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�
.

サ
ル
ト
ル
の
事
例

母
を
捨
て
、
イ
ギ
リ
ス
に
向
か
っ
て
立
ち
、
自
由
フ
ラ
ン
ス
軍
に
身
を
投
じ
る

(

Ａ)

べ
き
か
、
そ
れ
と
も
母
の
も
と
に
留
ま
り
、
母
の
生
活

を
支
え
る

(

Ｂ)

べ
き
か
。
そ
の
よ
う
な
相
談
に
来
た
教
え
子
に
対
し
て
サ
ル
ト
ル
が
与
え
た
答
え
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

｢

君
は
自
由
だ
。
選
び
た
ま
え
、
創
り
た
ま
え
。｣

(

１)

つ
ま
り
、
人
間
は

｢

自
由
の
刑｣

に
処
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。｢

人
間
は
何
の
よ
り
ど
こ
ろ
も
な
く
、
何
の
助
け
も
な
く
刻
々
に

人
間
を
つ
く
り
だ
す
と
い
う
刑
罰
に
処
せ
ら
れ
て
い
る

(

２)｣

の
で
あ
り
、
二
つ
の
型
の
行
為
、
二
つ
の
型
の
モ
ラ
ル
の
間
の
た
め
ら
い
に
決
着
を
つ

け
う
る
よ
う
な
い
か
な
る
一
般
道
徳
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
を
待
っ
て
い
る
の
は

｢

無
地
の
未
来

(

３)｣

の
み
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
答
え
は
、
多
く
の
未
来
を
持
ち
な
が
ら
も
、
そ
れ
が
重
く
の
し
か
か
っ
て
い
る
若
者
に
と
っ
て
、
あ
る
種
の
解
放
感
を
も
た
ら
す

も
の
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
か
も
し
れ
な
い
。｢

思
い
悩
む
こ
と
は
な
い
。
す
べ
て
は
許
さ
れ
て
い
る
。
自
由
だ
！｣

と
。
或
い
は
モ
ラ
ル
の
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空
白
へ
わ
れ
わ
れ
を
突
き
落
と
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
由
で
あ
る
こ
と
の
軽
重
を
量
り
な
が
ら
、｢

道
徳
的
な｣

こ
と
が
ら
を
そ
の
根
底
か
ら
捉

え
直
す
こ
と
を
迫
る
も
の
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
サ
ル
ト
ル
の
答
え
は
、
以
下
の
よ
う
な
疑
問
を
お
の
ず
と
生
じ
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。

(

１)
｢

君
は
自
由
だ｣

と
い
う
が
、
人
間
の
行
為
に
お
い
て
は
、
そ
の

｢

自
由｣

に
も
お
の
ず
と

(

道
徳
的
・
倫
理
的)

制
約
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
。
サ
ル
ト
ル
が
い
う

｢

自
由｣

と
は
そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
な
事
態
を
意
味
し
て
い
る
の
か
。

(

２)

未
来
は
ま
だ
実
現
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
意
味
で
は

｢

無
地｣

で
あ
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
わ
れ
わ
れ
は
、｢

無
地
の｣

キ
ャ
ン
バ
ス
に
絵
を
描
く
よ
う
に
、
行
為
を
通
し
て
未
来
に
関
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
個
々
の
行
為
の
具
体
的
な
現
場
に
お
い
て
は
、
与
え

ら
れ
た
状
況
に
即
し
て
為
す
べ
き
こ
と
が
ら
は
あ
る
範
囲
で
条
件
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
よ
う
な
連
関
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
行

為
は
、
わ
れ
わ
れ
に
は
了
解
不
可
能
な
単
な
る
出
来
事
の
連
鎖
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
と
も
、
サ
ル
ト
ル
も
、『

異
邦
人』

の

カ
ミ
ュ
と
同
じ
よ
う
に
、｢

不
条
理｣

を
わ
れ
わ
れ
に
突
き
つ
け
て
い
る
の
か

(

母
の
死
、
太
陽
の
眩
し
さ
と
暑
さ
↓
引
き
金
を
引
く
、
殺
人)

。

周
知
の
よ
う
に
、
サ
ル
ト
ル
に
よ
れ
ば
、
人
間
存
在
は
そ
の

｢

実
存
が
本
質
に
先
立
つ｣

も
の
で
あ
り

(

４)

、
超
越
的
に
与
え
ら
れ
る
本
質
規
定
か

ら
、
な
す
べ
き
こ
と
が
演
繹
的
に
導
出
さ
れ
る
よ
う
な
存
在
で
は
な
い
。
人
間
は
、
最
初
は
何
も
の
で
も
な
く
、
実
存
へ
の
飛
躍
の
う
ち
に
、
み

ず
か
ら
つ
く
っ
た
と
こ
ろ
の
も
の
に
な
る
の
で
あ
る

(

５)

。
し
た
が
っ
て
、
人
間
は
そ
の
実
存
に
対
し
て
全
責
任
を
負
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
。

こ
の
よ
う
な
説
明
か
ら
、
サ
ル
ト
ル
が

｢

自
由｣

と
い
う
こ
と
で
意
味
し
て
事
態
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
人
間
に
と
っ
て
、
そ
の
為
す
べ
き

こ
と
、
ま
た
そ
の
為
す
こ
と
を
通
し
て
み
ず
か
ら
が
成
る
べ
き
と
こ
ろ
の
も
の
の
決
定
に
関
し
て
、
縋
る
こ
と
の
で
き
る
所
与
の
価
値
や
理
由
は

何
も
な
い
と
い
う
こ
と
、
そ
の
よ
う
な
無
制
約
性
が
サ
ル
ト
ル
の
い
う

｢
自
由｣

で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
未
来
が

｢

無
地｣

で
あ
る
こ
と
も
そ
こ
か

ら
お
の
ず
と
帰
結
す
る
事
態
を
指
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
無
制
約
性
の
故
に
、
為
す
こ
と
の
決
定
は
、
そ
の
責
任
と
と
も
に
自

己
が
全
面
的
に
負
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

上
記

(

１)

と

(

２)

の
疑
問
は
そ
の
よ
う
な

｢

自
由｣

の
捉
え
方
に
対
す
る
、
同
じ
根
か
ら
出
て
く
る
疑
問
で
あ
る
。
サ
ル
ト
ル
は
わ
れ
わ
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れ
の
行
為
の
一
齣
一
齣
を
あ
た
か
も
無
か
ら
の
連
続
的
創
造
の
よ
う
に
描
き
出
し
て
い
る
が
、
人
間
の
行
為
は
、
所
与
の
状
況
と
の
リ
ア
ル
な
つ

な
が
り
の
な
か
で
、
ま
た
そ
れ
を
正
当
化
す
る
諸
理
由
と
の
連
関
の
な
か
で
遂
行
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
つ
な
が
り
や
連
関
か
ら
切
り

離
さ
れ
た
ひ
と
の
ふ
る
ま
い
を
行
為
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
も
は
や
不
可
能
で
は
な
い
の
か
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
行
為
と
深
く
か
か
わ
っ
て
い

る

｢

自
由｣
の
概
念
を
空
虚
な
も
の
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。

教
え
子
の
相
談
す
る
選
択
肢
が
、
上
記

(

Ａ)
｢

自
由
フ
ラ
ン
ス
軍
へ
の
参
加｣

と

(

Ｂ)
｢

母
の
生
活
を
支
え
る｣

だ
け
で
は
な
く
、
例
え
ば
、

｢

世
界
に
新
た
な
価
値
、
新
た
な
秩
序
を
構
築
す
る｣

と
い
う
口
実
の
も
と
に
、｢

ビ
ッ
シ
ー
政
権
を
支
援
す
る｣

こ
と
が
加
え
ら
れ
た
場
合
、
あ

る
い
は
ラ
ス
コ
ー
リ
ニ
コ
フ
の
よ
う
な
手
段
で
母
の
生
活
の
支
援
を
確
保
し
、
自
分
は
自
由
フ
ラ
ン
ス
軍
に
参
加
す
る
こ
と
を
選
択
肢
に
加
え
て

も
サ
ル
ト
ル
の
答
え
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
こ
の
よ
う
な
第
三
、
第
四
の
選
択
肢
を
排
除
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
行
為
を

規
制
す
る
何
ら
か
の
道
徳
的
原
則
が
存
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
も
し
、
自
由
で
あ
る
こ
と
に
ひ
と
が
悪
を
な
す

可
能
性
を
含
ま
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、｢
君
は
自
由
だ｣

と
い
う
こ
と
の
う
ち
に
第
三
、
第
四
の
選
択
肢
を
排
除
し
な
い
な
ら
ば
、
そ
の
選
択
肢

に
制
限
は
な
く
な
り
、
潜
在
的
に
は
無
数
に
な
り
、
そ
の
決
定
も
盲
目
的
決
断
と
異
な
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
に
は
、
所

与
の
状
況
に
対
し
て
行
為
を
選
択
す
る
こ
と
、
そ
れ
を

｢
意
図
的
な
行
為｣

と
し
て
、
し
た
が
っ
て
自
由
な
行
為
と
し
て
遂
行
す
る
こ
と
の
意
味

も
す
で
に
消
滅
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

サ
ル
ト
ル
の

｢

自
由｣

の
概
念
は
か
な
り
特
異
な
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
変
容
を
蒙
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
仮
に
自

由
の
概
念
を
次
の
よ
う
に
分
類
し
て
、
サ
ル
ト
ル
の
そ
れ
と
対
比
し
て
み
よ
う
。

Ａ.

(

既
存
の
制
度
的)

強
制
・
抑
圧
か
ら
の
解
放
と
し
て
の
自
由

Ｂ.

行
為
の
決
定
・
遂
行
に
関
す
る
自
由

(

他
か
ら
の
強
制
の
無
さ)

�1：

無
差
別

(

非
決
定)

の
自
由

(���������������������：
あ
る
こ
と
を
し
て
も
、
し
な
く
て
も
か
ま
わ
な
い
と
い
う
意
味
で
の
自
由)

状況と行為
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�2：
裁
量
の
自
由

(����������������：
い
く
つ
か
の
選
択
肢
か
ら
ど
れ
を
選
ん
で
も
構
わ
な
い
場
合)

�3：
自
律
の
自
由：

特
定
の
行
為
の
自
律
的
決
定

�4：
自
在
の
自
由：

特
定
の
行
為
を
遂
行
す
る
に
あ
た
っ
て
の
障
害
の
無
さ

(
上
記
の
分
類
が
、
自
由
の
概
念
を
ど
れ
ほ
ど
正
確
に
析
出
し
え
て
い
る
か
は
心
許
な
い
が
、
少
な
く
と
も
サ
ル
ト
ル
の
自
由
概
念
へ

の
対
照
項
に
は
な
る
で
あ
ろ
う
。)

第
一
に
、
サ
ル
ト
ル
が

｢

神
が
存
在
し
な
い
な
ら
ば
、
す
べ
て
は
許
さ
れ
て
い
る｣

と
い
う
こ
と
を
実
存
主
義
の
出
発
点
に
置
く
と
い
う
と
き
、

あ
る
い
は

｢

実
存
主
義
と
は
、
一
貫
し
た
無
神
論
的
立
場
か
ら
あ
ら
ゆ
る
結
果
を
引
き
出
す
た
め
の
努
力
に
ほ
か
な
ら
な
い｣

と
い
う
と
き

(

６)

、
彼

は
行
為
の
選
択
に
対
す
る
制
限
を
取
り
除
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
上
記�2
の
自
由
の
概
念
を
極
大
化
し
て
い
る
、
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

｢

無
地
の
未
来｣

へ
の
、
す
な
わ
ち

｢
実
存
へ
の
飛
躍｣

と
い
う
か
た
ち
で

｢

自
由｣

の
内
実

(

？)

を
示
す
と
き
、
教
え
子
の
相
談
が
、
あ
る

状
況
に
条
件
づ
け
ら
れ
た
な
か
で
の
行
為
の
選
択
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
サ
ル
ト
ル
は
、
行
為
の
決
断
を
そ
の
状
況
か
ら
断
ち
切
り
、
解
放
し
て

い
る
。
そ
れ
は
上
記
Ａ
お
よ
び�1
を
極
大
化
す
る
こ
と
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
両
立
不
可
能
な
行
為
の
選
択
に
お
い
て
、
そ
の

選
考
を
正
当
化
す
る
一
般
道
徳
の
不
在
を
語
る
と
き
、
縋
る
べ
き
よ
す
が
も
な
い

｢

自
律
的
決
定｣

(�3)
の
自
律
性
を
極
大
化
し
て
い
る
と
言

え
る
で
あ
ろ
う
。

概
念
を
純
化
し
、
純
化
さ
れ
た
諸
概
念
か
ら
現
象
を
再
構
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
可
知
的
な
も
の
と
す
る
、
そ
の
よ
う
な
探
求
の
プ

ロ
セ
ス
に
お
い
て
、
概
念
の
純
化
は
不
可
欠
な
操
作
で
あ
る
。
サ
ル
ト
ル
は
、
そ
の
よ
う
な
仕
方
で

｢

自
由｣

の
概
念
を
純
化
し
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
確
か
に
行
為
の
選
択
肢
の
制
約
、
そ
の
選
択
等
を
条
件
づ
け
て
い
る
所
与
の
状
況
か
ら
来
る
制
約
を
最
大
限
除
去
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

そ
の
純
化
は
徹
底
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
行
き
過
ぎ
て
、
自
分
自
身
を
も
純
化

(

消
去)

し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

｢

自
由｣

と
い
う
こ
と
が
そ
れ
に
対
し
て
形
容
さ
れ
る
行
為
は
、
世
界
の
う
ち
で
或
い
は
ひ
と
と
の
関
係
で
制
約
さ
れ
て
い
る
状
況
の
な
か
で
行

わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
制
約
や
状
況
を
除
去
す
れ
ば
、
同
時
に
行
為
が
成
立
す
る
場
が
、
し
た
が
っ
て
自
由
が
成
立
し
う
る
場
が
取
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り
去
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
大
空
に
舞
う
鳥
の
自
由
な
飛
翔
を
極
大
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
空
気
の
抵
抗
を
極
小
化
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
飛
翔
の
場
を
消
滅
さ
せ
、
飛
翔
そ
の
も
の
を
不
可
能
に
す
る
の
と
同
様
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
真
空
の
な
か
で
行
為
し
て
い
る

の
で
は
な
い
の
だ
。

�
.

行
為
の
構
造

(

状
況
・
行
為
者
・
行
為
の
一
体
性)

サ
ル
ト
ル
の
教
え
子
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
に
戻
ろ
う
。
サ
ル
ト
ル
が
報
告
し
て
い
る
よ
う
に
、
彼
は
ド
イ
ツ
の
攻
撃
に
よ
る
兄
の
死
を
契
機

に
、
兄
の
た
め
の
復
讐
と
い
う
思
い
も
あ
っ
て
、｢

自
由
フ
ラ
ン
ス
軍
に
参
加
す
る｣

(

Ａ)

こ
と
を
選
ぶ
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
、
自
分
が
い
な
く

な
れ
ば
困
窮
す
る
こ
と
が
目
に
見
え
て
い
る
そ
の
よ
う
な
事
態
を
避
け
る
た
め
に
、｢

母
の
も
と
に
と
ど
ま
り
、
母
の
生
活
を
支
え
る｣

(

Ｂ)

こ

と
を
選
ぶ
べ
き
か
、
と
い
う
状
況
に
あ
る
。
こ
の
短
い
記
述
か
ら
も
、
こ
の
状
況
は
、
彼
の
兄
と
の
関
係
、
兄
へ
の
思
い
、
ま
た
、
母
と
の
関
係
、

母
へ
の
思
い
、
さ
ら
に
は
そ
の
選
択
肢
の
そ
れ
ぞ
れ
が
占
め
る
評
価
の
体
系
で
の
位
置
づ
け

(

祖
国
を
守
る
勇
敢
な
行
為
、
大
事
に
す
べ
き
親
を

支
え
る
け
な
げ
な
孝
行
息
子
等
々)

、
ま
た
さ
ら
に
過
去

(

兄
の
死)

や
未
来

(

母
の
困
窮)

と
の
因
果
的
関
連
で
意
味
づ
け
ら
れ
て
い
る
現
在

や
、
フ
ラ
ン
ス
や
ド
イ
ツ
と
い
う
制
度
と
の
関
係
等
々
か
ら
、
複
合
的
に
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
み
て
と
れ
る
で
あ
ろ
う
。
逆
に
い
え
ば
、
わ

れ
わ
れ
が
こ
の
よ
う
な
背
景
を
お
い
て
サ
ル
ト
ル
の
報
告
を
捉
え
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
簡
略
な
記
述
も
、
青
年
の
リ
ア
ル
な
状
況
を
伝
え
る
も
の

と
な
り
え
る
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
の
決
断
は
、
青
年
の
そ
の
後
の
生
の
組
み
立
て
に
お
い
て
中
心
を
し
め
る
事
柄
に
関
わ
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
を
選

択
し
よ
う
と
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
行
為
が
そ
れ
に
随
伴
す
る
こ
と
に
な
る
。
食
べ
た
り
、
住
居
を
整
え
た
り
、
広
狭
さ
ま
ざ
ま
な
生
活
を
共
に
す
る

人
々
と
の
共
同
作
業
や
、
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
決
め
の
た
め
の
話
し
合
い
等
々

(

７)

。
そ
れ
ら
の
諸
行
為
を
有
機
的
に
組
織
し
、
そ
の
意
味
を
支
え
、
ま

た
そ
れ
ら
の
諸
行
為
の
優
先
順
位
を
決
め
る
基
準
に
な
る
の
は
、｢

母
の
生
活
を
支
え
る｣
こ
と
で
あ
り
、
或
い
は

｢

自
由
フ
ラ
ン
ス
軍
に
参
加

状況と行為
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し
て
い
る｣

こ
と
で
あ
る
。

有
機
的
に
組
み
立
て
ら
れ
る
そ
の
全
体
は
、
青
年
の
存
在
の
仕
方
を
か
た
ち
づ
く
り
、
彼
が
ど
の
よ
う
な
ひ
と
で
あ
る
の
か
、
そ
の
ひ
と
と
な

り

(
ひ
と
が
ら
、
エ
ー
ト
ス)

を
か
た
ち
づ
く
る
こ
と
に
な
る
。｢

自
由
フ
ラ
ン
ス
軍
に
参
加
す
る｣

か

｢

母
の
も
と
に
と
ど
ま
り
、
母
の
生
活

を
支
え
る｣
か
の
選
択
と
実
行
が
彼
の
ひ
と
と
な
り
を
い
っ
そ
う
明
確
に
つ
く
り
あ
げ
、
あ
る
い
は
実
現
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
彼
が
そ

の
よ
う
な
状
況
に
あ
る
こ
と
自
体
が
、
す
で
に
彼
の
ひ
と
と
な
り
を
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
示
し
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
現
在
の
状
況

の
な
か
で
、
自
分
が
な
す
べ
き
こ
と
は

｢

母
の
生
活
を
支
え
る｣

こ
と
な
の
か

｢

自
由
フ
ラ
ン
ス
軍
に
参
加
す
る｣

こ
と
な
の
か
、
そ
の
い
ず
れ

か
で
あ
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
、
つ
ま
り
選
択
肢
と
し
て
こ
の
二
つ
が
立
ち
現
わ
れ
、
そ
の
い
ず
れ
を
選
択
し
よ
う
か
と
し
て
い
る
状
況
自
体
が
、

彼
が
ど
の
よ
う
な
ひ
と
で
あ
る
か
を
す
で
に
示
し
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
母
と
兄
に
対
し
て
、
い
か
な
る
思
い
も
抱
い
て
い
な
い
よ
う
な

も
の
に
は
、
状
況
が
上
の
よ
う
な
二
者
択
一
を
迫
る
よ
う
な
も
の
と
し
て
立
ち
現
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

状
況
と
行
為
者
と
の
こ
の
よ
う
な
一
体
性
は
、
と
ら
れ
る
べ
き
行
為
が
い
く
つ
か
の
選
択
肢
と
し
て
は
現
れ
ず
、
た
だ
一
つ
し
か
立
ち
現
わ
れ

な
い
場
合
で
も
変
わ
ら
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
場
合
の
ほ
う
が
、
そ
の
ひ
と
と
な
り
を
い
っ
そ
う
明
確
に
提
示
し
、
そ
の
意
味
で
い
っ
そ
う

自
由
に
そ
の
こ
と
を
遂
行
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
マ
ザ
ー
・
テ
レ
サ
に
と
っ
て
、
彼
女
が
見
た
光
景
、
す
な
わ
ち
彼
女
が
置
か
れ
て
い

る
状
況
は
、｢

助
け
を
必
要
と
し
て
い
る
ひ
と
び
と
が
そ
こ
に
い
る｣

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
立
ち
現
わ
れ
る
行
動
の
指
針
は
た
だ
一

つ
、｢

助
け
を
さ
し
の
べ
る｣

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
彼
女
は
た
め
ら
う
こ
と
な
く
、
な
に
ご
と
に
も
妨
げ
ら
れ
る
こ
と

な
く
自
由
に

(�4)
そ
の
こ
と
を
な
し
え
た
の
で
あ
り
、
彼
女
の
ひ
と
が
ら
を
実
現
し
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
当
時
の
イ
ン
ド
の
支
配
層
の

ひ
と
び
と
に
と
っ
て
、
そ
れ
は

｢

虫
け
ら
み
た
い
な
も
の
が
う
ご
め
い
て
い
る｣

光
景
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
ら
を
ア
ン
タ
ッ
チ
ャ
ブ
ル
な
も
の
と
し
て
捨
て
置
く
こ
と
が
、
唯
一
と
ら
れ
る
べ
き
行
動
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

ひ
と
に
与
え
ら
れ
、
そ
の
ひ
と
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
は
、
そ
の
ひ
と
の
存
在
と
別
の
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
そ
の
状
況
と
そ
の
も
と
で
選

び
と
ら
れ
る
行
為
は
、
い
わ
ば

｢

地
と
図｣

の
よ
う
に
一
体
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
ど
こ
ま
で
が
地
で
あ
り
、
ど
こ
か
ら
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が
図
で
あ
る
の
か
明
確
な
境
界
線
を
引
く
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
仕
方
で
相
互
浸
透
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

所
与
の
状
況
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
は
、
そ
の
状
況
の
も
と
で
行
為
す
る
当
事
者
の
捉
え
方
に
依
拠
し
て
い
る
側
面
が
あ
る
が
、
し

か
し
そ
の
こ
と
は
、
状
況
が
そ
の
行
為
者
に
と
っ
て
の
み
妥
当
す
る
い
わ
ゆ
る

｢

主
観
的
な｣

も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な

い
。
わ
れ
わ
れ
も
ま
た
あ
の
青
年
の
置
か
れ
た
状
況
、
マ
ザ
ー
・
テ
レ
サ
が
捉
え
た
状
況
、
さ
ら
に
は
当
時
の
イ
ン
ド
の
支
配
者
層
の
状
況
把
握

を
、
可
能
な
も
の
と
し
て
共
感
や
反
感
を
伴
い
な
が
ら
、
彼
ら
と
同
じ
よ
う
に
捉
え
う
る
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
む
し
ろ
マ
ザ
ー
・
テ
レ
サ
が
状

況
を
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
捉
え
、
わ
れ
わ
れ
に
提
示
し
た
が
ゆ
え
に
、
そ
の
よ
う
な
状
況
が
そ
こ
に
あ
る
こ
と
が
初
め
て
あ
ら
わ
に
さ
れ
た

の
だ
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
な
お

｢

主
観
的｣

と
い
う
な
ら
ば
、
そ
の
意
味
は
、
そ
の
状
況
が
行
為
の
主
体

(���������
)

の
存
在

の
変
容

(��������)
を
通
し
て
開
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で����������
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
認
識
論

的
な
意
味
に
お
い
て
で
は
な
く
、
存
在
論
的
な
事
態
と
し
て
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

行
為
が
、
義
務
の
遂
行
で
あ
れ
、
幸
福
の
実
現
を
求
め
て
で
あ
れ
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
行
為
者
の
関
心
の
も
と
で
行
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
限
り
、

こ
の
よ
う
な
関
心
を
ぬ
ぐ
い
去
っ
た
い
わ
ゆ
る

｢
客
観
的
な｣

事
態
を
行
為
に
関
し
て
問
題
に
す
る
こ
と
は
、
場
違
い
な
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。
そ

こ
に
は
単
な
る
も
の
の
動
き
の
み
が
残
さ
れ
て
い
る
。
行
為
が
、
身
体
を
動
か
す
こ
と

(｢

基
礎
行
為｣)

を
通
し
て
遂
行
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、

そ
し
て
身
体
を
動
か
す
こ
と
の
淵
源
が
、
生
命
維
持
の
関
心
に
あ
る
限
り
、
そ
の
関
心
を
取
り
去
る
こ
と
は

｢

人
間
の
条
件｣

を
同
時
に
消
し
去

る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
光
合
成
に
よ
っ
て
、
み
ず
か
ら
養
分
を
備
蓄
す
る
と
い
う
植
物
の
あ
り
方
か
ら
、
既
に
備
蓄
さ
れ
た
エ
ネ
ル
ギ
ー

源
を
植
物
や
他
の
動
物
か
ら
捕
食
す
る
と
い
う
か
た
ち
で
進
化

(

？)
し
た
動
物
の
一
つ
の
種
と
し
て
の
人
間
は
、
そ
の
捕
食
の
た
め
に
、
ま
た

他
の
動
物
か
ら
の
捕
食
を
逃
れ
る
た
め
に
身
を
動
か
さ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
原
初
的
な
身
の
動
き
か
ら
進
展
し
た
か
た
ち
で

人
間
の
行
為
は
複
合
・
精
製
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
社
会
的
・
文
化
的
精
製
と
複
合
が
ど
の
よ
う
に
進
展
し
て
も
、
行
為
者
に
よ

る
状
況
の
把
握
、
そ
こ
か
ら
生
じ
て
く
る
行
為
の
選
択
や
そ
の
遂
行
の
一
体
性
は
、
そ
の
ま
ま
保
持
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。(

因
み

に
い
え
ば
、
ひ
と
が
他
者
の
視
線
に
身
を
さ
ら
す
こ
と
が
、
大
き
な
ス
ト
レ
ス
に
な
る
の
は
、
捕
食
さ
れ
る
危
険
に
身
を
さ
ら
す
こ
と
の
恐
怖
に

状況と行為
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淵
源
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。)

価
値
や
評
価
に
つ
な
が
る
そ
の
よ
う
な
関
心
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
行
為
を
再
構
成
し
よ
う
と
す

る
こ
と
は
、
サ
ル
ト
ル
の
自
由
概
念
の
純
化
と
等
し
く
、
行
為
の
概
念
を
純
化

(

消
去)

し
て
、
無
地
の
キ
ャ
ン
バ
ス
に
絵
を
描
く
よ
う
に
、
ユ
ー

ト
ピ
ア
を
す
な
わ
ち
ど
こ
に
も
な
い
人
間
を
つ
く
り
出
そ
う
と
す
る
よ
う
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。

ま
た
行
為
は
、
そ
の
行
為

(

基
礎
行
為)

を
原
因
と
し
て
、
世
界
に
変
化
を
生
じ
さ
せ
う
る
こ
と
が
可
能
な
こ
と
が
ら
の
範
囲
に
お
い
て
、
意

図
さ
れ
遂
行
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
意
図
、
人
間
の
行
為
に
よ
っ
て
変
化
を
も
た
ら
し
え
な
い
事
柄
、
人
間
の
意
志
を
越
え
た
、
い

わ
ゆ
る

｢

客
観
的
な｣
事
実
は
、
人
間
の
行
為
を
取
り
巻
く
、
す
べ
て
の
行
為
者
に
共
通
な
、
そ
の
意
味
で
は
行
為
の

｢

客
観
的
な｣

背
景
を
形

成
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
行
為
の
土
台
と
な
っ
て
、
行
為
者
の
関
心
を
通
し
て
状
況
へ
と
侵
入
し
て
く
る
。

サ
ル
ト
ル
の
教
え
子
の
状
況
と
行
為
の
選
択
肢
、
或
い
は
マ
ザ
ー
・
テ
レ
サ
の
状
況
と
そ
の
行
為
は
、
個
々
の
具
体
的
な
行
動
が
そ
こ
を
目
指

し
て
組
み
立
て
ら
れ
、
遂
行
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
よ
う
な
、
い
わ
ば
大
き
な
目
的
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
の
行
為
者
の
存
在
の

あ
り
方
を
か
た
ち
づ
く
り
、
そ
の
ひ
と
と
な
り
を
性
格
づ
け
、
状
況
、
行
為
者
の
ひ
と
と
な
り
と
そ
の
行
為
が
、
ま
さ
に
一
体
と
し
て
成
立
し
て

い
る
と
言
い
う
る
例
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
行
為
や
状
況
の
背
景
或
い
は
土
台
を
な
す
も
の
と
し
て
、
人
間
の
意
志
に
よ
っ
て
変
化
を
も
た
ら

し
え
な
い
所
与
の

｢

客
観
的｣

事
実
を
位
置
づ
け
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
例
え
ば
、
引
き
金
を
引
き
弾
丸
を
発
射
さ
せ
る
と
き
、
そ
の
弾
丸
が

自
然
の
法
則
に
し
た
が
っ
て
軌
道
を
描
く
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
拳
銃
が
所
与
の
構
造
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
引
き
金
を
ひ

く
こ
と
の

(

物
理
的
な)

原
因
で
あ
る
指
や
腕
の
筋
肉
細
胞
の
動
き
で
あ
っ
た
り
、
神
経
細
胞
や
脳
の
生
理
的
変
化
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
指
を

曲
げ
る
こ
と
を
意
志
し
う
る
が
、
脳
細
胞
や
神
経
細
胞
を
ど
の
よ
う
に
動
か
す
か
を
意
志
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な

｢

客
観
的｣

事
実
に
対
し
て
、
状
況
は
、
す
な
わ
ち
行
為
が
そ
れ
を

｢

地｣

と
し
て
立
ち
現
わ
れ
る
状
況
は
、
そ
れ
ら
の

｢

客
観

的｣

背
景
を
行
為
に
結
び
つ
け
、
連
続
さ
せ
る
も
の
で
も
あ
る
。
た
と
え
そ
れ
が
不
条
理
な
行
動
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、｢

引
き
金
を
ひ
く｣

と

い
う
行
為
を
な
し
え
た
の
は
、
所
与
の
構
造
を
備
え
て
い
る
拳
銃
が
す
で
に
そ
こ
に
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
が
そ
こ
に
あ
る
こ
と
が
状
況
の
一

部
に
な
り
、
関
心
に
色
づ
け
さ
れ
て
状
況
の
内
部
に
侵
入
し
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
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例
え
ば
、
来
客
を
迎
え
る
た
め
に
、
庭
の
草
取
り
を
す
る
。
そ
れ
は
庭
に
草
が
生
い
茂
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
、
人
間
の
意
志
に
関
わ
り
な
く

自
然
の
循
環
に
し
た
が
っ
て
生
じ
た
事
実
が
、
快
く
来
客
を
迎
え
る
こ
と
を
妨
げ
る
状
況
と
な
っ
て
い
る
。｢

客
観
的｣

事
実
が
状
況
に
侵
入
し
、

そ
の
状
況
を

｢

地｣

と
し
て

｢

草
取
り｣

(

行
為)

が
遂
行
さ
れ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
サ
ル
ト
ル
の
教
え
子
や
マ
ザ
ー
・
テ
レ
サ
の
場
合
と
同
じ

よ
う
に
、
草
取
り
を
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
草
が
生
い
茂
っ
て
い
る
事
実
が
も
て
な
し
を
妨
げ
る
状
況
と
し
て
現
出
す
る
事
は
、
そ
れ
ほ
ど
重
い

意
味
は
持
た
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
な
り
の
仕
方
で
そ
の
行
為
者
の
ひ
と
と
な
り
を
あ
ら
わ
に
す
る
も
の
で
も
あ
ろ
う
。(

そ
れ
は
、
野
趣
を
解

せ
ぬ
無
粋
な
ひ
と
と
な
り
を
あ
ら
わ
に
し
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
そ
の
美
的
感
性
の
繊
細
さ
を
あ
ら
わ
に
し
て
い
る
の
か
？)

以
上
の
よ
う
に
、
個
々
の
行
動
を
有
機
的
に
組
織
化
す
る
目
的
と
し
て
の
行
為

(｢

母
の
生
活
を
支
え
る｣)

の
場
合
で
あ
れ
、
個
々
の
具
体
的

な
行
為

(｢

庭
の
草
取
り｣)

の
場
合
で
あ
れ
、
観
察
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
自
然
の
経
緯

(｢

客
観
的
事
実｣)

を
背
景
に
置
い
て
、
状
況
・
行
為
者
・

行
為
は
一
体
的
に
或
い
は
連
続
的
に
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
、
そ
の
相
互
連
関
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
と
、
道
具
の
連
関
か
ら
組
み

外
さ
れ
た
も
の
が
道
具
と
し
て
の
意
味
を
失
う
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
存
立
の
場
を
失
い
、
瓦
解
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
状
況
・

行
為
者
・
行
為
の
一
体
性
或
い
は
そ
の
連
続
性
ゆ
え
に
、
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
の
悲
劇
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
状
況
を
構
成
し
て
い
る
要
因
が

新
た
に
加
わ
る
と
、
そ
の
状
況
は
一
変
し
、
そ
れ
に
応
じ
て
行
為

(

の
意
味)

も
、｢

地｣

が
変
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て

｢

図｣

が
変
化
す
る
よ
う

に
、
一
変
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
状
況
・
行
為
者
・
行
為
が
こ
の
よ
う
に
一
体
的
な
も
の
と
し
て
成
立
し
て
い
る
な
ら
ば
、
Ｇ
・
Ｅ
・

Ｍ
・
ア
ン
ス
コ
ム
が
行
為
に
つ
い
て
の
知
の
条
件
と
し
て
析
出
し
た

｢
観
察
に
よ
ら
ぬ｣

こ
と
と

｢

あ
る
記
述
の
も
と
で｣

と
い
う
二
つ
の
条
件

は

(

８)

、
行
為
が
そ
こ
で
お
こ
な
わ
れ
る

｢

状
況｣

の
知
に
も
幾
分
か
浸
透
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。｢

眼
の
前
に
助
け
を
必
要
と
し
て
い
る
ひ
と
び
と

が
い
る｣

と
い
う
記
述
の
も
と
で
捉
え
ら
れ
る

｢

状
況｣

は
、
ど
こ
ま
で
が
観
察
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
ど
こ
か
ら
が
観
察
に
よ
ら

ず
に
捉
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
の
か
、
そ
の
明
確
な
境
界
線
を
引
く
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
。
マ
ザ
ー
・
テ
レ
サ
が
置
か
れ
た
状
況
と
、
イ
ン
ド

の
支
配
層
の
ひ
と
び
と
の
置
か
れ
た
状
況
を
、
あ
る
い
は
彼
ら
が
見
た
光
景
を
異
な
る
も
の
に
し
て
い
る
の
は
何
で
あ
る
の
か
。
も
し
、｢

状
況｣
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が
観
察
に
よ
っ
て

｢

客
観
的
に｣

捉
え
ら
れ
も
の
で
あ
れ
ば
、
両
者
に
と
っ
て
そ
れ
は
同
じ
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

�
.

行
為
者
の
存
在
の
時
間
性

Ⅱ.
に
お
け
る
状
況
・
行
為
者
・
行
為
の
一
体
性
・
連
続
性
は
、
状
況
と
行
為
を

｢

地
と
図｣

と
の
類
比
に
お
い
て
捉
え
た
こ
と
か
ら
も
窺
え

る
よ
う
に
、
行
為
の
主
体
の
存
在
様
態
を
い
わ
ば
空
間
的
に
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
感
情
や
規
範
、
評
価
や
制
度
等
々
を
介
し
て
相
互
に
結
び
あ

い
・
対
立
し
な
が
ら
空
間
的
に
広
が
っ
て
い
く
人
間
の
相
互
関
係
の
な
か
で
行
為
は
遂
行
さ
れ
て
い
く
と
同
時
に
、
或
い
は
む
し
ろ
そ
れ
は
個
人

的
に
も
、
相
互
関
係
に
お
い
て
も
過
去
・
現
在
・
未
来
の
時
間
的
展
開
に
お
い
て
遂
行
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
行
為
は
全
体
と
し
て
、
過
去
に
お

い
て
形
成
さ
れ
て
き
た
所
与
の
状
況
か
ら
、
現
在
の
行
為
を
通
し
て
、
未
来
に
新
た
な
事
態
を
も
た
ら
す
と
い
う
時
間
的
構
造
を
有
し
て
い
る
。

こ
の
節
の
目
的
は
、
Ⅱ.
に
お
い
て
示
し
た
行
為
の
空
間
的
構
造
を
導
き
の
糸
に
し
て
、
そ
の
根
底
に
あ
る
行
為
の
時
間
的
構
造
を
析
出
す
る
こ

と
で
あ
る
。

｢

今｣

或
い
は

｢

現
在｣

と
は
、
な
す
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
思
案
し
て
い
る
最
中
で
あ
れ
、
或
い
は
そ
れ
を
遂
行
し
て
い
る
行
為
の
た
だ
中
に

あ
る
場
合
で
あ
れ
、｢

今
…
し
て
い
る
最
中｣

と
し
て
特
徴
付
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う

(

９)

。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
行
為
に
つ
い
て
の
知
が
、
ア
ン
ス
コ

ム
が
指
摘
す
る
よ
う
に

｢

観
察
に
よ
ら
ぬ｣

、｢

あ
る
記
述
の
も
と
で｣

知
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、｢

今
…
し
て
い
る
最
中｣

と
い
う
言
明
が
、

自
分
の
行
為
や
状
況
の

｢

あ
る
記
述
の
も
と
で｣

の

｢

確
認｣

の
、
ま
た

｢

観
察
に
よ
ら
ぬ｣

そ
の
自
覚
的
・
反
省
的
言
明
で
あ
る
こ
と
を
示
す

も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
よ
う
な
行
為
が
、｢

地｣

と
し
て
の

｢

状
況｣

か
ら
、
ま
さ
に
な
す
べ
き
事
柄
と
し
て
立
ち
現
わ
れ
て
く
る
と
い
う
仕
方
で
、
状
況
と
つ

な
が
っ
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
状
況
は
サ
ル
ト
ル
の
教
え
子
の
例
で
示
し
た
よ
う
に
、
そ
れ
ま
で
に
時
間
を
か
け
て
築
き
上
げ
ら
れ
て
き
た
、
兄

や
母
と
の
感
情
的
関
係
や
、
個
々
の
行
為
に
対
す
る
評
価
の
体
系
、
制
度
の
な
か
で
自
分
が
担
う
社
会
的
な
役
割
の
引
き
受
け
等
々
か
ら
複
合
的
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に
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
行
為
が
そ
れ
を
背
景
に
行
わ
れ
る
状
況
は
、
既
に
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
し
て
、
或
い
は

形
成
の
過
程
を
経
て
来
て
い
る
こ
と
と
し
て
、
時
間
的
に
は
現
在
に
つ
な
が
る
過
去
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
過
去
か
ら
、｢

よ

り
よ
い
未
来｣

を
目
指
し
て
、
あ
る
い
は

｢

よ
り
悪
い
未
来｣

を
避
け
る
た
め
に
、
現
在
、
な
す
べ
き
行
為
が
思
案
さ
れ
、
遂
行
さ
れ
る
の
で
あ

る
。行

為
を
構
成
し
て
い
る
、
以
上
の
よ
う
な
過
去
・
現
在
・
未
来
の
関
係
は
、
状
況
・
行
為
者
・
行
為
が
相
互
浸
透
す
る
よ
う
な
仕
方
で
一
体
的
・

連
続
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
相
互
に
排
他
的
に
並
列
化
さ
れ
る
時
間
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
現
在
に
お
い
て
は
も
は
や
な

い

(

消
滅
し
て
し
ま
っ
て
い
る)

過
去
、
現
在
に
お
い
て
は
い
ま
だ
な
い
未
来

(｢

無
地
の
未
来｣)

と
し
て
、
存
在
す
る
こ
と
が
現
在
に
極
限
さ

れ
、
ま
た
そ
れ
が
現
れ
て
は
消
え
さ
る

｢

今｣

の
系
列
と
し
て
表
象
さ
れ
る
直
線
的
な
時
間
で
は
な
い
。
行
為
に
お
い
て
は

｢

過
去｣

が
消
え
去

る
と
い
う
こ
と
は
、
い
わ
ば
記
憶
喪
失
に
陥
る
状
態
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
自
分
が
誰
で
あ
る
か
を
見
失
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
行
為
が

そ
こ
で
行
わ
れ
る
人
と
の
関
係
の
な
か
で
の
自
分
の
位
置
を
見
失
う
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
な
す
べ
き
こ
と
の
手
掛
か
り
を
失
っ
て
、
ま
さ
に
何

を
し
て
よ
い
か
わ
か
ら
な
い
状
態
で
あ
ろ
う
。
消
え
去
る
過
去
は
行
為
を
瓦
解
さ
せ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
一
方
、｢

い
ま
だ
な
い
未
来｣

は

｢

も
は
や
な
い
過
去｣

を
裏
返
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
実
現
さ
れ
る
か
不
首
尾
に
終
わ
る
か
に
関
わ
り
な
く
、
予
描
さ
れ
た
未
来
を

欠
い
た
行
為
と
は
、｢

あ
る
記
述
の
も
と
で｣

捉
え
ら
れ
る

｢
行
為｣

に
、
そ
の
記
述
を
与
え
得
な
い
事
態
に
自
ら
を
陥
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
こ

れ
ま
た

｢

行
為｣

を
瓦
解
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。

状
況
が
、
そ
の
も
と
に
置
か
れ
て
い
る
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
状
況
と
し
て
捉
え
て
い
る
行
為
者
の
存
在
を
形
づ
く
り
、
そ

し
て
予
描
さ
れ
た
未
来
を
行
為
を
通
し
て
実
現
し
て
い
く
な
か
で
、
行
為
者
の
ひ
と
と
な
り
が
い
っ
そ
う
明
確
な
か
た
ち
に
仕
上
げ
ら
れ
て
い
く
。

そ
の
よ
う
に
仕
上
げ
ら
れ
た
そ
の
ひ
と
に
、
新
た
な
状
況
が
立
ち
現
わ
れ
、
新
た
な
未
来
へ
と
向
か
っ
て
次
の
行
為
が
遂
行
さ
れ
、
重
ね
ら
れ
て

い
く
。
そ
の
よ
う
な
仕
方
で
行
為
に
お
け
る
、
し
た
が
っ
て
ま
た
人
間
存
在
の
時
間
構
造
は
成
り
立
っ
て
い
る
。
即
ち
過
去

(

所
与
の
状
況)

が
、

(

予
描
さ
れ
た)

未
来
と
と
も
に
、
不
可
分
に
現
在

(

行
為)

を
構
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
行
為
に
お
い
て
、
過
去
と
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未
来
は
現
在
の
内
的
構
成
因
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
ま
た
、
そ
の
行
為
を
遂
行
す
る
行
為
者
は
、
そ
の
よ
う
な
時
間
性
に
お

い
て
、
す
な
わ
ち
相
互
排
他
的
に
並
列
化
さ
れ
る
過
去
・
現
在
・
未
来
か
ら
構
成
さ
れ
る
時
間
性
で
は
な
く
、
過
去
と
未
来
が
現
在
に
浸
透
し
、

そ
の
内
的
構
成
因
な
っ
て
い
る
時
間
性
に
お
い
て
、
存
立
し
て
い
る
存
在
者
で
あ
る
。

行
為
者
と
は
、
時
間
の
う
ち
に
、
す
な
わ
ち
空
虚
な
時
間
を
充
足
す
る
と
い
う
仕
方
で
そ
こ
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
し
た
が
っ
て
あ
る
意
味
で
現

在
し
か
持
た
ず
、
現
在
に
埋
没
し
て
い
る
よ
う
な
存
在
者
で
は
な
く
、
或
い
は
そ
の
よ
う
な
時
間
の
外
に
理
念
と
し
て
配
置
さ
れ
る
も
の
で
も
な

く
、
他
の
事
物
の
過
去
や
未
来
と
い
う
こ
と
が
開
か
れ
て
く
る
の
は
、
そ
こ
か
ら
で
あ
る
よ
う
な
仕
方
で
、
そ
の
存
在
が
上
述
の
時
間
性
に
お
い

て
成
立
し
て
い
る
存
在
者
で
あ
る

(�)
。

現
在
に
埋
没
し
て
い
る
事
物
の
規
則
的
・
因
果
的
に
継
起
す
る
水
平
的
な

｢

今｣

系
列
の
う
ち
に
、
自
由
の
因
果
性
に
よ
っ
て
、
垂
直
に
切
り

込
ん
で
い
く
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
行
為
者
の
存
在
と
は
、
事
象
が
継
起
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
そ
れ
が
過

去
・
現
在
・
未
来
に
分
節
化
さ
る
こ
と
が
、
そ
の
存
在
者
の
時
間
性
か
ら
は
じ
め
て
可
能
に
な
る
よ
う
な
存
在
で
あ
る
と
言
う
べ
き
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
眼
の
前
の
あ
る
模
様
を
具
え
た
一
個
の
石
こ
ろ
、
お
そ
ら
く
は
現
在
に
埋
没
し
て
存
在
し
て
い
る
そ
の
石
こ
ろ
が
、
五
億
年
前
の
三
葉

虫
の
化
石
と
し
て
現
出
し
う
る
の
は
、
そ
の
存
在

(
現
在)

が
過
去
よ
っ
て
内
的
に
構
成
さ
れ
て
い
る
存
在
者
に
と
っ
て
の
み
で
あ
ろ
う
。
未
来

に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
そ
の
存
在
の
時
間
性
に
お
い
て
未
来
に
開
か
れ
て
い
る
存
在
者
の
み
が
、
お
の
れ
の
未
来
を
配
慮
し
う
る
の
み
で
な

く
、
他
の
事
物
を
未
来
に
配
置
し
う
る
の
で
あ
る
。

行
為
者
の
存
在
を
内
的
に
構
成
し
て
い
る
そ
の
過
去
と
未
来
は
、
そ
の
内
在
的
視
点
か
ら
は
、
誕
生
と
死
に
よ
っ
て
閉
じ
ら
れ
完
結
す
る
も
の

で
は
な
い
。
そ
れ
は
全
面
的
に
開
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
見
通
す
こ
と
の
で
き
な
い
先
へ
と
消
尽
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
過
去
と
未

来
が
そ
の
存
在
を
構
成
し
て
い
る
行
為
者
と
は
、
そ
の
存
在
が
充
足
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
さ
き
ほ
ど
、
人
間
が
行
為
す
る

こ
と
、
す
な
わ
ち
身
を
動
か
す
こ
と
の
淵
源
を
、
そ
の
生
物
学
的
な
事
情
に
置
い
て
み
た
の
で
あ
っ
た
が
、
つ
ま
り
、
み
ず
か
ら
光
合
成
に
よ
っ

て
活
動
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
つ
く
り
出
す
の
で
は
な
く
、
植
物
や
他
の
動
物
が
す
で
に
備
蓄
し
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
捕
食
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
効
率
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的
に
自
分
の
活
動
源
を
獲
得
す
る
動
物
の
一
種
と
し
て
進
化
し
た
事
情
が

(

こ
の
効
率
的
な
獲
得
は
、
他
者
が
労
働
を
通
し
て
獲
得
し
た
富
を
、

資
本
を
通
し
て
効
率
よ
く
収
奪
す
る
現
代
の
富
の
収
奪
構
造
を
連
想
さ
せ
る
の
で
あ
る
が)

、
そ
の
捕
食
と
他
か
ら
の
捕
食
を
逃
れ
る
た
め
に
、

身
を
動
か
す
こ
と
を
不
可
避
の
こ
と
と
し
て
い
る
こ
と
、
こ
の
よ
う
な
生
物
学
的
な
事
情
に
行
為
の
淵
源
を
置
い
て
み
た
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の

存
在
論
的
な
背
景
は
、
そ
の
時
間
的
構
成
か
ら
し
て
そ
の
存
在
が
決
し
て
充
足
し
た
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
こ
と
に
お
か
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

行
為
と
は
、
そ
の
存
在
が
充
足
し
て
い
な
い
存
在
者
に
特
有
な
存
在
の
仕
方
で
あ
る
。
そ
の
存
在
が
現
在
に
埋
没
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
充
足

し
て
い
る
存
在
者
、
あ
る
い
は
そ
の
存
在
が
完
全
性
に
お
い
て
充
足
し
て
い
る
存
在
者
に
と
っ
て
、
行
為
の
余
地
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
身
体
を
有

し
て
い
る
こ
と
、
行
為
す
る
存
在
者
で
あ
る
こ
と
、
こ
れ
ら
は
そ
の
存
在
が
充
足
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
の
顕
現
で
あ
る
。

見
通
す
こ
と
の
で
き
な
い
そ
の
先
へ
と
連
な
っ
て
い
る
過
去
と
未
来
、
そ
の
よ
う
な
過
去
と
未
来
を
そ
の
存
在
の
内
的
構
成
因
と
し
て
い
る
行

為
者
と
は
、
み
ず
か
ら
が
開
始
し
た
の
で
は
な
い
過
去
を
引
き
受
け
、
常
に
未
済
の
未
来
へ
と
投
企
す
る
こ
と
に
お
い
て
存
在
す
る
存
在
者
で
あ

る
。
み
ず
か
ら
が
開
始
し
た
わ
け
で
は
な
い
そ
の
い
の
ち
、
み
ず
か
ら
が
始
め
た
の
で
は
な
い
母
や
兄
と
の
関
係
、
自
分
が
築
き
上
げ
た
わ
け
で

も
な
い
価
値
的
評
価
の
体
系
や
制
度
、
そ
れ
ら
を
身
に
ま
と
い
、
み
ず
か
ら
終
わ
ら
せ
る
こ
と
の
な
い
、
完
結
す
る
こ
と
の
な
い
未
来
へ
向
か
う

存
在
で
あ
る

(�)

。

わ
れ
わ
れ
は
眠
り
を
迎
え
る
準
備
を
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
眠
り
を
意
志
の
う
ち
に
実
現
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
同
様
に
わ
れ
わ
れ
は
死

を
迎
え
る
準
備
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
み
で
あ
り
、
死
は
行
為
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
の
意
志
を
越
え
た
出
来
事
で
あ
る
。
…
自
殺
と
い
う
切

実
な
事
象
に
直
面
す
る
と
き
、
こ
の
よ
う
な
捉
え
方
は
何
ら
の
効
力
も
持
ち
得
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
ま
た
、
延
命
医
療
が
高
度
に
発
展

し
て
い
る
現
在
、
い
つ
死
ぬ
か
は
、
自
分
の
死
で
あ
れ
、
親
族
の
死
で
あ
れ
、
人
間
の
意
志
と
選
択
の
範
囲
に
属
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
と
言
わ

ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
事
態
も
生
じ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
事
象
・
事
態
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
べ
き
か
に
つ
い
て
語
り
う
る
備
え
は
ま

だ
な
い
が
、
そ
れ
ら
の
こ
と
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
も
、
基
本
的
に
は
、
自
ら
の
誕
生
が
そ
う
で
あ
っ
た
の
と
同
様
、
死
も
、
死
に
ゆ
く
者
自
身

に
と
っ
て
は
、
そ
の
意
志
を
越
え
た
出
来
事
で
あ
る
こ
と
を
原
点
に
し
て
考
え
る
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
。
自
然
の
出
来
事
が
、
状
況
に
侵
入
し
、

状況と行為
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状
況
が

｢

地｣

と
し
て
行
為
の
内
的
構
成
因
と
な
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
死
そ
れ
自
体
が
行
為
と
い
う｢

図｣

の
位
置
を
占
め
る
こ
と
は
な
い
か
ら

で
あ
る
。

�
.

他
者
と
の
関
係

(

他
者
の
存
在
は
ど
の
よ
う
に
開
示
さ
れ
る
の
か
？

ま
た
、
ひ
と
は
ひ
と
に
対
し
て
何

を
す
る
の
か
、
し
て
い
る
の
か
？)

状
況
・
行
為
者
・
行
為
の
相
互
連
関
と
そ
の
根
底
に
あ
る
時
間
性
か
ら
、
行
為
の
成
立
構
造
を
垣
間
見
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
行
為

は
、
ひ
と
と
ひ
と

(

そ
れ
が
自
分
自
身
で
あ
れ
、
ま
た
他
者

(�)
或
い
は
人
格
的
存
在
に
擬
さ
れ
た
対
象)

と
の
関
係
に
収
斂
す
る
こ
と
の
な
か
で
成

立
す
る
こ
と
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
Ｈ
・
ア
レ
ン
ト
が

｢

人
間
の
条
件｣

で
あ
る

｢

活
動
的
生
活｣

を
構
成
す
る
も
の
と
し
て

｢

労
働

(�����)｣
、｢

仕
事

(����)｣
、｢

活
動

(������)｣
を
あ
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
を
、
お
お
よ
そ
生
命
維
持
活
動
、｢

人
工
的｣

世
界
の
形
成
活
動
、
政

治
的
活
動
に
よ
っ
て
性
格
付
け
る
と
き
、
も
の
を
介
さ
ず
直
接
的
に
ひ
と
と
ひ
と
の
間
で
お
こ
な
わ
れ
る

｢

活
動｣

は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
そ
れ

ら
の

｢

活
動
力｣

は
、
生
命
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
ひ
と
、
世
界
の
な
か
に
住
ま
う
ひ
と
を
目
的
と
し
た
行
為
と
い
う
よ
う
に
、
ひ
と
と
の
関
係

の
う
ち
に
収
斂
す
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う

(�)
。
行
為
が
ひ
と
と
ひ
と

(

人
格
相
互)

の
関
係
の
な
か
で
成
立
す
る
こ
と
で
あ
る
限
り
、

行
為
の
成
立
構
造
の
考
察
は
、
ひ
と
と
ひ
と
と
の
関
係
の
成
り
立
ち
方
の
考
察
に
進
ま
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
他
者
と
の
関
係
を
断
ち
切

る
よ
う
な
存
在
様
態
を
選
び
と
る
こ
と
も
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
関
係
の
な
い
と
こ
ろ
で
関

係
を
断
ち
切
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
は
、
関
係
を
断
ち
切
る
と
い
う
仕
方
で
、
他
者
と
の
関
係
を
保
持
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

の
よ
う
な
関
係
の
無
さ
は
、�������
の
無
で
は
な
く
、��������

(

欠
如)
の
無
で
あ
り
、
人
格
の
相
互
関
係
の
一
つ
の
様
態
に
他
な
ら
な
い
。

�

.

行
為
者
の
存
在
の
内
的
構
成
因
と
し
て
の
他
者
の
存
在

行
為
者
が
そ
の
行
為
に
お
い
て
、
目
的
と
し
て
で
あ
れ
、
た
ん
な
る
手
段
と
し
て
で
あ
れ
、
関
わ
っ
て
い
る
他
者
と
の
関
係
は
、
加
藤
尚
武
が
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指
摘
す
る
よ
う
に

｢

共
同
の
中
立
的
な
空
間
の
中
の
ア
ト
ム

(�)｣

相
互
の
関
係
で
は
な
い
。
行
為
者
の
他
者
と
の
関
係
は
、
行
為
者
の
存
在
を
状
況
・

行
為
者
・
行
為
の
一
体
性
・
連
続
性
に
お
い
て
捉
え
た
と
き
に
既
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
或
る
状
況
の
う
ち
に
あ
る
こ
と
、
す
な
わ

ち
そ
の
状
況
を
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
状
況
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
自
体
が
、
そ
の
行
為
者
の
ひ
と
と
な
り
を
、
す
な
わ
ち
そ
の
存
在
の
仕
方
を

成
立
さ
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
し
た
が
っ
て
状
況
は
行
為
者
の
存
在
を
内
的
に
構
成
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の

よ
う
な
状
況
が
す
で
に
、
他
者
と
の
関
係

(

兄
と
の
関
係
、
母
と
の
関
係
、
眼
の
前
の
ひ
と
び
と
と
の
関
係
等
々)

を
含
ん
で
限
り
、
行
為
者
の

存
在
は
他
者
と
の
関
係
を
も
ま
た
そ
の
内
的
な
構
成
因
と
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

行
為
者
の
存
在
が
、
他
者
を
そ
の
内
的
な
構
成
因
と
し
て
成
立
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
行
為
者
で
あ
る
限
り
の
わ
た
し

(

自
我)

の
存
在

も
、
無
地
の
空
間
の
な
か
の
ア
ト
ム
の
よ
う
に
、
他
者
か
ら
分
断
さ
れ
、
自
我
―
他
者
の
二
分
法
的
に
対
比
・
区
別
さ
れ
た
存
在
で
は
な
い
こ
と

を
意
味
し
て
い
る
。

行
為
に
お
け
る
わ
た
し

(

自
我)

と
ひ
と
(
他
者)

と
の
関
係
は
、
両
者
の
間
に
ほ
と
ん
ど
区
別
が
つ
か
な
い
程
の
濃
い
関
係
か
ら

(

マ
ザ
ー
・

テ
レ
サ
と
眼
の
前
の
ひ
と
び
と
と
の
関
係
？)
、
ひ
と
の
人
格
性
を
薄
め
、
も
の
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
希
薄
に
さ
れ
た
関
係

(

イ
ン
ド
の
支
配

層
の
ひ
と
び
と
と
不
可
触
賎
民
と
の
関
係
？)

、
或
い
は
快
や
幸
福
と
い
っ
た
実
質
的
内
容
を
消
し
去
っ
た
、
理
念
的
に
自
立
・
自
律
し
た
人
格

相
互
の
形
式
的
関
係
と
い
う
意
味
で
の
薄
い
関
係
に
至
る
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
濃
淡
の
度
合
い
を
も
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る

(�)

。
そ
の
関
心
が
、
相
互

の
存
在
に
よ
っ
て
す
っ
か
り
占
有
さ
れ
、
そ
の
行
為
が
お
互
い
を
目
的
と
し
て
そ
こ
へ
と
全
面
的
に
向
け
ら
れ
る
よ
う
な
、
愛
に
よ
る
人
格
の
融

合

(

？)

、
或
い
は
そ
の
逆
の
憎
し
み
に
よ
る
人
格
の
離
反
・
対
立
か
ら
、
極
限
値
と
し
て
は
他
者
と
の
関
係
の
濃
度
が
ゼ
ロ
に
至
る
ま
で
さ
ま

ざ
ま
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
行
為
者
を
方
法
論
的
に
抽
出
さ
れ
た
概
念
か
ら
可
知
的

(������������)
も
の
と
し
て
再
構
成
す
る
の
で
は
な
く
、

行
為
の
現
場
に
お
け
る
行
為
者
の
成
立
に
と
っ
て
、
そ
の
関
係
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
濃
淡
を
も
つ
他
者
の
存
在
、
し
た
が
っ
て
ま
た
そ
の
関
係

に
お
い
て
行
為
へ
の
参
与
の
仕
方
の
さ
ま
ざ
ま
な
濃
淡
が
生
じ
て
く
る
こ
と
に
な
る
他
者
の
存
在
は
不
可
欠
で
あ
る
。

行
為
が
ひ
と
と
の
関
係
の
う
ち
で
行
わ
れ
る
こ
と
は
、
あ
る
意
味
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
な
ぜ
そ
の
関
係
が
行
為

(

者)

の
成
立

状況と行為
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の
｢

内
的｣

構
成
因
で
あ
る
と
わ
ざ
わ
ざ
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
？

そ
れ
は
他
で
も
な
く
、
行
為
の
成
立
に
と
っ
て
、｢

あ
る
記
述
の
も

と
で｣

の
そ
の
行
為
に
つ
い
て

｢

観
察
に
よ
ら
な
い｣

知
を
行
為
者
が
有
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
行
為
が
そ
の
上
で
遂
行
さ
れ
る

状
況
の
成
立
に
と
っ
て
も
、
同
様
な
認
知
が
必
要
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
状
況
の
認
知
は

｢

観
察
に
よ
る｣

知
と
地
続
き
に
な
っ
て
は
い
る
が
、

そ
の
状
況
の
認
知
の
う
ち
に
、
行
為
が
そ
の
関
係
の
う
ち
で
遂
行
さ
れ
る
ひ
と
の
存
在
お
よ
び
そ
の
ひ
と
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
認
知
が
含
ま
れ

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
関
係
の
成
立
に
と
っ
て
、
行
為
者
が
そ
の
存
在
と
関
係
を
認
知
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
条
件
に
な
っ

て
い
る
、
そ
の
よ
う
な
条
件
を
こ
こ
で

｢

内
的｣

構
成
因
と
呼
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
生
活
を
支
え
る
た
め
に
留
ま
る
の
は
、
他
な
ら
ぬ

｢

母｣

の
も
と
に
、
で
あ
る
。

�
.

単
な
る
も
の
で
は
な
い
、
そ
の
よ
う
な
ひ
と

(

他
者)

に
つ
い
て
の
認
知
は
、
行
為
者
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
に
開
示
さ
れ
る
の
か
。

状
況
が
、
ま
た
そ
の
状
況
に
含
ま
れ
る
他
者
の
存
在
が
、
行
為

(

者)

の
存
在
の
内
的
構
成
因
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
と
き
、
そ
の
よ
う
な
他

者
の
存
在
は
、｢

客
観
的｣

世
界
を
構
成
す
る
自
然
現
象
と
し
て
の
単
な
る
も
の
で
は
な
く
、
自
我
と
同
様
に
ま
た
行
為
者
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
他
者
の
存
在
は
、
ど
の
よ
う
に
開
示
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
？

行
為
が
ひ
と
と
ひ
と
と
の
関
係
の
な
か
で
行
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
限

り
、
行
為
の
成
り
立
ち
、
そ
の
分
類
等
は
、
ひ
と
と
ひ
と
と
の
関
係
の
成
り
立
ち
方
に
根
拠
づ
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な

｢

ひ
と｣

の
存
在
は
ど
の
よ
う
に
開
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
、
眼
前
の
ひ
と
び
と
を
、
単
に
炭
素
や
水
素
や
酸
素
等
の
ひ
と
固
ま
り

の
化
合
物
と
し
て
捉
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
私
の
話
し
を
聞
い
て
く
れ
た
り
、
ま
た
逆
の
私
の
方
が
そ
の
話
を
聞
い
た
り
し
な
が
ら
、
相
互
に

交
流
し
合
っ
て
い
る
ひ
と
び
と
と
し
て
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
所
与
の
事
実
と
し
て
成
立
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
ど

の
よ
う
に
し
て
開
示
さ
れ
成
立
し
て
い
る
の
か
を
問
う
て
い
る
の
で
あ
る
。

自
然
の
世
界
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
は
感
覚
を
通
し
て
開
示
さ
れ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
感
覚
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
端
的
に
世
界
の

(

客
観
的
な)

事
実
を
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
し
て
も
、
感
覚
に
お
い
て
与
え
ら
れ
る
諸
内
容
と
そ
の
変
化
か
ら
、
諸
現
象
の
生
起
の
規
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則
性
が
抽
出
さ
れ
確
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
、
そ
の
規
則
性

(

法
則)

に
所
与
の
感
覚
内
容
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

可
知
的
に
、
ま
た

｢

客
観
的｣

な
も
の
と
し
て
自
然
の
世
界
は
措
定
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。(

そ
し
て
さ
ら
に
、
そ
の
よ
う
に
確
定
さ
れ
た

自
然
の
中
の
出
来
事
を

｢

原
因｣

と
し
て
生
じ
る
こ
と
と
し
て
感
覚
的
経
験
の
内
容
の
生
起
が
説
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。)

行
為
者
の
意
志
と
関
わ
り
な
く
、
そ
れ
と

｢

距
離
を
置
い
て
与
え
ら
れ
る｣
(���������

な)

自
然
の
世
界
、
す
な
わ
ち

｢

客
観
的｣

な
世
界

に
つ
い
て
は
、
以
上
の
よ
う
に
語
り
う
る
と
し
て
も
、
行
為

(

者)

の
存
在
を
内
的
に
構
成
し
て
い
る
他
者
の
存
在
に
つ
い
て
は
、
い
わ
ば

｢

距

離
を
お
い
て
与
え
ら
れ｣

(���������
に)

、
捉
え
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
行
為
者
の
存
在

(���������
)

に
直
接
か
か
わ
る

����������
な
存
在
の
変
容
と
し
て
捉
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
変
容

(��������)

は
行
為
者
の
存
在
が
そ
の
う
ち

に
置
か
れ
て
い
る
受
動
状
態

(������)
で
あ
り
、
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
に
は
他
な
ら
ぬ
感
情
・
情
念

(������)

と
し
て
経
験
さ
れ
、
そ
の
経
験

を
通
し
て
他
者
の
存
在
が
開
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

あ
ら
か
じ
め
言
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
こ
で
感
情
・
情
念
を
取
り
上
げ
る
の
は
、
情
緒
・
感
情
・
情
念
等
々
さ
ま
ざ
ま
な
言
葉

で
表
示
さ
れ
る
個
々
の
内
実
を
、
道
徳
的
な
内
実
と
す
る
情
緒
主
義
に
加
担
す
る
た
め
で
は
な
い
。
ま
た
、
諸
情
念
を
理
性
の
統
制
の
う
ち
に
置

く
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
の
で
も
な
い
。
或
い
は
逆
に
、
情
緒
や
情
念
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
う
ち
に
理
性
を
置
く
た
め
で
も
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
持
っ

て
い
る
感
覚
の
能
力
が
、｢

客
観
的｣

世
界
に
つ
い
て
、
常
に
真
な
る
情
報
を
わ
れ
わ
れ
に
与
え
る
わ
け
で
は
な
い
と
し
て
も
、
世
界
を
わ
れ
わ

れ
に
開
示
す
る
重
要
な
役
目
を
担
っ
て
い
る
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
に
与
え
ら
れ
て
い
る
情
念
と
い
う
経
験

(

？)

の
領
域
は
、
た
と
え
そ
れ
が
人

格
相
互
の
真
な
る
、
あ
る
い
は
あ
る
べ
き
関
係
を
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
し
て
も
、
ひ
と
と
ひ
と
と
の
関
係
の
あ
り
方
を
開
示
す
る
役
割

を
担
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
単
な
る
私
的
な
心
的
状
態
と
し
て
、
或
い
は
意
志
規
定
の
根
拠
と
し
て
は
除
去
さ
れ

る
べ
き
も
の
と
し
て
、
そ
し
て
結
局
は
大
部
分
に
お
い
て
理
性
の
統
制
に
服
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
き
た
情
念
の
捉
え
方
を
、
或
い
は
そ
の
よ
う

な
先
入
見
を
一
旦
脱
色
し
て
、
人
間
存
在
に
感
情
や
情
念
と
い
う
次
元
が
開
か
れ
て
い
る
こ
と
の
意
味
を
捉
え
か
え
す
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る

の
で
あ
る
。
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情
念
が
、
行
為
者
の
存
在

(���������
)

に
直
接
に
か
か
わ
る����������

な
変
容
と
し
て
の
、
す
な
わ
ち
い
わ
ゆ
る

｢

主
観
的｣

側
面
か

ら
捉
え
ら
れ
る
と
き
に
は
、
そ
れ
が

｢

個
体

｢

内｣

現
象｣

で
あ
る
こ
と
が
前
面
に
出
て
来
て
、
私
的
な
心
的
状
態
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に

な
ろ
う
。
ま
た
、
そ
れ
が
他
者
と
の
関
係
に
お
け
る
変
容
と
し
て
の
側
面
か
ら
捉
え
ら
れ
る
と
き
に
は
、
そ
の

｢

個
体

｢

間｣

現
象｣

で
あ
る
点

が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

(�)
。
ま
た
、
そ
れ
ら
の

｢

現
象｣

へ
の
行
為
者
の
参
与
の
仕
方
の
濃
淡
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
る
と
き
に
は
、
身
体
的
存

在
で
あ
る
人
間
存
在
の
情
動
的
側
面
の
重
要
さ
が
照
ら
し
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

(�)

。
し
か
し
肝
心
な
こ
と
は
そ
れ
ら
の
諸
側
面
を
同
時
的
に
と
ら

え
る
視
点
を
確
保
す
る
こ
と
で
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
デ
カ
ル
ト
は
、｢

情
念

(�������)｣
を
身
体
の
作
用

(������)
に
よ
る
、
す
な
わ
ち

｢

松
果
腺｣

を
動
か
す

｢

動
物
精
気｣

の
運
動
を

｢

最
近
接
原
因｣

と
す
る

｢

精
神
の
受
動｣

と
し
て
一
般
的
に
性
格
付
け
、
さ
ら
に
個
々
の
情
念
の
相
違
が
、
感
覚
の
対
象
の
そ
れ
自

身
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
を
害
し
た
り
、
利
し
た
り
す
る
仕
方
に
お
い
て
区
分
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
と
き

(�)

、
情

念
が
そ
の
内
在
的
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
同
時
に
、
他
な
る
も
の
と
の
関
係
に
お
い
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
す
で
に
捉
え

て
い
る
。
し
か
し
、
情
念
の
成
立
に
は
、
現
在
に
お
い
て
与
え
ら
れ
て
い
る

｢

動
物
精
気｣

の
動
き
、
お
よ
び
そ
れ
に
伴
う
直
接
的
な
精
神
の
受

動
状
態
と
は
別
の
こ
と
が
ら
が
前
提
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

｢

第
一
の｣

情
念
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る

｢

驚
き

(����������)｣
(����53)

か
ら
し
て
、
そ
れ
は

｢

以
前
に
知
っ
て
い
る
も
の｣

と
の
相
違
を

前
提
と
し
て
、
す
な
わ
ち
過
去
を
前
提
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
ひ
る
が
え
っ
て
考
え
る
と
き
、
現
前
の
も
の
を

｢

新
し
い

も
の
と
し
て
判
断
す
る｣

こ
と
、｢

わ
れ
わ
れ
が
以
前
に
知
っ
て
い
た
と
こ
ろ
の
も
の
と
異
な
る
と
判
断
す
る｣

こ
と
が
ど
の
よ
う
に
し
て
可
能

で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
脳
が
置
か
れ
て
い
る
あ
る
状
態
、｢

動
物
精
気｣
の
流
動
状
態
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
現
在
の
う
ち
に
あ
る
身
体
の
状
態
で

あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
現
在
の
あ
る
脳
状
態
を
過
去
の
痕
跡
と
し
て
捉
え
う
る
た
め
に
は
、
眼
の
ま
え
の
一
個
の
石
こ
ろ
を
、
数
億
年
前
の
三

葉
虫
の
化
石
と
し
て
捉
え
る
の
と
同
様
な
、
そ
れ
自
身
そ
の
存
在
が
時
間
性
に
お
い
て
存
立
し
、
す
な
わ
ち
過
去
と
未
来
が
現
在
を
内
的
に
構
成

し
、
そ
の
よ
う
な
仕
方
で
存
在
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
そ
こ
に
立
ち
現
わ
れ
る
も
の
を
過
去
や
未
来
に
配
し
う
る
、
そ
の
よ
う
な
存
在
者
の
存
在
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が
前
提
さ
れ
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
事
態
は
、｢

驚
き｣

に
続
い
て
枚
挙
さ
れ
る
諸
情
念
に
お
い
て
さ
ら
に
明
示
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち

｢

わ
れ
わ
れ
が
、
善
ま
た
は
悪

を
な
し
う
る
自
由
な
原
因
と
み
な
す
他
の
対
象｣

と
の
関
係
に
お
い
て
生
じ
る

｢

尊
敬｣

と

｢

軽
蔑｣

、
さ
ら
に
は
そ
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
て

い
る
善
あ
る
い
は
悪
が
他
の
対
象
に
置
か
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
示
さ
れ
る
か
、
わ
れ
わ
れ
自
身
に
属
す
る
も
の
と
し
て
示
さ
れ
る
か
に
応
じ
て

生
起
す
る
と
さ
れ
る

｢

愛｣

と

｢

憎
し
み｣

、
お
よ
び

｢

喜
び｣

と

｢

悲
し
み

(�)｣

。
こ
の
よ
う
に

｢

驚
き｣

に
続
く
他
の
す
べ
て
の
情
念
は

｢

善｣

と

｢

悪｣

に
つ
い
て
の
考
慮
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
情
念
が
向
か
う
時
間
の
区
分
に
従
っ
て
、
枚
挙
の
順
序
設
定
が

な
さ
れ
る
の
で
あ
る

(�)
。
し
か
し
、
単
な
る
現
在
の

｢

動
物
精
気｣

の
動
き
と
精
神
に
よ
る
そ
の
受
動
か
ら
ど
の
よ
う
に
し
て

｢

善
ま
た
は
悪
を
な

し
う
る
自
由
な
原
因｣

と
し
て
の

｢
他
の
対
象｣

が
、
そ
し
て
ま
た
時
間
の
分
節
が
、
開
示
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

既
に
示
し
た
よ
う
に
、
対
象
の
存
在
を
過
去
や
未
来
へ
分
節
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
自
身
の
存
在
が
そ
の
よ
う
な
時
間
性
に
お
い
て
成
立
し
て
い

る
も
の
に
と
っ
て
の
み
開
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
問
題
は
そ
の
よ
う
な
対
象
が
ど
の
よ
う
に
、｢

善
ま
た
は
悪
を
な
し
う
る
自
由
な
原
因｣

と

し
て
開
示
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
状
況
・
行
為
者
・
行
為
の
一
体
性
は
、
行
為
者
の
存
在
が
、
過
去
と
未
来
が
そ
の
現
在
の
内
的

構
成
因
な
っ
て
い
る
、
そ
の
よ
う
な
時
間
性
に
お
い
て
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
背
景
に
お
い
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
状
況
に
は
他
者
の
存
在
が

す
で
に
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
他
者
は
行
為
者
の
存
在
を

｢

内
的
に｣

構
成
し
て
い
る
も
の
と
し
て
示
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
行
為
者
は
そ

の
よ
う
な
他
者
と
の
関
係
の
う
ち
で

(

他
者
を
目
的
と
し
て)
行
為
を
遂
行
し
て
い
る
と
い
う
行
為
の
構
造
は
示
さ
れ
て
い
る
。
い
ま
問
題
に
し

よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
他
者
が
そ
れ
自
身

｢

善
ま
た
は
悪
を
な
し
う
る
自
由
な
原
因｣

で
あ
る
こ
と
、
上
記
の
行
為
者
と
他
者
と

の
関
係
が
逆
転
し
う
る
こ
と
、
行
為
の
相
互
関
係
、
す
な
わ
ち
他
者
が
わ
た
し
の
行
為
の
目
的
で
あ
る
よ
う
に
、
わ
た
し
が
他
者
の
行
為
の
目
的

(

他
者
の
他
者)

で
あ
る
こ
と
が
、
ど
の
よ
う
に
開
示
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

精
神
の
受
動

(

情
念)

の
生
成
の
原
因
を

｢

動
物
精
気｣

の
動
き
に
還
元
し
、
そ
の
さ
ら
な
る
原
因
の
う
ち
に
、｢

自
由
な
原
因｣

と
し
て
の

｢

他
の
対
象｣

が
開
示
さ
れ
る
こ
と
の
原
因
あ
る
い
は
理
由
を
求
め
る
よ
う
な
問
い
の
立
て
方
は
間
違
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
感
性
的
経
験
か
ら
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感
性
的
質
を
捨
象
し
て
、
そ
の
変
化
の
規
則
性
を
法
則
と
し
て
確
定
し
、
そ
の
確
定
さ
れ
た

(

客
観
的)

法
則
に
、
感
性
的
質
の
生
成
の
原
因
を

求
め
る
の
と
同
様
で
あ
ろ
う
。
あ
る
波
長
の
電
磁
波
の
作
用
を
受
け
た
網
膜
や
神
経
系
の
物
理
・
生
理
的
変
化
を
結
果
と
し
て
辿
る
こ
と
は
で
き

る
と
し
て
も
、
赤
い
色
の
質
的
経
験
に
辿
り
つ
く
こ
と
は
な
く
、
そ
の
質
的
経
験
は
せ
い
ぜ
い
そ
れ
ら
の
変
化
に

｢

重
ね
描
き｣

さ
れ
る
だ
け
で

あ
る
。
そ
れ
と
同
様
に
、｢

自
由
な
原
因｣

と
し
て
の
人
格
的
存
在
の
存
在
様
式
を
消
去
し
て
、｢

動
物
精
気｣

の
動
き
に
ま
で
還
元
さ
れ
た
情
念

の
原
因
と
そ
の
延
長
上
に
、
人
格
的
存
在
が
そ
の
存
在
様
式
に
お
い
て
現
出
す
る
こ
と
の
原
因
や
理
由
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
せ

い
ぜ
い
結
果
と
し
て
生
じ
て
い
る
諸
情
念
に

｢

重
ね
描
き｣

さ
れ
る
の
み
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
赤
い
色
の
経
験
は
、
そ
の
よ
う
な
質
が
消
去
さ
れ
る
以
前
の
対
象
と
の
関
わ
り

(���
夕
陽
、
紅
葉����)

に
お
い
て
、
真
偽
が
問

わ
れ
る
以
前
の
、
そ
れ
ら
事
物
の
現
前
を
わ
れ
わ
れ
に
提
示
し
て
い
る
。
そ
れ
と
同
様
に
、
諸
情
念
は
、
人
格
的
存
在
の
存
在
様
式
が
消
去
さ
れ

る
以
前
の
、
そ
れ
自
身
そ
の
よ
う
な
人
格
的
存
在
と
し
て
の
行
為
者

(

自
我)

と
の
関
わ
り
に
お
け
る

｢

他
の
対
象｣

を
、
他
の
行
為
者
あ
る
い

は

｢

自
由
な
原
因｣

と
い
う
そ
の
存
在
様
式
に
お
い
て
開
示
し
て
い
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、｢

あ
る
も
の
が
、
わ
れ
わ
れ

に
と
っ
て
善
い
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ
る
と
き
、
そ
の
こ
と
が
わ
れ
わ
れ
に
そ
の
も
の
に
対
す
る
愛

(

と
い
う
情
念)

を
も
た
せ
る

(�)｣

と
い
う
よ

り
も
む
し
ろ
、
行
為
者
の
存
在
が
そ
の
様
態
の
も
と
に
あ
る

｢

愛

(

と
い
う
情
念)

を
通
し
て
、
そ
の
も
の
が
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
善
き
も
の
と

し
て
提
示
さ
れ
る｣

と
言
う
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か

(�)
。
さ
ら
に
ま
た
、
そ
の
よ
う
な

｢

愛｣

や

｢

憎
し
み｣

と
い
う
情
念
を
通
し
て
、｢

善
や
悪

を
な
し
う
る
自
由
な
原
因
と
し
て
の
他
の
対
象

(

他
の
行
為
者)｣
の
存
在
が
開
示
さ
れ
て
い
る
、
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。｢

愛｣

や

｢

憎
し
み｣

、

あ
る
い
は

｢

尊
敬｣

や

｢

軽
蔑｣

等
々
の
情
念
を
通
し
て
、
善
や
悪
を
な
し
う
る

｢

自
由
な
原
因｣

と
し
て
の
人
格
的
存
在
が
、
す
な
わ
ち
行
為

者
と
し
て
、
自
我
と
相
互
的
な
関
係
の
う
ち
に
あ
り
、
し
た
が
っ
て
行
為
に
お
け
る
主
―
客
を
交
互
に
交
代
し
う
る
存
在
が
、
開
示
さ
れ
て
い
る

と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
感
性
は
自
然
の
世
界
を
開
示
す
る
。
そ
し
て
、
情
念
は
人
格
的
存
在
の
世
界
を
開
示
す
る
。
す
な
わ
ち
行
為
を
介
し
て

相
互
に
関
わ
る
人
間
的
世
界
を
開
示
す
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は

｢

穏
や
か
な
も
の｣
で
あ
れ

｢

激
し
い
も
の｣

で
あ
れ

(�)

、
そ
れ
は
情
念
に
い
ろ

づ
け
ら
れ
た
世
界
で
あ
る
。(

そ
れ
ゆ
え
に
情
念
の
欠
如
や
障
害
は
、
行
為
の
病
的
変
状
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。)
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諸
情
念
は
、
ど
の
よ
う
な
人
格
間
の
関
係
を
開
示
し
て
い
る
の
か
？
或
い
は
ひ
と
は
ひ
と
に
何
を
し
て
い
る
の
か
？

感
覚
的
経
験
が
端
的
に
真
な
る
世
界
を
提
示
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
知
性
的
に
そ
れ
ら
が
相
互
に
比
較
さ
れ
、
そ
の
変
化
の
規
則
性
や
相
互
の

整
合
性
の
成
立
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
あ
る
い
は
そ
れ
ら
の
経
験
が
統
一
的
な
世
界
に
帰
属
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の

｢

客
観
性｣
或
い
は

｢

真
理
性｣

が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
、｢

客
観
性｣

や

｢

真
理
性｣

へ
の
道
も
感
性
的
経
験
を
通
し
て
開
か

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
と
同
様
に
、
情
念
に
お
い
て
生
じ
て
い
る
こ
と
が
端
的
に
、
人
間
的
世
界
に
お
け
る
善
・
悪
、
或
い
は
正
・
不

正
を
提
示
し
て
い
る
わ
け
で
わ
け
で
は
な
く
、
理
性
的

(

普
遍
的)

に
そ
れ
ら
相
互
の
整
合
性
や
合
法
則
性
の
成
立
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
そ
の
情
念
の
、
或
い
は
そ
の
情
念
の
も
と
で
遂
行
さ
れ
る
行
為
の
、
さ
ら
に
は
そ
の
行
為
を
な
す
ひ
と
の
善
・
悪
や
正
・
不
正
は
示
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
善
・
悪
、
正
・
不
正
が
語
ら
れ
る
の
は
、
行
為
を
介
し
て
相
互
に
関
わ
り
あ
う
人
間
的
世
界
に
お
い
て
で
あ
る
が
、
そ

の
よ
う
な
世
界
は
、
情
念
を
通
し
て
開
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。｢

情
念
は
人
格
的
存
在
の
世
界
を
開
示
す
る｣

と
は
そ
の
よ
う
な
事
態
で
あ
る
。

因
み
に
注
意
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
が
、
感
覚
的
経
験
が
そ
れ
ぞ
れ
の
感
覚
的
質

(

ク
オ
リ
ア)

を
そ
の
内
容
と
し
て
提
示
す
る
よ
う
に
、
情
念

が
そ
れ
に
類
す
る
な
ん
ら
か
の
質
を
そ
の
経
験
に
お
い
て
提
示
し
て
い
る
と
誤
解
し
て
は
な
ら
な
い
。
あ
る
特
定
の
質
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
例
え

ば

｢

愛｣

や

｢

憎
し
み｣

と
し
て
名
づ
け
ら
れ
る
よ
う
な
仕
方
で
そ
れ
ぞ
れ
の
情
念
が
成
立
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
経
験
は
感

覚
的
経
験
に
属
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
誤
解
の
も
と
で
前
面
に
出
て
く
る
諸
情
念
の
比
較
不
可
能
な
私
的
性
格
と
、
道
徳
的
価
値
の

実
質
と
し
て
の
情
念
が
重
ね
合
わ
さ
れ
る
と
き
、
価
値
の
相
対
性
の
主
張
は
出
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
。
情
念
が
表
示
す
る
の
は
、｢

自
由
な
原
因｣

と
し
て
の
行
為
者
相
互
の
関
係
の
濃
淡
を
含
ん
だ
諸
様
態
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
諸
情
念
は
、
ど
の
よ
う
な
人
格
相
互
の
関
係
を
開
示
し
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
か
。

デ
カ
ル
ト
の
叙
述
に
立
ち
戻
る
な
ら
ば
、｢

愛｣

と
は

｢

わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
善
い
も
の
と
し
て
、
す
な
わ
ち
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
有
益
な
も

の

(����������)
と
提
示
さ
れ
る｣

も
の
に
対
し
て
、
わ
れ
わ
れ
が
抱
く
情
念
で
あ
り
、｢

憎
し
み｣

と
は

｢

悪
い
も
の
、
あ
る
い
は
有
害
な

も
の

(��������)
と
し
て
提
示
さ
れ
る｣

も
の
に
対
し
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
情
念
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
ま
た
、
そ
の
よ
う
な

｢

愛｣

と
は
、｢

な

状況と行為
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ん
ら
か
の
対
象
に
わ
れ
わ
れ
を
意
志
に
よ
っ
て
合
一
さ
せ
る
情
念｣

で
あ
る

(�)

。
愛
に
つ
い
て
の
こ
の
説
明
と
対
比
し
て

｢

憎
し
み｣

に
つ
い
て
語

る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
、｢

憎
し
み
と
は
、
何
ら
か
の
対
象
か
ら
わ
れ
わ
れ
を
意
志
に
よ
っ
て
離
反
さ
せ
よ
う
と
す
る
情
念
で
あ
る｣

と
言
え

る
で
あ
ろ
う
。
デ
カ
ル
ト
自
身
は
、
こ
の
よ
う
な
情
念
に
お
け
る
関
係
を
、
主
と
し
て
そ
れ
ら
情
念
を
も
つ
主
体
か
ら
対
象
へ
の
一
方
向
で
、
叙

述
す
る
の
で
あ
る
が
、
情
念
に
お
け
る
そ
の
よ
う
な
関
係
を
上
述
の
主
―
客
が
相
互
に
入
れ
代
わ
る
人
間
的
世
界
に
お
い
て
み
る
な
ら
ば
、
ま
た

デ
カ
ル
ト
が
神
や
被
造
物
の
全
体
と
の
関
係
で
語
る

｢

愛
に
お
け
る
合
一｣

を
日
常
的
な
人
間
関
係
に
限
定
し
て
み
る
な
ら
ば
、｢

愛｣

と
は
相

互
に
有
益
な
も
の
を
も
た
ら
し
合
う
関
係
、
す
な
わ
ち
そ
の
さ
ま
ざ
ま
な
広
が
り
に
お
け
る

｢

わ
れ
わ
れ｣

の
世
界

(

共
同
体)

を
開
示
し
、
成

立
さ
せ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
一
方
、｢

憎
し
み｣

と
は
、
相
互
に
有
害
な
も
の
を
も
た
ら
そ
う
と
す
る
、
こ
れ
ま
た
広
狭
さ
ま
ざ
ま
な

(

す
な

わ
ち
個
人
的
関
係
か
ら
、
そ
れ
自
身
は

｢

愛｣

に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
共
同
体
的
世
界
相
互
の
間
の)

敵
対
的
な
関
係
を
形
成
す
る
こ
と
に

な
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
開
示
さ
れ
る
関
係
か
ら
な
る
人
間
的
世
界
に
留
ま
る
限
り
、｢

正
義
と
は
友
を
利
し
、
敵
を
害
す
る
こ
と
で
あ
る｣

と
い
う
ポ
レ
マ
ル
コ
ス
風
の
主
張
も
出
て
く
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
ま
た
、
相
互
に
有
益
な
も
の
を
も
た
ら
し
合
う
こ
と
で
成
り
立
っ
て
い

る
は
ず
の

｢

わ
れ
わ
れ
の
世
界｣

が
、
そ
れ
を
支
配
す
る
強
い
力
に
お
い
て
成
立
し
、
維
持
さ
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
と
き
、｢

正
し
い
こ
と
と

は
強
い
者
の
利
益
に
他
な
ら
な
い｣

と
い
う
ト
ラ
シ
ュ
マ
コ
ス
風
の
定
義
も
出
て
く
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

そ
し
て
ま
た
、｢

欲
望

(�����)｣
よ
っ
て
、｢

ま
だ
得
て
い
な
い
善
の
獲
得｣

を
目
指
し
て

(

言
い
換
え
れ
ば

｢

よ
り
善
き
未
来｣

を
目
指
し

て)

、
或
い
は

｢

善
き
も
の
の
保
存｣

や

｢

現
れ
る
か
も
し
れ
ぬ
悪
の
回
避｣

を
目
指
し
て
、
未
来
が
志
向
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
行
為
者
の
存

在
を
内
的
に
構
成
し
て
い
た

｢

未
来｣

が

｢

欲
望｣

と
い
う
情
念
を
通
し
て
、
そ
の
内
実
を
も
っ
て
開
示
さ
れ
て
く
る
。
獲
得
や
保
存
が
目
指
さ

れ
る
そ
の

｢

善｣

や
、
回
避
さ
れ
る

｢

悪｣

が
行
為
者
で
あ
る

｢

わ
た
し｣
の
、
或
い
は

｢

わ
れ
わ
れ｣

の
善
で
あ
り
悪
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま

で
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
、
善
や
悪
を
も
た
ら
し
う
る

｢

自
由
な
原
因｣
で
あ
る
も
の
と
の
関
係
の
な
か
で
予
描
さ
れ
た
未
来
で
あ
る
と

言
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
諸
情
念
は
、
善
と
悪
お
よ
び
時
間
的
分
節
を
媒
介
に
し
て
、｢
自
由
な
原
因｣

で
あ
る
行
為
者
相
互
の
関
係
の
諸
様
態

を
開
示
し
て
い
く
。
…
…
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暫
定
的
結
語

わ
れ
わ
れ
は
よ
う
や
く
行
為
に
つ
い
て
語
り
う
る
本
来
的
な
地
平
、
行
為
主
体
相
互
の
関
係
が
成
立
す
る
地
平
に
到
達
し
た
の
で
あ
る
。
行
為

は
一
切
の
状
況
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
無
地
の
キ
ャ
ン
バ
ス
に
絵
を
描
く
よ
う
に
な
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、｢

自
由
な
原
因｣

で
あ
る
行
為
者
相
互

の
関
係
か
ら
な
る
状
況
の
な
か
で
成
立
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
行
為
者
の
存
在
を
内
的
に
構
成
し
て
い
る
状
況
に
他
者
は
含
ま
れ
て
い

た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
他
者
に
対
し
て
、
行
為
者
は
そ
れ
を
対
象
と
し
て
一
方
向
的
に
関
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、｢

息
子
か
ら
の
支
援
を
望

ん
で
い
る
、
或
い
は
少
な
く
と
も
そ
れ
を
拒
む
こ
と
の
な
い
母｣

と
の
相
互
関
係
、｢

助
け
を
受
け
入
れ
る
ひ
と
び
と｣

と
の
相
互
関
係
等
々
の

な
か
で
、
行
為
は
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
自
己
の
存
在
が
全
面
的
に
自
己
に
開
示
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
と
同
様
に
、
行
為

の
内
的
構
成
因
と
し
て
の
他
者
の
存
在
が
、
そ
の
行
為
に
お
い
て
、
或
い
は
諸
情
念
を
通
し
て
開
示
さ
れ
る
諸
関
係
に
お
い
て
、
全
面
的
に
開
示

さ
れ
て
い
る
と
誤
解
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
誤
解
は
、
他
者
の
存
在
が
そ
れ
自
身

｢

自
由
な
原
因｣

と
し
て
存
在
し
て
い

る
こ
と
を
忘
れ
て
、
行
為
を
、
行
為
者
と
対
象
と
の
一
方
向
的
関
係
に
縮
小
し
て
、
他
者
を

｢

わ
た
し｣

や

｢

わ
れ
わ
れ｣

の
う
ち
に
取
り
込
ん

で
し
ま
う
よ
う
な
、｢

支
配｣

や

｢

暴
力｣

に
貶
め
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

以
上
、
行
為

(

者)

の
道
徳
性
あ
る
い
は
倫
理
性
を
問
う
以
前
の
こ
と
と
し
て
、
善
き
行
為
で
あ
れ
悪
し
き
行
為
で
あ
れ
、
そ
れ
を
な
す
行
為

者
の
存
在
は
ど
の
よ
う
に
成
り
立
っ
て
い
る
の
か
、
ま
た
、
そ
の
ふ
る
ま
い
が

｢

行
為｣

(｢

図｣)

と
し
て
成
立
す
る
に
は
ど
の
よ
う
な

｢

地｣

の
も
と
に
置
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
を
考
察
し
、
そ
の
道
徳
性
・
倫
理
性
に
つ
い
て
語
り
う
る
入
口
に
到
達
し
え
た
と
思
う
の
で
あ
る
が
、

あ
と
二
、
三
の
付
言
を
も
っ
て
、
仮
の
終
わ
り
と
し
た
い
。

(

１)

感
性
を
通
し
て
開
示
さ
れ
る
世
界
が
、
そ
の
調
整
・
整
合
化
の
た
め
知
性
の
こ
と
ば
で
語
り
始
め
ら
れ
る
よ
う
に
、
情
念
を
通
し
て
開

示
さ
れ
る
人
格
相
互
の
関
係
の
世
界
は
、
一
旦
そ
こ
に
到
達
し
た
後
は
、
そ
の
よ
う
な
世
界
に
対
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
単
に
風
景
と
し
て
遠
く
か

状況と行為
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ら
そ
れ
を
眺
め
て
い
る
の
で
は
な
く
、
濃
淡
さ
ま
ざ
ま
な
情
念
を
通
し
て
参
与
し
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
あ
る
べ
き
か
た
ち
を

描
き
出
そ
う
と
す
る
と
き
、
そ
れ
は
理
性
の
こ
と
ば

(

自
由
、
平
等
、
公
正
、
正
義
、
善
等
々)

で
語
り
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

(
２)
わ
れ
わ
れ
が

｢

行
為｣

に
つ
い
て
考
察
す
る
と
き
、
そ
れ
が

｢

わ
れ
わ
れ｣

に
属
す
る
ひ
と
り
の
ひ
と
に
む
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
れ
、

あ
る
い
は
多
く
の
ひ
と
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
れ
、
ま
た
他
の

｢

わ
れ
わ
れ｣

に
属
す
る
個
人
や
集
団
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
れ
、｢

個
人

的｣

な
行
為
に
つ
い
て
ば
か
り
で
は
な
く
、｢

わ
れ
わ
れ｣

が
、｢

わ
れ
わ
れ｣

に
属
す
る
も
の
に
対
し
て
、
或
い
は
他
の

｢

わ
れ
わ
れ｣

に
属
す

る
も
の
に
対
し
て
、｢
集
団
的｣

に
行
う
行
為
、
或
い
は

｢

わ
れ
わ
れ｣

の
名
に
お
い
て

｢

わ
た
し｣

が
、
そ
れ
ら
に
対
し
て
な
す
行
為
も

(

そ

れ
ぞ
れ
の
相
互
関
係
の
成
立
の
仕
方
と
と
も
に)

考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。｢

わ
れ
わ
れ｣

が
、
或
い
は

｢

わ
た
し｣

が

｢

わ
れ

わ
れ｣

に
お
い
て
為
す
こ
と
は
、
そ
の
善
悪
を
く
ら
ま
せ
る
ほ
ど
に
そ
の
射
程
を
増
幅
す
る
か
ら
で
あ
る
。

(

３)

ひ
と
は
そ
も
そ
も
な
に
を
し
て
い
る
の
か
。
ひ
と
の
行
為
は
、
そ
の
道
徳
的
・
倫
理
的
な
価
値
判
定
が
一
つ
に
原
理
に
よ
っ
て
な
さ
れ

る
よ
う
な
一
元
的
構
造
を
も
っ
て
い
る
の
か
、
言
い
換
え
れ
ば
、
一
人
の
ひ
と
の
、
あ
る
い
は
す
べ
て
の
人
の
行
為
が
一
つ
の
目
的
の
も
と
に
合

理
的
な
仕
方
で
組
み
立
て
ら
れ
う
る
よ
う
な
あ
り
方
を
し
て
い
る
の
か
。
そ
れ
と
も
、
通
約
不
可
能
な
仕
方
で
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
次
元

で
そ
の
価
値
判
定
の
基
準
が
異
な
る
よ
う
な
仕
方
で
、
多
元
的
な
構
造
を
も
っ
て
い
る
の
か
。
も
し

｢

労
働｣

が
苦
痛
を
必
然
的
に
伴
う
も
の
な

ら
、｢

労
働｣

と
言
う
行
為
の
次
元
に
お
い
て
は

｢

苦
痛
の
軽
減

(

快
の
増
大)｣

が
そ
の
価
値
判
断
の
基
準
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た

｢

仕
事｣

に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
道
具
的
連
関
か
ら
な
る

｢

世
界｣

が
最
小
の
消
費
と
最
大
の
出
力
で
維
持
さ
れ
る
べ
き
な
ら
ば
、
そ
れ
は
そ
の
効
率
に
よ
っ

て
優
劣
が
付
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
政
治
的
行
為
が
真
実
に
自
律
的
存
在
相
互
の
活
動
と
し
て
成
立
し
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は

｢

定

言
命
法｣

が
な
す
べ
き
行
為
の
決
定
基
準
と
し
て
お
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
問
い
に
対
し
て
答
え
た
め
に
は
、｢

い
か
に
生
き
る
べ
き
か｣

と
い
う
問
い
が
そ
も
そ
も
、
い
か
な
る
意
味
を
も
つ
問
い
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
の
検
討
を
必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
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註

(
１)����
サ
ル
ト
ル

『

実
存
主
義
と
は
何
か』

サ
ル
ト
ル
全
集
第
一
三
巻

(

伊
吹
武
彦
訳
、
人
文
書
院)�37

(

２)������30(

３)������31(

４)������13(

５)������17(

６)�������28�29��73(

７)���
ハ
ン
ナ
・
ア
レ
ン
ト

『
人
間
の
条
件』

に
お
け
る

｢

労
働｣

、｢

仕
事｣

、｢

活
動｣

(

ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
志
水
速
雄
訳)

(

８)���������������������������12�13����������������
1957�

『

イ
ン
テ
ン
シ
ョ
ン』

(

菅
豊
彦
訳
、
産
業
図
書)��22�24

(

９)

大
森
荘
蔵

『

時
間
と
自
我』��148�149

(

青
土
社)

、
一
九
九
二

(�)
過
去
と
未
来
に

｢

も
は
や
な
い｣

と

｢
い
ま
だ
な
い｣

と
い
う
非
存
在
の
性
格
を
保
持
さ
せ
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
非
存
在
に
よ
っ
て
そ
の
存
在
が

内
的
に
構
成
さ
れ
て
い
る
も
の
を

｢

存
在
者｣
と
し
て
規
定
す
る
こ
と
は
も
は
や
不
適
切
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
過
去
と
未
来
は
全
面
的

に
開
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
見
通
す
こ
と
の
で
き
な
い
そ
の
先
へ
と
消
尽
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
行
為
者
と
し
て
の
人
間
存

在
に
お
け
る
存
在
規
定
に
お
い
て
は
、
存
在
と
非
存
在
の
二
分
法
は
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
と
な
ろ
う
。

(�)
｢

先
駆
的
決
意
性｣

に
よ
っ
て
未
来
を
完
結
さ
せ
る
必
要
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
。

(�)
｢

我｣

と

｢

他
者｣

と
い
う
二
分
法
的
な
用
語
は
人
間
存
在
の
多
様
な
関
係
を
見
失
わ
せ
る
恐
れ
が
あ
り
、
適
切
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
暫
定
的

に
使
用
す
る
。

(�)���������19�20(�)

加
藤
尚
武

『

現
代
倫
理
学
入
門』

(

講
談
社
、
一
九
九
七)�176

(�)

一
切
の
感
性
的
関
心
を
消
し
去
っ
た
理
性
的
存
在
者
と
は
そ
の
個
別
性
を
も
同
時
に
消
し
去
り
、
し
た
が
っ
て
自
―
他
の
区
別
を
も
消
去
す
る
こ
と
に
な

る
と
思
わ
れ
る
が
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
そ
れ
が
な
ん
ら
か
の
仕
方
で
個
別
性
を
保
持
し
え
て
い
る
の
は
、
そ
れ
が
感
性
的
関
心
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
個
別

的
な
人
間
存
在
と
の
緊
張
関
係
の
う
ち
に
お
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
個
々
の
感
性
的
欲
求
を
捨
象
し
な
が
ら
も
、
感
性
的
存
在
と
し
て
そ

状況と行為
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の
個
別
性
を
保
持
し
つ
つ
、
そ
れ
を
理
性
的
存
在
と
い
う
普
遍
的
地
平
の
う
ち
に
置
く
操
作
は
、
公
平
・
平
等
な
市
民
社
会
の
構
成
に
と
っ
て
不
可
欠
な

方
法
論
的
操
作
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
方
法
論
的
に
抽
出
さ
れ
た
自
立
・
自
律
的
存
在
者

(

理
性
的
存
在
者)

を
、
他
者
が
そ
の
存
在
を
内
的
に
構
成

し
て
い
る
行
為
者
の
、
従
っ
て
充
全
的
に
は
自
立
・
自
律
的
で
は
あ
り
え
な
い
現
実
的
な
行
為
者
と
取
り
違
え
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
取
り
違
え

は
社
会
状
態
を
描
き
出
す
た
め
の
理
念
的
に
対
比
さ
れ
る

｢

自
然
状
態｣

を
歴
史
的
な
先
行
状
態
と
誤
解
す
る
こ
と
と
同
類
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
自
我
と

他
者
と
の
区
分
・
対
比
も
、
現
実
的
に
は
行
為
者
と
し
て
の
存
在
の
内
的
な
構
成
因
で
あ
る
他
者
の
存
在
お
よ
び
さ
ま
ざ
ま
な
濃
淡
か
ら
な
る
他
者
と
の

諸
関
係
を
す
べ
て
、
一
旦
捨
象
し
た
う
え
で
抽
出
さ
れ
た
概
念
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ま
た
、
欲
求
や
動
機
、(

目
的
と
し
て
の)

幸
福

(

快)

や
利
益
を

そ
こ
に
順
次
付
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
行
為
を
可
知
的
な
も
の
と
し
て
再
構
成
す
る
た
め
の
、
方
法
論
的
概
念
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
も
ま
た
、
そ
の
よ

う
な
方
法
論
的
概
念
と
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
こ
に
お
い
て
存
在
し
て
い
る
存
在
論
的
状
況
を
取
り
違
え
た
り
混
同
し
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

(�)���
藤
田
和
生

(

編)
『

感
情
科
学』

、
第
一
章

｢

感
情
の
機
能
を
探
る｣

遠
藤
利
彦��6�15

(

京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
〇
七)

(�)�������
ダ
マ
シ
オ

『

生
存
す
る
脳』

(

田
中
三
彦
訳
、
講
談
社
、
二
〇
〇
〇)

(�)���
『

情
念
論』����

51�
52�
(�� ����371�372)

(�)������������
55�
56�
61

(�)������������
57�

基
本
的
情
念
を
二
組
の
原
理
、
す
な
わ
ち
善
と
悪
、
お
よ
び
時
間
的
区
分
か
ら
区
別
・
枚
挙
す
る
の
は
、
デ
カ
ル
ト
の
情
念
の
分
類

が
ス
ト
ア
派
の
そ
れ
を
引
き
継
ぐ
も
の
で
あ
ろ
う
。���
廣
川
洋
一

『

古
代
感
情
論

プ
ラ
ト
ン
か
ら
ス
ト
ア
派
ま
で』

(

岩
波
書
店

二
〇
〇
〇)�186

(�)���������
56

(�)
わ
れ
わ
れ
は
、
善
き
も
の
を
も
た
ら
す
が
ゆ
え
に
、
そ
の
対
象
を
愛
す
る
の
か
。
あ
る
い
は
愛
す
る
が
ゆ
え
に
そ
の
対
象
に
善
き
も
の
を
も
た
ら
そ
う

と
す
る
の
か
。

(�)�������������������������������������Ⅱ�����Ⅰ�����Ⅰ
(�)���

Ⅳ�611
(

一
六
四
七
年
二
月
一
日
、
シ
ャ
ニ
ュ
宛
て
書
簡)

＊
本
稿
は
平
成
二
一
年
九
月
二
六
日
開
催
の
九
州
大
学
哲
学
会
に
お
け
る
特
別
発
表
の
元
原
稿
で
あ
る
。
当
日
の
発
表
は
、
読
み
上
げ
の
か
た
ち
を
と
ら

ず
に
、
こ
の
原
稿
に
基
づ
い
て
作
成
し
配
布
し
た

｢

発
表
要
旨｣

に
即
し
て
行
わ
れ
た
。

(

本
学
大
学
院
比
較
社
会
文
化
研
究
院
・
教
授)
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