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「
プ
ロ
ン
デ
ル
研
究
白

｜
生
の
批
判
と
行
為
の
論
理
｜
」

増

永

洋

（序）

M
・
ブ
ロ
ン
デ
ル
は
一
八
九
三
年
の
最
初
の
『
行
為
』

し
て
い
る
。
乙
乙
に
言
わ
れ
て
い
る
「
生
」

（円〉ロ門戸
O

ロ
）
論
に
、

「
生
の
批
判
と
実
践
の
学
の
試
み
」
と
い
う
副
題
を
付

（
］
釦
4
W
）
と
は
何
を
意
味
し
、

「
生
の
批
判
」

（ロロ叩

n
ユZ
G己
白
血
O

E

4

向。）

に
よ
っ
て

プ
ロ
ン
デ
ル
が
意
図
し
た
の
は
何
で
あ
っ
た
か
。

ζ

の
ζ

と
を
理
解
す
る
た
め
に
我
々
は
プ
ロ
ン
デ
ル
が
『
行
為
』
序
論
に
お
い
て
「
直
接
の
道
」
及
び
「
間
接
の
道
」
と
い
う
こ
つ
の

道
の
区
別
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
と
乙
ろ
を
拠
り
所
に
す
る
と
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
弘
。
詳
し
く
は
後
に
検
討
す
る
が
、

「
直
接
の
道
」

と
は
生
の
自
発
性
の
発
現
で
あ
り
避
け
難
く
猶
予
を
許
さ
ぬ
実
践
そ
の
も
の
で
あ
る
。
と
れ
に
対
し
て
「
間
接
の
道
」
と
は
か
か
る
直
接

の
道
で
あ
る
生
の
体
験
へ
の
反
省
で
あ
り
批
判
で
あ
る
。

と
の
二
つ
の
道
の
区
別
が
プ
ロ
ン
デ
ル
に
お
い
て
根
本
的
に
重
要
で
あ
る
の
は
、
プ
ロ
ン
デ
ル
が
理
性
の
権
能
を
可
能
な
限
り
純
粋
に

の
言
葉
を
か
り
れ
ば
、

保
持
し
、

H
・
デ
ュ
メ
リ
ハ
国
・
ロ
ロ
自
身
司
）

め
な
が
ら
、
同
時
に
、
理
性
の
は
た
ら
き
を
生
命
的
直
観
の
直
接
的
自
発
性
に
異
質
的
に
対
立
せ
し
め
る
と
と
な
く
、
両
者
は
根
源
の
ア

ス
ピ
ラ
シ
オ
ン
に
お
い
て
一
つ
に
結
び
つ
く
も
の
と
考
え
た
点
で
あ
る
。
そ
乙
に
プ
ロ
ン
デ
ル
の
説
く
理
性
概
念
の
独
自
性
が
あ
り
、
ま

「
主
知
主
義
」

（
－

t
gロ
宮
古
田
出
回
目
。
）

を
つ
ら
ぬ
く
と
と
に
努

六
七



L

、τ、
つJ
，ノ

た
人
間
的
経
験
が
、

理
性
的
反
省
と
自
由
の
自
発
性
の
相
互
性
に
お
い
て
成
り
立
つ
も
の
と
し
て
、
す
ぐ
れ
て
行
為
的
な
る
特
質
を
有
す

る
と
さ
れ
る
所
以
が
あ
る
。

乙
ζ

で
あ
わ
せ
て
ブ
ロ
ン
デ
ル
の
行
為
論
に
お
い
て
重
要
視
す
べ
き
若
干
の
論
点
を
予
め
指
摘
し
て
お
け
ば
、
第
一
に
ブ
ロ
ン
デ
ル
に

お
け
る
「
現
象
」

（－
mHV広口
O
B
Z叩
）
概
念
の
有
す
る
意
義
が
注
目
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

の
吟
味
か
ら
始
め
て
、
実
証
科
学
的
認
識
に
対
す
る
反
省
を
経
て
、
意
識
の
は
た
ら
き
を
に
な
う
主
体
の
主
導
的
あ
り
方
の
確
認
に
至
る

の
で
あ
る
が
、
か
か
る
生
に
対
す
る
反
省
の
場
は
、
ブ
ロ
ン
デ
ル
に
よ
れ
ば
「
現
象
」
的
地
平
に
ほ
か
な
ら
ず
、
生
の
批
判
は
外
的
現
象

プ
ロ
ン
デ
ル
は
生
の
批
判
を
感
覚
的
経
験

か
ら
内
的
現
象
へ
と
展
開
さ
れ
る
。
両
者
は
「
行
為
の
現
象
」

れ
る
の
で
あ
る
。

（－
o
H
U
F
h
v
ロ
o
g
p口四

a
m
u

－－mw
口氏。ロ）

と
し
て
同
一
の
次
元
に
属
せ
し
め
ら

あ
り
、
行
為
が
意
識
の
発
意
に
も
と
づ
く
限
り
、

第
二
に
、
右
の
点
と
の
関
連
で
重
要
で
あ
る
の
は
、
主
体
の
問
題
で
あ
る
。
ブ
ロ
ン
デ
ル
に
と
っ
て
意
識
主
体
は
本
質
的
に
行
為
的
で

（
］
冊
目
三
虫
色
門
古
田
丘
叩
門
）
ば
否
定
し
難
い
。
け
れ
ど
も
行
為
的
経

「
主
体
の
優
位
」

験
は
右
に
述
べ
た
「
行
為
の
現
象
」
の
内
的
意
識
の
次
元
に
と
ど
ま
ら
ず
、
更
に
相
互
人
格
的
共
同
性
の
関
係
へ
と
拡
張
さ
れ
、
究
極
に

に
至
る
の
で
あ
る
o

m
H円

2
ロ
叩
）
と
名
づ
け
る
も
の
を
認
め
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

「
絶
対
」
の
「
選
択
」

（可
OHM
－げ向。ロ）

プ
ロ
ン
デ
ル
は
そ
乙
に
も
「
外
的
主
観
性
」

（
］
目
的
己
げ
守
口
氏
〈
山
門
hv

お
い
て

し
か
し
こ
の
よ
う
な

コ
プ
ロ
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
」

へ－
V
2
3
2
H
Z叩
）
な

るる
O I行

為
的
経
験
の
展
開
は

常
に
同
時
に

「
レ
ト
ロ
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
」

（吋
ι

山門同・
0

的］
V

叩円昨日〈叩一）

な
る
反
省
の
は
た
ら
き
と
不
可
分
で
あ

我
々
は
先
ず
右
の
二
つ
の
道
の
考
察
か
ら
出
発
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ブ
ロ
ン
デ
ル
の
言
う
直
接
的
及
び
間
接
的
な
二
つ
の
道
と
は
何
を

指
す
か
。

J
・
パ
リ
ア

l
ル
に
よ
れ
ば
、
ブ
ロ
ン
デ
ル
に
お
い
て
は
「
単
一
な
も
の
に
は
還
元
出
来
な
い
が
連
繋
し
補
い
あ
う
二
つ
の
方

M
W

な
ん
び
と

法
が
あ
る
」
。
即
ち
一
方
、
何
人
も
免
れ
得
ぬ
実
践
的
方
法
、
即
ち
生
に
お
け
る
そ
の
都
度
の
不
可
避
的
な
態
度
決
定
が
認
め
ら
れ
ね
ば

な
ら
な
い
。
哲
学
者
と
い
え
ど
も
状
況
の
急
迫
に
直
面
し
て
、
生
の
実
践
に
猶
予
な
し
に
身
を
委
ね
、
そ
れ
に
よ
っ
て
方
向
づ
け
ら
れ
る



乙
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。

他
方
に
、
絶
対
的
に
自
由
で
自
律
的
な
反
省
の
方
法
が
あ
る
。
そ
れ
は
不
確
か
な
如
何
な
る
も
の
を
も
究
明
せ
ず
に
は
お
か
ず
、

性
の
要
求
」

0

．2
日間

g
g
含
叫
包
日

o
S
以
外
の
手
引
を
知
ら
な
い
。
ブ
ロ
ン
デ
ル
の
精
神
を
プ
ロ
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
な
方
向
に
継
承
す

る
パ
リ
ア
ー
ル
は
、
就
中
直
接
の
道
の
意
義
を
強
調
す
る
。
そ
と
に
は
「
部
分
的
断
片
的
非
連
続
的
見
方
に
よ
っ
て
し
か
事
象
を
把
え
な

の
領
域
に
お
け
る
よ
り
一
層
多
く
の
思
惟
が
浸
透
さ
れ
て
お
り
、
そ
ζ

に
お
い
て
思
惟
は
全
体
的
で
あ
る
」
。
け
れ 「理

い
抽
象
〔
的
知
性
〕

ど
も
そ
の
こ
と
は
理
性
の
要
求
を
無
視
す
る
乙
と
を
、
批
判
的
理
性
の
行
使
を
無
用
の
も
の
と
す
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
パ
リ
ア
l
ル

あは
｛一

己何）号
。、

〔
直
接
の
〕
実
践
的
方
法
は
」
生
の
批
判
に
も
と
づ
く
実
践
の
学
が
う
ち
た
て
ら
れ
る
べ
き
「
建
物
の
い
わ
ば
土
台
で

「
こ
の

ブ
ロ
ン
デ
ル
自
身
も
先
に
ふ
れ
た
よ
う
に
理
性
の
権
能
を
正
当
に
評
価
す
る
立
場
か
ら
、

に
お
い
て
遂
行
さ
れ
る
べ
き
」
こ
と
を
説
き
、

「
思
弁
的
探
求
は
自
体
と
金
き
自
由
の
精
神

更
に
加
え
て
、

「
生
の
批
判
」
は
完
全
な
る
批
判
、

仮
借
な
き
（
由
吉
田
口
己
ぽ
吉
a
c
－－

間
8
2）
批
判
で
の
み
あ
り
得
る
」
乙
と
を
力
説
す
る
。

ブ
ロ
ン
デ
ル
の
二
つ
の
道
の
区
別
を
次
の
よ
う
に
解
す
る
。
我
々
が
行
為
す
る
時

如
何
な
る
場
合
に
も
我
々
は
意
志
と
共
に
知
性
を
用
い
る
。
そ
れ
故
「
直
接
の
道
」
と
い
え
ど
も
光
明
を
全
く
欠
く
模
索
的
道
程
で
は
な

H
・
デ
ュ
メ
リ
は
反
省
的
方
法
と
い
う
観
点
か
ら
、

ぃ
。
け
れ
ど
も
そ
こ
で
は
我
々
は
未
だ
「
直
接
の
道
」
の
う
ち
に
内
含
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
無
自
覚
的
で
あ
る
。

「
間
接
の
道
」

プロンデル研究同

が
は
じ
め
て
、

「
反
省
的
分
析
」
に
よ
っ
て
、
体
験
さ
れ
る
一
切
の
も
の
、
即
ち
実
践
に
お
い
て
各
人
に
よ
っ
て
思
惟
さ
れ
欲
せ
ら
れ
実

意

識

の

（

］

冊

目

官

三

E
E
2
H）

現
さ
れ
る
一
切
の
も
の
の
う
ち
に
含
蓄
さ
れ
て
い
る
も
の
を
顕
在
化
し
、

同

に
厳
密
に
吟
味
す
る
乙
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
。
反
省
的
分
析
は
単
に
体
験
さ
れ
た
も
の
の
記
述
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
れ
は
更
に

「
内
的
視
向
」

の
も
と

「
評
価
的
」
（
』
己
庄
内
回
件
。
町
叩
）
で
あ
る
。
哲
学
は
行
為
の
ご
般
的
構
図
」
（
目
。
含
宮
山
口
問

gm邑
）
を
描
出
す
べ
き
で
あ
る
の
み
な
ら

ず
、
行
為
の
「
内
的
要
求
」
（
月
四
岡
山
間

8
8
吉

g
g叩
）
を
把
握
し
、
行
為
に
生
命
を
賦
与
し
行
為
を
そ
の
目
的
へ
推
進
す
る

「
力
動
的
原



七
0 

（
ぽ
目
玉
ロ
門
戸
宮
身
S
B
E
C
O）
を
明
ら
か
に
す
べ
き
で
あ
る
。
か
く
て
哲
学
の
課
題
は
、
反
省
の
次
元
に
魂
の
状
態
や
活
動
を
投

影
す
る
乙
と
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
人
間
的
生
の
諸
契
機
の
聞
の
「
粋
」

Q

－g）
を
把
握
し
、
そ
れ
ら
の
「
総
体
的
意
義
」
合
同
開
口
出
l

g
tロロ
Z
S
Z）
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
に
あ
る
。
約
言
す
れ
ば
、
哲
学
は
「
記
述
せ
る
後
に
規
範
を
示
し
」
、
行
為
と
は
如
何
な
る
も

理
l-.. 

の
で
あ
る
か
を
把
握
し
た
後
に
、
行
為
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
べ
き
か
を
究
め
ね
ば
な
ら
な
い
。

以
上
の
見
解
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
「
直
接
の
道
」
と
「
間
接
の
道
」
と
に
よ
っ
て
ブ
ロ
ン
デ
ル
が
意
味
せ
ん
と
し
た
の
は
、
プ
ロ

ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
な
志
向
に
導
か
れ
る
実
践
の
道
と
、
そ
れ
に
含
蓄
さ
れ
て
い
る
も
の
を
顕
在
化
し
、
生
の
実
践
的
進
展
の
行
程
を
相
互
に

必
然
的
に
連
関
す
る
も
の
と
し
て
示
し
、

そ
れ
ら
の
行
為
の
諸
階
程
を
つ
ら
ぬ
き
究
極
的
に
我
々
を
「
絶
対
」
の
「
選
択
」

Q
w
o

－－
os

へ
導
く
行
為
の
理
念
を
明
ら
か
に
す
る
批
判
的
反
省
の
道
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

我
々
は
ブ
ロ
ン
デ
ル
の
行
為
論
を
右
の
二
つ
の
道
の
相
即
的
連
闘
に
お
い
て
、
生
の
批
判
に
も
と
づ
く
行
為
の
論
理
の
展
開
と
し
て
把

握
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
こ
と
で
ブ
ロ
ン
デ
ル
思
想
が
、
メ
l
ヌ
・
ド
・
ピ
ラ
ン
の
哲
学
に
淵
源
す
る
現
代
フ

ス
ぜ
リ
チ
ユ
ア
リ
ス
ム

ラ
ン
ス
の
「
精
神
の
哲
学
」
の
系
譜
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
か
、
に
つ
い
て
簡
単
に
言
及
し
て
お
く
の
が
便
宜
で

あ
ろ
う
。

メ
l
ヌ
・
ド
・
ピ
ラ
ン
に
お
け
る
努
力
す
る
主
体
の
活
動
に
も
と
づ
く
反
省
的
内
面
性
の
確
立
は
、
醸
後
の
フ
ラ
ン
ス
・
ス
ピ
リ
チ
ユ

ア
リ
ス
ム
の
思
潮
の
基
礎
と
な
る
の
で
あ
る
が
、

そ
乙
に
極
め
て
明
確
に
、

。
フ
ロ
ン
デ
ル
が
プ
ロ
ス
ペ
ク
シ
オ
ン
（

U
H
o
m
宮
内
己
O
D
）
と

名
づ
け
る
生
の
自
発
性
ど
、
そ
れ
へ
の
反
省
に
も
と
づ
く
努
力
す
る
主
体
の
自
覚
的
生
と
の
対
比
と
、
絶
対
へ
の
信
還
に
よ
る
両
者
の
融

和
へ
の
思
念
が
示
さ
れ
て
い
＆
。

F
・
ラ
ヴ
ェ
ッ
ソ
ン
は
ピ
ラ
ン
の
習
慣
論
を
独
自
に
展
開
さ
せ
て
、

「
第
二
の
自
然
」

（ロロ叩目。ー

no白血叩

5
2
2）
自

然

の

自

発

性

と

精

神

の

自

由

な

る

は

た

ら

き

と

の

統

一

の

根

拠

を

求
め
ん
と
し
た
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
哲
学
は
「
純
粋
記
憶
」
の
潜
夜
的
地
平
に
精
神
の
純
粋
性
が
保
持
さ
れ
る
こ
と
を
主
張
す
る
が
、
他
方

と
も
言
う
べ
き
習
慣
の
は
た
ら
き
の
う
ち
に
、

自
発
的
な
「
エ
ラ
ン
・
ヴ
ィ
タ
l
ル
」
の
創
造
性
と
の
接
合
を
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
実
践
の
う
ち
に
求
め
た
。



（O
V
目
g
n
F
Z
〈包

2
H）
そ
の
他
の
著
作
で
表
明

し
て
い
る
見
解
も
、
決
定
さ
れ
た
も
の
、
限
定
さ
れ
た
も
の
を
超
え
て
「
絶
対
」
を
目
指
さ
ん
と
す
る
理
念
的
志
向
の
う
ち
に
、
精
神
的

ビ
ラ
ン
的
精
神
の
道
徳
の
次
元
へ
の
適
用
で
あ
り
拡
張
で
あ
る
。
ま
た
、

（
同
＼
何
回
志
ユ

g
g
宮
H
b
己
申
ロ
吋
叩
含

E
5四円
H
P
）
そ
の
他
に
お
け
る
論
述

ル
・
セ
ン
ヌ
（
F
o
m
g口
叩
）
が
『
義
務
』
（

Z
ロ
2
。
町
）
や

『
障
碍
と
価
値
』

活
動
の
道
徳
的
有
意
義
性
を
求
め
ん
と
し
た
も
の
で
あ
り
、

J
、
ナ
ベ
ー
ル

（

H

・
Z目
σ
2・3

『
自
由
の
内
的
経
験
』

の

「
孤
独
」

「
根
源
的
肯
定
」

等
に
お
い
て
経
験
さ
れ
る
人
間
的
有
限
性
と
の
間
の

「
挫
折
」

（－－
b
n
｝戸市円）、

も
、
我
々
の
普
遍
的
な
る
も
の
へ
の
か
か
わ
り
の

（－唱え出口出国江
O
ロ
O
H
釘
宮
弘
司
叩
）

と

我
々
の

「
内
な
る
へ
だ
た
り
」

（
宮
内
出
回
窓
口
円
。

（－回目。ロ竺』門同町〉

りロ

か替
でお・
あ己
売（14）巴

の
根
j原
’性
と

そ
の
克
服
の
限
り
な
き
努
力
の
道
徳
的
意
義
を
力
説
す
る
も
の
と
し
て
、

右
の
系
譜
に
属
す
る
と
と
は
明

ヌ
ピ
リ
チ
ユ
ア
リ
ス
ム

我
々
の
ブ
ロ
ン
デ
ル
研
究
の
目
指
す
所
は
、
ブ
ロ
ン
デ
ル
の
行
為
論
の
解
明
を
通
し
て
、
ブ
ロ
ン
デ
ル
の
哲
学
が
か
か
る
「
精
神
の
哲

学
」
の
系
譜
の
う
ち
に
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
得
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
に
あ
る
。
た
だ
し
本
論
稿
で
は
一
八
九
三
年
の
『
行

為
』
に
我
々
の
考
察
を
限
定
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
ブ
ロ
ン
デ
ル
は
一
九
三
七
年
に
再
び
『
行
為
付
』
及
び
『
行
為
同
』
を
刊
行
し
て

こ
の
う
ち
『
行
為
同
』
は
一
八
九
三
年
の
『
行
為
』
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
再
現
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
『
行
為
付
』
は
全
く
新
た
に

書
き
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
我
々
は
そ
こ
に
ブ
ロ
ン
デ
ル
思
想
の
重
要
な
発
展
を
見
出
す
乙
と
が
出
来
る
。
そ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て

の
検
討
は
別
の
機
会
に
ゆ
ず
ら
ね
ば
な
ら
な
刊
。

お
り
、

プロンデル研究同

f、、

一
'--' 

（－ぷ〈日仏叩ロ
no
－B
B
b
a
S円四）

ブ
ロ
ン
デ
ル
に
よ
れ
ば
、
我
々
が
批
判
的
吟
味
を
差
し
控
え
て
経
験
の
「
直
接
的
明
証
」

ら
ば
、
「
行
為
」
（
日
ば
口
氏
。
ロ
）
は
私
の
生
に
お
い
て
最
も
一
般
的
恒
常
的
な
事
実
で
あ
り
、

ロ
ロ
宮
町
片
的
包
）
の
私
に
お
け
る
表
出
で
あ
る
。
行
為
は
私
に
か
か
わ
り
な
し
に
生
ぜ
し
め
ら
れ
、
如
何
な
る
教
説
も
否
定
し
得
ぬ
事
実
で

に
訴
え
る
な

「
普
遍
的
決
定
論
」

（

z
a
E
m
H
B
E目
的
自
白

七
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あ
る
。
い
な
、
そ
れ
は
事
実
以
上
の
も
の
、

ご
つ
の
必
然
」

（
ロ
ロ
叩
口
和
円
四
回
目
店
骨
）
で
あ
り
、
更
に
、
必
然
に
ま
さ
る
「
義
務
」

（己ロ叩

o
E岡田
門
戸
O

ロ
）
で
あ
る
、
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
必
然
で
あ
り
義
務
で
あ
る
の
は
、
乙
の
生
の
直
接
的
事
実
に
関
し
て
は
私
は

「
待
つ
権
利
」

（－
o
号
。
広
島
唱
恒
三

g
a吋
叩
）
も
、

「
選
ぶ
能
力
」

（］叩唱。ロ
4
0
町
円
四
m
n
F
o
庄
司
）
も
有
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
私
が
自
由

な
る
運
動
に
よ
っ
て
活
動
し
な
い
の
は
、

私
の
内
に
ま
た
私
の
外
に
、

私
の
同
意
な
し
に
「
私
の
意
に
反
し
て
」

（

n
o
ロ
H
H
m
B
o
C
は

た
ら
く
何
物
か
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
ブ
ロ
ン
デ
ル
は
聞
い
進
め
る
。
仮
に
私
が
欲
し
さ
え
す
れ
ば
、
果
し
て
全
き
明
る
み
の
う
ち

で
行
為
し
、
己
れ
の
観
念
の
み
に
従
っ
て
自
己
を
支
配
す
る
こ
と
の
希
望
が
私
に
残
さ
れ
て
い
る
と
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
我
々
は
否

と
答
え
ざ
る
を
得
な
い
。
直
接
的
な
る
生
即
ち
「
実
践
」
（
宮
冒
と

S
5）
は
決
し
て
全
き
明
断
性
を
含
み
得
な
い
。
生
の
事
実
と
一
つ

で
あ
る
実
践
の
道
に
対
し
て
は
、
有
限
な
思
惟
に
よ
る
余
す
所
な
き
分
析
は
不
可
能
で
あ
る
。
私
は
明
証
の
光
が
あ
ら
わ
れ
る
ま
で
活
動

す
る
こ
と
を
引
き
延
ば
す
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
純
粋
な
認
識
が
我
々
の
は
た
ら
き
に
根
拠
を
与
え
る
の
に
十
分
で
な
い
の
は
、
認
識
が

（件。三

g
t叩
吋
）
把
握
す
る
乙
と
が
出
来
ぬ
か
ら
で
あ
る
。

我
々
を
「
全
体
と
し
て
」

そ
れ
で
は
せ
め
て
我
々
は
、
何
で
あ
れ
我
々
が
決
意
し
た
と
と
だ
け
は
為
し
遂
げ
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
。
否
、

も
許
さ
れ
な
い
。
常
に
、
我
々
が
知
る
こ
と
、
我
々
が
欲
す
る
こ
と
、
そ
し
て
我
々
が
為
す
こ
と
の
聞
に
は

（
ロ
ロ
叩
門
出
回
U
B
u
o
－
－
o
ロ
）
が
あ
る
。
し
ば
し
ば
我
々
の
決
意
は
我
々
の
思
惟
と
合
致
せ
ず
、

そ
れ
す
ら

「
ず
れ
」

が
あ
り

「
不
均

衡
Lーー

我
々
の
行
為
は
我
々
の
意
図
を
超
え

る
。
か
か
る
自
己
の
内
な
る
不
均
衡
、
我
々
の
我
々
自
身
か
ら
の
「
内
的
へ
だ
た
り
」
、
乙
こ
に
我
々
は
ブ
ロ
ン
デ
ル
の
行
為
論
全
体
を

つ
ら
ぬ
い
て
彼
の
思
索
を
そ
の
深
奥
に
お
い
て
衝
き
促
し
推
し
進
め
る
所
以
の
根
本
の
聞
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
は
意
識
的
反

省
に
先
立
つ
生
の
実
践
か
ら
始
ま
り
、
生
の
批
判
の
諸
段
階
を
経
て
、
意
識
に
内
在
的
な
主
観
性
を
超
え
、
い
わ
ば
聞
か
れ
た
「
外
的

主
観
性
」
に
お
け
る
行
為
の
進
展
へ
と
向
か
い
、
究
極
的
な
「
絶
対
の
選
択
」
に
至
る
ま
で
、
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ク
に
展
開
さ
れ
る
ブ
ロ

ン
デ
ル
の
考
察
を
そ
の
根
抵
に
お
い
て
導
き
支
え
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

次
の
如
き
ブ
ロ
ン
デ
ル
の
表
現
も
か
か
る
観
点
か
ら
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

「
時
に
は
私
は
私
が
欲
す
る
何
事
を
も
為
さ
ず
、
時



ω
 

に
は
殆
ど
私
の
気
づ
か
ぬ
う
ち
に
、
私
が
欲
せ
ぬ
と
と
を
私
は
為
す
の
で
あ
る
」
。
私
が
己
れ
の
は
た
ら
き
を
抑
制
し
留
保
す
る
と
と
も

己
れ
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
も
出
来
ぬ
こ
と
、
そ
こ
に
私
の
生
を
支
配
す
る
根
本
の
制
約
が
あ
る
。
私
の
行
為
の
始
源
に
、
私
の
自
由
の
行

そ
し
て
帰
結
で
あ
る
行
為
の
所
産
の
う
ち
に
、
私
は
「
必
然
性
の
重
圧
」
（
】
冊
目
昌
広
回
含
宮
忌

g
g志
）
一
を
ひ
し
ひ

使
の
う
ち
に
、

し
と
感
ず
る
。

正
し
く
こ
の
行
為
の
必
然
性
を
解
明
し
「
正
当
化
す
る
と
と
」

の
課
題
が
あ
る
。
し
か
し
と
の
困
難
な
課
題
の
達
成
、
即
ち
と
の
必
然
性
が
我
々
の

EH吉
田
）
に
根
ざ
し
て
い
る
乙
と
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
は
、
も
は
や
直
接
の
実
践
の
道
に
よ
っ
て
は
可
能
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
に
我

々
は
「
間
接
の
道
」
を
見
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
プ
ロ
ン
デ
ル
は
そ
れ
を
「
生
の
批
判
」
に
求
め
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
「
実
践
の
学
」

（］ロ由民医師一円）、

そ
と
に
「
生
の
批
判
」
と
「
行
為
の
論
理
」
の
根
本

（
町
立
国
回
目
ロ
江
田
叩
宮
市
山
l

「
最
も
内
奥
の
憧
慢
」

（g
m
a
g
n
o
含
宮
官
民

E
5）
の
確
立
を
目
指
す
の
で
あ
る
。

r「

一一、』J

プロンデル研究同

プ
ロ
ン
デ
ル
に
よ
れ
ば
「
間
接
の
道
」
は
真
に
学
的
で
あ
り
且
つ
「
総
体
的
」
（
吉
区
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
総
体
的
で
あ
る
べ

き
は
、
第
一
に
そ
の
対
象
に
関
し
て
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
間
接
的
な
批
判
的
反
省
の
道
は
、
思
惟
す
る
と
と
、
生
き
る
と
と
の
す
べ
て

の
あ
り
方
が
、
「
実
存
」

2

．0阿佐
Z
R
m）
の
問
題
の
完
全
な
解
決
を
含
む
乙
と
を
示
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
。
ま
た
間
接
の
道
は
そ
の
方

法
に
関
し
て
も
総
体
的
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
そ
れ
が
私
自
身
の
道
徳
的
経
験
の
現
象
的
記
述
を
提
供
す
る
だ
け
で
は
十

分
で
は
な
く
、
我
々
の
経
験
の
普
遍
的
に
妥
当
す
る
形
而
上
学
的
構
造
を
示
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
は
記
述
的
で
あ
る
に
と

で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
は
事
象
の
一
切
の
付
随
的
状
況
へ
の
考
慮
を
排
除
し
、
事
象
の
必
然
的
且
つ
十
全
な
る
条
件
を
解
明
し
、
か
く
て
生
の
「
法
則
」

を

確

立

せ

ね

ば

な

ら

な

い

下

乙

の

生

の

法

則

を

把

握

す

る

た

め

に

は

、

（

E
1
5
笠
宮
冊
。
号
急
円
山
O

ロ

「
規
範
的
」

（ロ
O
H呂
田
門
戸
4
叩）

ど
ま
ら
ず
、

「
心
情
の
最
も
内
密
の
志
向
」

七
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回

a
d
n
0
2
3
が
開
示
さ
れ
る
べ
く
、

意
志
の
は
た
ら
き
を
そ
の
始
源
か
ら
終
極
ま
で
展
開
せ
し
め
、

0
．目

2
2
3
も
し
く
は
「
矛
盾
」
（

E
g己
sazzs
を
明
ら
か
に
す
れ
ば
十
分
で
あ
る
。
そ
の
際
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら

行
為
的
経
験
の
発
端
と
帰
結
の

「
合
致
」

ぬ
の
は
、
乙
の
「
生
の
深
遠
な
る
劇
的
展
開
」
の
う
ち
に
如
何
な
る
外
面
的
な
る
も
の
、
怒
意
的
な
る
も
の
も
導
入
せ
ぬ
乙
と
で
あ
る
。

も
と
よ
り
、
我
々
が
先
立
っ
て
受
容
し
な
か
っ
た
如
何
な
る
も
の
も
我
々
は
有
し
得
な
い
。
だ
が
他
方
か
ら
言
え
ば
一
切
は
、
我
々
が
受

容
し
た
「
存
在
」

Q
d
R
叩
）
す
ら
、
我
々
か
ら
「
発
現
す
る
」
（
田
口
同
岡
山
吋
〉
の
で
あ
る
。
我
々
が
何
を
為
す
に
せ
よ
、
我
々
が
何
を
蒙

る
に
せ
よ
、
我
々
は
自
己
の
主
体
的
生
命
を
対
象
の
う
ち
に
導
き
入
れ
、
我
々
は
そ
れ
ら
を
我
々
の
「
人
格
的
帰
依
」
宕

5
包
広
田
町

S

3
2
0ロ
ロ
色
。
）
に
よ
っ
て
い
わ
ば
新
た
に
生
み
出
す
の
で
あ
る
。
肝
要
で
あ
る
の
は
、
乙
の
最
も
内
奥
の
最
も
自
由
な
る
憧
慢
の
顕
現

を
我
々
の
考
察
の
進
展
の
う
ち
に
反
省
的
に
確
証
す
る
と
と
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
反
省
的
運
動
を
我
々
の
意
志
作
用
の
自
発
的
運
動

に
「
合
致
せ
し
め
る
」
（
芯
曲
目
。
。
乙
と
で
あ
る
。

一
般
に
我
々
が
直
接
に
経
験
す
る
と
見
倣
さ
れ
る
「
感
覚
的
性
質
」
（
宮
内
山
口
弘
志

mg曲
目
冨
叩
〉
は
プ
ロ
ン
デ
ル
に
よ
れ
ば
「
宜
観
の
直

”
 

接
的
所
与
」
で
は
な
い
。
何
故
か
と
言
え
ば
そ
の
知
覚
が
成
立
す
る
の
は
、
そ
れ
が
意
識
に
「
現
前
し
」
（
胃
2
8
3
じ
か
に
感
ぜ
ら

れ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
が
「
表
象
さ
れ
る
」
令
名
芯

Z
E
S
限
り
に
お
い
て
で
あ
る
か
ら
。
か
く
て
感
覚
的
経
験
の
う
ち
に
は
一
見

融
和
し
難
く
思
わ
れ
る
二
つ
の
要
因
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
一
方
、
感
覚
的
経
験
に
お
い
て
そ
れ
を
「
現
象
」
た
ら
し
め
る
所
以

の
も
の
で
あ
り
、
他
方
同
時
に
そ
れ
が
「
感
覚
的
」
官
自
曲
目
E
O）
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
我
々
が
感
覚
を
有
す
る
の
は
二
重
の
条

件
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
即
ち
私
が
知
覚
す
る
も
の
が
主
体
に
内
属
す
る
「
私
の
も
の
」

Q
O
B
ぽ
ロ
）
で
あ
る
と
共
に
、
他
方
私
が
知
覚

す
る
も
の
が
「
私
に
全
く
外
的
な
」

（Z
E
m
H
H
h
v向
。
ロ
一
司
酔
目
。
む
も
の
と
し
て
現
出
す
る
、
言
い
換
え
れ
ば
私
に
と
っ
て
「
外
的
な
現

象
」
で
あ
る
と
い
う
い
わ
ば
逆
説
的
な
事
態
を
我
々
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

プ
ロ
ン
デ
ル
が
か
か
る
二
元
性
と
両
者
の
緊
密
な
連
闘
を
強
調
す
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
最
も
始
源
的
な
感
覚
的
経
験
の
事
象
に
お
い

て
既
に
、
人
間
的
経
験
一
般
を
内
的
分
岐
、
内
的
へ
だ
た
り
と
、
そ
の
行
為
的
進
展
に
よ
る
超
克
と
し
て
把
え
る
べ
き
経
験
一
般
の
必
然



的
な
る
根
本
の
構
造
が
見
出
さ
れ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
二
元
的
対
立
を
自
体
的
に
動
か
し
難
い
も
の
と
し
て
把
え
る
立
場
を
斥
け

て
、
ブ
ロ
ン
デ
ル
は
二
元
性
の
行
為
的
に
進
展
す
る
統
一
を
説
乙
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
我
々
が
感
覚
的
直
観
を
も
ち
得
る
の
は
我
々
が

そ
れ
を
超
え
る
と
と
に
よ
っ
て
で
あ
り
、
感
覚
的
直
観
が
或
る
仕
方
で
そ
れ
が
含
む
も
の
よ
り
以
上
の
も
の
で
あ
る
と
と
を
暗
々
裡
に
肯

定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
か
か
る
超
出
と
は
、
直
接
に
私
の
も
の
、
主
観
的
な
も
の
で
あ
る
「
感
覚
的
な
る
も
の
」
0
0
∞
g明日宮司）

の
「
客
観
化
」

そ
乙
に
外
的
現
象
の
成
立
の
条
件
が
あ
る
。
同
時
に
そ
と
に
我
々
の
経
験
に
お
け
る
「
主

（

O
げ
］
叩
円
昨
日
4
由
民
O
回）

で
あ
り
、

体
の
優
位
」
（
Z
官
吉
田
仲
門
古
田
口
す
門
）
と
、
客
観
化
的
活
動
の
媒
介
的
意
義
が
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
主
体
は
既
に
感
覚
的
経
験

の
次
元
に
お
い
て
、
己
れ
の
主
体
的
生
命
を
客
観
化
す
る
と
と
を
介
し
て
は
じ
め
て
、
自
己
に
よ
り
本
源
的
に
か
か
わ
る
こ
と
が
出
来
る

の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
反
省
は
プ
ロ
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
な
契
機
を
含
み
、
行
為
的
で
あ
る
こ
と
を
本
質
と
す
る
。

感
覚
的
経
験
が
単
一
的
で
は
な
く
二
元
性
を
含
む
こ
と
に
も
と
づ
く
諸
困
難
を
解
決
す
る
た
め
に
、
近
世
の
哲
学
者
達
は
様
々
の
提
言

を
試
み
た
。
プ
ロ
ン
デ
ル
は
そ
の
一
例
証
と
し
て
「
現
象
主
義
的
実
在
論
」
（
Z

H

P

色
m
g
m
Z
S
O
B宮
田
恒
三
叩
）
と
彼
が
名
づ
け
る
も

の
を
あ
げ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
直
接
的
に
感
覚
的
な
る
も
の
か
ら
真
に
実
在
的
な
る
も
の
が
区
別
さ
る
べ
き
で
あ
り
、
第
二
性
質
の
観
念

同

性
に
対
し
て
第
一
性
質
の
実
在
性
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
後
者
に
と
そ
事
象
の
普
遍
的
原
理
が
あ
り
、
実
証
的
認
識
の
基
礎
が
あ

る
と
さ
れ
た
。
か
か
る
主
張
を
ブ
ロ
ン
デ
ル
は
厳
し
く
批
判
す
る
。
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
実
証
科
学
に
対
す
る
批
判
の
表
明
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
ブ
ロ
ン
デ
ル
は
こ
の
批
判
に
よ
っ
て
科
学
的
認
識
に
お
け
る
「
行
為
」
の
媒
介
の
必
然
性
を
証
示
し
、
同
時
に
外
的
現
象
か

プロンデル研究口

ら
内
的
現
象
へ
の
、
言
い
換
え
れ
ば
固
定
化
さ
れ
た
外
的
事
象
に
か
か
わ
る
学
か
ら
、
不
確
定
な
る
も
の
、
未
知
の
も
の
を
含
む
行
為
の

学
へ
の
必
然
的
移
行
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
そ
の
要
点
の
み
を
述
べ
れ
ば
、
ブ
ロ
ン
デ
ル
は
感
覚
的
経
験
を
基
礎
と
す
る
実
証
科
学
の
う
ち
に
、

第
一
性
質
に
か
か
わ
る
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
契
機
と
、
個
別
的
具
体
的
質
的
な
第
二
性
質
を
知
覚
す
る
ア
・
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
な
観
察
の
事
実

守
口
山
口
忠
芯
同
岡
田
宮
か
）
へ
の
志
向
の
不
可
欠
性
を
主
張
す

一
般
的
抽
象
的
量
的
な

と
の
二
元
性
に
加
え
て
、
第
三
の
条
件
と
し
て
「
未
だ
決
定
さ
れ
ざ
る
も
の
」

七
五



七
六

る
。
と
の
第
三
の
未
決
定
な
る
も
の
ζ

そ
新
た
に
確
立
さ
る
べ
き
本
来
的
に
主
体
的
な
学
に
と
っ
て
固
有
の
対
象
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ

る
。
実
証
科
学
の
基
礎
に
あ
る
現
象
主
義
的
実
在
論
は
ア
・
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
な
個
別
的
な
も
の
を
捨
象
し
て
、
一
切
を
ア
・
プ
リ
オ
リ
な

同
質
的
な
一
般
者
に
還
元
せ
ん
と
す
る
。
そ
れ
は
数
量
的
に
厳
密
で
あ
り
客
観
的
に
妥
当
す
べ
き
実
証
科
学
の
要
求
に
は
正
当
に
適
合
す

る
で
あ
ろ
う
。
実
証
科
学
は
抽
象
的
一
般
化
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
法
則
的
普
遍
性
を
獲
得
し
得
る
の
で
あ
る
。
プ
ロ
ン
デ
ル
が
批
判
せ
ん

と
す
る
の
は
、
就
中
、
実
証
科
学
が
、
そ
の
出
発
点
、
過
程
、
帰
結
の
全
体
に
わ
た
っ
て
適
用
す
る
手
続
に
含
ま
れ
る
「
暗
黙
の
要
請
」

（
ロ
ロ
匂
O
E
g
E
S岳
O）
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
無
自
覚
的
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
の
要
請
と
は
、
実
証
科
学
の
手
続
に
含
ま

れ
る
計
算
と
直
観
、
事
実
の
「
可
知
的
」
（
宮
Z
E包
E
O）
決
定
性
と
観
察
の
所
与
の
「
感
覚
的
不
連
続
性
」
（
宮
島
町

g
三
宮
口
志
田

g
l

m
百
四
〉
等
の
二
つ
の
契
機
の
相
補
的
関
係
の
成
立
が
、
両
者
を
媒
介
す
る
第
三
の
は
た
ら
き
に
も
と
づ
い
て
い
る
と
い
う
と
と
で
あ
る
。

し
か
し
実
証
科
学
の
立
場
に
と
ど
ま
る
限
り
、
右
の
関
係
を
成
立
せ
し
め
る
第
三
の
も
の
は
明
ら
か
に
さ
れ
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は

実
証
科
学
を
超
え
る
も
の
で
あ
り
、
科
学
的
認
識
を
二
元
性
の
統
一
と
し
て
成
り
立
た
せ
る
特
有
に
主
体
的
な
る
は
た
ら
き
に
属
す
る
。

プ
ロ
ン
デ
ル
は
－
一
－
P
っ
、
「
も
し
我
々
が
真
撃
に
科
学
の
う
ち
に
光
明
を
求
め
る
な
ら
ば
、
我
々
は
実
証
科
学
の
う
ち
に
と
ど
ま
る
乙
と
は

岡

崎

出
来
な
い
」
。
「
実
証
的
観
点
に
お
い
て
生
の
問
題
の
解
決
を
期
待
す
る
乙
と
は
無
益
で
あ
ろ
う
」
。
「
諸
々
の
実
証
科
学
は
、
そ
れ
ら
を

包
み
、
そ
れ
ら
を
支
え
、
そ
れ
ら
を
超
え
る
一
つ
の
〔
全
体
的
〕
活
動
の
部
分
的
従
属
的
表
現
に
す
ぎ
な
い
」
。

「
た
だ
一
つ
の
出
口
だ

け
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
実
証
科
学
が
そ
こ
か
ら
生
じ
た
運
動
を
辿
り
置
す
こ
と
で
あ
る
」
。
我
々
は
科
学
的
探
究
を
存
続
さ
せ
、

理
論
と
実
験
的
帰
結
の
関
係
、
計
算
と
経
験
の
所
与
の
関
係
を
整
合
的
に
理
解
す
る
た
め
に
、
科
学
的
探
究
の
活
動
を
超
え
て
そ
れ
ら
を

根
拠
づ
け
る
独
自
の
学
を
確
立
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
我
々
は
外
的
現
象
か
ら
内
的
現
象
へ
た
ち
帰
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
と
に
と
そ
我
々

は
、
す
べ
て
の
科
学
的
認
識
の
根
祇
に
あ
る
「
統
一
性
の
内
的
原
理
」
（
ロ
ロ
宮
町
内
向
宮
古

z
g
o
qロ
巳
怠
）

の
及
び
得
ぬ
「
統
合
の
中
心
」

来
る
の
で
あ
る
。

感
覚
や
数
学
的
構
想
力

（ロロ

noロ
門
店
内
同
叩
伺
吋
O

ロ－
v
o
H
Z
E）．

一
言
で
表
わ
せ
ば
「
主
観
性
」
そ
の
も
の
を
見
出
す
乙
と
が
出



現
象
は
始
源
的
所
与
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
真
に
現
象
を
現
象
た
ら
し
め
る
の
は
、
現
象
を
生
ぜ
し
め
る
と
と
に
寄
与
す
る
活
動
に
よ

っ
て
で
あ
る
。
我
々
が
現
象
を
知
覚
す
る
の
は
、
そ
の
産
出
の
「
順
序
」
（

E
E吋叩）

帥

（
E
n昨日
0

ロ
ロ
O

ロ
m
s
g
g
z
s
c
日

ε
Z）
が
本
質
的
に
重
要
で
あ
る
。

に
従
っ
て
で
あ
り
、
そ
の
際
「
主
体
告
構
成
す

る
行
為
」

我
々
が
こ
こ
で
特
に
注
目
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
ブ
ロ
ン
デ
ル
が
、
右
に
見
た
如
く
、
実
証
的
な
も
の
の
条
件
と
し
て
の
行
為
を
先

ず
内
的
原
理
に
即
し
て
把
え
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
乙
の
「
内
な
る
も
の
」
が
意
識
の
閉
ざ
さ
れ
た
内
面
性
を
指
す
の
で
は
な
く
、
既

（
目
白
官
三
日
ロ
ロ
宏
司
）
の
基
礎
に
あ

に
そ
こ
に
意
識
の
現
象
的
次
元
に
お
い
て
、

（
コ
ロ
同
宮
山
）
の
表
出
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
現
象
的
有
限
性
の
根
祇
に
あ
る
内
的
主
観
性
は
、
無
限
な

「
有
限
な
る
も
の
」

（】叩出口む

「
個
別
的
な
る
も
の
」

る
「
無
限
な
る
も
の
」

る
も
の
へ
の
超
越
の
志
向
を
不
可
欠
に
含
む
が
故
に
、
そ
れ
は
弁
証
法
的
に
己
れ
の
活
動
を
限
り
な
く
展
開
す
る
力
動
的
な
内
面
性
で
あ

り
、
行
為
的
主
体
性
そ
の
も
の
で
あ
る
。

そ
乙
で
次
に
我
々
は
ブ
ロ
ン
デ
ル
が
「
行
為
の
現
象
」
と
名
づ
け
る
も
の
の
検
討
に
入
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
乙
に
プ
ロ
ン
デ
ル
の
行

為
論
の
核
心
を
な
す
「
自
由
と
決
定
」
の
問
題
、
及
び
そ
れ
と
の
関
速
に
お
い
て
、

「
行
為
に
お
け
る
必
然
」
の
問
題
、
更
に
、

「
自
由

の
躍
動
的
生
命
を
な
す
プ
ロ
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
な
自
発
性
と
、
普
遍
的
理
念
に
導
か
れ
る
理
性
の
無
限
な
る
権
能
と
の
相
互
性
」
の
問
題
等

に
関
す
る
諸
考
察
が
見
出
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
を
吟
味
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
我
々
は
プ
ロ
ン
デ
ル
の
所
謂
「
行
為
の
論
理
」
の
意
味
す
る
と

ζ

ろ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

フ’ロンデル研究同

r-.. 

一ー一、ーノ

ブ
ロ
ン
デ
ル
に
よ
れ
ば
内
的
は
た
ら
き
は
確
実
で
あ
り
明
確
で
あ
る
。
勿
論
意
識
は
そ
の
実
質
を
外
的
境
位
か
ら
得
て
こ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
け
れ
ど
も
意
識
は
そ
れ
ら
の
外
的
所
与
を
独
自
に
綜
合
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
を
「
概
括
し
」
（
円
宮
ロ
g
o
C
「
包
含
す

（n
o
ロ
芯
口
町
）
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
一
切
の
意
識
の
現
象
の
原
理
は
デ
ュ
ナ
ミ
ス
ム
に
あ
る
。
イ
マ

i
ジ
ュ
や
傾
向

る
l_  

七
七



七
八

は
意
識
の
覚
醒
に
先
立
ち
そ
れ
を
準
備
す
る

「
知
ら
れ
ざ
る
決
定
論
」

（－
o
忠円

2
B
g
u
s
o
－開ロ一
O
H
P
）
に
由
来
す
る
。

し
か
し
そ
れ

輔

ら
は
心
的
な
る
も
の
の
意
識
を
目
覚
め
さ
せ
る
と
と
の
う
ち
に
独
自
の
主
観
的
な
る
運
動
を
生
み
出
す
力
能
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
心
理

的
決
定
論
は
物
理
的
決
定
論
を
吸
収
し
、
そ
れ
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
に
重
ね
合
わ
さ
る
の
で
あ
る
。
外
的
現
象
の
決
定
論
は
い

わ
ば
潜
在
的
な
内
的
は
た
ら
き
を
顕
在
化
せ
し
め
る
「
機
会
原
因
」
で
あ
る
。
そ
れ
故
決
定
論
を
条
件
と
す
る
け
れ
ど
も
、
我
々
が
行
為

（
芯
官
g
a句。
a
b
Z
H
S
Z
S
Z）
を
求
め
る
べ
き
で
あ
る
の
は
、
目
覚
ま
さ
れ
た
主
観
的
自
発
性
に
ほ
か
な
ら
ぬ
意

の
「
決
定
原
理
」

識
の
う
ち
に
で
あ
る
。

爾
後
我
々
の
経
験
は
意
識
の
こ
の
光
に
み
ち
た
場
の
う
ち
に
透
入
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、

し
か
し
そ
乙
に
と
ど
ま

る
た
め
に
で
は
な
く
、
そ
れ
を
よ
ぎ
り
そ
の
彼
方
に
必
然
的
に
そ
の
は
た
ら
き
を
進
展
せ
し
め
ん
が
た
め
で
あ
る
。
我
々
の
経
験
は
意
識

主
体
の
「
内
面
」

「
意
志
的
志
向
」

（－
J
己
目
黒
川
）
に
受
容
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

（
コ
己

gtoロ
g
zロ
在
同
叩
）
を
生
み
出
す
。

そ
の
展
開
さ
れ
る
べ
き
は
た
ら
き
の
全
階
梯
に
生
気
を
賦
与
す
る

乙
こ
で
我
々
は
行
為
の
自
然
的
展
開
の
核
心
に
達
す
る
。
我
々
は
一
方
に
お
い
て
行
為
の
意
志
的
決
定
が
そ
れ
に
先
立
つ
「
前
意
識
的

な
る
も
の
」

へ
匂
H
m
v
n
o
ロ叫円円
g
M
H
）

に
依
拠
す
る
乙
と
を
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、

他
方
に
お
い
て
右
の
帰
結
で
あ
る
自
由
な
決
意
が

「意

識
に
続
く
」
守
口
臼
H
n
o
ロ白色

g
C
作
用
の
系
列
の
う
ち
に
ど
の
よ
う
に
必
然
的
に
く
み
入
れ
ら
れ
る
か
を
明
ら
か
に
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

我
々
は
こ
れ
ま
で
科
学
的
決
定
論
を
超
え
る
意
識
の
媒
介
的
は
た
ら
き
の
必
然
性
を
見
た
。
我
々
は
今
や
意
識
の
「
内
的
決
定
論
」

（
目
。
忠
Z
H
B在
日
呂
町
宮
Z
3
0）
か

ら

如

何

に

し

て

（

ロ

ロ

叩

Z
E注
目
〈
叩
ロ
o
g
〈叩ロ叩）

「
新
た
な
発
意
」

が
生
ず
る
か
を
見
ね
ば
な
ら

な
い
。
乙
の
新
た
な
発
意
は
意
志
の
運
動
を
純
粋
に
形
式
的
な
意
向
に
限
定
す
る
乙
と
な
く
、
明
断
な
意
識
の
彼
方
に
そ
の
は
た
ら
き
の

展
開
の
目
指
す
究
極
の
も
の
を
求
め
る
乙
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、

そ
れ
に
同
有
の
い
わ
ば
相
対
的
な
る
自
由
を
保
ち
得
る
の
で
あ
る
。

我
々
は
以
下
に
乙
の
内
的
生
の
力
動
的
進
展
を
辿
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

即
ち
、

し

そ
の
「
自
律
」 「

自
由
の
必
然
的
出
現
」

0

．2
ZロO
呂
町
）

（
】
が
ち
句
由
江
氏
。
ロ
ロ
hvnAU
回目即日円白色町】釦】日
σ四円円恥）

を
万三

我
々
は
心
理
的
決
定
論
の
内
奥
に
お
け
る

こ
の
自
由
が
保
持
さ
れ
得
る
の
は
、

を
ひ
と
度
は
放
棄
し
て

「
他
律
」

（－d
m
v
門町
O

ロロ呂町叩）



に
従
う
限
り
に
お
い
て
で
あ
る
こ
と
、
即
ち
他
律
を
介
す
る
こ
と
な
し
に
は
真
の
意
味
の
自
律
的
は
た
ら
き
は
成
り
立
ち
得
ぬ
こ
と
を
確

認

せ

ね

ば

な

ら

な

い

。

先

に

述

べ

た

よ

う

に

、

（

】

何

回

z
z
b
n門
店
）
は
、

「
主
観
的
な
る
も
の
」

己
れ
を
客
観
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は

じ
め
て
十
全
に
真
撃
に
確
保
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。

問
題
は
、
主
観
的
自
発
性
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
必
然
性
の
究
明
に
よ
っ
て
、
如
何
に
し
て
内
的
活
動
の
「
宿
命
的
」

決
定
論
の
観
念
を
生
み
出
し
得
る
か
を
示
す
乙
と
に
あ
り
、
ま
た
こ
の
内
的
決
定
論
の
現
存
に
も
拘
ら
ず
、
如
何
に
し
て
主
観
的
生
が
そ

れ
か
ら
或
る
意
味
に
お
い
て
解
放
さ
れ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
乙
れ
ら
の
検
討
に
よ
っ
て
我
々
は
か
か
る
決
定
論
が
よ
り

（
同
注
目
－
）
な
展
開
が

内
奥
の
自
由
に
従
属
す
る
ζ

と
を
確
認
し
得
る
で
あ
ろ
う
。

決
定
さ
れ
る
こ
と
な
し
に
自
由
は
な
い
。
け
れ
ど
も
自
由
は
決
定
を
条
件
と
し
な
が
ら
、
決
定
を
超
え
る
の
で
あ
る
。
第
一
の
命
題
の

意
味
す
る
と
ζ

ろ
は
、
自
由
の
意
識
は
そ
の
実
質
を
な
す
力
能
を
低
次
の
諸
力
か
ら
得
て
来
る
と
い
う
ζ

と
で
あ
る
。
第
二
の
命
題
に
お

い
て
表
明
さ
れ
て
い
る
の
は
、
乙
の
よ
う
に
実
質
を
獲
得
し
活
力
を
賦
与
さ
れ
た
自
由
は
、
無
意
識
的
生
の
活
動
に
支
え
ら
れ
そ
れ
を
媒

同

よ
り
高
次
の
は
た
ら
き
へ
と
高
め
ら
れ
る
と
い
う
乙
と
で
あ
る
。
顕
在
化
さ
れ
た
意
識
の
生
は
己
れ
自
身
の
う
ち
に
と
ど
ま

な
し
に
は
動
機
た
り
得
な
い
が
、

介
と
し
て
、

り
得
な
い
。

「
動
機
」

他
方
動
因
は
動
機
な
し
に
は
動

Q
m
g
o
円
以
）
は
「
動
因
」

（－
O
B
O
E
F）
 

ブロンデJレ研究口

因
た
り
得
な
い
、
と
い
う
ブ
ロ
ン
デ
ル
が
し
ば
し
ば
用
い
る
表
現
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
動
機
と
動
因
の
相
互
的
媒
介
性
に
あ
る
。
即

ち
一
方
意
志
は
動
機
つ
ま
り
意
識
さ
れ
た
理
由
に
よ
っ
て
「
目
的
」

す
る
無
意
識
的
諸
動
因
の
帰
結
で
あ
り
、
そ
の
「
心
的
綜
合
」

（
s
bロ
）
の
定
立
へ
と
方
向
づ
け
ら
れ
る
が
、

乙
の
動
機
は
先
行

感
覚
的
生
の
不
明
瞭
な
自
発

（ロロ叩同叩】
M
H
A
V

的。ロ円由民
Oロ）

（
ロ
ロ
四
回
日
昌

F
P回
司
自
叩
巳
色
白
）
で
あ
る
。

的
諸
力
は
、
そ
れ
ら
を
照
明
し
そ
れ
ら
に
「
目
標
」

（ロロ

σ己
）
を
明
示
す
る
「
表
象
」

の
出
現
に
お
い

て
は
じ
め
て
有
効
な
も
の
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
「
目
的
性
」
（

E
F邑
円
芯
）
は
「
先
行
す
る
必
然
性
の
主
観
的
表
現
」

例

。
同
匂
吋
冊
目
的
目
。
ロ
間
口
Z
叩
丘
町
。
円
四
四
ロ
叩

ng回目
H
b
回目
H
回
目

2
E
g
g印
）
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

（－
m
 

他
方
動
因
即
ち
「
運
動
的
情
動
」

Q
P
S
o
t
o
ロ
ヨ
O
H
同日円。）

の
諸
傾
向
が
顕
在
化
さ
れ
る
と
と
に
よ
っ
て
、

そ
れ
ら
は
生
の
全
体
的

七
九
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流
れ
と
融
合
す
る
こ
と
を
や
め
て
、

判
明
な
目
的
を
構
成
し
、

か
く
て
「
我
々
そ
の
も
の
」

（ロ
O

ロ凹
lgm山g
g）
で
あ
っ
た
そ
れ
ら
の

諸
動
因
は
「
我
々
の
も
の
」

（
ぽ
同
和
田
ロ

g
b
n
o
g｝
U
F
O

（口。円円四回）

と
な
る
。

重

要

な

乙

と

は

次

の

点

で

あ

る

。

「

完

全

な

集

約

」

動
機
は
抽
象
的
で
あ
り
観
念
的
で
あ
る
に
と
ど
ま
る
と
い
う
乙
と
、
言

動
機
が
下
位
の
決
定
論
の

以
上
の
も
の
を
含
ま
ぬ
な
ら
ば
、

い
換
え
れ
ば
動
機
が
有
効
で
あ
る
た
め
に
は
、
獲
得
さ
る
べ
き
「
何
ら
か
の
新
た
な
展
望
」

（門百冊目心ロ叩旬叩吋回目】巾口氏
4
0

ロ
o
ロ
4
m
－－
o）
と

「
未
だ
知
ら
れ
ざ
る
も
の
の
約
束
」

動
因
は
単
に
下
位
の
不
明
瞭
な
は
た
ら
き
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
動
機
を
媒
介
と
し
て
我
々
の
意
志
に
対
し
て
「
未
だ
知
ら
れ
ざ
る
」

今
回
官
。
ョ

2
2
円
ロ
ロ
山
口
口
O

ロ
ロ
ロ
）
を
も
た
ら
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
と
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

よ
り
高
次
の
も
の
へ
我
々
を
向
か
わ
せ
る
促
し
を
含
む
と
い
う
乙
と
で
あ
る
。

我
々
の
行
為
の
現
実
的
動
機
は
、
選
択
の
始
め
に
お
い
て
そ
う
で
あ
る
と
は
同
一
の
ま
ま
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
代
議
士
は
彼
を
支
持
す

る
人
々
の
単
な
る
代
弁
者
で
は
な
い
。
彼
は
「
即
興
的
に
演
ず
る
者
」

0
・5
u
g三回目
H
2司
）
の
「
閃
き
」
と
「
内
的
街
迫
」

0
・P
E
D
）

（ロロ－
B
］
白
雪
ロ
）
で
あ
る

決
定
的
瞬
間
に
我
々
を
把
え
る
の
は
常
に
「
予
見
せ
ざ
る
も
の
」

（S
E
E－P
Z
Z芯
ユ
白
ロ
H
O
）
は
高
次
の
力
の
起
源
と
な
る
。
不
透
明

を
有
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、

か
ら
で
あ
る
。
か
く
て
下
位
の
力
か
ら
発
し
て
、

「
内
な
る
光
」

な
源
泉
か
ら
生
れ
て
、
行
為
は
意
識
の
透
明
な
場
を
よ
ぎ
り
、
や
が
て
未
だ
知
ら
れ
得
ぬ
目
的
へ
向
か
う
。
判
明
な
観
念
は
、
そ
れ
だ
け

切
り
離
さ
れ
れ
ば
「
無
力
」

晶
君
。

g
g
g仲
間
口
門
店
）
を
呼
び
お
こ
さ
な
い
。

（
山
口
叩
ユ
叩
）
で
あ
る
。
数
学
的
確
実
性
に
従
っ
て
論
証
さ
れ
確
定
さ
れ
る
一
切
は
「
積
極
的
な
献
身
」

（－
o
 

ブ
ロ
ン
デ
ル
は
更
に
動
機
に
関
し
て
次
の
条
件
を
付
加
し
て
い
る
。
「
動
機
は
、
も
し
そ
れ
が
唯
一
で
あ
れ
ば
、
動
機
と
な
り
得
な
い
」
。

「
も
し
そ
れ
が
た
だ
一
つ
だ
け
意
識
に
あ
ら
わ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
機
械
的
な
自
発
性
も
し
く
は
習
慣
の
衝
動

2
5
5宮
HEoロ）

同

で
あ
り
固
定
観
念
守
口
白

E
g
m
H叩
）
で
あ
っ
て
、
〔
生
け
る
〕
観
念
で
は
な
い
」
。
「
す
べ
て
の
観
念
、
す
べ
て
の
判
明
な
意
識
の
状

態
は
、
対
照
（
ロ
ロ
口
O

己
話
回
円
四
）
と
内
的
対
立
守
口
由
。

B
2
5
0ロ
宮

g
g巾
）
を
含
む
」
。
意
識
は
識
別
（
島
町
田
円
ユ
B
E白押』
O

ロ
）
の
み
か

ら
生
じ
、
相
対
性
の
法
則
の
下
に
展
開
さ
れ
る
。
肝
要
で
あ
る
の
は
、
行
為
を
明
確
に
表
象
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
同
時
に
異
な
っ
た
諸



行
為
の
少
な
く
と
も
漠
然
と
し
た
諸
可
能
性
の
思
念
を
前
提
と
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
一
切
の
行
為
の
意
識
は
心
的
デ
ュ
ナ
ミ
ス
ム
に

お
け
る
衝
突
、
動
揺
、
混
乱
等
か
ら
帰
結
す
る
。
か
か
る
対
立
も
し
く
は
対
照
を
条
件
と
す
る
意
識
的
生
が
、
本
質
的
に
力
動
的
で
あ
り

行
為
的
で
あ
る
こ
と
を
我
々
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

右
の
点
と
の
関
連
に
お
い
て
プ
ロ
ン
デ
ル
は
意
識
に
お
け
る

一
つ
の
動
機
の
意
識
は
他
の
諸
動
機
の
現
存
な
し
に
は
成
立
し
な
い
が
、

「
普
遍
的
な
る
も
の
」

（てロロ日〈一四回目】）

の
観
念
の
意
義
を
強
調
す
る
。

こ
れ
ら
の
諸
動
機
聞
の
対
照
を
意
識
の
内
な
る
一
個
の
「
全

体」

O
O
Z
E〉

ブ
ロ
ン
デ
ル
に
よ
れ
ば
、
「
無
限
な
る
も
の
の
統
制
的
観
念
」

と
し
て
有
機
的
統
一
に
お
い
て
把
握
せ
し
め
る
の
は

0
・5
b
o
司静岡ロ】出昨日〈
O

門
芯
コ
口
出
口
。

に
ほ
か
な
な
ら
い
。

ブ
ロ
ン
デ
ル
は
言
う
、

「
意
志
の
は
た
ら
き
は
無
限
か
ら
生
じ
て
無
限
に
至

る。

（円安』凹叩叩片岡山丘四ロ件。）

「
自
由

何

故

な

ら

ば

無

限

は

そ

と

で

は

実

効

因

で

あ

り

、

目

的

因

（

円

2
2
P邑
叩
）
で
あ
る
か
ら
」
。

は
決
定
論
を
排
除
す
る
ど
こ
ろ
か
、
そ
乙
か
ら
発
し
そ
れ
を
用
い
る
。
決
定
論
は
自
由
を
排
除
す
る
ど
こ
ろ
か
、
そ
れ
を
準
備
し
そ
れ
を

産
出
す
る
」
。
「
ク
ロ
ノ
ロ
ジ
ッ
ク
な
順
序
は
重
要
で
は
な
い
。
時
間
企
o
z
g切
回
）
は
従
属
的
現
象
の
多
様
性
に
お
け
る
行
為
の
主
観

倒

的
統
一
を
表
象
す
る
仕
方
に
す
ぎ
な
い
」
。
乙
れ
ら
の
言
明
に
合
ま
れ
る
プ
ロ
ン
デ
ル
の
思
索
の
深
き
意
義
を
理
解
す
る
こ
と
は
決
し
て

容
易
で
は
な
い
。
我
々
は
こ
乙
で
は
「
無
限
な
る
も
の
」
の
観
念
が
プ
ロ
ン
デ
ル
思
想
に
お
い
て
根
本
的
に
重
要
で
あ
る
乙
と
を
指
摘
す

る
に
と
ど
め
、

そ
こ
に
含
蓄
さ
れ
て
い
る
ブ
ロ
ン
デ
ル
思
想
の
核
心
的
意
味
の
解
明
は
今
後
の
我
々
の
検
討
に
倹
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

フ．ロンデル研究口

関
連
し
て
付
け
加
え
れ
ば
、

M
・
ジ
ュ
オ
l

（
冨
・
守
口

E
z
e
が
『
モ

l
リ
ス
・
ブ
ロ
ン
デ
ル
に
お
け
る
存
在
の
問
題
と
道
徳
的
経

（
巴
弓
）
に
お
い
て
プ
ロ
ン
デ
ル
哲
学
と
カ
ン
ト
の
道
徳
思
想
と
の
関
係
を
論
じ
て
、

験
L昌

カ
ン
ト
は
「
当
為
」

（－
m
a
O
4
0
門司
l
m
c・0）

を
「
行
為
以
前
に
」
（
田

g
己

5
2叩
）
お
い
た
の
に
対
し
て
、
ブ
ロ
ン
デ
ル
の
説
く

（
E
巳
4
m
a
m
－
）
は
、
意
識
の
各
瞬
間
に
そ
の
「
宿
命
」
（
ぽ
含
丘
宮
）
の
全
体
を
包
括
し
得
な
い
限
定
さ
れ
た
「
欲
せ
る
意
志
」

「
無
限
な
る
も
の
」
も
し
く
は
、

「
普
遍
的
な
も

0) 
Lー

に
対
し
て
は
「
命
法
」
（
ロ
ロ
』
呂
田
】
常
由
民
）
「
欲
す
る
意
志
」

の
「
根
源
的
デ
ュ
ナ
ミ
ス
ム
」
に
は
内
在
的
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
し
て
ブ
ロ
ン
デ
ル
は
カ
ン
ト
的
義
務
の
道
徳
を
自
ら
の
観
点
の
う
ち

（E
4

0
－o
己
P
4
0
巳ロ叩）

で
あ
る
が
、

（】同
4
0
－o
ロ忍

4
0
ロ
宮
口
芯
）

J¥ 
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に
独
自
に
く
み
入
れ
よ
う
と
し
た
と
解
し
て
い
る
点
は
、
プ
ロ
ン
デ
ル
に
お
け
る
自
律
と
他
律
の
関
係
及
び
、
プ
ロ
ン
デ
ル
の
理
性
概
念

を
理
解
す
る
上
で
注
目
に
値
す
る
。

（四）

理
性
の
問
題
に
関
し
て
も
乙
乙
で
簡
単
に
論
ず
る
乙
と
は
出
来
ぬ
が
、
プ
ロ
ン
デ
ル
に
特
有
で
あ
る
の
は
、
行
為
の
現
象
に
お
け
る
理

性
と
自
由
の
相
互
性
の
主
張
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
か
か
る
相
互
性
が
そ
れ
だ
け
で
循
環
的
に
完
結
す
る
も
の
で

は
な
く
、
そ
れ
を
基
礎
と
す
る
行
為
的
経
験
の
プ
ロ
ス
ペ
ク
テ
ィ
プ
な
進
展
の
必
然
性
が
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
行
為
に

お
け
る
必
然
性
と
は
正
し
く
こ
の
よ
う
な
、
自
由
の
発
意
と
理
性
の
批
判
的
反
省
と
を
合
致
せ
し
め
る
プ
ロ
ス
ペ
ク
テ
ィ
プ
な
必
然
性
に

ほ
か
な
ら
な
い
。
ブ
ロ
ン
デ
ル
が
「
行
為
の
論
理
」
（
E

E四
E
g
宕
F
n
z
o
ロ
）
と
称
す
る
も
の
は
、
矛
盾
律
に
も
と
づ
く
形
式
論
理

に
は
還
元
さ
れ
得
ぬ
か
か
る
具
体
的
な
る
実
践
の
論
理
で
あ
り
、
プ
ロ
ン
デ
ル
は
そ
乙
に
あ
え
て
理
性
の
「
創
造
性
」
を
認
め
よ
う
と
す

る
の
で
あ
る
。
ブ
ロ
ン
デ
ル
は
言
う
、
「
我
々
が
我
々
〔
自
身
の
意
識
〕
と
理
性
の
意
識
を
有
す
る
の
は
、
我
々
が
我
々
の
行
為
の
う
ち

倒

に
一
種
の
創
造
的
至
高
性
（
ロ
ロ
叩

m
O
H
Z
含
曲
。
ロ
4
叩
同
色
図
。
怠

nHbmH
ユ
口
四
）
を
見
出
す
か
ら
で
あ
る
」
。

「
理
性
の
構
成
」

（同国

n
o
ロ由民

Z門
戸

O
ロ
含
－
M
H
曲目白
O
ロ
）
と
「
自
由
の
観
念
」
と
に
お
け
る
行
為
の
役
割
が
本
質
的
に
重
要
で
あ
る
所

以
は
ζ

乙
に
あ
る
。
行
為
す
る
者
に
特
有
の
自
由
と
反
省
の
無
限
な
る
力
能
を
我
々
に
自
覚
せ
し
め
る
の
は
、
ほ
か
で
も
な
く
行
為
そ
の

も
の
で
あ
る
。
反
省
と
自
由
は
、
「
活
動
す
る
」
宮
間
町
）
代
り
に
「
活
動
せ
し
め
ら
れ
る
」
ハ
2
3
諸
問
）
者
に
は
不
可
能
で
あ
る
。
自

由
な
活
動
が
あ
る
と
と
ろ
に
の
み
、
理
性
と
反
省
的
意
識
と
無
限
な
る
も
の
の
感
情
が
あ
る
。
現
象
を
あ
る
が
ま
ま
に
把
え
る
な
ら
ば
、

理
性
と
自
由
の
聞
に
、
無
限
の
意
識
と
無
限
の
力
能
の
聞
に
「
緊
密
な
つ
な
が
り
」
（
宮
回
O

民
営
号
$
が
あ
る
乙
と
を
我
々
は
認
め
ざ

る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
活
動
す
る
た
め
に
は
無
限
の
力
能
に
関
与
し
、
活
動
の
意
識
を
有
す
る
た
め
に
は
乙
の
無
限
の
力
の

観
念
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
無
限
な
も
の
の
力
能
と
観
念
と
の
綜
合
が
成
立
す
る
の
は
理
性
的
行
為
に
お
い
て
で
あ
り
、
か
か
る
綜
合



乙
そ
我
々
が
自
由
と
名
づ
け
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

更
に
我
々
は
「
客
観
的
及
び
主
観
的
現
象
の
全
体
系
は
自
由
の
現
象
♀
窓
さ
さ
き
同

e
s－－
vo三
骨
）
に
従
属
す
る
」
と
い
う
プ
ロ

側

、

ン
デ
ル
の
言
明
を
本
質
的
に
重
要
な
も
の
と
考
え
る
。
自
由
の
「
可
能
性
」
が
で
は
な
く
、
自
由
の
「
現
象
」
が
問
題
で
あ
る
。

「
自
然

と
思
惟
の
決
定
論
が
自
由
に
反
す
る
と
思
わ
れ
た
の
は
、

ひ
と
が
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
事
実
、
意
識
の
事
実
を
予
盾
律
の
適
用
さ
れ
る
絶
対
的

存
在
（
－

g
E吋叩曲目げ問。－
5
）
と
見
倣
し
た
が
故
で
あ
る
」
。
決
定
論
の
真
理
を
肯
定
す
る
乙
と
は
自
由
を
否
定
す
る
こ
と
で
あ
る
と
芳

え
る
の
は
、
現
象
の
多
様
な
諸
形
態
を
互
い
に
相
容
れ
ぬ
も
の
と
す
る
事
象
の
固
定
化
的
見
方
に
も
と
づ
く
。
行
為
は
「
そ
の
固
有
の
樹

（
回
目
白
雪
冊
目
白
o
官
叩
）
を
有
す
る
。
行
為
は
常
に
「
一
つ
の
彼
方
へ
」
（
ロ
ロ

2
1含
－
と
で
あ
る
。
も
し
理
性
的
で
自
由
な
決
意
の

を
決
定
す
る
乙
と
が
、

液
「
先
行
条
件
」

（】冊目白ロ骨骨
nhvh
凶叩ロ件目）

知
性
を
不
毛
の
困
惑
の
う
ち
に
遼
巡
せ
し
め
ぬ
た
め
に
必
須
で
あ
っ
た

と
し
て
も
、
爾
後
我
々
を
認
識
さ
れ
欲
せ
ら
れ
た
目
的
へ
導
く
真
に
強
固
な
起
源
と
し
て
、
我
々
は
自
由
な
理
性
的
決
意
か
ら
出
発
す
ベ

き
で
あ
る
。
活
動
に
身
を
投
ず
る
や
否
や
、
我
々
は
も
は
や
決
意
の
実
効
因
の
決
定
性
に
関
心
を
は
ら
わ
な
い
。
と
い
う
の
は
そ
の
時
我

い
ず
ζ

々
は
無
意
識
的
生
の
メ
カ
ニ
ス
ム
の
代
り
に
理
性
の
デ
ュ
ナ
ミ
ッ
ク
な
志
向
を
置
き
換
え
る
の
で
あ
る
か
ら
。
光
は
そ
れ
が
何
処
か
ら
来

た
か
を
究
め
ず
と
も
、

る
視
向
」

(I) 

吋
(I) 

OQ 
p) 
ト~

0. 
....理
己性
立を
2 照
；：：；し
）導

く
の
で
あ
る。

意
志
を
誘
い
ま
ね
く
目
的
へ

を
差
し
向
け
る
プ
ロ
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
な
行
為
的
反
省
で
あ
る
。
そ
こ
に
と
そ
「
自
由
な
決
定
」

ω
 

（－目的ロロ

u
s
z
g目
的
。
ロ
）
が
あ
る
。
反
省
と
は
閉
ざ
さ
れ
た
内
面
へ
の
還

プ
ロ
ン
デ
ル
に
よ
れ
ば
真
の
認
識
と
は

「
内
な

（－

g
門広件。吋宮町田
Z
o
s
－－
σ吋
冊
目
）
の
「
十
分
な
る
理
由
」

プロンデル研究口

帰
で
は
な
く
、

先
に
ふ
れ
た
「
予
見
し
得
ざ
る
も
の
」

「品川へ」

（
3
2
8
C
も
し
く
は
「
高
み
へ
」
（

g
E
E）
の
運
動
で
あ
り
、
本
質
的
に
行
為
的
で
あ
る
。

「
未
だ
決
定
さ
れ
ざ
る
も
の
」
に
か
か
わ
る
行
為
の
創
造
性
は
、
正
し
く
行
為
的
反
省
の
か
か

る
デ
ュ
ナ
ミ
ッ
ク
な
未
来
志
向
を
意
味
す
る
。
勿
論
行
為
に
先
立
つ
契
機
の
重
要
性
は
忘
れ
ら
れ
で
は
な
ら
な
い
。
先
行
す
る
決
定
論
が

自
由
の
成
立
と
行
使
の
必
然
的
条
件
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
自
由
が
本
来
的
に
自
由
た
り
得
る
の
は
、
自
由
が
そ
れ
に
先
立
つ
も
の
に
「
付

け
加
え
ら
れ
る
新
た
な
も
の
、
未
知
の
も
の
」
を
含
む
か
ら
で
あ
る
。
自
由
は
必
然
的
に
生
み
出
さ
れ
必
然
的
に
行
使
さ
れ
る
が
、
注
意

;¥. 



J¥ 
四

乙
の
「
先
行
し
」
（
回
己

R
E
S
Z）
（

己

芯

ユ

2
H叩）

関

（叩ロ〈
o
－oS宮
門
日
吉
田
宮
忠
宮
門
岡
田
吉
田
門
戸
。
ロ

ω
n
z
o
F）
と
い
う
点
で
あ
る
。
必
然
的
に
我
々
の
う
ち
に
出
現
し
た
自
由
な
る
意

志
は
、
単
な
る
必
然
的
可
能
性
で
は
な
く
、
必
然
的
現
実
性
で
あ
る
と
い
う
と
と
が
正
し
く
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
決
定
論
は
自
由

す
べ
き
で
あ
る
の
は
、

「
帰
結
す
る
」

必
然
性
が

「
現
実
の
決
定
に
包
含
さ
れ
て

い
る
」

を
芽
生
え
さ
せ
、
育
生
し
、
実
り
を
結
ば
せ
る
。
け
れ
ど
も
自
由
は
、
欲
す
る
と
と
、
活
動
す
る
ζ

と
の
必
然
性
に
同
意
し
そ
れ
と
一
体

と
な
っ
た
よ
う
に
、

（noロ
可
包
ロ
円
。
）
は
、

そ
乙
か
ら
帰
結
す
る
新
た
な
必
然
性
を
受
容
し
己
れ
の
も
の
と
す
る
の
で
あ
る
。
或
い
は
む
し
ろ
か
か
る
「
強
制
」

そ
の
も
と
に
自
由
の
意
識
が
己
れ
自
身
に
開
示
さ
れ
る
形
式
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
言
う
べ
き
か
も
知
れ
な
い
。

か
く
し
て
、

こ
の
よ
う
な
自
由
と
決
定
論
と
の
聞
の
深
き
か
か
わ
り
を
め
ぐ
る
徹
底
せ
る
洞
察
の
み
が
、

「
行
為
の
学
」
の
確
立
を
可
能

な
ら
し
め
る
の
で
あ
る
。

「
行
為
の
学
」
を
独
自
の
も
の
と
し
て
求
め
る
べ
き
根
拠
は
次
の
点
に
あ
る
。
可
能
な
行
為
の
無
限
の
多
様
性
を
前
に
し
て
、
思
惟
は

い
わ
ば
カ
オ
ス
の
う
ち
に
と
ど
ま
る
べ
く
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
し
か
し
も
し
乙
の
未
決
定
の
力
能
が
、
そ
れ
が
「
何
を
欲
す
る
か
」

そ
れ
が
「
欲
す
る
と
い
う
と
と
」

（
町
時

門戸口．叩】】叩
4
0
ロ円）

に
よ
っ
て
で
は
な
く
、

更
に
意
欲
作
用
の

「
は
た
ら
き
」

（同門円。）

に
お
い
て
は
じ
め
て
、

に
よ
っ
て
の
み
確
定
さ
れ
る
な
ら
ば
、

そ
れ
が
向
か
う
べ
き
目
的
及
び
用
い
る
べ
き
手
段
が
開
示
さ
れ
る

（AN
N
h

．叩ロ叩〈叩己円）

の
で
あ
る
な
ら
ば
、

（ロロ叩湖

印門戸
g
H
E
AロO
）
を
合
む
も
の
と
見
倣
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
乙
に
「
自
由
の
必
然
的
論
理
」
が
存
す
る
の
で
あ
る
。

そ
の
時
決
定
論
の
厳
密
な
連
鎖
は
、
「
行
為
の
学
」
の
見
地
に
お
い
て
、
…
「
学
的
決
定
」

内田和門司吋白山口白神戸
O

ロ

「
む
す
び
」

爾
後
我
々
が
検
討
す
べ
き
で
あ
る
の
は
、
意
志
が
そ
の
最
初
の
発
意
に
よ
っ
て
必
然
的
に
受
容
し
た
運
動
か
ら
必
然
的
に
帰
結
す
る
は

た
ら
き
が
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
る
か
を
見
定
め
る
こ
と
で
あ
る
。
も
し
意
志
が
守
る
べ
き
準
則
、
生
み
出
す
べ
き
作
用
、
設
定
さ
る
べ

き
道
徳
的
社
会
的
諸
関
係
を
有
す
る
な
ら
、
意
志
が
そ
れ
を
発
見
し
得
る
の
は
、
意
志
の
行
使
に
先
立
っ
て
で
は
な
く
、
正
し
く
意
志
的



活
動
の
必
然
的
「
拡
張
」

に
よ
っ
て
で
あ
る
。

と
い
う
の
は
、
意
志
が
い
わ
ば
ア
・
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
に
従
属
す
る
必

2

．0H
H
》山民同回目。ロ）

然
性
の
正
当
な
意
義
づ
け
は
、
意
志
の
自
由
な
活
動
の
「
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
発
意
」
（
E
a
E
2
4
1四
国
官
山

0
5
に
も
と
づ
く
の
で
あ
る
か

ら
。
か
く
て
意
志
の
法
則
の
「
他
律
」
は
意
志
の
「
内
的
自
律
」

（白山口
$
3
5
8
3
欲
す
る
時
、

つ
が
口
同
O

ロO
B

－o
Z芯
ユ
2
H円
。
）

に
呼
応
す
る
。

こ
う
し
て
我
々
が
全

く
「
真
撃
に
」

我
々
は
我
々
に
と
っ
て
命
法
的
で
あ
り
オ
ブ
リ
ガ
ト
ワ
l
ル
で
あ
る
目
的
に
従
う
の
で

あ
る
。
正
し
く
そ
乙
に
ブ
ロ
ン
デ
ル
が
「
実
践
的
験
証
」

（－ぶ
HHuhv
片山
B
叩同二回昨日
0

ロ］
V
E
t
sロ叩）

ち
、
意
志
的
行
為
は
何
ら
か
の
仕
方
で

と
称
す
る
も
の
の
独
自
性
が
あ
る
。

（
釘
芯
唱

0
5巾
Z
－g
叩
ロ
日
市
町
四
回
刊
一
巳
巾
己
目
。
ロ
色
巾
F
0
2）
を 即

「
外
部
か
ら
の
応
答
と
教
示
」

換
起
す
る
。
だ
が
意
志
に
課
せ
ら
れ
る
こ
れ
ら
の
教
示
は
、

よ
り
本
源
的
に
は
乙
の
意
志
そ
の
も
の
の
う
ち
に
内
含
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
ブ
ロ
ン
デ
ル
思
想
の
核
心
を
な
す
乙
の
洞
察
を
そ
の
真
正
な
る
意
図
に
即
し
て
把
握
す
る
乙
と
が
今
後
の
我
々
の
課
題
で
あ
る
。
そ
の

論
点
の
概
略
を
述
べ
れ
ば
、
我
々
が
真
に
欲
す
る
も
の
は
、

そ
の
都
度
の
我
々
の
確
定
せ
る
意
欲
を
超
え
て
我
々
の
行
為
を
根
源
の
ア
ス

ピ
ラ
シ
オ
ン
に
お
い
て
導
く
も
の
で
あ
る
が
故
に
、

限
定
さ
れ
た
「
欲
せ
る
意
志
」

（E
J
S
H
O
E
b
g
c－g
）
と
根
源
の
「
欲
す
る
意

志
」
（
－
m
4
0
－o
ロ芯
4
0
ロ】田口芯）

プロンデJレ研究同

の
十
全
な
る
合
致
を
目
指
す
行
為
の
プ
ロ
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
な
進
展
が
我
々
の
義
務
と
な
る
。
。
フ
ロ
ン
デ

ル
は
そ
れ
を
「
志
向
的
努
力
」

0
．広岡
O

ユ古
Z
D昨日
0

ロ
ロ
ろ
か
ら
行
為
の
外
的
世
界
に
お
け
る
展
開
へ
、
狭
義
の
意
識
の
主
観
性
に
お

け
る
個
体
的
行
為
か
ら
所
謂
「
外
的
主
観
性
」
（
｝
目
的
ロ
Z
2
H
E芯
巾
丘
町
円

2
H叩
〉
に
お
け
る
「
共
同
的
な
」
（
向
。
田
nH20）
「
社
会
的
行

間

へ
と
導
く
の
で
あ
る
。

為
L_  

へ
と
辿
り
、

（－w

（）回二日
O

ロ）

究
極
的
に
我
々
を
「
絶
対
」
の
「
選
択
」

0
．白

n
R
o
ロ
凹
o
nむ】叩）

ブ
ロ
ン
デ
ル
の
晩
年
の
諸
著
作
を
考
慮
し
つ
つ
か
か
る
道
程
を
我
々
自
身
が
ふ
み
辿
る
乙
と
に
よ
っ
て
我
々
が
究
極
的
に
目
指
す
の

は
、
ブ
ロ
ン
デ
ル
思
想
の
理
解
を
基
礎
と
し
て
、
よ
り
包
括
的
な
「
行
為
論
」
の
普
遍
的
理
念
を
確
立
す
る
こ
と
で
あ
る
。

（
未
完
）

一
九
八
一
年
十
月
二
十
三
日

八
五
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(4) (3) (2) (1) 

註AP・〉
E
g
v
o
g
g
S
F
2
2芝・

H
・
デ
ュ
メ
リ
は
就
中

A
P四
口
回
目
回
］
O
ロ
aavvcg晶
〉
の
第
三
節
に
お
い
て
プ
ロ
ン
デ
ル
の
主
知
主
義
に
つ
い
て
詳
細
に
論
じ
て
い
る
o

OHY
口二一－－

Hu－
AHω

就
中
デ
ュ
メ
リ
は
「
主
体
の
優
位
」
を
強
調
す
る
。
「
措
定
さ
れ
る
も
の
は
措
定
す
る
も
の
の
視
点
に
お
い
て
は
じ
め
て
意
味
を
有
す
る
o

」

同uzzmO℃
Z
O
仏
刊
て
曲
口
巴

Oロ・℃－
m
O

刊
HgHY〉）

。匂・口一件・・同
Y
M
M
H

か
か
る
両
者
の
は
た
ら
き
を
例
え
ば
A
・
カ
ル
テ
ィ
エ
は
「
前
進
的
及
び
背
進
的
な
二
重
の
関
係
」
（
z
a
o
c
E冊
目
宅
O
円仲間肖
om目
的
由
民
間
件

忌
R
g回
目
。
と
し
て
把
え
る
。
（
〉
・
の
月
江
市
W

吋－

A
開同日

2
2
8
2
〈
hVHXPV－
℃
・
自
己
）

』－

HU阿
世
］
百
円
仏
八
冨
2
1
8
切］

Oロ門
E
O
E
Z
門
広
吉
田
8
5
8仲
口
耳
E
g
v－
。

EHM－
H〈・

日σ日仏・
。℃－

nz・同
y
H由∞伯仲田口日〈・

か
か
る
意
味
で
ブ
ロ
ン
デ
ル
の
方
法
は
一
般
に
「
含
蓄
の
方
法
」
（
E
E
P
E
o骨

5
5
1山
口
氏
古
口
）
と
も
名
づ
け
ら
れ
る
。

就
中
晩
年
の
A
Z
oロ〈
E
C
M
阿
部
即
時
的
円
〉
己
宵
O
℃O
］om拡
V
に
お
い
て
説
か
れ
て
い
る
A
E
4芯
営
店
唱
Z
Vの
意
義
が
重
要
で
あ
る
。

周
回
〈
回
訪
日

o
p
〈
U
m
］・出血
Z
E骨
V
U・
2

ル
・
セ
ン
ヌ
は
『
障
害
と
価
値
』
に
お
い
て
、
「
確
証
」
（
g
ロ
帥
刊
誌
目
立

Oロ
）
の
明
証
と
「
方
向
づ
け
」
（
O岳山ロ
g
丘

Oロ
）
の
明
証
と
を
区
別
す

る
。
後
者
は
未
来
に
か
か
わ
る
い
わ
ば
創
造
的
明
証
で
あ
り
、
プ
ロ
ン
デ
ル
の
「
プ
ロ
ス
ペ
ク
シ
オ
ン
」
の
考
え
方
に
極
め
て
近
い
。
ル
・
セ
ン
ヌ

に
関
し
て
は
、
更
に
晩
年
の
八
戸
田
り
四
回
江
口
常
℃
叩
吋
的
O
ロロ
a
z
vや
八
戸
田
口
b
n
oロ
〈
叩
ユ
m
a
m
u
－g
V等
に
お
い
て
、
「
絶
対
」
と
し
て
の
「
価

値
」
（
冨
〈
丘
町
己
円
）
へ
の
我
々
の
根
源
的
志
向
が
力
説
さ
れ
て
い
る
。

「
内
的
へ
だ
た
り
」
乙
そ
我
々
の
行
為
の
プ
ロ
ス
ベ
ク
テ
ィ
プ
H
レ
ト
ロ
ス
ペ
ク
テ
ィ
プ
な
展
開
の
場
で
あ
る
。

一
九
三
七
年
に
新
た
に
書
き
加
え
ら
れ
た
『
行
為
I
』
で
は
、
国

n
Z凹

U
5
5と田口
E
曲
師
叩
ロ
ロ
ロ
仏

S
の
関
係
の
問
題
が
徹
底
的
に
論
ぜ
ら
れ
て
い

る。F
．〉丘一
oロ
・
〈
ロ
円

山］U
山内凶・・

U
Q

（

F
目

(6) (5) U3} U2) un UOl (9) (8) (7) 日目凶U7l U6l 
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る
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の
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開
は
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の
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い
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