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無
限
性
と
無
限
界
性
の
あ
い
だ

　
　
　
i
最
初
期
ア
ド
ル
ノ
に
よ
る
カ
ン
ト
・
フ
ロ
イ
ト
評
価
1

西

欣

也

は
じ
め
に

　
弱
冠
二
三
歳
の
テ
オ
ド
ル
・
ヴ
ィ
目
黒
ン
グ
ル
ン
ト
が
「
超
越
論
的
心
理
学
に
お
け
る
無
意
識
の
概
念
」
と
題
さ
れ
た
論
文
を
用
意
し

た
の
は
、
一
九
二
七
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
彼
は
、
大
学
私
講
師
と
し
て
の
教
授
資
格
を
得
る
計
画
で
あ
っ
た
が
、
翌
一
九

二
八
年
一
月
一
一
ヨ
に
、
こ
の
資
格
申
請
は
撤
圃
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
論
文
は
、
彼
が
や
が
て
母
方
の
姓
ア
ド
ル
ノ
を
名
乗
り
、
著
名

に
な
っ
て
後
も
、
出
版
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
こ
の
と
き
の
い
き
さ
つ
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
詳
細
な
事
情
は
知
ら
れ
て
い
な
い
し
、
問
題
の
論
文
を
め
ぐ
っ
て
も
、
い
く
つ
か
の
簡

単
な
位
置
づ
け
の
み
が
語
ら
れ
て
き
た
。
ア
ド
ル
ノ
の
死
後
初
め
て
世
に
出
さ
れ
る
こ
の
稿
を
い
ち
早
く
読
む
こ
と
の
で
き
た
マ
ー
チ
ィ

ソ
・
ジ
ェ
イ
は
、
「
〔
ア
ド
ル
ノ
の
指
導
教
官
で
あ
っ
た
〕
H
・
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
の
超
越
論
的
現
象
学
に
精
神
分
析
を
結
び
つ
け
た
長
大
な

（
1
）

論
考
」
「
師
の
異
端
的
薪
カ
ン
ト
主
義
と
マ
ル
ク
ス
主
義
と
の
共
立
可
能
性
の
み
か
、
こ
の
両
者
と
（
中
略
）
精
神
分
析
と
の
共
立
可
能
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

を
も
見
出
そ
う
と
す
る
も
の
」
と
い
っ
た
簡
潔
な
紹
介
を
し
な
が
ら
、
マ
ル
ク
ス
主
義
に
懐
疑
的
な
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
の
反
対
に
よ
っ
て
資

格
申
請
が
取
り
下
げ
ら
れ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
伝
え
て
い
る
。
一
方
、
八
○
年
代
の
終
わ
り
に
ア
ド
ル
ノ
の
伝
記
を
著
し
た
ハ
ル
ト
ム
ー

ト
・
シ
ャ
イ
ブ
レ
は
、
ア
ド
ル
ノ
と
師
と
の
見
解
の
相
違
の
み
で
な
く
、
両
者
の
立
場
の
極
度
の
類
似
に
も
注
目
し
て
い
る
。
当
時
コ
ル



ネ
リ
ウ
ス
が
他
の
認
定
委
員
た
ち
に
書
き
送
っ
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
こ
の
ア
ド
ル
ノ
の
論
文
は
、
「
多
く
の
言
葉
で
飾
り
た
て
ら
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

い
る
に
せ
よ
、
コ
ル
ネ
リ
ゥ
ス
自
身
の
著
作
の
単
純
な
反
復
」
に
過
ぎ
ぬ
も
の
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
コ
ル
ネ
リ
ゥ

ス
は
そ
の
際
、
精
神
分
析
を
め
ぐ
る
終
章
を
ま
だ
読
ん
で
い
な
い
と
．
付
け
加
え
る
こ
と
で
、
最
終
的
な
評
価
を
保
留
し
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
シ
ャ
イ
ブ
レ
は
、
コ
ル
ネ
リ
ゥ
ス
が
黙
殺
し
た
ア
ド
ル
ノ
の
新
た
な
社
会
志
向
（
そ
れ
は
マ
ー
チ
ィ
ン
・
ジ
ェ
イ
が
「
マ
ル
ク
ス

主
義
的
」
側
面
と
呼
ん
だ
も
の
に
ほ
ぼ
重
な
る
で
あ
ろ
う
）
に
積
極
的
な
意
義
を
認
め
、
こ
の
論
文
を
〈
超
越
論
哲
学
か
ら
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
批
判
へ
の
移
行
〉
の
兆
し
と
読
ん
で
い
る
。

　
ジ
ェ
イ
と
シ
ャ
イ
ブ
レ
の
解
説
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
ア
ド
ル
ノ
の
打
ち
出
し
た
哲
学
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
と
い
う
新
機
軸
が
指

導
教
授
の
政
治
的
立
場
か
ら
ま
だ
十
分
野
受
け
入
れ
ら
れ
ず
、
こ
の
無
理
解
が
災
い
し
て
ア
ド
ル
ノ
は
別
の
テ
ー
マ
に
転
じ
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
と
い
う
歯
質
で
あ
る
。
そ
う
し
て
こ
の
推
断
は
、
更
に
も
う
一
つ
の
、
ご
く
自
然
な
前
提
に
依
拠
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
そ

れ
は
、
ア
ド
ル
ノ
や
そ
の
岡
僚
で
あ
っ
た
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
が
、
政
治
的
に
未
熟
な
学
生
時
代
か
ら
後
の
倫
理
的
模
範
像
へ
、
つ
ま
り

「
ア
ウ
シ
ュ
ビ
ッ
ツ
以
降
、
詩
を
書
く
こ
と
は
野
蛮
で
あ
る
」
等
の
発
言
で
知
ら
れ
る
リ
ベ
ラ
ル
な
知
識
人
像
へ
と
移
行
す
る
線
上
で
の
、

社
会
的
関
心
の
萌
芽
と
い
っ
た
筋
書
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
「
超
越
論
的
心
理
学
に
お
け
る
無
意
識
の
概
念
」
は
、
哲
学
テ
ク
ス
ト
の
読

解
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
へ
と
接
続
す
る
ア
ド
ル
ノ
独
特
の
ス
タ
イ
ル
を
形
成
す
る
上
で
、
重
要
な
一
歩
と
な
っ
た
と
見
て
差
し
支
え
な

い
だ
ろ
う
。
カ
ン
ト
哲
学
と
フ
ロ
イ
ト
精
神
分
析
と
を
対
照
さ
せ
る
こ
と
で
得
た
帰
結
を
歴
史
的
現
実
と
の
関
係
で
論
じ
る
ア
ド
ル
ノ
の

口
調
は
、
新
た
な
学
問
的
展
望
に
鼓
舞
さ
れ
澄
刺
と
し
て
い
る
し
、
実
際
に
後
年
『
否
定
弁
証
法
』
で
の
カ
ン
ト
論
や
、
フ
ロ
イ
ト
理
論

を
用
い
た
フ
ァ
シ
ズ
ム
研
究
に
お
い
て
、
こ
の
可
能
性
は
具
体
化
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、

こ
の
教
授
資
格
論
文
の
段
階
で
は
、
原
理
的
考
察
が
政
治
的
イ
デ
ナ
ロ
ギ
ー
批
判
に
適
用
さ
れ
る
可
能
性
を
論
じ
た
箇
所
は
、
二
〇
〇
頁

を
越
え
る
本
文
の
う
ち
わ
ず
か
二
、
三
頁
に
制
限
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
展
望
は
最
終
考
察
の
中
で
示

竣
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
ジ
ェ
イ
の
い
う
〈
マ
ル
ク
ス
主
義
的
帰
結
〉
と
い
っ
た
も
の
と
は
ほ
ど
遠
い
、
ご
く
控
え
め
な
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
無
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性
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無
限
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だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
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○

つ
ま
り
ア
ド
ル
ノ
は
、
カ
ン
ト
お
よ
び
フ
ロ
イ
ト
を
め
ぐ
る
批
判
的
検
討
の
理
論
的
気
密
性
を
充
分
に
高
め
た
上
で
、
そ
の
問
題
構
成
内

部
で
の
み
、
社
会
批
判
の
可
能
性
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
か
に
見
え
る
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ぽ
、
シ
ャ
イ
ブ
レ
の
〈
超
越
論

哲
学
か
ら
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
覇
へ
の
移
行
〉
と
い
っ
た
単
純
な
要
約
に
も
、
制
限
が
付
さ
れ
ね
ぽ
な
る
ま
い
。
実
際
に
は
、
哲
学
的
批
判

と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
分
析
と
は
、
別
段
移
行
さ
れ
る
べ
き
前
後
関
係
の
両
極
に
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
あ
た
か
も
超
越
論
的
方
法
論
を
追

究
す
れ
ぽ
自
ず
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
が
可
能
に
な
る
か
の
如
く
に
、
考
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
し
た
が
っ
て
我
々
と
し
て
は
、
カ
ン
ト
と
フ
ロ
イ
ト
を
め
ぐ
る
ア
ド
ル
ノ
の
哲
学
的
思
索
に
、
社
会
批
判
へ
の
関
心
を
外
か
ら
押
し
当

て
る
解
釈
を
極
力
厩
避
し
つ
つ
最
初
期
ア
ド
ル
ノ
の
構
想
を
検
討
し
て
ゆ
く
こ
と
を
、
本
論
の
主
要
な
方
針
と
し
よ
う
。
言
い
換
え
る
な

ら
ぽ
、
こ
の
方
針
は
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
糾
弾
に
代
表
さ
れ
る
規
範
的
知
識
人
像
か
ら
遡
っ
て
初
期
草
稿
を
読
み
解
く
の
で
な
く
、
そ
う
し

た
先
入
見
を
一
旦
括
弧
に
入
れ
た
上
で
、
若
き
ア
ド
ル
ノ
の
思
考
を
原
理
的
レ
ヴ
ェ
ル
で
受
け
と
め
、
こ
れ
と
イ
デ
ナ
ロ
ギ
ー
批
判
と
の

内
的
連
関
の
可
能
性
を
吟
味
し
直
す
こ
と
を
目
論
む
も
の
で
あ
る
。
無
論
、
三
〇
年
代
以
降
の
ア
ド
ル
ノ
の
批
判
的
実
践
が
、
常
に
最
初

期
の
展
望
に
忠
実
で
あ
っ
た
と
も
限
ら
な
い
。
現
に
、
や
が
て
彼
が
フ
ァ
シ
ズ
ム
や
ジ
ャ
ズ
を
論
難
す
る
際
、
フ
ロ
イ
ト
理
論
の
援
用
に

安
易
な
面
が
な
か
っ
た
と
主
張
す
る
こ
と
は
今
や
困
難
で
あ
る
し
、
そ
う
し
た
主
張
に
拘
泥
す
る
必
要
も
あ
る
ま
い
。
だ
が
、
か
と
い
っ

て
こ
の
欠
陥
か
ら
、
二
〇
年
代
に
早
く
も
精
神
分
析
の
認
識
論
的
意
義
を
探
ろ
う
と
し
た
ア
ド
ル
ノ
の
意
図
ま
で
も
斥
け
る
の
は
、
性
急

で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
に
対
し
、
彼
の
最
初
期
の
構
想
を
論
理
的
に
明
確
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
我
々
の
考
察
は
、
彼
の
学
際
的
野
心
を
否

定
す
る
こ
と
な
く
、
当
初
の
正
当
性
を
現
時
点
か
ら
再
考
す
る
た
め
の
指
針
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
出
発
点
に
お

け
る
彼
の
問
題
設
定
が
正
当
で
あ
っ
た
場
合
、
そ
れ
が
後
に
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
有
効
性
を
失
っ
て
い
っ
た
か
と
い
う
点
を
逐
一
検
証
し

て
行
く
作
業
は
、
別
の
機
会
に
ゆ
ず
ら
ね
ば
な
る
ま
い
が
。

　
以
下
の
考
察
に
お
い
て
は
、
ま
ず
「
超
越
論
的
心
理
学
に
お
け
る
無
意
識
の
概
念
」
に
お
け
る
方
法
的
原
理
を
再
構
成
す
る
こ
と
が
試

み
ら
れ
る
。
ア
ド
ル
ノ
の
本
格
的
な
思
索
活
動
は
三
〇
年
代
に
開
始
さ
れ
た
と
す
る
の
が
定
説
で
あ
る
か
ら
、
一
九
二
七
庫
の
こ
の
論
考



は
、
立
ち
入
っ
て
解
説
し
て
お
く
だ
け
の
意
義
を
も
つ
は
ず
で
あ
る
。
た
だ
し
我
々
の
議
論
は
、
今
ま
で
注
厨
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た

若
き
ア
ド
ル
ノ
の
思
想
を
紹
介
し
再
評
価
す
る
と
い
っ
た
目
的
に
の
み
仕
え
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
彼
の
理
論
展
開
を
人
間
関
係
上

の
図
式
か
ら
解
放
し
、
認
識
論
的
問
題
構
成
の
枠
に
据
え
直
す
こ
と
で
、
彼
の
思
想
を
押
し
広
げ
て
ゆ
く
だ
け
の
新
た
な
立
脚
点
を
整
え

る
こ
と
こ
そ
、
我
々
の
作
業
の
目
指
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
本
稿
で
は
、
こ
の
長
大
な
論
考
を
そ
の
構
成
に
即
し
て
詳
細
に
検
証

す
る
の
で
は
な
く
、
論
理
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
、
特
に
限
界
概
念
の
機
能
に
着
目
し
つ
つ
抽
出
す
る
こ
と
に
重
点
を
置
き
た
い
。
先
述
し
た

よ
う
に
、
彼
の
方
法
的
原
理
そ
の
も
の
が
十
分
に
明
確
化
さ
れ
る
な
ら
ぽ
、
そ
こ
か
ら
展
開
さ
れ
る
社
会
批
判
の
可
能
性
や
精
神
分
析
解

釈
の
妥
当
性
は
、
自
ず
と
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
。

一
　
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
の
認
識
…
論

　
ア
ド
ル
ノ
の
師
で
あ
っ
た
ハ
ン
ス
・
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
が
「
超
越
論
的
心
理
学
に
お
け
る
無
意
識
の
概
念
」
を
自
ら
の
理
説
の
単
純
な
反

復
と
見
な
し
て
い
た
事
実
に
つ
い
て
は
、
既
に
触
れ
た
。
こ
の
ハ
ン
ス
・
コ
ル
ネ
リ
ゥ
ス
（
一
八
六
三
一
一
九
四
七
）
を
今
日
最
も
有
名
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

し
て
い
る
の
は
、
エ
ル
ン
ス
ト
・
マ
ッ
ハ
の
忠
実
な
弟
子
と
し
て
の
彼
に
向
け
ら
れ
た
レ
ー
ニ
ン
の
批
判
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
マ
ー
チ
ィ

ソ
・
ジ
ェ
イ
に
よ
る
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
哲
学
の
記
述
が
「
超
越
論
的
現
象
学
」
「
異
端
的
カ
ン
ト
主
義
」
と
様
々
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
予
想

さ
れ
る
通
り
、
彼
は
単
な
る
マ
ッ
ハ
主
義
の
枠
に
収
ま
り
き
ら
ぬ
多
様
か
つ
独
自
の
考
察
を
展
開
し
て
お
り
、
そ
の
成
果
は
主
著
『
超
越

論
的
体
系
学
』
（
一
九
一
六
）
や
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
コ
メ
ン
タ
ー
ル
（
｝
九
二
六
）
に
お
い
て
読
ま
れ
る
。
ア
ド
ル
ノ
は
一
九
一
二
年

の
大
学
入
学
以
来
、
彼
に
師
事
し
て
い
た
が
、
カ
ン
ト
哲
学
に
つ
い
て
は
既
に
一
五
歳
の
時
か
ら
、
ジ
ー
ク
フ
リ
ー
ト
・
ク
ラ
カ
ウ
ア
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

に
よ
っ
て
手
ほ
ど
き
を
受
け
て
い
た
。
も
っ
と
も
、
ク
ラ
カ
ウ
ア
！
の
場
合
に
比
し
て
、
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
の
カ
ン
ト
解
釈
が
特
に
ア
ド
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

ノ
の
共
感
を
惹
い
た
こ
と
は
、
ア
ド
ル
ノ
晩
年
の
カ
ン
ト
講
義
（
一
九
五
九
）
で
の
好
意
的
言
及
な
ど
か
ら
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
教

授
資
格
申
請
論
文
の
段
階
で
も
、
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
の
著
作
が
全
て
の
議
論
の
前
提
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
明
示
さ
れ
ず
と
も
彼
の
著
作
と
同

　
　
　
　
無
限
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だ
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二

じ
意
図
の
下
に
考
察
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
序
文
で
予
告
さ
れ
、
本
文
で
『
超
越
論
的
体
系
学
』
や
『
哲
学
入
門
』
（
一
九
〇
三
）
、

『
「
純
粋
理
性
批
判
」
注
釈
』
が
随
時
参
照
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
ア
ド
ル
ノ
は
、
先
行
す
る
カ
ン
ト
解
釈
と
し
て
は
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
に

の
み
依
拠
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
論
文
が
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
の
拙
い
模
倣
と
見
な
さ
れ
る
の
も
無
理
も
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
だ

が
、
ア
ド
ル
ノ
の
主
眼
が
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
と
は
若
干
異
な
っ
た
点
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
長
大
な
論
文
の
構
成
を
概
観
し
て
み

た
だ
け
で
も
自
ず
と
萌
ら
か
に
な
ろ
う
。
序
文
と
結
論
部
に
挟
ま
れ
た
本
文
は
三
章
か
ら
成
り
、
ま
ず
無
意
識
概
念
を
め
ぐ
る
問
題
の
所

在
が
盟
ら
か
に
さ
れ
た
後
、
第
二
章
で
は
カ
ン
ト
哲
学
の
批
判
的
検
討
を
経
て
こ
の
概
念
が
練
り
上
げ
ら
れ
、
更
に
第
三
章
で
そ
の
帰
結

が
精
神
分
析
の
手
法
と
重
ね
合
わ
さ
れ
る
。
方
法
論
上
の
要
で
あ
る
超
越
論
的
分
析
の
吟
昧
に
あ
た
っ
て
は
、
ほ
ぼ
全
面
的
に
コ
ル
ネ
リ

ゥ
ス
の
薯
作
に
依
拠
し
て
い
る
も
の
の
、
　
一
貫
し
た
主
題
を
な
す
の
は
、
カ
ン
ト
解
釈
よ
り
は
無
意
識
概
念
の
可
能
性
の
模
索
で
あ
る
。

加
え
て
、
そ
こ
で
取
り
沙
汰
さ
れ
る
無
意
識
の
概
念
は
、
狭
義
の
心
理
学
的
術
語
で
は
な
く
、
意
識
一
般
を
考
慮
す
る
際
に
哲
学
が
陥
り

が
ち
な
或
る
種
の
誤
謬
を
特
徴
づ
け
る
た
め
の
独
自
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
し
、
こ
の
概
念
を
手
が
か
り
と
し
て
ベ
ル

ク
ソ
ン
哲
学
や
現
象
学
に
具
体
的
批
剃
の
目
を
向
け
る
と
い
っ
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
考
察
も
見
受
け
ら
れ
る
。
明
ら
か
に
、
ア
ド
ル
ノ
の
視

界
に
浮
か
ん
で
い
た
の
は
、
単
に
コ
ル
ネ
リ
ゥ
ス
の
反
復
と
い
う
以
上
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
と
り
お
け
、
当
時
「
そ
の
多
く
の
帰
結
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

お
い
て
未
だ
評
価
も
定
ま
ら
ぬ
幼
い
学
問
分
野
」
で
あ
っ
た
精
神
分
析
を
採
り
上
げ
た
こ
と
に
関
し
、
彼
が
こ
と
さ
ら
に
自
己
を
正
当
化

し
て
い
る
こ
と
か
ら
推
測
さ
れ
る
よ
う
に
、
精
神
分
析
の
認
識
論
廊
廟
藤
に
着
通
す
る
と
い
う
斬
新
な
試
み
は
、
若
い
ア
ド
ル
ノ
の
自
負

す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
っ
た
ろ
う
し
、
ま
た
冒
険
で
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
点
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
あ
る
い
は
ア
ド
ル
ノ
が
模
倣

と
取
ら
れ
か
ね
な
い
ほ
ど
に
コ
ル
ネ
リ
ゥ
ス
の
立
場
を
踏
襲
し
た
の
も
、
そ
の
可
能
性
を
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
以
上
に
引
き
出
す
た
め
で
あ
り
、

こ
れ
に
成
功
す
る
な
ら
ぽ
、
精
神
分
析
の
よ
う
な
新
し
い
学
説
の
評
価
に
も
大
い
に
貢
献
す
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
た
め
で
あ
っ
た
と

も
考
え
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
ア
ド
ル
ノ
は
、
こ
う
し
た
提
案
に
対
す
る
無
理
解
を
予
知
し
て
か
、
あ
る
い
は
そ
の
達
成
度
に
自
ら
疑
問
を

抱
い
た
た
め
か
、
こ
の
論
文
に
よ
っ
て
は
正
式
に
教
授
資
格
を
申
請
せ
ず
、
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
に
私
的
に
評
価
を
打
診
し
て
み
る
だ
け
の
周



到
さ
を
見
せ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
後
の
顯
末
に
つ
い
て
は
、
我
々
に
は
申
請
撤
回
の
事
実
と
先
述
の
手
紙
が
残
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ

る
。

　
さ
て
そ
れ
で
は
、
ア
ド
ル
ノ
の
議
論
の
前
提
と
な
っ
た
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
の
超
越
論
的
認
識
理
論
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。

そ
れ
は
、
意
識
の
持
つ
「
或
る
最
も
普
遍
的
な
連
関
」
（
お
。
）
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
全
て
の
経
験
の
可
能
性
の
条
件
を
考
究
す
る

理
説
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
そ
の
際
の
〈
連
関
N
器
婁
ヨ
2
冨
コ
σ
q
＞
の
強
調
は
、
物
質
を
感
覚
の
連
関
に
基
礎
づ
け
る
マ
ッ
ハ
主
義
か
ら

の
影
響
を
刻
印
し
て
い
る
と
雷
え
よ
う
か
。
注
意
す
べ
き
は
、
連
関
と
は
い
っ
て
も
、
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
の
い
う
意
識
の
連
関
は
、
静
態
的

な
関
係
性
で
は
な
く
、
新
た
な
意
識
経
験
が
獲
得
さ
れ
る
に
応
じ
て
こ
れ
が
過
去
の
経
験
の
総
体
と
の
関
わ
り
の
中
で
捉
え
ら
れ
て
ゆ
く

と
い
う
、
経
験
的
時
闘
の
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
を
含
意
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
意
識
経
験
の
〈
進
展
〉
を
考
慮
す

る
こ
と
で
、
全
て
の
経
験
の
可
能
性
の
条
件
す
な
わ
ち
カ
ン
ト
の
い
う
意
味
で
の
超
越
論
的
条
件
が
新
た
に
踏
査
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ

の
顕
著
な
帰
結
は
、
「
我
々
の
生
の
あ
ら
ゆ
る
瞬
間
は
、
過
去
の
体
験
の
全
て
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
て
い
る
。
つ
ま
り
（
概
し
て
気
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

か
れ
な
い
）
我
々
の
下
準
備
の
要
素
と
し
て
、
過
去
の
全
て
の
経
験
が
後
々
ま
で
作
用
し
て
い
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
割

る
時
点
で
の
意
識
と
そ
れ
に
与
え
ら
れ
る
も
の
と
の
関
係
は
、
意
識
が
過
去
の
体
験
全
体
の
中
へ
新
た
な
経
験
を
取
り
込
み
つ
つ
意
味
づ

け
て
ゆ
く
構
成
作
業
と
し
て
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
意
識
〈
連
関
〉
へ
の
統
合
と
経
験
の
時
問
内
的
〈
進
展
〉
と
い
う
こ
の
二
契
機
は
、

コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
（
及
び
ア
ド
ル
ノ
）
に
よ
る
超
越
論
的
条
件
の
再
検
討
に
お
い
て
特
に
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
こ
う
し
た
視
点

に
立
つ
と
き
、
〈
直
接
所
与
〉
と
い
っ
た
も
の
も
、
そ
の
都
度
の
現
在
と
し
て
体
験
さ
れ
る
時
間
と
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
直
接
所
与
は
、
個
人
の
意
識
に
お
け
る
過
去
の
経
験
に
薪
た
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
で
初
め
て
意
識
さ
れ
て
い
る

以
上
、
既
に
直
接
的
で
は
な
く
、
過
去
経
験
の
総
体
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
た
対
象
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
（
一
Φ
α
）
。

　
過
去
と
の
連
関
に
基
づ
い
て
現
在
の
認
識
が
成
立
す
る
と
い
う
こ
の
考
え
方
は
も
っ
と
も
で
あ
る
に
し
て
も
、
　
一
方
で
我
々
の
現
在
の

意
識
に
過
去
経
験
の
総
体
が
常
に
現
前
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
も
、
容
易
に
気
付
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
と
ア
ド
ル
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ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

ノ
の
説
現
に
お
い
て
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
の
は
、
意
識
連
関
が
、
隠
れ
た
関
係
性
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
は
、
「
我
々
の
個
別
体
験
を
意
識
連
関
の
全
体
性
に
組
み
込
む
必
然
的
形
式
」
を
「
想
起
国
ユ
言
興
砦
α
q
」
と
呼
ぶ
。
言
う

ま
で
も
な
く
、
こ
こ
で
い
う
「
想
起
」
は
、
単
に
過
去
に
体
験
さ
れ
た
個
別
的
事
象
を
意
識
の
内
に
再
生
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
そ
の
よ

う
な
明
確
な
対
象
想
起
で
は
な
し
に
、
「
気
付
か
れ
て
い
な
い
想
起
（
Φ
冒
Φ
彗
げ
¢
ヨ
①
鱒
8
国
ユ
言
①
塊
醤
σ
q
）
」
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
の
点
を
説
明
す
る
た
め
に
、
音
楽
の
メ
ロ
デ
ィ
に
お
け
る
音
の
移
行
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
ド
か
ら
ラ
へ
と
音
が
移
行
し
た
場

合
、
も
は
や
ド
の
音
が
現
存
し
な
く
と
も
、
う
の
音
は
ド
の
影
響
を
受
け
て
い
る
た
め
、
レ
や
フ
ァ
に
続
い
た
場
合
と
は
違
っ
た
仕
方
で

響
く
。
こ
れ
は
、
既
に
鳴
っ
て
い
な
い
ド
の
音
が
気
付
か
れ
な
い
か
た
ち
で
想
起
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
ド
と
う
の
く
連
関
〉
が

聴
く
者
の
意
識
に
お
い
て
統
一
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
経
験
的
意
識
に
お
け
る
現
在
は
、
こ
う
し
た
自
覚
さ
れ
な
い
連
想
や
予
測
の

結
合
の
中
で
の
み
意
味
を
見
出
し
て
お
り
、
こ
の
結
合
の
プ
ロ
セ
ス
が
想
起
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
想
起
と
は
「
そ
れ
を

通
し
て
他
の
体
験
が
間
接
的
に
我
々
に
与
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
体
験
、
も
し
く
は
合
法
則
的
連
関
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
で
、
他
の
体

験
の
聞
接
的
所
与
を
与
え
る
よ
う
な
体
験
、
そ
う
し
た
全
て
の
体
験
の
た
め
の
規
則
」
（
一
〇
ω
）
で
あ
る
。
想
起
が
「
気
付
か
れ
ぬ
」
も
の

で
あ
り
な
が
ら
、
か
つ
「
規
則
」
と
し
て
、
つ
ま
り
関
係
に
お
け
る
或
る
必
然
性
を
も
っ
て
作
用
す
る
点
が
、
こ
こ
で
は
見
逃
せ
な
い
。

こ
の
規
則
に
知
ら
ず
知
ら
ず
の
内
に
規
制
さ
れ
な
が
ら
、
我
々
の
意
識
は
新
た
な
体
験
を
体
験
間
の
連
関
に
位
置
づ
け
て
い
る
、
と
い
う

わ
け
だ
。

二
　
「
無
意
識
附
な
も
の
の
哲
学
」
の
危
険
性

　
以
上
の
論
点
に
関
し
て
、
ア
ド
ル
ノ
は
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
の
考
察
を
ほ
ぼ
完
全
に
踏
襲
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
ア
ド
ル
ノ
は
無
意
識
の

概
念
を
自
ら
の
議
論
の
主
題
と
し
て
展
開
し
て
ゆ
く
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
際
に
ま
ず
彼
は
、
無
意
識
を
理
論
的
に
措
定
す
る
際
の
量
る

困
難
を
と
り
上
げ
る
。
そ
の
困
難
と
は
、
無
意
識
の
事
象
が
意
識
経
験
を
超
越
し
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
こ
れ
に
内
在
し
て
い
る
か
を
容



易
に
決
定
で
き
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
「
無
意
識
に
つ
い
て
の
理
説
は
す
べ
て
、
無
意
識
を
常
に
何
と
か
し
て
一
つ
の
状
態
と
し

て
受
け
取
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
状
態
と
は
、
意
識
の
枠
内
で
見
出
さ
れ
る
も
の
だ
」
（
一
b
O
O
）
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
無
意
識
概
念
は
、

〈
意
識
さ
れ
ぬ
も
の
〉
と
見
な
さ
れ
て
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
実
際
は
そ
う
見
な
さ
れ
た
経
験
対
象
と
し
て
意
識
に
内
在
し
て
い
な
け
れ

ぽ
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
両
義
性
が
、
無
意
識
概
念
の
規
定
を
著
し
く
困
難
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
困
難
を
前
に
し
て
、

ア
ド
ル
ノ
は
明
ら
か
に
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
に
沿
っ
た
姿
勢
を
表
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
ら
ゆ
る
意
識
経
験
を
統
一
的
意
識
連
関
の
内

部
で
の
み
意
味
づ
け
よ
う
と
し
た
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
に
倣
っ
て
、
ア
ド
ル
ノ
は
無
意
識
を
単
純
に
意
識
の
外
に
置
か
れ
た
も
の
と
見
な
す
こ

と
を
斥
け
る
の
で
あ
る
。

　
　
…
…
無
意
識
事
象
に
適
し
た
独
自
の
認
識
方
法
を
無
意
識
的
事
実
の
た
め
に
定
め
る
と
い
う
不
可
避
的
な
回
答
を
す
る
に
せ
よ
、
あ

　
　
る
い
は
そ
も
そ
も
無
意
識
事
象
一
般
を
捉
え
る
こ
と
を
す
っ
か
り
あ
き
ら
め
て
し
ま
う
に
せ
よ
、
以
下
の
点
に
は
何
ら
変
わ
り
が
な

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
い
。
つ
ま
り
、
無
意
識
的
事
象
は
、
意
識
に
内
在
す
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
（
這
O
勝
）

読
ま
れ
る
通
り
、
ア
ド
ル
ノ
は
、
無
意
識
概
念
が
意
識
の
外
部
に
超
越
的
に
据
え
ら
れ
る
こ
と
を
否
定
す
る
内
在
的
立
場
に
留
ま
ろ
う
と

す
る
。
経
験
的
意
識
か
ら
独
立
し
た
無
意
識
を
抽
象
的
に
想
定
す
る
と
き
、
無
意
識
論
は
、
無
意
識
概
念
を
め
ぐ
る
「
独
断
論
U
。
ぴ
q
ヨ
鋤
莫
」

な
い
し
「
神
秘
論
冨
誘
鼻
」
の
よ
う
な
、
形
町
上
学
的
な
思
弁
へ
と
後
退
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
う
し
た
無
意
識
概
念
の
形
而
上
学
化

に
対
し
て
内
在
的
批
判
を
加
え
る
こ
と
が
・
さ
し
あ
た
そ
の
ア
ド
ル
ノ
の
方
針
と
な
る
お
け
鼠
翻
・

　
と
こ
ろ
で
、
経
験
的
意
識
を
離
れ
た
無
意
識
概
念
の
超
越
的
使
用
を
戒
め
る
こ
う
し
た
姿
勢
は
、
マ
ッ
ハ
か
ら
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
へ
と
引

き
継
が
れ
た
経
験
主
義
の
流
れ
を
汲
む
も
の
で
あ
る
と
岡
時
に
、
独
断
論
的
誤
謬
に
異
議
を
唱
え
る
点
で
、
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
批
判
に

通
じ
て
い
る
。
現
に
ア
ド
ル
ノ
は
、
認
識
の
構
造
に
お
い
て
こ
の
独
断
論
的
傾
向
を
助
長
す
る
哲
学
的
議
論
の
伝
統
を
「
無
意
識
的
な
も

の
の
哲
学
」
と
命
名
し
、
そ
れ
ら
に
対
し
て
、
カ
ン
ト
を
思
わ
せ
る
広
範
な
認
識
論
的
批
判
を
敢
行
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
ベ
ル
ク
ソ
ソ

に
代
表
さ
れ
る
「
直
観
同
・
ε
三
9
」
の
概
念
は
、
感
性
的
経
験
を
越
え
て
対
象
に
直
接
至
る
手
段
と
し
て
有
用
で
あ
る
か
に
見
え
る
。
だ

　
　
　
　
無
限
性
と
無
限
界
性
の
あ
い
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五
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山
ハ
六

が
ア
ド
ル
ノ
に
よ
れ
ぽ
、
直
観
概
念
は
「
経
験
心
理
学
的
研
究
の
成
果
と
生
気
論
的
な
（
中
略
）
無
意
識
の
形
而
上
学
と
を
一
致
さ
せ
よ

う
と
す
る
試
み
の
中
で
形
成
さ
れ
て
」
（
一
b
Q
①
）
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
「
形
而
上
学
」
的
性
格
は
、
さ
き
の
無
意
識
概
念
の
揚
合
と
同

じ
両
義
性
を
無
視
す
る
態
度
に
表
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
直
観
を
承
認
し
よ
う
と
す
れ
ぽ
、
「
そ
れ
自
体
が
意
識
的
な
構
成
に
即
し
て

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

理
解
さ
れ
な
い
よ
う
な
認
識
が
、
意
識
に
与
え
ら
れ
て
い
る
」
（
①
ぴ
α
．
）
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
の
だ
が
、
そ
の
よ
う
に
「
全
く
意
識
さ

れ
な
い
も
の
母
ω
ω
。
三
①
。
葺
三
”
d
コ
σ
Φ
≦
¢
ζ
。
g
」
は
、
決
し
て
認
識
さ
れ
得
な
い
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
同
様
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象

学
に
お
い
て
も
、
経
験
の
限
界
を
超
え
た
領
分
が
実
体
化
さ
れ
る
独
断
論
的
誤
り
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
方

法
は
、
「
カ
ン
ト
的
限
界
概
念
を
奇
妙
な
仕
方
で
解
釈
し
、
完
全
に
知
ら
れ
て
い
る
内
在
的
な
物
自
体
を
現
象
の
超
越
的
根
拠
と
同
一
視

し
て
」
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
フ
ッ
サ
ー
ル
流
の
「
無
意
識
的
な
も
の
の
哲
学
に
と
っ
て
は
、
無
意
識
的
な
も
の
が
ま
さ
し
く
、

意
識
固
有
の
内
在
的
講
成
を
通
り
過
ぎ
て
、
経
験
の
超
越
的
絶
対
的
根
拠
と
な
っ
て
い
る
」
（
一
b
。
一
）
の
で
あ
る
。

　
ベ
ル
ク
ソ
ン
や
フ
ッ
サ
ー
ル
に
対
す
る
こ
う
し
た
批
判
に
お
い
て
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
、
ア
ド
ル
ノ
が
無
意
識
の
概
念
に
取
り
組
む

場
合
に
焦
点
と
な
る
の
は
、
心
理
学
よ
り
も
む
し
ろ
認
識
批
判
の
問
題
、
と
り
わ
け
経
験
的
認
識
の
限
界
を
め
ぐ
る
概
念
の
精
緻
化
の
問

題
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
経
験
を
越
え
た
領
域
（
カ
ン
ト
に
お
け
る
「
物
自
体
」
の
よ
う
な
）
を
あ
た
か
も
実
在
物
で
あ
る
か
の
よ
う
に

捉
え
使
用
す
る
過
ち
を
警
戒
す
べ
く
、
ア
ド
ル
ノ
は
、
無
意
識
概
念
を
利
用
し
て
或
る
種
の
危
険
性
を
提
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
意
識

と
の
関
係
に
お
い
て
無
意
識
の
概
念
が
措
定
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
概
念
が
一
人
歩
き
を
始
め
れ
ば
、
い
と
も
容
易
に
両
者
は
対
立
す
る
も

の
と
見
な
さ
れ
、
無
意
識
は
意
識
を
離
れ
た
、
独
自
の
領
域
と
し
て
扱
わ
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
な
無
批
判
な
認
識
態
勢
に
抗
し
て
ア

ド
ル
ノ
は
断
固
と
し
て
内
在
的
立
場
を
保
持
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
執
拗
な
誤
謬
を
回
避
す
べ
く
彼
が
㎝
層
慎
重
に
言
葉
を
選
ぶ
と
き
、

そ
の
無
意
識
概
念
は
必
然
的
に
「
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
で
な
い
」
性
格
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
こ
こ
で
我
々
の
批
判
的
考
察
を
無
意
識
概
念
に
関
係
づ
け
て
く
れ
る
よ
う
な
普
遍
性
に
あ
っ
て
は
、
無
意
識
概
念
は
そ
れ
自
体
ポ
ジ

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
　
テ
ィ
ヴ
に
は
規
定
さ
れ
な
い
。
た
だ
意
識
の
否
定
と
し
て
規
定
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
、
無
意
識
概
念
は
必
然
的
に
、



　
　
意
識
概
念
と
全
く
同
様
に
、
漢
然
と
し
た
も
の
と
な
る
。
（
一
一
。
。
）

無
意
識
は
、
意
識
と
無
意
識
の
境
界
線
の
向
こ
う
側
、
意
識
の
限
界
の
向
こ
う
側
に
あ
る
と
想
定
さ
れ
が
ち
で
あ
る
に
も
か
か
お
ら
ず
、

こ
の
境
界
線
の
向
こ
う
側
も
、
実
は
意
識
さ
れ
た
限
り
で
認
識
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
限
界
を
め
ぐ
る
ジ
レ
ン
マ
は
、
無
意
識
の
概
念
を
、

意
識
の
概
念
と
も
ど
も
、
曖
昧
な
輪
郭
を
持
っ
た
も
の
に
し
て
い
る
。
意
識
に
対
立
す
る
固
有
の
領
域
で
な
く
端
的
に
意
識
の
否
定

Z
Φ
ぴ
q
p
。
帥
δ
コ
で
し
か
な
い
よ
う
な
、
す
な
わ
ち
決
し
て
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
で
あ
り
得
な
い
よ
う
な
不
確
実
な
領
域
が
、
意
識
の
輪
郭
と
な
る
か
ら

で
あ
る
。
こ
の
「
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
で
な
い
」
と
い
う
語
法
は
、
限
界
概
念
の
設
定
に
お
い
て
繰
り
返
し
生
じ
る
誤
謬
に
対
し
て
、
ア
ド
ル
ノ

が
内
在
的
批
判
の
立
場
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
場
面
を
示
す
明
確
な
指
標
と
な
る
。
例
え
ば
、
同
様
に
超
越
的
概
念
の
主
張
を
否
定
す
る

要
請
は
、
次
の
よ
う
に
も
言
い
換
え
ら
れ
る
。

　
　
無
意
識
が
原
理
的
に
全
く
超
越
的
に
据
え
ら
れ
て
い
る
限
り
、
無
意
識
の
概
念
は
獲
得
さ
れ
得
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
、
こ
の
こ
と

　
　
を
〔
我
々
の
〕
批
判
は
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
当
の
絶
対
的
に
無
意
識
的
な
も
の
に
つ
い
て
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
に
主
張
す
る
こ

　
　
と
は
す
べ
て
、
無
効
に
な
る
。
そ
う
し
た
主
張
は
す
べ
て
、
認
識
で
き
な
い
も
の
を
知
る
こ
と
を
前
提
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
這
Q
Q
）

「
認
識
で
き
な
い
も
の
を
知
る
こ
と
開
①
弓
9
貯
①
冒
①
ω
¢
コ
①
罫
2
コ
げ
碧
①
コ
」
と
は
一
つ
の
実
体
化
で
あ
り
、
あ
の
無
意
識
概
念
の
含
む
両

義
性
を
自
覚
す
る
こ
と
な
し
に
、
意
識
を
越
え
た
薄
象
を
知
り
得
る
と
信
じ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
実
体
化
を
経
験
的
認
識
の
内
在
の
側

か
ら
棄
却
す
る
ア
ド
ル
ノ
の
批
判
は
、
先
程
触
れ
た
よ
う
に
、
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
批
判
に
も
重
な
る
意
図
に
拠
っ
て
い
た
が
、
し
か
し

も
ち
ろ
ん
、
ア
ド
ル
ノ
の
内
在
批
判
は
カ
ン
ト
の
方
法
と
悉
く
同
じ
も
の
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
ア
ド
ル
ノ
は
、
カ
ン

ト
の
批
判
を
一
層
徹
底
さ
せ
る
こ
と
で
、
カ
ン
ト
自
身
の
問
題
点
を
探
り
出
す
試
み
を
も
示
唆
し
て
い
る
。
先
の
文
章
に
す
ぐ
続
い
て
、

彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
　
無
意
識
を
我
々
に
保
証
す
る
に
は
、
直
観
は
原
理
的
に
不
十
分
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
が
、
こ
の
証
明
に
即
す
な
ら
ば
、
絶
対

　
　
的
に
超
越
的
な
無
意
識
審
ω
魯
ω
9
耳
茸
ゆ
誹
N
。
鼠
Φ
耳
。
α
夢
。
毛
島
3
と
い
っ
た
も
の
は
全
く
不
十
分
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た

　
　
　
　
無
限
性
と
無
限
界
性
の
あ
い
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
七
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八

　
　
無
意
識
が
そ
も
そ
も
存
在
す
る
か
の
よ
う
に
主
張
す
る
余
地
は
絶
対
に
な
い
。
カ
ン
ト
の
体
系
に
お
い
て
も
全
く
同
様
に
（
彼
が
想

　
　
起
さ
れ
る
の
は
謂
れ
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
の
だ
が
）
、
超
越
論
的
弁
証
論
で
の
カ
ン
ト
の
批
判
を
一
貫
し
て
追
求
す
る
な
ら
ば
、

　
　
超
越
的
な
物
自
体
①
写
欝
冨
器
裁
①
三
Φ
ω
u
冒
頓
磐
ω
縦
裂
を
主
張
す
る
余
地
は
な
い
。
あ
る
対
象
に
つ
い
て
陳
述
す
る
場
合
、
対
象

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
自
身
が
認
識
さ
れ
な
い
こ
と
を
前
提
し
て
し
ま
う
よ
う
で
あ
れ
ぽ
、
そ
う
し
た
陳
述
は
す
べ
て
、
は
じ
め
か
ら
矛
盾
し
て
い
る
の
だ
。

　
　
（
這
c
o
h
■
）

物
自
体
が
超
越
的
に
主
張
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
、
少
な
く
と
も
こ
の
主
張
に
関
し
て
は
、
カ
ン
ト
も
異
論
を
差
し
挟
み
は
し

ま
い
。
超
越
的
な
物
自
体
を
認
識
す
る
こ
と
は
、
現
象
の
領
域
を
不
当
に
拡
大
す
る
こ
と
と
同
じ
だ
か
ら
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
解
決
法
か

ら
ア
ド
ル
ノ
が
微
妙
に
離
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
の
は
、
認
識
さ
れ
得
な
い
対
象
に
つ
い
て
の
「
陳
述
（
ぎ
ω
紹
α
q
Φ
－
一
命

題
）
」
　
一
般
の
内
に
矛
盾
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
喚
起
す
る
点
に
お
い
て
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
い
て
も
、
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

見
こ
れ
と
同
様
に
、
「
現
象
の
根
底
に
あ
る
物
自
体
に
つ
い
て
は
何
事
も
語
り
得
な
い
」
こ
と
が
明
言
さ
れ
て
は
い
る
。
し
か
し
カ
ン
ト

が
物
自
体
を
「
追
想
的
存
在
Z
8
ヨ
Φ
轟
」
と
呼
び
、
こ
の
「
可
想
的
存
在
と
い
う
概
念
、
つ
ま
り
感
性
の
対
象
と
し
て
で
は
な
く
物
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

体
と
し
て
（
純
粋
概
念
に
よ
っ
て
）
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
の
概
念
は
、
少
な
く
と
も
自
己
矛
盾
を
含
ん
で
い
な
い
」
（
顕
『
＜
ω
δ
）
と

書
く
の
を
見
る
と
き
、
ア
ド
ル
ノ
の
立
場
と
の
相
違
は
幾
分
鮮
明
に
な
る
。
可
想
界
と
い
う
限
界
概
念
を
想
定
す
る
こ
と
が
カ
ン
ト
に
お

い
て
は
矛
盾
の
解
消
に
通
じ
る
の
に
対
し
、
ア
ド
ル
ノ
に
お
い
て
は
認
識
さ
れ
得
な
い
対
象
と
い
う
前
提
そ
の
も
の
が
矛
盾
し
て
い
る
か

に
見
え
る
の
で
あ
る
。
一
言
で
い
え
ぽ
、
ア
ド
ル
ノ
の
方
が
一
層
経
験
内
在
的
な
立
場
に
徹
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
う
し
た
一
貫
性

は
、
経
験
主
義
の
内
在
性
を
徹
底
さ
せ
た
自
然
な
帰
結
で
あ
ろ
う
か
ら
、
ア
ド
ル
ノ
が
次
の
よ
う
に
懸
念
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
想
像

に
難
く
な
い
。
予
想
的
存
在
と
い
う
構
想
の
内
包
す
る
両
義
性
が
忘
れ
去
ら
れ
、
感
性
的
存
在
と
可
想
的
存
在
と
が
裁
然
と
分
か
た
れ
て

し
ま
う
と
、
可
想
的
存
在
の
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
規
定
が
不
当
に
超
越
的
な
性
質
を
帯
び
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
ひ
と
た
び
経
験
か
ら
独

立
し
た
超
越
的
領
域
が
認
め
ら
れ
て
し
ま
え
ぽ
、
無
意
識
概
念
と
同
じ
神
秘
化
が
容
易
に
遂
行
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
結
果
カ
ン
ト
に



お
け
る
当
初
の
超
越
論
的
批
判
は
次
第
に
超
越
的
主
張
へ
と
反
転
し
て
ゆ
き
は
し
ま
い
か
。
そ
し
て
事
実
、
こ
れ
が
カ
ン
ト
以
降
、
「
無

意
識
的
な
も
の
の
哲
学
」
の
辿
っ
た
道
筋
で
あ
っ
た
と
、
ア
ド
ル
ノ
は
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
　
無
意
識
的
な
憶
想
的
性
格
O
興
§
げ
①
≦
⊆
ζ
。
8
一
馨
①
摂
『
q
｝
三
Φ
O
冨
雷
犀
陛
雲
と
い
う
概
念
も
、
心
理
的
超
越
的
な
物
自
体
の
概
念
に
し

　
　
て
も
、
ま
た
あ
ら
ゆ
る
現
象
の
無
意
識
的
根
拠
と
し
て
の
く
生
命
ぴ
。
ぴ
①
コ
〉
や
、
と
り
わ
け
自
発
性
Q
り
智
三
“
。
器
窪
ひ
の
概
念
に
し

　
　
て
も
、
我
々
が
カ
ン
ト
の
限
界
概
念
を
実
体
化
す
る
も
の
と
し
て
特
徴
づ
け
た
そ
れ
ら
の
諸
概
念
は
す
べ
て
、
超
越
論
的
哲
学
に
お

　
　
け
る
超
越
論
的
条
件
と
全
く
同
じ
仕
方
で
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
か
ら
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
至
る
無
意
識
的
な
も
の
の
哲
学
に
よ
っ
て
、

　
　
逸
れ
る
こ
と
な
く
一
貫
し
て
、
主
張
さ
れ
て
き
た
。
（
一
ω
b
o
）

物
自
体
に
関
係
す
る
可
想
的
存
在
や
「
生
命
」
、
「
自
発
性
」
と
い
っ
た
カ
ン
ト
の
諸
概
念
は
、
現
象
か
ら
独
立
し
た
存
在
を
「
無
意
識
的

な
も
の
の
哲
学
」
が
実
体
化
す
る
口
実
を
与
え
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
盲
想
的
存
在
を
こ
れ
ほ
ど
徹
底
し

て
否
定
し
て
し
ま
う
ア
ド
ル
ノ
の
立
場
は
、
見
方
を
変
え
れ
ば
、
一
種
の
不
可
知
論
に
陥
っ
た
相
紺
主
義
的
経
験
論
に
過
ぎ
ぬ
と
も
取
れ

る
。
彼
の
議
論
の
剛
直
さ
は
、
カ
ン
ト
自
身
の
問
題
点
を
探
る
ど
こ
ろ
か
、
レ
ー
ニ
ン
が
】
笑
に
付
し
た
マ
ッ
ハ
主
義
の
悪
し
き
観
念
論

を
継
承
す
る
、
経
験
；
ル
論
に
過
ぎ
ぬ
の
で
は
な
い
か
。
認
識
し
得
な
い
対
象
の
認
識
不
可
能
性
に
執
着
す
る
よ
り
も
、
（
カ
ン
ト
が
そ

う
し
た
よ
う
に
）
本
来
語
り
得
な
い
領
域
を
確
定
す
る
こ
と
で
、
よ
り
堅
固
な
哲
学
体
系
を
構
築
す
る
方
が
有
益
で
は
な
か
っ
た
ろ
う

か
。

三
　
限
界
概
念
の
認
識
論
的
機
能

　
既
に
見
た
よ
う
に
、
ア
ド
ル
ノ
は
、
超
越
的
に
措
定
さ
れ
た
対
象
を
常
に
「
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
で
な
い
」
も
の
に
保
と
う
と
し
た
。
こ
れ
に

対
し
て
カ
ン
ト
は
、
可
想
的
存
在
の
想
定
が
自
己
矛
盾
を
含
ま
な
い
と
述
べ
た
と
き
、
こ
の
可
想
的
な
も
の
を
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
に
実
体
化
し

て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
否
、
周
知
の
よ
う
に
カ
ン
ト
は
、
可
想
的
存
在
が
決
し
て
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
意
味
に
取
ら
れ
て
は
な
ら

　
　
　
　
無
限
性
と
無
限
界
性
の
あ
い
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
九
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七
〇

ず
、
「
全
く
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
意
味
で
の
意
想
的
存
在
と
解
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
」
（
酸
く
ω
8
）
こ
と
を
、
は
っ
き
り
と
語
っ
て
い
る
。
加
え

て
、
こ
の
可
想
的
存
在
は
「
限
界
概
念
」
に
過
ぎ
な
い
の
だ
か
ら
、
感
性
的
存
在
を
「
制
限
す
る
」
目
的
で
し
か
使
用
さ
れ
な
い
の
だ
と

説
明
し
て
い
る
。
明
ら
か
に
、
こ
の
論
理
的
要
請
は
、
無
意
識
が
意
識
の
「
否
定
」
と
し
て
の
み
規
定
さ
れ
る
と
す
る
ア
ド
ル
ノ
の
そ
れ

と
、
同
じ
批
判
的
意
図
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
な
ら
ぽ
逆
に
、
ア
ド
ル
ノ
と
カ
ン
ト
の
姿
勢
の
微
妙
な
差
異
は
、
可
想
的
存
在
と
い
う

〈
限
界
概
念
〉
に
両
者
が
ど
の
よ
う
な
性
質
を
与
え
て
い
る
か
、
換
言
す
れ
ぽ
、
経
験
的
領
域
と
超
越
的
領
域
と
を
媒
介
す
る
一
点
と
な

る
そ
の
概
念
に
彼
ら
が
い
か
な
る
機
能
を
演
じ
さ
せ
た
か
と
い
う
点
に
お
い
て
、
明
確
に
分
節
化
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

　
カ
ン
ト
が
、
「
可
想
的
存
在
は
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
も
の
と
し
て
し
か
理
解
さ
れ
な
い
」
と
し
な
が
ら
も
、
「
慮
己
矛
盾
を
含
ま
ず
」
に
そ
の

概
念
を
提
示
し
う
る
と
考
え
た
理
由
は
、
「
感
性
的
認
識
の
客
観
的
実
在
性
に
制
限
を
加
え
る
た
め
に
必
要
」
（
寄
く
ω
δ
）
だ
か
ら
で
あ
っ

た
。
感
性
的
存
在
が
存
在
の
全
て
で
は
な
い
以
上
、
こ
の
領
域
の
外
に
、
た
と
え
「
空
虚
な
」
も
の
で
あ
れ
、
こ
れ
と
区
別
さ
れ
る
も
う

一
つ
の
領
域
を
想
定
す
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
存
在
領
域
は
無
矛
盾
の
概
念
と
し
て
「
思
惟
」
さ
れ
る
こ
と
が
必
要

だ
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　
一
方
、
ア
ド
ル
ノ
に
お
い
て
は
、
純
粋
に
超
経
験
的
な
も
の
の
領
域
は
、
あ
く
ま
で
「
は
じ
め
か
ら
矛
盾
し
て
い
る
」
。
こ
こ
で
く
れ

ぐ
れ
も
注
意
す
べ
き
は
、
ア
ド
ル
ノ
は
な
に
も
、
可
想
的
領
域
な
ど
存
在
し
な
い
と
主
張
し
て
い
る
の
で
は
な
い
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

た
だ
彼
の
説
明
を
注
意
深
く
読
め
ば
看
て
取
れ
る
よ
う
に
、
そ
こ
で
は
経
験
の
彼
岸
を
指
示
す
る
概
念
そ
の
も
の
が
、
超
経
験
的
な
領
域

の
徴
標
で
あ
る
豊
実
と
、
そ
れ
が
経
験
的
意
識
に
お
い
て
は
じ
め
て
機
能
し
う
る
と
い
う
事
実
と
の
闘
で
分
裂
な
い
し
矛
盾
を
内
包
し
た

も
の
と
し
て
、
意
識
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
無
意
識
概
念
を
両
義
的
な
ま
ま
に
、
ま
た
意
識
と
無
意
識
と
の
境
界
を
曖

昧
な
ま
ま
に
保
っ
て
い
た
先
の
記
述
に
お
い
て
、
我
々
の
確
認
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
カ
ン
ト
が
命
名
し
た
幾
つ
か
の
概
念
の
問

題
点
は
、
そ
れ
ら
が
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
に
受
け
取
ら
れ
る
こ
と
で
、
限
界
概
念
そ
の
も
の
の
矛
盾
が
と
も
す
る
と
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
に

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
「
物
自
体
」
の
領
分
や
「
驚
想
的
世
界
」
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
ら
は
本
来
、
現
象
や
感
性
的
世
界
に
対
す
る
綱
限



と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
（
カ
ン
ト
が
本
来
望
ん
だ
よ
う
に
）
制
限
と
し
て
の
み
使
用
さ
れ
れ
ば
十
分
で
あ
る
は
ず
だ
。

現
象
で
な
い
両
義
的
部
分
、
感
性
的
で
な
い
不
確
定
の
世
界
を
残
し
て
お
け
ぽ
十
分
、
現
象
を
制
限
す
る
こ
と
は
可
能
で
は
な
い
か
、
そ

う
言
わ
ん
ば
か
り
に
、
ア
ド
ル
ノ
は
、
超
経
験
的
領
域
が
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
執
拗
に
強
調
し
た
の
だ
っ
た
。
そ

の
場
合
ア
ド
ル
ノ
が
徹
底
し
て
否
定
し
た
の
は
、
可
想
的
存
在
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
認
識
態
勢
な
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
意
味
で
言
え
ば
、
彼
は
物
自
体
を
否
定
し
て
内
在
的
立
場
を
＝
兀
化
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
限
界
の
認
識
に
伴
う
矛
盾
へ
の
視
点

を
維
持
す
る
立
場
を
貫
い
て
い
る
と
見
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

　
彼
が
こ
の
よ
う
に
超
経
験
的
な
概
念
の
矛
盾
に
固
執
す
る
の
は
、
カ
ン
ト
が
当
初
「
空
虚
な
」
も
の
と
し
て
残
し
た
領
域
を
ど
こ
ま
で

も
空
虚
な
ま
ま
留
め
、
限
界
概
念
が
経
験
の
超
越
と
内
在
と
の
間
で
刻
む
分
裂
を
カ
ン
ト
以
上
に
一
貫
し
て
記
憶
し
続
け
る
配
慮
の
表
れ

で
あ
っ
た
と
雷
う
こ
と
が
で
き
る
。
カ
ン
ト
以
上
に
、
と
い
う
の
は
、
ア
ド
ル
ノ
に
言
わ
せ
る
な
ら
ぽ
明
ら
か
に
、
カ
ン
ト
の
こ
の
点
で

の
配
慮
は
十
分
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
カ
ン
ト
の
哲
学
体
系
に
お
い
て
、
こ
の
矛
盾
と
同
型
的
な
論
理
が
は
っ
き
り
と

姿
を
現
す
場
が
あ
っ
た
と
、
ア
ド
ル
ノ
は
考
え
て
い
た
。
超
越
論
的
弁
証
論
に
お
け
る
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
論
が
そ
れ
で
あ
る
。
先
に
引
用
し

た
箇
所
で
も
、
物
自
体
の
超
越
的
主
張
を
戒
め
る
た
め
に
弁
証
論
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
た
し
、
ま
た
無
意
識
概
念
の
両
義
性
が
ヵ

ソ
ト
の
示
し
た
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
を
モ
デ
ル
と
し
て
い
る
こ
と
は
「
無
意
識
的
な
も
の
の
形
而
上
学
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
論
」
（
一
ト
⊃
卜
。
）
と
い
っ

た
表
現
か
ら
も
理
解
で
き
る
。
経
験
の
意
識
の
外
な
る
無
意
識
に
つ
い
て
は
、
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
に
有
る
か
無
い
か
を
決
定
で
き
な
い
と
い
う

わ
け
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
カ
ン
ト
は
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
論
で
捉
え
ら
れ
て
い
た
こ
の
矛
盾
を
離
れ
て
し
ぼ
し
ば
「
追
想
界
へ
の
逸

脱
〉
議
ω
。
冨
巴
窪
写
ぎ
8
目
一
戦
芭
Φ
≦
舞
雪
」
を
犯
し
た
と
、
ア
ド
ル
ノ
は
言
う
。
感
性
的
領
域
が
全
て
で
は
な
い
と
知
る
カ
ン
ト
は
、

制
限
さ
れ
た
感
性
的
領
域
に
対
し
て
無
制
約
な
超
感
性
的
領
域
を
対
置
し
（
か
つ
後
者
の
認
識
可
能
性
を
否
定
し
）
た
の
で
あ
っ
た
。
し

か
し
、
二
つ
の
排
他
的
領
域
を
設
定
す
れ
ぽ
、
対
峙
関
係
か
ら
両
者
が
実
体
化
さ
れ
る
危
険
が
常
に
つ
き
ま
と
う
。
事
実
、
カ
ン
ト
は
、

も
と
も
と
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
可
想
的
存
在
か
ら
「
自
由
」
や
「
自
発
性
」
の
理
説
を
展
開
し
、
と
り
わ
け
『
実
践
理

　
　
　
　
無
限
性
と
無
限
界
性
の
あ
い
だ
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性
批
判
』
に
お
い
て
は
、
超
感
性
器
世
界
は
既
に
独
立
し
た
自
明
の
考
察
領
域
と
な
っ
て
い
る
。
可
燃
的
存
在
に
関
わ
り
つ
つ
経
験
の
限

界
に
現
れ
る
「
自
由
」
や
「
自
発
性
」
の
よ
う
な
諸
々
の
概
念
は
、
ア
ド
ル
ノ
の
昌
に
は
、
カ
ン
ト
の
構
想
に
お
い
て
既
に
物
自
体
の
概

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

念
と
同
様
「
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
論
に
従
属
す
る
」
（
置
ω
）
も
の
と
映
る
に
も
か
か
お
ら
ず
。

　
も
っ
と
も
、
「
カ
ン
ト
以
上
に
」
と
い
う
我
々
の
記
述
は
、
カ
ン
ト
と
ア
ド
ル
ノ
の
限
界
概
念
の
差
異
を
、
単
に
量
的
な
反
省
度
の
差

へ
と
還
元
し
て
し
ま
い
か
ね
な
い
。
む
し
ろ
我
々
は
、
矛
盾
に
対
す
る
ア
ド
ル
ノ
の
配
慮
の
特
異
性
を
更
に
注
視
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
実

際
は
、
超
越
化
に
給
す
る
危
惧
と
い
う
点
で
は
両
者
と
も
万
全
を
期
し
て
い
る
に
せ
よ
、
ア
ド
ル
ノ
の
問
題
状
況
は
、
遜
る
逆
説
に
よ
っ

て
彩
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
実
体
化
の
危
険
を
ア
ド
ル
ノ
に
意
識
さ
せ
続
け
た
の
は
、
何
よ
り
も
、
言
語
に
よ

る
「
陳
述
」
一
般
に
対
す
る
、
い
わ
ば
即
物
的
な
把
握
態
勢
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、
語
に
よ
っ
て
徴
表
を
与
え
る
と
い

う
経
験
的
作
業
を
経
た
結
果
と
し
て
し
か
、
超
経
験
的
な
も
の
の
概
念
は
成
立
し
得
な
い
と
い
う
逆
説
の
絶
え
ざ
る
自
覚
が
そ
れ
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
逆
説
的
な
言
語
感
覚
の
膚
無
が
、
カ
ン
ト
と
ア
ド
ル
ノ
の
言
表
の
差
異
を
鮮
明
に
際
だ
た
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

〈
超
経
験
的
領
域
を
代
理
目
表
象
す
る
経
験
的
認
識
〉
と
い
う
矛
盾
を
、
二
元
論
の
言
語
操
作
が
担
い
、
忘
れ
さ
せ
る
瞬
間
に
の
み
、
カ

ン
ト
の
い
う
「
矛
盾
を
含
ま
ぬ
」
概
念
は
思
惟
可
能
に
な
る
。
実
際
の
と
こ
ろ
ア
ン
チ
ノ
ミ
…
は
、
意
想
界
を
「
思
惟
」
す
る
こ
と
で
少

し
も
解
消
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
隈
界
概
念
の
飼
別
的
使
用
に
絶
え
ず
つ
き
ま
と
っ
て
い
る
以
上
、
こ
の
逆
説
を
抹
消
す
る
こ
と
な

く
言
語
認
識
の
マ
テ
リ
ア
ル
な
機
能
ぶ
り
を
喚
起
し
続
け
る
こ
と
が
、
ア
ド
ル
ノ
の
批
判
の
課
題
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
経
験
を
超
越

し
た
領
域
を
「
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
に
」
措
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
表
現
へ
の
ア
ド
ル
ノ
の
執
着
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
彼
の
透
徹
し

た
言
語
観
か
ら
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
こ
の
表
現
は
、
超
経
験
的
世
界
の
表
象
が
そ
の
つ
ど
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
（
目
人
為
的

な
）
経
験
的
操
作
に
よ
る
矛
盾
の
抹
消
の
効
果
に
過
ぎ
ず
、
超
経
験
的
な
も
の
の
直
接
的
把
捉
で
は
あ
り
得
な
い
の
だ
と
い
う
、
カ
ン
ト

に
は
未
だ
な
か
っ
た
強
固
な
警
戒
心
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
更
に
、
こ
の
逆
説
的
言
語
観
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
限
界
概
念
に
対
す
る
ア
ド
ル
ノ
の
振
舞
い
方
は
、
相
反
す
る
二
つ
の
位
相
に
よ
っ



て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
「
無
意
識
的
な
も
の
の
哲
学
」
に
代
表
さ
れ
る
、
超
経
験
的
な
も
の
の
不
当
な
実
体
化
に
対
し
て
、

内
在
的
立
場
か
ら
徹
底
し
た
禁
止
を
訴
え
る
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
限
界
概
念
の
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
さ
の
否
定
と
い
う
こ
の
要
請
に
よ

っ
て
内
在
的
立
場
を
貫
徹
し
な
が
ら
、
他
方
で
内
在
性
を
越
え
た
領
域
を
正
当
に
志
向
し
て
も
い
る
点
で
、
彼
の
立
場
は
特
異
な
も
の
と

な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
彼
の
思
考
は
、
可
想
界
を
含
む
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
概
念
を
個
別
的
経
験
に
内
在
さ
せ
な
が
ら
、
同
時
に
、
可
想
界

そ
の
も
の
を
（
消
し
去
る
の
で
は
な
く
）
純
粋
に
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
潜
勢
と
し
て
限
界
概
念
の
矛
盾
の
中
に
保
存
し
、
そ
の
上
で
こ
の
矛
盾

を
名
指
す
行
為
を
通
じ
て
、
不
確
定
な
領
域
へ
と
新
た
に
経
験
を
押
し
進
め
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
仕
方
で

批
判
を
反
復
す
る
プ
ロ
セ
ス
自
体
が
限
界
と
な
る
点
で
、
ア
ド
ル
ノ
の
限
界
概
念
は
、
限
界
の
〈
徴
表
〉
と
し
て
の
カ
ン
ト
の
そ
れ
と
、

決
定
的
に
異
な
っ
て
い
る
。
約
言
す
る
な
ら
ば
、
限
界
概
念
に
対
す
る
ア
ド
ル
ノ
の
批
判
に
お
い
て
は
、
内
在
的
立
場
か
ら
の
超
越
化
の

全
否
定
と
、
超
越
的
な
も
の
の
純
粋
に
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
確
保
と
が
、
そ
の
都
度
力
動
的
に
接
続
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
意

識
経
験
を
進
展
さ
せ
る
そ
の
都
度
の
媒
介
と
い
う
意
味
で
な
ら
ぽ
、
諸
々
の
限
界
概
念
は
、
む
し
ろ
ア
ド
ル
ノ
に
お
い
て
も
、
カ
ン
ト
同

様
に
不
可
欠
な
機
能
を
果
た
し
て
い
る
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
「
超
越
論
的
心
理
学
に
お
け
る
無
意
識
の
概
念
」
で
の
考
察
の
原
理
的
基
盤
は
、
こ
の
逆
説
の
動
的
探
究
に
尽
き
て
い
る
と
い
っ
て
も

過
言
で
は
な
い
。
の
み
な
ら
ず
、
認
識
さ
れ
得
な
い
も
の
の
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
力
を
そ
の
都
度
の
言
表
の
矛
盾
の
内
に
保
存
し
よ
う
と
す
る

論
理
は
、
ア
ド
ル
ノ
が
様
々
な
術
語
を
考
案
し
な
が
ら
生
涯
探
究
し
続
け
た
課
題
を
早
く
も
方
向
付
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、

こ
う
し
た
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
論
理
を
形
成
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ア
ド
ル
ノ
は
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
の
言
う
、
意
識
経
験
の
〈
連
関
〉
と
く
進

展
〉
を
巧
み
に
援
用
し
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
成
立
し
た
認
識
論
は
、
レ
ー
ニ
ン
が
マ
ッ
ハ
主
義
の
中
に
見
た
よ

う
な
経
験
＝
兀
論
と
は
無
縁
の
も
の
で
あ
り
、
悪
し
き
観
念
論
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
唯
物
論
的
と
さ
え
言
え
る
即
物
的
言
語
認
識

批
判
に
よ
っ
て
観
念
論
を
絶
え
間
な
く
破
壊
し
得
る
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
当
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
論
理
が
「
意
識
経
験
の

無
限
進
展
」
と
い
っ
た
凡
庸
な
イ
メ
ー
ジ
へ
と
再
び
平
板
化
さ
れ
る
こ
と
に
対
し
て
、
彼
が
最
後
ま
で
警
戒
を
怠
っ
て
い
な
い
点
は
、
注
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七
四
一

目
に
値
す
る
。

　
　
内
在
的
把
握
と
超
越
的
把
握
の
矛
盾
が
生
じ
る
の
は
、
私
が
経
験
の
進
展
の
南
限
定
性
¢
書
①
α
q
お
轟
3
㊦
腎
を
、
意
識
外
部
の
或
る

　
　
原
理
的
に
不
十
分
な
原
人
か
ら
の
帰
結
と
解
す
る
場
合
で
あ
る
。
こ
の
不
十
分
な
原
因
を
推
断
す
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
推
断
の
含
む

　
　
矛
盾
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
単
純
な
事
象
の
帰
結
に
過
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
〔
そ
の
と
き
〕
私
は
、
経
験
の
進
展
に
お
け
る
無
限
界
性

　
　
9
9
N
δ
ω
凝
冨
算
を
、
次
の
よ
う
な
仕
方
で
誤
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
仕
方
と
は
、
偲
々
の
事
象
、
つ
ま
り
そ
れ
を
認
識
し

　
　
て
ゆ
く
た
め
に
経
験
の
進
展
に
い
か
な
る
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
限
界
も
据
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
個
々
の
事
象
を
、
無
限
な
も
の
¢
コ
⑦
己
‘

　
　
黒
雲
ω
と
い
う
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
所
与
性
と
解
釈
し
て
し
ま
う
、
と
い
う
仕
方
で
あ
る
。
そ
の
認
識
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
当
の
事
象

　
　
は
、
意
識
に
内
在
し
た
事
象
な
の
だ
か
ら
〔
そ
れ
は
誤
解
な
の
だ
〕
。
無
意
識
を
超
越
的
に
定
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
無
限
な
も
の

　
　
の
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
所
与
性
を
受
け
入
れ
る
こ
と
で
生
じ
る
矛
盾
を
和
ら
げ
る
企
て
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
（
既
に
見
た
よ
う

　
　
に
）
そ
う
し
た
企
て
は
常
に
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
の
関
係
に
至
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
。
（
＝
O
）

経
験
的
意
識
の
進
展
に
限
界
が
な
い
と
い
う
こ
と
と
、
意
識
が
無
限
の
事
象
を
経
験
し
て
ゆ
く
こ
と
と
は
一
見
同
じ
こ
と
の
よ
う
に
見
え

る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
両
者
が
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
認
識
が
鍵
と
な
る
。
経
験
さ
れ
て
ゆ
く
事
象
を
無
限
な
も
の
と
見
な
す
こ
と
は
、

経
験
を
越
え
た
領
野
に
「
無
限
な
も
の
」
と
い
う
、
そ
れ
自
体
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
観
念
を
与
え
る
こ
と
に
安
住
し
得
る
の
に
対
し
、
意
識
の

進
展
に
限
界
が
な
い
と
自
覚
す
る
こ
と
は
、
「
矛
盾
を
和
ら
げ
る
」
こ
と
な
く
、
進
展
す
る
意
識
の
側
か
ら
そ
の
超
越
的
外
部
を
持
続
的

に
探
究
す
る
こ
と
を
強
い
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
手
続
き
の
差
異
を
明
確
に
念
頭
に
置
い
て
い
た
が
ゆ
え
に
、
ア
ド
ル
ノ
は
カ
ン
ト
以
降
の

「
無
意
識
的
な
も
の
の
哲
学
」
を
一
括
し
て
斥
け
、
　
　
見
寄
生
産
的
と
も
見
え
る
頑
迷
さ
で
、
独
断
論
的
認
識
の
「
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
」
言

語
化
を
否
定
し
続
け
た
の
で
あ
る
。

四
　
批
判
的
無
意
識
概
念
を
求
め
て



　
無
意
識
概
念
の
危
険
性
を
内
在
仁
心
揚
か
ら
批
判
す
る
際
に
、
ア
ド
ル
ノ
は
無
意
識
が
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
に
で
は
な
く
意
識
の
否
定
と
し
て

の
み
規
定
さ
れ
る
こ
と
を
要
請
し
て
い
た
が
、
論
文
の
後
半
で
彼
は
一
転
し
て
、
無
意
識
概
念
を
「
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
に
規
定
す
る
」
こ
と
を

主
張
し
始
め
る
。
し
か
し
、
蝋
見
矛
盾
す
る
こ
の
二
つ
の
立
場
か
ら
の
主
張
が
不
当
な
転
向
で
な
く
、
内
在
批
判
を
貫
き
な
が
ら
同
時
に

内
在
；
ル
論
を
避
け
る
あ
の
独
特
な
態
度
の
表
れ
で
あ
る
こ
と
は
、
彼
の
論
述
を
実
際
に
参
照
す
れ
ば
明
白
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
無
意
識

概
念
は
、
無
意
識
的
な
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
た
も
の
を
具
体
的
に
否
定
し
て
ゆ
く
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
、
「
そ
の
都
度
」
解
明
さ
れ
る
連

関
の
認
識
と
し
て
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
本
来
知
り
得
な
い
も
の
を
直
接
掴
み
定
め
る
こ
と
と
い
っ
た
意
味
で
「
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ

に
」
獲
得
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
無
意
識
概
念
は
、
無
限
界
的
に
展
開
さ
れ
る
限
界
概
念
の
論
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

に
則
っ
て
正
当
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
際
ア
ド
ル
ノ
は
、
物
自
体
に
模
し
て
、
矛
盾
を
は
ら
ん
だ
限
界
概
念
と
し
て
、
〈
心

的
な
物
ω
Φ
Φ
冨
民
ぎ
α
Q
Φ
〉
と
呼
ば
れ
る
概
念
を
用
い
て
い
る
。

　
　
我
々
が
関
わ
っ
て
い
る
諸
物
は
（
心
の
概
念
に
つ
い
て
の
綿
密
な
批
覇
的
議
論
に
よ
る
な
ら
、
そ
れ
ら
は
く
心
的
な
物
〉
と
呼
ば
れ

　
　
る
で
あ
ろ
う
）
、
決
し
て
客
観
的
空
聞
に
属
さ
な
い
。
た
と
え
そ
れ
ら
の
構
成
に
視
覚
及
び
触
覚
的
デ
ー
タ
が
参
与
し
て
い
る
と
し

　
　
て
も
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
物
の
内
に
含
ま
れ
る
予
測
の
連
関
騨
≦
⇔
二
§
σ
q
ω
弩
器
ヨ
B
曾
匿
コ
σ
q
は
、
決
し
て
空
間
内
の
諸
物
相
互
の
関

　
　
係
に
関
わ
る
の
で
は
な
く
、
体
験
相
互
の
関
係
に
関
わ
る
の
で
あ
る
。
（
一
。
。
。
。
）

〈
心
的
な
物
〉
が
客
観
的
空
間
に
属
さ
な
い
の
は
、
そ
れ
ら
が
各
々
の
主
観
の
過
去
の
総
体
と
の
関
係
性
に
起
因
す
る
か
ら
で
あ
る
。
言

う
ま
で
も
な
く
こ
こ
で
生
か
さ
れ
て
い
る
の
は
、
「
気
付
か
れ
て
い
な
い
想
起
」
が
現
在
の
意
識
に
対
し
て
重
要
な
影
響
を
与
え
て
い
る

と
す
る
、
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
の
「
想
起
」
説
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
空
間
内
に
位
置
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
実
在
す

る
と
い
う
、
〈
心
的
な
物
〉
の
一
見
奇
妙
な
特
性
を
理
解
す
る
に
は
、
音
楽
に
お
け
る
メ
ロ
デ
ィ
の
推
移
を
用
い
た
平
易
な
解
説
を
思
い

返
す
だ
け
で
十
分
で
あ
ろ
う
。
空
間
的
に
定
着
、
記
述
し
う
る
の
は
、
個
々
の
体
験
要
素
の
み
で
あ
っ
て
、
過
去
の
全
体
と
の
綜
合
に
よ

っ
て
生
み
出
さ
れ
て
ゆ
く
結
合
態
は
気
付
か
れ
て
お
ら
ず
、
ど
こ
に
も
位
置
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
経
験
的
意
識
を
超

　
　
　
　
無
限
性
と
無
限
界
性
の
あ
い
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
五
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七
六

越
し
て
い
る
の
で
も
な
け
れ
ぽ
、
日
常
意
識
に
内
属
し
て
い
る
の
で
も
な
い
よ
う
な
無
意
識
に
つ
い
て
語
る
余
地
は
、
こ
の
意
識
連
関
と

い
う
相
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
与
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
、
無
意
識
事
象
を
探
究
す
る
試
み
は
、
「
想
起
」
や
「
予
測
」
の
よ
う
な
心
的

活
動
の
連
関
の
中
で
〈
心
的
な
物
〉
を
定
着
さ
せ
て
ゆ
く
連
関
の
法
則
性
を
解
明
す
る
企
て
に
、
重
な
る
の
で
あ
る
。

　
「
想
起
」
の
具
体
例
に
メ
ロ
デ
ィ
や
詩
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
推
測
さ
れ
る
よ
う
に
、
意
識
連
関
の
統
一
は
、
進
展
に
よ
る

薪
た
な
経
験
の
獲
得
と
不
可
分
で
あ
る
。
〈
心
的
な
物
〉
が
「
超
越
的
で
あ
る
か
の
よ
う
に
解
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
」
（
お
切
）
一
方
で

客
観
的
空
間
に
も
属
し
得
な
い
と
さ
れ
る
の
も
、
心
的
な
も
の
が
そ
の
都
度
確
か
に
意
識
さ
れ
な
が
ら
、
隠
れ
た
連
関
を
現
す
こ
と
で
、

絶
え
ず
更
新
さ
れ
て
ゆ
く
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
紛
れ
も
な
く
＜
心
的
な
物
〉
は
、
個
励
的
時
点
に
お
い
て
否
定
さ
れ
つ
つ
、
こ
の
否
定

を
介
し
て
経
験
を
進
展
さ
せ
て
ゆ
く
、
あ
の
ア
ド
ル
ノ
固
有
の
限
界
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
も
、
ア
ド
ル
ノ
の
力
動
的

な
処
理
方
法
を
何
よ
り
も
明
確
に
語
っ
て
い
る
の
は
、
「
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
で
な
い
」
と
い
う
語
法
の
選
択
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
無
限
界
性
を

示
唆
す
る
論
法
で
あ
る
。

　
　
個
々
の
新
た
な
体
験
は
全
て
、
〈
心
的
な
物
〉
の
一
つ
の
新
た
な
表
れ
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
新
た
な
体
験
は
属
し
て
い
る
。
そ
し
て

　
　
新
た
な
体
験
は
同
時
に
、
〈
心
的
な
物
〉
の
新
た
な
規
定
の
可
能
性
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
〈
心
的
な
物
〉
を
完
全
に
規
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
す
る
進
展
に
は
、
理
論
的
に
は
い
か
な
る
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
限
界
も
措
定
さ
れ
な
い
。
そ
の
結
果
、
経
験
が
進
展
す
る
に
つ
れ
て
、

　
　
〈
心
的
な
物
〉
に
は
可
能
な
限
り
、
常
に
薪
た
な
特
性
が
承
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
（
お
。
。
）

こ
う
し
て
ア
ド
ル
ノ
は
、
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
の
認
識
論
的
心
理
学
が
持
つ
力
動
性
を
実
に
ス
マ
1
ト
に
取
り
込
む
こ
と
に
よ
り
、
無
意
識
が

超
越
的
に
実
体
化
さ
れ
る
こ
と
を
避
け
つ
つ
、
他
方
で
無
意
識
や
物
自
体
の
よ
う
な
不
定
の
領
域
か
ら
の
触
発
を
経
験
批
判
流
に
排
除
し

て
し
ま
う
こ
と
に
も
抵
抗
し
得
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
彼
は
、
こ
の
よ
う
な
手
続
き
を
経
て
精
緻
化
さ
れ
た
無
意
識
概
念
が
、
フ
ロ
イ

ト
精
神
分
析
の
そ
れ
と
も
一
致
す
る
と
考
え
て
い
た
。
と
い
う
の
も
、
フ
ロ
イ
ト
の
精
神
分
析
は
、
非
独
断
的
、
内
在
的
立
場
を
守
り
な

が
ら
、
極
め
て
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
無
意
識
を
探
究
す
る
議
論
と
昌
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。



　
ま
ず
、
精
神
分
析
の
解
釈
に
よ
れ
ぽ
、
あ
ら
ゆ
る
体
験
や
現
象
は
〈
意
味
〉
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
主
張
は
、
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
ー
ー
ア
ド

ル
ノ
の
認
識
論
で
言
え
ば
、
〈
我
々
の
体
験
は
全
て
、
個
人
の
意
識
統
一
の
連
関
に
属
し
て
い
る
〉
と
い
う
ム
叩
題
に
合
致
す
る
。
フ
ロ
イ

ト
が
子
細
に
論
じ
た
夢
や
錯
誤
行
為
が
そ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
そ
れ
ら
が
単
に
偶
然
的
で
無
意
味
な
も
の
と
見

な
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
だ
が
ア
ド
ル
ノ
の
立
場
か
ら
す
る
な
ら
、
孤
立
し
た
体
験
が
無
意
昧
に
見
え
る
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
は

「
気
付
か
れ
て
い
な
い
想
起
」
や
「
予
測
」
と
い
っ
た
連
関
の
中
で
確
固
た
る
位
置
価
を
持
つ
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
意
識
連
関
の
下
で
意

味
付
け
不
可
能
な
体
験
は
あ
り
得
な
い
。
そ
し
て
そ
の
場
合
の
〈
意
味
〉
は
経
験
的
意
識
の
外
部
か
ら
超
越
的
に
押
し
つ
け
ら
れ
る
の
で

は
な
し
に
、
意
識
連
関
内
部
で
の
事
象
の
位
置
づ
け
を
解
き
明
か
す
も
の
と
し
て
与
え
ら
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
お
い
て
も
、
フ

ロ
イ
ト
の
理
説
は
ア
ド
ル
ノ
の
批
判
を
満
足
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
「
フ
ロ
イ
ト
の
説
明
は
、
孤
立
さ
せ
て
自
然
主
義
的
に
実
体
化
す

る
の
で
な
く
、
意
識
の
〈
内
在
連
関
〉
に
つ
い
て
の
陳
述
と
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
」
（
N
念
）
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
同

時
に
フ
ロ
イ
ト
の
内
在
連
関
は
、
解
釈
の
〈
進
展
〉
に
つ
れ
て
常
に
新
た
な
姿
を
現
す
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
内
包
し
て
い
る
。
〈
心
的
な

物
〉
は
、
常
に
「
気
付
か
れ
て
い
な
い
想
起
」
と
の
相
克
の
内
に
あ
っ
て
、
こ
の
相
克
を
様
々
な
連
関
と
し
て
理
解
さ
せ
て
ゆ
く
の
で

あ
っ
た
。
同
様
に
、
例
え
ば
「
抑
圧
」
や
「
検
閲
」
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
お
い
て
は
、
フ
ロ
イ
ト
が
心
に
お
け
る
「
諸
力
の
せ
め
ぎ
合
い

閤
感
h
侍
①
ω
包
①
こ
と
呼
ん
だ
も
の
が
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
理
論
化
さ
れ
て
い
る
。
フ
ロ
イ
ト
は
言
い
間
違
い
く
①
紙
工
9
冨
づ
に
つ
い
て
、
そ
れ

を
偶
然
的
な
も
の
と
し
て
切
り
捨
て
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
そ
の
原
因
を
外
か
ら
押
し
つ
け
る
の
で
も
な
く
、
経
験
的
自
我
の
意
識
の
連

関
の
中
で
言
い
間
違
い
の
メ
カ
ユ
ズ
ム
を
探
究
し
て
い
る
が
、
ア
ド
ル
ノ
は
そ
う
し
た
錯
誤
行
為
の
解
釈
に
〈
心
的
な
物
〉
の
変
化
に
つ

い
て
の
法
則
性
の
認
識
を
重
ね
合
わ
せ
る
（
卜
。
α
ω
）
。
特
に
、
「
何
か
を
し
ょ
う
と
す
る
意
図
が
現
存
す
る
の
に
そ
れ
を
禁
圧
し
て
し
ま
う

こ
と
が
、
言
い
間
違
い
の
生
じ
る
た
め
の
不
可
欠
の
条
件
で
あ
る
」
と
い
っ
た
フ
ロ
イ
ト
の
言
葉
に
ア
ド
ル
ノ
が
共
感
し
て
い
る
の
は
、

「
禁
圧
」
に
含
ま
れ
る
離
反
こ
そ
意
識
連
関
の
「
不
可
欠
の
条
件
」
で
あ
る
と
す
る
フ
ロ
イ
ト
理
論
の
力
動
性
が
、
限
界
概
念
の
は
ら
む

矛
盾
に
認
識
を
進
展
さ
せ
る
条
件
を
見
る
ア
ド
ル
ノ
の
弁
証
法
的
批
判
に
共
鳴
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
無
限
性
と
無
限
界
性
の
あ
い
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
七
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し
か
し
な
が
ら
、
カ
ン
ト
が
超
越
論
的
批
判
の
バ
ラ
ン
ス
を
失
っ
て
可
想
的
存
在
か
ら
静
観
的
に
陳
述
を
展
開
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
、

フ
ロ
イ
ト
に
も
ま
た
、
限
界
概
・
念
の
両
義
性
を
亡
細
れ
て
、
無
意
識
の
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
構
成
へ
と
傾
く
瞬
間
が
あ
っ
た
。
「
持
続
的
に
無
意

識
的
な
も
の
魯
ω
号
二
。
ヨ
自
q
呂
①
≦
島
3
」
の
構
想
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
し
て
予
想
に
違
わ
ず
、
ア
ド
ル
ノ
は
こ
の
逸
脱
に
対
し
て
も
、

カ
ン
ト
の
可
想
界
を
批
判
し
た
と
き
と
同
じ
厳
格
さ
で
も
っ
て
、
警
戒
を
表
明
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
こ
の
［
〈
心
的
な
物
〉
と
い
う
］
話
題
は
、
認
識
論
的
な
限
界
概
念
の
樹
立
と
し
て
の
み
、
理
解
で
き
る
。
　
つ
ま
り
「
心
的
な
物
は

　
　
知
り
得
な
い
」
と
い
う
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
発
言
す
ら
既
に
、
我
々
に
は
禁
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
ろ
う
じ
て
我
々
に
許
さ
れ
て

　
　
い
る
の
は
、
心
理
的
連
関
を
我
々
が
認
識
し
て
ゆ
く
進
展
に
は
、
限
界
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
語
る
こ
と
だ
。
と
こ
ろ
が
フ

　
　
ロ
イ
ト
は
、
霞
下
知
ら
れ
な
い
特
定
の
心
理
的
連
関
を
全
く
知
ら
れ
な
い
連
関
と
し
、
意
識
連
関
に
対
し
て
〈
超
越
的
な
〉
連
関
に

　
　
し
て
し
ま
う
こ
と
で
、
誤
り
を
犯
し
た
。
持
続
的
に
無
意
識
的
な
も
の
と
い
う
概
念
を
不
十
分
な
か
た
ち
で
用
い
た
結
果
は
こ
れ
の

　
　
み
で
あ
る
。
（
8
0
）

精
神
分
析
の
認
識
論
的
意
義
を
承
認
し
た
の
と
同
じ
論
理
で
も
っ
て
、
フ
ロ
イ
ト
の
不
十
分
さ
を
も
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
す
る
ア
ド
ル
ノ

の
一
貫
性
は
、
我
々
が
こ
れ
ま
で
に
繰
り
返
し
確
認
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
も
は
や
改
め
て
説
明
を
加
え
る
必
要
は
あ
る
ま
い
。

カ
ン
ト
を
論
じ
る
場
合
で
も
、
ま
た
フ
ロ
イ
ト
を
論
じ
る
場
合
で
も
、
ア
ド
ル
ノ
は
、
彼
ら
先
駆
者
た
ち
の
反
形
而
上
学
的
批
判
の
有
効

性
を
十
分
に
認
め
な
が
ら
も
、
批
判
の
無
限
界
性
が
な
お
ざ
り
に
さ
れ
る
場
面
で
は
、
す
な
わ
ち
限
界
概
念
が
固
着
さ
れ
そ
う
に
な
る
場

面
で
は
、
危
険
を
確
実
に
嗅
ぎ
つ
け
、
批
判
を
再
活
性
化
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

結
び
　
認
識
論
と
し
て
の
社
会
批
判
に
向
け
て

　
一
切
の
認
識
は
マ
テ
リ
ア
ル
な
手
続
き
に
則
っ
て
お
り
、
言
語
記
号
に
よ
る
媒
介
の
上
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
思
惟
は
蝶
介

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

す
る
誉
語
と
媒
介
さ
れ
た
観
念
と
の
ず
れ
な
し
に
は
成
立
し
得
な
い
と
い
う
こ
と
。
言
語
論
と
し
て
明
確
に
論
証
さ
れ
る
こ
と
こ
そ
な
か



つ
た
も
の
の
、
こ
の
持
続
的
意
識
か
ら
、
彼
は
、
限
界
概
念
を
限
界
外
部
の
透
明
な
微
表
と
す
る
の
で
は
な
く
、
無
限
界
的
な
批
判
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

「
そ
の
都
度
の
」
手
が
か
り
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
（
経
験
外
部
と
い
う
）
表
象
内
容
と
（
経
験
内
部
に
お
け
る
）
表
象
作
用
と
の
矛
盾

に
よ
っ
て
進
展
す
る
プ
ロ
セ
ス
そ
の
も
の
が
限
界
と
な
っ
て
ゆ
く
と
い
う
、
独
特
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
も
、
こ
の
言
語
記
号
に
擁
す
る
終
始

一
貫
し
た
、
硬
質
な
反
省
に
立
脚
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
雷
語
認
識
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
完
全
に
構
造
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
が
ゆ
え

に
、
カ
ン
ト
と
フ
ロ
イ
ト
の
批
判
に
共
通
の
視
座
を
提
供
し
う
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
更
に
は
貨
幣
を
め
ぐ
る
経
済
学
的
考
察
や
、
社
会

表
象
を
め
ぐ
る
政
治
学
的
考
察
に
も
、
十
分
応
用
可
能
な
も
の
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
経
済
活
動
は
、
「
経
済
的
プ
ロ
セ
ス
か
ら
は
独
立
し

た
現
実
」
（
ω
一
G
o
）
を
売
り
物
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
た
「
帝
国
主
義
的
傾
向
は
（
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
お
い
て
明
白
で

あ
る
よ
う
に
）
意
識
を
離
れ
た
存
在
論
的
、
超
越
的
、
そ
し
て
何
ら
か
の
仕
方
で
神
聖
な
本
質
へ
と
連
れ
戻
す
し
（
ω
偏
り
）
こ
と
に
よ
っ
て
、

現
実
に
対
す
る
批
判
的
視
座
を
回
避
し
て
い
る
。
ア
ド
ル
ノ
が
そ
れ
ら
を
「
無
意
識
論
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
役
割
」
（
ω
一
。
。
）
と
し
て
喝
破

し
た
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
こ
に
「
無
意
識
的
な
も
の
の
哲
学
」
と
同
じ
構
造
上
の
誤
り
が
認
め
ら
れ
た
た
め
で
あ
り
、
言
い
換

え
れ
ば
、
連
関
の
内
部
と
外
部
と
の
矛
盾
を
示
す
「
点
が
、
矛
盾
と
し
て
で
は
な
く
特
権
的
な
記
号
と
し
て
、
無
批
判
に
固
定
さ
れ
て
い

る
た
め
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
限
界
概
念
が
〈
無
限
界
的
な
〉
批
判
の
そ
の
都
度
の
対
象
と
し
て
残
り
続
け
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
的
観
念
も
完
全
に
抹
消
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
ア
ド
ル
ノ
は
、
最
初
期
に
形
成
さ
れ
た
こ
の
批
判
の

メ
カ
ニ
ズ
ム
を
、
思
考
の
運
動
の
中
で
生
涯
維
持
し
、
多
様
な
領
域
で
変
奏
し
続
け
た
の
で
あ
る
。

　
超
越
論
哲
学
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
を
外
部
か
ら
接
続
す
る
の
で
は
な
く
、
超
越
論
的
認
識
理
論
の
内
部
か
ら
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
へ

と
つ
な
が
る
道
は
、
こ
う
し
て
拓
か
れ
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
ア
ド
ル
ノ
は
、
「
精
神
分
析
の
認
識
論
的
意
義
」
を
探
究
す
る
こ
と
を
、

こ
れ
以
後
は
断
念
し
て
い
る
。
彼
と
精
神
分
析
と
の
関
わ
り
は
、
ア
メ
リ
カ
時
代
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
の
実
際
的
利
用
や
、
芸
術
論
に
お

け
る
否
定
的
参
照
に
と
ど
ま
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
『
否
定
弁
証
法
』
で
の
フ
ェ
レ
ソ
ツ
ィ
へ
の
言
及
な
ど
か
ら
見
て
も
、
精
神
分
析
に

対
す
る
ア
ド
ル
ノ
の
利
用
法
は
、
認
識
論
の
た
め
の
批
判
的
原
理
か
ら
、
社
会
文
化
的
現
象
に
お
け
る
心
理
分
析
の
手
段
へ
と
移
っ
て
い

　
　
　
　
無
限
性
と
無
限
界
性
の
あ
い
だ
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つ
た
よ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
一
方
、
精
神
分
析
の
側
で
は
、
フ
ロ
イ
ト
以
降
、
言
語
論
や
認
識
論
に
寄
与
す
る
動
き
を
高
め
続
け
て
い

る
。
「
超
越
論
的
心
理
学
に
お
け
る
無
意
識
の
概
念
」
に
お
い
て
ア
ド
ル
ノ
は
、
カ
ン
ト
読
解
を
出
発
点
と
す
る
認
識
論
的
関
心
の
下
で

フ
ロ
イ
ト
精
神
分
析
を
吟
味
し
、
更
に
そ
こ
で
強
化
さ
れ
た
方
法
論
の
内
部
か
ら
社
会
批
判
の
可
能
性
を
示
唆
し
た
の
で
あ
る
が
、
近
年

に
お
け
る
精
神
分
析
の
諸
流
派
の
内
に
は
、
逆
に
フ
ロ
イ
ト
の
手
法
か
ら
認
識
論
的
方
法
論
を
精
緻
に
展
開
し
、
哲
学
史
の
再
評
価
や
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
分
析
に
ま
で
至
る
原
理
的
考
察
を
模
索
す
る
も
の
が
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
ラ
カ
ン
派
の
諸
理
論
は
、
経
験
的

主
体
と
象
徴
化
と
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
関
係
、
お
よ
び
そ
の
構
造
に
着
目
し
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
と
い
う
点
で
、
最
初
期
の
ア
ド
ル
ノ

と
協
約
可
能
な
数
々
の
議
論
を
整
え
つ
つ
あ
り
、
「
学
と
し
て
の
精
神
分
析
の
認
識
論
的
基
礎
付
け
に
至
る
」
と
い
う
ア
ド
ル
ノ
の
意
志

を
貫
徹
し
て
い
る
観
す
ら
あ
る
。
こ
う
し
た
新
た
な
視
点
か
ら
提
出
さ
れ
る
言
語
と
主
体
の
構
造
論
に
よ
っ
て
、
我
々
の
闘
に
流
布
す
る

ア
ド
ル
ノ
像
を
脱
魔
術
化
し
て
ゆ
く
手
続
き
は
、
今
後
の
ア
ド
ル
ノ
研
究
が
思
想
史
的
に
押
し
広
げ
ら
れ
て
行
く
過
程
で
有
益
な
も
の
と

な
る
に
違
い
な
い
。
本
論
は
、
そ
の
た
め
の
一
部
を
な
す
こ
と
を
も
、
目
指
す
も
の
で
あ
っ
た
。

註

（
1
）
　
竃
碧
静
ぎ
冨
ざ
↓
ぎ
ミ
ミ
ミ
、
凡
ら
ミ
N
§
黛
喚
§
ミ
画
§
ミ
ミ
無
。
塁
。
、
客
層
、
ミ
碁
、
ミ
鳳
即
ぎ
。
、
§
駄
導
鳴
」
謹
ミ
ミ
Q
o
、
恥
。
ら
篤
ミ

　
沁
禽
§
、
簿
N
爲
㍗
誌
題
、
¢
昌
一
く
㊤
ω
一
極
。
鴎
O
鋤
ま
臭
三
国
唱
戦
①
ω
・
。
「
一
㊤
お
鳩
や
。
。
8
（
荒
川
幾
男
訳
『
弁
証
法
的
想
像
力
』
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
五

　
年
、

（
2
）

　
年
、

（
3
）

（
4
）

一
二
四
頁
）

≧
鴛
肩
口
冒
ざ
ム
儀
。
§
o
●
缶
良
く
霞
α
¢
訊
く
。
誘
一
壷
℃
器
ω
ρ
一
〇
。
。
冷
や
ト
。
Φ
．
（
木
田
元
、
村
岡
晋
一
訳
『
ア
ド
ル
ノ
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
七

三
一
頁
）

国
勉
詳
ヨ
葺
o
Q
畠
鉱
三
①
》
↓
譜
。
儀
ミ
ミ
「
郎
概
ミ
ミ
．
幻
。
≦
9
一
梓
（
8
≦
〇
色
け
。
。
ヨ
§
o
α
q
村
p
・
讐
…
①
駆
O
O
）
”
一
⑩
o
。
P
ψ
魔
’

レ
ー
ニ
ン
は
、
『
唯
物
論
と
経
験
批
判
論
』
の
中
で
、
特
に
『
哲
学
入
門
』
（
一
九
〇
三
）
を
引
き
な
が
ら
、
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
の
認
識
理
論
を
批

判
し
て
い
る
。



（
5
）
　
『
パ
リ
の
生
ー
ジ
ャ
ッ
ク
・
オ
ッ
フ
ェ
ン
バ
ッ
ク
と
同
蒔
代
の
パ
リ
ー
ー
嘱
『
カ
リ
ガ
リ
か
ら
ヒ
ト
ラ
ー
ま
で
』
等
の
著
作
で
知
ら
れ
る
批

　
評
家
S
・
ク
ラ
カ
ゥ
ァ
ー
（
一
八
八
九
一
一
九
六
六
）
は
、
ヴ
ィ
ー
ゼ
ン
グ
ル
ソ
ト
家
と
交
友
が
あ
り
、
ア
ド
ル
ノ
と
共
に
週
一
度
『
純
粋
理
性
批

　
判
』
を
読
ん
で
い
た
。

（
6
）
　
Q
り
①
Φ
〉
価
。
ヨ
P
映
§
跨
〉
映
、
ミ
詠
犠
ミ
越
§
§
く
ミ
隷
袋
遣
喬
く
即
日
↓
》
§
概
ミ
ミ
●
臥
賎
ミ
謹
≧
黛
さ
偽
ミ
島
防
§
恥
曾
ミ
執
喬
§
切
典
心
よ
噂

　
Q
Q
．
戯
り
．

（
7
）
詫
。
ヨ
。
；
⇔
Φ
「
ゆ
Φ
ぴ
q
ユ
誓
詞
Φ
ω
¢
9
睾
尾
ζ
。
偉
窪
四
二
聖
算
帥
霧
N
Φ
a
①
導
巴
①
ロ
ω
ω
⑦
♂
三
①
汀
Φ
．
、
ぎ
”
憲
§
§
、
ヨ
毎
§
§
。
O
鳴
物
§
§
鳴
§

　
句
忠
識
濤
§
b
ヴ
匹
．
お
ω
．
M
b
。
9
以
下
、
こ
の
論
文
か
ら
の
引
用
は
、
括
弧
内
に
頁
数
の
み
を
示
す
。
な
お
、
強
調
は
全
て
引
用
者
に
よ
る
。

（
8
）
　
譲
雪
ω
O
o
ヨ
。
隊
器
℃
肉
篤
ミ
竃
、
ミ
粛
軍
蕊
ミ
恥
㌔
ミ
、
8
魯
ミ
要
し
d
．
ρ
↓
o
嘗
ぴ
萎
び
お
8
螂
ω
．
ら
。
O
曲

（
9
）
　
「
超
越
論
的
心
理
学
に
お
け
る
無
意
識
の
概
念
」
の
中
で
、
「
独
断
論
」
「
神
秘
論
」
「
形
而
上
学
」
と
い
っ
た
語
は
、
以
下
で
明
ら
か
に
さ
れ
る

　
誤
謬
を
指
す
べ
く
、
ほ
ぼ
同
義
に
用
い
ら
れ
る
。
我
々
に
と
っ
て
と
り
わ
け
興
味
深
い
の
は
、
同
じ
仕
方
で
「
存
在
論
的
な
」
誤
り
が
指
摘
さ
れ
て

　
い
る
こ
と
で
あ
る
（
ω
●
8
L
器
h
‘
①
什
冨
ω
の
ぎ
）
。
無
論
、
直
接
的
に
は
こ
の
語
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
”
ヴ
ォ
ル
フ
学
派
に
向
け
ら
れ
た
カ
ン
ト
の
批

　
判
を
踏
ま
え
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
練
り
上
げ
ら
れ
た
批
判
の
原
理
は
そ
の
ま
ま
、
後
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
存
在
論
を
批
判
す
る
際
の
論
拠
と

　
な
る
。
つ
ま
り
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
批
判
の
論
点
は
既
に
『
存
在
と
時
間
』
と
同
年
の
段
階
で
準
備
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
ナ
チ
ズ
ム
を
め
ぐ
る
ア

　
ド
ル
ノ
の
実
存
的
利
害
関
心
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
対
す
る
彼
の
舌
鋒
と
を
暗
黙
の
内
に
重
ね
合
わ
せ
て
し
ま
う
通
俗
的
解
釈
は
修
正
さ
れ
る
必
要
が
あ

　
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
確
か
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
を
め
ぐ
る
ア
ド
ル
ノ
の
論
調
に
は
冷
静
さ
を
欠
い
た
と
こ
ろ
が
あ
る
に
せ
よ
、
そ
れ
は
む
し
ろ
ア
ド
ル
ノ

　
が
最
初
期
か
ら
指
摘
し
て
い
た
誤
謬
の
危
険
性
と
不
可
避
性
と
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
哲
学
に
お
い
て
あ
ま
り
に
も
見
事
に
体
現
さ
れ
た
た
め
と
見
る
べ

　
き
か
も
知
れ
な
い
。
な
お
、
ア
ド
ル
ノ
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
認
識
・
言
語
観
の
微
妙
な
差
異
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
〈
分
裂
の
言
語
〉
と
く
言
語
の
分

　
裂
〉
ー
ハ
イ
デ
ガ
ー
、
ド
・
マ
ソ
、
ア
ド
ル
ノ
ー
」
（
『
研
究
紀
要
』
第
一
六
号
、
京
都
大
学
美
学
美
術
史
学
研
究
室
、
一
九
九
五
年
）
を
参
照

　
さ
れ
た
い
。

（
1
0
）
　
閑
雪
戸
々
、
ミ
神
概
ミ
、
馬
ミ
、
軸
唱
言
§
ミ
儀
隔
ψ
①
①
（
〉
¢
の
σ
q
菩
①
じ
ご
）
●
以
下
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
か
ら
の
引
用
は
、
三
門
く
の
略
号
と
共
に
B

　
版
の
頁
数
の
み
を
示
す
。
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限
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限
界
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だ
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（
1
1
）
　
ア
ド
ル
ノ
は
晩
年
に
至
る
ま
で
、
「
可
想
的
存
在
」
の
概
念
に
対
す
る
不
満
を
持
ち
続
け
た
が
、
そ
の
不
満
の
根
拠
は
、
二
〇
年
代
か
ら
一
貫

　
し
て
維
持
さ
れ
た
問
題
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
ゆ
え
、
『
否
定
弁
証
法
』
に
お
け
る
カ
ン
ト
へ
の
論
難
は
「
自
由
」
や
「
自
発
性
」
等

　
の
概
念
に
向
け
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
の
問
題
性
は
『
実
践
理
性
批
判
』
よ
り
も
む
し
ろ
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
基
盤
を
も
っ
て
お
り
、
実
践

　
理
性
に
つ
い
て
の
彼
ら
の
立
場
の
埋
め
合
わ
せ
が
た
い
ギ
ャ
ッ
プ
は
、
限
界
概
念
を
め
ぐ
る
認
識
論
上
の
ス
タ
ン
ス
の
相
違
か
ら
必
然
的
に
帰
結
す

　
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

（
1
2
）
　
ち
な
み
に
、
経
験
を
越
え
た
意
識
と
し
て
の
無
意
識
な
ど
存
在
し
な
い
と
い
う
根
拠
か
ら
、
超
経
験
的
な
も
の
の
心
理
学
を
取
り
下
げ
よ
う
と

　
し
た
の
は
、
ア
ド
ル
ノ
で
は
な
く
カ
ン
ト
で
あ
っ
た
。
カ
ン
ト
は
、
「
お
よ
そ
経
験
に
関
わ
り
な
く
、
一
切
の
思
惟
に
伴
う
限
り
の
自
我
♂
ず
と
い

　
う
概
念
か
ら
推
論
さ
れ
う
る
も
の
だ
け
を
知
ろ
う
と
す
る
」
（
閑
「
＜
鼻
O
O
）
心
理
学
を
、
経
験
的
心
理
学
か
ら
区
別
し
て
、
合
理
的
心
理
学
門
暮
δ
コ
9
Φ

　
Q
Q
①
鉱
①
乱
。
ξ
Φ
（
あ
る
い
は
超
越
論
的
心
理
学
）
と
呼
ぶ
。
そ
し
て
こ
れ
を
吟
味
し
た
結
果
、
「
合
理
的
心
理
学
は
全
く
誤
解
か
ら
生
じ
た
も
の
で
」

　
（
島
国
く
お
一
）
あ
り
、
〈
誤
謬
推
理
勺
鍵
鉱
。
魅
ω
ヨ
ロ
ω
〉
に
拠
っ
て
い
る
と
断
じ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
経
験
的
要
素
を
一
切
排
し
た
「
思
惟
す
る

　
私
」
は
全
く
未
規
定
で
あ
る
は
ず
な
の
に
、
合
理
的
心
理
学
は
そ
れ
を
自
我
と
い
う
実
在
的
存
在
に
す
り
替
え
、
「
自
我
自
身
の
内
に
あ
る
実
体
的

　
な
も
の
を
超
越
論
的
主
体
と
し
て
認
識
し
て
い
る
と
信
じ
る
」
（
函
「
＜
轟
b
O
刈
）
か
ら
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
こ
の
よ
う
な
批
判
は
、
感
性
的
存
在
を
「
制

　
限
す
る
」
だ
け
の
も
の
と
し
て
の
可
想
的
存
在
と
い
う
論
理
に
、
完
全
に
沿
っ
て
い
る
と
見
て
よ
い
。
と
こ
ろ
が
ア
ド
ル
ノ
は
、
一
見
彼
の
立
場
と

　
も
合
致
す
る
こ
の
批
判
に
対
し
て
異
議
を
唱
え
て
お
り
、
そ
こ
で
は
限
界
概
念
を
め
ぐ
る
ア
ド
ル
ノ
と
カ
ン
ト
の
厳
格
さ
は
、
先
の
可
想
的
存
在
の

　
場
合
と
は
逆
転
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
合
理
的
心
理
学
へ
の
カ
ン
ト
の
批
判
を
再
考
す
る
際
に
ア
ド
ル
ノ
が
考
え
て
い
た
の
は
、
無
意
識
の
独
断

　
論
を
否
定
す
る
手
続
き
は
も
ち
ろ
ん
不
可
欠
で
あ
る
に
せ
よ
、
そ
れ
だ
け
で
は
不
十
分
な
の
で
あ
っ
て
、
否
定
を
介
し
て
進
展
し
て
ゆ
く
意
識
経
験

　
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
中
で
改
め
て
無
意
識
を
論
ず
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

（
1
3
）
　
ア
ド
ル
ノ
自
身
は
「
記
号
」
よ
り
も
む
し
ろ
「
象
徴
o
Q
矯
ヨ
げ
。
こ
と
い
う
語
を
用
い
る
。
例
え
ば
、
無
意
識
を
認
識
す
る
課
題
は
象
徴
論
o
Q
《
ヨ
ー

　
び
。
は
搾
の
明
確
化
に
あ
る
と
さ
れ
、
超
越
的
な
対
象
の
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
設
定
は
、
し
ぼ
し
ば
「
象
徴
を
介
さ
ず
に
」
対
象
を
把
捉
す
る
こ
と
と
言
い

　
換
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
観
点
か
ら
、
ベ
ル
ク
ソ
ソ
の
直
観
概
念
は
「
象
徴
を
介
し
て
で
な
く
無
媒
介
に
与
え
ら
れ
る
」
（
b
。
O
轟
）
と
し
て
批
判
さ
れ

　
て
お
り
、
無
意
識
的
事
実
内
容
の
間
接
性
も
「
象
徴
を
通
じ
て
与
え
ら
れ
る
」
（
o
げ
9
）
も
の
と
説
明
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
ア
ド
ル
ノ
の
批
判
的



警
戒
心
が
中
断
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
は
、
彼
が
、
｝
切
の
認
識
を
象
徴
化
の
産
物
と
見
な
し
て
お
り
、
認
識
が
そ
の
対
象
を
直
接
手
に
す
る

と
い
う
錯
覚
を
い
か
な
る
と
き
も
信
じ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
た
め
、
と
も
言
い
換
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
筆
者
　
に
し
・
ぎ
ん
や
　
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
〔
美
学
美
術
史
学
〕
研
修
員
）

無
限
性
と
無
限
界
性
の
あ
い
だ
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des　approches　qu’elle　propose．

Negating　the　Positive　on　the　Border：

　　　Integration　of　Psychoanalysis　with

Early　Adorno’s

Epistemology

by　Kin－ya　NISHi

Doctoral　candidate

in　the　Department　of　Aesthetics

and　Art　History

Graduate　School　of　Letters

Kyoto　University

　　Though　it　has　engaged　little　attention，　T．　W．　Adorno’s　unsuccessful

dissertation　of　1927　entitled　‘The　Concept　of　the　Unconscious　in　the　Tran－

scendental　Theory　of　Mind’　can　be　read　as　the　first　explicit　expression　of

his　epistemological　methodology．　ln　this　lengthy　paper，　Adorno　struggled

not　only　to　relate　the　transcendental　theory　of　Kant　to　the　psychoanalysis

of　Sigmund　Freud，　but　to　elaborate　the　notion　of　the　unconscious　as　“boun－

dary　notion　（Grenzbegriff）”，　one　of　the　most　subversive　conception　for　his

long　term　theory－practice．　Such　boundary　notions　as　the　unconscious　and

the　thing－in－itself　in　Kantian　philosophy，　Adorno　argues，　should　prove　in

themselves　the　existence　of　a　split　between　their　implication　（that　is，　the

field　beyond　the　border　of　consciousness，　experience　etc．）　and　the　fact　that

such　notions　can　exist　exclusively　within　the　border　of　the　consciousness，

experience，　and　so　on．　The　cognizance　of　this　antinomical　contradiction　in

boundary　notions　required　him　a　twofold　reflection：　on　the　one　hand，　the

delusion　of　the　barely　transcendent　has　to　be　dispelled　through　a　non－

metaphysical　exploration；　on　the　other　hand，　he　has　to　avoid　forging　a

sort　of　monistic　empiricism．　And　this　dilemma　can　only　be　resolved　in

a　theoretical　practice　of　resetting　the　boundary　of　our　notlonal　recognition

forward．　This　is　why　Adorno，　in　his　later　career，　continuously　negated

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5



the　positive　use　of　boundary　notions　（say，　Heidegger’s　“being”）　so　that　the

potential　of　the　negative　could　be　kept　solely　in　the　contradiction　of　words，

and　made　us　realize　that　every　human　1〈nowledge，　even　about　tke　transcen－

dent，　is　hasecl　on　a　material　procedure　（　：language）．　My　essay　attempts　to

analyze　how　he　managed　to　transform　both　Kantian　theory　and　Freudian

psychoanalysis　into　this　kind　of　uniquely　materialist　epistemology　in　terms

of　his　paradoxical　understanding　of　language．

Parfit’s　Defence　of　Utilitarianism　：　A　New　Look

from　the　Theory　on　Person　and　PersoRal　ldentity

by　Mariko　OKし｝NO

Research　Fellow

of　the　Japan　Society

for　the　Promotion　of　Science

　　Thls　paper　deals　with　Derek　Parfit’s　theory　of　personal　identity，　and　with

its　bearing　on　utilitarianism．　He　is　known　as　a　‘defender’　of　utilitarianism，

but　we　must　ascertain　in　which　sense　he　is　so，　and　hozv　we，　fo！lowiRg　him，

can　defend　utilitarianism．

　　Utllitarianism　has　often　been　criticized　that　it　does　not　take　seriously　the

distinction　between　persons．　For　example，　Rawls　and　Nozick　criticized

utilitarlanism　preclsely　on　that　grou琵d，　and　W翻ams　attacked　utilitarianism

by　saylng　that　it　neglects　the　integrity　of　a　person．　But　what　is　a　person？

What　does　‘personal　identity’　mean？　ln　order　to　give　a　satisfactory　reply

to　these　criticisms，　one　must　1ook　to　the　theory　of　persons　and　persona1

identity．　Hence，　we　begin　by　expounding　PaTfit’s　arguments　on　these　topics

in　his　Reasons　aTid　Perso7・is　（Part　Three）．

　　First，　introducing　the　concepts　of　person　and　personal　identity，　Parfit

proposes　two　kinds　of　criteria　for　personal　identity，　i，　e．　the　Physical　and

the　Psyc｝1010g三cal．　Then，　he　contrasts　two　views　o琵伍e　na加re　of　a　person，
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