
第二章 現代人は世界をどう見ればよいか 

23 

九
十
九 

世
界
と
人
間
の
生
に
つ
い
て 

老
園
丁
の
未
完
の
廻
心 

第
二
章 

 L
etter 

N
o
2
 

 

荘
周
さ
ん
、
第
一
章
で
世
界
に
つ
い
て
の
人
間
の
考
え
方
を
整
理
し
て
み
ま
し
た
が
、
と
て
も
平
凡
で

お
お
ざ
っ
ぱ
な
も
の
で
、
辟
易
さ
れ
た
で
し
ょ
う
。
そ
れ
と
も
、
ゴ
ー
タ
マ
・
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
さ
ん
を
特

別
扱
い
し
た
こ
と
に
ご
不
満
で
し
ょ
う
か
。
た
し
か
に
不
均
衡
な
取
り
扱
い
方
だ
と
思
わ
れ
て
も
仕
方
が

あ
り
ま
せ
ん
。
で
も
、
荘
周
さ
ん
は
大
人
で
す
か
ら
大
目
に
見
て
く
だ
さ
る
は
ず
で
す
ね
。
そ
れ
に
、
わ

た
し
の
「
認
識
と
言
語
に
つ
い
て
の
考
察
」
に
つ
き
あ
っ
て
く
だ
さ
っ
た
荘
周
さ
ん
は
わ
た
し
が
誘
導
し

よ
う
と
し
て
い
る
方
向
を
お
察
し
の
こ
と
だ
と
想
像
し
ま
す
。
と
も
か
く
、
一
通
り
の
概
念
的
な
整
理
を

し
た
う
え
で
思
索
を
進
め
よ
う
と
意
図
し
た
の
で
す
。
こ
の
章
で
は
、
わ
た
し
が
行
き
す
ぎ
た
り
大
い
に

足
り
な
い
と
こ
ろ
が
目
立
っ
て
く
る
は
ず
で
す
か
ら
、
本
当
は
、
問
題
の
あ
る
と
こ
ろ
で
そ
の
つ
ど
疑
問

を
さ
し
は
さ
ん
で
く
だ
さ
る
と
、
も
う
少
し
ま
し
な
整
理
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
が
、
そ
れ
が
で
き
ま
せ

ん
か
ら
、
夢
に
現
わ
れ
て
示
唆
を
お
授
け
く
だ
さ
い
。
せ
い
ぜ
い
努
力
す
る
つ
も
り
で
す
。 

 



24 

第
二
章 

現
代
人
は
世
界
を
ど
う
見
れ
ば
よ
い
か 

４ 

現
代
人
の
世
界
観 

 

学
問
的
な
探
求
方
法
を
確
立
し
た
近
代
科
学
が
興
る
と
、
宗
教
も
そ
し
て
哲
学
も
そ
の
存
在
基
盤
を
揺

る
が
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
実
の
人
間
社
会
で
は
、
今
も
、
哲
学
的
な
思
考
法
は
形
而
上
的

な
分
野
を
含
め
て
捨
て
が
た
い
思
想
を
提
供
し
て
い
る
し
、
宗
教
も
重
要
で
無
視
す
る
こ
と
の
で
き
な
い

役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。
事
物
に
霊
性
を
見
よ
う
と
す
る
態
度
も
消
え
去
っ
て
は
い
ま
せ
ん
。
現
代
人

は
、
そ
の
と
き
ど
き
そ
う
い
う
思
考
の
範
例
に
従
っ
て
、
世
界
と
人
間
を
と
ら
え
、
行
動
を
選
ん
で
い
ま

す
。
わ
た
し
も
そ
の
例
に
も
れ
な
い
で
し
ょ
う
。 

 

け
れ
ど
も
、
こ
の
思
索
で
わ
た
し
は
、
カ
ン
ト
の
認
識
論
を
出
発
点
に
し
、
科
学
の
立
場
か
ら
世
界
と

人
間
を
考
え
る
こ
と
に
し
よ
う
と
思
い
ま
す
。
と
い
う
の
は
、
カ
ン
ト
の
提
出
し
た
『
純
粋
理
性
批
判
』

は
、
そ
れ
ま
で
の
世
界
の
見
方
を
批
判
し
整
理
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
以
後
の
世
界
認
識
の
基
礎
を
据
え

る
画
期
的
な
も
の
だ
っ
た
、
と
考
え
る
か
ら
で
す
。 

 

Ｄ 

イ
マ
ヌ
エ
ル
・
カ
ン
ト
が
切
り
開
い
た
道 
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Ｄ
１ 

「
認
識
す
る
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か 

 

あ
と
の
考
察
に
備
え
る
た
め
、
あ
ら
か
じ
め
、
カ
ン
ト
の
言
っ
た
こ
と
で
重
要
だ
と
思
う
こ
と
を
簡
単

に
整
理
し
ま
す
。
カ
ン
ト
の
使
用
す
る
諸
概
念
と
そ
れ
ら
の
関
係
を
把
握
し
て
お
く
こ
と
は
必
要
で
も
あ

り
ま
す
。
た
だ
し
、
実
際
の
認
識
に
お
い
て
重
要
だ
と
考
え
る
補
足
を
加
え
る
の
で
、『
純
粋
理
性
批
判
』

が
提
起
し
た
認
識
に
つ
い
て
の
〝
純
粋
基
礎
論
〟
を
ゆ
が
め
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

  
 

 

ａ 

カ
ン
ト
の
認
識
論
の
骨
格
と
重
要
概
念 

 

カ
① 

人
間
の
認
識
を
三
段
階
に
分
け
て
と
ら
え
る
。
そ
の
能
力
を
、
感
性
・
悟
性
・
理
性
と
呼
ぶ
。

「
人
間
の
認
識
は
、
感
官
か
ら
始
ま
り
、
悟
性
に
行
き
、
理
性
で
終
わ
る
」 

「
人
間
の
認
識
は
、
直
感
を
得
て
始
ま
り
、
概
念
に
進
み
、
理
念
を
も
っ
て
終
わ
る
」 

 
 

ⅱ 

感
性
は
、
感
官
（
感
覚
器
官
）
を
使
用
し
て
直
感
を
得
る
。
感
官
か
ら
得
ら
れ
た
多
様
な
も
の

を
統
覚
が
統
一
し
、
直
感
は
表
象
と
し
て
意
識
さ
れ
る
。 

 
 

ⅲ 

悟
性
は
、
感
性
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
表
象
に
論
理
形
式
「
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
を
適
用
・
判
断
し
、

構
想
力
を
用
い
て
論
理
的
な
連
関
を
も
つ
概
念
に
表
現
し
て
、
概
念
的
な
認
識
を
も
た
ら
す
。

直
感
の
得
る
表
象
と
概
念
と
を
合
わ
せ
て
広
い
意
味
で
表
象
（
心
象
）
と
呼
べ
る
だ
ろ
う
。 
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ⅳ 

理
性
は
、
悟
性
認
識
で
得
ら
れ
た
概
念
（
複
数
）
を
系
統
立
て
て
総
合
的
で
体
系
的
な
理
解
へ

導
く
。
理
性
が
推
論
に
よ
っ
て
獲
得
す
る
〝
概
念
〟
を
理
念
と
呼
ぶ
。 

 
カ
② 

人
間
の
認
識
は
感
官
か
ら
始
ま
る
の
だ
か
ら
、
認
識
の
対
象
は
、
原
則
的
に
、
感
覚
器
官
が
感

じ
る
こ
と
の
で
き
る
経
験
的
な
事
物
で
あ
る
。
「
物
自
体
は
知
ら
れ
な
い
」
と
い
う
言
葉
も
、

認
識
の
対
象
が
基
本
的
に
は
物
で
あ
る
こ
と
を
告
げ
る
。
認
識
は
「
経
験
的
実
在
」
を
前
提
し
、

人
間
は
物
の
示
す
現
象
を
認
識
す
る
の
で
あ
る
。 

 

カ
③ 

人
間
の
感
性
に
は
、
時
間
と
空
間
の
形
式
で
直
感
を
獲
得
す
る
能
力
が
先
験
的
に
具
わ
っ
て
い

る
。 カ

ン
ト
は
、
近
代
科
学
の
最
初
の
成
果
で
あ
る
力
学
を
理
解
し
て
、
力
学
の
基
礎
概
念
で
あ
る
時
間
と

空
間
を
認
識
論
の
骨
格
に
と
り
こ
ん
だ
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
認
識
の
基
礎
論
に
経
験
か
ら
も
た
ら
さ
れ

る
内
実
が
入
り
こ
む
こ
と
を
避
け
る
た
め
に
、
人
間
に
先
験
的
に
具
わ
っ
て
い
る
の
は
そ
の
「
形
式
」
だ

け
だ
と
し
た
。
補
足
す
れ
ば
、
古
典
力
学
に
お
い
て
、
時
間
と
空
間
は
事
物
の
運
動
を
記
述
す
る
の
に
前

提
さ
れ
る
不
可
欠
な
変
数
だ
が
、
力
学
現
象
の
直
接
の
研
究
対
象
で
は
な
い
。
そ
こ
で
も
、
現
象
の
記
述

の
た
め
の
形
式
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
現
実
の
認
識
行
為
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
の
認
識
論
は
科
学
の

要
素
を
盛
り
こ
む
こ
と
の
で
き
る
形
式
を
用
意
し
た
、
逆
に
、
科
学
的
認
識
は
カ
ン
ト
の
認
識
論
を
基
礎

に
し
て
遂
行
さ
れ
る
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。 
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カ
④ 

悟
性
は
直
感
の
得
た
表
象
を
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
い
う
論
理
形
式
に
則
っ
て
概
念
に
も
た
ら
す
の

だ
か
ら
、
人
間
の
認
識
は
論
理
的
に
行
な
わ
れ
、
認
識
は
論
理
を
は
み
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

人
間
が
悟
性
の
段
階
の
認
識
で
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
い
う
形
式
を
先
験
的
に
具
え
て
い
る
と
い
う

超
越
論
的
要
請
は
、
現
実
の
認
識
行
為
に
お
い
て
や
は
り
経
験
に
支
え
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。 

 

カ
⑤ 

③
と
④
か
ら
、
表
象
を
広
い
意
味
に
と
っ
て
言
え
ば
、
認
識
は
表
象
の
操
作
で
あ
る
。 

 

カ
⑥ 

人
間
の
理
性
に
よ
る
認
識
も
表
象
の
操
作
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
理
性
が
操
作
す

る
の
は
、
悟
性
が
も
た
ら
す
概
念
で
あ
っ
て
、
感
性
の
得
る
表
象
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
理
性

認
識
は
、
経
験
的
な
事
物
を
直
接
の
対
象
と
す
る
の
で
は
な
い
。 

 

カ
⑦ 

認
識
が
理
性
的
な
段
階
に
進
ん
で
得
ら
れ
る
概
念
の
統
合
的
な
体
系
が
理
論
で
あ
る
。
⑥
か
ら
、

理
性
に
よ
る
推
論
に
よ
っ
て
到
達
す
る
理
念
を
究
極
的
な
真
理
と
断
定
す
る
と
、
ア
ン
チ
ノ
ミ

ー
に
お
ち
い
り
超
越
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
超
越
は
認
識
か
ら
の
逸
脱
で
あ
る
。 

 
 

ⅱ 

厳
格
に
言
え
ば
、
法
則
は
理
論
が
意
味
の
あ
る
体
系
と
な
る
よ
う
に
要
請
す
る
統
制
的
な
原
理

で
あ
る
。
数
学
の
構
成
的
な
論
理
を
例
外
と
し
て
、
対
象
の
認
識
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
法
則

も
理
論
も
、
経
験
に
支
え
ら
れ
て
は
じ
め
て
確
実
に
な
る
。
理
性
だ
け
を
用
い
て
経
験
に
支
え

ら
れ
な
い
考
察
は
超
越
的
な
「
形
而
上
学
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。 
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理
性
運
用
上
の
戒
め 

戒
め
① 

認
識
の
構
え
に
あ
っ
て
認
識
し
思
考
し
て
い
る
と
き
理
性
は
「
意
識
」
を
意
識
す
る
が
、
意
識

が
対
極
に
あ
る
対
象
と
は
別
に
単
独
で
存
在
す
る
と
考
え
る
の
は
、
認
識
か
ら
の
超
越
で
あ
る
。 

戒
め
② 
理
性
は
と
ど
ま
る
こ
と
を
知
ら
ず
思
考
を
続
け
よ
う
と
し
、
経
験
か
ら
離
れ
論
理
を
超
越
す
る

理
念
に
ま
で
至
ろ
う
と
す
る
。
そ
れ
を
警
戒
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。 

超
越
的
な
理
念
と
は
、
次
の
場
合
の
「
神
」
の
よ
う
な
理
想
が
至
る
観
念
で
あ
る
。 

 
 

ⅱ 

カ
ン
ト
は
、
神
の
存
在
証
明
と
神
の
不
在
証
明
が
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
に
お
ち
い
る
と
論
じ
た
。 

「
神
」
の
存
在
を
論
証
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。 

だ
か
ら
、
神
が
存
在
す
る
か
否
か
の
よ
う
な
超
越
的
な
問
い
に
対
し
て
は
答
え
な
い
、
と
い
う

の
が
賢
明
な
応
答
で
あ
る
。 

 
 

ⅲ 

古
く
か
ら
人
間
が
希
求
し
た
「
不
死
の
魂
」
や
「
永
遠
の
存
在
」
な
ど
も
理
念
で
あ
っ
て
、
経

験
的
で
論
理
的
な
支
え
の
あ
る
確
実
な
概
念
で
は
な
い
。 

 
 

ⅳ 

理
念
が
組
み
立
て
る
こ
の
よ
う
な
願
望
は
、
こ
の
世
界
で
経
験
的
に
実
現
す
る
よ
う
な
こ
と
で

は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
願
望
は
断
念
す
る
の
が
賢
明
で
あ
る
。 

戒
め
③ 

②
で
考
え
た
こ
と
よ
り
も
粗
雑
に
想
定
さ
れ
た
神
秘
的
事
象
が
こ
の
世
界
で
起
き
る
こ
と
は
、



第二章 現代人は世界をどう見ればよいか 

29 

い
っ
そ
う
期
待
で
き
な
い
。
カ
ン
ト
は
超
常
現
象
を
う
ん
ぬ
ん
す
る
こ
と
を
批
判
し
た
。 

  
 

 
ｂ 

認
識
に
つ
い
て
の
わ
た
し
の
理
解 

 

ａ
の
要
約
は
カ
ン
ト
の
言
葉
か
ら
多
少
逸
脱
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
が
、
さ
ら
に
踏
み
こ
ん
で
、

カ
ン
ト
の
認
識
論
を
敷
衍
し
て
わ
た
し
な
り
に
現
代
的
に
要
約
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
の
箇

条
書
き
が
指
針
と
し
て
役
立
つ
よ
う
に
、
カ
ン
ト
以
後
に
数
学
や
科
学
や
論
理
学
に
よ
っ
て
明
確
に
な
っ

た
こ
と
も
加
え
ま
す
。
わ
た
し
の
要
約
は
お
そ
ら
く
不
十
分
で
論
理
が
精
密
で
も
な
い
で
し
ょ
う
。
改
善

が
必
要
な
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
、
順
不
同
に
要
点
と
考
え
る
こ
と
を
列
記
す
る
こ
と
に
し
ま
す
。 

  
 

 

認
識
に
つ
い
て
要
点 

要
点
① 

「
認
識
す
る
」
と
は
、
認
識
主
体
と
対
象
と
い
う
構
え
の
下
で
「
対
象
を
知
る
」
営
み
で
あ
る
。

こ
の
構
え
の
な
い
と
こ
ろ
で
事
物
に
言
及
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

 
 

ⅱ 

認
識
主
体
が
対
象
を
知
っ
て
行
動
に
移
す
営
為
は
、
対
象
と
な
ん
ら
か
の
や
り
と
り
を
し
て
対

象
に
つ
い
て
の
情
報
を
感
覚
器
官
に
と
り
こ
ん
で
知
覚
の
表
象
に
表
現
す
る
器
官
を
経
て
、
さ

ら
に
そ
れ
を
総
合
的
に
処
理
し
て
把
握
し
、
行
動
の
指
令
に
ま
で
も
た
ら
す
、
と
い
う
や
り
方
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で
行
な
わ
れ
る
。
人
間
の
こ
の
一
連
の
営
み
は
、
神
経
回
路
網
で
表
象
を
変
換
処
理
し
て
行
な

わ
れ
る
、
と
考
え
ら
れ
る 

 
 

 
 

 
 

認
識
主
体
に
単
細
胞
生
物
ま
で
含
め
る
場
合
に
は
、
感
覚
器
官
や
神
経
回
路
網
も
拡
張
し

た
意
味
で
と
ら
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

ⅲ 
「
認
識
す
る
こ
と
」
を
広
い
意
味
で
こ
の
営
為
全
体
と
定
義
し
よ
う
。
そ
う
す
れ
ば
、
「
認
識

す
る
こ
と
」
は
「
生
き
物
が
生
き
る
こ
と
」
に
近
づ
く
。 

要
点
② 

生
物
が
生
き
る
た
め
に
認
識
す
る
対
象
は
、
原
則
的
に
、
認
識
主
体
と
相
互
作
用
す
る
な
ん
ら

か
の
事
物
で
あ
る
。 

要
点
③ 

認
識
で
き
る
の
は
対
象
（
事
物
）
の
示
す
現
象
で
あ
る
。 

 
 

ⅱ 

あ
る
認
識
行
為
に
お
い
て
、
認
識
で
き
る
の
は
対
象
（
事
物
）
の
示
す
分
量
・
性
質
・
様
態
で

あ
る
。
こ
の
と
き
、
対
象
で
あ
る
事
物
が
何
か
を
言
い
つ
く
す
こ
と
は
で
き
な
い
、 

 
 

ⅲ 

認
識
で
き
る
も
う
一
つ
の
こ
と
は
、
対
象
（
事
物
）
の
変
化
・
運
動
で
あ
る
。
そ
れ
は
な
ん
ら

か
の
関
係
と
し
て
認
識
さ
れ
る
。
複
数
の
対
象
に
つ
い
て
も
そ
れ
ら
の
関
係
を
認
識
す
る
。 

 
 

ⅳ 

つ
ま
り
、
認
識
主
体
は
事
物
の
現
象
を
認
識
す
る
が
、
物
自
体
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

要
点
④ 

認
識
主
体
は
、
生
命
活
動
す
な
わ
ち
認
識
活
動
に
お
い
て
事
物
を
経
験
し
て
い
る
。 

 
 

ⅱ 

こ
の
意
味
で
、
認
識
主
体
に
と
っ
て
対
象
で
あ
る
事
物
は
経
験
的
に
実
在
す
る
。 
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ⅲ 

認
識
活
動
で
事
物
の
対
極
に
あ
る
認
識
主
体
も
、
生
命
活
動
に
お
い
て
実
在
し
て
い
る
。 

要
点
⑤ 

人
間
の
十
全
な
認
識
か
ら
知
ら
れ
る
こ
と
は
、
事
物
は
時
間
・
空
間
に
存
在
し
変
化
・
運
動
も

そ
こ
で
の
出
来
事
と
し
て
起
き
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 
 

ⅱ 
ひ
る
が
え
っ
て
、
認
識
主
体
は
ど
の
よ
う
に
し
て
事
物
の
出
来
事
を
時
間
と
空
間
で
起
き
る
こ

と
と
認
識
で
き
る
か
と
問
え
ば
、
認
識
主
体
が
現
象
を
時
間
と
空
間
で
の
出
来
事
と
し
て
認
識

す
る
先
験
的
な
能
力
を
具
え
て
い
る
、
と
考
え
る
ほ
か
は
な
い
。 

 
 

 
 

 
 

そ
の
能
力
の
起
因
は
、
認
識
主
体
も
時
間
と
空
間
に
生
き
る
事
物
・
事
象
と
し
て
あ
る
こ

と
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。 

要
点
⑥ 

分
量
・
性
質
・
様
態
お
よ
び
変
化
・
運
動
を
認
識
に
も
た
ら
す
機
構
に
つ
い
て
、 

 
 

ⅰ 

一
般
に
生
物
の
認
識
は
表
象
の
操
作
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
。 

 
 

 
 

明
確
な
言
語
能
力
を
も
つ
人
間
の
認
識
で
は
、
表
象
は
言
語
表
現
に
至
る
。 

 
 

ⅱ 

人
間
の
言
語
操
作
は
論
理
的
に
行
な
わ
れ
る
。 

 
 

 
 

生
物
の
表
象
の
操
作
も
原
理
上
論
理
の
操
作
と
考
え
ら
れ
る
。 

 
 

 
 

 
 

こ
の
能
力
の
起
因
も
、
認
識
主
体
が
時
間
と
空
間
に
生
き
る
事
物
・
事
象
と
し
て
あ
る
こ

と
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。 

要
点
⑦ 

要
点
⑥
か
ら
、
人
間
の
認
識
は
、
必
ず
し
も
事
物
の
事
象
で
は
な
い
言
語
の
表
象
す
る
抽
象
的
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な
事
象
に
向
か
う
こ
と
が
で
き
る
。 

し
か
し
そ
の
対
象
は
、
事
物
に
対
す
る
認
識
の
構
え
が
保
証
す
る
よ
う
な
実
在
的
な
事
象
と
は

限
ら
な
い
。 

要
点
⑧ 
論
理
は
認
識
に
伴
う
形
式
で
あ
る
。 

 
 

ⅱ 
論
理
は
、
要
素
間
の
関
係
を
次
々
に
変
換
す
る
こ
と
で
成
立
す
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
論
理
は

そ
の
変
換
を
貫
く
あ
る
構
造
・
形
式
で
あ
る
が
、
論
理
的
変
換
は
質
的
に
新
た
な
こ
と
を
加
え

な
い
。
つ
ま
り
、
論
理
は
論
理
を
成
立
さ
せ
て
い
る
根
拠
を
与
え
な
い
。
こ
れ
は
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン

シ
ュ
タ
イ
ン
が
『
論
理
哲
学
論
考
』
で
論
じ
た
こ
と
。 

 
 

ⅲ 

最
も
論
理
的
と
考
え
ら
れ
る
代
数
学
で
、
〝
完
全
な
〟
論
理
の
体
系
は
自
己
を
支
え
る
根
拠
を

も
た
な
い
こ
と
が
証
明
さ
れ
て
い
る
。
ゲ
ー
デ
ル
の
不
完
全
性
定
理
。 

要
点
⑨ 

認
識
は
悟
性
の
論
理
的
な
働
き
に
よ
っ
て
成
立
し
、
出
来
事
は
要
素
の
関
係
と
し
て
論
理
的
に

把
握
さ
れ
る
。 

 
 

ⅱ 

事
象
の
認
識
で
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
要
素
間
の
関
係
を
悟
性
と
理
性
に
よ
っ
て
次
々
に

変
換
す
る
こ
と
で
あ
り
、
達
成
さ
れ
る
認
識
の
体
系
は
論
理
的
に
そ
の
根
拠
を
示
せ
な
い
。 

要
点
➉ 

認
識
に
お
い
て
次
の
限
界
を
超
越
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 
 

ⅰ 

認
識
の
構
え
①
～
⑤
は
、
事
物
の
認
識
が
こ
の
世
界
内
で
行
な
わ
れ
る
営
み
で
あ
る
と
規
定
す
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る
。
事
物
の
認
識
は
こ
の
世
界
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
意
味
で
、
認
識
に
は
経
験

的
な
限
界
が
あ
る
。 

 
 

ⅱ 
要
点
⑥
～
⑦
か
ら
、
理
性
は
必
ず
し
も
具
象
的
な
事
物
に
関
わ
る
の
で
は
な
い
事
象
に
も
向
か

う
こ
と
が
で
き
る
が
、
要
点
➇
～
⑨
か
ら
、
理
性
的
な
認
識
は
そ
の
根
拠
に
ま
で
到
達
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
理
性
認
識
に
は
論
理
的
に
も
限
界
が
あ
る
。 

  

要
点
①
～
➉
は
、
人
間
の
認
識
を
整
理
し
よ
う
と
し
た
試
み
で
す
。
わ
た
し
は
認
識
を
生
き
物
の
生
命

活
動
全
体
に
広
げ
て
定
義
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
全
般
的
な
要
点
を
列
記
す
る
ほ
ど
の
知
識
と

力
が
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
要
約
は
そ
の
拡
張
さ
れ
た
認
識
に
関
し
て
十
分
な
も
の
で
は
な
く
。
人
間
と
い

う
生
き
物
の
認
識
に
つ
い
て
不
十
分
で
し
ょ
う
。
人
間
の
生
き
る
た
め
の
方
法
で
も
あ
る
認
識
に
つ
い
て
、

さ
ら
に
鍛
錬
が
必
要
だ
と
わ
き
ま
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

  
 

 

要
点
に
つ
い
て
付
記 

 

カ
ン
ト
が
『
純
粋
理
性
批
判
』
で
近
代
的
な
「
認
識
論
」
を
提
起
し
た
と
き
、
彼
の
前
に
は
、
「
我
思

う
、
ゆ
え
に
（
も
し
く
は
思
い
つ
つ
）
我
あ
り
」
と
言
明
し
て
近
代
的
な
哲
学
を
切
り
開
い
た
デ
カ
ル
ト
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が
い
ま
し
た
。
そ
の
考
え
方
は
、「
延
長
を
も
つ
存
在
と
精
神
的
な
存
在
」
を
対
立
項
と
す
る
二
元
論
（
身

心
二
元
論
）
で
し
た
。
神
を
容
れ
る
場
を
つ
く
る
考
え
方
で
、
あ
れ
ほ
ど
明
晰
な
思
考
を
提
唱
し
た
デ
カ

ル
ト
も
、
な
お
、
神
の
存
在
を
証
明
し
よ
う
と
し
ま
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
カ
ン
ト
の
認
識
論
は
、
「
認

識
の
構
え
」
の
下
で
し
か
事
物
を
考
察
で
き
な
い
と
す
る
判
断
に
よ
っ
て
、
二
元
論
を
克
服
し
た
の
だ
と

思
い
ま
す
。
人
間
理
性
に
よ
っ
て
神
の
存
在
を
証
明
し
よ
う
と
す
る
議
論
が
成
立
し
え
な
い
こ
と
も
示
し

ま
し
た
（
こ
れ
は
論
理
的
な
問
題
で
も
あ
り
ま
す
）
。
こ
こ
か
ら
ニ
ー
チ
ェ
は
、
「
神
は
死
ん
だ
」
と
い

う
判
断
に
進
み
ま
し
た
。
他
方
で
、
カ
ン
ト
の
認
識
論
は
、
そ
れ
以
前
に
あ
っ
た
哲
学
の
議
論
に
お
け
る

形
而
上
学
・
観
念
論
・
懐
疑
論
・
経
験
論
な
ど
を
克
服
す
る
も
の
で
も
あ
り
ま
し
た
。
つ
け
加
え
れ
ば
、

カ
ン
ト
は
、
神
秘
主
義
者
に
よ
る
超
常
現
象
の
議
論
も
批
判
し
て
神
秘
主
義
へ
の
逸
脱
も
戒
め
ま
し
た
。

く
り
か
え
し
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
近
代
的
な
認
識
論
は
こ
の
世
界
を
認
識
す
る
た
め
に
必
要
な
構
え
と

方
法
を
提
示
す
る
も
の
だ
、
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
科
学
を
含
め
て
、
認
識
に
拘
束
条
件
が
伴
う
こ
と
を

明
ら
か
に
し
た
の
で
も
あ
り
ま
す
。 

 

Ｄ
２ 

理
性
を
運
用
す
る
と
き
の
指
針 

 

も
ろ
も
ろ
の
事
物
・
事
象
を
で
き
る
か
ぎ
り
よ
く
認
識
で
き
た
と
し
た
ら
、
次
の
課
題
は
、
そ
の
認
識
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に
基
づ
い
て
理
性
を
よ
く
運
用
し
て
、
で
き
る
か
ぎ
り
よ
く
行
動
す
る
こ
と
で
す
。
カ
ン
ト
は
、
理
性
の

運
用
に
つ
い
て
さ
ら
な
る
指
針
を
与
え
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
カ
ン
ト
の
『
純
粋
理
性
批
判
』
が
提
出

し
た
の
は
第
一
に
認
識
論
で
す
が
、
そ
の
認
識
論
を
基
礎
と
し
て
、
三
つ
の
『
理
性
批
判
』
が
提
起
し
て

い
る
も
う
一
つ
重
要
な
こ
と
は
人
間
理
性
の
運
用
に
関
す
る
こ
と
で
す
。 

 

運
用
す
る
と
き
の
戒
め
は
す
で
に
記
し
ま
し
た
。
し
か
し
カ
ン
ト
は
、
人
間
理
性
が
純
粋
に
希
求
し
て

き
た
こ
と
を
一
概
に
排
除
す
る
こ
と
は
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
昔
の
賢
人
た
ち
の
提
出
し
た
理
念
に
敬
意
を

も
っ
て
対
応
し
思
索
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
理
性
の
積
極
的
な
面
を
す
く
い
と
っ
て
、
よ
り
よ
く
運
用
す

る
指
針
を
挙
げ
ま
す
。
そ
れ
は
、
生
き
方
を
探
る
次
の
章
で
考
察
し
ま
し
ょ
う
。 

 

Ｅ 

科
学
そ
し
て
人
文
学
・
社
会
科
学
と
い
う
営
為 

 

近
代
科
学
は
、
近
世
か
ら
始
ま
っ
た
広
く
現
象
を
合
理
的
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
人
間
精
神
の
高
ま
り

の
中
か
ら
生
ま
れ
ま
し
た
。
惑
星
の
運
動
の
観
測
か
ら
発
見
さ
れ
た
ケ
プ
ラ
ー
の
法
則
と
、
ガ
リ
レ
イ
に

よ
る
落
体
運
動
の
観
測
か
ら
見
出
さ
れ
た
運
動
の
規
則
を
、
統
一
的
に
説
明
す
る
力
学
法
則
を
発
見
し
た

の
は
ニ
ュ
ー
ト
ン
で
し
た
。
そ
の
理
論
は
、
そ
れ
ま
で
理
解
で
き
て
い
な
か
っ
た
力
学
現
象
に
合
理
的
な

説
明
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
の
成
功
は
、
自
然
科
学
と
い
う
も
の
の
規
範
的
な
あ
り
方
を
人
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間
に
教
え
、
そ
こ
で
開
発
さ
れ
た
実
証
的
で
実
験
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
、
規
則
や
法
則
を
数
理
的
に
表
現

す
る
方
法
は
、
そ
の
後
の
自
然
科
学
の
方
法
の
模
範
と
な
り
ま
し
た
。 

 
そ
の
成
り
行
き
を
よ
く
理
解
し
て
、
カ
ン
ト
は
近
代
的
な
認
識
論
の
基
礎
を
据
え
た
の
で
す
。
そ
の
後

の
自
然
科
学
の
進
展
を
見
れ
ば
、
科
学
が
近
代
的
認
識
論
の
基
礎
の
上
に
築
か
れ
て
い
る
こ
と
、
逆
に
、

近
代
的
認
識
論
は
科
学
と
歩
み
を
共
に
し
て
鍛
え
ら
れ
て
い
る
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
と

こ
ろ
が
、
自
然
科
学
の
成
果
と
展
望
を
話
題
に
す
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
の
理
性
は
し
ば
し
ば
、
認
識
論
と

科
学
が
相
携
え
る
こ
の
基
本
的
な
あ
り
方―

科
学
に
対
す
る
拘
束
条
件―

を
忘
れ
て
高
み
ま
で
進
も
う

と
し
ま
す
。
し
か
し
わ
た
し
は
、
カ
ン
ト
の
戒
め
た
超
越
の
問
題
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
、
と
考
え
ま
す
。

こ
の
基
本
を
お
さ
え
た
う
え
で
、
以
下
、
科
学
的
な
認
識
の
要
諦
を
整
理
し
て
み
ま
し
ょ
う
。 

 

今
述
べ
た
こ
と
は
現
代
の
世
界
認
識
と
科
学
を
考
え
る
上
で
基
本
的
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
、

そ
れ
を
要
諦
の
先
頭
に
掲
げ
て
か
ら
書
き
進
め
ま
し
ょ
う
。 

 

Ｅ
１ 

科
学
的
認
識
の
要
諦 

要
諦
① 

科
学
は
近
代
的
認
識
論
の
基
礎
の
上
に
築
か
れ
て
い
る
。
逆
に
、
近
代
的
認
識
論
は
科
学
と
歩

み
を
共
に
し
て
鍛
え
ら
れ
つ
つ
あ
る
。
認
識
論
と
科
学
が
相
携
え
る
こ
の
基
本
的
な
あ
り
方
は
、
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科
学
に
対
す
る
拘
束
条
件
で
あ
り
、
科
学
も
超
越
の
戒
め
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

 
 

ⅱ 

科
学
は
認
識
の
構
え
の
下
で
行
な
う
営
み
で
、
こ
の
構
え
の
な
い
と
こ
ろ
で
事
物
に
言
及
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。 

 
 

ⅲ 
科
学
的
知
見
は
認
識
の
構
え
と
無
関
係
な
真
理
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
を
無
条
件
の

真
理
と
考
え
理
性
の
対
象
と
し
て
推
論
を
進
め
る
と
逸
脱
の
お
そ
れ
が
あ
る
。 

要
諦
② 

生
物
が
生
き
る
た
め
に
認
識
す
る
対
象
は
、
原
則
的
に
、
認
識
主
体
と
相
互
作
用
す
る
な
ん
ら

か
の
事
物
で
あ
る
。
と
り
わ
け
自
然
科
学
が
対
象
と
す
る
の
は
そ
の
よ
う
な
事
物
で
あ
る
。 

科
学
的
認
識
の
具
体
的
な
あ
り
方 

要
諦
③ 

科
学
の
認
識
主
体
は
、
対
象
を
研
究
す
る
の
に
、
対
象
と
の
相
互
作
用
を
観
察
す
る
方
法
を
計

画
的
に
設
定
す
る
。
観
察
は
、
最
終
的
に
は
人
間
の
感
覚
器
官
が
判
断
す
る
の
だ
が
、
広
い
意

味
の
観
測
装
置
を
具
体
的
に
作
成
・
運
用
し
て
行
な
う
。
人
間
が
認
識
に
お
い
て
身
体
を
用
い

る
よ
う
に
、
科
学
は
、
方
法
と
し
て
、
身
体
の
延
長
で
あ
る
そ
う
い
う
装
置
も
用
い
る
。 

 
 

ⅱ 

開
拓
者
で
あ
っ
た
ガ
リ
レ
イ
の
例
が
科
学
の
方
法
の
特
徴
を
示
し
て
い
る
。
観
測
装
置
は
、
事

物
の
分
量
・
性
質
・
関
係
・
様
態
を
で
き
る
だ
け
客
観
的
な
数
値
に
表
現
で
き
る
よ
う
に
設
計

す
る
。 
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要
諦
④ 

科
学
的
認
識
の
第
一
の
ス
テ
ッ
プ
は
、
そ
う
い
う
観
察
方
法
を
用
い
て
得
ら
れ
た
結
果
を
整
理

し
て
規
則
を
見
出
す
こ
と
で
あ
る
。
観
察
に
お
い
て
事
象
が
数
値
で
表
現
で
き
て
い
る
と
き
に

は
、
観
測
の
整
理
に
よ
っ
て
規
則
は
数
の
関
係
と
し
て
表
現
で
き
る
。 

た
だ
し
、
観
察
は
、
観
察
を
と
り
ま
く
諸
条
件
が
引
き
起
こ
す
偶
然
的
な
あ
る
い
は
観
察
方
法

ま
た
は
観
察
者
に
起
因
す
る
誤
差
を
伴
う
。
こ
の
意
味
で
、
科
学
的
な
観
察
に
お
い
て
も
、
得

ら
れ
る
結
果
は
蓋
然
的
な
も
の
で
あ
る
。 

人
間
の
認
識
が
そ
も
そ
も
そ
う
い
う
も
の
だ
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

ⅱ 

観
察
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
結
果
が
ま
ち
ま
ち
で
十
分
に
蓋
然
的
な
規
則
が
得
ら
れ
な
か
っ
た

場
合
、
研
究
し
よ
う
と
し
た
事
象
に
規
則
性
が
な
い
か
、
観
察
計
画
自
体
か
観
測
装
置
の
設
定

に
問
題
が
あ
っ
た
か
、
あ
る
い
は
ほ
か
の
原
因
が
あ
る
か
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

要
諦
⑤ 

科
学
的
認
識
の
第
二
の
ス
テ
ッ
プ
は
、
観
察
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
規
則
を
、
原
因
と
結
果
の
よ

う
な
統
制
的
な
論
理
的
関
係
に
表
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。
カ
ン
ト
が
認
識
論
で
示
し
た
よ
う
に
、

そ
れ
が
、
人
間
の
認
識
の
や
り
方
で
あ
る
。 

規
則
は
で
き
れ
ば
客
観
的
で
厳
密
な
論
理
式
で
あ
る
数
理
に
表
現
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。 

 
 

ⅱ 

十
分
に
蓋
然
的
な
規
則
が
得
ら
れ
れ
ば
、
観
察
し
た
対
象
と
事
象
の
規
則
に
つ
い
て
概
念
的
な

認
識
が
得
ら
れ
た
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。 
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要
諦
⑥ 

観
察
し
た
事
象
に
関
連
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
事
象
の
規
則
を
対
照
さ
せ
て
、
そ
こ
に
共
通
す
る
規

則
が
見
出
さ
れ
れ
ば
、
関
連
す
る
事
象
全
体
を
含
む
対
象
領
域
に
つ
い
て
の
統
一
的
な
規
則
が

得
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
そ
の
広
い
対
象
領
域
と
そ
こ
で
の
事
象
お
よ
び
統

一
的
規
則
に
つ
い
て
の
概
念
的
な
理
解
が
得
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
科
学
的
認
識
の
第

三
の
ス
テ
ッ
プ
で
、
一
応
の
ゴ
ー
ル
で
あ
る
。 

 
 

ⅱ 

そ
の
認
識
は
、
広
い
対
象
領
域
の
体
系
的
な
理
解
を
も
た
ら
す
。
そ
れ
を
理
論
と
呼
ぶ
こ
と
が

で
き
、
統
一
的
規
則
は
対
象
領
域
の
事
象
を
貫
く
法
則
で
あ
る
。 

 
 

 
 

 
 

科
学
的
認
識
は
経
験
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
こ
と
、
科
学
的
認
識
と
認
識
論
は
相
携
え
て

進
む
歴
史
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

要
諦
⑦ 

こ
の
こ
と
の
最
初
の
実
例
が
運
動
の
法
則
の
発
見
が
も
た
ら
し
た
古
典
力
学
の
理
論
体
系
で
知
ら
れ
る
。

二
十
世
紀
に
な
る
と
人
間
は
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
運
動
方
程
式
に
適
用
限
界
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。 

し
た
が
っ
て
、
自
然
科
学
の
法
則
と
理
論
の
確
実
性
は
い
つ
も
経
験
に
よ
っ
て
試
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
、
ま
た
、
理
論
体
系
は
〝
適
用
限
界
の
あ
る
真
理
〟
だ
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。 

要
諦
⑧ 

相
対
性
理
論
の
発
見
は
、
カ
ン
ト
が
直
感
の
先
験
的
な
形
式
と
し
た
時
間
と
空
間
の
概
念
を
変
更
し
た
。
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カ
ン
ト
の
認
識
論
の
基
礎
に
あ
っ
た
時
間
と
空
間
の
概
念
が
科
学
的
認
識
に
よ
っ
て
修
正
を
受
け
た
の

で
あ
る
。
人
間
の
認
識
が
運
用
す
る
身
心
の
感
覚
器
官
は
直
接
的
に
相
対
性
理
論
の
時
空
を
認
識
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
感
官
を
最
終
判
断
の
手
段
と
し
て
用
い
、
感
官
か
ら
始
ま
る
人
間
の
認
識
が

科
学
の
到
達
し
た
結
論
を
理
解
し
て
、
直
感
的
で
近
似
的
な
概
念
を
修
正
し
た
の
で
あ
る 

 
 

 
 

量
子
力
学
の
発
見
は
、
極
微
の
世
界
に
、
人
間
の
感
覚
器
官
で
直
接
的
に
把
握
で
き
る
モ
ノ
の―

粒
子
と

波
動
と
を
区
別
す
る
よ
う
な―

あ
り
方
・
運
動
と
は
異
な
る
運
動
様
式
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

し
か
し
、
人
間
の
感
覚
器
官
の
能
力
を
超
え
た
事
物
・
事
象
の
存
在
・
運
動
様
式
も
、
説
明
が
複
雑
に
な

る
け
れ
ど
も
、
カ
ン
ト
が
措
定
し
た
悟
性
認
識
の
先
験
的
な
論
理
形
式
は
有
効
に
働
い
て
、
そ
れ
を
理
解

す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

 
 

し
た
が
っ
て
、
科
学
的
認
識
は
、
カ
ン
ト
が
基
礎
に
据
え
た
認
識
論
を
修
正
し
た
認
識
論
の
上

に
立
つ
。
要
諦
①
は
こ
の
よ
う
に
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
認
識
論
と
科
学
的
認
識
は
共

進
す
る
歴
史
的
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

要
諦
⑨ 

観
察
方
法
は
技
術
に
拘
束
さ
れ
、
使
用
で
き
る
技
術
は
科
学
の
進
歩
に
負
う
か
ら
、
科
学
的
認

識
は
歴
史
的
な
営
み
で
あ
る
。
進
化
論
を
受
け
入
れ
れ
ば
、
人
間
を
含
め
て
生
物
の
認
識
能
力

そ
の
も
の
の
進
歩
も
歴
史
的
な
も
の
で
あ
る
。 

 
 

ⅱ 

科
学
的
認
識
つ
ま
り
人
間
の
認
識
は
歴
史
的
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 
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ⅲ 

こ
の
点
で
も
人
間
の
認
識
は
条
件
づ
け
ら
れ
て
い
る
。 

 
 

 
 

 
 

科
学
の
対
象
と
す
る
現
象
そ
れ
自
身
が
規
定
す
る
科
学
的
認
識
の
限
界 

要
諦
➉ 
ニ
ュ
ー
ト
ン
に
よ
る
惑
星
の
運
動
の
記
述
は
科
学
観
に
大
き
な
印
象
を
残
し
た
が
、
古
典
力
学
で
解
析
的

に
解
け
る
の
は
二
体
問
題
ま
で
で
あ
る
。
現
代
で
は
、
決
定
論
的
法
則
に
従
う
け
れ
ど
も
数
値
解
析
に
よ

っ
て
し
か
解
く
こ
と
が
で
き
ず
、
初
期
値
に
敏
感
な
場
合
に
は
必
要
な
精
度
で
初
期
値
を
設
定
す
る
こ
と

が
不
可
能
で
、
数
値
計
算
の
途
上
で
避
け
ら
れ
な
い
誤
差
に
よ
っ
て
も
、
十
分
長
い
時
間
が
経
っ
た
あ
と

の
状
態
を
予
測
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
、
カ
オ
ス
と
呼
ば
れ
る
事
象
が
知
ら
れ
て
い
る
。 

む
し
ろ
、
関
係
す
る
要
素
が
ど
の
よ
う
な
種
類
の
も
の
で
ど
れ
だ
け
あ
る
か
、
要
素
間
の
相
互

作
用
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
よ
く
知
ら
れ
て
い
な
い
多
体
系
で
、
さ
ら
に
関
係
を
表
わ
す
法
則

が
非
線
形
な
方
程
式
の
場
合
、
そ
の
問
題
を
正
確
に
解
く
こ
と
は
で
き
な
い
、
し
た
が
っ
て
そ

の
事
象
を
正
確
に
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

ⅱ 

事
物
と
し
て
の
世
界
は
そ
の
よ
う
な
複
雑
系
の
数
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
集
合
体
で
あ
り
、
そ

れ
ら
の
事
象
を
予
測
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。 

 
 

自
然
界
は
そ
の
よ
う
な
複
雑
系
か
ら
で
き
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
さ
ら
に
人

間
と
人
間
が
形
成
す
る
社
会
の
事
象
を
知
ろ
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
も
複
雑
系
で
あ
る
こ
と
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が
分
か
る
。
こ
の
部
門
の
こ
と
は
あ
と
で
考
察
し
よ
う
。 

要
諦
⑪ 

し
か
し
、
微
細
に
記
述
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
複
雑
系
に
対
し
て
、
人
間
は
、
熱
力
学
第
二
法

則
と
い
う
経
験
則
を
見
出
し
た
。
そ
れ
は
、
こ
の
世
界
の
全
体
的
な
成
り
行
き
を
よ
く
見
抜
い

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
こ
こ
に
特
筆
す
る
。 

 
 

ⅱ 
も
う
一
つ
特
筆
す
べ
き
こ
と
し
て
、
自
己
組
織
化
と
い
う
事
象
が
あ
る
。
自
然
界
の
一
部
は
熱

力
学
的
に
平
衡
で
な
い
開
放
系
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
も
散
逸
構
造
と

呼
ば
れ
る
定
常
的
な
構
造
が
出
現
す
る
こ
と
が
あ
る
。
生
物
は
、
環
境
と
や
り
と
り
を
す
る
開

放
系
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
非
平
衡
散
逸
構
造
（
定
常
開
放
シ
ス
テ
ム
）
を
形
成
し
て

生
き
て
い
る
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

生
物
で
あ
る
人
間
に
と
っ
て
、
要
諦
➉
と
⑪
を
認
識
し
て
お
く
こ
と
は
、
世
界
と
生
き
方

を
考
え
る
上
で
、
不
可
欠
で
あ
る
。 

  
 

 
 

 
 

以
上
の
こ
と
か
ら
言
え
る
全
般
的
な
判
断 

要
諦
⑫ 

科
学
的
認
識
は
究
極
の
認
識
に
到
達
し
て
お
ら
ず
、
今
後
も
到
達
は
困
難
と
判
断
さ
れ
る
。 

 
 

ⅱ 

認
識
に
お
い
て
人
間
は
、
世
界
の
第
一
原
因
、
究
極
的
に
事
物
が
何
か
、
究
極
的
に
事
象
が
な
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ぜ
そ
の
よ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
断
念
す
る
の
が
賢
明
で

あ
る
。 

こ
う
考
え
て
き
て
、
荘
周
さ
ん
、
認
識
論
は
「
我
々
は
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
、
我
々
は
何
者
か
、
我
々

は
ど
こ
へ
行
く
の
か
」
と
い
う
よ
う
な
問
い
に
答
え
る
こ
と
が
困
難
な
こ
と
を
教
え
る
、
だ
か
ら
と
い
っ

て
、
科
学
に
そ
の
問
い
を
発
す
る
の
も
期
待
の
し
す
ぎ
だ
、
と
わ
た
し
は
思
い
ま
す
。 

 

Ｅ
２ 

人
文
学
と
社
会
科
学
の
認
識
に
つ
い
て
概
論
的
な
要
点 

 

基
本
的
に
自
然
を
対
象
と
す
る
科
学
的
認
識
に
つ
い
て
お
お
よ
そ
整
理
し
ま
し
た
が
、
認
識
主
体
と
し

て
の
人
間
に
と
っ
て
世
界
は
単
な
る
自
然
だ
け
か
ら
な
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
世
界
に
は
人
間
と
人
間

の
形
成
す
る
社
会
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
、
人
文
学
や
社
会
科
学
と
呼
ば
れ
る
学
問
の
対
象
部
門
で
す
ね
。

ま
だ
知
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
多
い
こ
の
部
門
に
つ
い
て
の
要
点
を
こ
こ
ま
で
の
よ
う
に
要
諦
と
呼
ぶ

の
は
必
ず
し
も
適
切
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
こ
こ
か
ら
は
、
概
論
的
で
す
が
思
い
つ
く
事
項
を

仮
に
大
要
と
名
づ
け
て
整
理
し
て
み
ま
し
ょ
う
。 

大
要
⑬ 

生
物
と
人
間
自
身
を
対
象
と
す
る
認
識
領
域
が
あ
る
が
、
生
物
学
の
よ
う
に
対
象
を
事
物
と
し
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て
研
究
す
る
学
問
は
自
然
科
学
に
含
ま
れ
る
。
人
間
の
神
経
系
も
自
然
科
学
の
手
法
に
よ
っ
て

研
究
が
で
き
る
。
生
物
と
人
間
に
関
し
て
ほ
か
に
も
そ
う
い
う
自
然
科
学
的
な
領
域
が
あ
る
。 

 
 

ⅱ 

し
か
し
、
人
間
は
意
志
を
も
っ
て
行
動
す
る
か
ら
、
人
間
の
起
こ
す
事
象
は
自
然
法
則
に
従
う

出
来
事
と
は
異
な
る
。
そ
う
い
う
事
象
を
対
象
と
す
る
人
文
学
は
自
然
科
学
の
手
法
で
は
研
究

で
き
な
い
。 

 
 

 
 

 
 

人
間
の
事
象
は
ど
こ
ま
で
理
解
で
き
る
か
見
極
め
が
で
き
な
い
ほ
ど
複
雑
で
あ
る
。 

大
要
⑭ 

神
経
系
が
自
身
の
内
で
起
き
て
い
る
出
来
事
を
「
心
」
の
動
き
と
し
て
意
識
す
る
事
象
を
理
性

だ
け
に
よ
っ
て
探
求
す
る
こ
と
に
も
意
味
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
Ｅ
１
で
考
え
た

部
門
と
は
異
な
る
学
問
で
あ
る
。 

 
 

ⅱ 

意
識
や
心
に
つ
い
て
の
思
惟
は
理
性
認
識
の
段
階
の
も
の
で
、
超
越
に
至
る
危
険
を
認
識
し
て

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
思
惟
が
十
分
論
理
的
で
な
い
な
ら
ば
、
独
断
に
お
ち
い
る
。 

フ
ロ
イ
ト
は
自
身
の
精
神
分
析
を
科
学
と
呼
ん
だ
が
、
自
然
科
学
と
は
異
な
る
と
考
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
の
研
究
方
法
は
自
然
科
学
の
方
法
の
よ
う
な
客
観
的
な
も
の
と
は
言
い
難
く
、
意
識

や
心
に
つ
い
て
の
立
論
が
自
然
科
学
ほ
ど
客
観
的
で
確
実
で
あ
る
保
証
は
な
い
。 

大
要
⑮ 

し
か
し
、
人
間
の
心
理
や
言
動
に
関
連
す
る
事
象
は
、
人
間
が
最
も
関
心
を
抱
く
事
柄
で
あ
る
。

広
く
人
間
の
事
象
に
関
わ
る
人
間
学
と
呼
ぶ
こ
と
の
で
き
る
大
き
な
領
域
が
あ
る
と
考
え
る
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こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
を
古
く
か
ら
人
文
学
と
呼
ば
れ
た
領
域
に
加
え
て
全
体
と
し
て
と
ら
え

れ
ば
、
広
大
な
部
門
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。 

 
 

 
 

 
 

先
ほ
ど
の
「
我
々
は
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
、
我
々
は
何
者
か
、
我
々
は
ど
こ
へ
行
く
の
か
」
と
い
う

問
い
か
け
は
、
こ
の
部
門
の
な
か
で
思
惟
す
る
場
合
に
は
意
味
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。 

 
 

ⅱ 

現
代
で
は
こ
の
部
門
を
人
文
科
学
と
呼
ぶ
こ
と
が
多
い
が
、
探
求
方
法
が
科
学
的
と
は
言
え
な

い
場
合
が
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
留
意
し
て
、
こ
の
部
門
の
探
求
の
方
法
お
よ
び
成
果
と
し
て
獲

得
さ
れ
る
も
の
を
科
学
よ
り
も
拡
張
し
た
場
で
と
ら
え
る
必
要
が
あ
る
。 

 
 

ⅲ 

こ
の
部
門
で
も
、
科
学
的
な
形
式
に
倣
っ
て
、
カ
ン
ト
が
四
つ
挙
げ
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
論
点
と

し
て
論
理
的
な
研
究
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
大
学
な
ど
の
学
問
的
な
制
度
の
下
で
行
な
わ
れ
て

い
る
多
く
の
研
究
が
こ
れ
に
当
た
る
。
そ
れ
ら
は
人
文
科
学
と
い
う
呼
び
名
に
適
合
的
で
あ
る
。 

大
要
⑯ 

哲
学
や
論
理
学
な
ど
は
、
総
じ
て
理
性
認
識
に
当
た
る
こ
の
部
門
の
探
求
の
な
か
に
含
め
る
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。 

 
 

ⅱ 

以
前
に
は
哲
学
は
諸
学
の
基
礎
を
与
え
る
と
い
う
考
え
方
が
あ
っ
た
が
、
現
代
で
は
そ
の
と
ら

え
方
を
修
正
す
る
必
要
が
あ
る
。
た
だ
し
、
哲
学
を
、
諸
科
学
（
漢
字
表
記
は
さ
ま
ざ
ま
な
分

野
の
学
問
と
い
う
意
味
を
付
与
す
る
）
と
並
列
さ
せ
て
と
ら
え
る
の
も
よ
く
な
い
だ
ろ
う
。 

論
理
学
や
哲
学
的
思
考
法
は
、
思
惟
に
つ
い
て
の
普
遍
的
な
方
法
を
と
り
わ
け
問
題
と
す
る
学
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問
と
見
な
す
の
が
生
産
的
だ
ろ
う
。 

 
 

ⅲ 

し
か
し
、
カ
ン
ト
の
認
識
論
は
、
単
純
な
形
而
上
学
的
な
思
惟
が
認
識
論
的
に
妥
当
性
を
も
た

な
い
場
合
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
か
ら
、
哲
学
が
積
極
的
な
意
味
を
も
つ
の
は
研
究
対

象
の
内
容
に
ま
で
踏
み
こ
ん
だ
と
き
だ
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。 

大
要
⑰ 
広
い
人
文
学
の
部
門
に
文
学
や
美
学
・
芸
術
な
ど
を
含
め
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

そ
れ
ら
に
対
し
て
も
人
文
科
学
的
な
研
究
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。 

ⅱ 

し
か
し
、
文
学
や
芸
術
や
こ
れ
に
類
似
す
る
領
域
で
重
要
な
の
は
創
作
で
あ
る
。
そ
れ
も
あ
る

種
の
世
界
認
識
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。 

大
要
⑱ 

世
界
認
識
と
い
う
問
題
を
考
え
て
い
る
の
だ
が
、
認
識
活
動
を
生
物
の
生
命
活
動
に
近
づ
け
て

考
え
よ
う
と
し
て
い
る
立
場
か
ら
す
る
と
、
感
性
・
悟
性
・
理
性
と
い
う
概
念
に
入
り
き
ら
な

い
感
情
な
ど
に
か
か
わ
る
精
神
活
動
も
、
こ
の
部
門
に
入
れ
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。 

 
 

ⅱ 

知
ら
れ
て
い
る
知
見
に
基
づ
け
ば
、
人
間
の
身
心
の
作
動
に
は
、
神
経
回
路
網
で
の
電
位
に
よ
る
情
報
伝

達
以
外
に
、
化
学
物
質
を
用
い
る
機
序
が
あ
る
。
感
情
は
そ
う
い
う
仕
組
み
で
作
動
す
る
の
だ
ろ
う
。
そ

れ
に
、
脳
の
働
き
で
も
、
進
化
に
よ
っ
て
分
化
し
た
大
脳
と
小
脳
に
は
機
能
分
担
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。

人
間
の
無
意
識
の
活
動
は
小
脳
が
主
に
担
っ
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
い
う
こ
と
か
ら
し

て
も
、
人
間
の
生
命
活
動
は
複
雑
な
作
用
機
序
に
よ
っ
て
起
き
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 
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し
た
が
っ
て
、
認
識
活
動
を
生
命
活
動
に
近
づ
け
て
考
察
す
る
立
場
か
ら
は
、
人
間
の
世
界
認

識
に
つ
い
て
、
こ
こ
ま
で
考
え
て
き
た
狭
義
の
認
識
論
を
超
え
る
よ
う
な
と
ら
え
方
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。 

 
 

ⅲ 
だ
か
ら
、
⑬
～
⑰
で
考
え
て
き
た
よ
う
な
事
柄
を
扱
う
部
門
は
、
「
学
問
」
と
い
う
言
葉
が
イ

メ
ー
ジ
さ
せ
が
ち
な
あ
り
方
よ
り
も
拡
張
さ
れ
た
も
の
と
し
て
あ
る
、
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。 

大
要
⑲ 

こ
の
部
門
で
は
広
い
意
味
で
経
験
知
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

文
学
や
美
学
・
芸
術
の
方
面
か
ら
眺
め
て
み
れ
ば
、
人
間
が
生
き
て
い
く
と
き
に
獲
得
す
る
経

験
知
が
重
要
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。 

 
 

ⅱ 

人
間
の
歴
史
上
に
現
わ
れ
た
賢
人
が
そ
の
お
手
本
を
示
し
て
い
る
、
そ
の
言
動
を
学
ぶ
こ
と
も

こ
の
部
門
で
な
さ
れ
る
べ
き
こ
と
だ
、
と
考
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。 

大
要
⑳ 

生
物
や
人
間
が
形
成
し
て
い
る
社
会
は
、
認
識
主
体
が
観
察
す
る
こ
と
の
で
き
る
事
物
的
な
対

象
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
部
門
の
学
問
を
社
会
科
学
と
呼
ぶ
の
は
人
文
学
の
場
合
よ
り
も
ふ

さ
わ
し
く
、
社
会
科
学
を
自
然
科
学
に
準
じ
る
よ
う
な
方
法
で
研
究
し
て
一
定
程
度
高
い
蓋
然

性
を
も
っ
て
認
識
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
。 

 
 

ⅱ 

し
か
し
、
意
志
を
も
つ
人
間
を
構
成
要
素
と
す
る
社
会
の
事
象
は
自
然
の
事
象
よ
り
も
も
っ
と
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理
解
が
困
難
な
複
雑
系
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

ⅲ 

ま
た
、
社
会
科
学
の
部
門
で
も
、
事
物
の
事
象
と
し
て
表
現
す
る
こ
と
が
困
難
な
事
象
を
対
象

と
す
る
と
き
は
、
学
問
の
あ
り
方
は
人
文
学
に
近
づ
か
ざ
る
を
え
な
い
。 

大
要
㉑ 
経
済
や
社
会
の
事
象
な
ど
で
は
、
事
象
を
観
察
し
て
客
観
的
な
指
標
で
表
現
で
き
る
可
能
性
が

あ
る
。
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
適
用
し
て
そ
れ
ら
を
構
成
要
素
と
す
る
論
理
的
な
構
造
の
系
に
構
成
で

き
る
可
能
性
は
高
い
。
成
功
す
れ
ば
、
あ
る
程
度
自
然
科
学
に
似
た
理
解
に
到
達
で
き
る
だ
ろ

う
。 

 
 

ⅱ 

そ
う
い
う
場
合
に
も
要
諦
①
～
⑫
に
準
じ
て
そ
れ
ら
の
認
識
を
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、 

 
 

ⅲ 

社
会
の
歴
史
を
対
象
と
す
る
歴
史
学
は
、
歴
史
的
に
存
在
し
た
社
会
の
事
象
を
扱
う
か
ら
社
会

科
学
的
な
側
面
を
持
つ
が
、
個
々
の
人
間
の
行
動
に
も
関
連
さ
せ
て
認
識
し
人
間
の
事
象
と
し

て
も
表
現
し
よ
う
と
す
る
か
ら
、
人
文
学
に
重
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
歴
史
学
が
こ
れ
ま
で
人

文
学
の
分
野
と
見
な
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
は
一
理
あ
る
。 

 

能
力
を
超
え
て
人
文
学
や
社
会
科
学
の
こ
と
ま
で
考
察
し
ま
し
た
。
ま
だ
ま
だ
述
べ
る
べ
き
こ
と
が
あ

る
よ
う
に
思
い
ま
す
が
、
わ
た
し
の
能
力
で
は
こ
の
く
ら
い
の
こ
と
し
か
で
き
ま
せ
ん
。
一
応
の
締
め
く

く
り
と
し
て
次
の
よ
う
に
考
え
て
お
き
ま
し
ょ
う 
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大
要
㉒ 

カ
ン
ト
が
『
実
践
理
性
批
判
』
で
考
え
た
こ
と
は
、
世
界
認
識
の
問
題
と
は
別
の
実
践
部
門
で

扱
う
の
が
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
、
哲
学
・
倫
理
学
と
呼
ば
れ
て
き
た
学
問
の
も
う
一
つ
の
課

題
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
実
践
と
は
生
き
方
の
問
題
で
あ
る 

 
 

ⅱ 
自
然
の
認
識
も
、
人
文
学
や
社
会
科
学
と
し
て
別
扱
い
し
て
き
た
部
門
の
認
識
も
、
世
界
を
ど

の
よ
う
に
認
識
し
て
い
る
か
と
い
う
点
で
生
き
方
と
い
う
問
題
に
つ
な
が
る
。 

 

５ 

結
局
の
と
こ
ろ
人
間
は
世
界
を
ど
う
と
ら
え
て
い
る
か 

 

現
代
の
人
間
は
世
界
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
を
考
え
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
を
簡
単

に
反
復
し
な
が
ら
考
え
を
ま
と
め
る
こ
と
に
し
ま
す
。 

  

現
代
人
は
、
自
然
科
学
・
社
会
科
学
・
人
文
学
と
い
っ
た
諸
科
学
・
学
問
を
先
頭
に
し
て
世
界
を
探
求

し
て
い
ま
す
。
そ
の
い
と
な
み
に
よ
っ
て
昔
に
く
ら
べ
れ
ば
は
る
か
に
多
く
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
、
と

言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
で
も
、
こ
こ
ま
で
の
考
察
は
、
そ
の
成
果
に
次
の
よ
う
な
付
帯
条
件
が
付
い
て

い
る
こ
と
を
教
え
ま
す
。
①
認
識
論
に
よ
れ
ば
人
間
の
認
識
に
限
界
が
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
②
厳
密
に

論
理
的
な
数
学
に
お
い
て
も
そ
の
理
論
体
系
を
支
え
る
第
一
原
理
の
よ
う
な
も
の
を
示
す
こ
と
が
で
き
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な
い
こ
と
、
ま
た
、
③
自
然
を
対
象
と
す
る
自
然
科
学
で
も
法
則
と
理
論
を
支
え
る
第
一
原
理
は
な
く
て
、

た
だ
生
に
お
け
る
経
験
だ
け
が
そ
の
真
実
性
を
保
証
す
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
す
。 

 
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
た
物
理
法
則
は
「
あ
る
限
定
さ
れ
た
時
空
で
限
定
さ
れ
た
事
物

の
生
成
や
変
化
を
律
す
る
」
と
い
う
性
質
を
も
つ
け
れ
ど
も
、
規
定
が
保
留
さ
れ
て
い
る
そ
の
限
定
条
件

は
、
現
実
の
で
き
ご
と
で
は
い
わ
ば
「
偶
然
」
と
し
て
働
く
の
で
、
具
体
的
な
自
然
現
象
は
千
変
万
化
で

き
る
の
で
す
。
し
か
も
、
完
全
に
限
定
さ
れ
た
少
数
系
で
事
物
の
運
行
を
律
す
る
法
則
（
微
分
方
程
式
）

が
線
型
的
で
も
解
く
こ
と
が
困
難
な
場
合
が
あ
る
の
だ
し
、
ま
し
て
、
広
く
現
実
の
自
然
現
象
は
複
雑
系

と
呼
ぶ
べ
き
相
互
作
用
の
連
関
の
内
に
あ
っ
て
、
そ
の
運
行
の
詳
細
を
記
述
す
る
こ
と
が
困
難
で
、
未
来

に
起
こ
る
こ
と
を
必
要
な
精
度
で
予
測
す
る
こ
と
も
困
難
な
こ
と
が
多
い
の
で
す
。 

 

つ
ま
り
人
間
は
、
自
然
界
を
律
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
法
則
に
つ
い
て
、
「
な
ぜ
？
」
と
尋
ね
る
こ

と
は
で
き
る
が
、
そ
の
究
極
の
答
え
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
、
と
考
え
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
そ

し
て
、
世
界
に
つ
い
て
の
究
極
の
答
え
に
限
ら
ず
、
具
体
的
な
自
然
の
運
行
の
多
く
に
つ
い
て
、
詳
細
を

理
解
し
尽
く
す
こ
と
が
で
き
な
い
し
、
こ
れ
か
ら
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
起
き
る
か
を
予
測
す
る
こ
と
も
困

難
だ
ろ
う
、
と
判
断
す
べ
き
な
の
で
す
。 

 

一
歩
引
い
て
、
い
や
、
荘
周
さ
ん
あ
な
た
の
よ
う
に
遠
く
か
ら
大
局
を
観
る
と
、
人
間
が
自
然
に
つ
い

て
知
っ
て
い
る
こ
と
は
実
に
わ
ず
か
だ
、
と
言
う
こ
と
も
可
能
で
す
。
人
が
世
界
に
つ
い
て
ど
れ
だ
け
の
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こ
と
を
知
っ
て
い
る
か
と
問
い
詰
め
ら
れ
れ
ば
、
自
信
を
も
っ
て
「
こ
れ
だ
け
の
こ
と
を
」
と
答
え
る
こ

と
は
む
ず
か
し
い
で
す
ね
。 

  

し
か
も
、
現
に
生
き
て
い
る
人
間
に
と
っ
て
世
界
は
「
単
な
る
自
然
界
」
だ
け
か
ら
な
る
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
人
間
と
そ
の
社
会
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
人
間
に
と
っ
て
よ
り
重
大
な
関
心
事
で
す
。

そ
の
よ
う
な
者
と
し
て
人
間
は
世
界
の
内
で
生
き
て
い
ま
す
。
世
界
と
そ
こ
に
生
き
る
人
間
を
唯
物
論
的

に
と
ら
え
る
と
し
て
も
、
思
考
し
て
行
動
す
る
人
間
の
ふ
る
ま
い
は
、
あ
る
無
機
的
要
素
の
あ
る
瞬
間
の

ふ
る
ま
い
の
よ
う
に
規
則
に
則
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
人
間
と
社
会
が
引
き
起
こ
す
現
象
は
無
機
物
の

現
象
よ
り
も
さ
ら
に
複
雑
な
も
の
と
考
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
も
人
間
は
、
人
間
と
社
会
に

つ
い
て
、
人
文
学
や
社
会
科
学
に
よ
っ
て
可
能
な
か
ぎ
り
学
的
に
知
ろ
う
と
努
め
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

無
機
的
な
複
雑
系
で
も
記
述
し
尽
く
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
す
か
ら
、
ま
し
て
、
人
間
の
ふ
る
ま
い
全

般
や
社
会
的
事
象
を
理
解
し
尽
く
す
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
判
断
せ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。 

 

人
間
に
は
ほ
か
に
、
美
学
的
な
判
断
を
行
使
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
芸
術
的
あ
る
い
は
広
く
文
学
的
活
動
な

ど
を
行
な
い
鑑
賞
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
活
動
に
人
間
の
世
界
の

と
ら
え
方
が
関
与
し
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
で
も
、
こ
ち
ら
の
方
は
も
っ
と
つ
か
み
ど
こ
ろ
が
な
く

て
、
世
界
に
対
し
て
自
分
が
ど
ん
な
対
応
を
し
て
い
る
か
明
瞭
に
語
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。
少
な
く
と
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も
わ
た
し
は
そ
う
で
す
。 

  
う
ー
ん
、…

…

人
間
が
世
界
を
ど
う
と
ら
え
て
き
た
か
と
い
う
観
点
か
ら
考
え
て
き
た
の
に
、
そ
れ
を

ま
と
め
て
み
る
と
、
自
信
を
も
っ
て
必
要
な
だ
け
世
界
を
認
識
し
て
い
る
と
断
言
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。
こ
れ
を
真
剣
に
受
け
と
め
る
な
ら
、
改
め
て
、
わ
た
し
は
世
界
と
人
間
の
こ
と
を
い
っ
た
い

ど
れ
だ
け
知
っ
て
い
る
か
、
と
自
問
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い…

…

。 

 

お
や
お
や
、
こ
こ
ま
で
の
考
察
は
人
間
の
認
識
の
進
展
を
跡
付
け
て
い
る
よ
う
で
い
て
、
す
ご
ろ
く
で

言
え
ば
、
ほ
と
ん
ど
振
り
出
し
の
あ
た
り
を
う
ろ
つ
い
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
感
じ
が
し
て
き
ま

し
た
。
そ
う
言
う
と
、
荘
周
さ
ん
は
、
頬
笑
み
な
が
ら
ど
う
や
っ
た
っ
て
人
間
は
そ
ん
な
も
ん
で
し
ょ
う
、

と
悠
然
と
答
え
る
の
で
し
ょ
う
ね
。
そ
し
て
、
も
っ
と
徹
底
し
て
人
間
を
遠
く
か
ら
眺
め
る
よ
う
に
勧
め

る
の
で
し
ょ
う
ね
。 

  

こ
の
第
二
章
を
こ
こ
で
終
わ
る
の
は
中
途
半
端
だ
と
思
え
て
、
わ
た
し
は
さ
ら
に
考
え
よ
う
と
し
ま
し

た
。
そ
し
て
書
き
進
め
よ
う
と
し
て
い
た
ら
、
う
ろ
た
え
て
、
第
一
章
第
一
節
の
最
後
の
段
落
の
文
章
を

も
う
一
度
こ
こ
に
反
復
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
し
た
。
わ
た
し
の
探
求
は
、
ほ
ん
と
う
に

振
り
出
し
に
戻
っ
て
き
た
よ
う
で
す
。
し
ん
ど
い
と
こ
ろ
に
さ
し
か
か
っ
て
き
た
、
と
考
え
な
け
れ
ば
い
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け
ま
せ
ん
。
無
理
を
せ
ず
に
頭
を
休
め
て
、
次
の
章
で
思
索
を
立
て
直
す
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
〇
二
一
年
、
五
月 

  

付
記
：
Ｆ
・
ジ
ャ
コ
ブ
の
『
生
命
の
論
理
』
を
読
ん
で
考
え
た
こ
と
を
「
蝶
の
雑
記
帳
一
〇
二
」
に
書

い
た
。
そ
の
折
に
、
ジ
ャ
コ
ブ
が
「
予
測
不
可
能
性
は
科
学
の
性
質
に
含
ま
れ
て
い
る
」
と
言

っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。
こ
の
認
識
は
科
学
の
本
質
的
な
性
質
を
明
文
化
し
た
も
の
で
重
要

だ
、
と
思
う
。
そ
れ
を
忘
れ
た
物
言
い
を
し
ば
し
ば
聞
く
。2

0
2
1
, 8

.2
6
. 
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