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問
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岳
　
史
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（
1
）

　
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
『
創
造
的
進
化
』
第
三
章
で
、
偶
然
性
の
概
念
を
分
析
し
、
偶
然
性
を
即
自
的
な
存
在
で
は
な
い
と
し
て
い
る
。
こ
こ

か
ら
、
認
識
論
的
に
は
、
偶
然
性
は
偽
問
題
や
錯
覚
の
源
泉
と
し
て
批
判
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
我
々
は
ま
ず
、
騨
創
造
的
進
化
』

に
現
れ
る
偶
然
性
と
い
う
概
念
が
、
実
は
初
期
の
著
作
か
ら
様
々
な
文
脈
で
現
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
い
。
次
に
、
偶
然
性
批
判
の
核

心
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
を
突
き
詰
め
、
最
終
的
に
、
偶
然
性
の
概
念
が
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
か
ら
完
全
に
抹
消
で
き
る
の
か
、
と
い
う
問
題
を

考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
本
論
で
は
、
第
一
節
で
、
ベ
ル
ク
ソ
ソ
の
偶
然
性
の
概
念
を
分
析
す
る
導
き
の
糸
と
し
て
、
九
鬼
周
造
の
『
偶
然
性
の
問
題
徳
の
分
析
を

概
観
し
、
細
節
で
、
当
時
、
偶
然
性
の
概
念
を
中
心
に
す
え
た
哲
学
を
打
ち
立
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ソ
哲
学
に
も
影
響
を
与
え
た
と
思
わ
れ
る
ブ

ト
ゥ
ル
ー
の
哲
学
を
扱
い
た
い
。
そ
し
て
最
後
に
、
偶
然
性
が
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
各
著
作
で
ど
の
よ
う
に
現
れ
る
の
か
を
辿
る
こ
と
に
し
た
い
。

二
種
類
の
偶
然
一
偶
然
性
概
念
の
分
類

本
節
で
は
、
ま
ず
議
論
を
始
め
る
前
に
、
偶
然
性
概
念
の
分
類
を
行
い
た
い
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
偶
然
性
と
い
う
概
念
は
、
確
率
や
因



果
性
、
論
理
学
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
文
脈
に
お
い
て
現
れ
、
き
わ
め
て
多
義
的
な
概
念
で
あ
る
の
で
、
事
前
に
整
理
を
し
て
お
く
必
要
が

あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
『
偶
然
性
の
問
題
』
を
著
し
た
九
鬼
周
造
が
引
用
す
る
よ
う
に
（
9
九
鬼
、
五
九
）
、
こ
の
こ
と
に
関
し

て
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
自
身
も
「
偶
然
（
一
①
　
　
ぴ
餌
ω
蝉
「
ユ
）
を
定
義
し
よ
う
と
試
み
る
と
精
神
は
異
常
な
揺
れ
動
き
（
δ
　
。
・
ぎ
α
q
巳
δ
醜
　
σ
簿
＝
o
簿
Φ
ー

ヨ
Φ
暮
）
」
（
国
O
b
。
Q
。
α
）
を
示
す
と
述
べ
て
い
る
。
た
だ
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
偶
然
性
概
念
の
う
ち
、
こ
こ
で
問
題
に
な
る
も
の
は
、
因
果
性
と

目
的
性
に
関
わ
る
因
果
的
偶
然
（
o
o
竪
琴
α
q
Φ
琴
Φ
）
と
盲
目
的
偶
然
（
冨
ω
鍵
鳥
）
と
い
う
二
つ
の
概
念
に
す
ぎ
ず
、
本
論
も
そ
れ
に
絞
っ
て

分
析
を
行
い
た
い
。
で
は
、
こ
の
二
つ
の
概
念
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
。

　
ま
ず
九
鬼
周
造
は
、
「
偶
然
と
は
必
然
性
の
否
定
で
あ
っ
た
か
ら
、
因
果
的
必
然
性
と
目
的
々
必
然
性
と
に
対
し
て
、
そ
の
お
の
お
の
の

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

否
定
と
し
て
、
因
果
的
偶
然
性
と
目
的
々
偶
然
性
と
の
二
つ
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
」
（
九
鬼
、
五
一
二
）
と
二
種
類
の
偶
然
性
を
規
定
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
次
に
こ
の
四
つ
の
概
念
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
「
お
よ
そ
機
械
観
は
そ
の
徹
底
し
た

　
然
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
然
　
　
　
形
に
お
い
て
は
因
果
的
必
然
性
の
み
よ
り
認
め
な
い
。
し
た
が
っ
て
因
果
的
偶
然
性
の

　
偶
　
　
　
　
　
偶
　
然
　
性
　
　
　
　
　
　
偶

　
蔭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
因

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
的
々
偶
然
性
を
承
認
す
る
。
…
…
そ
れ
に
反
し
て
、
目
的
観
が
徹
底
的
な
形
を
と
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
場
合
に
は
、
目
的
々
必
然
性
に
よ
っ
て
の
み
一
切
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
。
し
た
が
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
目
的
々
偶
然
性
は
存
在
し
な
い
。
…
…
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
因
果
的
必
然
性
は
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
的
々
偶
然
性
と
結
合
し
や
す
く
、
國
的
々
必
然
性
は
因
果
的
偶
然
性
と
結
合
し
易
い
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
九
鬼
、
五
五
一
五
六
）
と
さ
れ
る
。
九
鬼
周
造
は
こ
れ
ら
の
結
合
を
異
種
結
合
と
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
付
け
、
目
的
観
が
徹
底
的
な
形
を
と
っ
た
例
と
し
て
は
キ
リ
ス
ト
教
神
学
な
ど
を
挙
げ

　
然
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
然

　
果
　
　
　
　
　
必
　
然
　
性
　
　
　
　
　
的

　
因
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
目
　
　
　
論
や
、
因
果
的
偶
然
と
目
的
々
偶
然
が
結
合
し
た
一
義
的
な
非
決
定
論
も
考
え
ら
れ
、
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九
鬼
は
こ
れ
を
同
種
結
合
と
呼
び
、
前
者
は
ス
ト
ア
派
、
後
者
は
エ
ピ
ク
ロ
ス
の
哲
学
を
該
当
さ
せ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
先
の
o
o
艮
ぎ
・

αq

@
⇔
8
と
プ
p
ω
費
匹
は
、
こ
の
図
式
に
基
づ
く
と
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。

　
　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
偶
然
に
O
O
纂
ぎ
ぴ
q
Φ
P
O
①
と
冨
ω
巽
創
を
区
劉
し
た
（
び
Φ
8
昌
貫
e
僑
ミ
篭
ミ
8
§
ミ
§
”
巴
．
紋
張
∋
鴛
p
戸
♂
ω
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
o
o
コ
け
ぎ
ひ
q
Φ
9
Φ
と
は
自
由
や
自
発
性
と
一
群
を
な
す
も
の
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
目
的
々
必
然
と
異
種
結
合
を
し
て
い
る
因
果
的
偶
然

　
　
と
見
て
差
し
つ
か
え
な
い
。
ま
た
ぽ
鋤
ω
黛
。
乙
は
強
制
力
や
絶
対
的
必
然
性
と
同
類
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
因
果
的
必
然
と

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
異
種
結
合
を
し
て
い
る
目
的
々
偶
然
と
見
て
よ
い
。
（
九
鬼
、
五
八
）

九
鬼
は
、
こ
の
よ
う
な
用
語
法
を
受
け
継
い
で
い
る
哲
学
者
と
し
て
は
、
我
々
が
次
節
で
扱
う
ブ
ト
ゥ
ル
…
を
挙
げ
て
い
る
が
、
必
ず
し
も

こ
の
用
語
法
は
…
般
に
浸
透
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
も
訂
鈴
a
を
両
方
の
意
味
に
用
い
て
い
る
こ
と
（
9
九
鬼
、
五

九
）
を
指
摘
し
て
い
る
（
後
に
見
る
よ
う
に
、
o
o
暮
ヨ
α
q
窪
8
も
岡
様
で
あ
る
）
。
確
か
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
用
語
法
に
は
こ
だ
わ
っ
て
い
な
い

が
、
こ
の
二
つ
の
偶
然
性
を
事
柄
と
し
て
は
注
意
深
く
分
類
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
後
に
確
認
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

二
　
決
定
論
の
侵
食
と
ブ
ト
ゥ
ル
ー
の
哲
学

　
『
偶
然
を
飼
い
な
ら
す
騙
の
著
者
、
イ
ア
ン
・
ハ
ッ
キ
ン
グ
は
、
一
九
世
紀
初
頭
か
ら
始
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
科
学
に
お
け
る
測
定
と
数
学

的
定
量
化
の
重
要
性
の
増
大
を
タ
ー
ン
の
論
文
を
引
用
し
て
（
O
h
丙
d
一
肖
2
　
b
⊃
N
O
）
、
第
二
次
科
学
革
命
と
呼
び
、
こ
れ
こ
そ
が
「
社
会
の
統

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

計
化
」
と
「
決
定
論
の
侵
食
（
興
。
ω
凶
§
o
h
号
8
戦
量
鉱
⑳
ヨ
）
」
（
鵠
⇔
〇
一
血
轟
一
）
を
引
き
起
こ
し
た
と
い
う
分
析
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
一
方

で
、
こ
の
数
灘
化
が
エ
ネ
ル
ギ
ー
保
存
則
の
定
式
化
を
可
能
に
し
、
決
定
論
を
広
め
た
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
、
こ
の
第
二
次
科
学
革
命

と
呼
ば
れ
る
現
象
の
な
か
で
、
決
定
論
は
「
そ
の
興
隆
と
崩
壊
と
を
ほ
ぼ
同
時
に
迎
え
る
と
い
う
、
奇
妙
な
ド
ラ
マ
を
潰
じ
た
」
（
伊
藤

（一

繼
緕
ｵ
）
四
照
）
と
言
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
　
ハ
ッ
キ
ン
グ
は
、
こ
の
決
定
論
の
侵
食
の
先
駆
者
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
エ

ミ
ー
ル
・
ブ
ト
ゥ
ル
ー
の
名
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
し
て
我
々
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
は
、
彼
の
哲
学
が
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
に
対
し
て
影
響
関



係
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
ブ
ト
ゥ
ル
ー
が
い
か
に
し
て
上
で
見
た
二
つ
の
偶
然
性
を
関
係
づ
け
、
ま
た
ど
の
よ
う
に

「
決
定
論
の
侵
食
」
を
行
っ
た
の
か
を
概
観
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
ブ
ト
ゥ
ル
ー
の
哲
学
は
ど
の
よ
う
な
土
壌
の
う
え
で
成
立
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
関
し
て
、
ブ
ト
ゥ
ル
ー
の
著
書
『
自
然
法
則
の
偶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

然
性
』
の
訳
者
で
あ
る
野
田
又
夫
は
、
そ
の
訳
書
の
巻
末
の
解
説
で
「
十
九
世
紀
の
科
学
的
実
証
論
を
足
場
に
し
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主

義
に
よ
っ
て
唯
心
論
を
展
開
す
る
も
の
」
（
ブ
ー
ト
ル
ー
、
三
一
九
）
と
そ
の
哲
学
的
立
場
を
説
明
す
る
。
こ
れ
を
敷
幽
す
る
と
、
コ
ン
ト

の
数
学
か
ら
社
会
学
ま
で
の
実
証
主
義
的
分
類
と
「
自
然
そ
の
も
の
の
な
か
に
生
命
や
自
由
の
萌
芽
を
見
出
し
て
連
続
的
に
人
格
的
世
界
に

い
た
ろ
う
と
す
る
」
（
同
、
三
一
八
）
よ
う
な
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
考
え
方
が
合
体
し
た
哲
学
で
あ
る
、
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
実
際
に
、
『
自
然

法
則
の
偶
然
性
』
で
は
、
必
然
性
（
量
・
抽
象
）
、
存
在
（
質
と
因
雄
性
）
・
類
（
論
理
学
）
・
物
質
（
数
学
と
力
学
）
・
物
体
（
物
理
学
と
化

学
）
・
生
物
（
生
理
学
）
・
人
間
（
心
理
学
と
社
会
学
）
と
い
う
段
階
が
分
け
ら
れ
、
ブ
ト
ゥ
ル
ー
は
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
を
分
析
し
て
い
く
。

こ
こ
で
は
す
べ
て
を
検
討
す
る
余
裕
は
な
い
の
で
、
存
在
と
類
の
段
階
の
議
論
を
一
部
確
認
し
て
、
ま
ず
偶
然
性
と
決
定
論
の
関
係
に
つ
い

て
、
次
に
二
つ
の
偶
然
性
の
関
係
に
つ
い
て
ど
う
論
じ
ら
れ
る
の
か
を
見
る
こ
と
に
す
る
。

　
ま
ず
存
在
（
質
と
因
果
性
）
の
段
階
で
、
ブ
ト
ゥ
ル
ー
は
現
象
間
に
あ
る
原
因
－
結
果
の
因
果
関
係
に
必
然
性
が
成
立
す
る
か
、
と
い
う

問
題
を
立
て
る
。
そ
し
て
分
析
・
演
繹
的
必
然
、
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
総
合
に
よ
る
必
然
、
帰
納
の
一
般
化
に
よ
る
事
実
的
必
然
と
い
う
三
種

類
の
必
然
性
を
あ
げ
、
そ
の
ど
れ
も
が
、
実
証
科
学
に
お
い
て
は
絶
対
的
に
は
実
現
さ
れ
な
い
こ
と
が
論
じ
ら
れ
る
。
そ
の
論
拠
の
一
部
に

な
る
の
は
、
実
験
が
与
え
る
の
は
非
確
定
的
な
近
似
値
で
し
か
な
い
こ
と
、
そ
し
て
た
と
え
現
象
が
確
定
し
て
見
え
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は

我
々
が
粗
視
化
を
行
う
た
め
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
す
べ
て
の
実
験
的
確
証
は
、
結
局
の
所
、
諸
現
象
の
測
定
可
能
な
要
素
の
値
を
、
で
き
る
限
り
近
接
す
る
二
つ
の
限
界
内
に
狭
め
る
と

　
　
い
う
こ
と
に
帰
着
す
る
。
現
象
が
事
実
上
ど
こ
に
始
ま
り
ど
こ
に
終
わ
る
か
と
い
う
正
確
な
点
に
到
達
す
る
こ
と
は
我
々
に
は
不
可
能

　
　
で
あ
る
。
…
…
我
々
が
見
る
の
は
、
い
わ
ば
事
物
の
容
器
で
あ
っ
て
、
事
物
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
事
物
が
容
器
の
内
に
定
ま
つ

ベ
ル
ク
ソ
ニ
ス
ム
と
偶
然
性
の
問
題

八
九
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た
場
所
を
占
め
て
い
る
か
は
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
現
象
が
跨
る
程
度
、
非
決
定
的
で
あ
っ
て
、
そ
の
程
度
が
我
々
の
粗
大
な
評
価

　
　
の
範
囲
を
ど
う
し
ょ
う
も
な
く
越
え
て
し
ま
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
現
象
の
外
見
は
依
然
と
し
て
我
々
の
見
た
と
お
り
と
変
わ
ら
な
い
で

　
　
あ
ろ
う
。
（
○
い
勿
b
。
心
）

ブ
ト
ゥ
ル
！
は
、
こ
の
よ
う
な
測
定
の
条
件
を
持
ち
出
し
、
量
は
質
〔
睡
事
物
そ
の
も
の
〕
か
ら
抽
象
さ
れ
る
か
、
理
想
的
極
限
に
す
ぎ
な

い
の
で
、
量
は
質
そ
の
も
の
で
な
い
こ
と
を
主
張
し
、
こ
の
質
の
非
決
定
性
を
偶
然
性
に
直
結
さ
せ
る
。
ブ
ト
ゥ
ル
ー
は
こ
の
よ
う
に
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

因
果
性
が
偶
然
性
を
受
け
入
れ
る
余
地
が
生
じ
る
こ
と
を
示
し
、
決
定
論
を
掘
り
崩
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
ブ
ト
ゥ
ル
ー
は
こ
の
存
在
と
い
う
段
階
で
確
保
さ
れ
る
偶
然
性
を
、
ど
の
よ
う
な
種
類
の
偶
然
性
と
み
な
す
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、

九
鬼
周
造
の
言
葉
を
借
り
て
雷
え
ば
、
こ
の
偶
然
性
は
因
果
性
の
否
定
で
あ
る
の
で
、
因
果
的
偶
然
で
あ
る
。
す
る
と
、
こ
の
因
果
的
偶
然

は
、
目
的
々
必
然
と
異
種
結
合
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
目
的
々
偶
然
と
三
種
結
合
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
見
る

た
め
に
は
、
存
在
の
段
階
の
一
つ
上
で
あ
る
類
（
論
理
学
）
の
段
階
を
見
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
ま
ず
、
ブ
ト
ゥ
ル
ー
は
第
三
章
「
類
に
つ
い
て
」
の
な
か
で
、
存
在
の
段
階
と
類
の
段
階
と
い
う
段
階
問
の
結
び
つ
き
が
必
然
的
で
な
い

か
、
ま
た
類
の
段
階
の
内
部
の
結
び
つ
き
が
必
然
的
で
は
な
い
か
、
と
い
う
二
つ
の
問
い
を
た
て
、
い
ず
れ
も
結
び
つ
き
は
必
然
的
と
は
い

え
な
い
、
つ
ま
り
偶
然
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
そ
の
う
え
で
ブ
ト
ゥ
ル
！
は
、
存
在
の
段
階
の
偶
然
性
が
、
類
の
段
階
の
秩
序
に
導
か
れ
目

的
性
を
受
け
入
れ
る
偶
然
な
の
か
（
。
書
甑
薦
窪
8
“
困
果
的
偶
然
と
目
的
々
必
然
の
異
種
結
合
）
、
そ
の
よ
う
な
う
え
の
秩
序
と
は
ま
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
V

く
無
関
係
に
た
だ
盲
目
的
に
偶
然
で
あ
る
の
か
（
ゲ
器
霞
良
”
因
果
的
偶
然
と
蔭
的
々
偶
然
の
同
種
結
合
）
な
の
か
、
と
い
う
問
題
を
立
て
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
ブ
ト
ゥ
ル
ー
は
「
と
こ
ろ
で
、
原
因
は
、
そ
れ
だ
け
で
捉
え
た
場
合
、
調
和
か
無
秩
序
か
は
無
差
劉
的
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
諸
々
の
原
因
は
、
放
任
し
て
お
け
ば
た
だ
相
互
に
相
争
い
合
う
ぽ
か
り
で
、
盲
目
的
偶
然
（
鍵
ω
霞
α
）
の
生
む
の
と
同
じ
結
果
を
生
む
。

…
…
し
か
し
な
が
ら
、
原
因
が
〔
高
次
の
原
理
の
〕
導
き
（
§
Φ
象
お
9
剛
9
ご
を
あ
る
程
度
ま
で
受
け
入
れ
る
の
で
あ
る
の
な
ら
ば
、
概
念

〔
類
の
段
階
〕
の
力
は
無
効
果
で
は
な
い
。
」
（
○
い
乞
爵
）
と
い
う
議
論
を
展
開
し
、
物
質
や
生
物
の
秩
序
や
調
和
の
あ
る
と
こ
ろ
に
は
そ



こ
に
目
的
性
や
高
次
の
導
く
力
を
認
め
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
導
く
力
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
予
定
調
和
の
よ
う
に
神
が
措
定
す
る

の
で
は
な
く
、
偶
然
性
の
只
中
か
ら
生
じ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
「
論
理
的
形
式
は
、
存
在
を
い
わ
ぽ
質
料
と
す
る
創
造
に
よ
っ
て
存
在

か
ら
生
ま
れ
出
た
の
で
あ
り
な
が
ら
、
今
度
は
存
在
に
働
き
か
け
、
い
っ
そ
う
深
く
存
在
に
浸
透
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
（
O
い
乞
傘
）
と
述

べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
ブ
ト
ゥ
ル
ー
は
法
則
の
可
変
性
や
創
発
性
ま
で
示
唆
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
ブ
ト
ゥ
ル
ー
は
、
因
果
的
必
然
の
否
定
と
、
因
果
的
偶
然
と
目
的
々
必
然
の
異
種
結
合
と
い
う
こ
の
二
つ
の
方
針
を
、
各

段
階
に
適
用
し
て
い
く
。
結
論
部
で
も
、
ま
ず
、
保
存
則
が
量
的
な
近
似
で
し
か
な
い
こ
と
、
そ
し
て
「
故
に
存
在
の
保
存
の
法
則
は
偶
然

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

的
で
あ
る
」
（
ま
置
．
囹
ω
①
）
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
次
に
何
か
が
必
然
的
に
保
存
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
は
階
層
的
な
秩
序
が
生
じ
な
い
こ
と
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

ら
、
保
存
則
に
加
え
て
変
化
の
原
理
が
並
置
さ
れ
、
こ
の
変
化
の
原
理
が
、
冨
ω
p
a
で
は
な
く
、
o
o
曇
ぎ
ひ
q
Φ
コ
。
Φ
の
原
理
で
あ
る
と
結
論

　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
こ
れ
よ
り
後
の
一
八
九
二
年
の
ブ
ト
ゥ
ル
ー
の
著
作
『
現
代
の
科
学
と
哲
学
に
お
け
る
自
然
法
則
の
観
念
』
で
は
、
こ
の
保
存
と
変

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

化
と
い
う
二
つ
の
法
則
が
熱
力
学
の
第
一
法
則
（
保
存
則
）
と
第
二
法
則
（
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
増
大
の
法
則
）
と
に
対
応
づ
け
ら
れ
る
。
こ
こ

で
は
、
ブ
ト
ゥ
ル
ー
の
保
存
則
や
決
定
論
に
関
す
る
考
え
が
変
化
し
て
い
る
の
で
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
さ
て
、
一
方
で
、
摩
擦
な
ど
を
除
い
た
理
想
的
な
力
学
の
段
階
で
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
保
存
則
か
ら
運
動
方
程
式
を
導
く
こ
と
が
で
き
、
ま

た
初
期
条
件
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
登
時
聞
に
お
た
り
運
動
が
決
定
さ
れ
、
こ
の
と
き
過
去
の
出
発
点
を
忘
れ
る
こ
と
は
な
い
（
可

逆
性
）
。
し
か
し
、
他
方
で
、
物
理
学
の
レ
ベ
ル
に
移
り
熱
現
象
な
ど
を
入
れ
る
と
、
「
仕
事
が
存
在
す
る
た
び
、
熱
の
発
生
と
と
も
に
初
期

条
件
の
修
復
不
可
能
な
損
失
（
O
Φ
答
Φ
一
昌
⑪
℃
母
頸
回
Φ
号
一
日
置
。
巳
三
〇
⇒
量
目
巨
播
く
Φ
）
が
起
こ
る
」
（
H
い
Z
罐
）
の
で
、
現
象
は
非
可
逆
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

（一

ｯ
『
ひ
く
Φ
唖
ω
判
り
一
①
）
に
な
っ
て
し
ま
い
、
こ
れ
を
法
則
で
表
そ
う
と
す
る
と
、
図
る
状
態
か
ら
別
の
状
態
へ
の
推
移
は
、
「
絶
対
的
な
正
確
さ

や
厳
密
さ
を
も
っ
て
」
（
H
ピ
Z
㎝
㊤
）
す
な
わ
ち
「
必
然
的
な
連
鎖
」
（
一
匪
α
●
）
と
し
て
は
表
せ
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
ブ
ト
ゥ
ル
ー
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

こ
の
二
つ
の
法
則
の
関
係
を
次
の
よ
う
に
整
理
す
る
に
至
る
。
「
保
存
則
は
抽
象
的
な
必
然
性
の
法
則
で
あ
っ
て
、
決
定
論
〔
1
1
因
果
性
〕

ベ
ル
ク
ソ
ニ
ス
ム
と
偶
然
性
の
問
題

九
～
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の
法
則
で
は
な
い
。
一
方
で
、
ク
ラ
ウ
ジ
ウ
ス
の
原
理
〔
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
増
大
期
〕
の
よ
う
な
力
の
配
分
を
決
め
る
す
べ
て
の
法
則
は
、
決

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

定
論
〔
目
因
果
性
）
の
法
則
の
一
つ
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
も
っ
ぱ
ら
実
験
的
な
法
則
」
（
筐
α
。
㎝
。
。
）
に
留
ま
る
の
で
必
然
的
で
は
な
い
。

「
決
定
論
な
き
必
然
性
か
、
あ
る
い
は
必
然
性
な
き
決
定
論
か
。
こ
こ
に
は
、
わ
れ
わ
れ
が
閉
じ
込
め
ら
れ
る
ジ
レ
ン
マ
が
あ
る
。
」
（
目
窯

8
）

　
こ
こ
で
は
、
『
自
然
法
則
の
偶
然
性
』
と
は
異
な
っ
て
、
保
存
期
は
必
然
性
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
事
物
か
ら
の
抽
象
で
あ
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

に
は
変
わ
り
は
な
く
、
因
果
的
な
力
を
剥
ぎ
取
ら
れ
る
一
方
で
、
曖
昧
だ
っ
た
変
化
の
法
則
は
、
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
増
大
の
法
則
の
非
可
逆
性

の
分
析
を
経
て
、
必
然
性
な
き
決
定
論
す
な
わ
ち
因
果
的
偶
然
性
と
し
て
ブ
ト
ゥ
ル
ー
の
な
か
で
明
確
に
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
以
上
で
、
私
た
ち
は
、
ブ
ト
ゥ
ル
ー
が
実
証
科
学
に
基
づ
い
て
、
測
定
や
実
験
の
概
念
を
用
い
な
が
ら
、
逆
に
決
定
論
を
掘
り
崩
し
て
い

　
（
1
5
）

く
過
程
を
概
観
し
て
き
た
。
も
ち
ろ
ん
実
際
に
は
こ
の
非
可
逆
性
が
客
観
的
な
も
の
か
は
こ
の
あ
と
議
論
が
続
き
、
確
か
に
こ
れ
だ
け
で
決

定
論
が
崩
壊
し
た
と
は
と
て
も
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
た
だ
力
学
に
ミ
ク
ロ
と
マ
ク
ロ
の
違
い
や
実
験
に
お
け
る
非
決
定
性
を
導
入
し

た
こ
と
は
、
決
定
論
の
侵
食
を
促
進
し
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

三
　
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
に
お
け
る
一
一
つ
の
偶
然
性

　
前
節
ま
で
で
、
我
々
は
九
鬼
周
造
の
偶
然
性
の
分
類
を
用
い
て
、
ブ
ト
ゥ
ル
ー
の
哲
学
を
概
観
し
て
き
た
。
で
は
ブ
ト
ゥ
ル
ー
の
な
か
に

現
れ
る
二
つ
の
偶
然
性
概
念
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
に
ど
の
よ
う
に
取
り
入
れ
ら
れ
、
改
変
さ
れ
て
い
る
の
か
。
我
々
は
、
そ
れ
を
鳴
意
識

の
直
接
与
件
に
つ
い
て
の
試
論
輪
以
前
の
著
作
か
ら
『
翻
造
的
進
化
軸
ま
で
通
覧
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
れ
に
よ
り
、
偶
然
性
と
い
う
ベ

ル
ク
ソ
ン
に
よ
っ
て
と
き
に
は
厳
し
く
批
判
さ
れ
て
き
た
概
念
が
、
ベ
ル
ク
ソ
ソ
哲
学
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
る
か
と
い
う
こ

と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
本
節
の
狙
い
で
あ
る
。



　
一
　
ル
ク
レ
テ
ィ
ウ
ス
と
自
然
発
生
説
　
　
『
意
識
の
直
接
与
件
に
つ
い
て
の
試
論
』
以
前
の
著
作

　
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
と
偶
然
性
の
関
係
を
扱
う
に
あ
た
っ
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
初
期
に
残
し
て
い
る
哲
学
的
論
考
「
ル
ク
レ
テ
ィ
ウ
ス
の
抜

粋
」
に
触
れ
ず
に
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
九
鬼
周
造
の
分
類
で
も
見
た
よ
う
に
、
ル
ク
レ
テ
ィ
ウ
ス
や
エ
ピ
ク
ロ
ス
は
因
果
的

必
然
も
匿
的
々
必
然
も
、
と
も
に
否
定
す
る
因
果
的
偶
然
と
目
的
々
偶
然
の
同
種
結
合
、
完
全
な
非
決
定
論
、
盲
目
的
偶
然
冨
紹
益
を
擁

護
す
る
哲
学
で
あ
る
。
さ
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ソ
の
こ
の
論
文
で
偶
然
性
概
念
が
と
り
わ
け
強
調
さ
れ
る
の
は
、
ル
ク
レ
テ
ィ
ウ
ス
に
至
る
原
子

論
の
系
譜
で
エ
ピ
ク
ロ
ス
の
哲
学
が
説
明
さ
れ
る
と
き
で
あ
る
が
、
興
味
深
い
こ
と
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
そ
こ
で
一
種
の
宇
宙
生
成
論
を
取

り
上
げ
て
い
る
。

　
　
原
子
は
左
や
右
に
よ
っ
た
り
わ
ず
か
に
そ
れ
た
り
す
る
。
こ
れ
が
傾
斜
運
動
（
ご
ミ
ミ
9
n
ミ
愚
§
§
似
§
レ
ミ
ミ
（
ミ
§
§
§
）
）
を

　
　
構
成
す
る
。
こ
の
傾
向
は
い
か
な
る
法
則
に
も
従
わ
ず
、
予
見
さ
れ
な
い
。
そ
れ
は
原
子
の
気
ま
ぐ
れ
（
琶
8
箕
ざ
Φ
）
で
あ
る
。

　
　
そ
れ
ゆ
え
、
た
や
す
く
世
界
の
形
成
が
説
明
さ
れ
る
。
原
子
は
遭
遇
し
、
衝
突
し
…
…
回
転
や
渦
巻
き
運
動
を
生
じ
さ
せ
る
。
そ
こ
か

　
　
ら
原
子
の
集
塊
が
生
じ
、
そ
の
各
々
が
…
…
世
界
を
つ
く
る
。
…
…

　
　
…
…
大
地
は
ま
ず
植
物
を
生
み
、
次
に
動
物
を
生
ん
だ
。
器
官
の
驚
嘆
す
べ
き
配
置
に
驚
い
て
生
物
の
産
出
を
叡
知
的
原
因
に
帰
す
べ

　
　
き
か
。
そ
の
必
要
は
な
い
。
物
質
の
法
則
が
全
て
を
説
明
し
て
く
れ
る
か
ら
。
と
い
う
の
も
原
子
は
常
に
運
動
し
、
絶
え
ず
七
癖
集
散

　
　
す
る
の
で
当
然
無
限
の
世
紀
の
間
に
全
て
の
可
能
な
組
み
合
わ
せ
を
与
え
る
こ
と
に
注
目
し
よ
う
。
…
…
偶
然
（
一
Φ
冨
ω
縮
退
）
の
み
が

　
　
他
の
無
数
の
組
み
合
わ
せ
と
同
様
に
、
秩
序
と
い
わ
ゆ
る
自
然
の
知
性
を
生
み
出
し
た
の
だ
。
（
ζ
働
一
ト
o
O
o
H
I
悼
Q
Q
卜
○
）

混
同
を
避
け
る
た
め
、
ま
ず
ブ
ト
ゥ
ル
ー
の
説
と
の
違
い
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
偶
然
か
ら
秩
序
が
出
て
く
る
と
こ
ろ
ま
で
は
同
じ
で
あ
る

が
、
ブ
ト
ゥ
ル
ー
の
場
合
、
一
旦
で
き
た
秩
序
は
、
自
律
性
を
も
ち
下
位
の
レ
ベ
ル
を
導
く
の
に
対
し
、
こ
の
場
合
、
階
層
構
造
は
す
べ
て

が
原
子
に
還
元
さ
れ
る
点
が
異
な
る
。
非
常
に
長
い
問
の
時
間
が
た
て
ぽ
、
あ
ら
ゆ
る
原
子
の
組
み
合
わ
せ
が
尽
さ
れ
、
こ
の
原
子
か
ら
動

ベ
ル
ク
ソ
ニ
ス
ム
と
偶
然
性
の
問
題

九
三
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植
物
が
生
ま
れ
、
知
性
を
も
つ
人
間
や
社
会
秩
序
が
で
き
る
と
い
う
エ
ピ
ク
ロ
ス
や
ル
ク
レ
テ
ィ
ウ
ス
の
説
を
描
く
こ
の
筆
致
は
、
ボ
ル
ツ

マ
ン
の
原
子
論
や
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
進
化
論
を
思
わ
せ
て
興
味
深
い
。
実
際
に
、
こ
の
論
文
で
は
ダ
ー
ウ
ィ
ン
と
ル
ク
レ
テ
ィ
ウ
ス
の
類
似
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

つ
い
て
註
で
軽
く
触
れ
ら
れ
て
い
る
。

　
さ
て
、
主
要
著
作
を
出
す
以
前
の
講
義
（
一
八
八
七
－
一
八
八
八
）
（
『
ベ
ル
ク
ソ
ン
講
義
録
』
）
の
な
か
で
は
、
こ
の
盲
目
的
偶
然
と
生
物

発
生
の
問
題
が
も
う
少
し
詳
し
く
扱
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
複
雑
な
原
子
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
有
機
体
を
誕
生
さ
せ
る
議
論
は
す
で
に

古
代
に
エ
ピ
ク
ロ
ス
や
ル
ク
レ
テ
ィ
ウ
ス
に
あ
っ
た
が
、
こ
の
生
命
に
関
す
る
機
械
論
的
理
論
が
科
学
的
資
料
を
根
拠
と
し
始
め
た
の
は
ビ

ュ
ヒ
ナ
i
、
モ
レ
シ
ョ
ッ
ト
、
ヘ
ッ
ケ
ル
ら
に
よ
っ
て
一
九
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
だ
と
説
明
さ
れ
て
い
る
（
o
h
O
O
霞
ω
H
ω
お
）
。
ベ
ル
ク
ソ

ソ
は
こ
こ
で
、
生
物
の
自
然
発
生
説
（
巨
Φ
σ
Q
曾
卿
餌
鉱
◎
コ
呂
§
鐙
づ
伽
Φ
）
を
否
定
す
る
バ
ス
ト
ウ
ー
ル
の
実
験
と
、
そ
れ
に
対
し
て
「
生
物

の
発
生
は
膨
大
な
化
学
的
条
件
を
前
提
に
し
て
い
る
の
で
、
偶
然
が
こ
の
よ
う
な
組
み
合
わ
せ
を
も
う
一
度
作
り
出
す
こ
と
は
な
い
」

（
O
o
霞
ω
H
ω
邑
）
と
偶
然
を
も
ち
出
し
て
自
然
発
生
説
を
擁
護
す
る
主
張
を
比
較
し
、
「
バ
ス
ト
ウ
ー
ル
の
研
究
に
示
唆
を
受
け
た
す
べ
て

の
実
験
は
、
生
物
は
生
物
か
ら
し
か
生
ま
れ
ず
、
有
機
体
は
先
行
す
る
有
機
体
を
つ
ね
に
前
提
と
す
る
と
い
う
結
論
に
導
か
れ
た
」
（
一
⊆
山
・

QQ

S
㌣
ω
澄
）
と
確
認
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

　
ま
た
、
こ
の
『
講
義
録
』
の
同
じ
講
義
「
生
命
に
関
す
る
様
々
な
考
え
方
」
で
、
盲
目
的
偶
然
と
対
比
的
に
、
ブ
ト
ゥ
ル
ー
の
思
考
し
て

い
た
よ
う
な
因
果
的
偶
然
と
匿
的
々
必
然
の
異
種
結
合
が
示
唆
さ
れ
、
「
問
題
は
物
理
・
化
学
的
法
則
の
み
が
機
能
し
て
い
る
の
か
、
有
機

体
に
似
た
何
か
を
作
り
出
し
た
り
保
存
し
た
り
す
る
た
め
の
上
位
の
原
理
が
関
わ
っ
て
い
な
い
か
」
（
凶
藤
野
ω
お
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ソ
哲
学
の
初
期
の
段
階
で
す
で
に
、
一
　
つ
の
偶
然
性
の
問
題
が
、
物
理
・
化
学
と
生
物
の
階
層
性
を
め
ぐ
っ

て
表
れ
て
い
る
、
と
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

2

自
由
と
偶
然
性
i
『
意
識
の
直
接
与
件
に
つ
い
て
の
試
論
勧



　
以
上
で
見
た
よ
う
な
二
つ
の
偶
然
性
は
、
『
意
識
の
直
接
与
件
の
試
論
』
第
三
章
の
自
由
の
議
論
の
な
か
で
、
形
を
変
え
て
現
れ
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
二
つ
の
偶
然
性
の
区
別
は
、
機
械
論
と
力
郷
信
と
い
う
自
然
に
関
す
る
形
而
上
学
の
区
別
に
対
応
し
て
い

る
。
機
械
論
的
な
自
由
の
図
式
は
、
冒
的
性
を
欠
き
、
因
果
的
必
然
性
か
ら
も
解
放
さ
れ
た
、
因
果
的
偶
然
と
目
的
々
偶
然
の
同
種
結
合
と

し
て
描
か
れ
る
が
、
こ
れ
は
伝
統
的
に
は
無
差
別
の
自
由
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
対
応
す
る
。
ま
ず
こ
ち
ら
の
議
論
か
ら
見
て
い
く
こ
と
に
し

よ
う
。

　
周
知
の
よ
う
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
『
試
論
』
第
三
章
で
、
自
由
の
擁
護
者
も
そ
の
反
対
者
も
、
と
も
に
陥
っ
て
し
ま
う
空
間
と
持
続
の
混

同
の
例
と
し
て
、
三
つ
の
例
を
挙
げ
て
論
じ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
第
三
章
の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
「
真
の
持
続
と
偶
然
性

（
冨
巳
み
①
み
巴
Φ
Φ
甑
鋤
8
嵩
甑
昌
α
q
Φ
昌
8
）
」
、
「
真
の
持
続
と
予
見
（
貯
嶺
0
≦
ω
δ
コ
）
」
、
「
真
の
持
続
と
因
果
性
（
冨
8
回
目
巴
譲
）
」
と
名
づ
け

ら
れ
て
い
る
。
機
械
論
と
の
関
係
で
論
じ
ら
れ
る
偶
然
は
第
一
番
目
の
議
論
で
登
場
す
る
。
そ
こ
で
は
、
「
意
識
事
象
の
系
列
M
O
を
走
破

し
た
あ
と
で
、
0
点
に
劉
達
し
、
等
し
く
開
か
れ
た
二
つ
の
方
向
O
X
と
O
Y
を
前
に
し
て
い
る
自
我
が
表
象
さ
れ
る
。
」
（
U
H
一
ω
・
。
山
ω
ω
）

と
い
う
よ
う
に
、
こ
こ
で
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
図
に
描
か
れ
た
X
と
Y
を
無
差
別
に
選
択
で
き
る
と
い
う
等
可
能
性
を
偶
然
性
と
呼
ん
で
い
る
。

そ
し
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
こ
の
図
式
や
記
号
化
を
、
「
自
由
に
つ
い
て
の
真
に
機
械
論
的
な
こ
の
考
え
（
。
偉
8
0
8
0
Φ
営
δ
⇔
＜
⑩
昏
餌
互
Φ
ヨ
①
簿

ヨ
0
＄
鉱
ω
8
自
Φ
冨
一
纏
興
臨
）
」
（
U
コ
ω
G
。
）
と
呼
び
、
「
果
た
さ
れ
た
行
動
の
偶
然
性
（
冨
。
o
葺
ヨ
σ
q
窪
8
）
を
そ
こ
に
基
礎
づ
け
る
と
主
張
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
た
こ
の
粗
雑
な
同
じ
記
号
化
が
、
自
然
な
延
長
に
よ
っ
て
、
そ
の
行
動

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Y

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
絶
対
的
な
必
然
性
を
確
立
す
る
」
（
U
H
H
ω
蒔
）
と
主
張
す
る
。
す
な
わ

M

O

X

ち
、
こ
の
図
式
化
こ
そ
が
、
自
由
の
擁
護
者
と
敵
対
者
の
論
争
を
解
決
不

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

能
な
も
の
に
す
る
の
み
な
ら
ず
、
結
局
は
、
持
続
を
空
間
化
す
る
こ
と
で
、

真
の
自
由
を
見
失
わ
せ
て
し
ま
う
と
い
う
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
の
根
本
テ

ー
ゼ
が
こ
こ
に
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
空
間
化
さ
れ
、

九
五
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分
岐
さ
れ
た
道
を
選
択
す
る
と
い
う
盲
目
的
な
無
差
別
の
自
由
と
し
て
の
偶
然
性
は
、
『
試
論
』
で
は
機
械
論
と
呼
ば
れ
る
と
と
も
に
、
持

続
の
空
間
化
・
記
号
化
の
一
例
と
し
て
厳
し
く
批
料
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
も
う
一
方
の
偶
然
性
は
、
非
常
に
匿
に
つ
か
な
い
形
で
は
あ
る
が
、
今
度
は
因
果
性
の
議
論
の
な
か
で
、
力
動
論
あ
る
い
は
ラ
イ

プ
ニ
ッ
ツ
の
哲
学
と
と
も
に
姿
を
現
す
。
今
度
は
、
こ
の
力
動
論
の
因
果
性
は
「
自
然
の
な
か
に
ま
で
偶
然
性
（
一
簿
o
o
暮
露
ひ
q
窪
。
Φ
）
を
お

く
た
め
に
…
…
自
由
を
擁
護
す
る
（
ω
碧
く
①
題
民
Φ
「
冨
】
貯
Φ
詳
伽
ご
（
U
一
δ
卜
。
）
と
述
べ
ら
れ
る
。
一
体
、
先
ほ
ど
の
偶
然
性
と
の
違
い
は
何

か
。
そ
れ
は
、
「
こ
の
力
動
的
な
因
果
の
考
え
が
事
物
に
我
々
と
似
た
持
続
を
与
え
る
」
（
U
H
δ
一
）
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
偶
然
性
が

持
続
の
な
か
で
現
れ
る
こ
と
が
根
本
的
に
異
な
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
こ
の
力
動
的
な
因
果
の
な
か
で
現
れ
る
因
果
的
偶
然
は
、
蔭
的
々
必
然
と
異
種
結
合
を
す
る
と
結
論
づ
け
て
よ
い
の
だ
ろ
う

か
。
こ
れ
に
対
す
る
答
え
は
、
甲
南
性
が
何
を
意
味
し
て
い
る
か
で
、
異
な
っ
て
く
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
実
体
相
互
の

機
械
的
影
響
を
否
定
し
た
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
「
決
定
論
は
、
予
定
調
和
を
認
め
る
必
要
性
に
起
源
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
困
果
関
係
の
力
動

的
な
考
え
に
あ
る
の
で
は
全
く
な
い
」
（
U
H
δ
｝
）
と
述
べ
る
よ
う
に
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
哲
学
に
お
い
て
は
農
的
々
必
然
が
決
定
論
の
源
で

あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
㎎
創
造
的
進
化
晶
晶
　
章
で
徹
底
的
な
目
的
論
と
し
て
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
予
定
調
和
説
が

批
判
さ
れ
る
こ
と
の
先
駆
的
な
議
論
だ
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
結
局
、
徹
底
的
な
圏
的
論
も
金
て
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
想
定
し

て
い
る
点
で
、
逆
立
ち
し
た
機
械
論
で
し
か
な
く
、
決
定
論
に
帰
着
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
盲
匿
的
偶
然
を
排
し
つ
つ
も
、

監
置
性
と
因
果
的
偶
然
を
直
結
さ
ぜ
る
議
論
に
関
し
て
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ソ
は
慎
重
な
姿
勢
を
見
ぜ
る
。
目
的
性
概
念
よ
り
は
む
し
ろ
、
常
に

そ
れ
が
持
続
の
な
か
で
生
成
し
つ
つ
あ
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

　
そ
う
と
は
い
え
、
岡
じ
く
『
創
造
的
進
化
匝
で
自
ら
の
立
場
を
目
的
論
に
近
い
と
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
の
偶
然
性
が
何
ら
か
の
目
的
性
の

概
念
と
関
係
が
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
よ
う
に
、
鳴
試
論
撫
の
な
か
に
は
、
機
械
論
的
な
偶
然
性
と
力
動
論
的
な
偶

然
性
が
と
も
に
見
出
さ
れ
、
そ
れ
は
ブ
ト
ゥ
ル
…
が
げ
黛
。
ω
§
。
乙
と
o
o
纂
冒
α
q
⑦
蓉
①
と
呼
ん
だ
も
の
に
ほ
ぼ
対
応
す
る
…
『
試
論
蜘
で
両
方



と
も
o
o
葺
ぎ
け
Q
Φ
¢
o
①
と
呼
ば
れ
て
い
て
も
一
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
、

然
性
と
持
続
の
な
か
で
現
れ
る
偶
然
性
と
し
て
区
別
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

よ
り
根
本
的
に
は
、
空
間
の
な
か
で
現
れ
る
偶

　
3
　
物
質
と
偶
然
性
一
『
物
質
と
記
憶
』

　
す
で
に
『
意
識
の
直
接
与
件
に
つ
い
て
の
試
論
』
で
も
力
動
論
の
考
え
の
な
か
に
、
ブ
ト
ゥ
ル
ー
の
物
質
の
偶
然
性
に
類
似
し
た
考
え
が
、

現
れ
て
い
る
こ
と
を
注
目
し
た
が
、
『
物
質
と
記
憶
』
で
は
さ
ら
に
そ
の
類
似
が
前
面
に
出
る
こ
と
に
な
る
。
我
々
は
、
ブ
ト
ゥ
ル
ー
が

『
自
然
法
則
の
偶
然
性
』
に
お
け
る
存
在
の
段
階
で
、
計
測
を
逃
れ
る
よ
う
な
微
小
な
非
決
定
性
を
も
つ
質
を
認
め
て
い
た
こ
と
を
見
た
が
、

『
物
質
と
記
憶
』
で
も
、
ま
ず
物
質
の
運
動
は
「
自
身
の
存
在
を
し
ぼ
し
ぽ
計
算
不
可
能
な
ほ
ど
の
多
く
の
瞬
間
へ
分
か
ち
つ
つ
あ
る
、
い

わ
ぽ
内
部
で
振
動
す
る
質
そ
の
も
の
」
（
竃
H
≦
b
σ
b
Q
『
）
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
物
質
の
振
動
は
、
「
よ
り
緩
慢
な
リ
ズ
ム
」
（
ζ
鼠

N
卜
。
。
。
）
、
「
細
分
化
さ
れ
た
持
続
」
（
冨
護
器
量
）
と
呼
ば
れ
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
「
具
体
的
な
運
動
は
意
識
と
同
様
に
自
分
の
過
冷
を
現
在
へ
と

継
承
発
展
さ
せ
、
反
復
に
よ
っ
て
可
感
的
な
質
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
」
（
竃
竃
b
。
刈
。
。
）
と
い
っ
た
仮
説
ま
で
も
示
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
現
在
へ
の
過
査
の
流
入
で
あ
る
持
続
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
に
お
い
て
は
、
非
決
定
性
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
で
あ
る
と
い
え
る
が
、
『
試

論
』
で
は
、
物
質
ど
こ
ろ
か
、
有
機
体
に
も
持
続
は
保
留
さ
れ
て
い
た
。
で
は
ベ
ル
ク
ソ
ソ
は
プ
ト
ゥ
ル
ー
の
よ
う
に
、
物
質
に
目
的
々
必

然
と
異
種
連
合
し
た
因
果
的
偶
然
を
認
め
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
『
物
質
と
記
憶
』
の
結
論
の
最
終
部
で
は
門
我
々
の
持
続
と
事
物
の
流
れ
の
リ
ズ
ム
の
差
は
甚
だ
し
い
の
で
、
最
近
の
哲
学
に
よ
っ
て
非

常
に
深
く
研
究
さ
れ
た
、
自
然
の
プ
ロ
セ
ス
に
あ
る
偶
然
性
は
、
我
々
に
と
っ
て
は
必
然
性
と
等
価
な
は
ず
で
あ
る
。
」
（
と
鼠
b
。
謬
）
と
述

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

べ
ら
れ
て
い
る
。
白
水
社
全
集
『
物
質
と
記
憶
』
の
訳
註
に
も
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
最
近
の
哲
学
と
は
ブ
ト
ゥ
ル
ー
の
哲
学
の
こ
と
を
指
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
こ
の
よ
う
な
権
利
上
、
あ
る
い
は
潜
在
的
に
物
質
が
持
続
や
そ
れ
に
伴
う
目
的
性
を
も
つ
と
し

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

て
も
、
物
質
は
事
実
上
、
必
然
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
「
我
々
が
す
で
に
言
っ
た
よ
う
に
、
こ
の
自
然

ベ
ル
ク
ソ
ニ
ス
ム
と
偶
然
性
の
問
題

九
七
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九
八

〔
物
質
〕
は
相
殺
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
潜
伏
的
（
⇒
①
暮
鑓
一
一
絡
①
簿
冨
『
o
o
一
二
①
ε
Φ
葺
一
葺
窪
8
）
な
意
識
、
た
ま
た
ま
現
れ
よ
う
と
思
っ
た

ま
さ
し
く
そ
の
瞬
間
に
、
互
い
に
妨
げ
あ
っ
て
、
消
滅
し
あ
う
よ
う
な
意
識
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
（
凶
玄
⊆
●
）

　
し
た
が
っ
て
『
物
質
と
記
憶
』
で
は
、
ブ
ト
ゥ
ル
ー
の
偶
然
性
に
接
近
す
る
半
面
で
、
物
質
は
権
利
上
も
っ
て
い
る
面
的
性
を
相
殺
し
合

う
こ
と
で
剥
奪
さ
れ
、
盲
目
的
な
偶
然
に
陥
る
と
い
う
二
面
性
を
も
た
さ
れ
て
い
る
と
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
4
　
偶
然
性
へ
の
批
判
t
『
創
造
的
進
化
臨

　
我
々
は
こ
れ
ま
で
、
ベ
ル
ク
ソ
ソ
哲
学
の
い
ろ
い
ろ
な
場
面
に
、
二
つ
の
偶
然
性
が
姿
形
を
変
え
て
現
れ
る
の
を
見
て
き
た
。
し
か
し
、

こ
れ
ま
で
の
分
析
を
ま
っ
た
く
無
効
に
し
て
し
ま
う
か
の
よ
う
な
主
張
が
噌
創
造
的
進
化
』
第
三
章
で
行
わ
れ
る
。
徹
底
的
な
無
秩
序
へ
の

批
判
、
そ
し
て
そ
れ
に
伴
う
偶
然
性
へ
の
批
判
で
あ
る
。
九
鬼
周
造
が
偶
然
性
を
必
然
性
の
否
定
で
規
定
し
た
よ
う
に
、
偶
然
性
の
な
か
に

は
否
定
の
概
念
が
入
っ
て
い
る
。
そ
し
て
ベ
ル
ク
ソ
ソ
が
否
定
や
無
を
含
む
概
念
－
他
に
は
可
能
性
概
念
な
ど
一
を
非
常
に
厳
し
く
自

ら
の
哲
学
か
ら
排
除
し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
。
偶
然
性
の
ど
の
よ
う
な
面
が
批
判
さ
れ
、
何
を
目
的
と
し
て
議
論
が
進
め
ら

れ
て
い
る
の
か
を
見
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
ま
ず
、
無
秩
序
と
は
、
｝
方
の
秩
序
を
期
待
し
た
と
き
別
の
秩
序
に
あ
っ
た
と
き
の
精
神
の
失
望
や
動
揺
を
示
す
も
の
で
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
無
秩
序
が
客
観
的
に
存
在
す
る
よ
う
に
錯
覚
す
る
こ
と
か
ら
認
識
論
上
の
誤
謬
が
生
じ
る
と
い
う
の
が
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
無
秩
序

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

に
対
す
る
基
本
的
な
批
判
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
な
ぜ
事
物
の
う
ち
に
無
秩
序
で
は
な
く
秩
序
が
あ
る
の
か
」
（
国
○
昏
。
ω
b
。
）
と
い
う
解
決
不
能

の
偽
問
題
を
生
み
出
し
、
さ
ら
に
は
秩
序
を
無
秩
序
な
も
の
に
対
し
て
積
極
的
な
も
の
と
し
て
知
識
を
基
礎
づ
け
る
と
い
う
、
い
わ
ば
基
礎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

付
け
・
王
義
と
い
う
認
識
論
上
の
大
問
題
を
引
き
起
こ
す
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
無
秩
序
に
端
を
発
す
る
諸
問
題
を
生
じ
さ
せ
な
い
た
め

に
は
、
槽
反
し
な
が
ら
結
び
つ
い
て
い
る
二
つ
の
秩
序
の
区
別
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
「
『
意
志
さ
れ
た
緬
秩
序
と
『
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

動
的
な
』
秩
序
の
区
溺
を
明
晰
に
思
い
浮
か
べ
た
途
端
に
、
無
秩
序
と
い
う
観
念
を
支
え
て
い
る
両
義
性
は
雲
散
霧
消
し
、
そ
れ
と
と
も
に



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ

認
識
の
問
題
の
原
理
的
な
困
難
も
消
え
る
。
」
（
団
0
器
N
）
ベ
ル
ク
ソ
ソ
は
こ
の
二
つ
の
秩
序
を
「
生
命
的
な
も
の
の
、
意
志
さ
れ
た
も
の
の

秩
序
（
費
ミ
ミ
。
環
曾
§
ミ
ミ
）
」
と
「
惰
性
的
な
も
の
の
、
自
動
的
な
も
の
の
秩
序
（
号
証
ミ
誉
①
二
巴
．
§
§
ミ
ミ
心
ミ
）
」
（
団
O
・
。
卜
。
切
）
と

呼
ぶ
の
だ
が
、
こ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
力
動
論
と
機
械
論
が
あ
て
は
ま
る
だ
ろ
う
。

　
さ
て
、
そ
れ
で
は
こ
の
批
判
に
伴
い
、
偶
然
性
へ
の
批
判
は
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
無
秩
序
の
と
き
と

同
じ
く
、
偶
然
性
の
定
義
は
二
つ
の
秩
序
の
問
を
揺
れ
動
き
、
「
作
用
因
も
圏
的
因
も
求
め
ら
れ
た
定
義
を
精
神
に
与
え
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
　
方
の
定
義
は
他
方
の
定
義
へ
差
し
戻
す
の
で
、
精
神
は
、
自
ら
を
固
定
す
る
こ
と
が
で
き
ず
に
、
目
的
因
の
欠
如
と
作
用
因
の
欠
如

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

を
揺
れ
動
く
。
扁
（
膨
○
・
。
ω
α
）
と
指
摘
す
る
。
こ
う
し
て
偶
然
性
は
、
他
の
秩
序
と
の
関
係
で
は
な
く
、
「
そ
れ
自
身
の
不
在
と
の
関
連
で
偶

然
的
で
あ
る
」
（
国
○
塾
⊃
ω
刈
）
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
「
私
は
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
頂
点
に
生
命
的
秩
序
を
お
き
、
次
に
生
命
秩
序
の
滅
少

し
た
も
の
や
複
雑
さ
の
低
い
も
の
と
し
て
幾
何
学
的
秩
序
を
お
き
、
そ
の
上
に
秩
序
が
積
み
重
ね
ら
れ
る
よ
う
な
秩
序
の
欠
如
、
一
貫
性
の

な
さ
（
酌
口
O
O
ぴ
0
目
Φ
昌
O
Φ
）
そ
の
も
の
を
、
最
後
に
も
っ
と
も
最
下
層
に
お
く
だ
ろ
う
」
（
謹
山
．
V
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
こ
れ
に
対
し
て
、
偶
然
性
が
根
底
に
あ
っ
て
そ
こ
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
偶
然
性
の
度
合
い
（
旦
Φ
ω
α
Φ
ひ
q
み
ω
）
を
も
っ
た
幾
何

学
や
生
命
の
秩
序
が
出
て
く
る
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
く
、
ま
ず
二
つ
の
秩
序
が
あ
っ
て
、
そ
の
間
の
揺
れ
動
き
か
ら
偶
然
性
が
で
て
く
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

と
考
え
る
べ
き
だ
と
述
べ
る
。
こ
れ
は
偶
然
性
の
な
か
か
ら
秩
序
が
現
れ
て
く
る
ブ
ト
ゥ
ル
ー
の
哲
学
を
正
面
か
ら
批
判
し
、
実
在
的
な
も

の
と
し
て
の
偶
然
性
を
自
ら
の
哲
学
か
ら
追
放
し
よ
う
と
い
う
試
み
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
は
た
し
て
そ
う
な
の
で
あ
ろ
う

か
。　

ま
ず
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
偶
然
性
批
判
の
最
初
に
あ
る
の
は
、
目
的
性
の
否
定
と
因
果
性
の
否
定
を
精
神
が
揺
れ
動
い
た
結
果
、
秩
序
の
根

底
に
偶
然
性
を
お
く
と
い
う
ス
テ
ッ
プ
で
あ
る
。
こ
こ
で
批
判
さ
れ
て
い
る
偶
然
性
と
は
、
一
～
つ
の
秩
序
の
否
定
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
分
か

る
よ
う
に
、
因
果
的
偶
然
性
と
目
的
々
偶
然
性
の
間
種
結
合
と
し
て
の
エ
ピ
ク
ロ
ス
的
な
自
由
な
原
子
の
運
動
か
ら
ダ
ー
ウ
ィ
ン
的
な
進
化

論
が
出
て
く
る
よ
う
な
偶
然
性
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
に
べ
ル
ク
ソ
ソ
の
偶
然
性
批
判
の
核
心
が
あ
り
、
ブ
ト
ゥ
ル
ー
の
盲
目
的
偶

ベ
ル
ク
ソ
ニ
ス
ム
と
偶
然
性
の
問
題

九
九



哲
学
研
究
　
第
五
百
八
十
五
号

一
〇
〇

然
曾
帥
ω
輿
儀
）
へ
の
批
判
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
次
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
こ
の
根
底
に
置
か
れ
た
偶
然
性
が
、
二
つ
の
秩
序
の
区
別
を
曖
昧
に
し
、
そ
れ
ら
の
秩
序
の
相
反
す
る
関
係
を
解

体
す
る
と
い
う
ス
テ
ッ
プ
を
批
判
す
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
批
判
は
幾
何
学
的
秩
序
と
生
命
的
秩
序
を
判
別
し
、
と
り
わ
け
生
命
的
秩
序
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

反
転
（
一
コ
く
の
脱
ω
一
〇
昌
）
や
中
断
（
ぎ
δ
五
二
℃
賦
9
ρ
）
が
幾
何
学
的
秩
序
で
あ
る
こ
と
を
示
す
の
を
狙
い
と
し
て
い
る
。
す
る
と
、
こ
の
こ
と
は

ま
た
、
生
命
的
秩
序
の
特
性
を
守
り
、
幾
何
学
的
秩
序
に
還
元
す
る
の
を
防
ぐ
と
い
う
点
で
、
目
的
々
必
然
（
た
だ
し
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
目
的

性
に
つ
い
て
は
慎
重
な
態
度
を
示
す
が
）
を
擁
護
し
た
ブ
ト
ゥ
ル
！
の
考
え
と
根
本
的
な
相
違
は
み
ら
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
た
だ
し
、
ブ
ト
ゥ
ル
ー
が
目
的
々
必
然
と
因
果
的
偶
然
を
異
種
結
合
さ
せ
る
の
に
対
し
、
『
創
造
的
進
化
蝕
で
は
、
二
つ
の
偶
然
性
を
否

定
し
て
、
両
者
を
二
つ
の
秩
序
へ
、
す
な
わ
ち
因
果
的
偶
然
を
目
的
々
必
然
（
あ
る
い
は
生
命
的
必
然
）
へ
、
目
的
々
偶
然
を
因
果
的
必
然

へ
と
還
元
さ
せ
て
し
ま
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
で
は
、
騨
翻
造
的
進
化
蜘
に
至
っ
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
は
、
因
果
的
必
然
と
目
的
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

必
然
の
必
然
性
の
同
種
結
合
、
九
鬼
周
造
の
分
類
で
は
ス
ト
ア
派
の
決
定
論
一
に
行
き
着
い
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
し
か
し
、
『
創
造
的
進
化
蜘
の
宇
蜜
生
成
論
が
、
必
然
性
の
岡
種
結
合
と
は
む
し
ろ
正
反
対
の
印
象
を
与
え
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
お

そ
ら
く
ポ
イ
ン
ト
は
、
『
創
造
的
進
化
』
第
一
章
で
も
考
察
さ
れ
る
よ
う
に
、
圏
的
性
に
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
圏
的
々
必
然
あ
る

い
は
生
命
的
・
力
動
的
な
事
象
系
列
の
な
か
に
は
、
噸
試
論
隔
で
み
た
よ
う
に
、
持
続
に
お
け
る
偶
然
性
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、

こ
の
生
命
的
秩
序
は
、
目
的
々
必
然
の
秩
序
と
い
う
よ
り
も
、
す
で
に
そ
の
う
ち
に
非
決
定
性
と
い
う
名
の
因
果
的
偶
然
を
孕
ん
だ
、
農

的
々
必
然
…
因
果
的
偶
然
の
異
種
結
合
の
秩
序
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
秩
序
が
単
な
る
目
的
性
に
と
ど
ま
ら
な
い
の

は
、
こ
の
用
語
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
た
び
た
び
違
和
感
を
表
明
し
て
い
る
通
り
で
あ
る
。

　
　
第
一
の
秩
序
に
関
し
て
は
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
目
的
性
の
周
り
を
揺
れ
て
い
る
。
し
か
し
冒
的
性
に
よ
っ
て
定
義
は
で
き
な
い
、
と
い

　
　
う
の
も
こ
の
秩
序
は
あ
る
と
き
は
圏
的
性
以
上
で
あ
り
、
あ
る
と
き
は
そ
れ
以
下
だ
か
ら
で
あ
る
。
…
…
創
造
的
進
化
と
し
て
見
ら
れ

　
　
た
、
生
命
の
総
体
は
、
前
も
っ
て
考
え
ら
れ
た
、
考
え
ら
れ
う
る
観
念
の
実
現
に
よ
っ
て
目
的
性
を
理
解
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
を
こ



　
　
え
て
い
る
。
…
…
反
対
に
、
個
別
に
捉
え
ら
れ
た
生
命
の
か
く
か
く
し
か
じ
か
の
現
れ
に
対
し
て
は
、
目
的
性
は
広
す
ぎ
る
。
と
に
か

　
　
く
、
こ
こ
で
我
々
が
論
じ
て
い
る
の
は
生
命
的
な
も
の
で
あ
る
。
（
丙
O
卜
。
謡
）

ベ
ル
ク
ソ
ソ
が
お
そ
ら
く
言
い
た
い
の
は
、
生
命
的
な
秩
序
が
、
前
も
っ
て
与
え
ら
れ
た
調
和
で
あ
る
よ
り
も
、
そ
の
調
和
を
生
み
出
し
て

い
く
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
秩
序
そ
の
も
の
で
あ
る
よ
り
も
秩
序
の
条
件
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、

我
々
は
、
創
造
的
進
化
が
、
ま
さ
し
く
ブ
ト
ゥ
ル
ー
の
秩
序
の
藍
鼠
性
や
可
変
性
と
い
っ
た
考
え
を
本
質
的
に
継
承
し
て
い
る
こ
と
を
看
取

で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
の
生
命
の
秩
序
が
持
続
を
物
質
に
押
し
つ
け
る
た
め
、
物
質
も
た
ん
に
因
果
的
必
然
性
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
く
、

偶
然
性
を
示
す
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
ブ
ト
ゥ
ル
ー
の
偶
然
性
概
念
の
違
い
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
ブ
ト
ゥ
ル
ー
が
、
物
理
学
は
力
学
に
還

元
で
き
ず
、
ひ
い
て
は
物
質
が
偶
然
性
を
も
ち
、
目
的
性
を
受
け
入
れ
る
こ
と
を
強
調
す
る
こ
と
は
、
先
に
見
た
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
も
、
物
質

が
た
ん
に
必
然
的
決
定
論
に
従
う
の
で
は
な
い
と
い
う
点
で
は
同
様
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
ま
さ
に
物
質
が
歩
む
方
向
が
問
題
に
な
る
。

『
創
造
的
進
化
』
で
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
散
逸
に
よ
り
物
質
は
そ
の
ま
ま
で
は
目
的
性
に
向
か
う
こ
と
な
く
、
ま
っ
た
く
正
反
対
の
質
の
低

下
と
因
果
的
必
然
へ
と
落
ち
て
い
く
こ
と
を
ベ
ル
ク
ソ
ソ
は
強
調
す
る
。
生
物
の
目
的
性
に
対
し
て
物
質
は
障
害
と
な
り
、
し
か
も
「
生
命

に
は
物
理
変
化
を
カ
ル
ノ
ー
の
原
理
で
決
ま
る
方
向
か
ら
逆
転
さ
せ
る
力
は
な
い
」
（
閏
O
・
。
＆
）
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ブ
ト
ゥ
ル
ー
が

物
質
を
目
的
々
必
然
と
因
果
的
偶
然
の
異
種
結
合
で
、
物
質
が
目
的
性
を
受
け
入
れ
る
余
地
を
残
し
て
い
る
点
を
強
調
す
る
の
に
対
し
、
ベ

ル
ク
ソ
ソ
は
物
質
が
そ
れ
だ
け
で
は
、
目
的
々
偶
然
を
示
し
、
因
果
的
必
然
へ
と
低
落
し
て
い
く
こ
と
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

『
創
造
的
進
化
』
に
お
い
て
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
概
念
の
導
入
が
深
く
影
響
し
て
い
る
と
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

む
　
す
　
び

さ
て
我
々
は
、
長
い
間
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
偶
然
性
批
判
を
見
て
き
た
が
、
最
後
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ニ
ス
ム
か
ら
偶
然
性
は
完
全
に
抹
消
で
き
る

ベ
ル
ク
ソ
ニ
ス
ム
と
偶
然
性
の
問
題

一
〇
一
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一
〇
二

の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
第
一
に
o
o
簿
ぎ
o
q
Φ
9
①
と
げ
9
。
ω
鶏
α
と
い
う
二
つ
の
偶
然
性
は
、
認
識
論
的
な
問
題
と
し
て
は
批

判
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
以
上
で
見
た
よ
う
に
、
事
柄
と
し
て
は
、
物
質
と
生
命
の
秩
序
の
な
か
に
そ
れ
ぞ
れ
取
り
込
ま
れ
、
創
造
的

進
化
の
宇
宙
の
な
か
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　
し
た
が
っ
て
進
化
に
偶
然
性
の
果
た
す
役
割
は
大
き
い
。
た
い
て
い
の
場
合
、
適
応
し
た
、
あ
る
い
は
発
明
さ
れ
た
形
態
は
偶
然
的
で

　
　
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
時
と
場
所
で
障
害
に
遭
遇
し
た
の
か
に
よ
っ
て
、
原
初
的
な
傾
向
か
ら
、
進
化
の
系
統
を
創
る
か
く
か
く
し
か
じ

　
　
か
の
相
補
的
な
傾
向
へ
の
分
離
も
偶
然
的
で
あ
る
。
停
止
や
後
退
も
偶
然
的
で
あ
る
。
適
応
も
か
な
り
の
程
度
偶
然
的
で
あ
る
。
二
つ

　
　
の
こ
と
の
み
が
必
然
で
あ
る
。
1
．
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
漸
進
的
蓄
積
、
2
．
こ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
柔
軟
な
経
路
に
入
れ
て
、
そ
の
出
口
に
自

　
　
由
行
為
が
あ
る
可
変
的
で
非
決
定
的
な
方
向
へ
流
す
こ
と
。
（
切
O
N
α
①
一
ひ
◎
q
①
）

こ
こ
で
は
、
非
決
定
性
と
い
う
名
の
も
と
に
因
果
的
偶
然
性
が
、
生
命
的
必
然
性
に
分
離
不
可
能
な
形
で
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
看

取
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
生
物
の
因
果
的
偶
然
と
目
的
々
必
然
の
異
種
連
合
は
、
生
命
的
秩
序
の
創
発
性
と
し
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
蓄
積

と
そ
の
非
決
定
的
な
方
向
付
け
と
い
う
よ
う
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
の
な
か
で
分
節
化
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
物
質
や
幾
何
学

の
秩
序
で
も
、
「
見
か
け
は
積
極
的
な
性
質
の
な
か
に
あ
る
消
極
的
な
体
系
（
ω
《
ω
首
α
ヨ
①
自
①
山
持
磯
鋤
叶
一
〇
昌
ω
）
」
（
国
O
N
8
）
と
い
う
よ
う
に
、
目

的
々
偶
然
が
因
果
的
必
然
と
不
可
分
に
結
び
つ
き
、
ベ
ル
ク
ソ
ソ
哲
学
の
な
か
で
非
常
に
大
き
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
は
容
易
に
指
摘
で
き

　
　
（
2
5
）

る
だ
ろ
う
。

　
第
二
に
、
『
劇
造
的
進
化
睡
に
お
い
て
、
一
方
で
幾
何
学
的
な
秩
序
と
は
、
物
質
が
散
逸
し
た
果
て
に
到
達
す
る
と
さ
れ
、
物
質
は
そ
こ

を
冒
指
す
が
、
決
し
て
到
達
し
な
い
と
さ
れ
る
よ
う
な
極
限
概
念
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
噸
家
造
的
進
化
繍
の
枠
組
み
に
お
い
て
は
、
持
続

が
上
り
の
リ
ズ
ム
を
物
質
に
押
し
つ
け
る
た
め
、
下
り
の
リ
ズ
ム
を
も
つ
物
質
は
幾
何
学
的
秩
序
に
到
達
し
え
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
ま

た
他
方
で
は
、
エ
ラ
ン
・
ヴ
ィ
タ
ル
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
蓄
積
し
て
解
放
す
る
こ
と
で
、
無
限
に
多
様
な
仕
事
の
完
成
を
、
「
一
気
に
（
ε
追

山、

?
８
唇
）
獲
得
し
よ
う
と
望
む
」
（
国
O
b
。
望
）
が
、
エ
ラ
ン
が
有
限
で
あ
る
た
め
に
、
物
質
の
抵
抗
に
あ
い
、
そ
れ
は
不
可
能
と
さ
れ
る
。



ゆ
え
に
、
こ
こ
で
は
、
ど
ち
ら
の
秩
序
も
完
全
に
自
ら
を
実
現
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
こ
で
重
要
に
な
る
の
は
、
以
上
の
二
つ
の
秩
序

が
衝
突
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
目
的
々
偶
然
（
そ
の
裏
の
因
果
的
必
然
）
に
も
因
果
的
偶
然
（
そ
の
裏
の
生
命
的
必
然
）

に
も
回
収
さ
れ
な
い
、
二
つ
の
秩
序
の
衝
突
と
い
う
何
ら
か
新
た
な
偶
然
性
概
念
（
ど
の
よ
う
な
時
と
場
所
で
障
害
に
遭
遇
す
る
か
）
が
顔

を
覗
か
し
て
い
る
と
は
雷
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
こ
の
裏
に
は
、
な
ぜ
我
々
の
い
る
こ
の
宇
宙
は
二
つ
の
秩
序
の
衝
突
す
る
世
界
な

の
か
、
生
成
が
破
壊
よ
り
優
勢
な
宇
宙
で
は
な
い
の
か
、
エ
ラ
ン
・
ヴ
ィ
タ
ル
は
無
限
で
は
な
く
有
限
な
の
か
、
と
い
っ
た
上
位
の
偶
然
性

に
関
わ
る
問
題
が
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
か
ら
消
去
さ
れ
な
い
ま
ま
残
存
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
（
こ
の
問
題
は
、
神
々
を
作
る
宇
宙
の
本

質
的
機
能
に
反
抗
的
な
我
々
の
地
球
と
い
う
『
二
源
泉
』
の
最
後
の
一
文
に
も
残
存
し
て
い
る
。
）

　
こ
の
よ
う
に
、
一
九
世
紀
末
の
「
決
定
論
の
侵
食
」
は
、
単
な
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
保
存
則
に
よ
る
決
定
論
的
世
界
像
か
ら
の
解
放
を
意
味
し

た
だ
け
で
は
な
く
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
を
複
雑
な
目
的
性
と
盲
目
性
の
せ
め
ぎ
あ
い
へ
と
も
た
ら
し
た
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン

は
、
「
何
も
失
わ
れ
ず
何
も
つ
く
ら
れ
な
い
」
と
い
う
保
存
則
の
公
式
か
ら
逃
れ
る
力
を
生
物
が
も
っ
と
考
え
る
か
わ
り
に
、
圧
倒
的
な
盲

目
性
の
な
か
に
飲
み
込
ま
れ
て
い
く
世
界
の
な
か
に
「
分
解
さ
れ
る
も
の
を
横
切
っ
て
自
己
を
生
成
す
る
一
つ
の
実
在
」
（
p
弓
O
卜
。
蔭
。
。
）
と
し

て
生
物
を
見
な
す
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
註

（
1
）
　
「
ひ
と
つ
の
秩
序
が
偶
然
（
§
o
鼠
お
Φ
簿
o
o
簿
ヨ
α
q
＠
9
脅
）
で
あ
り
、
ま
た
我
々
に
偶
然
で
あ
る
と
見
え
る
の
は
、
反
対
の
秩
序
と
の
関
係
に
よ
っ

　
て
で
あ
る
。
散
文
が
詩
に
対
し
偶
然
で
あ
り
、
詩
が
散
文
に
対
し
偶
然
で
あ
る
よ
う
に
。
」
（
国
O
b
。
ω
ω
）

（
2
）
　
も
ち
ろ
ん
ハ
ッ
キ
ン
グ
は
社
会
の
統
計
化
だ
け
で
は
な
く
、
マ
ク
ス
ウ
ェ
ル
、
ボ
ル
ツ
マ
ン
、
ギ
ブ
ス
と
い
っ
た
人
た
ち
の
担
っ
た
門
統
計
力
学
は

　
〈
偶
然
〉
と
確
率
が
、
物
理
学
だ
け
で
は
な
く
、
形
而
上
学
ま
で
広
が
る
の
に
決
定
的
だ
っ
た
。
」
（
馬
ρ
。
o
ζ
β
α
q
。
。
）
と
述
べ
て
い
る
。

（
3
）
　
野
田
又
夫
は
、
ブ
ト
ゥ
ル
ー
の
科
学
的
実
証
主
義
の
展
開
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。
「
ブ
ー
ト
ル
ー
の
科
学
に
対
す
る
理
解
と
評
価

　
と
は
、
前
代
同
時
代
の
科
学
論
者
を
し
の
ぐ
広
汎
な
思
想
史
的
展
望
の
も
と
に
適
切
に
行
わ
れ
た
。
そ
れ
は
本
書
及
び
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
に
お
け
る
講
義
『
現

ベ
ル
ク
ソ
エ
ス
ム
と
偶
然
性
の
問
題

一
〇
三
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〇
四

代
の
科
学
な
ら
び
に
哲
学
に
お
け
る
自
然
法
則
の
観
念
臨
を
み
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
科
学
特
に
実
証
論
的
考
察
、
し
た
が
っ
て
ま

　
た
歴
史
的
研
究
は
、
こ
の
ブ
ー
ト
ル
ー
の
試
み
の
あ
と
に
、
そ
の
刺
激
を
大
い
に
受
け
て
、
躍
進
を
と
げ
た
の
で
あ
る
。
デ
ュ
エ
ム
や
ボ
ア
ソ
カ
レ
な
ど

が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
は
ブ
ラ
ン
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ク
の
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
と
思
う
（
ブ
ー
ト
ル
ー
「
デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
永
遠
真
理
に
つ
い
て
」
仏
訳
、

　
席
阿
文
）
。
」
（
ブ
ー
ト
ル
i
『
白
門
然
法
則
…
の
偶
然
性
㎞
訳
書
解
説
、
三
一
＝
一
三
　
一
二
頁
）

（
4
）
　
「
し
た
が
っ
て
存
在
の
最
も
基
本
的
な
諸
形
式
ま
で
も
、
現
実
存
在
そ
の
も
の
の
不
可
欠
の
条
件
と
し
て
何
ら
か
の
質
的
要
素
が
存
在
す
る
以
上
、

　
…
…
異
体
的
で
実
在
的
な
世
界
で
は
、
い
ず
れ
の
場
所
に
お
い
て
も
、
因
果
牲
の
原
理
が
厳
密
に
は
適
用
で
き
な
い
と
認
め
る
こ
と
で
あ
る
。
」
（
O
ピ
Z

b。
@）

（
5
）
　
ブ
ト
ゥ
ル
ー
に
お
け
る
夢
霊
a
の
使
用
法
は
、
一
義
的
に
は
黛
的
々
必
然
性
の
否
定
と
言
う
こ
と
に
あ
り
、
そ
れ
が
因
果
的
必
然
と
異
種
結
合
す

　
る
か
、
因
果
的
偶
然
と
異
種
結
合
す
る
か
は
、
7
9
。
ω
霞
血
が
運
命
や
気
ま
ぐ
れ
と
同
一
視
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
ブ
ト
ゥ
ル
ー
の
な
か
で
厳
密
に
決
ま
つ

　
て
お
ら
ず
、
両
義
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
九
鬼
周
造
も
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
異
種
結
合
と
説
明
し
て
い
る
が
、
ブ
ト
ゥ
ル
ー
に
関
し
て
は
、
そ
の
ど

　
ち
ら
で
あ
る
か
必
ず
し
も
言
明
し
て
は
い
な
い
。

（
6
）
　
「
そ
う
し
て
み
る
と
、
『
何
も
の
も
失
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
何
も
の
も
創
ら
れ
る
こ
と
な
し
㎞
と
い
う
か
の
古
来
の
格
言
は
絶
蝿
的
価
値
を
も
た
な
い

　
こ
と
に
な
る
。
相
互
に
罪
還
元
的
で
し
か
も
す
べ
て
が
　
様
に
永
遠
の
昔
か
ら
在
る
の
で
は
な
い
諸
々
の
世
界
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
が
存
在
す
る
と
い
う
そ

　
の
こ
と
が
、
上
の
格
言
に
対
す
る
第
㎝
の
背
反
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
世
界
そ
の
も
の
の
内
部
に
お
い
て
完
成
ま
た
は
衰
退
が
可
能
で
あ
る
こ
と
、
こ

　
れ
が
第
二
の
背
反
で
あ
る
。
」
（
○
轡
Z
一
。
。
り
）

（
7
）
　
保
存
則
と
並
ん
で
、
変
化
を
お
く
こ
の
発
想
は
、
ス
ペ
ソ
サ
…
が
カ
の
保
存
則
と
並
べ
て
、
進
化
の
法
則
を
お
い
た
の
と
類
似
点
が
指
摘
さ
れ
る
だ

　
ろ
う
。
た
だ
し
、
ブ
ト
ゥ
ル
ー
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
変
化
の
療
理
は
、
質
的
変
化
の
連
理
、
絶
対
的
変
化
の
原
理
と
も
言
わ
れ
、
最
終
的
に
は
観
察
不
可

　
能
な
創
造
の
原
理
と
い
う
形
而
上
学
的
な
も
の
へ
と
帰
着
さ
せ
ら
れ
る
。

（
8
）
　
「
決
定
原
因
の
系
列
中
（
貯
。
陰
銀
鼠
の
血
Φ
6
山
器
舘
自
儲
け
㊦
雛
蓬
蓬
糞
㊦
ω
）
に
あ
る
程
度
ま
で
偶
然
性
（
鑓
8
簿
貯
磯
①
剛
8
①
）
が
支
配
す
る
の
で
は
な
い
な
ら

ぼ
、
黛
的
因
の
系
列
中
（
置
ω
曾
δ
号
＄
器
①
ω
鴎
瞳
コ
巴
。
ω
）
に
は
盲
目
的
偶
然
（
一
纏
窮
ω
霞
儀
）
が
支
配
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
現

　
象
の
継
起
の
な
か
に
或
る
程
度
の
偶
然
性
を
導
き
い
れ
る
の
は
ま
さ
に
黛
的
性
そ
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
…
…
し
か
し
実
在
の
奥
深
く
浸
透
す
る
に
つ

　
れ
て
、
質
的
決
定
性
が
増
加
し
、
興
奮
に
抽
象
的
で
宿
命
的
な
秩
序
の
減
少
そ
の
も
の
と
比
例
し
て
、
価
値
や
効
能
や
真
の
秩
序
が
増
加
す
る
の
が
見
ら

　
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
世
界
を
動
か
す
不
可
視
だ
が
存
在
し
て
い
る
魂
を
、
蜜
黛
僧
寺
因
と
岡
　
書
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
」
（
O
い
窯
　
一
癖
ω
…
一
型
鼻
）



（
9
）
　
ち
な
み
に
熱
力
学
の
こ
の
二
つ
の
法
則
は
、
『
自
然
法
則
の
偶
然
性
㎞
の
な
か
で
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
著
作
に
お
け
る
物
質
や
生
物
の
内

容
は
、
物
質
に
は
熱
雷
、
生
物
で
は
ラ
マ
ル
ク
や
キ
ュ
ヴ
ィ
エ
の
法
則
が
挙
げ
ら
れ
る
な
ど
、
そ
の
後
の
『
現
代
の
科
学
と
哲
学
に
お
け
る
自
然
法
則
の

観
念
撫
の
内
容
か
ら
す
る
と
半
世
紀
ほ
ど
古
い
。

（
1
0
）
　
「
保
存
の
法
則
に
加
え
て
、
我
々
は
ク
ラ
ウ
ジ
ウ
ス
の
原
理
の
よ
う
な
変
化
の
法
則
を
措
く
。
」
（
H
U
窯
駅
。
。
）

（
1
1
）
　
ブ
ト
ゥ
ル
ー
は
こ
の
非
可
逆
性
は
、
物
理
学
が
熱
と
い
う
質
を
扱
う
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
の
で
あ
り
、
「
し
た
が
っ
て
物
理
法
則
は
力
学
法
則
に

　
還
元
で
き
な
い
。
そ
れ
は
新
し
い
質
と
い
う
要
素
が
介
入
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
ス
コ
ラ
の
質
で
は
も
は
や
な
く
、
分
化
と
異
質
性
の
要
素

　
な
の
で
あ
る
」
（
H
ぴ
Z
課
）
と
述
べ
る
。

（
1
2
）
　
こ
こ
で
ブ
ト
ゥ
ル
ー
は
、
「
力
の
保
存
則
は
科
学
に
と
っ
て
指
導
理
念
で
あ
る
。
し
か
し
、
何
も
の
も
こ
の
法
則
が
そ
の
も
の
と
し
て
事
物
の
本
性

　
に
内
在
し
て
い
る
こ
と
を
確
証
す
る
も
の
は
な
い
の
で
あ
る
。
漏
（
H
い
Z
昭
）
と
述
べ
、
保
存
則
を
そ
れ
に
対
応
す
る
客
観
的
実
在
が
あ
る
と
い
う
よ
り

　
も
、
科
学
的
探
究
を
進
め
る
一
つ
の
手
段
と
晃
な
し
て
い
る
。

（
1
3
）
　
必
然
性
は
「
事
物
が
別
様
に
あ
る
こ
と
の
不
可
能
性
」
、
決
定
論
は
「
あ
ら
ゆ
る
様
態
と
と
も
に
現
象
が
今
あ
る
と
お
り
に
措
定
さ
れ
る
よ
う
に
す

　
る
条
件
の
集
ま
り
（
一
．
①
房
Φ
ヨ
σ
δ
匹
①
ω
o
O
⇒
9
島
O
づ
ω
ρ
巳
｛
O
轟
け
ρ
¢
Φ
δ
9
曾
O
ヨ
9
Φ
山
O
謬
⑪
嘗
①
唱
O
ω
0
け
9
ρ
⊆
繭
①
ω
喜
雨
く
Φ
0
8
葺
Φ
ω
ω
Φ
ω
巨
餌
三
α
屋
ω

　
α
、
⑪
需
Φ
）
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
用
い
ら
れ
る
決
定
論
と
い
う
用
語
は
、
あ
る
も
の
が
別
の
も
の
を
引
き
起
こ
す
因
果
的
な
能
力
を
示
す
だ
け

　
で
、
必
然
性
は
含
意
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
（
O
団
’
一
轡
り
4
㎝
o
Q
）

（
1
4
）
　
こ
こ
で
我
々
は
保
存
則
が
因
果
性
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
定
式
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
保
存
則
が
因
果
的
決
定
論
と
直
結
す
る
こ
と
は
、
現
代

　
の
我
々
の
視
点
か
ら
見
る
と
、
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
分
離
を
可
能
に
す
る
視
点
は
熱
力
学
第
二
法
則
の
力
学
へ
の
非
還
元
性
が
問
題
に
な

　
っ
て
か
ら
、
出
て
き
た
に
す
ぎ
な
い
こ
と
は
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
『
試
論
』
や
そ
れ
以
前
の
保
存
則
と
決
定
論
を
結
び
つ
け

　
る
議
論
を
、
保
存
則
は
因
果
的
主
張
を
含
ま
な
い
と
い
う
批
判
を
行
う
の
は
、
現
代
か
ら
の
回
顧
的
な
視
点
が
入
り
こ
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

（
1
5
）
　
ハ
ッ
キ
ン
グ
は
ブ
ト
ゥ
ル
ー
の
こ
う
し
た
議
論
の
結
果
た
ど
り
着
く
の
は
パ
ー
ス
の
絶
対
的
偶
然
の
世
界
で
あ
り
、
「
ま
っ
た
く
の
偶
然
と
し
て
の

進
化
過
程
に
お
い
て
、
法
則
が
創
発
す
る
と
い
う
世
界
で
あ
る
（
9
。
≦
〇
二
匹
ヨ
毛
色
〇
三
餌
≦
Φ
ヨ
Φ
憎
ひ
q
Φ
貯
彗
Φ
＜
o
ご
鉱
。
謝
意
嘆
0
8
ω
ω
昏
讐
δ
Φ
三
層
Φ
て

　
o
o
簿
ぎ
ぴ
q
Φ
葺
）
」
（
国
9
。
o
寄
鵠
ひ
q
頴
。
。
）
と
述
べ
て
い
る
。

（
1
6
）
　
一
こ
の
よ
う
に
し
て
現
代
科
学
は
、
原
子
理
論
よ
り
帰
結
を
引
き
出
し
、
そ
の
帰
結
を
実
験
に
よ
り
検
証
す
る
こ
と
で
、
デ
モ
ク
リ
ト
ス
、
エ
ピ
ク

　
ロ
ス
、
ル
ク
レ
テ
ィ
ウ
ス
の
仮
説
に
輝
か
し
い
確
証
を
与
え
る
に
至
っ
た
。

ベ
ル
ク
ソ
一
一
ス
ム
と
偶
然
性
の
問
題

一
〇
五



哲
学
研
究
　
第
五
百
八
十
五
号

　
〇
六

　
　
他
の
点
に
関
し
て
、
と
り
わ
け
生
命
の
起
源
の
問
題
に
関
し
て
は
、
ル
ク
レ
テ
ィ
ウ
ス
が
い
か
に
し
て
現
代
の
偉
大
な
理
論
の
予
感
を
も
っ
て
い
た
か

　
を
示
す
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。
第
五
巻
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
考
え
と
、
偉
大
な
宙
然
学
者
ダ
ー
ウ
ィ
ン
と
の
類
似
は
～
度
な
ら
ず
注
囲
さ
れ
て
き
た
。

我
々
は
こ
の
類
似
を
記
す
に
留
め
、
力
説
は
し
な
い
。
生
物
変
異
説
（
一
Φ
　
　
け
円
融
コ
ω
出
O
門
一
ゴ
同
ω
貰
θ
①
）
は
今
日
で
は
ま
だ
一
つ
の
仮
説
な
の
だ
か
ら
。
」
（
9
鉱

b。
n
b
。
）

（
1
7
）
　
噌
講
義
録
㎞
第
一
巻
で
は
、
ブ
ト
ゥ
ル
ー
に
関
し
て
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
現
代
の
哲
学
者
ブ
ト
ゥ
ル
…
氏
は
、
非
常
な
深
遠
さ
を
も

　
っ
て
し
て
、
自
然
法
則
は
近
似
で
し
か
な
く
、
絶
対
的
に
真
理
で
あ
る
よ
う
な
法
器
は
存
在
せ
ず
、
あ
る
場
合
に
は
、
物
理
的
条
件
が
与
え
ら
れ
て
も
、

物
理
的
現
象
は
醤
っ
て
み
れ
ぽ
躍
乱
し
、
あ
る
仕
方
で
も
別
の
仕
方
で
も
無
差
別
に
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
た
。
こ
の
点
に
関
し
て
こ
の
考
え
を
発

　
展
さ
せ
る
た
め
に
、
彼
は
噌
自
然
法
則
の
偶
然
性
匝
と
い
う
題
名
の
著
名
な
本
を
著
し
た
。
」
（
O
o
震
囲
卜
。
㎝
㊤
）

（
1
8
）
　
「
知
ら
ぬ
間
に
あ
な
た
に
つ
き
ま
と
っ
て
い
る
こ
の
粗
雑
な
記
号
を
無
視
す
る
と
、
あ
な
た
は
決
定
論
者
の
議
論
が
『
行
為
は
、
～
旦
果
た
さ
れ
て

　
し
ま
う
と
、
果
た
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
㎞
と
い
う
幼
稚
な
形
を
と
り
、
そ
の
敵
対
者
は
㎎
行
為
は
、
果
た
さ
れ
る
前
に
は
、
ま
だ
果
た
さ
れ
て
い
な
か

　
つ
た
。
舳
と
返
答
し
て
い
る
。
雷
葉
を
換
え
て
い
え
ば
、
宮
由
の
問
題
は
こ
の
議
論
の
あ
と
で
も
手
つ
か
ず
の
ま
ま
な
の
だ
。
」
（
O
H
一
ω
刈
）

（
1
9
）
　
ベ
ル
グ
ソ
ン
全
集
第
二
巻
、
『
物
質
と
詑
憶
㎞
田
島
節
夫
訳
、
二
九
三
頁
。

（
2
0
）
　
「
無
秩
序
の
観
念
と
は
、
自
ら
の
必
要
と
し
て
い
る
秩
序
と
異
な
る
秩
序
、
当
言
自
分
に
関
わ
り
の
な
い
、
そ
の
意
味
で
は
自
分
に
と
っ
て
存
在
し

　
な
い
秩
序
を
前
に
し
た
精
神
の
失
望
を
、
言
語
の
便
宜
上
、
客
体
化
し
た
も
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
観
念
は
理
論
的
な
使
用
に
は
た
え
な
い
だ
ろ
う
。

　
あ
え
て
そ
れ
を
哲
学
に
導
入
す
る
な
ら
、
そ
の
真
の
意
味
は
ま
ち
が
い
な
く
見
失
わ
れ
る
だ
ろ
う
。
」
（
両
O
卜
。
b
。
G
。
）

（
2
1
）
　
騨
劇
造
的
進
化
㎞
第
三
章
の
狙
い
の
～
つ
は
、
科
学
が
基
礎
づ
け
を
し
な
く
て
も
上
手
く
い
く
こ
と
を
進
化
論
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
に
あ
る
の

　
だ
が
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
本
論
の
翻
的
外
に
な
る
の
で
扱
わ
な
い
。

（
2
2
）
　
「
ま
ず
一
貫
性
の
な
い
も
の
が
あ
っ
て
、
次
に
幾
何
学
、
生
命
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
も
っ
ぱ
ら
幾
何
学
と
生
命
が
あ
り
、
次
に
両
者
の
悶
を
精
神

　
が
揺
れ
動
い
て
一
貫
性
の
な
さ
の
観
念
が
で
て
く
る
の
で
あ
る
。
無
秩
序
な
多
様
性
が
ま
ず
存
在
し
、
そ
こ
に
秩
序
が
付
け
加
わ
る
と
語
る
の
は
、
正
真

　
正
銘
の
論
点
先
取
を
犯
し
て
い
る
。
無
秩
序
な
も
の
を
想
像
す
る
こ
と
で
、
実
は
一
つ
の
秩
序
あ
る
い
は
二
つ
の
秩
序
を
立
て
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
」

　
（
騎
O
b
。
雪
）

（
2
3
）
　
「
こ
の
長
い
分
析
は
、
い
か
に
し
て
実
在
が
緊
張
か
ら
ひ
ろ
が
り
へ
、
自
由
か
ら
力
学
的
必
然
性
へ
、
反
転
（
ぎ
く
韓
。
。
凹
§
）
と
い
う
手
段
に
よ
っ
て
、

移
行
す
る
か
を
示
す
た
め
に
必
要
で
あ
っ
た
。
」
（
国
O
b
。
箋
）
こ
の
よ
う
に
、
無
秩
序
や
偶
然
性
の
批
判
は
、
二
つ
の
秩
序
が
稲
反
的
に
結
び
つ
き
、
幾



何
学
的
秩
序
が
生
命
的
秩
序
の
反
転
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
行
わ
れ
て
い
る
。

（
2
4
）
　
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
が
そ
の
著
書
の
自
由
の
章
の
最
後
で
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
の
が
有
名
で
あ
る
。
門
さ
ら
に
、

　
こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
た
自
由
は
、
プ
ラ
ト
ン
、
ス
ト
ア
派
、
ス
ピ
ノ
ザ
が
理
解
し
て
い
た
よ
う
に
、
同
時
に
無
関
心
と
決
定
論
と
の
い
ず
れ
に
も
対
立

　
す
る
有
機
的
な
必
然
性
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
が
賢
者
の
自
由
だ
。
」
（
螢
b
d
謬
）

（
2
5
）
　
「
数
学
の
秩
序
が
積
極
的
な
も
の
で
あ
り
、
物
質
に
内
在
し
て
私
た
ち
の
法
律
と
比
肩
す
る
よ
う
な
法
則
が
あ
る
と
す
る
と
、
私
た
ち
の
科
学
の
成

　
功
は
奇
跡
に
よ
る
こ
と
に
な
る
。
」
（
国
O
b
。
ひ
。
O
）
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Le　bergsonisme　et　le　probleme　de　la　contingence

　　Tal〈eshi　MIyAKE

le　professeur　non　titulaire

　L’tmiversite　de　Kansal’

　　Dans～2　pフ．ηδ1伽εde～4　contingeチ～ce　Shuzo廿KUK：I　d6finit　la　contingence　comme

la　n奄gation　de　la鷺6cessit6　（P．53），puis　il　remarque　qu’il　se　trouve　deux　sortes　de

n6cessit6；la　n6cessit6　causale　et　celle　de玉a　finalit6，　de＄orte　qu’i王yaaussi　deux

esp邑ces　de　n6gation　de　la　n色cessit6，　c’est－2－dire　la　contingence　（la　n6gation　de　la

n6cessit6　causale）et　le　hasard（la　n6gation　de　la　finalit6　n奄cessaire）．Enfin，　KUK王

en　formule　qtiatre　combinaisons　suivantes；（1）N6cessit6　causale－N6cessit6　de

la　fi鷺alit6　（par　exeinPle，1e　sto了cisme，　la　posit1on　du　d芭terminisme　radica1，　etc．），

（2）Contingence－Hasard（1’6picurisme，1’ind色terminisme　radica1，　etc．），（3）

Nεcessit6　causale～Hasard（le　m6canisme　universel，　etc．），（4）Necessite　de　la

finalit益一Contingence（1a　th6010gie　chr6tlenne，　le　providentialisme，　Ie　finalisme

radical　etc．）．

　　D’aprbs　Kuki，　Gottfr｛ed　Wilhe11n　LEIBNIZ　s6pare　rid6e　de　la　contingence　et

celle　du　hasard，　et　en　utilisant　de　memes　expressions，　Emile　BOUTROUX　avance

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノsa　philo＄ophie，　mais　cette　distinctiolme　se　r6pand　pas．　A　premi邑re　vue，　comme　le

dit　KUK王，｝王enri　BERGSON　lle　diff6rencie　pas　ces　termes，　parce　qu’il　elnploie　Ie

mot“hasard”de　fagon　ambigue；co鵜me　non　seulement　Ia　n69ation　de　la　finalit6

n6cessaire，　mais　au＄si　celle　de　la　nさcessit6　causale．　D’ailleurs，　au　chapitre　III　de

l’C，voltdion　o7．ゑ8〃ゴαヲil　reproche　au　concept　de　n6gation　rQrigine　des　illusions　et　il

職’admet　pas　l’existence　du　hasard　（ni　celle　de　la　contingence）　non　plus．

　　nest　vrai　que　BERGSON　ne　continue　pas　a　e鵜ployer　les　memes　ter鵜es　que

BOUTROUX　distingue，　mais　il　adopte　rid6e　de　lui，　en　cela　qu’il　do鷺ne　en　partie　ull

rδ王eimportant　ti　la　combinaison　de“N益cessit6　de　la　finalit6－Contingence”．

Cependant　i王pr奄f色re旦ettement“i具d6コ口rrn圭n6”き‘‘contingence”et　critique　la　cQn－

ception　de　fina翫6．　Quand　on　lit　soigneusement　les　textes　bergsonienne，　il　se　trouve

qu’en　effet　il　trait　quelquefois　de　deux　types　de　la　n6gation　de　la　n6cessit6

（contingence　et　hasard），sans　faire　la　distinction　nominale．　On　peut　constater　que

le　terme　de　la　contingence　concerne　les　problξ…mes　de　grande　importance　pour　Ie

bergsonisme；celui　de　la　libert6　（Essai　sur　les　ぬア〃z諮　ゴ7η7η甜盛α’θs　de　la　con－

science），de　la　nature　mat6riele（漁館7θet　M6，・7？oiγのet　de　1’6volution（、L’6ひ。島‘一
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tion　cre’atn’ce），　etc．　Finalement，　nous　examinons　surtout　ces　deux　points　dans　cet

article．　（1）　Quelle　difference　y　a－t－il　entre　la　philosophie　de　BERGSON　et　celle

de　BOUTROUX　？　（2）　Quels　usages　et　quelles　fonctions　de　la　contingence　soRt－

elles　dans，les　ceuvres　de　Bergson　malgre　sa　crjtique　envers　le　concept　de　］a

contingence　？

じ　コ

Uber　die　Zweideutigkeit　des　Wortes。der　bloBe　Begriff“
　　　　　　　　　　　　　　　in　Krz●’狛　der　reinen　y；2rnunft

　　　　　f積rdas　Verstandnis　von　Kants　Transzenden之alphilosophie

　　　　　Keita　SATo

　　　Part－time　Lecturer

Kyoto　Women’s　University

　　Heute　wird　das　Wort　，，Transzendentalphilosophie“　im　allgemeinen　als　die

Bezeichnung　fUr　Kantische　Erkenntniskritik　verstanden，　die　in　Kntife　der　reinen

Yernztnft　durchgefUhrt　wurde，　und　so　auch　schon　zu　seinen　Lebzeiten．　Aber　Kant

selbst　ist　anderer　Meinung　：　erstens　ist　Kntile　fUr　ihm　nicht　die　Transzendental－

philosophie　als　solche，　sondern　nur　ihre　Vorbereitung　（Propadeutik），　zweitens

l〈ennzeichnet　er　sogar　die　Philosophie　seines　Kontrahenten　（der　sogenannten

deutschen　Schulmetaphysik）　als　Transzendentalphilosophie．　Kurz　gesagt，　kann

dieses　Wort　zwei　verschiedene　Dinge　bezeichnen，　namlich　das　Angriffs一　und

Endziel　von　Kn’tife．　lndessen　setzt　Kant　gar　nichts　davon　auseinander，　wie　die

，，wahre“　Transzendentalphilosophie　sich　auf　die　，，scheinbare“　bezieht．

Dieser　Aufsatz　versucht　diese　Beziehung　anhand　des　Wortgebrauchs　，，der　bloBen

Begriff“　in　Kntik　1〈larzustellen．　Diesem　scheinbar　unwichtigen　Wort　verteilt　Kant

eine　entscheidende　Rolle　：　die　Redewendung　，，aus　bloBen　Begriffen“　charakterisiert

die　Methode　der　Transzendentalphilosophie．　Dementsprechend　hat　das　Wort　，，der

bloBe　Begriff“　zwei　verschiedene　Bedeutungen　gleich　wie　die　Transzendental－

philosophie．　Es　bezeichnet　ntimlich　den　Begriff　bei　der　deutschen　Schulmetaphysik

und　den　bei　Kantische　Philosophie．

　　Aufgrund　eingehender　Analyse　wird　deutlich，　dass　das　Merl〈mal　der　Erkenntnis

aus　bloBen　Begriffen　im　allgemeinen　das　Voraussetzen　des　Begriffs　von　Gegen－

stand　ist．　Mit　anderen　Worten　muss　jene　Erkenntnis　auf　den　Begriff　als　Gegebenes

angeWiesen　se加．　Aber　folgendermaBen　scheiden　sich　zwei　Wege　der　Erkenntnis
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