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『
創
造
的
進
化
』
第
二
章
に
お
い
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
生
物
進
化
に
関
し
て
、
二
種
の

因
果
関
係
を
区
別
す
る
。
い
さ
さ
か
長
く
な
る
う
え
極
め
て
難
解
な
一
節
だ
が
、
引
用
か

ら
始
め
た
い
。
小
論
は
、
そ
の
全
体
が
こ
の
引
用
の
解
釈
で
あ
る
。

　
「
わ
れ
わ
れ
の
知
性
は
、
対
象
が
何
で
あ
れ
…
…
対
象
そ
の
も
の
に
代
え
て
…
…
近

似
的
な
等
価
物
を
置
く
…
…
。
こ
れ
に
対
し
て
、
各
々
の
瞬
間
が
一
つ
の
寄
与
た
る

こ
と
、
新
し
い
も
の
が
絶
え
ず
噴
出
す
る
こ
と
、
形
態 form

e 

が
誕
生
し
、
当
の
形

態
に
つ
い
て
、
一
旦
産
出
さ
れ
て
し
ま
っ
た
な
ら
、
そ
れ
は
そ
の
諸﹅

﹅

﹅

原
因
に
よ
っ
て

限
定
〔=

決
定
〕
さ
れ
た
結﹅

﹅果 un effet déterm
iné par ses causes 

だ
と
お
そ
ら

く
人
は
言
う
こ
と
に
な
る
が
、
し
か
し
今
の
場
合
、
そ
の
類
上
唯
一
無
二
な
る
諸
原

因
が
当
の
結
果
の
部
分
を
為
し
、
結
果
と
同
時
に
体
を
得
て
、
そ
れ
で
諸
原
因
は
、

自
ら
が
結
果
を
限
定
す
る
分
だ
け
、
結
果
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
に

は
、
当
の
形
態
が
何
に
な
る
か
が
予
見
さ
れ
る
と
想
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
。
そ
う
し
た
こ
と
に
あ
っ
て
何﹅

﹅

﹅

﹅

も
の
か quelque chose 

を
わ
れ
わ

れ
は
、
自﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

ら
の
内
で
感
取 sentir en nous 

し
、
自
ら
を
超
え
た
外
面
に
お
い
て
共﹅

感﹅

を﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

と
お
し
て
暴
露 deviner par sym

pathie hors de nous 

し
う
る
。
し
か
し
当

の
何
も
の
か
は
、
純
粋
悟
性
の
用
語
で
は
表
現
で
き
な
い
。
…
…
わ
れ
わ
れ
の
悟
性

が
探
求
し
、い
た
る
と
こ
ろ
で
繰
り
返
し
見
出
す
因﹅

﹅

﹅

﹅

果
関
係
が
表
現
し
て
い
る
の
は
、

わ
れ
わ
れ
の
巧
な
営
為
（
産
業
） industrie 

の
機
構
の
ほ
う
で
あ
り
、
当
の
営
為
に

お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
、
同
一
の
諸
要
素
で
同
一
の
全
体
の
再
構
築
を
際
限
な
く
繰
り

返
す
。
…
…
わ
れ
わ
れ
の
悟
性
に
と
っ
て
、
優
れ
て
目
的
な
る
も
の
は
、
わ
れ
わ
れ

の
巧
な
営
為
（
産
業
）
の
目
的
性
な
の
で
あ
り
、
当
の
営
為
に
お
い
て
人
は
、
事
前

に
与
え
ら
れ
た
範
型
に
基
づ
い
て
作
業
を
行
う
。
…
…
本
来
の
意
味
で
の
発
明
創
出 

invention 

は
と
い
え
ば
、
も
っ
と
も
そ
れ
は
巧
な
営
為
（
産
業
）
そ
の
も
の
の
出
発

点
な
の
で
は
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
の
知
性
は
そ
れ
を
そ
の
噴
出
に
お
い
て
、
す
な
わ

ち
そ
の
不
可
分
な
面
に
お
い
て
も
、
そ
の
創
発
性
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
そ
の
創
造

的
な
面
に
お
い
て
も
、
把
捉 saisir 

す
る
に
は
至
ら
な
い
」（E

C
,16 （

１
）

5

）

｜
｜

引
用
Ａ

引
用
Ａ
か
ら
小
論
の
基
本
と
な
る
対
立
関
係
を
取
り
出
し
て
お
こ
う
。
わ
れ
わ
れ
の
認
識

機
能
に
関
し
て
、
知
性
と
感
性

｜
｜

「
感
取
」
な
ら
び
に
「
共
感
」

｜
｜

と
が
対
立
関
係

に
置
か
れ
て
い
る
。
二
種
の
因
果
関
係
は
そ
れ
ぞ
れ
の
認
識
機
能
に
関
わ
る
。「
知
性
」

あ
る
い
は
「
悟
性（
２
）」
の
認
識
対
象
が
近
代
的
な
機
械
説
の
因
果
関
係
な
り
、
古
典
的
な
目

的
説
の
因
果
関
係
な
り
で
あ
る
（cf. E

C
,179

）
の
に
対
し
て
、
生い

の
ち
の
因
果
関
係
に
あ
っ

て
「
何
も
の
か
を
わ
れ
わ
れ
は
、
自
ら
の
内
で
感
取
し
、
自
ら
を
超
え
た
外
面
に
お
い
て

共
感
を
と
お
し
て
暴
露
し
う
る
」。
前
者
を
「
因
果
律
」、
後
者
を
「
因
果
性
」
と
呼
ん
で

区
別
す
る
な
ら
、
因
果
律
に
お
け
る
原
因
と
結
果
と
の
関
係
は
、
機
械
説
に
せ
よ
目
的

説
に
せ
よ
、
一
方
向
的
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
因
果
性
は
双
方
向
的
で
あ
る
。「
諸

原
因
は
、
自
ら
が
結
果
を
限
定
す
る
分
だ
け
、
結
果
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
る
」。
ま
た
因

果
律
の
ほ
う
は
「
創
造
」
を
否
定
し
、「
同
一
」
の
諸
原
因
が
「
同
一
」
の
結
果
を
も
た

ら
す
と
い
う
「
既
知
の
も
の
」
の
「
反
復
」（E

C
,164

）
に
お
い
て
成
立
す
る
。
知
性
的

ベ
ル
ク
ソ
ン
『
創
造
的
進
化
』
第
二
章
に
お
け
る
内
面
の
原

－
本
能
お
よ
び
生い

の
ち

の
因
果
性
と
「
何
も
の
か
」

｜
｜

生
物
進
化
に
お
け
る
発
展
的
自
己
対
立
関
係
な
ら
び
に
形
而
上
学
的
経
験
に
お
け
る
他
者
の
拡
張
と
他
性

宮　

崎　
　
　

隆　
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な
「
法
則
」（E

C
,12,16,19-20,227-32, etc.

）
で
あ
る
。
因
果
律
が
表
現
し
て
い
る
の

は
、
事
態
の
側
で
は
な
く
て
、「
わ
れ
わ
れ
の
巧
な
営
為
（
産（
３
）業
）」
の
機
構
の
ほ
う
で

あ
る
。
知
性
の
提
示
す
る
因
果
律
は
、
そ
れ
を
生い
の
ち

の
領
野
に
適
用
す
る
な
ら
、「
作
為
的 

artificiel
」（E

C
,Ⅷ

,3-4,20-3, etc.

）な
産
物
、一
種
の
作
為
観
念
と
な
る
。
こ
の
面
で
は
、

機
械
説
と
目
的
説
と
は
同
じ
穴
の
貉
で
あ
る
。「
機
械
的
因
果
関
係
も
目
的
性
〔
＝
目

的
的
因
果
関
係
〕
も
、
生い
の
ちの

過
程
に
つ
い
て
満
足
の
ゆ
く
翻
訳
を
与
え
る
こ
と
は
な（

４
）い

」

（E
C

,179, cf. 162-3,177
）。
知
性
の
産
物
で
あ
る
以
上
、
因
果
律
は
認
識
論
の
文
脈
の
う

ち
に
収
ま
る
。
因
果
律
は
、
知
性
の
側
が
認
識
対
象
に
課
す
「
知
性
的
枠
組
」（E

C
,178, 

cf. IX
,149-52,176,179

）
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
う
し
た
枠
組
の
投
射
に
よ
る
認
識
に
お
い

て
は
、
認
識
対
象
は
内
容
上
、
認
識
す
る
者
に﹅

﹅

﹅

﹅

と
っ
て
し
か
存
立
し
な
い
。
そ
う
し
た
認

識
は
認
識
者
に
相
対
的
で
あ
る
（cf. E

C
,153

）。
知
性
に
よ
る
認
識
は
認
識
論
的
相
対
性

を
免
れ
な
い
。
因
果
律
に
つ
い
て
は
、
カ
ン
ト
の
提
示
す
る
諸
範
疇
の
一
つ
た
る
因
果
関

係
が
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
念
頭
に
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
因
果
性
は
生
物
進
化

と
い
う
事
態
の
側
の
表
現
で
あ
る
。
因
果
性
は
生
物
進
化
上
の
出
来
事
で
あ
り
、「
諸
原

因
」
か
ら
生
物
進
化
上
の
「
形
態
」
が
「
結
果
」
し
て
く
る
。
ま
た
「
発
明
創
出
」
も
生

物
進
化
上
の
中
心
的
な
事
態
の
一
つ
で
あ
る
。「
生い
の
ち

の
理
論
」
の
文
脈
に
移
っ
て
い
る
。

因
果
律
を
生
物
進
化
と
い
う
絶
え
ず
変
化
す
る
事
態
に
適
用
す
る
な
ら
、
適
用
対
象
か
ら

は
ず﹅

﹅れ
が
生
じ
る
。「
同
一
」
的
な
因
果
律
は
、
生
物
進
化
の
「
近
似
」
し
か
与
え
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
因
果
性
は
「
創
造
」
と
い
う
事
態
に
ほ
か
な
ら
ず
、
し
か
も
同
時
に
、
当

の
事
態
に
あ
っ
て
「
何
も
の
か
」
が
「
わ
れ
わ
れ
」
人
間
の
感
性
に
授
与
さ
れ
る
。
生い
の
ちの

因
果
性
に
お
い
て
は
、
認
識
論
的
絶
対
性
が
成
立
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
感
性
に
お
い
て

な
ら
、「
認
識
の
理
論
」
と
「
生い
の
ちの

理
論
」
は
相
互
に
規
定
し
合
う
。
両
者
は
互
い
に
「
不

可
分
」
で
あ
る
（E

C
,Ⅸ

）。
諸
原
因
が
結
果
を
産
む
際
、一
方
で
事
態
の
側
に
お
い
て
は
、

諸
原
因
は
「
唯
一
無
二
」
な
る
類
の
も
の
で
あ
る
。
因
果
性
は
一
回
性
の
事
態
で
あ
る
。

そ
の
「
歴
程
の
各
々
の
時
間
契
機
に
は
、
何
か
新
し
い
も
の
が
在
る
」（E

C
,164

）。「
新

し
い
も
の
が
絶
え
ず
噴
出
す
る
」。
生
物
進
化
は
、
絶
え
ず
発
達
成
長 croître 

し
成
長
増

大 grandir 

す
る
生い

の
ちそ
の
も
の
の
側
か
ら
、
そ
う
し
た
生
け
る
持
続
の
側
か
ら
検
討
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
他
方
で
当
の
事
態
の
授
与

｜
｜「

認
識
の
理
論
」｜

｜

に
お
い
て
は
、

「
何
も
の
か
」
を
わ
れ
わ
れ
は
、
少
な
く
と
も
「
自
ら
の
内﹅

﹅で
」
感
受
す
る
。
わ
れ
わ
れ

人
間
の
感
性
的
認
識
た
る
内
面
知
―
―
も
っ
と
も
「
共
感
」
に
与
え
ら
れ
る
「
自
ら
を
超

え
た
外
面
」
は
他
性
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
が
―
―
で
あ
る
。「
何
も
の
か
」
と
は
、

わ
れ
わ
れ
に
与
え
ら
れ
る
生い
の
ちの

因
果
性
の
一
断
面
の
こ
と
で
あ
る
だ
ろ
う
。
生い

の
ちに

関
す
る

「
認
識
の
理
論
」
に
お
い
て
は
、
知
性
（
悟
性
）
と
い
う
認
識
機
能
で
は
な
く
て
、
感
性

―
―
「
感
取
」
と
「
共
感
」
―
―
と
い
う
認
識
機
能
の
探
究
が
要
求
さ
れ
る
。

　
『
創
造
的
進
化
』
の
生
物
進
化
説
が
『
物
質
と
記
憶
』
の
形
而
上（
５
）学と

接
合
す
る
。『
物

質
と
記
憶
』
第
四
章
に
よ
れ
ば
、
カ
ン
ト
が
「
い
か
な
る
認﹅

﹅識
も
相﹅

﹅

﹅

対
的
で
あ
り
、
諸﹅

﹅々

の﹅

﹅

﹅

事
態
の
基
底
に
精
神
は
到
達
し
え
な
い
」
と
解
し
て
、
形
而
上
学
の
終
焉
を
宣
告
し
た

後
に
も
、ま
だ「
試
み
る
べ
き
最
後
の
企
て
」が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た（M

M
,205

）。

『
物
質
と
記
憶
』
は
、
認﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

識
論
的
な
絶
対
を
内
面
の
形﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

而
上
学
的
経
験
の
う
ち
に
探
究
す

る
企
て
で
あ
っ（
６
）た。『

創
造
的
進
化
』
は
生い

の
ち

の
因
果
性
に
お
い
て
認
識
論
的
絶
対
性
を
追

求
し
つ
つ
、
そ
の
企
て
を
引
き
継
い
で
い
る
（cf. E

C
,177-80,186

）。
生
物
進
化
上
の
因

果
性
に
あ
っ
て
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
形
而
上
学
上
の
「
何
も
の
か
」
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
知
性
に
は
こ
の
「
何
も
の
か
」
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。「
形
而
上
学
」

は
、「
知
性
の
方
向
に
お
い
て
で
は
な
く
て
、『
共
感
』
の
方
向
に
お
い
て
」
探
究
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
（E

C
,177

）。
比
喩
的
に
表
現
す
る
な
ら
、
そ
の
都
度
独
自
に
「
曲
線
」

的
に
変
化
す
る
生
け
る
因
果
性
は
、「
実
在
す
る
本
体
の
曲
線 la courbe réelle

」
た
る

形
而
上
学
上
の
事
態
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
の
感
性
に
与
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
（M

M
,206, cf. 

E
C

,31,179

）。
知
性
は
そ
れ
に
代
え
て
、因
果
律
と
い
う
い
わ
ば
既
存
の
直
線
を
も
っ
て
、

死
せ
る
「
近
似
的
な
等
価
物
」
を
置
く
に
す
ぎ
な
い
。
知
性
は
「
生
け
る
も
の
を
生
気
の

な
い
も
の
と﹅

﹅

﹅

し
て
扱
い
、
い
か
な
る
本
体
の
実
在
性 réalité 

を
も
、
そ
れ
が
い
か
に
流

動
的
で
あ
れ
、
決
定
的
に
停﹅

﹅止
し
た
固
体
の
形
で
考
え
る
」（E

C
,166, cf. 154-6

）。
知

性
は
、「
進
展
」
す
る
生
け
る
対
象
を
も
「
事
物
」
と
化
し
て
認
識
す（
７
）る。

　

し
か
し
引
用
Ａ
の
短
い
一
節
に
お
い
て
さ
え
、
疑
問
点
は
多
い
。
三
点
挙
げ
て
お
こ

う
。
第
一
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
何
故
「
わ
れ
わ
れ
」
と
い
う
語
を
多
用
す
る
か
。
感
性
を

問
題
に
す
る
に
せ
よ
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
進
化
説
に
お
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
人
間
の
知
性
は
脊

椎
動
物
の
進
化
の
端
に
位
置
す
る
だ
け
の
こ
と
で
は
な
い
の
か
。
進
化
説
に
関
し
て
は
、
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「
わ
れ
わ
れ
」
は
当
の
説
の
外
側
に
立
っ
て
議
論
す
る
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。
第
二

に
、
感
性
に
お
い
て
で
あ
っ
て
も
、
そ
も
そ
も
「
生い
の
ちの
理
論
」
と
「
認
識
の
理
論
」
は
い

か
に
し
て
繋
が
り
う
る
の
か
。
事
態
の
側
に
属
す
る
生い
の
ちの

因
果
性
が
、
た
と
え
「
何
も
の

か
」
に
お
い
て
で
あ
れ
、
わ
れ
わ
れ
人
間
の
認
識
の
側
に
与
え
ら
れ
る
な
ど
と
い
う
こ
と

が
い
か
に
し
て
起
こ
り
う
る
の
か
。
事﹅

﹅態
と
認﹅

﹅識
と
の
関
係
が
、
認
識
論
的
絶
対
性
と
相

対
性
が
問
題
に
な
る
。
感
性
的
認
識
の
特
質
を
追
求
す
る
必
要
が
あ
る
。
同
じ
問
題
圏
内

の
こ
と
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
一
方
で
引
用
Ａ
に
お
い
て
、
因
果
性
に
関
す
る
記
述
に
限
っ

て

｜
｜

巧
み
に
、
あ
る
い
は
無
理
に
も

｜
｜

逆
に
「
わ
れ
わ
れ
」
の
語
が
避
け
ら
れ
て
い
る

が
、
い
か
に
し
て
そ
れ
が
許
さ
れ
る
の
か
。
他
方
で
何
故
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、「
何
も
の
か
」

と
い
う
曖
昧
な
表
現
を
用
い
る
の
か
。
そ
し
て
第
三
に
、
感
性
と
知
性
と
の
対
立
関
係
に

つ
い
て
は
、
そ
れ
だ
け
で
終
わ
ら
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
因
果
性
と
因
果
律
と
の
、
あ

る
い
は
「
発
明
創
出
」
と
「
巧
な
営
為
（
産
業
）」
と
の
対
立
関
係
に
つ
い
て
も
同
様
で

あ
る
。
最
後
の
疑
問
点
に
つ
い
て
、
そ
の
困
難
を
簡
単
に
抽
出
し
て
お
こ
う
。

　

困
難
は
、
諸
原
因
と
そ
の
結
果
た
る
形
態
と
の
対
立
関
係
に
関
わ
る
。
因
果
性
そ
の

も
の
は
「
生
け
る
も
の
」
で
あ
り
、「
流
動
的
」
な
「
本
体
の
実
在
性
」
を
形
成
し
て
い

る
。
そ
れ
は
感
性
の
認
識
対
象
た
る
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
当
の
諸
原
因

｜
｜

生
物
進
化
を
推
し
進
め
る
諸
原
因

｜
｜

の
生
み
出
す
結
果
た
る
「
形
態
」
は
、
む
し
ろ
右

に
引
用
し
た
ご
と
き
「
停
止
」（cf. E

C
,105,108,114,130-2

）
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
生
物
論
に
お
い
て
は
「
形
態（
８
）」
が
主
題
に
な
っ
て
お
り
、
ベ
ル
ク
ソ
ン

当
時
の
生
物
進
化
説
は
、
そ
う
し
た
「
形
態
」
の
変
化
を
追
跡
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い

（E
C

,129

）。
因
果
律
で
あ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
自
身
の
進
化
説
に
よ
れ
ば
、「
当
の
形
態
が

何
に
な﹅

﹅る
か
が
予
見
さ
れ
る
と
想
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た il était im

possible 

... prévu ce qu'elle 

（la form
e

） serait

」（
引
用
Ａ
）
と
い
う
位
置
に
立
た
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
形
態
は
未
来
（
過
去
に
お
け
る
未
来
の
条
件
法
）
に
置
か
れ
る
。
そ
う
で
な
け

れ
ば
、
結
果
た
る
形
態
が
「
一
旦
産
出
さ
れ
て
し
ま
っ
た
」
時
点
の
視
点
に
、
知
性
の
対

象
に
置
き
戻
さ
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
そ
れ
こ
そ
が
因
果
律
に
お
け
る
結
果
に
ほ
か
な
ら

な
い
（cf. E

C
,176

）。
持
続
を
「
説
明
」
し
よ
う
と
す
る
際
に
知
性
の
陥
る
上
空
飛
翔
の

視
点
で
あ（
９
）る。『
時
間
と
自
由
』
の
表
現
を
用
い
る
な
ら
、
そ
の
際
わ
れ
わ
れ
は
自
己
自

身
の
上
に
「
身
を
持
ち
上
げ
て
」、
自
ら
を
「
山
の
高
み
か
ら
観
照
」
す
る
こ
と
に
な
る

（D
I,77,144, cf. 135-6

）。
し
か
る
に
形
態
を
あ
く
ま
で
も
未
来
に
置
く
な
ら
、
結
果
は

ど
こ
ま
で
も
逃
げ
て
ゆ
く
。
現﹅

﹅在
の
諸
原
因
と
未﹅

﹅来
の
結
果
と
の
間
は
切
断
さ
れ
て
し
ま

う
だ
ろ
う
。
で
は
、
こ
う
し
た
対
立
関
係
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
何
ゆ
え
、
ま
た
い
か
に
し

て
諸
原
因
は
そ
の
結
果
た
る
形
態
に
到
り
う
る
の
か
。「
発
明
創
出
」
に
関
し
て
も
同
様

の
困
難
が
伴
う
。「
発
明
創
出
」
は
、
知
性
的
な
「
巧
な
営
為
（
産
業
）」
の
機
構
と
対
立

関
係
に
あ
る
。
知
性
に
は
、だ
か
ら「
発
明
創
出
」を「
把
捉
」す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。「
把

捉
」
す
る
の
は
感
性
で
あ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
る
に
、「
発
明
創
出
」
は
「
巧
な
営
為
（
産

業
）
そ
の
も
の
の
出
発
点
」
で
も
あ
る
。
当
の
知
性
的
な
営
為
は
「
発
明
創
出
」
た
る
生
い
の
ち

の
「
創
造
性
」
に
由
来
す
る
。

　

た
だ
し
見
方
を
少
し
転
換
す
べ
き
だ
ろ
う
。
諸
原
因
が
結
果
に
至
り
、
知
性
的
な
営
為

が
生い
の
ち

の
創
造
性
に
由
来
す
る
の
は
、「
対
立
関
係
に
も
か
か
わ
ら
ず
」
な
の
で
は
な
い
。

む
し
ろ
生
物
進
化
の
な
か
で
対
立
関
係
に
至
る
の
で
あ
る
。
進
化
し
た
諸
々
の
生
物
の
現

状
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
対
立
関
係
は
す
で
に
既
存
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
し
か

し
、
こ
の
対
立
関
係
は
生
物
進
化
の
な
か
で
な
ら
調
停
可
能
で
あ
ろ
う
。
哲
学
者
ベ
ル
ク

ソ
ン
が
生
物
進
化
を
扱
う
所
以
の
一
つ
か
も
し
れ
な
い
。
そ
も
そ
も
感
性
に
対
立
す
る
知

性
、
因
果
律
を
主
張
す
る
知
性
が
、
因
果
性
に
よ
る
生
物
進
化
と
い
う
事
態
の
一
つ
の
結

果
な
の
で
あ
る
。
対
立
関
係
は
、
進
化
に
お
い
て
生
物
が
発
展
す
る
な
か
で
発﹅

﹅生
し
て
く

る
。
わ
れ
わ
れ
の
人
生
に
お
い
て
、
幼
少
時
代
に
「
相
互
に
浸
透
し
て
い
る
個
人
的
諸
人

格
が
、成
長
増
大
す
る
な
か
で
両
立
不
可
能
に
な
る
」
よ
う
に
、「
生い
の
ちは
傾
向
」
で
あ
っ
て
、

原
初
状
態
に
お
い
て
は
「
一
つ
」
の
も
の
た
る
「
傾
向
」
が
分
岐
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る

（E
C

,100-1, cf. 176,177

）。
も
っ
と
も
、
ち
ょ
っ
と
し
た
注
意
が
必
要
だ
ろ
う
。
諸
原
因

と
形
態
と
の
対
立
関
係
は
、
形
態
が
結
果
で
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
発
展
的
関
係
で
も
あ

る
。
知
性
的
な
営
為
も
発
明
創
出
か
ら
発
展
し
て
く
る
。
し
た
が
っ
て
問
題
に
な
っ
て
い

る
対
立
関
係
は
、
分
岐
し
た
先
に
お
け
る
相
互
の
対
立
関
係
で
は
な
い
。
生
物
進
化
に
お

け
る
原
初
状
態
と
当
の
原
初
状
態
が
分
岐
し
つ
つ
発
展
し
た
先
と
の
対
立
関
係
、
発
展
的

自
己
対
立
関
係
で
あ
る
。『
創
造
的
進
化
』
第
二
章
に
お
い
て
は
、
こ
の
関
係
が
通
奏
低

音
の
よ
う
に
響
い
て
お
り
、
因
果
性
に
関
す
る
議
論
を
支
え
て
い
る
。
小
論
は
発
展
的
自
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ベ
ル
ク
ソ
ン
『
創
造
的
進
化
』
第
二
章
に
お
け
る
内
面
の
原

－

本
能
お
よ
び
生い

の
ちの

因
果
性
と
「
何
も
の
か
」　
　
宮
崎
　
　
隆
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己
対
立
関
係
を
起
点
に
取
っ
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
進
化
説
に
お
け
る
生い

の
ちの
因
果
性
、
な
ら
び

に
当
の
事
態
に
あ
っ
て
感
受
さ
れ
る
「
何
も
の
か
」
を
、
感
性
の
側
か
ら
い
さ
さ
か
な
り

と
も
解
明
し
よ
う
と
い
う
試
み
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
ま
ず
発
展
的
自
己
対
立
関
係
を
定

式
化
し
た
上
で
、「
直
観
」
を
少
し
分
析
し
、
内
面
へ
の
帰
還
を
概
観
す
る
。
そ
の
概
観

を
介
し
て
、
生い
の
ち
の
理
論
と
形
而
上
学
に
お
い
て
、「
共
感
」
を
中
心
に
、
内
面
で
感
受
さ

れ
る
「
何
も
の
か
」
の
内
実
を
検
討
し
て
み
た
い
。『
創
造
的
進
化
』
第
二
章
に
お
い
て

わ
れ
わ
れ
は
、『
物
質
と
記
憶
』
第
四
章
に
お
い
て
解
明
さ
れ
た
他
性
に
関
し
て
、
形
而

上
学
的
経
験
の
拡
張
を
見
出
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

一　

発
展
的
自
己
対
立
関
係
と
原

－

直
観

｜｜

認
識
論
的
絶
対
性
へ

　
『
創
造
的
進
化
』
第
二
章
末
尾
に
お
い
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
人
間
（
人
類
）
を
動
物
と

対
立
せ
し
め
、
人
間
に
お
け
る
内
面
へ
の
帰
還
を
指
摘
し
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
第
二
章
の

中
心
的
な
論
点
た
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
進
化
説
に
よ
る
な
ら
、
地
球
上
に
お
い
て
ア
メ
ー
バ
に

似
た
原
初
の
生
物
（E

C
,100,121

）
が
進
化
し
て
ま
ず
、
植
物
と
動
物
と
に
分
岐
し
た
。

さ
ら
に
動
物
は
主
に
節
足
動
物
と
脊
椎
動
物
と
に
分
岐
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
「
本

能
」（「
直
観 intuition

」
な
ら
び
に
「
共
感 sym

pa t

（
（1
（

hie

」）
と
「
知
性
」
と
が
進
化
発
達

し
て
き
た
。
こ
う
し
た
分
岐
は
進
化
の
発
展
し
て
ゆ
く
方
向
を
、
そ
う
し
た
生い
の
ち

の
傾
向

（E
C

,53,100-2,110-1, etc.

）
を
示
し
て
お
り
、
生
物
の
種
は
発
展
す
る
に
応
じ
て
、
相

互
の
対
立
関
係
を
強
め
て
ゆ
く
（cf. E

C
,117

）。
こ
れ
を
「
発
展
的
相
互
対
立
関
係
」
と

呼
ん
で
お
こ
う
。
分
岐
は
い
わ
ば
対
等
で
あ
）
11
（る
。
原
初
状
態
に
お
い
て
一
つ
の
種
で
あ
っ

た
生
物
は
、
進
化
す
る
な
か
で
分
岐
し
て
傾
向
を
分
か
ち
、
そ
の
一
つ
の
端
に
お
い
て
人

間
に
至
り
着
く
。
人
間
は
脊
椎
動
物
の
一
種
と
し
て
、
知
性
方
面
の
進
化
の
端
に
位
置
す

る
。
発
展
的
相
互
対
立
関
係
に
よ
る
か
ぎ
り
、
し
た
が
っ
て
知
性
的
な
動
物
は
節
足
動
物

と
対
立
し
、
本
能
を
、
直
観
や
共
感
を
有
す
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
る
に
第
二
章
末
尾
に

よ
れ
ば
、
対
立
関
係
は
動﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

物
と
人
間
と
の
間
に
置
か
れ
る
。「
諸
々
の
動
物
と
人
間
と
の

間
に
は
、
も
は
や
程
度
の
相
違
で
は
な
く
て
、
本
性
の
相
違
が
存
す
る
」（E

C
,183, cf. 

106

）。
本
能
の
側
に
お
い
て
進
化
の
「
地
平
が
た
ち
ま
ち
閉
じ
て
し
ま
っ
た
」（E

C
,183

）

の
に
対
し
て
、知
性
の
側
に
お
い
て
は「
動
物
か
ら
知
性
へ
の
一
気
の
跳
躍
」を
通
し
て「
出

口
」
が
獲
得
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
（E

C
,186

）。
地
球
上
の
生
物
進
化
に
お
い
て
知
性
は

特
異
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
こ
れ
が
小
論
冒
頭
に
挙
げ
た
第
一
の
疑
問
点
に
対
す
る
答

え
で
あ
る
。生
物
進
化
は「
わ
れ
わ
れ
」人
間
に
お
い
て
突
破
口
を
見
出
し
た
。ど
こ
へ
、か
。

「
内
面
」
へ
、
で
あ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
に
あ
っ
て
は
、
生
物
進
化
は
知
性
の
側
に
お

い
て
知
性
を
超
え
出
て
、
さ
ら
に
「
ほ
か
で
も
な
い
生い
の
ちの

内
面 l'intérieur m

êm
e de la 

vie

」（E
C

,178, cf. 100,103,166

）
へ
の
帰
還
に
到
る
。
そ
れ
が
可
能
な
の
は
唯
一
、
わ

れ
わ
れ
人
間
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
し
て
当
の
内
面
に
お
け
る
認
識
が
感
性
的
な「
直
観
」

な
ら
び
に
「
共
感
」
―
―
い
っ
そ
う
精
確
に
は
、
本
能
と
知
性
へ
と
分
岐
す
る
以
前
の
原

－

本
能
た
る
原

－

直
観
な
ら
び
に
原

－

共
感
―
―
で
あ
る
。

　

何
故
、
対
等
な
分
岐
を
も
た
ら
す
は
ず
の
発
展
的
相
互
対
立
関
係
か
ら
、
知
性
の
特
異

な
位
置
づ
け
が
生
じ
て
く
る
の
か
。
同
じ
こ
と
だ
が
何
故
、
内
面
へ
の
帰
還
は
、
ま
た
非

知
性
的
な
節
足
動
物
に
こ
そ
許
さ
れ
る
は
ず
の
直
観
や
共
感
が
、
人
間
に
お
い
て
可
能
と

な
る
の
か
。
こ
の
問
い
に
答
え
る
に
は
、
人
間
へ
の
進
化
を
発
展
的
自
己
対
立
関
係
の
う

ち
に
置
き
戻
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

　

発
展
的
相
互
対
立
関
係
に
一
つ
の
補
助
定
理
を
加
え
て
み
よ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の
生
物

種
が
そ
の
進
化
の
初
期
に
有
し
て
い
た
機
能
や
傾
向
は
、
そ
れ
が
当
の
進
化
の
主
要
な

方
向
と
対
立
す
る
と
し
て
も
、
進
化
を
妨
げ
な
い
か
ぎ
り
、
未
成
熟
な
「
初
源
状
態 état 

rudim
entaire

」（E
C

,107,109,111,114,117,119,180

）
の
ま
ま
一
種
の
記
憶
と
し
て
残

存
す
る
、
と
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
こ
の
補
助
定
理
を
認
め
る
だ
ろ
う
。

「
通
常
は
眠
り
込
ん
で
い
る
諸
記
憶
と
並
ん
で
、
覚
醒
し
作
動
し
て
い
る
諸
記
憶
も
在

る
。
そ
の
活
動
が
主
要
な
支
脈
の
傾
向
の
ほ
う
の
展
開
発
展
の
邪
魔
に
な
ら
な
い
諸

記
憶
が
そ
れ
で
あ
る
。
し
て
み
る
と
以
下
の
法
則
を
立
言
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す

な
わ
ち
、
一・

・

・

・

・

・

つ
の
傾
向
が
〔
進
化
し
て
〕
展・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

開
発
展
し
つ
つ
分
解
す
る
際
、
そ・

の・

よ・

う・

に・

し・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

て
生
ま
れ
る
特
殊
な
諸
傾
向
の
各
々
は
、
そ・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

う
し
た
原
初
の
傾
向
に
つ
い
て
、

そ・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

れ
自
ら
の
特
定
化
し
た
働
き
〔
た
る
当
の
特
殊
な
傾
向
〕
と・

・

・

・

・

・

両
立
不
可
能
で・

・な
い・

か・

ぎ・

・り
、
そ・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

の
す
べ
て
を
保
存
し
展
開
発
展
さ
せ
よ
う
と
す
る
」（E

C
,120

）－

引
用
Ｂ
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引
用
Ｂ
は
、
植
物
と
動
物
と
の
分
岐
な
い
し
「
分
解
」
を
扱
い
つ
つ
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
提
示

す
る
「
法
則
」
で
あ
る
。
し
か
し
「
法
則
」
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
を
生
物
進
化
一
般
に
つ

い
て
の
補
助
定
理
と
認
め
て
よ
い
だ
ろ
う
。
脊
椎
動
物
と
節
足
動
物
の
進
化
発
達
に
あ
て

は
め
て
み
よ
う
。
節
足
動
物
と
脊
椎
動
物
の
進
化
の
方
向
を
そ
れ
ぞ
れ
ｘ
と
ｙ
と
し
、
そ

の
元
の
「
原
初
の
傾
向
」
た
る
原
初
状
態
を
そ
れ
ぞ
れ
ｘ，
と
ｙ，
と
す
る
。
ｘ
と
ｙ
は
「
主

要
な
支
脈
の
傾
向
」
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
本
能
と
知
性
の
発
達
し
て
ゆ
く
方
向
で
あ

る
（cf. E

C
,186

）。
と
こ
ろ
で
発
展
的
相
互
対
立
関
係
に
よ
れ
ば
、
両
者
は
そ
の
展
開
発

展
の
初
期
に
お
い
て
は
同
一
の
生
物
種
を
形
成
し
て
い
た
（cf. E

C
,142

）。
原
初
状
態
に

お
い
て
は
「
傾
向
」
は
「
一
つ
」
で
あ
る
。
そ
し
て
「
進
化
発
達
は
、
起
源
に
お
い
て
は

相
互
浸
透
し
て
い
た
様
々
な
支
脈
を
、
そ
れ
ら
を
極
限
ま
で
展
開
発
展
さ
せ
る
べ
く
、
互

い
に
引
き
離
す
ば
か
り
で
あ
る
」（E

C
,176, cf. 117-20

）。
脊
椎
動
物
の
ほ
う
を
取
り
上

げ
る
な
ら
こ
う
な
る
。
脊
椎
動
物
に
お
い
て
は
、
進
化
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
そ
の
進
化
の

方
向
ｙ
は
、
節
足
動
物
の
進
化
の
方
向
ｘ
か
ら
乖
離
し
て
ゆ
く
。
し
か
し
な
が
ら
、
進
化

し
た
脊
椎
動
物
ｙ
に
お
い
て
、
脊
椎
動
物
と
節
足
動
物
と
の
原
初
状
態
ｘ，
と
ｙ，
と
は
「
相

互
浸
透
」
し
て
「
一
つ
」
に
な
っ
て
お
り
、「
原
初
の
傾
向
」
の
「
記
憶
」
と
し
て
残
存

し
う
る
。
そ
れ
は
「
文
字
通
り
始
元
の
何
ら
か
の
傾
向
」
の
「
痕
跡
」（E

C
,119

）
で
あ

り
、
一
つ
の
生
物
種
に
お
け
る
種
の
記
）
12
（憶

で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
む
し
ろ
、
進
化
発
達

し
た
脊
椎
動
物
ｙ
は
、
進
化
の
現
状
に
お
い
て
さ
え
、
少
な
く
と
も
「
両
立
不
可
能
で
な

い
か
ぎ
り
」、
ｘ，
も
ｙ，
も
生
け
る
傾
向
と
し
て
「
保
存
し
展
開
発
展
さ
せ
よ
う
と
す
る
」。

た
だ
し
、
脊
椎
動
物
に
お
い
て
は
ｙ，
が
ｙ
へ
と
成
長
発
展
す
る
以
上
、
ｙ，
の
残
存
は
ｙ
へ

の
進
化
に
反
し
て
お
り
、
ｙ，
は
ｙ
と
「
両
立
不
可
能
」
で
あ
ろ
う
。
し
て
み
る
と
脊
椎
動

物
ｙ
に
お
い
て
は
、
自
ら
と
発
展
的
相
互
対
立
関
係
に
あ
る
節
足
動
物
ｘ
の
そ
の
原
初
状

態
ｘ，
こ
そ
が
古
い
層
に
／
と
し
て
残
存
し
、
保
存
さ
れ
て
い
る
。
節
足
動
物
ｘ
に
お
い
て

も
同
様
で
あ
る
。
か
く
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
発
展
的
自
己
対
立
関
係
を
得
）
13
（る

。
す
な
わ

ち
、
進
化
発
展
す
る
な
か
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
物
種
は
、
む
し
ろ
自
ら
と
分
岐
し
対
立
す

る
側
の
他
の
生
物
種
の
原
初
状
態
を
、
現
状
に
残
存
す
る
古
い
層
に
／
と
し
て
、
可
能
な

か
ぎ
り
「
保
存
し
展
開
発
展
さ
せ
よ
う
と
す
る
」。
た
だ
し
原
初
状
態
は
通
常
は
「
潜
勢

的 virtuel

」（E
C

,107,119,182-3

）
に
留
ま
る
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
も
当
の
原
初
状
態

は
、
定
義
上
、
未
成
熟
の
ま
ま
に
、
ま
さ
し
く
「
初
源
状
態
」
の
ま
ま
に
留
ま
る
ほ
か
な

い
（cf. E

C
,108,113

）。
脊
椎
動
物
ｙ
に
お
い
て
、
も
し
そ
の
原
初
状
態
ｘ，
が
成
熟
す
る

な
ら
、
脊
椎
動
物
ｙ
か
つ
節
足
動
物
ｘ
と
な
っ
て
発
展
的
相
互
対
立
関
係
に
抵
触
す
る
。

あ
る
い
は
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
脊
椎
動
物
ｙ
が
節
足
動
物
ｘ
に
成
っ
て
し
ま
う
。
か
く
し

て
一
方
で
本
能
的
な
節
足
動
物
の
現
状
に
お
い
て
も
、
未
成
熟
な
知
性
が
潜
勢
的
に
「
深

層 profond

」
に
、
そ
の
古
い
層
に
隠
れ
て
い
る
（cf. E

C
,120

）。「
昆
虫
の
最
も
完
成
さ

れ
た
本
能
も
、
幾
ら
か
の
知
性
の
微
光
を
伴
う
」（E

C
,143, cf. 136-7

）。
他
方
で
知
性

的
な
脊
椎
動
物
に
つ
い
て
も
、「
知
性
た
る
光
輝
く
核
の
周
り
」―
―「
核
の
周﹅

﹅り
」と
い
っ

た
空
間
的
な
比
喩
表
現
は
警
戒
を
必
要
す
る
が
―
―
に「
本
能
」は「
漠
た
る
雲
霧
を
形
成
」

し
て
い
る
（E

C
,178, cf. 136

）。
な
る
ほ
ど
脊
椎
動
物
は
、
節
足
動
物
と
分
岐
し
て
き
た

以
上
、
定
義
上
、
節
足
動
物
の
本
能
そ
の
も
の
を
有
す
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
発
展
的

自
己
対
立
関
係
に
お
い
て
、
脊
椎
動
物
は
節
足
動
物
の
本
能
（
直
観
な
ら
び
に
共
感
）
を

そ
の
原
初
状
態
に
お
い
て
保
持
し
て
い
る
。
こ
の
原
初
状
態
の
本
能
を「
原

－

本
能
」（「
原

－

直
観
」
な
ら
び
に
「
原

－

共
感
」）
と
呼
ぶ
な
ら
、
知
性
的
な
脊
椎
動
物
こ
そ
が
、
節

足
動
物
と
の
分
岐
以
前
の
原

－

本
能
を
自
ら
の
古
い
深
層
に
／
と
し
て
保
持
し
て
い
る
。

生
物
進
化
の
現
状
に
お
い
て
知
性
的
な
進
化
の
端
に
位
置
す
る
人
間
も
、
自
ら
の
深
層
に

お
い
て
、生
物
進
化
上
の
古
い
層
た
る
原

－

本
能
を
、「
感
情 sentim

ent

」
を
感
受
し
「
経

験
」
し
て
い
る
（E

C
,176

）。
人
間
の
有
機
体
た
る
身
体
に
刻
ま
れ
て
い
る
種
の
記
憶
で

あ
り
、「
わ
れ
わ
れ
が
自
ら
携
え
て
い
る
生
ま
れ
る
以
前
の
態
勢 dispositions prénatales

」

（E
C

,5

）
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
わ
れ
わ
れ
人
間
に
お
け
る
感
性
と
知
性
と
の
対

立
関
係
が
、
原
初
の
生
物
か
ら
脊
椎
動
物
へ
と
進
化
発
展
す
る
な
か
で
発﹅

﹅生
す
る
。

　

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
原

－

直
観
に
つ
い
て
は
こ
う
な
る
。
節
足
動
物
の
直
観
は
極
め

て
精
巧
な
「
体
得
知 savoir

」（E
C

,146-7,140,173, etc.

）
で
あ
り
、
行
為
知
で
あ
る
が
、

し
か
し
そ
れ
ぞ
れ
の
生
物
種
ご
と
に
、
そ
の
「
利
害
関
心 intérêt

」
に
応
じ
て
或
る
「
特

定
の
対
象
」
し
か
認
識
で
き
な
い
（E

C
,150,179, cf. 141,146-7,172, etc.

）。
認
識
内
容

は
限
定
さ
れ
て
い
る
。
節
足
動
物
に
お
い
て
「
意
識
は
、〔
原

－

〕
直
観
を
本
能
に
切
り

詰
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
自﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

ら
の
利
害
関
心
に
関
わ
る
、
生い

の
ちの
極
め
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て
卑
小
な
持
ち
分
し
か
包
摂
し
な
い
こ
と
に
な
っ
た
」（E

C
,183

）。
な
る
ほ
ど
「
利
害

関
心
に
関
わ
る
」
と
は
い
え
、
本
能
の
直
観
た
る
体
得
知
は
、
知
性
認
識
に
お
け
る
が
ご

と
き
認
識
論
的
相
対
性
を
免
れ
る
。
認
識
す
る
側
の
作
為
は
な
い
。
あ
く
ま
で
も
事
態
の

側
に
即
し
た
認
識
で
あ
り
、
認
識
対
象
の
曲
線
を
辿
る
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
本
能
の
認

識
対
象
は
そ
の
内
容
上
、
当
の
「
利
害
関
心
」
に
応
じ
て
「
特
定
」
化
さ
れ
て
い
る
。
知

性
と
は
別
の
意
味
で
、
認
識
論
的
に
相
対
的
で
あ
る
。
い
っ
そ
う
精
確
に
言
う
な
ら
、
認

識
論
的
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
原

－

直
観
は
定
義
上
、
少
な
く
と
も
節
足

動
物
の
様
々
な
生
物
種
の
「
体
得
知
」
を
、
あ
る
い
は
節
足
動
物
へ
と
進
化
す
る
な
か
で

失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
「
体
得
知
」
が
あ
る
な
ら
、
さ
ら
に
そ
れ
を
も
含
ん
で
い
る
。
認
識

論
的
に
非
限
定
で
あ
る
。
そ
の
極
限
に
お
い
て
は
、
認
識
論
的
絶
対
性
が
成
立
し
て
い
る

こ
と
だ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
の
感
情
―
―
感
性
―
―
に
お
け
る
形
而
上
学
的
経
験
、
形
而
上
学

的
認
識
で
あ
る
（cf. E

C
,179

）。
原

－

直
観
の
認
識
対
象
―
―
そ
れ
を
「
対
象
」
と
呼
べ

る
な
ら
だ
が
―
―
の
内
包
は
「
漠
た
るvague

」（E
C

,111,176,178-9

）
も
の
で
あ
る
に

せ
よ
、あ
る
い
は
む
し
ろ
「
漠
た
る
」
も
の
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、外
延
は
豊
か
で
あ
る
。「
わ

れ
わ
れ
と
爾﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

余
の
生
け
る
も
の
と
の
間
」（E

C
,179

）
の
認
識
関
係
で
あ
る
。
極
限
に
お

い
て
そ
の
外
延
は
、
地
球
上
の
生い
ち
のの

広
が
り
全
体
を
網
羅
す
る
（cf. E

C
,102

）。
人
間
の

感
性
的
認
識
の
第
一
の
特
質
で
あ
る
（
存
在
論
的
絶
対
性
に
ま
つ
わ
る
第
二
の
特
質
に
つ

い
て
は
後
述
）。
こ
う
言
い
換
え
て
も
よ
い
。
節
足
動
物
の
本
能
の
認
識
対
象
は
そ
の「
特

定
」
化
に
応
じ
て
、
生
物
種
間
で
強
選
言
の
関
係
に
な
っ
て
い
る
（cf. E

C
,172

）。
こ
れ

に
対
し
て
、
脊
椎
動
物
の
一
つ
の
生
物
種
に
お
け
る
原

－

本
能
の
認
識
対
象
は
、「
漠
た

る
」
対
象
と
し
て
一
つ
に
融
け
合
い
、
連
言
の
関
係
に
あ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
比
喩
に

従
っ
て
、
節
足
動
物
の
そ
れ
ぞ
れ
の
種
を
円
周
上
の
特
定
の
点
に
置
く
な
ら
、
原

－

本
能

は
そ
の
中
心
を
形
成
し
て
い
る
。あ
る
い
は
音
楽
の
主
題
と
様
々
な
そ
の
変
奏
で
あ
る（cf. 

E
C

,172-3,168

）
と
。
か
く
し
て
、
発
展
的
相
互
対
立
関
係
に
お
い
て
本
能
か
ら
最
も
遠

く
に
進
化
発
展
し
て
き
た
人
間
に
お
い
て
も
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
人
間
に
お
い
て
こ
そ
、

そ
の
原

－
本
能
に
は
豊
か
な
対
象
が
開
か
れ
て
い
る
。

　
　

 「
本
能
は
共
感
で
あ
る
。
も
し
こ
の
共
感
に
、
そ
の
対﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

象
の
範
囲
を
拡
大
し
、
か
つ

ま
た
、
自
ら
に
反
響
す
）
14
（る
こ
と réfléchir sur elle-m

êm
e 

が
可
能
な
ら
、
共
感
は
生

い
の
ち

の
働
き
掛
け
の
鍵
を
わ﹅

﹅

﹅

﹅

れ
わ
れ
に
与
え
る
こ
と
に
な
る
」（E

C
,177

）
―
―
引
用
Ｃ

典
型
的
な
反
実
仮
想
の
条
件
法
の
文
章
で
あ
り
、「
本
能
」
で
あ
る
か
ぎ
り
で
の
「
共
感
」

あ
る
い
は
「
直
観
」
に
は
不
可
能
な
事
態
と
し
て
、「
対
象
の
範
囲
拡
大
」
が
語
ら
れ
て

い
る
。「
範
囲
拡
大
」
は
脊
椎
動
物
に
こ
そ
「
可
能
」
な
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
「
範

囲
拡
大
」
さ
れ
た
本
能
た
る
直
観
こ
そ
が
、「
わ
れ
わ
れ
」
に
お
け
る
真
正
の
「
内
面
」

の
知
で
あ
り
、
原

－

直
観
で
あ
る
。
初
源
の
「
内
面
」
の
直
観
た
る
原

－

直
観
が
そ
の
よ

う
に
豊
か
な
の
は
、
そ
れ
が
未
成
熟
で
あ
る
だ
け
に
、
そ
の
対
象
が
内
容
上
「
利
害
関
心

を
脱
し désintéresser

」
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
し
た
「
内
面
」
に
こ
そ
、「
生い

の
ち

の

働
き
掛
け
の
鍵
」
が
在
る
。

　
　

 「〔
原

－

〕
直
観
は
わ﹅

﹅

﹅

﹅

れ
わ
れ
〔
人
間
〕
を
な
ら
、
ま
さ
に
ほ
か
で
も
な
い
生い

の
ち
の
内﹅

面﹅

へ
と
導
く
。
私
が
言
い
た
い
の
は
、
利﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

害
関
心
を
脱
し
た
本
能
、
自
己
に
つ
い
て

意
識
す
る
本
能
、
自
ら
の
対
象
に
反
響
し
、
当
の
対﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

象
を
無
際
限
に﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

押
し
広
げ
う
る﹅

本﹅

﹅能
の
こ
と
で
あ
る
」（E

C
,178

）
―
―
引
用
Ｄ

　

か
く
し
て
こ
う
な
る
。
ほ
か
な
ら
ぬ
「
わ
れ
わ
れ
」
人
間
の
原

－

直
観
に
こ
そ
与
え
ら

れ
る
豊
か
な
「
生い
の
ちの
内
面
」
は
、
わ
れ
わ
れ
人
間
の
深
層
を
成
し
て
お
り
、
そ
れ
と
し
て

は
生
物
進
化
上
の
古
い
層
た
る
原
初
状
態
に
等
し
い
。
原

－

直
観
は
、
そ
の
対
象
の
内
容

の
豊
か
さ
に
お
い
て
は
直
観
の
「
範
囲
拡
大
」
で
あ
り
、
生
物
進
化
上
、
未
成
熟
な
ま
ま

残
存
す
る
原
初
状
態
の
知
で
あ
る
。「
生い
の
ちの

理
論
」
に
お
い
て
提
示
さ
れ
る
原
初
の
生
物
、

本
能
と
知
性
と
に
分
岐
し
て
し
ま
う
以
前
の
生
物
の
知
は
、
進
化
発
達
し
て
し
ま
っ
た
わ

れ
わ
れ
人
間
に
あ
っ
て
は
、
形
而
上
学
的
経
験
に
お
い
て
「
内
面
」
の
知
に
／
知
と
し
て

与
え
ら
れ
る
。
人
間
の
感
性
的
認
識
で
あ
る
。
小
論
の
第
二
の
疑
問
点
に
お
け
る
「
何
も

の
か
」
の
内
実
は
、
こ
の
古
い
深
層
の
知
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
生
物
進
化
と
い
う
事
態
た

る
因
果
性
に
あ
っ
て
、
な
る
ほ
ど
わ
れ
わ
れ
の
認
識
に
授
与
さ
れ
る
の
は
、
進
化
の
一
断

面
に
す
ぎ
な
い
。
た
だ
し
「
わ
れ
わ
れ
」
が
原

－

直
観
に
お
い
て
感
受
す
る
の
は
、
原
初
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状
態
た
る
言
語
に
絶
す
る
豊
か
な
内
容
で
あ
る
、
と
。
も
っ
と
も
、
発
展
的
相
互
対
立
関

係
に
補
助
定
理
を
加
え
て
得
ら
れ
た
発
展
的
自
己
対
立
関
係
に
よ
る
か
ぎ
り
、
原

－

直
観

は
脊
椎
動
物
す
べ
て
に
可
能
で
あ
り
、
い
ま
だ
動
物
と
人
間
と
の
間
の
対
立
関
係
は
か
な

ら
ず
し
も
帰
結
し
な
い
。
人
間
の
特
異
性
は
、
内
面
の
古
い
深
層
へ
の
帰
還
の
可
能
性
に

存
し
て
い
る
。

　

二　

 

意
識
の
自
由
な
解
放
と
内
面
へ
の
帰
還
―
―
形
而
上
学
に
お
け
る
還
元
と
生い

の
ちの

理

論
に
お
け
る
発
生

　

内
面
へ
の
帰
還
は
二
つ
の
段
階
に
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
段
階
は
、「
利
害

関
心
」
に
縛
ら
れ
、実
践
的
な
対
象
に
向
か
っ
て
い
た
「
意
識
の
自
由
な
解
放
」（E

C
,185, 

cf. 101

）
で
あ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
人
間
知
性
も
「
実
践
的
意
識 conscience 

pratique

」（M
M

,103, E
S,132, cf. E

C
,151,153, M

M
,50,157

）
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
地

球
上
の
生
物
の
進
化
は
、
い
っ
そ
う
有
利
に
生
き
て
生
活
し
て
ゆ
く
と
い
う
実
践
的
な
方

面
に
向
か
っ
て
い
る
。
知
性
も
実
践
的
な
認
識
機
能
と
し
て
、
本
来
は
生
物
個
体
の
「
外

部
」
の
諸
対
象
に
向
か
う
（
左
記
の
引
用
Ｅ
）。
知
性
も
本
来
は
行
為
に
結
実
す
る
。
そ

の
よ
う
に
「
外
部
」
の
世
界
へ
と
向
か
っ
て
い
た
意
識
が
、
実
践
的
な
利
害
関
心
か
ら
解

放
さ
れ
て
自
由
に
な
る
（cf. E

C
,142,152

）。
意
識
は
も
は
や
「
実
践
的
意
識
」
で
は
な

い
。知
性
の
方
面
に
進
化
し
て
き
た
脊
椎
動
物
は
、人
間
に
お
い
て
知
性
を
超
え
出
る
。「
範

囲
の
拡
大
」
さ
れ
た
直
観
た
る
原

－
直
観
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
実
践
的
な
限
定
か
ら
解

放
さ
れ
、
認
識
内
容
上
も
絶
対
性
に
向
か
っ
て
非
限
定
に
な
っ
た
「
意
識
」
で
あ
る
。
皮

肉
な
こ
と
に
、
進
化
の
過
程
に
お
い
て

　
　

 「
自﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

ら
を
限
定
し
て﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

知
性
と
な
っ
た﹅

﹅

﹅

意
識
…
…
は
ま
さ
し
く
外﹅

﹅部
の
諸
対
象
に
適
合

す
る
が
ゆ
え
に
、
諸
対
象
の
た
だ
中
を
経
め
ぐ
っ
て
、
諸
対
象
が
自
ら
に
対
置
す
る

障
壁
を
迂
回
し
、
自
ら
の
領
域
を
無
際
限
に
押
し
広
げ
る
に
至
る
。
ひ
と
た
び
自

由
に
解
放
さ
れ
る
や
、
意
識
は
角
度
を
変
え
て
、
内﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

面
へ
と
折
れ
戻
り se replier 

à l'intérieur 

、
自
ら
の
内
で
ま
ど
ろ
ん
で
い
る
直﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

観
の
諸
潜
勢
性 les virtualités 

d'intuition 

を
目
覚
め
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
」（E

C
,183

）
―
―
引
用
Ｅ

物
質
を
制
圧
す
る
お
か
げ
で
、
人
間
の
「
意
識
」
は
物
質
か
ら
自
由
に
な
っ
て
解
放
さ
れ

る
。
知
性
の
進
化
こ
そ
が
、「
内
面
へ
と
折
れ
戻
」
る
こ
と
を
、
内
面
へ
の
帰
還
を
可
能

に
す
）
15
（る
。
知
性
を
進
化
発
達
さ
せ
た
人
間
の
み
が
、
他
の
動
物
と
異
な
っ
て
、「
直
観
の

諸
潜
勢
性
」
を
、
原

－

直
観
の
豊
か
な
力
量
を
「
目
覚
め
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
」。
人

間
の
「
意
識
」
は
、
脊
椎
動
物
の
知
性
と
な
っ
た
意
識
―
―
実
践
的
意
識
―
―
の
状
態
か

ら
解
放
さ
れ
、
内
面
の
意
識
―
―
思
弁
的
意
識
―
―
へ
と
帰
還
す
る
。
原

－

直
観
た
る
形
而

上
学
的
経
験
で
あ
る
。
内
面
の
意
識
は
、
外
部
の
意
識
と
は
一
次
元
異
な
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
引
用
Ｅ
に
お
い
て
は
、
意
識
の
「
自
由
な
解
放
」
と
い
う
形
而
上
学
的
経
験
へ
の

還﹅

﹅元
は
、
原
初
に
お
い
て
非
限
定
で
あ
っ
た
意
識
の
自
己
限
定
と
い
う
発﹅

﹅生
の
方
向
へ
と

投
げ
返
さ
れ
て
い
る
。
発
展
的
自
己
対
立
関
係
で
あ
る
。
知
性
方
面
へ
の
意
識
の
自
己
限

定
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
原

－

直
観
た
る
内
面
の
思
弁
的
意
識
、
感
性
的
な
意
識
が
「
自
ら

を
限
定
し
て
」、
実
践
的
意
識
た
る
知
性
的
な
意
識
と
成
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ち
な
み

に
本
能
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
既
述
の
よ
う
に
、
思
弁
的
意
識
が
自
ら
の
原

－

直
観

を
「
本
能
に
切
り
詰
め
」
た
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
「
限
定
」
が
解
除

さ
れ
て
意
識
が
「
自
由
に
解
放
」
さ
れ
る
な
ら
、
原
初
状
態
の
内
面
性
が
今
や
発
現
し
て

く
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
知
性
は
、
発
達
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
原
初
状
態
か
ら
遠
ざ

か
る
の
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
で
は
、内
面
へ
の
帰
還
は
い
か
に
し
て
達
成
さ
れ
る
の
か
。

発
展
的
自
己
対
立
関
係
が
、そ
れ
だ
け
で
こ
の
帰
還
を
保
証
し
て
く
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

『
物
質
と
記
憶
』
の
記
述
を
踏
ま
え
つ
つ
、
簡
単
に
整
理
し
て
み
よ
う
。

　

こ
の
前
著
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
生い
の
ち

お
よ
び
人
間
が
生
き
て
生
活
す
る
際
の
経
験
は
、

「
思
弁
」
の
領
野
と
「
実
践
」
の
領
野
と
の
区
別
を
中
心
に
、
四
つ
の
水
準
に
分
け
ら
れ
、

以
下
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
。
思
弁
の
領
野
た
る
形
而
上
学
的
な
水
準
と
は
、
わ
れ
わ

れ
人
間
の
内
面
の
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ず
、
二
つ
の
水
準
―
―
第
一
水
準
と
第
二
水
準
―
―

に
区
別
さ
れ
る
。
第
一
水
準
は
「
純
粋
記
憶
力 la m

ém
oire pure

」
と
「
純
粋
知
覚 la 

perception pure
」
と
い
う
二
つ
の
「
始
元 élém

ents

」（M
M

,202

）
か
ら
成
り
、
第
二

水
準
に
お
い
て
、
こ
の
二
つ
の
始
元
の
邂
逅
が
形﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

而
上
学
的
経
験
た
る
人
間
の
思
弁
的
意
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識
に
与
え
ら
れ
る
。
こ
の
邂
逅
に
お
い
て
両
者
が
混
合
し
「
運
動
性 m

obilité

」
が
、「
持

続
」
が
も
た
ら
さ
れ
る
。「
本
体
の
実
在
性
」
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ

は
本
源
に
お
け
る
心
身
結
合
と
な
っ
て
経
験
さ
れ
る
。「
形
而
上
学
」
と
「
経
験
」
と
が

相
容
れ
な
い
の
は
、
実
践
の
領
野
に
定
位
す
る
か
ら
に
す
ぎ
な
い
（cf. E

C
,178-9

）。
実

践
の
領
野
の
ほ
う
は
、
わ
れ
わ
れ
の
「
人・

・

・
間
的
経
験
」
の
領
野
で
あ
り
、
そ
こ
に
お
い
て

「
わ
れ
わ
れ
が
経
験
で
あ
る
と
信﹅

﹅

﹅

じ
て
い
る
も
の
」（M

M
,205-6

）
が
存
立
す
る
。『
純
粋

理
性
批
判
』
に
謂
う
「
経
験
」
で
あ
る
。
こ
ち
ら
も
や
は
り
二
つ
の
水
準
―
―
第
三
水
準

と
第
四
水
準
―
―
に
分
か
た
れ
る
。
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
「
人
間
的
経
験
」
た
る
実
践
的

意
識
の
対
象
は
「
事
物
」
で
あ
っ
て
、当
の
対
象
は
認
識
す
る
者
の
「
外
部
」
に
存
す
る
。

広
義
の
知
性
の
領
野
で
あ
）
16
（る

。
第
三
水
準
は
身
体
習
慣
に
従
っ
て
行
為
す
る
日
常
生
活
の

水
準
で
あ
る
。
日
常
的
な
感
覚
経
験
も
こ
の
水
準
に
属
す
。
こ
れ
に
対
し
て
第
四
水
準
が

狭
義
の
知
性
の
水
準
で
あ
っ
て
、
純
粋
知
性
は
そ
の
極
み
に
位
置
す
）
17
（る

。
そ
し
て
そ
う
し

た
実
践
的
機
能
た
る
知
性
に
は
、
本
能
の
場
合
と
違
っ
て
、
行
為
の
複
数
の
選
択
肢
が
提

示
さ
れ
う
る
。

　

こ
の
四
つ
の
水
準
に
鑑
み
る
な
ら
、
右
に
引
用
し
た
『
創
造
的
進
化
』
の
一
節
、「
動

物
か
ら
知
性
へ
の
一
気
の
跳
躍
」
を
通
し
て
な
さ
れ
る
「
出
口
」
の
獲
得
は
、
第
四
水
準

か
ら
の
超
出
を
表
現
し
て
い
る
（cf. E

C
,179

）。『
物
質
と
記
憶
』
に
お
け
る
四
つ
の
水

準
を
重
層
的
な
関
係
に
よ
っ
て
思
い
描
く
な
ら
、『
創
造
的
進
化
』
に
お
け
る
知
性
方
面

の
生
物
進
化
は
四
つ
の
階
梯
に
区
別
さ
れ
、
ほ
ぼ
そ
れ
に
対
応
す
）
18
（る
。
二
つ
の
「
始
元
」

の
邂
逅
は
、
地
球
上
に
お
け
る
ア
メ
ー
バ
に
も
似
た
原
初
の
生
物
の
誕
生
に
結
実
す
る
。

第
一
水
準
の
形
而
上
学
的
な
二
つ
の
「
始
元
」
は
、『
創
造
的
進
化
』
に
お
い
て
「
生
い
の
ち la 

vie

」
そ
の
も
の
と
「
物
質
性 la m

atérialité

」
と
い
う
「
二
つ
の
始
元
」（E

C
,180

）
に

置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
。
生

－

物
た
る
「
生
け
る
物
質
」（E

C
,141,23,30,71,94

）
と
は
、

文
字
通
り
生い
の
ちと
物
質
性
と
の
混
合
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
人
間
に
お
け
る
形
而
上
学
上
の
内

面
は
、
生
物
進
化
に
お
け
る
原
初
状
態
に
対
応
す
る
。
し
て
み
る
と
生い
の
ちの

因
果
性
も
、
そ

れ
が
「
本
体
の
実
在
性
」
を
成
し
て
い
る
以
上
、「
二
つ
の
始
元
」
か
ら
成
る
。
あ
る
い

は
こ
う
言
っ
た
ほ
う
が
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。『
物
質
と
記
憶
』
に
お
い
て
形
而
上
学
的

経
験
が
二
つ
の
始
元
へ
と
還﹅

﹅元
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、『
創
造
的
進
化
』
に
お
い
て
は
、「
実

在
す
る
本
体
」
た
る
因
果
性
が
二
つ
の
始
元
か
ら
発﹅

﹅生
し
て
く
る
、
と
。『
物
質
と
記
憶
』

に
よ
れ
ば
、「
わ
れ
わ
れ
」
の
形
而
上
学
的
経
験
が
経
験
の
限
界
で
あ
っ
て
、
二
つ
の
始

元
の
混
合
に
よ
っ
て
発
生
す
る
は﹅

﹅ず
の「
実
在
す
る
本
体
」の
そ
の「
曲
線
自
体
の
形
」は
、

一
般
的
に
は
「
再
構
成
」
す
る
し
か
な
か
っ
た
（M

M
,206

）。「
物
質
の
領
界 l'univers 

m
atériel

」（E
C

,15,241,237,340, M
M

,65,279, cf. 222,237

）と
の
混
合
で
あ
る
に
せ
よ
、

経
験
す
る
「
私
」
が
考
察
の
中
心
に
据
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
し
た
混
合
が

わ
れ
わ
れ
の
形
而
上
学
的
経
験
に
与
え
ら
れ
る
唯
一
の
例
外
、
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
自
身
の

心

－

身
結
合
と
い
う
経
験
な
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
「
創
造
的
な
進
化
」
を
扱
う

な
ら
、「
実
在
す
る
本
体
」
の
発
生
を
、
し
か
も
生
物
一
般
に
拡
張
し
つ
つ
因
果
性
に
お

い
て
解
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
生
物
進
化
の
第
二
階
梯
に
お
け
る
身
体
を
有
す

る
生

－

物
の
発
生
―
―
古
い
層
―
―
は
、
進
化
発
達
し
た
現
状
に
お
い
て
も
、
未
成
熟
の
ま

ま
、
わ
れ
わ
れ
人
間
の
深
層
に
現
存
し
、
わ
れ
わ
れ
の
感
性
に
与
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。『
物
質
と
記
憶
』
に
お
い
て
提
示
さ
れ
た
形
而
上
学
的
経
験
は
、
生
物
進
化
の
初

源
状
態
の
経
験
へ
と
拡
張
さ
れ
る
（E

C
,179

）。『
創
造
的
進
化
』
の
主
た
る
目
論
見
で

あ
ろ
う
。
付
言
す
る
な
ら
、
原
初
の
生
物
に
お
い
て
は
内
面
と
外
部
と
の
区
別
が
未
だ
曖

昧
で
あ
り
、
そ
の
分
だ
け
明
確
な
内
面
性
を
認
め
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
こ
れ
に
対
し

て
、
わ
れ
わ
れ
人
間
に
お
け
る
形
而
上
学
的
経
験
の
内
面
性
は
、
外
部
性
と
対
比
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

　

第
三
・
第
四
階
梯
に
つ
い
て
は
こ
う
な
る
。
脊
椎
動
物
た
る
人
類
に
お
け
る
知
性
方

面
の
進
化
発
達
は
、
第
三
の
階
梯
に
お
け
る
日
常
的
な
「
巧
な
営
為 industrie

」
か
ら

第
四
の
階
梯
に
お
け
る
知
性
的
な
工
業
化
に
よ
る
「
産
業 industrie

」
に
至
る
（E

C
,V,

Ⅷ
,139,162-3,165

）。「
巧
な
営
為
（
産
業
）
の
機
構
」（
引
用
Ａ
）
と
は
、
帰
す
る
と
こ

ろ
知
性
（
な
い
し
「
理
会
力
）
17
（

」）
の
「
機
構
」
に
ほ
か
な
ら

）
19
（い
。
第
三
階
梯
の
行
為
習
慣

か
ら
第
四
階
梯
の
極
み
に
あ
る
純
粋
知
性
―
―
た
と
え
ば
近
代
の
自
然
科
学
を
も
た
ら
す

知
性
―
―
へ
と
進
化
発
展
す
る
の
は
知
性
的
な
実
践
的
意
識
で
あ
り
、
因
果
律
を
支
持
す

る
よ
う
な
「
同
一
」
性
の
原
理
が
そ
う
し
た
実
践
知
を
通
底
し
て
い
）
20
（る

。
そ
れ
は
ま
た
、

物
質
方
面
へ
の
進
化
発
展
で
も
あ
る
。
物
質
性
の
側
か
ら
見
る
な
ら
、
一
旦
は
生い
の
ちと
混
合

し
て
生
物
と
成
っ
た
物
質
性
は
、
知
性
方
面
の
進
化
に
お
い
て
、
再
び
物
質
性
の
側
に
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傾
斜
す
る
（cf. E

C
,177

）。
し
か
る
に
第
四
階
梯
に
ま
で
至
る
の
は
、「
発
明
創
出
」
の

お
か
げ
で
も
あ
る
。「
発
明
創
出
」
に
関
し
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
記
す
一
節
（E

C
,183-4

）

に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
一
種
の
原
因
と
し
て
、
さ
ら
に
別
の
「
本
質
的
な
結
果
た
る
効
果 

effet

」
を
も
た
ら
す
。
結
果
た
る
効
果
に
は
二
種
が
あ
り
、
そ
れ
が
小
論
冒
頭
に
挙
げ
た

第
三
の
疑
問
点
に
対
す
る
答
え
の
一
部
を
導
く
。
引
用
Ａ
に
関
連
し
て
述
べ
た
よ
う
に
、

「
発
明
創
出
」
は
、
人
間
の
知
性
的
な
「
巧
な
営
為
（
産
業
）」
の
由
来
す
る
と
こ
ろ
で
あ

る
ば
か
り
か
、
そ
れ
自
身
が
生い
の
ち

の
創
造
性
な
の
で
あ
っ
た
。「
発
明
創
出
そ
れ
自
身
に
対

し
て
、
発
明
創
出
の
諸
帰
結
に
は
異
常
な
不
均
衡
」
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
知
性
の
宗
と
す

る
「
製
作
」
は
、
一
方
で
製
作
物
を
産
み
出
す
。
そ
れ
は
「
発
明
創
出
そ
の
も
の
の
物
質

上
の
成
果
」
で
あ
る
。「
発
明
創
出
」
は
「
わ﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

れ
わ
れ
の
巧
な
営
為
（
産
業
）」
に
お
け
る

知
性
方
面
の
進
化
を
貫
い
て
、人
類
に
発
明
物
を
も
た
ら
す
。
た
だ
し
そ
う
し
た
「
製
作
」

な
ら
、
原
理
的
に
は
脊
椎
動
物
た
る
他
の
何
ら
か
の
「
知
性
的
な
動
物
に
も
為
し
う
る
」。

し
か
る
に
「
製
作
す
る
こ
と
」
は
、
他
方
で
そ
の
こ
と
の
ゆ
え
に
、「
人
類
」
を
し
て
「
物

質
の
主
人
た
ら
し
め
る
）
21
（

」。「
発
明
創
出
」
は
、
知
性
が
関
知
せ
ず
と
も
、「
本
質
的
な
結

果
た
る
効
果
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
を
わ﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

れ
わ
れ
自
身
の
上
へ
と
高
め
、
そ
の
ゆ
え
に
、
わ

れ
わ
れ
の
地
平
を
押
し
広
げ
る
」。
第
四
階
梯
か
ら
の
超
出
で
あ
る
。
知
性
の
進
化
発
展

を
今
度
は
、
生い
の
ち

の
側
か
ら
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
発
明
創
出
」
に
お
け
る
生い

の
ち

の
創
造

力
は
、
一
旦
は
物
質
と
混
合
し
て
生
物
と
成
っ
て
知
性
の
進
化
発
達
に
貢
献
し
た
後
、「
自

由
に
解
放
」
さ
れ
る
。

　

た
だ
し
第
四
階
梯
か
ら
の
超
出
は
、
第
五
階
梯
へ
の
飛
翔
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な

い
。
む
し
ろ
「
自
由
な
解
放
」
は
、
内
面
へ
の
帰
還
の
第
二
段
階
の
準
備
で
あ
る
。「
わ

れ
わ
れ
自
身
の
上
」
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
内
面
の
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ベ
ル
ク
ソ
ン

は
続
け
て
こ
う
語
る
。「
こ
の
場
合
、
結
果
た
る
効
果
と
原
因
と
の
間
の
不
均
衡
が
あ
ま

り
に
大
き
い
の
で
、
原
因
を
そ
の
結
果
た
る
効
果
の
産・

・

・
出
者
と
み
な
す
こ
と
は
困
難
で
あ

る
。
原
因
は
そ
の
結
果
た
る
効
果
の
止・

・

・

・

・

・

め
金
を
外
す
」（E

C
,184

）
に
す
ぎ
な
い
、
と
。

「
発
明
創
出
」
と
い
う
原
因
は
、
自
ら
の
「
結
果
た
る
効
果
」
を
押
し
留
め
て
い
た
「
止

め
金
を
外
」
し
て
、
そ
れ
を
発
現
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。「
機
会
」
原
因
の
一
種
で
あ
る

（E
C

,73-4

）。
で
は
「
止
め
金
外
し
」
は
何
を
も
た
ら
す
の
か
。

　
　

 「
結
局
の
と
こ
ろ
事
態
す
べ
て
は
あ
た
か
も
次
の
よ
う
に
進
行
す
る
。
す
な
わ
ち
、

物
質
に
対
す
る
知
性
の
掌
握
は
、
物
質
が
押
し
留
め
て
い
る
何・

・

・

・

・

・

も
の
か
を
通
過
せ・

し・

め・

る・

こ・

と・

を
主
に
目
差
す
と
こ
ろ
と
し
て
い
た
か
の
よ
う
に
」（E

C
,184

）―
―
引
用
Ｆ

発
現
し
て
く
る
の
は
、「
押
し
留
め
」
ら
れ
、
抑
圧
さ
れ
て
い
た
既﹅

﹅

﹅

存
の
「
何
も
の
か
」

で
あ
る
。
そ
の
ゆ
え
に
こ
そ
「
結
果
た
る
効
果
」
は
「
本
質
的
」
な
の
で
あ
る
。「
発
明

創
出
」
た
る
原
因
が
も
た
ら
す
の
は
、
ほ
か
で
も
な
い
そ
れ
自
身
の
働
き
へ
の
帰
還
、「
巧

な
営
為
そ﹅

﹅

﹅

﹅

の
も
の
の
出
発
点
」た
る「
発
明
創
出
」へ
の
、生い

の
ちの
創
造
性
へ
の
帰
還
で
あ
る
。

感
性
に
よ
っ
て「
把
捉
」さ
れ
る
創
造
性
で
あ
る
。
帰
還
す
る
先
と
は
、当
の「
発
明
創
出
」

の
発﹅

﹅生
の
面
な
の
で
あ
る
。「
意
識
」
の
、
あ
る
い
は
「
発
明
創
出
」
の
「
自
由
な
解
放
」

と
は
、
人
間
に
お
い
て
未
成
熟
の
ま
ま
一
種
の
「
諸
記
憶
」（
引
用
Ｂ
）
と
し
て
残
存
し

て
い
る
古
い
深
層
を
開
く
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
逆
に
言
う
な
ら
、「
自
ら
を
限
定
し

て
知
性
と
な
っ
た
意
識
」（
引
用
Ｅ
）
の
「
限
定
」
が
撤
去
さ
れ
、
非
限
定
に
な
る
。
発﹅

生﹅

の
元
へ
の
帰
還
で
あ
り
、
内
面
へ
の
帰
還
の
第
二
段
階
で
あ
る
。
引
用
Ａ
に
記
さ
れ
て

い
た
「
何
も
の
か
」
と
は
、
形
而
上
学
上
の
こ
の
内
面
の
こ
と
な
の
で
あ
っ
た
。
第
一
段

階
た
る
現
在
の
利
害
関
心
か
ら
の
自
由
な
解
放
は
「
止
め
金
外
し
」
と
い
う
単
な
る
否
定

的
な
事
態
に
留
ま
ら
ず
、
そ
の
肯
定
的
な
帰
結
と
し
て
内
面
へ
の
帰
還
が
達
成
さ
れ
、「
何

も
の
か
」
が
発
現
す
る
に
到
る
。

　

か
く
し
て
内
面
へ
の
帰
還
の
第
二
段
階
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
機
械
説
と
目
的
説
の
両
者

を
批
判
し
つ
つ
提
起
し
て
い
た
目
的
説
の
修
正
に
呼
応
す
る
（E

C
,186

）。
初
源
状
態
た

る「
何
も
の
か
」の
解
放
を「
主
に
目﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

差
す
と
こ
ろ
と
し
て
い
た
か
の
よ
う
に
」（
引
用
Ｆ
）、

当
の
帰
還
を
も
っ
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
修
正
目
的
説
は
進
化
説
の
な
か
に
埋
め
戻
さ
れ
る
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
『
創
造
的
進
化
』
第
一
章
に
お
い
て
、「
目
的
説
」
に
対
し
て
、「
目
的
性

を
ま
っ
た
く
別
の
意
味
方
向
へ
と
修
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（E

C
,44, cf. 41-3

）
と

提
起
し
て
い
た
。
第
二
章
に
お
い
て
は
、
目
的
説
に
お
け
る
「
計
画
」
の
実
現
と
い
う
考

え
に
反
対
す
る
（E

C
,102-6

）。
そ
の
際
、
生
物
進
化
に
お
け
る
「
目
的 fin

」
た
る
「
調

和
」
の
位
置
に
関
し
て
、
い
わ
ゆ
る
目
的
説
に
修
正
を
加
え
る
。
目
的
説
が
「
調
和
」
を
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生
物
進
化
の
「
前
方
に
」、「
計
画
」
達
成
と
い
う
「
終
局 fin

」
に
置
く
の
に
対
し
て
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
そ
れ
を
進
化
の
「
後
方
に
」、
そ
の
起
点
に
置
く
（cf. E

C
,118

）。
そ
う

や
っ
て
生
物
進
化
に
お
け
る
分
岐
に
対
立
の
強
調
を
見
て
取
る
。調
和
と
は
反
対
で
あ
る
。

「
生い
の
ち

は
、
そ
れ
が
発
達
進
展
す
る
に
つ
れ
て
分
散
し
て
…
…
互
い
に
対
抗
し
、
両
立
不
可

能
と
な
っ
て
ゆ
く
様
々
な
顕
在
様
態
へ
と
到
る
」（E

C
,104-5

）。
原
初
状
態
に
お
い
て
は
、

一
つ
の
傾
向
の
う
ち
に
調
和
を
保
っ
て
い
た
諸
傾
向
が
、
進
化
に
応
じ
て
顕
在
化
し
分
岐

し
て
ゆ
く
わ
け
で
あ
る
。
二
種
の
発
展
的
対
立
関
係
―
―
発
展
的
自
己
対
立
関
係
と
発
展
的

相
互
対
立
関
係
―
―
で
あ
る
。
原
初
状
態
の
調
和
と
は
、
か
く
し
て
ま
た
、
人
間
た
る
脊

椎
動
物
の
深
層
に
お
け
る
―
―
「
初
源
的
な
い
し
潜
勢
的 rudim

entaire ou virtuel 

な
状

態
に
お
け
る
」（E

C
,119, cf. 107

）
―
―
調
和
で
も
あ
る
。
連
言
の
関
係
で
あ
る
。

　

残
る
疑
問
点
に
思
い
を
凝
ら
す
と
き
が
来
た
。
そ
れ
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
進
化
説
に
お
い

て
「
わ
れ
わ
れ
」
の
古
い
深
層
を
成
す
「
何
も
の
か
」
を
、
形
而
上
学
上
の
内
面
に
お
い

て
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。「
何
も
の
か
」
と
そ
の
「
感
取
」
お
よ
び
「
共
感
」（
引
用
Ａ
）

に
つ
い
て
、生い
の
ちの

因
果
性
と
の
関
係
に
お
い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。「
生い

の
ち」が「

物
質
性
」

と
混
合
し
て
生

－

物
が
発﹅

﹅生
す
る
際
に
発
現
し
て
い
る
生い

の
ちの

因
果
性
の
そ
の
感
受
が
問
題

に
な
る
。

　

三　

 

内
面
の
意
識
に
お
け
る
原

－

共
感
な
ら
び
に
形
而
上
学
的
経
験
に
お
け
る
他
者
の

拡
張
と
他
性
―
―
存
在
論
的
絶
対
性
へ

　
「
何
も
の
か
」
と
い
う
語
は
、
す
で
に
二
回
引
用
し
た
（
引
用
Ａ
と
Ｆ
）。『
創
造
的

進
化
』
第
二
章
に
お
い
て
こ
の
語
は
、
一
方
で
は
、
生
物
進
化
上
の
原
初
状
態
を
、
古

い
層
を
意
味
し
て
い
る
（E

C
,112, cf. 238

）。
他
方
で
は
、
わ
れ
わ
れ
人
間
と
い
う
進

化
発
達
し
た
現
状
に
お
い
て
未
成
熟
な
ま
ま
残
存
し
て
い
る
深
層
を
表
現
し
て
い
る

（E
C

,136,165,176,180,184

）。
ま
た
『
物
質
と
記
憶
』
第
四
章
に
お
け
る
形
而
上
学
の

文
脈
の
な
か
に
も
見
出
さ
れ
る
（M

M
,229

）。
こ
の
語
は
具
体
的
な
も
の
を
名
指
す
こ
と

を
避
け
た
単
な
る
一
般
的
な
表
現
な
の
で
は
な
く
て
、
本
質
的
に
名
指
す
こ
と
の
困
難
な

形
而
上
学
上
の
特
定
の
事
態
を
指
し
て
い
る
。
深
層
の
感
性
の
領
野
に
在
っ
て
、
表
層
の

知
性
に
よ
る
理
解
を
拒
否
す
る
事
態
で
あ
る
。
生
物
進
化
の
一
断
面
に
す
ぎ
な
い
と
し
て

も
、
そ
の
原
初
状
態
の
言
語
に
絶
す
る
豊
か
な
内
容
た
る
当
の
形
而
上
学
上
の
「
何
も
の

か
」
を
わ
れ
わ
れ
は
内
面
に
お
い
て
感
受
す
る
の
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
内
面
と
言
っ
て
も
、『
創
造
的
進
化
』
に
お
い
て
は
、「
内 intériorité

」
に
用

語
上
の
二
義
性
が
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
「
意
識
」
に
も
二
義
性
が
避
け
ら
れ
な
い
（
二
義
性

を
先
取
り
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
が
、知
性
に
は「
内
部
」関
係
の
、感
性
に
は「
内
面
」

関
係
の
訳
語
を
充
て
た
。「
外
部
」「
外
面
」
の
訳
語
も
同
様
に
使
い
分
け
る
）。
こ
れ
ま

で
単
純
化
し
て
、
知
性
と
感
性
と
を
そ
れ
ぞ
れ
外
部
の
知
と
内
面
の
知
と
に
振
り
分
け
、

い
く
つ
か
の
引
用
を
素
通
り
し
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
知
に
関
す
る
内

－

外
の
関
係
に
は

難
問
が
残
っ
て
い
る
。
第
一
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
知
性
は
「
内
部
」
の
知

で
も
あ
る（cf. E

C
,147,160

）。
第
二
に
―
―
小
論
の
第
二
の
疑
問
点
と
重
な
る
が
―
―「
共

感
」
に
つ
い
て
は
、「
何
も
の
か
」
を
わ
れ
わ
れ
は
「
自
ら
を
超﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

え
た
外
面
に
お
い
て
共

感
を
と
お
し
て
暴
露
し
う
る
」（
引
用
Ａ
）
と
記
さ
れ
て
も
い
た
。
と
こ
ろ
で
わ
れ
わ
れ

の
「
共
感
」
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
「
直
観
」
が
原

－

直
観
で
あ
る
よ
う
に
、
人
間
に
こ
そ

可
能
な
原

－

共
感
の
こ
と
だ
と
解
さ
れ
る
。
そ
の
原

－

共
感
が
、
わ
れ
わ
れ
「
自
ら
を
超

え
た
外
面
」
の
知
だ
と
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
意
識
」
の
内
面
性
に
関

し
て
も
二
つ
の
難
問
が
待
ち
受
け
て
い
る
。
一
方
は
当
の
原

－

共
感
に
関
わ
る
。
引
用
Ｄ

を
思
い
出
そ
う
。
な
る
ほ
ど
原

－

直
観
と
は
一
面
で
は
、「
対
象
を
無
際
限
に
押
し
広
げ

う
る
本
能
の
こ
と
」
で
あ
っ
た
。
原

－

直
観
は
「
利
害
関
心
を
脱
」
し
て
お
り
、
そ
の
極

み
に
お
い
て
は
認
識
論
的
に
絶
対
的
た
り
う
る
。
こ
れ
に
対
し
て
他
面
で
は
、
原

－

直
観

は
自
己
知
で
も
あ
る
。「
自
己
に
つ
い
て
意
識
す
る
本
能
」
で
あ
る
。
そ
し
て
引
用
Ｃ
に

よ
れ
ば
、
そ
う
し
た
原

－

直
観
と
は
「
自﹅

﹅

﹅

ら
に
反
響
す
る
」
原

－

共
感
の
こ
と
で
あ
る
。

し
か
る
に
引
用
Ｄ
に
よ
れ
ば
、
な
る
ほ
ど
そ
れ
は
自
己
知
で
あ
る
の
だ
が
、
同
時
に
「
自

ら
の
対﹅

﹅

﹅

象
に
反
響
し
う
る
」。
で
は
―
―
第
三
の
難
問
―
―
原

－

共
感
に
お
い
て
、
こ
の
二

種
の
「
反
響
」
は
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
の
か
。
そ
も
そ
も
直
観
と
共
感
、
あ
る
い
は
原

－

直
観
と
原

－

共
感
は
い
か
な
る
点
で
異
な
る
の
か
。
他
方
は
本
能
に
関
わ
る
。
本
能
に

お
い
て
は
、
本
能
と
知
性
両
者
の
「
端
緒
と
な
る
一
つ
の
同
じ
原
理
」
―
―
原

－

本
能
―
―

は
、「
自
己
自
身
に
対
し
て
内
面
的
な
ま
ま
に
留
ま
る
」（E

C
,169

）。
本
能
は
、
認
識
論
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的
に
限
定
さ
れ
て
い
る
に
せ
よ
、そ
の
発
生
元
た
る
原

－

本
能
の
ま
ま
に
「
内
面
の
認
識
」

（E
C

,150, cf. 183

）で
あ
る
。
で
は
―
―
第
四
の
難
問
―
―
外
部
の
行
為
に
向
か
う
本
能
は
、

い
か
な
る
意
味
で
内
面
知
な
の
か
。
し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
、
原

－

直
観
が
わ
れ
わ
れ
を

「
生い
の
ちの

内
面
へ
と
導
く
」（
引
用
Ｄ
）
の
は
、
認
識
論
的
絶
対
性
の
ゆ
え
で
は
な
く
、
む
し

ろ
そ
の
自
己
知
の
自
己
性
の
ゆ
え
で
あ
る
だ
ろ
う
。
自
己
性
は
、
認
識
内
容
上
の
非
限
定

性
に
で
は
な
く
て
、
認
識
対
象
の
位
置
に
関
わ
る
。
自
己
性
に
お
い
て
は
一
切
の
外
部
性

が
排
除
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
「
意
識
」
は
内
面
に
お
い
て
の
み
成
立
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。

真
正
の
内
面
性
―
―
内
面
の
原

－

意
識
―
―
に
お
い
て
は
、
認
識
す
る
も
の
と
認
識
さ
れ
る

も
の
と
の
間
に
は
隔﹅

﹅

﹅

た
り
が
な
く
、
存
在
論
的
に
別
も
の
で
は
な
い
。
存
在
論
的
な
絶
対

性
で
あ
る
。
節
足
動
物
の
本
能
も
そ
れ
自
体
と
し
て
は
、
存
在
論
的
に
、
原

－
本
能
と
同

様
の
絶
対
性
を
具
え
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
内

－

外
の
関
係
を
簡
単
に
整
理
し
、
そ
れ
を

起
点
に
、
右
の
四
つ
の
難
問
を
少
し
ず
つ
解
き
ほ
ぐ
し
て
み
よ
う
。

　

第
一
の
難
問
を
取
り
上
げ
つ
つ
、「
内
」
の
二
義
性
か
ら
始
め
た
い
。
本
能
の
向﹅

﹅か
う﹅

先﹅

は
「
外
部
」
で
あ
る
。
本
能
の
「
認
識
は
外
部
化
し
て
」（E

C
,147

）
行
為
に
結
実
す

る
。
行
為
対
象
は
外
部
に
存
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
知
性
が
「
内
部
」
の
知
で
あ
る
の

は
、
知
性
の
向
か
う
先
が
「
内
部
」
の
「
外
部
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
内
部
の
認
識
を
介
し

て
、
当
の
内
部
に
映
し
出
さ
れ
て
い
る
外
部
の
行
為
へ
と
向
か
う
。
な
る
ほ
ど
一
方
で
知

性
の
認
識
は
内
部
に
お
い
て
成
立
す
る
。「
外
側
に
眼
差
し
を
向
け
て
い
た
知
性
の
眼
に
、

丸
々
内
部
世
界
が
開
か
れ
て
く
る
」（E

C
,160

）。
本
能
と
は
反
対
に
、
知
性
の
認
識
は

「
内
部
化
し
て
意
識
と
な
る
」（E
C

,147

）
と
解
さ
れ
る
。
そ
う
や
っ
て
意
識
が
現
出
す

る
。
し
か
し
他
方
で
知
性
と
は
「
外
側
に
眼
差
し
を
向
け
、
自
ら
に
対
し
て
自
ら
を
外
部

化
す
る
生い
の
ちで

あ
る
」（E

C
,162

）。「
外
部
の
認
識
」（E

C
,150, cf. 169,176-7,183

）
に
ほ

か
な
ら
な
い
。「
自
ら
を
限
定
し
て
知
性
と
な
っ
た
意
識
」
は
「
外
部
の
諸
対
象
に
適
合

す
る
」（
引
用
Ｅ
）
の
で
あ
っ
た
。
実
践
的
認
識
機
能
た
る
知
性
は
、
外
部
の
行
為
世
界

を
認
識
す
る
。
身
体
が
行
為
を
成
就
す
る
際
の
そ
の
行
為
世
界
が
「
外
部
」
の
空
間
で
あ

り
、「
物
質
世
界
」
で
あ
る
。
い
っ
そ
う
精
確
に
言
う
な
ら
、
行
為
空
間
は
そ
れ
自
体
で

現
存
す
る
の
で
は
な
く
、
運
動
し
行
為
す
る
者
た
る
知
性
的
な
動
物
の
進
化
発
達
と
と
も

に
開
け
て
く
る
（E

C
,109-12

）。「
物
質
世
界
」
と
は
、
知
性
が
作
為
的
に
形
成
し
た
行

為
空
間
な
の
で
あ
）
22
（る
。
か
く
し
て
知
性
の
「
内
部
」
と
は
、
外
部
の
認
識
対
象
の
存
す
る

場
で
あ
る
か
ぎ
り
で
の
内
部
、
外﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

部
認
識
の
場
た
る
内
部
で
あ
り
、「
再
現
さ
れ
た
諸
表

象 représentations

」（cf. E
C

,182

）
の
存
立
す
る
場
で
あ
る
。
本
質
的
に
は
実
践
的
な

認
識
の
場
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
本
能
が
行
為
に
お
い
て
外
部
の
対
象
と
直
に
関
係
す
る
の

に
対
し
て
、
知
性
は
認
識
の
場
を
介
し
て
、
そ
れ
ゆ
え
そ
こ
に
現
れ
る
再
現
表
象
を
介
し

て
外
部
と
関
係
し
、
そ
う
や
っ
て
行
為
に
行
き
着
く
。
知
性
的
認
識
に
お
い
て
も
、
認
識

そ
の
も
の
は
外
部
へ
と
向
か
っ
て
い
る
。純
粋
知
性
と
い
う
人
間
知
性
の
見
果
て
ぬ
夢
は
、

行
為
へ
と
赴
く
こ
と
な
く
、
実
践
的
な
認
識
の
場
に
留
ま
る
こ
と
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な

い
だ
ろ
う
。
知
性
も
本
能
と
同
じ
く
、実
践
的
な
認
識
機
能
で
あ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
が「
認

識
」
概
念
を
取
り
上
げ
つ
つ
、知
性
と
本
能
と
の
間
に
在
る
の
は
「
本
性
の
で
は
な
く
て
、

む
し
ろ
程
度
の
相
違
で
あ
る
」（E

C
,146

）と
主
張
す
る
所
以
で
あ
る
。
両
者
は
い
ず
れ
も
、

行
為
に
関
わ
り
、
そ
の
か
ぎ
り
で
、
存
在
論
的
相
対
性
を
免
れ
な
い
。
認
識
す
る
も
の
と

認
識
さ
れ
る
行
為
対
象
と
の
間
に
は
存
在
論
的
な
隔
た
り
が
在
る
。
い
ず
れ
の
認
識
も
存

在
論
的
に
自
己
な
ら
ぬ
も
の
を
対
象
と
す
る
。
発
展
的
自
己
対
立
関
係
は
本
能
と
知
性
の

両
方
面
に
認
め
ら
れ
る
。
原

－

本
能
の
「
内
面
」
た
る
「
内
」
と
知
性
の
「
内
部
」
た
る

「
内
」
も
対
立
関
係
に
あ
る
。

　
「
意
識
」
を
取
り
上
げ
て
も
同
様
で
あ
る
。
知
性
も
本
能
も
と
も
に
外
部
に
向
か
う
「
実

践
的
意
識
」
で
あ
り
、「
内
面
」
の
意
識
（
引
用
Ｄ
な
ら
び
に
Ｅ
）
に
対
立
す
る
。
か
く

し
て
「
意
識
」
に
も
二
義
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
両
者
は
次
元
が
一
つ
異
な
る
の
で
あ
る
。

知
性
た
る
「
意
識
」
の
向
か
う
先
は
、
再
現
表
象
に
内
部
化
さ
れ
た
外
部
で
あ
る
。
本
能

の
行
為
に
お
け
る
と
同
様
の
外
部
が
、
知
性
に
お
い
て
は
内
部
化
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な

い
。
何
の
ゆ
え
の
内
部
化
か
。

　

答
え
は
こ
う
な
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
知
性
も
本
能
も
「
認
識
」
で
あ
り
、

知
性
は
「
意
識
的
認
識 la connaissance consciente

」、
本
能
は
「
非
意
識
的
認
識 la 

connaissance inconsciente

」
で
あ
る
（E

C
,146, cf. 151

）。
本
能
が
「
非
意
識
的
」
で

あ
る
の
は
、無
機
物
た
る
石
の
ご
と
く
に「
無・

意
識 conscience nulle

」な
の
で
は
な
く
て
、

「
相・

・

・

・

・

殺
さ
れ
た
意
識 conscience annulée

」
だ
か
ら
で
あ
る
（E

C
,144

）。
す
な
わ
ち
本

能
に
お
い
て
も
、
知
性
の
場
合
と
同
様
に
、「
意
識
」
は
存﹅

﹅在
し
て
い
る
が
、
し
か
し
通
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常
は
現
出
し
な
い
。
通
常
は
本
能
に
は
複
数
の
「
選
択
肢
」
が
、
可
能
な
諸
行
為
が
与
え

ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
行
為
に
よ
っ
て
意
識
が
「
相
殺
」
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

節
足
動
物
の
本
能
は
、
異
な
る
生
物
種
の
間
で
強
選
言
の
関
係
に
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ

れ
の
「
利
害
関
心
」
に
応
じ
た
「
特
定
の
対
象
」
し
か
認
識
し
な
い
の
で
あ
っ
た
。
逆
に

例
外
的
に
選
択
の
必
要
が
生
じ
る
な
ら
、
節
足
動
物
に
も
、
植
物
に
さ
え
、「
意
識
」
の

復
活
す
る
場
合
が
考
え
ら
れ
）
23
（る

（E
C

,114,171, cf. 168,108-13

）。
本
能
の
「
相
殺
さ
れ

た
意
識
」
は
、
い
つ
で
も
活
性
化
し
て
現
出
し
う
）
24
（る

。
こ
れ
に
対
し
て
脊
椎
動
物
に
は
多

く
の
場
合
、複
数
の
「
選
択
肢
」
が
立
つ
。
行
為
を
選
択
す
る
こ
と
に
な
る
。「
再
現
表
象
」

は
行
為
の
選
択
肢
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
逆
に
行
為
が
完
全
に
習
慣
化
す
る
な
ら
通

常
）
25
（は

、
本
能
の
場
合
と
同
様
に
意
識
は
現
出
し
な
い
（E

C
,145

）。
か
く
し
て
、
外
部
が

内
部
化
さ
れ
る
の
は
、
行
為
の
複
数
の
選
択
肢
を
示
す
こ
と
の
ゆ
え
で
あ
る
。
こ
う
し
た

意
識
は
、
そ
れ
が
相
殺
さ
れ
て
い
よ
う
と
現
出
し
て
い
よ
う
と
、
行
為
に
関
わ
る
こ
と
に

変
わ
り
は
な
い
。
意
識
の
規
定
そ
の
も
の
と
し
て
は
、本
能
の
そ
れ
も
知
性
の
そ
れ
も「
実

践
的
意
識
」
で
あ
り
、
外
部
に
向
か
う
意
識
で
あ
る
。
知
性
と
本
能
と
の
間
に
は
「
程
度

の
相
違
」
し
か
な
い
。

　

そ
し
て
知
性
的
意
識
に
お
い
て
複
数
の
選
択
肢
が
提
示
さ
れ
う﹅

﹅る
の
は
、
行
為
が
未
だ

成
就
さ
れ
て
お
ら
ず
、
か
つ
、
将
に
成
就
さ
れ
ん
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　

 「
意
識
と
は
、
様
々
な
可
能
的
行
為
の
、
あ
る
い
は
潜﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

勢
的
現
働
性
の
圏
域la zone 

d'actions possibles ou d'activité virtuelle

に
内
在
す
る
光
で
あ
り
、こ
の
圏
域
が
、

生
け
る
存
在
に
よ
っ
て
実
効
的
に
成
就
さ
れ
る
行
為
を
取
り
囲
ん
で
い
る
。
意
識
が

意
味
し
て
い
る
の
は
、
躊
躇
あ
る
い
は
選
択
で
あ
る
。
い
か
な
る
行
為
も
現
実
に
な

ら
ぬ
ま
ま
、
等
し
く
可
能
的
な
諸
行
為
の
多
く
が
描
出
さ
れ
る
際
に
は
、
意
識
の
張

り
が
強
く
な
る
」（E

C
,145

）
―
―
引
用
Ｇ

引
用
Ｇ
に
お
い
て
、「
可
能
的
」
と
「
潜
勢
的
」
と
い
う
二
つ
の
語
は
区
別
し
て
用
い

ら
れ
て
い
る
。
一
方
で
複
数
の
行
為
が
成
就
さ
れ
う﹅

﹅る
場
合
、
い
ず
れ
の
行
為
も
「
可

能
的
」
で
あ
っ
て
「
選
択
」
し
う﹅

﹅る
。
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
原
則
的

に
は
知
性
で
あ
る
（cf. E

C
,145-6

）。
可
能
的
行
為
は
、
複
数
形
で
示
さ
れ
て
い
る
と

お
り
「
様
々
」
で
あ
る
。
他
方
で
、
当
の
諸
行
為
は
、
い
ず
れ
も
「
現
実
に
な
ら
ぬ
ま

ま
」、
未
だ
成
就
さ
れ
て
い
な
い
。「
将
に
生
ま
れ
ん
と
し
て
い
る
行
為
」（E

C
,263, cf. 

228, M
M

,71,83,86, etc.

）
で
あ
り
、
当
の
行
為
を
「
将
に
成
就
せ
ん
」（M

M
,118, cf. 

E
C

,V
II,12

）
と
わ
れ
わ
れ
は
「
身
構
え attitude

」（E
C

,2,188,332, cf. M
M

,18-9,100-

1,146,256

）
を
取
っ
て
い
る
。「
潜
勢
的
現
働
性
」
―
―
こ
ち
ら
は
単
数
形
―
―
と
は
、
こ

う
し
た
身
構
え
を
意
味
し
て
い
る
。知
性
た
る
意
識
に
お
い
て
は
行
為
の
成
就
ま
で
に「
躊

躇
」
が
あ
り
、
現
働
性
が
「
潜
勢
的
」
で
あ
る
か
ぎ
り
、「
潜
勢
」
性
と
行
為
の
「
現
実
」

性
と
の
間
に
は
時
間
的
な
隔
た
り
が
存
す
る
。
存
在
論
的
相
対
性
の
そ
の
隔
た
り
の
意
味

が
明
確
に
な
る
。
時
間
的
な
隔
た
り
で
あ
る
。
知
性
に
謂
う
「
内
部
」
と
は
、
未
だ
「
潜

勢
的
」
な
諸
行
為
の
そ
の
選
択
肢
が
、
時
間
的
な
隔
た
り
を
介
し
て
知
性
の
眼
前
に
再
現

表
象
と
し
て
現
出
す
る
「
圏
域
」
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。「
知
性
の
眼
」
に
開
か
れ
て
く

る「
内
部
世
界
」で
あ
る
。意
識
の「
光
」は
、潜
勢
的
現
働
性
の
及
ぶ
実
践
的
意
識
の「
圏
域
」

を
照
ら
し
て
い
る
。
選
択
肢
と
は
、「
将
に
来
た
ら
ん
と
し
て
い
る
運
動 le m

ouvem
ent 

à venir

」（cf. M
M

,118

）
の
そ
の
「
将
来 avenir

」
の
諸
行
為
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
行
為

の
成
就
さ
れ
る
場
た
る
物
質
世
界
も
、
認
識
の
場
も
、
し
た
が
っ
て
ま
た
そ
こ
に
現
れ
る

再
現
表
象
も
、
存
在
論
的
相
対
性
を
免
れ
な
い
。
以
上
が
第
一
の
難
問
―
―
知
性
の
内
部

性
―
―
に
つ
い
て
で
あ
る
。

　

し
て
み
る
と
逆
に
本
能
そ﹅

﹅

﹅

﹅

れ
自
体
は
、認
識
論
的
に
は
限
定
さ
れ
相
対
的
だ
と
し
て
も
、

存
在
論
的
絶
対
性
を
具
え
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
節
足
動
物
に
と
っ
て
は
選
択
肢

が
立
た
ず
、「
物
質
世
界
」
が
存
立
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
第
四
の
難
問
に
取
り
か
か
ろ

う
。
な
る
ほ
ど
本
能
の
向﹅

﹅

﹅

﹅

か
う
先
は
外
部
で
あ
る
。
本
能
に
お
い
て
も
「
意
識
」
は
存
在

し
て
お
り
、「
再
現
表
象
」
も
存
在
し
て
い
る
（E

C
,145, cf. 147

）。
し
か
し
本
能
の
「
非

意
識
的
認
識
」
そ﹅

﹅

﹅

﹅

れ
自
体
を
取
り
上
げ
る
な
ら
、「
内
面
的
」
で
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
自

体
と
し
て
は
「
内
面
的
」
な
る
本
能
の
「
認
識
」
が
「
外
部
化
し
て
」（cité supra

）
行

為
に
結
実
す
る
わ
け
で
あ
る
。
実
際
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
節
足
動
物
（
膜
翅
目
）
た
る
穴

蜂
を
例
に
、
そ
の
獲
物
た
る
青
虫
に
つ
い
て
の
「
体
得
知 science

」
を
、
知
性
的
な
認

識
と
対
比
し
つ
つ
、
以
下
の
よ
う
に
提
示
す
る
（E

C
,174-5

）。「
昆
虫
学
者
」
の
ご
と
き
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知
性
な
ら
「
青
虫
を
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
事﹅

﹅物
を
認
識
す
る
場
合
と
同
様
に
、
す
な
わ
ち

外﹅

﹅

﹅

﹅

側
か
ら
、
自﹅

﹅分
の﹅

﹅

﹅

﹅

ほ
う
で
は﹅

﹅

﹅

﹅

特
定
の
生﹅

﹅

﹅

﹅

け
る
利
害﹅

﹅

﹅

関
心 un intérêt spécial et vital 

を

持
た
ず
に
認
識
す
る
」。
知
性
は
「
事
物
」
を
「
外
側
か
ら
」
認
識
す
る
の
で
あ
っ
た
。

認
識
論
的
相
対
性
と
存
在
論
的
相
対
性
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
本
能
に
お
い
て
は
、「
特

定
の
利
害
関
心
」
が
働
い
て
い
る
。
当
の
利
害
関
心
は
、認
識
論
的
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
そ
れ
は
「
生
け
る
」
利
害
関
心
で
も
あ
る
。「
内
側
か
ら
」
与
え
ら
れ
る
「
共
感
」

で
あ
り
、「
急
所
感
情
」
で
あ
る
。
こ
う
し
た
知
性
的
認
識
に
対
し
て
、

　
　

 「
穴
蜂
と
そ
の
獲
物
と
の
間
に
（
そ
の
語
の
語﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

源
的
な
意
味
で
）
一
つ
の
共・

感・

を
、

穴
蜂
に
内﹅

﹅

﹅

﹅

側
か
ら
青
虫
の
急
所
を
い
わ
ば
教
え
示
す
よ
う
な
共
感
を
想
定
す
る
な

ら
、
事
態
は
も
は
や
同
じ
で
は
な
く
な
る
。
こ
の
急
所
感﹅

﹅情
な
ら
、
何
ら
外﹅

﹅

﹅

﹅

部
知
覚

に
負
う
こ
と
な
く
、
穴
蜂
と
青
虫
と
が
た
だ
た
だ
対
峙
す
る
だ
け
で
結
果
し
う
る
。

両
者
は
も
は
や
二
つ
の
有
機
体
で
は
な
く
て
、
二
つ
の
現
働
性 deux activités

と

見
な
さ
れ
る
。
こ
の
感
情
な
ら
、
凝
縮
に
よ
る
具
体
的
な
形
で
、
一
方
の
他
方
に
対

す
る
関﹅

﹅係
を
表
現
し
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
」（E

C
,175
）
―
―
引
用
Ｈ

穴
蜂
と
青
虫
と
は
も
は
や
「
二
つ
の
有
機
体
で
は
な
く
」、「
一
つ
の
共
感
」
に
お
い
て
一

つ
の
有
機
体
と
成
っ
て
い
る
。「
本
体
の
実
在
性
に
お
い
て réellem

ent 
…
…
一
つ
に
結

び
つ
い
た
有
機
体
」（E

C
,167

）
で
あ
る
。
両
者
は
「
一
つ
」
た
る
「
共
感
」
に
お
け
る

「
二
つ
の
現
働
性
」
で
あ
り
、「
急
所
感
情
」
に
お
い
て
一
つ
に
成
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

穴
蜂
の
有
す
る
青
虫
に
つ
い
て
の
本
能
、
そ
の
「
体
得
知
」
た
る
「
共
感 sym

pathie
」

と
は
「
語
源
」
ど
お
り
、
一
体
化
し
た sym

(sun) 

受
動
感
情 pathos 

の
謂
い
で
あ
り
、

感
情
の
分
有
と
い
う
「
関
係
」
を
意
味
し
て
い
る
。「
生い
の
ち
が
物
質
を
有
機
的
に
組
織
化
す

る
活
動
」
は
、本
能
へ
と
「
繰
り
延
べ
」
ら
れ
る
（E

C
,166-7

）。「
動
物
の
諸
々
の
本
能
」

と
「
細
胞
の
生い
の
ち

の
諸
特
性
」
と
に
は
「
同
種
の
〔
体
得
〕
知
と
同
種
の
無
知
が
顕
れ
て
」

（E
C

,168, cf. 140

）
お
り
、「
一
つ
の
共
感
」
に
対
す
る
「
二
つ
の
現
働
性
」
は
、
一
つ

の
生
物
に
対
す
る
複
数
の
そ
の
細
胞
に
等
し
い
。「
一
つ
の
巣
の
集
団
」
に
お
け
る
蜜
蜂

ど
う
し
の
関
係
も
そ
う
で
あ
る
（E

C
,167

）。「
自
己
自
身
に
共
感
す
る
一﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

つ
の
全
体
で

あ
る
」（E

C
,168

）。
か
く
し
て
本
能
の
内
面
性
に
関
す
る
第
四
の
難
問
は
解
決
さ
れ
る
。

本
能
の
共
感
に
お
い
て
は
、
そ
の
認
識
対
象
―
―
そ
れ
を
「
対
象
」
と
呼
べ
る
な
ら
だ
が

―
―
た
る
他
の
生
物
は
「
事
物
」
で
は
な
い
。
認
識
す
る
も
の
と
認
識
さ
れ
る
も
の
と
の

間
に
あ
る
の
は
、「
事
物
」
ど
う
し
の
関
係
で
は
な
い
。
自
ら
と
一
体
に
成
っ
て
い
る
他

方
の
「
現
働
性
」
と
の
「
関
係
」
で
あ
る
。「
現
働
性
」
は
「
二
つ
」
と
数
え
ら
れ
る
に
せ

よ
、
当
の
二
つ
の
現
働
性
の
間
に
は
隔
た
り
は
な
く
、
存
在
論
的
絶
対
性
が
成
立
し
て
い

る
。「
事
物
」な
き「
働
き
」、二
つ
な
る「
有
機
的
組
織
体
以
前
の
働
き
」で
あ
）
26
（る（E

C
,175

）。

「
穴
蜂
は
と
い
え
ば
、
そ
れ
が
把﹅

﹅捉
し
て
い
る
の
は
、
な
る
ほ
ど
お
そ
ら
く
ほ
ん
の
僅
か

の
力﹅

に
す
ぎ
ず
、
自
ら
の
利
害
関
心
に
ぴ
た
り
か
か
わ
る
も
の
に
か
ぎ
ら
れ
る
が
、
少
な

く
と
も
こ
れ
を
内﹅

﹅

﹅

﹅

側
か
ら
把
捉
す
る
」（E

C
,176

）。
こ
の
場
合
「
把
捉 saisir

」
と
は
、

「〔
知
性
的
な
〕
知
覚
や
認
識
以
前
の
共
感
」、「（
再
現
表
象
さ
れ
る
こ
と
な
く
生
き
ら
れ

る
）〔
原

－

〕
直
観
」、「
潜
勢
的
意
識
」
の
こ
と
で
あ
る
（E

C
,175-7,167

）。
そ
の
際
「
把

捉
」
さ
れ
る
「
力
」
―
―
「
生い

の
ちの
有
す
る
発
生
の
力
」（E

C
,167

）
―
―
は
、
な
る
ほ
ど
節

足
動
物
に
お
い
て
は
す
で
に
「
ほ
ん
の
僅
か
の
力
」
に
「
特
定
」
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ

以
外
に
は
「
無
知
」
で
あ
る
。
と
は
い
え
当
の
「
力
」
と
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
「
現
働
性
」

の
こ
と
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
「
共
感
」
た
る
「
把
捉
」
そ
の
も
の
は
他
の
現
働
性
と
の
関

係
の
知
で
あ
ろ
う
。
こ
の
関
係
知
は
自
己
知
の
ご
と
き
直
接
知
の
把
捉
で
は
な
い
。
し
か

し
、
自
己
の
現
働
性
に
つ
い
て
の
自
己
知
と
こ
の
関
係
知
が
あ
れ
ば
、
他
の
現
働
性
を
知

る
に
は
十
分
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
「
本
能
が
行
為
へ
と
外
部
化
せ
ず
に
認
識
へ
と
内
面
化

す
る
」（E

C
,166

）
な
ど
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
が
、
共
感
そ﹅

﹅

﹅

﹅

れ
自
体
は
、
行
為
へ
と
外

部
化
し
て
発
散
し
て
し
ま
う
こ
と
な
く
、
内
面
の
「
体
得
知
」
に
止
ま
り
う
る
。
関
係
す

る
先
の
他
の
現
働
性
は
、
内
面
の
体
得
知
た
る
本
源
の
関
係
知
―
―
外
部
性
な
き
無
媒
介

の
関
係
知
―
―
の
う
ち
に
織
り
込
ま
れ
て
い
る
。
他
の
現
働
性
は
、
自
己
の
内
面
で
自
ら

の
現
働
性
と
響
き
合
っ
て
い
る
。
そ
の
か
ぎ
り
で
青
虫
の
現
働
性
は
穴
蜂
の
内
面
に
位
置

づ
け
ら
れ
る
。「
把
捉
」
は
「
内
側
か
ら
」
為
さ
れ
る
。
こ
の
関
係
知
の
な
か
で
穴
蜂
も
、

自﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

己
の
現
働
性
に
お
い
て
、青
虫
の
現
働
性
を
認
識
す
る
。
そ
う
し
た
「
本
能
の
認
識
は
、

…
…
ほ
か
な
ら
ぬ
生い
の
ちの
一
体
性
に
そ
の
根
を
有
す
る
」（E

C
,168

）。

　

か
く
し
て
一
方
で
、
第
三
の
難
問
も
自
動
的
に
解
決
さ
れ
る
。
原

－

直
観
（
連
言
）
と



一
四

ベ
ル
ク
ソ
ン
『
創
造
的
進
化
』
第
二
章
に
お
け
る
内
面
の
原

－

本
能
お
よ
び
生い

の
ちの

因
果
性
と
「
何
も
の
か
」　
　
宮
崎
　
　
隆

31

直
観（
強
選
言
）と
の
関
係
と
は
違
っ
て
、原

－

本
能
は
本
能
へ
と
進
化
発
達
す
る
際
も「
自

己
自
身
に
対
し
て
内﹅

﹅

﹅

面
的
な
ま
ま
に
留
ま
る
」（cité supra

）
の
で
あ
っ
た
。
右
に
記
し

た
「
共
感
」
の
「
内
面
」
性
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
人
間
の
原

－

共
感
も
、
共

感
と
同
じ
く
、
対
象
と
の
関
係
に
お
い
て
「
内
面
的
」
で
あ
る
。
内
面
の
原

－

意
識
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
引
用
Ｃ
の
反
実
仮
想
は
、
条
件
文
の
後
半
に
は
該
当
し
な
い
。「
自
ら
に

反
響
す
る
」
原

－

意
識
―
―
自
己
知
―
―
た
る
原

－

共
感
は
、
同
時
に
「
自
ら
の
対
象
に
反

響
し
う
る
」。
こ
の
場
合
「
自
ら
の
対
象
」
と
い
う
の
は
、
一
つ
の
原

－

共
感
に
お
け
る

他
の
現
働
性
の
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
生
物
進
化
上
の
「
初
源
の
現
働
性 une activité 

rudim
entaire

」（E
C

,111

）
の
関
係
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
に
つ
い
て
「
漠
た
る
感

情 sentim
ent vague

」（E
C

,179

）
し
か
も
ち
え
な
い
。
し
か
し
「
反
響 réfléchir

」
は
、

隔
た
り
な
き
「
反
射
・
反
省 réfléchir
」
と
し
て
、
現
働
性
ど
う
し
の
響
き
合
う
関
係
を

表
現
し
て
い
る
の
で
あ
）
27
（る

。
し
て
み
る
と
他
方
で
さ
ら
に
、
第
二
の
難
問
―
―
第
二
の
疑

問
点
―
―
も
解
決
可
能
で
あ
ろ
う
。
知
性
た
る
実
践
的
意
識
の
「
潜
勢
的
現﹅

﹅

﹅

働
性
」（
引
用

Ｇ
）
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
解
釈
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。
知
性
の
提
示
す
る
外
部
の
再
現

表
象
へ
と
向
か
わ
ず
に
―
―
意
識
の
光
の
圏
域
に
立
ち
出
で
る
こ
と
な
く
―
―
こ
の
「
潜
勢

的
現
働
性
」
の
内
面
に
止
ま
り
さ
え
す
れ
ば
よ
い
、
）
28
（と

。
逆
に
言
う
な
ら
、
真
正
の
内
面

性
は
知
性
の
向﹅

﹅

﹅

﹅

か
う
先
た
る
物
質
世
界
の
外
に
、
実
践
的
意
識
の
圏
域
の
外
に
在
る
（cf.

E
C

,180

）。
潜
勢
的
意
識
の
、
思
弁
的
意
識
の
領
野
で
あ
る
。
こ
の
領
野
に
お
い
て
こ
そ
、

進
化
し
た
脊
椎
動
物
の
現
状
に
お
け
る
内
面
の
原

－

共
感
が
、「
直
観
の
諸
潜
勢
性
」（
引

用
Ｅ
）
と
共
に
働
い
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
人
間
に
お
け
る
「
潜
勢
的
現
働
性
」
は
、
そ
れ

自
体
と
し
て
は
、
共
感
の
現
働
性
に
等
し
い
。
わ
れ
わ
れ
の
内
面
の
感
性
―
―
思
弁
的
な

原

－

意
識
―
―
は
、
外
部
化
す
る
知
性
の
発
動
の
元
に
在
っ
て
、
自
ら
の
現
働
性
に
お
い

て
他
の
現
働
性
を
も
与
え
る
。
生い
の
ちの
働
き
を
わ
れ
わ
れ
人
間
も
「
一
種
の
共
感
を
と
お
し

て
対﹅

象﹅

の﹅

﹅

﹅

内
面
に
身
を
置
き
直
し
つ
つ
、
改﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

め
て
把
捉
す
る
」（E

C
,178, cf. 248

）。
内

面
―
―
本
源
の
関
係
知
―
―
へ
の
帰﹅

﹅還
で
あ
る
。
引
用
Ａ
に
表
現
さ
れ
て
い
た
「
自
ら
を
超

え
た
外
面
」
と
は
、
存
在
論
的
な
絶
対
性
の
成
立
す
る
最
も
内
奥
の
内
面
に
お
け
る
「
対

象
の
〔
側
の
〕
内
面
」
の
謂
い
で
あ
り
、
当
の
外
面
に
お
い
て
他
の
生
物
の
現
働
性
が
関

係
知
の
な
か
で
わ
れ
わ
れ
人
間
の
原

－

意
識
に
与
え
ら
れ
る
。
行
為
の
未
だ
成
就
さ
れ
て

い
な
い
「
身
構
え
」
に
お
け
る
内
面
の
経
験
で
あ
る
。「
把
捉
す
る saisir

」（
引
用
Ａ
）（
あ

る
い
は
「
改
め
て
把
捉
す
る ressaisir

」）
と
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
に
あ
っ
て
は
、
内

面
に
お
け
る
経
験
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
（E

C
,176,178,185, M

M
,229

）。
わ
れ

わ
れ
人
間
に
お
け
る
形
而
上
学
的
経
験
で
あ
り
、
感
性
的
認
識
の
第
二
の
特
質
で
あ
る
。

か
く
し
て
、「
何
も
の
か
を
わ
れ
わ
れ
は
、
自
ら
の
内
で
感
取
し
、
自
ら
を
超
え
た
外
面

に
お
い
て
共
感
を
と
お
し
て
暴
露
し
う
る
」（
引
用
Ａ
）
と
は
、
二
種
の
「
反
響
」
の
こ

と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

で
は
「
何
も
の
か
」
と
は
い
か
な
る
内
実
を
有
す
る
の
か
。
原

－

共
感
な
ど
の
「
様
々

な
感
情
現
象
に
お
い
て
…
…
わ
れ
わ
れ
が
自﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

身
の
内
で
経
験
し
て
い
る
の
は
、
本
能
に

よ
っ
て
行
為
し
て
い
る
昆
虫
の
意
識
に
お
い
て
起
こ
っ
て
い
る
は
ず
の
そ
の
何﹅

も﹅

の﹅

か﹅

」

（E
C

,176

）
で
あ
る
。
た
だ
し
共
感
の
対
象
が
「
特
定
」
化
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、

原

－

共
感
の
対
象
は
認
識
論
的
に
絶
対
的
た
り
う
る
の
で
あ
っ
た
。
な
る
ほ
ど
「
わ
れ
わ

れ
」
に
授
与
さ
れ
る
「
何
も
の
か
」
と
は
、
生
物
進
化
上
の
古
い
深
層
と
い
う
進
化
の
一

断
面
に
す
ぎ
な
い
。
と
は
い
え
、
言
語
に
絶
す
る
そ
の
豊
か
な
内
容
は
極
限
に
お
い
て
、

地
球
上
の
生
物
す
べ
て
を
、
し
た
が
っ
て
生い
の
ちの

広
が
り
全
体
を
そ
の
未
成
熟
な
原
初
状
態

に
お
い
て
網
羅
す
る
。
本
能
の
共
感
の「
そ
の
根
」は「
生い
の
ちの

一
体
性
」に
存
す
る
の
で
あ
っ

た
。
わ
れ
わ
れ
の
個
別
的
な
「
二
つ
三
つ
の
記
憶 souvenirs

」
が
、「
わ
れ
わ
れ
の
過
去

の
全
体
」
―
―
『
物
質
と
記
憶
』
に
謂
う
「
過
去
一
般
」（M

M
,148

）
―
―
か
ら
成
る
「
記

憶
力 la m

ém
oire

」
を
起
点
に
発
出
し
て
く
る
よ
う
に
、本
能
に
お
け
る
共
感
の
「
特
定
」

の
関
係
は
こ
の
「
一
体
性
」
か
ら
発
し
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
本
能
に
お
い
て
「
相
殺

さ
れ
た
意
識
」
が
活
性
化
し
て
現
出
し
う
る
所
以
で
も
あ
る
（E

C
,168

）。
原

－

共
感
に

お
け
る
他
者
は
、
共
感
の
そ
れ
と
比
較
す
る
な
ら
拡
張
さ
れ
て
い
る
。「
何
も
の
か
」
の

内
実
の
一
面
で
あ
る
。
原

－

共
感
と
は「
わ
れ
わ
れ
と
爾﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

余
の
生
け
る
も
の
と
の
間
」（cité 

supra
）
の
認
識
関
係
の
こ
と
で
あ
っ
た
。「
何
も
の
か
」
と
は
、
形
而
上
学
の
領
野
に
お

い
て
わ
れ
わ
れ
人
間
の
感
性
に
与
え
ら
れ
る
か
ぎ
り
で
の
他
性
を
具
え
た
他
の
生
物
一
般

で
あ
る
。
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
地
球
上
の
「
生
い
の
ち

一
般
」（E

C
,178

）
で
も
あ
る
。

　

か
く
し
て
『
物
質
と
記
憶
』
を
も
参
照
す
る
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
自
己
あ
る
い
は
純
粋

記
憶
力
の
側
か
ら
見
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
け
る
他
者
は
拡
張
さ
れ
て
三
重
の
広
が
り
を
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見
せ
）
29
（る
。
第
一
に
物
質
性
た
る
純
粋
知
覚
、
第
二
に
節
足
動
物
に
お
い
て
共
感
さ
れ
る
特

定
の
他
の
生
物
種
、
そ
し
て
第
三
に
わ
れ
わ
れ
人
間
の
原

－

共
感
の
対
象
た
る
地
球
上
の

生
物
全
体
で
あ
る
。
し
か
も
、
他
者
―
―
事
態
の
側
―
―
に
関
す
る
関
係
知
―
―
認
識
の
側

―
―
で
あ
る
と
い
う
点
で
「
何
も
の
か
」
の
内
実
は
一
貫
し
て
い
る
。
当
の
内
実
の
他
面

で
あ
る
。
他
性
は
こ
の
関
係
知
に
お
い
て
感
受
さ
れ
る
。

　

第
一
の
点
に
関
し
て
は
、「
何
も
の
か
」
を
扱
っ
た
『
物
質
と
記
憶
』
の
一
節
を
思
い

出
さ
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
形
而
上
学
的
経
験
た
る「
わ
れ
わ
れ
の
無
媒
介
の
知
覚
」

が
二
つ
の
始
元
か
ら
成
る
と
い
う
「
混
合
の
性
格
」
に
つ
い
て
こ
う
記
さ
れ
て
い
た
。
そ

う
し
た
「
わ
れ
わ
れ
の
〔
無
媒
介
の
〕
知
覚
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
が
把﹅

﹅捉
し
て
い
る
の
は
、

同
時
に
、
わ
れ
わ
れ
の
意
識
の
状
態
と
わ
れ
わ
れ
に
依
存
し
な
い
或
る
本
体
の
実
在
性
と

で
あ
る
」（M

M
,228-9

）
と
。「
純
粋
記
憶
力
」
と
「
純
粋
知
覚
」
で
あ
る
。
後
者
は
「
わ

れ
わ
れ
に
依
存
し
な
い
」
一
種
の
他
者
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
両
者
の
邂
逅
が
、
当

の
わ
れ
わ
れ
の
「
知
覚
」
に
お
い
て
「
把
捉
」
さ
れ
「
感
取
」
さ
れ
る
そ
の
「
感
覚
質
」

を
も
た
ら
す
。「
感
覚
質
」
と
は
、『
物
質
と
記
憶
』
の
形
而
上
学
に
お
い
て
は
「
事
物
」

な
き
心
身
結
合
を
意
味
し
て
い
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
続
け
る
。

　
　

 「
も
し
諸
々
の
感
覚
質
が
い
っ
そ
う
等
質
的
で
あ
っ
た
り
な
か
っ
た
り
す
る
際
の
そ
の

基
盤
が
在
る
と
い
う
わ﹅

﹅

﹅

﹅

れ
わ
れ
の
信
が
基
礎
を
有
す
る
な
ら
、
当
の
基
礎
づ
け
は
或

る
現
働
的
行
い
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
そ
の
現
働
的
行
い
な
ら
、
わ﹅

﹅

﹅

﹅

れ
わ
れ

の
感﹅

﹅取
〔
＝
感
覚
〕
を
超
え
る
何﹅

﹅

﹅

﹅

も
の
か
を
、
ほ
か
な
ら
ぬ
〔
感
取
さ
れ
る
〕
当
の

質
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
に
把﹅

﹅捉
せ
し
め
、
あ
る
い
は
暴﹅

﹅露
せ
し
め
る
こ
と
に
な
る
」

（M
M

,229

）
―
―
引
用
Ｉ

引
用
Ａ
に
見
ら
れ
た
の
と
同
一
の
単
語
が
頻
出
し
て
い
る
。「
何
も
の
か
」、「
把
捉
」、「
暴

露
」
で
あ
る
。
し
か
も
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
「
わ
れ
わ
れ
」
の
形
而
上
学
的
経
験
で

あ
る
。
し
か
し
大
き
な
相
違
も
あ
る
。
こ
の
「
何
も
の
か
」
と
は
、
わ
れ
わ
れ
に
よ
っ
て

感
取
さ
れ
る
か
ぎ
り
で
の
当
の
「
感
覚
（
感
取
）」
の
「
基
盤
」
た
る
「
純
粋
知
覚
」
に

ほ
か
な
ら
な
い
。
心
身
結
合
に
お
い
て「
純
粋
知
覚
」は「
身
」の
側
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
。

「
心
」
た
る
「
純
粋
記
憶
力
」
か
ら
見
た
他
者
で
あ
る
。
し
か
も
当
の
心
身
結
合
た
る
「
混

合
」
は
、「
実
在
す
る
本
体
と
な
っ
て
い
る
矛
盾
」（M

M
,229

）、
自
己
の
内
面
に
他
性
が

在
る
と
い
う
「
矛
盾
」
で
あ
る
。
直
接
に
は
知
ら
れ
ず
、
し
か
も
自
己
の
内
面
に
在
る
他

者
を
俟
っ
て
は
じ
め
て
、
自
己
の
「
本
体
の
実
在
性
」
が
成
立
す
る
。
一
方
で
わ
れ
わ
れ

の
自
己
に
お
け
る
「
本
体
の
実
在
性
」
は
、「
純
粋
知
覚
」
た
る
他
者
と
「
純
粋
記
憶
力
」

た
る
自
己
と
の
混
合
に
お
い
て
は
じ
め
て
成
立
す
る
。
他
方
で
「
純
粋
知
覚
」
は
、
そ
う

し
た
心
身
結
合
た
る
「
感
覚
質
」
に
お
け
る
他
性
で
あ
り
な
が
ら
、
し
か
も
わ
れ
わ
れ
に

は
、
当
の
「
純
粋
知
覚
」
を
直
接
知
に
お
い
て
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
事
態
の
側
に

お
い
て
は
、「
わ
れ
わ
れ
の
感
取
を
超
え
」
て
い
る
。
ゆ
え
に
「
何
も
の
か
」
な
の
で
あ

る
。
当
の
「
純
粋
知
覚
」
は
認
識
の
側
の
関
係
知
に
お
い
て
の
み
感
受
さ
れ
る
。
身
体
と

成
る
以
前
の
―
―
混
合
以
前
の
―
―
「
純
粋
知
覚
」
は
「
何
も
の
か
」
と
成
っ
て
は
じ
め
て
、

当
の
形
而
上
学
的
経
験
の
な
か
で
本
源
の
関
係
知
―
―
心
身
関
係
に
お
け
る
「
身
」
の
知

―
―
に
お
い
て
「
把
捉
」
さ
れ
「
暴
露
」
さ
れ
る
。
自
己
が
現
存
す
る
の
に
必
要
な
他
者

は
関
係
知
に
お
い
て
の
み
感
受
さ
れ
る
。

　
『
創
造
的
進
化
』
に
お
い
て
も
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
物
質
性
と
邂
逅
す
る
生い
の
ち

に
つ
い
て
、

「
生い
の
ち、

す
な
わ
ち
物
質
を
貫
い
て
発
出
し
た
意
識
」（E

C
,183

）
た
る
原

－

意
識
に
つ
い
て

こ
う
語
る
。

　
　

 「
事
態
は
あ
た
か
も
以
下
の
よ
う
に
進
行
す
る
。
い﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

か
な
る
意
識
も
が
そ
う
で
あ
る

よ
う
に
、
相
互
に
浸
透
す
る
膨
大
な
数
の
潜
勢
性
を
担
っ
て
い
る
意
識
の
一
つ
の
大

き
な
潮
流
が
、
物
質
の
な
か
に
浸
透
し
た
。
こ
の
潮
流
は
物
質
を
有
機
的
組
織
へ
と

持
ち
来
た
ら
し
た
が
、
し
か
し
、
そ
の
運
動
は
当
の
物
質
の
せ
い
で
、
無
限
に
緩
慢

に
な
り
、
か
つ
同
時
に
無
限
に
分
裂
し
た
」（E

C
,182

）
―
―
引
用
Ｊ

し
か
し
な
が
ら
今
度
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
「
い
か
な
る
意
識
」
に
つ
い
て
も
主
張
す
る
権

利
を
得
て
い
る
。
今
度
は
「
わ
れ
わ
れ
」
の
語
は
不
要
で
あ
る
。
小
論
冒
頭
に
挙
げ
た
第

二
の
疑
問
点
の
一
部
に
対
す
る
答
え
で
あ
る
。
形
而
上
学
上
の
二
つ
の
始
元
の
邂
逅
は
、

生
物
一
般
に
ま
で
拡
張
さ
れ
る
。「
生い
の
ちの
内
へ
の
張
り
緊し

め l'intention

」
た
る
「
意﹅

﹅識
の
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一
つ
の
大
き
な
潮
流
」、
そ
の
「
上
昇
」
運
動
が
「
物
質
」
―
―
い
っ
そ
う
精
確
に
は
物
質

性
―
―
の「
張
り
緩
み se détendre

」た
る「
張
り
拡
が
る s'étendre

」運
動
、そ
の「
下
降
」

運
動
の
な
か
に
「
浸
透
」
し
、
そ
れ
と
混
合
す
る
際
に
「
有
機
的
組
織
」
た
る
生
物
は
発

生
す
る
（cf. E

C
,11,178,204,208

）。『
創
造
的
進
化
』
第
二
章
の
後
半
（E

C
,168

）
に

お
い
て
小
文
字
で
記
さ
れ
て
一
度
規
定
さ
れ
、第
三
章
冒
頭
に
大
文
字
で
記
さ
れ
る
「〈
意

識
一
般 la C

onscience en général 

〉」（E
C

,187

）
に
ほ
か
な
ら
な
い
。「
本
能
と
知
性

の
両
者
が
と
も
に
…
…
離
脱
し
て
く
る
唯
一
の
基
礎
」
で
あ
り
、「
普
遍
的
な
生い
の
ち

と
拡
が

り
を
同
じ
く
す
る
は
ず
」（E

C
,187

）
の
〈
意
識
〉
で
あ
る
。
当
の
〈
意
識
〉
は
こ
う
し

た
混
合
に
お
い
て
生
物
の
意
識
と
な
り
、
進
化
発
展
す
る
な
か
で
地
球
上
の
あ
ら
ゆ
る
生

物
種
へ
と
分
岐
し
「
分
裂
」
し
て
ゆ
く
（E

C
,179-80

）。
そ
う
や
っ
て
自
ら
を
「
限
定
」
し
、

実
践
的
意
識
と
成
る
。
わ
れ
わ
れ
の
ほ
う
は
と
い
え
ば
今
度
は
、事
態
の
側
に
お
け
る〈
意

識
〉
の
こ
う
し
た
「
運
動
」
に
つ
い
て
ゆ
く
こ
と
が
―
―
直
接
知
に
お
い
て
で
は
な
く
て
、

わ
れ
わ
れ
の
関
係
知
に
お
い
て
で
あ
る
が
―
―
で
き
る
。
今
度
は
認
識
の
側
で
も
、
自
己

以
外
の
生
物
に
つ
い
て
、
そ
の
心
身
結
合
を
主
張
し
う
る
。
わ
れ
わ
れ
人
間
の
原

－

共
感

に
は
「
何
も
の
か
」
が
授
与
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。〈
意
識
〉
に
「
類
似
す
る
何
も

の
か
」（E

C
,180

）
で
あ
る
。
一
面
で
は
、
わ
れ
わ
れ
に
お
い
て
「
何
も
の
か
」
は
、
節

足
動
物
に
お
け
る
「
特
定
の
対
象
」
を
超
え
て
、
わ
れ
わ
れ
に
授
与
さ
れ
る
言
語
に
絶
す

る
豊
か
な
他
者
の
内
容
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
他
面
で
は
「
何
も
の
か
」
の
内
実

は
関
係
知
に
お
い
て
感
受
さ
れ
る
他
性
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
、
こ
の
両
面
を
合

わ
せ
る
と
こ
う
な
る
。
わ
れ
わ
れ
人
間
は
、
そ
の
古
い
深
層
の
原

－

共
感
の
そ
の
関
係
知

に
お
い
て
、
生
物
で
あ
る
か
ぎ
り
で
の
他
の
生
物
一
般
に
つ
い
て
の
形
而
上
学
的
経
験
を

有
す
る
。「
事
物
」
で
は
な
く
、他
の
「
現
働
性
」
た
る
生
物
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、『
物

質
と
記
憶
』
に
お
い
て
解
明
さ
れ
た
心

－

身
結
合
の
関
係
を
、『
創
造
的
進
化
』
に
お
い

て
は
自
己
と
生
物
一
般
の
関
係
に
拡
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
生い
の
ちの
広
が
り
全
体
が
、
本

源
の
関
係
知
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
の
自
己
に
お
け
る
他
性
と
な
っ
て
与
え
ら
れ
る
。

　

か
く
し
て
生い
の
ち

の
因
果
性
は
、「
わ
れ
わ
れ
」
人
間
に
は
関
係
知
に
お
い
て
の
み
感
受
さ

れ
る
。「
何
も
の
か
」
と
は
そ
の
当
の
事
態
の
側
に
関
す
る
認
識
の
側
の
表
現
で
あ
る
。

こ
の
生
け
る
因
果
性
は
生い
の
ち
と
物
質
性
と
の
混
合
に
よ
り
、「
本
体
の
実
在
性
」
を
成
し
て

い
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
混
合
は
あ
ら
ゆ
る
生

－

物
に
共
通
で
あ
る
。
し
て
み
る
と
、

生い
の
ちの
因
果
性
も
ま
た
「
実
在
す
る
本
体
と
な
っ
て
い
る
矛
盾
」（cité supra

）
で
あ
る
。

自
動
性
を
意
味
す
る
物
質
性
た
る
「
下
降
」
運
動
は
、「
内
面
の
働
き
」
を
意
味
す
る
生
い
の
ち

た
る
「
上
昇
」
運
動
に
は
一
種
の
他
者
で
あ
る
。
そ
う
し
た
「
矛
盾
」
す
る
二
つ
の
方
向

の
混
合
に
お
い
て
生
物
は
発
生
す
る
。
引
用
Ａ
に
よ
れ
ば
、
諸
原
因
と
結
果
と
の
関
係

は
、
双
方
向
的
で
あ
っ
た
。
諸
原
因
が
「
結
果
を
限
定
」
す
る
と
は
生い
の
ちの

「
上
昇
」
運
動

の
こ
と
で
あ
り
、「
結
果
に
よ
っ
て
限
定
」
さ
れ
る
と
は
物
質
の
「
下
降
」
運
動
の
こ
と

だ
と
解
さ
れ
る
。
両
者
の
混
合
た
る
生
物
は
こ
う
し
た
双
方
向
的
な
運
動
の
な
か
で
、
一

方
で
は
持
続
し
、
発
達
成
長
し
続
け
る
。
か
つ
他
方
で
は
、
停
止
し
、
固
体
化
し
続
け
る
。

生
物
の
形
態
と
は
、
流
動
的
な
当
の
生
物
た
る
「
本
体
の
実
在
性
」
に
あ
っ
て
、
生
け
る

因
果
性
の
そ
の
一
つ
の
方
向
た
る
か
ぎ
り
で
の
結
果
、
常
に
産
出
さ
れ
続
け
て
い
る
結
果

な
の
で
あ
る
。
因
果
律
に
お
け
る
結
果
た
る
形
態
が
諸
原
因
の
外
部
に
位
置
す
る
の
と
は

違
っ
て
、
結
果
た
る
形
態
は
因
果
性
に
含
ま
れ
て
い
る
（cf. E

C
,130

）。
小
論
の
第
三
の

疑
問
点
に
対
す
る
答
え
で
あ
る
。
生
物
進
化
上
の
形
態
は
「
相
対
的
に
安
定
」（E

C
,129

）

し
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
絶
対
的
な
固
定
性
を
具
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
生い
の
ちの

運
動
に

対
す
る
物
質
性
の
「
抵
抗
」（E

C
,95-6,99,128,255

）
に
よ
る
一
時
「
停
止
」
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
う
し
た
一
時
「
停
止
」
の
都
度
、
生
物
種
が
定
ま
る
こ
と
に
な
る
。
生い
の
ちの

力
を

得
た
「
深
層
」
の
「
種
の
努
力
」（E

C
,171

）
に
よ
っ
て
、
物
質
性
を
取
り
集
め
つ
つ
、

前
進
を
続
け
る
わ
け
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
事
態
の
側
に
お
け
る
地
球
上
の
生
物
全
体
の
こ

う
し
た
生い
の
ち
の
因
果
性
そ
の
も
の
は
、「
わ
れ
わ
れ
」
の
感
性
の
直
接
知
の
及
ぶ
範
囲
に
は

な
い
。
わ
れ
わ
れ
人
間
が
自
ら
の
認
識
の
側
に
お
い
て
有
す
る
の
は
本
源
の
自
己
知
と
関

係
知
に
す
ぎ
な
い
。「
生い
の
ちの

理
論
」
は
一
面
で
は
、「
認
識
の
理
論
」
よ
り
も
射
程
が
広
い
。

し
か
し
そ
れ
で
も
、
そ
う
し
た
本
源
の
関
係
知
は
、
形
而
上
学
的
経
験
と
な
っ
て
わ
れ
わ

れ
人
間
の
古
い
深
層
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
か
く
し
て
『
創
造
的
進
化
』
は
、『
物
質
と

記
憶
』に
お
い
て
確
立
し
た
形
而
上
学
を
生
物
進
化
の
文
脈
に
置
き
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

形
而
上
学
的
な
心

－

身
関
係
を
自
己
と
他
の
す
べ
て
の
生
物
と
の
関
係
に
拡
張
し
、
形
而

上
学
的
経
験
に
与
え
ら
れ
る
他﹅

﹅者
を
生
物
一
般
に
拡
張
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
原

－

共

感
を
発
見
し
た
お
か
げ
で
あ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
言
う
「
何
も
の
か
」
と
は
、
こ
う
し
た



一
七

ベ
ル
ク
ソ
ン
『
創
造
的
進
化
』
第
二
章
に
お
け
る
内
面
の
原

－

本
能
お
よ
び
生い

の
ちの
因
果
性
と
「
何
も
の
か
」　
　
宮
崎
　
　
隆

28

他
者
の
拡
張
に
際
し
て
も
、
一
貫
し
て
形
而
上
学
的
経
験
に
与
え
ら
れ
る
他
性
を
表
現
し

て
い
る
。
他
人
た
る
他
性
を
具
え
た
人
間
認
識
も
、
こ
う
し
た
他
の
生
物
の
認
識
を
土
台

と
し
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。

　
　

 

付
記　

小
論
は
病
を
得
て
後
、
い
わ
ば
復
帰
第
一
戦
と
な
っ
た
。
医
師
の
谷
口
修
一
先
生
、
辻
正

徳
先
生
、
池
邉
太
一
先
生
、
田
結
庄
彩
知
先
生
、
太
田
光
先
生
な
ら
び
に
看
護
師
の
高
野
亜
耶
さ

ん
、五
味
新
吉
さ
ん
、成
田
円
さ
ん
を
は
じ
め
と
す
る
虎
の
門
病
院
一
三
階
お
よ
び
六
階
の
ス
タ
ッ

フ
に
感
謝
し
た
い
。
単
な
る
医
療
行
為
を
超
え
た
彼
ら
の
努
力
が
な
け
れ
ば
、
小
論
が
陽
の
目
を

見
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
　

 

な
お
紙
数
の
都
合
で
註
は
す
べ
て
割
愛
し
た
が
、
註
番
号
は
残
し
た
。
註
は
個
人
的
に
お
配
り
し

た
い
。


