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^

ヵ
ら
.の
解
放
を
意
味
し
た
*

…
…

彼
の
科
学
と
し
'. 

て
の
社
会
政
策
の
樹
極
的
内
容
.を

構

成

^
-
る

も

の

は 

特
に
独
占
資
本
制
の
も
と
に
お
け
る
巨
大
^
営
の
た 

め
の
熟
練
労
働
力
の
培
養
、
そ
の
陶
冶
へ
の
関
心
で 

あ
り
、
大
経
営
に
お
け
る
労
働
過
程
の
自
然
科
学
的 

突
験
調
进
、
約
言
す
れ
ば
社
会
政
策
論
，の
労
働

科
学

.
へ
の
i転
化
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
マ
ッ
ク
ス
、

ゥ
ェ
.
 

丨
バ
ー
に
と
っ
て
は
、
科
学
と
し
て
の
社
会
政
策
. 

経
済
政
策
は
、
帝
国
主
義
段
階
に
お
け
る
世
界
市
場 

獲
得
の
た
め
の
経
済
的
•
社
会
的
条
件
を「
没
価
値 

的」

に
検
討
す
る
こ
と
、
す
'な

わ

ち

手

段

の

適

.合

性 

を
検
討
し
、
そ

.0
結
果
を
予
め
测
定
し
.、".そ
し
て
ま
' 

YC
随
伴
的
諸
現
象
を
考
虛
す
る
こ
と
を
、
そ
の
課
題 

と
な
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ゥ
H
I

、パ 

丨
の
没
価
値
性
論
の
積
極
的
な
而
は
、
こ
の
ょ
ぅ
に 

此
界
市
場
を
め
ぐ
る
ド
ィ
ツ

独
占
資
本
主
義
の
砠
罾 

的
、
特
に
社
会
的
要
求
と
の
関
連
に
お
い
て
、
歴
史 

的
.
必
然
的
に
規
定
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た」

(

一
 

〇
一
页)

。

ま
こ
と
に
き
び
し
い
ゥH

丨
バ
ー
批
.刊 

で
は
な
い
か
。
こ
の
ょ
ぅ
な
ゥ
ヱ

ー
バ
ー
批
判
の
上 

に
立
っ
て
、
さ
ら
に
大
河
内
教
授
の
社
会
政
策
論
に 

た
い
す
る
徹
底
的
な
批
判
を
、
第
一
編
第
一
一
章
第
三
. 

節
社
会
政
策
に
お
け
る
生
産
力
説
批
判
の
課
題
お
よ

び
.第
四
節
.社
会
政
策
.の
本
質
把
握
の
開
M

-
-
方
法

論
争
の
.展
開
、
の
な
か
で
展
開
し
て
い
る
。
社
会
政 

策
論
に
関
心
を
有
す
る
諸
君
の
熟
読
を
お
す
す
め
ず 

る
。

(

未
来
社
、

ー
九
六
七
年
.三
月
刊
*
.
<
5

*
ーー
 

九
六
頁
.

一
、
六
〇
〇
円)

..

丨
飯
.
田

鼎

丨

氺 

承 

本

森

田
鉄
郎
著'

■

..
『

ル

ネ

サ

ン
.
ス

期

イ

タ

リ

ア

社

^

』

こ
の
本
は
、
こ
れ
ま
で
世
界
の
多
く
の
歴
史
研
究 

者
が
幾
度
と
な
く
と
り
あ
げ
、
し
か
も
定
説
を
確
立 

す
る
こ
と
が
で
.き
.な

い

r

ル
ネ

サ
ン
.
ス
期
の
.歴
史
的 

特
質」
と
い
う
問
題
を
、
従
来
の
諸
研
究
を
網
羅
的 

に
と
り
あ
计
て
検
討
批
判
し
て
い
る
。
そ
れ
ば
か
り 

で
は
な
く
、
こ
の
本
は
、
そ
の
社
会
的
な
背
景
と
結 

ひ
つ
け
な
が
ら
、
ル
ネ
サ
ン
ス
•期
の
歴
史
的
特
質
を 

う
き
ぽ
り
に
す
る
と
い
う
新
し
い
角
度
か
ら
の
分
析 

を
企
て
た
労
作
で
も
あ
る
。

ま
ず
こ
の
本
は
ル
ネ
ザ
ン
ス
と
は
な
に
か
と
い
う 

問
題
提
起
を
め
ぐ
っ
て
、
ブ
ル
ク
ハ
•ル
ト
の
古
典
的 

な
研
究
を
は
じ
め
、
最
近
の
研
究
者
を
も
ふ
く
め
た 

多
く
の
歴
史
研
究
者
た
ち
の
主
張
と
論
争
と
を
回
顧

反
省
し
、
文
化
史
的
な
角
度
か
ら
ル
ネ
サ
ン
ス
の
時 

.代

つ

け

や

オ

質

の

解

明

が

..い

た

ず

ら

に

こ

の

論

争

を 

混
乱
状
態
に
お
と
し
い
ら
し
め
■て
.、，
る
.こ
と
を
指
摘 

.

•L
て
、
む
し
ろ
あ
ま
り
に
も
多
様
で
あ
る
文
化
現
象 

の
具
体
的
な
諸
相
か
ち
は
な
れ
、
社
会
経
済
史
的
な 

角
度
か
ら
時
代
社
会
の
構
造
に
ふ
れ
て
、
そ
の
中
世 

社
会
や
近
代
社
会
と
の
異
質
性
も
し
く
は
同
質
性
を 

検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

そ
の
立
場
か
ら
、
ル
ネ
サ
ン
ス
の
社
会
経
済
史
的 

背
贵
を
か
た
ち
づ
く
っ
て
い
る
ィ
タ
リ
ア
の

社
会
• 

経
済
的
局
面
の
分
析
を
お
こ
な
う
た
め
に
、
こ
の
分 

野
に
お
け
る
従
来
の
研
究
を
紹
介
し
批
判
す
る
。
そ 

こ
で
は
い
ろ
い
ろ
の
論
点
が
え
ぐ
り

だ
さ
れ
て
い
る 

が
、
そ
の
主
要
な
論
点
は
、
通
説
と
し
て
、
ィ
タ

リ 

ア
中
世
都
市
の
繁
栄
が
.経
済
的
驻
盤
と
な
っ
て
、
ル 

ネ
.サ
ン
.ス
文
化
が
う
み
だ
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
き 

て
い
る
が
、
は
た
し
て
こ
の
主
張
は
正
当
で
あ
ろ
う 

か
。
そ
し
て
こ
の
繁
栄
の
迤
礎
に
資
本
主
義
の
萌
芽 

を
み
い
だ
そ
う
と
努
め
る
主
張
が
あ
る
が
、
そ
の
よ 

う
な
見
解
は
ゆ
る
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
.と
い
う
疑
問 

で
あ
る
。
た
と
え
ば
一
五
丨
六
世
紀
の
経
済
衰
退
期 

に
ル
ネ
サ
ン
ス
の
興
隆
が
お
と
ず
れ
た
こ
と
を
知
る 

と
含
、
む
し
ろ
退
嬰
的
な
商
人
像
の
な
か
に
ル
ネ
サ

ン
ス
の
文
化
现
象
を
把
握
す
る
こ
と
が
.で
き
、
こ
れ 

は
通
説
に
対
す
る
有
力
な
反
論
と
な
り
う
る
で
あ
ろ 

う
し
、
ま
た
ル
.ネ
サ
ン
ス
を
資
本
主
義
の
.萌
芽
的
な 

歴
史
的
展
開
で
あ
る
と
い
う
見
解
に
対
し
て
は
、
そ 

の
よ
う
な
先
進
性
を
も
っ
て
い
た
ィ
タ
リ
ア
経
済
が 

ど
う
し
て
一
九
世
紀
の
後
半
ま
で
、
す
な
わ
ち
リ
ソ 

ル
ジ
メ
ン
ト
期
ま
で
近
代
化
が
お

く

れ

た
の
で
あ
ろ 

う
か
と
■い
う
疑
問
を
さ
し
.は
さ
む
.こ
-
と
.も
で
き
よ 

う
。
つ
ま
り
先
ほ
ど
も
述
べ
た
よ
う
に
、.
ポ
ー
ポ
ロ•  

グ
.ラ
ッ
ソ(

あ
ぶ
ら
ぎ
っ
た
市
ぽ)

と
い
う

呼

.
び

名

が
 

物
語
る
退
典
的
な
商
人
像
の
な
か
に
ル
ネ
サ
ン
ス
の 

文
化
现
象
を
見
い
.だ
す
.と
き
、
そ
こ
に
近
代
的
.な
産 

業
人
の
姿
を
想
像
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
む
し
ろ
こ 

の
こ
と
は
、
当
時
の
経
済
の
本
贺
が
決
し
て
近
.代
资 

本
主
義
の
蓝
盤
に
た
っ
て
い
な
か
っ
た
ど
こ
ろ
か
、
 

そ
の
方
向
に
さ
え
む
か
っ
て
い
な
か
っ
た
_
実
が
あ 

.っ
た
が
ゆ
え
に
、
そ
の
後
の
経
済
的
な
発
展
が
阻
止 

さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

.

こ
の
よ
う
な
疑
問
を
あ
き
ら
か
に
す
る
た
'め
，に
、
. 

ル
ネ
サ
ン
ス
期
に
お
け
る
.

±
.
^

お
よ
び
中
部
ィ
タ
リ 

ア
諸
都
市
の
.工
業
的
繁
栄
を
代
表
す
る
産
業
を
毛
織 

物
工
業
と
絹
織
物H

.

業
と
■考

え

て

、

こ
.れ

ら

工

業

の 

な
か
に
は
た
し
て
資
本
主
義
的
な
萌
芽
を
見
.い
だ
す

こ
.
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
、
そ
し
て
こ
れ
ら
工
業 

が
は
た
し
て
資
本
主
義
へ
の
傾
斜
を
示
し
て
い
た
で 

あ
ろ
う
か
に
つ
い
て
.検
討
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
 

も
っ
と
も
資
本
主
義
的
な
性
格
を
も
っ
て
い
た
と
考 

え
ら
れ
て
い
る
フ
イ
レ
ン
ツH

の
毛
織
物
工
業
と
絹 

織
物
工
業
に
つ
い
て
も
、
資
本
主
義
的
産
業
と
よ
ぶ
■ 

袈
因
は
存
在
せ
ず
、
む
し
ろ
ギ
ル
ド
の
強
い
枠
組
に 

し
ば
り
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
.よ
う
な
規 

.定
は
不
当
で
あ
る
と
述
べ
、
ま
し
て
フ
イ
レ
ン
ツ
エ 

よ
り
も
ギ
ル
ド
的
な
手
工
業
性
を
強
く
示
し
，て
い
た 

ほ
か
の
イ
タ
リ
ア
諸
都
市
の
織
布
工
業
は
、
资
本
主 

義
的
産
業
と
よ
ぶ
状
態
か
ら
ほ
ど
遠
い
も
の
‘で
あ
っ 

た
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
も
っ
と
稂
極
的
に
、
イ 

タ
リ

ア
中
世
都
市
の
織
布
工
業
は
今
日
の
資
本
主
義 

の
形
成
と
ほ
と
ん
ど
共
通
性
を
も
た
な
い
も
の
.で
あ 

る
と
も
主
張
で
き
、
' 
そ
の
よ
■う

な

理

由

が

あ

っ

た

.か 

ら
こ
そ
、
そ
の
後
の
イ
タ
リ
ア
経
済
は
一
九
世
紀
の 

後
半
ま
で
衰
退
の
.
一
路
を
だ
ど
っ

て
い
.た
と
主
張
し 

て

ぃ

戈

-

こ

こ.
で

.
こ

の

よ

，，う
.な
イ
.タ
リ
ナ
中
世
都
市
の
繁
栄 

.
と

そ

の後
の
発
展
を
は
ば
ん
.だ

も

の.

は
な
に
で

あ

ろ
 

う

か

、
.す

な

わ

ち

イ

タ

.
'
リ

ア
諸
都
市
の
.工
業
が
^
い 

生
産
力
を
も
ち
な
が
ら
も
中
世
的
な
，ギ
ル
ド
的
性
格

を
脱
皮
し
て
、
近
代
的
産
業
に
転
化
し
え
な
か0

た 

原
因
は
な
に
で
あ
っ
た
か
と
い
ぅ
問
題
が
生
ず
る
。
 

そ
れ
は
ィ
タ
リ
ァ
社
会
の
特
殊
性
に
根
ざ
し
て
い
る 

と
み
る
。
と
い
ぅ
の
は
、
.そ
こ
で
は
古
代
以
来
の
伝 

統
的
な
都
市
国
家
体
制
.の
も
と
に
、
農
村
地
帯
が
都 

市
の
支
配
圏
の
な
か
に
あ
り
、
都
'市
と
農
村
の
あ
い 

だ
に
は
ニ
元
性
が
み
ら
れ
ず
、
都
市
が
つ
ね
に
地
方 

の
諸
勢
力
の
中
心
で
あ
り
つ
づ
け
た
性
格
が
、
農
村 

社
会
に
.お
い
て
農
業
の
商
品
生
産
化
を
，さ
ま
た
げ
、
 

停
滞
化
さ
せ
て
し
ま
い
、
そ
の
結
采
、
首
都
的
な
都 

.市
や
そ
の
な
か
に
存
在
す
る
ギ

ル
ド
の
中
世
的
な
拘 

來
を
は
ね
の
け
て
近
代
的
な
繁
栄
を
に
な
ぅ
新
し
い 

悪
素
が
農
村
社
会
に
生
い
た
っ
て
く
る
過
程
が
閉
ざ
. 

さ
れ
て
し
ま
つ
た
か
ら
で
あ
を
と
分
析
し
て
い
る
。

さ
て
、
わ
が
国
に
お
い
て
、.や
や
も
す
れ
ば
、
ル
ネ 

サ
ン
ス
を
単
純
に
人
間
解
放
U

近
代
化
と
い
ぅ
か
た 

ち
で
、
き
わ
め
て
一
般
化
さ
れ
た
観
念
的
な
図
式
で 

理
解
す
る
風
潮
が
あ
る
が
-、
そ
の
よ
う
な
見
解
ガ
き 

び
し
い
歴
史
的
分
析
に
お
：い
て
、
い
か
に
浅
薄
な
も 

の
で
あ
る
か
を
こ
の
本
を
一
読
し
て
如
る
こ
と
が
で 

き
よ
ぅ
。
同
時
に
ル
ネ
サ
ン
ス
に
お
け
る
现
象
が
、
 

中
世
か
ら
近
代
へ
.の
歴
史
的
推
移
の
な
か
で
、
そ
の 

1

般
的
な
傾
向
を
さ
き
が
け
た
現
象
と
し
て
理
解
す



.
る
.こ
と
は
で
き
ず
.、
む
し
ろ
ィ
タ
リ
ア
社
会
の
特
殊 

他
を
反
映
し
た
個
挫
的
現
象
で
あ
る
こ
と
も
把
握
で 

き
る
の
で
あ
る
。

(

吉
川
弘
夂
M

•
昭
和
四
一
一
¥

一 

只
刊•  

A5
. 

•
三
四

一
頁
•
八
〇
〇
円)

丨
松
浦
保

—

本 

*
 

ネ

大
来
佐
武
郎
編 

都
市
開
発
講
座

1

.『

地

域

社

会

と

前

市』

.

最
近
の
学
界
の
特
色
の
一
つ
と
し
て
、
ア
ヵ
デ
ミ
 

ッ
ク
.な
世
界
と
ジ

ャーナ
リ
ス
ト
の
世
界
と
の
接
近 

を
あ
げ
る
こ
と
が
で
-
^
る
。
ジt

丨

ナ

リ
ズ
ム
' 

或 

い
は
ょ
り
端
的
に
コ
マ
ー
シ
ャ
リ
ズ
ム
の
寵
児
と
な
。
 

っ
て
い
る
一
部
の
学
者——

こ

の
言
葉
も
随
分
耳
埒

れ
た
も
の
に
な
.っ
て
き
.て
V

る
が
-
-
を

例

外

，と

し
て
も
、
現
在
'
多
く
の
研
究
渚
が
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ 

ム

の

世

界

と

接

触

を

保

ち

つ

つ

そ

の

研

究

を

進

め

.て 

いる。
広
義
の
意
味
で
の
情
報
伝
達
と
い
ぅ
機
能
を 

研
究
若
が
.も
っ
て
い
る
こ

と

か

ら

い
っ
て
、
.こ

の
頃 

向
は
不
可
避
的
な
も
の
で
あ
り
、
谆
門
の
研
究
者
に 

よ
る
事
樊
-c
>
発
見
や
理
論
の
構
成
が
一
般
の
人
々
に

広
範
か
つ
急
速
に
伝
達
さ
れ
る

と

い

う

こ

と
を
考
え 

れ

ば

.
む

し

ろ大
変
好
ま
し
い
こ
と
と
い
っ
て
よ
、，
 

だ
.ろ
う
。
し
か
，し
な
が
ら

.
、
他
方
、
ジ
.ャ
ー
ナ
リ
ズ 

ム
の
世
界
.と
の
結
合
は
、
研
究
者
に
と
っ

て
、
は
な 

は
だ
危
険
な
要
素
を
も

含
ん
で
い
る
。

と

い

う

o

 

.
は
、
ジ
ャ
I

ナ
'リ
ズ

ム
の
'世
界
と
ア
力
デ
ミ
ッ
ク
k 

世
界
と
で
は
、
情
報
の
伝
達
の
意
味——

と
い
う
よ 

り
.
も
そ
こ
に
お
い
て
何
が
最
も
重
視
さ
る

Y

き
か
と

い
う
認
識
-
-
が

■，
若

干

の

ズ

レ

を

も
っ

て

い

る

'
よ

う

.

に
思
わ
れ
る
が
：.ら
で
あ
る
。
前
者
に
お
..い
て
'

情
報
.
 

の

伝

達

，
は

何

よ

り

も

迅

^
^
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.
 

し
、
多
数
の
人
々
に
達
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ち
.，
 

な
い
。
い
う
ま
で
も
なV

、

こ
，の
場
合
も
情
報
丈
下
*
 

確
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
少
数
の
人
々
を
対
象 

と
す
る
も
の
も
あ
る
で
.あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
 

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に

対
し
て
、
迅
速
と
正
確
、
多
数 

の
受
容
者
と
少
数
め
受
容
者
と
の
一
一
者
択
一
を
せ
ま 

る
な
ら
ば
、
多
く
の
ジ
，ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は

恐
ら
く
前 

若
を
.選
択
す
る
だ
ろ
う
。
い
う
ま
.で
も
.な
く
、.
こ
の 

こ
と
.は
、
ジ
.ャ

ナ
'
リ
ズ
..ム
そ
.の
も
の
の
本
質
に
曲
.
 

来
す
る
も
の
で
な
く
、
む
し
ろ
現
在
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ 

ズ
ム
..と
密
接
に
つ
：な
が
り
の
あ
る
コ
マ
ー
シ
ャ
リ
ズ 

J

な
い
し
マ
ス
•
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

イ
シ
ヨ
ン
の
機
^

1

五

六

(

九
九
〇)

に
そ
の
原
因
を
求
め
る
べ
き
か
も
知
れ
な
い
。
い
ず
..
 

れ
に
せ
ょ
、
現
在
の
ジ
ャ
丨
ナ
リ
ズ
ム
が
こ
れ
ら
と 

切
っ
て
も
切
り
は
な
せ
な
い
不
幸
な
関
係
に
あ
る
こ 

.と
は
西
定
し
難
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ア
ヵ
デ
ミ
ッ 

ク
な
世
界
に
お
げ
る

専

門

研

究

渚

に

対

す

る

こ

の

一

一 

.港
択1

問
題
は
、
多
く
の
場
合
逆
の
結
f

も
た
ら 

す
.で
あ
ろ
う
。
多
数
の
研
究
者
が
迅
速
と
正
確
の
う 

ち
後
者
を
選
ぶ
で
あ
ろ
う
し
、
又
、
彼
等
は
、S

己 

の
も
.
つ

情

報

が

多

数

の

人

々

に

達

す

る

こ

と

を

最

終
 

的
に
望
み
な
が
ら
も
、
少
数
の
然
か
や
卜
受
容
若
を 

も
つ
.
こ
.と
で
満
足
す
る
と
思
わ
れ
る
。
.
す
べ
て
が
^
 

'
ま
し
い
形
で
行
わ
れ
れ
ば
、
こ
の
情
報
伝
達
に
お
け 

る
ゥ
ェ
イ
ト
の
相
違
は
何
ら
の
問
題
も
生
じ
な
い
か 

も
知
れ
な
い
。
し
か
し
ー
な
が
ら
、
现
突
に
は
、
迅
速 

が
不
正
確
、
な
い
し
拙
速
主
義
と
結
び
つ
き
、
多
数 

の
人
々
を
.情

報

の

受

容

者

.と

し

て

期

待

す

る

こ

と
 

が
、
こ
れ
ら
.の
人
々
に
受
け
入
れ
易
い
ア
イ
デ
ィ
ア 

と
言
葉
を
使
う
こ
.之
に
結
び
つ
く
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
.

ム
：の
世
界
で
.は
、
そ
れ
が
い
か
に
適
確
£

g
ら
れ
て 

も

.

常
.に
コ

ン

へ

ン

.
シ

ョ

ナ

ル

.

•
ア
イ

デ

ィ

ア
が
雄 

底
と
な
っ
て
い
る
し
、
.た
と

え

、

そ
れ
が
、
い
か
に 

事
実
と
.は
.な
れ
ょ
‘-
ひ

と

も

人

々

の

耳

目

を

そ
.^
-
だ

て
 

る
キ
ヤ
ツ
チ
フ
レ
ー
ズ
が
必
要
と
さ
れ
る
。

戦
後
の
学
界
の
も
う
一
つ
の
傾
向
は
、
政
治
な
い 

じ
官
僚
0 .
世
界
と
の
接
近
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ゆ
る
御 

用
学
若
は
何
時
で
も
存
在
し
た
が
、
最
近
の
傾
向
は 

少

し

様

子

が

ち

が

う

。

こ

う

し

た

表

現

^,
使

う

の

は 

少
々
気
が
ひ
け
る
が
、
こ
の
接
触
が「

体
制
と
し
て 

定
着
化
し
た」

と
で
も
い
お
う
か
。
調
査
な
い
し
諮 

問
と
い
う
形
を
通
じ
て
両
者
が
一
体
化
し
つ
つ
あ
る 

ょ
う
に
思
わ
れ
る
。
自
己
の
研
究
の
成
果
、
見
出
さ 

れ
た
4 f
実
と
そ
の
説
明
、
そ
し
て
こ
れ
ら
に
も
と
づ 

く
あ
る
べ
き
社
会
の
す
が
た
が
政
策
に
反
映
す
る
意 

味
で
ア

ヵ

デ

ミ

ッ

ク

な
研
究
者
の
行
政
事
務
な
い
し 

計
画
策
定
べ
の
参
加
は
、
本
来
否
定
す
る
べ
き
も
の 

で
な
い
し
、
む
し
ろ
望
ま
し
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し 

か
し
な
が
ら
、
こ
こ
に
も
ま
た
危
険
な
要
素
が
潜
ん 

で
い
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
あ
る
べ
き
社
会
の
す 

が
た
そ
の
も
の
の
意
味
、
或
い
は
そ
れ
を
考
え
る
立 

場
が
、
本
来
、
政
治
家
、
行
政
■担
当
官
、
そ
し
て
研
. 

究
者
と
三
者
三
様
夫
々
独
自
で
あ
り
、
微
妙
に
相
違 

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
場
合
も
ま
た
理
想
的 

三
位j

体
を
考
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

だ 

が
、
現
実
に
は
、
こ
れ
ら
三
^
の
立
場
は
冷
静
な
目 

で
.み
る
な
ら
ば
、
絶
望
的
と
い
っ
て
ょ
い
程
は
な
れ 

て
い
，.る
と
い
わ
ざ
ゐ
を
得
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

现
実
に
こ
れ
ら
三
者
は
協
力
し
て
い
る
？
そ
し
て
、
 

こ
の
協
力
を
.通
じ
て
、
.研
究
者
は
多
く
の
場
合
、
事 

実
を
政
治
家
の
目
で
見
て
説
明
し
、
行
政
担
当
官
の 

.
処
澠
の
仕
方
で
問
題
を
解
決
し
.、
計
画
を
策
定
し
て 

.ゆ
く
こ
と
に
慣
れ
て
ゆ
く
。
他
方
、
政
治
家
、
と
り 

わ
け
行
政
担
当
官
は
ア
力
デ
ミ
ッ
ク
な
研
究
者
と
の 

接
触
に
よ
っ
て
、
専
門
分
野
に
お
け
る
ァ
ヵ
デ
ミ
ッ 

ク，

ジ
ャ
ー
ゴ
ン
を
自
家
薬
籠
中
の
も
の
と
な
し
、
 

「

能
吏」

と
し
て
0'

資
格
を
ー
層
強
化
さ
せ
る
こ
.と 

に
な
る
。
：
こ
の
結
果
、
事
実
は
明
確
に
把
握
説
明
さ 

れ
、
問
題
の
処
連
は
適
格
に
そ
し
て
計
画
は
い
よ
い 

よ
精
緻
.
周
到
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
か
ん
じ 

ん
の
行
政
サ
I

ビ
ス
を
う
け
る
人
々
、
計
画
の
実
施 

に
よ
っ
て
生
活
そ
の
も
の
を
変
え
て
ゆ
く
住
民
の
家 

，見
は
何
処
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
出
発
点
に
お
い 

て
、
三
者
が
夫
々
.の
立
場
か
ら
サ
！
ビ
ス
の
受
容
者 

.の
福
祉
を
考
え
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
し 

力
し
な
が
ら
皮
肉
な
こ
と
に
こ
れ
ら
三
者
の
協
力 

の
過
程
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
は
政
治
的
思
惑
と
官
僚 

的
能
率
、
な
い
し
機
構
の
.存
続
と
多
数
の
ァ
ヵ
デ
ミ 

ッ
ク
な
専
門
語
の
中
に
消
え
去
っ
て
し
ま
っ
た
の
で 

灰
る
。

. 

、

こ
れ
ら
最
近
の
学
界
に
お
け
る
ニ
つ
の
特
色
は
、

そ
の
帰
結
と
し
て「

ア
ヵ
デ
ミ
ッ
ク
な
官
僚
ジ
ャ
I
 

ナ
リ
ズ
ム」

の
隆
盛
を
生
み
だ
し
て
い
る
。
木
書
は
、
 

そ
ぅ
し
た
分
野
忙
属
す
る
.代
表
作
と
も
い
ぅ
べ
き 

も
の
と
い
っ
て
ょ
い
で
あ
ろ
ぅ
。
執
筆
者
は
一
流
、
 

そ
し
て
内
容
も
臾
態
分
析
と
そ
の
説
明
モ
デ
ル
、
そ 

し
て
政
策
提
案
ま
で
極
め
て
充
実
し
て
い
る
。
し
か 

し
な
が
ら
、
こ
れ
が
果
し
て
実
態
か
、
適
格
な
説
明 

か
、
そ
し
て
望
ま
し
い
政
策
か
、
.を
考
え
る
段
階
に 

我
々
は
さ
し
か
か
り
つ
つ
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
ぅ 

か
。(

鹿
島
出
版
会
，
昭
和
四
ニ
年
五
月
刊
.
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