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一

は
じ
め
に

「
種
の
論
理
」
と
い
う
仕
方
で
時
代
に
対
峙
し
よ
う
と
し
た
田
辺
は
、
時
局
が
ま
さ
に
苛
烈
さ
を
極
め
よ
う
と
し
て
い
た
一
九
四
二

年
か
ら
一
九
四
四
年
の
秋
ま
で
の
ほ
ぼ
三
年
の
間
、
数
回
の
講
演
を
除
い
て
自
説
を
積
極
的
に
世
に
問
う
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。
こ
の

沈
黙
の
理
由
を
後
に
田
辺
は
、「
国
家
と
自
己
と
の
矛
盾
か
ら
、
延
い
て
自
己
自
身
の
分
裂
絶
望
に
悩
ま
さ
れ
」（
七
・
二
五
四（

1
）

）
た
こ

と
に
あ
っ
た
と
振
り
返
っ
て
い
る
。『
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
』
の
「
序
」（
一
九
四
五
年
十
月
）
に
お
い
て
、
こ
の
こ
と
は
、「
国
政

の
釐
革
に
関
し
て
苟
も
言
う
べ
き
も
の
が
あ
る
な
ら
ば
、
た
だ
沈
黙
す
る
の
は
国
家
に
対
す
る
不
忠
実
で
は
な
い
か
、
と
い
う
念
慮
」

（
九
・
三
）
と
、「
平
時
な
ら
ば
当
然
な
る
斯
か
る
行
動
も
、
戦
時
敵
前
に
国
内
思
想
の
分
裂
を
暴
露
す
る
恐
あ
る
以
上
は
、
許
さ
る
べ

き
で
は
な
い
と
い
う
自
制
」（
同
）
と
の
ジ
レ
ン
マ
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
時
期
田
辺
は
か
つ
て
の
よ
う
に
哲
学
を
武
器
と
し

て
現
実
に
批
判
的
に
対
峙
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

国
家
の
理
性
的
根
拠
を
発
見
す
る
と
い
う
「
種
の
論
理
」
の
実
践
的
動
機
は
、
国
家
の
理
念
的
像
を
携
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ず
か
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ら
現
実
の
国
家
に
対
す
る
批
判
と
い
う
機
能
を
果
た
す
。
と
こ
ろ
が
、「
非
常
時
」
と
い
う
現
実
が
田
辺
か
ら
こ
の
姿
勢
を
奪
う
。
こ

の
方
向
の
延
長
線
上
に
は
現
実
の
国
家
の
あ
り
方
を
そ
の
ま
ま
の
か
た
ち
で
是
認
せ
ざ
る
を
え
な
い
態
度
が
控
え
て
い
る
。
日
本
の
敗

色
が
濃
厚
と
な
っ
て
い
た
一
九
四
三
年
五
月
に
行
わ
れ
た
講
演
「
死
生
」
に
お
け
る
田
辺
の
発
言
が
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ

た
。「
も
は
や
平
常
時
の
如
く
我
々
は
国
と
自
己
と
に
隔
り
を
お
く
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
」（
八
・
二
六
〇
）
と
し
た
上
で
、
田
辺
は
国

家
と
個
人
と
の
一
体
性
の
意
義
を
神
の
絶
対
性
を
実
現
す
る
も
の
と
み
な
し
、
そ
こ
に
「
自
己
が
生
き
死
ぬ
る
の
で
な
く
、
神
、
絶
対

に
よ
っ
て
死
な
し
め
ら
れ
且
つ
生
か
し
め
ら
れ
る
」（
同
）
境
位
が
成
立
す
る
こ
と
を
説
い
た
の
で
あ
る
。

田
辺
の
思
想
を
扱
う
上
で
避
け
て
通
れ
な
い
問
題
は
、
こ
の
よ
う
な
主
張
が
時
局
を
ふ
ま
え
た
単
な
る
一
過
的
な
発
言
と
し
て
片
付

け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
個
人
と
国
家
と
の
合
一
を
強
調
す
る
こ
の
主
張
は
、
あ
く
ま
で
も
「
国
家

の
危
急
」（
同
）
と
い
う
例
外
的
事
態
に
お
い
て
妥
当
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
は
い
る
。
し
か
し
、
田
辺
に
と
っ
て
個
人
の
真

の
人
格
と
自
由
と
は
本
質
的
に
国
家
を
必
要
条
件
と
し
て
達
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
太
平
洋
戦
争
開
戦
直
前
に
発
表
さ

れ
た
小
論
「
国
家
の
道
義
性
」（
一
九
四
一
年
一
〇
月
）
の
中
で
田
辺
は
、「
個
人
に
於
て
は
自
己
を
超
え
る
国
家
へ
の
献
身
と
い
う
否

定
な
く
し
て
絶
対
へ
の
参
与
は
な
い
」（
八
・
二
〇
七
）
と
言
う
。
国
家
の
存
在
と
そ
の
行
動
の
正
当
化
の
根
拠
、
つ
ま
り
そ
の
「
道

義
性
」
を
闡
明
に
し
よ
う
と
す
る
意
図
に
お
い
て
、「
死
生
」
よ
り
も
田
辺
の
批
判
精
神
は
発
揮
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
も
の
の
、「
個

人
は
国
家
の
内
に
死
す
る
こ
と
に
於
て
生
き
、
国
家
は
個
人
を
生
か
す
こ
と
に
於
て
自
ら
生
き
る
」（
八
・
二
〇
八
）
と
説
く
田
辺
の

立
場
は
右
の
「
死
生
」
の
そ
れ
と
原
理
的
に
地
続
き
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
も
そ
も
「
種
の
論
理
」
の
提
唱
当
初
か
ら
国
家
に
は
個
人
が
真
実
の
個
人
に
な
る
た
め
の
場
と
い
う
地
位
が
与
え
ら
れ
て
い
た
。

そ
の
限
り
で
は
こ
う
し
た
国
家
主
義
的
言
説
の
芽
は
初
め
か
ら
田
辺
の
思
想
の
中
に
存
在
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
決
し
て 

見
逃
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
田
辺
の
初
期
の
国
家
論
が
理
念
性
と
現
実
性
と
の
二
重
性
を
内
包
し
て
い
た
と
い
う
事
実
で
あ
る（

2
）

。

別
言
す
れ
ば
、
国
家
の
特
権
性
が
述
べ
ら
れ
る
に
し
て
も
、
そ
の
場
合
に
は
常
に
あ
る
べ
き
国
家
と
現
に
あ
る
国
家
と
の
区
別
が
念
頭
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に
置
か
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
あ
る
時
期
を
境
に
し
て
、
こ
の
微
妙
な
均
衡
が
崩
れ
、
国
家
の
類
的
な
理
念
性
そ
の
も
の
よ
り
も
類
的

な
も
の
の
現
実
化
と
し
て
の
国
家
と
い
う
観
点
が
前
面
に
押
し
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
境
と
見
な
さ
れ
る
の
が
、
一
九
三
九
年

に
発
表
さ
れ
た
「
国
家
的
存
在
の
論
理
」
で
あ
る
。
田
辺
は
戦
後
自
ら
の
国
家
理
解
の
誤
り
が
、「
理
性
の
同
一
性
を
脱
却
し
な
か
っ

た
為
に
、
私
の
始
終
批
判
し
つ
つ
あ
っ
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
合
理
主
義
に
自
ら
顛
落
し
、
彼
の
如
く
国
家
を
絶
対
化
し
て
個
人
の
自
由
を
そ

れ
に
同
化
す
る
傾
向
を
免
れ
え
な
か
っ
た
」（
七
・
二
五
三
）
点
に
あ
っ
た
こ
と
を
告
白
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
国
家
の
絶
対
化
と

い
う
傾
向
が
最
も
顕
著
な
か
た
ち
で
現
わ
れ
て
い
る（

3
）

。
こ
の
論
文
が
「
田
辺
哲
学
最
大
の
問
題
作（

4
）

」
と
言
わ
れ
る
所
以
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
「
種
の
論
理
」
の
国
家
主
義
的
な
変
質
は
何
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
40
年
代
前
半
の

田
辺
の
思
想
的
沈
黙
あ
る
い
は
〝
挫
折
〞、
そ
し
て
そ
の
向
こ
う
側
に
開
か
れ
る
こ
と
に
な
る
「
懺
悔
道
」
と
い
う
思
索
の
新
生
と
い

う
田
辺
哲
学
の
流
れ
を
見
据
え
た
と
き
に
、
ま
ず
念
頭
に
浮
か
ぶ
の
は
こ
の
よ
う
な
問
い
で
あ
ろ
う（

5
）

。
し
か
し
な
が
ら
、
本
稿
の
目
的

は
こ
の
問
い
に
答
え
る
と
こ
ろ
に
は
置
か
れ
て
い
な
い
。
田
辺
の
国
家
主
義
の
発
露
と
見
な
さ
れ
る
「
国
家
的
存
在
の
論
理
」
以
降
の

思
想
に
つ
い
て
の
基
本
的
構
図
と
そ
れ
に
伴
う
問
題
を
十
分
に
ふ
ま
え
た
上
で
、
こ
こ
で
は
戦
前
の
田
辺
哲
学
の
最
終
局
面
を
別
の
視

点
か
ら
、
あ
る
固
有
の
価
値
を
も
っ
た
も
の
と
し
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
時
期
の
田
辺
の
思

索
が
国
家
主
義
一
色
に
染
ま
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
中
に
後
期
思
想
の
胎
動
と
も
い
え
る
も
の
が
見
て
取
れ
る
と
い
う

こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

で
は
そ
の
「
別
の
視
点
」
と
は
何
か
。
こ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
前
に
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
重
要
な
事
実
が
あ

る
。
そ
れ
は
「
国
家
的
存
在
の
論
理
」
が
戦
前
の
田
辺
哲
学
の
最
後
の
重
要
な
論
文
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で

の
田
辺
解
釈
は
、
こ
の
論
文
を
前
期
の
田
辺
の
到
達
点
と
見
な
し
、
そ
の
国
家
論
の
〝
破
綻
〞
を
「
懺
悔
道
」
の
立
場
に
直
結
さ
せ

る
傾
向
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
田
辺
は
沈
黙
に
入
る
以
前
に
な
お
も
重
要
な
論
稿
を
残
し
て
い
る
。
そ
れ
が
「
永
遠
・
歴
史
・
行
為
」

（
一
九
四
〇
年
一
〇

－

一
二
月
）
で
あ
る
。「
種
の
論
理
」
の
諸
論
稿
は
そ
の
年
の
秋
か
ら
冬
、
場
合
に
よ
っ
て
は
翌
年
に
か
け
て
『
哲
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四

學
研
究
』
に
発
表
さ
れ
る
の
が
常
で
あ
っ
た
が
、
こ
う
し
た
仕
方
で
発
表
さ
れ
た
最
後
の
完
成
論
文
が
こ
の
「
永
遠
・
歴
史
・
行
為
」

で
あ
る（

6
）

。
し
た
が
っ
て
、
戦
前
の
田
辺
の
思
想
展
開
を
跡
づ
け
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
論
稿
の
考
察
を
欠
く
こ
と
は
で
き
な
い
は

ず
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
こ
の
論
文
が
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
な
か
っ
た
の
に
は
十
分
な
理
由
が
あ
る
。
こ
こ
に
は
「
種
の
論
理
」
は
お

ろ
か
、
前
年
に
あ
れ
ほ
ど
盛
ん
に
論
じ
ら
れ
て
い
た
国
家
の
問
題
で
す
ら
ほ
と
ん
ど
登
場
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
「
永
遠
・
歴

史
・
行
為
」
の
主
題
は
時
間
で
あ
る
。
田
辺
哲
学
全
体
を
見
渡
し
て
も
、
こ
れ
ほ
ど
時
間
に
つ
い
て
ま
と
ま
っ
た
叙
述
が
展
開
さ
れ
る

論
文
は
な
い
。
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
前
期
の
田
辺
哲
学
を
国
家
主
義
に
収
斂
す
る
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
に
お
い
て
描
こ
う
と
す
る

場
合
に
は
、
こ
の
論
文
の
主
題
は
例
外
的
な
問
題
と
し
て
視
野
の
外
に
置
か
れ
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
時
間
と
い
う
問
題
へ
の
関
心
は
田
辺
の
国
家
論
と
緊
密
に
結
合
し
て
い
る
。
両
者
を
つ
な
ぐ
も
の
を
歴
史
主
義
に

見
る
と
い
う
の
が
本
稿
の
視
点
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
を
理
解
す
る
た
め
に
は
こ
の
時
期
に
田
辺
に
生
じ
た
緩
や
か
な
思
索
の
変
容
、

す
な
わ
ち
「
絶
対
無
」
の
「
還
相
」
面
の
注
目
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
は
往

相
回
向
・
還
相
回
向
と
し
て
語
ら
れ
る
真
宗
の
根
本
概
念
で
あ
る
が
、
田
辺
は
こ
れ
を
相
対
と
絶
対
と
の
間
の
方
向
性
を
指
示
す
る
も

の
と
し
て
用
い
る
。
す
な
わ
ち
、
相
対
か
ら
絶
対
へ
と
い
う
方
向
が
「
往
相
」
で
あ
り
、
絶
対
か
ら
相
対
へ
と
い
う
方
向
が
「
還
相
」

で
あ
る
。
田
辺
に
お
い
て
絶
対
と
は
「
絶
対
無
」
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
媒
介
性
を
本
質
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、「
絶
対
無
」
が

媒
介
性
を
自
ら
の
本
質
に
組
み
入
れ
る
仕
方
に
も
「
往
相
」
面
と
「
還
相
」
面
が
あ
る
と
田
辺
は
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
有
限
的
存
在

を
出
発
点
と
し
て
立
て
、
そ
の
行
為
的
転
換
（
行
為
に
よ
る
自
覚
の
変
容
）
に
「
絶
対
無
」
を
発
現
さ
せ
る
媒
介
性
を
見
よ
う
と
い
う

の
が
「
往
相
」
的
な
「
絶
対
無
」
の
見
方
で
あ
る
。『
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
と
弁
証
法
』（
一
九
三
二
年
）
か
ら
「
社
会
存
在
の
論
理
」（
一

九
三
四

－

三
五
年
）
や
「
種
の
論
理
と
世
界
図
式
」（
一
九
三
五
年
）
に
代
表
さ
れ
る
初
期
の
「
種
の
論
理
」
の
立
場
は
こ
の
よ
う
な
も

の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
田
辺
は
「
絶
対
無
」
そ
れ
自
身
が
媒
介
性
の
構
造
を
内
蔵
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
必
然
的
に
そ
れ
が
同
時
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に
有
限
相
対
に
通
路
を
開
く
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
も
強
調
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
が
「
絶
対
無
」
の
「
還
相
」
面
で
あ
る
。

こ
う
し
た
側
面
へ
の
注
目
は
、
一
九
三
七
年
に
発
表
さ
れ
た
「
種
の
論
理
の
意
味
を
明
に
す
」
の
後
半
部
に
お
い
て
顕
著
と
な
り（

7
）

、

そ
の
後
こ
の
傾
向
は
加
速
し
て
い
く
。
媒
介
性
の
思
想
を
徹
底
す
る
な
ら
ば
、「
絶
対
無
」
は
「
往
相
」
的
に
も
「
還
相
」
的
に
も
捉

え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
原
理
的
な
問
題
意
識
に
支
え
ら
れ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
田
辺
が
歴
史
主
義
と
し
て
名
付
け
る
こ
と

に
な
る
思
想
は
、
こ
の
よ
う
な
「
還
相
」
の
論
理
の
、
し
か
も
以
下
に
お
い
て
論
じ
る
よ
う
に
、
そ
の
歴
史
哲
学
的
な
展
開
と
し
て
理

解
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
展
開
は
田
辺
に
お
い
て
は
ま
ず
は
国
家
に
つ
い
て
の
思
索
と
し
て
具
体
化
さ
れ

る
。
そ
れ
が
「
国
家
的
存
在
の
論
理
」
に
他
な
ら
な
い
。
田
辺
の
国
家
主
義
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
す
こ
ぶ
る
評
判
の
悪
い
、「
絶

対
無
」
の
「
応
現
存
在
」
と
し
て
の
国
家
と
い
う
発
想
は
、
田
辺
か
ら
す
れ
ば
「
絶
対
無
」
の
「
還
相
」
と
い
う
思
想
の
具
体
的
展
開

を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
続
く
「
永
遠
・
歴
史
・
行
為
」
は
国
家
論
と
し
て
具
体
化
さ
れ
た
「
還
相
」
の
哲
学
の
、
時
間
論

と
い
う
次
元
に
お
け
る
原
理
的
な
探
究
と
い
う
意
味
と
位
置
を
も
つ
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
田
辺
に
よ
れ
ば
、
時
間
の
「
統
一
の
根
柢

た
る
永
遠
の
、
時
に
還
相
す
る
連
続
性
が
、
軽
視
せ
ら
れ
」（
七
・
一
一
三
）
た
よ
う
な
か
つ
て
の
「
偏
頗
を
矯
正
し
、
時
間
論
と
歴

史
観
と
の
、
永
遠
に
対
す
る
往
相
の
一
面
性
を
修
正
し
よ
う
と
欲
す
る
要
求
」（
同
）
が
こ
の
論
文
執
筆
の
動
機
な
の
で
あ
る
。
こ
こ

に
お
い
て
主
張
さ
れ
る
「
歴
史
主
義
的
時
間
存
在
論
」（
七
・
一
二
一
）
は
、
田
辺
の
歴
史
主
義
的
哲
学
の
宣
言
に
他
な
ら
な
い
。
こ

こ
で
明
確
に
提
唱
さ
れ
る
歴
史
主
義
と
い
う
立
場
は
、
そ
の
後
の
田
辺
哲
学
を
貫
く
立
脚
地
と
な
っ
て
い
く（

8
）

。

こ
の
よ
う
に
捉
え
る
な
ら
ば
、
全
く
脈
絡
の
な
い
も
の
の
よ
う
に
見
え
た
国
家
論
と
時
間
論
と
は
、
い
わ
ば
田
辺
の
歴
史
主
義
の
具

体
論
と
原
理
論
と
し
て
統
一
的
に
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
両
者
の
連
関
を
見
据
え
つ
つ
、
田
辺
の
歴
史
主

義
に
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
が
本
稿
の
課
題
で
あ
る
。
ま
ず
は
、
田
辺
の
国
家
論
を
〝
歴
史
主
義
的
〞
国
家
論
と
し
て
解
釈
し
た
上

で
、
田
辺
の
歴
史
主
義
の
原
理
論
す
な
わ
ち
歴
史
主
義
的
時
間
論
の
意
味
に
迫
っ
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
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一
　
無
の
「
応
現
」
と
し
て
の
国
家

「
国
家
的
存
在
の
論
理
」
に
お
け
る
田
辺
の
国
家
論
に
お
い
て
最
も
我
々
の
注
意
を
引
く
の
が
、
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
国
家
を

「
絶
対
無
」
の
「
応
現
的
存
在
」
と
し
て
捉
え
る
主
張
で
あ
る
。「
応
現
」
と
は
『
金
光
明
経
』
に
由
来
す
る
仏
教
の
言
葉
で
あ
り
、

「
機
に
応
じ
て
身
を
現
ず
る
」（
七
・
六
〇
）
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
と
言
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
非
形
象
的
な
無

が
形
を
持
つ
も
つ
も
の
と
し
て
現
実
に
現
わ
れ
た
も
の
が
国
家
と
見
な
さ
れ
る
。
田
辺
の
言
葉
を
用
い
れ
ば
、「
無
の
絶
対
性
の
要
求

に
応
ず
る
媒
介
と
し
て
、
そ
れ
自
身
絶
対
性
を
擬
せ
ら
れ
、
絶
対
無
に
準
ず
る
絶
対
有
と
し
て
恒
存
す
る
」（
七
・
六
六
）
よ
う
な
存

在
が
国
家
な
の
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
国
家
は
決
し
て
絶
対
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
「
擬
制
的
絶
対 quasiabsolutum

 

と

も
い
う
べ
き
も
の
に
止
ま
る
」（
七
・
六
一
）
と
言
わ
れ
て
は
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
主
張
に
お
い
て
は
国
家
に
地
上
に
お
け
る
絶
対

者
と
し
て
の
優
越
性
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
で
は
な
ぜ
、
田
辺
は
こ
こ
で
新
た
に
「
応
現
」
と
い
う
考
え
を
用

い
て
国
家
の
あ
り
方
を
説
明
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
次
の
二
点
が
考
え
ら
れ
る
。

一
つ
目
の
理
由
と
し
て
、
国
家
論
に
向
け
ら
れ
た
批
判
に
応
答
す
る
た
め
に
「
応
現
」
と
い
う
発
想
が
提
起
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
田
辺
は
こ
の
論
文
で
、
事
実
性
と
規
範
性
を
分
離
す
る
態
度
を
批
判
し
、
存
在
は
同
時
に
当
為
と
し
て
も
考
え
ら

れ
る
べ
き
こ
と
を
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
主
張
は
自
身
の
国
家
論
に
向
け
ら
れ
た
批
判
を
意
識
し
て
言
わ
れ
た
も
の
で

あ
る
。
田
辺
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

…
斯
か
る
〔
社
会
存
在
の
論
理
で
説
い
た
種
と
個
と
の
相
互
媒
介
と
し
て
の
〕
国
家
は
現
実
の
存
在
で
な
く
単
な
る
当
為
理
念
に

止
ま
る
と
い
う
批
評
を
受
け
た
。
私
は
斯
か
る
批
評
が
正
に
、
現
実
の
有
す
る
存
在
当
為
相
即
の
実
践
的
意
味
を
無
視
す
る
抽
象

の
結
果
な
る
こ
と
を
、
主
張
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
（
七
・
三
〇
）。
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田
辺
が
念
頭
に
お
い
て
い
る
こ
の
「
批
評
」
が
実
際
に
誰
に
よ
る
も
の
か
は
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
お
そ
ら
く
は
戸
坂
潤
の

次
の
よ
う
な
発
言
を
意
識
し
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。

…
大
事
な
点
は
、
博
士
が
こ
こ
で
推
奨
し
て
已
ま
ぬ
国
家
な
る
も
の
が
、
理
念
国
家
で
あ
り
、
或
い
は
之
を
ヘ
ー
ゲ
ル
的
発
出
論

か
ら
救
う
た
め
に
云
う
な
ら
、
云
わ
ば
無
的
国
家
な
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
現
実
の
日
本
や
支
那
・
満
州
や
イ
タ
リ
ア
や
エ
チ
オ

ピ
ア
の
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
点
だ
。
道
徳
的
実
践
の
理
想
と
し
て
の
国
家
は
か
か
る
意
味
を
有
つ
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
夫
が

現
実
の
国
家
と
ど
う
い
う
具
体
的
な
実
際
関
係
に
あ
る
か
は
、
問
題
で
は
な
い
（
民
族
に
就
い
て
も
こ
の
点
変
り
は
な
い
の
で
あ

る（
9
）

）。

戸
坂
の
こ
の
批
判
の
要
点
は
、
田
辺
の
主
張
に
は
国
家
の
現
実
的
・
具
体
的
分
析
が
欠
け
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
も
し
こ
の

批
判
を
田
辺
が
意
識
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
本
質
的
に
は
田
辺
は
戸
坂
の
批
判
に
は
応
え
て
い
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
田
辺
が

対
置
す
る
の
は
、
依
然
と
し
て
理
念
と
現
実
の
関
係
性
を
め
ぐ
る
理
論
上
の
問
題
に
と
ど
ま
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
し
て

も
、
理
念
的
な
も
の
を
現
実
に
引
き
寄
せ
る
必
然
性
が
「
応
現
」
と
い
う
仕
方
で
具
体
化
さ
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ

ち
、
当
為
が
即
事
実
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
超
越
的
な
規
範
を
絶
え
ず
現
実
化
す
る
実
践
の
立
場
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
が
、
そ

れ
が
単
な
る
形
式
論
以
上
の
も
の
た
り
得
て
い
る
所
以
は
、
実
践
の
舞
台
が
建
設
さ
れ
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
つ
つ
、
す

で
に
絶
対
的
な
も
の
と
し
て
現
前
し
て
い
る
国
家
と
見
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
後
者
の
側
面
を
強
調
し
た
概
念
が
「
応
現
」
に

他
な
ら
な
い（

10
）

。

二
つ
の
目
の
理
由
は
、
田
辺
の
哲
学
的
立
場
そ
の
も
の
に
関
わ
る
。
す
で
に
確
認
し
た
よ
う
に
、「
種
の
論
理
の
意
味
を
明
に
す
」

の
時
期
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
「
絶
対
無
」
の
「
還
相
」
と
い
う
発
想
は
そ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
は
象
徴
と
し
て
具
体
化
さ
れ
る
こ
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と
に
な
る（

11
）

。
た
だ
、「
絶
対
無
」
の
現
象
面
を
表
す
た
め
に
こ
こ
で
田
辺
が
選
ん
だ
概
念
は
象
徴
で
は
な
く
「
応
現
」
で
あ
っ
た（

12
）

。
す

な
わ
ち
、「
無
の
応
現
」
こ
そ
が
「
絶
対
無
の
還
相
に
当
る
」（
七
・
六
一
）
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
田
辺
は
、
無
の
場
所
的
理

解
を
批
判
す
る
こ
と
に
急
な
る
あ
ま
り
、
無
の
可
能
性
を
行
為
に
お
い
て
の
み
捉
え
よ
う
と
し
た
か
つ
て
の
立
場
が
「
今
か
ら
考
え
れ

ば
矢
張
反
対
の
抽
象
」（
同
）
に
陥
っ
て
い
た
こ
と
を
認
め
る
。
す
な
わ
ち
、「
無
の
場
所
的
直
接
態
が
却
て
絶
対
を
無
か
ら
有
に
転
化

せ
し
め
る
抽
象
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
単
に
絶
対
否
定
の
行
為
的
立
場
に
立
つ
の
は
、
反
対
に
無
を
無
と
し
て
無
媒
介
な
ら
し
め

る
反
対
の
方
向
に
於
け
る
抽
象
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
」（
同
）。「
絶
対
媒
介
の
論
理
」
を
貫
徹
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
無

を
有
と
は
隔
絶
さ
れ
た
孤
立
的
存
在
と
し
て
し
ま
う
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
有
と
の
媒
介
関
係
を
持
つ
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
必
要
が

あ
る
。
ゆ
え
に
、
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。

今
や
有
と
無
と
の
綜
合
が
絶
対
無
そ
の
も
の
に
於
て
ま
で
対
自
化
せ
ら
れ
、
そ
れ
に
依
っ
て
媒
介
が
徹
底
せ
ら
れ
る
。
こ
れ
が
絶

対
無
の
応
現
と
し
て
の
媒
介
的
存
在
の
現
成
で
あ
る
。
私
は
之
を
以
て
始
め
て
能
く
弁
証
法
を
完
成
し
得
る
も
の
と
考
え
ざ
る
を

得
な
い
（
七
・
六
二
）。

し
か
し
、「
応
現
」
と
し
て
の
国
家
と
い
う
発
想
は
そ
れ
ま
で
の
田
辺
の
思
想
の
延
長
線
上
に
位
置
付
く
も
の
で
あ
る
だ
け
で
は
な

い
。
そ
れ
は
一
面
に
お
い
て
は
、「
種
の
論
理
」
の
構
想
そ
の
も
の
か
ら
の
逸
脱
と
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
国
家
が

田
辺
の
思
索
の
中
心
を
占
め
る
に
至
っ
た
こ
と
が
逸
脱
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。「
社
会
的
な
も
の
」
の
由
来
を
発
見
す
る
こ
と
を
介

し
て
国
家
の
理
性
的
根
拠
を
探
る
こ
と
を
実
践
的
動
機
と
す
る
「
種
の
論
理
」
は
当
初
か
ら
国
家
の
問
題
を
中
心
的
課
題
と
し
て
い

た
。
し
た
が
っ
て
、「
種
の
論
理
」
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
論
文
に
お
い
て
国
家
の
使
命
を
声
高
に
叫
ぶ
田
辺
の
姿
勢
が
こ

と
さ
ら
に
批
判
さ
れ
る
べ
き
点
で
は
な
い
。
問
題
は
よ
り
原
理
的
な
レ
ベ
ル
に
潜
ん
で
い
る
。「
種
の
論
理
の
意
味
を
明
に
す
」
に
お
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い
て
田
辺
が
強
調
し
て
い
た
よ
う
に
、「
絶
対
媒
介
の
論
理
」
が
「
種
の
論
理
」
た
る
理
由
は
、
種
が
否
定
的
媒
介
性
で
あ
る
と
こ
ろ

に
存
し
て
い
る（

13
）

。
と
こ
ろ
が
、
田
辺
は
こ
の
論
文
に
お
い
て
、
そ
れ
と
し
て
明
言
す
る
こ
と
な
く
、
否
定
的
媒
介
性
と
い
う
役
割
を
種

か
ら
国
家
へ
と
ず
ら
し
て
い
る
。「
無
の
応
現
は
無
の
否
定
た
る
有
に
し
て
而
も
無
の
現
成
た
る
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
具
体
的

に
、
無
い
こ
と
に
於
て
有
る
、
と
い
う
否
定
的
媒
介
の
存
在
と
い
わ
れ
る
」（
七
・
六
一
）
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
否
定
的
媒
介
性

と
い
う
田
辺
の
論
理
の
根
幹
を
支
え
る
も
の
は
も
は
や
種
で
は
な
く
国
家
の
方
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
主
張
が
従
来
の
「
種
の
論
理
」

の
枠
組
み
を
踏
み
越
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
こ
の
踏
み
越
え
は
田
辺
に
お
い
て
自
覚
的
に
な
さ
れ
て

い
る
。「
国
家
的
存
在
の
論
理
」
と
い
う
言
い
方
に
は
、
お
そ
ら
く
「
絶
対
媒
介
の
論
理
」
を
そ
れ
ま
で
の
「
社
会
存
在
の
論
理
」
と

は
別
の
仕
方
で
展
開
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
の
構
想
の
改
変
は
否
定
的
媒
介
性
の
所
在
を
種
か

ら
類
へ
移
行
さ
せ
る
以
上
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
国
家
が
無
の
絶
対
性
を
体
現
す
る
「
応
現
的
存
在
」
と
見
な
さ
れ
て

い
る
以
上
、
か
つ
て
種
の
自
己
疎
外
性
に
見
ら
れ
て
い
た
絶
対
性
に
対
す
る
否
定
的
な
他
者
性
は
、
こ
こ
に
お
い
て
は
希
薄
化
せ
ざ
る

を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
国
家
が
無
の
否
定
的
媒
介
存
在
と
主
張
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
否
定
性
は
無
で
は
な
い
有
と
い
う
形
式
的

な
意
味
以
上
の
も
の
で
は
な
い
。

種
と
い
う
概
念
が
消
え
て
し
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
田
辺
は
国
家
が
主
体
と
基
体
つ
ま
り
個
と
種
の
総
合
と
し
て
考
え
ら
れ

る
と
い
う
こ
と
を
繰
り
返
し
主
張
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
種
に
与
え
ら
れ
て
い
る
意
味
合
い
は
そ
れ
以
上
の
も
の
で
は
な
い
。

説
か
れ
て
い
る
の
は
、
個
も
種
も
そ
れ
だ
け
で
は
自
立
的
に
存
在
し
得
ず
、
そ
の
交
互
媒
介
態
と
し
て
の
国
家
こ
そ
が
最
も
具
体
的
で

自
立
的
な
存
在
で
あ
る
と
い
う
点
だ
け
で
あ
る
（
七
・
六
九

－

七
〇
）。
こ
の
よ
う
な
個
と
種
に
対
す
る
国
家
の
優
位
性
と
い
う
立
場
に

お
い
て
は
、
種
は
類
的
な
も
の
の
単
な
る
構
成
要
素
の
一
つ
に
す
ぎ
ず
、
か
つ
て
の
よ
う
に
類
の
根
拠
と
い
う
意
義
を
も
つ
も
の
で
は

な
い
。
な
る
ほ
ど
、
類
の
根
拠
は
「
類
化
さ
れ
た
種
」
に
相
当
す
る
国
家
に
あ
る
と
い
う
基
本
的
枠
組
み
は
踏
襲
さ
れ
て
は
い
る
。
し

か
し
、
個
体
が
類
的
な
存
在
へ
と
変
容
す
る
際
に
潜
り
抜
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
「
有
限
性
の
自
覚
」
を
可
能
と
す
る
種
的
な
も
の
の
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媒
介
性
へ
の
顧
慮
は
こ
こ
で
は
皆
無
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。「
個
の
論
理
」
が
機
能
不
全
に
陥
っ
て
い
る
こ
と
が
「
種
の
論

理
」
の
挫
折
の
原
因
で
あ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
「
個
の
論
理
」
が
機
能
し
な
く
な
っ
て
い
る
ど
こ
ろ
か（

14
）

、

「
国
家
的
存
在
の
論
理
」
は
そ
も
そ
も
「
種
の
論
理
」
と
は
見
な
し
難
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
国
家
的
存
在
の

論
理
」
の
最
大
の
問
題
点
で
あ
ろ
う
。

二
　「
存
在
の
原
型
」
と
し
て
の
国
家
と
歴
史
主
義

以
上
の
点
を
ふ
ま
え
る
な
ら
ば
、「
国
家
的
存
在
の
論
理
」
と
そ
れ
ま
で
の
「
種
の
論
理
」
と
の
間
に
は
大
き
な
溝
が
あ
る
と
言
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
「
国
家
的
存
在
の
論
理
」
は
、
明
ら
か
に
「
種
の
論
理
」
そ
の
も
の
と
し
て
は
〝
後
退
〞
し
て
い
る
。
あ

る
い
は
そ
の
自
己
解
体
と
い
っ
て
も
決
し
て
言
い
過
ぎ
で
は
な
い
。
そ
れ
と
引
き
換
え
に
田
辺
が
手
に
入
れ
た
も
の
は
、
自
ら
の
思
想

の
歴
史
哲
学
的
展
開
で
あ
っ
た
。「
種
の
論
理
の
意
味
を
明
に
す
」
の
後
半
部
に
お
い
て
「
未
だ
一
度
も
歴
史
哲
学
を
標
榜
し
な
か
っ

た
」（
六
・
五
一
七
）
と
述
べ
て
い
た
田
辺
が
、
こ
こ
に
お
い
て
は
自
説
の
歴
史
哲
学
的
意
義
に
つ
い
て
積
極
的
に
語
り
始
め
る
。
実

際
、「
国
家
的
存
在
の
論
理
」
は
以
下
の
よ
う
な
一
文
を
も
っ
て
始
ま
る
。

社
会
存
在
の
構
造
を
、
種
的
基
体
と
個
的
主
体
と
の
対
立
契
機
の
類
に
於
け
る
実
践
的
な
る
基
体
即
主
体
の
否
定
的
統
一
と
し

て
、
之
を
国
家
の
原
型
の
下
に
論
理
的
に
思
考
し
よ
う
と
欲
す
る
私
に
と
っ
て
は
、
社
会
存
在
の
論
理
は
必
然
に
歴
史
の
論
理
を

含
意
し
、
お
の
ず
か
ら
そ
れ
に
ま
で
発
展
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
を
要
求
す
る
（
七
・
二
七
）。

「
私
の
関
心
は
も
と
よ
り
初
め
か
ら
歴
史
哲
学
の
問
題
に
あ
っ
た
」（
同
）
と
述
べ
る
田
辺
が
そ
の
当
初
か
ら
の
目
論
み
を
実
現
し
た
の

は
、「
歴
史
は
必
ず
そ
の
主
体
た
る
国
家
か
ら
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
同
）
と
い
う
テ
ー
ゼ
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
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ち
、
こ
こ
で
の
田
辺
の
「
国
家
的
存
在
の
論
理
」
は
同
時
に
「
国
家
的
歴
史
哲
学
」（
七
・
三
五
）
に
他
な
ら
な
い
。「
種
の
論
理
」
と

い
う
観
点
か
ら
は
明
ら
か
な
逸
脱
で
あ
っ
た
「
国
家
的
存
在
の
論
理
」
は
、
同
時
に
田
辺
に
と
っ
て
自
ら
の
歴
史
哲
学
の
構
想
の
完
成

の
場
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
際
に
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
が
、
国
家
は
「
存
在
の
原
型
」
で
あ
る
と
い
う
田
辺
の
主
張
で
あ
る
。「
応
現
」
と
い
う

概
念
の
影
に
隠
れ
て
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
て
来
な
か
っ
た
と
言
え
る
が
、「
応
現
」
と
い
う
概
念
以
上
に
田
辺
が
こ
こ
で
繰

り
返
し
強
調
す
る
の
が
こ
の
規
定
で
あ
る
。
し
か
し
、
理
念
性
や
規
範
性
と
も
不
可
分
な
極
め
て
特
殊
な
存
在
形
態
で
あ
る
は
ず
の
国

家
を
「
存
在
の
原
型
」
を
見
な
す
田
辺
の
「
基
礎
的
存
在
論
」
は
そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
な
意
味
で
可
能
と
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
問
い
を
考
え
る
に
際
し
て
最
も
重
要
な
の
は
、
国
家
が
実
践
的
・
動
的
組
織
性
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
は
、「
国
家
を
存
在
の
原
型
と
考
え
る
場
合
に
最
も
顕
著
な
る
点
は
、
そ
れ
が
基
体
と
主
体
と
の
否
定
的
媒
介
と
し
て
対
立
契
機
の

統
一
な
る
二
重
性
を
有
し
、
そ
れ
自
身
の
内
部
に
実
践
的
媒
介
性
を
有
す
る
動
的
組
織
な
る
こ
と
で
あ
る
」（
七
・
四
五
）
と
述
べ
ら

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
よ
う
。
田
辺
に
よ
れ
ば
、
種
と
個
は
共
に
あ
く
ま
で
も
存
在
す
る
も
の
の
構
成
要
素
で
あ
り
、
そ

れ
ぞ
れ
独
立
に
一
方
と
は
無
関
係
な
か
た
ち
で
存
在
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
存
在
す
る
も
の
の
具
体
相
は
、
両
者
の
契
機
が
相
互

に
浸
透
し
合
っ
た
媒
介
態
で
あ
る
。
田
辺
が
組
織
性
と
い
う
概
念
で
表
現
し
よ
う
と
す
る
は
こ
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
国
家
と

は
、「
種
個
の
交
互
的
媒
介
の
対
自
態
」（
七
・
七
〇
）
と
し
て
の
「
組
織
的
実
践
的
媒
介
存
在
」（
七
・
七
四
）
に
他
な
ら
な
い
。
こ

う
し
た
国
家
の
本
質
規
定
に
よ
っ
て
、
国
家
を
「
存
在
の
原
型
」
と
理
解
す
る
自
ら
の
主
張
が
正
当
化
さ
れ
る
と
田
辺
は
考
え
る
。
す

な
わ
ち
、
社
会
は
程
度
の
差
は
あ
れ
何
ら
か
の
仕
方
で
組
織
化
さ
れ
た
も
の
と
し
て
存
在
す
る
、
あ
る
い
は
組
織
性
と
い
う
形
態
に
お

い
て
自
ら
を
現
わ
し
た
存
在
が
国
家
に
他
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
、「
存
在
の
原
型
」
と
し
て
の
国
家
と
い
う
田
辺
の
主
張
の
意
味
で
あ

る
。
田
辺
の
言
葉
を
用
い
れ
ば
、「
社
会
が
社
会
で
あ
る
こ
と
が
出
来
る
の
は
、
そ
れ
が
国
家
的
媒
介
組
織
を
何
等
か
の
形
態
に
於
て

含
む
か
ら
」（
同
）
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
「
国
家
的
組
織
性
な
く
し
て
、
単
な
る
歴
史
的
社
会
が
あ
る
の
で
は
な
い
」（
七
・
七
六
）
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と
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

実
を
言
え
ば
、
こ
の
組
織
性
と
し
て
の
国
家
と
い
う
発
想
は
田
辺
独
自
の
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
考
え
は
、
お
そ
ら
く
は
田
辺
が
高

く
評
価
す
る
イ
ェ
リ
ネ
ク
の
主
張
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
イ
ェ
リ
ネ
ク
は
『
一
般
国
家
学
』
の
中
で
、
法

が
国
家
以
前
に
存
在
す
る
か
と
い
う
問
い
に
否
と
答
え
る
文
脈
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

…
ま
っ
た
く
組
織
さ
れ
な
い
社
会
な
る
も
の
は
歴
史
上
存
在
し
た
こ
と
が
な
い
以
上
、
法
は
、
た
と
え
そ
れ
が
き
わ
め
て
ゆ
る
や

か
な
も
の
で
あ
れ
、
組
織
さ
れ
た
社
会
集
団
を
前
提
と
す
る
。
そ
れ
自
体
の
上
に
は
い
か
な
る
団
体
を
も
有
し
な
い
、
組
織
化
さ

れ
た
あ
ら
ゆ
る
世
俗
的
な
社
会
（eine jede organisierte w

eltliche G
em

einschaft

）
が
、
国
家
で
あ
る（

15
）

。

こ
の
よ
う
に
見
る
な
ら
ば
、
田
辺
の
主
張
は
伝
統
的
な
国
家
学
の
中
に
正
統
な
位
置
を
占
め
る
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
な

く
は
な
い
。
た
だ
そ
う
は
い
っ
て
も
、
こ
の
田
辺
の
考
え
に
お
い
て
は
国
家
の
概
念
の
外
延
が
あ
ま
り
に
も
広
く
設
定
さ
れ
て
し
ま
っ

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

田
辺
も
こ
の
よ
う
な
危
惧
に
配
慮
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
国
家
が
「
歴
史
的
行
為
の
成
果
で
あ
る
と
共
に
そ
の
課
題
」
で
あ
る
と

い
う
点
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
「
存
在
即
当
為
」
と
い
う
二
重
性
を
持
つ
と
い
う
点
に
お
い
て
他
の
社
会
形
態
と
は
区
別
さ
れ

る
特
殊
性
を
維
持
し
う
る
と
田
辺
は
主
張
す
る
（
七
・
八
三（

16
）

）。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
「
当
為
」
と
不
離
の
関
係
に

立
つ
と
い
う
意
味
で
の
特
殊
性
で
あ
っ
て
、
存
在
形
態
そ
の
も
の
の
特
殊
性
で
は
な
い
。
し
か
も
、
そ
の
特
殊
性
は
国
家
を
「
存
在
の

原
型
」
と
見
な
す
田
辺
の
主
張
と
は
容
易
に
調
和
さ
れ
難
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

組
織
性
と
い
う
概
念
は
、
国
家
と
い
う
存
在
（
そ
れ
が
田
辺
の
言
う
よ
う
に
規
範
性
と
分
か
ち
難
い
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
）
を

理
解
す
る
に
際
し
て
は
あ
ま
り
に
も
一
般
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
む
し
ろ
そ
の
〝
一
般
性
〞
で
あ
る
。「
国
家
的
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組
織
性
な
く
し
て
、
単
な
る
歴
史
的
社
会
が
あ
る
の
で
は
な
い
」（
七
・
八
四
）
と
主
張
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
社
会
の
国
家
性
を
主
張

す
る
こ
と
は
、
同
時
に
「
国
家
的
組
織
性
」
の
諸
々
の
社
会
に
お
け
る
多
様
性
す
な
わ
ち
国
家
の
歴
史
性
を
含
意
し
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
国
家
は
実
現
さ
れ
る
べ
き
単
一
の
理
念
と
し
て
た
だ
歴
史
を
超
越
し
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
種
々
の
社
会
に
お
け
る
組
織
性
と

し
て
多
様
な
仕
方
で
歴
史
的
に
す
で
に
実
現
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、「
社
会
存
在
の
論
理
の
歴
史
論
理
的

条
件
を
確
立
す
る
」
と
い
う
こ
の
論
文
の
歴
史
哲
学
的
課
題
の
所
在
が
、「
社
会
存
在
の
歴
史
化
せ
ら
れ
る
の
は
国
家
に
於
て
で
あ
っ

て
、
社
会
と
歴
史
と
の
結
合
は
必
然
に
国
家
で
あ
り
、
国
家
と
共
に
歴
史
は
始
ま
る
と
思
惟
す
る
が
故
に
、
国
家
の
歴
史
的
存
在
性
を

明
に
す
る
こ
と
」
に
あ
る
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
（
七
・
二
八
）。

こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
国
家
の
歴
史
性
と
い
う
主
張
が
田
辺
に
お
い
て
ま
ず
最
初
に
歴
史
主
義
と
い
う
概
念
で
理
解
さ
れ
て

い
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
論
文
で
唯
一
登
場
す
る
歴
史
主
義
と
い
う
言
葉
は
こ
の
よ
う
な
意
味
合
い
に
お
い
て
用

い
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
立
場
の
抽
象
性
そ
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
国
家
論
の
不
十
分
性
を
批
判
す
る
文
脈
に

お
い
て
歴
史
主
義
と
い
う
言
葉
は
登
場
す
る
。

…
国
家
は
決
し
て
単
な
る
文
化
形
象
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
種
的
基
体
の
文
化
的
主
体
化
に
依
る
個
人
の
組
織
な
の
で
あ
っ

て
、
存
在
と
規
範
と
が
具
体
的
に
媒
介
し
合
う
主
体
的
実
践
的
存
在
な
の
で
あ
る
。
反
対
に
ケ
ル
ゼ
ン
の
如
き
純
粋
法
学
者
が
、

国
家
の
社
会
学
的
側
面
と
法
律
学
的
側
面
と
を
峻
別
し
て
、
国
家
学
を
前
者
か
ら
引
離
し
、
主
と
し
て
後
の
側
面
か
ら
当
為
規
範

の
体
系
と
し
て
純
粋
に
之
を
建
設
し
よ
う
と
欲
し
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
現
今
の
歴
史
主
義
的
乃
至
政
治
主

義
的
国
家
学
に
よ
っ
て
排
撃
し
去
ら
れ
た
の
も
、
同
じ
く
そ
の
立
場
の
抽
象
性
か
ら
考
え
て
当
然
の
理
由
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
。

私
は
ヘ
ー
ゲ
ル
さ
え
も
が
、
国
家
を
主
と
し
て
法
哲
学
の
立
場
の
み
か
ら
考
え
て
、
そ
の
民
族
的
基
体
的
契
機
の
歴
史
的
考
察
を

国
家
哲
学
の
展
開
に
十
分
媒
介
し
な
か
っ
た
こ
と
を
慊
ら
な
く
思
う
。
も
と
よ
り
彼
の
法
哲
学
は
歴
史
主
義
を
含
蓄
す
る
も
の
で
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あ
り
、
而
し
て
彼
の
歴
史
哲
学
は
多
分
に
国
家
の
本
質
に
関
す
る
深
き
洞
察
を
与
え
る
も
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
彼
の
青
年
時

代
の
独
逸
国
家
の
憲
法
制
定
に
対
す
る
強
き
実
践
的
関
心
が
、
一
層
具
体
的
な
る
民
族
的
歴
史
的
な
る
国
家
哲
学
に
結
実
し
な

か
っ
た
こ
と
を
遺
憾
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
（
七
・
三
九

－

四
〇
）。

し
か
し
な
が
ら
、
田
辺
の
国
家
論
が
歴
史
主
義
と
い
う
意
味
を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
に
国
家
の
本
質
が
時
代

的
・
地
域
的
な
被
制
約
性
と
分
か
ち
難
く
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
点
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
田
辺
が
語
る
国
家
の
構
造
そ
の

も
の
が
歴
史
主
義
的
な
意
義
を
担
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
田
辺
に
お
い
て
、
国
家
と
は
そ
れ
自
身
が
個
体
的
な
も
の
を
体

現
す
る
一
個
の
全
体
性
と
見
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
個
体
性
と
全
体
性
と
の
結
合
こ
そ
ま
さ
に
歴
史
主
義
の
一
般
的
特

徴
に
他
な
ら
な
い
。
田
辺
に
よ
れ
ば
、「
国
家
は
芸
術
品
や
宗
教
的
象
徴
と
異
な
り
、
そ
れ
自
ら
生
き
た
個
体
と
し
て
、
其
内
に
無
限

の
個
体
を
可
能
的
に
包
容
し
組
織
す
る
主
体
的
全
体
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」（
七
・
三
六
）
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
全
体
即
個
体
、

個
体
即
全
体
た
る
類
的
個
体
」（
七
・
七
〇
）
と
見
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
国
家
は
、「
個
人
の
個
体
に
対
す
る
全
体

で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
自
ら
他
の
国
家
に
対
し
て
は
個
体
で
あ
り
、
そ
れ
を
即
自
的
に
主
体
化
せ
し
め
る
媒
介
契
機
と
し
て
の
個
人

と
相
即
し
て
、
全
体
即
個
体
と
な
り
、
基
体
即
主
体
と
し
て
存
在
す
る
の
で
あ
る
」（
七
・
四
〇

－

四
一
）
と
も
言
わ
れ
る
。「
個
体
的
全

体
性
」
を
歴
史
主
義
の
根
本
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
据
え
た
の
は
ト
レ
ル
チ
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
に
お
い
て
、
田
辺
は
ト
レ
ル
チ
の
歴
史
主
義

と
の
思
想
的
な
連
関
を
は
っ
き
り
と
意
識
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
田
辺
が
繰
り
返
し
強
調
し
て
き
た
行
為
の
意
味
は
、
こ
こ
に
お
い

て
は
『
歴
史
主
義
と
そ
の
諸
問
題
』
に
お
い
て
説
か
れ
る
「
現
在
的
文
化
総
合
」（die gegenw

ärtige K
ultursynthese

）
と
重
ね
合

わ
さ
れ
る
（
七
・
二
九

－

三
〇
）。

し
か
し
、
国
家
を
そ
れ
自
身
個
体
的
で
主
体
的
な
全
体
性
と
見
な
す
考
え
は
、
マ
イ
ネ
ッ
ケ
の
『
近
代
史
に
お
け
る
国
家
理
性
の
理

念
』 （D

ie Idee des Staatsräson in der neueren G
eschichte, 

一
九
二
四
） 

に
お
け
る
主
張
と
近
い
と
も
言
え
よ
う
。
現
実
が
各
々
固
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有
の
法
則
に
よ
っ
て
動
く
個
体
的
な
も
の
に
満
た
さ
れ
て
い
る
と
い
う
感
覚
な
い
し
世
界
観
こ
そ
、
西
洋
が
体
験
し
た
「
思
考
の
最
大

の
革
命（

17
）

」
と
マ
イ
ネ
ッ
ケ
が
称
賛
し
て
止
ま
な
い
歴
史
主
義
と
い
う
思
想
で
あ
る
が
、
一
八
世
紀
に
ド
イ
ツ
に
お
い
て
成
立
し
つ
つ

あ
っ
た
こ
の
思
考
法
の
革
命
を
人
間
の
内
面
性
や
文
学
・
芸
術
に
と
ど
め
ず
国
家
の
領
域
に
ま
で
押
し
広
げ
た
の
が
他
な
ら
ぬ
ヘ
ー
ゲ

ル
と
見
な
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
ド
イ
ツ
歴
史
主
義
の
最
も
影
響
力
を
も
っ
た
開
拓
者
の
一
人
」
と
言
わ
れ
る（

18
）

。
ヘ
ー

ゲ
ル
に
お
い
て
国
家
と
は
、「
全
く
具
体
的
に
自
ら
の
特
殊
で
独
自
な
生
存
法
則
（L

ebensgesetz

）
に
従
っ
て
展
開
さ
れ
、
そ
し
て

展
開
の
あ
ら
ゆ
る
障
害
と
し
た
が
っ
て
ま
た
一
般
的
な
道
徳
律
と
を
顧
慮
す
る
こ
と
な
く
無
視
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
お
り
ま
た
そ
う

し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
の
『
個
体
的
全
体
性
』（individuelle Totalität

）（
19
）

」
と
理
解
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
「
大
い
な

る
個
体
性
と
し
て
の
国
家（

20
）

」
の
個
体
性
を
形
成
す
る
当
の
も
の
こ
そ
、
マ
イ
ネ
ッ
ケ
に
よ
っ
て
「
国
家
の
行
動
の
格
率
、
国
家
の
運
動

法
則（

21
）

」
と
定
義
さ
れ
る
「
国
家
理
性
」（Staatsräson

）
に
他
な
ら
な
い
。
マ
イ
ネ
ッ
ケ
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

国
家
理
性
が
国
家
そ
の
も
の
に
個
体
的
な
刻
印
を
与
え
る
。
一
定
の
内
的
な
生
存
法
則
が
外
界
の
諸
部
分
を
引
き
寄
せ
た
り
引
き

離
し
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
外
界
か
ら
引
き
寄
せ
た
諸
部
分
を
一
個
の
特
異
な
統
一
に
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
個
体
性
が
形
成
さ
れ
る
。
国
家
理
性
の
中
心
の
根
か
ら
個
体
的
な
諸
国
家
が
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る（

22
）

。

こ
の
論
文
に
お
い
て
田
辺
と
マ
イ
ネ
ッ
ケ
と
の
間
の
直
接
的
な
思
想
的
つ
な
が
り
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
箇
所
は
存
在
し

な
い
。
し
か
し
、
ト
レ
ル
チ
の
歴
史
主
義
の
問
題
を
ふ
ま
え
て
い
る
田
辺
が
マ
イ
ネ
ッ
ケ
の
歴
史
主
義
と
彼
の
国
家
論
を
視
野
に
収
め

て
い
る
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
ト
レ
ル
チ
、
マ
イ
ネ
ッ
ケ
の
「
個
体
的
全
体
性
」
の
思
想
に
連
な
る
も
の
と
し

て
、
田
辺
の
「
全
体
即
個
体
」「
主
体
的
個
体
」
と
し
て
の
国
家
と
い
う
思
想
を
位
置
付
け
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

こ
の
個
体
性
は
田
辺
に
お
い
て
主
体
性
と
も
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
。
従
来
の
「
種
の
論
理
」
の
枠
組
み
に
お
い
て
は
も
っ
ぱ
ら
行
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為
的
な
個
人
を
指
す
も
の
と
し
て
の
み
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
の
主
体
と
い
う
概
念
は
、
こ
こ
に
お
い
て
は
国
家
の
あ
り
方
を
指
す
も
の

と
な
っ
て
い
る
。
マ
イ
ネ
ッ
ケ
の
「
国
家
理
性
」
と
同
様
に
こ
の
主
体
と
い
う
言
葉
は
国
家
の
振
る
舞
い
方
の
自
律
性
を
意
味
し
て
い

る
が
、
同
時
に
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
こ
の
概
念
は
歴
史
的
存
在
を
自
然
的
存
在
か
ら
区
別
す
る
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
も
機
能
し
て

い
る
。
つ
ま
り
、
主
体
と
い
う
言
い
方
に
お
い
て
国
家
的
存
在
は
、
自
然
的
存
在
で
は
な
い
も
の
と
し
て
い
わ
ば
歴
史
主
義
的
に
導
き

出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
国
家
の
時
代
的
・
地
域
的
な
被
制
約
性
と
そ
の
「
個
体
的
全
体
性
」
に
続
く
第
三
の
特
質
と
し
て
こ
の
点

を
田
辺
の
歴
史
主
義
的
国
家
論
に
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

「
歴
史
と
は
単
に
存
在
の
生
成
変
化
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
述
べ
、
田
辺
は
歴
史
の
「
自
然
主
義
的
見
解
」
を
退
け
る

（
七
・
二
八
）。
こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
自
然
主
義
」
と
は
、
マ
イ
ネ
ッ
ケ
が
歴
史
主
義
に
対
置
し
た
自
然
法
的
発
想
の
こ
と
で
は
な
く
、

歴
史
の
生
命
論
的
理
解
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
歴
史
は
単
な
る
生
命
の
表
現
形
態
の
交
代
変
転
と
し
て
の
い
わ
ゆ
る
メ
タ
モ

ル
フ
ォ
ー
ゼ
で
あ
る
こ
と
は
出
来
な
い
」（
七
・
三
六
）
と
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
田
辺
は
歴
史
固
有
の
存
在
性
格
を
把
握
し
よ

う
と
す
る
。
田
辺
が
こ
こ
で
西
田
の
歴
史
理
解
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
田
辺
が
と
り
わ
け
問
題
視
す
る
の

は
、
歴
史
が
「
作
ら
れ
た
も
の
か
ら
作
る
も
の
へ
」
と
い
う
仕
方
で
語
ら
れ
る
場
合
の
、
そ
の
理
解
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
主
体
と
環

境
と
い
う
生
命
論
的
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
あ
る
。

社
会
は
決
し
て
環
境
と
は
同
一
視
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
か
と
い
え
ば
、「
環
境
は
そ
れ
自
身
主
体
た
る
も
の
で
は
な

い
」（
七
・
四
〇
）
か
ら
で
あ
る
。
環
境
は
あ
く
ま
で
も
主
体
の
対
概
念
で
あ
っ
て
、
両
者
の
統
一
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
た
と
し

て
も
、「
猶
そ
れ
は
依
然
と
し
て
主
体
に
対
す
る
外
と
し
て
対
立
し
、
少
な
く
と
も
こ
れ
と
分
極
す
る
こ
と
は
否
定
せ
ら
れ
な
い
」

（
同
）
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
社
会
は
単
な
る
個
人
の
外
界
に
と
ど
ま
ら
ず
一
つ
の
主
体
的
な
も
の
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
。
諸
個
人
に
と
っ
て
一
義
的
に
環
境
と
言
わ
れ
る
べ
き
も
の
は
自
然
的
環
境
で
は
な
く
、
社
会
的
環
境
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

「
個
人
の
自
然
的
環
境
と
い
う
も
の
も
、
実
は
社
会
を
通
し
社
会
的
環
境
の
媒
質
を
通
過
し
た
自
然
的
環
境
」（
七
・
三
七
）
と
い
う
意
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味
を
持
つ
。
社
会
が
個
人
に
対
し
て
社
会
的
環
境
を
形
成
し
、
自
然
的
環
境
は
こ
の
形
成
の
あ
り
方
に
媒
介
さ
れ
る
仕
方
で
個
人
に
現

わ
れ
る
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
う
る
と
田
辺
は
考
え
る
。

果
た
し
て
然
ら
ば
自
然
的
環
境
を
も
つ
の
は
、
個
人
よ
り
も
先
に
社
会
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
は
な
い
か
。
社
会
は
個
人
に
対
し

社
会
的
環
境
を
形
造
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
自
身
が
個
人
に
媒
介
さ
れ
た
主
体
と
し
て
個
人
と
同
様
に
環
境
を
も
つ
の
で
あ
る

（
七
・
三
七

－

三
八
）。

歴
史
的
世
界
は
単
な
るU

m
w

elt
で
も
な
け
れ
ば
、
諸
個
人
の
交
渉
関
係
の
顕
現
と
し
て
のM

itw
elt

で
も
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、

「
世
界
は
基
体
的U

m
w

elt

のM
itw

elt
的
主
体
化
に
於
て
始
め
て
具
体
的
に
成
立
す
る
」（
七
・
三
八

－

三
九
）
と
田
辺
は
言
う
の
で
あ

る
。田

辺
の
考
え
る
よ
う
に
主
体
と
い
う
概
念
を
社
会
に
適
応
で
き
る
か
に
つ
い
て
は
議
論
の
余
地
が
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
生
成
変
化
す

る
世
界
の
中
に
「
基
体
的
主
体
」
た
る
社
会
と
い
う
自
立
的
中
心
を
認
め
な
け
れ
ば
、
国
家
の
本
質
を
自
然
環
境
や
「
間
柄
」
の
延
長

線
上
に
位
置
付
け
る
誤
り
に
陥
る
こ
と
を
田
辺
は
危
惧
し
て
い
る
。
国
家
は
あ
く
ま
で
も
「
基
体
的
主
体
」
の
現
実
態
と
し
て
考
え
ら

れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る（

23
）

。
す
な
わ
ち
、「
国
家
は
社
会
的
基
体
の
契
機
に
於
て
、
個
人
の
生
滅
に
拘
ら
ざ
る
存
立
を
有
す
る
ば
か
り
で

は
な
い
、
却
て
個
人
が
そ
れ
か
ら
産
出
せ
ら
れ
る
生
命
の
種
的
根
源
と
し
て
、
そ
れ
自
身
即
自
的
に
は
主
体
的
な
る
も
の
の
対
自
化
と

し
て
、
み
ず
か
ら
主
体
た
る
の
で
あ
る
」（
七
・
四
〇
）。
田
辺
が
国
家
の
本
質
と
見
な
す
組
織
性
の
核
に
は
、
こ
う
し
た
基
体
の
主
体

化
と
い
う
凝
集
作
用
が
存
し
て
い
る
。
歴
史
を
自
然
か
ら
区
別
す
る
主
体
と
い
う
術
語
は
こ
の
よ
う
に
し
て
、
国
家
な
く
し
て
歴
史
は

な
い
と
い
う
田
辺
の
テ
ー
ゼ
を
支
え
る
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
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凡
そ
歴
史
的
社
会
と
し
て
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
…
何
等
か
の
形
態
に
於
け
る
種
的
基
体
の
個
的
主
体
化
を
含
む
の
で
あ
る

か
ら
、
従
っ
て
斯
か
る
媒
介
性
を
意
味
す
る
限
り
国
家
の
性
格
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
国
家
的
組
織
性
な
く
し
て
、
単
な
る
歴
史

的
社
会
が
あ
る
の
で
は
な
い
（
七
・
七
六
）。

三
　
ラ
ン
ケ
と
「
京
都
学
派
」

以
上
検
討
し
て
き
た
「
国
家
的
存
在
の
論
理
」
に
お
い
て
は
い
ま
だ
示
唆
的
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
歴
史
主
義
の
立
場
は
、
続

く
「
永
遠
・
歴
史
・
行
為
」
に
お
い
て
は
田
辺
の
哲
学
的
立
脚
点
を
示
す
も
の
と
し
て
明
確
に
提
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
語

り
だ
さ
れ
る
田
辺
の
歴
史
主
義
の
特
徴
は
、
そ
れ
が
歴
史
主
義
の
代
表
的
な
思
想
家
で
あ
る
は
ず
の
ラ
ン
ケ
の
批
判
を
介
し
て
示
さ
れ

て
い
る
点
に
あ
る
。
田
辺
が
ど
の
よ
う
に
ラ
ン
ケ
の
思
想
を
批
判
し
た
の
か
を
確
認
す
る
前
に
、
田
辺
の
議
論
を
ラ
ン
ケ
に
関
す
る
当

時
の
「
京
都
学
派
」
の
議
論
の
中
に
位
置
付
け
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
そ
の
よ
う
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
田
辺
と
ラ
ン
ケ
と
の
関
わ

り
の
特
質
が
よ
り
一
層
明
瞭
に
了
解
さ
れ
よ
う
。

当
時
田
辺
の
周
辺
で
は
ラ
ン
ケ
は
あ
る
種
の
流
行
と
な
っ
て
い
た
。
例
え
ば
、
ラ
ン
ケ
が
『
列
強
論
』（D

ie G
roßen M

ächte

）
の

中
で
語
っ
た
「
道
徳
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
」（m

oralische E
nergie

）
と
い
う
言
葉
は
、「
近
代
の
超
克
」
な
い
し
は
「
世
界
史
の
哲
学
」

を
標
榜
し
た
「
京
都
学
派
」
の
歴
史
哲
学
を
連
想
さ
せ
る
も
の
と
し
て
一
般
に
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。「
京
都
学
派
」
の
第
二
世
代

が
、
こ
の
概
念
に
日
本
が
有
す
る
べ
き
世
界
史
的
立
場
の
拠
り
所
を
見
出
そ
う
と
し
た
こ
と
は
、
日
米
開
戦
直
前
に
行
な
わ
れ
た
座
談

会
「
世
界
史
的
立
場
と
日
本
」（
一
九
四
一
年
一
一
月
二
六
日
、
参
加
者
：
高
坂
正
顕
、
西
谷
啓
治
、
高
山
岩
男
、
鈴
木
成
高
）
に
お

け
る
発
言
か
ら
は
っ
き
り
と
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
高
山
は
次
の
よ
う
に
語
る
。「
何
も
今
日
に
限
ら
ず
、
い
つ
で
も
世
界

史
を
動
か
し
て
ゆ
く
も
の
は
道
義
的
な
生
命
力
だ
。
こ
う
い
う
力
が
転
換
期
の
政
治
的
原
理
に
な
り
は
し
な
い
か
と
思
う
。
モ
ラ
リ
ッ
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一
九

シ
ェ
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
健
康
な
道
義
感
、
新
鮮
な
生
命
力
と
い
っ
た
も
の
を
、
も
っ
と
も
っ
と
日
本
の
青
年
達
は
も
っ
て
欲
し
い
よ
う

に
思
う（

24
）

」。
日
本
が
世
界
史
に
お
い
て
主
体
的
な
役
割
を
果
た
し
、
ま
た
現
今
の
国
家
の
危
機
を
脱
す
る
た
め
に
は
、
個
人
で
も
血
の

純
潔
に
よ
る
の
で
も
な
い
「
文
化
的
で
政
治
的
な
、『
国
民
』（25
）

」
が
「
モ
ラ
リ
ッ
シ
ェ
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
中
心（

26
）

」
と
な
る
必
要
性
を
高
山

は
強
調
す
る
。
こ
こ
で
議
論
を
主
導
し
て
い
る
の
は
高
山
で
あ
り
、
こ
の
概
念
に
対
す
る
意
味
づ
け
や
ト
ー
ン
は
そ
れ
ぞ
れ
の
参
加
者

で
微
妙
に
異
な
る
け
れ
ど
も
、
高
坂
も
西
谷
も
こ
の
高
山
の
見
解
に
賛
同
し
て
い
る（

27
）

。『
中
央
公
論
』（
一
九
四
二
年
一
月
）
に
掲
載
さ

れ
た
直
後
に
人
々
の
関
心
を
引
い
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
「
モ
ラ
リ
ッ
シ
ェ
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
と
い
う
概
念
で
あ
っ
た（

28
）

。

議
論
の
共
通
項
に
な
っ
て
い
た
の
は
こ
の
「
道
徳
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
と
い
う
概
念
だ
け
で
は
な
い
。
ラ
ン
ケ
の
学
説
そ
の
も
の
を
ふ

ま
え
る
こ
と
は
、
当
時
政
治
哲
学
あ
る
い
は
歴
史
哲
学
を
展
開
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
と
っ
て
い
わ
ば
暗
黙
の
前
提
と
な
っ
て
い
た
。

歴
史
家
鈴
木
成
高
の
『
ラ
ン
ケ
と
世
界
史
学
』（
一
九
三
九
年
）・『
世
界
史
的
国
家
の
理
念
』（
一
九
四
一
年
）
は
言
う
に
及
ば
ず
、
高

坂
正
顕
の
『
歴
史
的
世
界
』（
一
九
三
七
年
）・『
歴
史
哲
学
序
説
』（
一
九
四
三
年
）、
西
谷
啓
治
の
『
世
界
観
と
国
家
観
』（
一
九
四
一

年
）・「
世
界
史
の
哲
学
」（
一
九
四
四
年
）、
そ
し
て
高
山
岩
男
の
『
世
界
史
の
哲
学
』（
一
九
四
三
年
）、
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
の
著
作
に

お
い
て
も
ラ
ン
ケ
の
学
説
は
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
キ
ー
ワ
ー
ド
が
世
界
な
い
し
世
界
史
で
あ
る
こ
と
は
一
目
瞭
然

で
あ
ろ
う
。
彼
ら
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
た
ラ
ン
ケ
は
、
厳
密
な
資
料
批
判
に
基
づ
い
た
実
証
的
歴
史
学
の
祖
と
し
て
の
ラ
ン
ケ
で
は
な

く
、
世
界
史
の
開
拓
者
、
世
界
史
家
と
し
て
の
ラ
ン
ケ
で
あ
っ
た
。
ラ
ン
ケ
史
学
の
真
骨
頂
は
個
別
的
な
も
の
の
学
た
る
に
あ
る
の
で

は
な
い
。
そ
う
断
っ
た
上
で
次
の
よ
う
に
鈴
木
成
高
は
言
う
。「
ラ
ン
ケ
に
と
っ
て
は
歴
史
は
常
に
『
普
遍
の
歴
史
』
す
な
わ
ち
世
界

史
で
あ
っ
た
。
そ
の
数
多
き
作
品
の
悉
く
が
全
て
世
界
史
で
な
い
も
の
が
な
い
、
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
ラ
ン
ケ
は
常
に
世
界
史

家
で
あ
っ
た
。
そ
の
点
に
こ
そ
ラ
ン
ケ
史
学
が
永
遠
に
そ
の
価
値
を
止
め
る
べ
き
理
由
が
存
す
る
の
で
あ
る（

29
）

」。

そ
れ
に
し
て
も
な
ぜ
「
世
界
史
」
を
語
る
こ
と
が
、
彼
ら
の
歴
史
哲
学
を
語
る
際
の
共
通
了
解
と
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ

に
は
ま
ず
、
第
一
次
世
界
大
戦
を
境
に
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
没
落
と
ア
メ
リ
カ
そ
し
て
日
本
の
台
頭
が
、
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
含
ん
だ
、
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そ
の
意
味
に
お
い
て
真
の
世
界
を
語
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
と
い
う
時
代
認
識
が
あ
る
。
例
え
ば
、
鈴
木
は
『
ラ
ン
ケ
と
世
界
史
学
』

に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
過
去
に
お
い
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
世
界
で
あ
っ
た
、
自
己
完
結
性
を
も
っ
た
孤
立
体
系
で
あ
っ
た
。

然
し
現
在
に
お
い
て
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
最
早
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
だ
け
で
は
存
立
し
得
な
い
。
…
現
在
に
お
い
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
最
早
世
界
で

は
な
い
。
吾
々
は
い
ま
新
し
い
世
界
像
を
有
た
ね
ば
な
ら
な
い（

30
）

」。
こ
の
「
新
し
い
世
界
像
」
を
構
築
す
る
に
際
し
て
日
本
が
中
心
的

役
割
を
果
た
す
べ
き
だ
と
い
う
考
え
、
す
な
わ
ち
「
世
界
史
的
日
本
の
立
場（

31
）

」「
日
本
の
世
界
史
に
於
け
る
主
体
性（

32
）

」
と
い
う
思
想
を

共
通
了
解
と
し
て
行
わ
れ
た
の
が
、
先
に
も
触
れ
た
座
談
会
「
世
界
史
的
立
場
と
日
本
」
で
あ
っ
た
。

彼
ら
が
「
世
界
」
の
意
義
を
語
る
場
合
に
は
、
こ
の
よ
う
な
実
践
的
な
時
代
意
識
と
同
時
に
、
世
界
と
い
う
後
期
西
田
哲
学
の
最
重

要
概
念
が
そ
の
理
論
的
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
と
な
っ
て
い
る（

33
）

。
も
ち
ろ
ん
こ
の
こ
と
は
、
決
し
て
西
田
と
そ
の
弟
子
達
の
世
界
理
解
が
同
一

も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
よ
く
引
か
れ
る
「
世
界
が
レ
ア
ー
ル
に
な
っ
た（

34
）

」
と
い
う
西
田
の
言
葉
（
講

演
「
日
本
文
化
の
問
題
」〔
一
九
三
七
年
〕）
は
鈴
木
や
西
田
の
弟
子
達
の
言
葉
と
響
き
合
う
も
の
を
も
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
世
界
史

の
意
義
を
語
る
弟
子
達
と
西
田
と
の
間
に
は
、
世
界
に
お
け
る
日
本
の
主
体
的
使
命
に
つ
い
て
踏
み
込
ん
だ
政
治
的
発
言
を
し
た
の
か

否
か
以
上
の
溝
が
あ
ろ
う（

35
）

。
西
田
と
弟
子
達
と
の
差
異
さ
ら
に
弟
子
達
の
中
で
の
差
異
は
、
理
論
的
に
正
確
に
測
定
さ
れ
る
べ
き
問
題

で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
精
密
な
検
討
に
委
ね
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
西
田
の
哲
学
が
第
二
世
代
の
世

界
史
の
立
場
に
影
響
を
与
え
て
い
る
と
い
う
事
実
は
揺
る
が
な
い
だ
ろ
う
。

西
田
に
お
い
て
「
世
界
の
自
己
限
定
」
と
い
う
発
想
が
個
人
か
ら
世
界
を
見
る
立
場
を
超
え
る
も
の
し
て
明
確
化
さ
れ
る
の
は
『
哲

学
の
根
本
問
題 

続
編
』（
一
九
三
四
年
）
以
降
の
こ
と
で
あ
り
、
西
田
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
ラ
ン
ケ
に
つ
い
て
の
言
及
が
増
え
始
め

る
時
期
と
対
応
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
当
時
の
「
京
都
学
派
」
の
言
説
空
間
の
中
心
に
ラ
ン
ケ
が
位
置
付
く
大
き
な
機
縁
を
作
っ
た

の
は
や
は
り
西
田
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

西
田
が
標
語
の
よ
う
に
何
度
も
何
度
も
好
ん
で
引
用
す
る
の
が
、
各
時
代
が
神
に
直
接
し
て
い
る
と
い
う
ラ
ン
ケ
の
言
葉
で
あ
る
。
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『
近
世
史
の
諸
時
代
に
つ
い
て
』（Ü

ber den E
pochen der neueren G

eschichte, 

一
八
五
四
）
に
登
場
す
る
こ
の
有
名
な
言
葉
は
、
具

体
的
に
は
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。

各
時
代
は
神
に
直
接
す
る
（jede E

poche ist unm
ittelbar zu G

ott

）
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
価
値
は
そ
こ
か
ら

生
じ
る
も
の
に
あ
る
の
で
は
全
く
な
く
、
そ
の
存
在
そ
の
も
の
に
、
す
な
わ
ち
そ
の
固
有
の
自
体
存
在
に
存
す
る
の
で
あ
る
。
当

の
そ
の
も
の
自
体
の
な
か
に
存
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
歴
史
の
考
察
、
そ
れ
も
歴
史
に
お
け
る
個
体
的
生
命

（das individuelle L
eben

）
の
考
察
が
、
全
く
独
自
の
魅
力
を
も
つ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る（

36
）

。

こ
の
言
葉
に
代
表
さ
れ
る
ラ
ン
ケ
の
思
想
は
、
西
田
に
お
い
て
は
、
現
在
が
現
在
自
身
を
限
定
す
る
と
い
う
西
田
の
時
間
論
の
基
本

テ
ー
ゼ
に
基
づ
い
て
、
一
つ
の
現
在
と
見
な
さ
れ
た
時
代
の
個
性
と
創
造
性
と
を
表
現
す
る
も
の
と
見
な
さ
れ
る
。
西
田
と
ラ
ン
ケ
と

の
関
わ
り
を
こ
こ
で
詳
細
に
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
西
田
が
ラ
ン
ケ
の
立
場
と
の
親
近
性
を
見
出
す
大
き
な
き
っ
か
け
と
な
っ

た
の
は
、
現
在
自
身
の
自
己
限
定
と
い
う
考
え
が
「
個
物
的
限
定
」
の
定
式
に
と
ど
ま
ら
ず
、
世
界
そ
の
も
の
の
自
己
限
定
の
定
式
と

見
な
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る（

37
）

。
と
い
う
の
も
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
都
度
の
現
在
の
非
連
続
的
個
体
性
が
時
代
そ
の
も
の
の
個
体
的

性
格
と
し
て
客
観
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。「
弁
証
法
的
一
般
者
と
し
て
の
世
界
」（
一
九
三
四
年
）
に
お
い
て
は
ま
さ
に

こ
の
よ
う
な
文
脈
で
ラ
ン
ケ
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
西
田
は
単
な
る
直
線
的
連
続
と
い
う
発
想
で
は
そ
れ
自
身
の
統
一
を

有
す
る
世
界
の
自
己
限
定
は
考
え
ら
れ
な
い
と
し
た
上
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

単
に
直
線
的
連
続
と
考
え
ら
れ
る
も
の
は
、
主
観
的
世
界
の
連
続
た
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
単
に
一
つ
の
個
物
が
個
物
自
身
を

限
定
す
る
と
い
う
個
物
的
限
定
の
意
味
し
か
有
つ
こ
と
は
で
き
な
い
。
歴
史
は
主
観
的
に
構
成
せ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
主
観
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的
に
構
成
せ
ら
れ
た
も
の
は
歴
史
で
は
な
い
。
ラ
ン
ケ
が
歴
史
の
各
の
時
代
は
神
に
直
接
し
て
居
り
、
各
の
時
代
は
そ
の
存
在
に

於
い
て
そ
れ
自
身
の
価
値
を
有
つ
、
歴
史
家
は
事
物
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
所
以
で
あ
る（

38
）

。

西
田
の
ラ
ン
ケ
評
価
は
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
現
在
の
、
時
代
と
し
て
の
客
観
性
と
そ
の
個
性
と
い
う
思
想
を
基
調
と
し
て
い
る

が
、
そ
れ
は
も
う
一
つ
別
の
側
面
を
持
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
国
家
論
と
い
う
脈
絡
に
お
け
る
ラ
ン
ケ
評
価
で
あ
る
。
西
田
に
お
い

て
国
家
の
問
題
が
関
心
の
中
心
に
登
っ
て
く
る
に
つ
れ
て
、
ラ
ン
ケ
の
国
家
観
は
西
田
に
と
っ
て
範
と
す
べ
き
理
念
の
意
義
を
獲
得
す

る
こ
と
に
な
る
。
国
家
の
本
質
を
体
制
や
制
度
に
求
め
よ
う
と
す
る
形
式
的
・
抽
象
的
理
解
に
対
し
て
、
そ
れ
が
「
生
け
る
生
命
で
あ

り
個
物（

39
）

」
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
ラ
ン
ケ
の
『
政
治
問
答
』（Politisches G

espräch

）
の
立
場
に
賛
意
を
示
し
つ
つ
、
西
田
は
「
国

家
理
由
の
問
題
」（
一
九
四
一
年
）
に
お
い
て
、
そ
れ
を
「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
と
し
て
の
歴
史
的
世
界
の
個
性
的
自
己
形
成（

40
）

」
を

意
味
す
る
も
の
と
理
解
す
る
。

四
　
田
辺
の
ラ
ン
ケ
批
判

こ
の
よ
う
な
当
時
の
「
京
都
学
派
」
の
ラ
ン
ケ
理
解
の
中
に
田
辺
の
議
論
を
置
く
な
ら
ば
、
そ
の
特
異
性
が
は
っ
き
り
す
る
。
す
な

わ
ち
、
田
辺
は
周
辺
で
盛
ん
に
語
ら
れ
て
い
た
世
界
あ
る
い
は
世
界
史
と
い
う
問
題
に
全
く
目
を
向
け
て
い
な
い（

41
）

。
世
界
と
い
う
概
念

を
拠
り
所
に
し
て
日
本
が
本
質
的
に
持
つ
べ
き
普
遍
的
性
格
も
、
あ
る
い
は
世
界
の
中
で
日
本
が
果
た
し
う
る
固
有
の
歴
史
的
使
命
も

田
辺
の
語
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
こ
と
は
田
辺
の
主
張
が
、
西
田
と
そ
の
弟
子
た
ち
の
政
治
・
歴
史
哲
学
的
言
説
と

は
全
く
異
質
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
で
は
な
い
。
国
家
の
本
質
を
生
け
る
個
体
性
に
求
め
る
ラ
ン
ケ
―
西
田
の
立
場
と
、「
国

家
的
存
在
の
論
理
」
に
お
け
る
全
体
的
・
類
的
個
体
と
し
て
の
国
家
と
い
う
把
握
は
極
め
て
近
い
も
の
で
あ
る
し
、
そ
も
そ
も
「
京
都

学
派
」
第
二
世
代
と
そ
し
て
西
田
に
民
族
や
国
家
の
問
題
へ
の
関
心
を
呼
び
起
こ
す
決
定
的
な
機
縁
の
一
つ
と
な
っ
た
も
の
は
田
辺
の
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思
想
で
あ
っ
た
。
諸
個
人
と
世
界
全
体
の
「
間
」、
す
な
わ
ち
種
的
な
も
の
・
特
殊
的
な
も
の
に
政
治
哲
学
や
歴
史
哲
学
の
本
来
の
領

域
が
あ
る
こ
と
を
鮮
明
に
打
ち
出
し
た
も
の
こ
そ
「
種
の
論
理
」
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
は
、
田
辺
の

「
種
の
論
理
」
も
世
界
史
の
哲
学
者
達
の
有
力
な
思
想
的
源
泉
な
の
で
あ
る
。
西
田
と
並
ん
で
田
辺
の
主
張
が
政
治
や
歴
史
を
め
ぐ
る

言
説
空
間
の
も
う
一
つ
の
中
心
で
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い（

42
）

。

し
か
し
な
が
ら
、
ラ
ン
ケ
と
い
う
視
角
か
ら
当
時
の
議
論
を
捉
え
返
す
な
ら
ば
、
田
辺
の
ス
タ
ン
ス
が
独
特
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と

も
ま
た
否
定
で
き
な
い
。
田
辺
は
西
田
の
よ
う
に
ラ
ン
ケ
の
主
張
を
肯
定
的
に
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
を
決
し
て
行
わ
な
い
。
行
わ
れ

て
い
る
の
は
む
し
ろ
、
ラ
ン
ケ
の
歴
史
観
の
批
判
的
超
克
で
あ
る
。
そ
の
試
み
が
展
開
さ
れ
た
「
永
遠
・
行
為
・
歴
史
」
の
意
図
は
、

直
接
的
に
は
「
往
相
」
に
偏
し
た
自
ら
の
思
想
の
自
己
清
算
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
同
時
に
ラ
ン
ケ
と
の
近
さ
を
表
明
す
る

西
田
に
対
す
る
批
判
を
含
意
し
て
い
た
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る（

43
）

。
そ
も
そ
も
、
ラ
ン
ケ
批
判
が
時
間
論
と
し
て
問
題
に
さ
れ
る
と

い
う
こ
と
そ
の
も
の
が
、
田
辺
が
西
田
を
意
識
し
て
い
た
何
よ
り
の
証
左
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
田
辺
だ
け
が
ラ
ン
ケ
批
判
を
展
開
し
て

い
た
わ
け
で
な
い
。
世
界
史
の
哲
学
を
標
榜
し
た
弟
子
た
ち
も
、
ラ
ン
ケ
を
重
視
し
つ
つ
も
、
そ
の
一
面
性
を
批
判
す
る
（
こ
の
両
義

性
が
西
田
と
の
相
違
で
あ
ろ
う
）。
し
か
し
、
例
え
ば
、「
彼
〔
ラ
ン
ケ
〕
の
『
世
界
』
は
な
お
欧
羅
巴
か
ら
見
ら
れ
た
世
界
、
欧
羅
巴

的
世
界
に
止
ま
り
、
真
に
世
界
的
と
な
っ
た
世
界
で
な
か
っ
た（

44
）

」
と
い
う
西
谷
の
批
判
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
世
界
史
の
哲
学
者
達

の
批
判
が
ラ
ン
ケ
の
考
え
た
世
界
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
問
題
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
田
辺
の
批
判
は
世
界
と
い
う
問
題
に

全
く
触
れ
る
こ
と
な
く
、
彼
の
歴
史
観
の
根
底
に
潜
む
時
間
論
を
批
判
す
る
こ
と
の
み
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
ラ
ン
ケ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

中
心
主
義
を
批
判
す
る
弟
子
た
ち
の
ト
ー
ン
が
、
日
本
の
歴
史
的
使
命
を
叫
ぶ
と
い
う
実
践
的
姿
勢
と
裏
腹
な
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対

し
て
、
田
辺
の
ラ
ン
ケ
批
判
は
、
よ
り
原
理
的
で
、
そ
の
限
り
で
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
に
欠
け
て
い
た
も
の
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
こ

こ
に
田
辺
と
弟
子
た
ち
と
の
温
度
差
が
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

周
知
の
よ
う
に
、
西
田
が
好
ん
で
引
用
す
る
ラ
ン
ケ
の
有
名
な
「
各
時
代
が
神
に
直
接
す
る
」
と
い
う
言
葉
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
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哲
学
に
対
し
て
向
け
ら
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
を
歴
史
の
究
極
目
的
実
現
の
階
梯
と
し
て
位
置
付
け
る
姿
勢
を
ラ
ン
ケ
は

断
固
と
し
て
拒
絶
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、「
進
歩
」（Fortschritt

）
と
い
う
観
念
に
導
か
れ
て
描
き
出
さ
れ
る
よ
う
な
「
媒
介
さ
れ
た

時
代
」（m

ediatisierte G
eneration

）（45
）

 

で
は
真
の
歴
史
の
姿
は
決
し
て
浮
か
び
上
が
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
田
辺
は
、
こ
の
よ
う

な
ラ
ン
ケ
の
立
場
を
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
観
の
裏
返
し
と
見
な
す
。
す
な
わ
ち
、
後
者
が
「
歴
史
過
程
の
進
歩
の
思
想
に
於
て
、
…
絶
対

主
義
の
立
場
か
ら
歴
史
の
相
対
主
義
を
主
張
し
た
も
の
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、「
ラ
ン
ケ
の
史
観
は
相
対
主
義
の
立
場
か
ら
絶
対
主
義

を
主
張
す
る
も
の
」
な
の
で
あ
る
（
七
・
一
〇
六
）。
そ
の
上
で
、
田
辺
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

実
際
夫
々
の
時
代
が
何
れ
も
永
遠
の
現
成
と
し
て
絶
対
な
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
同
時
に
並
列
し
て
其
間
に
先

後
の
秩
序
を
附
け
る
こ
と
が
そ
れ
だ
け
で
は
出
来
な
い
筈
で
あ
る
。
約
言
す
れ
ば
ラ
ン
ケ
の
各
時
代
絶
対
の
説
は
、
歴
史
の
時
間

性
を
破
壊
し
て
、
単
な
る
型
の
並
存
と
い
う
非
歴
史
性
を
将
来
す
る
怖
が
あ
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
（
同
）。

神
と
直
接
す
る
時
代
と
い
う
捉
え
方
で
は
、
理
性
的
・
目
的
論
的
歴
史
観
か
ら
各
時
代
の
固
有
の
価
値
を
救
い
出
す
と
い
う
ラ
ン
ケ
の

意
図
に
も
か
か
ら
わ
ず
、
結
果
と
し
て
孤
立
化
さ
せ
ら
れ
た
諸
時
代
が
並
列
し
て
し
ま
う
こ
と
に
よ
り
歴
史
を
消
し
去
っ
て
し
ま
う
こ

と
に
な
る
。
一
般
に
歴
史
主
義
の
思
想
的
源
泉
の
一
つ
と
見
な
さ
れ
る
ラ
ン
ケ
の
説
が
非
歴
史
的
立
場
を
招
来
す
る
も
の
と
批
判
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
ラ
ン
ケ
の
主
張
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
流
の
歴
史
の
「
進
歩
」
と
い
う
発
想
に
対
し
て
言
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
ラ

ン
ケ
の
説
く
と
こ
ろ
の
全
て
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
歴
史
を
思
弁
的
に
構
成
す
る
態
度
を
拒
否
す
る
と
は
い
え
、
ラ
ン
ケ
は
歴
史
に

は
個
々
の
事
象
の
間
に
内
的
な
つ
な
が
り
存
在
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。「
我
々
が
目
の
前
に
し
て
い
る
の
は
、
相
次
い
で
起
こ

り
、
互
い
に
制
約
し
合
う
一
連
の
出
来
事
で
あ
る（

46
）

」
と
ラ
ン
ケ
は
言
う
。
そ
の
際
ラ
ン
ケ
は
、
事
象
の
内
的
連
関
が
、
す
で
に
成
立
し
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て
取
り
消
す
こ
と
の
出
来
な
い
も
の
と
、
新
し
き
も
の
と
の
重
な
り
合
い
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
歴
史
に
は
常
に
人
間
の
自
由
が

「
根
源
的
な
力
」（urspüngliche K

raft

）
（
47
）と

し
て
働
い
て
い
る
。
し
か
し
、
新
た
な
も
の
を
も
た
ら
す
自
由
が
そ
の
力
を
発
揮
す
る
の

は
、
引
き
継
が
れ
た
消
し
去
る
こ
と
の
出
来
な
い
も
の
の
中
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
生
成
し
た
も
の
（das G

ew
ordene

）
が

生
成
し
つ
つ
あ
る
も
の
（das W

erdende

）
と
の
連
関
を
構
成
す
る
の
で
あ
る（

48
）

」。
し
か
し
田
辺
は
、
こ
う
し
た
ラ
ン
ケ
の
態
度
が
、

神
に
直
接
す
る
諸
時
代
と
い
う
思
想
と
十
分
に
折
り
合
い
が
つ
い
て
い
な
い
と
見
る
。

一
方
に
於
て
各
時
代
を
神
に
直
接
す
る
も
の
と
し
て
絶
対
化
す
る
非
連
続
的
絶
対
史
観
と
、
他
方
に
於
て
舊
く
既
に
成
れ
る
も
の

と
新
し
く
な
り
つ
つ
あ
る
も
の
と
の
同
時
存
在
と
し
て
の
、
時
代
の
も
つ
連
続
性
を
重
ん
ず
る
発
展
史
観
と
は
、
彼
に
於
て
十
分

具
体
的
に
媒
介
せ
ら
れ
る
原
理
を
有
し
た
で
あ
ろ
う
か
（
七
・
一
〇
四
）。

田
辺
が
強
調
し
よ
う
と
す
る
ほ
ど
の
齟
齬
が
実
際
に
ラ
ン
ケ
の
諸
説
の
中
に
見
い
だ
せ
る
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
ラ
ン
ケ
に
お

い
て
は
、
田
辺
の
言
う
「
非
連
続
的
絶
対
史
観
」
と
「
発
展
史
観
」
と
は
、
個
別
的
な
出
来
事
の
価
値
を
尊
重
し
つ
つ
、
そ
こ
に
全
体

的
な
も
の
へ
の
通
路
を
見
出
そ
う
と
す
る
歴
史
家
の
態
度
に
お
い
て
結
び
つ
い
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
の
よ
う
な
歴
史
家
の
眼
を
通
し

て
語
り
出
さ
れ
る
も
の
こ
そ
、
ラ
ン
ケ
が
世
界
史
あ
る
い
は
「
普
遍
史
」
と
呼
ん
だ
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
も
っ
と
も
、
何
が
「
世
界

史
的
」
出
来
事
か
を
決
定
す
る
こ
と
は
、
何
ら
か
の
先
入
観
抜
き
に
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
普
遍
的
歴
史
を
語
ろ
う
と
す
る
姿

勢
そ
れ
自
体
が
歴
史
性
を
刻
印
さ
れ
た
事
態
で
あ
る
、
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
田
辺
の
批
判
の
真
意
は
こ
れ
と
は

別
の
と
こ
ろ
に
あ
る
。

田
辺
の
批
判
の
特
徴
は
、
神
に
直
接
す
る
諸
時
代
と
い
う
ラ
ン
ケ
の
思
想
を
、
個
別
的
な
も
の
の
尊
重
と
い
う
認
識
論
的
態
度
か
ら

で
は
な
く
、
最
大
限
に
存
在
論
的
な
も
の
と
し
て
受
け
取
っ
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ラ
ン
ケ
に
お
い
て
諸
時
代
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は
「
彼
の
主
張
す
る
所
に
従
い
夫
々
絶
対
性
を
も
つ
の
で
あ
る
か
ら
、
必
然
に
自
主
独
立
な
る
個
性
的
主
体
間
の
関
係
に
立
つ
」

（
七
・
一
〇
八
）
こ
と
に
な
る
、
と
田
辺
は
言
う
。
各
々
が
神
に
連
な
る
時
代
に
は
価
値
の
優
劣
は
あ
り
得
な
い
は
ず
で
あ
る
か
ら
、

そ
こ
に
は
「
傾
斜
」（
七
・
一
二
〇
）
と
い
う
動
性
は
存
在
し
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
ラ
ン
ケ
は
歴
史
の
内
的
な
つ
な
が
り
を
同
時

に
強
調
す
る
。
田
辺
に
よ
れ
ば
、
時
代
の
発
展
的
連
関
は
、「
自
然
的
因
果
性
で
も
な
く
進
歩
向
上
の
有
目
的
性
で
も
な
く
し
て
」

（
七
・
一
〇
七
）、
自
主
的
・
主
体
的
な
国
家
間
の
関
係
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
と
し
て
考
え
ら
れ
た
「
力
学
的
交
互
作
用
の
関
係
」（
七
・
一

〇
八
）
を
内
実
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
は
時
代
間
の
関
わ
り
を
理
解
す
る
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、「
各
時
代
が
絶

対
的
な
る
も
の
と
し
て
神
に
直
接
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
決
し
て
単
に
相
互
が
対
抗
し
て
強
者
が
弱
者
を
屈
服
せ
し
め
る
に
終
わ
る
こ

と
は
出
来
な
い
」（
七
・
一
〇
九
）
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
諸
時
代
間
の
関
係
に
力
の
優
劣
を
持
ち
込
む
な
ら
ば
、
時
代
の
個
性
的

絶
対
性
と
い
う
思
想
を
破
壊
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
田
辺
が
ラ
ン
ケ
の
立
場
の
矛
盾
を
捉
え
よ
う
と
す
る
の
は
ま
さ
に

こ
こ
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
時
代
の
個
性
と
時
代
間
の
推
移
を
両
立
さ
せ
る
た
め
に
は
、「
単
に
権
力
の
力
学
的
関
係
に
よ
る

の
で
な
く
、
そ
の
関
係
を
超
え
て
、
常
に
新
し
き
時
代
は
舊
き
時
代
に
対
す
る
秩
序
上
の
優
越
を
有
す
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」

（
同
）
こ
と
に
な
る
。
こ
の
「
秩
序
上
の
優
越
」
と
は
過
去
と
現
在
と
が
本
質
上
も
つ
関
係
性
に
他
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
時
代
が

個
性
的
で
あ
り
な
が
ら
、「
傾
斜
」
す
る
こ
と
で
進
展
し
て
い
く
構
造
は
時
間
の
構
造
か
ら
理
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
な
る
。

夫
々
神
に
直
接
し
て
絶
対
性
を
有
す
る
各
時
代
は
、
完
全
に
自
主
的
で
あ
っ
て
他
の
時
代
の
為
に
存
す
る
と
い
う
手
段
的
意
味
を

有
し
な
い
け
れ
ど
も
、
併
し
、
歴
史
の
成
立
、
時
の
本
質
的
構
造
、
の
上
か
ら
見
て
、
一
の
時
代
は
前
の
時
代
を
否
定
し
な
が
ら

肯
定
す
る
と
い
う
媒
介
関
係
を
も
つ
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
然
ら
ざ
れ
ば
歴
史
に
於
け
る
時
代
と
い
う
も
の
は
成
立
し
得
な
い

の
で
あ
る
（
七
・
一
一
〇
）。
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五
　「
歴
史
主
義
的
時
間
存
在
論
」
の
基
本
的
発
想

ラ
ン
ケ
に
お
け
る
各
時
代
の
絶
対
性
と
発
展
の
立
場
と
の
不
調
和
は
根
本
的
に
は
永
遠
と
時
の
関
係
性
に
つ
い
て
の
一
面
的
な
見
方

に
由
来
し
て
い
る
と
田
辺
は
考
え
る
。
よ
り
正
確
に
言
う
な
ら
ば
、
ラ
ン
ケ
の
歴
史
観
に
内
包
さ
れ
て
い
る
こ
の
矛
盾
に
直
面
す
る
こ

と
で
、
田
辺
は
そ
れ
ま
で
の
両
者
の
関
わ
り
に
つ
い
て
の
自
身
の
理
解
が
不
完
全
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
た
の
で
あ
る

（
七
・
一
一
三
）。
そ
の
理
解
と
は
、「
い
わ
ゆ
る
永
遠
の
今
の
瞬
間
に
、
時
の
超
越
的
統
一
を
見
よ
う
と
す
る
傾
向
」（
同
）
を
指
す
。

田
辺
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

此
様
に
時
の
根
柢
を
現
在
の
永
遠
に
置
く
考
方
は
、
動
も
す
れ
ば
現
在
を
孤
立
化
し
非
連
続
化
す
る
方
に
傾
き
、
却
て
現
在
に
於

け
る
時
の
現
成
と
し
て
の
連
続
が
如
何
に
し
て
成
立
す
る
か
を
閑
却
す
る
怖
が
あ
る
。
そ
れ
は
約
言
す
れ
ば
、
時
が
永
遠
に
摂
取

せ
ら
れ
る
永
遠
へ
の
往
相
を
主
と
し
、
逆
に
永
遠
が
時
に
還
相
す
る
方
向
を
閑
却
す
る
と
い
う
こ
と
に
外
な
ら
な
い
（
同
）。

こ
の
こ
と
か
ら
、
永
遠
が
時
間
へ
「
還
相
」
す
る
構
造
を
詳
細
に
明
ら
か
に
す
る
の
が
こ
の 

「
永
遠
・
歴
史
・
行
為
」 

の
課
題
と
な
る
。

そ
も
そ
も
、
田
辺
の
積
極
的
な
ヘ
ー
ゲ
ル
受
容
の
決
定
的
な
き
っ
か
け
を
な
し
、
弁
証
法
の
成
立
根
拠
を
「
行
為
的
瞬
間
の
現
在
」

に
求
め
よ
う
と
す
る
発
想
の
核
に
あ
っ
た
の
が
西
田
の
こ
の
「
永
遠
の
今
の
自
己
限
定
」
と
い
う
思
想
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、「
基

体
の
論
理
」
と
し
て
の
「
種
の
論
理
」
は
「
永
遠
の
今
」
に
対
す
る
批
判
と
い
う
意
味
を
担
っ
て
い
る
。
た
だ
、
そ
こ
で
な
さ
れ
て
い

た
の
は
、
西
田
の
時
間
そ
の
も
の
の
批
判
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
西
田
の
時
間
中
心
の
存
在
論
の
一
面
性
を
指
摘
し
、
そ
れ
を
空
間

と
媒
介
さ
れ
た
「
世
界
」
へ
と
開
く
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た（

49
）

。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
「
永
遠
の
今
」
と
い
う
「
往
相
」
的
な
時
間
理
解

そ
れ
自
体
を
「
還
相
」
的
に
転
倒
さ
せ
る
こ
と
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。「
還
相
」
の
思
想
が
時
間
論
を
焦
点
と
す
る
と
い
う
特
質
は
そ
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の
後
変
わ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
論
稿
が
田
辺
の
時
間
論
の
転
換
点
と
見
な
せ
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。

我
々
に
と
っ
て
何
よ
り
も
重
要
な
の
は
、
そ
う
し
た
「
還
相
」
的
時
間
論
が
、
歴
史
主
義
的
な
時
間
論
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、「
還
相
」
と
い
う
仕
方
で
の
永
遠
・
超
越
の
現
象
を
そ
の
積
極
的
な
意
味
と
す
る
と
こ
ろ
に
田
辺
の

歴
史
主
義
理
解
の
特
質
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。「
人
間
と
そ
の
文
化
や
諸
価
値
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
わ
れ
わ
れ
の
思
考
の
根

本
的
歴
史
化
」
と
い
う
ト
レ
ル
チ
の
規
定
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
認
識
論
的
な
意
味
合
い
を
多
分
に
有
す
る
歴
史
主
義
は
こ
こ
に
お

い
て
は
存
在
論
的
な
意
味
合
い
に
お
い
て
受
け
取
り
直
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
永
遠
な
る
も
の
の
歴
史
性
と
い
う
主
張
は
、
永
遠

の
内
実
が
時
代
や
場
所
の
制
約
を
背
負
っ
た
も
の
だ
と
い
う
認
識
論
的
な
相
対
主
義
の
意
味
に
お
い
て
で
は
な
く
て
、
永
遠
は
そ
の
超

越
性
を
否
定
し
て
自
ら
現
象
す
る
こ
と
を
本
質
と
す
る
と
い
う
存
在
論
的
な
意
味
で
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
下
は
、
田
辺
が

自
ら
の
哲
学
的
立
場
を
歴
史
主
義
と
い
う
名
称
を
用
い
て
は
じ
め
て
積
極
的
に
打
ち
出
し
た
文
章
で
あ
る
。

永
遠
超
越
は
同
時
に
歴
史
に
還
相
し
て
こ
れ
に
媒
介
せ
ら
れ
、
飽
く
ま
で
歴
史
の
内
に
於
て
そ
の
超
越
を
現
証
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
斯
様
に
永
遠
超
越
な
る
あ
ら
ゆ
る
原
型
（
そ
れ
に
は
歴
史
の
原
型
を
も
当
然
含
め
て
）
を
歴
史
化
す
る
の
が
、
歴
史
主
義

の
要
求
で
あ
る
。
…
歴
史
主
義
時
間
存
在
論
は
、
永
遠
の
原
型
を
も
歴
史
化
し
時
間
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
勿
論
永

遠
超
越
を
否
定
す
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
却
て
之
を
歴
史
と
時
間
と
の
媒
介
に
於
て
思
惟
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
こ
そ
却
て
具
体
的
な
る
歴
史
主
義
的
時
間
論
の
成
立
に
外
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
（
七
・
一
二
一
）。

田
辺
は
な
ぜ
こ
こ
で
歴
史
主
義
と
い
う
概
念
を
用
い
始
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
に
は
、
田
辺
周
囲
の
議
論

の
影
響
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
特
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
思
わ
れ
る
の
が
、
田
辺
も
そ
の
名
前
を
挙
げ
て
い
る
鈴
木
成
高
の

『
ラ
ン
ケ
と
世
界
史
学
』（
一
九
三
九
年
）
で
あ
ろ
う
。
こ
の
書
は
ま
ず
ラ
ン
ケ
の
思
想
を
歴
史
主
義
と
し
て
理
解
す
る
と
こ
ろ
か
ら
説
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き
起
こ
さ
れ
て
お
り
、
歴
史
主
義
の
も
た
ら
し
た
危
機
を
乗
り
越
え
る
道
と
し
て
世
界
史
の
立
場
の
意
義
が
主
張
さ
れ
て
い
る（

50
）

。
し
か

し
、
田
辺
が
も
っ
と
も
意
識
し
て
い
た
の
は
、
や
は
り
ト
レ
ル
チ
の
思
想
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
論
文
の
最
後
の
箇
所
や
同

じ
年
に
発
表
さ
れ
た
「
倫
理
と
論
理
」（
一
九
四
〇
年
一
一
月
）
に
お
い
て
、
田
辺
が
自
ら
の
歴
史
主
義
の
立
場
の
積
極
的
な
意
味

を
、
ト
レ
ル
チ
を
引
き
合
い
に
出
し
な
が
ら
説
い
て
い
る
こ
と
か
ら
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

広
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ト
レ
ル
チ
の
思
想
的
課
題
は
歴
史
主
義
の
超
克
に
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
破
局
的
な
時
代
に
あ
っ

て
、
新
た
な
「
文
化
統
一
」（K

ultureinheit

）
の
た
め
の
基
準
や
理
念
を
、
過
去
的
な
遺
産
を
ふ
ま
え
つ
つ
そ
の
都
度
の
現
在
に
お

い
て
創
造
し
て
い
く
「
現
在
的
文
化
総
合
」
こ
そ
、「
歴
史
主
義
の
唯
一
可
能
な
哲
学
的
克
服（

51
）

」
で
あ
る
と
彼
は
考
え
た
。
田
辺
も
、

そ
し
て
鈴
木
も
高
山
も
歴
史
主
義
の
超
克
に
つ
い
て
語
る
。
た
だ
田
辺
は
、
そ
れ
が
ど
こ
ま
で
も
歴
史
主
義
を
通
し
て
の
超
克
で
あ
る

と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
。
ト
レ
ル
チ
が
超
克
し
よ
う
と
し
た
の
は
「
相
対
主
義
の
意
味
に
於
け
る
歴
史
主
義
」（
七
・
一
六
九
）
で

あ
り
、「
其
故
歴
史
主
義
に
於
て
歴
史
主
義
を
超
え
る
の
が
、
彼
の
問
題
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
」（
七
・
一
七
〇

－

一
七
一
）。

こ
の
よ
う
に
田
辺
は
述
べ
て
い
る
。
次
の
ト
レ
ル
チ
の
『
歴
史
主
義
と
そ
の
諸
問
題
』
の
最
後
の
言
葉
に
も
示
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
こ
う
し
た
田
辺
の
理
解
は
十
分
裏
付
け
可
能
で
あ
ろ
う
。「
建
設
の
理
念
が
意
味
す
る
の
は
、
歴
史
に
よ
っ
て
歴
史
を
克
服
す
る

こ
と
（G

eschichte durch G
eschichte überw

inden
）
で
あ
り
、
新
た
な
創
造
の
舞
台
（P

lattform

）
を
な
ら
す
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
上
に
、
歴
史
哲
学
の
目
標
で
あ
る
現
在
的
文
化
総
合
が
基
づ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（

52
）

」。

た
だ
、「
歴
史
に
よ
っ
て
」
の
意
味
内
容
が
両
者
で
は
大
き
く
異
な
る
。
ト
レ
ル
チ
の
場
合
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
「
文
化
総

合
」
が
そ
れ
を
な
す
当
人
が
置
か
れ
た
個
々
の
文
化
圏
の
中
で
の
み
行
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
田
辺
の
場

合
に
お
い
て
は
、
こ
の
「
歴
史
に
よ
っ
て
」
は
「
還
相
」
の
立
場
を
指
す
。
す
な
わ
ち
、「
歴
史
主
義
は
そ
れ
〔「
歴
史
の
外
か
ら
歴
史

を
超
え
る
立
場
」〕
を
抑
え
る
代
り
に
之
を
徹
底
し
て
、
そ
れ
自
身
を
し
て
自
己
を
超
え
し
め
、
却
て
そ
の
往
相
と
し
て
の
超
越
を
し

て
、
還
相
に
於
て
歴
史
を
反
復
的
に
回
復
し
復
活
せ
し
め
る
こ
と
に
於
て
の
み
、
超
克
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
」（
七
・
二
〇
一
）。
そ
し
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て
、
永
遠
さ
え
も
歴
史
化
さ
れ
る
べ
き
と
い
う
徹
底
的
な
歴
史
主
義
の
立
場
が
、
単
な
る
歴
史
主
義
（
田
辺
は
こ
れ
を
「
歴
史
主
義
」

と
表
記
す
る
）
を
超
え
る
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
時
代
の
個
性
的
価
値
を
尊
重
し
つ
つ
も
、
結
果
的
に
歴
史
の
動
性
を
喪
失
さ
せ
て
し

ま
う
ラ
ン
ケ
流
の
歴
史
観
を
批
判
的
に
乗
り
越
え
う
る
も
の
が
自
ら
の
徹
底
的
な
歴
史
主
義
の
立
場
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
た
め
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
田
辺
が
目
指
し
て
い
る
の
は
「
歴
史
主
義
の
徹
底
に
よ
る
歴
史
の
回
復
」（
同
）
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
も
そ
も
「
永
遠
が
時
に
還
相
す
る
」
と
い
う
の
は
一
体
い
か
な
る
事
態
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ

る
い
は
、
こ
う
し
た
「
還
相
」
の
立
場
は
、「
永
遠
の
今
」
と
い
う
思
想
に
そ
の
典
型
が
見
ら
れ
る
と
さ
れ
る
「
往
相
」
的
時
間
理
解

と
ど
の
よ
う
な
対
照
関
係
を
な
す
と
言
う
の
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
も
、
西
田
の
「
永
遠
の
今
」
は
常
に
「
永
遠
の
今
」
の
自
己
限
定

と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
ま
さ
に
永
遠
が
時
へ
帰
還
す
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
の
か
。
田
辺
の
答
え
は
、
否

で
あ
る
。
田
辺
の
考
え
る
「
還
相
」
と
い
う
の
は
、〈
流
れ
ゆ
く
事
実
的
時
間
か
ら
そ
の
可
能
性
と
し
て
の
流
れ
な
い
瞬
間
的
現
在
へ
〉

と
い
う
方
向
性
を
単
に
裏
側
か
ら
見
た
も
の
で
は
な
い
。
先
の
引
用
に
も
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
う
し
た
永
遠
的
な
現
在
性
が
時

の
根
拠
と
な
る
と
い
う
発
想
に
お
い
て
は
、「
現
在
に
於
け
る
時
の
現
成
と
し
て
の
連
続
が
如
何
に
し
て
成
立
す
る
か
を
閑
却
す
る
怖

が
あ
る
」（
七
・
一
一
三
）
こ
と
を
田
辺
は
強
調
す
る
。
永
遠
が
時
の
根
源
で
あ
る
と
い
う
の
な
ら
ば
、
そ
れ
は
時
が
現
に
流
れ
行
く

と
い
う
構
造
そ
の
も
の
を
開
示
す
る
と
い
う
意
味
を
も
含
ん
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
時
の
根
源
と
見
な
さ

れ
た
永
遠
は
、
同
時
に
時
が
流
れ
去
る
所
以
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
、
す
な
わ
ち
時
の
不
可
逆
性
そ
の
も
の
を
説
明
す
る
も
の
で
も
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
西
田
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
現
在
の
超
越
性
に
時
間
の
根
を
捉
え
よ
う
と
す
る
立
場
が
、
流
れ
る
時
間
と
い
う

日
常
的
な
時
間
理
解
の
自
明
性
を
疑
問
視
す
る
も
の
な
ら
ば
、
田
辺
の
立
場
は
時
の
根
と
し
て
の
永
遠
と
い
う
思
想
の
真
理
性
を
認
め

た
上
で
、
そ
れ
が
再
び
時
間
を
流
れ
さ
せ
る
あ
り
様
を
解
明
し
よ
う
と
し
た
も
の
だ
と
言
え
る
。
そ
れ
が
、
永
遠
が
時
に
帰
っ
て
く
る

と
い
う
意
味
な
の
で
あ
る
。
西
田
と
同
様
に
田
辺
の
考
え
も
現
在
中
心
主
義
的
な
時
間
理
解
で
あ
り
、
そ
の
現
在
＝
永
遠
は
最
終
的
に

は
「
絶
対
無
」
と
し
て
術
語
化
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
時
の
連
続
性
を
回
復
さ
せ
る
も
の
、
つ
ま
り
時
が
「
傾
斜
」
し
不
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可
逆
的
で
あ
る
こ
と
の
根
拠
で
も
あ
っ
て
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
田
辺
の
時
間
論
は
西
田
の
そ
れ
と
は
区
別
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
自

ら
の
内
に
「
時
間
の
転
化
運
動
を
包
む
静
的
場
所
」
と
い
う
「
時
間
に
対
す
る
永
遠
の
無
差
別
性
と
い
う
規
定
は
、
甚
だ
危
険
な
る
帰

結
を
齎
す
」
と
し
た
上
で
（
七
・
一
一
八
）、
田
辺
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

何
と
な
れ
ば
そ
れ
は
、
永
遠
が
時
間
の
過
去
か
ら
未
来
に
向
う
一
方
向
性
、
所
謂
時
間
の
非
可
逆
性
な
る
も
の
を
否
定
し
て
、
反

対
に
未
来
か
ら
過
去
へ
の
方
向
を
そ
れ
と
全
く
同
等
に
可
能
な
る
も
の
た
ら
し
め
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
明
白
な
る
時
間
性
の

否
定
、
更
に
積
極
的
に
い
え
ば
時
間
の
空
間
化
に
外
な
ら
な
い
（
同
）。

六
　
未
来
の
高
次
性
と
懺
悔
と
い
う
現
象

私
た
ち
は
空
間
を
移
動
す
る
よ
う
に
時
間
を
往
来
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
一
般
的
に
言
え
ば
、
空
間
は
並
存
的
で
あ
る
の
に
対

し
、
時
間
は
継
起
的
で
あ
り
、
私
た
ち
に
開
か
れ
た
時
間
の
方
向
性
は
過
去
か
ら
未
来
へ
と
い
う
向
き
だ
け
で
あ
る
。
西
田
的
に
言
え

ば
、
我
々
は
一
瞬
の
過
去
に
も
帰
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
、
田
辺
に
と
っ
て
こ
う
し
た
不
可
逆
性
と
い
う
問
題
は
時
間

を
語
る
際
の
揺
る
が
し
難
い
前
提
で
は
な
く
、
む
し
ろ
歴
史
主
義
的
に
時
間
を
理
解
す
る
こ
と
の
必
然
的
な
帰
結
な
の
で
あ
る
。
で

は
、
何
が
時
間
に
そ
の
よ
う
な
特
質
を
刻
印
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
。
田
辺
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
直
接
的
に
は
過
去
と
未
来
と

が
そ
れ
ぞ
れ
有
す
る
媒
介
的
性
質
の
非
対
称
性
、
す
な
わ
ち
過
去
に
比
し
て
未
来
が
よ
り
本
質
的
に
内
包
す
る
媒
介
性
に
基
づ
く
。
端

的
に
言
え
ば
、
媒
介
と
い
う
視
点
か
ら
見
た
「
未
来
の
高
次
性
」
が
時
間
の
不
可
逆
性
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。

で
は
、「
未
来
の
高
次
性
」
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
。
ま
ず
は
田
辺
の
主
張
に
沿
っ
て
そ
の
内
容
を
確
認
し
て
お
く
こ
と

に
し
よ
う
。
田
辺
に
よ
れ
ば
、
時
間
論
の
「
標
準
的
思
想
」（
七
・
一
一
五
）
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
時
間
論
で
あ
る
。
そ
し
て
、
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そ
の
特
徴
は
「
時
の
現
象
学
的
考
察
と
い
う
態
度
」（
七
・
一
一
四
）
に
存
し
て
い
る
。『
告
白
』
第
一
一
巻
で
の
彼
の
有
名
な
時
間
論

を
こ
こ
で
詳
論
す
る
必
要
な
い
だ
ろ
う
。
現
象
学
的
時
間
論
の
先
駆
と
し
て
、
時
間
の
三
様
態
の
う
ち
現
在
を
中
心
に
据
え
、
絶
え
ざ

る
非
存
在
化
に
さ
ら
さ
れ
る
過
去
・
現
在
・
未
来
が
そ
れ
ら
を
包
含
す
る
高
次
の
現
在
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
存
在
性
を
回
復
さ
れ
る

と
い
う
点
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
で
十
分
で
あ
ろ
う
。
田
辺
に
よ
れ
ば
、
そ
う
し
た
現
在
、
す
な
わ
ち
「
現
在
の
直
観
は
過
去
未
来
に

対
す
る
現
在
を
成
立
せ
し
め
る
と
同
時
に
、
此
等
三
様
態
を
包
括
す
る
媒
介
意
識
で
も
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」（
七
・
一
一
五
）
の
で
あ

り
、
こ
う
し
た
思
想
は
、
後
の
時
代
の
「
時
間
論
の
礎
石
」（
同
）
と
い
う
意
義
を
も
つ
の
で
あ
る
。

存
在
す
る
の
は
そ
の
都
度
の
現
在
の
意
識
だ
け
で
あ
っ
て
、
過
去
も
未
来
も
そ
れ
自
体
と
し
て
は
決
し
て
実
在
し
な
い
。
こ
れ
が
時

間
の
現
象
学
的
理
解
の
出
発
点
で
あ
る
。
し
か
し
、
過
去
が
す
で
に
無
い
と
い
う
こ
と
と
未
来
が
未
だ
無
い
と
い
う
こ
と
は
そ
も
そ
も

同
列
に
扱
う
こ
と
の
で
き
る
事
態
で
あ
る
の
か
。
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
に
両
者
の
非
存
在
性
が
等
価
で
あ
り
え
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ

ぞ
れ
の
実
在
性
が
現
在
と
い
う
時
間
の
中
心
的
意
識
に
お
い
て
取
り
戻
さ
れ
る
仕
方
に
も
構
造
的
な
差
異
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
田

辺
が
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
絶
対
的
功
績
を
認
め
つ
つ
も
、
彼
の
説
く
現
在
の
立
場
は
「
無
方
向
的
一
般
と
し
て
過
去
と
未
来
と
を
並

列
的
に
無
差
別
化
す
る
空
間
性
」（
七
・
一
二
三
）
に
す
ぎ
な
い
と
批
判
す
る
背
後
に
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
が
働
い
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
過
去
の
現
在
に
お
け
る
記
憶
と
し
て
存
在
し
、
未
来
は
現
在
に
お
け
る
予
期
と
し
て
存
在
す
る
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
、
両

者
は
「
全
く
同
格
的
に
並
列
せ
ら
れ
る
だ
け
で
、
特
に
過
去
を
し
て
過
去
た
ら
し
め
未
来
を
し
て
未
来
た
ら
し
め
る
相
対
の
内
面
的
関

係
が
問
題
に
せ
ら
れ
な
い
」（
七
・
一
二
〇
）
の
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
、
現
在
が
「
両
者
の
相
互
関
係
に
よ
っ
て
方
向
付
け
ら
れ
一
方

に
傾
斜
せ
し
め
ら
れ
る
、
と
い
う
如
き
動
性
を
示
さ
な
い
」（
同
）。
こ
れ
が
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
対
す
る
、
そ
し
て
そ
の
背
後
に

透
か
し
見
ら
れ
て
い
る
西
田
に
対
す
る
田
辺
の
見
立
て
で
あ
る
。

田
辺
に
よ
れ
ば
、
過
去
の
無
と
は
記
憶
に
お
け
る
潜
在
性
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
、
無
と
い
っ
て
も
直
接
存
在
と
い
う
性

格
を
免
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
過
去
は
既
に
あ
っ
た
も
の
で
現
在
あ
る
の
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
而
も
記
憶
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に
於
て
持
続
し
現
在
を
制
約
す
る
勢
力
と
し
て
有
る
の
で
あ
っ
て
、
未
来
が
未
だ
あ
ら
ざ
る
も
の
と
し
て
無
い
の
と
は
異
な
る
」

（
七
・
一
三
六
）
の
で
あ
る
。
た
だ
、
過
去
そ
れ
自
身
も
未
来
に
媒
介
さ
れ
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
は
そ
の
直
接
性
を
否
定
さ
れ
る
も

の
で
は
あ
る
と
田
辺
は
述
べ
る
。
し
か
し
、
強
調
さ
れ
る
の
は
、
過
去
の
潜
在
的
な
直
接
性
で
あ
る
。
過
去
は
未
来
に
否
定
と
の
関
係

で
存
在
し
つ
つ
も
、「
過
去
の
持
続
は
此
否
定
を
含
蓄
暗
示
す
る
に
止
ま
り
、
之
を
顕
現
す
る
も
の
で
は
な
い
」（
七
・
一
二
七
）
の
で

あ
る
。
そ
の
意
味
で
過
去
と
は
「
潜
勢
的
媒
介
」（
七
・
一
三
八
）
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
過
去
の
無
が
そ
の
存
在
性

格
を
取
り
戻
す
の
は
、
記
憶
の
潜
在
性
が
そ
れ
と
し
て
暴
露
さ
れ
る
と
い
う
仕
方
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
例

え
ば
、
田
辺
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
被
投
性
に
触
れ
つ
つ
次
の
よ
う
に
言
う
。「
そ
の
投
げ
ら
れ
て
あ
る
と
か
、
既
存
的
内
容
を
負
わ
さ
れ

て
居
る
と
言
う
こ
と
さ
え
、
未
来
に
対
す
る
自
由
投
企
を
媒
介
に
し
て
始
め
て
反
省
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
自
身
で
は
斯
か

る
反
省
媒
介
を
未
だ
無
い
所
の
直
接
態
に
於
て
あ
る
の
で
あ
る
」（
七
・
一
二
七
）。

こ
れ
に
対
し
、
未
来
は
徹
頭
徹
尾
、
無
と
い
う
本
質
を
保
持
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
未
来
は
単
に
「
未
だ
あ

ら
ざ
る
も
の
」
と
し
て
無
で
あ
る
だ
け
で
は
な
い
。
未
来
の
実
在
性
が
現
在
に
お
い
て
取
り
戻
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
も
未
来
は
そ
う

し
た
性
質
を
刻
印
さ
れ
続
け
ら
れ
る
と
田
辺
は
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
未
来
は
過
去
的
な
も
の
の
否
定
と
い
う
媒
介
的
な
動
態
に
お
い

て
し
か
そ
の
存
在
性
を
主
張
し
得
な
い
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。「
飽
く
ま
で
無
媒
介
的
直
接
的
な
る
過
去
と
は
異
な
り
未
来
は
そ
の
本

性
上
媒
介
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
そ
の
内
に
否
定
す
べ
き
過
去
を
契
機
と
し
て
含
み
、
こ
れ
と
の
対
抗
関
係
に
於
て
否
定
と
し
て
の
自
己

を
意
識
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
有
っ
て
無
い
と
も
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
未
来
に
於
て
は
無
が
顕
わ
に
な
っ
て
居
る
」（
七
・
一

三
七
）。
田
辺
に
よ
れ
ば
、
未
来
的
無
は
、
過
去
の
潜
在
的
無
と
も
、
そ
し
て
垂
直
的
現
在
の
方
向
に
存
す
る
絶
対
無
と
も
異
な
っ
た

も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
田
辺
の
考
え
る
絶
対
無
は
否
定
的
媒
介
性
を
本
質
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
限

り
で
は
未
来
的
無
と
共
通
の
本
質
を
も
つ
。「
現
在
が
そ
の
絶
対
無
性
に
於
て
意
識
せ
ら
れ
よ
う
と
す
れ
ば
、
却
て
未
来
の
構
造
に
於

て
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」（
七
・
一
四
〇
）
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
む
し
ろ
未
来
の
否
定
性
は
現
在
の
絶
対
無
へ
の
通
路
と
い
う
意
義
を
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持
つ
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
で
あ
る
に
し
て
も
、
や
は
り
両
者
が
区
別
さ
れ
る
の
は
、
永
遠
と
し
て
の
後
者
が
体
現
す
る
あ
る
種

の
肯
定
性
を
前
者
は
発
揮
す
る
こ
と
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
過
去
の
否
定
と
し
て
の
未
来
は
決
し
て
安
定
性
に
達
す
る
こ

と
な
く
絶
え
ざ
る
不
安
定
性
に
晒
さ
れ
て
い
る
。
未
来
は
、「
我
々
が
過
去
的
有
の
立
場
か
ら
決
し
て
完
全
に
は
予
定
し
尽
く
す
こ
と

の
出
来
ぬ
不
可
測
な
る
も
の
で
あ
り
、
我
々
に
対
し
て
未
知
な
る
も
の
と
し
て
不
安
を
惹
起
す
る
」（
七
・
一
二
八
）
の
で
あ
る
。
そ

の
意
味
で
、「
不
安
と
希
望
と
の
交
錯
す
る
実
践
的
予
料
に
未
来
は
成
立
す
る
」（
七
・
一
二
五
）
と
田
辺
は
述
べ
る
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
な
、
過
去
と
未
来
の
非
存
在
性
が
現
在
に
お
い
て
そ
の
実
在
性
を
回
復
さ
れ
る
仕
方
の
違
い
が
、
媒
介
性
と
い

う
観
点
か
ら
言
え
ば
、
過
去
に
対
す
る
未
来
の
高
次
性
が
、
過
去
と
未
来
と
の
構
造
的
な
非
対
称
性
を
結
果
し
、
時
間
の
一
方
向
性
・

不
可
逆
性
と
い
う
性
格
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
田
辺
は
「
未
来
の
過
去
に
対
す
る
高
次
性
」
を
説
明
し
た
上
で
次
の
よ

う
に
述
べ
る
。

過
去
か
ら
未
来
へ
は
流
れ
る
け
れ
ど
も
、
逆
に
未
来
か
ら
過
去
へ
流
れ
る
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
時
の
非
可
逆
性
一
方
向
性
、
の

由
っ
て
来
る
所
は
こ
こ
〔
未
来
の
過
去
に
対
す
る
高
次
性
〕
に
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
未
来
の
高
次
性
は
媒
介
を
意
味
す
る
か
ら
、

低
次
な
る
過
去
を
自
己
の
媒
介
と
は
す
る
け
れ
ど
も
、
低
次
な
る
過
去
は
高
次
な
る
未
来
を
自
己
の
媒
介
と
す
る
こ
と
は
直
接
に

は
出
来
ぬ
か
ら
で
あ
る
（
七
・
一
二
七

－

一
二
八
）。

こ
の
よ
う
な
未
来
の
高
次
性
と
い
う
発
想
、
お
よ
び
そ
れ
を
根
拠
と
し
た
時
間
の
不
可
逆
性
と
い
う
議
論
は
、
私
た
ち
が
常
識
的
に
抱

く
時
間
表
象
に
接
近
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
過
去
は
揺
る
が
し
が
た
い
堅
牢
な
確
定
性
を
も
っ
て
現
に

存
在
し
、
そ
れ
に
対
し
未
来
は
不
確
定
的
な
無
と
し
て
無
数
の
可
能
性
に
開
か
れ
て
い
る
。
こ
の
両
者
の
落
差
が
時
間
の
一
方
向
性
の

原
因
で
あ
る
。
我
々
は
通
常
こ
の
よ
う
に
考
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
田
辺
の
主
張
は
こ
う
し
た
立
場
と
混
同
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。



国
家
・
時
間
・
歴
史
主
義

三
五

な
ぜ
な
ら
、
田
辺
の
考
え
る
過
去
と
未
来
と
の
非
対
称
性
は
、
時
の
超
越
者
た
る
永
遠
的
現
在
を
時
間
成
立
の
根
幹
に
据
え
る
思
想
と

一
体
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
未
来
優
位
と
い
う
思
想
だ
け
で
は
な
お
曖
昧
で
あ
っ
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
の
差
異
は
こ
の
点
を
考
慮
に
入

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
決
定
的
に
際
立
つ
も
の
と
な
る
。

そ
れ
で
は
現
在
の
立
場
か
ら
時
間
を
理
解
す
る
こ
と
が
ど
の
よ
う
に
し
て
過
去
と
未
来
と
の
非
対
称
性
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
の

か
、
そ
し
て
そ
れ
が
な
ぜ
永
遠
と
い
う
次
元
と
リ
ン
ク
し
、
そ
の
現
象
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
、
こ
の
こ
と
を
明
ら
か

に
し
て
く
こ
と
に
し
よ
う
。

過
去
と
未
来
と
の
構
造
的
な
ズ
レ
と
永
遠
性
と
を
繋
い
で
い
る
も
の
、
そ
れ
は
行
為
の
立
場
で
あ
る
。
田
辺
に
よ
れ
ば
、「
時
の
成

立
の
中
心
は
現
在
の
行
為
的
転
換
媒
介
に
あ
る
」（
七
・
一
二
六
）
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
「
永
遠
の
絶
対
無
が
現
在
に
於
て
行
為

に
現
成
す
る
」（
七
・
一
三
五
）
の
で
あ
る
。
行
為
に
お
い
て
「
永
遠
の
絶
対
無
」
が
現
わ
れ
る
と
い
う
考
え
は
さ
て
お
き
、
現
在
を

行
為
的
現
在
と
考
え
る
こ
と
で
過
去
も
未
来
も
成
立
す
る
と
い
う
主
張
は
難
な
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
現

在
の
行
為
が
な
け
れ
ば
記
憶
も
予
期
も
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
の
哲
学
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、「
過
去
は
そ
れ
自
ら
を
保
存
す
る
と
い
う
純
粋
記
憶
の
持
続
性
は
、
時
の
成
立
に

と
っ
て
必
要
な
る
契
機
で
あ
る
」（
七
・
一
二
四
）
と
い
う
こ
と
を
田
辺
は
ま
ず
認
め
る
。
し
か
し
、
と
田
辺
は
言
う
。「
斯
か
る
持
続

の
み
し
か
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
は
却
て
記
憶
と
し
て
意
識
せ
ら
れ
持
続
と
し
て
直
観
せ
ら
れ
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
か
」（
同
）。

し
た
が
っ
て
、
過
去
が
過
去
と
し
て
成
立
す
る
た
め
に
は
、
過
去
の
中
に
あ
っ
て
そ
れ
と
は
区
別
さ
れ
る
何
も
の
か
が
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
に
な
る
。
田
辺
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
「
現
在
の
自
覚
」
で
あ
り
、
そ
の
内
実
は
「
行
為
の
可
能
」
で
あ
る
（
同
）。
我
々
が

行
為
す
る
と
こ
ろ
が
現
在
で
あ
り
、
我
々
が
行
為
す
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
ま
で
意
識
に
上
っ
て
く
る
こ
と
は
な
か
っ
た
持
続
が
記
憶
と

し
て
意
識
さ
れ
る
。
そ
れ
が
過
去
に
他
な
ら
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
同
時
に
、
行
為
は
現
に
な
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
現
に
存
在
し
な
い
も
の
を
存
在
さ
せ
よ
う
と
い
う
志
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向
を
常
に
内
包
し
て
い
る
。
常
に
無
い
も
の
を
視
野
に
収
め
、
そ
う
し
た
志
向
に
浸
透
さ
れ
て
現
に
あ
る
行
為
が
な
さ
れ
て
い
く
。
そ

こ
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
も
の
が
未
来
に
他
な
ら
な
い
。
田
辺
の
説
明
に
依
拠
す
れ
ば
、「
元
来
現
在
に
於
け
る
行
為
と
い
う
も
の

は
、
現
在
に
持
続
す
る
過
去
に
伴
っ
て
、
之
を
否
定
す
る
未
来
の
方
向
が
其
半
面
に
は
た
ら
き
、
而
も
そ
れ
は
現
在
の
行
為
を
通
じ
て

そ
れ
が
実
現
せ
ら
れ
る
こ
と
を
求
め
る
対
立
争
闘
が
現
在
の
底
に
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
促
さ
れ
る
の
で
あ
る
」（
七
・
一
二
五
）。

「
不
安
と
希
望
の
交
錯
す
る
実
践
的
予
料
に
未
来
は
成
立
す
る
」（
同
）
と
言
わ
れ
る
が
、「
予
料
」
つ
ま
り
予
想
と
か
先
取
り
と
い
っ

た
も
の
は
、
常
に
現
に
な
さ
れ
て
い
る
行
為
と
地
続
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
も
そ
も
「
予
期
と
は
行
為
的
な
る
心
構
を
謂
う
」

（
同
）
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
未
来
と
い
う
の
は
単
な
る
期
待
で
は
な
く
、
本
質
的
に
「
現
在
に
於
け
る
行
為
的
予
測
予
料
に

属
す
る
の
で
あ
る
」（
同
）
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
過
去
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
行
為
的
な
現
在
が
必
要
で
あ
り
、
か
つ
ま
た
そ
の
行
為
が
常
に
未
来
性
を
内
包
し
て

い
る
な
ら
ば
、
未
来
こ
そ
が
過
去
を
過
去
と
し
て
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
当
の
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
過
去
は
持
続
と
し
て
記
憶

に
よ
り
意
識
せ
ら
れ
る
限
り
、
既
に
そ
れ
を
否
定
す
る
未
来
の
契
機
を
伴
う
」
の
で
あ
っ
て
、「
未
来
の
契
機
を
含
ま
ず
し
て
は
過
去

と
し
て
成
立
つ
こ
と
が
出
来
な
い
」
の
で
あ
る
（
七
・
一
三
六
）。
無
い
も
の
を
有
る
も
の
と
し
て
引
き
寄
せ
よ
う
と
す
る
行
為
が
、

現
に
あ
る
も
の
を
あ
っ
た
も
の
と
し
て
後
ろ
へ
と
送
り
出
す
の
で
あ
る
。
行
為
は
前
も
っ
て
送
ら
れ
て
き
た
も
の
を
前
提
と
す
る
こ
と

な
く
し
て
な
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
そ
う
し
た
も
の
が
行
為
の
媒
介
と
な
る
際
に
は
、
常
に
行
為
に
よ
る
変
容
を
被
る
の
で
あ
る
。

有
り
体
に
言
え
ば
、
記
憶
は
そ
の
都
度
の
行
為
に
よ
っ
て
、
程
度
の
大
小
は
あ
れ
常
に
更
新
さ
れ
作
り
替
え
ら
れ
て
い
く
と
い
う
事
態

を
指
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
こ
う
し
た
未
来
か
ら
過
去
へ
と
い
う
時
の
背
後
へ
の
送
り
出
し
、
田
辺
の
言
葉
を
用
い
れ
ば
、「
時
の
逆
流（

53
）

」

と
い
う
事
態
を
田
辺
は
永
遠
の
時
へ
「
還
相
」
と
し
て
理
解
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
理
由
を
、
田

辺
は
懺
悔
と
い
う
現
象
を
例
に
挙
げ
な
が
ら
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
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懺
悔
は
永
遠
の
信
仰
に
よ
る
時
の
絶
対
否
定
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
過
去
を
却
て
未
来
の
行
為
に
よ
り
転
換
す
る

限
り
、
過
去
を
未
来
か
ら
規
定
す
る
時
の
逆
流
を
意
味
し
、
従
っ
て
其
限
り
に
於
て
は
永
遠
か
ら
の
時
の
可
逆
化
空
間
化
を
意
味

す
る
と
い
わ
れ
る
。
併
し
そ
れ
は
決
し
て
単
に
時
を
否
定
し
、
過
去
と
未
来
と
を
無
差
別
化
す
る
も
の
で
は
な
い
。
却
て
懺
悔
は

未
来
に
於
け
る
行
為
に
よ
っ
て
証
せ
ら
れ
る
べ
き
、
現
在
の
信
仰
に
よ
る
転
換
に
外
な
ら
な
い
か
ら
、
そ
れ
は
直
接
過
去
に
還
る

と
い
う
時
の
否
定
を
意
味
す
る
も
の
で
な
く
、
過
去
へ
の
還
帰
を
通
っ
て
未
来
の
高
次
性
を
立
す
る
媒
介
的
時
間
性
以
外
の
何
も

の
で
も
な
い
（
七
・
一
一
九
）。

何
と
い
っ
て
も
目
を
引
く
の
は
、
田
辺
が
一
九
四
〇
年
の
段
階
で
す
で
に
懺
悔
と
い
う
現
象
に
注
目
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ

う
。
こ
の
論
文
に
現
れ
て
い
る
宗
教
哲
学
的
言
説
を
『
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
』
と
の
連
続
性
で
捉
え
る
こ
と
は
十
分
可
能
で
あ
ろ
う

が
、
そ
の
こ
と
は
こ
こ
で
の
問
題
で
は
な
い
。
論
ず
べ
き
は
、
懺
悔
と
い
う
問
題
が
田
辺
の
時
間
論
の
枠
組
み
の
中
で
ど
の
よ
う
に
機

能
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

田
辺
に
お
い
て
「
未
来
に
於
け
る
行
為
に
よ
っ
て
証
せ
ら
れ
る
べ
き
、
現
在
の
信
仰
に
よ
る
転
換
」
と
さ
れ
る
懺
悔
に
お
い
て
は
時

間
の
二
つ
の
方
向
性
が
交
差
し
て
い
る
。
ま
ず
、
い
ま
だ
な
さ
れ
ざ
る
未
来
の
行
い
に
よ
っ
て
過
去
の
所
業
の
意
味
合
い
を
転
換
す
る

も
の
と
し
て
、
懺
悔
に
お
い
て
は
未
来
か
ら
過
去
へ
と
い
う
方
向
の
「
時
の
逆
流
」
が
出
現
す
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
「
逆
流
」
を

現
在
に
お
い
て
受
け
止
め
る
の
も
懺
悔
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
に
お
い
て
は
「
過
去
へ
の
還
帰
を
通
っ
て
未
来
の
高
次
性
」
が
同

時
に
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
上
の
引
用
の
直
後
の
言
葉
を
用
い
る
な
ら
ば
、「
時
の
逆
流
」
は
時
間
の
一
方
向
性
を
否
定
す
る
よ
う
に

見
え
つ
つ
も
、「
却
て
依
然
と
し
て
時
の
過
去
か
ら
未
来
に
向
う
方
向
性
を
維
持
し
な
が
ら
、
た
だ
そ
の
媒
介
と
し
て
そ
れ
の
否
定
、

そ
れ
の
空
間
化
を
契
機
に
含
み
、
以
て
循
環
的
に
時
の
具
体
的
媒
介
性
高
次
性
を
達
成
す
る
の
で
あ
る
」（
七
・
一
一
九
）。
懺
悔
を
、

取
り
戻
す
こ
と
が
不
可
能
な
現
実
に
対
す
る
現
在
の
意
識
の
あ
り
方
と
理
解
す
る
な
ら
ば
、
未
来
の
行
為
に
お
け
る
過
去
の
意
味
変
更
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が
同
時
に
過
去
の
取
り
戻
し
難
さ
を
現
在
の
意
識
に
突
き
つ
け
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
こ
と
は
逆
の
立
場
か
ら
も
言
う
こ
と

が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
何
ら
か
の
行
い
が
「
そ
う
し
な
け
れ
ば
よ
か
っ
た
の
に
」
と
悔
や
ま
れ
る
こ
と
が
そ
も
そ
も
可
能
で
あ
る
の

は
、
別
様
の
可
能
性
の
現
実
化
が
何
ら
か
の
仕
方
で
未
来
に
お
い
て
望
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
意
識
さ
れ
て

い
な
い
行
為
は
そ
も
そ
も
懺
悔
の
対
象
と
な
る
こ
と
は
な
い
と
も
言
え
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
新
た
な
自
己
を
掴
み
取
ろ
う
と
す
る
志

向
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
そ
の
よ
う
に
な
し
得
な
か
っ
た
自
己
が
懺
悔
の
対
象
と
な
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
理
解
す
る
な
ら
ば
、
懺
悔
に
見
ら
れ
る
現
在
意
識
の
行
為
的
転
換
に
お
い
て
、
未
来
か
ら
過
去
へ
「
時
の
逆
流
」
は

同
時
に
過
去
か
ら
未
来
へ
と
い
う
方
向
性
と
激
突
す
る
も
の
と
し
て
渦
流
を
形
成
す
る
様
が
浮
か
び
上
が
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ

こ
に
お
い
て
現
在
は
、
未
来
か
ら
過
去
へ
と
い
う
向
き
と
過
去
か
ら
未
来
へ
と
い
う
向
き
と
が
、
互
い
に
先
後
の
順
序
な
く
同
時
的
に

交
わ
り
合
う
い
わ
ば
特
異
点
と
な
り
、
そ
れ
を
中
心
と
し
て
周
り
に
渦
が
出
現
す
る
の
で
あ
る
。
時
間
を
旋
回
す
る
渦
と
し
て
イ
メ
ー

ジ
す
る
田
辺
独
特
の
発
想
は
こ
の
よ
う
に
し
て
登
場
す
る
こ
と
に
な
る（

54
）

。「
永
遠
・
歴
史
・
行
為
」
の
前
年
に
行
わ
れ
た
講
演
「
歴
史

的
現
実
」（
一
九
三
九
年
）
で
は
平
易
な
言
葉
で
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

過
去
の
必
然
性
と
未
来
の
可
能
性
の
結
び
つ
く
の
が
永
遠
の
現
在
で
あ
る
。
歴
史
は
直
線
的
に
滝
が
落
ち
水
が
流
れ
て
い
る
よ
う

な
も
の
と
考
え
る
事
は
出
来
な
い
。
歴
史
は
過
去
か
ら
押
す
力
と
未
来
か
ら
決
定
す
る
力
と
の
、
相
反
対
す
る
二
つ
の
力
が
結
び

合
い
、
交
互
相
媒
介
す
る
円
環
に
成
立
す
る
（
八
・
一
二
五
）。

過
去
か
ら
の
流
れ
と
未
来
か
ら
の
流
れ
と
が
渦
巻
く
と
こ
ろ
、
そ
こ
が
行
為
的
な
現
在
で
あ
り
、〈
現
在
の
現
在
〉
と
し
て
永
遠
＝
絶

対
無
が
還
相
す
る
地
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
転
換
的
な
る
絶
対
無
の
交
互
に
否
定
的
な
る
契
機
と
し
て
統
一
せ
ら
れ
る
循
環
的
動

的
円
環
が
、
生
即
滅
、
滅
即
生
の
渦
動
に
於
て
成
立
す
る
」（
七
・
一
三
六
）
の
で
あ
る
。
田
辺
の
意
図
を
汲
ん
で
な
お
比
喩
的
に
語
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る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
現
在
と
は
、
未
来
か
ら
の
働
き
に
基
づ
き
自
ら
が
絶
え
ず
過
去
と
し
て
堆
積
す
る
こ
と
を
動
因
と
し
て

前
進
し
つ
つ
も
、
そ
の
方
向
性
は
常
に
予
見
不
可
能
な
不
確
定
性
で
あ
る
よ
う
な
渦
の
中
心
と
言
い
表
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
対
抗
す
る
力
が
結
び
合
う
地
点
が
な
ぜ
永
遠
と
し
て
の
現
在
と
し
て
考
え
ら
れ
る
か
と
言
え
ば
、
そ
こ
に
お
い
て
は
過

去
が
未
来
に
関
係
し
つ
つ
、
未
来
が
過
去
に
関
係
す
る
と
い
う
時
間
様
態
間
の
同
時
性
な
い
し
は
空
間
性
が
成
立
す
る
か
ら
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
こ
こ
に
お
い
て
時
間
の
流
れ
を
断
ち
切
り
そ
れ
を
否
定
す
る
も
の
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
時
を
超
え
た
も
の

が
出
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
現
在
は
「
永
遠
に
於
け
る
過
去
と
未
来
と
の
交
互
転
換
」（
七
・
一
三
一
）
の
場
面
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
永
遠
性
が
同
時
に
時
の
不
可
逆
性
の
根
源
と
し
て
絶
え
ず
時
に
「
還
相
」
す
る
あ
り
様
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き

た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
過
去
を
取
り
戻
せ
な
い
現
実
と
し
て
意
識
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
ま
さ
に
そ
こ
こ
そ
が

現
在
な
の
で
あ
る
。
田
辺
の
言
葉
を
用
い
れ
ば
、「
空
間
の
否
定
契
機
を
媒
介
と
し
て
永
遠
に
往
相
す
る
こ
と
に
よ
り
、
同
時
に
永
遠

の
現
成
と
し
て
時
に
還
相
す
る
行
為
的
転
換
」
に
「
現
在
の
現
在
と
し
て
の
成
立
」
が
あ
る
の
で
あ
る
（
七
・
一
三
九
）。

以
上
、
田
辺
の
主
張
す
る
「
歴
史
主
義
的
時
間
存
在
論
」
の
発
想
の
意
味
と
そ
の
骨
格
と
を
、
基
本
的
に
田
辺
の
主
張
に
寄
り
添
い

な
が
ら
論
じ
て
き
た
。
こ
こ
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
時
間
の
歴
史
主
義
的
理
解
、
す
な
わ
ち
絶
対
無
＝
永
遠
の
行
為
的
現
在
へ
の
「
還

相
」
と
い
う
思
想
と
、
そ
れ
が
結
果
す
る
過
去
と
未
来
と
の
構
造
的
な
不
均
衡
性
と
い
う
発
想
は
、
そ
の
後
の
田
辺
の
時
間
論
の
基
本

的
モ
チ
ー
フ
と
な
っ
て
い
る（

55
）

。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
こ
と
は
こ
こ
で
の
立
場
が
田
辺
の
時
間
理
解
の
完
成
形
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味

す
る
わ
け
で
は
な
い
。「
永
遠
・
歴
史
・
行
為
」
は
田
辺
の
時
間
論
の
最
も
充
実
し
た
論
稿
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
ま
だ
「
死
復
活
」

や
切
断
の
概
念
も
登
場
し
て
い
な
い
し
、
後
に
語
ら
れ
る
「
実
存
協
同
」
と
の
結
び
つ
き
も
存
在
し
な
い
。
田
辺
の
時
間
の
哲
学
が
そ

の
後
ど
の
よ
う
に
展
開
・
豊
富
化
し
て
い
く
か
は
別
途
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
で
あ
ろ
う（

56
）

。

た
だ
、
こ
の
論
文
が
抱
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
内
在
的
な
限
界
に
つ
い
て
最
後
に
付
言
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
一
言

で
言
え
ば
、
時
間
の
非
対
称
性
お
よ
び
そ
れ
に
基
づ
く
時
間
の
不
可
逆
性
の
構
造
的
次
元
と
現
象
的
次
元
の
区
別
が
曖
昧
で
あ
る
と
い
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う
問
題
、
あ
る
い
は
前
者
が
後
者
に
横
滑
り
し
て
い
る
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
過
去
と
未
来
と
の
非
対
称
性
は

両
者
の
無
の
意
味
の
違
い
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
過
去
の
無
が
記
憶
の
潜
在
性
を
意
味
す
る
限
り
、
直
接
存
在
の
性
格
を
脱
し
え
な

い
の
に
対
し
て
、
未
来
の
無
は
不
確
定
な
も
の
と
し
て
媒
介
性
と
い
う
性
質
を
体
現
す
る
と
い
い
う
の
が
田
辺
の
発
想
で
あ
っ
た
。
問

題
は
、
こ
の
過
去
と
未
来
と
の
構
造
的
な
差
異
が
、
行
為
的
自
己
の
現
在
の
意
識
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
現
わ
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と

で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
田
辺
に
お
い
て
は
こ
の
構
造
的
な
差
異
が
直
ち
に
時
間
の
不
可
逆
性
の
根
拠
で
あ
る
か
の
よ
う
な
議
論
に
な
っ
て

し
ま
っ
て
い
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
行
為
の
制
約
を
受
け
な
い
記
憶
の
潜
在
的
な
直
接
性
そ
の
も
の
が
時
間
の
一
方
向
性
の
理
由
で

あ
る
か
の
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
て
し
ま
う
主
張
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
「
現
象
学
的
時
間
論
」
を
時
間
論

の
「
礎
石
」
と
し
、
行
為
の
立
場
を
根
幹
と
す
る
以
上
、
こ
う
し
た
構
造
面
が
ど
の
よ
う
に
し
て
現
象
面
に
も
た
ら
さ
れ
る
か
に
つ
い

て
の
議
論
が
な
お
必
要
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

た
だ
、
田
辺
が
懺
悔
と
い
う
現
象
に
注
目
し
た
の
は
、
こ
の
問
題
に
対
す
る
彼
の
自
覚
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
な
く
も
な

い
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
未
来
か
ら
過
去
の
意
味
を
変
容
す
る
懺
悔
が
時
間
の
一
方
向
性
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、「
過
去
へ

の
還
帰
を
通
っ
て
未
来
の
高
次
性
を
立
す
る
媒
介
的
時
間
性
」（
七
・
一
一
九
）
を
意
味
す
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
な
ぜ
、
懺
悔
に

お
い
て
は
過
去
か
ら
未
来
へ
と
い
う
方
向
性
が
維
持
さ
れ
る
の
か
に
つ
い
て
は
田
辺
は
具
体
的
に
語
っ
て
い
な
い
が
、
そ
の
意
味
を
ご

く
自
然
に
受
け
取
る
な
ら
ば
、
右
で
見
た
よ
う
に
、
そ
の
方
向
性
は
過
去
の
取
り
戻
し
難
さ
と
い
う
時
間
意
識
を
具
体
的
な
現
象
面
と

し
て
も
つ
と
解
釈
す
る
こ
と
は
十
分
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
懺
悔
が
時
間
の
非
対
称
性
の
構
造
性
と
現
象
性
と
を
つ

な
ぐ
も
の
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
過
去
の
直
接
性
と
未
来
の
媒
介
性
と
い
う
時
間
の
非
対
称
性
は
、

行
為
す
る
自
己
に
お
い
て
は
過
去
の
取
り
戻
し
難
さ
と
い
う
時
間
の
不
可
逆
性
と
し
て
現
象
す
る
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
理
解
が
妥
当
で
あ
る
に
し
て
も
、
な
お
問
題
が
残
る
。
そ
れ
は
な
ぜ
懺
悔
が
歴
史
主
義
的
な
時
間
論
の
特
権
的
な
例
と

し
て
選
ば
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
田
辺
自
身
は
こ
の
概
念
を
救
済
や
希
望
、
さ
ら
に
は
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
反
復
と
の
連
関
で
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論
じ
て
お
り
、
信
仰
意
識
の
時
間
構
造
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
時
間
構
造
そ
の
も
の
の
解
明
と
は
等
置
さ
れ
る

べ
き
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
行
為
を
そ
の
成
果
と
の
関
係
で
は
な
く
、
む
し
ろ
な
し
え
な
か
っ
た
も
の
と
の
関
係
で
考
え
る
こ
と

で
、
あ
ら
ゆ
る
行
為
は
懺
悔
を
含
む
、
懺
悔
と
い
う
言
葉
が
強
す
ぎ
る
な
ら
ば
、
後
悔
を
含
む
と
い
う
主
張
の
正
当
性
が
十
二
分
に
提

示
さ
れ
る
な
ら
ば
、
こ
の
問
題
は
解
決
す
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
の
論
文
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
が
、
田
辺
の
事
例
分
析
の
貧
弱

さ
の
た
め
、
そ
う
し
た
方
向
性
は
当
該
の
論
文
の
解
釈
と
い
う
本
稿
の
課
題
を
は
み
出
す
も
の
と
な
る
。
こ
の
問
題
が
『
懺
悔
道
と
し

て
の
哲
学
』
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
持
ち
越
さ
れ
て
い
る
か
は
次
に
検
討
す
べ
き
点
と
な
る
が
、
そ
れ
は
別
稿
に
委
ね
る
こ
と
に
し
た

い
。

注

 

（
1
）　
田
辺
元
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
、『
田
邊
元
全
集
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
六
三

－

六
四
年
）
を
用
い
、
引
用
箇
所
を
（
巻
・
頁
）
と
表
記
し
て
示
す
。
な

お
、
引
用
箇
所
の
旧
仮
名
遣
い
お
よ
び
旧
漢
字
は
現
行
表
記
に
改
め
た
。
ま
た
、
引
用
文
中
の
傍
点
及
び
亀
甲
括
弧
に
よ
る
補
足
は
、
全
て
引
用
者
に
よ
る

も
の
で
あ
る
。

 

（
2
）　
田
辺
の
表
現
を
用
い
れ
ば
、
国
家
と
は
「
特
殊
即
普
遍
な
る
類
化
せ
ら
れ
た
種
」（
六
・
一
四
九
）
で
あ
る
が
、
現
に
存
在
す
る
国
家
が
そ
の
ま
ま
類

の
実
現
形
態
と
見
な
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
類
的
な
種
と
し
て
の
国
家
は
「
民
族
国
家
」
と
は
区
別
さ
れ
た
「
人
類
的
国
家
」
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
国
家

の
理
念
を
構
成
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、「
…
類
的
立
場
か
ら
認
め
ら
れ
る
国
家
の
絶
対
性
は
、
国
家
の
構
造
理
念
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ

て
、
現
実
の
国
家
が
凡
て
こ
の
理
念
を
十
分
に
実
現
す
る
と
言
い
難
き
も
の
な
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
」
と
言
わ
れ
る
（
六
・
一
五
二
）。
要
す
る

に
、
田
辺
に
と
っ
て
国
家
と
は
、
類
か
ら
見
れ
ば
そ
の
現
実
態
で
あ
り
、
現
存
の
国
家
か
ら
み
れ
ば
そ
の
理
念
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
国
家

の
中
間
的
性
格
は
、「
正
に
類
の
現
実
態
と
し
て
国
家
の
理
念
に
相
応
す
る
」（
六
・
一
四
六
）
も
の
が
「
人
類
的
国
家
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に

も
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。

 

（
3
）　
た
だ
し
、
こ
の
発
言
は
直
接
に
「
国
家
的
存
在
の
論
理
」
を
指
し
て
言
わ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
戦
前
の
「
種
の
論
理
」
の
思
想
傾
向
全
般
を
ふ
ま
え

て
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
家
の
絶
対
化
は
「
種
の
論
理
」
第
一
論
文
の
「
社
会
存
在
の
論
理
」
か
ら
存
し
て
い
た
傾
向
と
し
て
反
省
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さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
。

 
（
4
）　
氷
見
潔
『
田
辺
哲
学
研
究
』、
北
樹
出
版
、
一
九
九
〇
年
、
一
〇
六
頁
。

 

（
5
）　「
種
の
論
理
」
の
挫
折
と
い
う
問
題
を
考
察
の
対
象
と
し
た
近
年
の
論
稿
と
し
て
は
、
長
谷
正
當
「
田
辺
哲
学
と
親
鸞
の
思
想
―
『
種
の
論
理
』
の
挫

折
と
そ
れ
の
新
し
い
立
場
か
ら
の
展
開
」（『
日
本
の
哲
学
』
第
一
二
号
、
昭
和
堂
、
二
〇
一
一
年
）、
田
口
茂
「
田
辺
元
―
媒
介
の
哲
学 

第
二
章 

国
家
論

の
射
程
と
『
種
の
論
理
』
の
展
開
―
」（『
思
想
』
第
一
〇
八
九
号
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
五
年
）、
同
「
田
辺
元
―
媒
介
の
哲
学 

第
三
章 

国
家
論
の
挫
折

と
理
性
の
運
命
―
」（『
思
想
』
第
一
一
〇
二
号
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
六
年
）
が
あ
る
。

 

（
6
）　
翌
年
の
同
じ
時
期
に
「
実
存
概
念
の
発
展
」（
一
九
四
一
年
一
〇
月
、
一
二
月
）
が
発
表
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
未
完
に
終
わ
っ
て
い
る
。

 

（
7
）　
例
え
ば
田
辺
は
、
個
を
「
往
相
と
還
相
と
の
交
叉
点
」（
六
・
四
九
一
）
と
し
た
上
で
、「
還
相
」
面
の
意
義
を
次
の
よ
う
に
強
調
し
て
い
る
。「
個

は
、
…
類
の
絶
対
否
定
的
統
一
の
成
立
す
る
転
換
点
で
あ
っ
た
が
、
今
や
同
時
に
類
の
統
一
が
そ
の
否
定
的
媒
介
た
る
種
の
対
立
性
に
自
己
を
媒
介
し
、
こ

れ
と
接
触
す
る
点
で
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」（
同
）。

 

（
8
）　
西
洋
に
お
け
る
歴
史
主
義
の
伝
統
と
田
辺
の
歴
史
主
義
と
の
関
係
、
お
よ
び
田
辺
哲
学
を
歴
史
主
義
と
し
て
捉
え
る
こ
と
の
妥
当
性
・
意
義
に
つ
い
て

は
、
竹
花
洋
佑
「
歴
史
主
義
と
し
て
の
田
辺
哲
学
」（
廖
欽
彬
・
伊
東
貴
之
・
河
合
一
樹
編
『
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
哲
学
の
生
成
と
発
展 

│ 

間
文
化
の
視

点
か
ら
』（
一
）、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
二
二
年
﹇
予
定
﹈）
参
照
。

 

（
9
）　
戸
坂
潤

｢

『
種
の
論
理
』
―
田
辺
元
博
士
の
所
説
に
就
い
て｣

（『
唯
物
論
研
究
』、
一
九
三
六
年
七
月
）、『
戸
坂
潤
全
集 

第
三
巻
』（
勁
草
書
房
、
一
九

六
六
年
）、
三
〇
〇
頁
。

 

（
10
）　
た
だ
し
、「
人
類
的
国
家
」（
国
家
の
理
念
性
）
と
「
民
族
国
家
」（
現
実
的
国
家
）
と
の
区
別
そ
の
も
の
が
廃
棄
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
藤
田
正
勝
「
田
辺
元
の
思
索
―
『
絶
対
無
』
の
概
念
を
中
心
に
―
」、『
思
想
』
一
〇
五
三
号
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
二
年
、
一

七
七
頁
、
参
照
）。「
国
家
の
道
義
性
」
に
お
い
て
も
、
類
的
な
も
の
が
国
家
の
絶
対
性
を
裏
打
ち
す
る
理
念
で
あ
る
こ
と
が
次
の
よ
う
に
主
張
さ
れ
て
い

る
。「
人
類
世
界
が
若
し
現
実
に
完
結
的
に
存
在
す
る
な
ら
ば
、
国
家
の
絶
対
性
は
否
定
せ
ら
れ
、
即
ち
国
家
は
国
家
と
し
て
消
滅
す
る
。
反
対
に
人
類
世

界
の
理
念
が
原
理
と
し
て
、
そ
の
絶
対
普
遍
性
に
よ
り
諸
国
家
共
存
の
秩
序
に
於
て
国
家
を
具
体
的
に
国
家
た
ら
し
め
る
の
で
あ
る
。
此
普
遍
の
秩
序
が
既

述
の
如
く
国
家
の
道
義
に
外
な
ら
な
い
」（
八
・
二
一
一
）。
国
家
の
理
念
性
・
規
範
性
と
そ
の
現
実
性
・
事
実
性
と
が
「
相
即
」
し
な
が
ら
同
時
に
区
別
さ

れ
る
と
い
う
立
場
が
矛
盾
と
は
見
な
さ
れ
な
い
の
は
、
田
辺
が
両
者
の
重
な
り
合
う
場
面
を
実
践
に
お
い
て
、
そ
し
て
後
に
論
じ
る
よ
う
に
、
さ
ら
に
そ
れ
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を
永
遠
と
時
と
い
う
時
間
論
の
枠
組
み
で
考
え
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

 
（
11
）　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
す
で
に
田
口
茂
に
よ
っ
て
綿
密
な
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
（
田
口
、
前
掲
論
文
、
二
〇
一
六
年
）。
し
か
も
、
田
口
は
、「
応
現
」

と
い
う
発
想
が
「
還
相
」
概
念
の
単
な
る
延
長
線
上
に
位
置
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
か
ら
の
「
変
質
」
と
捉
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
こ
こ
で
は
、

『
還
相
』
が
一
種
の
媒
介
運
動
と
し
て
の
み
で
は
な
く
、
一
つ
の
『
有
』
な
い
し
『
存
在
』
と
し
て
の
性
格
を
色
濃
く
も
つ
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
」

（
同
、
九
四
頁
）。
田
口
に
よ
れ
ば
、「
応
現
」
と
い
う
新
た
な
概
念
が
必
要
と
さ
れ
た
背
景
に
は
、
修
正
後
の
「
種
の
論
理
」
の
「
あ
る
種
の
存
在
論
的
志

向
」（
同
）
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
比
さ
せ
て
述
べ
る
な
ら
ば
、
次
章
で
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
「
応
現
」
概
念
導
入
の
背
景
に
は
「
種
の
論
理
」

の
歴
史
哲
学
化
が
あ
る
と
考
え
る
の
が
本
稿
の
立
場
で
あ
る
。

 

（
12
）　「
種
の
論
理
の
意
味
を
明
に
す
」
で
は
表
現
に
対
し
て
象
徴
の
意
味
を
強
調
し
て
い
た
が
、
以
下
の
引
用
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
田
辺
は
は
っ

き
り
と
象
徴
よ
り
も
「
応
現
」
を
よ
り
高
次
の
概
念
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。「
表
現
が
内
外
統
一
、
客
観
即
主
観
、
の
直
接
的
即
自
態
と
し
て
交
互
性
の
上

に
成
立
す
る
連
続
的
動
態
な
る
に
対
し
、
象
徴
は
却
て
両
契
機
を
分
離
す
る
否
定
態
と
し
て
客
観
を
そ
れ
自
身
に
於
て
交
互
に
い
わ
ゆ
る
喚
起évocation

暗
示suggestion

的
に
呼
応
共
感
せ
し
め
（B

eaudelaire

の “C
orrespondances” 

やR
im

baud

の “L
es Voyelles” 

を
想
え
）、
主
観
を
客
観
か
ら
解
放
す

る
こ
と
に
依
っ
て
そ
れ
を
自
由
に
は
た
ら
か
せ
、
表
現
に
於
て
物
の
内
化
に
没
し
て
単
に
即
自
的
連
続
的
に
拡
大
す
る
に
止
ま
る
所
の
自
己
を
、
自
覚
存
在

と
し
て
対
自
化
す
る
。
応
現
は
斯
く
対
自
化
せ
ら
れ
た
人
格
的
自
己
を
以
て
、
表
現
に
於
け
る
物
と
人
と
の
直
接
的
統
一
を
人
と
人
と
の
組
織
に
還
相
せ
し

め
る
。
こ
れ
が
表
現
の
即
自
態
と
象
徴
の
対
自
態
と
を
総
合
し
て
、
即
自
且
対
自
な
る
実
践
的
媒
介
存
在
た
る
所
以
で
あ
る
」（
七
・
六
〇
）。

 

（
13
）　
例
え
ば
「
種
の
論
理
の
意
味
を
明
に
す
」
に
お
い
て
は
、
種
の
役
割
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
強
調
さ
れ
て
い
る
。「
種
は
啻
に
社
会
存
在
の
論
理
の

基
体
と
し
て
実
践
的
要
求
を
満
た
す
に
止
ま
ら
ず
、
弁
証
法
の
徹
底
と
し
て
の
絶
対
媒
介
の
論
理
に
於
け
る
、
自
己
疎
外
の
否
定
原
理
と
し
て
中
心
的
意
味

を
有
す
る
も
の
と
な
る
。
絶
対
弁
証
法
は
種
の
論
理
に
外
な
ら
な
い
」（
六
・
四
七
七
）。
種
と
い
う
自
己
疎
外
的
な
否
定
原
理
こ
そ
、
こ
の
論
文
で
「
絶
対

無
は
却
て
有
を
自
己
の
媒
介
と
す
る
も
の
」（
六
・
四
七
三
）
と
言
わ
れ
る
場
合
の
有
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。

 

（
14
）　
こ
の
点
を
指
摘
し
た
も
の
と
し
て
は
、
細
谷
昌
志
『
田
辺
哲
学
と
京
都
学
派
』（
昭
和
堂
、
二
〇
〇
八
年
）、
長
谷
前
掲
論
文
、
田
口
前
掲
論
文
（
二
〇

一
六
年
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
三
者
の
観
点
は
同
一
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
が
傾
聴
す
べ
き
指
摘
を
行
っ
て
い
る
。
田
辺
哲
学
は
本
来
「
種

の
論
理
」
と
「
個
の
論
理
」
と
い
う
二
つ
の
中
心
を
も
つ
も
の
と
捉
え
た
上
で
、「
国
家
的
存
在
の
論
理
」
に
は
後
者
の
成
立
す
る
余
地
が
な
く
な
っ
て
し

ま
っ
て
い
る
と
見
る
の
が
細
谷
の
立
場
で
あ
る
（
細
谷
、
前
掲
書
、
一
〇
〇

－

一
〇
三
頁
）。
初
期
の
「
社
会
存
在
の
論
理
」
に
お
い
て
は
「
個
の
論
理
」
が
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機
能
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
細
谷
に
対
し
て
、
長
谷
は
そ
も
そ
も
「
種
の
論
理
」
の
当
初
の
構
想
が
個
の
働
き
を
見
誤
っ
て
い
た
こ
と
を
ベ
ル
ク
ソ
ン

の
『
二
源
泉
』
と
の
関
係
で
論
じ
て
い
る
（
長
谷
、
前
掲
論
文
、
八
一

－

八
二
頁
）。
こ
れ
に
対
し
て
「
社
会
存
在
の
論
理
」
に
お
け
る
「
個
の
論
理
」
の
意

義
を
重
視
し
、
悪
の
観
点
を
希
薄
化
さ
せ
た
「
種
の
論
理
」
の
修
正
後
の
立
場
に
問
題
性
を
見
る
の
が
田
口
で
あ
る
（
田
口
、
前
掲
論
文
、
八
五

－

九
一

頁
）。
こ
の
点
に
関
し
て
、
本
稿
の
立
場
は
田
口
の
見
方
に
最
も
近
い
。

 

（
15
）　
イ
ェ
リ
ネ
ク
『
一
般
国
家
学
』、
芦
部
信
喜
他
訳
、
学
陽
書
房
、
一
九
七
四
年
、
二
九
五
頁
（G

eorg Jellinek, A
llgem

eine S
taatslehre [1900], 

D
ritte A

uflage, Verlag von O
. H

äring B
erlin, 1914, S.365

）。

 

（
16
）　
田
辺
が
組
織
性
と
い
う
概
念
に
お
い
て
イ
ェ
リ
ネ
ク
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
こ
と
は
、
こ
う
し
た
「
当
為
即
存
在
」
と
い
う
国
家
の
二
重
性
が
、
彼
の

い
わ
ゆ
る
「
国
家
二
側
面
説
」
に
託
し
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
裏
付
け
ら
れ
よ
う
。「
こ
の
後
の
立
場
は
主
と
し
て
法
的
主
体
と
し
て
国
家
を
観
る
の

で
あ
る
か
ら
、
国
家
の
社
会
学
的
考
察
と
法
学
的
考
察
と
が
歴
史
哲
学
的
に
交
互
媒
介
せ
ら
れ
て
、
始
め
て
国
家
の
全
面
的
理
解
が
与
え
ら
れ
得
る
所
以

も
、
容
易
に
観
取
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
」（
七
・
八
四
）。
こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
国
家
の
社
会
学
的
考
察
」
が
国
家
の
存
在
性
す
な
わ
ち
組
織
性
に
該
当
す

る
。

 

（
17
）　Friedrich M

einecke, D
ie Idee des Staatsräson in der neueren G

eschichte, Friedrich M
einecke W

erke hrsg. von W
alther H

ofer, B
d.1,

4 A
ufl., 

R
. O

ldenbourg Verlag G
m

bH
, M

ünchen 1976, S. 425

（
マ
イ
ネ
ッ
ケ
『
近
代
史
に
お
け
る
国
家
理
性
の
理
念
』
菊
盛
英
夫
・
生
松
敬
三
訳
、
み
す
ず

書
房
、
一
九
六
〇
年
、
四
九
二
頁
）。

 

（
18
）　Ibid., S. 427

（
同
書
、
四
九
三
頁
）。

 

（
19
）　Ibid., S. 423

（
同
書
、
四
八
九
頁
）。

 

（
20
）　Ibid., S. 461

（
同
書
、
五
三
四
頁
）。

 

（
21
）　Ibid., S.1

（
同
書
、
一
頁
）。

 

（
22
）　Ibid., S.22

（
同
書
、
二
四
頁
）。

 

（
23
）　
元
来
田
辺
の
思
想
に
お
い
て
主
体
と
い
う
概
念
は
個
体
を
指
す
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
国
家
の
本
質
を
示
す
も
の
と
し
て
用
い
ら
て
い
る
。
こ

れ
は
国
家
の
個
体
的
生
命
と
し
て
の
あ
り
方
を
主
張
し
た
ラ
ン
ケ
―
マ
イ
ネ
ッ
ケ
の
影
響
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
同
時
に
当
時
の
田
辺
周
辺
の
論

調
と
の
関
わ
り
も
見
逃
せ
な
い
。
例
え
ば
、
高
坂
正
顕
は
「
歴
史
的
主
体
」
と
い
う
概
念
を
も
っ
て
国
家
を
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
（
高
坂
正
顕
『
歴
史
的



国
家
・
時
間
・
歴
史
主
義

四
五

世
界
』、
一
九
三
七
年
）。
し
か
し
、
そ
の
高
坂
に
し
て
も
国
家
を
徹
頭
徹
尾
倫
理
的
な
主
体
と
考
え
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
高
坂
に
お
い
て
は
、「
国
家

に
も
倫
理
的
な
る
性
格
が
認
め
ら
れ
る
限
り
、
国
家
の
底
に
も
闇
の
原
理
を
認
め
得
べ
き
で
あ
る
」（
高
坂
正
顕
『
歴
史
的
世
界
』、
燈
影
舎
、
二
〇
〇
二

年
、
二
一
八
頁
）
と
言
わ
れ
る
。
ち
な
み
に
、
長
谷
正
當
は
こ
こ
に
ロ
ゴ
ス
と
パ
ト
ス
の
統
一
と
い
う
三
木
清
の
『
歴
史
哲
学
』（
一
九
三
二
年
）
の
モ

チ
ー
フ
と
の
連
続
性
を
見
て
い
る
（
長
谷
正
當
「
解
説
」、
同
書
、
三
一
五
頁
）。

 

（
24
）　
高
坂
正
顕
・
西
谷
啓
治
・
高
山
岩
男
・
鈴
木
成
高
『
世
界
史
的
立
場
と
日
本
』、
中
央
公
論
社
、
一
九
四
三
年
、
一
〇
一
頁
。

 

（
25
）　
同
書
、
一
〇
七
頁
。

 

（
26
）　
同
。

 

（
27
）　
例
え
ば
、
西
谷
は
次
よ
う
に
発
言
し
て
い
る
。「
ど
う
も
モ
ラ
リ
ッ
シ
ュ
と
言
う
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
面
が
消
え
る
し
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
言
う
と
モ
ラ

リ
ッ
シ
ュ
の
面
が
消
え
る
。
モ
ラ
リ
ッ
シ
ェ
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
い
う
の
は
非
常
に
い
い
言
葉
だ
」（
同
書
、
一
〇
五
頁
）。

 

（
28
）　「
こ
の
座
談
会
の
記
事
は
意
外
に
も
世
上
多
少
の
注
意
を
惹
き
、
賛
否
両
様
の
批
評
を
恵
ま
れ
た
。
特
に
道
義
的
生
命
力
と
、
そ
の
大
東
亜
共
栄
圏
に

於
け
る
実
現
の
方
策
に
つ
い
て
質
疑
を
与
え
ら
え
る
機
会
が
多
か
っ
た
」（『
世
界
史
的
立
場
と
日
本
』「
序
」、
二
頁
）。

 

（
29
）　
鈴
木
成
高
『
ラ
ン
ケ
と
世
界
史
学
』、
弘
文
堂
書
房
、
一
九
三
九
年
、
二
七

－

二
八
頁
。

 

（
30
）　
同
書
、
一
三
五
頁
。

 

（
31
）　
高
坂
正
顕
・
西
谷
啓
治
・
高
山
岩
男
・
鈴
木
成
高
『
世
界
史
的
立
場
と
日
本
』、
五
頁
。

 

（
32
）　
同
書
、
六
頁
。

 

（
33
）　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、「
京
都
哲
学
撰
書
」（
燈
影
舎
）
の
第
一
一
巻
と
し
て
出
版
さ
れ
た
『
世
界
史
の
理
論
』（
一
九
四
四
年
に
刊
行
さ
れ
た
「
世
界

史
講
座
」
第
一
巻
『
世
界
史
の
理
論
』
の
前
半
部
を
中
心
と
し
て
再
編
集
さ
れ
た
も
の
）
の
「
解
説
」
に
お
い
て
森
哲
郎
が
指
摘
し
て
い
る
（
西
田
幾
多

郎
・
西
谷
啓
治
他
『
世
界
史
の
理
論
』、
燈
影
舎
、
二
〇
〇
〇
年
、
三
九
九

－

四
〇
六
頁
）。

 

（
34
）　『
西
田
幾
多
郎
全
集
』
第
十
三
巻
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
五
年
、
十
二
頁
（
旧
版
『
全
集
』
第
十
四
巻
、
三
九
六
頁
）。

 

（
35
）　
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
森
哲
郎
の
次
の
よ
う
な
指
摘
が
あ
る
。「
こ
の
頃
の
西
田
は
自
分
の
立
場
を
『
歴
史
的
人
間
の
客
観
主
義
』
と
か
『
客
観
的

人
間
主
義
』（
九
・
六
四
）
と
」
呼
び
、
歴
史
の
《
主
体
化
＝
基
体
化
》
に
対
し
て
深
い
危
惧
を
抱
い
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
以
下
に
見
る
よ
う
に
、
西
田

門
下
は
『
主
体
性
』
重
視
の
新
た
な
試
み
に
踏
み
込
ん
で
ゆ
く
。
こ
の
差
異
は
大
き
く
深
い
問
題
と
な
ろ
う
」（
同
書
、
四
〇
六
頁
）。
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（
36
）　L

eopold von R
anke, Ü

ber die E
pochen der neueren G

eschichte, Verlag von D
uncker &

 H
um

blot L
eibzig, 1906, S.17.

（
ラ
ン
ケ
『
世
界
史

概
観
―
近
世
史
の
諸
時
代
―
』
鈴
木
成
高
・
相
原
信
作
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
四
一
年
、
三
七
頁
）。

 

（
37
）　
こ
の
点
に
関
し
て
、「
弁
証
法
的
一
般
者
と
し
て
の
世
界
」（
一
九
三
四
年
）
に
お
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。「
各
人
が
各
人
の
時
を
有

つ
と
考
え
ら
れ
る
我
々
の
個
人
的
自
己
と
い
う
も
の
も
、
弁
証
法
的
に
自
己
自
身
を
限
定
す
る
世
界
の
自
己
拡
散
の
方
向
に
考
え
ら
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
故
に
我
々
の
行
為
は
歴
史
の
中
か
ら
生
れ
、
歴
史
の
中
に
失
せ
行
く
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
」（『
西
田
幾
多
郎
全
集
』
第
六
巻
、
岩
波
書

店
、
二
〇
〇
三
年
、
二
五
〇
頁
／
旧
版
『
全
集
』
第
七
巻
、
三
一
九

－

三
二
〇
頁
）。

 

（
38
）　『
西
田
幾
多
郎
全
集
』
第
六
巻
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
年
、
二
五
四
頁
（
旧
版
『
全
集
』
第
七
巻
、
三
二
五
頁
）。

 

（
39
）　
ラ
ン
ケ
『
政
治
問
答
』
相
原
信
作
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
四
一
年
、
二
五
頁
。

 

（
40
）　『
西
田
幾
多
郎
全
集
』
第
九
巻
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
、
三
三
六
頁
（
旧
版
『
全
集
』
第
一
〇
巻
、
三
一
〇
頁
）。

 

（
41
）　
田
辺
が
か
つ
て
盛
ん
に
語
っ
て
い
た
「
世
界
」
と
い
う
概
念
は
、
時
間
と
空
間
の
統
一
体
と
い
う
物
理
学
の
発
想
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
歴
史

哲
学
な
い
し
は
政
治
哲
学
の
文
脈
で
は
積
極
的
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
。

 

（
42
）　
前
章
で
取
り
上
げ
た
西
田
や
務
台
の
他
に
も
、
田
辺
を
意
識
し
た
議
論
は
三
木
清
や
高
坂
正
顕
に
も
見
出
さ
れ
る
。
三
木
の
『
哲
学
的
人
間
学
』（
一

九
三
三

－

一
九
三
六
頃
、
未
完
）
の
第
五
章
「
人
間
存
在
の
社
会
性
」
や
、
高
坂
の
『
歴
史
的
世
界
』（
一
九
三
七
年
）
の
第
三
章
「
歴
史
的
基
体
」
に
は

「
種
の
論
理
」
か
ら
影
響
が
は
っ
き
り
と
認
め
ら
れ
る
。

 

（
43
）　
次
の
よ
う
に
、
時
間
の
「
往
相
」
的
な
理
解
が
批
判
さ
れ
る
場
合
に
田
辺
は
西
田
を
意
識
し
て
い
た
と
言
え
る
。「
原
歴
史
の
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
と

し
て
歴
史
を
解
し
よ
う
と
す
る
立
場
が
、
此
様
な
無
媒
介
的
直
観
主
義
の
為
に
歴
史
の
歴
史
性
を
希
薄
な
ら
し
め
、
歴
史
を
文
化
類
型
学
に
近
づ
か
し
め
る

こ
と
は
蔽
う
こ
と
が
出
来
な
い
と
思
う
。
そ
の
永
遠
の
今
の
自
己
限
定
が
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
現
在
の
如
く
、
諸
時
代
を
無
差
別
的
に
並
列
せ
し
め
、
歴

史
の
循
環
的
遡
源
的
発
展
の
媒
介
的
時
間
流
動
を
場
所
化
空
間
化
す
る
傾
向
を
有
す
る
こ
と
は
否
定
し
得
な
い
」（
七
・
一
二
二

－

一
二
三
）。

 

（
44
）　
西
谷
啓
治
「
世
界
史
の
哲
学
」（
一
九
四
四
年
）、
西
田
幾
多
郎
・
西
谷
啓
治
他
『
世
界
史
の
理
論
』、
燈
影
舎
、
二
〇
〇
〇
年
、
四
七
頁
。

 

（
45
）　R
anke, Ü

ber die E
pochen der neueren G

eschichte, S.17. 

（
ラ
ン
ケ
『
世
界
史
概
観
』
鈴
木
・
相
原
訳
、
三
七
頁
）。

 

（
46
）　Ibid., S.6. 

（
同
書
、
一
六 

頁
）。

 

（
47
）　Ibid.

（
同
）。
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（
48
）　Ibid.

（
同
書
、
一
七
頁
）。

 
（
49
）　「
永
遠
・
行
為
・
歴
史
」
以
前
の
田
辺
の
時
間
論
に
つ
い
て
は
、
竹
花
洋
佑
「
時
間
と
無
―
前
期
田
辺
哲
学
の
『
絶
対
無
』
理
解
の
変
遷
と
西
田
の

『
永
遠
の
今
』
―
」（『
西
田
哲
学
会
年
報
』
第
十
七
号
、
二
〇
二
〇
年
）
参
照
。

 

（
50
）　
鈴
木
成
高
『
ラ
ン
ケ
と
世
界
史
学
』、
三
一
頁
。
ま
た
、
高
山
岩
男
も
「
歴
史
主
義
の
問
題
と
世
界
史
」（
一
九
四
二
年
二
、
三
月
、
後
に
『
世
界
史
の

哲
学
』〔
一
九
四
二
年
七
月
〕
に
収
録
）
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
今
日
の
歴
史
主
義
の
問
題
と
そ
の
解
決
は
、
今
日
の
世
界
史
の
事
態
を

離
れ
て
は
な
い
。
単
に
時
間
の
次
元
に
於
け
る
歴
史
主
義
で
は
な
く
、
世
界
の
次
元
に
於
け
る
歴
史
主
義
が
、
今
日
の
哲
学
的
問
題
を
新
た
に
考
察
の
対
象

と
な
し
、
ま
た
そ
れ
に
新
た
な
解
決
の
立
場
を
開
く
唯
一
の
哲
学
的
立
場
で
あ
る
」（
高
山
岩
男
『
世
界
史
の
哲
学
』、
こ
ぶ
し
書
房
、
二
〇
〇
一
年
、
四
一

〇

－

四
一
一
頁
）。

 

（
51
）　E

rnst Troeltsch, D
er H

istorism
us und seine P

roblem
e E

rstes (E
iziges) B

uch: D
as L

ogische P
roblem

 der G
eschichtsphilosophie, G

esam
m

elte 

Schriften B
d.3, Scientia Verlag A

alen, T
übingen, 1977, S. 113.

（
エ
ル
ン
ス
ト
・
ト
レ
ル
チ
『
歴
史
主
義
と
そ
の
諸
問
題
（
上
）』
近
藤
勝
彦
訳
、『
ト

レ
ル
チ
著
作
集
』
第
四
巻
、
ヨ
ル
ダ
ン
社
、
一
九
八
〇
年
、
一
七
四
頁
）。

 

（
52
）　Ibid., S. 772

（
ト
レ
ル
チ
『
歴
史
主
義
と
そ
の
諸
問
題
（
下
）』
近
藤
勝
彦
訳
、『
ト
レ
ル
チ
著
作
集
』
第
六
巻
、
ヨ
ル
ダ
ン
社
、
一
九
八
八
年
、
四

四
五
頁
）。

 

（
53
）　
こ
の
「
時
の
逆
流
」
と
い
う
発
想
に
注
目
し
て
田
辺
の
時
間
論
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
田
口
茂
「
時
の
逆
流
に
つ
い
て
―
田
辺
哲
学
に
お
け
る
時
間

の
媒
介
構
造
―
」（『
日
本
の
哲
学
』
第
一
六
号
、
昭
和
堂
、
二
〇
一
五
年
）
が
あ
る
。
従
来
全
く
議
論
の
対
象
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
の
「
永
遠
・
歴

史
・
行
為
」
の
時
間
論
に
光
を
当
て
た
の
が
こ
の
論
文
で
あ
る
。
ま
た
田
口
は
田
辺
の
難
解
な
時
間
論
を
平
易
な
仕
方
で
も
論
じ
て
い
る
（
田
口
茂
「〈
交

差
〉
と
し
て
の
時
間
―
異
質
な
も
の
た
ち
の
出
合
い
」
田
山
忠
行
編
著
『
時
を
編
む
人
間
―
人
文
科
学
の
時
間
論
』、
北
海
道
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
五

年
）。

 

（
54
）　
渦
と
い
う
の
は
田
辺
の
時
間
論
を
、
さ
ら
に
は
田
辺
哲
学
そ
の
も
の
を
最
も
適
切
に
イ
メ
ー
ジ
化
し
て
く
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
指
摘
し
た
も

の
と
し
て
は
、
合
田
正
人
・
杉
村
靖
彦
「
対
談 

田
辺
元
の
思
想
」（『
思
想
』
一
〇
五
三
号
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
二
年
）
や
合
田
正
人
「
近
迫
と
渦
流
―

田
辺
元
・
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
対
決
が
今
私
た
ち
に
突
き
つ
け
て
い
る
も
の
―
」（
同
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

 

（
55
）　
例
え
ば
、『
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
』
に
お
い
て
は
、「
時
は
飽
く
ま
で
水
平
で
は
な
く
傾
斜
を
も
つ
」
も
の
と
し
て
、「
過
去
に
向
っ
て
限
定
せ
ら
れ
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第
六
百
七
号

四
八

て
未
来
に
向
っ
て
限
定
を
突
破
す
る
」（
九
・
七
四

－

七
五
）
と
語
ら
れ
、
最
晩
年
の
「
生
の
存
在
学
か
死
の
弁
証
法
か
」
で
は
、「
時
間
は
、
過
去
の
方
向

に
於
て
永
遠
の
無
始
不
生
を
分
有
し
な
が
ら
、
未
来
に
向
っ
て
は
無
終
不
滅
と
い
う
こ
と
な
く
、
終
末
の
可
能
と
そ
の
到
来
の
不
確
定
性
と
を
保
持
す
る
の

で
あ
る
」（
一
三
・
五
三
四

－

五
三
五
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
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1

In this paper, I would like to examine how historicism is found in Tanabe Ha-
jime’s discourse of nation-state （国家）, with a focus on the two very important 
writings in his early philosophy, namely, “The Logic of National Existence” （「国
家的存在の論理」, published in 1939） and “Eternal, History and Action” （「永
遠・歴史・行為」, published in 1940）. While “the logic of species” is considered 
as a nationalistic turn of Tanabe’s philosophy, which induces the concept of “re-
pentance” （懺悔） in his later stage of philosophy, the relationships between “na-
tion-state” and “historicism” should be traced back to the abovementioned arti-
cles. Although the concept of “nation-state” was widely discussed in “The Logic 
of National Existence”, the concern of “Eternal, History and Action” is neither 
social existence （社会存在） nor national existence （国家存在）, but the question 
of time. Hence, the article, “Eternal, History and Action”, cannot be regarded as 
an extension of “the logic of species”. However, after the publication of Philoso-
phy as Metanoetics （『懺悔道としての哲学』） in 1946, gensō （還相） has become 
the most important concept of Tanabe’s philosophy, which is related to the dis-
cussion of time and historicism. In addition, in the book, The Historicistic Devel-
opment of Mathematics and Physics （『数理の歴史主義展開』） published in 1954, 
the standpoint of “historicist ontology of time” （歴史主義的時間存在論） was 
thoroughly examined, which in fact was firstly addressed in the article, “Eternal, 
History and Action”. In other words, instead of overemphasizing the importance 
of “logic of species” for the nationalistic turn of Tanabe’s philosophy, we should 
not overlook the very last phase of his early philosophy, especially the essay, 
“The Logic of National Existence” and the piece of work, “Eternal, History and 
Action” that published a year after.
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