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フ
ラ
イ
ヤ
ー
に
と
っ
て
の
社
会
学
と
ル
カ
ー
チ
に
と
っ
て
の
マ
ル
ク
ス
主
義

1
　
は
じ
め
に

　
本
稿
に
お
い
て
は
、
一
九
三
〇
年
の
『
現
実
科
学
と
し
て
の
社
会

学
』
な
ど
で
H
・
フ
ラ
イ
ヤ
ー
が
提
唱
し
た
現
実
科
学
と
し
て
の
社

会
学
を
、
一
九
二
三
年
の
『
歴
史
と
階
級
意
識
』
を
中
心
に
G
・
ル

カ
ー
チ
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
マ
ル
ク
ス
主
義
的
議
論
と
比
較
検
証

　
　
（
1
）

し
て
い
く
。
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
保
守
主
義
（
保
守
革
命
論
）
者
で
あ
る

フ
ラ
イ
ヤ
ー
と
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
マ
ル
ク
ス
主
義
（
西
欧
マ
ル
ク
ス

主
義
）
者
で
あ
る
ル
カ
ー
チ
、
こ
の
両
者
の
関
連
性
に
つ
い
て
は
従

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

来
、
一
般
的
に
は
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
筆
者
と
し
て

は
、
フ
ラ
イ
ヤ
ー
の
社
会
学
的
議
論
と
ル
カ
ー
チ
の
マ
ル
ク
ス
主
義

的
議
論
の
あ
い
だ
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
類
似
性
を
ま
ず
見
出
す
こ

と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。

柚

木

寛

幸

　
第
一
に
、
物
象
化
と
い
う
歴
史
的
事
態
に
た
い
す
る
危
機
意
識
の

共
有
で
あ
る
。
第
二
に
、
そ
う
し
た
事
態
が
当
時
の
社
会
科
学
的
認

識
を
も
む
し
ば
み
つ
つ
あ
り
、
し
た
が
っ
て
物
象
化
と
い
う
危
機
的

事
態
に
た
い
し
て
そ
れ
が
無
力
化
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
た
い
す

る
危
機
意
識
の
共
有
で
あ
る
。
第
三
に
、
物
象
化
に
た
い
す
る
そ
う

し
た
歴
史
的
お
よ
び
科
学
的
な
危
機
意
識
を
共
有
し
つ
つ
、
フ
ラ
イ

ヤ
ー
が
眼
を
向
け
て
い
く
こ
と
と
な
る
の
は
、
ル
カ
ー
チ
と
同
様
に

へ
ー
ゲ
ル
哲
学
、
と
く
に
そ
の
総
体
性
概
念
、
そ
し
て
同
一
性
哲
学

だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
本
稿
で
は
ま
ず
、
ル
カ
ー
チ
と
フ
ラ
イ
ヤ
ー
の
あ
い
だ
に
こ
う
し

た
類
似
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
く
の
だ
が
、

そ
の
反
面
、
両
者
の
あ
い
だ
に
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
次
の
よ
う
な

違
い
が
あ
る
こ
と
も
忘
れ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
物
象
化
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（75）　フライヤーにとっての社会学とルカーチにとってのマルクス主義

と
い
う
歴
史
的
危
機
の
克
服
に
む
け
て
科
学
的
に
寄
与
す
べ
き
認
識

主
体
と
し
て
ル
カ
ー
チ
が
期
待
し
た
の
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
で
あ
っ

た
の
に
た
い
し
て
、
フ
ラ
イ
ヤ
ー
が
そ
う
し
た
認
識
主
体
と
し
て
期

待
し
た
の
は
、
ル
カ
ー
チ
に
よ
っ
て
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
科
学
の
一
種
に

す
ぎ
な
い
と
し
て
批
判
さ
れ
た
は
ず
の
社
会
学
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
し
か
し
そ
の
際
、
フ
ラ
イ
ヤ
ー
が
試
み
た
の
は
、
マ
ル
ク
ス
の
社

会
理
論
の
包
含
す
る
哲
学
的
か
つ
実
践
的
な
側
面
に
着
目
す
る
こ
と

で
、
当
時
の
社
会
学
を
現
実
科
学
と
し
て
再
構
築
す
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ル
カ
ー
チ
が
当
時
の
マ
ル
ク
ス
主
義
の
再
構
築

を
は
か
る
際
に
そ
う
し
た
よ
う
に
、
フ
ラ
イ
ヤ
ー
が
当
時
の
社
会
学

を
再
構
築
す
る
際
に
重
要
視
し
た
の
も
ま
た
、
マ
ル
ク
ス
の
社
会
理

論
、
と
く
に
そ
の
初
期
の
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
に

お
い
て
は
最
後
に
、
こ
の
点
に
両
者
の
相
違
点
と
同
時
に
類
似
点
を

指
摘
す
る
こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う
。

2

歴
史
的
危
機
意
識
の
共
有

　
ル
カ
ー
チ
が
『
歴
史
と
階
級
意
識
』
を
提
出
す
る
に
い
た
る
一
つ

の
重
要
な
出
発
点
に
は
、
近
代
資
本
主
義
的
社
会
に
お
け
る
物
象
化

（
＜
o
巳
ぎ
ひ
q
一
一
9
量
α
q
）
に
た
い
す
る
歴
史
的
な
危
機
意
識
が
あ
っ
た

こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ル
カ
ー
チ
は
、
マ
ル

ク
ス
が
『
資
本
論
』
で
論
じ
た
「
商
品
の
物
神
性
と
い
う
問
題
」
を

「
近
代
資
本
主
義
に
特
有
の
問
題
」
（
い
ロ
惹
8
お
器
H
6
0
露
8
）

と
し
て
指
摘
し
た
う
え
で
、
「
人
間
独
自
の
活
動
、
人
間
独
自
の
労

働
が
、
な
に
か
客
体
的
な
も
の
、
人
間
か
ら
独
立
し
て
い
る
も
の
、

人
間
に
は
疎
遠
な
固
有
の
法
則
性
に
よ
っ
て
人
間
を
支
配
す
る
も
の
、

と
し
て
人
間
に
対
立
さ
せ
ら
れ
る
」
（
［
ロ
憲
8
一
旨
ω
1
1
一
〇
〇
一
ま
？

一
〇
刈
）
よ
う
な
事
態
、
そ
う
し
た
人
間
の
労
働
過
程
か
ら
の
自
己
疎

外
状
況
を
物
象
化
と
呼
ん
だ
。
し
か
も
ル
カ
ー
チ
の
物
象
化
論
に
特

徴
的
な
の
は
、
「
物
象
化
の
基
本
構
造
は
、
近
代
資
本
主
義
の
あ
ら

ゆ
る
社
会
的
諸
形
態
の
な
か
で
確
認
さ
れ
る
」
　
（
い
仁
恩
8
ご
器
”

一
〇
〇
一
曽
o
。
）
と
い
う
点
を
指
摘
し
た
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
物
象
化

と
い
う
歴
史
的
現
象
が
、
た
ん
に
経
済
的
な
領
域
に
と
ど
ま
る
こ
と

な
く
、
社
会
的
な
い
し
文
化
的
な
諸
領
域
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
ま
で

お
よ
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
を
論
じ
る

こ
と
を
つ
う
じ
て
、
ル
カ
ー
チ
は
、
近
代
資
本
主
義
的
社
会
が
全
般

的
に
そ
う
し
た
物
象
化
の
危
機
に
瀕
し
て
い
る
こ
と
を
訴
え
た
の
で

あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
ル
カ
ー
チ
は
、
一
九
一
九
年
の
講
演
を
も
と
に
発
表
さ

れ
た
論
文
「
古
い
文
化
と
新
し
い
文
化
」
に
お
い
て
も
、
そ
こ
で
は

物
象
化
と
い
う
用
語
そ
の
も
の
は
ま
だ
使
用
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
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近
代
資
本
主
義
下
で
の
物
象
化
的
事
態
を
「
生
活
の
総
体
に
た
い
す

る
経
済
の
支
配
」
（
い
属
憲
8
一
露
。
目
一
雪
認
一
）
と
指
摘
し
つ
つ
、

以
下
の
よ
う
な
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。

　
近
代
資
本
主
義
の
時
代
に
お
い
て
は
、
人
間
関
係
も
ふ
く
め
た

「
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
、
そ
れ
自
体
と
し
て
、
つ
ま
り
そ
の
内
的
な

（
た
と
え
ば
芸
術
的
、
倫
理
的
）
価
値
の
ゆ
え
に
価
値
あ
る
こ
と
を
、

や
め
て
し
ま
い
、
市
場
で
売
り
買
い
の
で
き
る
商
品
と
し
て
し
か
価

値
を
も
た
な
く
な
っ
た
」
（
冨
惹
。
ω
一
。
卜
。
。
随
一
雪
鋒
“
）
。
資
本
主
義

下
で
「
発
展
し
た
機
械
産
業
に
お
い
て
は
」
、
「
人
間
が
機
械
に
奉
仕

し
、
機
械
に
順
応
す
る
」
こ
と
と
な
り
、
そ
の
結
果
、
「
生
産
は
、

労
働
者
の
人
間
的
な
可
能
性
や
能
力
と
は
ま
っ
た
く
無
関
係
な
も
の

に
な
っ
て
し
ま
う
」
（
［
仁
憲
8
一
8
0
”
一
〇
誤
一
5
）
。
こ
う
し
て
、
そ

れ
以
前
の
時
代
の
文
化
が
と
も
な
っ
て
い
た
よ
う
な
「
す
べ
て
の
有

機
的
な
発
展
は
徐
々
に
没
落
し
」
て
く
の
で
あ
る
（
ピ
爵
ぎ
ω
一
8
0

“
一
〇
誤
”
ミ
）
。

　
ル
カ
ー
チ
の
こ
の
議
論
に
つ
い
て
、
M
・
ジ
ェ
イ
は
、
そ
こ
で
の

「
資
本
主
義
の
特
長
づ
け
は
、
伝
統
的
マ
ル
ク
ス
主
義
の
経
済
的
搾

取
の
言
葉
で
な
さ
れ
る
よ
り
も
、
右
翼
か
ら
の
文
明
批
判
に
近
い
言

葉
で
も
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
」
（
富
網
お
・
o
心
1
1
一
〇
〇
ω
旨
＆
）
　
こ
と
を

指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
当
時
の
新
左
翼
的
思
潮
の
重
要
な

一
角
を
担
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
ル
カ
ー
チ
の
考
え
が
、
同
時
代
の

右
翼
的
思
潮
と
の
類
似
性
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
一
方

で
、
当
時
の
新
右
翼
的
（
保
守
革
命
論
的
）
思
潮
の
方
は
と
い
え
ば
、

こ
れ
に
も
ま
た
、
同
時
代
の
左
翼
的
思
潮
と
の
類
似
性
を
指
摘
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
K
・
ゾ
ン
ト
ハ
イ
マ
ー
は
、

ヴ
ァ
イ
マ
ル
・
ド
イ
ッ
の
「
青
年
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
と
り
わ
け

そ
れ
が
反
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
心
情
を
も
ち
資
本
主
義
経
済
体
制
を
拒
否

す
る
点
で
」
、
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
期
以
来
の
「
伝
統
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
と
は
区
別
さ
れ
」
、
「
青
年
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
は
、
本
来
の
動

機
か
ら
み
て
マ
ル
ク
ス
主
義
的
社
会
主
義
に
ご
く
近
い
よ
う
な
、
反

資
本
主
義
的
・
反
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
基
本
線
が
確
認
さ
れ
る
」

（
ω
o
旨
『
o
言
Φ
『
一
8
。
。
目
一
雪
竃
o
。
一
）
と
し
て
い
る
。
　
そ
し
て
次
に

見
る
よ
う
に
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
の
こ
う
し
た
新
右
翼
的
思
潮
を
代
表

す
る
論
者
の
一
人
で
あ
っ
た
フ
ラ
イ
ヤ
ー
が
展
開
し
た
近
代
資
本
主

義
批
判
に
も
ま
た
、
先
に
見
た
ル
カ
ー
チ
に
よ
る
も
の
と
の
少
な
か

ら
ぬ
類
似
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
一
九
三
一
年
の
『
右
翼
か

ら
の
革
命
』
に
お
い
て
、
フ
ラ
イ
ヤ
ー
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
。
ハ
近
代
に
お

け
る
産
業
社
会
化
の
結
果
、
人
類
が
「
比
類
な
き
危
機
」
（
写
亀
段

一
8
一
σ
5
）
に
陥
っ
て
い
る
と
し
た
う
え
で
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て

以
下
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
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産
業
社
会
に
お
い
て
「
人
間
は
、
生
の
た
め
で
は
な
く
、
労
働
の

た
め
に
存
在
す
る
」
。
一
方
、
「
生
産
の
意
味
は
、
機
械
が
駆
動
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
」
。
産
業
社
会
以
前
の
「
時
代
の
価
値
は

つ
ね
に
、
人
間
性
や
真
理
、
永
遠
な
る
正
義
と
い
っ
た
も
の
に
根
ざ

し
て
い
た
」
。
「
宗
教
に
つ
い
て
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
」
（
即
亀
R

お
曽
σ
曽
）
。
し
か
し
産
業
社
会
の
時
代
に
お
い
て
は
、
「
た
と
え
ば

真
理
や
国
家
、
人
間
と
い
っ
た
買
う
こ
と
な
ど
で
き
な
い
よ
う
な
も

の
ま
で
が
、
な
が
き
時
を
か
け
て
自
己
抽
象
化
し
、
な
が
き
時
を
か

け
て
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
利
害
へ
と
、
あ
る
い
は
た
ん
な
る
技
術
へ

と
中
和
化
さ
れ
」
て
い
き
、
つ
い
に
は
「
経
済
へ
と
還
元
さ
れ
て
し

ま
う
」
（
写
亀
R
お
曽
σ
8
）
。
産
業
社
会
は
、
「
価
値
を
商
品
へ
、

人
間
を
労
働
力
へ
、
そ
し
て
生
を
経
済
へ
と
変
え
て
し
ま
う
」
（
写
甲

『
R
一
8
ぎ
苓
Q
o
）
の
で
あ
る
Q

　
こ
の
よ
う
に
、
近
代
資
本
主
義
下
で
の
経
済
の
支
配
と
人
間
の
自

己
疎
外
状
況
、
し
た
が
っ
て
物
象
化
と
い
う
事
態
に
た
い
し
て
ル

カ
ー
チ
が
抱
い
て
い
た
歴
史
的
危
機
意
識
と
は
、
フ
ラ
イ
ヤ
ー
に

よ
っ
て
も
ま
た
共
有
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
フ
ラ
イ
ヤ
ー

と
ル
カ
ー
チ
の
類
似
点
は
、
次
に
見
て
い
く
よ
う
に
、
両
者
の
議
論

に
お
い
て
は
と
も
に
、
そ
う
し
た
時
代
認
識
が
当
時
の
社
会
科
学
に

た
い
す
る
危
機
意
識
に
直
結
し
て
い
た
こ
と
に
も
い
え
る
。
つ
ま
り
、

物
象
化
に
た
い
す
る
歴
史
的
危
機
意
識
を
共
有
し
つ
つ
、
ル
カ
ー
チ

と
フ
ラ
イ
ヤ
ー
は
と
も
に
、
当
時
の
社
会
科
学
の
実
証
主
義
化
に
た

い
し
て
、
同
様
の
批
判
の
眼
を
む
け
る
こ
と
と
も
な
る
の
で
あ
る
。

3

科
学
的
危
機
意
識
の
共
有

　
ル
カ
ー
チ
は
、
当
時
の
実
証
主
義
的
な
い
し
経
験
主
義
的
な
ブ
ル

ジ
ョ
ア
科
学
、
も
し
く
は
社
会
民
主
主
義
の
過
度
に
社
会
進
化
論
的

な
い
し
機
械
論
的
な
唯
物
論
を
、
そ
れ
ら
の
個
別
科
学
性
、
あ
る
い

は
非
歴
史
性
、
非
実
践
性
ゆ
え
に
き
び
し
く
批
判
し
た
。

　
ル
カ
ー
チ
が
考
え
る
に
、
そ
れ
ら
の
科
学
は
、
認
識
主
体
と
認
識

対
象
、
当
為
と
存
在
、
理
論
と
実
践
と
い
っ
た
も
の
を
新
カ
ン
ト
派

的
に
二
元
論
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
た
だ
法
則
定
立
的
、
事
実
確

認
的
な
認
識
方
法
に
あ
ま
ん
じ
る
の
み
で
あ
る
。
だ
が
そ
う
し
た
認

識
方
法
そ
の
も
の
が
じ
つ
は
、
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
的
闘
争
の
手
段
」
（
い
仁
惹
8
お
8
H
お
鐸
8
）
で
し
か
な
く
、

し
た
が
っ
て
「
資
本
主
義
と
い
う
特
定
の
歴
史
的
時
期
の
産
物
」

（
［
仁
評
ぎ
ω
一
旨
ω
”
一
〇
〇
一
”
器
）
で
し
か
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
れ
ら
の
科
学
に
よ
っ
て
は
、
「
資
本
主
義
社
会
の
も
つ
歴
史
的
・

過
渡
的
な
性
格
が
あ
い
ま
い
に
さ
れ
」
、
そ
の
結
果
、
近
代
資
本
主

義
の
時
代
特
有
の
も
の
に
す
ぎ
な
い
は
ず
の
そ
れ
ら
の
認
識
方
法
も
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ま
た
、
「
没
時
間
的
な
、
永
遠
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
（
い
ロ
惹
8
一
旨
ω
“

一
8
一
一
8
）
と
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
ル
カ
ー
チ
か
ら
す
れ
ば
、
実
証
主
義
的
な
い
し
社
会
民
主

主
義
的
な
科
学
認
識
も
ま
た
、
近
代
資
本
主
義
下
で
の
物
象
化
の
産

物
の
一
つ
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
彼
は
、
そ
う

し
た
科
学
認
識
を
も
っ
て
し
て
は
、
物
象
化
と
い
う
歴
史
的
危
機
の

克
服
に
む
け
て
自
覚
的
に
寄
与
し
え
よ
う
は
ず
も
な
い
と
考
え
た
の

で
あ
る
。
他
方
、
フ
ラ
イ
ヤ
ー
も
ま
た
、
以
下
に
見
る
よ
う
に
、
ル

カ
ー
チ
と
同
様
の
科
学
的
危
機
意
識
を
当
時
の
ド
イ
ッ
社
会
学
に
た

い
し
て
持
っ
て
い
た
。

　
フ
ラ
イ
ヤ
ー
が
一
九
三
〇
年
に
『
現
実
科
学
と
し
て
の
社
会
学
』

を
世
に
問
う
た
背
景
の
一
つ
に
は
、
ジ
ン
メ
ル
に
よ
っ
て
樹
立
さ
れ

た
形
式
社
会
学
が
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
に
入
っ
て
r
・
v
・
ヴ
ィ
ー
ゼ

ら
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
る
こ
と
で
、
急
速
に
台
頭
し
て
き
た
こ
と
が

挙
げ
ら
れ
る
。
形
式
社
会
学
は
周
知
の
よ
う
に
、
従
来
の
総
合
社
会

学
的
傾
向
に
対
抗
し
、
社
会
学
独
自
の
対
象
を
文
化
的
内
容
か
ら
区

別
さ
れ
た
社
会
形
式
に
求
め
る
こ
と
で
、
社
会
学
の
個
別
科
学
化
、

実
証
科
学
化
に
寄
与
し
た
。
だ
が
フ
ラ
イ
ヤ
ー
は
、
そ
の
結
果
、
人

間
存
在
（
そ
の
意
志
性
）
や
そ
れ
に
も
と
づ
い
た
社
会
的
現
実
か
ら

乖
離
し
た
「
ま
っ
た
く
対
象
的
（
α
q
①
o
q
雪
ω
感
呂
一
一
3
）
な
意
味
連

関
の
王
国
」
、
す
な
わ
ち
そ
う
し
た
自
己
完
結
的
、
普
遍
妥
当
的
な

「
ロ
ゴ
ス
」
（
写
Φ
冷
二
8
9
誌
ー
一
謹
斜
き
）
の
み
が
社
会
学
の
対
象

と
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
学
の
ロ
ゴ
ス
科
学
化
、
す

な
わ
ち
そ
の
現
実
遊
離
化
、
非
歴
史
化
、
そ
し
て
非
実
践
化
が
引
き

起
こ
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
い
う
危
機
感
を
つ
よ
く
抱
い
た
。

　
そ
こ
で
フ
ラ
イ
ヤ
ー
は
、
社
会
学
本
来
の
対
象
を
、
形
式
社
会
学

の
よ
う
に
、
文
化
的
内
容
か
ら
た
ん
に
観
念
的
、
抽
象
的
に
区
別
さ

れ
た
だ
け
の
社
会
形
式
に
で
は
な
く
、
「
精
神
的
内
容
や
文
化
が
社

会
的
に
形
成
さ
れ
る
場
」
（
Q
冨
二
〇
〇
。
器
＆
）
と
し
て
の
実
在
的
、

時
間
拘
束
的
な
「
生
か
ら
の
形
式
（
閃
9
ヨ
窪
き
ω
写
げ
雪
）
」
（
写
Φ
・

『
R
一
8
9
0
。
一
ー
一
謹
畠
。
。
）
に
求
め
る
こ
と
で
、
社
会
学
を
現
実
科

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

学
と
し
て
あ
ら
た
め
て
規
定
し
な
お
そ
う
と
し
た
。
つ
ま
り
、
ル

カ
ー
チ
が
当
時
の
社
会
科
学
の
実
証
主
義
的
傾
向
を
物
象
化
の
一
つ

の
帰
結
と
し
て
批
判
し
た
よ
う
に
、
フ
ラ
イ
ヤ
ー
も
ま
た
、
同
様
の

危
機
的
状
況
を
ド
イ
ッ
社
会
学
の
中
に
見
て
と
り
、
そ
れ
を
社
会
学

の
ロ
ゴ
ス
科
学
化
と
し
て
批
判
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
近
代
資
本
主
義
下
で
の
物
象
化
に

た
い
し
て
ル
カ
ー
チ
が
抱
い
て
い
た
歴
史
的
お
よ
び
科
学
的
な
危
機

意
識
と
は
、
フ
ラ
イ
ヤ
ー
に
よ
っ
て
も
ま
た
共
有
さ
れ
て
い
た
も
の

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
う
し
た
状
況
を
打
開
す
べ
く
、
ル
カ
ー
チ
、
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フ
ラ
イ
ヤ
ー
が
と
も
に
眼
を
向
け
て
い
く
こ
と
と
な
る
の
は
、

見
て
い
く
よ
う
に
、
へ
ー
ゲ
ル
哲
学
で
あ
る
。

4

ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
へ
の
着
目

次
に

　
ル
カ
ー
チ
の
『
歴
史
と
階
級
意
識
』
は
周
知
の
ご
と
く
、
一
九
二

三
年
初
版
で
あ
る
K
・
コ
ル
シ
ュ
の
『
マ
ル
ク
ス
主
義
と
哲
学
』
と

と
も
に
、
「
第
ニ
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
の
宿
命
論
的
経
済
主
義
」

や
「
第
三
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
の
主
意
主
義
的
前
衛
主
義
」

（
富
圃
お
。
。
“
ロ
一
8
ω
旨
）
に
た
い
す
る
新
た
な
対
立
軸
と
し
て
、
一

九
二
〇
年
代
以
降
に
発
展
し
て
い
っ
た
西
欧
マ
ル
ク
ス
主
義
の
出
発

点
で
あ
っ
た
。
　
つ
ま
り
、
「
マ
ル
ク
ス
と
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
弁
証
法
的

唯
物
論
は
、
そ
の
理
論
的
本
質
か
ら
み
れ
ば
、
あ
く
ま
で
一
つ
の
哲

学
と
呼
ぶ
べ
き
で
あ
る
」
（
囚
o
誘
9
お
8
聴
お
鐸
誌
O
）
と
し
た
コ

ル
シ
ュ
の
書
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
ル
カ
ー
チ
の
書
も
ま
た
、

「
マ
ル
ク
ス
主
義
の
哲
学
的
次
元
の
探
求
の
可
能
性
を
再
確
立
し
た

の
で
あ
る
」
　
（
宣
｝
お
o
。
斜
”
る
8
忌
O
）
。
　
一
方
、
　
フ
ラ
イ
ヤ
ー
の

『
現
実
科
学
と
し
て
の
社
会
学
』
も
、
次
の
一
文
を
も
っ
て
開
始
さ

れ
て
い
る
。

本
書
に
展
開
さ
れ
る
考
え
を
は
ぐ
く
ん
だ
の
は
、
社
会
学
の
体
系

に
一
つ
の
哲
学
的
基
礎
づ
け
を
与
え
た
い
と
い
う
願
望
で
あ
る
。

（
写
亀
R
一
〇
ω
O
」
1
1
一
〇
＆
”
ω
）

　
つ
ま
り
、
ル
カ
ー
チ
の
『
歴
史
と
階
級
意
識
』
が
、
当
時
の
マ
ル

ク
ス
主
義
を
哲
学
的
に
再
構
築
し
よ
う
と
す
る
｝
つ
の
試
み
で
あ
っ

た
の
に
た
い
し
て
、
フ
ラ
イ
ヤ
ー
の
「
現
実
科
学
と
し
て
の
社
会

学
』
は
、
同
様
の
も
く
ろ
み
を
当
時
の
社
会
学
に
た
い
し
て
試
み
た

　
　
　
　
　
　
（
4
）

書
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ル
カ
ー
チ
、
フ
ラ
イ
ヤ
ー
が
マ
ル
ク

ス
主
義
、
社
会
学
に
た
い
し
て
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
課
題
を
は
た
そ
う
と

し
た
際
に
と
も
に
着
目
し
た
の
は
、
へ
ー
ゲ
ル
哲
学
で
あ
る
。

　
先
に
も
見
た
よ
う
に
、
ル
カ
ー
チ
の
『
歴
史
と
階
級
意
識
』
は
、

当
時
の
実
証
主
義
的
な
い
し
社
会
民
主
主
義
的
な
科
学
認
識
が
個
別

化
さ
れ
た
事
実
を
た
ん
に
事
後
追
認
す
る
こ
と
に
あ
ま
ん
じ
て
い
る

こ
と
に
た
い
す
る
批
判
の
書
で
あ
っ
た
。
　
つ
ま
り
、
「
社
会
的
な
生

活
の
個
々
の
事
実
が
、
歴
史
的
な
発
展
の
契
機
と
し
て
、
総
体
性
の

な
か
に
組
み
こ
ま
れ
て
い
く
な
か
で
は
じ
め
て
、
事
実
の
認
識
は
現

実
性
の
認
識
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
」
（
ピ
仁
惹
8
一
露
ω
1
1
一
〇
〇
一
葭
）

と
ル
カ
ー
チ
は
考
え
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
ル
カ
ー
チ
が
ま
ず
注
目

し
た
の
は
、
へ
！
ゲ
ル
の
総
体
性
（
↓
9
巴
一
一
警
）
概
念
で
あ
る
。
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マ
ル
ク
ス
主
義
を
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
科
学
か
ら
決
定
的
に
区
別

す
る
点
は
、
歴
史
の
説
明
に
お
い
て
経
済
的
な
動
因
の
支
配
を
認

め
る
と
こ
ろ
で
は
な
く
、
総
体
性
と
い
う
観
点
を
も
つ
と
こ
ろ
に

あ
る
。
総
体
性
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
、
す
な
わ
ち
部
分
に
対
す
る

全
体
の
全
面
的
、
決
定
的
な
支
配
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
こ
そ
マ
ル

ク
ス
が
へ
ー
ゲ
ル
か
ら
受
け
継
ぎ
、
根
本
的
に
作
り
か
え
て
ま
っ

た
く
新
し
い
学
問
の
基
礎
と
し
た
方
法
の
本
質
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

（
い
⊆
評
魅
o
ω
一
8
ω
”
一
〇
〇
一
6
刈
）

　
こ
の
よ
う
に
ル
カ
ー
チ
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
に
と
っ
て
の
真
な
る

現
実
を
、
実
証
主
義
的
な
い
し
社
会
民
主
主
義
的
な
科
学
認
識
に
お

け
る
よ
う
な
た
ん
な
る
個
別
的
事
実
で
は
な
く
、
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
具

体
的
総
体
性
に
求
め
た
。
そ
の
う
え
で
ル
カ
ー
チ
は
、
「
マ
ル
ク
ス

の
方
法
の
中
枢
」
（
ピ
⊆
惹
8
お
器
1
1
一
〇
〇
＝
一
）
と
し
て
、
そ
の
史

的
唯
物
論
的
側
面
以
上
に
む
し
ろ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
受
け
継
が
れ
た

と
い
う
弁
証
法
的
側
面
を
重
要
視
し
た
の
で
あ
る
。

　
他
方
、
フ
ラ
イ
ヤ
ー
も
、
「
社
会
的
な
諸
連
関
を
認
識
す
る
際
に

鍵
と
な
る
」
の
は
、
「
全
体
性
（
O
壁
昏
①
ε
と
い
う
概
念
」
（
写
甲

鴫
震
一
8
卦
一
）
で
あ
る
と
い
う
。
だ
が
彼
は
、
「
一
つ
の
妥
当
す
る

全
体
（
Φ
ぢ
o
q
畦
試
o
q
窃
O
き
器
の
）
が
す
で
に
存
在
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
な
ど
な
い
。
そ
う
し
た
全
体
と
は
た
だ
、
生
成
し
よ
う
と
し

て
い
く
の
み
で
あ
る
」
（
寄
醸
段
一
8
2
お
け
お
＆
”
b
。
5
）
と
も
注

意
す
る
。
つ
ま
り
、
フ
ラ
イ
ヤ
ー
の
思
い
描
い
て
い
た
現
実
概
念
も

ま
た
、
へ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
的
な
総
体
性
概
念
で
あ
っ
た
（
＝
三
甲

σ
β
呂
一
8
器
。
。
）
。
そ
こ
で
フ
ラ
イ
ヤ
ー
が
重
要
視
し
た
の
は
、
社

会
学
に
お
け
る
「
『
マ
ク
ロ
的
』
な
見
方
」
（
牢
塁
巽
一
8
一
鋭
嵩
”

一
〇
認
一
5
）
で
あ
る
。

　
フ
ラ
イ
ヤ
ー
に
よ
る
と
、
「
部
分
を
見
て
全
体
を
見
な
い
と
い
う

危
険
は
、
お
そ
ら
く
社
会
学
に
お
け
る
ほ
ど
、
は
な
は
だ
し
い
こ
と

は
な
い
だ
ろ
う
」
（
写
亀
段
お
ω
寅
犀
口
お
認
H
温
）
。
だ
か
ら
、
社

会
学
に
お
い
て
は
、
そ
の
対
象
で
あ
る
社
会
的
現
実
（
な
い
し
社
会

形
象
）
が
部
分
（
個
人
）
の
総
和
以
上
の
「
客
観
的
構
造
」
（
写
甲

｝
R
一
器
9
ミ
①
1
1
一
逡
嵩
お
）
と
し
て
、
す
な
わ
ち
創
発
的
な
マ
ク

ロ
的
社
会
構
造
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し

そ
の
際
、
そ
の
構
造
概
念
は
、
無
時
間
的
な
「
静
止
的
構
造
」
（
写
甲

繁
R
一
8
2
置
”
6
鼻
曽
。
）
と
し
て
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
歴
史

的
に
「
生
成
さ
れ
る
も
の
」
（
牢
亀
震
お
ω
2
お
門
お
“
含
5
）
と

し
て
取
り
扱
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
個
々
の
構

造
概
念
を
「
歴
史
的
に
相
互
に
関
係
さ
せ
て
い
く
」
（
写
昌
霞

一
〇
8
篇
置
”
一
漣
件
曽
O
）
と
い
う
こ
と
が
ま
た
、
社
会
学
に
と
っ
て
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は
重
要
な
こ
と
と
な
っ
て
く
る
。

　
こ
の
よ
う
に
ル
カ
ー
チ
が
当
時
の
マ
ル
ク
ス
主
義
を
、
フ
ラ
イ

ヤ
ー
が
当
時
の
社
会
学
を
そ
れ
ぞ
れ
哲
学
的
に
再
構
築
す
る
た
め
に
、

へ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
あ
ら
た
め
て
光
を
あ
て
よ
う
と
し
た
際
に
、
ま
ず

着
目
し
た
の
は
へ
ー
ゲ
ル
の
総
体
性
概
念
で
あ
る
。
だ
が
、
ル
カ
ー

チ
の
マ
ル
ク
ス
主
義
と
フ
ラ
イ
ヤ
ー
の
社
会
学
の
類
似
点
と
し
て
、

と
く
に
注
目
す
べ
き
は
や
は
り
、
次
に
見
て
い
く
よ
う
に
、
両
者
が

と
も
に
へ
ー
ゲ
ル
の
同
一
性
哲
学
を
そ
れ
ぞ
れ
の
理
論
的
根
幹
に
す

え
よ
う
と
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

5

へ
ー
ゲ
ル
の
同
一
性
哲
学
へ
の
着
目

　
こ
こ
で
は
ま
ず
、
一
九
｝
九
年
初
版
の
『
戦
術
と
倫
理
』
に
収
録

さ
れ
た
論
文
「
戦
術
と
倫
理
」
に
お
け
る
ル
カ
ー
チ
の
議
論
か
ら
見

て
い
き
た
い
。
そ
こ
で
彼
が
説
い
て
い
る
の
は
、
「
個
々
人
の
良
心

や
責
任
意
識
」
と
「
人
間
の
グ
ル
ー
プ
の
集
団
的
な
行
動
」
と
い
ヶ
、

唯
物
論
的
見
地
か
ら
す
れ
ば
一
見
、
た
が
い
に
独
立
し
あ
っ
て
い
る

か
の
よ
う
に
も
見
え
る
二
つ
の
契
機
を
、
「
歴
史
哲
学
的
な
方
向
づ

け
に
も
と
づ
い
て
」
（
一
¢
惹
8
δ
雪
”
一
雪
認
O
）
、
マ
ル
ク
ス
主
義

が
接
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
彼
が

提
示
し
た
の
は
、
「
『
知
る
（
≦
一
の
の
雪
）
』
と
い
う
概
念
」
（
ピ
民
曽
の

一
〇
〇
刈
”
一
〇
誤
団
o
o
）
で
あ
る
。

　
ル
カ
ー
チ
に
よ
る
と
、
「
み
ず
か
ら
の
う
ち
で
あ
る
ひ
と
つ
の
倫

理
的
決
断
を
お
こ
な
う
個
人
は
」
、
「
自
分
が
ど
の
よ
う
な
状
況
の
も

と
で
行
動
し
て
い
る
の
か
を
知
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
。
た
だ

し
こ
の
「
知
る
と
い
う
こ
と
」
は
、
一
方
で
は
主
観
的
な
個
人
倫
理

に
、
だ
が
他
方
で
は
客
観
的
な
科
学
認
識
に
と
ど
ま
る
だ
け
の
も
の

で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
知
る
と
い
う
こ
と
は
、

「
自
己
意
識
を
み
ず
か
ら
意
識
化
す
る
努
力
を
お
こ
な
う
」
こ
と
を

と
お
し
て
、
「
個
々
人
の
厳
粛
さ
や
責
任
意
識
」
に
支
え
ら
れ
た

「
道
徳
的
に
正
し
い
行
動
」
と
「
現
に
あ
る
歴
史
哲
学
的
な
状
況
に

つ
い
て
の
正
し
い
認
識
」
を
き
わ
め
て
ふ
か
く
連
関
づ
け
る
こ
と
を

可
能
と
す
る
よ
う
な
道
で
あ
る
（
ピ
民
跨
の
ご
雪
1
1
一
雪
認
o
。
山
O
）
。

　
つ
ま
り
ル
カ
ー
チ
は
、
こ
の
知
る
と
い
う
概
念
を
も
っ
て
し
て
、

個
人
の
倫
理
的
決
断
と
客
観
的
な
科
学
認
識
と
い
う
二
つ
の
契
機
の

橋
わ
た
し
を
し
よ
う
と
し
た
と
も
い
え
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
、

「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
は
、
あ
ら
ゆ
る
局
面
に
わ
た
っ
て
個
人
的
決
断

を
強
い
る
社
会
だ
」
（
池
田
一
S
9
お
）
と
い
う
こ
と
を
自
覚
し
つ

つ
も
、
「
革
命
の
実
践
に
お
け
る
主
体
的
行
動
の
諸
問
題
を
、
た
ん

な
る
個
人
倫
理
の
水
準
に
と
じ
こ
め
て
し
ま
わ
な
い
」
（
池
田

一
〇
刈
竃
露
）
た
め
に
、
『
歴
史
と
階
級
意
識
』
を
中
心
に
、
当
時
の
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マ
ル
ク
ス
主
義
が
あ
ら
た
め
て
眼
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
ル

カ
ー
チ
が
考
え
た
の
は
、
へ
ー
ゲ
ル
の
同
一
性
哲
学
（
精
神
現
象

学
）
で
あ
る
。

　
［
へ
ー
ゲ
ル
に
よ
っ
て
］
「
真
理
が
実
体
と
し
て
だ
け
で
は
な
く

主
体
と
し
て
」
把
握
さ
れ
る
と
き
、
は
じ
め
て
主
体
と
客
体
と
の

関
係
が
相
対
化
さ
れ
流
動
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
主

体
（
意
識
ま
た
は
思
考
）
は
弁
証
法
的
過
程
の
産
出
者
で
あ
る
と

同
時
に
産
物
で
も
あ
り
、
し
た
が
っ
て
主
体
は
、
み
ず
か
ら
創
造

す
る
世
界
ー
主
体
は
こ
の
世
界
の
意
識
さ
れ
た
形
姿
で
あ
る

ー
の
な
か
で
運
動
す
る
と
同
時
に
、
こ
の
世
界
が
完
全
な
客
観

性
を
も
っ
て
主
体
に
対
立
す
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
じ
め
て

弁
証
法
の
問
題
お
よ
び
そ
れ
と
と
も
に
主
体
と
客
体
、
思
考
と
存

在
、
自
由
と
必
然
な
ど
の
対
立
の
止
揚
が
、
解
決
さ
れ
る
も
の
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
（
［
仁
惹
8
一
旨
ω
1
1
一
8
鵠
8
）

　
つ
ま
り
ル
カ
ー
チ
が
考
え
る
に
、
マ
ル
ク
ス
主
義
と
は
本
来
、
主

体
と
客
体
の
へ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
的
な
同
一
化
を
歴
史
的
、
社
会
的
過

程
に
お
い
て
実
現
す
る
こ
と
を
と
お
し
て
、
ま
た
個
人
の
倫
理
的
自

覚
を
社
会
的
現
実
全
体
へ
の
科
学
的
認
識
と
結
び
つ
け
る
こ
と
を
つ

う
じ
て
、
物
象
化
と
い
う
歴
史
的
な
危
機
状
況
を
克
服
し
う
る
よ
う

な
社
会
実
践
と
不
可
分
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。　

そ
れ
で
は
次
に
、
フ
ラ
イ
ヤ
ー
の
現
実
科
学
と
し
て
の
社
会
学
と

ヘ
ー
ゲ
ル
の
同
一
性
哲
学
の
関
係
に
つ
い
て
も
見
て
み
よ
う
。
フ
ラ

イ
ヤ
ー
は
ま
ず
、
社
会
学
に
お
け
る
主
体
と
客
体
の
関
係
性
に
つ
い

て
、
以
下
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

　
社
会
学
に
お
い
て
は
、
そ
の
認
識
主
体
で
あ
る
社
会
学
者
が
そ
の

認
識
対
象
で
あ
る
社
会
的
現
実
（
な
い
し
社
会
形
象
）
に
「
実
存
的

（
o
図
巨
窪
巴
亀
）
に
結
び
つ
い
て
い
る
」
こ
と
か
ら
、
主
体
と
客
体

ば
同
一
的
で
あ
る
（
写
亀
震
一
8
9
0
。
O
口
お
鼻
一
ミ
山
O
o
。
）
。
だ
か
ら

社
会
学
は
、
「
現
実
科
学
で
あ
る
と
同
時
に
、
エ
ト
ス
科
学
（
。
9
甲

魯
の
名
一
器
雪
曽
言
ε
で
あ
る
」
。
だ
が
こ
の
エ
ト
ス
科
学
と
い
う

概
念
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
「
そ
の
中
で
倫
理
的
（
9
三
ω
9
）
な

諸
規
範
が
獲
得
さ
れ
た
り
、
適
用
さ
れ
た
り
す
る
」
と
い
う
よ
う
な

こ
と
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
「
そ
の
認
識
対
象
が
、
　
一
つ
の

意
志
方
向
（
毛
≡
窪
豊
3
言
轟
）
を
そ
の
中
に
含
ん
で
い
る
」
と

い
う
こ
と
に
あ
る
（
閃
8
『
R
　
お
ω
O
蕊
8
旺
お
愈
凸
ミ
ー
曽
Q
。
）
。

　
ル
カ
ー
チ
が
知
る
と
い
う
概
念
に
た
い
し
て
指
摘
し
た
よ
う
に
、

フ
ラ
イ
ヤ
ー
も
ま
た
、
主
体
と
客
体
が
同
一
的
な
社
会
学
の
エ
ト
ス
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科
学
と
し
て
の
認
識
態
度
と
は
、
客
観
的
な
事
実
認
識
か
ら
主
観
的

な
価
値
判
断
を
切
り
離
し
て
し
ま
う
よ
う
な
ロ
ゴ
ス
科
学
的
（
な
い

し
自
然
科
学
的
）
な
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
さ
り
と
て
、
た
ん

に
個
人
倫
理
的
な
次
元
に
と
ど
ま
る
だ
け
の
も
の
で
あ
っ
て
も
な
ら

な
い
と
考
え
る
。
そ
う
で
は
な
く
、
社
会
学
の
認
識
態
度
と
は
、

「
価
値
自
由
な
法
則
認
識
と
個
人
的
良
心
に
よ
る
価
値
判
断
」
の

「
中
間
を
ぎ
り
ぎ
り
に
す
べ
り
通
る
」
（
即
亀
段
一
8
露
＝
H
お
倉
一

ト。

ω）

う
な
も
の
だ
と
、
　
フ
ラ
イ
ヤ
ー
は
い
う
。
そ
の
う
え
で
、

こ
こ
で
彼
が
着
目
す
る
の
は
、
へ
ー
ゲ
ル
の
同
一
性
哲
学
で
あ
る
。

　
現
代
の
本
質
的
な
意
志
内
容
が
意
識
に
ま
で
高
め
ら
れ
る
な
ら

ば
、
一
つ
の
価
値
判
断
が
下
さ
れ
る
。
こ
の
時
代
が
実
体
的

（
讐
σ
ω
母
旨
凶
①
巳
に
意
味
す
る
も
の
と
は
な
ん
な
の
か
、
こ
の

時
代
の
具
体
的
か
つ
人
倫
的
（
ω
一
荘
一
9
）
な
意
味
と
は
な
ん
な

の
か
と
い
う
こ
と
は
、
認
識
さ
れ
て
い
る
。
価
値
判
断
は
、
孤
立

し
た
人
の
道
徳
的
（
旨
o
田
房
昌
）
な
決
断
に
つ
い
て
す
ら
、
そ

の
道
徳
性
（
ζ
o
醤
耳
警
）
に
た
い
し
て
で
は
な
く
、
そ
の
実
体

性
（
o
o
‘
げ
ω
貫
自
芭
莚
け
）
に
た
い
し
て
下
さ
れ
る
。
深
遠
な
る

へ
ー
ゲ
ル
的
語
義
に
お
い
て
、
「
即
時
的
（
N
㊦
詳
ヨ
跨
蒔
）
な
も

の
」
、
克
服
さ
れ
る
も
の
、
具
体
的
か
つ
現
代
的
な
意
義
を
持
つ

も
の
、
そ
う
で
な
い
も
の
、
そ
う
し
た
も
の
は
、
可
能
性
に
お
う

じ
て
現
実
科
学
的
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
認
識
さ
れ
う
る
の
み
な

ら
ず
、
こ
う
し
た
認
識
を
お
こ
な
う
こ
と
は
、
そ
の
体
系
の
中
核

を
な
す
こ
と
な
の
で
あ
る
。
　
（
閃
お
器
『
一
8
9
b
o
＝
山
誌
”
一
漣
蒔

卜o

ω
I
b
o
9
）

　
こ
の
よ
う
に
へ
ー
ゲ
ル
的
な
主
体
と
し
て
の
実
体
性
を
足
場
と
し

つ
つ
、
フ
ラ
イ
ヤ
ー
が
当
時
の
社
会
学
に
た
い
し
て
課
し
た
工
ト
ス

科
学
と
し
て
の
使
命
と
は
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
社
会
学
に
お
い
て
は
主
体
と
客
体
が
同
一
的
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

「
生
起
す
る
現
実
の
」
「
意
志
内
容
（
≦
≡
①
拐
ひ
Q
魯
貰
）
、
こ
の
工

ト
ス
　
（
国
芸
8
）
こ
そ
が
」
、
社
会
学
の
「
認
識
態
度
の
中
軸
と
な

る
」
（
写
亀
R
一
8
S
8
”
6
濠
一
国
ミ
）
。
そ
こ
で
社
会
学
は
、
社
会

的
現
実
に
実
存
的
に
属
し
て
い
る
人
間
の
「
現
代
の
意
志
内
容
」
、

そ
う
し
た
「
実
在
的
な
状
況
に
お
け
る
実
在
的
な
人
間
集
団
の
実
在

的
な
意
欲
」
（
写
亀
Φ
二
8
9
ω
9
門
ω
漣
）
を
ま
ず
は
「
予
見
的
（
＜
9
－

讐
象
窪
α
）
」
（
即
亀
R
一
8
0
”
ω
ミ
料
お
鼻
8
0
。
）
に
提
示
し
た
う
え

で
、
こ
の
「
現
代
超
越
的
な
内
容
（
ひ
q
Φ
O
O
窪
毛
費
房
け
β
房
器
呂
目
・

件
雪
0
3
巴
一
）
」
を
中
核
と
し
つ
つ
、
そ
の
あ
ら
ゆ
る
諸
概
念
を
構

成
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
　
（
写
塁
R
　
お
ω
露
8
1
1
一
曽
蒔
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ω
関
）
。
社
会
学
に
お
い
て
は
、
「
一
つ
の
生
き
た
現
実
が
自
己
自
身

を
認
識
す
る
」
（
牢
o
畜
二
8
9
0
。
ω
1
1
一
罐
と
8
）
の
で
あ
り
、
し
た

が
っ
て
「
真
の
意
欲
が
真
の
認
識
を
基
礎
づ
け
る
」
（
写
亀
巽

一
〇
8
”
o
ミ
目
這
倉
b
8
）
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
フ
ラ
イ
ヤ
ー
は
、
現
代
の
意
志
内
容
を
予
見
的
に
提

示
す
る
と
い
う
こ
と
を
、
現
実
科
学
で
あ
り
、
か
つ
工
ト
ス
科
学
た

る
べ
き
社
会
学
の
も
っ
と
も
重
要
な
る
使
命
と
し
て
す
え
る
。
こ
こ

で
フ
ラ
イ
ヤ
ー
の
い
う
現
代
の
意
志
内
容
と
は
、
社
会
的
現
実
全
体

と
同
一
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
変
革
し
う
る
よ
う
な
へ
ー

ゲ
ル
的
な
主
体
（
主
体
と
し
て
の
実
体
）
、
そ
う
し
た
個
人
的
か
つ

集
団
的
な
意
志
性
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
意
志
内
容
こ

そ
が
、
現
代
（
市
民
社
会
的
な
時
代
）
の
社
会
的
現
実
が
新
た
な
る

未
来
へ
と
突
き
進
む
際
の
原
動
力
と
な
る
べ
き
こ
と
を
、
社
会
学
が

な
に
よ
り
も
ま
ず
自
覚
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、
フ
ラ
イ

ヤ
ー
は
考
え
た
。
だ
か
ら
、
一
人
の
社
会
学
者
が
な
に
よ
り
も
ま
ず

な
す
べ
き
こ
と
と
は
、
み
ず
か
ら
の
個
人
倫
理
に
支
え
ら
れ
た
社
会

変
革
へ
の
意
欲
を
社
会
的
現
実
全
体
へ
の
社
会
学
的
認
識
へ
と
結
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

つ
け
て
い
く
こ
と
だ
と
も
、
フ
ラ
イ
ヤ
ー
は
考
え
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
見
て
き
た
よ
う
に
、
フ
ラ
イ
ヤ
ー
は
、
物
象
化
に
た
い
す

る
歴
史
的
お
よ
び
科
学
的
な
危
機
意
識
、
そ
し
て
そ
れ
を
克
服
し
う

る
か
ど
う
か
は
「
個
人
的
倫
理
の
次
元
を
超
え
る
問
題
」
（
池
田

一
〇
刈
罵
8
）
だ
と
い
う
認
識
を
ル
カ
ー
チ
と
共
有
し
つ
つ
、
ル
カ
ー

チ
が
当
時
の
マ
ル
ク
ス
主
義
に
た
い
し
て
し
た
よ
う
に
、
フ
ラ
イ

ヤ
ー
も
ま
た
当
時
の
社
会
学
に
た
い
し
て
、
へ
ー
ゲ
ル
の
総
体
性
概

念
お
よ
び
同
一
性
哲
学
に
ふ
た
た
び
眼
を
向
け
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
訴
え
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
フ
ラ
イ
ヤ
ー
の

社
会
学
と
ル
カ
ー
チ
の
マ
ル
ク
ス
主
義
の
あ
い
だ
に
は
、
こ
の
よ
う

に
少
な
か
ら
ぬ
類
似
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
反
面
、
次
に
見
る

よ
う
な
違
い
も
む
ろ
ん
、
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

6

マ
ル
ク
ス
主
義
か
ら
社
会
学
へ

　
フ
ラ
イ
ヤ
ー
と
ル
カ
ー
チ
の
相
違
点
と
し
て
注
目
す
べ
き
こ
と
の

一
つ
に
、
物
象
化
と
い
う
現
代
的
な
危
機
の
克
服
に
む
け
て
、
そ
れ

に
科
学
的
に
寄
与
す
べ
き
担
い
手
に
つ
い
て
の
両
者
の
見
解
の
違
い

と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
ル
カ
ー
チ
は
、
こ
の
科
学

的
使
命
を
マ
ル
ク
ス
主
義
に
託
し
た
の
だ
が
、
他
方
、
当
時
の
社
会

学
に
た
い
す
る
彼
の
見
解
は
、
は
な
は
だ
失
望
的
だ
っ
た
。
つ
ま
り

彼
は
、
当
時
の
社
会
学
も
ま
た
、
物
象
化
し
た
ブ
ル
ジ
ョ
ア
科
学
の

一
種
と
し
て
し
か
見
な
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
フ
ラ
イ
ヤ
ー
も
ま
た
、
コ
ン
ト
や
ス
ペ
ン
サ
ー
に
端
を
発
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す
る
フ
ラ
ン
ス
や
イ
ギ
リ
ス
な
ど
の
実
証
主
義
的
な
い
し
経
験
主
義

的
な
社
会
学
、
さ
ら
に
は
ド
イ
ッ
の
形
式
社
会
学
な
ど
に
た
い
し
て

は
、
そ
れ
ら
が
社
会
学
の
ロ
ゴ
ス
科
学
化
（
な
い
し
自
然
科
学
化
）

を
引
き
起
こ
し
て
い
る
と
し
て
き
び
し
く
批
判
し
た
。
だ
が
フ
ラ
イ

ヤ
ー
は
、
こ
こ
で
立
ち
ど
ま
ら
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
以
下
に
見
て

い
く
よ
う
に
フ
ラ
イ
ヤ
ー
は
、
ド
イ
ッ
社
会
学
の
現
実
科
学
と
し
て

の
真
の
出
発
点
を
あ
ら
た
め
て
模
索
す
る
こ
と
で
、
社
会
学
が
本
来
、

当
時
の
社
会
的
危
機
の
克
服
に
む
け
て
、
「
一
つ
の
実
践
的
科
学
」

（
即
亀
R
お
田
巴
囑
月
一
3
卜
。
曽
。
）
と
し
て
寄
与
し
う
る
は
ず
の
も

の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
ま
た
そ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
フ
ラ
イ
ヤ
ー
は
ま
ず
、
「
ド
イ
ッ
社
会
学
の
哲
学
的
起
源
」
（
甲
中

『
R
一
8
再
欝
1
1
一
〇
輿
o
。
o
。
）
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
法
哲
学
（
家
族
や
国
家

か
ら
区
別
さ
れ
た
要
求
の
体
系
と
し
て
の
市
民
社
会
概
念
）
に
あ
る

こ
と
を
指
摘
す
る
。
し
か
し
フ
ラ
イ
ヤ
ー
は
、
そ
の
観
念
論
性
（
非

歴
史
性
）
ゆ
え
に
、
へ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
は
「
お
お
い
な
る
限
界
」

（
即
亀
R
一
拐
9
誌
“
“
お
匙
一
一
認
）
が
あ
る
こ
と
も
指
摘
す
る
。
そ

こ
で
フ
ラ
イ
ヤ
ー
が
、
へ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
観
念
論
性
を
「
弁
証
法
的

に
克
服
し
た
」
（
写
S
R
一
8
0
鵠
”
6
愈
榊
一
＝
）
も
の
と
し
て
注
目

す
る
の
は
、
マ
ル
ク
ス
の
社
会
理
論
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
へ
ー
ゲ
ル

の
「
弁
証
法
は
マ
ル
ク
ス
に
お
い
て
は
歴
史
過
程
そ
の
も
の
の
本
質

と
な
る
」
（
ピ
＝
オ
ひ
o
ω
一
〇
卜
o
ω
”
一
〇
〇
一
”
o
巽
）
と
ル
カ
ー
チ
が
評
価
し
た

よ
う
に
、
フ
ラ
イ
ヤ
ー
も
ま
た
、
マ
ル
ク
ス
に
よ
る
へ
r
ゲ
ル
観
念

論
の
実
在
論
化
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
マ
ル
ク
ス
に
お
い
て
は
、
社
会
的
現
実
の
「
弁
証
法
的
継
起
が
、

ま
っ
た
く
真
剣
に
、
ま
っ
た
く
徹
底
的
に
時
間
に
お
け
る
実
在
的
な

過
程
と
し
て
考
え
ら
れ
る
」
（
孚
亀
R
一
8
9
3
髄
お
穽
一
ミ
）
。
そ

こ
で
、
「
へ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は
、
観
念
の
あ
い
だ
の
、
意
味
内
容

の
あ
い
だ
の
、
原
理
の
あ
い
だ
の
矛
盾
で
あ
っ
た
弁
証
法
的
対
立
が
、

マ
ル
ク
ス
に
お
い
て
は
、
実
在
的
な
社
会
的
勢
力
の
あ
い
だ
の
闘
争
、

す
な
わ
ち
階
級
間
闘
争
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
」
（
写
亀
段
一
器
一
費

謡
”
δ
輿
一
9
）
。
だ
か
ら
、
「
唯
物
論
」
と
い
う
マ
ル
ク
ス
の
概
念

が
意
味
す
る
と
こ
ろ
と
は
、
「
ロ
ゴ
ス
科
学
か
ら
現
実
科
学
へ
の
移

行
」
（
閃
お
団
R
一
8
9
8
”
お
倉
”
一
誌
）
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
前
述
し
た
よ
う
に
ル
カ
ー
チ
は
、
マ
ル
ク
ス
社
会
理

論
に
着
目
す
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
唯
物
論
的
側
面
以
上
に
、
そ
の

弁
証
法
的
側
面
を
重
要
視
し
、
マ
ル
ク
ス
の
「
唯
物
弁
証
法
は
革
命

的
な
弁
証
法
で
あ
る
」
（
r
仁
惹
8
一
8
ω
旧
お
鐸
認
）
と
も
し
た
。

そ
し
て
フ
ラ
イ
ヤ
ー
も
ま
た
、
マ
ル
ク
ス
社
会
理
論
に
つ
い
て
次
の

よ
う
な
指
摘
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
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唯
物
論
と
い
う
概
念
は
、
そ
の
当
初
の
本
来
の
意
味
に
し
た
が

え
ば
概
し
て
、
経
済
的
歴
史
観
と
は
な
ん
の
関
係
も
な
い
。
そ
の

概
念
が
第
一
義
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
と
は
、
精
神
の
形
態
界
か

ら
社
会
的
現
実
へ
と
帰
還
す
る
と
い
う
こ
と
、
観
念
弁
証
法
が
実

在
弁
証
法
に
変
化
す
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
社
会
学
を
つ
う
じ

て
の
〔
へ
ー
ゲ
ル
〕
法
哲
学
批
判
と
い
う
こ
と
に
あ
る
（
写
①
－

網
。
『
一
〇
ω
9
0
0
1
1
一
〇
“
含
卜
。
O
）
。

　
つ
ま
り
、
ル
カ
ー
チ
の
『
歴
史
と
階
級
意
識
』
が
そ
う
で
あ
っ
た

よ
う
に
、
フ
ラ
イ
ヤ
ー
も
ま
た
、
マ
ル
ク
ス
の
社
会
理
論
に
着
目
す

る
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
初
期
の
よ
り
実
践
的
か
つ
哲
学
的
な
も
の
を

志
向
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
　
（
ζ
畦
爵
　
一
8
謹
る
）
。
　
そ
こ
で
、

「
社
会
的
現
実
全
体
を
、
そ
れ
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か

と
い
う
見
地
か
ら
、
し
た
が
っ
て
政
治
的
実
践
と
い
う
見
地
か
ら
と

ら
え
る
」
（
写
亀
R
お
望
9
お
”
一
〇
㎝
曽
δ
O
）
こ
と
に
よ
っ
て
ヘ
ー

ゲ
ル
観
念
論
を
「
革
命
的
」
（
牢
亀
R
一
8
9
る
1
1
一
漣
畠
㎝
）
に
実

在
論
化
し
え
た
も
の
と
し
て
、
ま
た
そ
の
結
果
、
「
現
代
と
そ
の
歴

史
的
使
命
へ
の
科
学
的
自
覚
」
（
孚
亀
R
一
8
一
鋭
8
凹
る
躍
一
3
）
を

は
じ
め
て
体
現
し
え
た
も
の
と
し
て
、
フ
ラ
イ
ヤ
ー
は
マ
ル
ク
ス
社

会
理
論
を
た
か
く
評
価
す
る
。
そ
の
う
え
で
フ
ラ
イ
ヤ
ー
は
、
そ
こ

に
「
哲
学
か
ら
の
社
会
学
の
誕
生
」
（
零
o
冷
二
8
9
δ
“
お
虹
曽
）

を
、
す
な
わ
ち
ド
イ
ッ
社
会
学
の
現
実
科
学
と
し
て
の
真
の
出
発
点

を
見
出
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
フ
ラ
イ
ヤ
ー
が
、
社
会
学
を
現
実
科
学
と
し
て
再
構

築
す
る
際
に
、
マ
ル
ク
ス
の
社
会
理
論
、
と
り
わ
け
そ
の
初
期
の
も

の
を
、
社
会
学
の
現
実
科
学
的
な
認
識
態
度
を
う
み
だ
し
た
も
の
と

し
て
重
要
視
し
た
と
い
う
点
に
は
ま
た
、
ル
カ
ー
チ
の
マ
ル
ク
ス
主

義
的
議
論
と
の
類
似
性
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
、
フ
ラ

イ
ヤ
ー
の
場
合
、
『
歴
史
と
階
級
意
識
』
の
頃
（
一
九
二
〇
年
代
の

は
じ
め
）
ま
で
の
ル
カ
ー
チ
と
は
異
な
り
、
形
式
社
会
学
や
文
化
社

会
学
に
代
表
さ
れ
た
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
に
お
け
る
ド
イ
ッ
社
会
学
の

急
速
な
成
長
を
目
の
あ
た
り
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
同
じ

一
九
二
〇
年
代
、
ル
カ
ー
チ
の
『
歴
史
と
階
級
意
識
』
は
、
当
時
で

い
う
正
統
的
マ
ル
ク
ス
主
義
、
す
な
わ
ち
モ
ス
ク
ワ
の
コ
ミ
ン
テ
ル

ン
よ
り
、
修
正
主
義
的
、
観
念
論
的
、
極
左
的
と
い
っ
た
は
げ
し
い

批
判
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
ル
カ
ー
チ
目
身
、
『
歴
史
と
階

級
意
識
』
に
た
い
す
る
自
己
批
判
を
し
だ
い
に
（
と
く
に
｛
九
二
八

年
の
ブ
ル
ム
・
テ
ー
ゼ
の
敗
北
以
降
）
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
く
。

　
こ
う
し
た
事
情
も
背
景
に
し
つ
つ
、
｝
九
三
〇
年
代
は
じ
め
の
フ

ラ
イ
ヤ
ー
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
者
ル
カ
ー
チ
と
は
別
の
道
を
歩
む
こ
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（87）　フライヤーにとっての社会学とルカーチにとってのマルクス主義

と
に
も
な
る
。
つ
ま
り
フ
ラ
イ
ヤ
ー
は
、
ド
イ
ッ
社
会
学
の
現
実
科

学
と
し
て
の
出
発
点
を
マ
ル
ク
ス
社
会
理
論
に
あ
ら
た
め
て
求
め
た

う
え
で
、
現
代
の
危
機
の
克
服
に
む
け
て
の
「
社
会
的
現
実
の
科
学

的
自
覚
」
（
寄
亀
段
一
8
0
＆
1
1
一
〇
鼻
刈
）
と
い
う
マ
ル
ク
ス
社
会

理
論
か
ら
受
け
継
い
だ
こ
の
使
命
を
、
現
実
科
学
と
し
て
の
社
会
学

に
託
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

7
　
お
わ
り
に

　
以
上
、
フ
ラ
イ
ヤ
ー
の
現
実
科
学
と
し
て
の
社
会
学
と
ル
カ
ー
チ

の
マ
ル
ク
ス
主
義
の
比
較
検
証
を
試
み
る
こ
と
を
と
お
し
て
、
両
者

の
議
論
の
あ
い
だ
に
い
か
な
る
類
似
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の

か
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。
両
者
の
類
似
点
に
か
ん
し
て
こ
こ
で

あ
ら
た
め
て
確
認
す
る
な
ら
、
ま
ず
、
『
歴
史
と
階
級
意
識
』
な
ど

で
の
ル
カ
ー
チ
の
マ
ル
ク
ス
主
義
的
議
論
の
根
幹
に
あ
っ
た
、
物
象

化
に
た
い
す
る
歴
史
的
お
よ
び
科
学
的
な
危
機
意
識
と
は
、
フ
ラ
イ

ヤ
ー
に
よ
っ
て
も
ま
た
共
有
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
さ
ら
に
は
、
こ
う
し
た
危
機
意
識
を
共
有
し
つ
つ
、
ル
カ
ー
チ

と
フ
ラ
イ
ヤ
ー
が
と
も
に
眼
を
む
け
て
い
く
こ
と
と
な
る
の
は
、

へ
ー
ゲ
ル
の
総
体
性
概
念
、
お
よ
び
同
一
性
哲
学
だ
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
し
か
も
ル
カ
ー
チ
と
フ
ラ
イ
ヤ
ー
の
類
似
点
と
し
て
は
さ
ら

に
、
へ
ー
ゲ
ル
哲
学
が
今
日
的
に
重
要
と
な
る
の
も
、
マ
ル
ク
ス
に

よ
る
実
在
論
化
を
へ
て
の
こ
と
だ
と
い
う
認
識
を
共
有
し
つ
つ
、
両

者
が
と
も
に
マ
ル
ク
ス
社
会
理
論
、
と
り
わ
け
そ
の
初
期
の
も
の
を

重
要
視
し
た
と
い
う
点
も
挙
げ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
本
稿
で
は
残
念
な
が
ら
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
の
だ
が
、
ル
カ
ー
チ
の
マ
ル
ク
ス
主
義
と
フ
ラ
イ
ヤ
ー
の
社
会
学

に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
際
に
当
然
、
重
要
と
な
っ
て
く
る
点
に
、

両
者
の
社
会
理
論
が
そ
れ
ぞ
れ
い
か
に
し
て
、
物
象
化
と
い
う
当
時

の
危
機
的
状
況
を
克
服
す
べ
き
社
会
実
践
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
っ

た
の
か
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
つ
ま
り
周
知
の
ご
と
く
、
ル
カ
ー
チ

に
よ
っ
て
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
…
ト
を
主
体
と
し
た
革
命
の
必
要
性
が
、

他
方
、
フ
ラ
イ
ヤ
ー
に
よ
っ
て
は
民
族
を
主
体
と
し
た
革
命
（
右
翼

か
ら
の
革
命
）
の
必
要
性
が
、
そ
れ
ぞ
れ
主
張
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
ル
カ
ー
チ
の
マ
ル
ク
ス
主
義
と
フ
ラ
イ
ヤ
ー
の
社
会
学
が
そ
う
で

あ
っ
た
よ
う
に
、
こ
の
両
者
の
革
命
論
に
つ
い
て
も
従
来
、
一
般
的

に
は
、
そ
の
関
連
性
が
指
摘
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
物
象

化
に
た
い
す
る
危
機
意
識
を
共
有
し
つ
つ
、
そ
れ
を
克
服
す
べ
く
両

者
が
唱
え
た
革
命
論
の
あ
い
だ
に
も
ま
た
、
少
な
か
ら
ぬ
関
連
性
を

指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
本
稿
で
考
察
し
た
よ
う
に
、

ル
カ
ー
チ
が
当
時
の
マ
ル
ク
ス
主
義
を
、
フ
ラ
イ
ヤ
ー
が
当
時
の
社
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会
学
を
そ
れ
ぞ
れ
再
構
築
し
よ
う
と
し
た
際
、
と
も
に
着
目
し
た
の

は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
お
よ
び
初
期
マ
ル
ク
ス
の
社
会
理
論
な
の
だ
が
、

ル
カ
ー
チ
と
フ
ラ
イ
ヤ
ー
の
あ
い
だ
に
見
出
さ
れ
る
こ
う
し
た
認
識

論
的
関
連
性
は
、
両
者
の
実
践
論
的
（
革
命
論
的
）
ス
テ
ー
ジ
で
の

関
連
性
へ
と
結
び
つ
い
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
件
に
つ

い
て
は
、
別
の
機
会
に
お
い
て
あ
ら
た
め
て
、
詳
し
く
考
察
し
て
み

た
い
と
考
え
て
い
る
。

（
1
）
　
こ
う
し
た
比
較
検
証
を
お
こ
な
う
際
に
重
要
と
な
っ
て
く
る
こ

　
と
の
一
つ
に
、
両
者
が
お
の
お
の
に
つ
い
て
い
か
に
論
じ
た
か
と
い

　
う
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
筆
者
が
こ
れ
ま
で
に
あ
た
る
こ
と
の
で
き

　
た
一
九
二
〇
年
代
お
よ
び
三
〇
年
代
の
フ
ラ
イ
ヤ
ー
の
社
会
学
的
著

　
作
に
お
い
て
は
、
ル
カ
ー
チ
に
か
ん
す
る
記
述
は
い
っ
さ
い
見
あ
た

　
ら
な
い
。
他
方
、
ル
カ
ー
チ
は
、
一
九
五
四
年
の
「
理
性
の
破
壊
』

　
に
お
い
て
、
「
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
勝
利
を
準
備
す
る
の
に
貢
献
し
た
諸

　
傾
向
の
同
盟
者
と
な
っ
た
と
こ
ろ
の
社
会
学
」
　
（
［
＝
惹
8
6
9
“

　
一
8
9
卜
。
。
一
）
の
代
表
例
と
し
て
、
0
・
シ
ュ
パ
ン
、
C
・
シ
ュ
ミ
ッ

　
ト
と
と
も
に
、
フ
ラ
イ
ヤ
ー
の
社
会
学
を
批
判
的
に
取
り
上
げ
て
い

　
る
。

　
　
ル
カ
ー
チ
は
ま
ず
、
フ
ラ
イ
ヤ
ー
に
よ
る
マ
ル
ク
ス
の
「
史
的
唯

　
物
論
の
外
見
上
の
承
認
は
、
じ
つ
は
こ
れ
を
『
独
創
的
』
な
し
か
た

で
批
判
す
る
た
め
の
｝
方
法
に
す
ぎ
な
い
」
と
し
た
う
え
で
、
フ
ラ

イ
ヤ
ー
が
、
「
生
の
哲
学
的
、
い
や
実
存
主
義
的
な
志
向
」
の
下
、

社
会
学
に
「
徹
底
的
に
主
観
主
義
的
な
実
存
主
義
」
、
そ
う
し
た

「
革
命
的
な
能
動
主
義
」
を
導
入
し
よ
う
と
し
た
と
し
て
批
判
す
る

（
r
鼻
ぎ
ω
お
鯉
”
お
＄
め
8
1
卜
o
雪
）
。
　
ル
カ
ー
チ
の
批
判
の
眼
は
さ

ら
に
、
フ
ラ
イ
ヤ
ー
の
「
こ
の
よ
う
な
社
会
学
の
基
礎
づ
け
か
ら
の

具
体
的
な
帰
結
」
で
あ
る
と
い
う
『
右
翼
か
ら
の
革
命
』
に
た
い
し

て
も
向
け
ら
れ
て
い
く
。
　
ル
カ
ー
チ
に
よ
る
と
、
そ
れ
は
、
「
ま
っ

た
く
神
秘
主
義
的
な
非
合
理
主
義
」
に
も
と
づ
く
も
の
で
し
か
な
く
、

な
ん
ら
の
目
的
設
定
や
プ
ロ
グ
ラ
ム
も
な
い
ま
ま
、
た
だ
「
無
制
限

な
ヒ
ト
ラ
ー
の
独
裁
の
成
立
」
を
欲
す
る
の
み
の
「
ワ
イ
マ
ー
ル
体

制
に
反
対
す
る
能
動
性
」
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
（
げ
仁
惹
8
6
9

1
1
一
〇
〇
器
8
ー
ω
9
）
。

　
だ
が
、
こ
こ
で
留
意
す
べ
き
な
の
は
、
後
年
の
ル
カ
ー
チ
の
こ
の

著
作
、
す
な
わ
ち
『
理
性
の
破
壊
』
そ
の
も
の
が
じ
つ
は
、
「
ル

カ
ー
チ
自
身
の
決
断
主
義
に
走
っ
た
過
去
」
、
す
な
わ
ち
「
「
歴
史
と

階
級
意
識
』
以
前
の
仕
事
を
ほ
と
ん
ど
全
否
定
」
（
初
見
一
。
。
o
。
鵠
卜
。
）

す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
こ
で
繰
り

広
げ
ら
れ
て
い
る
、
フ
ラ
イ
ヤ
ー
社
会
学
に
た
い
す
る
は
げ
し
い
批

判
も
、
裏
を
返
せ
ば
、
か
つ
て
の
み
ず
か
ら
の
主
張
に
た
い
す
る
自

己
批
判
と
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
革
命
的
な
能
動
主
義

（
主
意
主
義
的
な
決
断
主
義
）
、
あ
る
い
は
史
的
唯
物
論
の
軽
視
（
主
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観
的
な
意
志
性
の
重
要
視
）
と
い
っ
た
点
に
か
ん
す
る
フ
ラ
イ
ヤ
ー

　
へ
の
批
判
は
、
か
つ
て
の
ル
カ
ー
チ
自
身
に
も
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま

　
ま
、
あ
て
は
ま
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
2
）
　
た
だ
し
J
・
Z
・
ミ
ュ
ー
ラ
ー
は
、
フ
ラ
イ
ヤ
ー
と
ル
カ
ー
チ

　
の
類
似
性
に
つ
い
て
、
彼
ら
の
知
的
基
盤
が
と
も
に
新
ロ
マ
ン
主
義

　
お
よ
び
新
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
に
あ
る
こ
と
、
彼
ら
が
と
も
に
ジ
ン
メ
ル

　
の
学
生
で
あ
る
こ
と
、
彼
ら
が
と
も
に
若
き
マ
ル
ク
ス
に
よ
る
近
代

　
資
本
主
義
へ
の
文
化
的
批
判
を
強
調
し
た
こ
と
、
そ
し
て
、
こ
う
し

　
た
知
的
基
盤
の
類
似
性
を
と
も
な
い
つ
つ
、
左
右
そ
れ
ぞ
れ
の
全
体

　
主
義
的
立
場
か
ら
、
彼
ら
が
と
も
に
リ
ベ
ラ
ル
で
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ッ

　
ク
な
資
本
主
義
に
対
し
て
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
批
判
を
展
開
し
た
こ
と
を

　
指
摘
し
て
い
る
（
ζ
亀
震
6
。
。
＝
轟
）
。

　
　
と
こ
ろ
で
、
フ
ラ
イ
ヤ
ー
と
ル
カ
ー
チ
が
共
有
し
て
い
た
知
的
基

　
盤
と
し
て
、
ミ
ュ
ー
ラ
ー
の
挙
げ
る
諸
点
以
外
に
も
指
摘
で
き
る
の

　
は
、
M
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
社
会
学
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
時
代
に

　
ヴ
ェ
ー
バ
ー
サ
ー
ク
ル
に
属
す
る
な
ど
、
若
き
頃
の
ル
カ
ー
チ
が

　
M
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
か
ら
多
大
な
る
影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と
は
よ
く

　
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
フ
ラ
イ
ヤ
ー
も
ま
た
、
M
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー

　
社
会
学
に
た
い
す
る
「
具
体
的
な
社
会
学
を
志
向
し
た
社
会
学
の

　
も
っ
と
も
偉
大
な
る
例
」
（
写
契
段
お
ω
9
属
o
。
”
一
〇
＆
に
8
）
と
い

　
う
賞
賛
に
も
あ
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
み
ず
か
ら
の
体
系
を
ま
っ

　
た
く
、
M
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
社
会
学
を
訂
正
し
、
継
続
す
る
も
の
と
し

　
て
考
え
て
」
い
た
（
O
器
二
〇
〇
。
器
8
）
。

（
3
）
　
A
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
や
K
・
マ
ン
ハ
イ
ム
ら
の
文
化
社
会
学
、
あ

　
る
い
は
0
・
シ
ュ
パ
ン
の
普
遍
主
義
的
社
会
学
な
ど
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル

　
期
に
見
ら
れ
た
形
式
社
会
学
に
た
い
す
る
批
判
の
多
く
は
、
形
式
社

　
会
学
が
そ
の
対
象
を
社
会
形
式
（
狭
義
の
社
会
）
の
み
に
限
定
し
、

　
全
体
的
な
社
会
（
広
義
の
社
会
）
、
も
し
く
は
文
化
的
内
容
を
社
会

　
学
の
対
象
か
ら
除
外
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
た
い
し
て
向
け
ら
れ
て

　
い
た
。
だ
が
フ
ラ
イ
ヤ
ー
は
、
少
な
く
と
も
形
式
社
会
学
の
樹
立
者

　
た
る
ジ
ン
メ
ル
に
か
ん
し
て
は
、
彼
が
当
時
の
社
会
学
の
独
立
科
学

　
化
に
寄
与
し
た
こ
と
を
評
価
す
る
　
（
甲
塁
震
　
お
曽
塁
8
随
一
8
b
。
一

　
一
島
）
の
み
な
ら
ず
、
彼
に
よ
る
社
会
の
形
式
と
内
容
の
「
区
別
自

　
体
は
正
当
で
あ
る
」
（
写
畠
R
一
8
9
9
1
1
一
。
参
霧
）
と
さ
え
指
摘

　
し
て
い
る
。

　
　
し
か
し
そ
の
一
方
で
フ
ラ
イ
ヤ
ー
は
、
形
式
社
会
学
が
「
い
わ
ば

　
そ
の
意
志
に
反
し
て
、
ロ
ゴ
ス
科
学
的
な
思
考
形
式
に
お
ち
い
っ
て

　
い
る
」
（
句
冨
鴫
震
一
器
O
φ
o
o
U
一
逡
合
o
o
ω
）
と
も
い
う
。
　
つ
ま
り
フ
ラ

　
イ
ヤ
ー
は
、
形
式
社
会
学
、
と
く
に
そ
れ
を
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
に
お
い

　
て
継
承
し
た
ヴ
ィ
ー
ゼ
の
関
係
学
な
ど
に
お
い
て
は
、
社
会
形
式
が

　
存
立
す
る
た
め
に
不
可
欠
で
あ
る
は
ず
の
人
間
の
「
生
の
動
力
」

　
（
マ
塁
段
一
8
窪
謡
）
が
ま
っ
た
く
軽
視
さ
れ
て
い
る
と
考
え
た
。

　
そ
こ
で
フ
ラ
イ
ヤ
ー
は
、
社
会
学
本
来
の
対
象
を
、
観
念
的
な
文
化

　
的
内
容
の
実
在
的
な
「
担
い
手
」
（
牢
塁
巽
一
8
①
誌
G
。
）
と
し
て
の
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社
会
形
式
、
す
な
わ
ち
生
か
ら
の
形
式
に
見
出
そ
う
と
し
た
の
で
あ

　
る
。

（
4
）
　
同
時
代
に
H
・
マ
ル
ク
ー
ゼ
は
、
フ
ラ
イ
ヤ
ー
の
『
現
実
科
学

　
と
し
て
の
社
会
学
』
に
た
い
す
る
書
評
を
出
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ

　
の
な
か
で
、
「
我
々
が
考
え
る
に
、
フ
ラ
イ
ヤ
ー
の
こ
の
書
は
、
社

　
会
学
を
ふ
た
た
び
、
も
っ
と
も
真
に
哲
学
的
に
基
礎
づ
け
る
も
の
で

　
あ
り
、
ま
た
そ
う
し
た
も
の
と
し
て
、
い
か
に
真
剣
に
受
け
と
め
ら

　
れ
て
も
、
受
け
と
め
ら
れ
す
ぎ
る
こ
と
は
な
い
」
（
ζ
震
ε
器

　
お
囲
＼
6
器
箪
）
と
評
し
て
い
る
。

（
5
）
　
フ
ラ
イ
ヤ
ー
は
、
「
社
会
的
現
実
を
結
合
さ
せ
、
団
結
さ
せ
る
」

　
（
写
亀
震
一
8
3
お
”
る
＆
“
8
0
）
真
の
根
拠
に
つ
い
て
、
以
下
の

　
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　
我
（
鼠
巴
9
）
が
一
つ
の
我
ら
（
①
ぎ
毛
ε
の
中
に
入
る
時
、

そ
の
我
は
、
た
ん
な
る
部
分
に
な
る
の
で
は
な
く
、
み
ず
か
ら
の

中
に
同
時
に
全
体
を
包
摂
す
る
。
…
…
人
が
我
ら
と
い
う
時
、
し

た
が
っ
て
、
な
ん
ら
か
の
特
殊
的
な
同
調
意
志
を
持
っ
て
他
者
と

関
係
す
る
時
、
そ
の
人
は
た
し
か
に
、
み
ず
か
ら
の
我
を
我
ら
の

中
に
そ
そ
ぎ
こ
む
。
だ
が
そ
の
際
、
そ
の
人
は
、
み
ず
か
ら
の
我

を
失
う
の
で
は
な
く
、
あ
る
い
は
、
た
だ
た
ん
に
み
ず
か
ら
の
我

を
肢
体
と
し
て
組
み
入
れ
る
だ
け
で
も
な
く
、
あ
く
ま
で
我
ら
の

持
続
的
な
源
泉
、
我
ら
の
唯
一
の
実
存
根
拠
と
な
る
の
で
あ
る
。

（
写
①
く
段
一
〇
ω
O
」
お
ー
一
鐸
随
一
〇
食
”
卜
。
一
〇
）

＊
　
引
用
文
中
の
〔
〕
は
、
筆
者
に
よ
る
補
足
で
あ
る
。

　
　
フ
ラ
イ
ヤ
ー
の
著
作
の
な
か
で
翻
訳
書
の
あ
る
も
の
か
ら
の
引
用

　
に
か
ん
し
て
は
、
翻
訳
書
を
参
考
に
し
た
う
え
で
の
筆
者
自
身
に
よ

　
る
翻
訳
で
あ
る
。

　
〔
引
用
文
献
〕

即
3
0
『
、
＝
‘
一
露
O
…
ω
o
N
陣
o
一
〇
四
Φ
巴
の
O
o
凶
の
房
玉
ω
ω
①
口
ω
o
富
津
、
．
ト
§
ミ
噌

　
、
鞘
映
ミ
欝
蒔
霧
ら
ミ
o
ミ
⑩
一
〇
，

　
　
　
　
一
〇
ω
ρ
の
o
獣
0
8
晦
鴛
ミ
の
　
モ
㌣
ミ
旨
薄
§
。
。
ミ
旨
§
魯
＆
琶
o
－

　
職
鴇
言
O
ミ
蔑
融
頓
§
偽
魯
。
う
の
史
防
言
§
。
q
“
ミ
の
g
§
。
鷺
鳴
，
［
o
ぢ
N
茜

　
甲
Q
↓
象
喜
雲
（
1
1
一
九
四
四
年
、
福
武
直
訳
「
現
実
科
学
と
し

　
て
の
社
会
学
』
日
光
書
院
。
）

　
　
　
　
一
〇
ω
一
餌
馬
帖
ミ
魁
ミ
醤
晦
き
ミ
鳴
の
o
甑
9
0
讐
鱒
ミ
帖
の
の
§
の
き
o
凝

　
§
儀
象
ミ
§
伽
［
①
号
N
硲
b
ロ
①
幕
欝
ζ
塁
雲
（
1
1
一
九
五
二
年
、

　
阿
閉
吉
男
訳
『
社
会
学
入
門
』
學
苑
社
。
）

　
　
　
　
一
〇
ω
一
σ
勧
塁
o
』
ミ
賊
旨
　
8
醤
　
蓋
o
ミ
q
っ
し
Φ
葛
薗
轟
雪
　
O
凶
o
－

　
α
Φ
二
9
の
＜
①
二
四
α
q
’

　
　
　
　
一
8
“
＝
b
器
＜
o
開
巴
o
o
毛
①
＆
聲
α
①
O
ゆ
自
訂
凶
一
．
．
b
日
o
下

　
ゴ
Φ
一
ヨ
ー
ζ
o
緊
ヨ
震
二
P
囚
b
■
＜
、
（
＝
堕
）
b
9
醤
ぎ
舖
§
儀
曽
ミ
ミ
窯
3
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詳
吻
財
き
註
蕎
黛
ミ
睾
O
答
ミ
尉
言
題
謹
§
映
ミ
爵
ミ
。
噸
、
ω
汝
酔
ロ
・

　
0
7
㊤
コ
6
■
頴
b
Φ
O
『

初
見
基
、
一
九
九
八
年
、
「
ル
カ
ー
チ
ー
物
象
化
』
講
談
社
。

霞
一
一
Φ
耳
昏
ρ
｝
國
‘
一
8
ω
嵐
“
漢
等
塁
鳴
麸
映
§
器
黛
帖
§
譜
、
の
o
蕊
o
ご
⑳
暗

　
ミ
。
リ
モ
受
ミ
帖
魯
ぎ
諺
§
鴇
§
の
9
旦
腎
b
骨
ご
ミ
ミ
ミ
言
軌
ミ
ミ
動
象
鳶

　
ぴ
ミ
臓
客
の
o
N
ミ
§
鴇
§
⇔
S
自
論
§
“
ミ
q
蔦
竃
蕊
蹄
幾
O
旨
＆
ミ
簿
，

池
田
浩
士
、
一
九
七
五
年
、
『
ル
カ
ー
チ
と
こ
の
時
代
』
平
凡
社
。

旨
昌
汝
‘
一
〇
〇
。
“
ミ
自
§
融
§
§
“
～
9
ミ
昌
膏
ぎ
＞
風
竃
ミ
ミ
跨
o
、
籍
O
§
－

　
o
魯
貼
》
o
§
卜
器
野
。
り
3
緊
＆
鴨
ミ
8
1
印
曾
ぎ
一
塁
磐
q
［
o
ω
》
づ
－

　
ひ
q
①
一
の
己
三
ぎ
邑
な
亀
O
巴
一
柚
9
巳
山
写
8
ω
■
（

1
一
九
九
五
年
、
荒

　
川
幾
男
・
今
村
仁
司
・
江
原
由
美
子
・
森
反
章
夫
・
山
本
耕
一
上
二

　
浦
直
枝
・
宇
都
宮
京
子
・
浅
井
美
智
子
・
谷
徹
・
桜
井
哲
夫
・
大
庭

　
優
訳
『
マ
ル
ク
ス
主
義
と
全
体
性
ー
ル
カ
ー
チ
か
ら
ハ
ー
バ
ー
マ

　
ス
ヘ
の
概
念
の
冒
険
』
国
文
社
。
）

区
o
お
o
F
国
‘
一
8
0
ミ
“
§
傍
ミ
霧
§
叙
勺
ミ
h
8
9
ミ
恥
一
［
o
骨
N
一
四
ρ
『
毎
『
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ

　
。
。
o
窯
Φ
匡
（
”
一
九
七
五
年
、
石
堂
清
倫
訳
「
マ
ル
ク
ス
主
義
と
哲

　
学
』
三
一
書
房
。
）

E
惹
。
。
。
一
ρ
一
8
ρ
＝
≧
融
Φ
ス
三
ε
『
仁
呂
p
2
Φ
〆
三
ε
『
、
、
気
o
ミ
§
匿
獣
。
。
－

　
ミ
誤
甲
一
轟
（
1
1
一
九
七
五
年
、
池
田
浩
士
編
訳
「
古
い
文
化
と
新
し

　
い
文
化
」
『
ル
カ
ー
チ
初
期
著
作
集
・
第
二
巻
』
三
一
書
房
。
）

　
　
　
　
一
8
ω
響
曾
8
ミ
o
ミ
鳴
§
R
映
ミ
鴇
§
欝
ミ
貸
奪
器
ミ
の
婁
息
§

　
§
箋
ミ
“
蓑
麟
旨
8
蒔
b
ミ
恥
ミ
聾
留
『
一
ヨ
b
①
『
ζ
巴
穿
1
＜
o
『
一
品
■

　
（
”
一
九
九
一
年
、
城
塚
登
・
古
田
光
訳
「
歴
史
と
階
級
意
識
ー

　
マ
ル
ク
ス
主
義
弁
証
法
の
研
究
』
白
水
社
。
）

　
　
　
　
一
〇
鰹
b
暗
N
ミ
。
り
融
ミ
醤
閃
魯
、
凝
§
貸
醤
腎
魁
ミ
ミ
品
R
8
㌧
養
黛
－

　
誉
醤
ミ
傍
ミ
麩
ミ
§
し
っ
6
ぎ
ミ
轟
袋
鴫
帖
蔑
ミ
b
R
一
凶
巨
＞
象
σ
雷
1
く
巽
－

　
冨
酋
（
1
1
一
九
六
九
年
、
暉
峻
凌
三
・
飯
島
宗
亨
・
生
松
敬
三
訳

　
『
ル
カ
ー
チ
著
作
集
1
3
　
　
理
性
の
破
壊
（
下
）
』
白
水
社
。
）

　
　
　
　
一
〇
①
刈
ご
肩
卑
酢
幹
　
二
且
国
9
箭
．
ト
且
N
ヤ
（
＝
閃
、
）
切
S
註
蕎
§

　
N
ミ
ミ
8
』
o
職
⑩
§
“
き
ミ
簿
2
Φ
仁
＆
a
…
α
閃
①
『
試
コ
“
［
ま
算
o
『
－

　
訂
＆
■
（
口
一
九
七
六
年
、
池
田
浩
士
編
訳
「
戦
術
と
倫
理
」
『
ル

　
カ
ー
チ
初
期
著
作
集
・
第
三
巻
　
　
政
治
論
1
』
三
一
書
房
。
）

ζ
曽
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