
九州大学学術情報リポジトリ
Kyushu University Institutional Repository

歴史哲学序説 : 現代の歴史観的状況あるいは従属,
並列,帰属

山崎, 庸佑

https://doi.org/10.15017/2328680

出版情報：哲學年報. 34, pp.25-46, 1975-03-31. 九州大学文学部
バージョン：
権利関係：



歴

史

序

説

学

哲

｜
｜
現
代
の
歴
史
観
的
状
況
あ
る
い
は
従
属
、
並
列
、
帰
属
｜
｜

山

崎

庸

佑

「
歴
史
哲
学
」
の
崩
壊
を
告
げ
る
こ
と
ば
が
聴
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
す
で
に
久
し
い
。
た
と
え
ば
オ
ル
テ
ガ
は
、

か
ら
四
九
年
に
か
け
の
講
義
に
お
い
て
、
「
三

O
年
ま
え
に
は
ま
だ

H

歴
史
哲
学
H

と
名
づ
け
ら
れ
て
い
た
あ
る
も
の
」
は
存
在
し
な

い
、
「
だ
か
ら
問
題
は
、
歴
史
哲
学
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
て
、
出
来
事
の
混
沌
の
な
か
に
、
歴
史
的
な
事
実
の
こ
の
混
乱
し
た

連
続
の
な
か
に
、
い
く
つ
か
の
線
や
特
徴
が
、
簡
単
に
い
え
ば
、
ひ
と
つ
の
人
相
が
発
見
で
き
る
か

E
う
か
を
見
る
と
い
う
単
純
な
こ
と

で
あ
る
」
と
語
っ
て
い
る
。

一
九
四
八
年

し
か
し
、
ほ
ぼ
三

O
年
ま
え
の
一
九
一
五
年
に
刊
行
さ
れ
た
グ
ロ

l
チ
ェ
の
ド
イ
ツ
語
版
『
歴
史
記
述
の
理
論
と
歴
史
』
は
、

史
」
の
排
除
と
と
も
に
、
「
H
歴
史
哲
学
u

の
成
立
と
そ
の
概
念
的
崩
壊
」
に
つ
い
て
論
及
し
て
い
た
し
、

「
普
遍

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、

ひ
と
も
知

歴史哲学序説（山崎〕

一
八
六
八
年
冬
お
よ
び
一
八
七

O
l七
一
年
冬
の
二
度
に
わ
た
る
講
義
の
導
入
部
に
お
い
て
、

「
歴
史
哲
学
な
る
も
の
は
、
ケ
シ
グ
・
7
ロ
ス
、
形
容
矛
盾
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
歴
史
す
な
わ
ち
並
列
問
。

R
e
E
q
g
さ
せ
る
こ
と
は

哲
学
す
な
わ
ち
従
属

ωロ
σ。
邑
宮
芯
日
ロ
さ
せ
る
こ
と
は
非
歴
史
で
あ
る
か
民
」
と
い
う
有
名
な
こ
と
ば
を
残
し
て

る
よ
う
に
、
す
で
に
プ
ル
グ
ハ
ル
ト
が
、

非
哲
学
で
あ
り
、

、，－
o

vvφ
’れ

25 C哲25)

歴
史
的
な
生
起
を
そ
れ
に
「
従
属
」
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
「
世
界
の
展
開
の
普
遍
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
は
、
プ
ル
グ
ハ
ル
ト
が
い
う

よ
う
に
、
あ
り
そ
う
に
も
な
い
。

ニ
l
チ
ェ
も
ま
た
、

「
現
在
の
十
字
架
」
を
背
い
な
が
ら
と
い
う
限
定
は
つ
く
も
の
の
、
結
局
は
そ
の



現
在
の
事
実
的
な
も
の
の
偶
像
化
、
「
和
あ
れ
か
も
の
、
そ
れ
が
理
性
的
」
と
す
る
「
現
実
と
の
和
体
】
」
に
導
く
「
歴
史
の
な
か
の
理
性
」

と
い
う
へ

l
グ
ル
の
原
理
を
は
げ
し
く
非
難
し
た
が
、

と
い
う
の
も
、

〈哲26)26 

こ
の
ニ

l
チ
ェ
と
プ
ル
グ
ハ
ル
ト
が
と
も
に
高
く
評
価
し
た
シ
ョ

l
ベ
シ
ハ
ウ

ア
ー
も
す
で
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
「
歴
史
学
は
ほ
ん
ら
い
ま
っ
た
く
従
属
関
係
を
も
た
な
い
。

史
学
に
お
け
る
普
遍
的
な
も
の
は
た
ん
に
主
要
な
時
代
を
概
観
す
る
こ
と
か
ら
成
り
た
つ
が
、
こ
れ
ら
の
時
代
か
ら
特
殊
な
出
来
事
を
導

き
だ
す
こ
と
は
で
き
ず
、
特
殊
な
出
来
事
は
そ
れ
ら
に
時
間
的
に
従
属
し
て
い
る
だ
け
で
、
概
念
的
に
は
並
列
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
歴
史
学
は
、
正
確
に
い
え
ば
、
な
る
ほ
ど
知
識
で
は
あ
っ
て
も
科
学
で
は
な
い
可

歴

こ
れ
ま
で
引
き
あ
い
に
出
し
た
シ
ョ

l
ペ
シ
ハ
ク
ア

1
、
プ
ル
グ
ハ
ル
ト
、
ニ

l
チ
ェ
、
ォ
ル
テ
ガ
と
い
っ
た
ひ
と
び
と
は
、
程
度

に
多
少
の
差
は
あ
れ
、
神
な
き
現
代
を
ま
と
も
に
見
す
え
た
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
い
わ
ゆ
る
「
知
的
誠
実
」
を
体
現
し
た
ひ
と
び
と
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
ま
た
、
彼
ら
の
状
況
診
断
は
、
レ

l
ヴ
ィ

y
ト
に
な
ら
っ
て
、
も
し
「
歴
史
哲
学
」
と
い
う
も
の
が
一
つ
の
原
理
を
手
引
き

と
す
る
世
界
歴
史
の
「
体
系
」
的
な
解
釈
だ
と
す
れ
ば
、
歴
史
哲
学
は
す
べ
て
神
学
に
、
い
い
か
え
れ
ば
、
救
済
史
と
し
て
の
歴
史
の
神

学
的
な
解
釈
に
、
つ
ま
り
は
終
末
論
的
な
解
釈
に
依
存
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
現
代
で
は
こ
の
神
学
的
解
釈
を
無
条
件
に
受
け
い
れ
る
こ

と
は
で
き
な
い
と
い
う
状
況
判
断
に
翻
訳
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
も
、
レ

l
グ
ィ
y

ト
に
よ
れ
ば
、
歴
史
哲
学
が
歴
史
の
終
末
論
的

な
解
釈
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
歴
史
哲
学
が
ど
れ
ほ
ど
世
俗
化
さ
れ
た
も
の
で
お
っ
て
も
変
わ
り
が
な
い
。
彼
に
よ
れ
ば
、

マ
ル
グ
ス

るEし

の
解
放
の
た
め
の
エ
ネ

Jレ
ギ

と
さ
れ
る

の
唯
物
史
観
と
い
え
ど
も
例
外
で
は
な
く
、
い
わ
ゆ
る
「
普
通
人
間
的
な
解
放
」
に
よ
る
真
の
自
由
の
獲
得
は
「
終
末
」
の
目
標
に
相
当

『
共
産
党
宣
言
』
は
「
予
言
」
に
相
当
す

「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
」
は
「
選
民
」
に
、

初
期
マ
ル
グ
ス
に
よ
れ
ば
、
プ
ロ
レ
ダ
リ
ア

l
ト
は
、

「
あ
ら
ゆ
る
階
級
の
解
体
で
あ
る
よ
う
な
階
級
、

そ
の
普
遍
的
な
苦
悩
に
ょ
っ

て
普
遍
的
な
性
格
を
も
っ
領
域
・
：
：
・
結
局
、
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
他
の
領
域
か
ら
自
己
を
解
放
し
、
し
た
が
っ
て
、
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
他
の

領
域
を
解
放
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
自
己
を
解
放
で
き
な
い
領
域
、
一
言
で
い
え
ば
、
人
間
の
完
全
な
喪
失
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
人



聞
の
完
全
な
再
獲
得
に
よ
っ
て
の
み
自
己
自
身
を
獲
得
で
き
る
領
域
」
で
あ
る
。

り
で
の
人
聞
の
「
類
的
存
在
」
と
し
て
の
本
質
、
つ
ま
り
自
由
の
実
現
を
図
る
普
遍
人
間
的
な
解
放
へ
の
ェ
、
不
ル
ギ
l
が
集
中
し
た
領
域

哲
学
は
こ
の
工
、
不
ル
ギ
ー
を
指
導
す
る
頭
脳
で
あ
る
。
「
こ
の
解
放
の
頭
脳
は
哲
学
で
あ
り
、
そ
の
心
臓
は
プ
ロ
レ

プ
ロ
レ
グ
リ
ブ
ー
ト
は
、
人
聞
が
人
間
で
あ
る
か
ぎ

グ、で
リ、ぁ
ァ、る
l、カミ
ト、、

でー
あ方
る、
Lー。

「
哲
学
の
実
現
」
と
プ
ロ
レ
ダ
リ
ア

l
ト
の
解
放
と
は
、
「
哲
学
は
プ
ロ
レ
グ
リ
ブ
ー
ト
の
止
揚
な
し
に
は
実
現

さ
れ
え
ず
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
哲
学
の
実
現
な
し
に
は
自
己
を
止
揚
し
え
な
け
」
と
い
う
相
互
依
存
の
関
係
に
あ
る
。
マ
ル
グ
ス

は
、
哲
学
を
「
実
現
す
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
哲
学
を
止
揚
す
る
こ
と
を
考
え
、
エ
シ
ゲ
ル
ス
も
ま
た
、
「
学
問
の
前
進
が
容
赦
な
く
、
ま

そ
れ
だ
け
多
く
学
聞
は
労
働
者
の
利
益
と
努
力
に
一
致
す
る
」
と
し
な
が
ら
、

労
働
者
運
動
は
、
ド
イ
ツ
古
典
哲
学
の
継
承
者
だ
」
と
結
ん
で
い
る
。

「
ド
イ
ツ

た
囚
わ
れ
の
な
い
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、

以
上
の
よ
う
に
、

マ
ル
グ
ス
や
エ
シ
グ
ル
ス
が
「
哲
学
」
を
「
実
現
」
す
べ
き
だ
と
い
う
場
合
の
哲
学
は
、
ド
イ
ツ
古
典
哲
学
、
つ
ま

り
ド
イ
ツ
観
念
論
、
と
く
に
へ

l
グ
ル
の
哲
学
で
あ
っ
た
が
、
じ
っ
さ
い
へ

l
グ
ル
は
、
世
界
歴
史
を
理
性
の
原
理
、
つ
ま
り
マ
ル
グ
ス

や
エ
シ
ゲ
ル
ス
に
よ
っ
て
プ
ロ
レ
ダ
リ
ブ
ー
ト
が
そ
の
実
現
の
た
め
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
集
中
し
た
領
域
で
あ
る
と
さ
れ
た
「
自
由
」
と
よ

ば

れ

る

理

性

の

理

念

の

展

開

過

程

と

し

て

解

釈

し

て

い

た

。

『

歴

史

哲

学

講

義

』

の

序

論

に

お

い

て

、

哲
学
が
提
供
す
る
た
だ
一
つ
の
思
想
は
、
「
理
性
が
世
界
を
支
配
す
る
」
、
「
世
界
史
に
お
い
て
も
い
っ
さ
い
は
理
性
的
に
行
な
わ
れ
て
き

た
」
と
い
う
単
純
な
理
性
の
思
想
だ
と
し
、
理
性
こ
そ
は
実
体
で
あ
り
、
す
べ
て
の
現
実
と
存
立
の
根
拠
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
彼

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、

へ
l
ゲ
ル
は
、

歴史哲学序説（山崎〕

が
世
界
を
支
配
し
て
い
る
と
い
う
宗
教
的
な
真
理

に
よ
れ
ば
、
世
界
が
た
ん
な
る
偶
然
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
「
摂
理
」

「
世
界
史
に
お
け
る
理
性
」
と
い
う
原
理
へ
の
信
仰
を
要
求
し
て
も
よ
い
ほ
ど
で
あ
り
、
神
の
統
治
の
内
容
、
神
の
計

の
形
に
お
い
て
、

画
の
遂
行
が
世
界
史
で
あ
る
。

27 （哲27)

も
ち
ろ
ん
、
「
歴
史
の
な
か
の
理
性
」
と
い
う
観
点
に
し
て
も
、

ヘ
l
グ
ル
の
観
念
論
と
マ
ル
グ
ス
の
唯
物
史
観
で
は
相
違
が
あ
る
の

は
当
然
で
、

マ
ル
グ
ス
の
場
合
は
、
歴
史
に
お
い
て
は
偶
然
的
な
も
の
は
な
く
、
歴
史
は
理
性
的
な
発
展
を
し
め
す
と
し
な
が
ら
も
、
し



か
し
最
後
の
綜
合
は
た
ん
な
る
必
然
と
い
う
よ
り
も
、
「
革
命
」
と
よ
ば
れ
る
人
聞
の
自
発
的
な
行
為
に
も
と
づ
き
、
歴
史
的
世
界
そ
の

も
の
が
な
に
か
形
而
上
学
的
な
本
質
構
造
、
世
俗
化
さ
れ
た
神
の
予
定
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
歴
史
の
担
い

ψ
a
T
 

手
、
つ
ま
り
弁
証
法
的
な
運
動
の
担
い
手
に
し
て
も
、
マ
ル
グ
ス
主
義
の
ば
あ
い
、
「
世
界
精
神
」
や
「
理
念
」
で
は
な
く
、
文
字
ど
お

り
「
現
実
の
人
間
」
、
物
質
と
の
交
渉
（
生
活
手
段
の
生
産
や
交
換
）
に
捲
き
こ
ま
れ
で
あ
る
か
ぎ
り
で
の
感
性
的
な
人
間
で
あ
り
、
ま

た
こ
の
物
質
と
の
交
渉
を
ふ
く
ん
だ
か
ぎ
り
で
の
他
の
人
間
と
の
関
係
（
社
会
的
共
同
）
、
つ
ま
り
経
済
的
な
諸
関
係
で
あ
る
。

＊
た
だ
し
、
へ
l
ゲ
ル
に
お
け
る
「
理
念
」
は
ふ
つ
う
軽
商
品
約
に
い
わ
れ
る
「
た
ん
な
る
概
念
」
で
は
な
い
。
「
現
存
在
と
概
念
、
身
体
と
魂
と
の
一
体

性
が
理
念
で
あ
る
。
理
念
は
た
ん
に
調
和
で
あ
る
ば
か
り
か
、
完
全
な
相
互
参
透
で
あ
る
。
な
ん
§
か
の
仕
方
で
理
念
で
あ
る
の
で
な
い
い
か
な
る
も

の
も
生
き
て
は
い
な
い
」
。
要
す
る
に
、
理
念
と
は
「
対
象
の
理
性
」

2
2
〈

2
ロ
ロ
ロ
ロ
念
日
の
申
問
。

sgロ
向
才
師
）
、
「
事
象
そ
の
も
の
の
内
在
的
な

発
展
」
で
あ
り
（
国
語
。
「
の

E
回
色
宮
山
O

ロ
骨
円

E
口。

g同

M
E
o
r目
河
内

WSFω
国
四
回
同

E
s
p
ω
．ω

0
・
）
、
実
在
そ
の
も
の
の
理
性
的
（
合
理
的
）
H

法
則
的
な
構
造
で
あ
る
。

へ
i
ゲ
ル
目
マ
ル
グ
ス
の
路
線
に
反
対
し
、
歴
史
上
の
も
ろ
も
ろ
の
事
件
を
そ
れ
に
「
従
属
」
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
永
遠
の
普
遍
的

プ
ロ
グ
ラ
ム
な
る
も
の
は
な
い
と
し
た
プ
ル
グ
ハ
ル
ト
は
、
そ
れ
で
は
い
っ
た
い
歴
史
研
究
は
な
に
に
出
発
点
を
求
め
た
ら
よ
い
か
と
い

う
と
き
、
そ
れ
は
「
残
る
た
だ
一
つ
の
わ
れ
わ
れ
に
可
能
な
中
心
か
ら
の
、
つ
ま
り
現
に
そ
う
で
あ
り
、
い
つ
も
そ
う
で
あ
っ
た
し
、
ま

た
そ
う
で
あ
る
で
あ
ろ
う
忍
耐
し
、
努
力
し
、
行
為
す
る
人
聞
か
ら
の
出
発
点
」
の
ほ
か
に
は
な
に
も
な
い
と
し
た
が
、
し
か
し
こ
れ
は

パ
ラ
レ
ル
な
意
味
で
は
マ
ル
グ
ス
や
エ
シ
ゲ
ル
ス
に
お
い
て
も
同
じ
で
あ
り
、
彼
ら
も
前
提
と
す
べ
き
は
、
悲
意
的
な
ド
ダ
マ
で
は
な

く
て
、
文
字
E
お
り
「
現
実
の
詩
個
人
、
彼
ら
の
行
為
、

彼
ら
の
物
質
的
な
生
活
条
件
」
と
い
う
ま
っ
た
く
「
現
実
的
な
前
提
」
で
な

「
あ
ら
ゆ
る
人
聞
の
歴
史
の
第
一
前
提
は
、
当
然
、
生
け
る
人
間
的
な
個
体
の
実
存
門
医
ゆ
何
一
色
2
8
N

5
8
E
m
o
F
E
g白
島
ロ

s
q
F
e〈
E
z
oロ
で
あ
包
。

し
か
し
、
も
し
マ
ル
グ
ス
の
哲
学
が
、
い
わ
ゆ
る
マ
ル
グ
ス
主
義
と
し
て
教
条
化
の
方
向
に
流
さ
れ
、
ま
た
も
や
大
文
字
の
「
理
性
」

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。

（哲28)28 



や
歴
史
に
お
け
る
「
競
計
」
と
い
う
発
想
に
あ
と
も
ど
り
し
、
「
歴
史
」
を
絶
対
化
す
る
に
い
た
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
マ
ル
グ
ス
主
義

は
マ
ル
グ
ス
自
身
が
一
面
で
は
そ
れ
を
越
え
よ
う
と
し
た
は
ず
の
近
代
合
理
主
義
の
亜
流
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
歴
史
は
人
間

の
痕
跡
で
あ
る
以
上
、
そ
の
歴
史
が
ま
っ
た
く
な
ま
の
ま
ま
の
盲
目
的
な
事
実
の
堆
積
で
あ
る
こ
と
は
な
い
に
し
て
も
、
し
か

L
、
「
歴

史
性
と
い
う
も
の
が
歴
史
の
無
限
性
（
絶
対
性
＝
ロ
宮
－

FE骨
骨
円
町
長
宮
町
与
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
人
間
の
有
限
性

E

A

阻》

安
号
ロ
色
。
門
目
。
一
三
回
O
B
B
O
を
意
味
す
る
」
こ
と
は
銘
記
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。
人
聞
が
歴
史
に
委
託
さ
れ
、
そ
の
な
か
に
沈
澱
さ
れ

て
き
た
意
味
的
な
も
の
の
継
承
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
も
と
づ
く
責
任
の
意
識
は
、
こ
の
有
限
性
の
自
覚
に
よ
っ
て
深
ま
り
こ
そ
せ

ょ
、
消
し
去
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
し
、
ま
た
こ
の
自
覚
は
、
歴
史
を
悉
意
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
の
人
間
性
を

圧
殺
す
る
こ
と
で
も
な
い
。

人
聞
を
純
粋
の
客
体
を
ま
え
に
し
た
純
粋
の
主
体
、
い
わ
ゆ
る
超
越
論
的
な
主
観
と
し
て
と
ら
え
た
近
代
の
表
象
主
義
の
エ
ピ
ス
テ

l

メ
ー
を
越
え
、
へ

l
ゲ
ル
哲
学
や
マ
ル
グ
ス
主
義
が
主
体
性
と
客
体
性
（
実
体
性
）
の
相
互
渉
透
（
へ

l
ゲ
ル
が
い
う
H

理
念
u
は
こ
の

相
互
渉
透
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
前
ベ

l
ジ
の
注
を
参
照
）
と
一
致
に
む
か
つ
て
す
す
む
前
進
運
動
と
し
て
弁
証
法
を
構
想
し
た
の
は
、

高
く
評
価
さ
れ
る
。
ル
カ
l
チ
の
い
わ
ゆ
る
「
も
っ
と
も
本
質
的
な
相
互
作
用
、
つ
ま
り
歴
史
の
過
程
に
お
け
る
主
体
と
客
体
の
弁
証
法

的
な
関
係
」
に
し
て
も
同
じ
こ
と
が
い
え
よ
う
。
そ
れ
に
、
「
経
済
」
と
い
う
も
の
を
広
義
に
解
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
人
間
相
互
の
あ

い

だ

に

構

成

さ

れ

る

も

ろ

も

ろ

の

関

係

が

人

間

以

外

の

と

き

り

結

ぶ

交

文

領

域

、

つ

ま

り

人

間

以

外

の

「物」

に
媒
介
さ
れ
、

「物」

歴史哲学序説（山崎〉

「
物
」
が
人
間
的
な
意
味
を
お
び
て
く
る
根
源
的
な
場
面
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。

し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
、
経
済
が
物
と
人
間
関
係
の
た
だ
一
つ
の
交
叉
領
域
で
は
な
い
し
、

一
方
交
通
的
に
経
済
が
す
べ
て
を
決
定

す
る
わ
け
で
も
あ
る
ま
い
。
ヴ
ェ

l
パ
l
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
歴
史
的
な
大
事
件
や
政
治
家
の
行
動
は
お
ろ
か
、
個
々
人
の
出
来
事

ま
で
が
「
経
済
的
に
制
約
」
（
O
W
C
ロ
O
B
z
n
F
U丘
吉
向
。
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
本
当
で
あ
る
が
、
し
か
し
他
面
で
は
、
文
化
上
の
あ
ら

ゆ
る
現
象
と
制
約
が
物
質
的
な
必
要
の
形
式
、
そ
れ
の
充
足
の
形
式
、
物
質
的
な
利
害
集
団
の
形
成
、
そ
の
権
力
手
段
の
あ
り
方
、

雪量－
Eコ
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で
い
え
ば
、
「
経
済
的
な
も
の
」
に
作
用
し
、

関
も
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
。

「
経
済
的
に
重
要
」
（
O
W
Oロ
O
B
広
岳
吋
O
H
2
8－
H）
で
あ
る
と
い
う
逆
の
連

そ
の
意
味
で

以
上
の
よ
う
に
、
経
済
は
物
と
人
間
関
係
の
た
だ
一
つ
の
交
叉
領
域
で
は
な
い
が
、
こ
の
点
を
見
落
と
し
た
り
、
ま
し
て
や
、
人
聞
社

会
の
諸
関
係
の
な
か
に
満
ち
て
い
る
矛
盾
は
歴
史
上
の
一
定
体
制
の
枠
の
う
ち
で
の
矛
盾
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
体
制
に
と
っ
て
か
わ
る
次
の

体
制
は
、
歴
史
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
法
則
に
よ
っ
て
「
す
で
に
」
指
定
さ
れ
て
い
る
の
だ
、
し
か
も
、
歴
史
の
法
則
的
な
運
動
に
よ
る

歴
史
的
な
矛
盾
の
こ
の
解
決
は
普
遍
的
で
あ
り
、
文
化
の
パ
グ
l
y
や
風
俗
習
慣
、
価
値
意
識
や
美
意
識
は
人
間
相
互
の
経
済
的
な
交
渉

（
利
害
の
衝
突
）
に
く
ら
べ
れ
ば
、
歴
史
過
程
の
決
定
上
、
無
理
し
て
よ
い
フ
ア
グ
グ
l
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
よ
う
な
図
式
的
・
教
条
的

な
マ
ル
グ
ス
主
義
が
も
し
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
メ
ル
ロ

i
Hポ
シ
テ
ィ
と
と
も
に
、
「
歴
史
が
そ
の
ま
わ
り
に
組
織
化
さ

れ
る
は
ず
の
こ
の
普
遍
性
の
核
は
分
裂
し
た
」
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
自
然
が
デ
カ
ル
ト
や
ニ
ュ

l
ト
シ
流
の
厳
密
学
の
対
象
と
し
て

の
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
エ
ピ
ス
テ

l
メ
l
の
秩
序
に
し
た
が
っ
た
自
然
で
は
尽
く
せ
な
く
な
っ
た
よ
う
に
、
人
間
的
な
世
界
の
原
テ
グ
ス
ト

も
歴
史
的
ア
・
プ
リ
オ
リ
を
手
が
か
り
に
読
み
通
す
こ
と
は
も
は
や
で
き
そ
う
に
も
な
い
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
も
し
マ
ル
グ
ス
主
義
が
み
ず
か
ら
そ
の
破
壊
に
貢
献
し
た
は
ず
の
絶
対
知
の
ド
グ
マ
に
逆
も
ど
り
し
、
主
体
性

（
と
く
に
階
級
意
識
の
主
体
と
し
て
の
プ
ロ
レ
グ
リ
ア

l
ト
）
と
客
体
性
（
労
働
1
商
品
と
し
て
の
プ
ロ
レ
ダ
リ
ア
）
の
一
致
の
過
程
そ

の
も
の
が
、
絶
対
的
に
普
遍
的
な
理
性
（
お
そ
ら
く
、
無
謬
の
共
産
党
首
脳
は
こ
の
理
性
を
現
世
に
お
い
て
代
弁
す
る
こ
と
に
な
る
）
に

よ
っ
て
、
申
し
分
の
な
い
配
慮
を
受
け
、
保
障
さ
れ
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
も
し
主
張
す
る
な
ら
ば
、
そ
う
し
た
マ
ル
グ
ス
主
義
は
、
現

実
政
策
と
し
て
は
と
も
か
く
、
哲
学
と
し
て
は
絶
対
理
性
と
の
合
体
を
信
じ
た
近
体
合
理
主
義
の
亜
流
だ
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

へ
l
ゲ
ル
の
哲
学
が
近
代
哲
学
の
最
後
を
し
め
く
く
る
合
理
主
義
の
大
体
系
で
あ
る
と
さ
れ
る
理
由
の
ひ
と
つ
は
、

「
理
性
」
へ
の
合
体
を
信
じ
た
点
に
あ
り
、
そ
の
こ
と
の
顕
著
な
あ
ら
わ
れ
の
一
つ
が
彼
に
お
け
る
「
わ
れ
わ
れ
」
哲
学
者
と
い
う
も
の

こ
の
大
文
字
の

に
見
ら
れ
る
。
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に
あ
る
。

た
ん
な
る
慣
疑
主
義
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
結
果
の
う
ち
に

へ
1
グ
ル
精
神
哲
学
に
よ
れ
ば
、
意
識
の
本
性
は
「
否
定
性
」

「
た
だ
の
無
」
（

B
E
g
z
w
Eる
し
か
見
な
い
が
、
し
か
し
否
定
さ
れ
た
結
果
は
、

て
、
「
規
定
さ
れ
た
否
定
」
守

g
仲
間
百
日
吉
Z

O
相官民
O
ロ
）
、
つ
ま
り
限
定
性
の
生
成
で
あ
り
、

あ
る
。
動
物
的
な
自
然
の
生
命
は
、
自
分
自
身
の
力
に
よ
っ
て
、
自
己
の
直
接
的
な
定
有
（
U
S
σ
宮）

越
え
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
他
の
な
に
か
の
力
に
よ
っ
て
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
直
ち
に
そ
の
動
物
の
「
死
」
を
意
味
し
よ
う
。
こ

ま
さ
に
否
定
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
ま
た
、
「
移
行
」
で

を
越
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

れ
に
反
し
て
、
意
識
は
本
性
的
に
自
己
超
出
の
運
動
（
出

Emwgm岳
巾
ロ
ロ
σ母
包
の
F
2
5え
〉
で
あ
り
、

よ
っ
て
、
意
識
の
経
験
の
弁
証
法
を
成
立
せ
し
め
る
。

否
定
の
力
で
あ
る
こ
と
に

と
こ
ろ
が
、
意
識
に
は
、
凶
「
あ
る
も
の
が
意
識
に
と
っ
て
宮
円
切
ゆ
司
忌
g
o
E
あ
る
」
と
い
う
知
（
巧

Z
Sロ）

の
モ
メ
シ
ト

と
、
同

即
自
的
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
真
理

意
識
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
そ
の
あ
る
も
の
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

の
モ
メ
ン
ト
と
の
二
つ
の
モ
メ
ン
ト
が
あ
加
、
挫
折
と
否
定
に
よ
る
「
意
識
の
経
験
」
に
よ
っ
て
、
凶
の
知
の
モ
メ
ジ

（

d
H
m
F吋
町
内
川
伊
丹
）

歴史哲学序説（山崎〉

ト
が
変
化
・
移
行
す
れ
ば
、
知
は
し
か
し
本
質
的
に
「
対
象
の
知
」
（
耳
目
印
見
ロ
〈

S
骨
g
の
a
g
E
s
e
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

岡
の
真
理
の
モ
メ
ン
ト
、
し
た
が
っ
て
対
象
性
の
モ
メ
ン
ト
も
変
化
・
移
行
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
そ
の
場
合
と
く
に
注
目
す
べ

き
こ
と
は
、
経
験
の
こ
の
新
し
い
対
象
（
B
の
モ
メ
シ
ト
）
が
い
か
に
し
て
「
生
成
」
（

4
2丘
町
ロ
）
す
る
か
の
考
察
は
哲
学
者
で
あ
る

「
わ
れ
わ
れ
の
付
加
」
（

5
2
3
N
E
E）
で
あ
り
、
「
わ
れ
わ
れ
の
こ
の
付
加
に
よ
っ
て
、
意
識
の
諸
経
験
の
系
列
は
学
的
な
歩
み
に

た
か
め
ら
れ
る
が
、
こ
の
わ
れ
わ
れ
の
付
加
は
わ
れ
わ
れ
が
考
察
し
て
い
る
当
の
意
識
に
は
気
づ
か
れ
て
い
な
い
び
と
い
う
仕
組
に
な
っ

て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
し
て
、

経
験
し
て
い
る
当
の
現
象
知
と
し
て
の

「
自
然
的
な
意
識
」
（

E
E
ユw
v
g
回

2
己
雪
印
。
官
）
は
、
経
験
の
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新
し
い
形
態
、
新
し
い
段
階
が
じ
つ
は
先
行
す
る
経
験
の
形
態
か
ら
必
然
的
に
生
じ
た
結
果
（

m
g巳
Eφ
で
あ
る
こ
と
を
「
忘
れ
る
」

「
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
生
成
し

（〈
mH・m
5
4
0
、
つ
ま
り
自
然
的
な
意
識
は
弁
証
法
的
な
生
成
の
「
歴
史
」
を
「
忘
れ
」
、

し
た
が
っ
て



わ
」
（

E
∞
SHhHねえ
S
）
も
の
も
、
現
象
知
に
と
っ
て
は
そ
う
で
は
な
時
。
こ
れ
に
対
し
て
、

経
験
の
新
し
い
段
階
段
階
で
い
わ
ば
そ
の
つ
ど
ア
ナ
ム
、
不
l
シ
ス
が
可
能
で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
展
開
さ
れ
る
新
し
い
段
階
の
経
験
の
（
そ

の
つ
ど
先
験
的
な
）
可
能
性
の
制
約
を
掌
中
に
し
て
い
る
。
要
す
る
に
、
精
神
現
象
学
の
仕
組
は
、
「
わ
れ
わ
れ
」
哲
学
者
が
経
験
す
る

意
識
の
形
態
（
段
階
）
の
変
わ
り
目
ご
と
に
登
場
し
、
前
後
の
つ
な
が
り
や
、
こ
れ
か
ら
考
察
さ
れ
る
べ
き
経
験
を
そ
の
つ
な
が
り
上
ど

＊
 

う
い
う
角
度
か
ら
ど
の
よ
う
に
考
察
す
る
べ
き
か
、
等
々
の
筋
書
き
を
先
験
的
前
口
上
と
し
て
そ
の
つ
ど
述
べ
る
と
い
う
仕
組
に
な
る
。

「
わ
れ
わ
れ
」
哲
学
者
に
と
っ
て
は
、

（哲32)32 

本
一
例
を
あ
げ
る
と
、
「
知
覚
」
の
段
階
に
お
い
て
は
、
「
知
覚
」
の
「
原
理
」
（
早
古
江
巴
で
あ
る
コ
般
者
」
と
い
う
も
の
は
、
「
わ
れ
わ
れ
」
に
は

「
生
成
」
守
口
2
2
a
g〉
し
た
も
の
で
あ
り
、
い
わ
ば
見
透
さ
れ
て
い
る
。
最
初
の
出
発
点
で
あ
っ
た
「
感
覚
的
確
信
」
に
お
い
て
は
、
た
ん
に
「
受

け
と
る
」
以
外
に
な
か
っ
た
も
の
が
、
知
覚
の
段
階
で
は
、
感
覚
的
確
信
の
弁
証
法
を
経
由
し
た
と
と
に
よ
っ
て
、
す
で
に
「
原
理
」
と
し
て
提
示
さ

れ
、
以
後
は
乙
の
「
原
理
」
に
即
し
て
考
察
さ
れ
て
ゆ
く
。
新
し
い
経
験
は
哲
学
者
の
前
口
上
に
導
か
れ
て
進
行
す
る
わ
け
で
あ
る
。

へ
l
ゲ
ル
に
お
い
て
は
、
以
上
の
よ
う
に
し
て
、
高
次
の
新
し
い
意
識
形
態
の
生
成
の
仕
組
は
、

の
み
知
ら
れ
て
い
て
、
経
験
す
る
当
の
意
識
に
と
っ
て
は
、
た
ん
な
る
出
来
事
（

mgoysg〉
、
い
わ
ば
突
然
の
発
生
で
し
か
な
い
。

し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
へ

l
グ
ル
の
場
合
、
混
乱
し
苦
悩
す
る
意
識
を
為
る
段
階
（
形
態
）
内
部
で
の
無
限
の
反
転
に
も
似
た
悪
し
き
空

転
状
態
に
放
置
せ
ず
、
隠
れ
た
手
で
と
も
か
く
正
し
く
前
方
へ
押
し
て
く
れ
る
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
、
あ
る
段
階
（
形
態
）
が
た
ち
現
わ

つ
ね
に
、

「
わ
れ
わ
れ
」
に
と
っ
て

れ
た
そ
の
出
発
点
の
と
こ
ろ
で
正
し
い
方
向
へ
む
け
て
勢
い
よ
く
一
押
し
し
て
お
い
て
く
れ
た
「
わ
れ
わ
れ
」
哲
学
者
と
い
う
も
の
が
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
こ
の
「
わ
れ
わ
れ
」
哲
学
者
と
い
う
も
の
は
、
近
代
の
「
理
性
」
と
そ
の
「
理
念
」
へ

の
合
体
表
明
で
な
く
し
て
な
ん
で
あ
ろ
う
か
。
ス
ピ
ノ
ザ
の
『
エ
チ
カ
』
官
頭
に
は
、
実
体
や
様
態
に
か
ん
す
る
定
義
が
あ
り
、
そ
れ

ら
は
「
そ
れ
自
ら
に
よ
っ
て
存
在
す
る
」
や
「
他
者
に
お
い
て
あ
る
」
も
の
と
定
義
さ
れ
る
と
同
時
に
、
「
自
ら
に
よ
っ
て
概
念
さ
れ

る

gロ己
1
2己
や

「

他

者

に

よ

っ

て

概

念

さ

れ

る

」

も

の

と

も

定

義

さ

れ

る

。

「

概

念

す

る

」

（
gロの
G
R
O）
と
い
う
と
き
の
概
念
す
る
主
体
、
さ
ら
に
根
本
的
に
は
、

こ
の
後
の
ほ
う
の
定
義
に
お
け
る

『
エ
チ
カ
』
（
の
実
体
）
を
「
幾
何
学
的
に
」
展
開
す
る
知
の



こ
の
無
限
知
性
は
デ

カ
ル
ト
に
は
じ
ま
る
近
代
的
な
「
主
体
」
を
無
限
の
知
性
と
い
う
形
で
神
の
う
ち
に
純
化
・
拡
大
し
た
も
の
で
あ
る
。
無
限
知
性
は
様
態

主
体
は
な
ん
で
あ
ろ
う
か
。
桂
寿
一
に
よ
れ
ば
、

そ
れ
は
「
無
限
知
性
」

C
E
m
－－m
2
5
E
P号
ロ
ろ
で
あ
り
、

（
無
限
様
態
目
。
仏

5
E
E
x
g
の
ひ
と
つ
〉

で
あ
っ
て
属
性
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
以
上
、
能
産
的
か
所
産
的
か
の
区
別
で
い
え

ば
、
そ
れ
は
当
然
、
所
産
的
自
然
に
ぞ
く
す
る
が
、
し
か
し
た
ん
に
「
人
間
的
」
な
知
性
を
越
え
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
桂
に

よ
れ
ば
、
無
限
知
性
は
い
わ
ゆ
る
所
産
的
自
然
に
配
当
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
「
神
の
」
知
性
と
は
い
え
な
い
に
し
て
も
、
し
か
し
「
神
的
」

な
知
性
で
あ
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
向
。
同
じ
よ
う
に
し
て
、
へ

l
グ
ル
の
弁
証
法
を
展
開
さ
せ
る
も
の
も
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
、

そ
の
弁
証
法
の
運
動
を
あ
る
一
つ
の
段
階
で
無
限
に
空
転
さ
せ
な
い
で
、
段
階
を
追
っ
て
上
昇
せ
し
め
る
も
の
も
、
や
は
り
一
種
の
神
的

な
理
性
、
あ
る
い
は
そ
の
理
性
、
と
一
体
佑
し
た
「
わ
れ
わ
れ
」
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

『
精
神
現
象
学
』
の
「
緒
論
」
（
回
巳
巳
EHMm）
に
た
い
す
る
ハ
イ
デ
カ
！
の
注
釈
に
よ
れ
ば
、
絶
対
的
な
も
の
（
へ

l
グ
ル
の
い
わ

ゆ
る
H

精
神
H

〉
は
、
一
方
の
側
に
そ
れ
を
と
ら
え
る
道
具
あ
る
い
は
媒
質
と
し
て
の
認
識
を
考
え
、
他
方
の
側
に
こ
の
認
識
か
ら
区

別
さ
れ
た
も
の
と
し
て
絶
対
者
を
た
て
る
な
ら
ば
、
も
は
や
真
に
絶
対
的
で
は
な
い
。
「
絶
対
的
な
も
の
は
、
す
で
に
、
ま
っ
た
く
そ

れ
自
体
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
の
も
と

σ巴
ロ
ロ
印
に
あ
る
」
。
「
そ
の
絶
対
性
に
お
け
る
絶
対
者
」

2
2
k
p
σ
g
E
Z
宮

S
E
2

と
は
「
わ
れ
わ
れ
の
も
と
で
の
存
在
に
お
け
る
」
（
百
臼
巾

E
O自
国
早

E
白
目
白
色
ロ
）
絶
対
者
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の

K
戸

σ印
O
Z
F冊
目
。

絶
対
的
に
真
な
る
も
の
の
由
来
を
直
線
的
に
遡
源
す
れ
ば
、

デ
カ
ル
ト
的
な
自
己
意
識
の
確
実
性
に
結
び
つ
く
と
す
る
ハ
イ
デ
ガ

l
の

歴史哲学序説（山崎〉

話解
s・ 釈
2 が
司そ
p, (J) 

E他

~ ; 
おで

l，、
5か
与に

と零
し、ノJ

的う
掴で

京8争
は足

し
て
も

2
2
K戸
げ
曲
。

E
Z
E

「
わ
れ
わ
れ
の
も
と
で
の
臨
在
に
お
け
る
絶
対
者
」

た
し
か
に
、

へ
l
グ
ル
の
哲
学
を
貫
く
基
本
的
な
前
提
の
ひ
と
つ
で
は
な
い
だ
ろ
う

へ
l
ゲ
ル
が
「
意
識
の
経
験
の
学
」
と
い
う
と
き
の

ハ
イ
デ
ガ
I
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
た
ん

た
ん
に
対
自
的
（
自
覚
的
）
な
実
在
的
知
で
も
な
く
」
、
両
者
の
「
根
源
的
な
一
体
尚
一

「
意
識
」
は
、

か
。
い
い
か
れ
え
ば
、

33 （哲33)

に
即
自
的
な
自
然
的
意
識
で
も
な
く
、
ま
た
、

と
い
う
面
が
た
し
か
に
あ
る
。
も
し
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
意
識
が
い
く
ら
経
験
を
積
ん
で
も
、
そ
の
経
験
に
意
識
が
み
ず
か
ら
を
「
学
」



へ
と
教
養
（
形
成
）
す
る
歴
史
と
い
う
意
義
が
ふ
く
ま
れ
る
は
ず
は
な
い
。

『
精
神
現
象
学
』
に
お
け
る
「
わ
れ
わ
れ
」
哲
学
者
は
、
あ
と
で
歴
史
哲
学
に
登
場
し
て
く
る
「
理
性
の
諸
計
」
（

E
E仏
R
〈
号
ロ
ロ
足
。

と
も
無
関
係
で
は
な
い
。
個
別
的
な
利
害
、
利
己
的
な
意
図
、
特
殊
な
目
的
と
い
っ
た
も
の
は
た
が
い
に
闘
争
し
、
没
落
し
て
い
っ
て

も
、
こ
れ
ら
の
闘
争
に
捲
き
こ
ま
れ
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
の
は
「
理
念
」
で
は
な
い
。
む
し
ろ
理
念
は
、
特
殊
的
な
情
熱
を
た
が
い
に
戦

わ
せ
な
が
ら
、
自
己
を
実
現
し
て
い
く
。
こ
の
「
理
性
の
話
計
」
思
想
の
｝
面
に
は
、
情
念
の
よ
う
に
一
見
非
合
理
的
な
も
の
ま
で
「
理

性
」
の
モ
メ
ン
ト
に
し
て
し
ま
い
、
一
八
世
紀
啓
蒙
主
義
的
な
平
板
さ
を
越
え
、
「
理
性
」
を
大
き
く
深
化
・
拡
大
し
た
点
で
重
要
な
意

味
が
あ
り
、
こ
れ
は
積
極
的
に
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
し
か
し
「
理
性
の
詑
計
」
そ
の
も
の
は
、
要
す
る
に
、
理
性
は
理
性
に

ふ
さ
わ
し
い
形
態
を
と
っ
て
十
分
に
顕
現
す
る
以
前
か
ら
歴
史
の
な
か
に
内
在
し
、
「
諸
計
」
と
し
て
あ
ま
た
の
状
況
や
事
件
を
組
織
的

「
哲
学
」
と
は
こ
の
理
性
の
完
成
さ
れ
た
歴
史
的
体
系
を
知
的
に
把
捉
し
、

に
競
合
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
思
想
は
、

所
有
す
る
こ
と
だ
と
す
る
哲
学
観
（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
の
泉
の
自
負
）
と
も
結
び
つ
く
。

へ
l
ゲ
ル
が
「
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
」
（
宮
吋

5
る
と
い
う
ば
あ
い
の
哲
学
者
で
あ
る
「
わ
れ
わ
れ
」
の
体
系
的
な
自
覚
の

先
験
的
透
視
性
に
た
い
す
る
自
負
は
、
彼
に
い
た
っ
て
完
成
さ
れ
た
近
代
理
性
の
、
も
っ
と
限
定
し
て
い
え
ば
、
ド
イ
ツ
観
念
論
の
理
性

的
自
我
の
絶
対
性
に
た
い
す
る
信
頼
が
く
ず
れ
た
地
平
で
は
、
も
は
や
意
味
を
失
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
、

へ
l
ゲ
ル
哲
学
に
か
ん
す
る
研
究
書
は
、
彼
の
い
わ
ゆ
る
絶
対
者
や
理
念
が
な
ん
ら
神
秘
な
も
の
で
な
い
こ
と
を
き
ま
っ
た
よ
う
に
解

説
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
絶
対
者
」
は
有
限
な
も
の
を
離
れ
た
超
越
的
存
在
で
は
な
く
、

有
限
な
も
の
の
歴
史
的
展
開
の
全
体
そ
の
も

の
の
こ
と
だ
と
か
、
存
在
と
思
考
、
現
実
と
概
念
の
一
体
性
と
し
て
の
「
理
念
」
は
、
要
す
る
に
、
現
実
的
な
も
の
の
合
理
性
、
実
在
が

思
考
に
と
っ
て
理
性
的
に
見
透
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
主
張
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
が
説
か
れ
る
。
じ
っ
さ
い
ま
た
、

へ
1
グ
ル
は
た

し
か
に
、
「
あ
る
も
の
を
理
性
的
に
考
察
す
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
外
か
ら
取
っ
て
付
け
た
細
工
を
加
え
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
「
対
象
が

《白｝

そ
れ
自
身
で
理
性
的

S
B官
民
民
間
で
あ
る
」
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
だ
と
述
べ
て
い
る
。

（哲34)34 



し
か
し
、
歴
史
的
実
在
の
世
界
が
そ
の
構
造
全
体
に
お
い
て
理
性
的
で
あ
る
と
か
、
ま
た
、
哲
学
者
の
智
慧
は
こ
の
実
在
を
彼
の
理
性

に
よ
っ
て
先
験
的
に
見
透
し
、
生
の
事
実
が
も
つ
あ
ら
ゆ
る
雑
多
と
混
沌
の
抵
抗
を
排
し
、
残
る
く
ま
な
く
「
概
念
的
に
把
握
」
で
き
る

と
主
張
す
る
の
は
、
な
ん
と
い
っ
て
も
「
理
性
」
の
肥
大
佑
で
あ
り
、
倖
称
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
実
在
の
世
界
に
「
理
性
」

が
内
在
し
、
そ
の
理
性
と
人
間
の
「
理
性
」
が
根
本
に
お
い
て
同
一
（
H

存
在
と
思
考
は
同
一
H

）
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ

が
世
界
を
と
ら
え
、
そ
れ
を
知
的
に
も
実
践
的
に
も
支
配
・
制
御
す
る
う
え
で
望
ま
し
い
に
は
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
、
た

と
え
ば
す
で
に
ニ

I
チ
ェ
の
視
野
の
な
か
に
は
、
大
文
字
の
理
性
と
一
体
化
し
そ
の
透
視
の
絶
対
性
を
保
証
さ
れ
た
「
わ
れ
わ
れ
」
な
る

も
の
の
存
在
す
る
余
地
は
な
か
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
彼
の
視
野
の
な
か
で
は
す
べ
て
が
問
題
で
為
り
、
「
体
系
」
へ
の
志
向
、

へ
l
ゲ
ル
の
い
わ
ゆ
る
「
学
」
の
立
場
は
自
己
欺
臓
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
「
体
系
へ
の
意
志
は
誠
実
の
欠
如
で
あ
討
」
。

合
、
さ
き
に
示
唆
し
た
よ
う
に
、
「
わ
れ
わ
れ
」
哲
学
者
｜
↓
「
理
性
の
詑
計
」
｜
↓
「
理
念
の
自
己
展
開
」

的
な
把
握
と
し
て
の
哲
学
｜
↓
「
歴
史
哲
学
」
と
し
て
の
哲
学
、
と
い
っ
た
連
想
が
可
能
で
あ
る
が
、

へ
I
グ
ル
の
場

の
プ
ロ
セ
ス
の
知
的
体
系

－一l
チ
ェ
の
場
合
は
、
歴
史
は
つ

ね
に
『
生
に
た
い
す
る
歴
史
の
利
害
』
と
い
う
観
点
か
ら
問
題
に
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
哲
学
は
あ
く
ま
で
も
流
動
変
化
す
る
「
生
」
の

側
に
た
っ
た
生
の
哲
学
で
あ
っ
て
、
本
来
、
「
歴
史
哲
学
」
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。

「
歴
史
の
過
剰
は
生
け
る
者
を
そ
こ
な
一
月
」
と
し
、
と
き
に
は
「
忘
却
」
も
必
要
で
あ
る
こ
と
を
説
く
ニ

l
チ
ェ
は
、
自
己
の
活
動
を

増
加
さ
せ
、
そ
れ
に
活
力
を
あ
た
え
て
く
れ
る
こ
と
の
な
い
た
ん
な
る
教
示
、
活
動
を
鈍
ら
せ
る
だ
け
の
知
識
と
し
て
の
歴
史
、
つ
ま
り

歴史哲学序説（山崎）

「
知
識
の
園
に
お
け
る
賛
沢
三
昧
の
無
精
者
」
が
必
要
と
す
る
歴
史
を
憎
む
と
い
い
、

り
に
お
い
て
の
み
、
歴
史
に
仕
え
た
い
」
と
し
尚
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
非
難
は
極
端
す
ぎ
て
、
知
識
（
認
識
、
し
か
し
ニ

1
チ
ェ
的
に
み

「
わ
れ
わ
れ
は
、

歴
史
が
生
に
仕
え
る
そ
の
か
ぎ

れ
ば
、
へ

l
グ
ル
の

J
、
ネ
ル
ヴ
ァ
の
泉
μ

の
智
慧
も
つ
ま
り
は
同
じ
）
と
し
て
の
「
歴
史
の
害
」
を
攻
撃
し
た
ニ

l
チ
ェ
自
身
は
歴
史
を

35 （哲35)

た
だ
「
生
と
行
為
の
た
め
に
」
「
利
用
す
る
」
こ
と
だ
け
を
考
え
た
と
す
る
レ

l
グ
ィ
y

ト
の
よ
う
な
批
判
が
生
じ
る
余
地
を
あ
た
え
も
す

る
閥
、
し
か
し
他
方
、
「
諸
君
は
現
在
の
最
高
の
力
か
ら
発
し
て
の
み
過
去
を
解
釈
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
台
、

「
過
去
の
託
宣
は
つ
ね
に



神
託
で
あ
る
。
諸
君
は
、
未
来
を
建
築
す
る
者
、
現
在
を
知
る
者
と
し
て
の
み
、
こ
の
神
託
を
理
解
す
る
だ
ろ
♂
と
い
う

7
て

の

こ
と
ば
に
は
、
最
高
の
力
と
か
神
託
と
い
っ
た
形
容
詞
の
激
し
さ
を
別
に
す
れ
ば
、
お
そ
ら
く
だ
れ
も
反
対
し
な
い
だ
ろ
う
。

た
ん
な
る
知
識
欲
に
と
っ
て
は
、
「
無
限
の
歴
史
の
あ
ら
ゆ
る
詳
細
」
と
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
も
す
る
。

し
か
し
、

グ
ロ

l
チ
ェ
に

〈哲36)36 

よ
れ
ば
、
有
限
の
生
け
る
人
間
精
神
が
な
す
べ
き
こ
と
は
、

そ
の
よ
う
な
詳
細
か
ら
お
の
れ
を
解
放
し
、
「
そ
れ
ら
を
忘
れ
る
」
こ
と
、

つ
ま
り
H
現
在
の
歴
史
u
を
構
成
す
る
」
特
殊
な
も
も
の
に
身
を
い
れ
る
こ
と
で
あ

「
ひ
と
つ
の
問
題
に
答
え
、
生
け
る
活
動
的
な
歴
史
、

る
。
じ
っ
さ
い
、
逆
説
的
に
い
え
ば
、
「
一
匹
の
蚊
に
つ
け
回
わ
さ
れ
て
い
る
人
聞
に
と
っ
て
は
、

動
は
グ
セ
ル
グ
セ
ス
の
遠
征
よ
り
も
重
大
で
は
な
い
が
）
」
と
い
え
る
ほ
ど
、
歴
史
と
生
は
一
体
化
し
て
い
る
は
ず
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の

意
味
に
お
い
て
は
、
歴
史
は
図
書
館
や
文
書
の
う
ち
に
で
は
な
く
、
「
わ
れ
わ
れ
す
べ
て
の
人
聞
の
う
ち
に
あ
的
」
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な

い
。
歴
史
は
現
在
の
関
心
か
ら
す
る
「
生
き
た
歴
史
」

G
§
g門出向。

D
Eの
E
の
宮
市
）
で
あ
り
、
た
と
え
ば
ル
、
不
サ
シ
ス
期
の
ヨ

l
ロ

て
ハ
精
神
が
ギ
リ
シ
ア
の
過
去
を
現
在
的
な
も
の
た
ら
し
め
た
よ
う
に
、
「
過
去
の
も
の
が
現
在
に
よ
っ
て
ふ
た
た
び
現
在
的
な
も
の
と

な
碍
」
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
歴
史
は
理
念
的
に
「
現
在
の
歴
史
」
（
の

g
S円

n
v
g
門
戸
尽
の
巾

m
g当
時
同
）
、
「
永
遠
に
現
在
的
な
も
か

。
向
寝
泊
三
吉
川
崎
町
ろ
で
あ
る
と
も
い
え
る
。

こ
の
取
る
に
足
ら
な
い
生
き
物
の
運

の
認
識
」
（
町

Z
E
E－印門
H
2
2
h同

控
え
目
に
い
っ
て
も
、
現
在
を
知
り
未

来
を
建
築
す
る
者
と
し
て
の
「
人
間
」
の
価
値
評
価
な
し
に
は
、
歴
史
科
学
を
歴
史
科
学
と
し
て
成
立
せ
し
め
る
基
本
条
件
さ
え
欠
く
こ

以
上
は
、

一
見
、
「
現
在
」
の
強
調
し
す
ぎ
と
も
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

し
か
し
、

と
に
な
り
か
ね
な
い
。
ヴ
ェ

l
パ
l
が
『
ロ

y
y
ャ
！
と
グ
ニ

i
ス
』
に
お
い
て
く
り
か
え
し
力
説
し
た
よ
う
に
、
価
値
評
価
す
る
わ
れ

わ
れ
人
間
（
H

有
限
の
人
間
精
神
H

）
の
態
度
や
観
点
を
捨
象
し
て
も
、
所
与
と
し
て
の
現
実
そ
の
も
の
の
う
ち
に
な
に
か
価
値
的
な
も

の
が
、
し
た
が
っ
て
（
文
化
的
に
意
義
あ
る
も
の
が
価
値
に
無
縁
で
な
い
以
上
は
）
、
一
般
に
文
化
的
な
現
象
が
存
在
す
る
と
考
え
る
な

ら
ば
、
そ
れ
は
悪
し
き
形
而
上
学
に
す
ぎ
な
い
。
い
わ
ゆ
る
「
没
価
値
性
」
を
扱
っ
た
論
文
で
も
、
ヴ
ェ

1
パ
l
は
、
「
純
粋
に
経
験
・

科
学
的
な
研
究
で
さ
え
、
そ
れ
に
方
舟
を
指
示
す
る
の
は
文
化
的
関
心
で
あ
り
、
つ
ま
り
は
価
修
関
心
で
ゆ
め
碕
」
こ
と
を
明
確
に
述
べ
て



い
る
。
な
お
、
蛇
足
か
も
し
れ
な
い
が
、
念
の
た
め
に
付
言
し
て
お
く
と
、
歴
史
と
は
本
質
的
に
「
文
化
」
の
歴
史
で
あ
り
、
歴
史
の
過

程
と
自
然
の
変
化
の
過
程
は
、
人
間
精
神
の
活
動
で
あ
り
同
時
に
ま
た
産
物
で
も
あ
る
広
義
の
「
文
化
」
が
な
け
れ
ば
、
区
別
で
き
な
い

で
あ
ろ
う
。

閏
目
頭
で
オ
ル
テ
ガ
の
「
問
題
は
：
：
：
歴
史
的
な
事
実
の
こ
の
混
乱
し
た
連
続
の
な
か
に
、

ば
、
ひ
と
つ
の
人
相
が
発
見
で
き
る
か
ど
う
か
を
見
る
と
い
う
単
純
な
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
主
張
を
引
き
あ
い
に
出
し
た
が
、
歴
史
の

顔
つ
き
が
意
味
あ
る
顔
つ
き
と
し
て
解
説
さ
れ
る
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
「
人
聞
に
と
っ
て
」
の
こ
と
で
あ
り
、

い
く
つ
か
の
線
や
特
徴
が
、

簡
単
に
い
え

ま
た
「
人
聞
に
よ

っ
て
」
で
あ
る
。
グ
ェ

l
パ
l
的
に
い
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
人
間
の
歴
史
的
な
関
心
が
結
局
そ
こ
に
錨
を
つ
な
ぎ
と
め
て
い
る
価
値
評
価
の

観
点
と
い
う
も
の
な
し
に
は
、
歴
史
的
現
実
は
ま
だ
「
意
味
」
の
な
い
混
沌
で
あ
る
。

の
学
説
に
ひ
か
れ
、
グ
ェ

l
パ
l
が
科
学
と
し
て
の
社
会

歴史哲学序説（山崎）

価
値
評
価
と
い
え
ば
、
例
の
「
価
値
自
由
」
（
没
価
値
性
巧
昭
広

2
F色
。

科
学
か
ら
あ
ら
ゆ
る
意
味
の
価
値
評
価
を
排
除
し
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ
は
誤
解
で
あ
る
。

と
同
じ
く
「
知
的
誠
実
」
に
現
代
人
の
魂
の
尊
厳
を
み
た
彼
が
大
学
の
講
壇
で
「
い
か
な
る
科
学
の
手
段
を
も
っ
て
し
て
も
証
明
可
能
で

も
H

反
駁
可
能
H

で
も
な
一
時
」
世
界
観
・
人
生
観
的
な
価
値
を
主
張
す
る
こ
と
に
異
議
を
主
な
え
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
り
、
ま
た
、
存
岳

す
る
も
の
の
研
究
と
存
在
す
べ
き
も
の
、
妥
当
す
べ
き
も
の
の
主
張
と
を
厳
密
に
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
い
た
こ
と
も
た
し
か

で
あ
る
が
、
し
か
し
「
存
在
す
る
も
の
」
の
な
か
に
は
、
当
然
、
価
値
に
関
係
す
る
文
化
的
な
諸
現
象
も
ふ
く
ま
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

「
社
会
学
や
国
民
経
済
学
の
よ
う
な
経
験
科
学
に
と
っ
て
価
値
評
価
当

3
5
mが
演
ず
る
役
世
は
な
ん
ら
否
定
す
べ
き
も
の
で
は
な

い
。
「
経
験
的
な
論
究
の
H
価
値
自
由
H

を
要
求
す
る
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
価
値
評
価
に
つ
い
て
の
議
論
が
不
毛
で
あ
り
、

か
無
意
味
で
あ
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
け
っ
し
て
な
い
」
。
も
ち
ろ
ん
、
グ
ェ

l
パ
！
の
場
合
、

37 （哲37)

－一l
チ
ェ

そ
れ
ど
こ
ろ

「
価
値
評
価
の
意
味
」
を
認
識
し

こ
の

よ
く
わ
き
ま
え
て
お
く
こ
と
は
、
価
値
に
か
か
わ
る
種
類
の
論
究
が
有
益
で
あ
る
た
め
の
そ
も
そ
も
の
前
提
で
あ
り
、
そ
れ
は
価
値
評
価

が
文
化
科
学
に
お
い
て
果
す
役
割
を
認
め
る
う
え
で
の
絶
対
的
な
条
件
で
も
あ
っ
た
。



以
上
の
よ
う
に
制
限
は
あ
る
が
、
し
か
し
、
歴
史
上
の
事
件
を
価
値
に
関
係
づ
け
「
意
味
」
あ
ら
し
め
る
の
は
有
限
の
「
わ
れ
わ
れ
」

「
人
間
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
ヴ
ェ

l
パ
l
の
科
学
論
を
貫
く
基
本
的
な
立
場
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
こ
の
立
場
は
、
逆
か
ら
い
え

ば
、
歴
史
的
現
実
の
歴
史
的
な
「
意
味
」
を
そ
の
現
実
の
た
ん
に
い
わ
ゆ
る
因
果
的
な
制
約
か
ら
導
出
（
演
緯
）
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

す
る
単
純
な
観
方
を
否
定
す
る
立
場
で
あ
る
。
歴
史
的
・
文
化
的
な
現
象
の
解
明
は
、
先
行
す
る
原
因
か
ら
後
続
す
る
結
果
を
導
き
だ
す

と
い
う
仕
方
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
逆
に
、
わ
れ
わ
れ
有
限
の
人
間
精
神
に
と
っ
て
そ
の
つ
ど
意
義
あ
る
事
実
か
ら
出
発
し
、
そ

の
現
実
の
原
困
と
な
っ
た
現
象
を
さ
ぐ
る
と
い
う
い
わ
ば
結
果
か
ら
原
因
へ
の
逆
方
向
の
探
求
に
よ
る
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
探
求
手
続

ψ
や

き
の
つ
み
か
さ
ね
に
よ
る
意
味
の
了
解
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

本
乙
乙
で
当
然
、
因
果
律
や
決
定
論
の
問
題
が
生
じ
る
。
マ
イ
ネ
ッ
ケ
に
よ
れ
ば
、
た
と
え
人
間
の
心
、
精
神
に
か
ん
す
る
力
学
が
作
ら
れ
で
も
、
歴

史
科
学
は
、
実
際
上
、
自
然
科
学
（
機
械
論
的
な
因
果
の
計
算
）
と
は
ち
が
っ
た
方
法
を
用
い
ざ
る
を
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
歴
史
科
学
の
ば
あ
い
、

フ
ァ
ク
タ
ー
が
あ
る
意
味
で
は
少
な
す
ぎ
て
、
ま
た
、
あ
る
意
味
で
は
多
す
ぎ
て
、
機
械
的
な
計
算
で
は
割
り
だ
せ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
要
す
る

に
、
マ
イ
ネ
ッ
ケ
の
観
方
に
よ
れ
ば
、
「
決
定
論
を
と
ろ
う
が
意
志
自
由
を
と
ろ
う
が
、
そ
れ
に
関
係
な
く
」
、
歴
史
科
学
は
個
性
的
な
も
の
♀

g

E
丘
三
宮
叩
己
叩
〉
に
か
か
わ
る
そ
の
性
格
上
、
「
そ
の
対
象
の
本
質
に
よ
っ
て
自
然
に
規
定
さ
れ
る
国
有
の
方
法
」
を
発
達
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
（
冨
丘
’

ロ
2
Z－円－

N
R
↓Z
Rぽ
ロ
E
H
U
E
－og
u
E叩
皆
同
の
g
口広口
F
S・
M

－
〉
ロ

pwω
－

Ne。
乙
の
問
有
の
方
法
と
は
、
結
局
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の

そ
れ
に
近
い
「
了
解
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
と
い
う
の
も
歴
史
科
学
の
対
象
が
「
人
間
」
だ
か
ら
で
あ
る
。

ヴ
ェ

l
パ
ー
に
よ
れ
ば
、
「
意
士
山
自
由
」
の
立
場
を
と
っ
て
も
、
そ
と
か
ら
「
行
為
の
非
合
理
性
」
が
出
て
く
る
の
で
は
な
い
と
す
る
観
点
に
よ
っ

て
、
歴
史
科
学
で
い
わ
れ
る
規
則
性
や
合
理
性
は
保
証
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
行
為
の
予
測
が
ま
っ
た
く
た
た
ず
特
別
の
仕
方
で
「
計
算
不
可
能
」

（
E
Z
g岳
ggφ
で
あ
る
と
い
う
の
は
「
気
違
い
」
の
特
権
で
あ
り
、
普
通
は
、
「
自
由
の
感
情
」
（
匂
5
5
0官
官
E
E〉
と
「
合
理
的
」

（
g色。回胆
σ
に
、
つ
ま
り
心
理
的
お
よ
び
物
理
的
な
強
制
な
し
に
「
合
理
的
」
に
目
的
を
た
て
、
そ
の
つ
ど
の
知
識
の
程
度
に
応
じ
て
、
と
い
う
こ

と
は
つ
ま
り
、
「
経
験
的
な
規
則
」
（
同
広
島

E
ロ
岡
田
ミ
句
ミ
ろ
に
し
た
が
っ
て
、
適
合
し
た
手
段
に
よ
る
行
為
を
す
る
乙
と
と
は
、
す
な
わ
ち
「
自

由
」
と
「
規
則
」
と
は
矛
盾
し
な
い
（
巧
叩

Z
♂
冨
・
・
の
四
回
回
目
白
色
芯
〉
え
白
血
定
申
N
日
当
日

m
g
g岳
民
Z
Z胃
P
ω
・
M
M
3
0

な
お
、
や
や
論
点

は
ず
れ
る
が
、
カ
ン
ト
や
へ

l
ゲ
ル
に
お
い
て
も
、
「
自
由
」
は
な
ん
で
も
勝
手
に
選
択
で
き
る
い
わ
ゆ
る
「
選
択
意
志
」
（
怒
意

4
5ロ
w
g♂
E
V
5

R
E可
タ
ロ
冨
同
守
え

n
v
o山
口
ろ
と
し
て
で
は
な
く
、
理
性
の
自
律
、
自
己
立
法
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
へ

l
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
「
意
志
は
、
思

（哲38)38 



考
す
る
知
性
と
し
て
の
み
、
真
に
し
て
自
由
な
る
意
志
で
あ
る
」
（
の
E
ロ
色
古
ぽ
ロ
骨
同
盟
岡
山
目
。
EHMF宮
島
2
m
g
z
p
ω
・叶凶）。

も
、
「
意
志
自
由
」
を
た
ん
な
る
窓
意
や
偶
然
と
い
き
な
り
結
び
つ
け
る
こ
と
は
避
け
る
べ
き
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て

＊
 

へ
1
ゲ
ル
の
歴
史
観
は
、
も
ち
ろ
ん
、
因
果
的
な
決
定
論
と
は
い
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
、
グ
ェ

l
パ

1
が
有
限
の
人
間

精
神
に
よ
っ
て
意
義
あ
り
と
評
価
さ
れ
る
個
性
的
な
事
実
か
ら
出
発
し
、
ご
の
個
性
的
事
実
を
こ
の
個
性
的
事
実
と
し
て
決
定
づ
け
た
先

行
の
個
性
的
事
実
に
そ
れ
を
「
帰
属
」
守
口
吋

R
Fロ
自
）
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
に
比
較
す
れ
ば
、

「
従
属
」
（
臼
与
o
E
Eぽ
宮
ロ
）

明
ら
か
に
あ
る
種
の
原
理
を
考
え
こ
れ

に
歴
史
上
の
も
ろ
も
ろ
の
事
実
を

さ
せ
る
麗
史
観
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
世
界
歴
史
を

「
自
由
」
の
理
念
の
自
己
展
開
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
解
釈
し
た
へ

l
ゲ
ル
は
、
こ
の
プ
ロ
セ
ス
に
三
つ
の
段
階
を
考
え
、
そ
れ
ら
に
東
洋

的
な
世
界
、
ギ
リ
シ
ア
・
ロ

l
マ
的
な
世
界
、
ゲ
ル
マ
シ
・
キ
リ
ス
ト
教
的
な
世
界
を
あ
て
た
。
し
か
も
、
こ
の
最
後
の
グ
ル
マ
シ
諸
国

民
に
お
い
て
は
じ
め
て
、
そ
れ
も
キ
リ
ス
ト
教
の
お
蔭
で
、
人
聞
が
人
間
と
し
て
（
日
す
べ
て
の
人
聞
が
）
自
由
で
あ
り
、
精
神
の
自
由

こ
そ
は
人
聞
の
も
っ
と
も
固
有
の
本
性
で
あ
る
、
と
い
う
意
識
が
生
じ
た
と
さ
れ
、
そ
の
後
の
世
界
歴
史
は
、
は
じ
め
宗
教
と
よ
ば
れ
る

精
神
の
い
ち
ば
ん
奥
の
領
域
で
生
ま
れ
た
こ
の
原
理
を
俗
世
間
に
あ
ま
ね
く
渉
透
さ
せ
る
プ
ロ
セ
ス
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。

歴史哲学序説（山崎〉

ぉ
歴
史
的
「
決
定
論
」
は
、
一
般
に
、
「
原
因
」
の
連
鎖
の
探
求
を
ど
こ
か
で
打
ち
切
ら
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
乙
と
、
ま
た
、
乙
の
速
鎖
を
ど
ζ

か

で
出
発
さ
せ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
乙
と
の
二
つ
の
理
由
に
よ
っ
て
、
厳
密
に
は
つ
ね
に
当
の
決
定
論
者
そ
の
ひ
と
の
「
怒
怠
」
を
免
れ
な
い
。
し

た
が
っ
て
、
決
定
論
を
首
尾
一
貫
さ
せ
た
け
れ
ば
、
な
ん
ら
か
の
「
目
的
」
か
超
越
的
な
意
味
（
た
と
え
ば
H

世
紀
ヘ
グ
民
族
ヘ

H

進
歩
ヘ

H

自
由
ヘ

グ
経
済
ヘ
グ
技
術
ヘ
H

科
学
乙
を
も
ち
だ
さ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
つ
ま
り
、
歴
史
的
決
定
論
の
き
わ
ま
る
と
こ
ろ
は
い
わ
ゆ
る
「
歴
史
哲
学
」

（
歴
史
的
現
実
の
超
越
的
な
解
釈
）
に
な
る
（
O
B
S－∞－－

NR↓

zo円四
叩
ロ
ロ
品
。
2
岳
山
口
宮
司
島
町
周
囲
凹
件
。
ユ
O
間同若宮山
0

・ω
・
8
3
0

以
上
は
、
『
歴
史
哲
学
講
義
』
に
お
け
る
へ

l
ゲ
ル
の
、

「
世
界
史
と
は
自
由
の
意
識
の
進
歩
を
意
味
し
」
、
こ
の
進
歩
の
過
程
は
三
段

＊

、

、

階
を
ふ
ん
で
実
現
さ
れ
る
と
い
う
テ

l
ゼ
の
概
略
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
も
し
こ
の
図
式
が
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
正
し
い
と
す
れ
ば
、
現
在

の
東
洋
諸
国
は
三
段
階
の
ど
こ
の
と
こ
ろ
に
「
従
属
」
せ
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
東
洋
諸
国
は
、
ひ
た
す
ら
自
己
を
ヨ

1
ロ
V

パ
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化
す
る
以
外
に
、
も
は
や
歴
史
的
な
「
意
味
」
を
も
ち
え
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
へ

l
ゲ
ル
を
は
な
れ
て
考
え
て
も
、
た
し
か
に
、
技
術
や

制
度
の
う
え
で
は
、
い
わ
ゆ
る
合
理
化
の
波
が
地
球
全
体
を
覆
い
も
し
よ
う
。
ヨ

l
ロ
ヲ
パ
の
科
学
革
命
と
産
業
革
命
に
端
を
発
し
た
技

術
や
政
治
経
済
上
の
誇
関
係
は
、
な
る
ほ
ど
、
地
球
上
の
い
か
な
る
地
域
に
た
い
し
て
も
、
も
は
や
孤
立
的
で
あ
る
こ
と
を
許
さ
ず
、
そ

の
意
味
で
は
世
界
を
均
質
化
し
、
連
結
し
、
将
来
い
わ
ゆ
る
「
普
遍
史
」
を
可
能
に
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
い
ず
れ
は
必
ず
東
洋
諸
国
が
精
神
の
底
ま
で
ヨ

l
ロ
y
パ
化
さ
れ
る
と
も
考
え
ら
れ
な
い
し
、
ま
た
、
そ
う
し
な
け
れ
ば
「
意

味
」
を
も
た
な
い
と
も
考
え
ら
れ
な
い
。
東
洋
諸
国
に
も
そ
れ
ぞ
れ
の
顔
つ
き
が
あ
り
、
こ
の
顔
つ
き
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ま

た
後
で
も
っ
と
詳
し
く
述
べ
る
よ
う
に
、
い
ぜ
ん
と
し
て
「
意
味
」
的
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

事
コ
リ
ン
グ
ウ
ッ
ド
に
よ
れ
ば
、
歴
史
は
「
自
由
」
の
展
開
で
あ
り
、
乙
の
自
由
は
社
会
的
諸
制
度
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
道
徳
的
な
理
性
と
同
一
で
あ
る

と
し
、
歴
史
哲
学
の
問
題
は
、
結
局
、
国
家
哲
学
の
問
題
と
同
じ
に
な
る
と
考
え
た
点
で
、
へ
l
ゲ
ル
は
カ
ン
ト
の
後
継
者
で
あ
り
、
ま
た
、
人
閣
の

自
由
は
人
聞
が
彼
の
自
由
に
つ
い
て
有
す
る
意
識
と
同
じ
乙
と
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
自
由
の
発
展
の
プ
ロ
セ
ス
は
意
識
の
発
展
の
プ
ロ
セ
ス
に
帰
一

し
、
乙
れ
は
ま
た
弁
証
法
的
な
論
理
的
発
展
の
プ
ロ
セ
ス
と
同
じ
だ
と
す
る
点
で
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
後
継
者
で
あ
る
（
の
o
E口
問
唱

o
o
p

回
N

・
p
・

同，

v
o
H色
申
但

O
同
回
目
白
骨

O
吋
】
ご

O
H同
DH・
品
ロ
回
目

4
0『
岡
山
骨
『
司
円
自
由

P
H
H・
HHAP
－〉。

そ
れ
に
、
西
洋
的
な
近
代
性
が
世
界
を
覆
う
か
も
し
れ
な
い
と
は
い
っ
て
も
、
そ
の
西
洋
的
な
近
代
化
の
最
大
の
勢
力
の
ひ
と
つ
で
あ

る
科
学
は
、
じ
つ
は
、
人
聞
の
営
み
の
一
部
分
に
す
ぎ
ず
、
西
洋
の
こ
の
科
学
が
も
っ
て
い
た
背
景
（
近
代
科
学
に
特
有
の
自
然
の
H

脱

生
命
化
H

H

脱
精
神
化
u
は
そ
の
一
つ
に
あ
げ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
、
シ
ェ

1
ラ

l
も
指
摘
し
て
い
た
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
世
界

観
に
負
持
）
ま
で
も
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
ひ
き
取
ら
な
け
れ
ば
、
非
西
洋
世
界
で
科
学
が
や
っ
て
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
る
ま
い
。

も
ち
ろ
ん
、
い
ま
か
り
に
「
普
遍
史
」
（
口

E
S吋
g
E
g
n
E
n
v
Z）
と
い
う
意
味
で
の
「
世
界
史
」
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
と
き
、

「
現
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
世
界
の
住
人
」
た
ち
が
、
ヨ

l
ロ
ヲ
バ
中
心
の
普
遍
史
を
構
想
し
て
も
、
そ
れ
は
彼
ら
に
と
っ
て
不
自
然
な
こ

と
で
は
な
か
ろ
う
。
『
宗
教
社
会
学
論
集
』
の
序
言
の
な
か
で
グ
ェ

l
パ
l
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、

ヨ
l
ロ
y
パ
人
に
と
っ
て
は
、
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「
ほ
か
な
ら
ぬ
西
洋
の
大
地
の
う
え
に
」
の
み
「
普
遍
的
な
意
義
と
妥
当
性
を
も
っ
た
発
展
方
向
」

理
化
u
を
特
性
と
す
る
経
済
、
法
制
、
芸
術
、
科
学
、
技
術
な
ど
の
文
化
的
な
詩
現
象
）
が
あ
ら
わ
れ
た
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
問
題
設
定

は
、
彼
ら
が
普
遍
史
を
構
想
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
「
回
避
で
き
な
い
、
ま
た
当
然
」
の
系
口
に
な
り
も
し
よ
う
。
し
か
し
こ
れ
は
、
グ

に
あ
る
文
化
現
象

（
い
わ
ゆ
る
H
合

ェ
l
パ
ー
も
は
っ
き
り
断
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
、

ヨ
l
ロ
V

パ
人
が
普
遍
史
と
い
う
も
の
を
考
え
る
と
し
た
上
で
の
当
然
き
で
あ
り
、
東

洋
の
歴
史
が
そ
の
普
遍
史
の
原
理
に
「
従
属
」
す
る
こ
と
の
当
然
さ
で
は
な
い
。

グ
ロ

l
チ
ェ
に
よ
れ
ば
、
「
正
し
く
理
解
さ
れ
た
歴
史
は
、
普
遍
史
と
い
う
観
念
を
排
除
す
る
」
。
い
わ
ん
や
、
こ
の
普
遍
史
が
な
に
か

超
越
的
な
世
界
計
画
に
も
と
づ
く
「
歴
史
哲
学
」
、
す
な
わ
ち
、
「
原
因
」
の
範
噂
（
H

決
定
論
H

の
立
場
）
の
反
対
物
と
さ
れ
る
が
、
し

か
し
そ
れ
に
対
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
じ
つ
は
そ
れ
と
同
一
平
面
に
た
引

v

「
目
的
」
の
範
曙
に
よ
る
「
現
実
の
超
越
的
な
解
艇
」
と
し

て
の
「
歴
史
哲
学
」
に
つ
な
が
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ま
す
ま
す
も
っ
て
受
け
容
れ
が
た
い
。
歴
史
哲
学
と
い
う
も
の
が
合
理
主
義
的
な

歴
史
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
も
と
づ
く
世
界
歴
史
の
体
系
的
な
解
釈
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
も
は
や
歴
史
哲
学
な
る
も
の
は
存
在
し
そ
う
に
な

い
。
歴
史
を
支
配
す
る
の
は
、
大
文
字
の
、
ま
っ
た
く
自
己
透
視
的
な
「
理
性
」
で
は
な
い
。
む
し
ろ
わ
れ
わ
れ
は
、
後
期
フ
ヲ
サ

1
ル

や
メ
ル
ロ

l
Hポ
シ
テ
ィ
に
お
け
る
「
知
覚
」
の
現
象
学
に
な
ら
い
、
「
歴
史
的
理
性
」
に
か
え
て
「
歴
史
的
知
覚
」
の
論
理
を
考
え
る
べ

き
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
経
済
の
み
な
ら
ず
、
人
間
の
感
情
や
意
識
や
価
値
観
そ
の
ほ
か
す
べ
て
を
ふ
く
め
た
総
体
的
な
経
験
が
混
沌
と
し

て
渦
ま
き
、
図
式
的
な
定
式
化
が
ま
さ
に
図
式
的
で
し
か
あ
り
え
な
い
状
況
の
全
体
を
「
生
世
界
」
的
な
基
盤
と
す
る
「
歴
史
的
知
覚
」

歴史哲学序説（山崎〉

を
考
え
る
べ
き
で
あ
る

歴
史
的
知
覚
を
も
っ
て
歴
史
的
理
性
に
か
え
た

（
神
川
正
彦
は
こ
れ
を
H
歴
史
の
土
壌
M

と
よ
ぶ
）
。
し
か
も
、

か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
は
悉
意
や
た
ん
な
る
激
情
に
よ
っ
て
人
聞
の
人
間
性
を
圧
殺
す
る
こ
と
で
は
な
い
。

現
象
学
で
い
わ
れ
る
前
述
定
的
な
世
界
経
験
や
生
世
界
は
、
カ
シ
ト
の
こ
と
ば
で
い
え
ば
、
悟
性
の
自
発
性
と
秩
序
に
た
い
す
る
感
性

41 C智41)

の
受
容
性
、
感
性
的
な
も
の
の
多
様
で
ら
り
、
生
世
界
と
い
う
発
想
は
、
結
局
、
感
性
的
な
も
の
の
混
沌
と
し
た
豊
儲
性
、
秩
序
に
い
た

ら
ぬ
生
成
の
秩
序
、
構
想
力
的
な
も
の
の
生
産
性
と
い
っ
た
も
の
を
悟
性
的
な
も
の
の
で
き
上
が
り
整
っ
た
秩
序
性
に
た
い
し
て
優
先
さ



せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
を
歴
史
に
適
用
す
れ
ば
、
当
然
、

「
歴
史
的
知
覚
」

と
も
い
う
べ
き
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。
も
し
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強
い
て
へ

l
ゲ
ル
や
マ
ル
グ
ス
の
こ
と
ば
に
当
て
は
め
る
と
す
れ
ば
、
理
性
的
な
も
の
の
自
覚
的
な
形
態
、
透
視
さ
れ
た
構
造
、
あ
る
い

は
意
識
形
態
的
な
も
の
（
制
度
と
し
て
の
制
度
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
等
々
）
に
た
い
し
て
、
混
沌
と
し
て
た
え

ず
固
定
し
た
も
の
の
限
定
を
つ
き
破
っ
て
動
く
も
の
の
否
定
的
な
馬
力
、
人
間
の
欲
望
や
情
熱
が
も
っ
原
始
的
な
ヴ
ァ
イ
グ
リ
テ
ィ
、
要

す
る
に
、
透
明
な
「
対
自
」
的
秩
序
に
た
い
し
て
、

混
沌
と
し
た

「
即
自
」

的
な
も
の
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
重
視
す
る
と
い
う
こ
と
に
な

る
だ
ろ
う
。

歴
史
的
現
実
は
、
秩
序
だ
っ
た
理
性
法
則
に
よ
っ
て
残
る
く
ま
な
く
と
り
仕
切
ら
れ
、
一
望
の
も
と
に
そ
の
法
則
的
な
把
握
が
可
能
な

現
実
で
は
な
く
、
無
限
に
錯
雑
し
た
感
性
的
現
実
で
あ
る
。
グ
ェ

l
パ
ー
に
よ
れ
ば
、
歴
史
科
学
に
お
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
法
則
や
類
的

な
も
の
へ
の
還
元
は
、
歴
史
的
な
現
実
の
個
性
を
と
ら
え
る
ゆ
え
ん
で
は
な
い
。
歴
史
的
・
文
化
的
な
現
象
の
把
握
に
あ
た
っ
て
は
、
類

的
な
も
の
や
規
則
的
な
も
の
の
認
識
は
、
「
因
果
帰
属
」
を
可
能
に
し
容
易
に
す
る
不
可
欠
の
手
段
で
は
あ
っ
て
も
、

目
標
で
は
な
く
、

目
標
そ
の
も
の
は
個
性
の
認
識
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
歴
史
的
な
概
念
形
成
の
本
質
は
、
法
則
的
な
も
の
や
類
的
な
も
の
の
方
向
に
お
い

て
で
は
な
く
、
文
字
ど
お
り
「
歴
史
的
」
に
重
要
な
も
の
、
つ
ま
り
個
性
的
な
生
起
の

5
え
か
ら
重
要
な
も
の
の
方
向
に
お
い
て
、
直
観

的
に
あ
た
え
ら
れ
た
現
象
の
雑
多
を
選
択
し
、
整
序
し
、
綜
合
す
る
点
に
あ
る
。

こ
の
整
序
と
綜
合
は
、
歴
史
的
現
実
の
認
識
は
生
の
事
実
の
無
前
提
な
模
写
で
あ
る
べ
き
だ
と
す
る
ひ
と
び
と
は
毛
嫌
い
す
る
か
も
し

れ
な
い
が
、
結
局
、
歴
史
に
た
い
し
て
関
心
を
懐
く
わ
れ
わ
れ
「
人
聞
に
よ
っ
て
」
な
さ
れ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
歴
史
と
は
「
現
在
の

歴
史
」
だ
と
す
る
グ
ロ

l
チ
ェ
に
よ
れ
ば
、
歴
史
の
出
発
点
で
さ
え
「
生
の
事
実
」
（
彼
に
よ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
も
の
は
実
際
に
は
存

在
し
な
い
）

で
は
な
く
て
、
「
思
考
し
、
事
実
を
根
拠
．
つ
け
る
思
想
」
で
あ
り
、
こ
の
意
味
で
の
「
思
想
」
、
つ
ま
り
「
直
観
と
観
念
の
綜

合
」
「
思
考
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
生
け
る
事
実
」
が
得
ら
れ
た
な
ら
ば
、

認
識
の
目
標
そ
の
も
の
が
達
成
せ
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
し
も
す
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、

そ
れ
は
た
だ
歴
史
の
出
発
点
が
得
ら
れ
た
ば
か
り
か
、

歴
史

カ
シ
ト
ム
ソ
ェ

l
パ
1
的
に
い
っ
て
、

見
渡
し



‘．，、

b
J・A
く

か
ら
出
発
し
、
同
じ
く
一
個
性
的
だ
が
、

「
理
解
可
能
な
」
（
悟
性
的
な

不
十
分
に
し
か
理
解
で
き
な
い
、
「
直
観
的
に
あ
た
え
ら
れ
た
も
の
の
多
様
」

か
し
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
有
意
義
な
要
素
を
と
り
だ
す
こ
と
に
よ
っ
て
見
渡
し
の
き
く
よ
う
に
な
っ
た

〈

O
B
S
E
－－g
像
が
形
成
さ
れ
る
の
は
、
つ
ま
り
歴
史
レ
グ
ェ
ル
の
「
感
性
的
な
所
与
の
多
様
」
の
な
か
か
ら
「
有
意
義
な
」
文
化
現

象
の
「
像
」
が
た
ち
あ
ら
わ
れ
る
の
は
、
ヴ
ェ

l
パ
l
の
い
わ
ゆ
る
「
有
限
な
人
間
精
神
」
の
価
値
評
価
の
観
点
が
あ
れ
ば
こ
そ
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
歴
史
家
の
仕
事
は
、
こ
の
像
を
そ
れ
と
し
て
決
定
的
に
規
定
し
た
個
性
的
要
因
を
歴
史
レ
グ
ェ
ル
の
感
性
的
デ

1
グ
の
う
ち

に
探
り
、
原
因
と
し
て
の
こ
の
要
因
に
問
題
の
像
、
つ
ま
り
個
性
的
で
有
意
義
な
文
化
現
象
を
「
因
果
帰
属
」
守

g
g
Z
N戸
話
各
国

E
巴

さ
せ
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
文
化
現
象
の
成
立
過
程
つ
ま
り
生
成
を
研
究
し
、
そ
の
意
味
を
了
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。

「
歴
史
家
の
因
果
的
認
識
は
、
具
体
的
な
結
果
を
具
体
的
な
原
因
に
品
目
即
さ
せ
る
こ
と
で
あ
お
に
と
す
る
グ
ェ

l
パ
l
は
、
も
ち
ろ

ん
、
シ
冒

l
ベ
ン
ハ
ク
ア
ー
の
よ
う
に
極
端
な
年
代
記
的
史
観
は
と
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
「
帰
属
」
守
口
2
0
Vロ
g）
さ
せ
る
こ
と
は
、

「
従
属
」
守
口
げ

oagFOBロ
）
さ
せ
た
り
、
い
わ
ん
や
「
演
緯
」
あ
る
い
は
「
流
出
」
せ
し
め
る
こ
と
で
は
断
じ
て
な
い
と
同
時
に
、
し

か
し
た
ん
に
「
並
列
」
（

w
g邑
百
円
0
2る
さ
せ
る
こ
と
に
終
始
す
る
も
の
で
も
な
い
。
た
ん
な
る
「
並
列
」
、
つ
ま
り
年
代
記
的
な

A

岨日

「
記
録
」
に
と
ど
ま
ら
ん
と
す
る
こ
と
は
、
グ
ロ

l
チ
ェ
も
主
張
し
た
よ
う
に
、
歴
史
を
「
死
ん
だ
歴
史
」
に
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
し

か
し
現
在
の
生
き
た
生
の
関
心
を
ま
っ
た
く
捨
象
す
る
の
で
な
い
か
ぎ
り
、
歴
史
を
た
ん
な
る
「
記
録
」
の
堆
積
と
し
て
放
置
す
る
こ
と し

は
か
え
っ
て
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
ヴ
ェ

l
パ
ー
に
は
、

一
種
の
近
代
エ
ピ
ス
テ

1
メ
ー
と
し
て
の
「
歴
史
法
則
」

（

H
世
界
の
展
開

歴史哲学序説（山崎）

の
普
遍
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
H

）
に
た
い
す
る
信
仰
は
見
当
た
ら
な
い
が
、
し
か
し
彼
は
歴
史
的
生
起
の
あ
い
だ
の
因
果
的
な
連
闘
を
た
ん

に
否
定
し
た
の
で
も
な
い
。
彼
は
た
と
え
ば
資
本
主
義
的
・
法
治
国
家
的
な
合
理
的
文
化
と
い
う
す
ぐ
れ
て
西
欧
的
な
個
性
あ
る
歴
史
像

に
「
因
果
帰
属
」
を
こ
こ
ろ
み
、
資
本
主
義
の
精
神
、
職
業
倫
理
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う
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う
に
た
E
ら
れ
る
、
そ
れ
ら
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自
身
ふ
た
た
び
個
性
的
な
文
化
現
象
か
ら
な
る
原
因
の
系
列
を
考
え
た
が
、
こ
の
点
は
あ
ま
り
に
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
以

上
た
ち
い
る
こ
と
は
や
め
た
い
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