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は
じ
め
に

　

本
論
文
は
自
然
し
か
も
機
械
論
的
自
然
で
は
な
く
有
機
的
・
目
的
的
自
然
を
カ
ン
ト
が
擁
護
す
る
こ
と
の
う
ち
に
、
カ
ン
ト
が
近

代
の
枠
組
み
を
破
ろ
う
と
す
る
意
志
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
見
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

前
号
（『
現
代
密
教
』
二
十
一
号
）
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
的
自
然
観
は
、
自
然
を
敵
と
み
な
し
て
、

敵
と
戦
う
た
め
に
は
敵
を
知
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
、
自
然
科
学
を
発
展
さ
せ
て
き
た
。
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
は
敵
と

し
て
の
自
然
は
人
間
と
同
じ
神
に
よ
る
被
造
物
で
あ
り
ま
た
人
間
よ
り
も
劣
る
存
在
で
あ
る
。
特
に
近
代
が
合
理
的
で
あ
る
と
い
う

理
由
で
神
を
前
景
か
ら
後
退
さ
せ
て
し
ま
っ
て
か
ら
は
、
人
間
は
す
べ
て
の
も
の
の
頂
点
に
立
ち
、
自
然
を
支
配
し
よ
う
と
し
た
。

自
然
に
は
自
立
性
は
な
く
、
た
だ
素
材
の
集
ま
り
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
か
ぎ
り
人
間
は
自
ら
の
考
え
の
ま
ま
に
自
然
を
支
配
し
て

構
わ
な
い
、
と
考
え
ら
れ
た
。
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近
代
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
自
然
の
在
り
方
は
、
十
六
・
十
七
世
紀
の
啓
蒙
思
想
を
経
て
、
カ
ン
ト
に
な
だ
れ
込
む
。
カ
ン
ト
に

お
い
て
伝
統
的
に
継
承
さ
れ
る
自
然
観
と
新
た
な
考
え
の
も
と
で
の
自
然
観
（
そ
れ
は
後
に
ド
イ
ツ
ロ
マ
ン
主
義
の
自
然
観
へ
と
つ

な
が
る
）
と
が
交
錯
す
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
も
、
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
的
自
然
観
と
は
異
な
る
も
の
と
し
て
、
古
代
ギ
リ

シ
ア
の
多
神
教
的
自
然
観
が
あ
っ
た
。
カ
ン
ト
が
近
代
の
自
然
観
を
乗
り
越
え
て
新
た
な
自
然
観
に
目
覚
め
た
も
と
に
は
、
モ
デ
ル

と
し
て
の
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
自
然
観
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
カ
ン
ト
以
後
の
い
わ
ゆ
る
ド
イ
ツ
観
念
論
者

例
え
ば
シ
ェ
リ
ン
グ
・
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は
明
ら
か
に
古
代
ギ
リ
シ
ア
的
自
然
観
の
再
考
が
促
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

　

こ
の
論
文
に
お
い
て
は
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
自
然
観
が
変
転
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
、『
判
断
力
批
判
』
の
最
も

ス
ペ
ク
タ
ク
ル
な
パ
ラ
グ
ラ
フ
で
あ
る
§
77
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　

思
想
史
の
上
で
カ
ン
ト
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
は
難
し
い
問
題
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
啓
蒙
主
義
的
思
想
家
の
最
後
に
位
置

さ
せ
る
の
か
、
ド
イ
ツ
観
念
論
の
先
行
者
と
し
て
か
。
あ
る
い
は
近
代
の
た
だ
中
を
生
き
た
思
想
家
か
、
近
代
を
後
に
し
た
最
初
の

思
想
家
か
、
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
表
題
の
「
近
代
か
ら
の
離
反
」
は
、「
近
代
の
総
括
」
で
も
「
近
代
の
克
服
」
で
も
「
近
代
か

ら
の
後
退
」
で
も
良
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
カ
ン
ト
は
、
自
ら
「
近
代
像
」
を
作
り
出
し
、
そ
し
て
さ
ら
に
そ
の
近

代
像
を
乗
り
越
え
よ
う
と
し
た
。ま
さ
に
カ
ン
ト
は
近
代
と
非
近
代
の
境
界
に
立
っ
て
い
た
こ
と
だ
け
は
間
違
い
な
い
事
実
で
あ
る
。

　

哲
学
史
か
ら
み
る
と
、
カ
ン
ト
は
大
陸
合
理
論
と
イ
ギ
リ
ス
経
験
論
と
の
否
定
的

0

0

0

綜
合
で
あ
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
否
定
的

で
あ
る
の
は
、
カ
ン
ト
が
両
者
の
限
界
を
見
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
総
合
的
で
あ
る
の
は
、
カ
ン
ト
は
、
少
な
く
と
も
『
純
粋

理
性
批
判
』
と
『
実
践
理
性
批
判
』
と
に
関
し
て
は
、
自
ら
合
理
論
と
経
験
論
と
に
共
通
の
場
に
立
ち
つ
つ
両
者
を
綜
合
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
自
ら
の
批
判
哲
学
を
展
開
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

カ
ン
ト
は
教
授
就
任
論
文
『
感
性
界
と
叡
智
界
の
形
式
と
原
理
に
つ
い
て
』（
一
七
七
〇
年
）
で
、『
純
粋
理
性
批
判
』
に
つ
な
が

― 120 ―
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る
新
し
い
立
場
を
表
明
し
た
。
し
か
し
こ
の
表
明
は
、
あ
く
ま
で
も
表
明
で
あ
っ
て
細
部
に
お
い
て
は
ま
だ
完
全
な
形
に
は
な
っ
て

い
な
い
。
そ
の
理
由
は
い
ろ
い
ろ
あ
ろ
う
が
、
感
性
界
と
叡
智
界
の
完
全
な
分
離
は
、
カ
ン
ト
を
し
て
そ
の
結
合
に
苦
労
さ
せ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
教
授
就
任
論
文
か
ら
十
年
か
か
っ
て
（
こ
れ
を
カ
ン
ト
の
沈
黙
の
一
〇
年
と
い
う
）
よ
う
や
く

『
純
粋
理
性
批
判
』
が
出
版
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
『
純
粋
理
性
批
判
』
で
感
性
界
と
叡
智
界
の
（
あ
る
い
は
感
性
と
悟
性
の
）

結
合
と
い
う
課
題
は
、
結
局
カ
ン
ト
の
晩
年
ま
で
続
く
こ
と
と
な
る
。

　

カ
ン
ト
の
沈
黙
の
一
〇
年
は
、
手
紙
文
で
知
る
こ
と
以
外
に
な
い
。

「
私
は
次
の
よ
う
な
表
題
を
も
つ
著
作
を
著
す
プ
ラ
ン
を
も
っ
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、『
感
性
と
理
性
の
限
界
に
つ
い
て
』
で

あ
る
。
感
性
は
二
つ
の
部
分
か
ら
な
る
で
あ
ろ
う
。
１
．
現
象
学
一
般（D

ie Phänom
ologie überhaupt

）。
２
．
形
而
上
学
、

し
か
も
そ
の
本
性
と
方
法
に
関
し
て
。
理
性
も
二
つ
の
部
分
か
ら
な
る
で
あ
ろ
う
。
１
．
感
情
、
趣
味
そ
し
て
感
性
的
欲
求
の

一
般
的
原
理
。
２
．
道
徳
（Sittlichkeit
）
の
第
一
根
拠
。
私
が
理
論
的
部
門
を
そ
の
全
範
囲
に
わ
た
っ
て
、
ま
た
す
べ
て
の

部
門
の
相
互
的
関
係
を
考
え
抜
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
は
私
に
は
ま
だ
な
お
本
質
的
な
こ
と
が
欠
け
て
い
た
こ
と
に
気
が
つ
き

ま
し
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
本
質
的
な
こ
と
と
は
、
私
の
長
き
形
而
上
学
的
探
求
に
お
い
て
、
他
の
人
々
と
同
じ
よ
う
に
、
私

が
考
慮
す
る
こ
と
の
な
く
、
ま
た
実
際
今
ま
で
隠
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
形
而
上
学
の
全
秘
密
を
解
明
す
る
た
め
の
鍵
を
な
す
も

の
で
あ
る
。」 

（
カ
ン
ト
、
マ
ル
ク
ス
・
ヘ
ル
ツ
宛
の
手
紙 21.Febr.1772

）

　
「
形
而
上
学
の
全
秘
密
を
解
明
す
る
た
め
の
鍵
」
は
、
結
局
、
わ
れ
わ
れ
人
間
の
悟
性
は
、
対
象
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
も

の
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
感
性
を
必
要
と
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
感
性
界
つ
ま
り
現
象
界
を
基
礎
づ
け
る
部
門
（
感
性
の
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限
界
づ
け
）
は
後
に
『
純
粋
理
性
批
判
』
と
な
っ
て
結
実
す
る
。
つ
ま
り
、
感
性
論
と
分
析
論
（
悟
性
論
）
と
が
現
象
界
を
基
礎
づ

け
、
弁
証
論
は
、
人
間
に
と
っ
て
の
（
あ
る
い
は
現
象
界
か
ら
見
た
）
形
而
上
学
の
実
態
を
説
明
す
る
。
そ
し
て
理
性
の
限
界
づ
け

は
、「
感
情
、
趣
味
そ
し
て
感
性
的
欲
求
の
一
般
的
原
理
」
と
し
て
、
後
に
『
判
断
力
批
判
』
と
し
て
解
明
さ
れ
る
。
さ
ら
に
「
道

徳
（Sittlichkeit

）
の
第
一
根
拠
」
は
、『
実
践
理
性
批
判
』
と
し
て
解
明
さ
れ
る
。

　

こ
の
マ
ル
ク
ス
・
ヘ
ル
ツ
宛
の
手
紙
に
欠
落
し
て
い
る
の
は
、
後
に
『
判
断
力
批
判
』
の
後
半
で
語
ら
れ
る
「
自
然
の
合
目
的
性
」

で
あ
る
。

　

カ
ン
ト
は
自
然
、そ
れ
も
有
機
的
自
然
を
考
え
る
と
き
に
今
ま
で
の
自
ら
の
自
然
観
を
変
更
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
つ
ま
り『
判

断
力
批
判
』
に
お
い
て
自
然
の
合
目
的
性
を
語
ら
ん
と
す
る
以
前
の
カ
ン
ト
は
、
自
然
を
「
対
象
」
あ
る
い
は
「
客
体
」
と
考
え
、

わ
れ
わ
れ
の
外
に
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
を
触
発
す
る
も
の
と
考
え
て
い
た
。
そ
し
て
対
象
は
触
発
を
通
じ
て
わ
れ
わ
れ
の
感
性
に
受
容

さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
感
性
も
自
然
と
考
え
て
差
し
支
え
な
い
と
カ
ン
ト
は
考
え
た
。
し
た
が
っ
て
、『
純
粋
理
性
批
判
』
で
行

わ
れ
る
現
象
界
の
成
立
の
基
礎
づ
け
は
、
同
時
に
自
然
0

0

科
学
の
基
礎
づ
け
に
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
・
ヘ
ル
ツ
宛
の

手
紙
で
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
現
象
学
一
般
は
現
象
界
と
し
て
の
自
然
の
基
礎
づ
け
で
あ
り
、「
現
象
界
以
外
の
世
界
」
は
、
理

性
論
（
理
性
の
限
界
づ
け
）
と
し
て
弁
証
論
、
実
践
理
性
批
判
、
判
断
力
批
判
で
語
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
カ
ン
ト
の
根
本
姿
勢
は
、

『
実
践
理
性
批
判
』
の
「
結
語
」
で
以
下
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

「
繰
り
返
し
、
じ
っ
と
反
省
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
常
に
新
た
に
そ
し
て
高
ま
り
く
る
感
嘆
と
畏
敬
の
念
を
も
っ
て
心
を
満
た
す
も

の
が
二
つ
あ
る
。
わ
が
上
な
る
星
の
輝
く
空
と
わ
が
内
な
る
道
徳
律
と
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。」（
カ
ン
ト
『
実
践
理
性
批
判
』S.288

）
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つ
ま
り
カ
ン
ト
は
「
わ
が
上
な
る
星
の
輝
く
空
」
を
も
っ
て
自
然
を
、「
わ
が
内
な
る
道
徳
律
」
を
も
っ
て
人
間
を
考
え
、
前
者

を
『
純
粋
理
性
批
判
』
で
、
後
者
を
『
実
践
理
性
批
判
』
で
考
察
し
た
。

　

近
代
的
自
然
観
に
お
け
る
自
然
は
、
人
間
に
と
っ
て
は
「
外
な
る
も
の
」
と
し
て
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
た

だ
与
え
ら
れ
方
（
認
識
論
的
な
あ
り
方
に
お
け
る
自
然
）
が
問
題
な
の
で
あ
っ
て
、
自
然
の
意
味
（
自
然
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
ど

の
よ
う
に
存
在
し
て
い
る
の
か
と
い
う
考
察
）
は
、
ま
っ
た
く
不
問
に
付
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
自
然
へ
の
関
係
の
希
薄
さ

が
人
間
を
自
ら
の
内
へ
と
向
か
わ
せ
、
そ
こ
に
道
徳
律
を
見
出
し
、
そ
れ
を
行
為
の
根
拠
に
置
こ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
少
な
く
と

も
人
間
の
行
為
に
関
し
て
は
、
つ
ま
り
「
人
間
は
何
を
為
す
べ
き
か
」
と
い
う
問
い
に
関
し
て
は
、
人
間
の
内
な
る
道
徳
律
（
定
言

命
法
）
に
従
う
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
が
人
間
存
在
を
支
え
る
唯
一
の
も
の
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
「
わ
が
上
な
る
星
の
輝
く
空
」
と
し
て
の
自
然
と
「
わ
が
内
な
る
道
徳
律
」
と
し
て
の
人
間
と
の
分
離
が
、
こ
の
融
合
を
目
指
す

カ
ン
ト
に
と
っ
て
生
涯
解
け
な
か
っ
た
課
題
な
の
で
あ
る
。
で
は
、
な
ぜ
解
け
な
い
の
か
。
例
え
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
中
世
に
お
い
て

は
自
然
も
人
間
も
と
も
に
神
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
両
者
を
融
合
さ
せ
る
必
要
は
も
と
も
と
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
神
を
前
景
か
ら
退
場
さ
せ
て
人
間
を
前
景
に
も
っ
て
き
た
近
代
的
枠
組
み
は
、
近
代
を
生
き
つ
つ
も
（
人

間
を
原
基
と
し
つ
つ
も
）
人
間
の
有
限
性
を
知
っ
て
し
ま
っ
た
（
自
然
的
対
象
は
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
知
っ
て
し

ま
っ
た
）
カ
ン
ト
に
と
っ
て
は
、
自
然
と
人
間
と
の
融
合
に
腐
心
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
カ
ン
ト
は
近
代
的
枠

組
み
を
保
持
し
つ
つ
近
代
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
の
道
具
立
て
が
、「
超
越
論
的
（
先
験
的
）
あ
り
方
」、「
構

想
力
」
そ
し
て
「
判
断
力
」
と
い
っ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
の
道
具
立
て
は
、
近
代
的
枠
組
み
の
補
強
の
た
め

と
考
え
る
な
ら
ば
近
代
的
で
も
あ
り
、
ま
た
あ
り
得
な
い
想
定
と
し
て
の
「
融
合
」
を
意
図
し
て
い
る
か
ぎ
り
で
は
近
代
的
で
は
な0

い0

も
の
で
も
あ
る
。
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わ
れ
わ
れ
人
間
は
ど
う
や
ら
経
験
で
き
な
い

0

0

0

0

0

0

「
三
つ
」
の
も
の
に
心
を
悩
ま
せ
て
い
る
よ
う
だ
。
そ
れ
は
神
、
人
間
そ
し
て
世
界

（
自
然
）
で
あ
る
。
そ
れ
は
天
、
人
そ
し
て
地
で
も
あ
る
。
神
を
現
象
界
の
こ
と
の
よ
う
に
経
験
で
き
な
い
の
は
わ
か
る
し
、
人
間

の
場
合
の
「
霊
魂
と
し
て
の
人
間
」
も
経
験
で
き
な
い
が
、
自
然
に
関
し
て
は
、
な
る
ほ
ど
個
々
の
自
然
物
は
認
識
で
き
る
が
世
界

と
同
定
さ
れ
る
「
単
な
る
広
が
り
」
と
し
て
の
自
然
は
認
識
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
カ
ン
ト
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
三
者

は
感
性
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
の
に
、
理
性
の
推
理
能
力
に
よ
っ
て
考
え
て
し
ま
う
も
の
で
あ
り
、
否
定
し
よ
う
に
も
い
や
が

う
え
に
も
わ
れ
わ
れ
の
想
念
を
満
た
し
て
し
ま
う
も
の
な
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
こ
れ
ら
三
つ
の
理
念
は
人
間
に
と
っ
て
運
命
的
な

も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
回
避
し
よ
う
と
し
て
も
人
間
の
力
で
は
ど
う
に
も
な

ら
ず
ど
こ
ま
で
も
追
い
か
け
て
く
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

人
間
の
歴
史
（
少
な
く
と
も
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
）
は
、
神
話
か
ら
脱
出
し
て
以
来
、
こ
れ
ら
三
つ
の
理
念
を
そ
れ
ぞ
れ
の
時

代
の
基
盤
と
し
て
世
界
を
形
成
し
て
き
た
。
つ
ま
り
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
で
は
自
然
（
フ
ュ
シ
ス
）
を
、
中
世
で
は
神
を
、
そ
し
て
近

代
で
は
人
間
を
、
基
盤
と
し
て
。
近
代
は
人
間
を
中
心
に
置
く
時
代
で
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
人
間
と
は
「
日
常
的
人
間
」
で
あ
る
の

か
、「
霊
魂
的
人
間
」
で
あ
る
の
か
あ
る
い
は
「
自
然
的
人
間
」
で
あ
る
の
か
は
っ
き
り
し
な
い
。
カ
ン
ト
は
、
定
言
命
法
を
語
り

出
せ
る
「
霊
魂
的
人
間
」
を
基
盤
に
し
よ
う
と
し
た
が
、
カ
ン
ト
か
ら
百
年
後
に
現
わ
れ
た
フ
ロ
イ
ト
は
性
欲
を
土
台
と
す
る
「
自

然
的
人
間
」
を
基
盤
に
し
よ
う
と
し
た
。
カ
ン
ト
は
「
神
的
人
間
」
を
希
求
し
、
フ
ロ
イ
ト
は
「
自
然
的
（
動
物
的
）
人
間
」
を
人

間
の
真
の
在
り
方
で
あ
る
と
考
え
た
。
カ
ン
ト
は
動
物
か
ら
遠
ざ
か
る
と
こ
ろ
に
人
間
を
見
よ
う
と
す
る
が
、
フ
ロ
イ
ト
は
神
か
ら

遠
ざ
か
り
動
物
に
近
づ
く
と
こ
ろ
に
人
間
を
見
よ
う
と
す
る
。

　

カ
ン
ト
は
神
、
霊
魂
、
世
界
（
自
然
）
と
い
う
三
つ
の
理
念
の
う
ち
、
神
と
霊
魂
は
『
実
践
理
性
批
判
』
に
よ
っ
て
救
出
で
き
た
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と
考
え
た
。
そ
れ
は
、
人
間
の
行
為
の
基
盤
と
し
て
の
定
言
命
法
を
可
能
に
す
る
た
め
に
は
神
と
霊
魂
と
い
う
理
念
の
助
け
が
必
要

で
あ
る
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
神
―
人
間
―
自
然
と
い
う
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
に
お
い
て
、
人
間
を
よ
り
上
位
の
神
的
な
も
の
と
し
て
位

置
づ
け
よ
う
と
す
る
と
き
、
人
間
は
永
遠
性
を
も
つ
霊
魂
的
人
間
と
し
て
捉
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
世
界
（
自
然
）
と
い
う
理
念
は
い
か
に
し
て
救
出
さ
れ
う
る
の
か
。
カ
ン
ト
に
と
っ
て
、
フ
ロ
イ
ト
の
よ
う
に
動
物
的

な
位
置
に
人
間
を
据
え
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
し
辛
い
こ
と
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
神
―
人
間
―
自
然
と
い
う
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
に
お

い
て
、
人
間
を
貶
め
る
よ
う
な
自
然
へ
の
同
化
は
そ
の
ま
ま
で
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
カ
ン
ト
は
自
然
の
捉
え

方
を
よ
り
幅
広
く
柔
軟
な
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
。
つ
ま
り
近
代
の
中
で
の
自
然
は
、
因
果
関
係
の
鎖
に
縛
ら
れ
、
自
ら
は
自
立
的

に
動
く
こ
と
は
な
く
、
単
な
る
質
料
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
考
え
を
カ
ン
ト
は
部
分
的
に
承
認
し
つ

つ
も
そ
れ
ら
以
外
に
も
別
の
自
然
の
在
り
方
が
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る
。
こ
の
カ
ン
ト
の
態
度
は
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
（
マ

ル
ク
ス
・
ヘ
ル
ツ
宛
の
手
紙
）、
一
七
七
〇
年
の
教
授
就
任
論
文
さ
ら
に
は
お
そ
ら
く
『
純
粋
理
性
批
判
』
執
筆
の
頃
に
は
ま
だ
こ

の
よ
う
な
恐
ろ
し
い
こ
と

0

0

0

0

0

0

を
カ
ン
ト
は
着
想
す
ら
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。「
恐
ろ
し
い
」
と
は
人
間
を
軽
蔑
す
べ
き
自
然
へ

と
同
化
し
貶
め
る
よ
う
な
態
度
は
カ
ン
ト
に
と
っ
て
身
の
毛
も
よ
だ
つ
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
（
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
の
根
本
的
モ

テ
ィ
ー
フ
も
、
人
間
が
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
自
然
的
・
動
物
的
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
嘆
く
こ
と
に
な
っ
て
い
る
）。
カ

ン
ト
の
『
判
断
力
批
判
』
の
着
想
は
、『
純
粋
理
性
批
判
』
と
『
実
践
理
性
批
判
』
と
を
書
い
た
後
に
、
ま
だ
解
決
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
事
柄
と
し
て
「
自
然
目
的
」（
自
然
に
は
目
的
が
あ
る
と
い
う
こ
と
）
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

理
念
は
近
代
的
枠
組
み
を
脅
か
す
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
認
識
論
的
あ
り
方
を
基
盤
と
す
る
近
代
に
お
い
て
は
、
認
識
さ

れ
得
な
い
も
の
（
カ
ン
ト
的
に
言
う
な
ら
ば
感
性
に
受
容
さ
れ
て
は
い
な
い
も
の
）
は
、
原
理
的
に
は
排
除
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か

ら
で
あ
る
。
特
に
、
人
間
的
な
も
の
と
し
て
の
霊
魂
と
人
間
が
範
と
す
る
神
と
は
、
世
界
（
自
然
）
と
比
べ
る
な
ら
ば
ま
だ
組
み
し
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易
い
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
自
然
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
以
降
は
問
題
圏
（
プ
ロ
ブ
レ
マ
テ
ィ
ー
ク
）
か
ら
外
さ
れ
て
し
ま
っ
て
お

り
、
理
念
と
し
て
の
自
然
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
極
め
て
困
難
な
こ
と
で
あ
る
。

　

自
然
を
人
間
よ
り
低
く
位
置
づ
け
る
こ
と
は
、
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
を
淵
源
に
し
て
近
代
ま
で
流
れ
込
ん
で
き
て
い
る
。
こ
の

自
然
観
が
厄
介
で
あ
る

0

0

0

0

0

の
は
、
そ
れ
が
自
然
科
学
を
、
そ
し
て
そ
の
応
用
と
し
て
の
科
学
技
術
を
生
み
、
そ
れ
が
人
間
に
圧
倒
的
に

説
得
力
の
あ
る
福
音
を
も
た
ら
し
た
か
ら
で
あ
る
。
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
の
自
然
観
は
、
自
然
の
上
に
神
が
存
在
し
神
が
自
然
を

創
造
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
を
経
て
神
は
前
景
か
ら
後
退
し
た
。
し
か
し
神
に
代
わ
っ
て
登
場
し
た
の
は
、
人

間
で
あ
り
、
自
然
は
以
前
に
も
ま
し
て
人
間
と
っ
て
「
征
服
さ
れ
る
べ
き
も
の
」
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
は
人
間
の
内
な
る
自

然
に
対
し
て
も
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
自
然
的
存
在
で
あ
る
「
感
性
」
は
、「
悟
性
」
よ
り
も
「
理
性
」
よ
り
も
低
い
も
の
と
み
な
さ

れ
た
。

　

カ
ン
ト
の
生
き
て
い
た
時
代
の
趨
勢
も
上
で
述
べ
た
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た
。
人
間
の
機
能
の
う
ち
で
、
感
性
を
自
然
に
、
悟
性

を
人
間
に
そ
し
て
理
性
を
神
に
割
り
当
て
る
こ
と
は
普
通
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

カ
ン
ト
の
『
判
断
力
批
判
』
は
、
こ
の
よ
う
な
通
念
と
し
て
の
分
類
を
壊
そ
う
と
す
る
試
み
と
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま

り
自
然
を
切
り
捨
て
る
の
で
は
な
く
、
自
然
の
低
い
位
置
づ
け
を
修
正
し
、
自
然
を
人
間
と
同
等
の
位
置
に
お
い
て
人
間
と
調
和
さ

せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
カ
ン
ト
の
中
で
、『
純
粋
理
性
批
判
』、『
実
践
理
性
批
判
』
の
基
底
に
あ
っ
た
構
え
が
崩

壊
す
る
。
つ
ま
り
、
カ
ン
ト
は
こ
の
基
底
的
構
え
に
反
す
る
あ
り
得
な
い
事
柄
を
語
り
だ
す
の
で
あ
る
。

　

自
然
は
そ
の
ま
ま

0

0

0

0

わ
れ
わ
れ
人
間
に
は
与
え
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
自
然
は
人
間
的
洗
礼
を
受
け
て
、
そ
の
後
人
間
の
中
で
再0

構
成
さ
れ
る
。
こ
れ
が
近
代
の
認
識
論
的
な
自
然
観
で
あ
る
。
認
識
論
が
真
理
の
基
準
と
な
っ
た
の
は
、
認
識
者
（
人
間
）
が
中
心
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的
主
役
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
認
識
者
だ
け
で
は
認
識
は
成
立
し
な
い
。
被
認
識
物
も
必
要
な
の
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト

が
思
惟
実
体
と
し
て
の
人
間
と
延
長
実
体
と
し
て
の
物
体
の
二
つ
が
真
理
を
支
え
る
も
の
で
あ
る
と
し
た
の
は
、
や
は
り
こ
の
認
識

論
的
発
想
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
『
判
断
力
批
判
』
の
§
77
は
「
自
然
目
的
と
い
う
概
念
を
わ
れ
わ
れ
に
可
能
に
さ
せ
て
い
る
人
間
悟
性
の
特
徴
に
つ
い
て
」
と
い

う
表
題
を
も
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
カ
ン
ト
は
自
然
に
目
的
が
あ
る
と
考
え
た
場
合
に
、
わ
れ
わ
れ
人
間
の
悟
性
を
ど
の
よ
う
に
考
え

れ
ば
よ
い
の
か
を
論
ず
る
の
で
あ
る
。
自
然
は
目
的
を
も
た
ず
、
た
だ
原
因
か
ら
必
然
的
に
結
果
を
生
み
出
す
機
械
の
よ
う
な
も
の

と
考
え
れ
ば
、人
間
悟
性
は
原
因
と
結
果
と
の
関
係
づ
け
を
行
え
ば
よ
い
だ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
、感
性
に
与
え
ら
れ
た
多
様
を
［
関

係
の
］
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
っ
て
結
び
つ
け
る
こ
と
が
悟
性
の
機
能
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
自
然
を
単
な
る
機
械
と
考
え
な
い
で
、

自
然
も
目
的
を
も
っ
て
存
在
し
て
い
る
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

と
考
え
る
な
ら
ば
、
当
然
人
間
悟
性
の
あ
り
方
を
変
更
0

0

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。

「
…
そ
こ
で
自
然
の
原
因
性
の
概
念
が
、
目
的
に
従
っ
て
は
た
ら
く
存
在
者
の
概
念
と
み
な
さ
れ
て
、
あ
た
か
も
自
然
目
的
の

理
念
を
構
成
的
原
理
た
ら
し
め
る
か
の
よ
う
な
観
を
呈
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
に
自
然
目
的
の
理
念
は
、
他
の

一
切
の
理
念
か
ら
区
別
さ
れ
る
よ
う
な
何
か
あ
る
も
の
を
も
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

　

し
か
し
こ
の
区
別
さ
れ
る
も
の
が
存
立
す
る
の
は
、
自
然
目
的
の
理
念
が
悟
性
に
対
す
る
理
性
原
理
で
は
な
く
て
、
判
断
力

に
対
す
る
理
性
原
理
で
あ
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。」 

（
カ
ン
ト
『
判
断
力
批
判
』
§
77
）

　

自
然
の
因
果
関
係
は
原
因
が
結
果
を
生
み
出
す
だ
け
で
あ
る
が
、
自
然
の
目
的
論
（
自
然
目
的
）
は
原
因
が
す
で
に
目
的
に
従
属

― 127 ―



現代密教　第22号

し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
目
的
が
原
因
を
そ
し
て
結
果
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
る
。
す
る
と
目
的
が
原
因
を
構
成
し
（
原
因
の
要
素

と
な
り
）、
自
然
目
的
が
認
識
の
構
成
要
素
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
理
念
と
し
て
の
自
然
目
的
は
、
カ
ン
ト
の

認
識
論
的
構
え
か
ら
し
て
、
認
識
の
構
成
要
素
に
は
な
り
得
な
い
。
理
念
は
も
と
も
と
規
定
的
で
は
な
く
統
整
的
に
し
か
使
用
さ
れ

得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
理
性
は
認
識
す
る
と
い
う
場
面
に
は
参
画
せ
ず
、認
識
作
用
の
結
果
と
し
て
獲
得
さ
れ
た
認
識
物（
認

識
さ
れ
た
も
の
：
表
象
）
が
い
か
な
る
意
味
を
も
つ
の
か
、
つ
ま
り
獲
得
さ
れ
た
認
識
物
を
解
釈
す
る
と
き
に
意
味
を
も
つ
の
で
あ

る
。
と
く
に
自
然
目
的
と
い
う
理
念
は
、
わ
れ
わ
れ
が
生
き
物
を
観
察
し
て
い
る
と
き
に
、
そ
れ
が
た
だ
単
に
因
果
的
に
（
機
械
的

に
）
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
生
き
物
が
或
る
目
的
を
も
っ
て
生
き
て
い
る
と
考
え
る
の
は
、
あ
る
い
は
考
え
て
し
ま
う
の
は

あ
る
意
味
当
然
の
こ
と
で
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。『
フ
ァ
ー
ブ
ル
昆
虫
記
』
も
『
シ
ー
ト
ン
動
物
記
』
も
、
そ
の
生
物
観
察
に
お
い
て

い
か
ん
な
く
当
該
の
生
物
の
生
き
る
目
的
を
描
写
し
て
い
る
か
ら
面
白
い
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
も
有
機
体
の
観
察
に
お
い
て
、
単
な

る
機
械
論
的
説
明
で
は
十
分
で
な
い
こ
と
を
了
解
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

カ
ン
ト
は
人
間
の
心
的
機
能
に
関
し
て
認
識
に
参
画
し
な
い
け
れ
ど
も
結
果
的
に
（
間
接
的
に
）
認
識
を
可
能
に
す
る
機
能
の
あ

る
こ
と
を
認
め
る
。
構
成
的
（konstruktiv

）
に
対
し
て
統
整
的
（regulativ

）、
あ
る
い
は
規
定
的
（bestim

m
end

）
に
対
し

て
反
省
的
（reflektierend

）
と
い
う
言
い
方
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
感
性
と
悟
性
と
い
う
全
く
性
質
の
違
う
機
能
を
結
び
つ
け

る
た
め
に
、
カ
ン
ト
は
「
構
想
力
」（E

inbildungskraft
）
を
創
出
し
た

0

0

0

0

。
こ
れ
は
感
性
的
で
も
あ
る
し
ま
た
悟
性
的
で
も
あ
る
。

つ
ま
り
ま
っ
た
く
性
質
の
違
う
二
つ
の
も
の
を
結
び
つ
け
る
た
め
に
は
媒
介
が
必
要
で
あ
り
、
こ
の
媒
介
は
結
び
つ
け
ら
れ
る
二
つ

の
性
質
を
同
時
に
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
構
想
力
は
感
性
、
悟
性
に
つ
づ
く
第
三
の
認
識
能
力
と

し
て
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
必
要
な
結
果
と
し
て
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
能
力
を
「
力
」
と
命
名
す
る
。
判
断
力
も

悟
性
と
理
性
の
中
間
に
位
置
し
て
両
者
を
結
び
つ
け
る
機
能
を
も
つ
。
通
常
理
性
概
念
と
し
て
の
理
念
は
悟
性
に
対
し
て
超
越
的
に
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関
係
す
る
。
つ
ま
り
悟
性
は
理
念
に
対
し
て
自
ら
関
係
を
も
つ
こ
と
は
で
き
ず
、
た
だ
統
整
的
に
の
み
理
念
を
使
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
し
か
し
自
然
目
的
と
い
う
理
念
は
、
悟
性
に
対
し
て
関
係
を
も
た
ず
、
媒
介
者
で
あ
る
判
断
力
に
対
し
て
関
係
を
も
つ
。
し

た
が
っ
て
、
自
然
目
的
と
い
う
理
念
は
、
悟
性
化
も
さ
れ
ず
ま
た
悟
性
に
対
し
て
超
越
的
に
と
ど
ま
る
必
要
も
な
い
ま
ま
に
判
断
力

と
関
係
す
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
判
断
力
を
構
想
力
か
ら
類
推
す
る
と
、
構
想
力
（E

inbildungskraft

）
が
形
象
（B

ild

）
と
い

う
感
性
的
な
も
の
を
も
ち
な
が
ら
悟
性
的
で
あ
ら
ん
と
す
る
よ
う
に
、
判
断
力
は
判
断
作
用
と
い
う
悟
性
の
あ
り
方
を
担
い
な
が
ら

な
お
理
性
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

神
、
霊
魂
そ
し
て
世
界
（
自
然
）
と
い
う
理
念
の
内
で
、
神
と
い
う
理
念
は
近
代
に
お
い
て
そ
の
非
合
理
性
ゆ
え
に
歴
史
の
前
景

か
ら
退
場
し
た
。
ま
た
霊
魂
も
、
人
間
を
霊
魂
と
捉
え
る
こ
と
が
そ
も
そ
も
神
と
の
関
係
に
お
い
て
出
さ
れ
た
人
間
規
定
で
あ
っ
た

の
で
、こ
れ
も
退
場
さ
せ
ら
れ
た
。
一
方
自
然
と
い
う
理
念
は
近
代
に
な
る
と
ま
す
ま
す
重
要
な
も
の
と
な
っ
た
。『
純
粋
理
性
批
判
』

は
、
認
識
論
を
論
じ
た
も
の
と
も
言
え
る
が
、
超
越
論
的
感
性
論
と
超
越
論
的
分
析
論
と
を
自
然
科
学
の
基
礎
づ
け
を
行
っ
た
と
も

言
い
う
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ほ
ど
自
然
が
カ
ン
ト
に
と
っ
て
関
心
の
高
い
も
の
で
あ
っ
た
。
自
然
は
人
間
に
と
っ
て
「
よ
り
近
い
」

理
念
0

0

と
し
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
自
然
目
的
と
い
う
理
念
を
、
単
な
る
超
越
的
な
理
念
で
あ
る
こ
と
か
ら

救
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
カ
ン
ト
が
考
え
た
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

「
…
自
然
の
事
物
を
反
省
す
る
場
合
の
判
断
力
に
関
し
て
は
、
わ
れ
わ
れ
（
人
間
）
の
悟
性
の
ひ
と
つ
の
特
徴
が
開
示
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
し
か
し
そ
う
だ
と
す
る
と
わ
れ
わ
れ
の
悟
性
の
根
底
に
は
、
人
間
悟
性
と
は
異
な
る
可
能
的
悟
性
の
理
念
が
存

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
こ
の
よ
う
な
事
情
は
、『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
の
直
観
と
は
異
な
る
可
能
的
直
観

を
考
え
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
と
ま
っ
た
く
同
様
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
直
観
は
或
る
特
殊
な
種
類
の
直
観
で
あ
っ
て
、
か
か
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る
直
観
に
対
し
て
は
、
対
象
は
単
な
る
現
象
と
み
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
）。
し
た
が
っ
て
次
の
よ
う
に
言
っ
て

も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
或
る
種
の
自
然
所
産
は
わ
れ
わ
れ
の
悟
性
の
特
別
な
性
質
に
し
た
が
っ
て
、
そ
の
可
能
性
の

上
か
ら
は
、
意
図
的
に
ま
た
目
的
と
し
て
わ
れ
わ
れ
に
よ
っ
て
産
出
さ
れ
た
の
だ
と
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
。」

 

（
カ
ン
ト
『
判
断
力
批
判
』
§
77
）

「
も
し
わ
れ
わ
れ
が
、
わ
れ
わ
れ
の
論
証
的
悟
性
に
お
け
る
よ
う
に
、
全
体
の
可
能
は
部
分
に
依
存
す
る
と
い
う
ふ
う
に
考
え

な
い
で
、
直
観
的
（
原
型
的
）
悟
性
に
準
拠
し
て
、
部
分
（
そ
の
性
質
と
結
合
と
に
関
し
て
）
の
可
能
が
全
体
に
依
存
す
る
と

い
う
ふ
う
に
考
え
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
こ
と
は
い
ま
述
べ
た
わ
れ
わ
れ
の
悟
性
の
特
性
に
従
う
の
で
は
不
可
能
な
の
で

あ
る
。
…
直
観
的
悟
性
に
お
い
て
は
全
体
の
表
象
が
、
全
体
の
形
式
と
こ
の
全
体
に
属
す
る
部
分
の
結
合
と
を
可
能
な
ら
し
め

る
根
拠
を
含
む
の
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
か
か
る
全
体
が
結
果
（
所
産
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
、
そ
し
て
全
体
の
表
象

が
こ
の
全
体
を
可
能
な
ら
し
め
る
原
因
と
み
な
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。」 

（
カ
ン
ト
『
判
断
力
批
判
』
§
77
）

「
…
物
質
的
な
全
体
を
そ
の
形
式
に
関
し
て
、
こ
の
全
体
を
成
す
と
こ
ろ
の
部
分
と
こ
れ
ら
の
部
分
が
互
い
に
結
び
つ
く
（
さ

ら
に
ま
た
こ
れ
ら
の
部
分
が
、
他
の
物
質
に
も
加
え
る
と
こ
ろ
の
）
力
お
よ
び
能
力
と
か
ら
生
じ
た
所
産
と
し
て
考
察
す
る
場

合
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
か
か
る
全
体
を
産
出
す
る
機
械
的
な
仕
方
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
こ
う
い
う
仕
方
で

は
、
目
的
と
し
て
の
全
体
の
概
念
は
生
じ
て
く
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
全
体
の
内
的
可
能
は
、
必
ず
や
全
体
の
理
念

を
前
提
す
る
、
そ
し
て
こ
れ
ら
の
部
分
の
そ
れ
ぞ
れ
の
性
質
や
作
用
の
仕
方
す
ら
、
か
か
る
理
念
に
依
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
が
有
機
的
物
体
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
の
は
実
に
こ
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
る
。」
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（
カ
ン
ト
『
判
断
力
批
判
』
§
77
）

　

こ
こ
で
カ
ン
ト
は
今
ま
で
墨
守
し
て
き
た
認
識
論
的
制
約
を
破
ろ
う
と
す
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
文
で
語
ら
れ
て
い
る
「
可
能
的
悟

性
」・「
直
観
的
（
原
型
的
）
悟
性
」
と
は
、「
可
能
的
（
知
的
）
直
観
」
と
同
じ
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
人
間
が
も
ち
得
な
い

0

0

0

0

0

能
力
な

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
感
性
的
素
材
を
必
要
と
し
な
い
悟
性
で
あ
り
、
そ
の
か
ぎ
り
理
性
と
同
義
の
悟
性
で
あ
る
。
感
性
を
必
要
と
し

な
い
悟
性
、
し
か
も
理
性
の
制
約
も
受
け
な
い
悟
性
、
そ
れ
は
「
神
的
悟
性
」
と
し
て
の
「
可
能
的
悟
性
」
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。

　

も
と
も
と
判
断
力
を
ど
う
理
解
す
る
べ
き
な
の
か
は
な
か
な
か
難
し
い
問
題
で
あ
る
。
判
断
力
は
そ
の
名
前
か
ら
し
て
も
分
か
る

よ
う
に
悟
性
由
来
の
能
力
で
あ
る
。
し
か
し
、
悟
性
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
悟
性
の
出
先
機
関
で
あ
り
な
が
ら
、
悟
性
の
よ
う
に
感

性
（
現
象
）
に
拘
束
さ
れ
て
は
い
な
い
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
神
、
霊
魂
そ
し
て
世
界
（
自
然
）
と
い
う
理
念
は
、
部
分
に
し

か
関
わ
れ
な
い
悟
性
に
一
気
に
全
体
の
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
て
部
分
に
明
確
な
位
置
づ
け
を
行
う
。
こ
の
こ
と
を
カ
ン
ト
は
理
性
の
統

整
的
使
用
と
呼
び
、
悟
性
へ
の
理
性
の
間
接
的
な
関
与
で
あ
る
と
し
て
理
性
の
意
義
を
語
っ
た
。
一
気
に
全
体
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
つ

こ
と
は
理
性
に
与
え
ら
れ
た
特
権
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
理
性
は
悟
性
に
対
し
て
圧
倒
的
に
超
越
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
一

方
、
自
然
目
的
と
い
う
理
念
は
判
断
力
に
関
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
出
先
機
関
と
し
て
の
悟
性
に
変
容
を
強
い
る
の
で
あ
る
。
自
然
を

目
的
的
に
と
ら
え
る
た
め
に
は
、
従
来
の
悟
性
で
は
い
か
ん
と
も
し
が
た
く
、
し
た
が
っ
て
悟
性
を
「
可
能
的
悟
性
」（
つ
ま
り
神

的
悟
性
）
へ
と
変
容
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
間
悟
性
の
制
約
（
感
性
へ
と
結
び
つ
か
な
く
て
は
な
ら
な

い
と
い
う
）
が
、
理
念
の
超
越
性
を
生
み
出
す
の
で
あ
る
が
、
自
然
目
的
と
い
う
理
念
は
、
判
断
力
に
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
悟

性
に
変
容
を
迫
る
の
で
あ
る
。

　

カ
ン
ト
が
自
然
目
的
（
自
然
を
目
的
論
的
に
と
ら
え
る
）
と
い
う
案
件
に
直
面
し
た
と
き
、
カ
ン
ト
は
な
ん
と
し
て
も
こ
の
理
念
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を
救
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
。
こ
の
自
然
目
的
と
い
う
理
念
は
、
感
性
的
自
然
と
両
立
し
う
る
と
カ
ン
ト
は
考
え
、
そ

し
て
さ
ら
に
こ
の
両
者
は
融
合
す
る
と
す
ら
考
え
て
い
る
（『
判
断
力
批
判
』
§
78
）。
自
然
は
、
感
性
的
に
与
え
ら
れ
た
も
の
の
み

が
自
然
な
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
理
念
と
し
て
の
自
然
、
全
体
と
し
て
の
自
然
、「
能
産
的
自
然
」
さ
ら
に
は
「
物
自
体
と
し
て
の

自
然
」
と
い
っ
た
も
の
が
あ
り
、
こ
れ
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
フ
ュ
シ
ス
と
し
て
の
自
然
と
同
じ
も
の
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
よ

う
な
「
根
源
的
自
然
」
を
そ
の
ま
ま
肯
定
す
る
こ
と
は
、
実
在
論
の
そ
し
り
を
免
れ
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
カ
ン
ト
は
「
自

然
」
を
近
代
的
自
然
観
に
限
定
し
そ
こ
に
閉
じ
込
め
て
お
く
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

「
物
質
界
を
単
な
る
現
象
と
み
な
し
、
ま
た
物
自
体
と
し
て
の
何
か
或
る
も
の
（
こ
れ
は
現
象
で
は
な
い
）
を
基
体
と
考
え
、

さ
ら
に
ま
た
こ
の
基
体
に
こ
れ
に
対
応
す
る
知
性
的
直
観
（
こ
れ
は
わ
れ
わ
れ
人
間
の
直
観
で
は
な
い
が
）
を
擬
す
る
こ
と
は
、

少
な
く
と
も
可
能
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
自
然
に
対
す
る
超
感
性
的
な
実
在
的
根
拠
（
わ
れ
わ
れ
に
は
認
識
さ
れ
得
な
い
に
せ

よ
）
が
想
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
、
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
自
身
も
ま
た
こ
の
自
然
に
属
し
て
い
る
の
で
あ
る
。」

 

（
カ
ン
ト
『
判
断
力
批
判
』
§
77
）

　
『
判
断
力
批
判
』
に
お
い
て
は
い
ろ
い
ろ
な
事
柄
が
語
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
が
、
や
は
り
そ
の
エ
ッ
セ
ン
ス
は
人
間
を
超
え
た
自

然
を
な
ん
と
か
基
礎
づ
け
よ
う
と
す
る
カ
ン
ト
の
意
欲
で
あ
る
。
啓
蒙
思
想
の
末
期
に
位
置
す
る
カ
ン
ト
が
、
イ
ギ
リ
ス
人
で
も
フ

ラ
ン
ス
人
で
も
な
い
カ
ン
ト
が
、
後
に
ロ
マ
ン
主
義
が
お
こ
っ
て
く
る
ド
イ
ツ
の
風
景
の
中
で
、
根
源
的
自
然
（
目
的
論
的
自
然
）

を
意
識
し
て
、
自
ら
の
批
判
主
義
の
根
幹
を
揺
る
が
す
よ
う
な
思
想
を
展
開
し
た
こ
と
は
ま
こ
と
に
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る
。
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「
実
際
い
か
な
る
人
間
理
性
も
（
ま
た
質
の
点
で
は
わ
れ
わ
れ
の
理
性
に
類
似
し
て
い
る
に
せ
よ
、
し
か
し
程
度
の
上
で
は
著

し
く
立
ち
ま
さ
っ
て
い
る
い
か
な
る
有
限
的
理
性
と
い
え
ど
も
）、
一
茎
草
の
産
出
を
す
ら
単
な
る
機
械
的
原
因
に
よ
っ
て
理

解
す
る
こ
と
を
望
み
得
な
い
の
で
あ
る
。」 

（
カ
ン
ト
『
判
断
力
批
判
』
§
77
）

　

も
ち
ろ
ん
カ
ン
ト
は
、
実
在
論
を
推
し
進
め
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
自
然
そ
の
も
の
を
絶
対
視
し
て
、
人
間
を
そ
の

よ
う
な
自
然
に
従
属
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
根
源
的
自
然
を
把
捉
で
き
る
よ
う
な
体
制
を
、
わ
れ
わ

れ
人
間
の
内
に
見
い
だ
そ
う
と
す
る
。
そ
し
て
そ
の
と
き
わ
れ
わ
れ
の
認
識
論
的
な
あ
り
方
は
、
た
と
え
批
判
哲
学
的
に
「
超
越
論

的
」
と
い
う
こ
と
を
も
っ
て
認
識
論
に
変
容
を
与
え
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
で
、
こ
の
根
源
的
自
然
を
前
に
し
て
崩
壊
す
る
。

「
自
然
の
目
的
に
よ
る
結
合
の
根
拠
を
、
自
然
そ
の
も
の
か
ら
得
て
く
る
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
に
は
絶
対
に
不
可
能
で
あ
る
、

そ
こ
で
人
間
の
認
識
能
力
の
性
質
に
か
ん
が
み
て
、
か
か
る
結
合
の
最
高
根
拠
を
世
界
原
因
と
し
て
の
根
源
的
悟
性
に
求
め
る

こ
と
が
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
必
然
的
に
な
る
の
で
あ
る
。」 

（
カ
ン
ト
『
判
断
力
批
判
』
§
77
）

　

カ
ン
ト
は
水
と
油
の
関
係
で
あ
っ
た
大
陸
合
理
論
と
イ
ギ
リ
ス
経
験
論
と
を
調
停
す
る
形
で
、
自
ら
の
批
判
哲
学
を
『
純
粋
理
性

批
判
』
と
し
て
提
示
し
た
。
経
験
が
先
か
経
験
以
前
的
な
人
間
の
体
制
（
表
象
）
が
先
か
と
い
う
争
い
の
前
提
と
し
て
、「
超
越
論

的
な
次
元
」
が
あ
る
と
カ
ン
ト
は
考
え
た
。
つ
ま
り
人
間
に
と
っ
て
可
能
な
立
場
は
経
験
を
お
い
て
他
に
は
な
い
、
し
か
し
経
験
は

た
だ
感
覚
的
に
把
握
す
る
こ
と
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
経
験
を
可
能
に
す
る
体
制
と
し
て
の
人
間
の
内
な
る
体
制
を

問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
。
カ
ン
ト
の
立
場
は
、
心
が
先
（
唯
心
論
）
と
い
う
立
場
と
物
が
先
（
唯
物
論
）
と
い
う
次
元
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以
前
に
、
心
も
物
も
「
い
か
に
し
て
与
え
ら
れ
る

0

0

0

0

0

の
か
」
と
い
う
次
元
を
問
題
に
し
た
。
そ
し
て
こ
の
「
与
え
ら
れ
る
」（
認
識
）

立
場
を
基
盤
に
し
て
、
さ
ら
に
そ
の
上
に
人
間
自
ら
が
「
与
え
る
」、
自
ら
が
原
因
と
な
る
次
元
と
し
て
の
行
為
の
立
場
を
カ
ン
ト

は
示
し
た
。
そ
れ
が
『
実
践
理
性
批
判
』
で
あ
る
。
し
か
し
カ
ン
ト
は
、
こ
れ
ら
『
純
粋
理
性
批
判
』
と
『
実
践
理
性
批
判
』
の
立

場
に
満
足
す
る
こ
と
な
く
、
さ
ら
に
上
の
立
場
も
し
く
は
別
の
立
場
を
模
索
し
よ
う
と
し
た
。
そ
れ
が
『
判
断
力
批
判
』
で
あ
る
。

自
然
を
目
的
を
も
つ
も
の
と
し
て
考
え
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
自
然
は
感
性
に
与
え
ら
れ
る
の
と
同
時
に

0

0

0

理
念
と
し
て
わ
れ
わ
れ
の

認
識
を
超
え
る
も
の
で
も
あ
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
ウ
ル
ト
ラ
Ｃ
を
カ
ン
ト
は
判
断
力
を
も
っ
て
ま
た
今
ま
で
の
悟
性

概
念
の
変
更
を
も
っ
て
示
そ
う
と
し
た
。
そ
の
「
告
白
」
が
『
判
断
力
批
判
』
の
§
77
で
あ
る
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉

　

カ
ン
ト　

判
断
力
批
判　

自
然　

近
代
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