
す
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
実
践
的
な
意
味
で
、
宗
教
は
救
済
へ
の
道
で
あ
っ
て
、
「
不
捨
摂
取
」

あ
る
い
は
「
絶
対
摂
取
」
で
す
。
存
在
論
的
な
意
味
で
、
国
家
を
含
む
す
べ
て
の
社
会
・
文
化
的
種
性
を
否
定
し
、
し
か
も
個
人
の
自
由

や
人
類
の
実
際
上
の
普
遍
性
を
も
否
定
し
ま
す
。
個
・
種
・
類
を
具
体
的
な
媒
介
と
し
、
社
会
的
存
在
の
中
で
働
く
倫
理
、
理
性
、
権
力

な
ど
の
主
張
を
一
切
否
定
す
る
か
ぎ
り
、
宗
教
は
絶
薄
否
定
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
宗
教
は
、
否
定
に
関
し
て
言
え
ば
、
絶

対
媒
介
と
い
う
事
実
を
否
定
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
社
会
を
統
制
す
る
媒
介
が
結
局
は
社
会
の
成
員
で
あ
る
個
々
の
人
間
の
働
き
で
あ
る

と
い
う
こ
と
を
否
定
す
る
の
で
す
。
絶
対
的
で
あ
る
か
ぎ
り
、
宗
教
的
否
定
は
救
済
の
具
体
的
な
形
態
が
あ
る
特
殊
な
組
織
と
同
一
化
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

る
こ
と
、
つ
ま
り
神
権
政
治
の
よ
う
に
種
性
を
絶
贈
化
す
る
よ
う
な
組
織
の
設
立
に
よ
る
同
一
化
を
否
定
す
る
の
で
す
。

　
田
辺
の
晩
年
の
著
作
で
は
、
媒
介
の
国
家
的
解
釈
が
ま
す
ま
す
弱
ま
る
に
つ
れ
て
、
そ
の
宗
教
性
が
さ
ら
に
明
確
に
な
り
強
化
さ
れ
ま

す
。
あ
る
種
的
社
会
が
自
ら
を
他
の
種
的
社
会
か
ら
閉
じ
れ
ば
閉
じ
る
ほ
ど
、
絶
対
無
の
歯
石
統
一
は
ま
す
ま
す
自
己
疎
外
さ
れ
て
い
き

ま
す
。
宗
教
的
に
言
え
ば
、
索
性
は
椙
対
的
「
還
粗
」
で
あ
り
、
世
間
に
お
い
て
行
な
わ
れ
る
べ
き
救
済
の
場
と
み
な
さ
れ
、
絶
対
無
は

社
会
の
個
々
の
成
員
の
相
互
忠
愛
や
慈
悲
を
媒
介
と
し
て
初
め
て
実
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
「
特
殊
と
し
て
の
種
は
、
斯
か
る
無

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

の
全
体
の
有
的
媒
介
と
し
て
、
個
が
そ
れ
に
於
て
自
ら
を
無
化
し
、
以
っ
て
互
に
教
化
救
済
す
る
方
便
と
な
る
も
の
で
あ
る
」
。

　
こ
の
絶
対
否
定
と
し
て
の
宗
教
の
積
極
的
役
割
は
、
面
的
意
識
を
勧
め
て
種
的
社
会
の
個
々
人
を
統
締
し
た
上
で
、
そ
れ
ら
を
自
分
の

種
的
統
箭
以
外
の
広
い
世
界
に
開
く
こ
と
で
す
。
田
辺
は
個
々
人
の
相
互
関
係
の
理
念
を
キ
リ
ス
ト
教
の
「
聖
徒
の
交
わ
り
」
（
8
ヨ
ヨ
⊆
・

a
。
ω
雪
g
。
遷
ヨ
）
と
い
う
比
喩
を
用
い
て
表
現
し
ま
す
が
、
「
普
遍
な
る
教
会
」
と
い
う
概
念
で
人
類
全
体
を
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

関
連
す
る
国
家
の
宗
教
的
次
元
は
「
地
域
的
教
会
」
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
後
期
の
田
辺
の
著
作
に
お
い
て
は
、
国

　
　
　
　
種
の
論
理
と
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
の
批
判
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九



　
　
　
　
哲
学
研
一
究
　
第
五
｝
臼
六
十
∴
二
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
〇

家
は
か
つ
て
の
単
な
る
「
直
接
性
」
と
い
う
特
微
を
失
い
、
個
々
の
人
間
に
種
的
限
界
を
乗
り
越
え
る
救
い
へ
の
道
を
歩
ま
せ
る
た
め
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

「
方
便
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
種
の
論
理
の
新
た
な
方
向
付
け
や
文
化
主
義
は
「
文
化
頽
廃
の
産
物
」
に
ほ
か
な
ら
な

い
と
い
う
批
判
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
田
辺
が
戦
後
当
分
の
問
、
天
皇
は
「
絶
対
無
の
象
徴
」
で
あ
る
と
す
る
か
つ
て
の
見
解
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

ら
一
歩
も
退
か
な
か
っ
た
こ
と
は
驚
く
べ
き
こ
と
で
す
。
絶
対
無
と
は
、
互
い
に
媒
介
さ
れ
る
社
会
の
個
々
の
存
在
の
中
で
働
く
絶
対
媒

介
の
力
で
す
が
、
日
本
が
軍
事
国
家
と
な
っ
て
い
た
最
中
、
田
辺
は
、
天
皇
を
そ
の
絶
対
無
の
象
徴
に
祭
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い

う
考
え
を
持
ち
ま
し
た
。
田
辺
は
｝
九
四
七
年
ま
で
同
じ
こ
と
を
繰
り
返
し
述
べ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
動
機
を
理
解
す
る
こ
と
は
な
か
な

か
困
難
に
思
わ
れ
る
で
し
ょ
う
。
可
能
な
か
ぎ
り
寛
大
に
見
る
な
ら
ば
、
種
の
論
理
の
宗
教
性
が
次
第
に
浮
か
び
上
が
り
、
近
代
国
家
の

概
念
か
ら
離
れ
て
行
く
に
し
た
が
っ
て
、
田
辺
は
、
た
と
え
天
皇
の
戦
争
責
任
を
認
め
た
と
し
て
も
論
理
の
中
で
は
天
皇
に
名
誉
あ
る
位

置
を
確
保
し
よ
う
と
い
う
理
不
尽
な
執
着
を
弱
め
て
い
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
も
し
そ
の
結
果
空
白
が
生
じ
た
と
し
て
も
、
真
の
宗

教
的
「
国
際
人
」
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
晴
代
・
文
化
的
種
馬
を
超
越
し
た
親
驚
と
イ
エ
ス
と
が
、
そ
れ
を
補
っ
て
余
り
あ
る
ほ
ど
の
存
在

に
な
っ
て
い
た
の
で
す
。

　
数
年
前
に
こ
ち
ら
の
京
都
で
、
「
現
代
に
お
け
る
宗
教
と
倫
理
」
を
テ
ー
マ
と
す
る
国
際
禅
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
開
か
れ
ま
し
た
が
、
そ

の
時
上
田
閑
照
先
生
が
ま
と
め
の
講
演
の
終
わ
り
に
お
い
て
、
倫
理
に
対
す
る
宗
教
の
立
場
に
触
れ
ら
れ
ま
し
た
。
先
生
は
、
そ
れ
は
実

際
の
桂
会
に
立
脚
し
た
立
場
で
は
な
く
、
ま
た
社
会
か
ら
遠
ざ
か
り
超
然
と
し
た
立
場
で
も
な
く
て
、
む
し
ろ
「
地
上
一
寸
」
の
基
質
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
こ
の
言
葉
は
十
二
世
紀
の
聖
で
あ
っ
た
西
行
の
あ
り
方
を
表
現
し
た
も
の
だ
そ
う
で
す
が
、

田
辺
自
身
の
種
性
に
関
す
る
最
終
的
な
立
場
に
も
適
用
で
き
る
で
し
ょ
う
。
要
す
る
に
そ
れ
は
、
心
が
世
俗
に
埋
没
し
き
ら
ず
、
ま
た
同

時
に
世
俗
に
常
に
心
配
り
の
で
き
る
立
場
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。



三
　
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
・
リ
ア
リ
テ
ィ
と
し
て
の
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ

　
冒
頭
に
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
田
辺
の
種
の
論
理
は
本
来
推
理
の
形
式
と
か
所
有
を
分
類
す
る
形
式
で
あ
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
わ
れ
わ

れ
を
取
り
巻
く
世
界
、
特
に
人
間
世
界
に
薄
し
て
疑
問
を
打
ち
出
す
批
判
的
観
点
で
し
た
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
論
理
と
し
て
ま
ず
哲
学

の
伝
統
と
の
接
触
に
よ
っ
て
発
展
す
る
の
で
は
な
く
、
疑
問
の
対
象
で
あ
っ
た
発
展
し
つ
つ
あ
る
生
け
る
種
性
と
の
接
触
に
よ
っ
て
形
成

さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
種
の
論
理
は
あ
く
ま
で
も
論
理
自
体
の
自
己
批
判
だ
け
を
問
題
に
し
ま
し
た
が
、
し
か
し
論
理
自
体
の
種
性
を

も
再
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
種
の
論
理
が
生
ま
れ
た
特
殊
な
環
境
が
否
定
す
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
と

い
う
理
由
だ
け
で
種
の
論
理
自
体
を
も
否
定
す
る
と
い
う
態
度
こ
そ
が
、
種
の
論
理
に
よ
る
批
判
の
対
象
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

そ
の
意
味
で
、
種
性
の
原
理
の
本
来
の
意
味
が
一
度
理
解
さ
れ
た
な
ら
ば
、
そ
の
理
解
は
一
た
と
え
そ
れ
が
田
辺
の
理
解
で
な
か
っ
た
と

し
て
も
、
ま
た
た
と
え
そ
れ
が
常
識
に
思
わ
れ
た
り
当
然
に
思
わ
れ
た
り
し
た
と
し
て
も
一
も
は
や
決
し
て
無
視
で
き
な
い
洞
察
に
な
る

で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　
「
流
行
」
対
「
時
代
遅
れ
」
、
「
物
の
贅
沢
」
対
「
足
る
こ
と
を
知
る
こ
と
」
、
「
先
端
技
術
」
対
「
適
正
技
術
」
と
い
っ
た
尺
度
で
わ
れ

わ
れ
が
価
値
の
あ
る
も
の
と
な
い
も
の
と
を
判
別
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
は
、
技
術
的
な
レ
ベ
ル
で
の
適
者
生
存
と
い
う
二

十
世
紀
の
終
わ
り
に
見
ら
れ
る
文
明
の
通
念
に
お
い
て
周
知
の
事
実
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
結
果
、
気
が
抜
け
、
人
の
気
に
留
ま
ら
な

く
な
っ
た
り
し
て
時
代
か
ら
見
捨
て
ら
れ
た
宗
教
や
哲
学
の
概
念
が
葬
ら
れ
て
い
る
墓
場
が
、
今
ま
で
の
文
明
史
に
は
み
ら
れ
な
か
っ
た

ほ
ど
広
大
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
わ
れ
わ
れ
は
、
田
辺
の
種
の
論
理
も
ま
た
そ
こ
に
葬
ら
れ
る
べ
き
か
ど
う
か
を
問
う
前
に
、

そ
の
論
理
の
視
点
に
立
っ
て
、
現
代
の
よ
う
な
文
明
の
変
容
が
生
じ
て
き
た
時
代
の
信
仰
を
も
う
一
度
見
直
す
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
と
思

わ
れ
ま
す
。
残
り
の
時
問
で
私
は
「
グ
冒
ー
バ
ル
・
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
」
と
い
う
概
念
に
焦
点
を
当
て
て
、
田
辺
の
種
の
論
理
一
少
な
く
と
も

こ
こ
で
述
べ
た
理
解
で
の
種
の
論
理
一
が
ど
の
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
が
心
の
中
で
ず
っ
と
前
か
ら
抱
い
て
い
た
疑
問
を
も
っ
と
は
っ
き
り

　
　
　
　
種
の
論
理
と
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
の
批
判
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一



　
　
　
　
折
口
学
研
究
　

晶
弟
五
百
六
十
一
二
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
二

意
識
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
を
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
こ
の
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
は
グ
ロ
ー
バ
ル
な
も
の
で
は
な
く
、
徹
底

的
に
特
殊
な
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
。

　
い
く
ら
魅
力
的
で
あ
っ
て
も
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
と
い
う
の
は
、
現
代
の
特
殊
な
発
展
理
念
に
基
づ
い
て
わ
れ
わ
れ
を
導
く

と
こ
ろ
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
地
球
上
の
大
多
数
に
と
っ
て
は
考
え
ら
れ
な
い
現
実
で
あ
る
し
、
し
か
も
グ
ロ
ー
バ

ル
・
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
の
市
民
と
自
称
す
る
人
々
の
間
に
お
い
て
も
ま
た
、
「
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
・
リ
ア
リ
テ
ィ
」
（
翻
仮
に
想
定
さ
れ
た
現
実
）

に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
日
本
で
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
の
市
電
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
「
国
際
化
」
と
か
「
異
文
化
と
の
交

流
」
と
ほ
ぼ
陶
じ
意
味
で
す
が
、
ひ
q
ざ
げ
巴
と
く
譲
＆
。
と
い
う
本
来
両
立
し
な
い
単
語
の
組
み
合
わ
せ
も
、
英
語
の
場
合
ほ
ど
に
は
意
表

を
つ
く
魅
力
的
な
喪
現
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
そ
の
起
源
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
と
思
い
ま
す
。

　
実
際
、
こ
の
表
現
は
約
三
十
年
前
に
カ
ナ
ダ
の
希
有
な
天
才
で
あ
っ
た
マ
…
シ
ャ
ル
・
マ
ク
ル
…
ハ
ソ
と
い
う
英
文
学
者
の
お
か
げ
で

生
じ
た
も
の
で
す
。
そ
の
当
時
彼
は
こ
う
書
き
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
わ
れ
わ
れ
の
世
界
は
真
新
し
い
直
ち
に
同
時
的
に
な
る
世
界
で
あ
る
。
「
時
間
」
は
絶
え
、
「
空
石
」
は
消
え
て
し
ま
っ
た
。
わ
れ
わ

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
れ
は
今
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
に
、
同
時
的
に
な
り
つ
つ
あ
る
出
来
事
の
う
ち
に
住
ん
で
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
聴
覚
的
空
間

　
　
《
オ
ー
デ
ィ
オ
・
ス
ペ
…
ス
》
に
戻
っ
て
き
た
。
わ
れ
わ
れ
は
数
世
紀
に
わ
た
っ
て
文
字
を
使
う
状
態
に
あ
っ
た
た
め
に
離
れ
て
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

　
　
た
原
始
的
な
感
覚
、
部
族
的
感
惰
を
も
う
一
度
組
織
し
始
め
た
。

　
　
視
覚
的
文
化
は
分
類
、
ラ
ベ
リ
ン
グ
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
に
よ
っ
て
生
き
る
。
人
々
が
各
自
を
互
い
に
電
気
的
に
関
連
さ
せ
る
た
め
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

　
　
わ
れ
わ
れ
は
聴
覚
的
関
係
お
よ
び
部
族
的
費
任
と
い
う
意
味
で
の
東
洋
的
な
状
態
に
　
戻
り
つ
つ
あ
る
よ
う
だ
。

一
世
代
前
に
は
こ
の
よ
う
な
表
現
は
き
っ
と
神
秘
的
に
聞
こ
え
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
が
、
今
日
で
は
こ
の
考
え
は
常
識
に
な
っ
て
、
「
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
ユ
…
ザ
i
共
同
体
」
に
と
っ
て
は
体
験
か
ら
す
ぐ
理
解
で
き
る
言
葉
な
の
で
す
。
田
辺
に
と
っ
て
は
社
会
を
閉
じ
る
部

族
の
種
性
そ
の
も
の
が
、
あ
た
か
も
醤
下
社
会
を
開
い
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
ま
す
。
す
で
に
一
九
六
四
年
に
マ
ク
ル
ー
ハ
ソ
は
、
ご



く
最
近
生
ま
れ
た
「
ワ
ー
ル
ド
．
ワ
イ
ド
・
ウ
ェ
ッ
ブ
」
（
1
1
全
世
界
を
つ
な
ぐ
網
状
電
子
組
織
）
が
実
現
し
た
集
合
的
で
し
か
も
逆
説

的
に
「
開
い
た
」
部
族
的
な
心
構
え
を
予
想
し
て
い
た
の
で
す
。

　
人
間
は
突
然
、
知
識
採
集
の
遊
牧
民
と
な
っ
た
の
で
す
。
人
間
は
い
ま
だ
か
っ
て
な
か
っ
た
ほ
ど
遊
牧
的
に
な
り
、
豊
か
な
イ
ン
フ
ォ

メ
ー
シ
ョ
ン
を
得
て
、
断
片
的
専
門
文
化
主
義
か
ら
開
放
さ
れ
、
し
か
も
、
か
っ
て
な
か
っ
た
ほ
ど
全
体
的
な
社
会
の
動
き
に
関
与
す
る

よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
電
気
の
登
場
に
よ
っ
て
、
お
れ
わ
れ
は
中
枢
神
経
組
織
を
全
脳
肉
的
規
模
（
謹
。
議
ミ
置
Φ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

嶺
⑦
σ
）
に
拡
張
し
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
経
験
を
瞬
時
に
相
互
関
連
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

　
た
だ
し
、
電
子
メ
デ
ィ
ア
が
可
能
に
す
る
新
し
い
グ
ロ
ー
バ
ル
な
関
連
性
を
一
丁
目
大
い
に
歓
迎
し
な
が
ら
も
、
他
方
で
マ
ク
ル
ー
ハ

ン
は
、
そ
の
結
果
わ
れ
わ
れ
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
と
い
う
意
識
が
つ
い
て
ゆ
か
ず
遙
か
に
遅
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
も
繰
り
返
し
注

意
し
ま
す
。
新
し
い
電
子
技
術
を
た
だ
従
来
の
技
術
の
改
善
と
し
て
考
え
る
傾
向
に
つ
い
て
彼
は
、
「
新
し
い
技
術
が
社
会
を
襲
来
す
る

と
き
、
直
前
の
時
代
か
ら
駅
染
み
の
あ
る
、
安
心
を
も
た
ら
す
イ
メ
ー
ジ
を
手
に
入
れ
よ
う
と
す
る
の
は
も
っ
と
も
自
然
な
反
応
で
あ

（
3
1
）

る
」
と
言
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
の
意
識
が
ど
れ
ほ
ど
新
技
術
を
次
か
ら
次
へ
と
形
成
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
関

心
が
高
ま
っ
て
ゆ
く
の
に
対
し
て
、
反
対
に
新
技
術
が
ど
れ
ほ
ど
わ
れ
わ
れ
の
意
識
を
再
形
成
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
十

分
に
自
覚
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
注
意
を
与
え
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
点
で
心
理
学
者
の
ユ
ン
グ
が
奴
隷
の
心
理
に
関
し
て
書
い

た
こ
と
を
マ
ク
ル
ー
ハ
ソ
は
高
く
評
価
で
き
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
　
す
べ
て
の
ロ
ー
マ
人
は
奴
隷
に
囲
緯
せ
ら
れ
て
生
活
し
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
の
結
果
、
奴
隷
と
そ
の
心
理
と
が
古
代
イ
タ
リ
ア

　
　
の
全
土
に
氾
濫
し
、
ロ
ー
マ
人
た
ち
は
一
人
の
例
外
も
な
く
、
無
意
識
の
う
ち
に
、
精
神
的
に
は
奴
隷
に
ひ
と
し
い
者
に
な
り
さ
が

　
　
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
奴
隷
の
雰
囲
気
の
な
か
で
、
生
活
し
て
い
た
彼
等
は
、
無
意
識
裏
の
影
響
を
受
け
て
、
奴
隷
の
心

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

　
　
理
に
感
染
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
影
響
に
対
し
て
身
を
防
ぐ
す
べ
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
実
際
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
は
、
電
子
メ
デ
ィ
ア
の
大
衆
化
に
伴
っ
て
個
人
の
見
る
自
由
と
聞
く
自
由
が
次
第
に
奪
わ
れ
て
い
く
と
い
う
危
険

　
　
　
　
種
の
論
理
と
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
の
批
判
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
三
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に
い
ち
早
く
気
が
つ
い
た
一
人
で
し
た
。
た
と
え
ば
、
一
九
五
｝
年
の
皮
肉
た
っ
ぷ
り
の
文
章
に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　
市
揚
商
人
の
側
に
し
て
み
れ
ば
、
『
赤
ず
き
ん
』
の
狼
に
な
ら
っ
て
、
お
婆
さ
ん
に
変
装
し
た
い
と
い
う
衝
動
を
押
さ
え
き
れ
な
い
の

も
無
理
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
は
正
体
が
暴
露
さ
れ
る
と
い
う
心
配
は
無
用
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
コ
マ
：
シ
ャ
ル
・
ソ
ン
グ

で
育
っ
て
き
た
近
頃
の
赤
ず
き
ん
ち
ゃ
ん
は
、
狼
に
喰
わ
れ
る
こ
と
な
ど
て
ん
で
気
に
か
け
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
新
聞
・
ラ
ジ
オ
を

通
し
て
の
有
効
な
意
志
表
示
が
限
ら
れ
た
少
数
の
手
に
握
ら
れ
て
い
る
今
の
世
の
中
で
は
、
「
聞
く
自
由
」
と
い
っ
て
も
所
詮
「
金
が
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

せ
ね
ば
口
は
出
さ
な
い
」
で
い
る
自
由
に
外
な
ら
な
い
。

　
マ
ク
ル
：
ハ
ソ
の
矛
盾
し
た
表
現
で
あ
る
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
は
、
新
語
と
し
て
現
代
の
技
術
の
要
求
と
産
業
革
命
か
ら
継
続

し
て
き
た
社
会
構
造
と
の
問
に
あ
る
断
絶
を
強
調
し
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
は
直
前
の
過
去
へ
の
愛
着
を
否
定
し
、
意
識
の
自
由
へ
の
希

望
を
肯
定
す
る
理
念
で
し
た
。
し
か
し
実
際
に
は
結
局
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
・
リ
ア
リ
テ
ィ
に
抵
抗
す
る
意
識
は
依
然
と
し
て
弱
く
、
部
族
的

社
会
の
グ
目
ー
バ
ル
化
は
ま
さ
に
そ
の
主
要
な
実
例
な
の
で
す
。

　
こ
こ
で
田
辺
の
種
の
論
理
を
引
き
合
い
に
出
す
た
め
に
は
単
に
二
次
的
な
調
整
し
か
い
り
ま
せ
ん
。
先
に
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
哲
学

に
お
け
る
社
会
的
実
践
の
必
要
性
を
論
じ
る
の
に
、
日
常
生
活
か
ら
の
事
例
を
引
用
す
る
傾
向
が
田
辺
に
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の

意
昧
で
彼
は
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
と
正
反
対
で
し
た
。
し
か
し
両
者
に
は
共
通
点
も
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
道
徳
的
判
断
の
基
礎
と
な
り
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

る
普
遍
的
な
「
内
な
る
道
徳
律
」
を
も
た
ず
、
社
会
的
存
在
の
具
体
的
基
礎
を
自
覚
す
る
よ
う
に
絶
え
ず
強
調
し
た
の
で
す
。
マ
ク
ル
1

ハ
ソ
に
と
っ
て
は
メ
デ
ィ
ア
を
心
身
の
時
間
的
、
空
間
的
「
拡
張
」
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヴ
ィ
レ
ヅ
ジ
に
お
け
る
道

徳
の
土
台
で
し
た
。
田
辺
に
と
っ
て
は
、
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
改
革
は
、
人
々
す
べ
て
を
一
つ
の
共
同
体
と
す
る
絶
対
連
続
性
の
土
台
で
あ

る
絶
対
無
を
自
覚
す
る
こ
と
に
依
存
し
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
表
現
が
い
く
ら
違
っ
て
い
て
も
、
類
似
す
る
厭
が
多
い
の
は
明
ら
か
だ
と
思

い
ま
す
。
田
辺
の
批
判
に
向
か
う
前
に
、
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
著
作
を
め
ぐ
っ
て
も
う
一
つ
の
考
察
を
行
な
う
こ
と
を
お
許
し
い
た
だ
き
た

い
と
思
い
ま
す
。
技
術
的
な
進
歩
だ
け
で
な
く
技
術
的
な
災
厄
も
ま
た
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
に
お
け
る
相
互
連
関
性
の
自
覚
を



支
え
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
、
次
の
よ
う
な
例
を
使
っ
て
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
　
研
究
上
の
実
験
の
際
の
事
故
に
よ
っ
て
楡
の
立
ち
枯
れ
病
が
発
生
し
た
。
そ
れ
を
治
療
す
る
こ
と
は
可
能
だ
が
、
一
本
の
木
を
治
す

　
　
の
に
二
五
〇
〇
ド
ル
の
コ
ス
ト
が
か
か
る
だ
け
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
木
を
治
療
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
本
の
木
は
他
の
木
か

　
　
ら
切
り
離
さ
れ
た
の
で
は
救
わ
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
人
間
の
状
態
一
般
に
も
当
て
は
ま
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
が

　
　
「
新
技
術
」
と
呼
ぶ
、
自
ら
生
み
幽
し
た
奇
形
は
、
膨
大
な
新
た
な
環
境
を
作
り
出
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
個
々
の
有
機
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

　
　
は
ま
っ
た
く
無
力
で
あ
る
。

四
　
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
の
種
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

　
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
が
提
示
し
て
い
る
思
想
に
、
真
剣
に
顧
慮
す
べ
き
も
の
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
あ
り
ま
せ
ん
。
田
辺
の
視

点
か
ら
す
れ
ば
、
四
つ
の
質
問
が
示
唆
さ
れ
ま
す
が
、
な
る
べ
く
簡
潔
な
形
で
そ
れ
ら
を
提
出
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
こ
か
ら
は

グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
と
い
う
概
念
を
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
思
想
か
ら
切
り
離
し
て
、
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
電
子
的
文
化
を
示
す
一
般
的

表
現
と
し
て
取
り
扱
い
ま
す
。

　
ま
ず
第
一
に
普
遍
的
理
念
と
し
て
の
グ
ロ
：
バ
ル
・
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
は
、
社
会
の
個
々
の
構
成
員
に
と
っ
て
、
知
識
の
自
由
や
言
論
の
自

忠
の
限
界
を
規
定
し
直
す
と
同
時
に
、
ヴ
ァ
ナ
キ
ュ
ラ
ー
な
、
地
元
の
文
化
の
価
値
を
吸
収
し
、
少
な
く
と
も
そ
れ
ら
を
軽
視
す
る
傾
向

　
　
　
　
（
3
7
）

に
向
か
い
ま
す
。
グ
μ
i
バ
ル
・
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
は
地
元
の
価
値
の
冷
性
を
、
そ
れ
ら
が
「
接
続
し
て
い
な
い
」
「
情
報
が
な
い
」
と
い
う

理
由
で
、
「
非
合
理
」
で
あ
る
と
非
難
し
ま
す
。
結
局
そ
れ
は
田
辺
が
主
張
し
た
種
性
の
存
在
を
否
定
し
、
そ
れ
を
類
な
い
し
個
の
属
性

を
示
す
単
な
る
形
容
詞
に
帰
す
の
で
す
。
現
代
の
国
家
主
義
や
人
種
主
義
の
復
興
は
、
国
際
化
の
理
念
が
も
っ
と
も
進
ん
で
い
る
国
の
な

か
で
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
偶
然
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
む
し
ろ
こ
の
二
つ
が
容
易
に
共
存
で
き
る
か
ら
こ
そ
そ
う
な
っ
て
い

る
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
が
ま
さ
に
晩
年
の
田
辺
の
関
心
を
問
題
に
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
ま
す
。
要
す
る
に
、
近
代
国

　
　
　
　
種
の
論
理
と
グ
ロ
：
バ
ル
・
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
の
批
判
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五
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家
の
出
現
以
来
、
集
合
的
意
識
を
中
毒
に
さ
せ
て
き
た
国
家
主
義
を
解
毒
す
る
た
め
、
社
会
・
文
化
的
種
性
の
積
極
的
な
面
を
再
評
価
し

な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
第
二
に
は
、
ヴ
ァ
ナ
キ
ュ
ラ
ー
な
領
域
を
軽
蔑
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
種
の
関
係
が
特
定
の
文
化
環
境
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
い
る

が
ゆ
え
に
よ
り
大
切
で
、
よ
り
普
遍
的
で
あ
る
と
い
う
考
え
が
グ
ロ
ー
バ
ル
な
理
念
の
前
提
と
し
て
成
立
し
ま
す
。
し
か
し
地
域
的
な
村

が
地
域
的
で
あ
る
の
と
同
様
の
意
味
で
、
グ
μ
ー
バ
ル
・
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
の
本
性
が
「
グ
ロ
ー
バ
ル
」
だ
と
い
う
単
純
な
結
論
を
導
く
こ
と

は
間
違
っ
て
い
ま
す
。
実
際
、
部
族
の
村
と
異
な
っ
て
、
こ
の
地
球
的
な
村
は
人
類
全
員
を
包
括
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
逆
に
、

超
地
域
的
な
理
念
と
し
て
、
通
文
化
的
な
貴
族
を
生
じ
ま
す
。
世
界
が
電
子
メ
デ
ィ
ア
の
村
に
な
っ
た
と
い
う
信
仰
は
、
実
際
に
接
続
し

て
い
る
人
々
に
は
あ
る
村
の
単
に
種
的
な
通
念
を
グ
ロ
ー
バ
ル
な
事
実
と
し
て
信
じ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
事
実
を
表
現
す
る
も

の
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
歴
史
上
初
め
て
の
普
遍
的
言
語
の
基
本
文
法
は
現
に
ご
く
少
数
の
人
に
し
か
通
じ
ま
せ
ん
が
、
そ
の
存
在
の
お
か

げ
で
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
～
通
信
が
一
般
に
可
能
に
な
る
の
で
そ
の
雷
葉
の
普
遍
性
が
確
定
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
世
界

的
な
通
信
が
「
世
界
的
」
に
働
く
た
め
に
は
、
使
用
さ
れ
る
言
語
が
限
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ゆ
え
通
信
の
共
通
誘
を
柱

と
す
る
「
グ
ロ
ー
バ
ル
・
カ
ル
チ
ャ
ー
」
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
が
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
な
抽
象
化
さ
れ
た
こ
こ
ろ
で
あ
る
の
と
同
じ
程
度
に

お
い
て
、
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
な
抽
象
化
さ
れ
た
リ
ア
リ
テ
ィ
な
の
で
す
。

　
田
辺
の
視
点
は
、
電
子
技
術
の
宣
伝
さ
れ
た
「
真
の
普
遍
性
」
を
問
題
に
し
て
、
種
性
の
消
極
的
な
面
、
つ
ま
り
新
し
い
技
術
が
創
造

す
る
、
全
徴
界
を
囲
む
新
し
い
共
同
体
の
基
体
に
あ
る
種
的
文
化
・
社
会
的
通
念
に
疑
問
を
も
た
せ
る
も
の
で
す
。
個
人
は
、
こ
の
通
念

に
、
つ
ま
り
情
報
や
意
見
の
即
時
交
換
を
支
配
す
る
こ
の
人
間
関
係
に
適
応
で
き
れ
ば
で
き
る
ほ
ど
、
こ
の
部
族
の
成
員
に
な
る
わ
け
で

す
が
、
そ
れ
だ
け
で
ま
た
同
時
に
貴
族
の
権
威
を
支
持
す
る
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
部
族
の
人
口
が
い
く
ら
増
え
て
も
、
地

元
の
文
化
を
い
く
つ
合
併
し
て
も
、
い
く
ら
非
文
字
社
会
の
知
恵
や
感
受
性
を
取
り
戻
し
て
も
、
田
辺
に
と
っ
て
は
部
族
性
そ
の
も
の
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

社
会
の
閉
鎖
性
を
示
し
て
い
ま
す
。
実
際
の
非
文
字
社
会
に
は
文
法
的
な
誤
り
を
犯
し
た
者
が
い
な
か
っ
た
の
と
同
様
に
、
文
字
社
会
の



彼
岸
に
あ
る
高
度
情
報
化
し
た
電
子
社
会
に
お
い
て
も
、
言
語
の
法
躍
は
日
露
市
民
に
特
別
教
育
を
義
務
づ
け
る
ほ
ど
増
大
し
て
、
し
か

も
そ
れ
を
警
備
す
る
エ
リ
ー
ト
の
知
識
層
も
必
要
に
な
っ
て
い
ま
す
。
種
の
論
理
の
視
点
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヴ
ィ
レ
ッ

ジ
を
種
的
に
閉
ざ
す
こ
と
は
や
む
を
え
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に
は
種
性
が
普
遍
的
で
あ
る
と
い
う
神
話
が
要
求
さ
れ
る
と

言
え
る
で
し
ょ
う
。

　
地
元
の
社
会
・
文
化
的
種
性
の
軽
視
と
普
遍
化
さ
れ
た
新
し
い
種
土
の
導
入
に
伴
っ
て
、
田
辺
の
論
理
は
第
三
の
疑
問
を
起
こ
し
ま
す
。

新
し
い
村
人
の
関
係
組
織
《
ネ
ッ
ト
ワ
：
ク
》
が
グ
ロ
ー
バ
ル
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
簡
単
に
信
じ
ら
れ
る
主
な
理
由
は
、
恐
ら
く
そ
れ

が
普
遍
的
に
手
に
入
る
糸
で
、
唯
一
の
機
を
使
っ
て
同
じ
パ
タ
ン
で
織
り
あ
げ
ら
れ
た
裾
の
な
い
編
み
物
で
あ
る
か
ら
で
す
。
言
い
換
え

れ
ば
、
そ
れ
が
絶
対
媒
介
の
原
理
と
し
て
働
く
か
ら
で
す
。
編
み
物
自
体
が
絶
対
の
神
と
か
絶
対
の
無
の
か
た
ち
を
帯
び
て
初
め
て
あ
ら

ゆ
る
文
化
の
個
人
に
新
し
い
部
族
の
意
識
を
学
ば
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
す
な
わ
ち
す
べ
て
の
村
人
の
「
不
捨
摂
取
」
を
確
実
に
す
る

た
め
、
こ
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
組
織
は
全
知
、
遍
在
、
す
べ
て
を
維
持
す
る
揺
る
ぎ
の
な
い
信
頼
を
も
た
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
無
論
、

正
気
で
あ
る
限
り
だ
れ
も
電
子
情
報
の
組
織
を
文
字
ど
お
り
に
絶
対
化
な
い
し
神
化
し
た
り
は
し
ま
せ
ん
。
し
か
し
そ
の
組
織
が
こ
の
よ

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
へ

う
な
摂
理
を
目
的
と
し
て
希
求
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
確
信
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
指
導
に
身
を
ゆ
だ
ね
、
自
分
を
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヴ
ィ
レ

ッ
ジ
の
市
民
と
考
え
る
こ
と
は
ま
ず
不
可
能
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
同
時
に
グ
ロ
ー
バ
ル
な
編
み
物
に
心
を
接
続
す
る
個
人
は
、
情
報
の
管
理
や
交
換
が
科
学
的
で
客
観
的
で
価
値
判
断
を
も
た
な
い
、
倫

理
上
中
心
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
蔑
提
と
し
て
い
ま
す
。
全
部
族
に
影
響
を
与
え
る
倫
理
問
題
に
対
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
役

割
は
「
デ
ー
タ
」
を
手
に
入
れ
る
と
い
う
と
こ
ろ
だ
け
に
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
情
報
組
織
と
し
て
倫
理
を
体
現
す
る
主
体
で
は
な
い
の
で
、

何
も
判
断
で
き
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
結
果
、
デ
ー
タ
過
剰
が
個
人
の
社
会
倫
理
の
意
識
を
麻
痺
さ
せ
、
そ
れ
に
引
き
続
き
情
報
を

仕
分
け
し
て
目
下
の
社
会
問
題
に
関
連
が
あ
る
か
ど
う
か
を
見
定
め
る
専
門
家
の
聖
職
者
団
体
を
必
要
と
し
ま
す
。
エ
リ
ー
ト
や
特
に
創

造
的
な
個
人
を
除
い
て
、
こ
う
い
つ
た
巨
大
な
、
境
の
な
い
、
伝
統
の
な
い
部
族
に
お
け
る
一
般
大
衆
の
人
々
の
道
徳
的
実
践
は
、
再
び

　
　
　
　
種
の
論
理
と
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
の
批
判
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
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親
戚
や
知
人
に
対
す
る
直
接
的
な
責
任
に
限
ら
れ
て
き
ま
す
。
社
会
的
存
在
の
宗
教
的
次
元
は
田
辺
が
考
え
た
無
我
の
愛
と
協
力
を
強
要

す
る
ど
こ
ろ
か
、
グ
ロ
；
パ
ル
・
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
の
登
場
以
前
の
社
会
に
お
い
て
よ
り
も
遙
か
に
狭
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
社
会
的
存
在

の
自
由
、
自
足
、
自
力
の
絶
対
否
定
と
し
て
の
宗
教
的
自
覚
の
は
た
ら
き
は
も
は
や
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
主
体
各
自
が
自
分

を
実
際
に
存
在
し
て
い
る
全
世
界
的
な
村
の
粛
民
で
あ
る
と
想
像
し
て
、
そ
の
共
同
体
の
他
力
に
頼
る
か
ら
で
す
。
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
・
リ

ア
リ
テ
ィ
の
絶
対
媒
介
は
社
会
意
識
に
偉
し
て
は
麻
薬
の
効
き
目
を
も
ち
ま
す
。
つ
ま
り
、
そ
れ
が
な
け
れ
ば
判
断
で
き
ま
せ
ん
が
、
あ

れ
ば
あ
る
ほ
ど
判
断
の
範
囲
が
狭
く
な
る
の
で
す
。
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
に
お
い
て
は
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
と
い
う
大
衆
媒
体
が
宗

教
の
阿
片
に
な
る
の
で
す
。

　
田
辺
の
種
の
論
理
の
視
点
だ
け
で
は
、
い
ま
述
べ
た
よ
う
な
神
託
っ
ぽ
い
レ
ト
リ
ッ
ク
以
上
の
よ
り
具
体
的
な
コ
メ
ン
ト
は
可
能
に
な

ら
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
こ
ま
で
で
き
た
と
い
う
こ
と
は
無
意
味
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
現
代
日
本
で
は
、
技
術
の
発
展
や
国

際
化
に
よ
る
福
音
の
普
及
に
対
し
て
現
代
の
宗
教
哲
学
が
、
紛
れ
も
な
く
沈
黙
を
守
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
と
に
か
く
世

界
精
神
史
の
広
場
へ
の
門
は
こ
う
い
つ
た
疑
問
を
重
要
視
し
な
け
れ
ば
開
か
れ
な
い
と
思
い
ま
す
。

五
　
世
界
哲
学
と
し
て
の
鼠
本
哲
学

　
日
本
の
観
点
か
ら
見
て
、
そ
の
地
元
の
思
想
が
世
界
哲
学
の
広
場
へ
入
場
す
る
際
の
第
一
の
希
望
は
、
世
界
中
の
誰
も
に
古
今
の
日
本

の
知
恵
の
広
大
な
倉
を
自
分
自
身
の
た
め
に
残
さ
れ
た
遺
産
と
し
て
認
め
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
西
洋
の
観
点
か
ら
言
え
ば
、

日
本
哲
学
の
世
界
の
広
場
へ
の
登
場
か
ら
希
望
さ
れ
る
第
一
の
こ
と
は
、
そ
れ
と
は
異
な
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
β
本
の
独
自
さ
の
追
求

に
と
り
つ
か
れ
て
い
た
か
つ
て
の
思
想
が
、
そ
の
古
今
の
知
恵
の
母
体
で
あ
っ
た
部
族
的
ド
グ
マ
に
紺
し
て
異
文
化
の
世
界
哲
学
に
由
来

す
る
批
判
を
向
け
て
く
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
ら
両
方
の
希
望
は
相
殺
さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
互
い
を
要
求
し
合
っ
て
い
ま
す
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
伝
統
の
内
で
育
ま
れ
て
き
た
専
門
家
の
話
し
合
い
だ
け
で
実
現
で
き
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
さ
に
西
谷
が
言
っ
た
よ



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

う
に
、
点
頭
哲
学
の
出
会
い
は
理
性
を
土
台
に
し
た
対
話
で
始
ま
る
の
で
す
。
私
な
ら
ば
ふ
さ
わ
し
く
な
い
よ
う
な
大
胆
な
こ
と
ば
で
西

谷
は
こ
う
書
い
て
い
ま
す
。

　
　
問
答
の
基
礎
に
な
っ
て
い
る
の
は
理
性
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
に
決
ま
っ
た
枠
は
一
つ
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
…
…
議
論
抜
き

　
　
で
信
仰
の
対
象
と
な
る
も
の
、
所
謂
ド
グ
マ
を
中
心
に
す
る
の
で
も
な
く
、
「
我
」
を
中
心
に
す
る
の
で
も
な
く
、
我
を
捨
て
て
道

　
　
理
に
服
し
、
我
の
立
場
か
ら
理
牲
に
上
る
こ
と
だ
と
言
え
ま
す
。
…
．
・
問
答
が
ど
こ
ま
で
も
探
求
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

　
　
の
を
探
る
精
神
が
あ
る
。
…
…
東
洋
の
問
管
に
は
探
求
と
い
う
意
味
は
先
ず
無
い
と
言
っ
て
い
い
。

西
谷
自
身
は
、
こ
の
探
求
的
対
話
の
欠
如
は
理
性
、
論
理
、
方
法
を
中
心
に
す
る
「
学
」
の
伝
統
の
欠
如
を
そ
の
原
因
と
し
て
い
る
と
言

い
ま
す
。
こ
れ
に
賛
成
し
た
り
反
対
し
た
り
す
る
資
格
は
私
に
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
こ
れ
は
仮
説
に
す
ぎ
な
い
の
で
す
が
、
日
本
の
哲
学

が
な
ぜ
今
ま
で
世
界
精
神
史
の
広
場
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
私
は
次
の
よ
う
に
理
解
し
て
お
り

ま
す
。
要
す
る
に
、
日
本
は
西
洋
の
よ
う
な
啓
蒙
主
義
を
体
験
せ
ず
に
哲
学
を
直
接
十
九
世
紀
か
ら
受
け
取
っ
た
の
が
そ
の
原
因
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
一
般
的
に
言
っ
て
二
十
世
紀
の
日
本
の
哲
学
者
は
同
時
代
の
欧
米
の
思
想
家
と
同
じ
程
度
に
、
理

性
や
体
系
的
思
考
を
高
く
評
価
し
て
き
ま
し
た
。
ま
た
全
体
と
し
て
の
日
本
の
精
神
史
が
西
欧
の
そ
れ
と
比
較
し
て
よ
り
ド
グ
マ
的
で
あ

る
と
も
思
わ
れ
ま
せ
ん
。
差
異
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
日
本
の
宗
教
史
に
は
、
啓
蒙
主
義
の
嘗
ぎ
ω
。
刀
冨
ω
が
キ
リ
ス
ト
教
の
神
学
者
を
ま

さ
に
そ
の
ゆ
え
に
繰
り
返
し
批
判
し
た
よ
う
な
、
他
の
す
べ
て
の
観
点
を
火
あ
ぶ
り
に
す
る
排
他
主
義
的
傾
向
が
意
外
に
欠
け
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
す
。

　
た
だ
し
、
西
洋
思
想
に
と
っ
て
は
す
で
に
常
識
に
な
っ
て
き
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
抜
き
に
は
啓
蒙
主
義
も
精
神
史
の
共
通
の
広
場

も
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
重
要
な
要
素
が
批
判
的
精
神
以
外
に
も
う
一
つ
存
在
し
ま
す
。
つ
ま
り
、
十
八
世
紀
の
喜
ぎ
ω
。
讐
①
ω
が
、
教
養

の
一
般
的
雰
囲
気
お
よ
び
個
人
的
な
確
信
の
上
で
も
有
し
て
い
た
よ
う
な
、
全
世
界
に
属
す
る
8
ω
爲
8
。
年
雪
と
し
て
の
自
己
理
解
が
そ

れ
で
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
彼
ら
は
古
代
ス
ト
ア
学
派
の
ご
と
く
人
類
の
関
心
を
国
や
種
族
の
関
心
の
上
に
高
め
評
価
し
ま
し
た
。
デ
ィ
ド

　
　
　
　
種
の
論
理
と
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
の
批
判
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
九



　
　
　
　
哲
学
研
究
　
第
五
百
六
十
三
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
〇

ロ
が
ヒ
ュ
ー
ム
に
宛
て
た
手
紙
に
お
い
て
次
の
よ
う
な
言
葉
を
書
く
こ
と
を
可
能
に
し
た
よ
う
な
経
験
は
日
本
に
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
　
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
、
君
は
総
て
の
国
に
属
し
て
い
る
よ
。
不
幸
な
人
と
会
う
と
き
、
君
は
そ
の
人
の
戸
籍
を
決
し
て
問
わ
な
い
。
僕
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

　
　
君
と
同
じ
く
自
分
の
こ
と
を
世
界
と
い
う
大
都
会
の
市
民
だ
と
あ
え
て
思
い
込
ん
で
い
る
。

仮
に
こ
う
い
つ
た
関
心
が
日
本
の
精
神
史
に
織
り
込
ま
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
明
治
維
新
に
よ
っ
て
始
ま
り
戦
後
の
再
建
時
代
に

最
高
潮
に
達
し
た
外
国
か
ら
の
き
わ
め
て
強
い
影
響
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
田
辺
の
種
の
論
理
が
世
界
レ
ベ
ル
の
哲
学
だ
と
い
う
私
の
主
張
の
主
な
理
由
は
、
そ
れ
が
啓
蒙
主
義
の
こ
の
要
素
を
哲
学
に
組
み
入
れ

よ
う
と
し
た
論
理
で
あ
る
か
ら
で
す
。
田
辺
の
思
想
が
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
時
期
に
は
彼
の
照
性
に
対
す
る
批
判
が
完
全
に
8
。
。
ヨ
8
？

簿
碧
な
実
を
結
ぶ
環
境
が
欠
け
て
い
ま
し
た
。
「
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
の
自
由
主
義
の
雰
囲
気
の
申
で
す
ら
も
国
家
主
義
的
な
面
を
十

分
に
抑
鰯
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
国
家
と
い
う
概
念
へ
の
愛
着
が
薄
れ
た
後
期
の
著
作
に
お
い
て
初
め
て
、
種
性
に
対
す
る

照
辺
の
批
判
は
本
来
的
な
「
世
界
と
い
う
大
都
会
の
市
民
」
の
視
点
に
な
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　
右
足
を
西
欧
に
左
足
を
臼
本
に
置
き
、
東
西
を
跨
い
で
い
る
私
の
立
場
か
ら
、
京
都
学
派
の
弟
子
で
あ
る
と
自
任
し
て
い
る
者
に
害
し

て
、
種
の
論
理
の
視
点
か
ら
見
た
三
つ
の
課
題
を
示
唆
し
て
本
B
の
話
し
を
締
め
く
く
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
こ
で
私
が
述
べ
よ
う
と

し
て
い
る
こ
と
は
、
あ
た
か
も
海
外
と
見
舎
い
を
し
て
、
ほ
ん
の
少
し
の
持
参
金
し
か
持
た
ず
に
嫁
ぎ
、
い
っ
た
ん
嫁
ぎ
先
か
ら
歓
迎
さ

れ
る
と
、
予
想
だ
に
し
な
か
っ
た
こ
と
に
、
突
然
横
柄
な
態
度
を
と
っ
て
し
ま
う
鬼
の
よ
う
な
嫁
の
要
求
に
聞
こ
え
た
と
し
て
も
致
し
方

あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が
ら
、
私
が
実
際
意
図
し
て
い
る
の
は
…
時
闇
が
短
い
た
め
、
不
躾
に
聞
こ
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
一
単
に

終
わ
り
に
際
し
て
み
な
さ
ま
に
送
る
き
わ
め
て
つ
つ
ま
し
い
期
待
の
こ
と
ば
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。

　
そ
れ
で
、
ま
ず
第
一
は
、
酉
欧
の
哲
学
と
東
洋
の
哲
学
が
力
を
合
わ
せ
て
グ
買
ー
バ
ル
・
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
と
い
う
思
想
形
態
を
非
神
秘
化

し
て
、
そ
の
潜
在
的
植
民
主
義
の
正
体
を
あ
ば
く
と
い
う
課
題
で
す
。
こ
の
課
題
は
雲
に
そ
び
え
た
抽
象
的
な
博
愛
の
立
場
か
ら
で
な
く
、

地
元
の
ヴ
ァ
ナ
キ
ュ
ラ
ー
な
文
化
・
桂
会
の
種
性
か
ら
「
地
上
一
寸
」
の
立
場
か
ら
課
さ
れ
る
べ
き
で
し
ょ
う
。
そ
の
「
生
的
直
接
態
」



を
倫
理
的
実
践
に
求
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
学
問
の
専
攻
分
野
や
価
値
中
立
を
支
え
て
い
る
諸
神
話
に
よ
っ
て
哲
学
が
窒
息
す
る
事
を
許

し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
と
田
辺
は
考
え
ま
し
た
。

　
第
二
の
課
題
は
、
若
い
世
代
の
丙
盗
人
が
よ
り
多
く
日
本
哲
学
を
日
本
で
日
本
人
の
傍
ら
で
勉
強
で
き
る
よ
う
な
措
置
を
取
る
と
い
う

こ
と
で
す
。
書
葉
や
文
化
の
厚
い
壁
に
小
さ
な
穴
を
掘
り
あ
け
て
、
あ
ま
り
無
理
な
努
力
を
要
求
し
な
い
で
そ
こ
か
ら
こ
っ
そ
り
西
欧
の

若
者
を
入
り
込
ま
せ
る
と
い
う
こ
と
で
満
足
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
チ
ャ
ン
ス
を
与
え
よ
一
た
と
え
そ
れ
を
受
け
る
人
が
少
な
く
て
も
、

二
十
一
世
紀
に
向
か
っ
て
京
都
学
派
の
弟
子
た
ち
が
海
外
の
青
年
た
ち
の
抱
く
哲
学
的
な
希
求
を
日
本
で
歓
迎
し
、
そ
れ
を
育
む
た
め
の

用
意
を
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
今
や
積
極
的
に
考
え
ら
れ
る
べ
き
時
だ
と
思
い
ま
す
。
前
世
紀
の
終
わ
り
に
日
本
の
青
年
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

か
ら
与
え
ら
れ
た
チ
ャ
ン
ス
を
生
か
し
た
よ
う
に
、
西
欧
の
青
年
た
ち
に
も
チ
ャ
ン
ス
を
与
え
る
べ
き
な
の
で
す
。

　
そ
し
て
第
三
に
、
日
本
の
哲
学
界
に
お
い
て
も
西
欧
の
哲
学
界
に
お
い
て
も
、
哲
学
文
献
の
翻
訳
の
水
準
を
向
上
さ
せ
る
と
い
う
課
題

が
残
っ
て
い
ま
す
。
翻
訳
者
が
文
章
の
表
面
に
あ
る
こ
と
ば
に
対
し
て
忠
実
で
あ
ろ
う
と
す
る
態
度
を
突
破
し
、
原
文
の
行
間
に
あ
る
意

味
に
ま
で
潜
り
込
ん
で
、
一
般
の
読
者
に
も
理
解
で
き
る
言
葉
で
哲
学
思
想
を
世
に
出
す
必
要
が
ま
す
ま
す
目
立
つ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
世
界
哲
学
の
広
場
に
対
す
る
関
心
が
こ
の
よ
う
に
い
よ
い
よ
高
ま
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
最
近
大
い
に
進
歩
し
た
語

学
力
が
こ
の
分
野
に
は
十
分
に
生
か
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
疑
い
あ
り
ま
せ
ん
。
一
つ
の
種
性
が
他
の
種
性
と
衝
突
す
る
際
に
生

じ
る
洞
察
の
刺
激
を
無
視
し
て
し
ま
う
こ
と
な
く
、
ま
た
特
定
の
術
語
に
対
し
て
忠
実
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
見
当
違
い
の
義
務

感
の
た
め
に
哲
学
思
想
の
社
会
的
役
割
が
衰
退
し
て
し
ま
う
と
い
う
危
険
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
は
、
創
意
に
富
む
勇
気
が
要
求
さ
れ
ま

す
が
、
そ
の
た
め
に
は
哲
学
者
の
共
同
体
の
支
持
が
必
要
で
あ
る
と
私
は
信
じ
て
い
ま
す
。

　
田
辺
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
二
十
年
後
の
一
九
七
二
年
に
滝
沢
克
己
は
、
「
種
の
論
理
」
や
「
絶
対
媒
介
の
弁
証
法
」
と
い
う
用
語
ば
か

り
か
、
「
田
辺
哲
学
」
そ
の
も
の
が
完
全
に
忘
れ
去
ら
れ
て
、
京
都
で
も
ほ
と
ん
ど
だ
れ
一
人
と
し
て
口
に
し
な
い
よ
う
に
な
っ
た
と
書

　
　
　
　
種
の
論
理
と
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
の
批
判
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
一
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七
二

き
ま
し
た
。
そ
し
て
滝
沢
自
身
が
そ
れ
に
次
の
よ
う
に
付
け
加
え
て
い
ま
す
。

　
　
し
か
し
、
少
し
忍
耐
し
て
難
渋
な
博
士
の
文
章
を
読
み
進
む
も
の
は
、
こ
の
哲
学
の
動
機
、
こ
の
哲
学
者
の
心
情
が
、
意
外
に
深
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

　
　
現
代
と
い
う
時
代
の
、
最
も
根
本
的
な
問
題
に
触
れ
て
い
る
の
を
見
て
取
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
言
葉
が
活
字
に
な
っ
て
か
ら
十
年
あ
ま
り
後
に
、
本
日
私
が
皆
様
方
の
前
に
立
ち
田
辺
の
哲
学
に
つ
い
て
京
都
で
お
話
し
で
き
る
と

い
う
こ
と
は
、
滝
沢
の
意
見
が
正
し
か
っ
た
こ
と
の
証
明
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
時
間
が
さ
ら
に
経
過
し
て
、
こ
の
見
解
の

正
し
さ
が
も
っ
と
明
瞭
に
な
る
こ
と
を
、
私
自
身
と
し
て
は
希
望
し
て
い
る
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。

註

（
1
）
　
こ
の
点
の
詳
紹
に
関
し
て
は
、
拙
論
、
．
6
碧
”
σ
o
、
ω
り
。
伊
q
8
0
h
甚
。
ω
℃
o
o
誌
。
碧
儀
3
¢
ω
営
「
謬
。
断
Z
簿
ざ
郵
躍
ω
ヨ
、
、
を
参
照
。
ト
護
a
ω
凶
α
q
℃

　
9
薄
舞
巴
α
o
編
戸
嚇
ミ
馬
缶
ミ
寒
§
§
篶
、
N
§
℃
導
偽
さ
ミ
。
⑦
審
8
ハ
§
概
、
譜
◎
黛
禽
、
帖
§
。
、
≧
Q
、
馬
§
ミ
軌
切
ミ
（
頃
8
9
三
E
¢
三
〈
。
吋
の
ξ

　
o
剛
瓢
鋤
毛
9
凱
即
。
ω
ω
博
目
8
㎝
ン
吋
笛
甲
。
。
◎
。
●

（
2
）
　
「
種
の
論
理
の
意
味
を
明
に
す
る
」
『
全
集
』
O
誌
①
9

（
3
）
　
註
2
に
挙
げ
た
論
文
の
他
、
「
種
の
論
理
に
対
す
る
批
評
に
答
う
」
『
全
集
』
①
”
ω
り
甲
鼠
U
を
も
参
照
。

（
4
）
　
「
弁
証
法
と
し
て
の
種
の
論
理
」
『
全
集
』
刈
”
b
。
①
学
卜
。
．

（
5
）
　
こ
れ
は
種
の
論
理
を
打
ち
繊
し
た
十
二
年
後
の
「
弁
証
法
と
し
て
の
種
の
論
理
」
の
冒
頭
に
現
れ
る
言
葉
で
す
。
『
全
集
』
刈
訳
無
あ
．
武
内
義

範
、
．
．
殉
①
8
ぽ
g
ざ
器
9
牢
。
け
ω
ω
。
門
6
帥
舞
σ
①
”
、
、
卜
閏
臨
臥
ぴ
q
℃
↓
9
¢
琴
。
編
、
↓
ぎ
勘
恥
匙
曳
§
畠
、
ミ
、
8
魯
ξ
o
、
§
§
富
冬
、
軌
§
恥

　
（
ω
Φ
葺
巴
Φ
質
〉
ω
冨
”
国
環
ヨ
螢
三
肯
瞳
①
ω
牢
①
。
。
ω
L
8
0
）
”
？
H
O
参
照
。

（
6
）
　
私
見
で
は
、
純
粋
な
論
理
構
造
に
限
定
し
た
の
で
は
こ
の
主
張
が
理
解
し
が
た
い
と
い
う
こ
と
は
認
め
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
田
辺
は
、
初
め
て

　
種
の
論
理
を
提
出
し
た
論
文
の
冒
頭
に
お
い
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
論
理
学
』
は
具
体
性
を
欠
い
て
い
る
と
批
判
し
て
い
ま
す
。
『
法
哲
学
綱
要
』
か

　
ら
の
影
響
は
明
白
で
す
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
類
・
種
・
個
の
協
力
的
関
係
を
訴
え
て
い
る
『
論
理
学
』
の
第
三
部
に
目
を
通
し
て
も
、
田
辺
の
種
の
論

　
理
を
示
唆
す
る
よ
う
な
文
章
は
見
当
た
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
田
辺
自
身
に
よ
れ
ば
、
『
論
理
学
』
の
三
部
は
種
・
個
・
類
の
そ
れ
ぞ
れ
に



　
対
応
し
ま
す
が
、
こ
れ
は
き
わ
め
て
独
自
な
へ
！
ゲ
ル
解
釈
で
あ
り
ま
す
し
、
最
も
重
要
な
点
一
つ
ま
り
第
一
部
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
述
語
一
般
の

　
論
理
が
「
直
接
に
種
的
普
遍
（
即
ち
古
典
哲
学
に
於
け
る
形
相
）
を
意
味
す
る
な
ら
、
其
論
理
は
種
の
論
理
に
相
当
す
る
こ
と
は
疑
を
容
れ
な
い
。
」

　
一
は
、
種
の
論
理
に
関
す
る
そ
の
後
の
著
作
に
は
二
度
と
出
て
き
ま
せ
ん
。
（
「
社
会
存
在
の
論
理
」
『
全
集
』
①
”
譲
－
心
参
照
。
）

（
7
）
　
一
九
三
二
年
の
論
文
の
冒
頭
で
な
さ
れ
た
言
及
（
註
4
を
参
照
）
の
他
に
、
た
と
え
ば
一
九
三
八
年
の
「
カ
ン
ト
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
へ
の
論
理
」

　
に
お
い
て
も
、
田
辺
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
カ
ン
ト
批
判
は
、
逆
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
プ
μ
テ
ィ
ノ
ス
」
的
な
抽
象
性
に
対
す
る
カ
ン
ト
の
「
プ
ラ
ト

　
ソ
」
的
な
実
践
哲
学
の
視
点
か
ら
の
批
判
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
ま
す
（
『
全
集
』
α
誌
O
O
ム
参
照
）
。
田

　
辺
は
そ
こ
で
一
九
三
一
年
の
論
文
で
初
め
て
示
唆
し
た
考
え
を
屡
開
し
て
い
ま
す
（
『
全
集
』
ω
篇
ω
恥
）
。
し
か
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
を
め
ぐ
っ
て
書

　
か
れ
た
当
時
の
論
文
の
中
で
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
想
に
お
け
る
道
徳
的
側
面
や
歴
史
的
側
面
を
、
わ
れ
わ
れ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
よ
り
も
い
っ
そ
う
真

　
剣
に
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
、
田
辺
は
よ
く
主
張
し
て
い
ま
す
。

（
8
）
　
「
社
会
存
在
の
論
理
」
『
全
集
』
0
”
設
．

（
9
）
　
「
社
会
存
在
の
論
理
」
『
全
集
』
①
”
δ
①
．

（
1
0
）
　
田
辺
は
、
絶
対
媒
介
の
適
当
な
位
置
は
自
然
に
あ
る
と
い
う
高
橋
里
美
の
批
判
を
指
摘
し
て
い
る
も
の
の
、
こ
の
批
判
に
対
す
る
答
え
に
お
い

　
て
は
こ
の
論
点
を
直
接
取
り
上
げ
て
は
い
ま
せ
ん
。
そ
の
理
由
も
ま
た
同
じ
前
提
に
帰
す
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
「
種
の
論
理
に
対
す
る
批
評
に
労
う
」

　
『
全
集
』
①
纂
O
①
l
S

（
1
1
）
　
「
社
会
存
在
の
論
理
」
『
全
集
』
0
“
一
誤
ー
メ

（
1
2
）
　
「
弁
証
法
と
し
て
の
種
の
論
理
」
『
全
集
』
刈
”
卜
⊃
q
ω
・

（
1
3
）
　
「
社
会
存
在
の
論
理
」
『
全
集
』
O
”
8
・

（
1
4
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
、
私
は
氷
見
潔
の
種
の
論
理
に
関
す
る
研
究
の
結
論
に
は
同
意
で
き
ま
せ
ん
。
氷
見
に
よ
れ
ば
、
『
戯
者
道
と
し
て
の
哲
学
』

　
以
降
の
田
辺
は
種
の
論
理
を
ほ
と
ん
ど
放
棄
し
て
し
ま
い
、
か
つ
て
の
よ
う
な
熱
意
を
も
っ
て
こ
れ
に
取
り
組
む
こ
と
は
も
は
や
で
き
な
か
っ
た
の

　
で
す
。
『
田
辺
哲
学
研
究
－
宗
教
哲
学
の
観
点
か
ら
一
』
（
東
京
、
北
樹
出
版
、
一
九
九
〇
）
参
照
。

（
1
5
）
　
「
弁
証
法
と
し
て
の
種
の
論
理
」
『
全
集
』
刈
”
b
。
鵯
1
。
。
●

　
　
　
種
の
論
理
と
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
の
批
判
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
三
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（
1
6
）
　
『
繊
悔
道
と
し
て
の
暫
学
』
『
全
集
』
Φ
る
㎝
？
8

（
1
7
）
　
「
実
存
哲
学
の
限
界
」
『
全
集
』
噴
“
ω
1
鱒
蒔
．

（
1
8
）
　
絶
対
無
と
相
対
無
（
虚
無
）
と
の
区
別
は
西
谷
の
傑
作
『
宗
教
と
は
何
か
』

　
ま
す
。
「
実
存
と
愛
と
実
践
」
『
全
集
』
⑩
”
b
。
c
。
ら
。
ム
参
照
。

七
四

の
中
心
的
思
想
で
あ
る
が
、
田
辺
に
も
同
じ
言
葉
遣
い
が
畠
て
き

（
1
9
）
　
「
弁
証
法
と
し
て
の
種
の
論
理
」
『
全
集
』
刈
る
①
目
・

（
2
0
）
　
「
社
会
存
在
の
論
理
し
『
全
集
』
①
昌
ミ
．

（
2
1
）
　
「
社
会
存
在
の
論
理
」
『
全
集
』
①
轟
お
i
㎝
ω
・

（
2
2
）
　
「
弁
証
法
と
し
て
の
種
の
論
理
」
『
全
集
』
↓
”
詣
。
。
・

（
2
3
）
　
氷
見
『
田
辺
哲
学
研
究
』
、
一
①
c
。
●

（
2
4
）
　
高
橋
里
美
の
刺
激
を
受
け
て
、
田
辺
は
国
家
や
社
会
の
溶
性
一
般
が
絶
紺
媒
介
の
普
遍
性
か
ら
除
外
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
に

　
気
が
つ
き
ま
し
た
。
し
か
し
「
直
接
性
」
と
い
う
言
葉
は
「
無
媒
介
」
と
い
う
意
味
を
表
面
上
は
持
た
な
い
の
で
、
種
の
論
理
の
中
で
国
家
が
そ
の

　
中
心
的
な
位
澄
か
ら
外
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
初
め
て
、
高
橋
の
批
判
は
真
剣
に
取
り
上
げ
ら
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It　means　that　Ramseゾs　effect　was　rather　indirect　and　negative．

　　It　is　the　basic　assumption　of　present　article　that　this　theoretical　change

on　Keynes’s　side　can　be　made　sense　only　when　it　is　put　in　the　broader

context　of　Keynes’s　life－long　concern　about　the　epistemological　foundation

of　human　rationality．　On　this　assumption，　the　article　traces　his　philoso－

phical　development　from　his　undergraduate　days　in　Cambridge　to　those　of

General　Theory　and　“My　Early　Beliefs”．　The　analysis　focuses　on　the　contrast

between　his　early　epistemological　standpoints　expressed　in　his　unpublished

manuscripts　and　his　mature　theory　of　“convention　and　personal　decision”

in　General　Theory．

　　The　overall　picture　of　Keynes’s　philosophical　development　which　emerges

from　this　survey　is　that　Keynes　started　as　a　“Neo－Platonistic”　（Keynes’s

own　word）　intuitionist　and　ended　as　a　certain　kind　of　communitarian

pragmatist．　A　Treatise　on　Probability　contains　both　of　these　elements．

Therefore　it　should　be　read　as　a　middle　point　of　this　philosophical　journey．

Tanabe’s　Logic　of　the　Specific　and　the

　　　　　Critique　of　the　Global　Village

by　James　W．　HEISIG

Director　of　Nanzan　lnstitute

for　Religion　and　Culture

　　The　philosophy　of　Tanabe　Hajime　is　a　world－class　philosophy－both　in

the　sense　that　it　presents　Japanese　intellectual　tradition　at　its　best，　and　in

the　sense　that　it　needs　to　be　liberated　from　the　confines　of　the　culture

and　language　that　gave　it　birth　in　order　to　execute　its　full　potential．　ln

this　essay　1　take　up　Tanabe’s　logic　of　the　specific　as　a　standpoint　from

which　to　consider　the　consequences　of　twentieth－century　Japanese　thought

stepping　out　onto　the　world　forum．　Tanabe　hirnself　did　not　make　the

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2



connection　between　his　logic　and　Japanese　thought　explicit；　on　the　contrary，

he　even　speculated　that　Japan’s　specifieity　could　provide　a　universal　matrix

for　the　other　cultures　of　Asia－an　error　of　judgment　in　part　softened　by

his　later　reassessment　of　the　role　of　philosophy．　lt　is　in　the　spirit　of

that　later　“metanoetics”　that　1　offer　my　own　reading　of　the　originality　and

applicability　of　Tanabe’s　logic　of　the　specific．

　　The　first　half　of　the　essay　sets　out　four　interlinking　propositions　that

describe　the　logic　of　the　specific　as　a　critical　perspective　from　which　to　’

frame　questions　about　the　world：　（1）　The　logic　of　the　specific　marks　a

shift　from　the　formal，　syllogistic　function　of　species　to　an　ontological

description　of　absolute　mediation；　（2）　specificity　is　defined　primarily　as　the

socio－cultural　substratum　of　historical　peoples；　（3）　socio－cultural　specificity

is　defined　as　a　nonrationality　that　lies　at　the　base　of　every　human　attempt

to　ground　social　existence　rationally；　and　（4）　specificity’s　ultimate　founda－

tion　is　not　the　being　of　historical　relativity，　but　absolute　nothingness．

　　The　second　half　of　the　essay　takes　up　the　idea　of　the　“global　village”

and　suggests　that　Tanabe’s　logic　of　the　specific　reinforces　the　suspicion

that　the　village　is　not　global　at　all　but　hopelessly　parochial．　The　originator

of　the　idea，　Marshall　McLuhan，　though　exuberant　at　the　possibility　of　an

electronically　connected　human　community，　was　wary　of　the　danger　of

falling　half－consciously　into　a　virtual　reality．　Like　McLuhan，　Tanabe

had　a　distrust　of　any　universal，　categorical　“moral　law　within”　as　a

foundation　for　ethical　decisions．　lnstead　he　placed　an　unrelenting　stress

on　the　need　for　selfawareness　of　the　concrete　foundations　of　the　social

world．　From　this　standpoint，　we　can　see　that　as　a　universal　ideal，　the

global　village　redefines　the　parameters　of　freedom　of　knowledge　and

expression　for　individual　members　of　a　society，　but　at　the　same　time

tends　to　expropriate　or　at　least　greatly　devalue　the　local，　vernacular　culture

in　whose　specificity　these　freedoms　find　themselves　incorporated．　ln　depre－

ciating　locality，　the　ideal　of　globality　implies　that　certain　relationships　are

皿ore　important　and　more　universal，　because　less　bound　to　speci丘。　culturaI
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conditions，　than　others．　The　result　is　the　creation　of　a　cross－local，　because

translocal，　aristocracy．　Tanabe’s　perspective　questions　electronic　technology’s

claim　to　true　universality　by　alerting　us　to　the　negative　aspect　of　the

specific，　the　underlying　substrate　of　specific　cultural　and　social　biases　that

the　new　technologies　are　said　to　be　forming　into　a　worldwide　community．

　　Furthermore，　this　new　universality　functions　like　a　principle　of　absolute

mediation，　taking　over　the　role　of　God　or　Absolute　Nothingness．　For　the

individual　participating　in　the　global　village，　the　glut　of　apparently　neutral，

value－free　data　works　to　anaesthetize　social　conscience，　which　in　turn

creates　the　need　for　a　priesthood　of　specialists　to　sort　out　the　information

and　determine　what　is　relevant　to　the　problems　of　the　day．　This　is　con－

trasted　with　Tanabe’s　ideal　of　the　ro！e　of　religion　in　society．

　　The　essay　closes　with　a　few　brief　remarks　about　the　consequences　of

Japan’s　accepting　its　place　in　the　world　phllosophical　forum．

Henry　of　Ghent　on　esse

by　lvt｛asato　KATo

Associate　Professor　of　Philosophy

Faculty　of　lnformatics

Ka鍛sai　Un三vers三ty

　　Our　purpose　here　is　to　analyse　Henry’s　ontology，　theory　of　being　and

essence　and　to　interpret　its　position　in　the　Western　history　of　philosophy，

especially　with　reference　to　Aquinas’　ontology．　The　analysis　proceeds　as

follows：

　　1）　The　ambiguities　of　some　terms　which　mean　being：　the　ambiguity　of

“etre”　which　means　“to　be”　and　“1’etre”　which　means　“a　being”，　that　of

“etre”　and　“exister”，　and　that　of　“6tre”　and　“essence”．

2）　Why　do　we　choose　the　ontology　of　Henry　of　Ghent？：　the　ontology

of　Thomas　Aquinas，　his　esse　and　Aristotle’s　on，　his　esse　and　existere，　and
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