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自
然
の
存
在
論
的
偶
然
性

『
判
断
力
批
判
』

ー
カ
ン
ト
の

に
お
け
る
自
然
理
解
を
手
が
か
り
に
｜

円

谷

裕

第
一
節
は
じ
め
に

「
自
然
と
は
何
か
」
。
デ
カ
ル
ト
以
降
の
近
代
哲
学
は
一
般
に
、
こ
の
間
い
を
、
「
自
然
は
そ
れ
自
体
に
お
い
て
何
で
あ
る
か
」
と
い
う

意
味
と
し
て
で
は
な
く
、
「
我
々
人
聞
が
、
自
然
を
ど
の
よ
う
な
方
法
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
自
然

を
ど
れ
だ
け
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
」
と
い
う
意
味
と
し
て
理
解
し
て
き
た
。
「
知
は
力
で
あ
る
」
と
い
う
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ベ
ー
コ

ン
の
言
葉
は
そ
の
こ
と
を
端
的
に
表
現
し
て
い
る
。
確
か
に
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
や
中
世
に
お
け
る
よ
う
に
、
「
自
然
が
そ
れ
自
体
と
し
て
何

で
あ
る
か
」
と
問
い
、
目
的
論
的
存
在
で
あ
る
と
か
機
械
論
的
存
在
で
あ
る
と
か
神
の
被
造
物
で
あ
る
な
ど
と
答
え
る
よ
う
な
自
然
に
対

す
る
考
察
態
度
は
、
方
法
論
的
に
は
素
朴
な
問
い
と
答
え
だ
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
他
方
、
人
聞
に
よ
る
自
然
認
識
の
方

法
と
い
う
観
点
か
ら
「
自
然
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
に
接
近
す
る
近
代
お
よ
び
現
代
の
哲
学
が
、
自
然
を
そ
の
全
体
性
に
お
い
て
理
解

で
き
る
の
か
と
言
え
ば
そ
れ
も
ま
た
は
な
は
だ
疑
わ
し
い
。
そ
の
よ
う
な
態
度
に
は
自
然
の
捉
え
方
に
お
け
る
特
定
の
偏
見
が
あ
ら
か
じ

め
宿
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
「
自
然
と
は
何
か
」
と
い
う
聞
い
に
対
し
て
、
様
々
な
角
度
か
ら
、
た
と
え
ば
機
械
論
的
観
点
、
目
的
論
的
観
点
、
道
徳
的

観
点
、
さ
ら
に
は
美
的
観
点
な
ど
か
ら
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
、
し
か
も
そ
れ
ら
諸
観
点
の
相
互
関
係
に
も
配
慮
し
な
が
ら
自
然
を
そ
の
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一
二
八

全
体
性
に
お
い
て
理
解
し
よ
う
と
試
み
、
そ
の
意
味
で
は
現
代
に
お
い
て
も
な
お
自
然
考
察
の
手
が
か
り
を
与
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
カ

ン
ト
の
自
然
論
を
中
心
に
考
え
て
み
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
カ
ン
ト
の
自
然
観
と
い
え
ば
、
新
カ
ン
ト
派
の
認
識
論
的
カ
ン
ト
解
釈
の
影
響
も
あ
っ
て
か
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
「
超

越
論
的
分
析
論
」
に
見
ら
れ
る
機
械
論
的
自
然
観
が
そ
の
核
心
だ
と
見
な
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
確
か
に
カ
ン
ト
は
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
「
分

析
論
」
に
お
い
て
は
、
「
純
粋
自
然
科
学
は
い
か
に
し
て
可
能
か
」
と
い
う
問
い
に
答
え
る
形
で
、
自
然
を
、
「
因
果
性
の
原
則
」
に
従
っ

て
機
械
論
的
に
認
識
さ
れ
う
る
も
の
と
理
解
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
『
判
断
力
批
判
』
に
至
る
と
、
た
と
え
ば
そ
の
第
二
部
「
目
的
論
的
判
断

力
の
批
判
」
に
お
い
て
は
、
有
機
体
と
し
て
の
自
然
の
理
解
に
際
し
て
目
的
論
的
自
然
観
を
導
入
す
る
。
彼
は
、
生
物
機
械
論
者
の
よ
う

に
、
有
機
的
自
然
に
つ
い
て
の
日
常
の
目
的
論
的
言
明
が
機
械
論
の
理
論
や
語
法
に
こ
と
ご
と
く
翻
訳
し
た
り
還
元
し
た
り
で
き
る
と
は

考
え
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
ま
た
彼
の
目
的
論
的
自
然
観
は
、
彼
に
続
く
ド
イ
ツ
観
今
単
珊
の
よ
う
に
、
絶
対
的
自
我
（
フ
ィ
ヒ
テ
）
や
絶
対

的
理
性
（
前
期
シ
ェ
リ
ン
グ
、
へ

l
ゲ
ル
）
に
基
づ
い
て
自
然
を
閉
じ
た
体
系
と
見
な
す
よ
う
な
目
的
論
的
自
然
観
で
は
な
い
。

カ
ン
ト
の
自
然
論
の
考
察
に
際
し
て
は
、
彼
の
機
械
論
的
自
然
観
と
目
的
論
的
自
然
観
の
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
の
分
析
が
先
決
問
題
で
あ

る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
（
本
稿
第
二
節
・
第
三
節
）
、
し
か
し
よ
り
根
本
的
な
問
題
は
、
カ
ン
ト
が
全
体
と
し
て
の
自
然
を
ど
の
よ

う
に
理
解
し
て
い
た
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
問
題
は
次
の
二
つ
に
下
位
区
分
さ
れ
る
。

第
一
は
、
機
械
論
と
目
的
論
と
の
双
方
を
認
め
る
カ
ン
ト
の
自
然
観
に
お
い
て
、
全
体
と
し
て
の
自
然
と
い
う
観
点
に
た
っ
た
場
合
、

両
者
は
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
彼
は
、
有
機
的
自
然
を
論
じ
る
『
判
断
力
批
判
』
第
二
部
に
お
い
て
そ
の
関

係
を
、
「
機
械
論
の
目
的
論
へ
の
従
属
」
と
表
現
し
有
機
体
の
判
定
に
際
し
て
の
目
的
論
の
優
位
を
主
張
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
根
拠

を
吟
味
し
て
み
る
と
彼
の
見
解
が
生
物
に
つ
い
て
の
当
時
の
学
問
的
状
況
に
制
約
さ
れ
た
側
面
が
多
分
に
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
そ
こ
で

「
機
械
論
の
目
的
論
へ
の
従
属
」
と
い
う
彼
の
言
葉
の
意
味
を
有
機
体
論
に
限
定
せ
ず
に
彼
の
哲
学
全
体
か
ら
捉
え
直
し
、
そ
の
う
え
で

目
的
論
の
優
位
と
い
う
カ
ン
ト
の
思
想
の
真
意
を
探
る
こ
と
に
す
る
。
（
本
稿
第
四
節
）



第
二
の
問
題
は
、
「
機
械
論
の
目
的
論
へ
の
従
属
」
と
い
う
問
題
に
見
通
し
を
つ
け
る
こ
と
が
直
ち
に
は
全
体
と
し
て
の
自
然
の
問
題
に

決
着
を
つ
げ
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
そ
の
た
め
に
は
、
機
械
論
的
自
然
観
お
よ
び
目
的
論
的
自
然
観
と
は
別
の
自
然
観
を
視
野
に

入
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
（
本
稿
第
五
節
・
第
六
節
）

第
二
節

機
械
論
的
自
然
観
の
原
理
と
し
て
の
「
因
果
性
の
原
則
」
、
お
よ
び
そ
の
限
界
に
つ
い
て

自然の存在論的偶然性

自
然
に
つ
い
て
の
客
観
的
な
因
果
認
識
の
可
能
性
の
条
件
で
あ
る
「
因
果
性
の
原
則
」
つ
ま
り
「
経
験
の
第
二
類
推
」
と
は
、
「
変
化
は

す
べ
て
原
因
と
結
果
を
結
合
す
る
法
則
に
従
っ
て
生
じ
る
」
（
回
N
ω
N
）
と
い
う
原
則
で
あ
る
。
原
因
と
結
果
の
必
然
的
な
時
間
継
起
を
可
能

に
す
る
こ
の
原
則
は
、
そ
れ
が
な
け
れ
ば
所
与
の
諸
知
覚
か
ら
経
験
の
統
一
が
成
立
し
え
な
い
原
則
と
し
て
、
経
験
一
般
の
可
能
性
の
「
構

成
的
」
条
件
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ま
た
、
「
純
粋
理
性
批
判
』
「
分
析
論
」
に
定
位
す
る
か
ぎ
り
、
自
然
と
は
、
こ
の
因
果
性
の
原
則
に

必
然
的
に
従
う
か
ぎ
り
で
の
、
「
空
間
と
時
間
に
お
け
る
諸
現
象
の
合
法
則
性
と
し
て
の
自
然
一
般

a
B
Zえ
R
5
2
E
C事
」
（
回
忌
印
）

あ
る
い
は
「
す
べ
て
の
現
象
の
連
関
に
お
け
る
自
然
統
一

Z
巳
R
a昏
包
同
」
（
国
民
ω）
を
意
味
す
る
。
こ
の
意
味
で
の
自
然
に
関
し
て
は
、

因
果
性
の
原
則
は
、
目
的
論
か
ら
は
全
く
独
立
に
機
械
論
的
自
然
観
の
原
理
た
り
う
る
こ
と
を
、
少
な
く
と
も
「
純
粋
理
性
批
判
」
「
分
析

論
」
の
叙
述
か
ら
は
看
取
で
き
る
。
「
因
果
性
の
原
則
」
は
、
「
合
法
則
性
と
し
て
の
自
然
一
般
」
の
可
能
性
の
条
件
と
し
て
、
い
か
な
る

主
観
的
な
解
釈
や
目
的
や
意
図
を
も
差
し
挟
ま
ず
に
自
然
を
探
求
す
る
原
理
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
自
然
科
学
は
こ
の
原
則
に
基
づ
い
て
自

然
の
客
観
的
諸
法
則
を
探
求
す
る
。
つ
ま
り
カ
ン
ト
は
こ
の
原
則
に
よ
っ
て
、
意
図
や
目
的
因
の
助
け
を
一
切
借
り
ず
に
自
然
を
認
識
す

る
と
い
う
自
然
科
学
の
客
観
性
の
要
求
に
対
し
て
、
そ
の
権
利
根
拠
を
超
越
論
的
に
基
礎
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
『
判
断
力
批
判
』
に
至
る
と
『
純
粋
理
性
批
判
」
「
分
析
論
」
で
の
自
然
の
分
析
が
次
の
よ
う
に
捉
え
返
さ
れ
る
。
「
悟
性
は
、

自
然
に
対
す
る
超
越
論
的
立
法
に
お
い
て
、
た
だ
経
験
一
般
の
可
能
性
の
諸
条
件
を
そ
の
形
式
に
関
し
て
考
察
し
た
に
す
ぎ
な
い
」
（
凶
凶

出
。
）
。
確
か
に
そ
の
か
ぎ
り
で
は
、
「
倍
性
の
超
越
論
的
な
諸
法
則
に
従
う
経
験
一
般
」
（
凶
凶
N
S
）
は
、
し
た
が
っ
て
ま
た
「
経
験
の
す

一
二
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べ
て
の
対
象
の
総
括
と
し
て
の
総
体
的
自
然
」
（
凶
凶
包
∞
）
は
、
「
悟
性
自
身
が
ア
プ
リ
オ
リ
に
与
え
る
超
越
論
的
な
諸
法
則
に
従
っ

て
、
・
・
・
一
つ
の
体
系
を
な
し
て
お
り
」

C
E仏
・
）
、
決
し
て
「
単
な
る
集
合
」
（
凶
凶

N
S）
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
こ
と
に
よ

つ
て
は
、
「
経
験
的
な
諸
法
則
に
も
従
う
自
然
が
人
間
の
認
識
能
力
に
と
つ
て
理
解
し
う
る
一
つ
の
体
系
に
な
つ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
帰

結
し
な
い
」
（

も
「
悟
性
は
、
自
然
に
対
す
る
自
ら
の
超
越
論
的
立
法
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
の
可
能
的
な
経
験
的
諸
法
則
の
多
様
性
を
す
べ
て
、
捨
象
す

る
」
（
凶
凶
目
。
）
か
ら
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
「
自
然
は
、
特
殊
的
［
で
経
験
的
］
な
諸
法
則
に
関
し
て
は
、
ま
た
、
そ
れ
ら
の
諸
法

則
の
多
様
性
と
異
種
性
に
関
し
て
は
、
［
悟
性
に
よ
る
］
立
法
的
な
認
識
能
力
の
す
べ
て
の
制
限
か
ら
、
自
由
な
の
で
あ
る
」
（
在
日
仏
・
）
。
こ

う
し
て
『
判
断
力
批
判
』
に
お
い
て
は
、
悟
性
が
「
捨
象
す
る
」
と
こ
ろ
の
、
経
験
的
諸
法
則
に
従
う
多
様
性
と
異
種
性
に
富
む
自
然
は
、

『
純
粋
理
性
批
判
』
「
分
析
論
」
の
観
点
か
ら
は
「
偶
然
的
な
も
の
」
（
目
σ
E・
）
と
映
じ
て
し
ま
う
と
と
も
に
、
そ
の
よ
う
な
「
偶
然
的
」
自

然
に
対
す
る
悟
性
能
力
の
限
界
が
明
確
に
自
覚
さ
れ
る
に
至
る
。

そ
れ
で
は
、
悟
性
の
合
法
則
性
の
下
に
「
包
摂
」
さ
れ
得
な
い
「
偶
然
的
」
自
然
は
、
偶
然
の
ま
ま
に
放
置
さ
れ
、
特
殊
な
経
験
的
諸

法
則
は
そ
の
つ
ど
「
単
に
当
て
ず
っ
ぽ
う
に
、
か
つ
盲
目
的
に
」
（
凶
M
G
H
N
）
理
解
さ
れ
る
が
ま
ま
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
間
い
に
対
す
る
カ
ン
ト
の
答
え
は
、
否
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
よ
う
な
「
偶
然
的
」
自
然
に
関
し
て
も
、
な
お
か
つ
そ
れ
を

「
体
系
的
統
一
」
に
も
た
ら
そ
う
と
す
る
「
理
性
の
思
弁
的
関
心
」
（
回
口
と
が
我
々
人
聞
に
は
ア
プ
リ
オ
リ
に
備
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
自
然
の
偶
然
性
を
救
う
原
理
を
、
カ
ン
ト
は
反
省
的
判
断
力
の
「
自
然
の
合
目
的
性
」
（
凶
凶
N
H
O
）
の
原
理
に
求
め
る
。
合
目
的
性
の

原
理
と
い
う
「
こ
の
前
提
が
な
け
れ
ば
、
可
能
的
な
特
殊
諸
法
則
の
多
様
性
と
い
う
迷
路
の
中
で
我
々
は
正
道
を
見
つ
け
だ
す
こ
と
が
で

き
な
く
な
る
」
（
凶
凶

N
E）。

こ
う
し
て
カ
ン
ト
は
、
悟
性
に
と
っ
て
は
偶
然
的
と
映
じ
る
特
殊
的
で
経
験
的
な
自
然
、
す
な
わ
ち
美
的
自
然
や
有
機
的
自
然
を
、
反

省
的
判
断
力
の
合
目
的
性
の
観
点
に
立
っ
て
理
性
の
体
系
的
連
関
に
組
み
入
れ
よ
う
と
す
る
。



第
三
節

目
的
論
的
自
然
観

1
有
機
体
の
場
合
｜

自然の存在論的偶然性

有
機
体
は
、
容
易
に
わ
か
る
よ
う
に
、
単
な
る
無
機
的
物
質
と
は
異
な
り
、
外
的
物
質
を
吸
収
し
自
ら
の
全
体
へ
と
有
機
化
し
、
増
殖

や
成
長
を
繰
り
返
し
、
ま
た
体
内
を
自
己
制
御
し
て
均
衡
状
態
を
維
持
し
、
さ
ら
に
は
他
の
個
体
を
産
出
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
さ
ま
ざ

ま
な
特
有
の
現
象
を
呈
す
る
が
、
カ
ン
ト
に
は
こ
れ
ら
の
現
象
が
、
悟
性
の
合
法
則
性
の
も
と
に
は
包
摂
さ
れ
え
な
い
自
然
の
特
殊
な
現

象
と
思
わ
れ
た
。
「
多
分
い
つ
か
は
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
よ
う
な
人
物
が
現
れ
て
、
一
本
の
草
の
茎
の
産
出
だ
け
で
も
、
意
図
に
よ
っ
て
秩
序
づ

け
ら
れ
た
の
で
は
な
い
［
機
械
論
的
］
自
然
法
則
に
よ
っ
て
理
解
さ
せ
て
く
れ
る
こ
と
を
予
測
し
た
り
希
望
し
た
り
す
る
こ
と
だ
げ
で
も
、

人
聞
に
は
不
合
理
な
こ
と
な
の
で
、
む
し
ろ
こ
う
し
た
考
え
は
絶
対
に
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（

N
g笥
印
）
。
機
械
的
法
則
に
よ

る
有
機
的
存
在
者
の
認
識
不
可
能
性
の
自
覚
の
も
と
に
カ
ン
ト
は
、
有
機
的
存
在
者
を
そ
れ
自
身
に
お
い
て
目
的
を
有
す
る
よ
う
な
自
己

目
的
的
存
在
者
と
い
う
意
味
で
「
自
然
目
的

Z
E己
目
当

R
W」（
N
g
m
E）
と
呼
び
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
特
有
の
現
象
を
反
省
的
判
断
力
の

合
目
的
性
の
原
理
に
基
づ
い
て
判
定
可
能
な
も
の
と
す
る
。

カ
ン
ト
は
、
自
然
目
的
と
し
て
の
有
機
的
存
在
者
の
「
内
的
可
能
性
」
（
N
ω
2
8）
の
条
件
と
し
て
、
つ
ま
り
有
機
体
を
他
の
有
機
体
や

物
質
と
の
「
外
的
合
目
的
性
」
（
N
8宮
N）
の
観
点
か
ら
で
は
な
く
有
機
体
内
部
の
機
能
や
構
造
の
可
能
性
の
条
件
と
し
て
、
次
の
三
つ
の

点
を
指
摘
し
て
い
る
。
第
一
に
、
有
機
体
（
自
然
目
的
）
は
、
全
体
が
単
に
諸
部
分
の
総
和
に
す
ぎ
な
い
機
械
的
技
術
産
物
と
は
異
な
り
、

「
全
体
と
の
連
関
に
よ
っ
て
の
み
諸
部
分
が
可
能
で
あ
る
」
（
N

包
宮
町
）
。
と
い
う
の
も
有
機
体
は
そ
れ
自
身
に
お
い
て
一
つ
の
目
的
で
あ

り
、
そ
れ
ゆ
え
そ
の
諸
部
分
は
、
目
的
と
い
う
全
体
に
よ
っ
て
ア
プ
リ
オ
リ
に
規
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
第
二
に
、
有
機
体
は
、
技
術

産
物
の
よ
う
に
目
的
因
を
自
己
の
外
部
に
も
つ
の
で
は
な
く
自
己
自
身
の
内
部
に
も
？
自
己
目
的
的
存
在
者
で
あ
る
か
ぎ
り
、
有
機
体
の

諸
部
分
は
相
互
に
原
因
で
あ
る
と
同
時
に
結
果
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
全
体
へ
と
結
合
さ
れ
て
い
る
お
民
申
告
）
。
第
三
に
、
「
あ
ら
ゆ
る

部
分
が
相
互
に
他
の
諸
部
分
を
産
み
出
す
機
関

Z
2
2耳
E
m
m昆
2
0括
自
と
し
て
思
考
さ
れ
る
」
（
5
5・
）
。
こ
の
第
三
の
条
件
が
最
も

一一一一一
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重
要
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
た
と
え
ば
ど
ん
な
に
複
雑
な
時
計
で
さ
え
も
、
或
る
歯
車
が
別
の
歯
車
を
「
産
み
出
し
」
た
り
或
る
時
計

が
別
の
時
計
を
産
み
出
し
た
り
す
る
こ
と
は
な
く
、
ま
た
故
障
を
自
ら
修
理
す
る
こ
と
も
な
い
が
、
有
機
体
に
は
こ
れ
ら
す
べ
て
を
期
待

で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
有
機
体
の
「
自
ら
を
繁
殖
さ
せ
形
成
す
る
力
」
（
N
ω
a
g
）
は
、
「
機
械
論
」
に
お
け
る
よ
う
に
外
部
か
ら
の
「
動

か
す
力
」
（
目
立
仏
・
）
で
は
説
明
で
き
な
い
。

以
上
の
よ
う
な
特
徴
づ
砂
に
よ
っ
て
カ
ン
ト
は
自
然
産
物
と
し
て
の
有
機
体
を
人
工
的
な
技
術
産
物
か
ら
区
別
す
る
の
で
あ
る
が
、
有

機
体
の
考
察
の
際
の
カ
ン
ト
の
方
法
論
に
関
し
て
留
意
す
べ
き
は
、
判
定
者
は
、
有
機
体
を
そ
れ
自
体
に
お
い
て
目
的
論
的
な
存
在
者
だ

と
素
朴
に
前
提
し
た
う
え
で
「
観
察
」
（
N

宮
句
切
）
を
通
し
て
上
記
の
よ
う
な
目
的
論
的
諸
条
件
を
経
験
的
に
模
写
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、

有
機
体
を
反
省
す
る
際
に
、
合
目
的
性
と
い
う
反
省
的
判
断
力
自
身
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
原
理
に
基
づ
い
て
あ
た
か
も
有
機
体
が
自
己
目
的

的
存
在
者
で
あ
る
か
の
よ
う
に
主
観
の
側
か
ら
有
機
的
客
観
に
対
し
て
目
的
概
念
を
「
考
え
加
え
る
（
E
ロ
自
門
日

g
w
g）
」
（
目
立
与
）
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
「
我
々
が
目
的
因
を
諸
物
の
内
へ
置
き
入
れ
る
（
Y
E
a
E巾

mg）
の
で
あ
っ
て
、
目
的
因
を
い
わ
ば
諸
物
の
知
覚
か
ら
取
り
出

す（

yqm吉
田
町
。

σ
g）
の
で
は
な
い
」
（
凶
凶
N
N
O
〉
ロ
日
・
）
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
有
機
体
に
対
す
る
カ
ン
ト
の
目
的
論
的
考
察
態
度
は
「
合

法
則
性
と
し
て
の
自
然
一
般
」
（

E
S）
に
対
す
る
機
械
論
的
態
度
と
同
様
に
近
代
に
特
有
な
主
観
主
義
的
な
「
思
考
法
の
革
命
」
（
切
凶

日
）
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
自
然
そ
れ
自
体
に
関
わ
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
・
ス
コ
ラ
的
な
態
度
と
は
方
法
論
的
に
相
違
し
て
い
る

と
言
え
る
。

第
四
節
自
然
理
解
に
お
け
る
機
械
論
と
目
的
論
の
関
係

以
上
の
よ
う
に
、
有
機
体
を
、
他
の
自
然
産
物
と
の
外
的
関
係
か
ら
で
は
な
く
そ
の
内
的
可
能
性
か
ら
見
て
「
自
然
目
的
」
と
規
定
し
、

そ
の
構
造
や
機
能
を
目
的
論
的
に
判
定
す
る
と
い
う
自
然
に
対
す
る
カ
ン
ト
の
目
的
論
的
態
度
は
、
機
械
論
的
態
度
と
ど
の
よ
う
に
関
係

す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
近
現
代
に
お
い
て
は
、
デ
カ
ル
ト
の
動
物
機
械
論
以
来
現
代
の
分
子
生
物
学
や
そ
の
応
用
と
し
て
の
遺
伝
子
工
学



な
ど
の
生
命
科
学
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
機
械
論
優
位
の
趨
勢
に
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
生
物
に
関
す
る
機
械
論
と
目
的
論
と
の
対
立
な
い
し

相
互
の
関
係
と
い
う
問
題
は
、
依
然
と
し
て
議
論
の
余
地
の
あ
る
問
題
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
カ
ン
ト
の
叙
述
か
ら
は
、
一
見
す
る
と
、
無
機
的
自
然
に
関
し
て
は
機
械
論
が
妥
当
し
、
有
機
的
自
然
に
関
し
て
は
目
的
論

が
妥
当
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
自
然
領
域
を
区
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
機
械
論
と
目
的
論
を
単
に
棲
み
分
け
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
印
象

を
受
け
る
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
機
械
論
と
目
的
論
は
、
対
象
領
域
の
相
違
に
応
じ
て
単
に
並
存
す
る
に
す
ぎ
な
い
自
然
の
判
定

方
法
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
両
者
の
関
係
の
問
題
は
既
に
解
消
し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
と
と
も
に
、
そ
の
際
に
は
、
無
機
的

自
然
と
有
機
的
自
然
の
区
別
基
準
を
不
聞
に
付
し
た
ま
ま
両
者
を
あ
ら
か
じ
め
独
断
的
に
区
別
し
て
し
ま
う
議
論
だ
と
い
う
こ
と
に
も
な

ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
自
然
に
つ
い
て
の
カ
ン
ト
の
考
察
態
度
は
、
あ
く
ま
で
も
自
然
が
主
観
の
認
識
能
力
（
広
義
の
）
（
〈
包
・

8
由
巳
・
貝
）

に
よ
っ
て
い
か
に
し
て
理
解
さ
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
意
識
に
貫
か
れ
て
お
り
、
そ
の
か
ぎ
り
で
は
自
然
を
物
自
体
の
ご
と
き
実
体
的
存

在
者
だ
と
あ
ら
か
じ
め
前
提
す
る
よ
う
な
態
度
で
は
な
い
。

さ
て
カ
ン
ト
は
、
結
論
を
先
取
り
し
て
言
え
ば
、
「
判
断
力
批
判
」
に
お
い
て
は
無
機
的
自
然
で
あ
れ
有
機
的
自
然
で
あ
れ
自
然
理
解
に

お
け
る
機
械
論
と
目
的
論
と
い
う
二
種
類
の
態
度
を
相
互
に
排
他
的
な
態
度
だ
と
は
見
な
さ
ず
に
、
機
械
論
が
目
的
論
に
従
属
す
る
と
い

う
仕
方
で
両
者
の
関
係
を
位
置
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
『
判
断
力
批
判
』
に
お
け
る
機
械
論
と
目
的
論
の
こ
の
よ
う
な
関
係
を
詳
し
く
考

察
す
る
た
め
に
、
さ
し
あ
た
り
、
カ
ン
ト
が
無
機
的
自
然
と
有
機
的
自
然
と
を
区
別
す
る
理
由
と
し
て
語
っ
て
い
る
次
の
言
葉
に
注
目
し
て

自然の存在論的偶然性

み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

「
そ
れ
に
し
で
も
な
ぜ
目
的
論
は
、
一
般
に
理
論
的
自
然
科
学
の
独
自
の
一
部
門
を
な
さ
ず
に
、
予
備
学
な
い
し
過
渡
と
し
て
神
学
と
結

び
つ
け
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
な
る
の
は
、
機
械
論
に
従
う
自
然
研
究
が
観
察
や
実
験
に
従
属
さ
せ
ら
れ
る
も
の
に
限
ら
れ
る
か

ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
少
な
く
と
も
法
則
の
類
似
性
と
い
う
点
か
ら
見
て
自
然
と
同
様
な
も
の
を
我
々
が
自
ら
産
み
出
す
こ
と
が
で
き
る

も
の
に
固
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
我
々
が
完
全
に
調
察
で
き
る
の
は
、
概
念
に
従
っ
て
我
々
が
自
ら
制
作
し
産
出
す
る
こ

一
一一一一



四

と
の
で
き
る
も
の
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る
。
他
方
、
自
然
の
内
的
目
的
と
し
て
の
有
機
的
組
織
は
、
技
術
に
よ
る
類
似
物
を
現
示
で
き
る
す

べ
て
の
能
力
を
無
限
に
超
え
て
い
る
」
（
N
島
京
∞
）
。
つ
ま
り
「
理
論
的
自
然
科
学
」
者
は
、
自
然
の
因
果
連
闘
を
、
実
験
装
置
と
い
う
技

術
的
産
物
に
お
い
て
再
現
可
能
な
場
合
に
の
み
、
自
然
を
「
完
全
に
洞
察
」
で
き
る
。
自
然
科
学
は
、
自
然
の
実
験
的
再
現
に
基
づ
き
、

か
っ
、
そ
の
こ
と
は
「
技
術
」
に
依
存
す
る
の
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
技
術
的
再
現
が
可
能
な
か
ぎ
り
に
お
い
て
し
か
自
然
は
客
観
的

に
「
完
全
に
調
察
」
さ
れ
え
な
い
。
と
こ
ろ
が
「
有
機
的
組
織
」
は
「
技
術
に
よ
っ
て
類
似
物
を
現
示
」
す
る
こ
と
が
全
く
不
可
能
で
あ

り
、
そ
れ
ゆ
え
、
無
機
物
質
と
有
機
体
の
相
違
は
技
術
に
よ
る
産
出
可
能
性
の
如
何
に
存
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
カ
ン
ト
の
こ
の
言
明
は
有
機
的
自
然
の
固
有
性
を
基
礎
づ
げ
う
る
に
た
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
も
こ
の
言

明
は
、
裏
を
返
せ
ば
、
も
し
「
有
機
的
組
織
」
を
、
た
と
え
そ
れ
と
完
全
に
同
一
の
も
の
を
技
術
的
に
産
出
（
制
作
）
で
き
な
い
に
し
て
も
、

「
法
則
の
類
似
性
」
に
お
い
て
そ
れ
を
産
出
（
制
作
）
し
う
る
と
す
れ
ば
、
す
な
わ
ち
構
造
や
機
能
に
お
い
て
「
有
機
的
組
織
」
と
類
似
す

る
も
の
を
技
術
的
に
産
出
（
制
作
）
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
有
機
体
は
、
自
然
科
学
的
な
機
械
論
の
対
象
に
も
な
り
う
る
こ
と
を

当
の
カ
ン
ト
が
認
め
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
現
代
生
物
学
に
目
を
転
じ
れ
ば
、
た
と
え
ば
分
子
生
物
学
は
、

生
物
の
内
的
仕
組
み
に
関
し
て
は
、
カ
ン
ト
の
時
代
に
お
げ
る
よ
う
な
単
な
る
観
察
に
よ
る
経
験
的
記
述
の
方
法
で
は
な
く
、
遺
伝
情
報

を
司
る
核
酸
の
塩
基
配
列
や
生
命
活
動
の
担
い
手
で
あ
る
タ
ン
パ
ク
質
の
ア
ミ
ノ
酸
配
列
を
決
定
し
た
り
、
さ
ら
に
は
そ
れ
ら
核
酸
や
タ

ン
パ
ク
質
を
人
工
的
に
合
成
す
る
ほ
ど
の
実
験
科
学
の
レ
ベ
ル
に
達
し
て
お
り
、
か
な
り
の
程
度
に
お
い
て
生
命
現
象
を
物
理
化
学
的
な

機
械
論
に
お
い
て
説
明
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
現
代
の
生
命
科
学
で
さ
え
も
、
目
下
の
と
こ
ろ
一
個
の
有
機
体
を
完
全

に
人
工
的
に
産
出
で
き
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
し
て
や
よ
り
複
雑
な
有
機
体
に
関
し
て
は
将
来
の
技
術
的
進
歩
に
ま
つ
ほ
か
は
な
い
の
だ

が
、
し
か
し
有
機
体
の
機
械
論
的
説
明
は
現
代
科
学
の
状
況
か
ら
す
れ
ば
全
く
不
可
能
だ
と
断
定
し
え
な
い
こ
と
は
予
想
さ
れ
う
る
で
あ

ろ
う
。
カ
ン
ト
は
、
当
時
の
生
物
学
、
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
博
物
誌
Z
巳
号
m
a
n
y
－ny
Zの
現
状
か
ら
将
来
的
に
も
有
機
体
の
技
術
的
・

人
工
的
産
出
の
絶
対
的
な
不
可
能
性
を
推
測
し
、
そ
れ
を
根
拠
に
し
て
、
有
機
的
存
在
者
が
無
機
物
質
と
は
質
的
に
異
な
る
も
の
だ
と
推



自然の存在論的偶然性

断
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

も
し
も
カ
ン
ト
が
有
機
体
と
の
「
法
則
の
類
似
性
」
さ
え
を
も
技
術
的
に
産
出
不
可
能
性
だ
と
い
う
理
由
に
の
み
基
づ
い
て
有
機
体
に

つ
い
て
の
目
的
論
を
主
張
し
て
い
る
の
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
か
ぎ
り
で
の
目
的
論
に
対
し
て
は
そ
れ
ほ
ど
積
極
的
な
意
義
を
認
め
る

こ
と
が
で
き
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
も
、
「
法
則
の
類
似
性
」
に
お
け
る
技
術
的
産
出
の
有
無
と
い
う
観
点
か
ら
の
無
機

物
と
有
機
体
と
の
区
別
は
生
命
科
学
の
進
歩
に
応
じ
て
左
右
さ
れ
る
相
対
的
な
区
別
で
あ
っ
て
決
し
て
両
者
の
質
的
差
異
に
は
な
り
え
な

い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
り
、
逆
に
そ
の
場
合
な
ら
ば
、
機
械
論
的
態
度
こ
そ
が
自
然
探
求
の
態
度
と
し
て
有
効
で
あ
り
、
有
機
体
に
お

け
る
目
的
論
の
意
義
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
生
物
機
械
論
に
道
を
譲
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
可
能
性
が
大
い
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
実
は
、
カ
ン
ト
自
身
も
、
有
機
体
と
無
機
物
と
の
質
的
差
異
を
そ
れ
ぞ
れ
の
物
そ
れ
自
体
の
内
的
性
質
の
差
と
し
て
絶

対
視
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
既
述
の
よ
う
に
そ
も
そ
も
カ
ン
ト
の
自
然
に
対
す
る
見
方
は
、
自
然
産
物
が
そ
れ
自
体
に

お
い
て
ど
の
よ
う
な
性
質
を
も
つ
の
か
と
い
う
素
朴
な
観
点
か
ら
で
は
な
く
、
自
然
を
判
定
す
る
我
々
が
ど
の
よ
う
な
判
定
原
理
に
従
っ

て
自
然
に
立
ち
向
か
う
の
か
と
い
う
観
点
に
立
っ
て
い
る
か
ぎ
り
、
対
象
そ
れ
自
体
の
質
的
相
異
知
何
に
左
右
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
か

ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
有
機
的
自
然
と
無
機
的
自
然
の
区
別
と
は
、
自
然
そ
れ
自
体
の
側
に
存
す
る
の
で
は
な
く
、
自
然
を
判
定
す
る

も
の
が
ど
の
よ
う
な
考
察
態
度
で
自
然
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
の
か
ど
う
か
に
応
じ
た
も
の
だ
と
言
え
よ
う
。
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
カ

ン
ト
は
、
有
機
体
に
関
し
て
も
、
そ
れ
の
機
械
論
的
説
明
は
「
無
制
限
」
（
N
∞怠∞
C

）
で
あ
り
、
「
自
然
産
物
の
説
明
の
た
め
に
自
然
の
機

械
論
に
で
き
る
か
ぎ
り
従
う
」
（
N
∞
印
刷
∞
。
）
べ
き
だ
と
言
い
え
た
の
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
自
然
探
求
に
お
け
る
機
械
論
的
観
点
の
意
義
を
認

め
、
安
易
に
目
的
論
を
導
入
す
べ
き
で
は
な
い
こ
と
を
当
の
カ
ン
ト
が
認
め
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
現
代
の
生
物
学
と
カ
ン
ト
と
が
明

確
に
一
線
を
画
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
も
言
え
よ
う
。

そ
れ
で
は
、

カ
ン
ト
が
有
機
体
を
特
に
引
き
合
い
に
出
し
な
が
ら
主
張
し
て
い
る
自
然
に
関
す
る
目
的
論
と
い
う
考
察
態
度
と
は
ど
の

よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
は
カ
ン
ト
の
い
う
目
的
論
の
積
極
的
意
味
に
関
わ
る
と
と
も
に
、
延
い
て
は
彼
の
自
然
観
の

一
三
五
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基
本
に
関
わ
る
問
題
で
も
あ
る
。
こ
の
問
題
を
立
ち
入
っ
て
考
察
す
る
た
め
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
目
的
論
と
対
比
さ
れ
る
機
械
論
的
考
察

態
度
の
内
容
を
吟
味
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
機
械
論
と
区
別
さ
れ
る
目
的
論
の
積
極
的
意
義
が
際
立
っ
て
く

る
か
ら
で
あ
る
。

一
般
的
に
は
、
現
代
に
お
け
る
生
物
科
学
を
も
含
め
た
自
然
科
学
は
そ
の
自
然
探
求
に
お
い
て
単
に
主
観
的
な
目
的
や
意
図
を

捨
象
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
然
そ
の
も
の
の
客
観
性
を
法
則
と
し
て
認
識
す
る
学
問
だ
と
見
な
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
自
然
科
学
者
も

自
ら
の
知
を
客
観
的
自
然
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
知
と
自
己
理
解
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
『
判
断
力
批
判
』
に
お
け
る
カ
ン
ト
の
技
術
論

（N
－
∞
・
〈
巴
・
宮
ω）
を
念
頭
に
お
い
た
場
合
に
は
、
因
果
機
械
論
的
な
方
法
に
基
づ
く
自
然
科
学
が
、
主
観
的
な
目
的
や
意
図
か
ら
独
立
で
あ

る
ど
こ
ろ
か
、
本
質
的
に
、
あ
る
特
有
な
意
味
で
の
目
的
意
識
に
制
約
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
せ
ら
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
上
記
引
用

（N
島
問
。
∞
）
の
カ
ン
ト
の
言
葉
が
語
る
よ
う
に
、
自
然
科
学
は
そ
れ
が
自
然
に
つ
い
て
「
完
全
に
洞
察
で
き
る
」
の
は
、
技
術
に
よ
っ
て
制

作
し
た
実
験
装
置
に
お
い
て
「
自
然
を
強
制
す
る
」
（
回
凶
田
）
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
限
ら
れ
る
か
ら
で
あ
り
、
し
か
も
実
験
装
置
の
技
術

的
産
出
は
、
カ
ン
ト
の
技
術
論
に
よ
れ
ば
、
そ
の
装
置
の
仕
組
み
ゃ
働
き
を
、
つ
ま
り
は
装
置
の
「
現
実
性
」
（
同
自
主
ω
）
を
あ
ら
か
じ
め

規
定
的
に
構
成
す
る
と
こ
ろ
の
、
装
置
の
「
外
部
」
（

Nωag）
の
「
理
性
的
存
在
者
」
公
立
件
）
な
い
し
そ
の
「
選
択
意
志
耳
目
wロ吋」（
H

自

主
ωま
た
は
凶
凶

E
S
の
目
的
意
識
な
り
関
心
な
り
を
前
提
に
せ
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
近
代
自
然
科
学
の
機
械
論
的
考
察
態
度
は
、
知
の
客
観
性
を
標
梼
し
な
が
ら
も
技
術
と
の
不
可
分
性
の
ゆ
え
に
、
仮
言
的
な
「
技

術
の
命
法
」
（
凶
凶
N
O
O
〉
ロ
自
・
）
を
定
立
す
る
選
択
意
志
の
技
術
的
目
的
意
識
に
制
約
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

自
然
科
学
者
は
そ
の
こ
と
を
忘
却
し
、
自
然
の
客
観
的
事
実
を
普
遍
的
法
則
に
よ
っ
て
認
識
し
て
い
る
と
思
い
こ
ん
で
い
る
。
さ
ら
に
言

え
ば
、
自
然
科
学
の
機
械
論
的
方
法
の
背
後
に
は
、
単
に
実
験
装
置
を
技
術
的
に
産
出
し
て
自
然
を
純
粋
に
認
識
し
よ
う
と
い
う
目
的
意

識
に
と
ど
ま
ら
ず
、
同
時
に
、
自
然
現
象
を
人
工
的
に
再
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
然
を
制
御
し
道
異
化
す
る
と
い
う
意
図
が
隠
さ
れ
て

い
る
と
言
え
よ
う
o

’
自
然
科
学
の
自
然
理
解
の
方
法
論
は
単
な
る
観
想
や
観
察
で
は
な
し
に
実
験
的
方
法
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
根

さ
て
、



本
的
に
人
聞
に
よ
る
自
然
の
技
術
的
制
御
や
支
配
と
い
う
目
的
意
識
に
支
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
が
近
代
自
然
科
学
の
本
質

と
見
る
「
思
考
法
の
革
命
」
（
回
出
呂
、
つ
ま
り
、
「
あ
ら
ゆ
る
認
識
が
対
象
に
従
う
」
の
で
は
な
く
「
対
象
が
我
々
の
認
識
に
従
う
」
（
回

凶
〈
】
）
と
い
う
主
観
の
「
置
き
入
れ

E
5
E
a
g」
と
は
、
『
判
断
力
批
判
』
の
技
術
論
を
踏
ま
え
る
場
合
に
は
、
単
に
、
主
観
形
式
と
し

て
の
「
因
果
性
の
原
則
」
に
対
象
が
従
う
こ
と
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
同
時
に
「
そ
の
原
理
に
従
っ
て
理
性
が
考
案
し
た
実
験
」
（
∞
凶

自
）
に
お
い
て
「
自
然
を
強
制
」
し
支
配
す
る
と
い
う
技
術
的
目
的
意
識
の
「
置
き
入
れ
」
を
も
意
味
す
る
。
こ
の
よ
う
に
『
純
粋
理
性

批
判
』
「
分
析
論
」
に
お
け
る
認
識
論
の
み
な
ら
ず
『
判
断
力
批
判
』
で
の
議
論
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
然
科
学
に
お
け
る

機
械
論
の
根
底
に
は
、
原
理
的
に
、
技
術
的
目
的
意
識
が
潜
在
し
て
い
る
こ
と
が
窺
知
さ
れ
る
。
機
械
論
は
、
実
験
的
方
法
に
よ
る
自
然
の

探
求
と
い
う
そ
の
方
法
論
的
特
徴
の
う
ち
に
、
本
質
的
に
、
支
配
的
目
的
意
識
を
宿
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
当
初
は
、
そ
し
て
ま
た
一
般
的
に

は
、
自
然
、
特
に
無
機
的
自
然
に
関
し
て
は
、
主
観
的
な
目
的
や
関
心
を
捨
象
し
て
純
粋
に
客
観
的
観
点
か
ら
の
み
自
然
を
認
識
す
る
こ
と

が
で
き
る
と
思
わ
れ
て
い
た
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
機
械
論
的
方
法
は
そ
の
本
質
に
お
い
て
、
目
的
や
関
心
か
ら
無
縁
で
な
い
ど
こ
ろ
か
、
目

的
定
立
の
働
き
に
先
行
的
に
条
件
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
そ
れ
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
意
味
で
の
目
的
意
識
を
背
後
に
宿
し
な
が
ら
自
然
に
立
ち
向
か
う
機
械
論
に
対
し
て
、
カ
ン
ト

が
、
有
機
的
自
然
を
特
に
引
き
合
い
に
出
し
な
が
ら
提
示
し
て
い
る
目
的
論
と
い
う
自
然
の
考
察
態
度
と
は
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
も
つ
の

で
あ
ろ
う
か
。

自然の存在論的偶然性

機
械
論
に
お
け
る
目
的
意
識
と
は
、
実
験
装
置
と
い
う
技
術
産
物
の
産
出
に
関
し
て
そ
の
外
部
か
ら
目
的
を
定
立
す
る
よ
う
な
技
術
的

実
践
理
性
（
選
択
意
志
）
の
目
的
意
識
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
有
機
体
の
判
定
に
際
し
て
の
目
的
論
と
は
、
有
機
体
を
そ
の
内
部
に
お
い
て

目
的
を
有
す
る
存
在
者
と
見
な
す
原
理
で
あ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
カ
ン
ト
の
目
的
論
は
、
有
機
体
を
そ
れ
自
体
と
し
て
目
的
を
有
す
る

自
己
目
的
的
存
在
者
と
見
な
す
原
理
で
は
な
く
、
有
機
体
を
主
観
的
に
反
省
す
る
場
合
に
あ
た
か
も
自
己
目
的
的
存
在
者
で
あ
る
か
の
よ

う
に
有
機
体
の
内
へ
と
目
的
概
念
を
「
置
き
入
れ
る
」
反
省
的
判
断
力
の
原
理
で
あ
る
。
機
械
論
に
お
け
る
目
的
概
念
と
は
、
そ
れ
に
従

一
三
七
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っ
て
技
術
産
物
が
制
作
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
、
産
物
内
部
の
諸
部
分
間
の
機
械
的
因
果
性
に
先
行
し
、
そ
の
制
作
物
の
現
実
存
在
を
可
能
に

す
る
原
因
で
あ
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
そ
れ
は
、
規
定
的
判
断
力
に
お
け
る
「
構
成
的
概
念
」
（
〈
包
－
Nω
∞
宮
町
）
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ

う
。
他
方
、
目
的
論
に
お
い
て
置
き
入
れ
ら
れ
る
目
的
概
念
は
、
自
然
産
物
を
現
実
に
産
出
す
る
原
因
で
は
な
く
単
に
そ
れ
を
「
判
定
す

る
人
に
と
っ
て
の
・
・
・
認
識
根
拠
」

3
8
m
g）
に
す
ぎ
ず
、
有
機
体
の
諸
部
分
の
多
様
性
や
偶
然
性
を
因
果
性
と
い
う
構
成
的
概
念
の

も
と
に
包
摂
す
る
の
で
は
な
く
そ
れ
ら
を
体
系
的
統
一
の
も
と
に
反
省
的
に
包
摂
す
る
主
観
的
「
統
制
的
概
念
」
（
N

包
宮
町
）
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
「
［
自
然
の
合
目
的
性
と
い
う
］
概
念
は
、
た
と
え
そ
れ
が
（
人
間
的
技
術
ゃ
あ
る
い
は
も
ろ
も
ろ
の
人
倫
の
）
実
践
的
合
目
的
性
と

の
類
比
か
ら
考
え
ら
れ
る
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
実
践
的
合
目
的
性
と
は
全
く
異
な
る
の
で
あ
る
」
（
口
田
口
己
〈
）
。

で
き
る
か
ぎ
り
機
械
論
的
態
度
で
有
機
体
を
探
求
し
な
が
ら
も
、
有
機
体
の
偶
然
性
や
多
様
性
に
関
し
て
は
そ
れ
ら
を
、
「
構
成
的
な
」

目
的
概
念
へ
と
全
体
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
有
機
体
を
意
図
的
に
支
配
し
よ
う
と
す
る
こ
と
を
拒
否
す
る
態
度
、
こ
の
点
に
こ
そ
、
目
的

論
が
機
械
論
か
ら
区
別
さ
れ
る
所
以
が
あ
る
。
目
的
論
は
、
有
機
体
に
お
け
る
多
様
性
や
偶
然
性
を
、
「
構
成
的
概
念
」
と
し
て
の
目
的
概

念
に
包
摂
さ
れ
る
べ
き
単
な
る
要
素
と
見
な
す
の
で
は
な
く
、
あ
た
か
も
諸
部
分
が
相
互
に
原
因
で
あ
る
と
と
も
に
結
果
で
も
あ
る
と
い

う
仕
方
で
全
体
へ
と
統
一
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
有
機
体
を
捉
え
る
態
度
で
あ
る
。
し
か
も
カ
ン
ト
の
言
う
目
的
論
と
は
、
機
械
論
を

初
め
か
ら
排
除
し
て
し
ま
う
も
の
で
は
な
く
、
有
機
体
を
因
果
的
で
形
式
的
側
面
だ
け
か
ら
諸
部
分
の
単
な
る
集
合
と
捉
え
そ
れ
に
よ
っ

て
多
様
性
と
偶
然
性
に
満
ち
た
有
機
体
の
全
体
的
統
一
性
を
度
外
視
し
て
し
ま
う
よ
う
な
機
械
論
の
不
十
分
さ
を
自
覚
し
な
が
ら
、
機
械

論
を
最
大
限
に
継
続
さ
せ
よ
う
と
す
る
た
め
の
「
発
見
的
」
「
統
制
的
」
原
理
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
カ
ン
ト
は
、
有
機
的

自
然
に
お
け
る
機
械
論
と
目
的
論
と
の
関
係
を
、
機
械
論
の
目
的
論
へ
の
「
従
属
」
（
N
笠
宮
C

）
と
表
現
す
る
の
で
あ
る
。

有
機
的
自
然
に
お
け
る
機
械
論
と
目
的
論
の
以
上
の
よ
う
な
関
係
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
次
節
で
は
、
カ
ン
ト
が
全
体
と
し
て
の
自
然
を

ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
を
考
察
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
自
然
の
内
部
的
存
在
者
と
し
て

の
有
機
的
存
在
者
の
「
内
的
可
能
性
」
に
定
位
す
る
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
ま
た
こ
の
問
題
へ
の
手
が
か
り
は
、
カ



ン
ト
が
有
機
体
の
議
論
に
お
い
て
語
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
機
械
論
の
目
的
論
へ
の
従
属
と
い
う
思
想
に
存
し
て
い
る
。

第
五
節

全
体
と
し
て
の
自
然
と
道
徳
的
自
然
観

自然の存在論的偶然性

カ
ン
ト
日
く
「
［
自
然
目
的
と
い
う
］
こ
の
概
念
は
諸
目
的
の
規
則
に
従
う
一
つ
の
体
系
と
し
て
の
全
体
的
自
然
と
い
う
理
念
に
必
然
的

に
行
き
つ
く
の
で
あ
り
、
理
性
の
諸
原
理
に
従
う
自
然
の
す
べ
て
の
機
械
論
は
こ
の
理
念
に
・
・
・
従
属
さ
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

お
お
宮
ご
。
こ
の
よ
う
に
有
機
的
存
在
者
を
カ
ン
ト
は
経
験
の
全
体
的
統
一
と
の
直
接
的
な
連
関
の
う
ち
に
置
き
移
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

有
機
体
の
理
解
に
お
け
る
機
械
論
の
目
的
論
へ
の
従
属
と
い
う
思
想
を
、
全
体
と
し
て
の
自
然
に
お
け
る
機
械
論
の
目
的
論
へ
の
従
属
と

い
う
と
こ
ろ
ま
で
拡
大
し
よ
う
と
す
る
。
つ
ま
り
有
機
体
に
お
け
る
「
内
的
可
能
性
」
の
観
点
か
ら
自
然
の
「
外
的
合
目
的
性
」
の
観
点

へ
の
移
行
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
自
然
論
は
、
そ
れ
を
全
体
的
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
個
々
の
有
機
体
の
内
的
機
能
や
構
造
と
い

う
観
点
か
ら
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
そ
れ
を
自
然
の
全
体
的
統
一
と
い
う
よ
り
包
括
的
観
点
に
置
き
移
し
て
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

れ
に
よ
っ
て
こ
そ
、
機
械
論
の
目
的
論
へ
の
従
属
と
い
う
カ
ン
ト
の
主
張
の
真
の
意
味
に
も
達
し
う
る
と
期
待
で
き
る
。

「
無
限
に
多
く
の
自
然
の
有
機
的
産
物
を
誘
因
と
し
て
、
：
・
自
然
全
体
（
世
界
）

2
8
Zえ
R
m
g
Nぬ
志
向
。
巧
色
丹
）
）
の
た
め
に
、
意
図

的
な
も
の
を
、
反
省
的
判
断
力
の
普
遍
的
原
理
と
し
て
想
定
す
る
と
き
に
は
な
お
さ
ら
の
こ
と
、
・
・
・
物
質
は
、
機
械
論
的
法
則
に
か
な

っ
て
、
こ
の
目
的
に
、
手
段
と
し
て
従
属
さ
せ
ら
れ
う
る
」
（
N

∞H
苛
∞
）
。
有
機
体
は
、
そ
れ
が
「
内
的
可
能
性
」
の
観
点
を
越
え
て
、
「
自

然
全
体
（
世
界
こ
に
位
置
づ
け
ら
れ
な
が
ら
判
定
さ
れ
る
場
合
に
こ
そ
、
機
械
論
の
目
的
論
へ
の
従
属
が
よ
り
明
確
化
し
て
く
る
。
有
機

体
が
他
の
無
数
の
有
機
体
と
の
外
的
関
係
や
さ
ら
に
は
自
然
環
境
全
体
と
の
関
係
か
ら
判
定
さ
れ
る
と
き
に
は
、
機
械
論
的
諸
法
則
は
い

っ
そ
う
手
段
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
全
体
と
し
て
の
自
然
統
一
と
い
う
統
制
的
原
理
に
お
い
て
こ
そ
、
有
機
体

に
関
す
る
機
械
論
は
、
手
段
に
関
わ
る
機
械
論
と
し
て
明
確
に
な
っ
て
く
る
。
機
械
論
が
手
段
と
し
て
目
的
論
に
従
属
す
る
と
い
う
カ
ン

ト
の
言
葉
の
真
意
は
、
こ
の
よ
う
に
、
有
機
体
を
自
然
全
体
に
位
置
づ
け
て
判
定
す
る
場
合
に
こ
そ
十
分
に
理
解
可
能
に
な
る
。

一
三
九
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四

O

機
械
論
の
目
的
論
へ
の
従
属
と
は
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
、
全
体
と
し
て
の
自
然
統
一
と
い
う
理
念
へ
の
機
械
論
の
従
属
を
意
味
す
る
。

い
か
に
科
学
技
術
が
発
展
し
た
と
し
て
も
、
実
験
装
置
を
制
作
す
る
科
学
技
術
者
や
実
験
を
観
察
す
る
科
学
者
は
、
実
験
装
置
の
外
部
か

ら
そ
れ
を
計
測
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
自
然
全
体
を
実
験
的
に
再
現
す
る
こ
と
は
原
理
的
に
不
可
能
で
あ
り
し

た
が
っ
て
そ
れ
を
機
械
論
的
に
認
識
す
る
こ
と
も
原
理
的
に
不
可
能
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
実
験
的
に
再
現
可
能
な
自
然
と
は
、
常

に
、
全
体
と
し
て
の
自
然
を
抽
象
化
し
た
自
然
で
し
か
な
い
。
ま
た
他
方
、
有
機
体
を
そ
の
「
内
的
可
能
性
」
の
み
か
ら
判
定
し
よ
う
と

す
る
態
度
も
有
機
体
の
目
的
論
的
理
解
に
と
っ
て
は
不
十
分
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
、
有
機
体
を
、
個
々
の
物
理
化
学
的
過
程
と
い
う
抽
象

化
さ
れ
た
自
然
と
見
な
す
こ
と
に
も
つ
な
が
る
お
そ
れ
が
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
機
械
論
の
目
的
論
へ
の
従
属
と
い
う
カ
ン
ト
の
立
場
は
、

全
体
と
し
て
の
自
然
と
い
う
観
点
に
立
っ
て
理
解
さ
れ
る
場
合
に
こ
そ
、
そ
の
積
極
的
意
味
が
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の

こ
と
は
、
カ
ン
ト
が
自
然
の
合
目
的
性
の
原
理
を
導
入
す
る
際
に
そ
の
原
理
の
基
本
的
役
割
を
偶
然
的
な
特
殊
諸
法
則
を
、
自
然
の
全
体

的
体
系
的
統
一
と
の
連
関
に
お
い
て
捉
え
る
こ
と
だ
と
考
え
て
い
た
こ
と
と
も
符
合
す
る
で
あ
ろ
う
。

機
械
論
の
目
的
論
へ
の
従
属
と
い
う
カ
ン
ト
の
主
張
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
「
自
然
全
体
（
世
界
こ
の
体
系
的
統
一
と
い
う
理
念
の
も
と

で
の
機
械
論
の
目
的
論
へ
の
従
属
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
自
然
論
と
は
、
自
然
の
体
系
的
統
一
へ
向
け
て
、
機
械
論
的
に
は
十

分
に
判
断
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
偶
然
的
な
自
然
内
部
的
産
物
を
、
反
省
的
判
断
力
の
「
合
目
的
性
の
原
理
」
に
基
づ
い
て
、
あ
た
か
も

合
目
的
的
連
関
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
の
よ
う
に
判
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
自
然
の
偶
然
的
存
在
者
に
関
し
て
の
、
機
械
論

的
自
然
観
に
対
す
る
目
的
論
的
自
然
観
の
優
佐
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
な
が
ら
こ
こ
に
至
っ
て
我
々
は
カ
ン
ト
の
自
然
論
に
お
け
る
根
本
的
な
問
題
に
遭
遇
す
る
。
そ
れ
は
、
全
体
と
し
て
の
自
然
、

つ
ま
り
「
自
然
全
体
（
世
界
）
」
と
は
何
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

自
然
内
部
に
見
い
だ
さ
れ
る
偶
然
的
存
在
者
に
関
し
て
な
ら
ば
、
そ
れ
を
で
き
る
だ
砂
因
果
性
の
原
則
に
基
づ
い
て
機
械
論
的
に
説
明

し
よ
う
と
す
る
こ
と
も
自
然
に
対
す
る
一
つ
の
可
能
な
態
度
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
よ
う
な
機
械
論
的
態
度
は
、
既
述
の
よ
う
に
、



抽
象
化
さ
れ
た
・
自
然
に
対
す
る
考
察
態
度
に
す
ぎ
ず
、
多
様
で
偶
然
的
な
も
の
を
含
ん
だ
全
体
と
し
て
の
自
然
を
捉
え
る
に
は
不
十
分
で

あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
全
体
と
し
て
の
自
然
に
関
し
て
は
、
「
偶
然
的
な
も
の
の
合
法
則
性
」
（
凶
凶
N

弓
）
と
し
て
の
合
目
的
性
の
原
理
を

頼
り
に
し
て
、
そ
の
偶
然
的
な
も
の
を
自
然
全
体
と
の
関
係
に
お
い
て
あ
た
か
も
合
目
的
的
に
存
在
す
る
か
の
よ
う
に
判
定
す
べ
き
だ
と

い
う
の
が
カ
ン
ト
の
自
然
論
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
自
然
に
対
す
る
目
的
論
的
態
度
は
あ
く
ま
で
も
自
然
の
内
部
的
存
在
者
に
関

す
る
態
度
で
あ
っ
て
、
自
然
の
合
目
的
性
の
原
理
の
最
終
的
な
基
盤
と
し
て
の
「
自
然
全
体
（
世
界
）
」
に
関
す
る
態
度
で
あ
る
か
ど
う
か

は
既
述
の
議
論
の
か
ぎ
り
で
は
未
だ
暖
昧
な
ま
ま
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ぎ
り
、
全
体
と
し
て
の
自
然
そ
れ
自
身
に
関
し
て
そ
れ
を
ど

の
よ
う
に
判
定
す
る
の
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
て
こ
ざ
る
を
え
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
全
体
と
し
て
の
自
然
の
存
在
論
的
身
分
を
カ
ン

ト
が
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
全
体
と
し
て
の
自
然
は
、
自
然
の
内
部
的
存
在
者
と
は
存
在
論

的
身
分
を
異
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
有
機
的
’
自
然
に
お
け
る
機
械
論
と
目
的
論
の
関
係
と
い
う
前
節
で
論
じ
た
問
題
を
、

機
械
論
の
目
的
論
へ
の
従
属
と
い
う
仕
方
で
解
決
し
た
後
で
も
依
然
と
し
て
残
る
よ
り
根
本
的
な
問
題
で
あ
り
、
い
わ
ば
カ
ン
ト
の
自
然

論
の
限
界
問
題
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

自然の存在論的偶然性

カ
ン
ト
自
身
も
も
ち
ろ
ん
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
お
り
、
そ
し
て
そ
れ
に
対
し
て
彼
が
与
え
よ
う
と
し
た
一
つ
の
答
え
は
、
道
徳
的

自
然
観
と
で
も
呼
び
う
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
「
弁
証
論
」
の
「
世
界
概
念
」
の
箇
所
か
ら
も
窺
知
し
う
る
よ

う
に
、
自
然
全
体
（
世
界
）
を
一
つ
の
対
象
と
し
て
理
論
的
に
認
識
す
る
こ
と
は
感
性
に
制
約
さ
れ
る
人
間
悟
性
に
は
全
く
不
可
能
で
あ
る
。

と
い
う
の
も
、
自
然
全
体
（
世
界
）
は
一
挙
に
感
性
的
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
し
か
も
、
人
間
悟
性
は
感
性
的
に
与
え
ら
れ
る
か
ぎ

り
で
の
現
象
し
か
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
「
［
実
在
性
、
実
体
、
因
果
性
な
ど
の
悟
性
］
諸
概
念
は
感
性
界
の
事
物
の

可
能
性
の
説
明
に
使
用
さ
れ
う
る
の
で
あ
っ
て
、
世
界
全
体
当
巴
拓
自

N
Bそ
れ
自
身
の
可
能
性
の
説
明
に
使
用
さ
れ
う
る
の
で
は
な
い
。

と
い
う
の
も
［
後
者
の
よ
う
な
］
説
明
根
拠
は
世
界
の
外
部
に
な
け
れ
ば
な
ら
ず
し
た
が
っ
て
可
能
的
経
験
の
い
か
な
る
対
象
に
も
な
り

え
な
い
に
ち
が
い
な
い
か
ら
で
あ
る
」
（
回
さ
印
強
調
は
カ
ン
ト
）
。

四
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こ
う
し
て
カ
ン
ト
は
『
判
断
力
批
判
』
に
至
る
と
こ
の
問
題
に
際
し
て
「
合
目
的
性
の
原
理
」
を
拡
大
解
釈
し
て
そ
の
解
決
を
図
ろ
う

と
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
自
然
全
体
を
あ
た
か
も
合
目
的
的
連
聞
に
あ
る
か
の
よ
う
に
判
定
し
う
る
た
め
に
は
、
自
然
の
内
部
に
と
ど
ま

っ
て
い
て
は
「
全
く
解
決
で
き
ず
」
（
N
出
窓
ω）
、
そ
の
た
め
に
は
、
「
自
然
を
越
え
出
て
」
（
N
E
申
告
）
自
然
の
外
部
に
こ
そ
、
判
定
の
た

め
の
目
的
論
的
根
拠
を
求
め
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
彼
は
、
自
ら
の
道
徳
哲
学
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
道
徳
的
主
体
を
「
究
極
目

的
開
ロ
仏
N
d『

R
W」（
ωoω
留
品
）
と
し
て
提
示
し
、
自
然
全
体
を
こ
の
目
的
概
念
の
も
と
に
包
摂
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
自
然
概
念
の
領
域
か

ら
自
由
概
念
の
領
域
へ
の
移
行
」
（
呂
田
巳
・
昌
）
と
い
う
『
判
断
力
批
判
』
の
課
題
を
果
た
そ
う
と
す
る
。
こ
の
「
究
極
目
的
」
と
い
う
自

然
の
外
部
の
一
定
の
目
的
概
念
に
よ
っ
て
、
自
然
全
体
が
目
的
論
的
に
判
定
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

確
か
に
理
論
領
域
と
実
践
領
域
に
わ
た
る
カ
ン
ト
哲
学
全
体
の
体
系
性
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
自
然
全
体
を
道
徳
の
た
め
の
手
段

と
位
置
づ
け
て
そ
れ
を
道
徳
に
還
元
す
る
と
い
う
こ
の
道
徳
的
自
然
観
は
自
然
概
念
と
自
由
概
念
の
「
大
き
な
溝
」
（
包
囲
巳
・
民
）
を
目
的

論
的
に
埋
め
る
こ
と
に
は
な
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
ま
た
同
時
に
、
こ
の
道
徳
的
自
然
観
は
、
自
然
全
体
（
世
界
）
の
根
拠
を
「
自
然
の
外

部
」
に
求
め
る
こ
と
に
よ
り
、
自
然
に
つ
い
て
の
目
的
論
的
考
察
を
、
一
つ
の
閉
じ
た
完
結
し
た
体
系
と
し
て
し
ま
い
、
さ
ら
に
は
、
自

然
を
人
間
の
実
践
理
性
へ
と
従
属
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
然
を
人
聞
の
道
徳
の
た
め
の
単
な
る
手
段
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
に
な

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
れ
と
と
も
に
ま
た
こ
の
よ
う
な
道
徳
的
自
然
観
は
、
『
判
断
力
批
判
』
「
序
論
」
で
カ
ン
ト
自
身
が
述
べ
て
い
た
自
然
の
そ
れ
自
身
と

し
て
の
尽
き
る
こ
と
の
な
い
多
様
性
と
異
種
性
を
も
犠
牲
に
し
て
し
ま
う
よ
う
な
自
然
観
に
陥
り
は
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
我
々
は
果

た
し
て
こ
の
よ
う
な
カ
ン
ト
の
道
徳
主
義
的
自
然
観
に
賛
意
を
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
事
柄
そ
の
も
の
に
即
し
て

見
た
場
合
、
こ
の
よ
う
な
自
然
観
を
妥
当
な
も
の
と
し
て
受
げ
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
至
っ
て
我
々
は
「
全
体

と
し
て
の
自
然
と
は
そ
も
そ
も
何
か
」
と
い
う
問
題
が
な
ぜ
問
題
と
し
て
意
味
を
も
つ
の
か
と
い
う
こ
と
を
了
解
し
、
こ
の
問
題
を
再
吟

味
す
る
よ
う
事
柄
そ
の
も
の
の
方
か
ら
強
い
ら
れ
る
思
い
が
す
る
。
そ
こ
で
次
の
最
終
節
で
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
我
々
自
身
の
見



解
を
示
唆
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

第
六
節
お
わ
り
に

i
自
然
の
存
在
論
的
偶
然
性
へ
向
け
て
｜

さ
て
カ
ン
ト
の
自
然
論
を
改
め
て
振
り
返
る
と
、
自
然
全
体
（
世
界
）
と
は
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
、
「
無
規
定
的
」

B
S
H）
な
理
性
理
念

で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
そ
れ
は
機
械
論
的
で
あ
れ
目
的
論
的
で
あ
れ
、
規
定
的
概
念
に
よ
る
包
摂
が
不
可
能
な
は
ず
で
あ
ろ

う
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
「
無
規
定
的
」
な
「
自
然
全
体
」
を
、
「
究
極
目
的
」
と
い
う
一
定
の
規
定
的
概
念
に
よ
っ
て
規
定
し
て
し
ま

う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
自
身
も
こ
の
阻
離
に
気
づ
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
こ
の
道
徳
的
自
然
観
の
議
論
を

『
判
断
力
批
判
』
第
二
部
の
本
論
（
「
分
析
論
」
と
「
弁
証
論
」
）
の
自
然
目
的
論
の
議
論
か
ら
区
別
す
る
た
め
に
『
判
断
力
批
判
』
の
第
三

版
で
は
「
付
録
」
と
し
て
展
開
し
て
お
り
、
さ
ら
に
ま
た
、
晩
年
の
『
遺
稿
（

c
u
g
u
g
E
B
Z
B）
』
に
お
い
て
自
然
哲
学
を
論
じ
る
際
に
、

全
体
と
し
て
の
自
然
を
、
「
運
動
力
宮
君
。
m
g庁
間
込
町
件
。
」
や
そ
れ
の
働
く
媒
質
と
し
て
の
「
熱
素
垣
間
吋

E
g吉
見
」
か
ら
演
鐸
す
る
こ
と

を
企
て
る
際
に
、
こ
れ
ら
を
さ
ら
に
道
徳
的
「
究
極
目
的
」
か
ら
導
出
し
よ
う
と
す
る
こ
と
を
強
調
し
な
く
な
っ
て
い
る
。
思
う
に
そ
れ

は
、
道
徳
目
的
論
の
問
題
は
、
有
機
的
自
然
や
美
的
自
然
に
関
す
る
自
然
目
的
論
と
し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
人
間
や
社
会
の
自
然
状

態
か
ら
い
か
に
し
て
法
的
状
態
を
経
て
道
徳
世
界
を
実
現
す
る
の
か
と
い
う
法
哲
学
や
歴
史
哲
学
の
な
か
で
こ
そ
ふ
さ
わ
し
い
問
題
だ
と

考
え
た
か
ら
で
は
あ
る
ま
い
か
。

自然の存在論的偶然性

自
然
目
的
論
の
問
題
を
こ
の
よ
う
に
道
徳
的
自
然
観
か
ら
解
放
す
る
場
合
に
は
、
改
め
て
、
全
体
と
し
て
の
自
然
の
存
在
論
的
身
分
を

問
う
と
い
う
問
題
が
有
意
味
な
問
題
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
こ
よ
う
。
既
述
の
よ
う
に
、
自
然
内
部
の
特
殊
な
存
在
者
で
あ
れ
ば
、
「
偶

然
的
な
も
の
の
合
法
則
性
」
と
し
て
の
合
目
的
性
の
原
理
に
よ
っ
て
、
そ
の
自
然
内
部
的
存
在
者
を
あ
た
か
も
或
る
「
一
定
の
目
的
因
」

の
も
と
に
包
摂
さ
れ
う
る
か
の
よ
う
に
判
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
に
し
て
も
、
全
体
と
し
て
の
自
然
は
、
「
無
規
定
的
」
な
存
在
と
し
て
、

一
定
の
目
的
概
念
に
基
づ
い
て
目
的
論
的
に
判
定
し
て
し
ま
う
こ
と
が
不
可
能
な
存
在
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
か
ら
す
れ
ば
、
自
然

四
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と
は
、
そ
れ
を
全
体
と
し
て
み
た
場
合
に
は
、
存
在
論
的
に
偶
然
的
な
存
在
だ
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

全
体
と
し
て
の
自
然
の
こ
の
存
在
論
的
偶
然
性
は
、
な
お
も
何
ら
か
の
原
理
に
よ
っ
て
そ
の
偶
然
性
か
ら
救
わ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
の
道
徳
的
自
然
観
が
そ
れ
に
接
近
す
る
一
つ
の
道
で
は
あ
る
が
同
時
に
そ
の
道
は
自
然
の
全
体
的
未
規
定
性
を
超

出
し
て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
る
こ
と
は
上
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
ま
た
、
道
徳
的
主
体
と
い
う
「
究
極
目
的
」
で
は
な
く
し
て
、
た

と
え
ば
自
然
神
学
の
よ
う
に
「
自
然
の
外
部
」
に
一
定
の
最
高
存
在
者
を
想
定
す
る
よ
う
な
自
然
観
も
、
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
「
怠
惰
な
理

性同

mg〈

m
g巴
0
」
（
回
口
∞
）
の
な
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
ま
た
、
自
然
全
体
の
「
合
目
的
的
統
こ
を
無
規
定
的
な
理
念
と
し
て
で

は
な
く
物
自
体
と
し
て
「
実
体
化
」
し
て
し
ま
う
の
は
「
倒
錯
し
た
理
性
胃

2
O
E
m
s巴
0
」
（
切
討
。
）
の
な
せ
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
全
体
と
し
て
の
自
然
の
存
在
論
的
偶
然
性
は
い
か
に
し
て
も
そ
の
偶
然
性
か
ら
救
い
出
す
こ
と
が
で
き
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
敢
え
て
そ
れ
を
合
目
的
的
に
判
定
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
「
自
然
の
外
部
」
に
一
定
の
目

的
概
念
を
想
定
し
た
り
或
い
は
自
然
そ
の
も
の
を
「
実
体
化
」
す
る
の
で
は
な
い
よ
う
な
意
味
で
の
合
目
的
性
に
お
い
て
、
い
わ
ば
、
目

的
な
き
合
目
的
性
と
で
も
呼
び
う
る
よ
う
な
合
目
的
性
に
お
い
て
こ
そ
可
能
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
こ
の
場
合
の
「
目
的
な
き

合
目
的
性
」
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
意
味
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
言
え
る
こ
と
は
、
こ
の
「
目
的
な
き
合
目
的
性
」
と
は
、
全

体
と
し
て
の
自
然
を
包
摂
す
る
た
め
に
そ
れ
を
よ
り
高
次
の
目
的
概
念
に
基
づ
か
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
く
し
て
、
自
然
を
一
定
の

目
的
概
念
か
ら
自
由
な
存
在
と
し
て
、
そ
の
存
在
論
的
偶
然
性
を
そ
の
偶
然
性
の
ま
ま
に
判
定
す
る
よ
う
な
意
味
で
の
合
目
的
性
と
で
も

言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
、
「
目
的
な
き
合
目
的
性
」
と
い
う
言
葉
は
カ
ン
ト
自
身
の
用
い
た
概
念
で
は
あ
る
が
、
周
知
の
よ
う
に
、
そ
れ
は
趣
味
判
断

の
原
理
と
し
て
の
「
目
的
な
き
合
目
的
性
」
（
怠
聞
広
）
で
あ
り
、
し
か
も
、
趣
味
判
断
と
は
、
た
と
え
ば
野
に
咲
く
一
輪
の
花
と
か
水
晶

の
形
状
に
つ
い
て
の
美
的
判
断
の
よ
う
に
、
自
然
内
部
的
な
偶
然
的
存
在
者
に
関
わ
る
判
断
で
あ
っ
て
、
決
し
て
全
体
と
し
て
の
自
然
に

関
わ
る
そ
れ
で
は
な
い
。
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し
か
し
ま
た
カ
ン
ト
自
身
が
趣
味
判
断
の
分
析
に
お
い
て
語
る
「
目
的
な
き
」
「
関
心
な
き
」
（

8mN）
合
目
的
性
と
い
う
概
念
は
、
全

体
と
し
て
の
自
然
に
つ
い
て
の
我
々
の
考
察
に
重
要
な
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
「
無
規
定
的
な
」
全
体
と
し
て
の
自

然
は
、
決
し
て
一
定
の
目
的
概
念
に
は
包
摂
さ
れ
え
な
い
が
ゆ
え
に
、
「
目
的
な
き
」
存
在
と
言
い
う
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、
趣
味
判
断

に
お
け
る
「
構
想
力
（
と
悟
性
）
の
自
由
な
戯
れ
」
（
包
宮
）
と
い
う
主
観
の
状
態
は
、
全
体
と
し
て
の
自
然
を
特
定
の
目
的
や
関
心
な
し

に
「
静
観
的
」
（
怠
附
切
）
に
見
る
と
き
の
主
観
の
自
由
な
状
態
に
も
比
せ
ら
れ
う
る
か
ら
で
あ
る
。
い
や
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
「
目
的
な
き
合

目
的
性
」
「
関
心
な
き
合
目
的
性
」
は
、
自
然
内
部
の
美
的
存
在
者
の
判
定
の
原
理
と
し
て
よ
り
も
む
し
ろ
、
機
械
論
的
お
よ
び
目
的
論
的

に
判
定
さ
れ
る
自
然
の
限
界
に
位
置
す
る
と
こ
ろ
の
全
体
と
し
て
の
自
然
の
判
定
な
い
し
「
静
観
」
の
場
合
に
こ
そ
、
そ
の
意
義
が
見
い

だ
せ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
い
う
の
も
、
自
然
内
部
的
な
美
的
存
在
者
の
判
定
の
場
合
に
は
、
た
と
え
カ
ン
ト
が
そ
れ
を
あ
く
ま
で

も
「
純
粋
趣
味
判
断
」
（
α
N
閉
店
）
と
し
て
分
析
し
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
の
判
断
対
象
を
、
花
と
い
う
実
体
と
し
て
、
黄
色
と
い
う
性
質

と
し
て
、
或
る
一
定
の
空
間
量
と
し
て
、
さ
ら
に
は
食
用
の
た
め
と
か
観
賞
用
の
た
め
と
し
て
、
と
い
う
よ
う
に
、
同
時
に
悟
性
概
念
や

目
的
概
念
を
用
い
な
が
ら
判
断
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
全
体
と
し
て
の
自
然
は
そ
の
実
体
性
や
性

質
や
量
に
関
し
て
も
、
ま
た
目
的
に
関
し
て
も
「
無
規
定
的
」
で
あ
る
こ
と
に
そ
の
特
徴
が
存
す
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
「
目
的
な
き
合
目
的
性
」
の
原
理
は
、
判
定
者
と
全
体
と
し
て
の
自
然
と
が
自
由
に
戯
れ
る
状
態
に
こ
そ
相

応
し
く
、
ま
た
そ
れ
は
判
定
者
が
全
体
と
し
て
の
自
然
の
存
在
論
的
偶
然
性
を
偶
然
性
の
ま
ま
に
静
観
し
て
い
る
場
面
に
こ
そ
働
き
う
る

原
理
だ
と
言
い
う
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
全
体
と
し
て
の
自
然
と
我
々
と
の
、
目
的
な
き
自
由
な
戯
れ
、
全
体
と
し
て
の
自
然
と
我
々

と
の
「
目
的
な
き
合
目
的
性
」
、
そ
れ
を
敢
え
て
名
づ
け
る
と
す
れ
ば
美
的
自
然
観
と
で
も
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ

の
よ
う
な
意
味
で
の
美
的
自
然
観
は
、
機
械
論
的
自
然
観
と
異
な
る
の
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
ま
た
、
一
定
の
目
的
因
に
基
づ

く
目
的
論
的
自
然
観
と
も
異
な
っ
て
、
自
然
に
対
す
る
新
た
な
見
方
、
い
や
新
た
な
課
題
を
我
々
に
暗
示
す
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

一
四
五
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註

本
論
稿
は
、
九
州
大
学
哲
学
会
（
一
九
九
七
年
九
月
）
に
お
い
て
「
自
然
に
つ
い
て
」
と
い
う
テ
1
マ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
際
に
口
頭
発
表
し
ま
た
会
場
に
も

配
布
し
た
原
稿
に
、
若
干
の
加
筆
訂
正
と
註
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
哲
学
全
般
に
わ
た
る
議
論
を
展
開
し
て
い
る
た
め
に
細
部
に
お
い
て
は
な
お
敷

街
を
要
す
る
面
が
多
々
あ
る
が
、
カ
ン
ト
の
自
然
論
を
手
が
か
り
に
し
な
が
ら
も
自
然
に
つ
い
て
の
筆
者
の
考
え
の
概
略
が
描
か
れ
て
お
り
こ
の
テ
l
マ
に
関

す
る
今
後
の
思
索
の
方
向
性
を
示
す
も
の
と
思
い
印
刷
に
付
す
る
こ
と
に
し
た
。
な
お
同
学
会
の
席
上
、
貴
重
な
ご
質
問
や
ご
感
想
を
お
寄
せ
下
さ
っ
た
方
々

に
は
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
る
。

（1
）
カ
ン
ト
の
著
作
や
遺
稿
か
ら
の
引
用
に
関
し
て
は
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
か
ら
の
引
用
は
慣
例
に
従
い
第
一
版
を
A
、
第
二
版
を
B
と
し
、
『
判
断
力
批

判
』
か
ら
の
引
用
は
哲
学
文
庫
版
活
E

－og
Z日

mn宮
田
町
E

－2z
w－∞色・
ω宮
L
S
A
H）
を
用
い
そ
の
頁
数
の
ほ
か
に
節
の
番
号
を
添
え
（
た
と
え
ば
N
a印
刷

吋
叩
）
、
そ
れ
以
外
か
ら
の
引
用
は
ア
カ
デ
ミ
ー
版
カ
ン
ト
全
集
の
巻
数
（
ロ
ー
マ
数
字
）
と
頁
数
（
ア
ラ
ビ
ア
数
字
）
に
よ
っ
て
（
た
と
え
ば
M
U
G
H－
）
、
本
文

中
に
記
し
て
あ
る
。
な
お
引
用
文
中
の
［
］
内
お
よ
び
傍
点
は
、
特
に
断
り
の
な
い
か
ぎ
り
筆
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

（2
）
カ
ン
ト
の
理
論
哲
学
に
お
い
て
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
「
超
越
論
的
弁
証
論
の
た
め
の
付
録
」
の
箇
所
（
回
目
8
1
a
N）
で
の
経
験
の
全
体
化
な
い
し
体

系
化
の
議
論
は
、
『
判
断
力
批
判
』
に
お
け
る
自
然
の
合
目
的
性
の
原
理
に
よ
る
特
殊
偶
然
的
な
自
然
の
目
的
論
的
判
定
の
議
論
と
内
容
上
密
接
に
関
係
し

て
い
る
。
な
お
こ
の
点
に
つ
い
て
は
た
と
え
ば
次
の
論
文
を
参
照
。

。5m
R
ω
n
E司
自
由
H

．s－
H
，
o
g】
山
仲
間
件
。
弘
司

N
毛
足
昨
日
間
回
目

mra弓
沢
田
口

Z
窓
口

m
g
s
x
弘
司
自
室
白
口
三
阿
佐
】
民
間

g
a
R
開
岡
崎
同
町
吋
ロ
ロ
岡
山
自
〉

ga

ms関
門
凶
巾
円
〈
叩

E
Zロ
p
r
ユ民
F
吉
岡
ghl匂
ミ
一
お
・
∞
内
田
・

8
・

5s・
3
・N
宏

lgω

（3
）
機
械
論
と
目
的
論
の
関
係
と
い
う
問
題
は
、
カ
ン
ト
に
あ
っ
て
は
さ
ら
に
、
規
定
的
判
断
力
と
反
省
的
判
断
力
の
関
係
の
問
題
で
あ
り
、
ま
た
、
「
構
成

的
」
原
理
と
「
統
制
的
」
原
理
の
関
係
の
問
題
と
も
重
な
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
は
、
カ
ン
ト
哲
学
の
そ
れ
ぞ
れ
の
局
面
で
問
題
に
な
る
と
と
も
に
、
カ
ン

ト
哲
学
全
体
に
と
っ
て
の
基
本
的
問
題
で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
本
稿
に
お
げ
る
よ
う
な
有
機
的
自
然
の
判
定
の
場
合
の
み
な
ら
ず
、
た
と
え
ば
、
『
純
粋

理
性
批
判
』
に
お
い
て
は
、
「
因
果
性
の
原
則
」
そ
れ
自
身
に
お
砂
る
「
構
成
的
」
側
面
と
「
統
制
的
」
側
面
（
回
路
ロ
・
）
と
の
関
連
の
問
題
と
し
て
、
あ
る

い
は
、
自
然
の
構
成
的
原
理
の
能
力
で
あ
る
悟
性
と
、
自
然
の
体
系
的
統
一
の
統
制
的
理
念
の
能
力
で
あ
る
理
性
と
の
関
係
の
問
題
で
あ
り
、
し
た
が
っ

て
ま
た
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
経
験
理
論
に
と
っ
て
の
「
分
折
論
」
と
「
弁
証
論
」
の
関
係
の
問
題
で
も
あ
る
。
『
実
践
理
性
批
判
』
で
言
え
ば
、
「
分
析

論
」
で
の
道
徳
法
則
と
「
弁
証
論
」
で
の
最
高
善
の
関
係
の
問
題
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
、
自
由
の
実
現
を
め
ざ
す
カ
ン
ト
の
歴
史
哲
学
に
お
い
て
自
由
の

理
念
は
歴
史
の
「
構
成
的
」
原
理
な
の
か
そ
れ
と
も
「
統
制
的
」
原
理
な
の
か
と
い
う
問
題
に
も
連
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
の
局
面
に



自然の存在論的偶然性

お
い
て
、
規
定
的
判
断
力
と
反
省
的
判
断
力
の
関
係
や
、
「
構
成
的
」
と
「
統
制
的
」
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
べ
き
か
と
い
う
問
題
に
我
々
は
出
く

わ
す
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
と
も
に
、
カ
ン
ト
哲
学
を
全
体
と
し
て
理
解
す
る
場
合
に
も
、
い
や
そ
の
場
合
に
こ
そ
よ
り
本
質
的
な
問
題
と
し
て
上
記
の

問
題
が
生
じ
て
き
、
し
か
も
こ
の
問
題
は
ひ
と
り
カ
ン
ト
哲
学
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
近
現
代
哲
学
の
様
本
に
関
わ
る
問
題
だ
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
は

そ
の
よ
う
な
見
通
し
の
も
と
で
、
特
に
『
判
断
力
批
判
』
に
お
け
る
カ
ン
ト
の
自
然
理
解
に
焦
点
を
当
て
な
が
ら
そ
の
問
題
を
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
限
っ
て
こ
の
問
題
を
論
じ
た
次
の
拙
稿
を
参
照
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

円
谷
裕
二
、
「
世
界
と
経
験
｜
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
哲
学
の
帰
趨
｜
」
、
九
州
大
学
文
学
部
『
哲
皐
年
報
』
第
五
十
五
輯
所
載
、
一
九
九
六

円
谷
裕
二
、
「
存
在
と
経
験
｜
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
哲
学
の
問
題

l
」
、
九
州
大
学
哲
学
会
『
哲
学
論
文
集
』
第
三
十
二
輯
所
載
、
一
九
九
六

こ
の
点
に
つ
い
て
は
次
の
拙
稿
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

円
谷
裕
二
、
「
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
砂
る
世
界
概
念
に
つ
い
て
」
、
哲
学
会
編
「
哲
学
雑
誌
』
第
九
八
巻
第
七
七

O
号
、
一
九
八
三

『
オ
プ
ス
・
ポ
ス
ト
ム
ム
』
に
お
け
る
世
界
概
念
や
全
体
と
し
て
の
自
然
と
「
運
動
力
」
や
「
熱
素
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。

円
〉
仏
w
r
m
p
同
開
口
Z
O吉
田
司
B
E
g
Z
5・同品目
ζ

匂
宮
丸
一
な
お
同
お
同
器
室
長
凶

P
A
P－∞【凶・日
0

・5
N
C

C
Z
F
E
E
D－
の
白
ロ

N
Z町
内
田
宮
旬
以
内

5
仏
巧
m
－Em
m
一
口
穴

g
z
o
u
z由
旬
。
巳

E
g
g－
h

門
S
？
め
言
、
N

問
予
∞
己

2
・E
u
m

己

ma－
－
同
町
白
誌
な
ミ
白
円
p
h
w
h
s
司
込
ミ
ミ
込
町
内
3
．
虫
色
砕
丸
町
、
門
誌
町
民
～
師
、
マ
b
k戸

5
S

坂
部
恵
、
「
最
晩
年
の
「
移
行
」
｜
『
オ
プ
ス
・
ポ
ス
ト
ム
ム
』
「
束
l
」
の
世
界
｜
」
、
『
「
ふ
れ
る
」
こ
と
の
哲
学
』
（
岩
波
書
店
）
所
載
、
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一
四
七

九
｝＼ 


