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１
．
ど
の
よ
う
に
哲
学
し
始
め
る
か

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
レ
ン
コ
フ
ス
キ
は
こ
れ
ま
で
十
分
に
評
価
さ
れ
て
来
な
か
っ
た

一
九
七
八
年
の
論
文
で
、
現
象
学
的
な
哲
学
的
思
索
が
待
ち
受
け
る
古
典
的
な
方
法

論
的
問
題
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
我
々
が
日
々
没
頭
し
て
い
る
こ
と
や
日
常
的
な
関

心
事
、
哲
学
以
前
の
理
論
的
な
試
み
、
ま
た
、
個
人
間
の
違
い
や
意
見
の
相
違
な
ど

は
す
べ
て
、
疑
う
余
地
な
く
共
有
さ
れ
た
あ
る
特
定
の
枠
組
み
の
中
で
成
立
し
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
世
界
と
い
う
も
の
の
存
在
を
当
然
の
も
の
と
し

て
受
け
入
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
世
界
に
対
す
る
信
頼
と
先
行
的
な
理
解
は
、
そ

れ
が
あ
ま
り
に
基
礎
的
で
当
た
り
前
で
自
然
で
あ
る
が
た
め
に
、
普
段
反
省
さ
れ
る

こ
と
な
く
、ま
た
熟
慮
す
べ
き
前
提
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
る
こ
と
も
ほ
と
ん
ど
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
哲
学
が
徹
底
的
な
問
い
の
追
求
に
従
事
す
る
以
上
、
こ
の
前
提
を

吟
味
し
な
い
ま
ま
単
純
に
放
置
し
て
お
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
実
際
フ
ッ
サ
ー
ル
や

ハ
イ
デ
ガ
ー
な
ど
の
現
象
学
者
に
と
っ
て
哲
学
の
主
要
な
課
題
は
、
世
界
に
つ
い
て

の
新
し
い
経
験
的
知
識
を
獲
得
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
経
験
的

な
考
察
が
当
た
り
前
の
こ
と
と
し
て
前
提
に
し
て
い
る
事
柄
を
考
察
し
、
ま
た
理
解

す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
か
つ
て
述
べ
た
よ
う
に
、「
哲
学
す
る
と
い
う

こ
と
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
常
識
に
と
っ
て
は
疑
問
の
余
地
な
く
自
明
で
あ
る
も
の

の
ま
っ
た
き
謎
め
か
し
さ
に
よ
っ
て
根
底
か
ら
絶
え
ず
刺
激
を
受
け
る
と
い
う
こ

と
、
そ
の
謎
め
か
し
さ
に
じ
か
に
接
し
て
そ
れ
を
敏
感
に
感
受
し
う
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
」（H

eidegger 1976, 18; 1989, 28

）。
だ
が
果
た
し
て
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
な

し
う
る
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
我
々
は
ど
の
よ
う
に
し
て
日
常
的
な
実
存
を
特
徴

づ
け
る
素
朴
さ
か
ら
断
絶
し
う
る
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
も
っ
と
正
確
に
言
え
ば

―
哲
学
的
態
度
と
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
思
考
の
際
立
っ
た
反
自

然
的
方
向
を
意
味
す
る
以
上
（H

u
sserl 1901, 14

）、
す
な
わ
ち
、
そ
れ
が
我
々
の
普

段
の
自
然
的
態
度
の
一
部
で
も
そ
れ
と
連
続
す
る
も
の
で
も
な
い
以
上

―
、
い
っ

た
い
何
が
そ
の
よ
う
な
態
度
へ
と
我
々
を
動
機
づ
け
る
だ
ろ
う
か
。
レ
ン
コ
フ
ス
キ

は
、す
で
に
プ
ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
（
一
九
四
一
）
が
「
哲
学
は
驚
き
か
ら
始

ま
る
」と
述
べ
て
い
た
こ
と
を
改
め
て
確
認
す
る
が（T

h
eaetetu

s 155d, M
etaph

ysics 

982b12

参
照
）、
い
っ
た
い
何
が
我
々
を
日
常
生
活
で
疑
う
余
地
も
な
い
ま
ま
受
け
入

れ
て
い
る
も
の
に
対
し
て
驚
き
始
め
る
よ
う
に
動
機
づ
け
る
の
だ
ろ
う
か

（L
en

kow
ski 1978, 303

）。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
典
型
的
な
回
答
は
そ
の
解
明
に
特
に
役
立

つ
も
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
ま
る
で
フ
ィ
ヒ
テ
を
思
い
出
さ

せ
る
よ
う
に
、
哲
学
的
反
省
を
我
々
の
基
本
的
な
自
由
の
行
使
と
し
て
捉
え
て
い
る

（H
u

sserl 1913, 62-65

）。
そ
こ
で
レ
ン
コ
フ
ス
キ
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
思
想
家
か
ら

ヒ
ン
ト
を
得
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
『
形
而
上
学
』（982b17-18

）
の
中
で
指
摘
し

た
よ
う
に
、
驚
き
と
困
惑
は
相
伴
う
も
の
で
あ
る
が
、
困
惑
と
は
自
ら
積
極
的
に
始

動
さ
せ
る
も
の
で
は
な
く
、む
し
ろ
「
陥
る
」
も
の
で
あ
る
（L

en
kow

ski 1978, 314

）。

マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
・
ダ
イ
ナ
マ
イ
ト
に
パ
ン
ケ
ー
キ
禁
止
？
！

ト
ー
ベ
・
ヤ
ン
ソ
ン
の
作
品
に
お
け
る
伝
統
と
正
常
性
に
つ
い
て
＊

ダ
ン
・
ザ
ハ
ヴ
ィ

石　

原　

悠　

子　

訳
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そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
ど
の
よ
う
に
始
め
る
の
か
と
い
う
問
い
は
不
適
切
な
問
い

だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
我
々
の
問
う
べ
き
事
柄
は
、
我
々
が
何
を
す
べ
き
か
で
は

な
く
、
我
々
に
何
が
起
こ
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
断
絶
を

始
動
す
る
決
断
に
先
立
つ
も
の
は
私
の
行
い
で
は
な
く
、
私
に
対
し
て
降
り
か
か
る

こ
と
な
の
で
は
な
い
か
（L

en
kow

ski 1978, 309

）。
自
分
の
足
場
を
失
い
、
普
段
は

居
心
地
の
い
い
も
の
と
し
て
感
じ
て
い
る
世
界
が
突
如
異
様
な
も
の
と
化
し
、
慣
れ

親
し
ん
だ
も
の
が
不
思
議
で
不
可
解
な
も
の
へ
と
化
す（L

en
kow

ski 1978, 309

）。
そ

の
よ
う
な
状
況
が
起
こ
り
う
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
哲
学
的
態
度
と
は
驚
き
の
念
を
持

ち
続
け
、
維
持
す
る
試
み
で
あ
る
と
言
い
う
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
世
界
の
親
し
み

が
戻
る
こ
と
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
問
題
と
な
り
、
ま
た
そ
れ
は
「
世
界
が
問
題
で
あ

る
こ
と
を
や
め
る
こ
と
へ
の
積
極
的
な
拒
絶
」
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
（L

en
k

ow
sk

i 

1978, 315

）。

無
分
別
な
正
常
性
（n

orm
ality

）
の
領
域
を
破
る
駆
動
力
が
我
々
の
自
由
な
決
断

で
は
な
く
、
我
々
の
身
に
起
こ
り
、
我
々
を
圧
倒
す
る
も
の
に
由
来
す
る
と
い
う
考

え
は
、ヤ
ス
パ
ー
ス
や
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
想
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。P

h
ilosoph

ie II: 

E
xisten

zerh
ellu

n
g

（『
哲
学
II
―
実
存
開
明
』）
に
お
い
て
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
あ
る
特

定
の
限
界
状
況
、
す
な
わ
ち
恐
怖
の
感
情
や
罪
悪
感
、
あ
る
い
は
強
い
不
安
を
伴
う

よ
う
な
状
況
に
遭
遇
す
る
と
、
そ
れ
が
我
々
を
動
揺
さ
せ
、
確
立
し
た
慣
習
に
従
っ

た
生
活
を
揺
さ
ぶ
り
、
混
乱
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
慣
れ
親
し
ん
だ

も
の
の
安
心
感
を
強
制
的
に
捨
て
さ
せ
る
こ
と
で
、そ
れ
ら
の
状
況
は
世
界
（
そ
し
て

我
々
）
に
対
す
る
新
し
い
見
方
を
可
能
に
す
る
（Jaspers 1956, 204

）。
ま
た
、
ハ
イ

デ
ガ
ー
はS

ein
 u

n
d

 Z
eit

（『
存
在
と
時
間
』）
に
お
い
て
、
我
々
の
日
常
生
活
を
慣

習
的
な
規
範
や
基
準
に
従
っ
た
も
の
と
し
て
規
定
し
て
い
る
。
す
べ
て
が
他
者
に

よ
っ
て
す
で
に
理
解
な
い
し
解
釈
さ
れ
、
支
配
的
な
判
断
や
評
価
、
ま
た
一
般
的
な

世
界
及
び
自
己
理
解
を
無
批
判
的
に
引
き
継
ぐ
こ
と
で
、
す
な
わ
ち
こ
れ
ら
を
す
べ

て
疑
う
余
地
も
な
い
ま
ま
受
け
入
れ
る
こ
と
で
、
我
々
は
安
心
し
て
落
ち
着
く
こ
と

が
で
き
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
不
安
が
日
常
に
お
け
る
慣
れ
親
し
み
を
崩
壊
さ

せ
る
。
不
安
と
い
う
も
の
が
単
純
に
す
べ
き
こ
と
を
普
段
通
り
継
続
す
る
こ
と
、
す

な
わ
ち
世
界
や
自
己
自
身
の
慣
習
的
な
解
釈
に
頼
り
続
け
る
こ
と
を
不
可
能
に
す
る

の
で
あ
る
（H

eidegger 1927, 187

）。
不
安
に
よ
っ
て
圧
倒
さ
れ
る
と
、も
っ
と
も
慣

れ
親
し
ん
だ
場
所
で
さ
え
見
慣
れ
な
い
も
の
と
化
す
。
ス
ー
レ
ン
・
オ
ー
ア
ガ
ー
が

ハ
イ
デ
ガ
ー
と
レ
ン
コ
フ
ス
キ
を
簡
潔
に
比
較
し
た
文
脈
で
言
う
よ
う
に
、
不
安
が

持
つ
方
法
論
的
機
能
は
明
ら
か
で
あ
る
。
我
々
哲
学
者
は
普
段
当
た
り
前
の
よ
う
に

受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
以
上
、
我
々
に
と
っ
て
不

安
は
天
の
賜
物
な
の
で
あ
る
。
疑
い
の
余
地
の
な
い
ほ
ど
明
白
で
慣
れ
親
し
ん
だ
も

の
を
問
題
に
す
る
と
い
う
意
味
で
、
不
安
は
通
常
の
生
活
に
お
い
て
我
々
を
哲
学
へ

と
駆
り
立
て
る
よ
う
な
出
来
事
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
（O

vergaard 

2004, 29

）①
。２

．
哲
学
と
ム
ー
ミ
ン

さ
て
、
以
上
の
こ
と
は
ム
ー
ミ
ン
と
い
っ
た
い
何
の
関
係
が
あ
る
の
か
。
ム
ー
ミ

ン
の
哲
学
的
起
源
に
つ
い
て
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
ト
ー
ベ
・
ヤ
ン
ソ
ン
が
後
に

述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
一
九
三
〇
年
代
前
半
の
と
あ
る
夏
、
彼
女
は
イ
マ
ヌ
エ
ル
・

カ
ン
ト
に
つ
い
て
の
議
論
で
弟
の
ペ
ル
・
ウ
ー
ロ
フ
に
打
ち
負
か
さ
れ
る
。悔
し
か
っ

た
ト
ー
ベ
・
ヤ
ン
ソ
ン
は
サ
マ
ー
ハ
ウ
ス
の
ト
イ
レ
の
壁
紙
に
カ
ン
ト
の
風
刺
画
と

し
て
「
想
像
し
う
る
限
り
の
も
っ
と
も
醜
い
生
き
物
」
を
描
き
、
そ
れ
が
ム
ー
ミ
ン

ト
ロ
ー
ル
（
の
初
期
バ
ー
ジ
ョ
ン
）
だ
っ
た
の
で
あ
る
（Jan

sson
 2007a, 66

）。
だ
が

ム
ー
ミ
ン
と
哲
学
と
の
関
わ
り
は
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
ボ
エ
ル
・
ウ
ェ
ス
テ
ィ
ン

は
ト
ー
ベ
・
ヤ
ン
ソ
ン
公
認
の
伝
記
で
、
一
九
四
〇
年
代
に
ヤ
ン
ソ
ン
が
哲
学
に
没

頭
し
、
ニ
ー
チ
ェ
や
ベ
ル
グ
ソ
ン
ら
の
思
想
に
関
心
を
寄
せ
て
い
た
と
語
っ
て
い
る

（W
estin

 2007, 185, 188
）。
さ
ら
に
ム
ー
ミ
ン
の
古
典
的
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
、現
象



一
三
八

980

学
や
実
存
主
義
の
思
想
を
強
く
思
い
起
こ
さ
せ
る
よ
う
な
テ
ー
マ
を
見
つ
け
る
こ
と

は
そ
う
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
。

例
え
ば
、
ヤ
ン
ソ
ン
は
規
則
や
慣
習
を
抑
圧
的
で
息
苦
し
い
も
の
と
し
て
描
い
て

い
る
。
ヘ
ム
ル
族
は
ル
ー
ル
や
秩
序
に
う
る
さ
い
こ
と
で
悪
名
高
く
、植
物
や
切
手
、

蝶
々
な
ど
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
管
理
や
整
理
に
取
り
憑
か
れ
た
よ
う
に
夢
中
で
あ
っ

た
。
他
に
も
フ
ィ
リ
フ
ヨ
ン
カ
族
は
や
は
り
空
虚
な
儀
式
や
形
式
ば
っ
た
し
き
た
り

の
維
持
に
専
念
し
、
楽
し
み
の
な
い
生
活
を
送
っ
て
い
た
。
フ
ィ
リ
フ
ヨ
ン
カ
た
ち

に
と
っ
て
義
務
や
伝
統
が
立
派
な
人
生
を
送
る
上
で
必
須
で
あ
っ
た
こ
と
は
数
多
く

の
話
で
描
か
れ
て
い
る
。
例
え
ば
『
ム
ー
ミ
ン
谷
の
仲
間
た
ち
』（T

a
les from

 

M
oom

in
va

lley

）
の
中
で
は
、
祖
母
が
昔
住
ん
で
い
た
と
誰
か
に
聞
い
た
と
い
う
だ

け
の
理
由
で
借
り
た
家
を
ひ
ど
く
嫌
が
る
と
い
う
フ
ィ
リ
フ
ヨ
ン
カ
が
登
場
す
る

が
、
そ
の
情
報
が
間
違
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
知
っ
た
時
に
は
手
遅
れ
だ
っ
た
。

す
で
に
新
し
い
家
に
つ
い
て
親
戚
に
手
紙
を
出
し
て
し
ま
っ
た
彼
女
は
、
今
か
ら
計

画
を
変
更
す
る
こ
と
は
不
適
切
だ
と
感
じ
る
の
で
あ
っ
た
（Jan

sson
 1962, 40-41

）。

ま
た
『
ム
ー
ミ
ン
谷
の
夏
ま
つ
り
』（M

oom
in

su
m

m
er M

ad
n

ess
）
の
中
で
は
、
毎

年
夏
至
祭
前
日
に
、
一
度
も
来
た
試
し
の
な
い
お
じ
と
そ
の
奥
さ
ん
の
た
め
に
料
理

を
作
っ
て
虚
し
く
待
つ
フ
ィ
リ
フ
ヨ
ン
カ
に
、
ム
ー
ミ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
ス
ノ
ー
ク
の

お
嬢
さ
ん
が
会
い
に
行
く
と
い
う
話
が
あ
る
。
彼
女
は
、「
祝
日
に
は
自
分
の
家
族
を

食
事
に
誘
う
こ
と
が
義
務
だ
か
ら
」
と
い
う
だ
け
の
理
由
で
、
家
族
が
嫌
い
に
も
関

わ
ら
ず
毎
年
招
待
状
を
送
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（Jan

sson
 1954, 86

）。

ム
ー
ミ
ン
の
家
族
で
さ
え
も
時
に
は
似
た
よ
う
に
描
写
さ
れ
る
。『
ム
ー
ミ
ン
谷
の

冬
』（M

oom
in

lan
d

 M
id

w
in

ter

）
の
中
で
は
、
彼
ら
が
伝
統
や
し
き
た
り
を
、
そ
の

意
味
を
も
は
や
理
解
し
て
い
な
い
に
も
か
か
ら
わ
ら
ず
、
た
だ
昔
か
ら
ず
っ
と
や
っ

て
き
た
と
い
う
理
由
だ
け
で
従
っ
て
い
る
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
。
冬
が
来
る
と
彼

ら
は
お
腹
を
松
の
葉
で
い
っ
ぱ
い
に
し
、
シ
ャ
ン
デ
リ
ア
に
白
の
薄
い
織
物
を
被
せ

て
眠
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
「
そ
れ
が
先
祖
代
々
受
け
継
が
れ
て
き
た
し
き
た
り
で
、

ム
ー
ミ
ン
は
伝
統
に
従
う
か
ら
」
だ
と
言
わ
れ
る
（Jan

sson
 1957, 12

）。

た
だ
し
『
ム
ー
ミ
ン
谷
の
冬
』
で
は
、
も
う
一
つ
繰
り
返
し
登
場
す
る
テ
ー
マ
を

確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
伝
統
を
破
り
、
し
き
た
り
を
崩
壊
さ
せ
る
こ
と

で
、
新
し
い
世
界
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
ム
ー

ミ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
冬
の
真
っ
最
中
に
目
覚
め
る
と
、
風
変
わ
り
で
愉
快
な
生
き
物
た

ち
が
住
ん
で
い
る
不
思
議
で
驚
き
に
満
ち
た
冬
の
世
界
を
発
見
す
る
。
こ
の
他
に
も

多
く
の
事
例
が
あ
る
が
、し
ば
し
ば
そ
の
変
化
は
我
々
の
力
を
超
越
し
た
よ
う
な「
自

然
の
大
き
な
力
」
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
（Jan

sson
 1962, 58

）。『
ム
ー
ミ
ン

谷
の
彗
星
』（C

om
et in

 M
oom

in
lan

d

）
で
は
、
天
文
学
的
な
出
来
事
が
あ
ら
ゆ
る

し
き
た
り
を
破
壊
し
、
世
界
を
転
倒
さ
せ
て
し
ま
う
。
海
は
消
え
、
す
べ
て
が
ま
っ

た
く
違
っ
た
景
色
と
な
る
（Jan

sson
 1946, 123

）。
ま
た
『
ム
ー
ミ
ン
谷
の
夏
ま
つ

り
』
の
中
で
は
、
ム
ー
ミ
ン
谷
を
襲
っ
た
洪
水
が
住
人
の
生
活
す
る
世
界
を
変
え
て

し
ま
う
。
山
稜
は
岩
石
の
多
い
島
と
な
り
、
ム
ー
ミ
ン
の
慣
れ
親
し
ん
だ
こ
じ
ん
ま

り
と
し
た
キ
ッ
チ
ン
で
さ
え
も
別
物
の
よ
う
だ
っ
た
。
そ
れ
は
天
井
の
穴
か
ら
覗
く

と
、
魔
法
の
か
か
っ
た
薄
緑
色
の
水
族
館
に
見
え
る
の
で
あ
っ
た
（Jan

sson
 1954, 

22

）。
中
で
も
も
っ
と
も
印
象
的
な
も
の
は
フ
ィ
リ
フ
ヨ
ン
カ
に
ま
つ
わ
る
話
で
あ

る
。『
ム
ー
ミ
ン
谷
の
仲
間
た
ち
』
で
、
嫌
い
な
家
の
中
で
楽
し
み
の
な
い
生
活
を

送
っ
て
い
た
フ
ィ
リ
フ
ヨ
ン
カ
が
、
竜
巻
の
到
来
に
よ
っ
て
自
己
の
実
存
を
粉
砕
さ

れ
て
し
ま
う
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
。
天
災
が
起
き
る
と
、
そ
れ
が
ま
さ
に
無

意
味
な
日
課
の
圧
迫
を
粉
砕
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
解
放
的
な
力
と
し
て

感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
受
け
皿
用
の
ク
ロ
ス
や
テ
ィ
ー
ポ
ッ
ト
カ
バ
ー
、
小
物
な

ど
を
す
べ
て
取
り
払
い
、
す
べ
て
を
ひ
っ
く
り
返
す
こ
と
で
、
新
し
い
始
ま
り
が
可

能
に
な
る
の
で
あ
る
。
ヤ
ン
ソ
ン
が
言
う
よ
う
に
、「
古
い
タ
イ
プ
の
フ
ィ
リ
フ
ヨ
ン

カ
は
失
わ
れ
た
が
、
彼
女
は
そ
れ
が
戻
っ
て
き
て
欲
し
い
の
か
そ
れ
と
も
今
の
ま
ま

が
い
い
の
か
も
は
や
分
か
ら
な
か
っ
た
」
の
で
あ
る
（Jan

sson
 1962, 56

）。

『
ム
ー
ミ
ン
谷
の
十
一
月
』（M

oom
in

valley in
 N

ovem
ber

）
で
も
似
た
よ
う
な
話
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が
あ
る
。
そ
こ
で
登
場
す
る
フ
ィ
リ
フ
ヨ
ン
カ
は
、
外
と
の
交
流
を
一
切
閉
ざ
し
た

家
で
大
切
な
物
に
囲
ま
れ
て
安
心
し
き
っ
た
ま
ま
一
人
で
引
き
こ
も
っ
て
い
た
。
蛹

や
身
の
毛
の
よ
だ
つ
よ
う
な
ゾ
ッ
と
す
る
生
物
も
含
め
、
自
然
と
い
う
の
も
の
の
脅

威
を
感
じ
て
い
た
彼
女
は
、
じ
ゅ
う
た
ん
を
掃
除
し
た
り
窓
を
綺
麗
に
し
た
り
し
て

一
日
を
忙
し
く
過
ご
し
て
い
た
。
そ
し
て
ス
リ
ッ
パ
の
ま
ま
屋
根
の
上
に
ま
で
行
っ

て
し
ま
っ
た
彼
女
は
、
雨
で
屋
根
が
濡
れ
て
い
た
た
め
足
を
滑
ら
せ
て
屋
根
の
上
か

ら
落
ち
て
し
ま
い
そ
う
に
な
る
。
自
ら
の
死
に
直
面
し
た
彼
女
は
、
当
初
は
頭
が
く

ら
く
ら
し
て
目
眩
や
吐
き
気
を
催
し
た
が
、
次
第
に
物
の
見
方
が
変
わ
っ
て
い
く
。

ラ
ン
プ
シ
ェ
ー
ド
が
綺
麗
な
赤
い
色
で
あ
る
こ
と
や
、
天
井
の
フ
ッ
ク
が
変
わ
っ
た

形
で
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
く
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
ま
で
は
当
然
の
こ
と
と
し

て
受
け
入
れ
て
い
た
事
柄
、
例
え
ば
重
力
と
い
っ
た
自
然
本
来
の
力
や
自
分
自
身
の

認
知
能
力
に
つ
い
て
不
思
議
に
思
い
始
め
る
。
フ
ッ
ク
に
か
か
っ
た
物
が
他
の
方
向

で
は
な
く
下
方
向
に
下
が
る
と
い
う
こ
と
が
な
ん
て
不
思
議
な
ん
だ
ろ
う
。
ま
た
私

た
ち
が
物
が
見
え
る
よ
う
に
と
目
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
な
ん
て
不
思
議
な
こ
と

で
、
ど
う
し
て
そ
ん
な
こ
と
が
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
ま
で
は
身
の
回
り
の
も

の
に
守
ら
れ
て
い
る
と
感
じ
て
い
た
フ
ィ
リ
フ
ヨ
ン
カ
だ
が
、
よ
う
や
く
自
分
が
あ

ま
り
に
も
数
多
く
の
コ
ー
ヒ
ー
カ
ッ
プ
や
お
皿
を
所
有
し
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ

く
。
そ
し
て
つ
い
に
家
を
出
て
、
思
い
切
っ
て
世
界
へ
と
飛
び
出
し
て
他
の
人
に
会

い
に
行
く
こ
と
を
決
意
す
る
の
で
あ
っ
た
（Jan

sson
 1970, 25

）。

以
上
は
、
動
揺
を
も
た
ら
す
外
部
の
出
来
事
が
、
抑
圧
的
な
慣
習
、
ま
た
空
虚
な

し
き
た
り
や
不
可
解
な
伝
統
と
い
っ
た
も
の
に
は
ま
り
こ
ん
だ
生
活
を
崩
壊
し
、
解

放
し
う
る
こ
と
を
記
述
し
た
様
々
な
事
例
で
あ
る
。
我
々
を
圧
倒
す
る
よ
う
な
、
制

御
不
能
で
不
安
定
な
自
然
の
力
に
直
面
す
る
と
、
染
み
付
い
た
習
慣
や
常
習
的
な
自

己
満
足
は
揺
さ
ぶ
ら
れ
、
我
々
に
新
た
に
驚
き
の
念
を
掻
き
立
て
る
。
限
界
状
況
の

直
面
は
一
種
の
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
変
換
を
施
し
、
世
界
に
対
し
て
よ
り
豊
か
な
見
方
を

提
供
し
、そ
し
て
我
々
の
生
き
方
に
つ
い
て
再
考
さ
せ
る
の
で
あ
る
。そ
れ
ま
で
我
々

の
生
活
を
形
作
っ
て
い
た
慣
習
の
無
意
味
さ
に
突
如
気
が
つ
く
こ
と
は
、
我
々
を
ひ

ど
く
不
安
に
さ
せ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、同
時
に
解
放
的
で
も
あ
リ
う
る
。『
ム
ー
ミ

ン
谷
の
夏
ま
つ
り
』
の
中
の
一
話
が
こ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
物
語
っ
て
い
る
。
ム
ー

ミ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
ス
ノ
ー
ク
の
お
嬢
さ
ん
に
よ
っ
て
助
け
ら
れ
た
フ
ィ
リ
フ
ヨ
ン
カ

は
、
し
き
た
り
に
こ
だ
わ
る
の
を
や
め
る
こ
と
が
で
き
て
大
き
な
安
堵
を
覚
え
る
。

夏
の
夜
に
飛
び
出
し
た
あ
る
日
、
フ
ィ
リ
フ
ヨ
ン
カ
は
た
く
さ
ん
の
標
識
や
警
告
の

山
を
見
つ
け
る
。そ
れ
ら
の
標
識
は
す
べ
て
何
か
し
ら
の
こ
と
を
禁
止
し
た
も
の
で
、

ヘ
ム
レ
ン
が
切
り
盛
り
す
る
公
園
に
も
と
も
と
あ
っ
た
も
の
だ
っ
た
。
ヘ
ム
レ
ン
は

自
然
を
栽
培
化
す
べ
く
、
す
べ
て
の
植
物
を
整
っ
た
幾
何
学
的
な
形
に
切
っ
た
り
綺

麗
に
整
え
た
り
し
て
い
た
。
し
か
し
自
由
を
何
よ
り
も
好
み
、
禁
止
や
制
限
、
戒
律

な
ど
が
大
嫌
い
な
ス
ナ
フ
キ
ン
は
公
園
を
通
っ
た
折
に
そ
れ
ら
の
す
べ
て
の
警
告
や

標
識
を
取
り
外
し
た
の
で
あ
っ
た
。だ
か
ら
山
積
み
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。フ
ィ

リ
フ
ヨ
ン
カ
は
そ
の
標
識
の
山
を
見
る
な
り
、「
ど
ん
な
こ
と
も
許
さ
れ
る
」
こ
と
に

大
喜
び
し
、
す
べ
て
の
標
識
で
焚
き
火
を
し
て
灰
に
な
る
ま
で
そ
の
周
り
を
踊
ろ
う

と
提
案
す
る
の
で
あ
っ
た
（Jan

sson
 1954, 89

）。

で
は
、
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
我
々
は
ど
の
よ
う
な
結
論
を
導
く
べ
き
だ
ろ
う
か
。

伝
統
や
正
常
性
は
我
々
の
考
え
方
を
制
限
す
る
足
か
せ
で
あ
る
と
か
、
慣
習
の
排
除

は
最
初
こ
そ
不
安
を
駆
り
立
て
る
が
最
終
的
に
は
我
々
を
陽
気
に
さ
せ
、
ま
た
解
放

し
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
と
か
、
こ
の
よ
う
に
結
論
づ
け
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。

ム
ー
ミ
ン
の
物
語
を
実
存
主
義
的
な
観
点
か
ら
読
み
解
く
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
珍
し
い

こ
と
で
は
な
い
。
例
え
ば
ユ
ッ
カ
・
ラ
ー
ヤ
リ
ン
ネ
はM

u
u

m
it ja olem

isen
 

arvoitu
s

（『
ム
ー
ミ
ン
と
存
在
の
謎
』）
の
中
で
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
、
カ
ミ
ュ
、
ハ
イ
デ

ガ
ー
、
サ
ル
ト
ル
な
ど
を
引
き
合
い
に
出
し
な
が
ら
ヤ
ン
ソ
ン
の
物
語
を
解
読
し
よ

う
と
試
み
て
い
る
（L

aajarin
n

e 2009

）。
ま
た
ト
ゥ
ー
ラ
・
カ
ル
ヤ
ラ
イ
ネ
ン
は
近

著
のT

ove Jan
sson

 – T
ee työtä ja rakasta

（『
ム
ー
ミ
ン
の
生
み
の
親
、
ト
ー
ベ
・

ヤ
ン
ソ
ン
』）
に
お
い
て
、ヤ
ン
ソ
ン
へ
の
サ
ル
ト
ル
の
影
響
に
つ
い
て
書
い
て
い
る
。
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カ
ル
ヤ
ラ
イ
ネ
ン
に
よ
れ
ば
、
サ
ル
ト
ル
の
自
由
概
念
が
ヤ
ン
ソ
ン
に
と
っ
て
と
り

わ
け
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
（K

arjalain
en

 2013, 112

）。

３
．
コ
ミ
ッ
ク
・
ス
ト
リ
ッ
プ

ム
ー
ミ
ン
に
ま
つ
わ
る
小
説
や
短
編
集
は
、
一
九
四
五
年
の
『
小
さ
な
ト
ロ
ー
ル

と
大
き
な
洪
水
』（T

h
e M

oom
in

s an
d

 T
h

e G
reat F

lood

）
か
ら
最
後
の
作
品
で
あ

る
一
九
七
〇
年
の
『
ム
ー
ミ
ン
谷
の
十
一
月
』
に
至
る
ま
で
の
数
十
年
に
渡
っ
て
出

版
さ
れ
た
。
そ
し
て
こ
れ
ま
で
当
然
な
が
ら
こ
れ
ら
の
作
品
が
主
に
注
目
さ
れ
て
き

た
。
し
か
し
、我
々
は
大
成
功
を
収
め
た
コ
ミ
ッ
ク
・
ス
ト
リ
ッ
プ
に
お
い
て
も
ム
ー

ミ
ン
の
物
語
が
展
開
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

初
め
て
コ
ミ
ッ
ク
・
ス
ト
リ
ッ
プ
が
出
版
さ
れ
た
の
は
一
九
四
七
年
か
ら

一
九
四
八
年
に
か
け
て
雑
誌N

y T
id

に
お
い
て
だ
っ
た
。だ
が
そ
の
数
年
後
に
ヤ
ン

ソ
ン
は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
再
開
し
、今
度
は
イ
ギ
リ
ス
の
市
場
向
け
の
シ
リ
ー
ズ
を
、

ロ
ン
ド
ン
に
拠
点
を
置
く
新
聞
紙T

h
e E

ven
in

g N
ew

s

に
お
い
て
一
九
五
四
年
か

ら
一
九
七
五
年
に
か
け
て
展
開
し
た
。

以
下
で
は
一
九
五
六
年
に
掲
載
さ
れ
た
『
預
言
者
あ
ら
わ
る
』（M

oom
in

 B
egin

s 

a N
ew

 L
ife

）
を
少
し
詳
し
く
見
て
い
き
た
い②
。
ヤ
ン
ソ
ン
は
小
説
や
短
編
で
展
開
し

た
ア
イ
デ
ィ
ア
を
た
だ
コ
ミ
ッ
ク
・
ス
ト
リ
ッ
プ
に
そ
の
ま
ま
転
移
さ
せ
た
の
で
は

な
く
、
コ
ミ
ッ
ク
・
ス
ト
リ
ッ
プ
と
い
う
媒
体
を
新
し
い
テ
ー
マ
を
展
開
す
る
た
め

に
使
っ
た
。
コ
ミ
ッ
ク
・
ス
ト
リ
ッ
プ
で
は
物
語
の
舞
台
や
背
景
を
ラ
デ
ィ
カ
ル
に

変
え
る
自
由
が
与
え
ら
れ
て
い
る
た
め
、
小
説
の
と
き
と
は
ま
た
異
な
る
テ
ー
マ
に

つ
い
て
探
求
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
以
下
で
見
る
よ
う
に
、
一
九
五
六
年
の
コ
ミ
ッ

ク
・
ス
ト
リ
ッ
プ
は
九
つ
の
ム
ー
ミ
ン
古
典
作
品
の
実
存
主
義
的
な
解
釈
に
お
け
る

も
の
よ
り
も
、
慣
習
、
ま
た
正
常
性
や
伝
統
の
役
割
に
つ
い
て
、
よ
り
ニ
ュ
ア
ン
ス

の
あ
る
理
解
を
提
供
し
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

『
預
言
者
あ
ら
わ
る
』（Jan

sson
 2007b

）
で
は
、
ム
ー
ミ
ン
谷
に
自
由
を
説
く
預

言
者
が
到
来
す
る
こ
と
で
ム
ー
ミ
ン
谷
の
生
活
が
混
乱
す
る
様
子
が
描
か
れ
て
い

る
。
預
言
者
の
主
要
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
自
分
の
好
き
な
こ
と
を
し
て
人
生
を
楽
し

み
、
幸
せ
な
生
活
を
送
る
べ
き
だ
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
す
で
に
そ
こ
そ
こ
幸
せ
な

生
活
を
送
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
ム
ー
ミ
ン
マ
マ
が
丁
寧
に
問
う
と
、
預
言
者

は
、
み
ん
な
伝
統
や
染
み
付
い
た
し
き
た
り
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
縛
ら
れ
て
い
る
の

だ
と
反
論
す
る
の
で
あ
っ
た
。
ム
ー
ミ
ン
一
家
は
そ
れ
ぞ
れ
預
言
者
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

を
真
剣
に
受
け
止
め
、
責
任
や
約
束
、
ま

た
他
の
様
々
な
禁
制
か
ら
の
脱
却
を
図
ろ

う
と
す
る
。
ス
ノ
ー
ク
の
お
嬢
さ
ん
は

ム
ー
ミ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
も
と
を
離
れ
、

ム
ー
ミ
ン
パ
パ
は
木
の
上
で
「
ど
う
ど
う

と
恥
し
ら
ず
に
」
自
分
の
た
め
に
生
き
る

こ
と
を
決
意
す
る
の
で
あ
っ
た
。
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次
第
に
預
言
者
の
影
響
が
ム
ー
ミ
ン
谷
全
体
へ
と
広
が
る
と
、
刑
務
所
は
廃
止
さ

れ
、
犯
罪
と
い
う
概
念
さ
え
も
な
く
な
る
。
そ
の
結
果
ス
テ
ィ
ン
キ
ー
は
自
由
の
身

と
な
り
、
す
ぐ
に
ム
ー
ミ
ン
パ
パ
に
長
い
間
強
い
ら
れ
て
き
た
中
流
階
級
の
あ
ら
ゆ

る
ナ
ン
セ
ン
ス
か
ら
脱
出
す
る
方
法
を
教
え
よ
う
と
励
む
。
自
由
な
恋
愛
と
無
制
限

の
酒
が
大
事
だ
と
言
う
。
そ
し
て
事
実
ス
テ
ィ
ン
キ
ー
が
真
っ
先
に
ム
ー
ミ
ン
パ
パ

に
教
え
た
の
は
、「
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
・
ダ
イ
ナ
マ
イ
ト
」
と
い
う
密
造
酒
の
作
り
方
で

あ
っ
た
。

ち
び
の
ミ
ィ
も
ま
た
予
想
通
り
楽
し
ん
で
い
た
。
ス
ノ
ー
ク
お
嬢
さ
ん
が
新
し
い

愛
人
と
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
冒
険
に
出
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
不
満
を
こ
ぼ
す
ム
ー
ミ
ン

ト
ロ
ー
ル
に
対
し
て
、
ち
び
の
ミ
ィ
は
自
分
だ
っ
て
冒
険
心
を
持
つ
べ
き
だ
と
た
だ

励
ま
す
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
助
言
を
受
け
、
ム
ー
ミ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
「
み
ん
な

の
中
で
も
っ
と
も
自
由
な
」
追
い
剥
ぎ
に
な
る
こ
と
を
決
意
す
る
の
で
あ
っ
た
。

ム
ー
ミ
ン
マ
マ
は
依
然
と
し
て
家
の
し
き
た
り
の
大
切
さ
を
守
り
、
ム
ー
ミ
ン
ト

ロ
ー
ル
の
誕
生
日
パ
ー
テ
ィ
ー
ま
で
準
備
し
て
い
た
。
だ
が
誰
も
来
な
か
っ
た
こ
と

に
失
望
し
、
さ
す
が
に
嫌
気
が
指
し
た
ム
ー
ミ
ン
マ
マ
は
自
分
も
自
由
を
追
い
求
め

よ
う
と
決
意
す
る
。
だ
が
自
由
な
生
活
に
徐
々
に
飽
き
飽
き
し
て
い
た
ム
ー
ミ
ン
ト

ロ
ー
ル
と
、
そ
ろ
そ
ろ
家
に
戻
ろ
う
か
と
考
え
て
い
た
ム
ー
ミ
ン
パ
パ
を
は
こ
れ
を

聞
き
つ
け
て
気
が
か
り
に
思
う
。ム
ー
ミ
ン
パ
パ
は
プ
ラ
イ
ド
が
高
す
ぎ
る
あ
ま
り
、

木
の
上
で
の
生
活
が
思
っ
て
い
た
ほ
ど
楽
し
く
な
か
っ
た
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
ず

に
い
た
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
そ
ん
な
ム
ー
ミ
ン
パ
パ
を
よ
そ
に
、
義
務
の
な
い
自
由

な
生
活
を
楽
し
ん
で
い
る
の
だ
か
ら
放
っ
て
お
い
て
、
と
ム
ー
ミ
ン
マ
マ
は
言
い
放

つ
の
で
あ
っ
た
。
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一
度
混
乱
し
た
も
の
を
修
復
す
る
こ
と
は
そ
う
簡
単
な
こ
と
で
は
な
い
。
ス
テ
ィ

ン
キ
ー
は
さ
ら
に
不
安
定
な
状
態
を
維
持
し
よ
う
と
力
を
尽
く
し
、
ム
ー
ミ
ン
谷
に

も
う
一
人
預
言
者

―
そ
れ
も
一
人
目
と
ま
っ
た
く
違
う
内
容
を
主
張
す
る
預
言
者

―
を
呼
び
、
そ
の
結
果
状
況
は
よ
り
一
層
悪
化
す
る
。
二
人
目
の
預
言
者
は
ム
ー

ミ
ン
谷
に
到
着
す
る
や
否
や
、
そ
こ
で
目
に
し
た
住
人
の
罪
深
い
生
活
に
震
え
上
が

る
。
そ
し
て
そ
の
不
道
徳
な
や
り
方
で
良
心
、
罪
悪
感
、
過
失
、
罰
な
ど
の
考
え
を

欠
い
た
生
活
を
送
る
に
至
ら
し
め
た
偽
の
預
言
者
に
従
っ
た
彼
ら
を
ひ
ど
く
非
難
す

る
。
今
と
な
っ
て
は
そ
れ
ら
の
こ
と
を
懺
悔
し
、
義
務
の
要
求
に
従
う
ほ
か
な
い
。

そ
し
て
犠
牲
と
自
制
に
よ
る
新
し
い
生
活
を
送
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
第
二
の
預

言
者
は
言
う
。
良
し
と
さ
れ
て
い
る
も
の
や
楽
し
い
も
の
は
す
べ
て
悪
で
あ
る
た
め

放
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
わ
れ
る
。ム
ー
ミ
ン
パ
パ
は
家
を
黒
く
塗
り
直
し
、

パ
ン
ケ
ー
キ
は
禁
じ
ら
れ
、
焦
げ
た
オ
ー
ト
ミ
ー
ル
が
代
わ
り
に
食
べ
ら
れ
る
よ
う

に
な
る
。
当
然
一
人
目
の
預
言
者
は
お
と
な
し
く
引
き
下
が
る
は
ず
も
な
く
、
二
人

は
取
っ
組
み
合
い
に
な
る
が
、
そ
こ
へ
ム
ー
ミ
ン
マ
マ
が
あ
ら
わ
れ
常
識
の
回
復
を

強
く
求
め
る
こ
と
で
そ
れ
は
中
断
さ
れ
る
。
ど
ち
ら
も
い
い
こ
と
を
説
教
し
て
は
い

る
が
、
普
通
の
人
た
ち
に
と
っ
て
結
局
そ
れ
ら
は
実
用
的
で
は
な
い
ん
だ
と
ム
ー
ミ

ン
マ
マ
は
言
う
。
ム
ー
ミ
ン
ト
ロ
ー
ル
も
ま
た
最
後
の
方
の
コ
マ
で
「
ま
た
昔
の
よ

う
に
〔
普
通
に
〕
生
き
ら
れ
る
！
う
れ
し
い
な
！
」
と
言
い
放
つ
。
以
前
の
日
常
が

戻
り
、
正
常
性
は
回
復
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
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４
．
正
常
性
の
現
象
学

以
上
の
こ
と
か
ら
、『
預
言
者
あ
ら
わ
る
』
は
無
制
限
の
自
由
や
、
正
常
性
の
抑
圧

的
な
性
格
を
強
調
す
る
よ
う
な
単
純
な
実
存
主
義
的
（「
サ
ル
ト
ル
的
」）
な
解
釈
と
は

ま
た
異
な
っ
た
理
解
を
提
供
す
る
も
の
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る③
。伝
統
や
慣
習
、

規
範
と
い
っ
た
も
の
は
私
た
ち
の
物
の
見
方
や
判
断
力
を
た
だ
た
だ
制
限
す
る
よ
う

な
も
の
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
は
な
い
。
こ
の
物
語
の
中
で
強
調
さ
れ
、
確
認
さ
れ

て
い
る
こ
と
は
、
ど
れ
程
我
々
の
生
活
が
正
常
性
の
様
々
な
パ
タ
ー
ン
に
よ
っ
て
組

み
立
て
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
点
な
の
で
あ
る
。
我
々
は
し
き
た
り
や
伝
統
が
支
配

す
る
世
界
に
住
み
慣
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
正
常
性
は
社
会
的
に
有
意
義
な
生
活
を

送
る
上
で
妨
害
や
障
害
な
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
必
須
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

伝
統
や
正
常
性
へ
の
着
目
は
現
象
学
よ
り
も
解
釈
学
を
連
想
す
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
そ
れ
は
現
象
学
の
伝
統
を
継
ぐ
哲
学
者
や
精
神
科
医
、
社
会
学
者
ら
に
よ
っ
て

す
で
に
確
認
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
以
下
で
簡
単
に
見
て
行
く
。

世
の
中
で
う
ま
く
や
っ
て
い
く
上
で
、
ゼ
ロ
か
ら
常
に
ス
タ
ー
ト
す
る
と
い
う
こ

と
は
な
い
。
社
会
の
中
で
う
ま
く
立
ち
回
り
、
日
常
生
活
の
様
々
な
挑
戦
に
対
応
し

う
る
よ
う
に
な
る
た
め
に
我
々
は
多
く
の
こ
と
を
当
た
り
前
の
こ
と
と
見
な
す
。

我
々
が
依
拠
す
る
と
こ
ろ
の
様
々
な
前
提
、
予
想
、
規
定
の
集
積
は
、
そ
れ
ま
で
の

経
験
に
由
来
す
る
と
こ
ろ
も
あ
れ
ば
、
社
会
的
に
形
成
さ
れ
た
部
分
も
あ
る
。
我
々

は
記
憶
に
あ
る
限
り
他
者
と
と
も
に
あ
る
。
一
九
二
〇
年
代
の
草
稿
で
フ
ッ
サ
ー
ル

が
言
う
よ
う
に
、「
私
は
後
継
者
と
し
て
私
で
あ
り
得
て
い
る
。〔
・
・
・
〕
あ
ら
ゆ

る
私
の
も
の
は
、
一
部
は
祖
先
か
ら
引
き
継
が
れ
て
き
た
伝
統
、
ま
た
一
部
は
同
時

代
の
人
た
ち
の
伝
統
に
基
づ
い
て
い
る
」（H

usserl 1973a, 223

）。
正
常
性
は
社
会
と

い
う
文
脈
に
お
い
て
の
み
十
分
に
意
味
を
持
ち
う
る
。
正
常
性
は
因
習
性

（con
ven

tion
ality

）
で
も
あ
る
。
個
人
を
超
え
て
「
人
は

0

0

こ
の
よ
う
に
す
る
」
と
い

う
意
味
合
い
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（H

u
sserl 1973b, 611

）。

社
会
的
現
実
と
い
う
の
は
参
加
す
る
主
体
同
士
の
交
流
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
。

我
々
は
生
活
を
支
配
す
る
様
々
な
習
慣
や
格
言
を
、
そ
の
過
程
を
ほ
ぼ
意
識
す
る
こ

と
な
く
、
見
え
な
く
な
る
ほ
ど
ま
で
内
面
化
す
る
。
だ
が
社
会
的
な
激
変
や
崩
壊
に

よ
っ
て
、
我
々
が
日
常
生
活
に
お
い
て
前
提
に
し
、
依
拠
し
て
い
る
様
々
な
も
の
が

自
覚
に
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

フ
ッ
サ
ー
ル
は
一
九
三
〇
年
代
の
諸
論
考
に
お
い
て
、
異
質
な
生
活
形
式
、
す
な

わ
ち
フ
ッ
サ
ー
ル
が
「
異
郷
世
界
」
と
呼
ぶ
も
の
、
つ
ま
り
規
範
や
正
常
性
の
基
準

が
自
分
た
ち
と
は
異
な
る
異
質
な
生
活
形
式
と
の
出
会
い
が
、
時
に
自
分
た
ち
の
故

郷
世
界
の
特
殊
性
に
気
づ
く
き
っ
か
け
に
な
る
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
他
国

や
他
文
化
の
異
質
な
視
点
に
出
会
う
こ
と
で
、
普
段
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
受
け
入

れ
、
疑
問
視
す
る
こ
と
も
な
い
自
分
た
ち
の
慣
習
に
対
し
て
、
よ
り
批
判
的
に
な
っ

た
り
、
あ
る
い
は
あ
り
が
た
み
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
り
と
、
そ
れ
ま
で
と
は
違

う
視
点
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
、
多
数
の
視
点
を
包
含
し
、
統
合
す
る
よ

う
な
よ
り
包
括
的
な
理
解
を
求
め
る
よ
う
に
我
々
を
促
す
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な

い
（H

u
sserl 1973b, 214-218

参
照
）。

も
う
一
つ
の
例
は
、
現
象
学
的
精
神
病
理
学
の
分
野
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
。
し

ば
し
ば
言
わ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
正
常
な
生
活
の
基
礎
的
な
特
徴
は
、
精
神
病
に
よ

る
歪
み
の
考
察
を
通
し
て
は
っ
き
り
と
明
る
み
に
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
病
理

の
状
態
と
対
比
す
る
こ
と
で
、
正
常
性
と
は
本
来
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
く

達
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。『
自
明
性
の
喪
失
』（D

er 

V
erlu

st d
er n

atü
rlich

en
 S

elbstverstän
d

lich
keit

）
と
い
う
古
典
的
テ
キ
ス
ト
に
お

い
て
、
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
ブ
ラ
ン
ケ
ン
ブ
ル
ク
は
統
合
失
調
症
を
「
コ
モ
ン
・
セ

ン
ス
に
関
わ
る
病
」
で
あ
る
と
し
、「
自
然
な
自
明
性
の
喪
失
」
と
し
て
規
定
し
た

（B
lan

ken
bu

rg 1971

）。
こ
こ
で
コ
モ
ン
・
セ
ン
ス
と
か
自
然
な
自
明
性
と
言
わ
れ
て

い
る
こ
と
は
、
い
わ
ゆ
る
「
ゲ
ー
ム
の
ル
ー
ル
」
を
暗
黙
に
理
解
し
て
い
る
こ
と
、

あ
る
い
は
何
が
適
切
、
適
当
で
、
何
が
妥
当
で
も
っ
と
も
ら
し
い
の
か
と
い
っ
た
も
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の
の
感
覚
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ら
の
喪
失
に
よ
っ
て
、
統
合
失

調
症
を
患
っ
た
人
は
健
常
者
に
と
っ
て
は
当
た
り
前
の
こ
と
に
つ
ま
ず
き
、
困
惑
し

て
し
ま
う
。
あ
る
若
い
女
性
患
者
は
次
の
よ
う
に
話
す
。

私
に
欠
け
て
い
る
の
は
何
な
ん
で
し
ょ
う
。
ほ
ん
の
ち
ょ
っ
と
し
た
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

、
ほ

ん
と
に
お
か
し
な
こ
と
、
大
切
な
こ
と

0

0

0

0

0

、
そ
れ
が
な
け
れ
ば
生
き
て
い
け
な
い

よ
う
な
こ
と
・
・
・
。〔
・
・
・
〕
私
に
は
ま
だ
支
え
が
必
要
だ
と
、
つ
く
づ
く

思
い
ま
す
。
私
に
は
ご
く
簡
単
な
日
常
的
な
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
も
ま
だ
支
え

が
必
要
な
の
で
す
。〔
・
・
・
〕
私
に
欠
け
て
い
る
の
は
、
き
っ
と
自
然
な
自
明

0

0

0

0

0

さ0

と
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。〔
・
・
・
〕
だ
れ
も
が
道
筋
を
、
考
え
方
を

持
っ
て
い
ま
す
。
動
作
と
か
人
間
ら
し
さ
と
か
対
人
関
係
と
か
、
そ
こ
に
は
す

べ
て
ル
ー
ル
が
あ
っ
て
、
だ
れ
も
が
そ
れ
を
守
っ
て
い
る
の
で
す
。〔
・
・
・
〕

わ
か
る
と
か
い
う
こ
と
〔
知
識
〕
で
は
な
い
ん
で
す
、
実
際
そ
う
な
ん
で
す
か

ら.....

ど
ん
な
子
供
で
も
わ
か
る
こ
と
な
ん
で
す
。（Q

u
oted in

 B
lan

ken
bu

rg 

1971, 42-43; 1978, 73-75

）

現
象
学
的
社
会
学
の
伝
統
で
は
、
社
会
秩
序
を
確
立
し
た
り
維
持
す
る
活
動
を
明

確
化
す
る
特
殊
な
方
法
論
が
あ
る
。
例
え
ば
ハ
ロ
ル
ド
・
ガ
ー
フ
ィ
ン
ケ
ル
は
、
い

わ
ゆ
る
「
違
背
実
験
（breach
in

g experim
en

ts

）」
な
る
も
の
を
提
唱
し
た
。
こ
れ

ら
の
実
験
は
、
通
常
我
々
が
前
提
に
し
て
い
る
ル
ー
ル
を
壊
す
こ
と
で
、
か
え
っ
て

日
常
生
活
に
お
い
て
暗
黙
裡
に
仮
定
し
て
い
る
様
々
な
社
会
的
規
範
を
浮
き
彫
り
に

す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
事
例
と
し
て
は
、
デ
パ
ー
ト
で

値
切
り
交
渉
を
し
た
り
、レ
ス
ト
ラ
ン
で
メ
ニ
ュ
ー
に
な
い
も
の
を
オ
ー
ダ
ー
す
る
、

あ
る
い
は
実
家
に
帰
っ
た
際
に
来
客
の
よ
う
に
振
る
舞
う
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
ガ
ー

フ
ィ
ン
ケ
ル
は
、
会
話
が
ス
ム
ー
ズ
に
成
り
立
つ
た
め
の
規
範
が
破
ら
れ
た
時
に
人

が
ど
の
よ
う
に
反
応
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
分
析
し
て
い
る
。

あ
る
金
曜
日
の
夜
、
夫
と
二
人
で
テ
レ
ビ
を
見
て
い
た
。
夫
が
疲
れ
て
い
る
と

言
っ
た
の
で
、「
ど
の
よ
う
に
疲
れ
て
い
る
の
？
身
体
的
に
？
精
神
的
に
？
そ
れ

と
も
退
屈
な
だ
け
？
」
と
聞
く
と
、

（
Ｓ
）
分
か
ら
な
い
け
ど
、
身
体
的
に
か
な
、
主
に
。

（
Ｅ
）
筋
肉
痛
と
か
骨
に
痛
み
が
あ
る
っ
て
こ
と
？

（
Ｓ
）
ま
ぁ
、
そ
う
か
な
。
そ
ん
な
専
門
的
に
な
る
な
よ
。

（
テ
レ
ビ
を
さ
ら
に
見
た
後
に
）

（
Ｓ
）
昔
の
映
画
っ
て
み
ん
な
同
じ
よ
う
な
鉄
の
ベ
ッ
ド
台
使
っ
て
い
る
な
。

（
Ｅ
）そ
れ
は
ど
う
い
う
意
味
？
昔
の
映
画
す
べ
て
っ
て
意
味
？
そ
れ
と
も
い
く

つ
か
の
昔
の
映
画
っ
て
こ
と
？
あ
る
い
は
あ
な
た
が
見
た
こ
と
の
あ
る
昔
の
映

画
っ
て
こ
と
？

（
Ｓ
）
ど
う
し
た
っ
て
い
う
ん
だ
？
言
っ
て
い
る
意
味
な
ん
て
分
か
る
だ
ろ
う
。

（
Ｅ
）
も
っ
と
は
っ
き
り
と
言
っ
て
欲
し
い
の
よ
ね
。

（
Ｓ
）
言
い
た
い
こ
と
く
ら
い
分
か
る
だ
ろ
！
う
る
さ
い
よ
！
（G

arfin
k

el 

1967, 43

）

こ
れ
ら
に
似
た
よ
う
な
事
態
は
、
ヤ
ン
ソ
ン
の
作
品
の
ほ
か
、
ヤ
ン
ソ
ン
が
イ
ラ

ス
ト
を
担
当
し
た
ル
イ
ス
・
キ
ャ
ロ
ル
の
『
不
思
議
の
国
の
ア
リ
ス
』
な
ど
の
文
学

作
品
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
以
下
の
ア
リ
ス
と
三
月
兎
と
帽
子
屋
と
の
会

話
で
は
、
我
々
が
普
段
人
と
会
話
す
る
際
に
会
話
相
手
が
同
じ
ル
ー
ル
に
従
う
こ
と

を
前
提
に
し
、
ま
た
そ
う
し
な
い
場
合
に
い
か
に
当
惑
さ
せ
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と

を
示
し
て
い
る
。

大
き
な
テ
ー
ブ
ル
だ
と
い
う
の
に
、
三
人
は
片
隅
に
か
た
ま
っ
て
い
る
。

「
席
は
な
い
ぞ
！
席
は
な
い
ぞ
！
」近
づ
い
て
く
る
ア
リ
ス
に
気
づ
く
と
そ
ろ
っ

て
叫
び
だ
し
た
。「
た
く
さ
ん
あ
る
じ
ゃ
な
い
」
ア
リ
ス
は
怒
っ
て
そ
う
言
う
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と
、
テ
ー
ブ
ル
の
は
し
の
大
き
な
肘
か
け
椅
子
に
腰
を
お
ろ
し
た
。

「
葡
萄
酒
は
い
か
が
？
」
三
月
兎
が
も
て
な
す
よ
う
に
す
す
め
て
き
た
。

ア
リ
ス
は
テ
ー
ブ
ル
を
見
渡
し
て
み
た
が
、
お
茶
以
外
の
も
の
は
見
あ
た
ら
な

い
。「
葡
萄
酒
な
ん
て
な
い
じ
ゃ
な
い
」
ア
リ
ス
は
言
っ
た
。

「
そ
ん
な
も
の
は
な
い
よ
」
三
月
兎
が
言
っ
た
。

「
ず
い
ぶ
ん
失
礼
ね
、な
い
も
の
を
す
す
め
る
な
ん
て
」
ア
リ
ス
は
腹
立
た
し
げ

に
言
っ
た
。

「
ず
い
ぶ
ん
失
礼
だ
よ
、招
か
れ
て
も
い
な
い
の
に
席
に
つ
く
な
ん
て
」
三
月
兎

が
言
っ
た
。

「
あ
な
た
た
ち
の
テ
ー
ブ
ル
だ
な
ん
て
知
ら
な
か
っ
た
の
よ
。三
人
分
ど
こ
ろ
か

ず
い
ぶ
ん
た
く
さ
ん
の
席
が
あ
る
じ
ゃ
な
い
」

「
髪
を
切
っ
た
ほ
う
が
い
い
な
」帽
子
屋
は
さ
っ
き
か
ら
珍
し
そ
う
に
じ
ろ
じ
ろ

と
ア
リ
ス
を
見
て
い
た
が
、
開
口
一
番
こ
う
言
っ
た
。

「
他
人
の
こ
と
を
と
や
か
く
言
う
べ
き
じ
ゃ
な
い
わ
」ア
リ
ス
は
ぴ
し
ゃ
り
と
言

い
か
え
し
た
。「
無
作
法
っ
て
も
ん
よ
」

こ
れ
を
き
い
た
帽
子
屋
は
目
を
ま
る
く
し
て
、
た
だ
ひ
と
こ
と
こ
う
言
っ
た
。

「
鴉
と
物
書
き
机
、
似
て
い
る
の
は
な
ぜ
だ
」（C

arroll 1865, 44; 2011, 56

）

ヤ
ン
ソ
ン
自
身
の
作
品
の
中
で
も
似
た
よ
う
な
事
例
が
あ
る
。『
ム
ー
ミ
ン
谷
の
仲

間
た
ち
』
の
中
の
「
ぞ
っ
と
す
る
話
」（A

 T
ale of H

orror

）
で
、
ホ
ム
サ
の
少
年
が

ち
び
の
ミ
ィ
に
出
会
う
場
面
が
あ
る
。
ホ
ム
サ
は
想
像
力
旺
盛
で
、
あ
ま
り
に
も
嘘

を
つ
く
の
で
父
親
に
よ
く
叱
ら
れ
て
い
た
。
だ
が
彼
以
上
に
見
事
な
嘘
つ
き
の
ち
び

の
ミ
ィ
は
彼
の
空
想
を
さ
ら
に
繰
り
広
げ
、
ホ
ム
サ
は
ひ
ど
く
怖
い
想
い
を
す
る
。

ホ
ム
サ
は
他
人
が
本
当
の
こ
と
を
言
う
こ
と
に
慣
れ
て
い
た
た
め
、
ち
び
の
ミ
ィ
と

の
出
会
い
は
彼
を
大
い
に
動
揺
さ
せ
、
そ
こ
で
嘘
の
破
壊
力
に
気
づ
か
さ
れ
る
の
で

あ
っ
た
。

ホ
ム
サ
は
ひ
ど
く
心
を
き
ず
つ
け
ら
れ
て
、
も
う
す
こ
し
で
な
き
だ
し
そ
う
に

な
っ
て
い
た
の
で
す
。「
パ
パ.........

、
あ
の
子
っ
た
ら
ね.........

パ
パ
は
信
じ

な
い
だ
ろ
う
け
ど
、
ぼ
く
は
も
う
千
年
た
っ
た
っ
て
、
あ
ん
な
と
こ
へ
い
く
も

ん
か
。」こ
う
い
っ
て
か
ら
ホ
ム
サ
は
あ
ら
あ
ら
し
く
つ
け
く
わ
え
ま
し
た
。「
あ

い
つ
、
ぼ
く
を
ペ
テ
ン
に
か
け
た
ん
だ
よ
！
ま
る
っ
き
り
の
う
そ
を
な
ら
べ
て

さ
！
あ
ん
な
う
そ
を
き
か
さ
れ
る
と
、
む
な
く
そ
が
わ
る
く
な
っ
ち
ま
う
。」

（Jan
sson

 1962, 36-37; 1977, 56

）

正
常
性
は
社
会
的
現
実
を
様
々
な
仕
方
で
つ
な
ぎ
合
わ
せ
、ま
と
め
る
も
の
で
あ
る
。

我
々
が
吸
う
空
気
の
よ
う
に
、
普
段
気
づ
か
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
な
く
な
っ
た
り

損
な
わ
れ
た
り
し
て
は
じ
め
て
そ
の
重
要
性
に
気
づ
く
の
で
あ
る
。
現
象
学
的
哲
学

で
は
、日
常
生
活
に
お
け
る
正
常
性
の
構
成
的
意
義
に
関
す
る
分
析
だ
け
で
は
な
く
、

哲
学
的
態
度
が
普
段
は
当
た
り
前
の
こ
と
と
し
て
前
提
に
さ
れ
て
い
る
正
常
性
と
の

持
続
的
な
断
絶
を
伴
う
こ
と
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る④
。

５
．
結
論

激
変
、
離
別
、
帰
郷
は
、
ヤ
ン
ソ
ン
の
著
作
の
中
で
繰
り
返
し
登
場
す
る
テ
ー
マ

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
主
題
に
つ
い
て
深
遠
な
示
唆
に
富
む
九
つ
の
ム
ー
ミ
ン
古
典
作

品
に
注
目
す
る
理
由
は
当
然
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
我
々
は
コ
ミ
ッ
ク
・
ス

ト
リ
ッ
プ
を
見
過
ご
す
べ
き
で
は
な
い
。
そ
れ
は
ヤ
ン
ソ
ン
の
イ
ラ
ス
ト
の
ク
オ
リ

テ
ィ
ー
が
高
い
か
ら
と
か
、
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
媒
体
の
使
い
方
が
斬
新
で
面
白
い
か
ら

と
い
っ
た
理
由
だ
け
で
は
な
く
、
そ
こ
で
展
開
さ
れ
る
物
語
が
素
晴
ら
し
い
か
ら
注

目
に
値
す
る
の
で
あ
る
。
多
く
の
物
語
が
古
典
作
品
と
は
ま
た
違
っ
た
、
自
然
や
社

会
的
な
環
境
を
舞
台
に
し
て
い
る
。
文
脈
や
設
定
を
自
由
に
発
展
さ
せ
た
り
変
え
た

り
す
る
こ
と
で
、
ヤ
ン
ソ
ン
は
コ
ミ
ッ
ク
・
ス
ト
リ
ッ
プ
を
通
し
て
多
様
で
新
し
い
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主
題
に
つ
い
て
探
求
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
と
り
わ
け
、
コ
ミ
ッ
ク
・
ス
ト
リ
ッ
プ

は
そ
れ
ま
で
よ
り
も
共
同
生
活
の
様
々
な
特
徴
に
つ
い
て
よ
り
詳
し
く
分
析
し
、
批

判
的
に
論
評
し
て
い
る
。
本
と
一
緒
に
読
む
こ
と
で
、
コ
ミ
ッ
ク
・
ス
ト
リ
ッ
プ
は
、

ヤ
ン
ソ
ン
の
描
い
た
人
間
存
在
の
さ
ら
な
る
特
徴
と
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
浮
き
彫
り
に
し

て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

注＊　
本
稿
は
二
〇
一
八
年
に
英
語
で
出
版
さ
れ
た
以
下
の
論
文
の
邦
訳
で
あ
る
。Zahavi, 

D
an

. 2018. M
an

h
attan

 D
yn

am
ite an

d n
o p

an
cak

es: T
rad

ition
 an

d 

n
orm

ality in
 th

e w
ork of T

ove Jan
sson

. S
A

T
S

. N
orth

ern
 E

u
ropean

 

Jou
rn

al of P
h

ilosoph
y. 19

（1
）. 5-19.

①　

感
情
に
よ
っ
て
哲
学
的
態
度
へ
と
い
た
る
道
に
つ
い
て
は
、H
ein

äm
aa

（2002

）

参
照
。

②　

最
終
的
にT

h
e E

ven
in

g N
ew

s

に
掲
載
さ
れ
た
コ
ミ
ッ
ク
・
ス
ト
リ
ッ
プ
は
73
話

に
及
ぶ
。
最
初
の
13
話
は
ト
ー
ベ
・
ヤ
ン
ソ
ン
自
身
が
書
き
、
そ
の
後
弟
の
ラ
ー
ス
・

ヤ
ン
ソ
ン
に
手
伝
っ
て
も
ら
う
よ
う
に
な
り
、
第
22
話
以
降
は
ラ
ー
ス
・
ヤ
ン
ソ
ン
が

一
人
で
手
掛
け
た
。
こ
こ
で
扱
う
コ
ミ
ッ
ク
・
ス
ト
リ
ッ
プ
は
ト
ー
ベ
・
ヤ
ン
ソ
ン
自

身
が
手
掛
け
た
も
の
で
あ
る
。

③　

こ
れ
が
サ
ル
ト
ル
自
身
の
考
え
で
あ
る
と
言
う
つ
も
り
は
な
い
。サ
ル
ト
ル
の
自
由

概
念
に
つ
い
て
の
精
緻
な
議
論
に
つ
い
て
はS

tew
art

（1998

）
参
照
。

④　

我
々
が
正
常
性
や
規
範
性
に
対
し
て
新
た
に
獲
得
す
る
哲
学
的
な
観
点
は
、我
々
の

生
活
に
何
か
変
化
を
も
た
ら
す
の
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、そ
れ
は
必
然
的
に
我
々
が

従
う
規
範
の
変
容
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。そ
れ
と
も
規
範
そ
の
も
の
は
変
わ
ら
ず

に
我
々
の
規
範
に
対
す
る
理
解
が
変
化
す
る
の
だ
ろ
う
か
。こ
う
し
た
問
い
は
非
常
に

重
要
な
問
い
で
あ
り
、よ
く
知
ら
れ
て
い
る
禅
仏
教
に
お
け
る
十
牛
図
を
思
い
起
こ
さ

せ
る
が
、
本
稿
で
は
こ
れ
以
上
述
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
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