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は
じ
め
に

　

い
ま
わ
れ
わ
れ
は
二
〇
一
一
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
日
本
大
震

災
と
こ
れ
に
伴
う
東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
過
酷
事
故
の
衝

撃
を
経
験
す
る
な
か
で
、
以
下
の
問
い
を
突
き
つ
け
ら
れ
て
い
る１

。
す
な

わ
ち
、
現
代
社
会
（
科
学
・
技
術
に
支
え
ら
れ
た
産
業
文
明
）
は
、
そ
の

支
持
原
理
で
あ
る
自
然
支
配
へ
の
意
志
を
追
い
求
め
つ
づ
け
た
果
て
に
、

軍
事
利
用
で
あ
れ
平
和
利
用
で
あ
れ
、
と
も
に
お
の
れ
の
生
存
の
基
盤
で

あ
る
地
球
の
自
然
生
態
系
を
原
子
核
の
人
為
的
な
破
壊
か
ら
生
み
出
さ
れ

る
想
像
を
絶
す
る
原
子
核
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
人
工
放
射
性
核
種
に
よ
っ
て
自

己
否
定
す
る
と
い
う
ま
こ
と
に
不
条
理
な
事
態
に
陥
っ
て
い
る２

。
思
う
に
、

こ
の
不
条
理
な
事
態
と
は
人
類
史
上
初
の
ト
リ
ニ
テ
ィ
ー
実
験
（
一
九
四
五

年
七
月
十
六
日
）
か
ら
ヒ
ロ
シ
マ
（
同
年
八
月
六
日
）
と
ナ
ガ
サ
キ
（
同

年
八
月
九
日
）
へ
の
原
爆
の
投
下
、
く
り
か
え
さ
れ
る
核
実
験
（
二
〇
五
一

回
：
一
九
四
五
年
―
一
九
九
八
年
）、そ
し
て
ス
リ
ー
マ
イ
ル
島
（
一
九
七
九

年
三
月
）、チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
（
一
九
八
六
年
四
月
）、フ
ク
シ
マ
（
二
〇
一
一

年
）
の
原
発
事
故
に
典
型
化
さ
れ
る
人
間
の
科
学
・
技
術
（「
科
学
の
原
理
」

に
よ
る
核
の
火
の
探
究
）
に
よ
る
未
曽
有
の
自
然
破
壊
（「
地
上
の
生
命
の

原
理
」
の
否
定
）
の
こ
と
で
あ
る
。
今
日
、
わ
れ
わ
れ
に
突
き
つ
け
ら
れ

て
い
る
の
は
、
こ
の
不
条
理
な
事
態
か
ら
の
問
い
へ
の
応
答
な
の
で
あ
る３

。

　

こ
の
不
条
理
な
事
態
か
ら
の
問
い
へ
の
応
答
に
際
し
て
は
、
わ
れ
わ
れ

は
以
下
の
点
に
つ
い
て
ま
ず
了
解
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
が
フ
ク
シ
マ
原
発
震
災
で
遭
遇
し
て
い
る
事
態
と

は
、
人
間
が
科
学
・
技
術
を
駆
使
し
て
自
然
を
思
い
の
ま
ま
に
制
御
し
、

お
の
れ
の
目
的
の
た
め
に
利
用
し
よ
う
と
す
る
意
志
を
も
軽
々
と
す
り
ぬ

け
、
の
り
こ
え
て
し
ま
う
予
期
し
が
た
い
荒
ぶ
る
自
然
の
根
源
的
な
力
の

露
呈
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
人
間
は
こ
の
荒
ぶ
る
自
然
の
力
の
露
呈
に
ど
う

向
き
合
い
、
い
か
に
対
処
す
べ
き
な
の
か
を
、
フ
ク
シ
マ
原
発
事
故
以
後
、

フ
ク
シ
マ
以
後
、
自
然
と
科
学
・
技
術
の
関
係
を
ど
う
み
る
か
（
一
）

―
「
科
学
の
原
罪
性
」
論
争
を
手
が
か
り
に
し
て
―
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キ
ー
ワ
ー
ド
：
科
学
の
原
罪
性
、
科
学
者
の
社
会
的
責
任
、
科
学
至
上
主
義
、
産
業
文
明
と
科
学
・
技
術
の
批
判
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あ
ら
た
め
て
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る４

。

　

つ
ま
る
と
こ
ろ
、
こ
の
不
条
理
な
事
態
か
ら
の
問
い
へ
の
応
答
い
か
ん

に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
人
類
を
含
む
地
球
生
命
体
の
命
運
は
基
本
的
に
定

ま
る
と
す
ら
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
本
論
考
は
、
以
上
に
述
べ
た
問
題
意
識

か
ら
、「
フ
ク
シ
マ
以
後
、
自
然
と
科
学
・
技
術
の
関
係
を
ど
う
み
る
か
」

と
い
う
問
い
を
設
定
し
、
こ
れ
に
応
答
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る５

。

　

と
こ
ろ
で
、
わ
れ
わ
れ
が
設
定
す
る
こ
の
問
い
に
応
答
す
る
の
に
先
立

ち
、
こ
こ
で
は
以
下
の
重
要
な
問
題
提
起
を
思
い
起
こ
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

久
野
収（
一
九
一
〇
―
一
九
九
九
）の
問
題
提
起
が
そ
れ
で
あ
る
。
久
野
は
、

か
つ
て
こ
う
述
べ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

自
然
科
学
と
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
（
工
学
と
技
術
を
含
め
た
意
味
の
こ
と

ば
）
こ
そ
は
、
人
類
の
確
実
な
進
歩
の
原
動
力
だ
。
他
の
原
動
力
と

称
さ
れ
て
い
る
も
の
の
す
べ
て
は
、
疑
わ
し
さ
、
い
か
が
わ
し
さ
を

ま
ぬ
が
れ
な
い
と
し
て
も
、
自
然
科
学
と
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
だ
け
は
、

疑
う
こ
と
を
許
さ
な
い
。
歴
史
の
進
歩
と
目
の
ま
え
の
現
実
が
、
そ

の
生
き
証
人
で
は
な
い
か
。
か
つ
て
は
そ
う
信
じ
ら
れ
た
し
、い
ま
も
、

そ
う
信
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
い
ま
は
、
こ
の
信
仰
は
か
つ
て

の
よ
う
に
素
朴
で
、
無
条
件
で
あ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

「
科
学
は
今
後
も
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
な
お
存
在
す
べ
き
で
あ
る
か
。

そ
れ
と
も
わ
れ
わ
れ
は
、
科
学
を
し
て
す
み
や
か
に
終
わ
り
を
と
げ

さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
か
。
科
学
は
一
般
に
存
在
す
べ
き
で
あ
る
と
い

う
こ
と
は
、
す
こ
し
も
絶
対
に
必
然
的
な
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
、

も
し
科
学
が
存
在
す
べ
き
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
に
と
っ

て
、
ま
た
わ
れ
わ
れ
に
よ
っ
て
存
在
す
べ
き
で
あ
る
な
ら
ば
、
ど
の

よ
う
な
条
件
の
も
と
に
、
そ
の
場
合
、
科
学
は
真
に
存
立
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
か
。」
一
九
三
三
年
、
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
Ｍ
・
ハ

イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
科
学
へ
の
疑
問
を
こ
う
表
現
し
た
が
、
こ
の
ラ
デ
ィ

カ
ル
な
問
い
か
け
は
彼
の
出
し
た
回
答
へ
の
賛
否
と
は
別
に
、
や
は

り
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
意
味
を
も
ち
つ
づ
け
て
い
る６

。

　

以
下
の
わ
れ
わ
れ
の
言
説
は
、
こ
の
久
野
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
（M

artin	
H
eidegger　

1889-1976

）
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
問
い
を
踏
ま
え
つ
つ
、
戦

後
日
本
で
展
開
さ
れ
た
「
科
学
の
原
罪
性
」
を
め
ぐ
る
論
争
を
手
が
か
り

に
し
て
、
設
定
し
た
問
い
に
応
答
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る７

。

　

Ⅰ　

科
学
の
原
罪
性
へ
の
問
い
―
唐
木
順
三
と
朝
永
振
一
郎

　

そ
こ
で
は
じ
め
に
、
こ
う
し
た
問
い
へ
の
応
答
の
試
み
と
し
て
、
唐
木

順
三
（
一
九
〇
四
―
一
九
八
〇
）
が
最
晩
年
に
と
り
く
ん
だ
科
学
の
原

罪
性
を
め
ぐ
る
考
察
に
つ
い
て
、
ま
ず
は
吟
味
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ

う
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
唐
木
に
は
未
完
の
遺
作
『「
科
学
者
の

社
会
的
責
任
」
に
つ
い
て
の
覚
え
書
』８

が
あ
る
。
唐
木
は
、
オ
ッ
ト
ー
・

ハ
ー
ン
（O

tto	H
ahn　

1879-1968

）
と
フ
リ
ッ
ツ
・
シ
ュ
ト
ラ
ス
マ

ン
（Fritz	Straßm

ann　

1902-1980

）
ら
に
よ
る
原
子
核
分
裂
の
発

見
（
一
九
三
八
年
）９

に
は
じ
ま
る
核
物
理
学
理
論
の
形
成
と
実
験
・
検

証
、
ま
た
そ
れ
ら
の
応
用
で
あ
る
原
爆
製
造
、
広
島
・
長
崎
へ
の
原
爆
投

下
、
水
爆
の
開
発
と
実
験
な
ど
が
実
際
に
遂
行
さ
れ
る
に
及
ん
で
、
い

ま
や
全
面
核
戦
争
に
よ
る
人
類
の
滅
亡
が
現
実
の
問
題
と
な
っ
て
し
ま
っ

た
こ
と
に
対
す
る
現
代
物
理
学
の
責
任
問
題
と
そ
の
原
罪
性
の
自
覚
を
強
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く
求
め
て
い
る
。
唐
木
は
こ
う
し
た
立
場
か
ら
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
マ
ー

（Julius	Robert	O
ppenheim

er,	1904-1967

）、
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ

ン
（Albert	Einstein　

1879-1955

）、
ハ
イ
ゼ
ン
ベ
ル
ク
（W

erner	
Karl	H

eisenberg　
1901-1976

）、
朝
永
振
一
郎
（
一
九
〇
六
―

一
九
七
九
）、湯
川
秀
樹
（
一
九
〇
七
―
一
九
八
一
）、武
谷
三
男
（
一
九
一
一

―
二
〇
〇
〇
）
な
ど
を
取
り
上
げ
、
科
学
者
の
倫
理
的
自
覚
と
社
会
的
責

任
を
問
い
、
つ
ま
り
は
科
学
の
原
罪
性
と
科
学
者
の
罪
を
問
う
て
い
る
の

で
あ
る
。

　

唐
木
自
身
、
先
の
遺
作
の
最
後
に
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。
い
わ
く
、「
科

學
者
た
ち
は
『
核
兵
器
は
絶
對
惡
な
り
』
と
い
ふ
判
斷
、
價
値
判
斷
を
、

社
會
一
般
に
對
し
て
下
し
な
が
ら
、
科
學
者
自
身
に
對
し
て
の
、
或
ひ
は

そ
の
研
究
對
象
、
研
究
目
的
に
對
し
て
の
善
惡
の
價
値
判
斷
を
表
白
す
る

こ
と
は
稀
で
あ
る
。
物
理
學
者
が
己
が
社
會
的
、
時
代
的
責
任
を
表
白
す

る
場
合
、
單
に
善
惡
の
客
觀
的
判
斷
ば
か
り
で
な
く
、
自
己
責
任
の
問
題
、

『
罪
』
の
問
題
に
ま
で
觸
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
が
、
現
在
の
む
し

ろ
當
然
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
新
し
い
視
野
が
開
か
れ
る
の
で
は
な
い
か
。」10

、

と
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
唐
木
の
言
説
に
は
、
そ
れ
を
支
え
て
い
る
深
層

の
問
題
関
心
が
あ
っ
た
点
に
つ
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
留
意
す
べ
き
だ
ろ
う
。

こ
こ
に
言
う
唐
木
の
深
層
の
問
題
関
心
と
は
、「An	Essay

」
と
題
さ
れ
た

断
片
の
な
か
に
吐
露
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
彼
は
こ
う
書
き
記
し
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、「
近
代
科
學
、
乃
至
近
代
物
理
學
が
唯
物
論
を
も
つ
て

正
し
い
と
信
じ
、
そ
の
立
場
か
ら
自
己
の
研
究
方
法
、
實
驗
、
檢
證
方
法

を
案
出
し
、つ
く
り
だ
し
、そ
れ
を
眞
僞
の
基
準
と
す
る
に
い
た
つ
た
と
き
、

今
日
の
破
局
へ
の
デ
ジ
ェ
ネ
レ
ー
ト
は
決
定
的
で
あ
つ
た
。
そ
れ
は
二
十

世
紀
以
來
の
新
し
い
物
理
學
、
ま
た
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
唯
物
辯
證
法
、
唯

物
論
、
人
間
の
動
物
化
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
退
歩
、
退
化
へ
の
ふ

み
だ
し
で
あ
つ
た
。」11

こ
の
よ
う
な
唐
木
の
問
題
関
心
か
ら
、
朝
永
振
一
郎

の「
科
学
の
原
罪
性
」論
や「
科
学
者
の
社
会
的
責
任
」論
が
高
く
評
価
さ
れ12

、

後
に
み
る
武
谷
三
男
の
科
学
至
上
主
義
（
唯
物
弁
証
法
）
の
立
場
が
批
判

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

今
述
べ
た
よ
う
に
、
唐
木
が
先
の
遺
作
の
な
か
で
と
く
に
注
目
し
て
い

る
の
は
、
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
懺
悔
や
パ
グ
ウ
ォ
ッ
シ
ュ
会
議
の
原
点

と
し
て
の
「
ラ
ッ
セ
ル
・
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
声
明
」（
一
九
五
五
年
七
月

九
日
）
へ
の
問
題
関
心
に
関
連
し
て
、
科
学
の
原
罪
性

4

4

4

4

4

4

に
つ
い
て
語
る
朝

永
振
一
郎
の
言
説
で
あ
る
。
実
際
、
朝
永
は
亡
く
な
る
三
年
前
の
講
演
「
科

学
と
文
明
」13

の
な
か
で
、
科
学
の
原
罪
性
に
つ
い
て
、
以
下
に
み
る
重
要

な
証
言
を
残
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
朝
永
は
現
代
社
会
に

お
け
る
科
学
の
比
重
の
増
大
と
い
う
観
点
か
ら
「
文
明
と
科
学
と
の
関
係

を
あ
ら
た
め
て
考
え
な
お
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
」
と
述
べ
、「
さ
ま
ざ
ま

な
人
工
的
物
質
、
天
然
に
は
存
在
し
な
い
よ
う
な
も
の
が
つ
く
ら
れ
て
、

そ
れ
が
い
ろ
い
ろ
問
題
を
起
こ
し
て
い
る
」14

点
を
確
認
し
て
い
る
。
そ
し

て
引
き
つ
づ
き
、
こ
う
語
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
物
理
学
か
ら
生
ま
れ

て
き
た
も
の
の
な
か
に
は
原
子
爆
弾
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。・
・
・
現
在
、

は
た
し
て
科
学
は
い
い
も
の
で
あ
る
の
か
、
悪
い
も
の
で
あ
る
の
か
と
い

う
疑
問
が
出
て
き
て
い
る
」15	

、
と
。

　

こ
の
よ
う
に
科
学
の
善
悪
へ
の
倫
理
的
な
問
い
を
呈
示
し
た
う
え
で
、

人
類
史
に
み
ら
れ
る
魔
法
か
ら
科
学
へ
の
自
然
認
識
の
深
化
の
系
譜
に
ふ
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れ
な
が
ら
、
以
下
の
点
が
確
認
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
魔
法
か
ら
科
学
へ

と
至
る
系
譜
の
な
か
に
は
、
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
を
は
じ
め
、
イ
ン
ド
や
ア
ラ

ビ
ア
、
中
国
に
み
ら
れ
た
種
々
の
技
術
、
そ
し
て
「
た
い
へ
ん
気
味
の
悪

い
魔
法
と
い
う
も
の
」16

が
含
ま
れ
て
い
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
朝
永
に

よ
れ
ば
、
神
へ
の
冒
涜
と
し
て
宗
教
家
に
非
難
さ
れ
た
こ
の
魔
法
と
は
「
自

然
の
造
り
主
で
あ
る
神
様
の
理
法
、
道
理
、
そ
れ
を
あ
や
し
げ
な
方
法
で

盗
み
と
っ
て
、
人
間
の
欲
し
い
ま
ま
な
欲
望
を
み
た
す
た
め
に
使
う
」17

錬

金
術
の
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
あ
や
し
げ
な
魔
法
＝
錬

金
術
か
ら
化
学
が
、
占
星
術
か
ら
天
文
学
が
生
ま
れ
、
や
が
て
ガ
リ
レ
オ

（G
alileo	G

alilei　

1564-1642
）
に
至
る
と
、「
科
学
と
魔
法
」
の
差
異

が
鋭
く
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
、「
彼
〔
ガ
リ
レ
オ
〕
は
実
験

と
推
理
と
を
結
び
合
わ
せ
て
い
ろ
ん
な
こ
と
を
発
見
し
て
い
る
・
・
・〔
た

と
え
ば
〕
慣
性
の
法
則
と
い
う
の
は
わ
れ
わ
れ
の
直
接
見
る
こ
と
の
で
き

な
い
法
則
・
・
・
で
す
。
こ
れ
が
ほ
ん
と
う
の
自
然
法
則
だ
と
彼
は
主
張

し
た
わ
け
で
す
け
ど
、
そ
う
い
う
現
象
は
わ
れ
わ
れ
の
経
験
に
は
決
し
て

現
わ
れ
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
彼
は
、
こ
れ
こ
そ
が
ほ
ん
と
う
の

自
然
法
則
だ
と
い
う
こ
と
を
実
験
か
ら
推
論
し
て
い
る
の
で
す
。」18

　

ガ
リ
レ
オ
に
は
じ
ま
る
こ
の
精
神
の
新
し
い
姿
勢
（
実
験
を
介
す
る
自

然
法
則
の
推
論
）
は
、
朝
永
に
よ
れ
ば
、
後
に
ニ
ュ
ー
ト
ン
（Sir	Isaac	

N
ew
ton　

1642-1727

）
へ
と
継
承
さ
れ
て
発
展
し
て
ゆ
く
。
つ
ま
り
、

「
ニ
ュ
ー
ト
ン
は
、
星
や
、
月
や
、
太
陽
の
ま
わ
り
を
ま
わ
る
地
球
、
そ
う

い
う
天
体
の
運
動
も
、・
・
・
同
じ
法
則
に
支
配
さ
れ
て
い
る
」19

と
す
る

普
遍
的
法
則
の
追
求

4

4

4

4

4

4

4

4

へ
と
駆
り
立
て
ら
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て

十
七
世
紀
に
入
る
と
、「
自
然
の
な
か
に
隠
れ
て
い
る
法
則

4

4

4

4

4

4

4

を
見
つ
け
出
す
、

自
然
の
本
質
を
極
め
る
、
認
識
す
る
、
そ
う
い
う
も
の
が
科
学
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。」20	

、
と
言
う
の
で
あ
る
。

　

朝
永
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
「
自
然
の
な
か
に
隠
れ
て
い
る
法
則
を
見

つ
け
出
す
」
科
学
の
精
神
は
、
実
験
の
確
立
と
数
学
の
導
入
に
よ
っ
て
確

固
た
る
も
の
と
な
る
。
人
間
が
「
実
験
と
い
う
操
作
」
を
介
し
て
「
こ
っ

ち
か
ら
自
然
に
働
き
か
け
て
、・
・
・
あ
り
の
ま
ま
の
自
然
を
少
し
人
為
的

に
変
化
さ
せ
て
、
自
然
が
隠
し
て
い
た
法
則
」21

を
露
わ
に
す
る
の
で
あ
る
。

朝
永
は
述
べ
て
い
る
。「
科
学
が
た
だ
自
然
を
知
る
、
自
然
を
認
識
す
る
、

自
然
法
則
を
発
見
す
る
と
い
う
こ
と
を
離
れ
て
、
そ
の
実
験
で
使
わ
れ
た

自
然
を
か
え
る
技
術
を
う
ま
く
使
う
と
、
わ
れ
わ
れ
の
欲
望
を
み
た
す
た

め
に
自
然
を
か
え
る
こ
と
が
可
能
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
ま
い
り
ま

し
た
。
自
然
を
知
る
た
め
だ
け
で
は
な
く
て
、
人
間
の
役
に
立
つ

4

4

4

4

4

4

4

よ
う
な

自
然
を
つ
く
ろ
う

4

4

4

4

4

4

4

と
い
う
ほ
う
に
だ
ん
だ
ん
科
学
が
向
い
て
き
た
わ
け
で

す
。」22

　

や
が
て
十
九
世
紀
以
降
に
な
る
と
、「
科
学
は
非
常
に
人
間
の
役
に
立
つ

も
の
だ
」23

と
い
う
考
え
が
支
配
的
と
な
り
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
そ
こ

か
ら
科
学
万
能
主
義
が
形
成
さ
れ
て
く
る
こ
と
に
も
な
る
。
こ
こ
で
朝
永

は
、
ゲ
ー
テ
（Johann	W

olfgang	von	G
oethe　

1749-1832

）
の

科
学
万
能
主
義
に
対
す
る
批
判
に
ふ
れ
て
、
以
下
の
よ
う
な
重
要
な
指
摘

を
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
朝
永
は
「
実
験
と
い
う
の
は
あ
る
意
味
で
自

然
に
対
す
る
冒
瀆
か
も
し
れ
な
い
。」24	

、
と
述
べ
、
こ
う
語
る
の
で
あ
る
。

い
わ
く
、「
彼
〔
ゲ
ー
テ
〕
は
、
科
学
者
〔
ニ
ュ
ー
ト
ン
〕
は
実
験
と
い
う

方
法
で
人
為
的
に
自
然
を
ひ
ど
く
い
た
め
つ
け
て
見
つ
け
た
も
の
を
自
然

だ
と
言
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
ん
な
も
の
は
自
然
じ
ゃ
な
い
、
も
っ
と

253
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直
接
に
わ
れ
わ
れ
に
生
き
生
き
と
し
た
姿
を
見
せ
る
も
の
が
ほ
ん
と
う
の

自
然
だ
、
と
言
う
。・
・
・〔
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
〕
間
違
い
の
原
因
は
ど
こ
に

あ
る
か
と
い
う
と
、
自
分
は
複
雑
な
も
の
を
根
拠
と
し
て
簡
単
な
も
の
を

説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
ニ
ュ
ー
ト
ン
自
身
は
複
雑
な
も
の

を
簡
単
な
も
の
で
説
明
し
た
つ
も
り
で
い
る
、
と
。」25

　

言
う
ま
で
も
な
く
、
ゲ
ー
テ
が
批
判
す
る
複
雑
な
も
の
を
単
純
な
要
素

に
還
元
し
て
説
明
す
る
科
学
の
手
法
の
延
長
線
上
に
、
現
在
の
物
理
学
的

な
自
然
の
捉
え
方
（
要
素
還
元
主
義
）
も
成
立
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

朝
永
は
言
う
。
す
な
わ
ち
、「
物
理
学
者
が
考
え
る
自
然
と
い
う
の
は
、・・・

わ
れ
わ
れ
の
日
常
見
る
波
動
と
か
粒
子
と
か
と
は
ま
る
で
違
っ
た
も
の
で

す
。
そ
う
い
う
も
の
は
日
常
の
言
葉
で
は
言
い
あ
ら
わ
せ
な
い
よ
う
な
も

の
だ
。
そ
こ
で
数
学
と
い
う
非
常
に
抽
象
的
な
言
葉
を
使
う
。」26	

、
と
。

　

実
際
の
日
常
の
世
界
に
は
み
ら
れ
な
い
極
度
に
抽
象
的
な
数
学
的
言
語

に
よ
っ
て
普
遍
的
法
則
の
世
界
が
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
自
然
は

ど
こ
ま
で
も
変
え
ら
れ
て
い
き
、
さ
ら
な
る
「
自
然
に
対
す
る
冒
瀆
」
を

生
み
出
す
よ
う
に
な
る27

。
そ
し
て
、
科
学
の
原
罪
性
に
つ
い
て
、
朝
永
は

こ
う
述
べ
る
の
で
あ
る
。
い
わ
く
、「
物
理
学
の
世
界
と
い
う
も
の
は
、
実

際
の
日
常
の
世
界
と
は
非
常
に
か
け
離
れ
た
、
あ
る
意
味
で
は
索
漠
と
し

た
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
常
の
世
界
と
無
関
係
で
は
な
い
わ

け
で
す
。・
・
・
そ
こ
か
ら
原
爆
の
よ
う
な
も
の
が
つ
く
れ
る
こ
と
が
わ
か
っ

て
く
る
と
、
科
学
と
い
う
も
の
は
い
っ
た
い
人
間
に
と
っ
て
い
い
も
の
で

あ
ろ
う
か
、
悪
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
が
出
て
き
ま
す
。」28	

、
と
。

　

朝
永
は
科
学
の
原
罪
性
（
つ
ま
り
「
科
学
に
は
非
常
に
罰
せ
ら
れ
る
要

素
が
あ
る
」
こ
と
）
へ
の
気
づ
き
が
、
西
洋
世
界
に
は
歴
史
的
に
ギ
リ
シ
ャ

神
話
の
な
か
に
早
く
か
ら
み
ら
れ
、
こ
れ
が
科
学
へ
の
批
判
や
抑
制
を
生

み
出
す
背
景
と
も
な
っ
て
い
る
点
を
指
摘
し
て
い
る29

。
そ
し
て
こ
の
科
学

の
原
罪
性
を
人
間
の
業
と
し
て
捉
え
、
以
下
の
点
を
確
認
し
て
い
る
。「
私

は
、
科
学
に
は
非
常
に
罰
せ
ら
れ
る
要
素
が
あ
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
、
こ

れ
は
忘
れ
て
は
い
け
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
感
じ
が
い
た
し
ま
す
。

そ
れ
と
同
時
に
、
そ
れ
じ
ゃ
そ
う
い
う
も
の
は
ま
っ
た
く
や
め
た
ほ
う
が

い
い
か
と
い
い
ま
す
と
、
そ
う
も
い
か
な
い
。
と
い
う
の
は
、
人
間
は
火

を
使
わ
な
い
で
ほ
か
の
動
物
と
競
争
が
で
き
な
い
と
同
様
に
、
科
学
な
し

で
は
生
き
つ
づ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
矛
盾
し
た
存
在
で
あ
る
と

い
う
こ
と
で
す
。」30「
現
に
原
爆
の
爆
発
実
験
が
成
功
し
ま
し
た
と
き
に
、

オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
マ
ー
が
こ
う
い
う
こ
と
を
言
っ
て
お
り
ま
す
。
物
理
学
者

た
ち
は
罪
を
知
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
も
う
、
失
う
こ
と
の
で

き
な
い
知
識
で
あ
る
、
と
。」31

　

と
こ
ろ
で
、
朝
永
は
科
学
の
原
罪
性
を
語
る
こ
と
へ
の
疑
問
が
示
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
お
そ
ら
く
武
谷
三
男
の
批
判
な
ど
念
頭
に
置
き

な
が
ら
、
こ
う
語
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
自
然
を
か
え
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
を
知
っ
た
人
間
が
、
人
間
の
役
に
立
つ
よ
う
に
ど
ん
ど
ん
自
然

を
か
え
て
い
く
こ
と
が
問
題
な
ん
で
あ
っ
て
、
科
学
そ
の
も
の
は
別
に
悪

い
こ
と
は
な
い
。
そ
こ
に
罪
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
そ
れ
を
悪
い
ほ
う

に
使
う
か
ら
だ
と
い
う
論
法
も
も
ち
ろ
ん
あ
り
う
る
わ
け
で
す
。
し
か
し

現
代
の
世
界
は
・
・
・
科
学
が
自
然
を
解
釈
す
る
と
か
、
認
識
す
る
と
か
、

そ
う
い
う
段
階
に
止
ま
っ
て
い
ら
れ
な
い
よ
う
な
、
い
ま
の
文
明
は
そ
う

い
う
状
況
に
な
っ
て
い
る
。・
・
・
つ
ま
り
自
然
を
か
え
る
と
い
う
よ
う
な

こ
と
を
実
際
に
や
ら
な
い
し
、
そ
れ
を
利
用
し
て
う
ま
い
こ
と
し
よ
う
と
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思
わ
な
け
れ
ば
問
題
は
な
い
ん
だ
と
言
っ
て
す
ま
せ
な
い
よ
う
な
要
素
が
、

い
ま
の
文
明
の
な
か
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
い
っ
た
い
そ
う
い
う
要

素
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
形
で
、
ど
こ
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
も
の
か
と
い

う
こ
と
を
考
え
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
わ
け
で
す
。」32	

、
と
。

　

わ
れ
わ
れ
の
問
題
関
心
か
ら
し
て
、
こ
の
朝
永
の
言
説
は
極
め
て
重
要

で
あ
り
、
示
唆
的
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
冒
頭
に
確
認
し
た
久
野
や
ハ
イ

デ
ガ
ー
の
問
題
提
起
に
応
答
し
よ
う
と
す
る
際
に
、
問
題
の
核
心
へ
と
迫

る
た
め
の
大
き
な
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
二
〇
世
紀
の
科
学
の
特
徴
と
言
わ
れ
る
そ
の
普
遍
性
と
抽
象
性
へ
の

志
向
が
、
現
実
に
は
原
爆
と
水
爆
の
製
造
と
使
用
を
可
能
に
し
た
か
ら
で

あ
る
。
朝
永
は
言
う
。
二
〇
世
紀
に
入
る
と
、「
原
子
物
理
学
の
な
か
か
ら

原
子
爆
弾
と
い
う
よ
う
な
非
常
に
恐
ろ
し
い
も
の
が
生
ま
れ
て
き
た
。」33	

、

と
。
具
体
的
に
は
、「
実
験
室
の
な
か
で
物
理
学
者
が
い
ろ
い
ろ
な
実
験
を

し
て
発
見
し
た
ウ
ラ
ン
の
原
子
核
の
分
裂
と
い
う
よ
う
な
現
象
を
、
実
験

室
の
外
で
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
き
た
。
そ
こ
で

原
子
爆
弾
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
実
際
に
つ
く
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
わ

け
で
す
。」34

こ
の
よ
う
な
「
異
常
な
可
能
性

4

4

4

4

4

4

を
内
蔵
し
て
い
る
」
科
学
の
担

い
手
た
ち
は
、「
彼
ら
の
知
能
の
限
り
を
つ
く
し
て
・
・
・
恐
ろ
し
い
、
あ

る
い
は
好
ま
し
く
な
い
も
の
を
つ
く
り
つ
づ
け
て
い
る
・
・
・
こ
れ
は
事

実
で
す
。
彼
ら
が
そ
う
い
う
仕
事
を
や
る
動
機
は
い
っ
た
い
な
ん
な
の
だ

ろ
う
か
と
い
う
こ
と
が
非
常
に
知
り
た
く
な
り
ま
す
。」35

　

そ
れ
で
は
科
学
者
や
技
術
者
を
突
き
動
か
す
こ
の
動
機
と
は
一
体
な
に

か
。
こ
の
問
い
へ
の
朝
永
の
答
え
は
こ
う
で
あ
る
。「
そ
の
異
常
さ
が
大
き

け
れ
ば
大
き
い
ほ
ど
、
そ
の
脅
威
が
大
き
け
れ
ば
大
き
い
ほ
ど
、
つ
ま
り

恐
ろ
し
け
れ
ば
恐
ろ
し
い
ほ
ど
、
科
学
者
や
技
術
者
は
か
え
っ
て
そ
れ
を

つ
く
っ
て
し
ま
う
と
い
う
非
常
に
パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
な
、
逆
説
的
な
状
況

が
現
代
の
社
会
の
構
造
の
な
か
に
存
在
す
る
か
ら
」36

で
あ
る
。
朝
永
に
よ

れ
ば
、
科
学
の
研
究
・
開
発
の
本
体
と
は
、「
人
間
の
も
つ
本
能
に
非
常
に

深
く
根
ざ
し
た
恐
怖
心

4

4

4

、
相
手
に
先
を
こ
さ
れ
る
こ
と
に
対
す
る
恐
怖
心

4

4

4

、

こ
れ
が
人
々
を
ど
ん
ど
ん
と
大
き
な
破
壊
力
の
兵
器
を
つ
く
ら
せ
る
、
あ

る
い
は
非
常
に
性
能
を
よ
く
し
よ
う
と
い
う
考
え
に
か
り
た
て
る
」37

本
体

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
備
え
が
な
け
れ
ば
心
配
だ
と
い
う
衝
動

4

4

、
つ
ま
り
は

恐
怖
心

4

4

4

が
科
学
者
や
技
術
者
を
あ
る
も
の
の
研
究
と
開
発
へ
と
限
り
な
く

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

駆
り
立
て
る

4

4

4

4

4

の
で
あ
る38

。

　

そ
れ
で
は
、
こ
の
駆
り
立
て
る
力
が
実
際
に
求
め
る
あ
る
も
の
と
は
な

に
か
。
そ
れ
は
、
科
学
者
や
技
術
者
が
実
験
と
い
う
手
段
に
よ
っ
て
追
求

す
る
「
普
遍
的
な
法
則

4

4

4

4

4

4

」39

で
あ
る
。
そ
の
結
果
、「
わ
れ
わ
れ
の
日
常
生
活

と
非
常
に
違
っ
た
世
界
」
を
見
出
し
、
そ
の
世
界
か
ら
「
核
兵
器
の
よ
う

な
実
際
の
自
然
に
は
な
い
、
と
ん
で
も
な
い
も
の
を
つ
く
る
と
い
う
可
能

性
が
出
て
き
た
」
の
で
あ
る40

。
こ
の
よ
う
に
述
べ
る
朝
永
は
、「
も
う
こ
れ

以
上
普
遍
性
を
追
求
す
る

4

4

4

4

4

4

4

4

」
の
で
は
な
く
、「
あ
り
の
ま
ま
の
自
然

4

4

4

4

4

4

4

4

の
な

か
で
ど
う
い
う
現
象
が
起
こ
り
、
そ
れ
が
ど
う
い
う
法
則
に
支
配
さ
れ
る

か
・・・
を
追
求
す
る
」
こ
と
に
意
味
が
見
出
さ
れ
る
時
代
を
展
望
し
て
い
る41

。

と
は
い
え
、
こ
れ
以
上
の
普
遍
性
を
追
求
し
な
い
た
め
に
も
、「
恐
怖
と
い

う
も
の
の
な
い
世
界
を
早
く
つ
く
ら
な
け
れ
ば
〔
つ
ま
り
、
社
会
の
構
造

や
国
と
国
と
の
関
係
を
変
え
、
戦
争
の
な
い
世
界
を
つ
く
ら
な
け
れ
ば
〕・・・

や
は
り
逆
説
的
な
状
況
は
な
お
長
く
つ
づ
く
だ
ろ
う
・・・
」42	

、
と
分
析
す
る
。

　

最
後
に
、
地
球
物
理
学
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、「
ベ
ー
ル
を
そ
の
ま
ま
に
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し
な
が
ら
自
然
を
知
る
と
い
う
方
法
」43	

、「
自
然
を
い
た
め
つ
け
な
い
で
あ4

る
が
ま
ま
に
見
る

4

4

4

4

4

4

4

」44

方
法
の
重
要
性
を
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。
現
代
文
明

と
科
学
の
進
歩
に
み
ら
れ
る
「
逆
説
的
で
異
常
な
状
況
か
ら
す
み
や
か
に

脱
却
し
な
い
と
、
た
い
へ
ん
危
険
な
事
態
が
や
っ
て
く
る
」45

と
述
べ
て
、

講
演
「
科
学
と
文
明
」
は
終
了
す
る
。

　

以
上
は
、
わ
れ
わ
れ
の
見
地
か
ら
捉
え
た
科
学
の
原
罪
性
を
め
ぐ
る
朝

永
の
講
演
「
科
学
と
文
明
」
の
概
要
で
あ
る
が
、
彼
に
は
こ
の
科
学
の
原

罪
性
に
関
す
る
別
の
論
考
「
物
質
科
学
に
ひ
そ
む
原
罪
」46

が
あ
る
。
朝
永

は
そ
こ
で
、
科
学
は
善
で
あ
る
か
、
悪
で
あ
る
か
を
端
的
に
問
い
、
応
答

し
て
い
る
。
そ
し
て
、「
物
質
科
学
に
ひ
そ
む
原
罪
」
性
の
萌
芽
が
、
科
学

と
宗
教
が
対
立
し
て
い
た
十
五
、十
六
世
紀
の
西
欧
に
お
い
て
、「
物
質
科

学
の
中
に
、
何
か
あ
や
し
げ
な
、
気
味
の
わ
る
い
悪
魔
と
通
じ
る
よ
う
な

要
素
〔
具
体
的
に
は
魔
術
や
錬
金
術
）〕
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る47

。

　

そ
れ
は
、
先
の
講
演
に
お
い
て
も
確
認
し
た
、
十
七
世
紀
の
ガ
リ
レ
オ

が
試
み
た
「
実
験
と
い
う
方
法
に
う
っ
た
え
て
、
自
然
の
中
に
か
く
れ
た

自
然
法
則
を
み
つ
け
よ
う
と
い
う
や
り
方
」48

に
内
包
さ
れ
て
い
る
も
の
で

あ
る
。
さ
ら
に
、「
宗
教
と
科
学
は
矛
盾
し
な
い
」49

と
す
る
ニ
ュ
ー
ト
ン
を

へ
て
、
十
八
世
紀
に
な
る
と
、
科
学
と
産
業
が
密
接
に
結
び
つ
き
、
科
学

の
応
用
が
ひ
ら
か
れ
て
く
る
。
そ
し
て
、
十
九
世
紀
か
ら
二
〇
世
紀
に
な

る
と
、「
科
学
と
い
う
も
の
が
完
全
に
産
業
と
む
す
び
つ
き
」、「
自
然
を
『
変

え
る
』
こ
と
に
よ
っ
て
今
ま
で
に
な
い
豊
か
な
生
活
」50

を
実
現
し
て
ゆ
く

の
で
あ
る
。

　

西
欧
世
界
が
世
界
支
配
へ
と
自
己
拡
張
し
て
ゆ
く
背
景
に
は
、「
科
学
が

使
う
非
常
に
有
力
な
方
法
で
あ
る
実
験
」51

が
、
決
定
的
な
力
を
発
揮
し
た

の
で
あ
る
。「
自
然
を
あ
り
の
ま
ま
の
自
然
で
な
い
も
の
に
変
え
て
、
そ
の

中
で
い
ろ
い
ろ
な
現
象
を
お
こ
さ
せ
て
み
る
」52

こ
と
で
、
自
然
法
則
を
推

論
し
て
捉
え
、
こ
れ
を
産
業
と
結
び
つ
け
て
人
間
の
利
益
の
た
め
に
積
極

的
に
利
用
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
科
学
に
よ
る
自
然
法
則
の
探
求

の
果
て
に
、「
ウ
ラ
ン
の
核
分
裂
と
い
う
よ
う
な
現
象
を
発
見
」
す
る
に
至

り
、
ま
た
「
そ
こ
か
ら
た
だ
ち
に
、
核
分
裂
で
発
生
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
を

何
か
他
に
つ
か
お
う
と
い
う
考
え
」
が
生
ま
れ
て
き
た
の
で
あ
る53

。

　

か
く
し
て
、
朝
永
は
こ
う
語
る
。「
原
子
力
の
よ
う
な　

ま
か
り
ま
ち
が

え
ば
非
常
に
お
そ
ろ
し
い
も
の
が
出
て
く
る
要
素
を
自
然
科
学
が
も
っ
て

い
る
」54	

。
つ
ま
り
、
朝
永
は
科
学
が
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
の
火
で
あ
る
こ
と
の
自

覚
、
科
学
の
原
罪
性
の
自
覚
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。「
物
理
学
者
は
罪

を
知
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
も
は
や
な
く
す
こ
と
の
で
き

な
い
知
識
で
あ
る
」と
語
っ
た
の
は
、オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
マ
ー
で
あ
っ
た55

。	「
何

が
こ
の
よ
う
な
状
況
を
作
り
出
し
た
の
か
、
な
ぜ
知
っ
た
こ
と
は
使
わ
れ

て
し
ま
う
の
か
、
そ
う
い
う
問
題
を
今
の
時
代
は
、
わ
れ
わ
れ
に
つ
き
つ

け
て
い
る
」56、
と
い
う
朝
永
の
言
葉
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
、
今
も
そ
し

て
こ
れ
か
ら
も
重
い
意
味
を
持
ち
つ
づ
け
る
で
あ
ろ
う
。

Ⅱ　

武
谷
三
男
の
「
科
学
の
原
罪
性
」
批
判
と
科
学
・
技
術
思
想

一
　
武
谷
の
「
科
学
の
原
罪
性
」
批
判

　

以
上
に
み
た
科
学
の
原
罪
性
を
め
ぐ
る
唐
木
や
朝
永
の
言
説
に
対
し
て

は
、
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
か
ら
評
価
や
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る57

。
そ
う
し
た
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評
価
や
批
判
の
な
か
で
、
わ
れ
わ
れ
の
問
題
意
識
か
ら
注
目
し
た
い
の
は
、

科
学
の
原
罪
性
を
問
う
こ
と
に
対
す
る
武
谷
三
男
の
反
発
で
あ
る
。
そ
の

要
点
を
確
認
し
て
後
に
、
武
谷
の
主
張
を
支
え
る
科
学
・
技
術
思
想
の
基

本
構
造
を
そ
の
言
説
に
内
在
し
て
跡
づ
け
、
そ
の
思
想
の
本
体
の
再
検
討

を
試
み
た
い
と
思
う
。

　

周
知
の
よ
う
に
、
先
の
唐
木
の
遺
作
が
刊
行
さ
れ
て
わ
ず
か
二
年
後
、

早
く
も
武
谷
は『
科
学
者
の
社
会
的
責
任
―
核
兵
器
に
関
し
て
』（
一
九
八
二

年
）
を
刊
行
し
、
唐
木
の
科
学
の
原
罪
性
論
や
科
学
者
の
懺
悔
論
に
対
す

る
徹
底
し
た
批
判
を
展
開
し
て
い
る
。
武
谷
は
、「
序　

核
戦
争
の
危
機
と

科
学
者
の
責
任
」
の
な
か
で
、「
今
日
、
各
々
の
兵
器
の
性
能
、
数
量
共
に

圧
倒
的
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
人
類
の
絶
滅
と
い
う
こ
と
は
眼
の
前
に
せ

ま
っ
て
い
る
」58

と
の
現
状
認
識
を
示
し
た
う
え
で
、
唐
木
や
朝
永
の
議
論

を
念
頭
に
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。
い
わ
く
、「『
科
学
者
の
社
会
的
責
任
』

に
つ
い
て
地
に
つ
か
な
い
議
論
が
行
わ
れ
て
い
る
。
原
子
核
物
理
学
が
核

兵
器
の
も
と
に
な
っ
た
の
だ
か
ら
科
学
者
は
責
任
を
感
ぜ
よ
。
こ
れ
は
当

然
で
あ
る
。
そ
の
立
場
か
ら
私
は
誰
よ
り
も
早
く
か
ら
努
力
し
て
来
た
の

だ
。
し
か
し
物
理
学
に
は
原
罪
が
あ
る
か
ら
『
生
ま
れ
変
わ
っ
て
来
た
ら

鉛
管
工
に
な
り
た
い
』〔
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
言
葉
〕
と
か
『
原
子
物
理

学
は
悪
い
が
、
地
球
物
理
学
な
ら
よ
い
だ
ろ
う
』〔
朝
永
振
一
郎
の
言
葉
〕

と
誰
々
は
言
っ
て
懺
悔
し
た
か
ら
よ
い
が
、
誰
々
は
『
研
究
の
喜
び
』〔
湯

川
秀
樹
の
言
葉
〕
な
ど
と
言
っ
て
い
て
反
省
し
て
お
ら
ん
、
な
ど
と
い
う

見
解
が
大
い
に
迎
え
ら
れ
て
い
る
。
懺
悔
し
た
か
ら
と
い
っ
て
役
に
立
つ

も
の
で
も
な
い
。
原
子
物
理
学
が
悪
い
、
止
め
よ
う
と
、〔
朝
永
が
〕
本
気

で
い
う
の
な
ら
、
先
ず
ノ
ー
ベ
ル
賞
と
か
そ
の
他
の
栄
誉
を
返
上
す
べ
き

だ
ろ
う
。」59

　

武
谷
は
、「
科
学
者
の
社
会
的
責
任
」
を
め
ぐ
る
先
の
遺
作
に
お
け
る
唐

木
の
議
論
を
こ
う
し
た
論
調
で
執
拗
に
批
判
し
て
い
る
。
そ
の
際
、
重
要

な
視
点
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
戦
前
・
戦
中
・
戦
後
に
か
け
て
、

武
谷
が
科
学
者
の
社
会
的
責
任
を
果
た
す
べ
く
、
戦
前
・
戦
中
期
の
軍
国

主
義
（
つ
ま
り
超
国
家
主
義
と
い
う
厳
し
い
フ
ァ
シ
ズ
ム
化
状
況
）
の
も

と
で
も
、
ま
た
戦
後
改
革
と
民
主
化
状
況
の
も
と
で
も
実
際
に
提
言
し
行

動
し
て
き
た
実
績
で
あ
る
。
武
谷
は
言
う
。
科
学
・
技
術
の
現
状
が
「
市

民
の
知
ら
な
い
間
に
、
知
ら
な
い
所
で
恐
ろ
し
い
開
発
が
進
み
、
思
い
が

け
な
く
恐
ろ
し
い
結
果
に
冒
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
訴
え
、
市
民
と

共
に
闘
う
」60

な
か
で
、
一
九
五
五
年
の
「
ラ
ッ
セ
ル
・
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ

ン
声
明
」
が
出
さ
れ
、
一
九
五
七
年
の
「
パ
グ
ウ
ォ
ッ
シ
ュ
会
議
」
が
実

現
し
て
ゆ
く
「
実
績
を
ふ
ま
え
て
私
は
述
べ
て
い
る
」61	

、
と
。
そ
し
て
重

要
な
認
識
を
示
す
の
で
あ
る
。「
敗
戦
ま
で
の
軍
国
主
義
の
野
蛮
は
原
爆
に

よ
っ
て
は
じ
め
て
吹
き
飛
ぶ
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
た
し
か
で
あ

る
。
日
本
国
民
も
侵
略
戦
争
の
加
害
者
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
広
島
・
長
崎

の
被
爆
に
よ
っ
て
帳
消
し
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。」62

　

以
上
の
見
解
は
、
武
谷
の
科
学
者
と
し
て
の
思
想
と
行
動
に
お
い
て
不

動
の
一
貫
し
た
立
場
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
ま
さ
し
く
こ
の
武
谷
の
立

場
が
原
爆
の
製
造
と
投
下
へ
と
帰
着
し
た
物
理
学
に
対
す
る
反
省
の
希
薄

さ
を
唐
木
か
ら
批
判
さ
れ
る
理
由
と
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
こ

の
武
谷
の
立
場
を
支
え
る
根
拠
と
は
な
に
か
。
そ
れ
は
後
に
み
る
彼
の
自

然
弁
証
法
（
つ
ま
り
は
唯
物
弁
証
法
）
の
立
場
か
ら
す
る
技
術
論
で
あ
り
、

自
然
認
識
の
三
段
階
論
で
あ
る
だ
ろ
う
。
科
学
の
原
罪
性
論
や
科
学
者
の
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懺
悔
論
に
対
す
る
武
谷
の
科
学
者
と
し
て
の
根
源
的
な
違
和
感
は
、
武
谷

自
身
が
唐
木
の
言
説
を
子
細
に
批
判
す
る
な
か
で
、
そ
の
本
体
を
つ
い
に
見

出
す
こ
と
に
な
る
。
お
そ
ら
く
そ
の
違
和
感
の
直
接
の
契
機
は
、
武
谷
の
論

文
「
革
命
期
に
お
け
る
思
惟
の
基
準
―
自
然
科
学
者
の
立
場
か
ら
」63

に
対

す
る
唐
木
の
批
判
に
あ
る
で
あ
ろ
う64

。
具
体
的
に
は
、「
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ

ン
が
原
爆
投
下
の
報
を
受
け
た
と
き
の	O

h,	w
eh	!　

に
は
無
量
の
思
ひ
、

慚
愧
、
懺
悔
が
含
ま
れ
て
ゐ
る
。
オ
ッ
ト
ー
・
ハ
ー
ン
の
深
く
重
い
懊
悩

も
ま
た
同
様
で
あ
る
。
そ
し
て
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
ラ
ッ
セ
ル
と
と
も

に
提
議
し
た
『
宣
言
』（
一
九
五
五
年
七
月
）
は
そ
の
深
い
苦
し
み
の
底
か

ら
出
て
き
た
も
の
で
あ
つ
た
。
と
こ
ろ
で
、
前
記
武
谷
に
は
、
凡
そ
懊
悩
、

懺
悔
な
ど
と
言
う
氣
配
は
な
い
。
日
本
の
『
野
蠻
』
に
對
す
る
救
ひ
の
神

が
原
爆
で
あ
つ
た
と
い
ふ
趣
で
あ
る
。」
と
い
う
く
だ
り
で
あ
る65

。

　

つ
ま
る
と
こ
ろ
、「

兵
器
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
現
代
物
理
學
、
或
ひ
は
物

理
學
者
ま
た
現
代
科
學
技
術
、
或
ひ
は
技
術
者
の
つ
く
り
だ
し
た
產
物
で

あ
る
。・
・
・
絕
對
惡
で
あ
る
と
斷
定
さ
れ
て
ゐ
る

兵
器
を
造
り
、
そ
の

實
驗
に
た
づ
さ
は
つ
た
者
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
そ
れ
の
根
據
と
な
る
理

論
、
條
件
を
明
ら
か
に
し
た
現
代
物
理
學
、
例
へ
ば
素
粒
子
論
、
巨
大
な

實
驗
裝
置
、
例
へ
ば
サ
イ
ク
ロ
トマ
マン
等
々
に
直
接
、
間
接
に
關
與
し
て
ゐ

る
學
者
、
技
術
者
も
ま
た
『
惡
』
に
ひ
き
ず
り
こ
ま
れ
た
者
と
す
べ
き
で

は
な
い
か
」66	

、
と
い
う
唐
木
の
問
い
つ
め
に
対
す
る
武
谷
の
応
答
は
こ
う
で

あ
る
。「
そ
う
じ
ゃ
な
い
。
核
兵
器
は
軍
事
体
制
が
つ
く
り
出
し
た
も
の
な

の
だ
。・
・
・
社
会
体
制
が
な
け
れ
ば
で
き
な
い
。」67

こ
う
応
答
す
る
武
谷
は
、

唐
木
の
議
論
の
進
め
方
に
憤
慨
・
反
発
し
つ
つ
、
武
谷
自
身
が
戦
前
・
戦
中
・

戦
後
を
通
し
て
反
軍
国
主
義
の
立
場
に
立
つ
科
学
者
と
し
て
の
社
会
的
責

任
を
誠
実
に
果
た
し
て
き
た
実
績
を
子
細
に
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ

う
し
た
批
判
・
反
論
の
な
か
で
唐
木
が
入
院
中
に
書
き
残
し
た
短
文
「
ア
ン
・

エ
ッ
セ
イ
」
を
見
出
し
て
、「
こ
こ
に
〔
唐
木
の
〕
本
音
が
や
っ
と
出
て
く

る
。・
・
・
こ
れ
が
彼
の
ほ
ん
と
う
は
言
い
た
い
と
こ
ろ
な
の
だ
。」68

と
述
べ
、

わ
れ
わ
れ
が
先
に
確
認
し
た
唐
木
の
言
説
を
引
用
し
て
い
る
。

　

思
う
に
、
こ
こ
に
こ
そ
、
唐
木
と
武
谷
の
思
想
上
の
決
定
的
な
相
容
れ

な
い
差
異
が
露
呈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
唐
木
は
自
身
の
反
マ
ル
キ
シ
ズ

ム
・
反
唯
物
論
の
立
場
、
裏
返
し
て
い
え
ば
反
近
代
へ
の
志
向
か
ら
、
原

爆
を
生
み
出
し
た
近
代
科
学
、
な
い
し
近
代
物
理
学
と
そ
の
立
脚
す
る
唯

物
論
を
信
奉
す
る
武
谷
が
断
罪
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
た
の
で
は
な
い

か
。
対
照
的
に
、
武
谷
は
近
代
物
理
学
と
唯
物
論
を
不
動
の
基
準
と
し
て

保
持
し
つ
つ
、
そ
こ
か
ら
発
想
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
点
は
、
唐
木
と
武
谷
の
双
方
に
と
っ
て
決
し
て
相
容
れ
な
い
共
約
不

可
能
な
世
界
観
上
の
対
立
点
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

唐
木
の
よ
う
に
科
学
の
原
罪
性
の
自
覚
や
科
学
者
と
し
て
の
贖
罪
を
求
め

る
こ
と
は
、「
全
然
間
違
い
で
あ
る
。
原
子
力
は
悪
い
よ
う
に
使
え
る
代
物

で
は
な
い
。
必
ず
い
い
よ
う
に
し
か
使
え
な
い
代
物
で
あ
る
。
人
類
が
、

す
べ
て
生
の
本
能
を
も
っ
て
い
る
限
り
、
人
類
絶
滅
の
道
具
と
し
て
使
用

す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
道
徳
の
問
題
と
し
て
で
な
く
、
ザ
イ
ン
と
し

て
そ
う
い
う
事
は
あ
り
得
な
い
。
し
た
が
っ
て
原
子
爆
弾
は
、
ザ
イ
ン
と

ゾ
ル
レ
ン
の
分
離
に
決
定
的
な
終
止
符
を
完
全
に
打
つ
こ
と
に
な
る
。」69

　

こ
こ
に
み
ら
れ
る
の
は
、
ザ
イ
ン
と
ゾ
ル
レ
ン
を
分
離
し
、
科
学
（
的

理
性
）
の
限
界
性
を
説
い
た
カ
ン
ト
哲
学
（
さ
ら
に
言
え
ば
、
新
カ
ン
ト

学
派
か
ら
マ
ッ
ハ
哲
学
や
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
へ
至
る
系
譜
）
の
立
場
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と
、「
自
由
と
は
必
然
性
の
洞
察
で
あ
る
」
と
考
え
る
立
場
、
つ
ま
り
Ｆ
・

ベ
ー
コ
ン
（Francis	Bacon　

1561-1626

）
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
自

然
支
配
へ
の
意
志
を
伏
藏
す
る
弁
証
法
の
ロ
ジ
ッ
ク
に
よ
っ
て
、
そ
の
ザ

イ
ン
と
ゾ
ル
レ
ン
の
二
元
論
の
乗
り
越
え
を
試
み
た
ヘ
ー
ゲ
ル
（G

eorg	
W
ilhelm

	Friedrich	H
egel　

1770-1831

）
や
マ
ル
ク
ス
（Karl	

H
einrich	M

arx　
1818-1883

）、
エ
ン
ゲ
ル
ス
（Friedrich	Engels	

1820-1895

）、
そ
し
て
レ
ー
ニ
ン
（Vladim

ir	Il ’ich	Lenin　

1870-
1924

）
の
立
場
と
の
差
異
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　

つ
ま
る
と
こ
ろ
、
唐
木
と
武
谷
に
み
ら
れ
る
こ
う
し
た
差
異
は
、
科
学

の
原
罪
性
や
科
学
者
の
贖
罪
な
い
し
責
任
を
め
ぐ
っ
て
の
道
徳
的
な
相
剋

で
あ
る
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、
実
際
に
は
意
識
か
ら
独
立
し
た
物
質
の
客

観
的
実
在
性
を
認
め
な
い
カ
ン
ト
主
義
や
マ
ッ
ハ
主
義
そ
の
他
の
観
念
論

の
立
場
と
、
こ
の
観
念
論
を
世
界
観
と
し
て
認
め
な
い
レ
ー
ニ
ン
の
『
唯

物
論
と
経
験
批
判
論
』
や
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学
の
独
創
的
な
研
究
草
稿
『
哲

学
ノ
ー
ト
』
の
唯
物
弁
証
法
の
立
場
と
の
相
剋
と
し
て
了
解
す
る
こ
と
も

で
き
る
だ
ろ
う70

。

　

武
谷
に
よ
る
朝
永
振
一
郎
へ
の
批
判
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
言
説
を
引

用
す
る
に
留
め
た
い
。「
も
し
朝
永
氏
が
自
分
の
物
理
学
の
罪
を
本
気
で
認

め
る
の
な
ら
、
そ
れ
で
取
っ
た
ノ
ー
ベ
ル
賞
を
は
じ
め
と
し
た
あ
ら
ゆ
る

栄
誉
を
返
上
し
て
い
る
は
ず
で
は
な
い
か
。・
・
・
彼
の
い
っ
て
い
る
こ
と

と
彼
の
行
動
し
た
こ
と
と
は
ま
る
で
違
う
の
だ
。」71

　

武
谷
の
こ
う
し
た
批
判
は
、
批
判
の
た
め
の
批
判
で
は
な
く
、
戦
前
の

天
皇
制
フ
ァ
シ
ズ
ム
（
つ
ま
り
超
国
家
主
義
と
し
て
の
日
本
軍
国
主
義
）

へ
の
抵
抗
運
動
に
伴
う
苛
烈
な
思
想
弾
圧
を
く
ぐ
り
ぬ
け
な
が
ら
、
つ
か

み
取
ら
れ
た
お
の
れ
の
物
理
学
者
と
し
て
の
実
績
（
湯
川
秀
樹
・
坂
田
昌

一
〔
一
九
一
一
―
一
九
七
〇
〕
と
の
共
同
研
究
の
成
果
）、
な
ら
び
に
世
界

観
と
し
て
の
自
然
弁
証
法
（
唯
物
弁
証
法
）
に
立
脚
し
た
体
系
的
な
ヒ
ュ
ー

マ
ニ
ズ
ム
思
想
（
つ
ま
り
は
科
学
・
技
術
至
上
主
義
）
の
形
成
と
科
学
者

と
し
て
の
社
会
的
実
践
を
介
し
て
獲
得
さ
れ
た
大
い
な
る
自
負
に
支
え
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う72

。

二
　
武
谷
の
科
学
・
技
術
思
想
の
基
本
的
立
場
と
問
題
性

　

武
谷
に
は
、
晩
年
の
論
考
「
科
学
が
人
類
に
つ
き
つ
け
た
最
後
通
牒
」73

が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
先
に
み
た
唐
木
や
朝
永
へ
の
武
谷
の
批
判
の
背
後

に
控
え
て
い
る
世
界
観
と
そ
れ
に
支
え
ら
れ
た
科
学
・
技
術
思
想
の
基
本

的
立
場
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
武
谷
に
よ
れ
ば
、「
現
在
私
た
ち
の
生
活

を
脅
か
し
て
い
る
『
科
学
技
術
の
負
の
副
産
物
』」
を
取
り
上
げ
、「
果
た

し
て
科
学
は
人
類
を
滅
亡
へ
追
い
や
る
『
罪
つ
く
り
な
』
も
の
な
の
か
」74	

、

と
冒
頭
で
問
う
て
い
る
。

　

そ
し
て
武
谷
は
自
身
の
結
論
、
つ
ま
り
基
本
的
立
場
に
つ
い
て
、
こ
う

述
べ
る
の
で
あ
る
。
い
わ
く
、「
科
学
そ
れ
自
体
は
悪
で
も
善
で
も
あ
り
ま

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

せ
ん

4

4

。
科
学
を
技
術
と
い
う
道
具
に
変
え
る
工
程
と
そ
れ
を
い
か
に
運
用

す
る
か
に
よ
っ
て
、
人
間
に
と
っ
て
思
わ
ぬ
危
害
を
生
む
結
果
に
な
る
だ

け
で
す
。」、
と
。
し
た
が
っ
て
、
唐
木
や
朝
永
の
よ
う
に
「
現
在
の
危
機

を
『
科
学
文
明
の
限
界
、
ゆ
き
づ
ま
り
』
と
み
る
」
こ
と
は
、「
ま
っ
た
く

の
見
当
違
い
」
で
あ
り
、「
浅
は
か
な
考
え
」
で
あ
る
と
も
述
べ
る
の
で
あ

る75

。
そ
し
て
さ
ら
に
こ
う
述
べ
る
。「
使
い
方
次
第
で
善
に
も
悪
に
も
な
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、

科
学
と
は
そ
う
い
う
も
の
な
の
で
す
。
何
に
使
わ
れ
る
か
前
も
っ
て
わ
か
っ
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て
い
て
研
究
す
る
の
は
、
技
術
で
あ
り
、
そ
れ
は
科
学
者
で
は
な
く
開
発

者
の
仕
事
で
す
。」76

　

こ
の
よ
う
に
「
科
学
そ
れ
自
体
は
善
で
も
悪
で
も
」
な
く
、「
使
い
方
次

第
で
善
に
も
悪
に
も
な
る
」
と
考
え
る
武
谷
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
科
学

の
成
果
を
実
際
問
題
の
解
決
の
た
め
に
応
用
・
運
用
す
る
技
術
の
次
元
で
、

「
人
間
に
と
っ
て
思
わ
ぬ
危
害
を
生
む
結
果
に
な
る
」
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ

る
。
こ
う
し
た
科
学
・
技
術
観
は
、
い
ま
も
依
然
と
し
て
支
配
的
な
も
の

で
あ
る
が
、
武
谷
は
結
論
と
し
て
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。「
科
学
も
技
術
も

そ
れ
自
体
、
意
志
を
持
っ
て
動
く
も
の
で
は
な
い
以
上
、
社
会
の
中
で
活

用
さ
れ
て
初
め
て
、
そ
れ
は
作
用
す
る
も
の
で
す
。
つ
ま
り
、
今
の
危
機

は
こ
の
社
会
の
あ
り
方
そ
の
も
の
の
危
機
な
の
で
す
。・
・
・
科
学
・
技
術

の
進
歩
に
対
し
て
社
会
体
制
が
遅
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
で

す
か
ら
、・
・
・『
科
学
文
明
の
限
界
、
ゆ
き
づ
ま
り
』
な
ど
で
は
な
く
、『
今

の
社
会
体
制
の
ゆ
き
づ
ま
り
』
が
現
在
の
す
べ
て
の
危
機
的
状
況
を
招
い

て
い
る
の
で
す
。」77

　

武
谷
に
よ
れ
ば
、
今
日
の
危
機
は
、
今
日
の
社
会
体
制
か
ら
生
ま
れ
て

い
る
の
で
あ
っ
て
、「
真
実
や
本
質
を
発
見
し
て
ゆ
く
手
段
」
で
あ
る
科
学

は
、「
新
し
い
社
会
や
文
明
の
形
を
造
っ
て
い
く
上
で
も
」、
ま
た
「
現
在

人
類
が
直
面
し
て
い
る
危
機
」
を
解
決
す
る
う
え
で
も
、
必
ず
役
に
立
つ

も
の
で
あ
る78

。
さ
ら
に
武
谷
は
言
う
。「
科
学
と
は
わ
か
ら
な
い
こ
と
を
わ

か
る
よ
う
に
論
理
的
に
そ
の
構
造
を
説
明
す
る
た
め
の
手
段
で
す
。・
・
・

科
学
と
は
も
の
ご
と
に
見
通
し
を
与
え
る
術
な
の
で
す
。」79

さ
ら
に
は
、「
い

ま
、
私
た
ち
に
必
要
な
の
は
、
こ
れ
ま
で
の
世
界
を
見
通
し
、
こ
れ
か
ら

の
方
向
性
を
見
つ
け
る
た
め
の
『
科
学
的
な
も
の
の
見
方
、
考
え
方
』
で

す
。」80

社
会
や
文
明
の
ゆ
き
づ
ま
り
や
危
機
の
原
因
は
、
科
学
と
技
術
に
あ

る
の
で
は
な
く
、
社
会
や
文
明
自
体
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
正
し

い
見
通
し
を
与
え
導
く
も
の
こ
そ
科
学
・
技
術
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ

が
武
谷
の
強
固
な
信
念
の
背
後
に
あ
る
科
学
・
技
術
思
想
の
本
体
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
武
谷
の
科
学
・
技
術
思
想
の
本
体
を
さ
ら
に
深
く
了
解
す

る
に
は
、彼
の
技
術
論
の
骨
格
を
理
解
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
武
谷
は
、

お
の
れ
の
「
特
高
調
書
」
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
技
術
論
を
戦
後
に
公
開

し
て
い
る
が
、
そ
の
議
論
は
「
日
本
技
術
の
欠
陥
」
の
批
判
か
ら
開
始
さ

れ
て
い
る
。
い
わ
く
、「
私
は
科
学
者
と
し
て
支
那
事
変
下
の
日
本
の
『
生

産
増
強
』
と
い
う
至
上
命
令
の
下
で
行
な
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
技
術
上
の

失
敗
や
欠
陥
を
見
る
に
つ
け
て
、
こ
れ
は
日
本
の
技
術
者
を
初
め
哲
学
者

に
至
る
ま
で
、
技
術
の
概
念
を
真
に
把
握
し
て
い
な
い
事
に
よ
っ
て
い
る
、

と
考
え
た
」81	

、
と
。
こ
う
し
た
点
が
科
学
的
に
反
省
さ
れ
な
け
れ
ば
、
生
産

力
や
生
産
物
の
質
の
向
上
は
不
可
能
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
「
質
の
向
上

を
も
た
ら
す
」「
真
の
大
量
生
産
」
も
ま
た
不
可
能
と
な
る
の
で
あ
る82

。
つ

ま
り
、
従
来
の
「
日
本
の
大
量
生
産
は
外
国
技
術
の
拙
劣
な
る
模
倣
に
過

ぎ
な
か
っ
た
」83

と
総
括
さ
れ
る
。

　

以
上
の
議
論
を
踏
ま
え
た
う
え
で
提
起
さ
れ
る
の
が
、
武
谷
の
言
う
「
新

た
な
る
技
術
概
念
」
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、「
技
術
と
は
、
人
間
実
践
と

く
に
生
産
的
実
践
に
お
け
る
客
観
的
法
則
性
の
立
場
に
お
い
て
行
な
わ
れ

る
」84

と
す
る
技
術
の
概
念
規
定
で
あ
る
。
こ
こ
で
言
う
「
生
産
的
実
践
に

お
け
る
客
観
的
法
則
性
の
立
場
」
と
は
、「
客
観
的
法
則
性
そ
の
も
の
で
は

な
く
、
人
間
の
行
為
に
お
け
る
法
則
性
の
適
用
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
と

さ
れ
る85

。
武
谷
は
、
こ
の
「
法
則
性
の
適
用
」
を
め
ぐ
る
動
物
と
人
間
の
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差
異
を
強
調
す
る
、
つ
ま
り
「
人
間
の
行
動
の
特
徴
は
そ
れ
故
に
客
観
的

法
則
性
を
意
識
し
、
こ
れ
を
実
践
に
意
識
的
に
適
用
す
る
事
に
あ
る
」86

点

を
強
調
し
て
い
る
。

　

以
上
に
み
た
武
谷
の
技
術
論
に
つ
い
て
は
、
そ
の
背
後
に
あ
る
武
谷
の

自
然
認
識
の
方
法
論
に
つ
い
て
も
、
こ
こ
で
は
了
解
し
て
お
く
必
要
が
あ

る
。
要
す
る
に
、
武
谷
三
段
階
論
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
。
次

に
こ
の
点
の
了
解
が
必
要
と
な
る
。
具
体
的
に
は
、
武
谷
三
段
階
論
は
科

学
に
お
け
る
自
然
の
認
識
は
、
以
下
の
三
つ
の
段
階
を
へ
て
そ
の
認
識
を

順
次
深
化
さ
せ
て
ゆ
く
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
は
じ
め
の
現
象
論
的
段
階

で
は
、「
自
然
認
識
に
お
い
て
個
々
の
現
象
を
記
述
す
る
」
知
識
（
＝
「
対

象
の
機
構
に
立
入
ら
な
い
知
識
）
が
求
め
ら
れ
る
。
次
の
実
体
論
的
段
階

で
は
、「
ど
ん
な
も
の
で
対
象
が
で
き
上
が
っ
て
い
る
か
と
い
う
実
体
的
な

知
識
（
物
理
系System

）」
が
求
め
ら
れ
る
段
階
へ
と
進
む
。
そ
し
て
最

後
の
本
質
論
的
段
階
で
は
、
実
体
と
し
て
認
識
さ
れ
た
「
こ
れ
ら
の
対
象

が
相
互
作
用
の
下
で
行
動
す
る
基
本
的
な
法
則
を
認
識
し
対
象
の
状
態
を

知
る
段
階
」
へ
と
深
ま
る
の
で
あ
る87

。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
現
象
か
ら
実
体
を
へ
て
本
質
へ
と
深
め
ら
れ

て
ゆ
く
自
然
認
識
を
背
後
か
ら
支
え
て
い
る
の
は
、
レ
ー
ニ
ン
が
ヘ
ー
ゲ

ル
論
理
学
の
な
か
に
読
み
込
ん
だ
弁
証
法
的
唯
物
論
と
い
う
世
界
認
識
の

方
法
、
つ
ま
り
あ
の
レ
ー
ニ
ン
の
『
哲
学
ノ
ー
ト
』
の
世
界
観
で
あ
る
。

こ
う
し
た
武
谷
の
科
学
・
技
術
思
想
の
中
核
に
あ
る
こ
の
世
界
観
に
つ
い

て
は
、
武
谷
自
身
、
論
考
「
自
然
の
論
理
に
つ
い
て
」
の
な
か
で
、
以
下

の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。「
従
っ
て
抽
象
す
る
思
惟
は
、
単
に
感
性
的
素
材

を
抛
棄
す
る
も
の
と
し
て
考
察
さ
る
べ
き
で
は
な
い
。
感
性
的
素
材
は
抽

象
的
思
惟
に
よ
っ
て
そ
の
実
体
性
に
何
ら
の
損
害
も
受
け
ず
、
む
し
ろ
抽

象
す
る
思
惟
は
、
感
性
的
素
材
を
単
な
る
現
象
と
し
て
止
揚
し
、
そ
れ
を

本
質
的
な
も
の
に
還
元
す
る
も
の
で
、
こ
の
本
質
的
な
も
の
は
た
だ
概
念

に
お
い
て
の
み
発
現
す
る
。」88

ま
た
、「『
価
値
と
は
感
性
的
素
材
の
な
い
範

疇
で
あ
る
が
、
需
要
供
給
の
法
則
よ
り
も
は
る
か
に
真
理
で
あ
る
。』89

価
値

と
は
こ
の
よ
う
に
『
概
念
に
お
い
て
の
み
』
つ
か
み
う
る
『
本
質
的
な
も

の
』
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
『
本
質
的
な
も
の
』
の
『
概
念
に
』

よ
る
認
識
の
段
階
こ
れ
を
私
は
本
質
論
的
段
階
と
名
づ
け
た
の
で
あ
る
。」90

武
谷
の
科
学
・
技
術
思
想
は
、
以
上
に
み
た
技
術
論
や
物
理
学
に
お
け
る

自
然
認
識
の
三
段
階
論
に
み
る
よ
う
な
論
理
構
造
と
世
界
観
か
ら
発
想
さ

れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
改
め
て
問
題
と
な
る
の
は
、
唐
木
や
朝
永
の
「
科
学
の
原
罪
性
」

を
め
ぐ
る
言
説
を
、
武
谷
が
ど
う
み
て
い
る
か
で
あ
ろ
う
。
武
谷
の
「
科

学
の
原
罪
性
」
批
判
は
す
で
に
み
た
が
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
そ

の
批
判
の
理
論
的
根
拠
に
つ
い
て
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
武
谷
の
お
の

れ
の
立
場
に
対
す
る
自
負
や
信
念
の
由
来
を
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
と

思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
武
谷
は
、
一
九
四
五
年
八
月
の
広
島
（
六
日
）

と
長
崎
（
九
日
）
へ
の
原
爆
投
下
以
後
、将
来
の
核
戦
争
が
起
こ
れ
ば
、「
何

万
発
と
い
う
原
爆
が
使
わ
れ
・
・
・
人
類
の
滅
亡
に
な
る
。」91、
と
推
論
し

て
、
そ
の
「
思
想
的
意
味
」
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
カ
ン
ト
主
義

は
ザ
イ
ン
と
ゾ
ル
レ
ン
と
を
分
離
し
て
、
自
然
科
学
を
ザ
イ
ン
の
問
題
と

し
て
扱
う
が
、
ゾ
ル
レ
ン
の
問
題
は
扱
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
自

然
科
学
か
ら
出
発
し
て
、
提
起
さ
れ
た
こ
の
問
題
で
は
ゾ
ル
レ
ン
を
分
離

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
私
は
新
し
い
科
学
の
与
え
た
思
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想
に
対
す
る
イ
ン
パ
ク
ト
の
非
常
に
大
き
な
も
の
と
し
て
、
提
起
し
た
。」92

こ
の
よ
う
に
述
べ
た
う
え
で
、
自
身
の
論
考
「
原
子
力
と
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
」

の
な
か
の
「
原
子
力
の
思
想
的
意
義
」
か
ら
、
以
下
の
よ
う
な
言
説
を
引

用
す
る
の
で
あ
る
。「
原
子
力
が
思
想
的
に
何
を
も
た
ら
し
た
か
と
い
う
問

題
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、
そ
れ
は
、
ザ
イ
ン
と
ゾ
ル
レ
ン
の
分
離
に

対
し
て
一
つ
の
決
定
的
な
ピ
リ
オ
ド
を
与
え
た
と
い
う
こ
と
だ
。・
・
・
原

子
爆
弾
が
で
き
た
現
在
に
お
い
て
は
、
原
子
爆
弾
を
果
た
し
て
悪
い
よ
う

に
使
い
う
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
、
問
題
に
な
っ
て
来
た
。
一
発
や

二
発
の
原
子
爆
弾
を
広
島
や
長
崎
に
落
と
す
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
ど

う
い
う
ふ
う
に
も
使
え
る
問
題
で
あ
る
が
、
も
し
将
来
戦
争
が
起
こ
っ
て
、

原
子
爆
弾
を
使
う
場
合
に
は
・
・
・
人
類
の
滅
亡
と
い
う
大
問
題
に
な
っ

て
く
る
。・
・
・
原
子
力
は
悪
い
よ
う
に
使
え
る
代
物
で
は
な
い
。
必
ず

4

4

い

い
よ
う
に
し
か
使
え
な
い
代
物
で
あ
る
。
人
類
が
、
す
べ
て
生
の
本
能
を

も
っ
て
い
る
限
り
、
人
類
滅
亡
の
道
具
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
は
あ
り
得

な
い
。
道
徳
の
問
題
と
し
て
で
は
な
く
、
ザ
イ
ン
と
し
て

4

4

4

4

4

4

そ
う
い
う
事
は

あ
り
得
な
い

4

4

4

4

4

。
し
た
が
っ
て
原
子
爆
弾
は
、
ザ
イ
ン
と
ゾ
ル
レ
ン
の
分
離

に
決
定
的
な
終
止
符
を
打
つ
こ
と
に
な
る
。」93

　

こ
こ
に
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
（
弁
証
法
的
唯
物
論
）

の
立
場
か
ら
す
る
原
子
力
と
そ
れ
を
生
み
出
し
た
核
物
理
学
の
擁
護
で
あ

る
。
思
う
に
、「
一
発
や
二
発
の
原
子
爆
弾
を
広
島
や
長
崎
に
落
と
す
と
い

う
こ
と
は
、
こ
れ
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
も
使
え
る
問
題
で
あ
る
が
・
・
・
」

と
い
う
武
谷
の
言
説
に
は
、
三
・
一
一
福
島
原
発
震
災
を
一
回
や
二
回
の
事

故
と
し
て
軽
視
し
て
し
ま
う
よ
う
な
、
当
為
（Sollen

）
を
存
在
（Sein

）

に
還
元
し
つ
く
す
必
然
性
の
論
理

4

4

4

4

4

4

と
自
然
科
学
至
上
主
義
が
価
値
判
断

4

4

4

4

と

し
て
伏
藏
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る94

。
こ
の
武
谷
の
言
説
は
、
原
子

力
の
研
究
や
平
和
利
用
が
「
公
開
」「
民
主
」「
自
主
」
の
三
原
則95を
満
た

す
こ
と
な
く
押
し
進
め
ら
れ
て
い
る
従
来
の
原
子
力
行
政
・
政
策
へ
の
批

判
と
し
て
は
的
確
で
あ
り
な
が
ら
も
、
三
・
一
一
福
島
原
発
震
災
以
後
の
歴

史
状
況
に
あ
っ
て
す
ら
、
安
全
基
準
を
適
正
に
満
た
し
て
い
れ
ば
「
原
子

力
の
平
和
利
用
」
は
継
続
・
推
進
す
べ
き
だ
と
す
る
社
会
的
諸
勢
力
に
対

し
て
は
、
ど
こ
ま
で
原
理
と
し
て
抵
抗
で
き
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
に
は
武
谷
の
自
然
科
学
至
上
主
義
か
ら
す
る
「
科
学
の
原
罪
性
」
論

へ
の
批
判
の
み
な
ら
ず
、
原
子
力
行
政
・
政
策
へ
の
批
判
の
限
界
性
が
露

呈
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
、
武
谷
の
科
学
至
上
主
義
や
そ
れ
を
背
後
か
ら
支
え
る
バ
ナ
ー
ル

主
義
に
つ
い
て
、
吉
岡
斉
（
一
九
五
三
―
二
〇
一
八
）
は
「
戦
後
日
本
に

お
け
る
科
学
者
観
の
変
遷
」を
確
認
し
な
が
ら
、一
九
六
〇
年
代
以
降
の「
新

し
い
科
学
者
像
の
探
求
」
に
つ
い
て
ま
と
め
て
い
る96

。
そ
の
際
、
は
じ
め

に
確
認
さ
れ
る
の
は
、「
戦
後
日
本
の
科
学
思
想
に
も
、
非
常
に
大
き
な
影

響
を
与
え
た
」
バ
ナ
ー
ル
主
義
（Bernalism

）
で
あ
る
。
吉
岡
に
よ
れ
ば
、

こ
の
バ
ナ
ー
ル
主
義
と
は
「
完
全
に
科
学
化
さ
れ
た
社
会
の
建
設
を
め
ざ

す
」
科
学
者
バ
ナ
ー
ル
（John	D

esm
ond	Bernal　

1901-1971

）
の

科
学
主
義
的
構
想
の
こ
と
で
あ
る
が
、
具
体
的
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
考

え
る
立
場
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
科
学
は
資
本
主
義
と
い
う
非
合
理
か
つ

不
公
正
な
社
会
体
制
と
本
質
的
に
相
容
れ
な
い
が
ゆ
え
に
、
資
本
主
義
の

も
と
で
は
そ
の
発
展
を
阻
害
さ
れ
、
か
つ
悪
用
さ
れ
る
。
し
か
し
科
学
の

発
展
こ
そ
が
、
社
会
変
革
の
主
要
な
原
動
力
と
し
て
、
社
会
主
義
へ
の
道

を
切
り
拓
く
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
反
対
に
社
会
主
義
の
も
と
に
お
い
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て
の
み
、
科
学
は
最
も
急
速
に
発
展
し
、
人
類
福
祉
に
存
分
に
役
立
て
ら

れ
る
の
で
あ
る
。」97

　

ち
な
み
に
、
吉
岡
は
こ
う
し
た
バ
ナ
ー
ル
主
義
の
立
場
を
確
認
し
た
上

で
、「
日
本
に
お
い
て
こ
の
バ
ナ
ー
ル
主
義
を
継
承
・
発
展
さ
せ
た
代
表
的

人
物
と
し
て
、
物
理
学
者
の
坂
田
昌
一
と
武
谷
三
男
の
二
人
」
の
名
前
を

挙
げ
、さ
ら
に
こ
う
述
べ
る
の
で
あ
る98

。
す
な
わ
ち
、彼
ら
（
と
く
に
武
谷
）

の
仕
事
に
は
、
し
か
し
「
二
つ
の
大
き
な
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
」、
と
。

一
つ
は
「
研
究
者
の
日
常
的
な
仕
事
様
式
そ
の
も
の
を
、根
本
的
に
批
判
し
、

新
し
い
様
式
を
模
索
す
る
事
」で
あ
り
、も
う
一
つ
は「
″
科
学
的
理
性
〟（
つ

ま
り
主
体
的
感
情
移
入
を
極
力
排
除
し
た
客
観
的
・
論
理
的
な
思
考
方
法
）

そ
の
も
の
が
、
実
は
生
活
実
践
と
切
り
離
し
え
な
い
も
の
で
あ
り
、
生
身

の
実
践
主
体
の
意
思
と
無
関
係
に
成
り
立
ち
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
、

き
ち
ん
と
解
明
す
る
こ
と
」で
あ
る
。
そ
し
て
こ
う
述
べ
る
の
で
あ
る
。「
前

者
の
課
題
に
取
り
組
ん
だ
系
譜
は
、
五
〇
年
代
に
お
け
る
民
科
の
″
国
民

的
科
学
〟、の
運
動
〔「
工
業
文
明
と
科
学
的
理
性
」
に
対
す
る
全
幅
の
信
頼
〕

か
ら
、
六
〇
年
代
に
お
け
る
広
重
徹
の
″
体
制
化
さ
れ
た
科
学
〟
へ
の
批

判
を
へ
て
、
六
〇
年
代
末
の
全
共
闘
運
動
に
代
表
さ
れ
る
″
自
己
否
定
〟

の
思
想〔「
エ
コ
ロ
ジ
ー
と
反
テ
ク
ノ
ク
ラ
シ
ー
」〕へ
と
つ
ら
な
っ
て
い
る
。

そ
し
て
後
者
の
課
題
は
、
七
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
、
柴
谷
篤
弘
や
『
ぷ

ろ
じ
ぇ
同
人
』
に
よ
っ
て
〔「
科
学
的
理
性
」
批
判
と
し
て
〕
追
求
さ
れ
は

じ
め
る
。」99	

、
と
。
吉
岡
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
プ
ロ
セ
ス
の
背
後
に
あ
る

の
は
、「
工
業
文
明
と
科
学
的
理
性
に
全
幅
の
信
頼
」
を
よ
せ
る
人
々
（
戦

後
民
主
主
義
科
学
者
協
会
）
と
、
こ
れ
を
「
エ
コ
ロ
ジ
ー
と
反
テ
ク
ノ
ク

ラ
シ
ー
」
の
立
場
か
ら
批
判
す
る
人
々
（「
全
学
共
闘
会
議
」）
の
「
科
学

者
観
の
相
違
」、
つ
ま
り
は
こ
れ
ら
両
者
間
に
み
ら
れ
た
根
本
的
な
対
立
で

あ
る100

。
こ
の
対
立
に
つ
い
て
は
「
戦
後
日
本
に
お
け
る
科
学
者
観
の
変
遷
」

を
以
上
の
よ
う
に
整
理
す
る
吉
岡
の
分
析
を
踏
ま
え
つ
つ
、
今
日
の
わ
れ

わ
れ
の
課
題
意
識
か
ら
、
あ
ら
た
め
て
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
再
考
す
る
必
要
が

あ
る
で
あ
ろ
う
。

注１	

こ
こ
に
言
う
衝
撃
に
つ
い
て
は
、さ
し
あ
た
り
児
玉
龍
彦
『
内
部
被
爆
の
真
実
』

（
幻
冬
舎
新
書
、
二
〇
一
一
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

２	

こ
の
点
を
鋭
く
自
覚
し
思
索
を
深
め
た
貴
重
な
労
作
と
し
て
は
、
高
木
仁
三
郎

『
い
ま
自
然
を
ど
う
み
る
か
』（
白
水
社
、
一
九
八
五
年
）、
同
『
科
学
の
原
理

と
人
間
の
原
理
―
人
間
が
天
の
火
を
盗
ん
だ
―
そ
の
火
の
近
く
に
は
生
命
は
な

い
』（
方
丈
堂
出
版
、
二
〇
一
二
年
）、
岩
田
靖
夫
『
極
限
の
事
態
と
人
間
の
生

の
意
味
―
大
災
害
の
体
験
か
ら
』（
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
五
年
）、
な
ら
び
に
日

本
カ
ト
リ
ッ
ク
司
教
協
議
会
『
今
こ
そ
原
発
の
廃
止
を
』
編
纂
委
員
会
『
今
こ

そ
原
発
の
廃
止
を
―
日
本
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
問
い
か
け
』（
カ
ト
リ
ッ
ク

中
央
協
議
会
、
二
〇
一
六
年
）
が
あ
る
。

３	

前
掲
、高
木
『
い
ま
自
然
を
ど
う
み
る
か
』、同
『
科
学
の
原
理
と
人
間
の
原
理
』

参
照
。
な
お
、
講
演
録
で
あ
る
後
者
に
は
核
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
の
中
心
に
あ
る

本
質
が
「
科
学
の
原
理
」
と
「
生
命
の
原
理
」
と
い
う
分
析
視
座
か
ら
み
ご
と

に
洞
察
さ
れ
て
い
る
。

４	

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
池
内
了
・
島
薗
進
『
科
学
・
技
術
の
危
機
―
再
生
の
た

め
の
対
話
』（
合
同
出
版
、
二
〇
一
五
年
）
一
三
―
一
九
頁
。

５	
こ
こ
に
言
う
問
い
は
、
現
代
技
術
史
研
究
会
に
お
け
る
井
野
博
満
氏
の
報

告
（
二
〇
一
六
年
五
月
十
五
日
）「
一
九
六
〇
年
代
科
学
技
術
論
争
の
意
義

と
脱
原
発
の
思
想
」（
現
代
技
術
史
研
究
会
会
誌
『
技
術
史
研
究　

N
o.84

』

二
〇
一
六
年
十
一
月
、
二
―
三
三
頁
）、
な
ら
び
に
同
「
脱
原
発
の
技
術
思
想
」

（『
世
界
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
七
年
二
月
号
）
に
筆
者
が
大
き
な
啓
発
と
刺
激
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を
受
け
、か
つ
そ
の
後
井
野
氏
と
議
論
す
る
な
か
で
提
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

筆
者
は
こ
の
問
い
に
答
え
る
べ
く
、
同
研
究
会
の
例
会
に
お
い
て
、「
フ
ク
シ

マ
以
後
、
自
然
と
科
学
・
技
術
の
関
係
を
ど
う
見
る
か
―
『
科
学
者
の
社
会
的

責
任
』論
争
へ
の
社
会
倫
理
学
か
ら
の
問
い
と
応
答
―
」（
二
〇
一
六
年
一
二
月
）

と
の
テ
ー
マ
で
報
告
を
行
っ
た
。
本
論
考
は
、
こ
の
報
告
と
当
日
の
質
疑
応
答

を
踏
ま
え
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

６	

久
野
収
『
歴
史
的
理
性
批
判
序
説
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
七
年
）、
一
七
〇
頁
。

な
お
、
こ
こ
で
引
用
さ
れ
て
い
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
説
は
、
一
九
三
三
年
三
月

に
ナ
チ
ス
が
政
権
に
就
き
、
彼
の
ナ
チ
ス
党
へ
の
入
党
と
同
時
期
（
一
九
三
三

年
五
月
二
十
七
日
）
に
行
わ
れ
た
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
学
長
就
任
演
説
「
ド

イ
ツ
の
大
学
の
自
己
主
張
」（D

ie	Selbstbehauptung	der	deutschen	
U
niversität

）
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
講
演
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
Ｍ
・

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
他
（
清
水
多
吉
・
手
川
誠
士
郎
編
訳
）『
三
〇
年
代
の
危
機
と

哲
学	

』（
平
凡
社
、
一
九
九
九
年
）
参
照
。
な
お
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
ナ
チ
ス
加

担
が
内
包
す
る
意
味
の
分
析
に
つ
い
て
は
、
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
フ
ァ
リ
ア
ス
（
山

本
尤
訳
）『
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
ナ
チ
ズ
ム
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、一
九
九
〇
年
）

一
三
一
―
一
四
六
頁
、
な
ら
び
に
中
尾
健
二
「
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
三
つ
の
断
片　

D
rei	Fragm

ente	zu	H
eidegger

」（
静
岡
大
学
教
養
部
研
究
報
告
、
人
文

科
学
編
、
一
〇
）
六
九
―
八
〇
頁
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。

７	

こ
こ
で
言
う
論
争
と
は
、
具
体
的
に
は
「
科
学
の
原
罪
性
」
や
「
科
学
者
の
社

会
的
責
任
」
を
厳
し
く
問
う
唐
木
順
三
の
言
説
と
こ
れ
に
激
し
く
反
発
す
る
武

谷
三
男
の
言
説
、
さ
ら
に
は
両
者
間
の
背
景
に
あ
る
朝
永
振
一
郎
（
オ
ッ
ペ
ン

ハ
イ
マ
ー
）
や
湯
川
秀
樹
（
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
）
の
言
説
の
評
価
や
解
釈
が

生
み
出
す
相
容
れ
な
い
世
界
観
上
の
相
剋
の
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、「
科
学
と

社
会
の
思
想
史
」
と
い
う
見
地
か
ら
、
こ
の
論
争
を
整
理
・
分
析
し
た
前
掲
、

吉
岡
『
科
学
者
は
変
わ
る
か
』、
就
中
、
第
四
章
を
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
、

こ
の
論
争
に
連
な
る
文
献
と
し
て
は
、
日
本
物
理
学
会
の
中
の
サ
ー
ク
ル
「
物

理
学
者
の
社
会
的
責
任
」
の
機
関
誌
『
科
学
・
社
会
』
第
三
号
（
豊
田
利
幸
他

編
、
一
九
八
二
年
）
や
同
誌
第
二
六
号
（
小
沼
通
二
他
編
、
一
九
八
八
年
）
に

掲
載
さ
れ
た
諸
論
考
も
あ
わ
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。

８	

唐
木
順
三
『「
科
学
者
の
社
会
的
責
任
」
に
つ
い
て
の
覚
え
書
』（
筑
摩
書
房
、

一
九
八
〇
年
）。
な
お
、同
書
の
増
補
改
訂
版
が
ち
く
ま
学
芸
文
庫（
筑
摩
書
房
、

二
〇
一
二
年
）
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

９	

こ
の
核
分
裂
と
連
鎖
反
応
の
発
見
に
つ
い
て
は
、
山
本
義
隆
『
原
子
・
原
子
核
・

原
子
力
』（
岩
波
書
店
、二
〇
一
五
年
）、一
七
八
―
一
九
四
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

10	

前
掲
、
唐
木
、
一
二
七
―
一
二
八
頁
。

11	

前
掲
、
唐
木
、
一
二
九
頁
。

12	

唐
木
が
高
く
評
価
す
る
朝
永
の
「
科
学
者
の
社
会
的
責
任
」
論
の
内
実
に
つ
い

て
は
、
朝
永
振
一
郎
『
科
学
者
の
社
会
的
責
任　

作
集
５
』（
み
す
ず
書
房
、

一
九
八
二
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

13	

こ
の
講
演
「
科
学
と
文
明
」
は
、「
岩
波
市
民
講
座
」（
一
九
七
六
年
）
と
し
て

行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
こ
の
講
演
は
朝
永
振
一
郎
『
物
理
学
と
は

何
だ
ろ
う
か　

下
』（
岩
波
新
書
、
一
九
八
九
年
、
一
五
七
―	

二
二
四
頁
）
に

収
録
さ
れ
、現
在
は
『
朝
永
振
一
郎
著
作
集
４　

科
学
と
人
間
』（
み
す
ず
書
房
、

一
九
八
二
年
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
本
論
考
に
お
け
る
朝
永
の
講
演

「
科
学
と
文
明
」
か
ら
の
引
用
は
す
べ
て
、
岩
波
新
書
版
に
準
拠
し
て
い
る
。

14	

前
掲
、
朝
永
「
科
学
と
文
明
」、
一
五
九
―
一
六
〇
頁
。　

15	

同
、
一
六
〇
―
一
六
一
頁
。

16	

同
、
一
六
二
頁
。

17	

同
、
一
六
二
頁
。

18	

同
、
一
六
五
―
一
六
六
頁
。
な
お
、
引
用
文
中
の
〔　
　

〕
は
引
用
者
の
補
足

で
あ
る
。
以
下
同
様
。

19	

同
、
一
六
九
頁
。

20	

同
、
一
七
二
頁
。
傍
点
引
用
者
。

21	

同
、
一
七
三
頁
。

22	

同
、	

一
七
六
頁
。
傍
点
引
用
者
。

23	

同
、
一
七
七
頁
。

24	

同
、
一
七
九
頁
。

25	
同
、
一
八
〇
―
一
八
一
頁
。

26	
同
、
一
八
一
―
一
八
二
頁
。

27	

同
、
一
八
三
頁
。

28	

同
、	
一
八
三
頁
。

29	

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
掲
、
高
木
『
い
ま
自
然
を
ど
う
み
る
か
』
が
詳
細
な

分
析
を
試
み
て
い
る
。
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30	

同
、
一
八
九
頁
。
な
お
、
こ
の
朝
永
の
問
題
関
心
と
深
く
響
き
あ
う
文
献
と
し

て
は
、湯
川
秀
樹
・
梅
棹
忠
夫『
人
間
に
と
っ
て
科
学
と
は
な
に
か
』（
中
公
新
書
、

一
九
六
七
年
）
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

31	
同
、
一
九
〇
頁
。
な
お
、
こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
マ
ー
の
言

葉
と
そ
の
意
味
解
釈
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
藤
永
茂
『
ロ
バ
ー
ト
・
オ
ッ

ペ
ン
ハ
イ
マ
ー
―
愚
者
と
し
て
の
科
学
者
』（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
九
六
年
）

三
四
二
―
三
四
九
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

32	

同
、
一
九
〇
―
一
九
一
頁
。

33	

同
、
一
九
二
―
一
九
三
頁
。

34	

同
、
一
九
九
頁
。

35	

同
、
一
九
九
―
二
〇
一
頁
。
傍
点
引
用
者
。

36	

同
、
二
〇
二
頁
。

37	

同
、
二
〇
六
頁
。
傍
点
引
用
者
。

38	

同
、
二
〇
七
頁
。
傍
点
引
用
者
。

39	

同
、
二
一
〇
頁
。
傍
点
引
用
者
。

40	

同
、
二
一
〇
―
二
一
一
頁
。

41	

同
、
二
一
四
頁
。
傍
点
引
用
者
。

42	

同
、
二
一
七
頁
。

43	

同
、
二
二
一
頁
。

44	

同
、
二
二
三
頁
。
傍
点
引
用
者
。

45	

同
、
二
二
四
頁
。

46	

こ
の
講
演
「
物
質
科
学
に
ひ
そ
む
原
罪
」
は
、
一
九
七
六
年
六
月
二
八
日
、
朝

日
講
堂
で
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
講
演
は
、
現
在
、
前
掲
、
朝
永
、
著

作
集
第
４
巻
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
本
論
考
に
お
け
る
講
演
「
物
質
科

学
に
ひ
そ
む
原
罪
」
か
ら
の
引
用
は
、
朝
永
振
一
郎
（
江
沢
洋
編
）『
プ
ロ
メ

テ
ウ
ス
の
火
』（
み
す
ず
書
房
、
二
〇
一
二
年
）
に
準
拠
す
る
。

47	

前
掲
、
朝
永
「
物
質
科
学
に
ひ
そ
む
原
罪
」、
三
八
―
三
九
頁
。

48	

同
、
四
〇
頁
。

49	

同
、
四
一
頁
。

50	

同
、
四
三
頁
。

51	

同
、
四
三
頁
。

52	

同
、
四
五
頁
。

53	

同
、
四
六
頁
。

54	

同
、
四
七
頁
。

55	

同
、五
一
頁
。
な
お
、オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
マ
ー
の
こ
の
言
説
は
、マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ

ツ
工
科
大
学
で
行
わ
れ
た
講
演
「
現
代
世
界
に
お
け
る
物
理
学
」（
一
九
四
五

年
一
一
月
二
五
日
）の
中
で
語
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。詳
し
く
は
、	

前
掲
、藤
永
、

三
四
二
―
三
五
六
頁
参
照
。

56	

同
、
五
一
頁
。

57	

吉
岡
斉
『
科
学
者
は
変
わ
る
か
―
科
学
と
社
会
の
思
想
史
』（
社
会
思
想
社
、

一
九
八
四
年
）、
就
中
「
第
四
章　

核
兵
器
と
科
学
者
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

58	

武
谷
三
男
『
科
学
者
の
社
会
的
責
任
―
核
兵
器
に
関
し
て
』（
勁
草
書
房
、

一
九
八
二
年
）
四
頁
。

59	

前
掲
、
武
谷
『
科
学
者
の
社
会
的
責
任
』、
四
―
五
頁
。

60	

同
、
五
頁
。

61	

同
、
六
頁
。

62	

同
、
六
頁
。

63	

武
谷
三
男
『
科
学
と
技
術　

武
谷
三
男
著
作
集
４
』（
勁
草
書
房
、一
九
六
九
年
）

一
一
―
二
八
頁
。

64	

前
掲
、
唐
木
、
九
六
―
一
〇
三
頁
。

65	

同
、
一
〇
〇
頁
。
な
お
、
こ
こ
で
唐
木
が
引
用
し
て
い
な
い
以
下
の
武
谷
の
言

説
は
、
行
論
上
、
確
認
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。「
今
次
の
敗
戦
は
、
原
子
爆

弾
の
例
を
見
て
も
わ
か
る
よ
う
に
世
界
の
科
学
者
が
一
致
し
て
こ
の
世
界
か
ら

野
蛮
を
追
放
し
た
の
だ
と
も
い
え
る
。そ
し
て
こ
の
中
に
は
日
本
の
科
学
者
も
、

科
学
を
人
類
の
富
と
し
て
人
類
の
向
上
の
た
め
に
研
究
し
て
い
た
か
ぎ
り
に
お

い
て
参
加
し
て
い
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
原
子
爆
弾
を
と
く
に
非
人
道
的

な
り
と
す
る
日
本
人
が
い
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
己
の
非
人
道
を
誤
魔
化
さ
ん
と

す
る
意
図
を
示
す
も
の
で
あ
る
。」（
前
掲
、
武
谷
、
著
作
集
４
、一
一
頁
）

66	
同
、
唐
木
、
一
一
七	

―
一
一
九
頁
。

67	
前
掲
、
武
谷
『
科
学
者
の
社
会
的
責
任
』、
一
六
五
―
一
六
六
頁
。

68	
同
、
一
六
七
頁
。

69	

同
、
六
一
頁
。

70	

こ
う
し
た
相
剋
の
思
想
史
的
な
意
義
や
射
程
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
梯
明

秀
の
物
質
哲
学
―
全
自
然
史
の
思
想
と
戦
時
下
抵
抗
の
研
究
』（
未
來
社
、
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二
〇
一
七
年
）
の
序
章
を
み
ら
れ
た
い
。

71	
前
掲
、
武
谷
『
科
学
者
の
社
会
的
責
任
』、
一
七
四
頁
。

72	
言
う
ま
で
も
な
く
、
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
（
弁
証
法
的
唯
物
論
）
の
立
場
に
は
種
々

の
も
の
が
あ
る
が
、
戦
前
期
日
本
の
一
九
三
〇
年
代
に
試
み
ら
れ
た
『
世
界
文

化
』
運
動
以
来
、
同
人
と
し
て
思
想
交
流
の
あ
っ
た
武
谷
三
男
と
梯
明
秀
は
、

マ
ル
キ
シ
ズ
ム
（
就
中
、マ
ル
ク
ス
『
資
本
論
』）
や
レ
ー
ニ
ン
『
哲
学
ノ
ー
ト
』

の
受
容
や
解
釈
に
お
い
て
、
お
そ
ら
く
重
な
り
あ
う
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
と
推
察
さ
れ
る
。

73	

こ
の
論
考
は
、
武
谷
三
男
『
罪
つ
く
り
な
科
学
―
人
類
再
生
に
い
ま
何
が
必
要

か
』（
青
春
出
版
社
、
一
九
九
八
年
）
の
序
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。

74	

前
掲
、
武
谷
『
罪
つ
く
り
な
科
学
』、
一
八
頁
。

75	

同
、
一
八
頁
。

76	

同
、
一
九
頁
。

77	

同
、
二
〇
頁
。

78	

同
、
二
一
頁
。

79	

同
、
二
一
―
二
二
頁
。

80	

同
、
二
四
頁
。

81	

同
、
二
二
四
頁
。

82	

同
、
二
二
六
頁
。

83	

同
、
二
二
六
頁
。

84	

同
、
二
二
七
頁
。

85	

同
、
二
二
七
頁
。

86	

同
、
二
二
七
頁
。

87	

武
谷
三
男
「
自
然
の
論
理
に
つ
い
て
」（『
弁
証
法
の
諸
問
題　

武
谷
三
男
著
作

全
集
１
』
勁
草
書
房
、
一
九
六
八
年
）
二
六
一
頁
。

88	

同
、
二
六
四
―
二
六
五
頁
。
な
お
、
こ
の
箇
所
は
レ
ー
ニ
ン
（
広
島
定
吉
・
直

井
武
夫
共
訳
）『
哲
学
ノ
ー
ト
』（
白
揚
社
、
一
九
三
九
年
）
一
六
八
頁
か
ら
の

武
谷
に
よ
る
引
用
で
あ
る
。

89	

同
、二
六
五
頁
。
な
お
、こ
の
箇
所
は
前
掲
、レ
ー
ニ
ン『
哲
学
ノ
ー
ト
』（
一
六
八

頁
）
か
ら
の
武
谷
に
よ
る
引
用
で
あ
る
。

90	

同
、
二
六
五
頁
。

91	

前
掲
、
武
谷
『
科
学
者
の
社
会
的
責
任
』、
六
〇
頁
。

92	

同
、
六
〇
頁
。

93	

同
、
六
〇
―
六
一
頁
、
傍
点
引
用
者
。

94	

現
代
遺
伝
学
の
発
展
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
武
谷
の
科
学
至
上
主
義
を
批
判
し

た
研
究
文
献
と
し
て
は
、
伊
藤
康
彦
『
武
谷
三
男
の
生
物
学
思
想
―
「
獲
得
形

質
の
遺
伝
」
と
「
自
然
と
ヒ
ト
に
対
す
る
驕
り
」』（
風
媒
社
、
二
〇
一
三
年
）

が
あ
る
。

95	

具
体
的
に
は
、「
原
子
力
の
研
究
と
利
用
に
関
し
公
開
、
民
主
、
自
主
の
原
則

を
要
求
す
る
声
明
」（
日
本
学
術
会
議
第
十
七
回
総
会
、
一
九
五
四
年
四
月

二
三
日
）
の
こ
と
で
あ
る
。

96	

吉
岡
斉
「
新
し
い
科
学
者
像
の
探
究
」、
辻
哲
夫
監
修
『
撰
集　

日
本
の
科
学

精
神
５　

科
学
と
社
会　

世
界
の
な
か
の
科
学
精
神
』
工
作
舎
、一
九
八
〇
年
、

所
収
）
三
〇
四
頁
。

97	

前
掲
、
吉
岡
「
新
し
い
科
学
者
像
の
探
究
」、
三
〇
七
頁
、
な
ら
び
に
同
『
科

学
者
は
変
わ
る
か
―
科
学
と
社
会
の
思
想
史
』（
社
会
思
想
社
、
一
九
八
四
年
）

第
二
章
、
第
三
章
参
照
。
な
お
、
バ
ナ
ー
ル
自
身
の
科
学
と
社
会
主
義
・
共
産

主
義
の
関
係
性
の
認
識
に
つ
い
て
は
、
バ
ナ
ー
ル
（
坂
田
昌
一
・
星
野
芳
郎
・

龍
岡
誠
共
訳
）『
科
学
の
社
会
的
機
能　

第
二
部
』（
創
元
社
、
一
九
五
一
年
）

二
四
二
―
二
五
三
頁
参
照
。

98	

坂
田
自
身
の
「
科
学
者
の
社
会
的
責
任
」
論
と
し
て
は
、
坂
田
昌
一
（
樫
本
喜

一
編
）『
原
子
力
を
め
ぐ
る
科
学
者
の
社
会
的
責
任
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
一

年
）
が
あ
る
。

99	

前
掲
、
吉
岡
「
新
し
い
科
学
者
像
の
探
究
」
三
一
一
頁
。
な
お
、
こ
の
吉
岡
の

指
摘
に
関
連
し
て
、
柴
谷
篤
弘
『
反
科
学
論
―
ひ
と
つ
の
知
識
・
ひ
と
つ
の

学
問
を
め
ざ
し
て
』（
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
三
年
）、
同
『
あ
な
た
に
と
っ

て
科
学
と
は
何
か
―
市
民
の
た
め
の
科
学
批
判
』（
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
七

年
）、
同
対
談
集
『
ネ
オ
・
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
と
科
学
批
判
』（
リ
ブ
ロ
ポ
ー
ト
、

一
九
八
八
年
）、
な
ら
び
に
梅
林
宏
道
『
抵
抗
の
科
学
技
術
』（
技
術
と
人
間
、

一
九
八
二
年
）、同
「
四
〇
年
目
の
『
ぷ
ろ
じ
ぇ
』」（
前
掲
『
科
学
・
社
会
・
人
間
』

誌
一
一
〇
号
、
二
〇
〇
九
年
）
等
を
あ
わ
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。

100	

同
、
三
〇
四
頁
。
な
お
、
こ
こ
に
言
う
根
本
的
な
対
立
に
つ
い
て
は
、
前
掲
、

吉
岡
『
科
学
者
は
変
わ
る
か
』
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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