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序

本
稿
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
論
じ
て
い
る
歴
史
の
目
的
論
を
〈
意
志
の
受
け
継
ぎ
〉

と
し
て
捉
え
、
そ
れ
を
動
機
づ
け
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
彼
は

『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
学
の
危
機
と
超
越
論
的
現
象
学
』（
以
下
で
は
『
危
機
』
と
表
記
）
で

歴
史
が
過
去
の
哲
学
者
や
思
想
家
の
〈
意
志
の
受
け
継
ぎ
〉
の
歴
史
で
あ
る
と
述
べ

て
い
る
。
こ
れ
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
本
稿
で
は
こ
の
点
に
つ
い
て
、
と
く
に
彼

の
「
動
機
づ
け
（M

otivation

）」
と
い
う
概
念
を
手
が
か
り
に
考
察
す
る
。
動
機
づ

け
は
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
の
根
本
概
念
で
あ
る
と
言
え
る
も
の
だ
が
、
こ
れ
は
あ
る

部
分
を
〈
補
完
す
る
要
求
〉
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る①
。
本
稿
で
は
、
こ
の

よ
う
に
捉
え
ら
れ
た
動
機
づ
け
概
念
か
ら
見
た
と
き
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
目
的
論
が
ど

の
よ
う
に
見
え
て
く
る
の
か
を
示
し
た
い
。

そ
の
た
め
、
ま
ず
（
1
）
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
目
的
論
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か

を
『
危
機
』
第
一
部
の
論
述
か
ら
概
観
し
、
そ
れ
が
〈
意
志
の
受
け
継
ぎ
〉
に
関
わ

る
こ
と
を
確
認
す
る
。
次
に
（
2
）
フ
ッ
サ
ー
ル
が
考
え
て
い
る
「
意
志
」
と
は
ど

の
よ
う
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
、「
動
機
づ
け
」、

「
因
果
性
」、「
原
印
象
」
と
い
う
概
念
と
関
連
づ
け
つ
つ
考
察
す
る
。
最
後
に
（
3
）

目
的
と
手
段
の
連
鎖
全
体
と
し
て
のB

eru
f

（
職
業
、
天
職
）
と
い
う
概
念
を
取
り
上

げ
、
遠
大
な
目
的
へ
向
か
う
決
意
は
現
象
学
的
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
う
る

の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

１　
『
危
機
』
に
お
け
る
目
的
論

最
初
に
本
稿
の
議
論
の
前
提
と
し
て
、晩
年
の
（
一
九
三
七
年
に
そ
の
一
部
が
出
版
さ

れ
た
）『
危
機
』
の
第
一
部
（V

I, 1-17

）②

の
論
述
か
ら
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
学
の
危
機
」、

人
間
の
生
き
る
「
意
味
」、「
哲
学
」
に
つ
い
て
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の
考
え
を
確
認
し
て

お
く
。

１
―
１　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
学
の
危
機
、
意
味
、
哲
学

フ
ッ
サ
ー
ル
の
言
う
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
学
の
危
機
」
と
は
、
大
ま
か
に
言
え
ば
、

〈
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
発
展
し
た
諸
学
問
が
、
実
証
的
な
自
然
科
学
を
模
範
と
し
た
結
果
、

人
間
の
生
を
適
切
に
扱
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
〉
と
い
う
こ
と
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
学
問
が
〈
人
間
の
生
き
る
意
味
〉
を
考
え
ら
れ
な
く

な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
強
調
さ
れ
て
い
る
。
実
証
的
な
学
問
は
、
一
般
的
に
言

え
ば
、
実
際
に
確
実
に
存
在
す
る
と
み
な
さ
れ
る
客
観
的
な
事
実
の
み
を
認
め
、
客

観
的
な
事
実
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
も
の
を
排
除
す
る
。
そ
う
す
る
と
、〈
人
間
の
生

き
る
意
味
〉
の
よ
う
な
も
の
は
、そ
う
し
た
客
観
的
な
事
実
と
は
考
え
づ
ら
い
た
め
、

学
問
の
領
域
か
ら
排
除
さ
れ
て
し
ま
う
。

そ
れ
〔
＝
客
観
的
な
事
実
だ
け
を
扱
う
実
証
的
な
学
問
〕
は
、
わ
れ
わ
れ
の
不

幸
な
時
代
に
お
い
て
、
き
わ
め
て
宿
命
的
な
大
変
革
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
人
間

フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
に
お
け
る
〈
意
志
の
受
け
継
ぎ
〉
と
動
機
づ
け
に
つ
い
て神　

田　

大　

輔
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に
と
っ
て
の
焦
眉
の
問
題
を
原
理
的
に
排
除
し
て
し
ま
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
の

人
間
の
生
存
全
体
に
意
味
が
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
な
い
の
か
と
い
う
問
い
で

あ
る
。（V

I, 4

）

し
か
し
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
考
え
で
は
、
こ
の
問
い
こ
そ
問
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、

肯
定
的
に
答
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
彼
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
。
も
し
人
間

が
理
性
を
持
ち
、
そ
れ
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
を
拘
束
す
る
さ
ま
ざ
ま
な

先
入
見
や
固
定
観
念
か
ら
自
由
に
な
る
こ
と
の
で
き
る
存
在
で
あ
る
な
ら
、
こ
の
問

い
に
対
し
て
、
理
性
的
な
洞
察
に
基
づ
い
た
答
え
を
求
め
る
は
ず
だ
、
と
（ibid

.

）。

彼
は
理
性
と
い
う
も
の
を
信
頼
し
て
お
り
、
理
性
に
基
づ
い
て
こ
の
問
い
に
答
え
を

出
す
べ
き
だ
と
信
じ
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
〈
人
間
の
生
き
る
意
味
〉
を
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
と

考
え
た
の
か
。
日
本
語
で
「
生
き
る
意
味
」
と
言
う
場
合
、
そ
れ
に
よ
っ
て
〈
何
の

た
め
に
生
き
る
の
か
〉
と
い
う
こ
と
が
、
つ
ま
り
〈
生
き
る
こ
と
の
目
的
〉
が
指
し

示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
意
味
」
と
訳
さ
れ
る
ド
イ
ツ
語S

in
n

で
も
同
様
で
あ

り
、
彼
は
そ
の
点
を
重
視
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
理
性
に
関
す
る
次
の
発
言
か

ら
そ
の
点
を
確
認
し
て
お
く
。

理
性
と
は
、
存
在
す
る
と
み
な
さ
れ
る
す
べ
て
の
も
の
、
す
べ
て
の
事
物
、
価

値
、
目
的
に
究
極
的
に
意
味
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
哲
学
の
初

期
か
ら
、
真
理

―
真
理
そ
れ
自
体

―
と
い
う
語
と
、
そ
れ
と
相
関
的
に
、

存
在
者

―
オ
ン
ト
ー
ス
・
オ
ン
〔
真
に
あ
る
も
の
〕

―
と
い
う
語
が
表
す

も
の
へ
の
規
範
的
な
関
係
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。（V

I, 10f.

）③

こ
こ
か
ら
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
理
性
を
〈
あ
ら
ゆ
る
存
在
者
に
、
何
ら
か
の
理
想
的
な

も
の
へ
の
方
向
性
を
与
え
る
も
の
〉
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
方
向
性

が
「
意
味
」
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
し
た
が
っ
て
〈
人
間
の
生

き
る
意
味
〉
と
は
、
人
間
が
生
き
る
際
に
目
指
す
よ
う
要
求
さ
れ
て
い
る
理
想
的
な

も
の
へ
の
方
向
性
、
す
な
わ
ち
〈
何
の
た
め
に
生
き
る
の
か
〉
と
い
う
こ
と
、
要
す

る
に
、〈
生
き
る
目
的
〉
で
あ
る
と
言
え
る④
。

実
証
的
な
学
問
が
台
頭
し
て
い
る
現
在
、
そ
の
よ
う
な
意
味
が
顧
み
ら
れ
な
く

な
っ
て
い
る
と
フ
ッ
サ
ー
ル
は
考
え
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
歴
史
上
つ

ね
に
、
学
問
が
人
間
の
生
き
る
意
味
を
問
わ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
と
も
彼
は
指

摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ル
ネ
サ
ン
ス
の
時
代
の
人
々
は
、
ま
さ
に
学
問
に
よ
っ

て
人
間
の
生
き
る
意
味
を
問
題
に
し
て
い
た
、
と
。
し
か
も
、
当
時
の
人
々
は
、
あ

る
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
理
想
を
復
活
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
を
彼
は
強
調
す
る
。
そ
れ
は

す
な
わ
ち
、〈
哲
学

0

0

を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
自
由
に
自
分
自
身
を
形
成
す
る
〉
と
い
う

「
プ
ラ
ト
ン
主
義
」
的
な
理
想
で
あ
る
。「
ル
ネ
サ
ン
ス
を
導
い
て
い
た
理
想
に
お
い

て
は
、
古
代
人
は
、
自
由
な
理
性
の
洞
察
に
よ
っ
て
自
己
を
形
成
す
る
者
な
の
で
あ

る
」（V

I, 6

）。

こ
の
と
き
こ
の
「
哲
学
」
と
い
う
表
現
で
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
「
す
べ
て
を
包

括
す
る
学
問
、
存
在
者
全
体
に
つ
い
て
の
学
問
」（ibid.

）
と
い
う
理
想
の
こ
と
で
あ

る
。
様
々
な
分
野
の
個
々
の
学
問
は
そ
れ
ぞ
れ
、
そ
の
一
部
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
よ

う
な
哲
学
は
複
数
の
学
問
の
寄
せ
集
め
で
は
な
く
、
一
つ
の

0

0

0

学
問
で
あ
り
、
有
限
の

時
間
の
中
で
完
結
す
る
こ
と
な
く
無
限
に
成
長
す
る
真
理
の
体
系
的
な
全
体
で
あ

る
。

そ
れ
ゆ
え
、
究
極
的
な
、
理
論
的
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
諸
真
理
か
ら
な
る
、
世

代
か
ら
世
代
へ
と
無
限
に
成
長
し
つ
づ
け
る
唯
一
の
構
築
物
が
、
考
え
る
こ
と

の
で
き
る
す
べ
て
の
問
題
に
答
え
る
も
の
だ
と
さ
れ
た
…
…
。（ibid.

）

だ
が
結
局
の
と
こ
ろ
、
こ
の
よ
う
な
理
想
は
そ
の
後
、
と
く
に
実
証
的
な
学
問
の
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発
展
に
伴
っ
て
、
崩
壊
し
た
。「
実
証
主
義
が
、
言
っ
て
み
れ
ば
、
哲
学
の
首
を
刎
ね

て
し
ま
っ
た
」（V

I, 7

）
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
〈
一
つ
の
学
問
と
し
て
の
哲
学
〉

と
い
う
理
想
は
崩
れ
て
し
ま
っ
た
。

し
か
し
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
こ
で
興
味
深
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の
理
想
が

崩
壊
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
は
完
全
に
な
く
な
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、

そ
の
崩
壊
し
た
理
想
は
ひ
そ
か
に
、
後
の
時
代
に
影
響
を
与
え
つ
づ
け
て
お
り
、
わ

れ
わ
れ
は
そ
の
よ
う
な
理
想
を
目
指
す
よ
う
要
求
さ
れ
て
い
る
、
と
。

し
か
し
、
こ
の
理
想
は
実
際
に
成
果
を
も
た
ら
す
こ
と
は
で
き
ず
、
内
的
に
崩

壊
し
た
。
こ
の
崩
壊
が
、
こ
の
理
想
を
継
続
し
、
新
た
に
安
定
さ
せ
よ
う
と
す

る
試
み
に
対
抗
し
て
、
革
命
的
な
再
編
成
を
動
機
づ
け
る
。
そ
の
際
、
そ
の
再

編
成
は
多
か
れ
少
な
か
れ
徹
底
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
い
ま
や
結
局
、

普
遍
的
な
哲
学
と
そ
の
真
正
な
方
法
と
い
う
真
正
の
理
想
の
問
題
が
、
す
べ
て

の
歴
史
的
で
哲
学
的
な
運
動
の
最
も
内
的
な
駆
動
力
に
な
る
の
で
あ
る
。（V

I, 

10

）

す
な
わ
ち
、こ
の
理
想
が
挫
折
し
た
後
も
、理
想
へ
向
か
う
傾
向
は
無
く
な
ら
な
か
っ

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
誰
も
が
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
そ
の

中
に
入
り
込
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
な
傾
向
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
言
え
る
。
す
な
わ
ち
、〈
す
べ
て
を
包

括
す
る
一
つ
の
学
問
と
し
て
の
哲
学
の
理
想
を
求
め
る
要
求
は
、
崩
壊
し
た
後
も
、

実
際
に
は
依
然
と
し
て
ひ
そ
か
に
未
来
へ
と
送
り
届
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、そ
の
理
想
は
表
立
っ
て
追
求
さ
れ
な
く
な
っ
た
た
め
に
、ヨ
ー

ロ
ッ
パ
諸
学
の
全
体
を
揺
る
が
す
よ
う
な
危
機
が
生
じ
て
し
ま
っ
て
い
る
〉、
と
。

も
し
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
諸
学
問
が
、
実
は
い
ま
だ
に
、
一
切
を
包
括
す
る
一
つ
の
学

問
を
目
指
す
と
い
う
古
い
枠
組
み
の
中
に
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
来
な
ら
自
分

が
そ
の
一
部
で
あ
る
は
ず
の
そ
の
枠
組
み
を
否
定
す
る
よ
う
な
こ
と
を
し
て
い
る
と

し
た
ら
、
こ
れ
は
自
己
矛
盾
的
で
あ
り
、
自
分
の
根
拠
を
自
分
で
台
無
し
に
す
る
こ

と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
危
機
的
な
状
況
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
危
機
を
克
服
す
る
た
め
に
は
、
結
局
の
と

こ
ろ
、
そ
れ
は
、
隠
れ
て
要
求
さ
れ
て
き
た
理
想
を
、
実
証
的
な
学
問
が
や
っ
て
き

た
よ
う
に
排
除
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
自
覚
的
に
実
現
し
よ
う
と
努
力
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

た
だ
し
、
た
だ
単
に
そ
れ
を
目
指
せ
ば
よ
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
歴
史
上
の

偉
大
な
哲
学
者
た
ち
の
中
に
も
そ
の
理
想
を
自
覚
的
に
目
指
し
た
人
は
い
た
と
フ
ッ

サ
ー
ル
は
考
え
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
に
危
機
が
あ
る
の
だ
と
す
れ

ば
、
そ
れ
ま
で
と
同
じ
や
り
方
を
し
て
い
て
も
結
果
は
変
わ
ら
な
い
。
別
の
仕
方
を

考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
た
め
フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
う
考
え
る
。
ま
ず
は
、
歴
史
を
遡
っ
て
、
い
っ
た
い

ど
こ
に
問
題
点
が
あ
っ
た
の
か
を
確
認
し
、
隠
れ
た
理
想
へ
の
傾
向
、
つ
ま
り
歴
史

の
「
内
的
意
味
、
隠
れ
た
目
的
論
」（V

I, 16

）
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

と
。
そ
し
て
、
そ
の
傾
向
に
適
切
に
応
え
る
よ
う
な
、
あ
る
い
は
そ
の
理
想
を
適
切

に
実
現
で
き
る
よ
う
な
、
新
し
い
哲
学
（
す
な
わ
ち
現
象
学
）
を
示
す
必
要
が
あ
る
、

と
。以

上
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
『
危
機
』
第
一
部
に
お
い
て
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
学
の
危

機
」、
人
間
の
生
き
る
「
意
味
」、「
哲
学
」
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
か
を

概
観
し
た
。
と
く
に
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
諸
学
問
は
「
意
味
」

を
排
除
し
、
そ
の
た
め
「
意
味
」
に
含
ま
れ
て
い
る
目
的
へ
の
方
向
性
が
分
か
ら
な

ら
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
「
意
味
」
に
人

間
が
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
翻
弄
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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１
―
２　
〈
意
志
の
受
け
継
ぎ
〉
と
し
て
の
目
的
論

次
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
こ
の
「
目
的
論
」
を
〈
意
志
の
受
け
継
ぎ
〉
と
し
て
考
え

て
い
る
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
た
い
。

『
危
機
』
第
一
五
節
で
は
、こ
の
著
作
で
の
歴
史
考
察
の
仕
方
が
論
じ
ら
れ
て
い
る

が
、
そ
の
際
フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
は
「
哲
学
、
と
り
わ
け
近
代
の
哲

学
の
歴
史
的
生
成
に
お
け
る
目
的
論
を
理
解
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
」
で
あ
る
と

さ
れ
る
（V

I, 71

）。

た
だ
し
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
「
目
的
論
」
と
は
、
最
初
か
ら
歴
史
の
計
画

が
決
ま
っ
て
い
て
、
誰
も
何
も
し
な
く
て
も
、
何
か
を
目
指
し
て
あ
ら
ゆ
る
も
の
が

自
動
的
に
進
行
し
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
歴

史
と
は
単
な
る
事
実
の
継
起
の
こ
と
で
は
な
く
、
人
間
の
精
神
が
互
い
に
形
成
し
て

ゆ
く
も
の
で
あ
り
、「
人
格
的
な
連
関
」（V

, 72

）
と
み
な
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ

れ
は
自
然
の
因
果
性
に
従
っ
て
機
械
的
・
自
動
的
に
生
じ
る
よ
う
な
「
単
に
外
的
な

因
果
的
継
起
」（ibid.

）
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
歴
史
の
考
察
は
「
外
か
ら
の
事
実

の
看
取
で
は
な
く
…
…
、
内
か
ら
の
観
取
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
わ
れ
る

（ibid.

）。
こ
の
よ
う
な
歴
史
は
、
そ
の
中
に
生
き
て
い
る
精
神
的
存
在
と
し
て
の
私
た
ち
に

課
題
を
与
え
る
も
の
だ
と
フ
ッ
サ
ー
ル
は
言
う
。
そ
の
課
題
と
は
、「
歴
史
的
な
出
来

事
の
推
移
の
中
で
…
…
不
明
晰
な
段
階
か
ら
満
足
の
ゆ
く
明
晰
性
へ
と
、
最
終
的
に

は
完
全
な
洞
察
性
に
突
き
進
む
ま
で
至
る
」
こ
と
を
求
め
る
と
い
う
課
題
で
あ
る

（ibid
.

）。
彼
に
よ
れ
ば
、
そ
う
し
た
課
題
の
「
統
一
と
原
動
力
」
が
歴
史
に
精
神
的

統
一
を
与
え
る
（ibid.

）。

こ
う
し
た
課
題
は
神
の
よ
う
な
超
越
的
な
存
在
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
と
考
え
ら

れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
、歴
史
上
の
「
父
祖
」「
先
人
」（V

I, 

73

）
か
ら
受
け
継
が
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ギ
リ
シ
ア
の
原
創
設
に
よ
っ
て
生

じ
、
こ
こ
に
「
目
的
論
の
端
緒
」（V

I, 72

）
が
あ
る
が
、
そ
の
後
、
歴
史
の
中
で
受

け
継
が
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
追
創
設
（N

ach
stiftu

n
g

）」
や
「
変
化
」
を
こ
う
む

る
（ibid

.

）。
そ
れ
で
も
そ
こ
に
は
、「
歴
史
を
貫
く
意
志
の
方
向
」
が
あ
る
。
哲
学

者
が
哲
学
者
で
あ
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
意
志
の
方
向
の
「
相
続
者
」、
そ
れ
を
「
共

に
担
う
者
」
と
し
て
あ
る
か
ぎ
り
で
あ
る
、
と
フ
ッ
サ
ー
ル
は
言
う
（ibid.

）。

し
た
が
っ
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
『
危
機
』
の
中
で
行
っ
て
い
る
歴
史
省
察
と
は
、

〈
歴
史
の
中
で
哲
学
者
や
思
想
家
た
ち
が
何
を
意
志
に
お
い
て
目
指
し
た
か
、そ
し
て

そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
受
け
継
が
れ
た
り
変
様
し
た
り
し
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

の
考
察
〉
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
た
、
目
標
の
原
創
設
を
遡
っ
て
問
う
歴
史
の
解
明
の
仕
方
は
…
…
、
哲

学
者
は
本
来
何
を
目
指
す
の
か
、
精
神
的
な
祖
先
の
意
志
に
基
づ
い
て
、
そ
し

て
そ
の
よ
う
な
意
志
と
し
て
、
哲
学
者
に
お
い
て
は
何
が
意
志
で
あ
る
の
か
に

つ
い
て
の
、哲
学
者
の
真
正
な
自
己
省
察
に
他
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
す
な
わ
ち
、

自
明
性
と
し
て
哲
学
者
の
私
的
か
つ
非
歴
史
的
な
研
究
の
地
盤
と
な
っ
て
い
る

沈
殿
し
た
概
念
性
を
、
そ
の
隠
れ
た
歴
史
的
意
味
に
お
い
て
再
び
生
き
生
き
し

た
も
の
に
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
、
哲
学
者
自
身
の
自
己
省
察
に
お

い
て
、
同
時
に
、
父
祖
の
自
己
省
察
を
受
け
継
い
で
ゆ
く
こ
と
を
意
味
す
る
の

で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
思
想
家
た
ち
の
連
鎖
、
彼
ら
の
思
考
の
社
会
性
、
思
想

上
の
共
同
性
を
再
び
目
覚
め
さ
せ
、
そ
れ
を
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
の
生
き
生
き

と
し
た
現
在
へ
と
転
換
す
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
に
現
在

化
さ
れ
た
全
体
的
統
一
に
基
づ
い
て
、
責
任
あ
る
批
判
を
行
う
こ
と
を
意
味
す

る
…
…
。（V

I, 72f.

）

こ
の
よ
う
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
『
危
機
』
の
歴
史
考
察
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
よ

う
と
し
た
目
的
論
と
は
、
こ
う
し
た
〈
意
志
の
受
け
継
ぎ
〉
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
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フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
に
お
け
る
〈
意
志
の
受
け
継
ぎ
〉
と
動
機
づ
け
に
つ
い
て

1021

が
で
き
る⑤
。２　

意
志
、
動
機
づ
け
、
自
然
の
因
果
性

し
か
し
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
意
志
と
い
う
も
の
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
か
。

こ
こ
で
は
、
本
稿
の
議
論
に
関
連
す
る
範
囲
で
こ
の
点
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

以
下
で
は
、意
志
を
動
機
づ
け
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
す
る
。
先
に
見
た
よ
う
に
、

フ
ッ
サ
ー
ル
の
考
え
で
は
、
歴
史
の
内
に
は
統
一
的
な
意
志
の
方
向
、
精
神
と
精
神

の
あ
い
だ
の
意
志
の
受
け
継
ぎ
が
潜
ん
で
い
る
。
さ
ら
に
、『
危
機
』
で
は
、
歴
史
と

の
連
関
に
お
い
て
繰
り
返
し
動
機
づ
け
が
言
及
さ
れ
て
い
る
。「
…
…
歴
史
的
過
程
の

全
体
は
、
隠
れ
た
最
も
内
的
な
動
機
づ
け
を
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
明

ら
か
に
さ
れ
る
よ
う
な
き
わ
め
て
注
目
す
べ
き
形
態
を
持
つ
…
…
」（V

I, 9

）。
そ
し

て
『
イ
デ
ー
ン
II
』
で
は
「
動
機
づ
け
は
精
神
生
活
の
法
則
性
で
あ
る
」（IV

, 220

）

と
も
言
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
歴
史
の
中
で
受
け
継
が
れ
る
べ
き
意
志
が
動
機
づ
け
と

ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
か
に
つ
い
て
、
本
稿
で
は
詳
し
く
見
て
ゆ
き
た
い
。

フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
っ
て
、
動
機
づ
け
は
も
と
も
と
、
目
的
や
意
志
に
関
係
す
る
概

念
だ
っ
た
。
彼
は
初
期
か
ら
、
こ
の
概
念
を
因
果
性
と
い
う
概
念
と
対
立
す
る
も
の

と
し
て
考
え
続
け
て
い
る
が
、『
イ
デ
ー
ン
I
』（
一
九
一
三
年
）
の
あ
る
注
で
は
こ
の

動
機
づ
け
と
い
う
概
念
が
、
目
的
の
意
欲
と
手
段
の
意
欲
と
の
関
係
を
一
般
化
し
た

も
の
だ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

次
の
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
動
機
づ
け
と
い
う
こ
の
現
象
学
の
根
本

概
念
は
…
…
次
の
よ
う
な
動
機
づ
け
概
念
の
一
般
化
な
の
で
あ
る
。す
な
わ
ち
、

た
と
え
ば
わ
れ
わ
れ
が
、
目
的
の
意
欲
に
関
し
て
、
目
的
の
意
欲
が
手
段
の
意

欲
を
動
機
づ
け
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
依
拠
し
て
い
る
よ
う
な
動
機

づ
け
概
念
の
一
般
化
な
の
で
あ
る
。（III, 101 A

n
m

.

）

し
た
が
っ
て
、
歴
史
の
内
に
動
機
づ
け
の
連
関
が
潜
ん
で
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
こ

に
は
も
と
も
と
、
そ
の
究
極
的
な
目
的
が
想
定
さ
れ
て
い
よ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
目

的
と
手
段
の
連
関
が
内
含
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、動
機
づ
け
は
『
イ
デ
ー
ン
II
』
の
論
述
（IV, 220-247

）
に
よ
れ
ば
、〈
今

現
れ
て
い
る
部
分
を
補
完
す
る
こ
と
を
求
め
る
要
求
〉
で
あ
る
と
解
釈
す
る
こ
と
が

で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
そ
こ
で
動
機
づ
け
を
二
種
類
に
分
け
、
自
我

の
能
動
的
な
関
与
を
要
求
す
る
動
機
づ
け
を
「
理
性
動
機
づ
け
」、そ
う
で
な
い
も
の

を
「
連
合
的
動
機
づ
け
」
と
し
て
お
り
、
今
問
題
に
な
っ
て
い
る
意
志
を
要
求
す
る

動
機
づ
け
は
前
者
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
し
て
こ
れ
に
は
、「
類
似
の
部
分
の
存
在
は

類
似
の
補
完
部
分
の
存
在
を
要
求
す
る
」
と
い
う
「
動
機
づ
け
の
法
則
」
が
あ
る
と

さ
れ
る
（IV, 223

）。（
連
合
的
動
機
づ
け
も
同
様
の
補
完
要
求
で
あ
る
が
、
た
だ
し
存
在
の

定
立
を
要
求
す
る
も
の
で
は
な
い
。）

さ
て
、
動
機
づ
け
と
い
う
概
念
を
扱
う
際
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

先
に
も
触
れ
た
が
、
自
然
の
因
果
性
と
の
違
い
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
動
機
づ
け
は

0

0

0

0

0

何
か
を
要
求
す
る
だ
け
で
あ
っ
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
何
か
を
結
果
と
し
て
引
き
起
こ
す
の
で
は
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
何
か
を
引
き
起
こ
す
（k

au
sieren

）
の
は
自
然
の
因
果
性
に

お
け
る
原
因
で
あ
り
、
動
機
づ
け
る
（m

otivieren

）
も
の
は
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の

原
因
で
は
な
い
。『
イ
デ
ー
ン
II
』
で
は
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。

諸
自
然
科
学
に
お
け
る
自
然
の
因
果
性
は
、そ
の
相
関
者
を
自
然
法
則
に
持
ち
、

そ
の
法
則
に
従
っ
て
、一
義
的
に
決
ま
っ
て
い
る
状
況
の
下
で
〔
結
果
と
し
て
〕

生
じ
ざ
る
を
得
な
い
も
の
が
一
義
的
に
規
定
さ
れ
る
（
少
な
く
と
も
物
的
自
然
の

範
囲
内
で
は
）。（IV, 229

）⑥

動
機
づ
け
と
因
果
性
の
違
い
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
テ
ク
ス
ト
を
も
う
一
つ
挙

げ
て
お
く
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
一
九
一
〇
年
ご
ろ
の
あ
る
草
稿
で
、
人
間
を
も
っ
ぱ
ら
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動
機
づ
け
の
主
観
と
し
て
考
察
す
る
と
い
う
態
度
を
と
っ
た
場
合
に
つ
い
て
次
の
よ

う
に
論
じ
て
い
る
。

こ
こ
で
下
さ
れ
る
判
断
の
形
式
は
、
見
た
と
こ
ろ
客
観
的
な
判
断
の
一
つ
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、「
私
は
私
の
友
人
に
よ
っ
て
動
か
（bestim

m
en

）
さ
れ
て
い

る
」、「
私
が
そ
れ
を
し
た
の
は
、
彼
が
そ
れ
を
し
た
か
ら
（w

eil

）
だ
」
な
ど
と

言
わ
れ
る
。
し
か
し
実
際
の
と
こ
ろ
、
動
機
づ
け
は
因
果
性
で
は
な
い
。
す
な

わ
ち
、
私
は
私
の
友
人
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
私
の
友
人
に
つ
い
て
の
表
象
に

よ
っ
て
、
私
が
彼
に
つ
い
て
「
考
え
る
こ
と
」
や
、
彼
の
行
為
に
つ
い
て
「
考

え
る
こ
と
」
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、そ
し
て
こ
の
「
動
か
す
」

と
い
う
の
は
、
こ
こ
で
は
、
自
然
の
意
味
に
お
い
て
引
き
起
こ
す
（kau

sieren

）

と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
動
機
づ
け
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す

る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
「
私
は
考
え
る
」
が
、
別
の
「
私
は
考
え
る
」
に
よ
っ

て
動
機
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。（X

III, 94

）

こ
こ
で
こ
の
「
か
ら
（w

eil

）」
は
、
物
的
自
然
に
お
け
る
原
因
で
は
な
く
、
動
機
づ

け
る
も
の
を
表
す
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

２
―
１　

意
志
の
非
因
果
性

こ
の
よ
う
な
動
機
づ
け
と
行
為
と
の
あ
い
だ
の
関
係
に
つ
い
て
フ
ッ
サ
ー
ル
が
ど

の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
を
テ
ク
ス
ト
か
ら
読
み
取
ろ
う
と
す
る
と
き
、
彼
の
表
現

に
対
し
て
慎
重
に
な
る
必
要
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
一
見
す
る
と
そ
れ
に
関
連
す

る
概
念
で
あ
る
「
因
果
性
」
や
「
実
在
性
」
が
多
義
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
に

見
え
る
か
ら
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
「
実
在
性
（R

ealität

）」
と
い
う
語
を
基
本

的
に
は
〈
時
間
空
間
的
に
限
定
さ
れ
、
他
の
も
の
と
因
果
関
係
に
あ
る
も
の
〉
と
い

う
意
味
で
用
い
て
お
り⑦
、
こ
れ
は
物
的
な
「
自
然
（N

atu
r

）」
と
ほ
ぼ
同
義
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
自
然
か
ら
区
別
さ
れ
る
べ
き
「
精
神
（G

eist

）」
も
「
実
在

性
」
と
呼
ば
れ
た
り
、
そ
の
精
神
が
別
の
も
の
と
「
因
果
的
」
な
関
係
を
持
っ
て
い

る
と
言
わ
れ
た
り
も
す
る
。

し
か
し
や
は
り
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
精
神
と
自
然
を
は
っ
き
り
と
区
別
し
、
因
果
性

が
ま
ず
は
自
然
の
事
物
の
関
係
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。『
イ
デ
ー
ン
II
』で

は
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。

精
神
は
自
然
に
「
働
き
か
け
る
」
が
、
し
か
し
や
は
り
、
自
然
に
対
し
て
、
自

然
の
意
味
に
お
け
る
因
果
性
を
示
す
こ
と
は
な
い
。
因
果
性
は
、
あ
る
実
在
性

と
、
そ
れ
に
相
関
的
な
状
況
の
中
の
諸
々
の
実
在
性
と
の
関
係
で
あ
る
。
し
か

し
、
精
神
と
い
う
実
在
性
は
、
自
然
の
内
部
に
あ
る
実
在
的
な
諸
状
況
に
関
係

づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、「
周
囲
世
界
」
と
他
の
諸
精
神
と
の
う
ち
に
存

し
て
い
る
実
在
的
な
諸
状
況
に
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
は
自

然
で
は
な
い
。（IV, 283

）

そ
れ
ゆ
え
わ
れ
わ
れ
は
、
精
神
と
物
的
自
然
と
の
独
特
な
関
係
を
確
立
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
二
種
類
の
実
在
性
の
あ
い
だ
の
関
係
、
つ
ま
り

条
件
性
の
関
係
を
。
し
か
し
〔
そ
れ
は
〕
や
は
り
真
正
な
意
味
で
の
因
果
性
の

関
係
で
は
な
い
。（ibid.

）

こ
の
よ
う
に
、「
因
果
性
」
と
「
実
在
性
」
と
い
う
表
現
は
、
自
然
に
も
精
神
に
も

同
じ
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
だ
が
同
時
に
、「
因
果
性
」
と
い
う
語

は
基
本
的
に
物
的
自
然
に
お
け
る
関
係
を
意
味
し
、
そ
れ
ゆ
え
、
精
神
と
自
然
と
の

あ
い
だ
の
関
係
を
示
す
際
に
は
、
拡
張
さ
れ
た
意
味
で
の
「
因
果
性
」
と
い
う
語
が

用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
こ
こ
か
ら
分
か
る⑧
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
人
間
の
精
神
に
よ
る
意
図
的
行
為
の
行
わ
れ
る
場
は
、
物
的
な



一
八
一

フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
に
お
け
る
〈
意
志
の
受
け
継
ぎ
〉
と
動
機
づ
け
に
つ
い
て

1023

自
然
の
側
面
を
持
つ
身
体
で
あ
る⑨
。「
こ
の
よ
う
に
精
神
的
自
我
は
心
に
依
存
し
て
お

り
、
そ
し
て
心
は
身
体
に
依
存
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
精
神
は
自
然
に
条
件
づ
け

ら
れ
て
い
る
」（IV, 281

）。
そ
の
た
め
、そ
こ
に
は
因
果
的
な
記
述
が
ど
う
し
て
も
入

り
込
ま
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
今
引
用
し
た
文
の
直
後
で
は
こ
う
言
わ

れ
て
い
る
。「
し
か
し
だ
か
ら
と
言
っ
て
、精
神
は
自
然
と
因
果
性
の
関
係
に
あ
る
の

で
は
な
い
」（ibid.
）。

意
志
と
身
体
に
つ
い
て
記
述
し
て
い
る
次
の
箇
所
は
、
以
上
の
こ
と
を
念
頭
に
置

い
た
う
え
で
読
ま
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

こ
れ
〔
＝
精
神
と
物
的
自
然
と
の
関
係
〕
は
精
神
的
な
関
係
で
あ
り
、
か
つ
因

果
的
な
関
係
で
あ
る
。
私
は
私
の
「
フ
ィ
ア
ッ
ト
（fiat

）」
を
遂
行
す
る
。
そ

し
て
、
手
が
動
く
の
は
、
私
が
意
欲
す
る
「
か
ら
（w

eil

）」
で
あ
る
。
身
体
は
、

私
に
よ
っ
て
自
由
に
動
か
せ
る
身
体
と
し
て
あ
る
か
ぎ
り
、
精
神
的
な
実
在
性

で
あ
り
、
そ
の
実
在
性
の
理
念
に
は
、
自
由
な
運
動
の
主
観
と
し
て
の
自
我
へ

の
関
係
が
属
し
て
い
る
。
そ
し
て
逆
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。（IV, 283f.

）

「
フ
ィ
ア
ッ
ト
」
と
は
、
意
図
的
行
為
の
根
元
に
あ
る
「
意
欲
と
行
為
の
開
始
点

（der E
in

satzpu
n

kt des W
ollen

s u
n

d H
an

deln
s

）」の
こ
と
で
あ
る（III, 281
）。
ラ

テ
ン
語
のfiat

は
「
そ
の
よ
う
に
な
れ
」
と
い
う
、
三
人
称
の
も
の
に
対
す
る
命
令

を
表
す
表
現
で
あ
る⑩
。
今
引
用
し
た
箇
所
で
は
、
精
神
も
物
的
自
然
も
と
も
に
実
在

性
と
呼
ば
れ
、
そ
れ
ら
の
あ
い
だ
に
精
神
的
な
関
係
と
因
果
的
な
関
係
が
あ
る
と
述

べ
ら
れ
て
い
る
が
、
や
は
り
、
こ
の
「
か
ら
（w

eil

）」
は
、
先
に
引
用
し
た
箇
所
と

同
様
に
、自
然
の
因
果
性
に
お
け
る
原
因
を
意
味
し
な
い
だ
ろ
う⑪
。
ま
さ
に
こ
こ
に
、

因
果
的
な
関
係
か
ら
区
別
さ
れ
る
「
精
神
的
な
関
係
」
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る

の
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
は
ど
の
よ
う
な
関
係
な
の
か
。

２
―
２　

意
志
と
原
印
象
と
の
関
係

こ
の
点
に
関
し
て
、
ま
っ
た
く
別
の
観
点
か
ら
意
志
と
身
体
運
動
の
関
係
に
つ
い

て
考
え
て
み
た
い
。
そ
れ
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
原
印
象
（U

rim
pression

）」
と
い
う

概
念
に
関
わ
る
。

原
印
象
と
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
時
間
意
識
論
に
お
け
る
中
心
的
な
概
念
で
あ
る
。
原

印
象
は
最
も
根
源
的
な
現
在
に
お
い
て
生
じ
る
印
象
で
あ
り
、
こ
れ
な
し
に
は
時
間

を
意
識
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
い
る
私
た
ち
の

日
常
的
な
具
体
的
経
験
も
成
り
立
た
な
い
。
そ
の
よ
う
な
原
印
象
に
つ
い
て
『
内
的

時
間
意
識
の
現
象
学
』（
一
九
二
八
年
）
の
付
論
一
で
は
、
そ
の
き
わ
め
て
根
源
的
な

「
原
産
出
（U

rzeu
gu

n
g

）」
と
い
う
あ
り
方
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。

変
様
は
た
え
ず
次
々
に
新
し
い
変
様
を
産
出
（zeu

gen

）
す
る
。
原
印
象
は
こ

の
産
出
の
絶
対
的
出
発
点
で
あ
り
、
源
泉
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
の
も
の
は
す

べ
て
た
え
ず
そ
こ
か
ら
産
出
さ
れ
る
。
し
か
し
原
印
象
そ
れ
自
体
は
産
出
さ
れ

な
い
。
そ
れ
は
産
出
さ
れ
た
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
自
発
的
発
生
（gen

esis 

spon
tan

ea

）
に
よ
っ
て
生
じ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
原
産
出
で
あ
る
。
そ
れ
は

成
長
す
る
の
で
は
な
く
（
そ
れ
は
胚
を
持
た
な
い
）、
原
創
造
で
あ
る
。（X

, 100

）

原
印
象
か
ら
別
の
も
の
が
産
出
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
原
印
象
そ
の
も
の
は
決

し
て
別
の
も
の
か
ら
産
出
さ
れ
な
い
。
こ
れ
は
、「
根
源
的
に
産
出
さ
れ
た
も
の
（das 

U
rzeu

gte

）、『
新
し
い
も
の
』
で
あ
り
、
意
識
の
自
発
性
に
よ
っ
て
産
出
さ
れ
た
も

の
と
は
反
対
に
、
意
識
と
は
無
関
係
に
（bew

u
ßtsein

sfrem
d

）
生
じ
、
受
け
取
ら
れ

る
も
の
で
あ
る
」（ibid.

）
と
も
言
わ
れ
る
。

こ
の
と
き
、
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
こ
の
「
意
識
」
に
意
志
も
含
ま
れ
る
だ
ろ
う

か
。
お
そ
ら
く
含
ま
れ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
原
産
出
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そ
の
も
の
を
意
志
に
よ
っ
て
自
由
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
に

な
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
場
合
に
は
、
原
印
象
は
、
意
志
と
は
無
関
係
に
生
じ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
受
け

0

0

取
ら
れ
る

0

0

0

0

だ
け
の
も
の
で
あ
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
私
は
私

の
意
志
に
よ
っ
て
原
印
象
を
自
由
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
と
は
言
え
な
い
こ
と
に

な
る
。

原
印
象
と
は
、
そ
の
つ
ど
の
具
体
的
な
時
間
意
識
が
成
立
す
る
た
め
に
必
要
な
構

成
要
素
で
あ
り
、そ
れ
が
な
け
れ
ば
そ
の
つ
ど
の
具
体
的
な
経
験
は
成
り
立
た
な
い
。

た
し
か
に
原
印
象
は
抽
象
的
に
考
え
ら
れ
た
点
的
な
今
、「
理
念
的
な
限
界
」（X

, 40

）

で
し
か
な
く
、
日
常
的
に
そ
れ
を
目
指
し
て
意
志
を
働
か
せ
る
と
い
う
こ
と
は
考
え

ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
時
間
的
広
が
り
を
持
っ
た
具
体
的
な
今
を
構
成
す
る

た
め
に
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
今
行
わ
れ
て
い
る
あ
る
具
体
的

な
身
体
的
行
為
、
た
と
え
ば
〈
手
を
動
か
す
〉
こ
と
を
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て

統
一
的
に
把
握
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
に
対
応
す
る
原
印
象
が
最
も
根
源
的
な
今
に

お
い
て
生
じ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

だ
が
、
手
を
動
か
そ
う
と
し
て
も
、
す
な
わ
ち
、〈
手
を
動
か
す
と
い
う
フ
ィ
ア
ッ

ト
を
遂
行
す
る
〉
と
言
え
る
事
態
が
成
立
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
対
応
す
る

原
印
象
が
そ
の
フ
ィ
ア
ッ
ト
に
よ
っ
て
産
出
さ
れ
る

0

0

0

0

0

と
は
言
え
な
い
。
原
印
象
が
、

意
志
で
あ
れ
何
で
あ
れ
、他
の
も
の
か
ら
産
出
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
「
原
産
出
」「
原

創
造
」
な
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
う
な
る
。
と
も
か
く
、
原
印
象
が
「
意
識
と
は
無
関

係
に
」
生
じ
る
の
な
ら
、
す
く
な
く
と
も
、
フ
ィ
ア
ッ
ト
と
原
印
象
の
あ
い
だ
に
は

因
果
的
な
関
係
が
あ
る
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。

そ
も
そ
も
、
フ
ィ
ア
ッ
ト
が
現
象
学
的
還
元
の
後
に
捉
え
ら
れ
る
意
志
の
こ
と
で

あ
る
な
ら
、そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
限
り
の
フ
ィ
ア
ッ
ト
は
（
現
象
学

的
還
元
と
は
世
界
、お
よ
び
世
界
に
存
在
す
る
あ
ら
ゆ
る
実
在
的
な
事
物
の
存
在
に
関
し
て
判

断
を
中
止
す
る
こ
と
で
あ
る
の
だ
か
ら
）、
他
の
実
在
的
な
事
物
と
因
果
的
な
関
係
に
あ

る
と
は
言
え
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、（
同
様
に
現
象
学
的
還
元
後
に
捉
え

ら
れ
る
）
ノ
エ
マ
的
意
味
に
関
し
て
言
わ
れ
た
「
意
味
は
燃
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
」⑫

と
い
う
事
態
に
類
比
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、こ
の
表
現
に
な
ぞ
ら
え
て
言
う
な
ら
、

「
フ
ィ
ア
ッ
ト
は
身
体
を
燃
や
す
こ
と
が
で
き
な
い
」と
言
い
表
す
こ
と
が
可
能
か
も

し
れ
な
い
。

２
―
３　

意
図
的
行
為
の
明
証
性

し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
一
体
何
を
意
味
す
る
の
か
。
私
は
、
日
常
的
に
、
自
分
の

身
体
を
あ
る
程
度
自
由
に
動
か
し
、
意
図
的
で
自
発
的
な
行
為
を
す
る
こ
と
が
で
き

て
い
る
と
確
信
し
て
い
る
（
そ
れ
と
同
時
に
、自
由
に
動
か
せ
な
い
部
分
も
あ
る
と
確
信
し

て
い
る
が
、
自
由
に
動
か
せ
る
か
動
か
せ
な
い
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
部
分
も
あ
る
）。
し
か

し
、
も
し
私
が
意
志
に
よ
っ
て
原
印
象
を
自
由
に
生
じ
さ
せ
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
と
し
た
ら
ど
う
な
る
の
か
。
あ
る
い
は
現
象
学
的
に
捉
え
ら

れ
た
意
志
（
フ
ィ
ア
ッ
ト
）
と
、
身
体
運
動
の
あ
い
だ
に
因
果
的
な
関
係
が
な
い
の
だ

と
し
た
ら
ど
う
な
る
の
か
。
本
当
に
私
た
ち
は
自
由
で
あ
る
と
言
え
る
の
か
。
た
と

え
ば
、
私
は
日
常
的
に
、
自
分
の
手
を
自
由
に
動
か
す
こ
と
が
で
き
る
と
思
っ
て
い

る
。
だ
が
、
そ
の
動
き
が
私
の
意
志
の
結
果

0

0

で
は
な
い
と
し
た
ら
、
私
の
日
常
的
な

確
信
を
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
な
が
ら
、
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
は
、
私
た
ち
が
実

際
に
受
け
取
っ
て
い
る
明
証
（E

viden
z

）
を
手
放
さ
ず
、
そ
の
明
証
が
及
ぶ
範
囲
内

で
考
え
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
何
ら
か
の
仕
方
で
案
出
さ
れ
た
諸
概
念
を
た
だ
操
作
し

組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
明
証
と
は
違
う
こ
と
を
主
張
す
る
と
い
う

こ
と
は
許
さ
れ
な
い⑬
。

そ
れ
で
は
、フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
の
枠
内
で
は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
な
の
か
。

「
私
は
手
を
動
か
す
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
よ
う
な
〈
身
体
能
力
に
つ
い
て
の
明

証
〉
と
、〈
意
志
と
身
体
運
動
と
が
因
果
関
係
に
な
い
〉
と
い
う
こ
と
は
、
ど
の
よ
う

に
考
え
れ
ば
両
立
可
能
に
な
る
の
か
。
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重
要
な
こ
と
は
、〈
意
志
の
動
機
づ
け
〉
と
〈
意
志
の
遂
行
〉
と
〈
現
実
の
身
体
運

動
〉
と
の
あ
い
だ
に
は
決
し
て
必
然
的
な
結
び
つ
き
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
理
解
す

る
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
私
が
あ
る
意
志
を
遂
行
す
る
よ
う
に
動
機
づ
け
ら
れ

た
と
し
て
も
、
私
が
そ
れ
に
応
答
し
て
実
際
に
そ
の
意
志
を
遂
行
す
る⑭
と
は
か
ぎ
ら

な
い
。
ま
た
、
私
が
そ
の
意
志
を
遂
行
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
意
志
に
よ
っ
て
目
指

さ
れ
た
身
体
運
動
が
実
際
に
行
わ
れ
る
、
す
な
わ
ち
、
現
実
に
存
在
す
る
よ
う
に
な

る
と
は
限
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
は
も
と
も
と
相
互
に
自
立
的
、
没
交
渉
的
な

関
係
に
あ
る
。（
す
く
な
く
と
も
そ
こ
に
は
、
互
い
に
切
り
離
す
こ
と
の
で
き
な
い
、
ア
プ

リ
オ
リ
な
結
び
つ
き
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。）
こ
れ
に
対
し
、
因
果
関
係
と
は
依
存
的
な

関
係
で
あ
る
と
さ
れ
る
。『
イ
デ
ー
ン
I
』
で
は
、「
二
つ
の
実
在
性
の
あ
い
だ
の
依

存
関
係
と
し
て
の
自
然
的
因
果
性
」
が
「
因
果
性
の
通
常
の
意
味
」
で
あ
る
と
も
述

べ
ら
れ
て
い
る
（III, 105

）。

そ
う
す
る
と
、
意
志
の
遂
行
と
は
、
自
然
の
因
果
性
に
よ
っ
て
考
え
る
べ
き
も
の

で
は
な
く
、
そ
れ
の
目
指
す
も
の
が
実
現
す
る
か
し
な
い
か
決
し
て
あ
ら
か
じ
め
確

言
で
き
な
い
〈
命
令
〉
や
〈
祈
り
〉
に
似
て
い
る
と
言
う
べ
き
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

意
志
が
原
印
象
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
ず
、
何
か
を
結
果
と
し
て
生
じ
さ
せ
る
こ
と

は
で
き
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
私
に
で
き
る
こ
と
は
た
だ
、
自
分
の
目
指
す
も
の
が
生

じ
る
よ
う
に
身
体
に
命
じ
た
り
、
祈
っ
た
り
す
る
こ
と
だ
け
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る

の
で
は
な
い
か⑮
。
お
そ
ら
く
自
分
の
身
体
を
自
由
に
動
か
せ
な
い
場
合
に
、
こ
の
こ

と
は
顕
在
化
す
る
。
私
は
、
自
分
が
身
体
を
あ
る
程
度
自
由
に
動
か
し
て
い
る
と
感

じ
て
い
る
か
ぎ
り
で
は
、
自
分
が
現
実
に
身
体
を
動
か
せ
る
の
は
あ
た
り
ま
え
の
こ

と
だ
と
思
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
、
自
分
の
身
体
を
自
由
に
動
か
せ
な
い
場
合
、
私

は
自
分
の
身
体
に
向
か
っ
て
「
動
け
！
」
と
い
う
命
令
、
あ
る
い
は
祈
り
、
場
合
に

よ
っ
て
は
懇
願
の
よ
う
な
も
の
を
行
う
。
こ
れ
は
、
通
常
隠
れ
て
い
る
意
志
の
あ
り

さ
ま
が
露
呈
し
た
も
の
で
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
場
合
で
な
い
か
ぎ
り
、
自
由
に
身
体
を
動
か
す
こ
と
が
で

き
る
の
は
当
た
り
前
だ
と
私
は
思
っ
て
い
る
。そ
し
て
こ
れ
は
一
つ
の
明
証
で
あ
る
。

フ
ッ
サ
ー
ル
は
『
イ
デ
ー
ン
I
』
で
、
明
証
と
は
「
理
性
定
立
と
、
そ
の
理
性
定

立
を
本
質
的
に
動
機
づ
け
る
も
の
と
の
統
一
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（III, 316

）。

理
性
定
立
と
は
、
あ
る
も
の
が
現
実
に
存
在
し
て
い
る
と
み
な
す
意
識
の
働
き
で
あ

る
（
そ
し
て
前
述
の
「
理
性
動
機
づ
け
」
と
は
ま
さ
に
こ
れ
を
動
機
づ
け
る
も
の
だ
と
考
え

ら
れ
る
）。
し
た
が
っ
て
、
理
性
定
立
と
そ
れ
を
動
機
づ
け
る
も
の
と
の
統
一
と
は
、

〈
何
か
が
現
実
に
存
在
す
る
よ
う
に
要
求
す
る
動
機
づ
け
が
生
じ
、そ
れ
が
現
実
に
存

在
す
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
〉
と
い
う
こ
と
、
し
た
が
っ
て
〈
そ
れ
が
現
実
に
存
在

す
る
と
み
な
す
こ
と
を
妨
げ
る
よ
う
な
動
機
づ
け
が
生
じ
て
い
な
い
、
あ
る
い
は
、

そ
の
よ
う
な
動
機
づ
け
の
力
が
無
視
で
き
る
ほ
ど
に
弱
い
〉
と
い
う
こ
と
を
意
味
す

る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
明
証
と
は
、
理
性
定
立
の
要
求
が
満
た
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ

て
、
さ
ら
な
る
理
性
定
立
の
要
求
が
生
じ
続
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と

が
で
き
る⑯
。

こ
の
こ
と
は
、
意
志
に
関
し
て
、
た
と
え
ば
私
の
手
を
動
か
す
と
い
う
意
図
的
な

身
体
運
動
に
関
し
て
言
え
ば
、
私
の
手
が
今
あ
る
位
置
に
で
は
な
く
別
の
位
置
に
存

在
す
る
よ
う
に
要
求
す
る
動
機
づ
け
が
生
じ
、
そ
の
動
機
づ
け
に
対
し
て
私
が
「
そ

の
よ
う
に
あ
れ
（fiat

）」
と
命
じ
（
あ
る
い
は
祈
り
）、そ
し
て
現
実
に
そ
の
よ
う
に
な

り
、
さ
ら
に
そ
の
後
も
そ
れ
に
類
似
の
身
体
運
動
が
要
求
さ
れ
つ
づ
け
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
理
性
定
立
と
そ
れ
を
動
機
づ
け
る
も
の
と
の
統
一
で
あ
る

明
証
が
生
じ
、
私
は
「
私
は
自
分
の
手
を
現
実
に
自
分
の
意
志
で
自
由
に
動
か
す
こ

と
が
で
き
る
」
と
持
続
的
に
実
感
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
手
だ
け
で
は
な
く
、

他
の
身
体
に
関
し
て
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
動
機
づ
け
は
補
完
を
要
求
す
る
意
識
の
働
き
で
あ
る
た
め
、
身
体
の
運
動

に
よ
っ
て
結
果
と
し
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
様
々
な
出
来
事
も
ま
た
動
機
づ
け
ら
れ
る

だ
ろ
う
（
た
と
え
ば
「
手
を
動
か
し
て
コ
ッ
プ
を
持
ち
上
げ
る
」
な
ど
）。
そ
の
よ
う
な
出

来
事
も
、
意
志
の
遂
行
に
伴
っ
て
現
実
に
行
わ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
も
ま
た
、
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一
連
の
動
機
づ
け
連
関
の
中
に
含
ま
れ
、
明
証
を
構
成
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

そ
し
て
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
結
果
の
連
鎖
が
、
目
的
の
意
欲
と
手
段
の
意
欲
の
動
機

づ
け
連
関
を
確
立
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
、繰
り
返
す
が
、こ
の
一
連
の
プ
ロ
セ
ス
を
構
成
す
る
要
素
で
あ
る
〈
意

志
の
動
機
づ
け
〉
と
〈
意
志
の
遂
行
〉
と
〈
現
実
の
身
体
運
動
〉
は
相
互
に
依
存
し

て
お
ら
ず
、
没
交
渉
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
類
似
の
意
志
の
遂
行
と
類
似
の
身
体
運

動
と
が
繰
り
返
し
生
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
プ
ロ
セ
ス
全
体
を
要
求
す
る
動
機

づ
け
の
力
が
強
化
さ
れ
、
そ
の
た
め
、
意
志
と
身
体
運
動
の
あ
い
だ
に
強
固
な
結
び

つ
き
が
あ
る
と
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
明
証
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
結
び
つ
き
は
因
果
的
な
関
係
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
意
志
に
よ
っ
て
身
体

運
動
が
結
果
と
し
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
具
体
的
な
身
体
的
行

為
が
成
立
す
る
た
め
に
必
要
不
可
欠
な
原
印
象
も
、
私
の
意
志
と
は
無
関
係
に
発
生

す
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
に
こ
の
よ
う
な
明
証
は
生
じ
る
。
つ
ま
り
、

〈
身
体
能
力
に
つ
い
て
の
明
証
〉
と
、〈
意
志
と
身
体
運
動
と
が
因
果
関
係
に
な
い
〉

と
い
う
こ
と
は
、
最
初
か
ら
両
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
、意
志
と
身
体
運
動
と
は
本
来
没
交
渉
的
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

意
志
を
遂
行
す
る
こ
と
で
身
体
運
動
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
明
証
が

生
じ
う
る
と
い
う
こ
と
が
、先
ほ
ど
の
（
精
神
と
身
体
と
の
）「
精
神
的
な
関
係
」
と
い

う
表
現
で
言
わ
れ
て
い
た
こ
と
の
内
実
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

３　

目
的
と
手
段
の
連
鎖

以
上
、『
危
機
』
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
〈
哲
学
を
目
指
す
意
志
の
受
け
継
ぎ
〉
に
つ

い
て
考
え
る
た
め
、
他
の
テ
ク
ス
ト
で
フ
ッ
サ
ー
ル
が
意
志
そ
の
も
の
に
つ
い
て
ど

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
か
を
見
て
、
そ
こ
か
ら
意
志
と
意
志
が
目
指
す
も
の
と
が
ど

の
よ
う
な
関
係
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
を
考
察
し
た
。
こ
こ
ま
で
は
、
意
志
と
身

体
運
動
と
い
う
比
較
的
狭
い
範
囲
の
関
係
だ
け
を
見
て
き
た
が
、
目
的
と
手
段
の
連

鎖
は
さ
ら
に
遠
く
に
ま
で
及
ぶ
の
で
あ
り
、そ
の
こ
と
も
見
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

以
下
で
は
、
そ
の
よ
う
な
目
的
と
手
段
の
連
鎖
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
箇
所
と
し

て
、
一
九
二
三
年
／
二
四
年
に
行
わ
れ
た
『
第
一
哲
学
』
講
義
の
第
二
部
の
冒
頭
を

取
り
上
げ
た
い
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
そ
の
第
二
九
講
義
で
、
哲
学
を
「
職
業
」
あ
る
い

は
「
天
職
」
と
訳
す
こ
と
の
で
き
るB

eru
f

と
い
う
観
点
か
ら
考
察
し
て
い
る
。

こ
の
箇
所
で
言
わ
れ
るB

eru
f

と
は
、
あ
る
目
的
を
選
ん
だ
と
き
の
、
そ
れ
に
至

る
ま
で
の
個
々
の
目
的
と
手
段
の
連
鎖
の
全
体
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。た
と
え
ば
、

商
人
と
い
う
職
業
を
選
ん
だ
人
は
、
富
な
ど
の
目
的
に
向
け
て
で
き
る
か
ぎ
り
成
功

す
る
と
い
う
こ
と
を
、
あ
る
時
点
で
、「
断
固
と
し
て
・
こ
れ
を
最
後
に
（E

in
-fü

r-

allem
al

）」（V
III, 13

）
と
い
う
形
で
決
意
し
た
人
で
あ
る
。
こ
の
決
意
に
よ
っ
て
人

は
、
自
分
の
設
定
し
た
生
の
目
的
（
い
わ
ば
理
想
の
自
己
像
）
に
た
え
ず
接
近
し
よ
う

努
力
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
か
ら
逸
れ
る
こ
と
は
自
己
自
身
か
ら
の
逸
脱
を
意

味
す
る
。
そ
し
て
商
人
と
い
う
職
業
を
選
ぶ
こ
と
を
決
意
し
た
人
は
「
た
だ
単
に
相

互
に
並
ん
で
い
る
だ
け
で
な
く
、
互
い
が
互
い
に
基
づ
い
て
い
る
よ
う
な
統
合
し
増

大
す
る
価
値
と
目
的
の
無
限
の
連
鎖
を
眼
前
に
持
つ
」こ
と
に
な
る（ibid.

）。B
eru

f

と
い
う
語
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
目
的
と
手
段
の
連
鎖
の

全
体
の
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
なB

eru
f

も
、「
召
命
（B

eru
fu

n
g

）」（
あ
る
い
は
「
使
命
感
」

と
も
訳
せ
る
）
に
基
づ
く
か
基
づ
か
な
い
か
に
よ
っ
て
、決
定
的
に
区
別
さ
れ
る
。
召

命
に
基
づ
か
な
い
普
通
の
意
味
で
のB

eru
f

は
日
本
語
で
「
職
業
」
と
訳
せ
る
だ
ろ

う
が
、
そ
れ
に
対
し
、
召
命
に
基
づ
くB

eru
f

は
「
天
職
」
と
も
訳
せ
る
だ
ろ
う
。

フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
の
召
命
に
基
づ
くB

eru
f

が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
示
す

た
め
、
純
粋
な
美
を
愛
し
求
め
る
芸
術
家
を
例
に
挙
げ
て
い
る
。（
こ
れ
は
ま
さ
に
、

〈
知
を
愛
し
求
め
る
〉
と
い
う
哲
学
の
原
義
を
念
頭
に
置
い
た
例
示
だ
ろ
う
。）
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美
し
い
も
の
は
愛
さ
れ
る
。
し
か
し
愛
に
は
終
わ
り
が
な
い
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、

愛
す
る
こ
と
の
無
限
性
に
お
け
る
愛
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
し
て
そ
の
愛
は
そ
の

際
、
相
関
者
と
し
て
純
粋
な
価
値
そ
の
も
の
の
無
限
性
を
自
ら
の
う
ち
に
た
え

ず
抱
い
て
い
る
。
そ
の
愛
は
創
造
的
な
自
我
の
愛
と
し
て
、
は
て
し
な
く
、
美

し
い
も
の
へ
の
羨
望
で
あ
る
。
そ
の
羨
望
は
、
不
自
由
さ
に
妨
げ
ら
れ
る
な
ら

不
幸
に
な
る

―
だ
が
、
自
由
に
経
過
す
る
自
発
的
な
充
実
に
お
い
て
は
、
つ

ま
り
、
予
感
さ
れ
、
次
に
あ
ら
か
じ
め
観
取
さ
れ
、
そ
し
て
最
終
的
に
、
た
と

え
つ
ね
に
単
に
相
対
的
に
、
た
だ
有
限
な
仕
方
で
限
界
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
し

て
も
、
そ
れ
そ
の
も
の
と
し
て
形
成
さ
れ
た
美
し
い
も
の
そ
の
も
の
が
た
え
ず

実
現
さ
れ
て
い
る
な
ら
至
福
と
な
る
。（V

III, 14f.

）

こ
こ
で
は
、
個
々
の
美
し
い
も
の
に
そ
の
場
限
り
で
関
わ
る
こ
と
と
、
美
の
世
界

の
無
限
性
に
関
わ
る
こ
と
と
の
決
定
的
な
違
い
が
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
違
い
を
生

じ
さ
せ
る
の
が
召
命
な
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
も
の
を
表
す
た
め
に
「
呼
び
声

（R
u

f

）」（V
III, 16

）
と
い
う
表
現
も
用
い
ら
れ
る
。

そ
し
て
そ
の
呼
び
声
は
、
他
の
人
に
で
は
な
く
、
当
人
だ
け
に
呼
び
か
け
て
く
る

も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
純
粋
な
美
を
愛
し
求
め
る
者
は
、
仮
に
美
の

世
界
が
複
数
存
在
し
て
い
る
と
想
定
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
の
う
ち
の
ど
れ
か
を

選
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
内
か
ら
一
つ
を
選
ぶ
な
ら
、
そ
れ
以
外

の
世
界
は
無
価
値
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
、そ
の
人
が
あ
る
世
界
に
対
し
て「
あ

る
特
別
で
無
条
件
的
な
親
近
性
」（V

III, 16

）
を
持
つ
た
め
で
あ
る
。
つ
ま
り
、私
が

自
分
に
と
っ
て
絶
対
的
な
価
値
を
持
つ
と
み
な
さ
れ
る
美
の
世
界
に
向
か
っ
て
い
る

限
り
で
は
、
そ
れ
以
外
に
そ
れ
と
等
価
値
の
美
の
世
界
な
ど
と
い
う
も
の
は
あ
り
え

な
い
わ
け
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
美
の
世
界
は
美
を
愛
し
求
め
る
私
が
そ
れ
に
属
す
も
の
で
あ
る

と
同
時
に
、
そ
の
私
に
属
す
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
私
自
身
が
私
の

人
格
の
最
も
内
的
な
中
心
か
ら
そ
れ
に
属
し
て
お
り
、
そ
し
て
そ
れ
の
ほ
う
と
し
て

は
、
私
の
私
有
地
と
し
て
、
す
な
わ
ち
、
私
に
呼
び
か
け
る
、
私
の
全
人
格
に
呼
び

か
け
る
も
の
と
し
て
、
そ
し
て
そ
れ
に
赴
く
よ
う
私
が
召
命
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し

て
、私
に
属
し
て
い
る
」（ibid.

）。
私
は
、こ
の
よ
う
な
美
の
国
か
ら
私
自
身
を
「
切

り
離
す
こ
と
は
で
き
ず
」、こ
の
国
を
現
実
の
も
の
に
す
る
こ
と
が
私
の
す
べ
き
こ
と

で
あ
り
、
こ
こ
に
「
職
業
義
務
の
国
」
が
あ
る
、
と
さ
れ
る
（ibid.

）⑰
。

哲
学
の
場
合
も
、
純
粋
な
美
を
愛
し
求
め
る
者
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
召
命
に

基
づ
い
て
哲
学
を
選
ぶ
こ
と
を
決
意
す
る
者
が
真
の
哲
学
者
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ

の
際
に
考
え
ら
れ
て
い
る
哲
学
と
は
「
普
遍
知
（sapien

tia u
n

iversalis

）」
の
こ
と

で
あ
り
、
そ
の
呼
び
声
は
、「
彼
に
向
け
て
『
普
遍
知
』
の
理
念
か
ら
響
き
、
そ
し
て

彼
に
絶
対
的
な
専
心
没
頭
を
要
求
す
る
呼
び
声
」（V

III, 17

）
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
普

遍
知
」
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
は
フ
ッ
サ
ー
ル
が
初
期
か
ら
一
貫
し
て
求
め
て
き
た

厳
密
で
普
遍
的
な
学
と
し
て
の
哲
学
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
し
、『
危
機
』
で

論
じ
ら
れ
た
唯
一
の
学
問
と
し
て
の
哲
学
と
も
別
物
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

前
述
の
美
の
国
の
例
と
同
様
に
、
哲
学
者
に
な
ろ
う
と
す
る
人
は
、
哲
学
に
対
し

て
「
あ
る
特
別
で
無
条
件
的
な
親
近
性
」
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

哲
学
に
関
心
を
持
っ
た
り
、
と
き
お
り
真
理
の
問
い
を
追
思
考
し
、
自
ら
そ
の

問
い
に
引
き
続
き
従
事
し
た
り
す
る
こ
と
は
、
ま
だ
哲
学
者
で
あ
る
こ
と
で
は

な
い
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
、
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
と
し
て
絵
を
書
い
た
り
彫
刻
し

た
り
す
る
こ
と
が
、
た
と
え
そ
れ
が
全
生
涯
の
こ
と
で
あ
ろ
う
と
も
、
ま
だ
芸

術
家
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
の
と
同
様
で
あ
る
。（ibid.

）

そ
こ
に
欠
け
て
い
る
の
は
、「
究
極
的
な
も
の
へ
向
か
う
意
志
の
徹
底
主
義
」（ibid.

）

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
純
粋
な
理
念
と
い
う
極
限
へ
の
専
心
没
頭
に
お
い
て
の
み
満
足

す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
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『
第
一
哲
学
』
第
三
〇
講
義
で
は
さ
ら
に
、
芸
術
な
ど
の
文
化
領
域
に
は
素
朴
さ
が

あ
り
つ
づ
け
る
が
、
哲
学
は
自
ら
の
道
を
す
べ
て
の
素
朴
さ
か
ら
区
別
す
る
と
い
う
こ

と
が
強
調
さ
れ
る
。
哲
学
以
外
の
学
問
や
芸
術
の
領
域
に
お
い
て
は
、
知
ら
ず
知
ら
ず

の
う
ち
に
人
生
の
決
断
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
う
る
が
、
哲
学
に
お
い
て
は

必
ず
、
哲
学
に
固
有
な
、
彼
を
哲
学
者
に
す
る
根
源
的
な
決
意
、
す
な
わ
ち
、「
根
源

的
な
自
己
創
造
（u

rsprü
n

glich
e S

elbstsch
öpfu

n
g

）」
を
必
要
と
す
る
（V

III, 19

）。

以
上
、B

eru
f

と
し
て
の
哲
学
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
確
認
し

た
。
こ
こ
か
ら
わ
か
る
の
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
考
え
て
い
る
哲
学
と
は
、
最
終
的
に

実
現
さ
れ
る
究
極
目
的
で
あ
る
「
普
遍
知
」
だ
け
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な

く
、
そ
こ
へ
至
る
手
段
す
べ
て
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ

を
哲
学
と
呼
ぶ
た
め
に
は
、
今
見
た
よ
う
な
「
究
極
的
な
も
の
へ
向
か
う
意
志
の
徹

底
主
義
」
が
貫
徹
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

今
、
哲
学
に
お
け
る
根
源
的
な
決
意

0

0

の
必
要
性
に
つ
い
て
見
た
が
、
哲
学
で
あ
れ
、

他
の
も
の
で
あ
れ
、
目
的
と
手
段
の
連
関
が
大
規
模
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
目
的
を

実
現
す
る
た
め
に
あ
る
程
度
の
時
間
が
必
要
な
場
合
、
い
つ
か
ど
こ
か
で
そ
れ
を
目

指
す
決
意
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
決
意
と
は
、あ
る
目
的
を
実
現
す
る
意
志
を
、

持
続
的
に
持
ち
つ
づ
け
る
こ
と
を
自
ら
に
要
求
す
る
こ
と
の
意
志
で
あ
る
と
言
え

る
。
つ
ま
り
、
あ
る
こ
と
を
決
意
し
た
な
ら
、
そ
の
時
点
か
ら
、
私
の
意
志
が
未
来

の
私
へ
と
受
け
継
が
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
り
、
未
来
の
私
は
そ
れ
を
受
け
継
ぐ
こ
と

を
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
る⑱
。

ま
た
、
こ
の
箇
所
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
召
命
」「
呼
び
声
」
は
、
哲
学
者
に
対
し

て
究
極
的
な
目
的
を
実
現
す
る
よ
う
要
求
し
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
要
求

で
あ
る
限
り
で
は
、
こ
れ
ま
で
考
察
し
て
き
た
動
機
づ
け
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
要
求
に
対
し
て
実
際
に
決
意
が
行
わ
れ
る
と
は
限

ら
な
い
。
や
は
り
こ
の
〈
決
意
の
動
機
づ
け
〉
と
実
際
の
〈
決
意
〉
の
あ
い
だ
に
も
、

因
果
関
係
が
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
そ
れ
ら
に
は
ア
プ
リ
オ
リ
な
、
必
然
的
な
結

び
つ
き
は
な
く
、
そ
こ
に
は
非
依
存
的
な
関
係
し
か
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

私
た
ち
は
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
（
究
極
的
な
知
と
し
て
の
）
哲
学
を
目
指
す
意
志

の
受
け
継
ぎ
を
要
求

0

0

さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
知
ら
ず

知
ら
ず
の
う
ち
に
そ
の
意
志
を
受
け
継
ぐ
決
意

0

0

を
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

結
語

本
稿
で
は
、
歴
史
の
目
的
論
を
〈
意
志
の
受
け
継
ぎ
〉
と
し
て
捉
え
、
そ
れ
を
動

機
づ
け
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
し
て
き
た
。最
終
的
に
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、フ
ッ

サ
ー
ル
が
考
え
る
歴
史
の
目
的
と
は
、
誰
も
が
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
そ
れ
を
目

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

指
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
が
考
え

る
歴
史
の
究
極
的
な
目
的
と
し
て
の
哲
学
を
目
指
す
決
意
を
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち

に
す
る
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い⑲
。

た
だ
し
、
お
そ
ら
く
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
そ
れ
を
目
指
す
よ
う
に
要
求
さ

0

0

0

れ
て
い
る

0

0

0

0

人
も
い
る
だ
ろ
う
。

た
し
か
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
『
危
機
』
を
執
筆
し
て
い
た
と
き
に
は
、
彼
は
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
諸
学
問
が
危
機
的
な
状
況
に
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
だ
っ

た
の
だ
か
ら
、
彼
の
考
え
る
よ
う
な
哲
学
の
要
求
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
々
に
対
し
て

（
そ
し
て
そ
の
他
の
地
域
の
人
々
に
対
し
て
も
）
強
い
動
機
づ
け
の
力
を
持
っ
て
い
る
と

は
、
彼
に
は
思
え
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
現
在
の
地
球
上
で
も
同
様
に
、
あ
ら
ゆ

る
人
間
に
対
し
て
強
い
力
を
及
ぼ
し
て
は
い
る
と
は
思
え
な
い
。

し
か
し
、動
機
づ
け
が
〈
今
現
れ
て
い
る
部
分
を
補
完
す
る
こ
と
を
求
め
る
要
求
〉

で
あ
る
な
ら
ば
、
現
在
こ
の
地
球
上
で
（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
由
来
の
も
の
で
あ
れ
、
そ
れ
以
外

の
も
の
で
あ
れ
）
過
去
の
様
々
な
遺
産
を
部
分
的
に
も
受
け
継
い
で
い
る
人
間
は
誰
で

も
、
ま
さ
に
部
分
を
受
け
継
い
で
い
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
部
分
を
補
う
補
完
部
分
を

要
求
す
る
動
機
づ
け
を
こ
う
む
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
補
完
部
分
に
は
、
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先
人
の
意
志
が
含
ま
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
私
た
ち
は
み
な
、

何
ら
か
の
仕
方
で
、
意
志
を
受
け
継
ぐ
よ
う
に
促
す
様
々
な
声
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
な
る
。

そ
う
し
た
様
々
な
声
に
翻
弄
さ
れ
な
い
た
め
に
も
、
私
た
ち
が
知
ら
ず
知
ら
ず
の

う
ち
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
〈
意
志
の
受
け
継
ぎ
〉
に
つ
い
て
吟
味
す
る
必
要
は
、

現
在
に
お
い
て
も
依
然
と
し
て
あ
る
だ
ろ
う
。

注①　
こ
の
点
に
関
し
て
は
、拙
論
「
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
に
お
け
る
〈
厳
密
な
学
問
と
し

て
の
哲
学
〉
と
い
う
理
念
の
な
す
要
求
に
つ
い
て
」（『
立
命
館
文
学
』、
六
二
五
号
、

二
三
六
―
二
四
九
頁
）
に
お
い
て
論
じ
た
。
本
稿
は
、こ
の
論
文
で
論
じ
ら
れ
た
〈
厳

密
な
学
と
し
て
の
哲
学
を
要
求
す
る
動
機
づ
け
の
力
〉
を
、「
意
志
」
概
念
と
の
関
係

を
考
慮
し
つ
つ
、
さ
ら
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
る
。

②　

フ
ッ
サ
ー
ル
全
集
（H

u
sserlian

a, E
d

m
u

n
d

 H
u

sserl G
esam

m
elte W

erke

）

か
ら
の
引
用
は
、
巻
数
を
ロ
ー
マ
数
字
、
ペ
ー
ジ
数
を
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
表
記
す
る
。

『
経
験
と
判
断
』（E

rfah
ru

n
g u

n
d

 U
rteil. U

n
tersu

ch
u

n
gen

 zu
r G

en
ealogie 

d
er L

ogik, h
rsg. von

 L
. L

an
dgrebe, F

elix M
ein

er, 6. A
u

fl., 1985.

）
はE

U

の
略
号
で
表
す
。
な
お
、
原
書
の
強
調
は
省
略
す
る
。
ま
た
、
引
用
文
中
の
「
…
…
」

は
引
用
者
に
よ
る
省
略
を
表
し
、〔　

〕
内
は
引
用
者
に
よ
る
補
足
あ
る
い
は
説
明
で

あ
る
。

③　
「
理
性
」
と
い
う
語
は
『
イ
デ
ー
ン
I
』
で
は
、
現
実
（
な
い
し
、
真
に
存
在
す
る

も
の
）
と
相
関
関
係
に
あ
る
意
識
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。『
危
機
』
の
こ
の
箇
所
で

も
、
こ
の
点
は
変
わ
っ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。『
イ
デ
ー
ン
I
』
で
の
現
実
と
理
性

の
関
係
に
つ
い
て
は
、
第
四
篇
第
二
章
（III, 314ff.

）
を
参
照
。

④　

吉
川
は
、フ
ッ
サ
ー
ル
の
用
い
て
い
る
「
意
味
」
概
念
が
多
様
で
あ
る
と
し
て
「
存

在
的
意
味
」、「
精
神
的
意
味
」、「
目
的
論
的
意
味
」
を
区
別
し
て
い
る
（
吉
川
孝
「
哲

学
の
始
ま
り
と
終
わ
り

―
現
象
学
的
還
元
の
動
機
を
め
ぐ
っ
て

―
」、『
フ
ッ
サ
ー

ル
研
究
』、
第
三
号
、
二
〇
〇
五
年
、
一
八
一
―
一
八
五
頁
）。
本
拙
稿
で
は
、
こ
の
二

つ
目
と
三
つ
目
の
意
味
を
は
っ
き
り
区
別
せ
ず
に
、ど
ち
ら
も
動
機
づ
け
連
関
の
中
に

位
置
づ
け
て
捉
え
て
い
る
。

⑤　

本
稿
は
、
こ
の
よ
う
な
意
志
の
受
け
継
ぎ
と
し
て
の
目
的
論
を
主
題
と
す
る
た
め
、

自
我
の
能
動
的
な
関
与
が
中
心
的
な
考
察
対
象
に
な
る
。
し
か
し
、さ
ら
に
踏
み
込
ん

で
目
的
論
を
受
動
性
か
ら
考
え
る
必
要
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。谷
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
目
的

論
を
受
動
的
な
意
識
の
「
深
層
」
構
造
か
ら
捉
え
て
い
る
。
谷
徹
『
意
識
と
自
然
』、

勁
草
書
房
、
一
九
九
八
年
、
四
五
五
頁
、
六
五
一
―
六
五
二
頁
を
参
照
。

⑥　

自
然
の
因
果
性
と
動
機
づ
け
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
八
重
樫
徹
「
行
為
・
因
果
・
責

任
―
フ
ッ
サ
ー
ル
と
プ
フ
ェ
ン
ダ
ー
の
「
動
機
づ
け
」
概
念
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
フ
ッ

サ
ー
ル
研
究
』、
第
七
号
、
二
〇
〇
九
年
）
を
参
照
。

⑦　
「
実
在
性
」
は
『
イ
デ
ー
ン
I
』
で
は
ま
ず
、「
世
界
の
中
の
存
在
」
を
意
味
し
て
い

る
（III, 10

）。

 

　

フ
ッ
サ
ー
ル
は
初
期
の
『
論
理
学
研
究
』
第
一
巻
（
一
九
〇
〇
年
）
で
は
「
実
在
的

（real

）」
と
い
う
形
容
詞
を
「
理
念
的
（ideal

）」
と
対
比
さ
せ
、
前
者
を
、
因
果
的

な
原
因
と
結
果
の
連
鎖
の
中
に
あ
る
も
の
を
表
す
た
め
に
用
い
て
お
り
（
た
と
え
ば

X
V

III, 77

）、
そ
れ
を
「
個
体
的
（in

dividu
ell

）」（X
V

III, 191

）
と
同
義
に
扱
っ

て
い
る
。（
そ
れ
ゆ
え
に
当
時
は
、「
個
体
的
統
覚
」
の
捨
象
に
よ
っ
て
、
す
ぐ
に
理
念

的
な
も
の
が
獲
得
で
き
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
榊
原
哲
也
『
フ
ッ

サ
ー
ル
現
象
学
の
生
成　

方
法
の
成
立
と
展
開
』、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
九
年
、

八
〇
―
八
四
頁
を
参
照
。）

 

　

だ
が
、
そ
の
後
、「
実
在
的
」
と
呼
べ
な
い
「
個
体
的
」
な
も
の
が
あ
る
こ
と
が
明

ら
か
に
な
る
。
た
と
え
ば
『
イ
デ
ー
ン
I
』
の
序
論
で
は
、実
在
性
と
い
う
概
念
が
あ

る
根
本
的
な
限
定
を
必
要
と
し
て
い
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち「
実
在

的
な
存
在
と
、個
体
的
な
存
在
（
時
間
的
な
存
在
そ
の
も
の
）
と
の
あ
い
だ
に
一
つ
の

区
別
が
確
立
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（III, 7

）。
つ
ま
り
こ
こ
で
は
、
空
間
的
な

限
定
の
な
い
時
間
的
に
の
み
限
定
さ
れ
る
「
個
体
的
」
な
も
の
（
す
な
わ
ち
、現
象
学

的
還
元
後
に
は
じ
め
て
考
察
可
能
に
な
る
純
粋
な
意
識
体
験
）
の
存
在
が
示
唆
さ
れ
、

そ
れ
は
「
実
在
的
」
で
は
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
。

⑧　

自
然
の
因
果
性
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
動
機
づ
け
と
い
う
、拡
張
さ
れ
た
意
味
で
の

「
因
果
性
」
を
言
う
場
合
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
引
用
符
を
付
け
て
そ
れ
を
示
し
て
い
る
と

思
わ
れ
る
（IV, 224

）。

⑨　

そ
の
よ
う
な
身
体
が
問
題
に
な
る
場
面
で
は
、
動
機
づ
け
も
「
動
機
づ
け
因
果
性
」
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と
い
う
言
い
方
で
扱
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
（IV, 216

）。
し
か
し
こ
れ
は
「
実
在
的
な

因
果
性
で
は
な
く
、
完
全
に
固
有
な
意
味
を
持
つ
因
果
性
」
で
あ
る
と
さ
れ
る

（ibid.

）。
こ
の
「
実
在
的
な
因
果
性
」
と
は
自
然
の
因
果
性
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

 

　

八
重
樫
は
こ
の
点
に
関
し
て
、フ
ッ
サ
ー
ル
は
現
象
学
的
還
元
を
行
う
こ
と
に
よ
っ

て
自
然
因
果
性
を
動
機
づ
け
連
関
に
解
消
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、こ
の
よ
う
な
「
動
機

づ
け
因
果
性
」
と
い
う
よ
う
な
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
上
掲
論

文
、
三
二
頁
を
参
照
。

⑩　

ラ
テ
ン
語fiat
は
、「
〜
に
な
る
」「
起
こ
る
」
を
意
味
す
るfiere

の
接
続
法
・
三

人
称
・
単
数
・
現
在
の
形
で
あ
り
、
三
人
称
の
も
の
に
対
す
る
命
令
や
義
務
の
意
味
に

な
る
。

⑪　

だ
が
、
こ
の
「
か
ら
」
は
、
フ
ィ
ア
ッ
ト
が
手
の
動
き
と
い
う
身
体
運
動
を
動
機
づ

0

0

0

け
る

0

0

と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。そ
の
よ
う
に
読
め
な
く
も
な
い
か
も
し

れ
な
い
が
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
措
い
て
お
く
。
だ
が
す
く
な
く
と
も
、
こ
れ
は
物
的

自
然
の
意
味
で
の
原
因
を
表
す
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

⑫　

正
確
に
は
こ
う
で
あ
る
。「
し
か
し
意
味
〔
＝
樹
木
と
し
て
知
覚
さ
れ
た
も
の
そ
の

も
の
、
つ
ま
り
ノ
エ
マ
〕

―
こ
の
知
覚
の
意
味
、
こ
の
知
覚
に
必
然
的
に
属
し
て
い

る
も
の

―
は
、
燃
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
化
学
的
要
素
も
、
力

も
、
実
在
的
な
諸
特
質
も
持
っ
て
い
な
い
」（III, 205

）。
最
後
の
部
分
か
ら
、
こ
の

「
燃
え
な
い
」
と
い
う
表
現
で
フ
ッ
サ
ー
ル
が
言
わ
ん
と
し
て
い
る
こ
と
は
、〈
ノ
エ
マ

は
他
の
実
在
的
な
事
物
と
因
果
的
な
関
係
に
な
い
〉と
い
う
こ
と
で
あ
る
こ
と
が
読
み

取
れ
る
。

⑬　

た
と
え
ば
『
論
理
学
研
究
』
第
二
巻
の
序
論
第
二
節
で
の
「
明
証
」
に
関
す
る
論
述

を
参
照
（X

IX
, 10

）。

⑭　

以
下
で
は
、
実
際
に
何
か
を
目
指
し
て
意
志
を
持
つ
こ
と
、
意
志
す
る
こ
と
、
意
欲

す
る
こ
と
を
、「
意
志
を
遂
行
す
る
」
と
表
現
す
る
。

⑮　

ラ
テ
ン
語
のfiat

は
ま
さ
に
命
令
の
表
現
で
あ
る
。
た
だ
し
、
命
令
は
、
権
力
の

あ
る
人
物
が
行
う
場
合
に
は
命
じ
ら
れ
た
人
物
が
そ
れ
を
実
行
す
る
可
能
性
が
高
く

な
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、命
令
と
実
行
の
あ
い
だ
に
強
い
結
び
つ
き
が
感
じ
ら
れ
る

こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、叶
う
か
叶
わ
な
い
か
が
分
か
ら
な
い
祈
り
の
よ
う
な

も
の
に
な
ぞ
ら
え
る
方
が
、意
志
と
そ
れ
が
目
指
す
も
の
の
あ
い
だ
の
決
定
的
な
没
交

渉
性
を
際
立
た
せ
て
く
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

⑯　

上
掲
の
拙
論
、
二
四
七
頁
を
参
照
。

⑰　

こ
こ
に
「
召
命
」
の
問
題
点
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
自
分
が
求
め
る
も
の
と
自

分
自
身
と
を
「
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
し
た
ら
、そ
れ
は
癒
着
的
な
関
係
に

な
り
う
る
。
そ
の
際
、徹
底
的
な
自
己
批
判
が
妨
げ
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
と
い
う

の
も
、
そ
の
よ
う
な
癒
着
状
態
に
お
い
て
は
、
徹
底
的
な
自
己
批
判
は
自
分
自
身
を
も

破
壊
す
る
も
の
に
な
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、召
命
に
基
づ
い
て
究
極

的
な
も
の
を
目
指
し
て
い
る
の
だ
と
思
っ
て
い
る
人
は
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
で
自
分

の
議
論
に
対
す
る
批
判
が
で
き
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
も
予
想
さ
れ
る
。ど
こ
か
に
甘

え
が
で
き
、独
断
的
な
傾
向
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
に
独

断
的
な
性
格
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
こ
の
よ
う
な
自
己
と
哲
学

と
の
関
係
に
対
す
る
彼
の
考
え
に
由
来
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

⑱　
〈
同
一
の
自
我
の
あ
い
だ
の
意
志
の
受
け
継
ぎ
〉
と
し
て
の
決
意
に
関
し
て
は
、
た

と
え
ば
『
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』
第
三
二
節
（I, 100f.

）
を
参
照
。
ま
た
『
経
験
と
判

断
』
第
四
八
節
で
も
、過
去
の
私
の
意
志
を
現
在
の
私
が
受
け
継
い
で
い
る
こ
と
が
論

じ
ら
れ
る
。
私
が
過
去
の
把
握
し
た
対
象
を
思
い
出
す
と
き
、私
は
そ
の
把
握
を
「
ま

だ
意
欲
し
（n

och
 w

ollen
d

）」、「
私
は
過
去
の
意
志
に
同
意
し
て
お
り

（ein
verstan

den

）、〔
過
去
の
自
我
と
〕
共
に
意
欲
し
、
そ
れ
を
、
今
の
自
我
、
今

意
欲
す
る
自
我
と
し
て
、
共
に
妥
当
さ
せ
つ
つ
保
持
す
る
」（E

U
, 237

）。

⑲　

笹
岡
は〈
理
性
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
意
志
を
持
つ
こ
と
は
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
に
お

け
る
意
識
の
本
質
で
は
な
い
〉
と
い
う
こ
と
を
主
張
す
る
た
め
、本
稿
と
は
別
の
論
点

で
議
論
を
し
て
い
る
（
笹
岡
健
太
「
理
性
の
目
的
論
は
意
識
の
本
質
た
り
う
る
か

―

フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
け
る
理
性
へ
の
意
志
を
め
ぐ
っ
て

―
」、『
倫
理
学
研
究
』
第
三
九

号
、
二
〇
〇
九
年
）。
笹
岡
に
よ
れ
ば
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
理
性
の
目
的
論
を
意
識
の

普
遍
的
な
本
質
と
し
つ
つ
も
、
そ
れ
に
反
す
る
記
述
も
行
っ
て
い
る
。

（
本
学
非
常
勤
講
師
）


