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は
な
い
。
仮
に
彼
を
客
観
主
義
者
と
呼
ぶ
と
し
て
も
、
そ
の
場
合
の
客
観

性
は
、
極
め
て
特
異
な
も
の
に
感
じ
ら
れ
る
。

問
題
は
、
個
人
の
生
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
に
際
し
て
、
客
観
的
な
価

値
と
主
観
的
な
価
値
を
ど
う
結
び
合
わ
せ
る
べ
き
か
に
あ
る
。
両
者
は
、

互
い
に
干
渉
し
合
う
こ
と
な
く
た
だ
並
び
た
つ
わ
け
に
は
い
か
な
い
し
、

ど
ち
ら
か
一
方
を
優
先
し
て
も
こ
の
対
立
の
解
決
は
望
め
な
い
よ
う
に

見
え
る
。
こ
の
問
題
は
、
客
観
性
や
主
観
性
の
異
な
る
レ
ベ
ル
に
お
け

る
異
な
る
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
に
現
わ
れ
る
現
実
の
特
性
を
、
い
か
に

し
て
一
つ
の
世
界
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
の
中
に
ま
と
め
あ
げ
る
か
と
い

う
形
而
上
学
の
問
題
の
、
倫
理
学
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
で
あ
る
。
実
在
主
義

的
で
非
還
元
主
義
的
な
理
論
は
、
ど
の
領
域
で
あ
れ
、
ど
う
し
て
も
こ

1
　
ネ
ー
ゲ
ル
は
客
観
主
義
者
か

　

ネ
ー
ゲ
ル
は
、
論
文
集
『
生
き
る
か
死
ぬ
か
の
問
い
』
が
収
録
論
文

「
コ
ウ
モ
リ
で
あ
る
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
」
を
書
名
と
し
て
刊
行
さ

れ
た
こ
と
に
も
規
定
さ
れ
て
、
日
本
で
は
と
も
す
れ
ば
心
の
哲
学
の
論
客

と
し
て
言
及
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
よ
う
だ
が
、
最
も
独
創
的
か
つ
問
題
含

み
な
の
は
、
そ
の
価
値
論
・
倫
理
学
で
は
な
い
か
。

「
事
実
の
客
観
主
義
」
と
し
て
の
物
理
主
義
に
は
与
し
な
い
ネ
ー
ゲ
ル
が
、

価
値
の
問
題
で
は
、
価
値
の
客
観
性
を
擁
護
す
る
と
言
い
切
る
。
ネ
ー
ゲ

ル
＝
客
観
主
義
者
、
と
い
う
ラ
ベ
リ
ン
グ
の
一
般
的
流
布
に
貢
献
し
て
い

る
と
思
わ
れ
る
発
言
だ
。
し
か
し
、
私
が
ネ
ー
ゲ
ル
か
ら
受
け
取
る
印
象

は
、
こ
れ
と
は
相
容
れ
な
い
。
彼
は
主
観
主
義
者
だ
、
と
言
い
た
い
の
で

特
集
　
善
悪
を
め
ぐ
る
対
話
と
省
察

ト
ー
マ
ス
・
ネ
ー
ゲ
ル
の
価
値
論
　
　
価
値
の
客
観
性
に
つ
い
て

藤
野
寛
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を
見
る
見
方
だ
。
ネ
ー
ゲ
ル
は
、
だ
か
ら
、
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
と
い
う

言
葉
を
多
用
す
る
。

客
観
性
と
は
、
理
解
す
る
た
め
の
方
法
だ
。
本
来
の
意
味
で
は
、
客
観

的
な
の
は
、
信
念
で
あ
り
態
度
だ
。
客
観
的
な
方
法
に
よ
っ
て
た
ど
り

着
か
れ
う
る
真
理
に
つ
い
て
も
「
客
観
的
（
な
真
理
）」
と
呼
ぶ
こ
と

が
で
き
る
の
は
、
派
生
的
に
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
例
え
ば
生
や
世
界

の
あ
る
側
面
に
つ
い
て
、
よ
り
客
観
的
な
理
解
を
手
に
入
れ
る
た
め
に

は
、
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
を
見
る
当
初
の
見
方
か
ら
一
歩
下
が
っ
て
距

離
を
と
り
、
そ
の
見
方
そ
の
も
の
、
そ
し
て
そ
れ
が
見
る
世
界
と
の
関

係
を
も
対
象
と
す
る
よ
う
な
、
新
た
な
構
想
を
作
り
出
す
。
言
い
換
え

れ
ば
、
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
世
界
の
内
側
に
わ
れ
わ
れ
自
身
を
置

き
入
れ
る
の
だ
。
こ
う
し
て
、
以
前
の
古
い
見
方
は
、
見
か
け
（
現
わ

れ
）
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
新
し
い
見
方
よ
り
も
よ

り
主
観
的
で
あ
り
、
こ
れ
に
照
ら
し
て
訂
正
さ
れ
た
り
、
確
か
め
ら
れ

た
り
す
る
。
こ
の
手
続
き
は
反
復
さ
れ
え
、
さ
ら
に
よ
り
客
観
的
な
考

え
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
る
。（4/5

）

　

し
か
し
、
主
観
的
／
客
観
的
、
と
い
う
形
容
詞
の
セ
ッ
ト
を
、
通
常
わ

れ
わ
れ
は
様
々
な
名
詞
に
結
び
つ
け
る
。
客
観
（
的
な
）
テ
ス
ト
、
客
観

的
な
価
値
、
客
観
的
な
真
理
、
客
観
的
な
人
、
と
い
っ
た
具
合
だ
。
本
来

の
問
題
に
直
面
せ
ず
に
は
す
ま
な
い
。（8/12

）

　

そ
の
際
、
ネ
ー
ゲ
ル
は
、
倫
理
学
者
を
激
励
す
る
か
の
よ
う
に
お
ち
ゃ

め
な
発
言
を
し
て
い
る
。

客
観
性
と
真
理
と
の
つ
な
が
り
は
、
倫
理
学
に
お
い
て
の
方
が
科
学
に

お
い
て
よ
り
も
緊
密
だ
。
い
か
に
生
き
る
べ
き
か
の
真
理
が
、
そ
れ
を

発
見
す
る
た
め
に
わ
れ
わ
れ
が
備
え
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
ど
ん
な
能

力
を
も
根
っ
か
ら
超
え
て
い
る
な
ど
と
は
私
は
思
わ
な
い
。（139 

/228

）

　

世
界
を
客
観
的
に
認
識
す
る
こ
と
よ
り
、
客
観
的
な
価
値
に
た
ど
り
着

く
こ
と
の
方
が
、
ゴ
ー
ル
と
し
て
は
近
そ
う
だ
、
と
言
う
の
で
あ
る
。

2
　
主
／
客
観
的
な
の
は
見
方
で
あ
り
態
度
で
あ
る

　

そ
も
そ
も
、
客
観
性
と
は
ど
う
い
う
性
質
か
。
性
質
で
あ
る
か
ら
に
は
、

そ
れ
は
何
か
の
も
の
に
帰
せ
ら
れ
る
。
丸
い
、
と
い
う
性
質
は
、
地
球
と

い
う
も
の
や
、
卵
と
い
う
も
の
に
帰
せ
ら
れ
る
。
で
は
、「
客
観
的
」
と

い
う
形
容
詞
は
、
何
を
形
容
す
る
の
か
。
世
界
や
他
者
や
自
分
自
身
に
向

か
い
合
う
、
わ
れ
わ
れ
の
向
か
い
方
、
姿
勢
を
形
容
す
る
。
就
中
、
世
界
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3
　
主
観
性
は
起
点
で
あ
り
、 

　
そ
こ
か
ら
客
観
化
の
運
動
が
起
こ
ら
ず
に
は
す
ま
な
い

　

主
観
的
な
見
方
は
、
す
べ
て
の
起
点
と
な
る
も
の
だ
が
、
そ
こ
か
ら
は

客
観
化
へ
の
運
動
が
起
こ
ら
ず
に
は
す
ま
な
い
。
主
観
的
な
見
方
と
は
、

そ
こ
に
は
と
ど
ま
り
え
な
い
も
の
の
こ
と
だ
。

　

客
観
性
へ
の
運
動
が
起
こ
ら
ず
に
は
す
ま
な
い
の
は
、
主
観
的
視
点
が

狭
く
、
偏
っ
て
お
り
、
歪
ん
で
さ
え
い
る
か
ら
だ
。（「
現
象
と
し
て
の
世

界
」
と
い
う
言
い
方
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
あ
ま
り
に
も
無
限
定
で
あ
る
け

れ
ど
も
、「
私
に
と
っ
て
の
世
界
」
が
そ
う
表
現
可
能
で
あ
る
こ
と
は
否

め
な
い
。）
私
は
、
客
観
的
視
点
獲
得
へ
の
運
動
を
起
こ
す
。
そ
の
よ
う

に
し
て
獲
得
さ
れ
る
客
観
的
視
点
と
は
、
ま
ず
は

―
「
私
の
」
で
は
な

く

―
「
わ
れ
わ
れ
の
視
点
」
で
あ
る
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
し
あ
た
り
、「
相
手
の
身
に
な
っ
て
考
え
る
」
と
い
う
姿
勢
を
思
い
浮

か
べ
る
と
よ
い
。
私
だ
け
で
な
く
、
相
手
か
ら
見
た
ら
ど
う
な
る
の
か
、

と
考
え
る
。
商
売
上
の
取
り
引
き
に
際
し
て
、
相
手
側
か
ら
も
当
該
事
案

の
利
害
関
係
に
つ
い
て
考
え
る
。
あ
る
い
は
、
闘
い
の
渦
中
に
あ
っ
て
、

闘
っ
て
い
る
相
手
の
側
に
身
を
お
い
て
形
勢
判
断
を
す
る
。
そ
こ
か
ら
さ

ら
に
、
第
三
者
の
視
点
に
も
立
っ
て
戦
局
を
見
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
こ

れ
が
で
き
な
い
人
は
、
囲
碁
で
も
将
棋
で
も
強
く
は
な
れ
ま
い
。

し
か
し
、
こ
の
概
念
セ
ッ
ト
は
、
世
界
に
対
す
る
観
点
や
態
度
に
こ
そ
関

係
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
は
ず
だ
。「
自
分
の
い
る
位
置
か
ら
」
と
い

う
の
が
主
観
的
な
向
か
い
方
で
あ
る
の
に
対
し
て
、「
外
側
か
ら
」
と
い

う
の
が
客
観
的
な
向
か
い
方
だ
、
と
言
い
換
え
る
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。

　

従
っ
て
、
こ
の
形
容
が
、
自
己
や
真
理
、
価
値
や
意
味
に
関
係
づ
け
ら

れ
る
の
は
、
派
生
的
な
語
用
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
自
己
中
心
的
に
し

か
世
界
を
見
な
い
主
観
的
な
自
己
に
対
し
て
、
外
か
ら
世
界
と
そ
こ
に
含

ま
れ
る
自
己
を
見
よ
う
と
す
る
の
が
客
観
的
自
己
で
あ
る
。
主
観
的
に
は

真
理
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
（
見
か
け
上
の
）
真
理
に
対
し
て
、
客
観
的

に
見
て
も
崩
れ
な
い
の
が
客
観
的
真
理
で
あ
り
、
主
観
に
と
っ
て
し
か
価

値
が
な
い
の
で
は
な
く
、
誰
か
ら
見
て
も
否
認
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
の
が

客
観
的
価
値
で
あ
る
、
と
い
う
具
合
だ
。

　

そ
の
際
、「
自
分
の
位
置
か
ら
」
と
い
う
こ
と
が
認
識
に
関
わ
る
場
合

に
は
、「
主
観
的
」
と
訳
さ
れ
、
行
為
に
関
わ
る
場
合
に
は
、「
主
体
的
」

と
訳
さ
れ
る
。「
主
体
的
に
行
為
す
る
」
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。
人

か
ら
頼
ま
れ
て
、
あ
る
い
は
、
人
に
つ
ら
れ
て
、
た
い
し
て
気
乗
り
も
し

な
い
ま
ま
に
（
生
半
可
な
気
持
ち
の
ま
ま
に
）
何
か
を
す
る
と
い
う
の
で

は
、
そ
れ
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
。
強
い
動
機
に
駆
ら
れ
て
「
自
分
か

ら
」
何
か
を
す
る
、
そ
う
い
う
行
為
が
「
主
体
的
な
行
為
」
だ
。
逃
げ
腰

の
行
為
で
は
な
く
、
結
果
に
対
し
て
も
そ
れ
を
き
ち
ん
と
引
き
受
け
る

（
責
任
を
取
る
）
行
為
で
あ
る
。
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ニ
ー
チ
ェ
に
よ
る
「
神
の
死
」
の
指
摘
と
は
、
自
ら
を
客
観
的
パ
ー
ス

ペ
ク
テ
ィ
ヴ
と
同
一
化
し
、
人
生
の
問
題
を
す
べ
て
そ
こ
か
ら
処
理
で
き

る
か
の
よ
う
に
考
え
る
と
い
う
姿
勢
が
も
は
や
不
可
能
に
な
っ
た
、
と
い

う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
に
他
な
る
ま
い
。
神
と
は
ニ
ヒ
リ
ス
ト
に
他
な

ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
人
間
は
一
人
一
人
が
そ
の
主
観
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ

ィ
ヴ
へ
と
投
げ
返
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
の
こ
の
診
立
て
は
正
し

い
。
し
か
し
、
そ
こ
か
ら
主
観
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
な
ど
と
い

う
「
主
義
」
が
立
ち
上
げ
ら
れ
う
る
も
の
か
。
答
え
は
「
否
」
だ
ろ
う
。

わ
れ
わ
れ
は
、
自
ら
の
主
観
性
を
超
え
出
よ
う
と
す
る
運
動
へ
と
、
あ
ら

た
め
て
、
立
ち
上
が
る
し
か
な
い
。「
ネ
ー
ゲ
ル
の
客
観
主
義
」
と
言
う

の
で
あ
れ
ば
、
客
観
性
へ
の
運
動
が
回
避
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
の
点

の
指
摘
こ
そ
、
そ
の
実
質
を
な
す
も
の
で
は
な
い
か
。
た
だ
し
、
そ
こ
か

ら
、
神
の
視
点
に
個
々
人
の
そ
れ
が
包
摂
さ
れ
る
、
と
い
う
仕
方
で
の
客

観
主
義
に
戻
る
こ
と
は
も
は
や
で
き
な
い
。
そ
の
客
観
的
視
点
な
る
も
の

が
、
実
は
、
人
間
に
と
っ
て
「
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」
に
他
な
ら
な
い
か
ら
だ
。

客
観
主
義
（
永
遠
の
相
の
下
に
立
つ
視
点
）
は
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
帰
結
せ
ず

に
は
す
ま
な
い
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
し
か
し
、
主
観
主
義
が
そ
の
代
案
に

な
る
わ
け
で
も
な
い
。
主
観
性
は
非
真
理
で
あ
る
。

　

主
観
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
が
提
供
し
て
く
れ
る
も
の
な
ど
、
所
詮
、

「
強
度
」

―
あ
る
い
は
「
情
熱
」

―
ぐ
ら
い
の
も
の
で
し
か
な
い
、

と
揶
揄
す
る
こ
と
は
大
い
に
可
能
だ
。
し
か
し
、
主
観
主
義
者
は
「
そ
れ

　

そ
の
際
、「
わ
れ
わ
れ
の
視
点
」
に
立
つ
か
ら
と
言
っ
て
、「
私
の
視

点
」
が
消
え
去
る
わ
け
で
は
な
い
。
私
は
、
依
然
と
し
てone of us

で

あ
り
続
け
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か

―
囲
碁
の
例
に
と
ど
ま
る
な
ら

―
私

が
勝
つ
た
め
に
こ
そ
客
観
的
視
点
を
取
る
、
と
い
う
の
が
実
情
だ
ろ
う
。

た
だ
し
そ
の
際
、
客
観
的
視
点
を
と
れ
ば
と
る
ほ
ど
、「
勝
ち
た
い
一
心

で
」
と
い
う
風
で
は
な
く
な
っ
て
い
く
、
と
い
う
事
情
に
あ
る
の
で
は
な

い
か
。「
勝
ち
た
い
」
と
い
う
私
の
願
望
・
関
心
は
、
戦
局
を
見
る
上
で
、

少
し
ず
つ
背
景
に
退
い
て
ゆ
か
な
い
か
。（
棋
士
は
し
ば
し
ば
「
勝
負
も

大
切
だ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
以
上
に
、
良
い
将
棋
を
指
し
た
い
」
と
か
「
良

い
碁
を
打
ち
た
い
」
と
い
っ
た
言
葉
を
口
に
す
る
。
客
観
性
を
帯
び
始
め

る
こ
と
で
、
主
観
性
が
変
容
の
過
程
を
た
ど
り
始
め
る
の
だ
、
と
で
も
言

お
う
か
。）

「
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
の
視
点
」
の
「
わ
れ
わ
れ
」
は
、
そ
の
内
包
・
外

延
を
さ
ら
に
拡
大
し
て
ゆ
く
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、「
わ
れ
わ
れ
男
に
と
っ

て
」
と
か
「
わ
れ
わ
れ
日
本
人
に
と
っ
て
」
と
い
う
風
に
視
野
は
拡
大
さ

れ
て
ゆ
く
。
そ
し
て
、「
わ
れ
わ
れ
人
間
に
と
っ
て
」
と
い
う
と
こ
ろ
ま

で
は
、
す
ぐ
に
行
き
着
く
だ
ろ
う
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
だ
。
繰
り
返
す
が
、

そ
れ
で
も
「
私
に
と
っ
て
」
と
い
う
視
点
が
す
っ
か
り
消
え
去
る
わ
け
で

は
な
い

―
そ
れ
を
、
ど
ん
ど
ん
小
さ
く
し
極
小
化
す
る
こ
と
は
不
可
能

で
は
な
い
と
し
て
も
。
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ネ
ー
ゲ
ル
は
、
主
観
主
義
者
で
は
な
い
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
客
観
主

義
者
で
も
な
い
。

私
は
、
客
観
性
へ
の
擁
護
だ
け
で
な
く
批
判
を
も
提
示
す
る
こ
と
に
な

ろ
う
。（5/6

）

　

ネ
ー
ゲ
ル
が
繰
り
返
し
確
認
す
る
論
点
が
あ
る
。
主
観
性
と
客
観
性
の

関
係
と
い
う
の
は
、
連
続
的
漸
進
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
二
項
対
立
で
は

な
い
と
い
う
点
だ
。

私
は
し
ば
し
ば
、
便
宜
上
、
二
つ
の
観
点
、
つ
ま
り
主
観
的
観
点
と
客

観
的
観
点
と
い
う
言
い
方
を
す
る
こ
と
に
な
る
が
、〔
…
…
〕
よ
り
主

観
的
な
眺
め
と
よ
り
客
観
的
な
眺
め
と
の
間
の
違
い
は
、
実
の
と
こ
ろ
、

程
度
の
問
題
で
あ
る
。（4-5/6

）

　

両
極
の
間
に
漸
進
的
な
連
続
性
が
成
立
し
て
い
る
以
上
、
ど
ち
ら
を
選

ぶ
か
と
い
う
二
者
択
一
に
は
な
ら
な
い
。「
あ
れ
か
／
こ
れ
か
」
の
関
係

に
な
い
の
は
も
ち
ろ
ん
、「
あ
れ
も
／
こ
れ
も
」
と
い
う
の
も
目
標
設
定

の
表
現
と
し
て
は
適
切
で
な
い
。
見
出
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、「
ほ

ど
ほ
ど
の
位
置
」
で
あ
る
。

　

ネ
ー
ゲ
ル
に
は
、
弁
証
法
的
に
考
え
る
と
い
う
発
想
は
な
い
。
二
元
分

で
？
」
と
居
直
る
だ
け
だ
ろ
う
。
そ
の
際
、
主
観
主
義
者
が
ニ
ヒ
リ
ス
ト

に
見
え
る
の
は
、
相
も
変
わ
ら
ず
「
神
の
視
点
」
を
準
拠
軸
に
見
る
か
ら

で
し
か
な
い
。
神
離
れ
し
た
人
々
（
わ
れ
わ
れ
）
に
と
っ
て
は
、
主
観
性

と
は
、
そ
れ
こ
そ
が
最
強
の
砦
、
意
味
の
源
泉
で
あ
る
。
ニ
ヒ
リ
ス
ト
で

あ
る
の
は
客
観
主
義
者
の
側
で
あ
っ
て
、
主
観
主
義
者
は
、
自
己
中
心
的

に
、
強
く
、
熱
く
生
き
て
い
け
る
の
だ
。

　

し
か
し
、
仮
に
そ
う
だ
と
し
て
も
、
自
己
中
心
的
な
、
独
り
よ
が
り
の

意
味
や
強
度
に
居
座
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
誤

解
で
あ
る
。
主
観
性
と
は
、
ネ
ー
ゲ
ル
が
繰
り
返
し
言
う
よ
う
に
、
そ
こ

に
じ
っ
と
し
て
い
る
こ
と
を
人
に
許
さ
な
い
ポ
ジ
シ
ョ
ン
で
あ
り
、
そ
れ

を
超
え
出
よ
う
と
す
る
運
動
を
あ
ら
た
め
て
発
動
さ
せ
ず
に
は
す
ま
な
い

ポ
ジ
シ
ョ
ン
な
の
だ
か
ら
。

4
　
客
観
的
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
良
い
、
わ
け
で
は
な
い

　

で
は
、
客
観
的
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
め
で
た
し
め
で
た
し
、
と
い
う

話
に
な
る
の
か
。
そ
う
で
は
な
い
。
そ
れ
は
無
関
心
さ
、
ど
う
で
も
よ
い

と
い
う
態
度
、
宇
宙
論
的
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
へ
の
途
で
あ
る
。
ネ
ー
ゲ
ル
は
、

「
永
遠
の
相
の
下
に
」
立
つ
こ
と
を
推
奨
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。『
ど
こ

で
も
な
い
と
こ
ろ
か
ら
の
眺
め
』
と
い
う
書
名
は
、
ネ
ー
ゲ
ル
が
斥
け
る

ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
表
明
す
る
も
の
だ
。
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基
づ
い
て
、
あ
ま
り
に
も
多
く
の
仮
説
や
思
想
体
系
が
作
り
上
げ
ら
れ

て
い
る
。

私
は
（
し
か
し
）、
わ
れ
わ
れ
自
身
を
理
解
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ

る
方
法
は
ま
だ
存
在
し
て
い
な
い
、
と
確
信
し
て
い
る
。（10/14-15

）

　

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
客
観
性
と
い
う
の
は
、
視
点
の
移
動
に
よ
っ
て

得
ら
れ
る
ポ
ジ
シ
ョ
ン
で
あ
り
、
そ
の
際
、
世
界
を
見
る
こ
と
だ
け
が
課

題
に
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
客
観
化
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
進
め
ば
進
む
ほ

ど
望
ま
し
い
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
（
な
に
し
ろ
、
視
覚
の
自
己
中

心
的
な
偏
り
、
歪
み
、
一
面
性
が
修
正
さ
れ
て
ゆ
く
プ
ロ
セ
ス
な
の
だ
か

ら
）、
し
か
し
、
こ
の
認
識
論
的
な
問
題
に
対
す
る
ネ
ー
ゲ
ル
の
回
答
は

否
定
的
だ
。
と
い
う
の
も
、
客
観
化
に
よ
っ
て
、
世
界
は
よ
り
正
確
に
認

識
さ
れ
て
ゆ
く
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
必
然
的
に
、
世

界
の
構
成
成
分
の
あ
る
も
の
が
世
界
か
ら
切
り
捨
て
ら
れ
て
し
ま
う
か
ら

だ
。
そ
の
意
味
で
、
客
観
的
に
見
ら
れ
た
世
界
は
、
よ
り
正
確
な
写
像
に

な
っ
て
ゆ
く
の
で
は
な
く
、
ど
こ
ま
で
い
っ
て
も
不
完
全
な
も
の
に
と
ど

ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
、
と
い
う
の
が
ネ
ー
ゲ
ル
の
主
張
で
あ
る
。
ど
れ
だ

け
客
観
的
認
識
が
進
歩
し
よ
う
と
も
、
い
や
、
そ
う
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、

そ
こ
か
ら
こ
ぼ
れ
落
ち
ず
に
は
す
ま
な
い
現
実
が
存
在
す
る
。
そ
れ
が

「
コ
ウ
モ
リ
で
あ
る
と
は
ど
う
い
う
感
じ
の
こ
と
か
」
と
い
う
問
題
で
あ

る
。

裂
か
ら
出
発
し
そ
の
総
合
を
課
題
と
す
る
、
と
い
う
風
に
は
考
え
な
い
。

む
し
ろ
、
連
続
的
で
漸
進
的
な
関
係
の
中
の
ど
こ
か
に
適
当
な
落
と
し
所

を
探
る
の
だ
。
な
ん
と
も
煮
え
切
ら
な
い
思
考
だ
。
そ
の
際
、
興
味
深
い

の
は
、
そ
の
落
と
し
所
が
問
題
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
と
考
え
ら
れ
て

い
る
点
で
あ
る
。
世
界
の
存
在
（
と
認
識
）
の
問
題
、
自
己
の
問
題
、
人

生
の
意
味
の
問
題
、
価
値
の
問
題
と
そ
れ
ぞ
れ
に
答
え
は
一
様
で
は
な
い

よ
う
だ
。

5
　
世
界
を
客
観
的
に
認
識
し
尽
く
す
こ
と
は
、 

　
　
　（
当
面
）
で
き
な
い

　

世
界
の
存
在
の
問
題
で
は
、
ネ
ー
ゲ
ル
は
、
客
観
的
な
認
識
の
進
歩
を

認
め
、
ほ
と
ん
ど
客
観
主
義
者
に
な
る
。
た
だ
、
世
界
が
客
観
的
に
認
識

し
尽
く
さ
れ
る
に
は
な
お
何
億
年
も
か
か
る
だ
ろ
う
、
と
考
え
て
い
る
ふ

し
が
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
時
点
で
、
そ
れ
が
既
に
果
た
さ
れ
た

状
態
と
自
ら
を
同
一
化
し
て
議
論
す
る
物
理
主
義
の
思
い
上
が
り
を
た
し

な
め
る
の
だ
。

哲
学
や
そ
の
他
の
学
問
分
野
で
は
、
歴
史
の
発
展
の
現
段
階
に
お
い
て

既
に
わ
れ
わ
れ
は
ど
ん
な
こ
と
で
あ
れ
絶
対
的
に
理
解
す
る
た
め
に
必

要
と
さ
れ
る
根
本
的
な
枠
組
を
所
有
し
て
い
る
と
い
う
怪
異
な
前
提
に
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6
　
客
観
的
な
自
己
と
は
、
分
裂
で
あ
る

　

客
観
的
に
見
る
と
は
、
視
点
を
自
己
の
外
に
置
く
こ
と
だ
。
す
る
と
、

そ
こ
に
必
然
的
に
、
自
己
に
お
け
る
分
裂
が
生
じ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
自
分

の
外
に
出
た
視
点
は
、
た
だ
世
界
だ
け
で
な
く
、
自
分
を
も
外
か
ら
眺
め

る
か
ら
。
眺
め
る
自
分
（
ネ
ー
ゲ
ル
の
言
う
客
観
的
な
自
己
）
と
眺
め
ら

れ
る
自
分
へ
の
分
裂
、
主
観
的
に
見
、
欲
す
る
自
己
と
、
客
観
的
に
自
己

自
身
を
見
る
自
己
と
の
分
裂
だ
。
自
己
意
識
と
は
、
分
裂
の
別
名
で
あ
る
。

『
死
に
至
る
病
』
に
な
ら
っ
て
、「
主
観
性
の
絶
望
（
自
己
中
心
主
義
）」

と
「
客
観
性
の
絶
望
（
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
）」
に
つ
い
て
語
る
こ
と
も
十
分
に

可
能
だ
ろ
う
。

　

分
裂
、
と
い
う
の
は
、
否
定
的
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
色
濃
い
言
葉
だ
。
人
は
、

ほ
と
ん
ど
論
理
必
然
性
に
従
う
か
の
よ
う
に

―
原
初
の
（
？
）

―
統

一
性
（
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
）
へ
の
回
帰
を
希
求
す
る
の
で
は
な
い
か
。

定
立
／
反
定
立
／
総
合
、
と
い
う
言
葉
づ
か
い
は
、
こ
の
運
動
を
描
き
出

そ
う
と
す
る
試
み
の
一
例
に
過
ぎ
な
い
。

自
分
自
身
を
客
観
的
に
、
宇
宙
と
い
う
ス
ー
プ
の
中
に
偶
然
発
生
し
、

ほ
ん
の
つ
か
の
間
存
在
す
る
だ
け
の
ち
っ
ぽ
け
な
有
機
的
泡
と
み
な
す

な
ら
、
そ
れ
は
無
関
心
さ
に
近
い
態
度
を
生
み
だ
す
。
そ
の
よ
う
な
観

点
か
ら
の
ト
ー
マ
ス
・
ネ
ー
ゲ
ル
な
る
人
の
生
に
対
す
る
私
の
態
度
は
、

客
観
的
観
点
が
極
め
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
こ
か
ら
で
は
ど
う
に
も
十

全
に
は
理
解
で
き
な
い
も
の
ご
と
が
、
世
界
や
生
や
自
分
自
身
に
つ
い

て
、
残
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
観
点
が
、
わ
れ
わ
れ
が
起
点
と
し
た
地
点

を
超
え
て
わ
れ
わ
れ
の
理
解
を
ど
れ
ほ
ど
拡
張
し
よ
う
と
も
、
そ
う
な

の
だ
。
な
ぜ
な
ら
特
定
の
観
点
や
特
定
の
タ
イ
プ
の
観
点
と
本
質
的
に

切
り
離
せ
な
い
も
の
が
か
な
り
あ
る
か
ら
だ
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ

う
し
た
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
か
ら
離
れ
て
客
観
的
な
や
り
方
で
世
界
を

完
全
に
説
明
し
よ
う
と
試
み
る
と
す
れ
ば
、
避
け
難
く
、
す
べ
て
を
還

元
し
て
し
ま
う
誤
り
を
犯
し
た
り
、
明
ら
か
に
現
実
に
存
在
す
る
現
象

が
そ
も
そ
も
存
在
す
る
こ
と
を
頭
か
ら
否
定
し
て
し
ま
っ
た
り
す
る
こ

と
に
な
る
。（7/10

）

意
識
の
主
観
性
は
、
他
の
な
に
も
の
に
も
還
元
さ
れ
え
な
い
現
実
の
特

性
で
あ
る
。（7/11

）

　

こ
う
し
て
、「
現
実
的
で
反
還
元
主
義
的
な
理
論
」（8/12

）
が
探
し
求

め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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人
間
は
恋
愛
に
お
い
て
ど
ん
な
態
度
・
戦
略
を
採
っ
て
成
功
し
て
き
た
か
、

と
問
う
て
恋
愛
小
説
や
指
南
書
を
読
ま
な
い
だ
ろ
う
か
。
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
恋
愛
成
就
に
至
ら
な
い
場
合
、
こ
れ
で
人
生
が
終
わ
る
わ
け
で
は
な

い
と
自
分
に
言
い
き
か
せ
、
危
機
を
乗
り
越
え
よ
う
と
し
た
り
も
す
る
だ

ろ
う
。
客
観
化
の
度
合
が
高
ま
れ
ば
高
ま
る
ほ
ど
、
当
該
の
恋
愛
は
、
そ

の
切
実
性
を
減
じ
て
ゆ
く
。
そ
れ
は

―
と
り
わ
け
失
恋
し
た
場
合
な
ど

―
精
神
衛
生
に
は
良
い
が
、
物
事
が
ど
う
で
も
よ
く
な
っ
て
ゆ
く
プ
ロ

セ
ス
で
は
あ
る
。
客
観
的
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
だ
。

7
　
客
観
的
に
見
れ
ば
、
人
生
に
意
味
な
ど
な
い

　

ネ
ー
ゲ
ル
お
得
意
の
話
題
、
人
生
の
意
味
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

十
分
に
は
る
か
外
側
か
ら
見
れ
ば
、
私
の
誕
生
は
偶
然
で
、
私
の
人
生

は
無
意
味
で
、
私
の
死
は
と
る
に
足
り
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
だ
が
内

側
か
ら
み
れ
ば
、
私
が
生
ま
れ
な
か
っ
た
と
は
ほ
と
ん
ど
想
像
す
る
こ

と
す
ら
で
き
な
い
。
私
の
人
生
は
と
て
つ
も
な
く
重
要
で
、
私
の
死
は

破
局
的
に
思
え
る
。（209/341

）

私
が
存
在
し
な
か
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
こ
と
で
世
界
は
よ
り
悪

く
は
な
ら
な
か
っ
た
だ
ろ
う
し
、
私
が
い
な
い
の
で
寂
し
い
な
ど
と
は

他
の
生
き
物
の
生
に
対
す
る
態
度
と
同
じ
だ
。
だ
が
、
私
自
身
に
対
す

る
私
の
態
度
は
そ
れ
と
は
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
両
者
は
衝
突

す
る
。
主
観
的
に
自
ら
の
個
人
的
生
の
様
々
な
細
部
に
ま
で
関
与
し
て

い
る
同
じ
人
間
が
、
別
の
側
面
に
お
い
て
は
同
時
に
切
り
離
さ
れ
て
い

る
自
ら
を
見
出
す
。
こ
の
分
離
は
、
自
ら
の
関
与
を
破
壊
は
し
な
い
が
、

そ
の
土
台
を
掘
り
崩
し
、
自
ら
を
分
裂
し
た
ま
ま
に
放
置
す
る
。
客
観

的
な
自
己
は
、
自
分
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
対
象
と
同
一
の
人
だ
と
気
づ

き
、
こ
の
特
定
の
生
に
囚
わ
れ
て
い
る
と
感
じ
る
よ
う
に
な
る
。
つ
ま

り
、
他
人
事
の
よ
う
だ
が
そ
こ
か
ら
離
れ
ら
れ
ず
、
主
観
的
な
深
刻
さ

に
引
き
ず
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
捨
て
去
ろ
う

と
は
試
み
る
こ
と
さ
え
で
き
な
い
。（210/342
）

　

で
は
、
分
裂
な
ど
と
い
う
こ
と
を
ど
う
し
て
す
る
の
か
、
し
な
け
れ
ば

よ
い
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
が
浮
か
ぶ
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
う
は

問
屋
が
下
ろ
さ
な
い
。
客
観
化
へ
の
運
動
は
、
人
間
と
し
て
生
き
る
こ
と

に

―
人
間
学
的
に

―
セ
ッ
ト
さ
れ
て
い
る
。
人
間
の
視
点
か
ら
見
れ

ば
、
む
し
ろ
、
ど
う
し
て
他
の
動
物
に
あ
っ
て
は
そ
れ
が
起
こ
ら
な
い
の

か
、
不
思
議
な
ぐ
ら
い
だ
。

　

例
え
ば
、
人
を
好
き
に
な
っ
た
場
合
、
相
手
の
心
を
捕
ら
え
よ
う
と
し

て
、
た
だ
押
し
て
押
し
て
押
し
ま
く
る
だ
け
で
な
く
、
相
手
か
ら
見
た
ら

自
分
は
ど
う
見
え
る
か
と
考
え
始
め
な
い
か
。
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
、
古
来
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に
落
と
し
所
を
見
出
そ
う
と
す
る
、
中
途
半
端
と
評
し
も
し
た
く
な
る
試

み
な
の
だ
。
ネ
ー
ゲ
ル
の
文
章
は
、
派
手
さ
の
な
い
落
ち
着
い
た
も
の
だ

が
、
し
か
し
、
そ
の
内
容
は
、
読
み
手
を
落
ち
着
か
せ
て
く
れ
な
い
。

　

客
観
的
に
見
れ
ば
人
生
は
無
意
味
た
る
こ
と
を
免
れ
え
な
い
、
と
言
う

の
だ
が
、
た
だ
し
、
こ
の
点
を
指
摘
す
る
こ
と
に
ネ
ー
ゲ
ル
の
「
人
生
の

意
味
」
を
め
ぐ
る
考
察
の
眼
目
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
無
意
味
で
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
無
意
味
な
人
生
を
相
手
に
、
人
間
は
、
主
観
的

に
は
大
真
面
目
に
な
っ
て
取
り
組
み
、
右
往
左
往
し
一
喜
一
憂
す
る
し

か
な
い
、
そ
れ
が
人
生
だ
、
と
い
う
の
が
彼
の
診
断
で
あ
る
。
そ
の
よ

う
な
滑
稽
な
あ
り
方
に
彼
が
与
え
る
の
が
「
馬
鹿
げ
て
い
る
・
不
条
理

（absurd

）」
と
い
う
形
容
で
あ
る
。
野
球
の
二
軍
戦
や
老
人
ゴ
ル
フ
に

譬
え
ら
れ
る
。

人
間
ド
ラ
マ
を
観
察
す
る
こ
と
は
、
リ
ト
ル
リ
ー
グ
の
野
球
の
試
合
を

観
察
す
る
の
に
少
し
似
て
い
る
。
参
加
者
た
ち
の
興
奮
は
充
分
理
解
で

き
る
の
だ
が
、
実
際
に
そ
の
身
に
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
同
時
に
し

か
し
、
参
加
者
の
一
人
で
も
あ
る
の
で
、
相
対
的
な
見
方
を
す
る
こ
と

な
ど
認
め
ら
れ
な
い
よ
う
な
仕
方
で
そ
の
試
合
に
直
接
巻
き
こ
ま
れ
て

も
い
る
。（217-8/356

）

誰
一
人
感
じ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
も
し
か
す
る
と
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
や

ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
よ
う
に
、
存
在
し
な
い
こ
と
が
真
の
損
失
と
な

る
よ
う
な
人
も
少
し
は
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、

特
定
の
誰
か
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
な
ど
全
く
な
い
。
さ

ら
に
進
ん
で
、
人
類
と
そ
の
生
の
形
が
存
在
す
べ
き
だ
っ
た
理
由
す
ら

な
い
と
言
っ
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
ら
が
存
在
し
な
か
っ
た
と

し
て
も
、
あ
ら
た
め
て
そ
れ
ら
を
創
造
す
る
必
要
な
ど
な
か
っ
た
だ
ろ

う
。（213/348

）

　

私
が
生
き
る
こ
と
は
、
当
人
で
あ
る
「
私
に
と
っ
て
」
は
、
切
実
に
重

要
で
あ
る
。
す
べ
て
は
そ
こ
か
ら
始
ま
り
、
そ
こ
に
か
か
っ
て
い
る
。
主

観
的
視
点
に
立
つ
限
り
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
は
成
り
立
ち
え
な
い
。
自
分
の
人

生
に
意
味
が
な
い
と
嘆
く
人
は
、
ニ
ヒ
リ
ス
ト
で
は
な
い
。
人
生
に
あ
る

は
ず
の
意
味
が
自
分
の
人
生
に
は
な
い
、
と
絶
望
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

そ
う
で
は
な
く
、
ニ
ヒ
リ
ス
ト
と
は
、
人
生
に
は
そ
も
そ
も
意
味
な
ど
な

い
、
と
考
え
る
人
を
い
う
。

　

ネ
ー
ゲ
ル
は
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
、
も
っ
ぱ
ら
客
観
的
視
点
の
側
に
配
す

る
。
彼
の
価
値
論
は
、
主
観
的
相
対
主
義
と
客
観
的
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
い
う

両
極
の
間
を
動
い
て
い
る
。
そ
の
ど
ち
ら
の
極
端
も
採
用
で
き
な
い
こ
と

は
明
か
だ
。
誰
が
相
対
主
義
に
甘
ん
じ
え
よ
う
か
。
誰
が
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に

居
直
り
え
よ
う
か
。
ネ
ー
ゲ
ル
の
立
場
は
、
そ
の
両
極
端
の
間
の
ど
こ
か
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9
　
ア
ン
チ
実
在
論
を
論
駁
す
る

「
客
観
的
価
値
は
実
在
す
る
」
と
主
張
す
る
際
、
そ
の
主
張
の
論
証
に
お

い
て
、
ネ
ー
ゲ
ル
は
、
一
風
変
わ
っ
た
戦
略
を
採
る
。
挙
証
責
任
を
負
う

の
は
、
客
観
的
価
値
の
実
在
論
者
の
側
で
は
な
く
、
ア
ン
チ
実
在
論
者
の

側
だ
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
実
在
論
者
で
あ
る
ネ
ー
ゲ
ル
と

し
て
は
、
実
在
の
論
証
を
す
る
必
要
は
な
く
、
ア
ン
チ
実
在
論
者
の
持
ち

出
す
論
証
が
成
り
立
た
な
い
こ
と
を
証
示
す
る
だ
け
で
十
分
だ
、
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

　

ア
ン
チ
実
在
論
と
し
て
、
代
表
的
な
三
つ
の
論
拠
が
挙
げ
ら
れ
、
そ
の

上
で
斥
け
ら
れ
る
。
槍
玉
に
挙
が
る
も
の
の
一
つ
は
、
わ
れ
わ
れ
に
は
既

に
お
な
じ
み
の
宇
宙
論
的
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
で
あ
る
。
ア
ン
チ
実
在
論
の
主
張

を
要
約
し
つ
つ
、
こ
れ
を
斥
け
て
ネ
ー
ゲ
ル
は
言
う
。

な
る
ほ
ど
、
ど
こ
で
も
な
い
と
こ
ろ
か
ら
の
世
界
の
捉
え
方
だ
け
で
や

り
く
り
す
る
し
か
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
何
か
が
価
値
を
も
つ
か
ど
う
か

を
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、
客
観
的
な
眺
め
は
、
そ
れ

だ
け
で
や
り
く
り
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
デ
ー
タ
に
は
、
自

分
自
身
も
ふ
く
め
特
定
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
も
つ
個
人
に
と
っ
て

の
価
値
と
い
う
現
象
も
含
ま
れ
る
の
だ
か
ら
。（146-7/240

）

8
　
客
観
的
な
価
値
は
、
あ
る

　

さ
て
、
本
稿
の
本
題
、
価
値
の
問
題
、
倫
理
の
問
題
に
入
る
。

　

ウ
ル
ト
ラ
客
観
主
義
（overobjectification

）（162/266

）
は
価
値

論
的
に
は
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
主
観
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ

ヴ
と
客
観
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
の
適
度
な
配
合
と
い
う
課
題
が
帰
結
す

る
。
ネ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
努
力
と
は
、
主
要
に
は
、
こ
の
課
題
に
向
け
ら
れ

る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
ネ
ー
ゲ
ル
は

―
意
外
に
も

―
「
客
観

的
価
値
と
い
う
も
の
が
存
在
す
る
」
と
宣
言
す
る
。
す
る
と
、
良
い
も
の

を
存
続
さ
せ
、
増
や
す
行
為
が
良
い
行
為
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
、
良

い
も
の
を
減
ら
し
、
悪
い
も
の
を
増
や
す
行
為
は
悪
い
行
為
で
あ
る
、
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、
痛
み
は
悪
い
も
の
で
あ
り
、
快
感
は
良
い

も
の
だ
。

私
は
倫
理
的
快
楽
主
義
者
で
は
な
い
。
し
か
し
、
快
と
苦
は
と
て
も
重

要
だ
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
は
、
あ
る
種
の
客
観
的
価
値
に
つ

い
て
選
好
や
欲
求
よ
り
も
よ
り
明
か
な
例
を
呈
示
し
て
い
る
と
考
え
る
。

そ
れ
が
誰
の
も
の
で
あ
る
か
に
は
関
わ
り
な
く
感
覚
的
な
快
は
良
く
、

苦
は
悪
い
と
い
う
意
外
性
に
乏
し
い
主
張
を
、
私
は
擁
護
し
よ
う
と
思

う
。（156/256

）
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ど
の
痛
み
も
が
も
つ
何
か
不
思
議
な
さ
ら
な
る
特
性
な
ど
で
は
な
い
。

世
界
を
客
観
的
に
眺
め
る
こ
と
が
で
き
る
者
な
ら
誰
で
も
痛
み
が
止
ん

で
ほ
し
い
と
思
う
べ
き
理
由
が
あ
る
と
い
う
事
実
に
過
ぎ
な
い
。
価
値

が
実
在
す
る
と
い
う
考
え
は
、
価
値
と
は
、
実
在
す
る
神
秘
的
実
体
や

特
性
で
あ
る
と
い
う
考
え
で
は
な
く
、
そ
れ
は
実
在
す
る
価
値
で
あ
る

と
い
う
考
え
な
の
だ
。
つ
ま
り
、
価
値
や
、
な
す
べ
き
理
由
が
あ
る
何

か
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
の
主
張
は
、
わ
れ
わ
れ
の
信
念
や
性
向
と
は

独
立
に
真
か
偽
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
だ
。（144/236

）

10
　
行
為
の
価
値
と
は
そ
の
理
由
で
あ
る
が
、 

　
　
　
そ
れ
だ
け
で
は
な
い

「
良
い
／
悪
い
」
と
い
う
形
容
は
、
行
為
に
帰
せ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ

れ
だ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
苦
痛
は
悪
い
、
と
い
う
風
に
も
用
い
ら
れ

る
。「
頭
痛
に
ア
ス
ピ
リ
ン
」
と
い
う
の
は
、
ネ
ー
ゲ
ル
が
繰
り
返
し
持

ち
出
す
例
だ
。

私
は
、
頭
痛
を
取
り
去
り
た
い
と
思
う
。
だ
が
、
こ
れ
は
私
が
ア
ス
ピ

リ
ン
を
飲
む
直
接
の
原
因
と
は
な
ら
な
い
。
ア
ス
ピ
リ
ン
を
飲
む
の
は
、

頭
痛
を
取
り
去
り
た
い
欲
求
が
そ
れ
を
飲
む
た
め
の
理
由
を
与
え
、
飲

み
た
い
と
い
う
思
い
を
正
当
化
し
て
く
れ
る
と
私
が
認
め
る
か
ら
だ
。

　

第
二
の
論
拠
は
、
文
化
相
対
主
義
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
だ
。
現
実
に

世
界
に
は
多
様
な
価
値
観
が
存
在
す
る
、
と
い
う
経
験
的
事
実
を
楯
に
と

る
こ
の
主
張
は
最
も
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
も
の
で
も
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
を
ば

っ
さ
り
切
り
捨
て
る
ネ
ー
ゲ
ル
の
議
論
は
、
切
れ
味
鋭
く
爽
快
で
あ
る
。

こ
の
議
論
の
人
気
の
高
さ
は
、
私
に
は
驚
く
べ
き
こ
と
に
感
じ
ら
れ
る
。

道
徳
性
が
社
会
的
に
教
え
こ
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
の

根
本
的
な
不
合
意
が
、
文
化
を
ま
た
ぎ
時
代
を
超
え
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か

あ
る
時
点
で
の
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
の
中
に
も
存
在
す
る
と
い
う
事
実
は
、

価
値
が
客
観
的
な
実
在
性
を
も
た
な
い
と
結
論
す
る
理
由
と
し
て
は
貧

弱
な
も
の
だ
。
真
理
が
存
在
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
見
出
す

こ
と
は
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
。（147-8/242

）

　

最
も
手
強
く
感
じ
ら
れ
る
の
は
、
し
か
し
、
価
値
の
存
在
身
分
そ
の
も

の
を
め
ぐ
る
考
察
を
論
拠
と
す
る
ア
ン
チ
実
在
論
で
あ
る
。
こ
の
ア
ン
チ

実
在
論
は
、
価
値
を
、
実
在
論
上
の
特
別
な
身
分
を
持
つ
何
も
の
か
、

「
存
在
論
的
に
こ
の
上
な
く
奇
妙
な
性
質
を
持
つ
実
在
的
対
象
」
と
規
定

し
、
そ
の
上
で
、
そ
ん
な
奇
妙
な
も
の
は
ど
こ
に
も
実
在
し
な
い
と
論
じ

て
い
る
に
過
ぎ
な
い
、
と
ネ
ー
ゲ
ル
は
指
摘
し
、
こ
れ
を
斥
け
る
。

こ
の
考
え
は
正
し
く
な
い
。
た
と
え
ば
、
痛
み
の
客
観
的
な
悪
さ
と
は
、
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し
か
動
か
な
い
。
だ
か
ら
、
そ
れ
は
「
修
正
」
を
要
す
る
。
そ
の
点
で
は
、

理
論
的
主
観
性
と
の
間
に
違
い
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
も
、
客
観

化
へ
の
運
動
は
は
な
か
ら
セ
ッ
ト
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
こ
こ
で
も
認
識
論
的
主
観
性
に
お
け
る
の
と
同
型
の
問
い
が

立
つ
。
実
践
に
関
わ
る
主
観
性
も
、
こ
れ
ま
た
、
削
減
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る

ほ
ど
望
ま
し
い
何
も
の
か
な
の
か
、
客
観
性
が
獲
得
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ

ど
め
で
た
い
と
い
う
事
情
に
あ
る
の
か
、
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
人
間
の

欲
望
を
、
わ
れ
わ
れ
の
心
か
ら
平
静
を
奪
う
も
の
と
見
な
し
、
こ
れ
が
消

失
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
良
い
、
と
考
え
る
よ
う
な
立
場
は
実
際
に
存
在
す
る

の
で
あ
り
、
こ
の
立
場
を
採
用
す
る
な
ら
ば
、
究
極
の
客
観
性
は
努
力
目

標
と
も
な
り
う
る
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
欲
求
や
願
望
・
関
心
と
い
っ
た
も
の
は
、
そ
れ
こ
そ
が
、
そ

も
そ
も
わ
れ
わ
れ
を
生
き
る
こ
と
や
行
為
す
る
こ
と
へ
と
動
か
す
前
提
条

件
、
経
験
の
可
能
性
の
条
件
で
は
な
い
の
か
。
そ
れ
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、

わ
れ
わ
れ
は
生
き
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
を
す
っ
か
り
消
し
去
っ
て
し

ま
う
よ
う
な
姿
勢
、
無
心
・
無
私
・
無
我
の
境
地
か
ら
は
、
そ
も
そ
も
何

ら
の
問
い
も
発
生
し
て
は
こ
な
い
だ
ろ
う
。
ネ
ー
ゲ
ル
が
「
客
観
的
ニ
ヒ

リ
ズ
ム
」
と
い
う
言
い
方
を
す
る
時
考
え
て
い
る
の
は
、
こ
の
事
情
で
あ

る
。

　

だ
か
ら
、
実
践
的
な
問
い
に
お
い
て
は
主
観
性
を
消
去
す
る
こ
と
は
獲

得
目
標
と
は
な
り
え
な
い
。
問
題
は

―
『
ど
こ
で
も
な
い
と
こ
ろ
か
ら

（152/248

）

　

頭
痛
は
、
そ
れ
に
苦
し
ん
で
い
る
当
人
に
と
っ
て
だ
け
悪
い
も
の
な
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
。
切
実
さ
は
減
る
と
し
て
も
、
外
か
ら
観
る
人
も
、
ま

た
、
そ
の
痛
み
の
軽
減
、
解
消
を
望
む
だ
ろ
う
。
相
手
の
身
に
な
っ
て
考

え
る
と
い
う
こ
と
、
も
し
自
分
が
そ
う
だ
っ
た
ら
と
考
え
る
こ
と
が
、
客

観
的
に
見
る
と
い
う
姿
勢
の
中
に
は
含
ま
れ
る
。

　

わ
れ
わ
れ
が
世
界
に
対
し
て
と
る
態
度
は
、
純
度
百
％
の
観
る
姿
勢
で

あ
る
こ
と
な
ど
滅
多
に
あ
る
ま
い
。
人
を
好
き
に
な
る
例
で
あ
れ
、
囲

碁
・
将
棋
の
例
で
あ
れ
、
そ
こ
で
は
、
あ
る
特
定
の
結
果
が
追
求
さ
れ
て

い
る
。
つ
ま
り
、
そ
こ
に
は
、
こ
ち
ら
側
の
欲
求
や
願
望
・
関
心
が
あ
り
、

そ
の
成
就
が
め
ざ
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
そ
の
場
合
の
主
観
性
と
は
、

制
限
さ
れ
た
視
点
と
い
う
話
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
そ
う

で
は
な
く
、
欲
求
・
願
望
・
関
心
と
い
っ
た
も
の
こ
そ
が
、
主
観
性
の
内

容
の
中
心
を
な
し
て
い
る
の
だ
。
こ
こ
に
働
い
て
い
る
の
は
、
た
だ
単
に

世
界
を
正
確
に
観
る
だ
け
で
は
お
さ
ま
ら
ず
、
世
界
か
ら
何
ら
か
の
結
果

を
引
き
出
そ
う
と
す
る
心
の
動
き
な
の
だ
か
ら
、
そ
の
限
り
で
、
実
践
的

な
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
実
際
、
古
来
、
倫
理
学
に
お
い
て
は
、

こ
の
実
践
的
主
観
性
の
取
り
扱
い
を
め
ぐ
っ
て
様
々
な
議
論
が
展
開
さ
れ

て
き
た
の
だ
。
わ
れ
わ
れ
の
欲
求
・
願
望
・
関
心
は
、
多
く
の
場
合
、
偏

っ
て
い
る
。
自
己
中
心
的
に
偏
っ
て
い
る
。
自
分
に
都
合
の
良
い
よ
う
に
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事
実
を
記
述
し
て
い
る
と
見
な
す
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。「
煙
草
を
喫
う

と
、
肺
が
ん
発
症
率
が
高
ま
る
」
と
言
っ
て
い
る
に
他
な
ら
な
い
、
と
。

　

い
や
、
そ
う
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。「
煙
草
は
体
に
悪
い
」
と

い
う
判
断
は
、
事
実
記
述
の
命
題
が
、
同
時
に
規
範
的
主
張
で
も
あ
り
う

る
こ
と
の
、
模
範
的
実
例
に
な
っ
て
い
る
と
見
る
べ
き
な
の
で
は
な
い
か
。

「
喫
煙
は
肺
が
ん
発
症
率
を
高
め
る
。
ゆ
え
に
、
煙
草
を
喫
う
べ
き
で
は

な
い
」
と
い
う
こ
と
を

―
事
実
記
述
と
規
範
的
要
請
を

―
一
挙
に
表

現
す
る
命
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　

し
か
し
、
お
そ
ら
く
、
そ
う
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
肺
が
ん
発
症

率
が
高
ま
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
こ
か
ら
、「（
だ
か
ら
）
煙
草
を
喫
う
べ

き
で
は
な
い
」
と
い
う
要
請
は
、
単
に
論
理
的
に
は
導
き
出
さ
れ
は
し
な

い
だ
ろ
う
か
ら
。
瞬
間
的
快
楽
の
獲
得
と
長
生
き
と
を
天
秤
に
か
け
た
ら
、

後
者
の
方
が
価
値
が
高
い
、
と
い
う
価
値
判
断
が
そ
こ
に
さ
ら
に
つ
け
加

わ
っ
て
初
め
て
、
だ
か
ら
、
煙
草
な
ど
喫
う
べ
き
で
は
な
い
、
と
の
主
張

は
掲
げ
ら
れ
も
す
る
の
だ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
、
煙
草
を
喫
い
続
け
る
人
の
姿
勢
を
ネ
ー
ゲ
ル
の
観
点
か
ら
描

き
出
そ
う
と
す
る
と
、
二
つ
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
主
観
性
の
立
場

が
一
つ
、
も
う
一
つ
が
客
観
性
の
そ
れ
だ
。
前
者
は
、
煙
草
の
害
な
ど
無

視
、
あ
る
い
は
抑
圧
す
る
と
い
う
も
の
だ
。
煙
草
の
害
な
ど
と
い
う
も
の

は
マ
ジ
で
は
受
け
止
め
な
い
、
さ
し
あ
た
り
忘
れ
る
こ
と
で
、
煙
草
を
喫

い
た
い
と
い
う
主
観
的
欲
求
に
身
を
委
ね
続
け
る
の
で
あ
る
。

の
眺
め
』
の
冒
頭
に
宣
言
さ
れ
た
よ
う
に

―
そ
れ
を
客
観
性
と
の
関
係

に
お
い
て
ど
う
位
置
づ
け
る
か
な
の
だ
。

　

私
は
い
か
に
生
き
た
い
の
か
と
い
う
問
い
は
、
客
観
性
へ
の
要
請
に
よ

っ
て
消
去
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
し
か
し
、
そ
の
問

い
は
、
た
だ
「
し
た
い
」
を
め
ぐ
る
問
い
に
と
ど
ま
っ
て
は
く
れ
な
い
。

「
す
べ
き
」
の
次
元
を
獲
得
せ
ず
に
は
す
ま
な
い
の
だ
。
私
は
い
か
に
生

き
る
べ
き
か

0

0

0

を
め
ぐ
る
問
い
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
単
に
願
望
の
問
題
に
と

ど
ま
る
こ
と
は
で
き
ず
、
理
由
を
め
ぐ
る
問
い
と
な
り
始
め
る
。
そ
し
て
、

そ
う
考
え
始
め
る
時
、「
私
は
」
で
は
な
く
、「
人
は
」
い
か
に
生
き
る
べ

き
か
と
い
う
視
点
か
ら
も
考
え
る
こ
と
が
不
可
避
に
な
る
。
客
観
化
の
度

合
が
高
ま
ら
ず
に
は
す
ま
な
い
の
だ
。（
そ
れ
に
対
し
て
、「
人
は
い
か
に

生
き
た
い
の
か
」
と
い
う
風
に
は
問
い
は
立
つ
ま
い
。）

　

問
題
は
、
主
観
的
願
望
（
動
機
）
と
客
観
的
理
由
の
関
係
に
あ
る
、
と

い
う
風
に
描
き
出
す
こ
と
も
で
き
る
。
さ
て
、
客
観
的
理
由

―
そ
ん
な

も
の
が
あ
る
の
か
。

　

事
実
記
述
と
規
範
的
判
断
の
関
係
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。

「
地
球
は
丸
い
」
は
事
実
記
述
だ
。
そ
れ
に
対
し
て
、「
煙
草
は
体
に
悪

い
」
は
ど
う
か
。
一
見
す
る
と
、
こ
れ
は
規
範
的
判
断
だ
。「
悪
い
」
の

語
が
入
っ
て
お
り
、「
煙
草
を
吸
う
べ
き
で
は
な
い
」
と
い
う
言
明
の
言

い
換
え
で
あ
る
と
読
め
る
。
し
か
し
、
煙
草
を
喫
う
人
と
喫
わ
な
い
人
の

肺
が
ん
発
症
率
を
比
較
し
た
数
学
的
統
計
を
考
慮
す
れ
ば
、
こ
の
判
断
は
、
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な
も
の
た
り
え
な
い
の
だ
ろ
う
。
主
観
性
と
は
、
つ
ま
り
は
、
内
側
か
ら

突
き
上
げ
て
く
る
よ
う
な
力
（
欲
動
）
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
比

し
て
、
外
側
か
ら
自
分
を
眺
め
て
発
せ
ら
れ
る
理
性
（
理
由
）
の
声
は
、

ど
う
し
て
も
弱
々
し
い
も
の
と
な
ら
ず
に
は
す
ま
な
い
の
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
そ
れ
な
ら
、
身
体
的
欲
求
こ
そ
が
、
動
機
づ
け
の
力
と
し
て

強
く
、
観
念
的
な
も
の
は
、
所
詮
、
そ
れ
に
太
刀
打
ち
す
る
こ
と
な
ど
で

き
な
い
、
と
言
う
こ
と
は
正
し
い
か
。
お
そ
ら
く
、
そ
う
で
は
な
い
。
わ

が
子
と
別
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
思
い
は
、
煙
草
を
止
め
る
強

い
動
機
づ
け
に
な
っ
て
く
れ
な
い
か
。
観
念
的
に
狂
う
こ
と
が
で
き
る
、

と
い
う
点
こ
そ
は
、
人
間
を
他
の
動
物
か
ら
区
別
す
る
、
人
間
性
の
核
心

に
あ
る
何
ご
と
か
な
の
で
は
な
い
か
。
動
物
的
欲
求
を
抑
え
込
ん
で
長
生

き
し
よ
う
と
す
る
こ
と
も
で
き
れ
ば
命
を
投
げ
出
す
こ
と
も
で
き
る
、
そ

れ
が
人
間
で
は
な
い
か
。

普
遍
的
な
道
徳
は
、
外
か
ら
押
し
つ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
自
分
自

身
を
外
か
ら
眺
め
よ
う
と
す
る
わ
れ
わ
れ
の
性
向
と
自
分
自
身
を
外
か

ら
受
け
容
れ
よ
う
と
す
る
わ
れ
わ
れ
の
必
要
性
と
を
反
映
し
て
い
る
。

自
分
を
こ
の
よ
う
に
受
け
容
れ
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ

は
自
分
の
生
か
ら
重
大
な
意
味
で
疎
外
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ

う
。（198/324
）

　

そ
れ
に
対
し
て
、
後
者
、
客
観
性
の
姿
勢
は
、
居
直
り
路
線
だ
。「
煙

草
は
体
に
悪
い
」
と
言
わ
れ
て
も
、「
そ
れ
で
？
」
と
開
き
直
る
。
人
間
、

所
詮
い
つ
か
は
死
ぬ
の
で
あ
っ
て
、
五
十
九
年
生
き
る
の
と
、
七
十
九
年

生
き
る
の
と
で
ど
れ
だ
け
の
違
い
が
あ
る
の
か
、
と
応
じ
る
。
悠
久
の
時

間
の
流
れ
に
あ
っ
て
は
、
二
十
年
の
違
い
な
ん
て
無
に
等
し
い
の
だ
か
ら
。

客
観
的
視
点
ゆ
え
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
で
あ
る
。

　

多
く
の
喫
煙
者
は
、
主
観
的
欲
求
に
身
を
委
ね
つ
つ
、
客
観
的
視
点
に

立
つ
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
も
程
よ
く
ま
じ
え
て
自
ら
を
正
当
化
す
る
と
い
う
折
衷

案
を
採
用
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
癌
を
発
病
す
る
と
大
半
の
人
が
煙

草
を
止
め
る
。
ニ
ヒ
リ
ス
ト
で
は
な
い
の
で
、
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
、
延
命

に
心
を
砕
き
始
め
る
の
だ
。
し
か
し
、
世
の
中
に
は
確
信
犯
的
喫
煙
者
も

い
る
よ
う
で
、
医
者
が
何
と
言
お
う
と
も
断
固
と
し
て
喫
煙
を
続
け
る
の

だ
が
、
彼
ら
は
動
物
派
な
の
で
あ
り
、
ニ
ヒ
リ
ス
ト
な
の
で
は
な
い
。

　

も
っ
と
も
、
ネ
ー
ゲ
ル
の
観
点
か
ら
考
え
れ
ば
、
ニ
ヒ
リ
ス
ト
は
必
ず

喫
煙
を
続
け
る
、
と
も
言
え
な
い
。
と
い
う
の
も
、
客
観
的
ニ
ヒ
リ
ス
ト

に
と
っ
て
は
、
す
べ
て
は
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
て

―

ど
う
で
も
よ
い
と
は
、
些
細
で
あ
り
、
重
要
で
な
い
と
い
う
意
味
だ
が

―
す
る
と
、
自
分
の
健
康
や
延
命
と
い
う
こ
と
も
重
要
性
を
失
う
だ
ろ

う
が
、
煙
草
の
魅
力
だ
っ
て
、
取
る
に
足
り
な
い
も
の
に
な
る
の
で
は
な

い
か
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
動
機
づ
け
の
力
と
い
う
点
で
、
長
生
き
と

い
う
観
念
は
、
禁
断
症
状
と
し
て
現
わ
れ
る
身
体
的
欲
求
ほ
ど
に
は
強
力
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こ
こ
に
は
、
客
観
性
に
つ
い
て
考
え
る
際
に
考
慮
に
入
れ
ら
れ
る
べ
き

三
つ
の
論
点
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
何
よ
り
も
ま
ず
、
隔
た
り
を
お
く
こ

と
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
。
そ
の
上
で
、
第
二
に
普

遍
性
と
い
う
こ
と
、
第
三
に
動
機
づ
け
と
い
う
こ
と
が
、
考
慮
に
入
れ
ら

れ
る
必
要
が
あ
る
。
一
つ
に
、
ウ
ル
ト
ラ
客
観
主
義
と
は
、「
ど
う
で
も

よ
い
」
と
い
う
態
度
を
帰
結
す
る
こ
と
に
し
か
な
ら
な
い
と
す
る
批
判
が

あ
り
、
そ
れ
が
動
機
づ
け
へ
の
注
目
を
引
き
出
し
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら

れ
る
。

　

た
だ
し
、
ネ
ー
ゲ
ル
は
、
動
機
づ
け
だ
け
を
重
視
し
て
す
ま
し
は
し
な

い
。
そ
れ
が
、
普
遍
性
と
い
う
論
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
し
か
し

―
隔

た
り
を
お
く
こ
と
と
は
違
っ
て

―
「
ど
う
で
も
よ
い
」
と
い
う
姿
勢
に

直
結
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ウ
ル
ト
ラ
客
観
主
義
を
回
避
、
あ
る
い
は
修

正
す
る
た
め
の
手
が
か
り
が
、
動
機
づ
け
と
い
う
点
に
求
め
ら
れ
る
と
い

う
の
は
、
興
味
深
い
論
点
で
、
隔
た
り
を
お
い
て
見
る
こ
と
は
、
行
為
へ

の
動
機
づ
け
と
い
う
点
で
は
、
希
薄
化
を
結
果
せ
ず
に
は
す
ま
な
い
と
い

う
の
だ
が
、
要
す
る
に
、
行
為
へ
の
動
機
づ
け
は
、
も
っ
ぱ
ら
主
体
の
側

か
ら
し
か
出
て
こ
な
い
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
。
ネ
ー
ゲ
ル
は
、

行
為
の
理
由
は
、
必
ず
し
も
客
観
的
な
そ
れ
に
は
限
ら
れ
な
い
と
言
う
。

つ
ま
り
、
主
体
の
側
の
理
由
と
い
う
も
の
も
認
め
る
わ
け
だ
が
、
動
機
に

つ
い
て
は
、
客
観
的
な
そ
れ
と
い
う
の
は
考
え
に
く
い
の
で
は
な
い
か
。

　

こ
こ
で
光
を
あ
て
ら
れ
て
い
る
の
は
、
行
為
の
動
機
と
理
由
の
関
係
だ
。

ネ
ー
ゲ
ル
が
持
ち
出
す
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
レ
ス
ト
ラ
ン
で
の
食
事
の
話
は
、

東
京
に
生
き
る
私
に
と
っ
て
も
決
し
て
他
人
事
で
は
な
い
。

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
そ
こ
そ
こ
高
級
な
レ
ス
ト
ラ
ン
で
の
二
人
分
の
勘
定

は
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
の
一
人
あ
た
り
の
年
収
に
相
当
す
る
。
そ
う
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
は
な
く
、
た
だ
そ
う
し
た
い
と
い
う
理
由
で

外
食
す
る
た
び
に
、
そ
こ
で
使
わ
れ
る
金
額
は
、
飢
餓
の
救
済
に
寄
付

さ
れ
た
方
が
明
ら
か
に
多
く
の
善
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

〔
…
…
〕

公
平
さ
に
重
き
を
お
く
強
烈
に
非
個
人
的
な
道
徳
が
、
わ
れ
わ
れ
の
多

く
が
望
ま
し
い
と
考
え
る
よ
う
な
個
人
の
生
活
を
深
刻
に
脅
か
し
か
ね

な
い
こ
と
は
、
明
ら
か
だ
。（190/311-2

）

　

個
人
の
置
か
れ
た
特
定
の
状
況
の
外
に
立
つ
見
方
に
つ
い
て
語
る
次
の

文
は
、
ネ
ー
ゲ
ル
の
客
観
性
概
念
を
理
解
す
る
上
で
、
大
い
に
ヒ
ン
ト
に

な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
見
方
は
、
切
り
離
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
普
遍
的
で
な
け
れ

ば
な
ら
ず
、
し
か
も
意
志
を
引
き
つ
け
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（201/328

）
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例
え
ば
、
快
苦
の
良
し
悪
し
が
問
題
に
な
る
の
も
、
あ
る
行
為
が
快
苦
を

引
き
起
こ
し
た
り
、
増
や
し
た
り
す
る
か
ら
だ
。
快
苦
の
良
し
悪
し
を
問

う
と
は
、
つ
ま
り
は
、
快
苦
を
も
た
ら
す
（
増
減
さ
せ
る
）
行
為
の
良
し

悪
し
を
問
題
に
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

　

さ
て
、
行
為
は
必
ず
他
者
に
関
係
す
る
か
。
カ
ン
ト
が
、
他
者
に
対
す

る
義
務
と
並
べ
て
自
己
に
対
す
る
義
務
も
考
え
た
こ
と
に
も
見
て
取
れ
る

よ
う
に
、
他
者
に
関
わ
ら
な
い
行
為
も
存
在
す
る
。
例
え
ば
飲
酒
、
あ
る

い
は
禁
酒
と
い
う
行
為
。
飲
み
た
い
と
い
う
欲
求
は
主
観
性
の
核
を
な
す

も
の
だ
が
、
で
は
、
健
康
の
た
め
に
飲
み
た
い
の
を
我
慢
す
る
思
い
は
ど

う
か
。
そ
こ
に
は
他
者
は
介
在
し
な
い
か
ら
、
そ
れ
は
依
然
と
し
て
主
観

的
な
思
い
か
。
そ
う
で
は
な
い
。
ネ
ー
ゲ
ル
の
客
観
性
の
規
定
の
ポ
イ
ン

ト
は
、「
今
こ
こ
に
い
る
私
」
か
ら
隔
た
り
を
置
く
こ
と
に
あ
っ
た
。
健

康
に
配
慮
す
る
こ
と
は
将
来
を
考
え
る
こ
と
で
あ
り
、
既
に
「
今
こ
こ
」

か
ら
離
れ
る
視
点
に
歩
を
進
め
て
い
る
。
だ
か
ら
、
他
者
に
関
わ
ら
な
い

行
為
に
つ
い
て
も
、
そ
の
客
観
的
価
値
を
語
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、

間
主
観
性
と
客
観
性
の
違
い
は
、
こ
の
点
に
発
す
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
倫
理
の
問
い
は
、
他
者
が
存
在
す
る
行
為
に
関
わ
る
。

自
分
の
健
康
や
自
分
の
魂
の
永
生
へ
の
問
い
は
、
倫
理
の
問
い
で
は
な
い
。

「
平
等
」
論
文
の
中
で
、
ネ
ー
ゲ
ル
は
言
う
。

（
人
が
）
誰
に
ど
ん
な
仕
打
ち
を
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
へ
の
関
心
こ

こ
こ
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
主
観
性
と
客
観
性
は
、
左
右
対
称
の
関
係
に

は
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
。
客
観
性
と
は
、
外
か
ら
観
る
姿
勢
だ
が
、
外

か
ら
欲
す
る
、
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
に
対
し
て
、
主
観

性
は
、
内
か
ら
観
る
こ
と
で
あ
る
と
と
も
に
、
内
か
ら
欲
す
る
こ
と
で
も

あ
る
。
だ
か
ら
、
観
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
か
な
り
の
点
ま
で
、
客
観
的

で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
そ
れ
だ
け
一
層
良
い
、
と
言
え
る
の
だ
が
（
た
だ
し
、

そ
こ
で
は
、
主
観
的
経
験
は
捨
象
さ
れ
る
、
と
い
う
難
点
が
残
る
の
で
は

あ
る
が
）、
欲
す
る
こ
と
の
度
合
は
、
客
観
的
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
よ
り

少
な
く
な
る
、
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
認
識
と
行
為
と
で
、
主
観

性
／
客
観
性
は
、
対
等
に
は
配
さ
れ
て
い
な
い
。
日
本
語
で
は
、Sub-

jektivität

は
主
観
性
／
主
体
性
、
と
訳
し
分
け
た
く
な
る
の
に
、

O
bjektivität

の
方
は
、
客
体
性
で
は
何
の
こ
と
や
ら
わ
か
ら
な
く
な
る
、

と
い
う
の
も
、
こ
の
点
に
関
わ
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
に
違
い
な
い
。

11
　
暫
定
的
結
び

　

広
い
意
味
で
の
倫
理
学
は
価
値
一
般
を
問
題
に
す
る
。
良
さ
／
悪
さ
と

い
う
性
質
は
、
そ
れ
が
何
に
属
す
る
も
の
で
あ
れ
す
べ
て
関
心
の
対
象
と

な
る
。
品
物
の
良
さ
、
作
品
の
良
さ
、
人
柄
の
良
さ
、
人
生
の
良
さ
、
社

会
の
良
さ
、
等
々
。
け
れ
ど
も
、
狭
い
意
味
で
の
倫
理
学
は
、
行
為
の
良

さ
に
焦
点
を
絞
る
。
良
い
行
為
と
は
ど
ん
な
行
為
か

―
そ
れ
が
問
題
だ
。



103　　トーマス・ネーゲルの価値論

と
い
う
観
点
に
お
い
て
評
価
さ
れ
る
も
の
だ
、
と
ネ
ー
ゲ
ル
は
考
え
る
。

利
害
の
衝
突
の
あ
る
と
こ
ろ
に
は
、
誰
に
と
っ
て
も
完
全
に
受
け
入
れ

可
能
な
結
果
な
ど
存
在
し
え
な
い
。
し
か
し
、
結
果
が
最
も
受
け
容
れ

難
い
も
の
と
な
る
人
に
と
っ
て
受
け
容
れ
難
さ
の
最
も
少
な
い
結
果
を

見
出
そ
う
と
し
て
、
各
人
の
観
点
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
結
果
を
評
価
す
る

こ
と
は
可
能
で
あ
る
。（M

Q
123/192

）

　

こ
こ
に
は
、
ネ
ー
ゲ
ル
流
に
改
訂
さ
れ
た
格
差
原
理
が
呈
示
さ
れ
て
い

る
。
最
も
恵
ま
れ
な
い
人
に
つ
い
て

―
ま
る
で
、
恵
み
（
幸
福
）
を
測

る
客
観
的
尺
度
が
存
在
す
る
か
の
よ
う
に

―
語
る
の
で
は
な
い
。
そ
う

で
は
な
く
、「
受
け
容
れ
難
さ
」
の
少
な
さ
こ
そ
が
格
差
を
容
認
す
る
理

由
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
受
け
容
れ
難
さ
と
い
う
尺
度
に
お
い
て
は
、
各

自
の
主
観
性
が
斟
酌
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

　

ネ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
主
観
性
と
客
観
性
は
連
続
的
・
漸
進
的
な
関
係

に
あ
り
、
二
項
対
立
的
に
考
え
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
の
だ
っ
た
。
加
え
て
、

よ
り
客
観
的
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
良
い
、
と
い
う
関
係
に
は
な
い

―
ウ

ル
ト
ラ
客
観
主
義
が
真
理
を
約
束
す
る
わ
け
で
は
な
い

―
の
だ
っ
た
。

す
る
と
、
め
ざ
さ
れ
る
べ
き
は
、
主
観
性
／
客
観
性
を
測
る
物
差
し
の
い

ず
こ
か
に
適
切
な
落
と
し
所
を
見
出
す
こ
と
に
な
る
。
そ
の
一
方
で
、
し

か
し
、
ネ
ー
ゲ
ル
は
、
主
観
性
と
客
観
性
の
対
立
関
係
や
「
分
裂
」

そ
は
、（
そ
ん
な
こ
と
を
す
る
と
）
何
が
起
こ
る
の
か
へ
の
関
心
と
は

対
立
す
る
も
の
と
し
て
、
倫
理
学
の
主
要
な
源
泉
で
あ
る
の
だ
が
、
そ

の
点
は
不
十
分
に
し
か
理
解
さ
れ
て
い
な
い
。（M

Q
115/181

）

　

倫
理
の
問
い
に
あ
っ
て
は
、 

他
の
誰
と
も
置
き
替
え
る
こ
と
の
で
き
な

い
特
定
の
他
者
が
存
在
し
、
そ
の
他
者
に
と
っ
て
自
ら
の
行
為
が
何
を
意

味
す
る
の
か
、
こ
そ
が
問
わ
れ
る
。
だ
か
ら
、
倫
理
的
行
為
に
お
い
て
は
、

視
点
の
客
観
性
と
は
、
単
に
自
分
に
対
し
て
距
離
を
置
く
こ
と
だ
け
を
意

味
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
行
為
が
関
わ
る
特
定
の
他
者
の
立
場
に
身
を

置
く
こ
と
、
相
手
の
身
に
な
っ
て
考
え
る
こ
と
が
、
重
要
な
課
題
に
な
っ

て
く
る
。
ネ
ー
ゲ
ル
に
言
わ
せ
る
と
、「
誰
か
が
何
か
を
す
べ
き
唯
一
の

理
由
は
、
そ
れ
を
す
る
方
が
、
世
界
全
体
の
こ
と
を
考
え
れ
ば
よ
り
良
い

だ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」（162-3/266-7

）
と
考
え
る
タ
イ
プ
の

倫
理
理
論

―
名
指
し
さ
れ
て
い
る
の
は
、
ヘ
ア
だ
が

―
は
、
こ
の
点

を
見
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。

　

あ
る
行
為
は
世
界
に
ど
れ
だ
け
の
プ
ラ
ス
（
あ
る
い
は
、
マ
イ
ナ
ス
）

の
価
値
を
も
た
ら
す
か
、
と
い
う
問
い
か
け
は
、
具
体
的
な
人
を
見
て
い

な
い
。
し
か
し
、
倫
理
的
な
行
為
は
、
特
定
の
人
々
の
間
で
な
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
。
よ
り
具
体
的
に
言
い
換
え
れ
ば
、
行
為
は
、
複
数
の
人
間
の

利
害
の
対
立
と
い
う
状
況
の
中
で
な
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
行
為
の
良

し
悪
し
と
は
、
そ
の
行
為
が
、
対
立
の
い
か
な
る
調
停
を
帰
結
す
る
の
か
、
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あ
る
。

　

こ
こ
で
、
複
数
の
主
観
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
の
間
の
調
停
を
め
ざ
す

ネ
ー
ゲ
ル
の
思
考
は
、
間
主
観
的
合
意
形
成
の
理
論
な
の
で
は
な
い
か
、

と
の
疑
問
が
浮
か
ぶ
。
と
り
わ
け
、
ウ
ル
ト
ラ
客
観
主
義
を
斥
け
る
の
だ

か
ら
、
ゴ
ー
ル
は
、
間
主
観
的
合
意
と
い
う
「
客
観
性
も
ど
き
」
な
の
で

は
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ
か
ね
な
い
。

　

し
か
し
、
他
で
も
な
い
、
間
主
観
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
と
い
う
よ
う

な
発
想
そ
の
も
の
が
、
実
は
、
神
の
視
点
の
密
輸
入
の
上
に
成
り
立
つ
も

の
な
の
で
は
な
い
か
。
仮
に
、
合
意
が
目
標
と
さ
れ
う
る
と
し
て
も
、
そ

れ
は
、
個
別
の
主
観
か
ら
出
発
し
、
客
観
性
を
志
向
す
る
、
そ
し
て
、
そ

う
い
う
客
観
化
の
無
数
の
運
動
が
衝
突
・
葛
藤
を
繰
り
広
げ
る
、
そ
の
現

場
に
お
い
て
起
こ
る
と
い
う
風
に
こ
そ
描
き
出
さ
れ
る
べ
き
も
の
な
の
で

は
な
い
か
。
間
主
観
的
視
点
な
ど
と
い
う
の
は
、
そ
れ
こ
そ
「
ど
こ
で
も

な
い
と
こ
ろ
か
ら
の
眺
め
」
だ
。
合
意
は
複
数
の
主
観
の
間
で
得
ら
れ
る

の
だ
と
し
て
も
、
そ
の
合
意
の
価
値
（
＝
理
由
）
は
、
客
観
的
で
あ
る

―
ネ
ー
ゲ
ル
は
そ
う
考
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

（170/278

）
に
つ
い
て
も
語
っ
て
い
る
。

人
生
を
営
む
上
で
は
、
至
る
と
こ
ろ
で
、
内
部
の
視
点
と
外
部
の
視
点

と
の
対
立
関
係
が
真
剣
に
受
け
止
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
。

（163/268

）

ま
る
で
、
そ
こ
に
二
項
対
立
が
あ
る
、
と
で
も
い
う
か
の
よ
う
で
あ
っ
て
、

こ
れ
は
首
尾
一
貫
し
な
い
話
で
あ
る
、
と
の
印
象
が
否
み
が
た
い
。

　

し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
の
生
の
現
実
は
、
実
際
こ
の
通
り
な
の
で
は
な
い

か
。
わ
れ
わ
れ
は
、
主
観
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
と
客
観
的
パ
ー
ス
ペ
ク

テ
ィ
ヴ
の
折
り
合
い
の
つ
か
な
さ
の
内
に
苦
慮
し
つ
つ
生
き
て
い
る
。
そ

し
て
め
ざ
さ
れ
る
の
は
、
概
し
て
、
よ
り
客
観
的
な
解
決
策
で
あ
る
。

往
々
に
し
て
、
ウ
ル
ト
ラ
客
観
主
義
こ
そ
が
正
し
い
解
決
を
も
た
ら
し
て

く
れ
る
か
の
よ
う
に
思
い
込
ま
れ
る
が
、
そ
れ
は
誤
解
で
あ
る
。
主
観
性

は
、
決
し
て
最
終
解
決
の
中
に
包
摂
さ
れ
、
霧
消
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

そ
の
意
味
で
、
対
立
の
総
合
と
い
う
言
葉
遣
い
に
は

―
落
と
し
所
の
発

見
と
い
う
言
葉
遣
い
に
吸
収
・
解
消
し
尽
く
さ
れ
な
い

―
真
理
成
分
が
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引
用
はT

hom
as 

N
agel, 

T
he 

V
iew

 
from

 
N
ow

here, N
ew

 Y
ork 1986

か
ら
の
も
の
で
あ
る
。

引
用
の
直
後
に
、
原
典
と
邦
訳
（
春
秋
社
、
二
〇
〇

九
年
）
の
頁
数
を
示
し
た
。
た
だ
し
、
11
章
に
は
、

T
hom

as N
agel, M

ortal Q
uestions, Cam

bridge 
1979

所
収
の
「
平
等｣

論
か
ら
の
二
つ
の
引
用
が

含
ま
れ
て
お
り
、M

Q

と
い
う
略
号
が
原
典
と
邦
訳

（
勁
草
書
房
、
一
九
八
九
年
）
の
頁
数
の
前
に
置
か

れ
て
い
る
。
な
お
、
訳
文
は
す
べ
て
拙
訳
に
よ
る
。

註


