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ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
『
哲
学
書
簡
」
の
今
日
的
意
義

大

鳥凪

ニイ

　
今
日
は
国
際
化
時
代
だ
と
言
わ
れ
、
ま
た
価
値
の
多
様
化
の
時
代
だ
と
も
言
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
時
代
を
生
き
て
ゆ
く
上
で
、
我
々

は
ど
の
よ
う
な
思
想
を
、
あ
る
い
は
知
的
態
度
を
持
つ
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
自
己
の
立
場
を
頑
固
に
絶
対
化
し
た
と
こ
ろ
で
得
る
と
こ
ろ
は
無

さ
そ
う
で
あ
る
。
一
定
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
イ
に
固
執
し
た
り
、
一
定
の
社
会
的
価
値
基
準
に
全
面
的
に
寄
り
掛
か
っ
て
い
る
の
で
も
駄
目
な
様
で

あ
る
。
今
か
ら
一
世
紀
以
上
も
前
、
江
戸
の
日
本
か
ら
東
京
の
日
本
へ
の
激
動
期
に
、
福
澤
諭
吉
は
次
の
様
に
言
っ
た
。

　
試
に
見
よ
、
方
今
我
國
の
洋
學
者
流
、
其
前
年
は
悉
皆
漢
書
生
な
ら
ざ
る
は
な
し
、
悉
皆
神
佛
者
な
ら
ざ
る
は
な
し
。
封
建
の
士
族
に
非

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ト
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ

ざ
れ
ば
封
建
の
民
な
り
。
恰
も
一
身
に
し
て
二
生
を
経
る
が
如
く
一
人
に
し
て
雨
身
あ
る
が
如
し
。
二
生
相
比
し
爾
身
相
較
し
、
其
前
生
前

身
に
得
た
る
も
の
を
以
て
之
を
今
生
今
身
に
得
た
る
西
洋
の
文
明
に
照
ら
し
て
、
其
形
影
の
互
に
反
射
す
る
を
見
ば
果
し
て
何
の
観
を
為
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

可
き
や
。
其
議
論
必
ず
確
實
な
ら
ざ
る
を
得
ざ
る
な
り
。
　
（
傍
点
引
用
者
）

こ
の
よ
う
に
、
我
々
に
と
っ
て
の
国
際
化
と
価
値
の
多
様
化
の
幕
開
け
に
お
い
て
、
福
澤
は
既
に
「
二
生
相
比
し
、
両
身
相
較
」
す
る
こ
と

五
五
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を
説
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
我
々
の
置
か
れ
た
難
局
を
打
破
す
る
こ
と
を
教
え
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
う
し
た
自
己
の
内
外
な
る
諸
価
値
の
比
較

が
出
来
る
に
は
、
そ
う
し
た
諸
価
値
を
離
れ
た
第
三
の
自
己
が
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
福
澤
は
自
ら
の
二
身
二
生
」
を
客
観
的
に
見
れ
た
人

で
あ
っ
た
。

　
今
か
ら
二
百
五
十
年
も
前
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
も
そ
う
し
た
自
ら
の
二
身
二
生
」
を
客
観
視
出
来
る
人
が
い
た
。
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
が
そ
の
人

で
あ
る
が
、
彼
は
当
時
「
野
蛮
な
島
国
」
と
し
て
片
づ
け
ら
れ
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
に
渡
り
、
そ
こ
の
文
化
、
民
族
と
い
っ
た
も
の
に
接
し
・
自

ら
も
そ
れ
を
生
き
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
広
い
視
野
に
立
っ
て
祖
国
フ
ラ
ン
ス
を
論
じ
、
物
の
見
方
、
考
え
方
の
歴
史
を
一
歩
進
め
た
の
で

あ
っ
た
。

　
彼
が
活
躍
し
た
時
代
と
は
、
旧
体
制
が
崩
れ
か
か
り
、
既
存
の
価
値
体
系
が
様
々
な
局
面
で
揺
ら
ぎ
は
じ
め
て
い
た
時
代
で
あ
っ
た
。
そ
う

し
た
時
代
に
早
々
と
異
文
化
の
体
制
、
価
値
体
系
に
接
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
、
彼
に
と
っ
て
、
自
国
の
体
制
や
価
値
体
系
に
対
す
る
相
対
化

を
更
早
め
る
機
会
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
英
国
か
ら
戻
っ
て
書
い
た
『
哲
学
書
壁
は
・
そ
う
し
た
相
対
化
の
努
力
の
結
晶
で
あ
り
・
そ
の

効
果
は
来
た
る
べ
き
大
革
命
の
到
来
を
促
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
だ
が
、
我
々
に
と
っ
て
『
哲
学
書
簡
』
が
大
革
命
の
前
ぶ
れ
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
の
で
は
な
い
。
英
仏
両
文
化
（
我
々
に
と
っ

て
は
同
じ
西
欧
文
化
で
あ
っ
て
も
、
英
仏
両
国
人
に
と
っ
て
、
し
か
も
十
八
世
紀
前
半
の
両
国
人
に
と
っ
て
は
極
め
て
異
質
な
英
仏
両
文
化
）

に
股
が
っ
て
、
作
者
が
真
に
二
身
二
生
」
を
体
現
し
つ
つ
、
一
方
に
偏
る
こ
と
も
な
く
、
現
に
置
か
れ
た
自
国
と
そ
の
民
の
将
来
の
た
め
に

異
文
化
を
紹
介
し
、
自
国
文
化
を
相
対
化
し
た
こ
と
の
方
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
『
哲
学
書
簡
』
の
著
者
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
と
は
・
あ
ら

ゆ
る
価
値
の
多
様
化
に
も
対
応
す
べ
く
、
「
一
身
に
し
て
二
生
」
の
我
が
身
を
も
客
観
視
し
得
た
一
つ
の
人
格
で
あ
り
、
『
哲
学
書
簡
』
と
は
、

そ
う
し
た
人
格
の
所
産
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
う
し
た
人
格
を
よ
く
語
っ
て
く
れ
る
書
物
だ
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。



『
哲
学
書
簡
』
と
は
・
別
名
『
英
璽
塵
と
も
言
わ
れ
る
よ
う
に
・
ヴ
ォ
ル
テ
↓
の
「
英
量
情
三
あ
る
．
福
澤
三
西
監
胤
』

が
新
日
本
建
設
に
大
い
に
寄
与
し
た
と
す
る
な
ら
、
こ
の
「
英
国
事
情
」
は
旧
フ
ラ
ン
ス
破
壊
に
大
い
に
貢
献
し
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
不

当
に
祖
国
フ
ラ
ン
ス
を
追
わ
れ
て
ド
ー
バ
ー
海
峡
を
渡
っ
た
若
き
詩
人
が
、
渡
っ
た
島
国
の
あ
り
様
を
祖
国
の
人
々
に
語
る
。
そ
の
報
告
に
は

驚
く
べ
き
新
知
識
が
積
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
積
荷
の
奥
は
更
に
驚
く
べ
き
で
、
祖
国
の
制
度
へ
の
激
し
い
嘲
笑
が
隠
さ
れ
て
い
た
の

だ
。
福
澤
の
『
西
洋
事
情
』
が
時
の
政
治
に
踏
み
つ
ぶ
さ
れ
ぬ
よ
う
筆
を
押
え
て
書
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
こ
の
『
英
国
書
簡
』
に
は
反
逆

精
神
が
丸
出
し
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
書
物
は
秘
か
に
出
版
さ
れ
、
見
つ
か
っ
て
焼
か
れ
、
そ
れ
で
も
フ
ラ
ン
ス
の
知
性
に
光
を
与
え
、
や
が

て
は
国
を
変
え
た
の
で
あ
っ
た
。

　
『
哲
学
書
簡
』
の
内
容
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
が
、
主
な
も
の
は
宗
教
、
哲
学
、
文
芸
に
つ
い
て
の
論
で
あ
る
。
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
は
英
国

宗
教
の
実
情
を
変
形
さ
せ
て
語
り
、
フ
ラ
ン
ス
旧
教
の
迷
妄
に
批
判
と
嘲
笑
を
浴
び
せ
、
ま
た
英
国
思
想
の
大
陸
思
想
に
欠
け
る
優
秀
性
を
紹

介
し
て
は
、
祖
国
の
民
の
偏
見
を
取
り
除
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
詩
や
演
劇
を
無
類
に
愛
し
た
彼
は
、
英
国
文
芸
の
知
ら
れ
ざ
る

美
を
讃
え
、
文
学
上
の
絶
対
主
義
を
打
破
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
何
と
言
っ
て
も
『
哲
学
書
簡
』
の
主
旨
を
最
も
明
確
に
語

る
の
は
・
最
終
章
の
反
パ
ス
カ
ル
論
で
あ
脈
・
こ
こ
で
彼
は
、
パ
ス
カ
ル
の
『
パ
ン
セ
』
を
フ
ラ
ン
ス
的
偏
見
の
根
源
と
み
な
し
て
弾
劾
す
る

の
で
あ
る
。
こ
の
パ
ス
カ
ル
批
判
が
的
を
得
て
い
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
が
フ
ラ
ン
ス
的
偏
見
を
打
ち
破
る
た
め
に
、

『
哲
学
書
簡
』
と
い
う
「
英
国
事
情
」
を
書
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
に
明
ら
か
で
あ
る
。

　
だ
が
・
そ
う
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
『
哲
学
書
簡
』
を
単
な
る
体
制
批
判
の
書
と
考
え
る
の
は
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
を
知
ら
な
い
人
の
す
る
こ
と

で
あ
ろ
う
。

五
七
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だ
が
、
諸
君
に
繰
り
返
し
て
言
口
お
・
つ
。
私
は
好
き
勝
手
に
書
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
私
の
言
う
ど
ん
な
意
見
も
・
そ
れ
が
確
か
だ
と
保

証
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
私
は
い
っ
さ
い
の
責
任
を
放
棄
す
る
。
私
の
理
屈
は
私
の
夢
で
あ
り
、
そ
う
し
た
夢
の
中
に
は
自
分
で
も
気
に

入
っ
て
い
る
も
の
が
あ
る
の
は
本
当
だ
。
だ
が
、
私
が
ど
ん
な
に
気
に
入
っ
た
夢
だ
っ
て
、
今
す
ぐ
に
も
捨
て
去
る
覚
悟
が
あ
る
の
だ
。
そ

う
す
る
こ
と
が
霧
と
昌
の
役
に
立
つ
の
な
党
・
（
傍
点
引
用
者
）

　
こ
れ
が
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
著
述
の
基
本
的
態
度
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
我
々
は
、
彼
の
言
葉
尻
に
と
ら
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
反
体

制
の
言
辞
と
同
量
の
体
制
擁
護
の
言
辞
を
同
一
の
書
物
の
内
に
見
出
す
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
の
だ
。
彼
の
思
想
は
矛
盾
の
塊
で
あ
ろ
う

か
。
『
哲
学
童
日
簡
』
を
読
む
人
は
、
様
々
な
矛
盾
と
映
る
言
辞
の
裏
に
、
恐
ら
三
貫
す
三
つ
の
人
格
を
見
る
で
あ
ろ
・
つ
・
そ
三
つ
の
人

格
の
織
り
な
す
思
想
の
運
動
、
そ
れ
こ
そ
が
『
哲
学
書
簡
』
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
目
ざ
す
所
は
い
つ
も
「
宗
教
と
祖
国
」
で
あ
る
と
い
う
こ

と
も
、
素
直
に
読
め
ば
わ
か
る
こ
と
で
あ
る
。

ヴ
ォ
ル
テ
↓
と
い
う
二
身
二
生
」
に
し
三
つ
の
人
格
、
こ
の
人
格
が
織
り
な
す
思
想
の
運
動
と
は
・
そ
れ
で
竺
体
ど
ん
な
も
の
だ

ろ
う
か
。

　
そ
の
運
動
の
出
発
点
は
、
何
と
言
っ
て
も
知
的
好
奇
心
で
あ
ろ
う
。
　
『
哲
学
書
簡
』
第
一
章
「
ク
ェ
ー
カ
ー
教
徒
に
つ
い
（
で
）
」
の
冒
頭
・
す

な
わ
ち
全
篇
の
冒
頭
で
、
彼
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
の
だ
。

こ
ん
な
に
風
変
り
な
民
族
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
な
ら
、
彼
ら
の
宗
教
や
歴
史
に
つ
い
て
知
窓
が
念
を
抱
く
の
は
・
お
よ
そ
物
を
考

え
る
ほ
ど
の
人
な
ら
ば
、
当
然
し
て
よ
い
こ
と
で
あ
ろ
冤
・
（
傍
点
引
用
者
）



　
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
は
、
「
知
り
た
が
る
心
（
一
①
　
6
已
『
｛
O
o
o
｛
吟
●
）
」
は
、
「
お
よ
そ
物
を
考
え
る
ほ
ど
の
人
（
已
昌
庁
o
日
目
Φ
目
巴
ψ
・
o
目
①
巨
o
）
」
な
ら
当

然
抱
く
べ
き
も
の
だ
、
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
考
え
よ
う
に
よ
っ
て
は
、
知
的
好
奇
心
が
な
け
れ
ば
、
物
は
ま
と
も
に
考
え
ら

れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
知
的
好
奇
心
こ
そ
は
思
考
の
母
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
ど
ん
な
運
動
の
出
発
点
に
も
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
充
満
し
、
そ
の
爆
発
が
必
要
と
な
る
け
れ
ど
、
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
は
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の

場
合
、
狂
信
に
対
す
る
嫌
悪
だ
と
言
っ
て
よ
い
。
フ
ラ
ン
ス
旧
教
は
勿
論
、
そ
の
批
判
の
た
め
に
持
ち
出
し
て
い
る
英
国
人
の
宗
教
で
さ
え
も
、
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そ
れ
が
狂
信
に
な
れ
ば
徹
底
的
に
排
除
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
フ
ラ
ン
ス
旧
教
に
比
べ
れ
ば
、
は
る
か
に
健
全
と
思
え
る
「
ク
ェ
ー
カ
ー
教
徒
」

に
し
て
も
、
そ
れ
が
聖
書
を
引
き
合
い
に
出
し
て
自
己
を
正
当
化
す
る
段
に
な
る
と
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
は
承
服
し
か
ね
る
の
で
あ
る
。
彼
は
、

読
者
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
旧
教
徒
を
意
識
し
て
、
敢
え
て
「
ク
ェ
ー
カ
ー
教
徒
」
を
非
難
は
し
な
い
。
た
だ
、
次
の
よ
う
に
言
う
だ
け
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

私
は
反
論
し
な
い
よ
う
心
が
け
た
。
狂
信
者
を
相
手
に
得
る
と
こ
ろ
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
思
想
の
運
動
の
目
ざ
す
と
こ
ろ
が
「
宗
教
と
祖
国
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
既
に
述
べ
た
が
、
『
哲
学
書
簡
』
が
「
祖
国
」

の
偏
見
打
破
の
為
に
書
か
れ
た
こ
と
は
わ
か
る
に
し
て
も
、
一
体
ど
ん
な
「
宗
教
」
の
た
め
に
、
彼
は
書
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
反
パ
ス
カ
ル

の
彼
は
、
必
ら
ず
し
も
反
キ
リ
ス
ト
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
彼
の
隠
れ
た
宗
教
心
は
、
た
と
え
ば
「
ク
ェ
ー
カ
ー
教
徒
」
の
口
を
借
り
て
、
次

の
よ
う
な
形
で
現
わ
れ
て
く
る
よ
う
で
あ
る
。

　
私
た
ち
ク
ェ
ー
カ
ー
教
徒
は
、
決
し
て
戦
争
に
な
ん
か
行
き
ま
せ
ん
。
別
に
死
ぬ
の
が
こ
わ
い
か
ら
で
は
な
い
。
死
と
は
、
私
た
ち
全
て

を
唯
一
の
存
在
者
に
結
び
つ
け
る
貴
い
瞬
間
で
す
。
そ
れ
を
た
た
え
な
く
て
何
で
し
ょ
う
。
私
た
ち
が
戦
争
に
行
か
な
い
の
は
、
死
が
恐
ろ
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し
い
か
ら
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
　

よ
う
？
　
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
し
ょ
う
？

私
た
ち
が
狼
で
も
、
虎
で
も
、
ブ
ル
ド
ッ
ク
で
も
な
い
か
ら
な
の
で
す
。

六
〇

私
た
ち
は
人
間
で
し

　
こ
う
し
た
彼
の
「
宗
教
」
が
、
彼
の
思
想
の
運
動
の
行
き
つ
く
は
ず
の
所
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
が
狂
信
に
陥
ら
ぬ
よ
う
に
す
る
に
は
、
言
い

か
え
れ
ば
彼
の
思
想
の
運
動
の
軌
道
修
正
を
す
る
に
は
、
何
が
必
要
だ
ろ
う
か
。
英
国
の
宗
教
事
情
の
仏
国
の
そ
れ
と
著
し
く
異
な
る
の
を
見
、

英
国
に
は
様
々
な
宗
派
が
異
端
と
し
て
片
づ
け
ら
れ
ず
に
尊
重
さ
れ
て
い
る
美
点
を
見
出
し
、
し
か
も
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
英
国
に
も
し
宗
派
が
一
つ
し
か
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
と
ん
で
も
な
い
独
裁
国
家
と
な
っ
て
い
た
ろ
う
。
宗
派
が
二
つ
だ
っ
た
と
し
て
も
、
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互
い
の
咽
を
傷
つ
け
合
う
の
が
落
ち
だ
っ
た
ろ
う
。
だ
が
宗
派
が
三
十
も
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
も
う
平
和
共
存
し
か
あ
り
得
な
い
の
だ
。

　
何
と
も
醒
め
た
評
価
の
仕
方
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
少
女
が
教
理
問
答
を
た
た
き
込
ま
れ
る
の
も
、
ア
ジ
ア
の
少
女
が
男
を
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楽
し
ま
せ
る
芸
を
教
え
込
ま
れ
る
の
も
、
共
に
母
親
の
子
に
対
す
る
愛
情
と
利
害
心
の
あ
ら
わ
れ
な
の
だ
、
と
言
っ
て
し
ま
え
る
ヴ
ォ
ル
テ
ー

ル
。
彼
は
ま
こ
と
に
醒
め
た
冗
談
の
言
え
る
人
で
あ
っ
た
。
こ
の
醒
め
た
冗
談
あ
っ
て
こ
そ
、
彼
の
「
宗
教
」
は
狂
信
か
ら
救
わ
れ
、
思
想
の

運
動
は
軌
道
を
誤
ま
る
こ
と
な
く
、
ま
た
そ
の
自
由
を
失
わ
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
思
想
の
運
動
、
と
い
う
よ
り
躍
動
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
今
日
的
意
義
を
持
ち
得
る
の
だ
ろ
う
か
。

国
際
化
、
価
値
の
多
様
化
と
い
う
問
題
を
か
か
え
る
我
々
は
、
も
う
少
し
『
哲
学
書
簡
』
に
立
ち
入
っ
て
、
問
題
解
決
の
端
緒
を
つ
か
み
た
い

と
思
う
。



先
程
引
用
し
た
『
哲
学
書
簡
』
の
冒
頭
、
こ
れ
を
も
う
一
度
読
ん
で
み
た
い
。

　
こ
ん
な
に
風
変
り
な
民
族
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
な
ら
、
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え
る
ほ
ど
の
人
な
ら
ば
、
当
然
し
て
よ
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

彼
ら
の
宗
教
や
歴
史
に
つ
い
て
知
り
た
が
る
心
を
抱
く
の
は
、
お
よ
そ
物
を
考

　
こ
こ
で
、
今
度
は
「
風
変
り
な
民
族
（
§
b
巴
巳
o
Φ
×
☆
g
a
日
巴
『
o
）
」
と
い
う
語
に
注
目
し
て
み
よ
う
。
　
つ
ま
り
知
的
好
奇
心
の
対
象

に
「
風
変
り
な
民
族
」
を
選
ん
で
い
る
こ
と
が
大
事
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
ま
ず
「
民
族
」
と
い
う
異
質
な
集
団
の
意
識
が
あ
る
。
し
か

も
そ
の
「
民
族
」
は
「
風
変
り
な
」
と
形
容
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
外
か
ら
そ
の
「
民
族
」
を
眺
め
る
者
の
偏
見
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
。

こ
の
偏
見
は
好
奇
心
を
か
き
立
て
る
た
め
に
は
有
効
だ
が
、
や
が
て
は
克
服
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
あ
る
。
ど
の
よ
う
に
克
服
さ
れ
て
ゆ
く

か
と
い
う
と
、
そ
の
「
風
変
り
な
民
族
」
の
「
宗
教
や
歴
史
」
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
単
な
る
好
奇
心
を
知
的
好
奇
心
に

転
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
こ
う
し
て
偏
見
は
消
え
て
ゆ
く
。
は
じ
め
異
常
と
見
え
て
い
た
も
の
が
正
常
と
見
え
て
く
る
に
つ
れ
、
自
ら

正
常
と
認
め
て
き
た
何
か
が
異
常
に
感
じ
ら
れ
て
く
る
。
そ
こ
で
何
が
正
常
で
何
が
異
常
か
に
つ
い
て
、
省
察
す
る
必
要
が
出
て
く
る
の
で
あ

る
。
こ
れ
が
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
的
知
の
運
動
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
以
来
レ
ヴ
ィ
ー
ス
ト
ロ
ー
ス
に
い
た
る
ま
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
知

　
　
　
　
　
　
　
　
（
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を
貫
く
運
動
で
も
あ
る
。

　
次
に
引
用
文
で
注
目
す
べ
き
は
、
「
宗
教
（
臼
0
0
古
『
一
昌
O
）
」
及
び
「
歴
史
（
巨
・
・
9
ご
o
）
」
と
い
う
語
で
あ
ろ
う
。
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
は
、
一
民
族

を
理
解
し
、
よ
っ
て
自
ら
を
も
知
ろ
う
と
す
る
に
は
、
そ
の
民
族
の
「
宗
教
」
と
「
歴
史
」
を
知
る
べ
き
だ
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で

「
宗
教
」
と
は
今
日
で
言
う
価
値
観
だ
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ま
ず
一
民
族
の
価
値
観
を
探
り
、
そ
う
し
た
価
値
観
の
よ
っ
て
来
た
る
所
以

を
時
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
見
る
こ
と
が
肝
心
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
の
方
法
は
、
今
日
の
我
々
に
と
っ
て
も
、
極
め
て
正
当
な
方
法
な
の
で
は
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六
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な
い
だ
ろ
う
か
。
た
だ
平
面
的
な
比
較
論
を
展
開
す
る
の
で
は
な
く
、
歴
史
研
究
を
怠
ら
ぬ
こ
と
に
よ
っ
て
、
立
体
的
で
動
的
な
視
点
を
得
、

そ
こ
に
国
際
化
時
代
、
価
値
多
様
化
の
中
に
生
き
る
自
分
を
見
出
す
こ
と
こ
そ
我
々
の
急
務
な
の
だ
と
す
る
な
ら
ば
。

　
一
民
族
の
根
本
の
考
え
方
、
そ
れ
は
価
値
観
と
も
「
宗
教
」
と
も
呼
べ
る
と
思
う
が
、
そ
れ
が
批
判
さ
れ
、
整
え
ら
れ
た
も
の
が
哲
学
で
あ

ろ
う
。
そ
う
し
た
哲
学
を
比
較
し
、
し
か
も
そ
の
相
違
点
の
背
後
に
時
代
と
文
化
と
い
う
も
の
を
見
る
と
い
っ
た
、
最
も
有
効
な
比
較
論
が
、

実
は
『
哲
学
書
簡
』
第
十
四
章
に
見
つ
か
る
。
こ
の
比
較
論
が
単
な
る
静
的
な
も
の
で
は
な
く
、
比
較
の
対
象
を
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
と
時
と
に

位
置
づ
け
た
あ
と
で
、
両
者
を
結
び
つ
け
て
流
れ
る
一
つ
の
歴
史
と
い
う
も
の
に
眼
を
向
け
さ
せ
て
い
る
点
が
実
に
見
事
な
の
で
あ
る
が
、
比

較
の
対
象
と
は
デ
カ
ル
ト
と
ニ
ュ
ー
ト
ン
で
あ
る
。

　
こ
の
仏
英
を
代
表
す
る
天
才
の
比
較
は
、
そ
の
着
想
だ
け
で
も
充
分
に
今
日
の
我
々
の
興
味
を
惹
く
と
思
わ
れ
る
が
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
比

較
方
法
に
つ
い
て
知
っ
て
お
く
こ
と
は
、
よ
り
有
益
で
あ
ろ
う
。

　
ま
ず
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
は
、
単
純
な
比
較
の
作
業
が
、
こ
の
二
天
才
を
相
手
に
困
難
で
あ
る
こ
と
を
告
げ
る
。

　
実
際
、
デ
カ
ル
ト
と
ニ
ュ
ー
ト
ン
と
は
、
余
り
に
も
ち
が
う
二
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
ね
ば
な
る
ま
い
。
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は
な
い
。
境
遇
に
お
い
て
も
、
普
段
の
行
い
に
お
い
て
も
、
全
く
異
な
っ
た
二
人
で
あ
っ
た
。

そ
れ
ぞ
れ
の
哲
学
ば
か
り
で

　
余
り
に
も
異
な
っ
た
二
人
は
比
べ
ら
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
わ
け
な
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
単
純
に
科
学
上
の
業
績
の
比
較
、

し
か
も
当
時
の
偏
っ
た
見
地
か
ら
の
比
較
を
し
よ
う
と
い
う
人
に
対
し
て
は
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。



　
デ
カ
ル
ト
の
哲
学
を
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
哲
学
に
比
す
る
な
ど
、

　
　
（
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6
）

だ
か
ら
。

人
は
敢
え
て
す
ま
い
。
一
方
は
練
習
作
に
す
ぎ
ず
、
他
方
は
一
大
傑
作
な
の

　
こ
こ
で
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
が
言
い
た
い
の
は
、
「
練
習
作
」
は
二
大
傑
作
」
に
劣
る
な
ど
と
い
う
の
は
愚
で
あ
っ
て
、
「
練
習
作
」
な
く
し
て

．
「
一
大
傑
作
」
は
生
ま
れ
得
な
い
と
考
え
る
べ
き
な
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
優
劣
判
断
を
下
す
た
め
の
比
較
な
ど
は
し

な
い
方
が
よ
く
、
そ
う
し
た
比
較
は
、
む
し
ろ
偏
見
の
お
先
棒
を
か
つ
ぐ
よ
う
な
も
の
だ
、
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。

　
英
国
で
は
、
我
が
同
胞
フ
ォ
ン
ト
ネ
ル
氏
が
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
で
行
な
っ
た
ニ
ュ
ー
ト
ン
礼
讃
の
演
説
を
英
訳
し
て
は
熟
読
し
て
い
る
。

英
国
人
は
、
こ
の
演
説
が
英
哲
学
の
大
陸
哲
学
に
対
す
る
圧
勝
の
証
し
で
あ
ろ
う
と
思
い
こ
ん
で
い
た
の
だ
。
と
こ
ろ
が
い
ざ
読
ん
で
み
る
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と
、
そ
こ
に
は
ニ
ュ
ー
ト
ン
を
デ
カ
ル
ト
に
比
べ
て
い
る
く
だ
り
が
あ
る
。
彼
等
の
憤
慨
は
大
変
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　
仮
に
も
デ
カ
ル
ト
が
ニ
ュ
ー
ト
ン
と
対
等
に
比
較
さ
れ
よ
う
も
の
な
ら
、
英
国
人
は
そ
れ
を
許
さ
ぬ
ほ
ど
の
盲
目
的
愛
国
主
義
者
だ
っ
た
と

い
う
わ
け
で
あ
る
。
英
国
は
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
に
と
っ
て
「
自
由
の
国
」
で
あ
っ
た
は
ず
だ
が
、
そ
れ
は
宗
教
上
の
こ
と
で
、
別
の
面
で
は
狂
信

的
な
、
排
他
的
感
情
の
支
配
す
る
「
不
自
由
の
国
」
で
も
あ
っ
た
ろ
う
。

　
フ
ォ
ン
ト
ネ
ル
氏
の
比
較
論
を
非
難
す
る
英
国
の
学
者
連
の
中
に
は
、
デ
カ
ル
ト
に
は
大
し
て
幾
何
と
い
う
も
の
が
解
っ
て
い
な
か
っ
た
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な
ど
と
言
い
出
す
者
ま
で
い
る
。
こ
う
な
る
と
、
育
て
の
親
を
殴
り
つ
け
る
に
等
し
い
行
為
で
あ
る
。

六
三



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
四

　
一
つ
の
価
値
観
に
寄
り
掛
か
っ
て
眠
ら
ず
、
い
つ
も
醒
め
た
眼
で
世
界
の
あ
ち
こ
ち
を
見
つ
め
て
い
た
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
、
彼
は
こ
の
地
球
上

の
ど
の
国
に
も
「
自
由
」
な
ど
な
い
こ
と
を
知
り
つ
つ
、
「
自
由
」
を
求
め
た
人
で
あ
っ
た
。
彼
の
「
自
由
」
と
は
、
彼
の
思
想
の
目
ま
ぐ
る

し
い
ば
か
り
の
運
動
で
あ
り
、
そ
の
運
動
の
成
果
が
「
デ
カ
ル
ト
と
ニ
ュ
ー
ト
ン
に
つ
い
て
」
と
い
う
比
較
論
な
の
だ
が
、
比
べ
に
く
い
二
人

を
前
に
、
彼
は
ど
う
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
彼
は
ま
ず
、
デ
カ
ル
ト
の
人
と
な
り
を
語
る
。

　
デ
カ
ル
ト
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
生
き
生
き
と
活
発
な
想
像
力
に
恵
ま
れ
た
人
で
、

（
1
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）

た
。

そ
れ
だ
け
に
考
え
方
も
生
き
方
も
独
自
の
も
の
が
あ
っ

　
デ
カ
ル
ト
は
、
あ
る
時
軍
隊
に
も
入
っ
て
み
た
こ
と
が
あ
る
よ
う
な
人
で
、
そ
う
い
う
人
だ
か
ら
こ
そ
、
哲
学
に
専
心
す
る
よ
う
に
な
っ

て
か
ら
も
、
女
と
寝
る
こ
と
が
哲
学
者
に
あ
る
ま
じ
き
こ
と
だ
な
ど
と
は
考
え
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
彼
と
愛
人
と
の
間
に
は
、
フ
ラ
ン

シ
ー
ヌ
と
い
う
女
の
児
が
生
ま
れ
、
こ
の
児
が
余
り
に
も
早
く
こ
の
世
を
去
っ
た
時
の
デ
カ
ル
ト
の
涙
は
、
止
め
ど
も
な
い
も
の
で
あ
っ
た
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の
だ
。
こ
う
い
う
風
だ
か
ら
、
こ
の
哲
学
者
は
、
人
間
の
す
る
こ
と
は
何
で
も
身
を
以
て
知
っ
て
い
た
の
だ
。
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こ
う
し
て
描
か
れ
た
人
間
デ
カ
ル
ト
が
、
今
度
は
そ
の
生
ま
れ
た
国
と
時
代
と
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

　
こ
の
人
は
ま
た
、
自
由
に
物
事
を
考
え
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

え
つ
づ
け
て
い
た
の
だ
っ
た
。

哲
学
を
深
め
る
に
は
、
人
々
か
ら
逃
れ
る
こ
と
、
特
に
祖
国
を
離
れ
る
こ
と
が
必
要
だ
、
と
考



　
当
時
の
人
々
に
は
、
彼
の
考
え
を
理
解
で
き
る
ほ
ど
の
知
性
も
な
く
、
出
来
る
こ
と
と
言
え
ば
、
彼
を
邪
魔
す
る
こ
と
だ
け
だ
っ
た
の
で

む
罷
・

　
真
理
を
求
め
て
フ
ラ
ン
ス
を
去
っ
た
デ
カ
ル
ト
。
…
し
か
し
彼
は
オ
ラ
ン
ダ
の
大
学
に
よ
り
多
く
の
理
性
を
見
出
し
た
わ
け
で
は
な
い
。

…
フ
ラ
ン
ス
で
は
彼
の
哲
理
の
最
も
真
実
な
部
分
が
真
向
う
か
ら
否
定
さ
れ
て
い
た
そ
の
時
に
、
オ
ラ
ン
ダ
の
自
称
哲
学
者
達
は
彼
を
迫
害

し
た
か
ら
で
あ
る
。
…
そ
う
し
て
、
あ
れ
ほ
ど
神
の
存
在
の
新
し
い
証
明
法
の
た
め
に
知
力
の
全
て
を
尽
し
た
彼
が
、
神
の
存
在
な
ど
頭
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

ら
認
め
ぬ
者
で
あ
る
か
の
よ
う
に
疑
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
そ
れ
は
、
あ
の
偉
大
な
ガ
リ
レ
イ
が
八
十
の
老
人
で
あ
っ
た
と
い
う
の
に
、
異
端
審
問
の
牢
獄
の
中
で
陣
吟
し
て
い
た
の
と
時
を
同
じ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

す
る
。
地
球
は
回
る
と
言
っ
た
が
た
め
に
…
…
。

　
デ
カ
ル
ト
は
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
で
死
ん
だ
。
早
死
に
で
あ
っ
た
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。
養
生
を
よ
く
し
な
か
っ
た
せ
い
か
、
悪
い
政
治
体

制
の
せ
い
か
、
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
彼
は
、
自
分
を
敵
視
す
る
学
者
や
、
自
分
を
嫌
っ
て
い
た
医
師
に
看
と
ら
れ
な
が
ら
、
こ
の
世

　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

を
去
っ
た
の
で
あ
る
。

　
引
用
が
長
く
な
っ
た
が
、
こ
れ
で
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
が
、
ま
ず
人
間
と
し
て
描
い
た
デ
カ
ル
ト
と
い
う
人
物
を
、
時
と
場
所
と
の
中
に
見
事
に

位
置
づ
け
て
い
る
の
が
よ
く
わ
か
る
。
デ
カ
ル
ト
は
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
手
の
内
で
裸
に
さ
れ
、
次
に
ま
た
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
手
で
時
代
と
国
土

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五
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と
の
衣
裳
を
着
せ
ら
れ
た
の
だ
。
こ
う
す
れ
ば
、
文
化
と
歴
史
と
の
交
差
す
る
地
点
に
、
一
人
の
男
と
し
て
の
デ
カ
ル
ト
が
両
脚
を
立
て
る
こ

と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
デ
カ
ル
ト
像
を
描
き
あ
げ
た
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
は
、
今
度
は
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
素
描
を
始
め
る
。

　
一
方
の
ニ
ュ
ー
ト
ン
は
、
ま
た
何
と
平
安
で
幸
福
な
人
生
を
お
く
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
彼
は
国
民
の
尊
敬
を
一
身
に
享
け
、
八
十
五
歳
ま

で
生
き
た
の
だ
。
運
が
好
い
と
言
う
ほ
か
あ
る
ま
い
。
デ
カ
ル
ト
と
ち
が
っ
て
自
由
な
国
に
生
ま
れ
、
し
か
も
そ
れ
は
、
も
は
や
ス
コ
ラ
哲

学
の
横
暴
も
す
た
れ
、
理
性
以
外
耕
や
さ
れ
る
も
の
も
な
か
っ
た
時
代
だ
っ
た
匹
煙
。

　
こ
こ
で
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
は
明
ら
か
に
比
較
を
し
て
い
る
。
デ
カ
ル
ト
の
生
き
た
国
と
時
代
を
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
そ
れ
に
比
べ
て
い
る
の
で
あ

る
。
デ
カ
ル
ト
が
自
由
を
得
ら
れ
ず
欧
州
じ
ゅ
う
を
遍
歴
し
て
果
て
た
と
す
れ
ば
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
は
「
自
由
な
国
に
生
ま
れ
」
、
「
国
民
の
尊
敬

を
↓
身
に
享
け
」
て
死
ん
だ
と
い
う
違
い
。
ま
た
、
デ
カ
ル
ト
が
「
異
端
審
問
」
が
理
性
を
苦
し
め
て
い
た
時
代
の
人
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、

ニ
ュ
ー
ト
ン
は
「
ス
コ
ラ
哲
学
の
横
暴
も
す
た
れ
」
た
時
代
の
人
で
あ
っ
た
と
い
う
違
い
。
こ
う
し
た
場
所
と
時
と
の
違
い
が
浮
き
彫
り
に
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
そ
れ
で
は
二
人
の
人
と
な
り
、
人
間
と
し
て
の
二
人
の
違
い
を
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
は
ど
う
み
て
い
る
か
。

　
ニ
ュ
ー
ト
ン
が
デ
カ
ル
ト
と
特
に
ち
が
う
一
点
を
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
あ
れ
ほ
ど
の
長
い
生
涯
の
内
で
、
一
度
と
し
て
情
念
や

衝
動
に
身
を
任
せ
る
よ
う
な
こ
と
が
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
に
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
一
度
も
女
と
接
し
た
こ
と
が
な
い
の

だ
。
そ
れ
は
、
彼
を
看
と
っ
た
医
師
が
、
私
に
直
か
に
語
っ
て
く
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
偉
大
を
た
た
え
る
こ



と
は
宜
し
い
。
だ
が
、
そ
う
だ
か
ら
と
い
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

我
々
は
デ
カ
ル
ト
を
責
め
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
る
ま
い
。

　
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
人
と
な
り
に
対
し
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
は
そ
の
女
性
関
係
に
し
か
言
及
し
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
が
人
間
を
知

る
に
は
そ
の
人
の
異
性
関
係
の
あ
り
様
を
見
る
の
が
よ
い
、
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
決
し
て
フ
ロ
イ
ト
的
な
考
え
を
し
て
い

た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
が
、
時
代
や
国
土
の
衣
を
脱
が
せ
て
裸
の
人
間
を
見
よ
う
と
す
れ
ば
、
古
今
東
西
ど
こ
で
も
人
間
が
個
人
と
し
て

行
う
こ
と
、
人
間
の
生
物
と
し
て
の
機
能
、
本
能
に
根
ざ
し
た
行
為
、
と
い
っ
た
も
の
に
眼
を
向
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た

見
地
か
ら
、
恐
ら
く
は
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
性
生
活
が
デ
カ
ル
ト
の
そ
れ
に
比
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
比
較
の
作
業
の
根
底
に
は
、
寛
容
と

し
か
呼
べ
ぬ
心
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
　
「
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
偉
大
を
た
た
え
る
こ
と
は
宜
し
い
。
だ
が
、
そ
う
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
我
々
は
デ
カ

ル
ト
を
責
め
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
る
ま
い
。
」
こ
の
寛
容
は
、
狂
信
に
対
す
る
嫌
悪
の
情
を
超
え
て
、
「
ク
ェ
ー
カ
ー
教
徒
」
の
口
を

借
り
て
出
た
非
戦
論
と
同
じ
く
、
宗
教
的
感
情
に
発
し
て
い
る
と
言
え
そ
う
だ
。

　
こ
う
し
て
見
て
く
る
と
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
比
較
論
は
、
つ
ね
に
寛
容
な
精
神
の
も
と
に
、
比
較
の
対
象
を
出
来
る
限
り
公
平
に
眺
め
よ
う

と
、
比
較
対
象
の
自
然
、
文
化
、
歴
史
に
光
を
当
て
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
彼
は
、
言
っ
て
み
れ
ば
、
ま
ず
デ
カ
ル
ト
と
ニ
ュ
ー
ト
ン
の

肌
に
触
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。
次
に
は
二
人
の
歩
ん
だ
別
々
の
道
を
、
自
分
で
も
歩
ん
で
み
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
吸
っ
た
時
代
の
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空
気
も
吸
っ
て
み
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
が
出
来
る
に
は
、
「
海
を
越
え
た
だ
け
で
、
物
の
根
底
に
つ
い
て
の
見
方
が
ま
る
で
違
う
」

と
実
感
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
勿
論
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
彼
の
英
国
体
験
は
、
こ
の
比
較
論
の
決
定
的
な
必
要
条
件
で
あ
る
。
し

か
し
そ
れ
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
あ
ら
ゆ
る
狂
信
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
制
度
の
押
し
つ
け
、
と
い
っ
た
も
の
に
対
す
る
あ
れ
ほ
ど
の
反
感
と
、
全

て
を
許
そ
う
と
す
る
優
し
い
心
と
い
う
も
の
が
、
生
ま
れ
た
と
き
か
ら
の
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
を
貫
い
て
い
な
か
っ
た
な
ら
、
こ
れ
ほ
ど
均
衡
の
と

れ
た
比
較
は
出
来
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
、
こ
の
比
較
論
は
、
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
静
的
な
対
比
に
終
始
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
一
度
、
二
つ
の
対
象
が
そ
の
位

置
を
確
定
さ
れ
た
な
ら
ば
、
今
度
は
、
一
つ
の
総
合
的
な
時
の
流
れ
の
中
に
、
そ
れ
ら
二
つ
が
結
び
合
わ
さ
れ
、
組
み
込
ま
れ
て
い
く
の
で
あ

る
。
こ
の
静
か
ら
動
へ
の
展
開
あ
る
い
は
転
換
、
対
比
論
か
ら
歴
史
へ
の
移
行
、
こ
れ
を
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
は
次
の
よ
う
に
示
す
。

　
本
当
の
と
こ
ろ
、
デ
カ
ル
ト
の
学
問
を
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
そ
れ
と
比
べ
よ
う
な
ど
と
思
う
人
は
い
な
い
だ
ろ
う
。
デ
カ
ル
ト
の
は
練
習
作
、

ニ
ュ
ー
ト
ン
の
は
一
大
傑
作
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
真
理
の
道
に
我
々
を
導
き
入
れ
た
者
は
、
そ
の
後
、
そ
の
道
を
窮
め
た
者
に
劣
ら

な
い
か
も
知
れ
な
い
。

　
デ
カ
ル
ト
は
盲
人
に
光
を
与
え
た
。
人
々
は
こ
う
し
て
古
え
の
道
の
誤
ま
り
と
、
自
ら
の
誤
ま
り
と
に
気
づ
い
た
の
だ
。
彼
の
開
い
た
道

は
、
彼
以
降
、
と
て
つ
も
な
く
広
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
　
（
中
略
）
深
淵
は
の
ぞ
か
れ
た
。
デ
カ
ル
ト
は
そ
こ
に
立
ち
、
無
限
の
道

を
の
ぞ
き
込
む
。
今
や
ニ
ュ
ー
ト
ン
が
そ
れ
を
掘
り
下
げ
る
の
を
見
る
時
趨
。

　
我
々
は
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
著
『
哲
学
書
簡
』
に
今
日
的
意
義
を
見
出
す
べ
く
、
そ
の
第
十
四
章
「
デ
カ
ル
ト
と
ニ
ュ
ー
ト
ン
に
つ
い
て
」
を
見

て
き
た
。
こ
の
章
ば
か
り
が
、
し
か
し
、
我
々
に
と
っ
て
有
益
な
の
で
は
勿
論
な
い
。
全
篇
が
「
英
国
事
情
」
で
あ
り
、
従
っ
て
外
国
事
情
の

書
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
し
て
、
そ
こ
に
は
今
日
の
我
々
に
直
結
す
る
、
外
国
文
化
の
輸
入
、
翻
訳
と
い
っ
た
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
翻
訳
と
い
う
の
は
、
文
化
全
体
の
解
釈
と
伝
達
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
　
『
哲
学
書
簡
』
第
十
八
章
「
悲
劇
に
つ
い
（
◎
」

に
お
い
て
は
、
文
字
通
り
一
国
の
文
芸
の
他
国
へ
の
翻
訳
と
い
っ
た
問
題
も
出
て
来
る
。
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
が
そ
こ
で
展
開
す
る
翻
訳
論
は
、
我

々
の
注
目
に
値
し
よ
う
。
そ
れ
は
、
単
に
文
芸
上
の
翻
訳
と
い
う
よ
り
も
、
文
化
上
の
翻
訳
と
い
う
、
よ
り
大
き
な
問
題
を
含
ん
で
い
る
か
ら



で
あ
る
。

　
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
翻
訳
論
は
、
彼
の
次
の
数
語
に
要
約
さ
れ
得
る
。
彼
は
、

す
る
に
当
り
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
の
有
名
な
独
白
を
翻
訳

　
こ
こ
で
私
が
一
語
一
句
正
確
に
英
語
を
訳
し
て
い
る
の
だ
な
ど
と
は
、
夢
に
も
思
っ
て
は
下
さ
る
な
。
言
葉
尻
に
と
ら
わ
れ
た
翻
訳
者
に

禍
あ
れ
！
　
彼
ら
は
一
語
一
句
を
訳
し
て
は
、
全
体
の
意
味
を
ぶ
ち
こ
わ
し
て
い
る
の
だ
／
　
だ
か
ら
こ
そ
言
お
う
。
文
字
は
殺
し
、
精
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　

は
生
か
す
の
だ
と
。

　
「
文
字
は
殺
し
、
精
神
は
生
か
す
」
こ
れ
が
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
翻
訳
論
、
あ
る
い
は
翻
訳
の
決
意
だ
と
言
え
る
の
だ
が
、
そ
れ
に
し
て
も
彼

の
翻
訳
を
読
む
者
は
、
彼
が
余
り
に
も
「
文
字
」
を
無
視
し
た
た
め
に
、
「
精
神
」
ま
で
も
変
形
さ
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
感
を
免
れ
な

い
。
と
い
う
の
も
。
，
弓
o
ぴ
Φ
o
『
ロ
o
［
8
ぴ
ρ
昏
暮
ロ
芸
o
直
已
o
・
・
亘
o
づ
二
が
．
．
O
o
日
o
ξ
o
“
二
拾
葺
n
ぎ
［
。
。
≒
℃
9
冨
。
，
ω
9
仲
一
、
ぎ
ω
冨
巳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

画
o
冨
註
o
泣
冨
日
自
ゴ
o
ロ
O
o
一
、
Φ
☆
o
①
ロ
昌
合
巳
、
、
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
生
き
る
か
死
ぬ
か
、
そ
れ
が
問
題
だ
」

と
い
う
二
者
択
一
を
前
に
し
た
ハ
ム
レ
ッ
ト
の
悩
み
が
、
「
待
て
よ
、
よ
く
考
え
な
く
て
は
。
考
え
た
上
で
、
あ
と
は
一
気
に
、
飛
び
越
さ
な

く
て
は
。
生
か
ら
死
へ
、
存
在
か
ら
無
の
中
へ
」
と
い
う
死
へ
の
渇
望
へ
と
転
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
思
い
切
っ
た
転
換
は
、
と
ん
で
も
な
い
誤
訳
、
と
ん
で
も
な
い
翻
案
と
い
う
非
難
を
免
れ
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
特
に
翻
訳
技
術
の

進
ん
だ
と
自
負
し
て
い
る
今
日
の
我
々
に
と
っ
て
は
、
思
い
も
よ
ら
ぬ
悪
訳
だ
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
幾
つ
も
の
座
標
軸
が
交
錯

す
る
今
日
を
生
き
る
者
は
、
少
な
く
と
も
一
つ
は
、
こ
の
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
式
翻
訳
に
学
ぶ
も
の
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

座
標
変
換
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
、
英
仏
の
文
化
の
座
標
軸
を
定
め
た
上
で
、
一
方
の
座
標
群
を
他
方
の
そ
れ
へ
と
変
換
し
よ
う
と
し
た
結
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七
〇

果
が
、
先
の
ハ
ム
レ
ッ
ト
独
白
の
翻
訳
と
な
っ
て
い
る
の
だ
、
と
見
る
こ
と
も
出
来
る
か
ら
で
あ
る
。
英
仏
文
化
と
歴
史
に
通
じ
て
い
た
ヴ
ォ

ル
テ
ー
ル
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
座
標
軸
を
定
め
た
上
で
、
ハ
ム
レ
ッ
ト
の
独
白
を
英
文
化
の
座
標
面
に
定
め
、
そ
れ
を
座
標
変
換
に
よ
っ
て
、
仏

文
化
の
座
標
面
に
移
し
か
え
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
座
標
変
換
に
よ
る
翻
訳
は
、
座
標
軸
の
設
定
の
段
階
で
幾
つ
も
の
困
難
に
出
会
う
に
し
て
も
、
と
も
す
れ
ば
我
々
が
海
外
の
文
物

を
翻
訳
す
る
場
合
に
陥
り
が
ち
な
欠
点
、
す
な
わ
ち
文
物
あ
る
い
は
文
字
そ
の
も
の
に
と
ら
わ
れ
て
、
全
体
の
構
造
を
よ
く
つ
か
ま
な
い
と
い

う
欠
点
に
対
し
て
は
、
優
位
に
立
っ
て
い
る
と
言
い
得
る
の
で
あ
る
。

　
幕
末
以
来
今
日
ま
で
我
々
の
翻
訳
文
化
の
歴
史
は
一
世
紀
以
上
を
経
て
い
る
。
そ
の
間
に
お
こ
な
わ
れ
た
翻
訳
は
、
文
字
を
媒
体
と
す
る
も

の
だ
け
で
も
莫
大
な
量
に
の
ぼ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
幾
多
の
翻
訳
の
う
ち
、
ど
れ
ほ
ど
が
座
標
変
換
の
方
法
を
用
い
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

我
々
は
余
り
に
も
文
物
に
と
ら
わ
れ
、
構
造
的
連
関
を
無
視
し
て
き
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
構
造
的
連
関
を
と
ら
え
る
こ
と
は
、
ヴ
ォ
ル
テ

ー
ル
以
来
レ
ヴ
ィ
ー
ス
ト
ロ
ー
ス
に
い
た
る
ま
で
フ
ラ
ン
ス
人
の
特
技
か
も
知
れ
ぬ
が
、
そ
の
レ
ヴ
ィ
ー
ス
ト
ロ
ー
ス
な
ら
、
我
々
の
翻
訳
の

論
理
を
「
つ
ぎ
は
ぎ
仕
事
（
O
ユ
8
訂
㈹
o
）
」
と
理
解
あ
る
態
度
で
呼
ぶ
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
は
確
か
に
西
欧
が
失
っ
た
何
か
で
あ
る
の
か
も

知
れ
な
い
が
、
西
欧
化
と
い
う
翻
訳
の
時
代
に
、
我
々
は
も
は
や
「
つ
ぎ
は
ぎ
仕
事
」
で
は
や
っ
て
ゆ
け
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
流
の
座
標
変
換
に
よ
る
翻
訳
と
は
、
結
局
、
比
較
文
化
論
を
基
に
し
た
翻
訳
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
座
標
変
換
に
よ
っ
て

得
ら
れ
た
新
し
い
座
標
群
こ
そ
は
、
旧
く
か
ら
の
座
標
群
に
活
を
与
え
、
文
化
の
歩
み
を
進
め
て
ゆ
く
原
動
力
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
昭
和
十
四

年
柳
田
國
男
は
「
翻
訳
は
比
較
」
で
あ
り
、
　
「
二
つ
の
国
語
」
の
比
較
を
通
じ
て
「
国
語
」
を
新
し
く
「
創
り
出
す
」
こ
と
だ
と
言
っ
て
W
魏

が
、
こ
の
よ
う
な
見
方
こ
そ
は
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
『
哲
学
書
簡
』
の
精
神
を
受
け
継
ぐ
も
の
で
あ
ろ
う
。
柳
田
自
身
は
、
来
た
る
べ
き
座
標
変

換
の
た
め
に
、
己
れ
の
文
化
の
座
標
軸
を
探
り
つ
づ
け
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
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。
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立
場
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。
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、
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、
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、
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、
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』
第
三
一
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、

三
五
三
頁
（
昭
和
三
九
年
刊
）
。

上
記
の
文
献
の
ほ
か
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
『
哲
学
書
簡
』
に
関
し
て
は
次
の
書
物
を
参
照
し
た
。
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≦
P

戸
8
。
。
及
び
世
界
の
名
著
三
五
『
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
、
デ
ィ
ド
ロ
、
ダ
ラ
ン
ベ
ー
ル
」
（
中
央
公
論
社
、
昭
和
五
五
年
）
。


