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ゲ

ン

ア

カ

と

ー

l

根
本
現
象
に

てコ

し、

て
ー
ー

品

義

人

橋

序

一
七
九O
年
に
ゲ
I

テ
は
カ
ン
ト
の
「
純
粋
理
性
批
判
」
と
「
判
断
力
批
判
」
を
読
ん
で
多
大
の
啓
示
を
与
え
ら
れ
た
。
「
私
は
『
判
断
力
批
判
』
に
自
分
の

(-

U
>

生
涯
の
最
も
素
晴
ら
し
い
時
期
を
負
っ
て
い
る
」
と
さ
え
彼
は
告
白
し
て
い
る
。
偏
見
と
云
っ
て
も
よ
い
程
哲
学
を
嫌
悪
し
た
こ
と
で
有
名
な
ゲ
l
テ
が
、
カ

ン
ト
の
哲
学
に
対
し
て
は
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
大
き
な
敬
意
を
捧
げ
た
の
か
。
そ
れ
を
解
く
鍵
は
偏
に
彼
の
自
然
科
学
研
究
の
中
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。
ゲ
ー
テ
は
青

年
時
代
の
自
然
に
対
す
る
ひ
た
む
き
な
愛
情
と
陶
酔
か
ら
出
発
し
て
、
や
が
て
い
つ
し
か
本
格
的
な
自
然
研
究
の
道
へ
と
踏
み
入
っ
て
い
っ
た
が
、
彼
が
そ
の

際
に
と
っ
た
方
法
は
西
欧
の
自
然
科
学
研
究
の
本
流
か
ら
は
造
か
に
遠
く
懸
け
離
れ
て
い
た
。
そ
の
点
を
よ
く
承
知
し
な
が
ら
も
、
彼
は
頑
迷
と
云
っ
て
よ
い

程
自
分
の
方
法
の
正
し
さ
を
確
信
し
、
そ
の
方
法
の
特
殊
性
に
関
し
て
深
い
考
察
や
反
省
を
試
み
る
こ
と
は
殆
ん
ど
な
か
っ
た
が
、
と
こ
ろ
が
今
こ
こ
に
カ
ン
ト

哲
学
が
現
わ
れ
て
、
彼
の
方
法
の
正
し
さ
を
全
く
予
期
し
な
い
方
面
か
ら
立
証
し
、
彼
に
自
分
自
身
に
関
す
る
美
し
い
闇
明
を
与
え
た
。
ゲ
ー
テ
の
カ
ン
ト
に
対

す
る
敬
意
は
こ
こ
に
由
来
す
る
。
従
っ
て
た
と
え
ゲl
テ
の
カ
ン
ト
研
究
が
カ
ン
ト
研
究
者
に
と
っ
て
は
益
す
る
と
こ
ろ
少
い
も
の
で
あ
っ
て
も
、
私
達
ゲI

R
U
 



テ
研
究
者
が
彼
の
自
然
科
学
論
文
を
カ
ン
ト
哲
学
と
引
き
比
べ
な
が
ら
読
み
直
す
こ
と
は
必
然
的
で
あ
り
、
且
つ
ま
た
そ
れ
は
ゲ
I

テ
の
思
想
の
一
端
を
明
確

に
浮
か
び
上
ら
せ
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
際
ゲ
I

テ
の
方
法
を
最
も
端
的
に
物
語
る
の
が
根
本
現
象
3
8
C
G
E
ロ
。
E
g

）
と
い
う
彼
の
概
念

な
の
で
あ
る
。
今
日
ゲ
I

テ
研
究
は
殆
ん
ど
し
尽
く
さ
れ
た
観
が
あ
る
が
、
カ
ン
ト
の
影
響
研
究
と
自
然
科
学
論
文
研
究
と
は
残
さ
れ
た
数
少
い
研
究
分
野
に

入
る
も
の
で
あ
り
、
本
論
は
そ
の
両
者
を
絡
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
両
者
を
共
に
明
か
に
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
そ
の
際
西
欧
に
お
い
て
は
科
学

も
一
つ
の
思
想
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
科
学
と
哲
学
と
が
必
ず
し
も
峻
別
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
事
情
が
私
達
の
研
究
を
一
一
層
促
進
し
て
く
れ
る
も
の
と
思
わ

れ
る
が
、
如
何
で
あ
る
う
か
。

尚
カ
ン
ト
が
ゲ
l
テ
に
与
え
た
影
響
は
幾
多
も
指
摘
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
根
本
現
象
と
い
う
問
題
に
関
し
て
は
こ
れ
を
根
本
現
象
の
も
つ
理
性
的
性

格
、
根
本
現
象
と
構
想
力
、
直
観
的
判
断
力
の
三
つ
に
分
つ
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
以
下
そ
れ
ら
の
問
題
を
順
次
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

I 

F
O
 

R
D
 

こ
こ
に
ゲ
l
テ
の
カ
ン
ト
に
対
す
る
対
照
的
と
も
云
え
る
二
つ
の
言
辞
が
あ
る
。
「
概
念
は
経
験
の
総
和
で
あ
り
、
理
念
は
経
験
の
成
果
で
あ
る
。
前
者
を

ハ2
〉

抽
き
出
す
の
に
必
要
な
の
が
悟
性
で
あ
り
、
後
者
を
把
握
す
る
の
に
必
要
な
の
が
理
性
で
あ
る
。
」
こ
れ
を
カ
ン
ト
の
言
葉
だ
と
云
え
ば
間
違
わ
れ
か
ね
な
い
ほ

ど
、
こ
こ
で
ゲ
I

テ
は
カ
ン
ト
の
忠
実
な
弟
子
で
あ
る
。
し
か
し
別
の
箇
所
で
は
彼
は
こ
う
云
っ
て
い
る
。

一
、
経
験
的
現
象
こ
れ
は
ど
ん
な
人
間
で
も
自
然
の
中
に
認
知
す
る
も
の
で
、
後
に
実
験
に
よ
っ
て
止
揚
さ
れ
、

と
な
る
。
こ
れ
は
最
初
に
認
識
さ
れ
た
の
と
は
異
る
条
件
及
び
状
態
に
お
い
て
、
多
か
れ
少
か
れ
巧
み
に
系
統
だ
て
ら
れ
記
述
さ
れ
る
。

二
、
学
問
的
現
象

一
ニ
、
純
粋
現
象

こ
れ
は
全
経
験
、
全
実
験
の
結
果
と
し
て
究
極
的
位
置
を
占
め
る
。
こ
れ
は
決
し
て
そ
れ
だ
け
で
孤
立
し
て
い
る
こ
と
は
な
く
、
連
続

し
た
系
列
的
現
象
と
し
て
呈
示
さ
れ
る
。
こ
れ
を
表
現
す
る
た
め
に
人
間
精
神
は
経
験
世
界
で
は
陵
昧
で
不
定
な
も
の
を
規
定
し
、
偶
然
的
な
も
の
を
除
去
し
、

ハ3
）

不
純
な
も
の
を
排
除
し
、
混
乱
し
た
も
の
を
解
き
ほ
ぐ
し
、
つ
い
に
は
未
知
の
も
の
を
発
見
す
る
。
」



こ
れ
は
カ
ン
ト
の
主
張
と
は
全
く
阻
離
し
て
い
る
。
カ
ン
ト
の
学
説
に
従
え
ば
経
験
的
現
象
こ
そ
現
象
、
或
は
現
象
の
意
識
さ
れ
た
表
象
（
知
覚
）
と
呼
ば

れ
得
る
も
の
で
あ
っ
て
、
他
の
二
者
を
現
象
と
呼
ぶ
こ
と
は
決
し
て
で
き
な
い
。
カ
ン
ト
哲
学
か
ら
み
れ
ば
、
学
問
的
現
象
は
悟
性
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
た
客

観
的
知
覚
即
ち
悟
性
概
念
日
法
則
と
呼
ば
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
純
粋
現
象
（
ゲ

I

テ
は
時
々
根
本
現
象
の
こ
と
を
こ
う
も
呼
ぶ
）
は
こ
の
法
則
か
ら
生
れ

な
が
ら
も
経
験
世
界
を
超
出
し
、
理
性
に
よ
っ
て
－
認
識
さ
れ
た
原
理
乃
至
は
理
性
概
念
（
理
念
）
と
呼
ば
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
に

(4
) 

ゲ
l
テ
自
身
根
本
現
象
に
つ
い
て
甚
だ
不
明
確
な
言
辞
を
吐
い
て
い
る
。
「
観
察
者
は
決
し
て
純
粋
（
根
本
）
現
象
を
肉
眼
で
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
か

<5
)

「
（
根
本
現
象
は
）
経
験
の
削
減
で
あ
る
と
同
時
に
経
験
の
洪
水
で
あ
る
」
と
。
ゲ
ー
テ
自
身
に
と
っ
て
根
本
現
象
が
矛
盾
を
字
ん
だ
概
念
で
あ
っ
た
と
す
れ

ば
、
軍
配
は
カ
ン
ト
の
方
に
傾
き
そ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
私
が
最
初
に
挙
げ
た
言
葉
の
中
で
ゲ

l

テ
は
悟
性
と
理
性
の
差
異
、
理
性
と
理
念
の
関
係
を
正
し

く
把
握
し
て
い
た
の
だ
か
ら
、
寧
ろ
私
達
は
彼
が
カ
ン
ト
の
知
覚
、
法
則
（
悟
性
）
、
原
理
（
理
性
）
と
い
う
認
識
の
三
段
階
に
彼
の
三
種
の
科
学
認
識
が
該

当
す
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
尚
且
つ
そ
れ
ら
全
て
に
現
象
の
名
を
付
し
た
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
こ
こ
で
私
達
は
ゲ
l

テ
に
と
っ
て

の
現
象
の
意
味
を
明
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
大
し
て
難
か
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
三
つ
の
現
象
を
説
明
し
た
先
程
の
言
葉
の
最
後
の
部
分

に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
ゲ
l
テ
の
意
図
が
徒
ら
に
経
験
を
理
論
化
す
る
こ
と
に
で
は
な
く
、
飽
く
ま
で
も
経
験
世
界
に
確
固
と
足
を
踏
ま
え
た
上
で
経
験
を
純
化

ハ6
）

す
る
こ
と
に
あ
っ
た
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
即
ち
根
本
現
象
と
は
経
験
の
最
も
純
化
さ
れ
た
発
展
形
態
で
あ
っ
て
、
経
験
を
離
れ
た
理
論
や
仮
説
で
は
な
い
。

(7
>

だ
か
ら
根
本
現
象
は
ゲ
l
テ
に
と
っ
て
直
観
（
m
g
n
F
2
8
）
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
場
合
直
観
と
は
肉
眼
を
超
え
た
認
識
の
意
を

ハ8
v

含
ん
で
い
る
で
あ
ろ
う
。
豊
か
な
経
験
世
界
を
前
に
し
つ
つ
そ
の
中
に
カ
ン
ト
の
云
う
原
理
を
透
か
し
見
る
こ
と
、
こ
れ
こ
そ
ゲ

I

テ
の
目
指
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。

し
か
し
私
達
は
ま
だ
十
分
に
根
本
現
象
の
も
つ
理
性
的
性
格
を
明
か
に
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
。
学
問
的
現
象
が
根
本
現
象
へ
と
統
合
さ
れ
て
い
く
際
に
理

性
が
関
与
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
し
か
し
そ
の
理
性
は
カγ
ト
哲
学
に
よ
れ
ば
理
論
理
性
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
既
に
理
念
の
存
在
は
知
ら
れ

(9
>

て
い
て
も
、
ま
だ
そ
れ
は
超
越
的
な
も
の
で
し
か
な
い
。
実
践
理
性
に
お
い
て
初
め
て
理
念
は
内
在
的
な
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
で
は
根
本
現
象
と
は
原
理

で
あ
る
と
共
に
理
念
で
も
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
根
本
現
象
に
対
応
す
る
認
識
は
理
論
理
性
で
あ
る
と
共
に
実
銭
理
性
で
も
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
具
体
的
な

- 57 ー



例
を
と
っ
て
考
え
て
み
よ
う
。
例
え
ば
こ
こ
に
〈
高
昇
V

（ω
z
－m
o
g
ロ
向
）
と
い
う
、

〈
却
）

ゲ
l
テ
が
自
然
の
も
つ
二
大
原
理
の
一
つ
と
考
え
た
根
本
現
象
が
あ

る
。
だ
が
彼
が
高
昇
に
つ
い
て
語
る
と
き
、
彼
の
脳
裡
に
あ
っ
た
の
は
単
に
「
自
然
は
高
昇
す
る
」
と
い
う
こ
と
ば
か
り
で
は
な
く
、
「
自
然
は
高
昇
す
る
力
を

も
っ
」
と
い
う
こ
と
で
も
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
そ
し
て
カ
ン
ト
に
と
っ
て
理
念
が
神
を
意
味
し
た
よ
う
に
、
ゲ
ー
テ
に
と
っ
て
も
こ
の
力
は
自
然
の
中
に
内
在

す
る
神
、
或
は
彼
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
か
ら
借
り
て
き
て
屡
々
愛
用
し
た
概
念
エ
ン
テ
レ
ケ
イ
ア
（
創
造
的
霊
魂
）
を
意
味
し
て
は
い
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
確

か
に
根
本
現
象
と
は
ゲ
1

テ
に
と
っ
て
、
彼
自
身
何
度
も
言
及
し
て
い
る
よ
う
に
神
性
な
理
念
を
宿
す
も
の
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。

そ
し
て
こ
の
こ
と
は
根
本
現
象
を
認
識
す
る
人
の
側
か
ら
云
え
ば
、
わ
が
身
を
実
践
理
性
に
ま
で
高
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
点
に

関
し
て
ゲ
l
テ
は
あ
る
日
エ
ッ
カ
l
マ
ン
に
向
っ
て
、
根
本
現
象
の
中
に
潜
む
神
性
を
認
識
す
る
こ
と
は
悟
性
に
は
で
き
な
い
、
そ
れ
が
で
き
る
た
め
に
は
人

（U
）
（
臼
〉

聞
は
自
ら
を
最
高
の
理
性
に
ま
で
高
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
云
う
最
高
の
理
性
或
は
「
神
性
へ
と
向
う
傾
向
を
も
っ
理
性
」
と
は

実
践
理
性
に
近
い
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
わ
が
身
を
最
高
の
理
性
に
ま
で
高
め
る
と
は
、
ゲ
ー
テ
に
と
っ
て
精
神
を
停
滞
を
知
ら
ぬ
活

々
と
し
た
動
的
状
態
に
、
生
命
の
脈
持
つ
状
態
に
ま
で
高
め
る
こ
と
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
彼
は
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
そ
研
究
者
は
千
変
万
化
す
る
自
然
の
限
り

（
臼
）

な
い
動
き
に
つ
い
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
彼
が
リ
ン
ネ
の
固
定
化
し
た
植
物
分
類
法
に
満
足
で
き
な
か
っ
た
所
以
も
こ
こ
に
存
す
る
。

そ
し
て
ゲ
l

テ
は
研
究
者
が
実
現
す
べ
き
こ
の
生
命
脈
持
つ
動
的
状
態
を
人
格
性
（
司
R

怠
巳
ぽ
F
W
色
丹
）
と
名
付
け
た
。
こ
れ
は
カ
ン
ト
の
云
う
人
格
性
乃
至

。
。

は
霊
魂
に
相
当
す
る
。
但
し
カ
ン
ト
が
霊
魂
、
世
界
、
神
と
い
う
三
つ
の
理
念
の
別
を
固
守
し
続
け
た
と
見
え
る
の
に
反
し
、
ゲ
ー
テ
は
果
敢
に
も
こ
の
別
を

（
日
）

廃
し
た
。
「
理
念
は
永
遠
に
し
て
唯
一
の
も
の
で
あ
る
。
複
数
形
で
用
い
る
の
は
好
ま
し
く
な
い
」
と
は
ゲ
l
テ
の
カ
ン
ト
に
対
す
る
意
識
的
な
批
判
或
は
そ

の
発
展
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
す
ら
思
わ
れ
る
。
ゲ
ー
テ
は
根
本
現
象
の
中
に
宿
る
も
の
も
自
分
の
中
に
宿
る
も
の
も
同
一
の
理
念
即
ち
神
で
あ
る
と
固
く
信

（
日
）

じ
た
。
「
眼
が
太
陽
の
性
質
を
も
た
な
か
っ
た
ら
、
ど
う
し
て
光
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
」
と
は
ゲ
I

テ
の
堅
固
な
信
念
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

II 

し
か
し
私
達
は
こ
こ
で
理
念
と
根
本
現
象
と
の
関
係
に
つ
い
て
更
に
困
難
な
問
題
に
直
面
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
原
理
と
現
象
と
の
結
合
に
比
べ
れ



ぽ
理
念
と
現
象
（
経
験
）
の
結
合
は
遥
か
に
困
難
な
も
の
と
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
間
題
が
私
達
を
構
想
力
の
問
題
へ
と
導
い
て
い
く
の
で
あ
る
。

ゲ
ー
テ
は
一
七
九
四
年
に
こ
の
問
題
に
直
面
し
た
。
そ
れ
が
有
名
な
シ
ラ
！
と
の
避
遁
で
あ
る
。
こ
の
年
の
七
月
に
聞
か
れ
た
あ
る
自
然
科
学
研
究
会
の
定

期
会
合
の
帰
り
に
ゲ
l

テ
は
初
め
て
シ
ラ
！
と
胸
襟
を
聞
き
合
う
機
会
を
得
、
つ
い
話
に
誘
わ
れ
て
彼
の
家
に
入
り
込
み
、
彼
に
自
分
の
考
え
る
原
植
物
を
描

（
回
〉

い
て
み
せ
た
。
す
る
と
シ
ラ
l
は
静
か
に
首
を
振
っ
て
、
「
そ
れ
は
経
験
で
は
な
い
、
理
念
だ
」
と
答
え
た
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
こ
の
シ
ラ
l
の
言
葉
に
ょ
っ

て
初
め
て
ゲ
l

テ
は
経
験
と
理
念
と
は
一
つ
だ
と
い
う
従
来
の
自
分
の
考
え
に
疑
念
を
挿
ん
だ
。
そ
し
て
そ
の
後
の
カ
ン
ト
研
究
や
シ
ラ
ー
と
の
討
論
な
ど
を

経
て
、
一
八
一
七
年
に
書
か
れ
た
「
熟
慮
と
断
念
」
と
い
う
論
文
の
中
で
彼
は
は
っ
き
り
と
自
分
の
非
を
認
め
て
い
る
。
し
か
し
注
意
す
べ
き
こ
と
は
そ
の

す
ぐ
次
の
言
葉
で
あ
る
。
即
ち
彼
は
そ
れ
で
も
理
念
と
経
験
と
は
類
似
的
で
あ
り
得
る
し
、
ま
た
そ
う
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
付
言
す
る
こ
と
を
忘
れ
ず
、
し
か

も
こ
の
論
文
の
最
後
で
は
、
結
局
理
念
と
経
験
と
の
聞
の
間
隙
は
埋
め
難
い
か
ら
詩
の
世
界
に
逃
れ
る
他
な
い
と
云
っ
て
、
織
女
と
そ
の
手
に
な
る
千
本
の
糸

ひ
ん
し
ゅ
〈

と
の
関
係
を
理
念
と
経
験
と
の
関
係
に
擬
え
て
、
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
」
の
一
節
を
改
作
し
た
詩
を
載
せ
て
い
ぬ

ω
こ
れ
は
恐
ら
く
世
上
の
哲
学
者
達
を
聾
壁
さ
せ

か
ね
な
い
言
辞
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
私
達
は
、
こ
の
小
論
文
に
お
け
る
彼
の
本
当
の
意
図
は
何
な
の
か
、
彼
の
云
う
詩
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
、
も
う
暫
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く
彼
の
言
葉
に
耳
を
貸
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ゲ
ー
テ
は
カ
シ
ト
研
究
の
五
年
後
に
書
か
れ
た
論
文
の
中
で
、
人
聞
を
次
の
四
種
類
に
分
け
て
い
る
。

「
一
、
利
用
す
る
人
、
つ
ま
り
禅
益
を
要
求
す
る
人
が
最
初
の
人
で
あ
る
。
彼
は
云
わ
ば
学
問
の
領
域
の
輪
郭
を
描
き
、
実
際
的
な
も
の
を
把
握
す
る
。
経
験

を
通
し
て
得
ら
れ
た
意
識
が
彼
に
確
実
さ
を
与
え
、
必
要
が
彼
の
視
野
を
広
げ
る
。

二
、
貧
慾
な
知
識
慾
に
燃
え
る
人
は
沈
着
冷
静
な
無
私
の
眼
差
と
同
時
に
好
奇
心
に
み
ち
た
安
定
を
知
ら
ぬ
心
を
、
且
つ
ま
た
明
断
な
悟
性
を
必
要
と
し
、

常
に
利
用
の
人
と
不
即
不
離
の
関
係
に
あ
る
。
つ
ま
り
利
用
の
人
が
予
め
見
つ
け
出
し
て
お
い
て
く
れ
た
も
の
を
、
知
の
人
は
専
ら
学
問
的
な
意
味
で
使
用
し

研
究
す
る
。直

観
の
人
は
既
に
創
造
的
な
態
度
を
保
有
し
て
い
る
。
知
は
高
昇
す
る
に
つ
れ
て
図
ら
ず
も
全
体
の
直
観
を
要
求
し
、
更
に
は
そ
れ
を
乗
り
超
え
て

い
く
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
想
像
な
ど
い
か
に
知
の
人
の
忌
避
す
る
と
こ
ろ
で
は
あ
っ
て
も
、
彼
の
予
想
に
反
し
て
や
が
て
は
創
造
的
な
構
想
力
の
助
け
を
借
り



ず
に
い
ら
れ
な
く
な
る
の
は
必
定
で
あ
る
。

四
、
包
括
の
人
こ
そ
と
っ
て
お
き
の
意
味
で
創
造
の
人
と
名
付
け
ら
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
彼
の
態
度
は
最
高
度
に
創
造
的
で
あ
る
。
つ
ま
り
彼
は
理
念
か
ら

出
発
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
既
に
統
一
的
な
全
体
を
表
現
し
て
い
る
。

（
時
）

λ
J

。
」

そ
し
て
自
然
を
こ
の
理
念
に
合
致
さ
せ
る
こ
と
は
寧
ろ
そ
の
後
で
す
べ
き
仕
事
で
あ
ろ

こ
の
四
種
の
人
間
分
類
は
夫
々
経
験
的
現
象
、
学
問
的
現
象
、
そ
し
て
原
理
と
し
て
の
根
本
現
象
と
理
念
と
し
て
の
根
本
現
象
に
対
応
す
る
と
み
ら
れ
得
よ

う
が
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
寧
ろ
「
想
像
」
「
創
造
的
な
構
想
力
」
「
自
然
を
こ
の
理
念
に
合
致
さ
せ
る
」
と
云
っ
た
言
葉
で
あ
る
。
そ
し
て
構
想
力
は
カ
ン

ひ
A
し
ゅ
〈

ト
哲
学
に
お
け
る
重
要
な
概
念
の
一
つ
な
の
だ
か
ら
、
知
の
人
の
忌
避
す
る
想
像
乃
至
構
想
力
と
は
哲
学
者
達
を
翠
壁
さ
せ
か
ね
な
か
っ
た
詩
と
い
う
言
葉

の
哲
学
的
・
カ
ン
ト
的
表
現
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
点
ゲ
l

テ
の
カ
ン
ト
理
解
は
実
に
大
胆
で
あ
る
。
彼
の
言
葉
に
従
え
ば
、
カ
ン
ト
は
芸
術
と
自
然

（
凹
）

科
学
と
は
同
一
の
判
断
力
に
依
存
し
て
い
る
か
ら
非
常
に
近
い
関
係
に
あ
る
こ
と
を
教
え
て
い
る
と
云
う
。
そ
し
て
彼
が
そ
う
い
う
と
き
、
彼
が
構
想
力
の
問

題
を
も
考
え
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

（
却
）

「
総
合
は
す
べ
て
構
想
力
の
作
用
で
あ
る
」
と
の
カ
ン
ト
の
指
摘
に
も
あ
る
通
り
、
構
想
力
は
ま
ず
幾
つ
か
の
学
問
的
現
象
を
よ
り
高
次
の
根
本
現
象
へ
と

円
。

総
合
す
る
場
合
に
現
わ
れ
る
。
直
観
の
人
が
「
創
造
的
な
構
想
力
の
助
け
を
借
り
ず
に
い
ら
れ
な
く
な
る
」
と
は
そ
の
こ
と
を
指
す
。
ま
た
構
想
力
は
ア
・
プ

（
幻
）

リ
オ
リ
な
直
観
の
能
力
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
意
味
で
も
直
観
の
人
が
そ
う
呼
ば
れ
る
の
は
正
し
い
。
し
か
も
こ
こ
で
付
言
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
る
ま
い

が
、
ゲ
ー
テ
は
こ
の
構
想
力
を
産
出
的
構
想
力
（Z
3
2
t
H
E
m
s
r
巴
ロ
E
E
C
D
向
島
店
内
同
｜
カ
ン
ト
の
日
尚
昆
口
付
巴
話
回
ロ
E
E
C
口
問
ω
w
g止
の
変
称
で

（
担
）

あ
ろ
う
）
と
呼
ぶ
。
構
想
力
と
云
う
と
と
か
く
主
観
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
や
す
い
が
、
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
産
出
的
構
想
力
は
再
生
的
構
想
力
即
ち
連
想
か
ら

区
別
さ
れ
、
そ
の
表
象
は
客
観
的
妥
当
性
を
も
つ
の
で
あ
る
。

構
想
力
の
働
き
は
第
二
に
根
本
現
象
の
中
に
理
念
を
直
観
す
る
場
合
に
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
こ
そ
シ
ラl
が
疑
問
を
提
出
し
た
理
念
と
経
験
と
の

結
合
の
姿
な
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
人
が
理
念
と
（
主
観
的
に
）
合
致
す
る
の
は
構
想
力
を
理
性
に
関
係
づ
け
た
場
合
で
あ
り
、
そ
の
時
美
学
的
に
は

（
お
）

崇
高
が
判
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
包
括
の
人
は
ま
さ
に
こ
の
崇
高
の
境
地
に
達
し
て
い
る
と
云
え
る
。
包
括
の
人
は
理
念
に
見
入
る
こ
と
に
高
度
の
喜
び
を



見
出
す
の
で
あ
っ
て
、
「
自
然
を
こ
の
理
念
に
合
致
さ
せ
る
こ
と
は
寧
ろ
そ
の
後
で
す
べ
き
仕
事
」
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
彼
が
自
然
を
こ
の
理
念
に
合
致
さ

せ
よ
う
と
す
る
と
き
に
は
、
彼
は
様
々
な
表
象
や
概
念
を
も
こ
の
理
念
と
関
係
づ
け
て
捉
え
、
あ
る
表
象
を
自
由
に
他
の
表
象
と
結
び
つ
け
た
り
、
あ
る
概
念

を
無
際
限
に
拡
張
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
「
彼
の
態
度
は
最
高
度
に
創
造
的
」
な
も
の
と
な
る
。

構
想
力
は
第
三
に
根
本
現
象
や
原
植
物
か
ら
未
知
の
学
問
的
現
象
を
演
緯
的
に
推
理
す
る
場
合
に
現
わ
れ
る
。
だ
が
こ
れ
は
ゲ
l
テ
が
名
付
け
て
い
る
通
り

「
類
推
」
と
呼
ん
だ
方
が
適
切
か
も
し
れ
な
い
。
ゲ
ー
テ
が
こ
の
言
葉
を
用
い
た
の
は
有
名
な
顎
間
骨
の
発
見
に
つ
い
て
で
あ
る
。
当
時
通
説
で
は
人
間
に
お

け
る
顎
間
骨
の
存
在
は
否
定
さ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
当
時
の
優
れ
た
生
物
学
者
カ
ン
ベ
ル
は
、
猿
と
人
間
と
の
相
違
を
顎
間
骨
の
有
無
に
よ
っ
て
捉
え
た
と
云

ぅ
。
し
か
し
現
代
風
に
云
え
ば
人
聞
は
猿
か
ら
「
進
化
」
し
た
動
物
だ
と
確
信
し
た
ゲ
l
テ
は
、
猿
に
あ
る
も
の
が
人
間
に
な
い
筈
は
な
い
、
た
と
え
退
化
し

（
泊
）

て
し
ま
っ
た
と
は
し
て
も
人
聞
に
も
顎
間
骨
は
あ
る
筈
だ
と
彼
の
構
想
力
を
働
か
せ
、
遂
に
一
七
八
四
年
に
こ
れ
を
発
見
す
る
。
発
見
当
時
に
は
彼
は
こ
の
発

見
に
与
っ
た
の
が
構
想
力
だ
と
は
ま
だ
気
付
か
な
か
っ
た
が
、
後
に
自
分
を
助
け
て
く
れ
た
の
は
類
推
の
霊
で
あ
っ
た
と
彼
は
欣
然
と
し
て
告
白
す
る
の
で
あ

〈
お
〉

る
。ゲ

ー
テ
は
こ
の
構
想
力
の
こ
と
を
想
像
力
、
機
智
、
イ
ロ
ュI
、
類
推
、
そ
し
て
更
に
は
詩
と
か
芸
術
と
も
呼
ん
だ
。
そ
れ
ら
の
表
現
の
中
の
あ
る
も
の
は
一
- 61 ー

見
唐
突
に
、
そ
し
て
余
り
に
大
胆
す
ぎ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し
ゲ
l
テ
が
そ
う
し
た
表
現
を
敢
え
て
用
い
た
の
は
、
自
然
科
学
理
論
が
単
に
文
字
で
書
か

れ
た
だ
け
の
理
論
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
生
き
た
理
論
、
人
間
の
経
験
世
界
か
ら
遊
離
し
な
い
理
論
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
強
調
し
た
い
が
た
め
だ
っ

例
え
ば
ゲ
l

テ
は
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。
「
：
：
：
と
い
う
の
は
事
象
の
単
な
る
瞥
見
だ
け
で
は
私
達
の
精
神
は
促

進
さ
れ
得
な
い
。
ど
ん
な
瞥
見
も
観
察
へ
移
行
し
、
観
察
は
考
察
へ
、
考
察
は
統
合
へ
と
移
行
し
て
い
く
の
が
自
然
の
成
行
で
あ
る
。
だ
か
ら
世
界
を
注
視
す

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
考
え
ら
れ
る
。

る
と
き
、
私
達
は
既
に
理
論
化
を
行
な
っ
て
い
る
と
云
え
る
。
し
か
し
こ
の
理
論
化
は
意
識
的
自
覚
的
且
つ
自
由
に
、
そ
し
て
大
胆
に
云
え
ば
イ
ロ
ニ
ー
を
も

っ
て
巧
み
に
行
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
私
達
の
恐
れ
る
抽
象
化
の
害
を
取
り
除
き
、
私
達
の
待
ち
望
む
経
験
の
成
果
を
真
に
生
き
た
有
益
な
も

の
と
な
す
で
あ
ろ
幻
山
」
最
早
こ
れ
を
以
て
瞥
見
が
表
象
に
、
観
察
が
経
験
的
現
象
に
、
考
察
が
学
問
的
現
象
に
、
そ
し
て
統
合
が
根
本
現
象
に
夫
々
対
応
す

る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
だ
が
こ
こ
で
も
っ
と
注
目
す
べ
き
は
、
ゲ
ー
テ
が
イ
ロ
ニ
l
の
言
葉
を
も
っ
て
近
代
科
学
に
挑
戦
し
て
い
る
こ
と
で
あ



る
。
ゲ
l

テ
は
科
学
が
事
象
を
余
り
に
抽
象
化
し
、
次
第
に
人
間
の
世
界
か
ら
離
脱
し
て
い
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
極
度
に
恐
れ
た
。
そ
の
危
険
を
防
ぐ
た
め
に

は
、
科
学
者
は
構
想
力
を
自
由
に
駆
使
す
る
こ
と
に
臆
し
て
は
な
ら
な
い
と
彼
は
考
え
る
。
そ
し
て
構
想
力
の
働
き
が
最
も
明
瞭
に
み
ら
れ
る
の
は
芸
術
に
お

（
明
む

い
て
な
の
だ
か
ら
、
そ
の
点
で
科
学
と
芸
術
と
は
一
つ
だ
と
い
う
彼
の
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
主
張
は
、
彼
の
科
学
に
対
す
る
態
度
を
最
も
端
的
に
物
語
る
も
の

だ
と
云
え
る
の
で
あ
る
。

い
や
、
彼
の
主
張
は
そ
れ
だ
け
に
止
ま
ら
な
い
。
彼
は
科
学
は
神
秘
的
な
領
域
と
さ
え
交
わ
る
の
だ
と
大
胆
に
主
張
す
る
。
近
代
科
学
が
駆
逐
し
よ
う
と
し

て
躍
起
に
な
っ
て
い
る
神
秘
的
な
も
の
を
、
ゲ
ー
テ
は
逆
に
積
極
的
に
科
学
の
中
へ
導
入
し
よ
う
と
し
た
。
彼
は
今
度
は
方
法
の
観
点
か
ら
、
科
学
に
対
し
て

前
出
の
諸
分
類
に
対
応
す
る
新
し
い
分
類
を
試
み
る
。

幼
児
的
（
詩
的
、
迷
信
的
）

経
験
的
（
探
究
的
、
好
奇
心
旺
盛
な
）

n
h
U
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《
却
》

理
念
的
（
方
法
的
、
神
秘
的
）

（
却
〉

神
秘
的
と
は
ゲ
l
テ
に
と
っ
て
象
徴
的
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
彼
の
芸
術
観
上
の
重
要
な
概
念
で
あ
る
象
徴
に
つ
い
て
こ
こ
で
纏
説
す
る
余
裕
は
な
い
が
、

彼
は
象
徴
な
る
も
の
を
理
念
を
根
底
と
し
全
体
を
包
括
す
る
玄
妙
な
心
象
と
い
う
意
味
で
使
っ
た
。
そ
し
て
根
本
現
象
は
ま
さ
に
「
あ
ら
ゆ
る
場
合
を
包
摂
し

〈
却
〉

て
い
る
が
故
に
象
徴
的
で
あ
る
」
の
だ
っ
た
。
人
は
象
徴
と
い
う
形
で
自
然
の
中
に
神
的
な
も
の
を
認
知
す
る
。
象
徴
の
高
み
、
理
念
の
高
み
に
ま
で
上
る
こ

と
の
な
い
科
学
者
は
決
し
て
自
然
の
生
命
を
真
に
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
そ
の
意
味
で
科
学
者
は
全
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
と
こ
れ
は
も
う
ゲ

1

テ
の

近
代
科
学
に
対
す
る
峻
烈
な
批
判
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
経
験
的
現
象
、
学
問
的
現
象
、
根
本
現
象
に
対
応
す
る
諸
分
類
が
一
通
り
取
り
揃
っ
た
の
で
、
そ
れ
ら
を
一
覧
表
の
形
に
し
て
呈
示
し
て
み
よ
う
。

（
前
頁
）

m 

po 

そ
そ

ゲ
I

テ
は
一
八
一
七
年
に
「
直
観
的
判
断
力
」
と
い
う
小
論
文
の
中
で
、
彼
が
カ
ン
ト
哲
学
の
中
で
最
も
関
心
を
唆
ら
れ
た
箇
所
と
し
て
「
判
断
力
批
判
」

の
中
の
一
節
を
数
行
引
用
し
、
そ
の
箇
所
が
彼
が
昔
か
ら
保
有
し
て
き
た
「
原
型
」
の
観
念
と
密
接
な
関
係
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
論
文
は
ニ

頁
に
も
み
た
な
い
短
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
原
型
と
い
う
概
念
が
ゲ
l
テ
に
と
っ
て
余
り
に
も
重
要
な
も
の
で
あ
る
た
め
に
、
こ
の
論
文
も
ま
た

広
く
重
視
さ
れ
て
い
る
。
原
型
と
根
本
現
象
と
の
聞
に
直
接
の
関
係
は
な
い
が
、
し
か
し
通
説
で
は
屡
々
こ
の
両
者
は
混
同
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
点
で
の
誤
解

を
解
く
た
め
に
も
、
ま
た
ゲ
l
テ
と
カ
γ
ト
と
の
関
係
を
よ
り
深
く
考
察
す
る
た
め
に
も
、
こ
こ
で
原
型
及
び
直
観
的
判
断
力
の
問
題
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と

は
不
可
避
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

該
当
す
る
箇
所
は
第
七
十
七
節
「
自
然
目
的
の
概
念
を
可
能
に
す
る
人
間
の
悟
性
の
特
性
に
つ
い
て
」
で
あ
る
。
こ
の
甚
だ
晦
渋
な
箇
所
を
よ
く
理
解
す
る



た
め
に
、
一
つ
例
を
取
っ
て
考
え
て
み
よ
う
。
今
こ
こ
に
一
本
の
菊
が
あ
る
と
す
る
。
だ
が
普
通
の
論
証
的
悟
性
を
も
っ
て
し
て
は
こ
の
菊
の
存
在
を
解
明
す

る
こ
と
は
で
き
ま
い
。
な
ぜ
こ
の
花
は
こ
の
よ
う
に
美
し
い
の
か
、
な
ぜ
そ
の
葉
は
こ
の
よ
う
に
ぎ
ざ
ぎ
ざ
の
形
を
し
て
い
る
の
か
、
こ
の
問
題
は
私
達
の
普

通
の
理
解
力
の
圏
外
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。
近
代
科
学
は
生
体
を
細
胞
や
D
N
A

で
説
明
し
て
き
た
。
そ
れ
で
は
一
体
な
ぜ
そ
の
細
胞
やD
N
A

の
自
己
増
殖
は

あ
る
一
定
の
形
態
（
菊
）
を
目
指
し
て
行
な
わ
れ
、
無
際
限
に
行
な
わ
れ
な
い
の
か
、
そ
の
事
実
は
機
械
論
の
立
場
か
ら
は
ま
だ
一
向
に
解
明
さ
れ
て
い
な
い
。

一
本
の
菊
の
存
在
は
相
変
ら
ず
神
秘
な
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
を
解
明
す
る
た
め
に
は
、
自
然
が
一
定
の
存
在
を
目
指
し
て
い
る
と
い
う
自
然
目
的
の
概
念
を

導
入
す
る
他
あ
る
ま
い
。
し
か
も
自
然
に
そ
の
よ
う
な
目
的
が
内
在
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
自
然
の
結
果
（
所
産
）
の
原
因
は
こ
の
目
的
で
あ
る
と
考
え
ざ
る

を
得
な
い
。
云
い
換
え
れ
ば
目
的
の
表
象
が
原
因
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
地
上
に
は
無
数
の
菊
が
咲
く
。
そ
れ
ら
の
菊
は
夫
々
他
の
菊
に
は
な
い
独
自
性
を
有
し
て
い
る
。
し
か
も
こ
れ
ら
の
無
数
の
特
殊
が
独
自
的
で
あ

り
、
多
種
多
様
で
あ
る
の
は
素
よ
り
偶
然
的
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
ま
さ
に
こ
の
偶
然
性
こ
そ
、
私
達
の
悟
性
が
無
数
の
特
殊
を
（
分
析
的
）
普
遍

H

概
念
に
統

- 64 一

合
す
る
こ
と
を
ひ
ど
く
困
難
に
し
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
私
達
が
菊
と
い
う
概
念
を
得
る
た
め
に
は
無
数
の
植
物
を
渉
猟
し
、
菊
だ
け
が
も
っ
共
通
の
表

徴
を
捜
し
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
植
物
と
い
う
概
念
、
動
物
と
い
う
概
念
を
得
る
た
め
に
も
同
様
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
よ
う
に
し
て
行
な
わ
れ
る
普
遍

と
特
殊
と
の
合
致
が
こ
れ
ま
た
偶
然
的
で
あ
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。

結
局
分
析
的
・
論
証
的
・
機
械
的
方
法
に
よ
る
限
り
全
体
の
可
能
は
い
つ
ま
で
も
部
分
に
依
存
す
る
。
そ
れ
で
は
全
体
を
活
々
と
想
起
し
、
普
遍
が
特
殊
の
中

に
具
現
さ
れ
る
姿
を
あ
り
あ
り
と
思
い
描
く
こ
と
は
永
久
に
で
き
ま
い
。
だ
が
も
し
も
自
然
目
的
を
直
観
す
る
悟
性
、
経
験
（
感
性
）
に
依
存
し
な
い
直
観
、

総
合
的
普
遍
か
ら
特
殊
へ
と
至
る
悟
性
が
あ
る
と
し
た
ら
、
全
体
は
部
分
に
依
存
せ
ず
に
、
全
体
か
ら
部
分
へ
と
進
む
こ
と
が
で
き
、
普
遍
と
特
殊
と
の
合
致

も
必
然
的
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
カ
ン
ト
は
こ
こ
に
こ
の
全
体
を
把
握
す
る
認
識
能
力
と
し
て
直
観
的
悟
性
（
巳
ロ
自
民nF
m
w
g
o

ロ
仏R

〈
2
ω

宮
口
弘
）
と
い
う
概

（
幻
）

念
を
導
入
し
、
こ
の
直
観
的
悟
性
の
認
識
す
る
そ
の
全
体
を
彼
の
所
語
物
自
体
に
擬
し
て
自
然
の
超
感
性
的
基
体
と
呼
ん
だ
。
直
観
的
悟
性
と
は
現
象
し
か
認

識
で
き
ぬ
人
間
の
眼
に
対
す
る
云
わ
ば
神
の
眼
で
あ
る
。
だ
が
直
観
的
悟
性
の
下
に
お
い
て
初
め
て
自
然
の
目
的
論
的
考
察
が
可
能
に
な
る
と
す
れ
ば
、
こ
の

概
念
を
自
然
科
学
の
中
に
導
入
す
る
の
も
ま
た
必
然
的
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
機
械
論
的
考
察
を
斥
け
た
の
で
は
な
い
。
だ
が
彼
は
、
人
聞
が
論
証
的
悟
性
に
ば



か
り
頼
っ
て
自
然
の
一
切
を
機
械
論
的
に
解
明
で
き
る
と
い
う
傍
上
に
陥
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
た
と
え
そ
の
存
在
は
証
明
で
き
な
い
に
し
て
も
、
直

〈
担
）

観
的
悟
性
と
い
う
も
の
を
「
消
極
的
に
」
論
証
的
悟
性
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
提
起
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
意
味
で
、
直
観
的
悟
性
の
下
に

自
然
の
目
的
論
的
考
察
が
何
の
矛
盾
も
な
く
成
立
し
得
る
こ
と
さ
え
分
れ
ば
、
た
と
え
そ
の
存
在
が
証
明
で
き
ぬ
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
抑
々
そ
れ
を
証
明

す
る
必
要
か
ら
し
て
消
滅
す
る
と
彼
は
考
え
る
。

カ
ン
ト
の
こ
の
直
観
的
悟
性
と
い
う
概
念
が
ゲ
l
テ
を
い
た
く
興
奮
さ
せ
た
の
は
、
そ
れ
が
彼
の
原
型
と
い
う
思
想
を
理
論
的
に
支
え
る
も
の
だ
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
彼
は
全
て
の
植
物
の
根
底
に
原
植
物
を
、
全
て
の
動
物
の
根
底
に
原
動
物
を
考
え
た
。
地
上
に
存
在
す
る
無
数
の
植
物
や
動
物
は
、
全
て
こ
の
原
植

物
と
原
動
物
の
多
様
な
ヴ
ァ
リ
ェ
1

シ
ョ
ン
で
あ
る
と
彼
は
云
う
。
ゲ
ー
テ
が
シ
ラ
l
に
こ
の
原
植
物
を
紙
に
描
い
て
み
せ
た
と
き
、シ
ラ
l
は
ゲ
l
テ
に

「
そ
れ
は
経
験
で
は
な
い
、
理
念
だ
」
と
指
摘
し
て
思
わ
ず
ゲ
l

テ
を
撫
然
た
ら
し
め
た
が
、
ゲ
ー
テ
に
し
て
み
れ
ば
、
原
植
物
が
思
惟
上
の
産
物
に
す
ぎ
ぬ

の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
、
彼
の
自
然
科
学
研
究
の
真
否
に
関
わ
る
問
題
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
今
こ
こ
に
カ
ン
ト
の
「
判
断
力
批
判
」
が
現
わ
れ
て
、

そ
れ
は
彼
に
直
観
的
悟
性
と
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
、
そ
れ
が
原
植
物
を
直
観
さ
せ
る
の
だ
と
教
え
た
。
こ
の
教
え
は
ゲ

l

テ
を
欣
喜
さ
せ
た
。
原
植
物
と
は

や
は
り
理
念
で
は
な
い
、
自
分
が
あ
の
と
き
シ
ラ
l
に
「
私
が
そ
う
と
は
気
付
か
ず
に
理
念
を
も
っ
て
い
て
、
し
か
も
そ
れ
を
眼
で
見
て
い
る
と
は
面
白
い
こ

（
お
）

と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」
と
語
っ
た
の
は
正
し
か
っ
た
、
原
植
物
は
肉
眼
で
は
見
る
こ
と
が
で
き
ぬ
に
せ
よ
、
そ
れ
は
や
は
り
眼
に
見
え
る
も
の
な
の
だ
、
と - 65 ー

ゲ
ー
テ
は
己
の
確
信
を
新
た
に
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
と
共
に
私
達
に
も
原
植
物
の
意
味
が
明
確
に
認
識
さ
れ
よ
う
。
通
説
で
は
屡
々
原
型
と
根
本
現
象

と
が
混
同
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
た
と
え
原
型
を
理
念
と
呼
ぶ
と
し
て
も
、
そ
れ
は
カ
ン
ト
が
指
摘
し
て
い
る
通
り
「
悟
性
に
対
す
る
理
性
原
理
で
は
な
く
、
判

（
担
）

断
力
に
対
す
る
理
性
原
理
で
あ
る
」
の
で
あ
っ
て
（
ゲ
l
テ
の
「
直
観
的
判
断
力
」
の
呼
称
は
こ
こ
に
基
づ
く
と
思
わ
れ
る
）
、
所
謂
理
性
概
念
と
し
て
の
理

念
か
ら
は
識
然
と
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
し
か
も
根
本
現
象
の
内
包
す
る
理
念
を
認
識
す
る
も
の
が
（
実
践
）
理
性
で
あ
る
の
に
対
し
、
原
型
を
認

識
す
る
も
の
が
可
能
的
に
考
え
ら
れ
た
直
観
的
倍
性
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
最
早
そ
の
違
い
は
明
か
で
あ
る
。
原
型
を
基
体
と
し
て
地
上
に
存
在
す

（
お
）

る
無
数
の
自
然
の
所
産
へ
変
化
変
容
し
て
い
く
そ
の
動
き
、
ゲ
ー
テ
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
冨

o
t
E
B件
（
可
動
性
）
と
盟
諸
g
B
Z

広
（
変
容
性
）
の
中
に
み

ら
れ
る
自
然
を
動
か
す
幾
つ
か
の
基
本
的
な
原
理
、
そ
れ
が
根
本
現
象
な
の
で
あ
る
。



だ
が
ゲ
l

テ
は
必
ず
し
も
カ
ン
ト
の
忠
実
な
弟
子
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
ゲ
ー
テ
の
限
に
は
カ
ン
ト
の
直
観
的
悟
性
に
対
す
る
態
度
は
余
り
に
慎
重
す

ぎ
る
も
の
と
映
っ
た
。
彼
は
カ
ン
ト
よ
り
も
進
か
に
大
胆
且
つ
自
由
に
そ
の
直
観
的
悟
性
を
行
使
し
た

o

そ
れ
は
ま
る
で
カ
ン
ト
が
人
聞
に
と
っ
て
は
亦
骨
砂

な
も
の
で
し
か
な
い
と
し
た
原
型
を
現
実
的
な
も
の
と
変
じ
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
カ
ン
ト
が
暗
示
し
て
い
る
よ
う
に
原
型
を
現
実
的
対
象

と
し
て
認
識
で
き
る
の
は
神
の
他
に
な
い
の
だ
と
し
た
ら
、
ゲ
ー
テ
は
不
遜
に
も
殆
ん
ど
神
の
座
に
上
ろ
う
と
し
た
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
だ
が
彼
は

飽
く
ま
で
も
自
由
間
遠
で
あ
る
。
彼
は
直
観
的
悟
性
も
自
分
に
恵
ま
れ
た
認
識
能
力
の
一
つ
だ
と
堅
く
信
じ
た
。
彼
は
こ
の
超
感
覚
的
な
直
観
も
や
は
り
一
つ

（
お
）

の
感
覚
だ
と
信
じ
て
い
た
よ
う
だ
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
ど
う
し
て
彼
が
「
超
感
覚
的
な
原
植
物
の
感
覚
的
形
式
」
な
ど
と
い
う
云
い
方
を
し
た
で
あ
ろ
う
か
。

（
幻
〉

「
感
覚
は
欺
か
な
い
。
判
断
が
欺
く
の
だ
」
と
彼
は
云
う
。
彼
は
飽
く
ま
で
も
自
分
の
感
覚
を
信
じ
、
自
分
の
眼
を
信
じ
た
。
根
本
現
象
も
原
型
も
彼
に
は
肉

眼
で
は
見
え
な
い
に
し
て
も
、
や
は
り
限
に
舟
わ
か
か
か
で
あ
っ
た

o

精
神
病
学
の
泰
斗
ハ
イ
ン
ロ
l
ト
は
こ
の
よ
う
な
ゲ
l
テ
の
特
性
を
対
象
的
思
惟
と
呼

ん
で
ゲ
l
テ
を
い
た
く
喜
ば
せ
た
。
ゲ
ー
テ
は
そ
れ
を
敷
街
し
、
自
分
の
思
惟
は
対
象
か
ら
離
れ
る
こ
と
な
く
、
対
象
の
諸
要
素
は
直
観
と
な
っ
て
思
惟
の
中

ハ
詔
》

に
入
り
込
み
、
思
惟
に
よ
っ
て
貫
か
れ
、
直
観
即
思
惟
、
思
惟
即
直
観
と
な
っ
て
い
る
と
述
べ
た
。
思
惟
と
直
観
と
を
常
に
裁
然
と
区
別
し
て
考
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
カ
ン
ト
と
こ
れ
は
何
と
大
き
な
相
違
で
あ
ろ
う
か
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
直
観
（
〉
ロ
ω
岳
山
5

ロ
）
こ
そ
ゲ
l
テ
の
方
法
の
根
幹
を
な
す
。
彼
が
根
本nu 

現
象
や
原
型
を
見
出
し
得
た
の
も
彼
の
直
観
の
力
で
あ
る
。
彼
は
決
し
て
直
観
の
世
界
を
出
ょ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
現
象
の
背
後
に
理
論
を
捜
す
な
、
最
高

ハ
却
）

の
こ
と
は
現
象
そ
の
も
の
が
理
論
で
あ
る
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
だ
、
と
彼
は
何
度
も
口
を
酸
っ
ば
く
し
て
云
う
。
そ
の
彼
に
と
っ
て
「
対
象
的
思
惟
」
の
語

は
嬉
し
い
贈
物
で
あ
っ
た
。
彼
は
こ
の
言
葉
に
刺
激
さ
れ
て
こ
う
自
覚
す
る
。
自
分
が
長
年
観
察
し
、
研
究
し
て
き
た
対
象
は
必
ず
や
自
分
の
中
に
表
象
と
確

ハ
川
町
）

信
を
呼
び
起
こ
し
て
く
れ
る
に
違
い
な
い
、
自
分
は
こ
れ
か
ら
も
決
し
て
そ
れ
ら
を
手
放
し
は
す
ま
い
と
。
し
っ
か
り
と
対
象
に
し
が
み
つ
い
て
そ
れ
を
見
続

(4
>

け
る
こ
と
、
そ
う
す
れ
ば
理
論
な
ぞ
は
自
ず
か
ら
見
え
て
く
る
と
い
う
の
が
ゲ
l
テ
の
方
法
論
上
の
決
意
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
省
略
推
理
、
即
ち
論
理
の
飛

（
必
〉

躍
も
許
さ
れ
る
の
だ
っ
た
。
だ
が
こ
れ
は
も
う
進
か
に
カ
ン
ト
流
の
西
欧
的
思
考
法
を
超
出
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ゲ
ー
テ
の
思
考
法
は
寧
ろ
私
達

東
洋
人
の
思
考
法
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
眼
の
人
」
（
〉
ロ
m
g
B
8
2
5
と
い
う
ゲ
l
テ
に
屡
々
冠
せ
ら
れ
る
修
辞
語
は
彼
の
非
西
欧
的
性
格
を
端
的
に
物
語

っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
彼
の
自
然
科
学
研
究
が
西
欧
の
近
代
科
学
の
本
流
に
受
け
容
れ
ら
れ
な
か
っ
た
事
情
も
首
肯
さ
れ
よ
う
。
カ
ン
ト
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