
講
演
資
料

目
的
的
行
為
論
の
起
源
と
そ
の
哲
学
的
基
礎

西鄭

　
　
　
鐘

原
　
　
春

　
　
　
筋

夫
　
訳

　
カ
ー
ル
・
エ
ン
ギ
ッ
シ
ュ
　
（
囚
巽
一
国
凝
凶
ω
9
）
　
は
、
一
九
四
四
年
、

コ
ー
ル
ラ
ウ
シ
ュ
の
古
稀
祝
賀
論
文
集
に
寄
せ
た
論
文
の
中
で
、
ヴ
ェ
ル

ツ
ェ
ル
（
譲
o
一
器
一
）
は
そ
の
行
為
概
念
を
明
ら
か
に
「
ニ
コ
ラ
イ
・
ハ
ル

ト
マ
ン
（
Z
一
8
一
巴
餌
霧
け
日
窪
ロ
）
の
道
徳
論
、
存
在
論
」
に
結
び
つ
け

て
い
る
と
主
張
し
、
そ
し
て
ハ
ル
ト
マ
ン
を
「
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
保
証

人
」
だ
と
特
徴
づ
け
て
お
り
ま
す
が
、
こ
れ
に
対
し
て
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は

特
別
な
注
意
は
払
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
と
し
て
は
当
時
こ

の
エ
ン
ギ
ッ
シ
ュ
の
主
張
が
、
の
ち
の
批
判
者
に
と
っ
て
目
的
的
行
為
論

の
起
源
に
関
す
る
「
標
語
」
に
な
ろ
う
と
は
夢
に
も
思
っ
て
い
な
か
っ
た

か
ら
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
た
と
え
ば
カ
ー
・
ア
ー
・
ハ
ル
　
（
溶

》
缶
巴
一
）
（
「
故
意
に
お
け
る
過
失
」
〈
一
九
五
九
年
V
一
一
頁
）
は
、
ハ

目
的
的
行
為
論
の
起
源
と
そ
の
哲
学
的
基
礎

ル
ト
マ
ソ
を
「
目
的
的
行
為
論
者
の
哲
学
の
先
生
」
だ
と
特
徴
づ
け
て
お
り

ま
す
し
、
ト
マ
ス
・
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ガ
i
（
↓
ぎ
臼
器
詣
警
器
ロ
富
お
R
）

（
「
ド
イ
ッ
刑
法
学
の
精
神
的
状
況
」
〈
第
二
版
〉
六
頁
）
は
、
ヴ
ェ
ル
ツ

ェ
ル
の
こ
と
を
ほ
の
め
か
し
な
が
ら
、
現
今
の
刑
法
理
論
学
の
中
で
存
在

論
の
用
語
が
し
ば
し
ば
耐
え
が
た
い
ぐ
ら
い
に
乱
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

戒
め
て
お
り
ま
す
。
彼
は
、
と
り
わ
け
、
こ
の
よ
う
に
哲
学
上
の
理
論
を

法
律
学
の
分
野
に
移
植
す
る
こ
と
が
た
だ
ち
に
許
さ
れ
る
も
の
か
ど
う
か

に
関
し
、
刑
法
学
者
が
み
ず
か
ら
批
判
的
な
申
し
開
き
を
す
る
こ
と
な

く
、
ハ
ル
ト
マ
ン
の
体
系
の
よ
う
な
比
較
的
新
し
い
哲
学
体
系
か
ら
来
た

思
想
を
、
刑
法
理
論
学
の
基
礎
に
ま
で
高
め
る
の
は
い
か
が
な
も
の
で
あ

ろ
う
か
と
戒
め
て
お
り
ま
す
。
そ
の
他
、
デ
ィ
ー
ト
リ
ヅ
ヒ
．
エ
ー
ラ
ー

四
五



目
的
的
行
為
論
の
起
源
と
そ
の
哲
学
的
基
礎

（
U
一
〇
鼠
畠
〇
三
段
）
（
「
違
法
行
為
に
お
け
る
客
観
的
目
的
要
素
」
〈
一
九

五
九
年
V
五
八
頁
）
は
、
構
成
要
件
的
故
意
を
責
任
か
ら
分
離
す
る
考
え

方
は
、
人
間
と
価
値
に
関
す
る
ハ
ル
ト
マ
ソ
の
見
解
に
依
拠
し
た
結
果
で

あ
る
と
特
徴
づ
け
て
お
り
ま
す
し
、
ウ
ル
リ
ッ
ヒ
・
ク
ル
ー
ク
（
9
ユ
畠

囚
讐
鵬
）
（
「
方
法
論
的
問
題
と
し
て
の
、
目
的
主
義
に
お
け
る
行
為
概

念
」
）
は
、
刑
法
上
の
目
的
主
義
の
諸
テ
ー
ゼ
が
、
　
ハ
ル
ト
マ
ン
の
哲
学

か
ら
導
き
出
さ
れ
る
か
ど
う
か
、
ど
の
程
度
ま
で
導
き
出
さ
れ
る
か
を
詳

細
に
検
討
し
た
の
ち
、
故
意
は
存
在
論
的
な
理
由
か
ら
す
る
と
、
目
的
主

義
の
理
解
と
は
ま
っ
た
く
反
対
に
、
構
成
要
件
要
素
で
は
な
く
ー
責
任

要
素
に
な
る
ー
と
い
う
注
目
す
べ
き
帰
結
に
到
達
い
た
し
ま
し
た
（
三

四
、
三
八
頁
）
。
最
近
で
は
、
ク
ラ
ウ
ス
・
β
ク
シ
ン
（
Ω
窪
の
国
呉
ぎ
）

が
、
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
ハ
ル
ト
マ
ン
の
存
在
論
的
な
研
究
に
依
拠
し
て
、

西
南
ド
イ
ッ
の
価
値
哲
学
に
逆
う
姿
勢
を
示
し
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
述

べ
て
お
り
ま
す
（
「
正
犯
と
行
為
支
配
」
〈
一
九
六
三
年
〉
一
四
頁
）
。

　
目
的
的
行
為
論
の
由
来
は
、
ニ
コ
ラ
イ
・
ハ
ル
ト
マ
ソ
の
存
在
論
に
帰

着
さ
せ
る
べ
き
だ
と
い
う
主
張
が
声
高
く
な
っ
て
き
た
と
き
、
ヴ
ェ
ル
ツ

ェ
ル
は
長
い
沈
黙
を
破
っ
て
、
一
九
六
一
年
に
そ
の
著
「
刑
法
体
系
の
新

様
相
（
∪
器
幕
ま
ω
ま
号
ω
望
篤
一
N
9
浮
霧
器
8
ヨ
の
）
」
の
第
四
版
の
序

文
の
中
で
、
こ
れ
を
否
定
す
る
態
度
を
示
し
ま
し
た
。
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は

次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
り
ま
す
。
「
私
は
こ
れ
ま
で
長
い
あ
い
だ
、
私
の

理
論
の
由
来
を
指
摘
す
る
こ
と
に
つ
き
、
沈
黙
を
守
っ
て
き
た
。
そ
れ

四
六

は
、
学
問
に
お
い
て
問
題
と
な
る
の
は
表
明
さ
れ
た
事
柄
が
正
し
い
内
容

を
持
っ
て
い
る
か
ど
う
か
で
あ
っ
て
、
そ
の
由
来
が
ど
こ
に
あ
る
か
で
は

な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
今
や
表
明
さ
れ
た
事
柄
ま
で
が
巻
き
ぞ
え

に
さ
れ
、
し
か
も
そ
の
際
部
分
的
に
は
な
は
だ
し
い
誤
解
ま
で
が
あ
る
の

で
、
私
は
も
は
や
黙
っ
て
い
て
は
い
け
な
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
」
と

（
序
文
K
）
。

　
私
た
ち
が
以
下
に
目
的
的
行
為
論
に
関
す
る
正
し
い
実
態
を
追
想
し
よ

う
と
す
る
場
合
、
私
た
ち
は
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
最
初
の
論
文
を
手
が
け
る

の
が
も
っ
と
も
よ
い
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
、
目
的
的
行
為
論
に
関
す

る
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
思
想
が
は
じ
め
て
体
裁
を
と
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る

の
で
あ
り
ま
す
。

　
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
、
一
九
三
〇
年
に
「
刑
法
と
哲
学
（
ω
賃
鉱
お
o
耳

仁
且
℃
窪
8
8
圧
①
）
」
と
い
う
論
文
の
中
で
、
ま
た
一
九
一
三
年
に
「
因

果
性
と
行
為
（
国
き
器
犀
痒
ロ
包
国
昏
亀
仁
昌
鵬
）
」
と
い
う
論
文
の
中
で
、

ー
そ
の
よ
う
な
表
現
は
用
い
て
お
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
実
質
的
に

ー
彼
の
目
的
的
行
為
論
に
関
す
る
思
想
と
構
想
を
は
じ
め
て
明
ら
か
に

し
ま
し
た
。
彼
に
と
っ
て
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
当
時
の
認
識
論
と
哲
学

の
助
け
を
か
り
て
、
当
時
刑
法
を
支
配
し
て
い
た
自
然
主
義
的
な
い
し
因

果
的
行
為
概
念
を
克
服
し
、
刑
法
の
中
に
新
し
い
方
法
論
上
の
基
礎
を
与



え
る
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。
ま
ず
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
認
め
た
の
は
、
刑
法

的
認
識
の
課
題
は
新
し
い
対
象
を
作
り
出
す
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
く
、

す
で
に
存
在
し
て
い
る
対
象
を
そ
の
存
在
論
的
な
諸
条
件
の
中
で
と
ら
え

る
こ
と
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
、
刑
法
の
方

法
論
を
変
革
す
る
こ
と
が
緊
急
に
必
要
だ
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
ま
し

た
。
な
ぜ
な
ら
、
決
定
的
に
実
証
主
義
の
影
響
を
受
け
て
い
る
当
時
の
刑

法
学
に
と
っ
て
は
、
実
証
的
な
個
々
の
出
来
事
を
い
く
ら
積
み
重
ね
て
も

こ
れ
ら
を
抱
擁
す
る
精
神
的
な
紐
帯
を
示
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
ら

れ
た
か
ら
で
し
た
。
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。
「
方
法
論
は
認

識
と
そ
の
対
象
と
の
関
係
を
記
述
す
る
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
す
べ
て
の
認
識
が
意
図
的
な
も
の
、
い
い
か
え
れ
ば
一
つ
の
対

象
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
方
法
論
上
の
検
討
は
、
認
識

が
対
象
に
い
た
る
の
に
と
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
道
を
示
す
べ
く
、
同
時
に
対
象

の
論
理
的
な
構
造
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
刑
法
の
方
法
論

は
、
同
時
に
刑
法
の
対
象
の
分
析
を
意
味
す
る
」
と
。
こ
の
よ
う
な
主
張

に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
た
の
は
、
単
に
次
の
よ
う
な
見
解
ば
か
り
で
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
す
な
わ
ち
、
不
当
に
も
カ
ソ
ト
を
引
合
い
に
出
し
な
が

ら
、
物
を
は
じ
め
て
わ
れ
わ
れ
の
目
に
映
る
よ
う
に
作
り
出
し
た
の
は
、

わ
れ
わ
れ
自
身
な
の
だ
、
そ
の
よ
う
な
特
性
を
持
っ
た
事
物
の
創
造
主
は

わ
れ
わ
れ
自
身
な
の
だ
、
と
主
張
し
よ
う
と
す
る
見
解
ぽ
か
り
で
は
あ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
も

ま
せ
ん
で
し
た
。
否
定
さ
れ
た
の
は
、
そ
も
そ
も
方
法
に
、
素
材
を
形
成

目
的
的
行
為
論
の
起
源
と
そ
の
哲
学
的
基
礎

む
　
　
む

す
る
機
能
を
認
め
よ
う
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
見
解
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
り
ま

す
。
彼
は
述
べ
て
お
り
ま
す
。
「
対
象
が
方
法
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
の

で
は
な
く
て
、
方
法
が
対
象
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
」

と
。
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
に
与
え
ら
れ
て
い
る

も
の
は
、
そ
も
そ
も
、
こ
れ
か
ら
形
を
与
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
無
定
型

な
も
の
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
の
知
っ
て
い
る
対
象
は
、
当
初
は
無
定
型

で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
徐
々
に
（
す
で
に
）
形
を
与
え
ら
れ
た
も
の
な
の

で
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
方
法
上
の
自
覚
を
も
っ
て
、
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
と
く
に
刑

法
の
基
礎
的
な
対
象
で
あ
る
行
為
と
い
う
も
の
の
分
析
に
お
い
て
、
当
時

の
通
説
で
あ
っ
た
い
わ
ゆ
る
「
因
果
的
行
為
論
」
に
立
ち
向
か
い
ま
し

た
。
因
果
的
行
為
論
は
、
一
九
世
紀
の
中
ご
ろ
か
ら
優
勢
に
な
っ
た
自
然

主
義
的
な
い
し
実
証
主
義
的
思
想
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。
そ

れ
は
、
人
間
の
行
動
を
、
意
思
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
、
感
覚
に
知
覚
し

う
る
外
界
の
変
動
と
み
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
本
来
行
為

の
目
標
を
決
定
し
、
手
段
の
選
択
を
行
い
、
生
ず
る
こ
と
の
あ
り
う
る
付

随
的
結
果
を
考
慮
に
入
れ
る
と
こ
ろ
の
行
為
の
内
容
は
、
理
窟
に
合
わ
な

い
こ
と
に
、
行
為
概
念
に
と
っ
て
は
重
要
で
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
、

わ
ず
か
に
責
任
判
断
の
対
象
と
み
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
と
な
り
ま

す
。
こ
の
よ
う
な
行
為
概
念
が
、
必
然
的
結
果
と
し
て
行
為
概
念
を
外
部

的
な
因
果
の
経
過
と
、
内
部
的
な
意
思
内
容
と
に
分
割
し
て
し
ま
う
こ
と

四
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目
的
的
行
為
論
の
起
源
と
そ
の
哲
学
的
基
礎

に
な
る
の
は
、
明
ら
か
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
因
果
的
行
為
論
は
、
犯

罪
論
を
構
成
す
る
場
合
に
、
外
界
に
惹
起
さ
れ
た
す
べ
て
の
も
の
、
す
べ

て
「
外
部
的
な
も
の
」
「
因
果
的
な
も
の
」
は
違
法
性
に
配
属
し
、
す
べ

て
の
「
内
部
的
な
も
の
」
「
精
神
的
な
も
の
」
は
責
任
に
属
さ
せ
る
こ
と

に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
責
任
は
結
果
に
対
す
る
行
為

者
の
精
神
的
関
係
、
い
い
か
え
れ
ぽ
外
部
的
な
出
来
事
が
行
為
者
の
精
神

に
反
映
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
因

果
的
行
為
論
は
、
当
初
リ
ス
ト
　
（
仁
の
騨
）
、
べ
ー
リ
ン
グ
　
（
切
＆
躍
）
、

ラ
ー
ト
ブ
ル
ッ
フ
（
国
＆
耳
ロ
9
）
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
、
次
い
で
メ
ツ
ガ

ー
（
匡
①
N
臓
R
）
に
よ
り
修
正
さ
れ
た
上
で
発
展
さ
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り

ま
す
が
、
だ
い
た
い
一
九
三
〇
年
ご
ろ
ま
で
、
ド
イ
ッ
に
お
け
る
刑
法
理

論
学
を
支
配
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
犯
罪
論
体
系
は
ゆ
り
動
か
さ
れ
は
じ
め
ま
し

た
。
と
い
う
の
は
、
ま
ず
一
方
に
お
い
て
間
も
な
く
主
観
的
違
法
要
素
論

が
発
展
し
、
他
方
に
お
い
て
規
範
的
責
任
論
が
展
開
し
た
か
ら
で
あ
り
ま

す
。
主
観
的
違
法
要
素
と
い
う
も
の
が
発
見
さ
れ
る
と
、
す
べ
て
の
主
観

的
な
も
の
は
責
任
に
属
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
く
な
っ
て
し
ま

う
し
、
ま
た
違
法
性
も
決
し
て
単
に
「
客
観
的
・
外
部
的
な
も
の
」
に
関

係
し
て
い
る
と
は
い
え
な
く
な
っ
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
規
範
的

責
任
論
も
、
責
任
の
本
質
は
「
主
観
的
・
精
神
的
な
も
の
」
か
ら
成
る
の

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
（
た
と
え
ば
認
識
な
き
過
失
の
場
合
の
よ
う
に
）
、

四
八

主
観
的
・
精
神
的
な
も
の
は
な
く
て
さ
え
よ
い
と
い
う
こ
と
、
責
任
の
本

質
は
む
し
ろ
そ
れ
と
は
別
な
、
フ
ラ
ン
ク
（
問
蚕
爵
）
が
「
非
難
可
能
性
」

と
表
現
し
た
よ
う
な
も
の
の
中
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
ま

し
た
。
こ
の
よ
う
な
一
九
三
〇
年
ご
ろ
の
理
論
的
状
況
の
中
で
、
ヴ
ェ
ル

ツ
ェ
ル
は
そ
の
目
的
的
行
為
論
を
展
開
し
た
の
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
方

法
は
、
リ
ス
ト
・
べ
ー
リ
ソ
グ
・
ラ
ー
ト
ブ
ル
ッ
フ
流
の
体
系
に
お
け
る

因
果
的
行
為
概
念
に
批
判
を
向
け
る
と
い
う
や
り
方
だ
っ
た
の
で
し
た
。

ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
、
因
果
的
行
為
論
の
決
定
的
な
欠
陥
を
次
の
よ
う
な
点

に
あ
る
と
考
え
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
因
果
的
行
為
論
が
行
為
の
概
念
を
、

そ
の
存
在
論
的
な
実
質
的
内
容
を
遮
断
し
て
単
に
意
思
の
因
果
的
機
械
的

な
経
過
と
し
て
記
述
し
、
と
り
わ
け
こ
の
よ
う
な
因
果
的
な
経
過
の
形
式

が
、
現
実
の
出
来
事
を
決
定
す
る
唯
一
の
仕
方
だ
と
説
明
し
て
い
る
点
で

あ
り
ま
す
。
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
、
行
為
の
中
に
は
、
出
来
事
の
因
果
的
な

形
式
と
並
ん
で
、
「
そ
れ
と
異
な
る
、
ま
さ
に
刑
法
に
と
っ
て
決
定
的
な

経
過
の
法
則
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
断
乎
と
し
て
指
摘
し
ま
し
た
。
次

の
よ
う
に
述
べ
て
お
り
ま
す
。
「
前
法
律
的
な
行
為
で
さ
え
、
単
に
外
界

に
お
け
る
一
定
程
度
の
変
更
と
い
う
効
果
を
伴
っ
た
有
意
的
な
身
体
運
動

で
は
な
い
。
そ
れ
は
単
に
因
果
的
に
惹
起
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
意
図
的

に
設
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
そ
の
行
為
の
中
で
は
た

ら
い
た
因
果
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
さ
え
、
意
図
的
で
あ
る
と
か
、
意
味
に
お

け
る
法
則
と
か
、
意
味
の
認
識
な
ど
と
い
う
要
素
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら



れ
る
、
新
し
い
種
類
の
特
色
づ
け
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
」
と
。

二

　
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
、
こ
の
よ
う
に
行
為
の
構
造
を
、
意
味
を
志
向
し
た

も
の
と
し
て
と
ら
え
る
見
解
に
到
達
し
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
場
合

手
助
け
と
な
っ
た
の
は
、
一
方
に
お
い
て
は
（
ホ
ェ
ー
ニ
ヒ
ス
ヴ
ァ
ル

ト
、
エ
リ
ス
マ
ン
、
ビ
ュ
ー
ラ
ー
な
ど
の
説
く
）
思
考
心
理
学
で
あ
り
、

他
方
に
お
い
て
は
（
ぺ
ー
・
エ
フ
・
リ
ン
ケ
、
プ
ェ
ソ
ダ
ー
な
ど
の
説
く
）

現
象
学
的
対
象
論
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
故
、
そ
の
本
質
が
意
味
志
向
性

を
な
す
と
こ
ろ
の
「
目
的
性
」
の
哲
学
的
起
源
は
、
ニ
コ
ラ
イ
・
ハ
ル
ト

マ
ソ
の
哲
学
に
帰
着
す
る
と
説
く
見
解
は
、
こ
れ
を
否
定
す
べ
き
で
あ
り

ま
す
。
こ
の
よ
う
な
見
解
が
誤
解
に
も
と
づ
い
て
い
る
こ
と
は
、
ヴ
ェ
ル

ツ
ェ
ル
自
身
も
批
判
者
と
の
論
争
に
お
い
て
こ
れ
を
明
ら
か
に
し
ま
し

た
。
「
仮
に
こ
の
主
張
が
正
し
い
と
す
る
な
ら
ば
、
私
の
理
論
の
起
源
が

ニ
コ
ラ
イ
・
ハ
ル
ト
マ
ソ
の
哲
学
の
中
に
あ
る
こ
と
を
恥
ず
る
理
由
は
き

っ
と
何
も
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
実
は
そ
う
で
は
な
か
っ

た
。
私
が
目
的
的
行
為
論
を
形
成
し
よ
う
と
い
う
刺
戟
を
得
た
の
は
、
ニ

コ
ラ
イ
・
ハ
ル
ト
マ
ン
か
ら
で
は
な
く
て
、
思
考
心
理
学
か
ら
で
あ
っ

た
。
と
く
に
最
近
の
刺
戟
を
得
た
の
は
、
最
近
亡
く
な
っ
た
哲
学
者
リ
ヒ

ア
ル
ト
・
ホ
ェ
ー
ニ
ヒ
ス
ヴ
ァ
ル
ト
（
国
一
〇
げ
巽
α
匡
α
β
蒔
ω
毒
巴
q
）
の
『
思

考
心
理
学
の
基
礎
（
9
巨
臼
謎
窪
q
霞
u
o
良
陽
圃
昌
o
δ
牲
Φ
）
』
と
い

目
的
的
行
為
論
の
起
源
と
そ
の
哲
学
的
基
礎

う
著
書
か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
続
い
て
私
に
刺
戟
を
与
え
た
の
は
、
カ

ー
ル
・
ピ
ュ
ー
ラ
ー
（
囚
震
一
ω
¢
匡
R
）
、
　
テ
オ
ド
ー
ア
・
エ
リ
ス
マ
ン

（
円
ぽ
a
自
国
二
の
ヨ
四
ロ
ロ
）
、
エ
ー
リ
ッ
ヒ
・
イ
ェ
ン
シ
ュ
（
国
二
魯
冒
O
苧

ω
9
）
、
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ぺ
ー
タ
ー
ス
　
（
白
蓉
o
目
評
富
お
）
や
現
象

学
者
ぺ
ー
・
エ
フ
・
リ
ン
ケ
（
即
コ
U
冒
ざ
）
、
ア
レ
ク
サ
ソ
ダ
ー
・
プ
ェ

ソ
ダ
ー
（
》
一
①
鋸
鼠
R
頃
壁
且
R
）
な
ど
の
諸
説
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う

に
述
べ
て
お
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
と
ニ
コ
ラ
イ
・
ハ
ル
ト

マ
ン
と
が
行
為
概
念
の
と
ら
え
方
の
点
に
お
い
て
一
定
の
類
似
性
、
共
通

性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
強
調
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
は
、
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
が
ハ
ル
ト
マ
ン
の
作
品
に
決
定
的
に

ふ
れ
た
の
は
、
よ
う
や
く
一
九
三
五
年
、
彼
が
教
授
就
任
論
文
「
刑
法
に
お

け
る
自
然
主
義
と
価
値
哲
学
（
Z
四
言
欝
房
ヨ
易
巨
山
譲
R
6
窪
8
8
臣
Φ

葺
ω
實
鋒
お
o
耳
）
」
を
書
い
た
と
き
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま

す
。
こ
の
こ
と
は
、
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
が
す
で
に
そ
の
最
初
の
論
文
で
あ
る

（
一
九
三
〇
年
の
）
「
刑
法
と
哲
学
」
や
（
一
九
一
三
年
の
）
「
因
果
性
と

行
為
」
の
中
で
、
ホ
ェ
ー
ニ
ヒ
ス
ヴ
ァ
ル
ト
や
上
述
の
学
者
た
ち
に
依
拠

し
て
「
意
味
志
向
性
」
（
ω
置
艮
9
0
暮
δ
嵩
犀
簿
）
」
と
い
う
概
念
を
彼
の

行
為
論
の
基
礎
と
し
て
発
展
さ
せ
た
こ
と
に
よ
り
、
さ
ら
に
強
め
ら
れ
た

の
で
あ
り
ま
し
た
。
彼
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
ニ
コ
ラ
イ
・
ハ
ル
ト
マ
ン
は

当
初
は
新
カ
ン
ト
学
者
だ
っ
た
の
で
す
が
、
の
ち
に
現
象
学
の
影
響
を
受

け
て
批
判
的
実
在
論
に
転
身
し
た
の
で
あ
り
ま
し
て
、
ハ
ル
ト
マ
ン
は
リ

四
九



目
的
的
行
為
論
の
起
源
と
そ
の
哲
学
的
基
礎

ヒ
ア
ル
ト
・
ホ
ェ
ー
ニ
ヒ
ス
ヴ
ァ
ル
ト
や
上
述
の
学
者
た
ち
お
よ
び
そ
の

作
品
に
は
い
か
な
る
影
響
も
与
え
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
逆
に
、
当
時
活
況

を
呈
し
て
お
り
、
そ
の
間
長
い
あ
い
だ
「
共
有
財
産
」
と
な
っ
た
と
こ
ろ

の
思
考
過
程
、
つ
ま
り
一
定
の
精
神
的
活
動
が
因
果
的
で
な
く
経
過
す
る

そ
の
仕
方
に
つ
い
て
の
思
考
過
程
を
、
そ
の
思
考
に
と
り
入
れ
た
の
で
あ

り
ま
し
た
。
問
題
と
な
る
の
は
、
単
に
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
が
彼
自
身
の
い
う

よ
う
に
、
ハ
ル
ト
マ
ソ
の
著
書
「
倫
理
学
（
団
浮
騨
）
」
や
「
精
神
的
存
在

の
問
題
（
零
o
窪
o
目
脅
ω
鴨
搾
蒔
9
ω
9
拐
）
」
の
中
で
「
行
為
の
構
造

が
き
わ
め
て
わ
か
り
や
す
く
分
析
さ
れ
て
い
た
」
た
め
、
そ
の
「
刑
法
に

お
け
る
自
然
主
義
と
価
値
哲
学
」
に
関
す
る
論
文
の
中
で
、
自
分
の
思
想

を
新
た
に
公
式
化
し
、
そ
の
際
「
意
味
志
向
性
」
と
い
う
あ
ま
り
ぎ
ご
ち

よ
く
な
い
表
現
の
代
わ
り
に
、
そ
の
後
親
し
ま
れ
た
「
目
的
性
（
固
器
午

感
什
）
」
と
い
う
言
葉
を
お
い
た
と
こ
ろ
に
あ
る
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
し
た
が

っ
て
、
ニ
コ
ラ
イ
・
ハ
ル
ト
マ
ン
を
目
的
的
行
為
論
の
「
保
証
人
」
で
あ

る
と
か
、
「
哲
学
の
先
生
」
で
あ
る
と
か
と
特
徴
づ
け
る
こ
と
は
、
ま
っ

た
く
正
し
い
と
い
う
わ
け
に
は
ま
い
り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
誤
っ
た
理

解
が
生
じ
た
の
は
、
こ
の
標
語
を
は
じ
め
て
用
い
た
人
で
あ
る
エ
ソ
ギ
ッ

シ
ュ
や
そ
の
他
の
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
批
判
者
た
ち
が
、
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の

最
初
の
論
文
で
は
な
く
、
お
も
に
彼
の
一
九
三
五
年
に
あ
ら
わ
さ
れ
た
教

授
就
任
論
文
「
刑
法
に
お
け
る
自
然
主
義
と
価
値
哲
学
」
や
一
九
三
九
年

に
刑
法
雑
誌
に
登
載
さ
れ
た
論
文
「
刑
法
体
系
研
究
　
（
ω
9
良
9
讐
跨

五
〇

ω
誘
富
ヨ
α
8
望
匿
ヰ
8
算
ω
）
」
を
批
判
の
基
礎
と
し
、
源
泉
と
し
て
利

用
し
た
こ
と
に
そ
の
原
因
が
あ
る
と
い
っ
て
差
支
え
な
い
と
思
い
ま
す
。

三

　
そ
れ
で
は
、
目
的
的
行
為
論
の
方
法
論
的
、
哲
学
的
基
礎
を
な
す
思
考

心
理
学
や
現
象
学
的
対
象
論
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
理
論
と
内
容
を

持
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
今
世
紀
の
二
〇
年
代
に
お
い
て
、
思

考
心
理
学
と
現
象
学
的
対
象
論
の
一
般
的
傾
向
は
、
次
の
よ
う
な
と
こ
ろ

に
あ
り
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
、
思
考
体
験
に
新
し
い
「
基
体
（
望
び
ω
霞
緯
）
」

を
与
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
心
理
学
と
認
識
論
と
を
、
対
象
か
ら
は
な
れ
た

「
心
理
主
義
」
「
連
想
心
理
学
」
の
思
考
方
法
か
ら
解
放
す
る
、
と
い
う

と
こ
ろ
に
あ
り
ま
し
た
。
何
故
な
ら
、
も
し
人
が
思
考
の
内
容
を
、
対
象

か
ら
は
な
れ
、
そ
し
て
観
念
か
連
想
か
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
要
素

か
ら
こ
れ
を
導
き
出
し
、
ま
た
は
説
明
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
試

み
は
、
思
考
の
存
在
論
的
な
状
態
に
適
合
し
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う

か
ら
で
あ
り
ま
す
。
何
故
な
ら
、
思
考
の
存
在
論
的
な
状
態
と
い
う
も
の

は
、
対
象
と
な
る
も
の
と
関
連
し
て
は
じ
め
て
決
定
さ
れ
う
る
も
の
だ
か

ら
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
エ
リ
ス
マ
ン
は
、
単
に
機
械
的
に
経
過
す
る

「
観
念
」
ま
た
は
「
連
想
」
か
ら
区
別
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
、
精
神
活
動
の

あ
る
特
殊
な
体
験
形
式
を
、
「
精
神
的
な
も
の
の
特
色
」
と
し
て
強
調
し

ま
し
た
。
キ
ュ
ル
ペ
（
国
岳
需
）
の
経
験
心
理
学
の
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る



ビ
ュ
ー
ラ
ー
は
、
次
の
こ
と
を
主
張
し
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
「
思
考
に
お

け
る
最
後
の
決
定
的
な
不
変
の
も
の
は
、
決
し
て
観
念
連
合
の
法
則
に
忠

実
に
鎖
の
よ
う
に
次
か
ら
次
へ
と
わ
れ
わ
れ
の
中
に
生
起
す
る
と
こ
ろ
の

観
念
像
で
は
な
く
、
観
念
像
と
い
う
変
化
す
る
材
料
に
対
す
る
、
『
一
定
の

単
純
な
、
そ
し
て
複
合
的
な
思
考
操
作
』
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
主
張
し

ま
し
た
。
ぺ
ー
・
エ
フ
・
リ
ン
ケ
は
、
現
象
学
の
側
面
か
ら
、
同
じ
よ
う
な

主
張
に
到
達
し
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
一
定
の
条
件
の
も
と
に
お
い
て
、
心

理
的
以
外
の
実
体
に
対
す
る
洞
察
に
も
と
づ
き
、
心
理
的
な
実
体
に
関
す

る
有
効
な
証
言
を
得
る
可
能
性
が
あ
る
、
と
い
う
主
張
が
こ
れ
で
あ
り
ま

す
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
と
の
関
係
で
は
、
リ
ヒ
ア
ル
ト
．
ホ
ェ
ー
ニ
ヒ

ス
ヴ
ァ
ル
ト
の
「
思
考
心
理
学
」
が
と
く
に
有
益
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

ま
す
。
何
故
な
ら
、
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
、
そ
れ
か
ら
「
意
味
志
向
性
」
と

い
う
概
念
を
直
接
発
展
さ
せ
た
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ

か
ら
先
論
ず
る
こ
と
は
、
主
と
し
て
ホ
ェ
ー
ニ
ヒ
ス
ヴ
ァ
ル
ト
の
基
本
思

想
に
し
た
が
い
、
「
意
味
志
向
性
」
と
い
う
「
糸
」
を
た
ぐ
り
、
そ
れ
に

よ
っ
て
目
的
的
な
行
為
法
則
性
を
追
及
す
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
る
こ
と
と

な
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　
ホ
ェ
ー
ニ
ヒ
ス
ヴ
ァ
ル
ト
の
思
考
心
理
学
の
基
本
的
な
モ
テ
ィ
ー
フ

は
、
と
く
に
思
考
体
験
の
「
意
味
」
に
向
け
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
必
要
な

の
は
、
思
考
心
理
学
的
な
実
験
に
お
け
る
試
験
の
客
体
を
、
み
ず
か
ら
の

思
考
体
験
に
つ
い
て
指
図
を
す
る
主
体
、
と
み
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ

目
的
的
行
為
論
の
起
源
と
そ
の
哲
学
的
基
礎

う
す
る
と
、
自
己
の
思
想
の
み
が
語
ら
れ
る
の
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
自

己
の
思
想
を
思
考
す
る
機
会
に
お
け
る
体
験
に
つ
い
て
報
告
が
な
さ
れ
る

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
彼
に
よ
れ
ば
「
観
念
連
合
と
か
、
再
生
と
か
統
覚

（
》
忍
R
器
讐
一
自
）
と
か
が
語
ら
れ
る
の
で
は
な
く
て
、
驚
き
や
ぎ
ょ
っ

と
す
る
こ
と
、
び
っ
く
り
す
る
こ
と
や
あ
き
れ
か
え
る
こ
と
、
突
然
の
思

い
つ
き
や
わ
き
上
が
る
疑
惑
が
語
ら
れ
る
」
の
で
す
。
そ
こ
で
、
人
が
た

と
え
ば
あ
る
「
詩
」
を
「
理
解
す
る
」
の
は
、
そ
の
人
が
そ
の
詩
の
意
図

と
か
モ
テ
ィ
ー
フ
と
か
創
作
者
と
か
そ
の
発
展
と
か
と
い
う
よ
う
な
、
詩

そ
の
も
の
以
外
の
こ
と
に
関
す
る
知
識
を
た
く
さ
ん
筋
書
の
中
に
読
み
こ

ん
で
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
反
し
て
、

も
し
人
が
そ
の
筋
書
を
「
追
う
」
だ
け
し
か
し
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
そ

の
人
の
理
解
は
欠
陥
あ
る
も
の
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　
思
考
心
理
学
か
ら
み
て
本
源
的
な
も
の
で
あ
り
、
第
一
義
的
な
も
の
は
、

し
た
が
っ
て
、
孤
立
し
た
言
葉
の
意
味
で
は
な
く
、
常
に
「
文
章
の
意
味

へ
の
志
向
」
で
あ
り
ま
す
。
ホ
ェ
ー
ニ
ヒ
ス
ヴ
ァ
ル
ト
は
、
「
了
解
」
の

実
質
に
と
り
第
一
の
条
件
と
し
て
問
題
に
な
る
の
は
、
思
考
の
論
理
的
な

「
密
度
」
だ
と
い
う
こ
と
を
認
め
ま
し
た
。
ま
さ
に
こ
の
、
方
向
を
持
っ

た
思
考
（
浮
む
o
爵
窪
）
の
論
理
的
な
密
度
、
い
い
か
え
れ
ば
理
解
が
客

体
と
の
関
係
で
と
ぎ
れ
ず
に
継
続
す
る
こ
と
、
は
「
意
味
連
関
（
ω
一
目
・

N
仁
器
ヨ
ヨ
Φ
嘗
目
鵬
）
」
　
へ
の
志
向
に
依
存
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、

こ
の
意
味
連
関
は
何
び
と
か
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
か
ど
う
か
に
か
か
わ

五
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目
的
的
行
為
論
の
起
源
と
そ
の
哲
学
的
基
礎

り
な
く
、
そ
の
意
味
連
関
の
内
部
で
、
あ
ら
ゆ
る
モ
メ
ン
ト
が
他
の
あ
ら

ゆ
る
モ
メ
ン
ト
と
、
一
義
的
で
か
つ
客
体
と
の
関
係
で
有
効
な
規
範
に
し

た
が
い
関
連
し
あ
う
も
の
な
の
で
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
規
範
は
、

内
在
的
に
か
つ
客
体
と
の
関
係
で
効
力
を
有
す
る
こ
と
に
よ
り
、
思
考
が

論
理
的
客
観
的
に
完
結
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
現
実
の
標
準
を
な

す
の
で
あ
り
、
思
想
は
そ
れ
が
ど
の
程
度
完
結
し
て
い
る
か
、
そ
の
程
度

に
応
じ
て
一
定
の
仕
方
で
表
現
さ
れ
、
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
規
範

は
、
換
言
す
れ
ば
、
「
方
向
を
持
っ
て
考
え
ら
れ
た
こ
と
（
N
ロ
ー
0
8
8
拝
）
」

を
、
意
味
体
験
の
手
続
に
お
い
て
特
定
の
意
味
に
向
け
る
と
こ
ろ
の
、
包

括
的
な
法
則
性
な
の
で
あ
り
ま
す
。

　
以
上
か
ら
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
思
考
動
作
あ
る
い
は
思
考
体
験
の
全

過
程
は
、
意
味
と
い
う
も
の
を
媒
介
と
し
て
実
施
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
り
ま
す
。
意
図
的
思
考
法
則
性
と
い
う
も
の
に
よ
っ
て
、
「
思
考
の
秩

序
」
が
「
出
来
事
の
秩
序
」
か
ら
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の

意
図
的
思
考
法
則
性
は
、
ホ
ェ
ー
ニ
ヒ
ス
ヴ
ァ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
「
心
理

的
な
も
の
の
た
め
の
範
疇
」
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
意
味

に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
中
に
、
思
っ
て
い
る
こ
と
そ
の
も
の

の
法
則
性
が
刻
印
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
れ
故
に
こ
そ
、
こ
の
、
意
味

に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
心
理
的
な
も
の
が
よ
っ
て
も
っ
て

存
立
す
る
た
め
の
条
件
を
な
す
の
で
あ
り
ま
す
。
「
意
味
規
定
性
（
ω
置
苧

U
①
什
R
ヨ
ぼ
蝕
自
）
」
の
決
定
的
な
意
義
は
、
し
か
し
、
そ
れ
が
心
理
的
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な
も
の
を
、
一
つ
の
意
義
に
し
た
が
っ
て
決
定
さ
れ
た
も
の
と
し
て
は
じ

め
て
認
識
さ
せ
る
点
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
心
理
的
な
も
の
を
支

配
す
る
点
に
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
何
故
な
ら
、
心
理
的
な
も
の
は
、
意

義
の
構
造
を
持
つ
も
の
だ
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

四

　
ホ
ェ
ー
ニ
ヒ
ス
ヴ
ァ
ル
ト
の
「
意
味
規
定
性
」
と
い
う
概
念
は
、
ヴ
ェ

ル
ツ
ェ
ル
に
よ
っ
て
「
意
味
志
向
性
」
と
い
う
こ
と
の
中
に
と
り
入
れ
ら

れ
、
そ
し
て
そ
の
行
為
論
の
中
で
重
要
な
機
能
を
営
む
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
こ
の
「
意
味
志
向
性
」
は
、
事
物
論
理
的
な
構
造
（
ω
零
匡
o
笹
8
ぼ

ω
け
暑
犀
言
村
）
の
本
源
的
な
基
体
を
な
す
も
の
で
あ
り
ま
す
。
何
故
な
ら
、

ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
「
目
的
性
」
は
彼
の
目
的
的
行
為
論
全
体
の
背
骨
を
な

す
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
「
目
的
性
」
は
、
「
意
味
志
向
性
」
と
い

う
思
想
か
ら
発
展
し
た
、
行
為
の
「
構
造
法
則
性
」
と
何
ら
異
な
る
と
こ

ろ
が
な
い
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
す
で
に
そ
の
初
期
の
論

文
に
お
い
て
、
刑
法
的
な
評
価
の
存
在
論
的
な
基
礎
を
、
対
象
と
し
て
の

行
為
の
意
図
的
な
構
造
の
中
に
み
よ
う
と
し
て
い
ま
L
た
。
次
の
よ
う
に

い
っ
て
お
り
ま
す
。
「
あ
ら
ゆ
る
任
意
の
出
来
事
に
、
人
間
に
対
す
る
法

効
果
を
結
び
つ
け
る
こ
と
は
、
た
し
か
に
法
秩
序
の
自
由
に
な
し
う
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
実
の
出
来
事
の
特
定
の
一
断
片
だ
け
を
刑
法

的
評
価
に
服
さ
せ
る
と
い
う
差
別
的
な
と
り
扱
い
を
す
る
こ
と
に
、
単
な



る
恣
意
を
越
え
る
意
味
、
い
い
か
え
れ
ぽ
そ
も
そ
も
一
つ
の
意
味
が
あ
る

は
ず
だ
と
す
る
な
ら
ぽ
、
そ
の
差
別
的
と
り
扱
い
は
、
対
象
の
世
界
に
お

け
る
差
異
に
も
と
づ
く
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。
あ
る
判
断
が
客
観
的

に
妥
当
だ
と
い
え
る
の
は
、
認
識
の
範
疇
が
対
象
の
範
疇
と
一
致
す
る
場

合
だ
け
で
あ
る
。
「
経
験
の
可
能
性
の
条
件
は
」
、
カ
ソ
ト
が
か
つ
て
明
瞭

に
公
式
化
し
た
よ
う
に
、
「
同
時
に
経
験
の
対
象
の
可
能
性
の
条
件
で
も

あ
る
。
」
対
象
の
意
図
的
な
秩
序
（
訳
者
注
”
こ
こ
に
い
う
「
対
象
」
と
は
、

違
法
な
、
有
責
な
と
い
う
刑
法
的
評
価
を
加
え
る
対
象
、
す
な
わ
ち
人
間

の
態
度
を
指
し
、
「
意
図
的
な
秩
序
」
と
は
、
人
間
の
態
度
は
す
べ
て
何

か
を
し
よ
う
と
し
て
な
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
）
は
、

今
や
「
因
果
性
」
と
並
ん
で
、
対
象
の
条
件
と
し
て
浮
か
び
上
つ
て
き

た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
「
対
象
と
の
関
連
に
よ
る
秩
序
で
あ
り
、

意
図
さ
れ
た
対
象
の
意
味
に
よ
る
秩
序
で
あ
る
。
」
そ
れ
が
関
係
す
る
の

は
、
「
意
味
の
秩
序
」
そ
れ
自
体
で
は
な
く
、
「
意
味
の
把
握
の
秩
序
」
で

あ
る
。
意
味
把
握
の
秩
序
は
、
意
味
の
秩
序
そ
の
も
の
に
向
け
ら
れ
て
少

る
が
、
そ
れ
は
、
把
握
す
る
こ
と
の
中
に
意
味
そ
れ
自
体
が
反
映
し
て
い

る
か
、
あ
る
い
は
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
意
味
が
認
識
の
中
に
「
入
り

こ
む
」
か
ぎ
り
に
お
い
て
で
あ
り
ま
す
。
意
図
さ
れ
た
意
味
法
則
性
は
、

そ
れ
故
、
因
果
的
な
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
純
粋
に
論
理
的
な
も
の
で
も

な
く
、
意
味
に
関
係
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
意
味
に
関
係
し
な
い
存
在

法
則
の
単
な
る
断
片
に
す
ぎ
な
い
因
果
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
い
う
ま
で
も
な

目
的
的
行
為
論
の
起
源
と
そ
の
哲
学
的
基
礎

く
対
象
の
素
材
を
な
す
も
の
で
す
が
、
そ
れ
も
、
た
だ
手
段
と
し
て
の

み
、
い
い
か
え
れ
ぽ
「
意
図
し
た
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
有
用
で
あ
る

こ
と
を
顧
慮
し
て
の
み
」
重
要
で
あ
る
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
思
考
を
指
導
す

る
機
能
を
営
む
の
は
、
こ
こ
で
は
も
っ
ぱ
ら
「
意
味
志
向
性
」
と
い
う
範

疇
で
あ
り
、
そ
の
仕
方
は
、
個
々
の
因
果
の
連
鎖
（
要
素
）
を
目
標
に
向

け
て
指
導
的
に
結
合
す
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
因
果
の
経
過

は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
こ
れ
を
設
定
す
る
動
作
と
も
ど
も
、
一
つ
の
意

味
統
一
体
と
し
て
の
行
為
に
結
び
つ
く
の
で
あ
っ
て
、
「
し
か
も
そ
の
意

味
統
一
体
と
い
う
の
も
、
価
値
が
あ
る
、
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
は
十
分

に
特
徴
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
ー
と
い
う
の
は
、
豪
雨
で
も
価
値

が
あ
る
こ
と
も
あ
る
か
ら
ー
、
そ
の
統
一
体
が
意
味
の
認
識
（
お
よ
び

そ
の
法
則
性
、
「
志
向
性
」
）
に
も
と
づ
い
て
い
る
と
い
っ
た
、
そ
の
よ
う

な
意
味
統
一
体
を
い
う
」
の
で
あ
り
ま
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
い
う
「
意
味
志
向
性
」
の
構
造
と
か
、
同
様
に
行

為
の
目
的
的
構
造
と
か
い
う
も
の
が
「
存
在
論
的
（
o
旨
o
一
〇
笹
の
魯
）
」
な

概
念
な
の
か
、
「
存
在
的
（
8
静
昌
）
」
な
概
念
な
の
か
が
問
題
と
な
り

ま
す
。
こ
れ
に
対
す
る
解
答
は
、
「
存
在
論
的
」
と
か
「
存
在
的
」
と
か

と
い
う
概
念
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
の
い
か
ん
に
か
か
る
の
で
あ
り
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
ヤ
　
　
も
　
　
ヤ
　
　
も
　
　
む
　
　
ち

す
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
（
頃
o
箆
①
器
霞
）
に
よ
れ
ば
、
存
在
論
的
な
問
題
は

そ
の
本
質
上
「
存
在
の
意
味
」
に
関
係
し
ま
す
。
い
い
か
え
れ
ば
、
存
在

の
内
在
的
な
根
拠
に
関
係
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
反
し

五
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目
的
的
行
為
論
の
起
源
と
そ
の
哲
学
的
基
礎

　
　
め
　
　
ヤ
　
　
め
　
　
ヤ
　
　
も
　
　
ヤ

て
、
存
在
的
な
問
題
は
、
「
存
在
す
る
も
の
の
存
在
の
あ
り
方
」
に
関
係

す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
存
在
論
的
な
問
題
は
、
実
証
科

学
に
と
っ
て
は
存
在
的
な
問
題
よ
り
も
よ
り
「
根
源
的
」
で
あ
り
、
そ
し

て
存
在
的
な
事
実
に
先
立
っ
て
存
在
し
、
こ
れ
を
内
在
的
に
基
礎
づ
け
る

と
こ
ろ
の
法
則
性
の
可
能
性
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
条
件
に
向
け
ら
れ
て
い
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。
も
し
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
存
在
論
の
理
解
が
正
し
い
と

す
れ
ば
、
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
「
意
味
志
向
性
」
に
つ
い
て
は
「
存
在
論
的
」

な
構
造
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
確
定
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
何
故
な
ら
、
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
「
意
味
法
則
性
」
と
い
う
概
念
に

つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
事
態
の
経
過
の
秩
序
を
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
り

ま
す
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
秩
序
の
中
で
、
そ
し
て
そ
の
秩
序
の
お
か
げ

で
、
私
が
対
象
の
意
味
、
い
い
か
え
れ
ぽ
対
象
の
構
造
と
価
値
自
体
を
順

次
発
見
し
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
洞
察
と
決
断
を
見
出
せ
る
よ
う
な
、
そ

の
よ
う
な
秩
序
を
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
構
造

と
価
値
と
は
、
こ
の
こ
と
、
つ
ま
り
洞
察
と
決
断
を
見
出
す
こ
と
に
対
す

る
「
現
実
の
原
因
」
で
あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ら
は
、
む
し

ろ
、
意
思
決
定
が
依
存
し
そ
し
て
そ
れ
ら
が
正
当
化
さ
れ
る
と
こ
ろ
の

「
論
理
的
な
理
由
」
な
の
で
あ
り
ま
す
。
重
要
な
の
は
、
存
在
的
な
も
の

が
す
で
に
根
源
的
に
秩
序
と
意
味
と
を
そ
の
内
に
含
ん
で
い
る
と
い
う
事

実
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
存
在
論
的
な
傾
向
は
、
そ
の
教

授
就
任
論
文
「
刑
法
に
お
け
る
自
然
主
義
と
価
値
哲
学
」
の
中
に
も
っ
と

五
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明
瞭
に
表
現
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
ま
す
。
「
歴
史

と
か
真
の
文
化
の
現
実
に
わ
れ
わ
れ
が
出
く
わ
す
の
は
、
価
値
が
深
く
存

在
的
な
も
の
に
根
ざ
し
て
い
る
と
ぎ
で
あ
り
、
決
し
て
そ
れ
自
体
の
中
に

横
た
わ
る
（
効
力
の
あ
る
）
非
現
実
的
な
意
味
形
象
と
し
て
存
在
に
単
に

外
面
的
に
付
着
し
て
い
る
と
き
で
は
な
い
。
」
「
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
、

存
在
を
超
越
す
る
価
値
と
い
う
も
の
は
な
く
、
存
在
的
な
存
在
は
、
あ
ら

ゆ
る
価
値
の
素
材
に
属
す
る
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
そ
れ
自
体
の
中
に
横

た
わ
る
、
存
在
と
は
関
係
の
な
い
価
値
形
象
の
単
な
る
平
等
の
担
い
手
で

は
な
い
」
と
。
こ
の
こ
と
か
ら
結
論
さ
れ
る
の
は
、
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
価

値
を
「
非
現
実
的
な
効
力
を
有
す
る
意
味
形
象
と
み
る
西
南
ド
イ
ッ
の
新

カ
ン
ト
学
派
（
ヴ
ィ
ソ
デ
ル
バ
ン
ト
、
リ
ッ
カ
ー
ト
〈
≦
ぎ
号
5
器
9

空
畠
o
詳
V
）
の
価
値
論
を
否
定
し
た
ぽ
か
り
で
な
く
、
価
値
を
単
に
「
理

想
的
存
在
た
る
意
味
の
特
性
」
と
す
る
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ー
ラ
ー
（
9
貰

ω
魯
亀
震
）
や
ニ
コ
ラ
イ
・
ハ
ル
ト
マ
ン
の
価
値
倫
理
的
な
立
場
を
も
否

定
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
故
、
ヴ
ェ
ル
ッ
ェ
ル
の
見
解
に

よ
れ
ぽ
、
現
実
の
対
象
的
な
も
の
の
外
に
は
、
そ
の
よ
う
な
、
非
現
実
的

な
効
力
を
持
っ
た
り
、
あ
る
い
は
存
在
し
た
り
す
る
意
味
形
象
と
か
意
味

の
特
性
と
い
っ
た
独
自
の
世
界
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
む
し
ろ

ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
に
と
っ
て
は
、
価
値
は
、
私
と
対
象
と
の
あ
い
だ
の
志
向

関
連
な
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
し
て
、
対
象
と
し
て
の
行
為
の

目
的
法
則
性
は
．
構
造
上
根
源
的
に
そ
し
て
内
在
的
に
意
味
に
向
け
ら
れ



た
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
「
存
在
論
的
」

徴
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
ま
す
。

な
も
の
で
あ
る
と
特

わ
れ
、
当
研
究
所
で
の
講
演
を
お
願
い
し
た
次
第
で
あ
る
。
あ
ら
た
め

て
同
博
士
の
御
好
意
に
感
謝
し
た
い
と
思
う
。
（
西
原
春
夫
）

　
訳
者
の
あ
と
が
き
　
　
本
稿
は
、
昭
和
四
九
年
二
一
月
七
日
、
早
稲

田
大
学
比
較
法
研
究
所
で
行
っ
た
鄭
鐘
晟
（
チ
ョ
ン
・
ツ
ォ
ン
・
ウ
ク
）

博
士
の
講
演
を
紙
上
に
再
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
鄭
博
士
は
一
九
三
三

年
に
韓
国
に
生
ま
れ
、
一
九
五
六
年
ソ
ウ
ル
大
学
法
学
部
卒
業
後
同
大

学
の
助
手
に
就
任
さ
れ
た
が
、
一
九
五
八
年
に
西
ド
イ
ッ
に
留
学
さ

れ
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
、
ボ
ン
大
学
で
法
律
学
を
修
め
、
一
九
六
五

年
に
は
ボ
ン
大
学
法
哲
学
教
室
助
手
と
し
て
、
目
的
的
行
為
論
の
創
唱

者
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
に
師
事
さ
れ
た
。
そ
の
間
、
一
九
六
七
年
に
は
「
グ

ス
タ
フ
・
ラ
ー
ト
ブ
ル
ッ
フ
に
お
け
る
法
哲
学
的
相
対
主
義
の
道
」
と

題
す
る
論
文
を
提
出
し
て
法
学
博
士
の
学
位
を
取
得
し
て
お
ら
れ
る
。

一
九
六
八
年
に
い
っ
た
ん
帰
国
さ
れ
、
韓
国
の
中
央
大
学
教
授
に
な
ら

れ
た
が
、
一
九
六
九
年
ふ
た
た
び
渡
独
、
ボ
ッ
フ
ム
大
学
の
極
東
学
科

研
究
員
を
経
て
、
一
九
七
一
年
に
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
の
マ
ッ
ク
ス
・
プ
ラ

ソ
ク
外
国
・
国
際
刑
法
研
究
所
の
極
東
部
門
研
究
員
に
就
任
さ
れ
、
現

在
に
い
た
っ
て
い
る
。
こ
の
経
歴
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
同
博
士
は

長
年
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
直
接
指
導
を
受
け
て
刑
法
学
、
法
哲
学
を
修
め

ら
れ
た
方
で
あ
る
の
で
、
と
か
く
争
い
の
あ
る
目
的
的
行
為
論
の
哲
学

的
基
礎
に
関
し
そ
の
真
相
を
た
ず
ね
る
に
は
絶
好
の
学
者
で
あ
る
と
思

目
的
的
行
為
論
の
起
源
と
そ
の
哲
学
的
基
礎

五
五


