
二
ー
チ
ェ
に
お
け
る
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
の
地
平
構
造

永
　
　
井

俊
　
　
哉

（97）　二一チェにおけるバースペクティヴの地平構造

　
《
バ
ー
ス
ベ
ク
テ
ィ
ヴ
》
や
《
地
平
》
は
、
人
間
の
視
覚
器
官

が
身
体
的
に
制
約
さ
れ
る
こ
と
を
通
し
て
現
出
す
る
視
界
に
つ

い
て
の
概
念
で
あ
る
が
、
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
言
語
に
お
い
て
は
視
覚

に
つ
い
て
の
用
語
が
思
考
に
つ
い
て
の
用
語
に
転
用
さ
れ
る
の

で
、
こ
れ
ら
の
概
念
を
考
察
す
る
こ
と
は
我
々
の
認
識
の
あ
り

か
た
に
何
ら
か
の
解
明
の
光
を
投
じ
る
も
の
と
患
わ
れ
る
。
現

代
に
お
け
る
代
表
的
な
哲
学
で
あ
る
現
象
学
も
バ
ー
ス
ベ
ク
テ

ィ
ヴ
的
に
立
ち
現
れ
る
現
象
が
地
平
構
造
を
持
つ
こ
と
を
別
挟

し
て
い
る
。
小
稿
で
は
、
か
か
る
現
象
学
の
知
見
に
基
づ
い
て
、

バ
ー
ス
ベ
ク
テ
ィ
ヴ
論
の
古
典
で
あ
る
二
ー
チ
ェ
の
バ
ー
ス
ペ

ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
を
検
討
し
つ
つ
、
彼
が
パ
ー
ス
ベ
ク
テ
ィ
ヴ

の
地
平
を
対
自
化
し
な
か
っ
た
こ
と
の
問
題
点
を
考
察
す
る
。

二
ー
チ
ェ
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
論
に
は
ラ
イ
プ
ニ
ヅ
ツ
の
バ

ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
論
が
先
行
す
る
が
、
前
者
を
後
者
と
対
比
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
前
老
の
射
程
を
明
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

だ
が
二
ー
チ
ェ
の
バ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
は
地
平
論
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

て
深
め
ら
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

第
一
節
バ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
と
地
平

　
バ
ー
ス
ペ
．
ク
テ
ィ
ヴ
と
は
、
地
平
線
上
の
消
失
点
（
眼
点
）

か
ら
発
現
す
る
消
失
線
に
し
た
が
っ
て
、
近
く
の
も
の
を
遠
く

の
も
の
よ
り
大
き
く
描
く
遠
近
法
の
こ
と
で
あ
る
（
図
－
参

照
）
。
遠
近
画
法
は
ル
ネ
サ
ン
ス
以
降
絵
画
の
世
界
で
盛
ん
と

な
る
の
だ
が
、
哲
学
で
も
ラ
イ
プ
ニ
ヅ
ツ
が
人
間
の
認
識
の
バ

237
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ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
性
を
説
く
よ
う
に
な

　
　
る
。
「
同
じ
町
で
も
異
な
っ
た
方
向
か

　
　
ら
眺
め
る
と
、
全
く
別
な
町
に
見
え
て
、

　
　
ち
．
よ
う
ど
そ
の
パ
ー
ス
ベ
ク
テ
ィ
ヴ
の

　
爬
数
だ
け
町
の
数
が
あ
る
よ
う
な
も
の
で

　
㎡
あ
る
が
、
同
様
に
、
単
一
な
実
体
［
モ

．
小
－
円
ナ
ド
］
の
無
限
の
数
を
考
え
る
と
、
同

　
　
じ
数
だ
け
の
異
な
っ
た
宇
宙
が
存
在
し

　
　
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、

　
　
た
だ
一
つ
し
か
な
い
字
宙
を
各
モ
ナ
ド

　
　
の
そ
れ
ぞ
れ
の
視
点
か
ら
眺
め
た
際
に

　
　
そ
こ
に
生
ず
る
さ
ま
ざ
ま
な
バ
ー
ス
ベ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
　
　
　
ー

　
　
ク
テ
ィ
ヴ
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
。
単
一

な
実
体
す
な
わ
ち
モ
ナ
ド
と
は
「
宇
宙
を
写
し
出
す
永
遠
の
生

　
（
3
）

き
た
鏡
」
で
あ
る
が
、
も
し
も
一
つ
し
か
な
い
宇
宙
を
同
じ
よ

う
に
写
し
出
す
の
な
ら
、
ラ
イ
プ
ニ
ツ
ツ
の
不
可
識
別
老
同
一

の
原
理
に
し
た
が
っ
て
、
モ
ナ
ド
は
一
つ
し
か
な
い
こ
と
に
な

る
。
だ
が
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
認
識
の
バ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
性
を

主
張
し
て
い
る
の
は
、
二
の
よ
う
な
不
都
合
を
回
避
す
る
た
め

と
い
う
よ
り
も
、
全
て
の
可
能
的
バ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
持
つ

（
フ
ツ
サ
ー
ル
流
に
言
え
ば
、
可
能
的
諸
射
映
を
通
し
て
事
物

の
十
全
的
所
与
性
を
直
観
す
る
）
神
の
完
全
性
を
示
す
た
め
で

あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ラ
イ
プ
ニ
ヅ
ツ
は
、
可
能
的
諸
世
界
の

全
体
が
「
人
問
の
学
説
の
地
平
、
－
，
ブ
o
ユ
N
8
ま
ζ
ま
g
ユ
罵

　
　
＾
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
、

－
冒
崖
巨
①
（
人
間
の
認
識
の
究
極
的
限
界
）
を
成
す
と
言
う
カ

人
間
は
そ
の
複
数
の
選
択
肢
の
中
か
ら
あ
る
特
定
の
バ
ー
ス
ペ

ク
テ
ィ
ヴ
を
選
ぴ
取
っ
て
お
の
れ
を
限
定
す
る
。
す
な
わ
ち
ひ

と
は
お
の
れ
の
バ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
が
語
る
」
こ
と
を
通
し

て
お
の
れ
の
地
平
を
コ
不
す
L
。

　
地
平
（
自
o
ユ
s
暮
）
と
は
、
地
（
水
）
平
線
を
考
え
て
み
れ

ば
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
視
界
を
遮
る
視
覚
の
限
界
線
（
こ
れ

は
、
た
と
え
大
地
が
球
面
で
な
く
て
平
面
で
あ
っ
て
も
、
な
お

か
つ
生
じ
る
と
こ
ろ
の
極
限
値
で
あ
る
）
に
よ
っ
て
区
画
さ
れ

る
、
つ
ま
り
認
識
不
可
能
性
に
よ
っ
て
指
示
さ
れ
る
認
識
可
能

性
の
領
野
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
所
謂
「
地
平
」
が
な
く
て
も
バ

ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
は
生
じ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

例
え
ば
宇
宙
空
間
に
放
り
出
さ
れ
た
時
、
そ
こ
に
は
私
が
そ
の

上
に
立
つ
べ
き
大
地
（
地
盤
困
o
o
雪
）
は
な
い
が
、
天
体
は
遠

8鴉
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く
に
行
く
に
し
た
が
っ
て
小
さ
く
見
え
る
よ
う
に
な
る
と
い
う

バ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
は
存
在
す
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
だ
が
、

遠
く
に
行
く
に
つ
れ
て
小
さ
く
な
る
天
体
が
そ
の
極
限
と
し
て

の
O
（
つ
ま
り
点
）
と
な
る
消
失
点
も
存
在
す
る
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
よ
う
な
視
界
が
必
ず
あ
る
限
り
、
バ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
は

地
盤
を
必
要
と
し
な
い
に
し
て
も
、
地
平
を
必
ず
必
要
と
す
る

と
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
も
う
一
度
前
の
図
に
戻
っ
て
、
バ
ー
ス
ベ
ク
テ
ィ
ヴ
と
地
平

の
関
係
を
見
て
み
よ
う
。
こ
の
視
界
に
お
い
て
最
も
遠
く
に
あ

る
は
ず
の
地
平
線
と
そ
の
上
に
あ
る
消
失
点
は
、
実
は
最
も
近

く
に
あ
る
、
い
や
む
し
ろ
私
そ
の
も
の
で
あ
る
と
言
え
な
く
は

な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
視
界
は
、
消
失
点
を
中
心
点
と
し
て

そ
こ
か
ら
バ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
的
に
発
現
し
て
い
て
、
い
わ
ぱ

こ
の
消
失
点
が
世
界
の
開
け
と
し
て
視
界
を
そ
の
根
底
に
お
い

て
可
能
な
ら
し
め
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
そ
の
消
失
点
（
お

よ
び
地
平
線
）
は
こ
の
視
界
の
基
体
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
基
体
と
し
て
の
窒
互
8
；
昌
は
、
同
時
に
主
体
と
し
て

の
豊
亘
8
ξ
昌
で
あ
る
。
現
に
も
し
視
覚
が
主
体
的
H
身
体

的
に
制
限
さ
れ
て
い
な
け
れ
ぱ
、
視
界
の
バ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ

は
生
じ
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
つ
て
カ
ン
ト
は
、
そ
れ
自
体
で
存

立
す
る
客
観
の
認
識
を
規
定
す
る
と
い
う
超
越
論
的
実
在
論
か

ら
主
観
認
識
が
客
観
を
規
定
す
る
と
す
る
超
越
論
的
観
念
論
へ

と
コ
ベ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
を
行
っ
た
が
、
我
々
も
ま
た
バ
ー
ス

ペ
ク
テ
ィ
ヴ
の
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
を
遂
行
す
る
こ
と
に
な

る
。
す
な
わ
ち
バ
i
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
と
は
、
客
観
に
備
わ
っ
た

自
体
的
性
質
で
は
な
く
、
主
観
の
布
置
的
特
殊
性
を
客
観
へ
と

”
投
射
”
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
蓋
し
客
観

の
彼
方
に
あ
る
は
ず
の
消
失
点
（
ヨ
⊆
9
吾
昌
ζ
）
が
眼
点

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

（
＞
長
①
｛
昌
ζ
）
と
も
呼
ぱ
れ
る
所
以
で
あ
る
。

　
神
で
は
な
く
自
我
を
世
界
の
中
心
に
据
え
る
ル
ネ
サ
ン
ス
以

来
の
近
代
哲
学
の
精
神
を
、
文
字
通
り
「
絵
に
書
い
た
よ
う
な
」

こ
の
遠
近
法
に
対
し
て
、
現
在
の
画
家
が
反
遠
近
法
的
な
（
あ

る
い
は
一
般
的
に
言
っ
て
反
幾
何
合
理
主
義
的
な
）
抽
象
絵
画

の
画
法
を
試
み
た
こ
と
は
首
肯
し
う
る
。
哲
学
の
世
界
で
も
絵

画
の
世
界
と
似
た
よ
う
な
脱
合
理
主
義
が
起
き
て
い
る
の
で
あ

　
茎
、
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
6
）

る
カ
　
ラ
イ
フ
ニ
ッ
ツ
は
と
も
か
く
と
し
て
も
、
二
ー
チ
ェ
の

よ
う
な
近
代
的
合
理
主
義
に
真
っ
向
か
ら
対
決
し
、
現
在
ポ
ス

ト
モ
ダ
ン
の
立
場
か
ら
再
評
価
さ
れ
て
い
る
哲
学
者
が
、
一
見

9勿
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近
代
精
神
の
具
現
と
見
え
る
バ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
自
分
の
哲

学
の
中
に
取
り
入
れ
た
こ
と
は
不
可
解
に
見
え
る
。
し
か
し
そ

れ
は
、
自
分
の
目
に
映
ず
る
が
ま
ま
に
描
写
す
る
こ
と
が
「
客

観
的
」
で
あ
る
絵
画
と
た
ん
な
る
現
象
を
超
越
す
る
こ
と
が
客

観
的
を
意
味
す
る
哲
学
と
の
相
違
か
ら
生
じ
て
く
る
見
か
け
だ

け
の
違
和
感
で
あ
る
。
以
下
二
ー
チ
ェ
が
バ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ

を
ど
の
よ
う
に
哲
学
し
た
か
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

第
二
節
　
二
ー
チ
ェ
の
バ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム

　
二
ー
チ
ェ
に
よ
れ
ば
、
価
値
（
意
味
）
は
人
問
を
超
越
し
た

イ
デ
ア
ー
ル
な
存
在
考
で
は
な
く
、
「
人
間
の
支
配
形
態
を
維

持
高
揚
す
る
た
め
に
役
立
つ
あ
る
特
定
の
バ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ

の
帰
結
」
（
｝
O
。
旨
ω
．
H
胃
．
）
で
あ
り
、
そ
れ
が
誤
っ
て
事
物

の
本
質
に
投
射
さ
れ
、
客
親
的
価
値
（
意
味
）
と
し
て
私
念
さ

れ
た
に
過
ぎ
な
い
。
「
我
々
の
価
値
は
事
物
の
中
へ
と
投
げ
入

れ
て
解
釈
（
巨
烏
ま
巨
雪
肩
①
匡
g
竃
）
さ
れ
る
。
で
は
意
味
そ

れ
自
体
は
存
在
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
意
味
は
、
必
ず
．
し
も
ま
っ

た
く
の
関
係
意
味
／
バ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
で
は
な
い
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
－
全
て
の
意
味
は
権
力
へ
の
意
志
で
あ
り
、
全

て
の
関
係
意
味
は
そ
の
中
へ
と
解
消
さ
れ
る
L
（
団
ら
・
H
①
．
ω
．

竃
）
。
バ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
は
主
観
と
客
観
の
関
係
で
あ
る
と

い
う
点
で
関
係
意
味
で
あ
る
。
そ
し
て
バ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

ズ
ム
は
、
意
味
を
権
力
へ
の
意
志
と
関
係
的
（
1
1
相
対
的

冨
す
饒
く
）
に
捉
え
よ
う
と
す
る
点
で
相
対
主
義
（
丙
9
算
ζ
ω
・

昌
易
）
で
あ
る
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
相
対
主
義
は
ニ
ヒ
リ
ズ

ム
を
も
た
ら
さ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
然
り
。
「
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の

極
端
な
形
は
、
真
な
る
世
界
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、

ど
の
信
仰
・
ど
の
信
念
も
必
然
的
に
偽
で
あ
り
、
そ
の
由
来
が

（
我
々
が
よ
り
狭
い
、
短
縮
・
単
純
化
さ
れ
た
世
界
を
常
に
必

要
と
し
て
い
る
か
ぎ
り
）
我
々
の
内
部
に
あ
る
バ
ー
ス
ペ
ク
テ

ィ
ヴ
的
仮
象
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
」
（
団
P
H
㎝
・
ω
・

H
3
）
。
「
物
理
学
老
は
、
必
然
的
な
運
動
を
す
る
．
固
定
的

な
・
ど
の
存
在
に
も
等
し
い
原
子
の
体
系
と
い
う
彼
等
な
り
の

様
式
で
”
真
な
る
世
界
”
を
信
じ
て
い
る
。
［
…
…
］
だ
が
こ
の

点
に
お
い
て
彼
等
は
誤
っ
て
い
ー
る
。
彼
等
が
措
定
す
る
と
こ
ろ

の
原
子
は
、
か
の
意
識
の
バ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
主
義
の
論
理
に

し
た
が
っ
て
推
論
さ
れ
る
の
で
あ
る
」
（
団
O
・
H
①
．
ω
ω
・
H
H
賢
）
。

自
然
の
中
に
原
子
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
平
等
主
義
的
な
権

902
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力
の
意
志
を
持
つ
老
が
、
自
然
の
中
に
原
子
論
を
読
み
込
む
の

だ
。
原
子
論
が
提
唱
さ
れ
た
古
代
ギ
リ
シ
ャ
や
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ

バ
の
政
治
形
態
を
想
い
起
す
ま
で
も
な
く
、
原
子
論
的
自
然
像

は
民
主
主
義
的
平
等
主
義
に
よ
る
「
解
釈
－
巨
雪
肩
①
訂
饒
冒
」

で
あ
っ
て
「
原
典
↓
異
ご
で
は
な
い
。
だ
か
ら
「
同
じ
自
然
現

象
の
観
察
か
ら
、
ま
さ
し
く
暴
虐
刻
薄
で
仮
借
な
き
権
力
欲
の

遂
行
を
読
み
。
取
る
こ
と
」
（
｝
」
．
べ
ω
・
賢
）
も
で
き
る
の
で
あ

る
。
二
ー
チ
ェ
は
、
已
の
権
力
を
増
大
し
・
全
空
問
を
支
配
し

よ
う
と
す
る
力
を
人
間
が
生
命
体
の
み
な
ら
ず
全
て
の
物
体
に

認
め
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー
よ
ろ
し
く
、
各
力
の

中
心
（
床
S
津
8
暮
2
昌
）
は
そ
れ
ぞ
れ
の
バ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ

に
基
づ
い
て
残
り
の
全
世
界
を
構
成
（
表
象
）
す
る
と
考
え
る

（
困
p
崖
1
ω
」
崖
）
。

　
地
平
論
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
は
、
自
然
が
他
の
様
に
も
解

釈
さ
れ
う
る
と
い
う
よ
う
に
解
釈
が
不
確
定
性
の
地
平
に
お
い

て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
そ
も
そ
も
”
認
識
。

と
い
主
言
葉
が
意
味
を
持
つ
か
ぎ
り
、
世
界
は
認
識
可
能
で
あ

る
。
し
か
し
世
界
は
他
の
様
に
も
解
釈
し
う
る
［
彗
守
易

o
g
亭
胃
ω
①
旦
。
世
界
は
自
分
の
背
後
に
は
意
味
を
持
た
ず
、

「
自
分
の
中
に
」
無
数
の
意
味
を
持
つ
。
こ
れ
が
バ
ー
ス
ベ
ク

テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
で
あ
る
L
（
困
』
．
嵩
．
ω
．
旨
）
。
カ
ン
ト
は
現
象

地
平
の
彼
方
に
物
自
体
（
冒
畠
彗
色
g
）
を
想
定
し
た
が
、

そ
れ
は
実
は
不
可
解
な
物
（
ζ
3
昌
轟
）
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
言

う
な
れ
ば
、
言
語
表
現
の
地
平
の
彼
方
に
意
味
自
体
（
凹
昌
彗

色
｝
）
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
は
実
は
ナ
ン
セ
ン
ス

（
ζ
易
一
昌
）
な
の
で
あ
る
。
言
語
的
現
象
界
に
お
け
る
直
か
偽

か
、
善
か
悪
か
、
あ
れ
か
こ
れ
か
、
な
る
対
立
1
－
選
択
1
－
問
い

の
地
平
は
、
有
意
味
性
の
地
平
と
し
て
そ
れ
自
体
無
意
味
性
の

地
平
に
よ
っ
て
地
平
化
さ
れ
、
逆
照
射
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
”
そ
れ
は
何
か
？
”
は
、
他
な
る
も
の
か
ら
見
ら
れ
た
意
味
措

定
［
の
問
い
］
で
あ
る
。
　
”
本
質
”
や
”
本
質
性
”
は
バ
ー
ス

ペ
ク
テ
ィ
ヴ
的
な
も
の
で
あ
り
、
あ
ら
か
じ
め
既
に
数
多
性
を

前
提
し
て
い
る
」
（
団
O
。
崖
■
ω
・
8
）
。

　
解
釈
が
他
の
様
で
あ
り
う
る
と
い
う
こ
と
は
、
他
の
解
釈
す

な
わ
ち
他
老
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
複
数
の
可
能

性
の
中
か
ら
選
択
し
う
る
と
い
う
こ
と
は
当
の
選
択
す
る
こ
と

が
選
択
さ
れ
う
る
、
つ
ま
り
可
能
的
他
老
と
権
力
闘
争
の
状
態

に
入
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
見
生
に
と
っ
て
超
越
的
に
見
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¢

＜

［
せ
め
て
も
の
］
創
造
的
行
為
な
の
で
あ
る
。

の
眼
差
し
の
転
回
－
自
己
自
身
へ
と
立
ち
返
ら
ず
に
外
部
へ

と
向
か
う
こ
の
必
然
的
な
方
向
－
は
ま
さ
に
ル
サ
ン
チ
マ
ン

に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
奴
隷
道
徳
は
成
立
す
る
た
め
に
は
、

い
つ
も
ま
ず
対
立
し
た
外
部
世
界
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
り
、

生
理
学
的
に
言
う
な
れ
ぱ
、
そ
も
そ
も
行
為
す
る
た
め
に
は
外

え
る
科
学
的
真
理
や
道
徳

的
理
念
も
、
権
力
へ
の
意

志
の
た
め
の
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
的
色
彩
を
免
れ
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
「
全
て
の

高
貴
な
道
徳
が
、
自
己
自

身
へ
の
勝
ち
誇
っ
た
肯
定

か
ら
生
じ
て
来
る
の
に
対

し
て
、
奴
隷
道
徳
は
始
め

か
ら
〃
外
部
。
〃
他
老
”

〃
自
己
で
な
い
も
の
”
に

対
し
て
否
童
言
う
。
そ
し

て
こ
の
否
が
奴
隷
た
ち
の

　
　
　
　
こ
の
価
値
付
与

的
な
刺
激
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。
－
彼
等
の
行
為
は
根

本
的
に
反
応
［
反
感
］
な
の
で
あ
る
L
（
｝
O
．
べ
ω
．
胃
ご
。

　
ル
ネ
サ
ン
チ
マ
ン
に
お
い
て
は
、
奴
隷
は
主
人
に
対
し
て
観

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

念
的
な
復
讐
し
か
で
き
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
奴

隷
は
主
人
／
奴
隷
の
対
立
地
平
を
前
提
し
た
上
で
主
人
に
成
ろ

う
と
す
る
の
で
は
な
く
て
、
対
立
地
平
そ
の
も
の
を
否
定
す
る

（
つ
ま
り
闘
争
と
い
う
対
立
地
平
に
対
し
て
平
等
と
い
う
地
平

を
対
立
さ
せ
る
）
こ
と
に
よ
っ
て
己
の
地
位
を
相
対
的
に
高
め

よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
（
図
2
参
照
）
。
二
ー
チ

ェ
が
謂
う
所
の
．
「
善
悪
の
彼
岸
－
雪
ω
睾
ω
＜
昌
　
o
巨
　
冒
o

雰
詔
」
は
こ
の
図
の
右
側
の
反
対
と
し
て
の
左
側
で
あ
っ
て
、

左
側
の
反
対
と
し
て
の
右
側
（
善
”
悪
”
の
彼
岸
言
易
①
家

く
旨
o
巨
＝
己
ω
o
巨
8
津
）
で
は
な
い
（
因
み
に
ド
イ
ツ
語
の

ω
o
巨
①
葦
に
は
、
身
分
の
低
い
・
下
等
な
・
下
品
な
と
い
う
意

味
が
あ
る
）
。

　
引
用
文
の
後
半
が
言
う
よ
う
に
こ
の
関
係
は
生
理
学
的
な
刺

激
－
反
応
の
関
係
で
は
捉
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
あ
く
ま

で
も
概
念
的
地
平
論
的
な
反
照
関
係
と
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
相
互
反
照
性
か
ら
、
弱
老
の
道
徳
が
他
律
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的
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
強
老
の
連
徳
は
自
律
的
で
あ
る
と
い

っ
た
引
用
文
の
主
張
が
崩
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
（
も
っ
と
も
生

理
学
的
に
見
て
も
、
主
人
1
1
強
老
の
行
為
が
刺
激
－
反
応
関
係

か
ら
自
由
で
あ
る
な
ど
と
は
言
え
な
い
の
だ
が
）
。

　
「
強
者
は
、
弱
老
が
団
結
し
よ
う
と
す
る
の
と
同
じ
く
ら
い

自
然
必
然
的
に
孤
立
し
よ
う
と
す
る
」
（
団
庄
．
ド
ω
。
島
H
）
の
で

あ
る
が
、
強
老
の
道
徳
が
〕
目
同
貴
L
で
あ
る
た
め
に
は
、
そ
の

希
少
性
と
い
う
点
か
ら
し
て
も
少
数
の
も
の
の
道
徳
で
あ
る
必

要
が
あ
り
、
《
低
俗
な
る
多
数
者
V
を
概
念
的
に
前
提
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
両
考
を
相
対
さ
せ
て
お
い
た
上
で
、

強
老
1
－
高
貴
／
弱
者
1
－
低
俗
と
い
う
価
値
付
け
自
体
が
二
ー
チ

ェ
の
エ
ゴ
イ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
価
値
バ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
で
あ
っ

て
、
こ
れ
と
反
対
の
強
者
1
1
傲
慢
／
弱
老
1
1
謙
虚
と
い
う
弱
老

の
エ
ゴ
イ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
価
値
バ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
も
そ
れ
と

等
し
い
権
利
を
持
っ
て
対
立
し
う
る
、
と
い
う
よ
う
に
相
対
化

を
徹
底
し
て
お
こ
う
。
二
ー
チ
ェ
は
〕
局
貴
な
る
魂
は
自
己
へ

の
畏
敬
を
持
つ
L
（
｝
P
べ
．
ω
』
睾
）
と
い
う
意
味
で
「
エ
ゴ
イ

ズ
ム
は
高
貴
な
る
魂
の
本
質
に
属
す
る
」
（
望
．
ド
ω
』
串
）
と

主
張
す
る
が
、
同
様
に
”
謙
虚
な
る
魂
”
は
自
己
へ
の
畏
敬
を

持
つ
と
い
う
意
味
で
、
相
互
に
団
結
し
合
っ
て
強
老
に
立
ち
向

か
う
と
い
う
エ
ゴ
イ
ズ
ム
は
、
謙
虚
な
る
魂
の
本
質
に
属
す
る

と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
バ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
バ
ー
ス
ベ
ク
テ
ィ
ヴ
と

し
て
相
対
化
す
る
こ
と
は
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
で
あ
る
し
、
一
見
二
つ

の
バ
ー
ス
ベ
ク
テ
ィ
ヴ
を
対
等
に
扱
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
て

も
、
実
は
あ
く
ま
で
も
弱
老
の
バ
ー
ス
ベ
ク
テ
ィ
ヴ
で
あ
る
こ

と
を
免
れ
て
い
な
い
、
と
二
ー
チ
ェ
な
ら
再
批
判
す
る
と
こ
ろ

で
あ
ろ
う
。
此
岸
を
否
定
し
て
彼
岸
へ
と
想
い
を
馳
せ
る
ニ
ヒ

リ
ズ
ム
は
、
現
世
の
権
力
に
対
し
て
禁
欲
的
で
あ
る
こ
と
を
通

し
て
、
現
世
に
お
け
る
権
力
を
意
志
す
る
。
蓋
し
禁
欲
的
「
人

間
は
何
も
欲
し
な
い
よ
り
は
む
し
ろ
無
を
欲
す
る
」
（
団
P
ド
ω
。

嵩
杜
）
所
以
で
あ
る
。

　
こ
の
弱
老
の
論
理
は
、
思
惟
の
地
平
の
有
限
性
に
そ
の
根
拠

を
持
っ
て
い
る
。
我
々
は
何
を
思
惟
し
て
も
、
思
惟
の
地
平
は

常
に
一
定
で
あ
る
。
例
え
ば
頭
に
地
球
全
体
を
想
い
浮
か
べ
た

時
、
そ
の
大
き
さ
は
目
一
杯
に
頭
に
想
い
浮
か
べ
ら
れ
た
地
球

儀
の
大
き
さ
と
変
わ
ら
な
い
し
、
頭
に
自
分
の
人
生
の
長
さ
を

想
い
浮
か
べ
た
時
、
そ
の
長
さ
は
目
一
杯
に
頭
に
想
い
浮
か
べ
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ら
れ
た
今
日
一
日
の
長
さ
と
変
わ
ら
な

い
。
そ
の
こ
と
は
後
老
が
前
老
の
中
の

部
分
と
し
て
表
象
さ
れ
た
時
、
ど
れ
だ

け
小
さ
く
な
る
か
と
い
う
思
考
実
験
を

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
か
め
ら
れ
る
。

テ
レ
ビ
は
画
面
が
一
定
で
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
超
マ
ク
ロ
超
ミ
ク
ロ
を
も
映

像
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
蓋
し
人
間

の
思
惟
も
そ
れ
と
同
じ
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
彼
岸
を
想
定

す
る
の
は
、
此
岸
の
長
く
て
大
き
い
苦

悩
を
バ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
的
に
縮
小
化
す
る
た
め
に
他
な
ら
な

い
（
図
3
参
照
）
。
す
な
わ
ち
思
惟
の
地
平
が
現
世
に
限
定
さ

れ
て
い
る
時
、
支
配
老
／
富
老
の
権
力
／
財
産
と
被
支
配
老
／

貧
老
の
そ
れ
と
の
相
違
（
A
B
）
は
大
き
い
。
し
か
し
今
無
限

万
能
な
神
（
A
C
）
を
想
定
す
る
と
、
思
惟
の
地
平
の
有
限
性

か
ら
A
C
そ
の
も
の
は
犬
き
く
な
ら
な
い
の
で
、
A
C
が
無
限

大
に
表
象
さ
れ
る
と
、
そ
れ
と
相
対
的
に
A
B
は
無
限
に
小
さ

く
な
る
。
こ
れ
が
キ
リ
ス
ト
教
が
説
く
所
の
神
の
前
で
の
平
等

で
あ
る
。
同
様
に
思
惟
の
地
平
が
現
世
に
限
定
さ
れ
て
い
る
時
、

権
力
者
に
へ
つ
ら
っ
て
長
生
き
し
た
者
の
人
生
の
長
さ
と
キ
リ

ス
ト
教
を
信
じ
た
た
め
に
短
命
に
終
わ
っ
た
も
の
の
そ
れ
と
の

相
違
（
A
B
）
は
大
き
い
。
し
か
し
今
死
後
魂
が
無
限
に
持
続

す
る
（
A
C
）
と
想
定
す
る
と
、
思
惟
の
地
平
の
有
限
性
か
ら

A
C
そ
の
も
の
は
大
き
く
な
ら
な
い
の
で
、
A
C
が
無
限
大
に

表
象
さ
れ
る
と
、
そ
れ
と
相
対
的
に
A
B
は
無
限
に
小
さ
く
な

る
。
あ
る
い
は
A
B
が
誕
生
か
ら
死
に
至
る
ま
で
の
現
世
で
の

辛
く
て
長
い
人
生
で
あ
る
と
し
よ
う
。
そ
の
辛
さ
は
、
し
か
し

死
後
の
天
国
で
の
永
遠
の
浄
福
を
考
え
れ
ぱ
ほ
ん
の
瞬
間
に
過

ぎ
な
い
。
こ
れ
が
キ
リ
ス
ト
教
が
説
く
所
の
魂
の
不
死
が
意
図

し
て
い
た
効
果
で
あ
る
。

　
こ
の
意
味
で
キ
リ
ス
ト
教
の
バ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
は
弱
老
の

利
己
主
義
で
あ
る
と
言
え
る
。
「
キ
リ
ス
ト
教
は
、
無
私
や
愛

の
教
説
を
前
面
に
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
の
利
害
よ
り
も
類

の
利
害
を
価
値
高
く
評
価
し
て
き
た
の
で
は
断
じ
て
な
い
。
キ

リ
ス
ト
教
本
来
の
歴
史
的
影
響
・
宿
命
的
影
響
は
、
逆
に
ま
さ

し
く
利
己
主
義
を
、
個
人
的
利
己
主
義
を
極
端
に
（
1
個
人

の
不
死
と
い
う
極
端
に
ま
で
）
上
昇
せ
し
め
た
こ
と
で
あ
る
」

294



105〕　二一チェにおけるパースペクティヴの地平構造

（
困
P
畠
ω
ω
。
ω
曽
－
）
。
す
な
わ
ち
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
よ
る

「
”
人
格
”
の
過
大
な
尊
大
の
謀
殺
が
、
永
遠
の
人
格
の
信
仰
を

（
そ
し
て
”
永
遠
の
救
済
”
に
つ
い
て
の
配
慮
の
信
仰
を
）
、
人

格
の
利
己
主
義
の
バ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
な
誇
張
を
も
た
ら
し
た
の

で
あ
る
」
（
｝
α
。
旨
、
ω
』
9
。
）
。
こ
れ
が
キ
リ
ス
ト
教
的
バ
ー
ス

ペ
ク
テ
ィ
ヴ
の
地
平
構
造
で
あ
る
。
も
う
一
度
先
に
引
用
し
た

一
文
を
繰
り
返
し
た
い
。
「
奴
隷
道
徳
［
と
い
う
バ
ー
ス
ベ
ク

テ
ィ
ヴ
］
は
、
成
立
す
る
た
め
に
は
、
い
っ
も
ま
ず
対
立
し
た

外
部
世
界
を
［
地
平
と
し
て
］
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。

第
三
節

権
力
闘
争
の
地
平
契
機
と
し
て
の
バ
ー
ス
ペ

ク
テ
ィ
ヴ

　
各
人
は
、
有
限
な
存
在
者
と
し
て
己
の
地
平
の
内
部
で
、
そ

れ
ぞ
れ
自
分
に
都
合
の
良
い
バ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
通
し
て
自

己
を
位
置
付
け
・
世
界
を
表
象
し
て
い
る
。
も
し
も
各
人
が
各

人
各
様
の
相
対
主
義
で
満
足
す
る
な
ら
ぱ
問
題
は
な
い
。
し
か

る
に
人
は
世
界
は
一
つ
で
あ
り
、
一
様
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ

二
に
お
い
て
一
つ
の
世
界
を
選
択
し
よ
う
と
す
る
複
数
の
選
択

の
問
で
選
択
が
な
さ
れ
る
。
こ
れ
が
権
力
闘
争
で
あ
る
。
も
し

全
て
の
価
値
が
権
カ
ヘ
の
意
志
が
持
つ
バ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
的

な
価
値
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
権
力
闘
争
に
勝
っ
た
価

値
バ
ー
ス
ベ
ク
テ
ィ
ヴ
こ
そ
が
”
真
の
〃
価
値
と
な
る
は
ず
で

あ
る
。
こ
の
意
味
で
真
理
は
権
力
で
あ
り
権
力
と
は
真
理
で
あ

る
と
言
え
る
o

　
古
代
以
来
の
強
者
に
よ
る
専
制
的
支
配
は
、
中
世
に
お
い
て

は
弱
老
の
宗
教
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
っ
て
徴
温
化
さ
れ
、

水
平
化
が
現
世
に
ま
で
及
ぶ
近
現
代
に
お
い
て
は
つ
い
に
弱
老

の
民
主
主
義
的
（
あ
る
い
は
杜
会
主
義
的
）
支
配
に
取
っ
て
変

わ
ら
れ
、
権
カ
エ
ン
ト
ロ
ビ
ー
は
さ
ら
に
増
大
す
る
。
そ
し
て

民
主
主
義
は
彼
岸
的
価
値
を
自
ら
の
内
に
宿
し
て
い
る
が
ゆ
え

に
多
数
老
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
る
の
で
は
な
く
し
て
、
多
数
老

の
現
世
的
利
益
に
奉
仕
し
、
多
数
者
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
る
が

ゆ
え
に
価
値
あ
り
と
思
念
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
が
暴
露
さ
れ

る
に
至
る
。
こ
の
超
越
的
価
値
／
超
越
的
真
理
の
否
定
こ
そ
が
、

現
代
に
お
い
て
は
神
は
死
ん
だ
と
言
わ
れ
る
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
事

態
に
他
な
ら
な
い
。

　
「
仮
象
の
世
界
、
換
言
す
れ
ぱ
価
値
に
し
た
が
っ
て
眺
め
ら

295



橋論叢 第109巻第2号 平成5年（1993年）2月号　（106）

れ
た
あ
る
世
界
。
1
そ
れ
は
、
価
値
に
し
た
が
っ
て
、
即
ち

こ
の
場
合
、
あ
る
特
定
種
の
動
物
の
保
存
や
権
力
上
昇
の
た
め

の
有
用
性
の
観
点
に
し
た
が
っ
て
秩
序
付
け
ら
れ
、
選
択
さ
れ

た
あ
る
世
界
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
バ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ

的
観
点
が
”
仮
象
性
。
と
い
う
性
格
を
与
え
る
！
　
バ
ー
ス
ペ

ク
テ
ィ
ヴ
的
観
点
が
除
去
さ
れ
て
も
な
お
あ
る
世
界
が
残
存
す

る
か
の
よ
う
に
！
　
二
の
こ
と
で
以
っ
て
ま
さ
に
相
対
性
が
除

去
さ
れ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
！
　
あ
ら
ゆ
る
力
の
中
心
は
残
余

の
も
の
全
部
に
対
し
て
己
の
バ
ー
ス
ベ
ク
テ
ィ
ヴ
を
、
言
い
換

れ
ぱ
已
の
全
く
特
定
の
価
値
評
価
、
已
の
作
用
の
仕
方
、
己
の

低
抗
の
仕
方
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
仮
象
の
世
界
は
、
一

つ
の
［
力
の
］
中
心
か
ら
発
す
る
と
こ
ろ
の
、
世
界
へ
と
働
き

か
け
る
あ
る
特
殊
な
作
用
［
権
力
へ
の
意
志
］
の
仕
方
に
還
元

さ
れ
る
。
　
［
…
…
］
し
か
し
、
”
別
の
”
”
真
の
。
本
質
的
な
存

在
は
何
ら
無
い
。
1
そ
の
よ
う
な
存
在
で
も
っ
て
表
現
さ
れ

る
の
は
、
作
用
と
反
作
用
［
権
力
闘
争
］
無
し
の
世
界
で
あ
ろ

う
。
－
…
仮
象
の
世
界
と
真
の
世
界
と
い
う
対
立
は
”
世
界
〃

と
〃
無
”
と
い
う
対
立
に
還
元
さ
れ
る
」
（
団
p
崖
・
ω
ω
．
3

－
）
。
も
し
こ
の
よ
う
に
現
世
の
権
力
闘
争
を
肯
定
す
る
の
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
8
〕

ら
、
な
ぜ
二
ー
チ
ェ
は
こ
の
闘
争
に
最
終
的
に
勝
ち
抜
い
た
民

主
主
義
の
価
値
バ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
に
（
あ
る
い
は
同
じ
こ
と

で
あ
る
が
、
近
代
自
然
科
学
的
意
味
バ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
に
）

同
意
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
？

　
実
は
二
－
チ
ェ
は
、
当
時
の
民
主
主
義
的
バ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ

ヴ
が
末
期
状
態
（
急
o
邑
8
8
）
に
あ
っ
た
こ
と
を
見
抜
い
て

い
た
。
E
・
フ
ロ
ム
な
ど
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
二
ー
チ
ェ
の

死
後
成
立
す
る
ワ
イ
マ
ー
ル
体
制
な
ど
の
現
代
的
な
（
づ
ま
り

近
代
的
な
そ
れ
と
は
区
別
さ
れ
た
）
大
衆
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
、

衆
愚
政
治
に
堕
落
す
る
や
否
や
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
表
裏
一
体
に
な

る
の
で
あ
る
。
「
ヨ
ー
ロ
ヅ
バ
の
民
主
主
義
化
は
同
時
に
専
制

的
支
配
老
を
心
な
ら
ず
も
育
成
す
る
。
－
そ
の
専
制
的
支
配

老
と
い
う
言
葉
は
、
最
も
精
神
的
な
意
味
を
も
含
め
た
あ
ら
ゆ

る
意
味
で
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
｝
O
・
べ
．
ω
』
富
）
。

現
在
の
地
球
的
規
模
で
進
む
経
済
的
合
理
化
に
伴
っ
て
、
人
類

は
諸
個
人
を
従
順
で
規
則
正
し
く
動
く
歯
車
と
す
る
巨
大
な
機

械
装
置
に
な
っ
た
。
「
特
殊
化
さ
れ
た
有
用
性
へ
の
人
間
の
こ

の
よ
う
な
卑
小
化
や
順
応
化
と
は
反
対
に
、
逆
の
運
動
が
、

1
総
合
的
な
・
総
計
す
る
・
正
当
化
す
る
人
間
［
超
人
］
の
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産
出
と
い
う
逆
の
運
動
が
必
要
で
あ
る
が
、
人
間
の
あ
の
機
械

化
は
、
こ
の
人
間
が
己
の
高
次
の
存
在
形
式
を
そ
の
上
に
考
案

し
う
る
下
部
構
造
と
し
て
、
こ
の
人
間
が
生
存
し
う
る
た
め
の

前
提
条
件
な
の
で
あ
る
L
（
｝
乱
．
崖
ω
ω
■
富
①
－
）
。

　
二
ー
チ
ェ
の
予
言
通
り
、
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
に
代
表
さ
れ
る
フ
ァ

シ
ズ
ム
的
独
裁
者
や
ス
タ
ー
リ
ン
に
代
表
さ
れ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ズ

ム
的
独
裁
老
な
ど
の
「
二
〇
世
紀
の
野
蛮
人
」
（
｝
P
曇
ω
・

ト
o
o
．
o
。
）
が
民
主
主
義
的
水
平
化
の
成
り
の
果
て
に
現
れ
た
が
、
戦

後
の
ド
イ
ツ
や
旧
ソ
連
の
周
知
の
清
勢
を
見
て
分
か
る
よ
う
に
、

現
時
点
で
は
（
あ
く
ま
で
も
現
時
点
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
）
、

全
体
と
し
て
民
主
化
と
い
う
人
類
史
の
趨
勢
は
変
わ
っ
て
い
な

い
。
し
か
し
た
と
え
そ
う
だ
と
し
て
も
、
二
ー
チ
ェ
の
哲
学
に

は
な
お
逃
げ
路
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
所
謂
永
遠
回
帰
の

理
説
で
あ
る
。
人
類
の
歴
史
が
民
主
主
義
的
水
平
化
で
、
強
老

は
弱
者
の
権
力
支
配
の
も
と
に
引
き
ず
り
降
ろ
さ
れ
る
と
し
て

も
、
歴
史
は
永
遠
回
帰
す
る
の
で
、
必
然
的
に
強
老
は
再
ぴ
権

力
を
手
に
し
う
る
。
同
様
に
も
し
も
歴
史
が
永
遠
回
帰
す
る
の

な
ら
、
超
人
が
畜
群
的
大
衆
を
支
配
し
て
も
、
超
人
は
必
然
的

に
没
落
す
る
こ
と
に
な
る
。
二
ー
チ
ェ
が
、
一
方
で
「
”
人
類
”

で
は
な
く
て
超
人
こ
そ
が
目
標
で
あ
る
－
・
」
（
｝
O
．
H
①
．
ω
・
ω
8
・
）

と
喝
破
し
つ
つ
も
、
「
我
々
は
再
生
し
う
る
た
め
に
は
減
ぴ
る

こ
と
を
意
欲
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
1
日
一
日
と
。

［
…
］
そ
し
て
最
後
に
、
こ
の
系
列
を
も
う
一
度
意
欲
す
る
こ

と
だ
」
（
困
α
．
鼻
ω
．
ω
8
）
と
遺
稿
に
記
し
え
た
所
以
で
あ
る
。

も
し
永
遠
回
帰
説
を
受
け
入
れ
る
な
ら
、
超
人
は
没
落
し
よ
う

が
し
ま
い
が
同
じ
こ
と
で
あ
る
と
い
う
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
が
帰
結
す

る
。
「
意
味
も
目
標
も
な
く
あ
る
が
ま
ま
の
現
存
在
は
、
し
か

し
な
が
ら
終
末
を
持
つ
こ
と
な
く
無
へ
と
不
可
避
的
に
回
帰
す

る
。
即
ち
”
永
遠
回
帰
”
。
こ
れ
は
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
最
も
極
端

な
形
式
で
あ
る
。
無
（
”
無
意
味
な
も
の
”
）
が
永
遠
に
！
」

（
困
o
■
旨
、
ω
．
－
o
0
N
．
）
。
い
っ
た
い
二
ー
チ
ェ
は
な
ぜ
こ
の
よ
う

な
説
を
唱
え
た
の
か
？

　
二
ー
チ
ェ
も
ラ
イ
プ
ニ
ツ
ツ
も
晩
年
は
不
遇
で
あ
っ
た
が
、

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
・
否
そ
れ
ゆ
え
に
両
バ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ

ヴ
論
者
は
、
こ
う
で
あ
っ
て
他
で
は
な
い
自
分
の
人
生
に
「
運

命
愛
”
旨
O
『
武
ε
を
持
っ
た
。
ラ
イ
プ
ニ
ノ
ツ
は
そ
の
オ
プ

テ
ィ
、
、
、
ス
テ
ィ
ツ
ク
な
予
定
調
和
説
に
基
づ
い
て
こ
の
世
界
が

最
善
の
も
の
で
あ
る
と
信
じ
て
い
た
し
、
二
ー
チ
ェ
も
永
遠
回
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帰
の
教
説
を
信
じ
て
、
自
分
の
人
生
芝
居
に
対
し
て
飽
く
こ
と

な
く
「
も
う
一
度
3
0
葛
O
」
を
連
呼
し
た
の
で
あ
っ
た
（
困
O
■

ド
ω
』
o
．
）
。
ラ
イ
プ
ニ
ツ
ツ
の
モ
ナ
ド
は
、
二
ー
チ
ェ
謂
う
所

の
「
力
の
中
心
内
蟹
津
o
g
言
一
冒
」
と
同
様
に
意
欲
を
持
つ
力

　
　
（
9
）

で
あ
る
が
、
ラ
イ
プ
ニ
ヅ
ツ
は
、
神
の
完
全
性
を
損
な
わ
せ
ま

い
と
し
て
、
こ
の
力
と
し
て
の
モ
ナ
ド
に
自
由
意
志
を
認
め
な

い
。
つ
ま
り
行
為
は
充
足
理
由
律
に
よ
っ
て
必
然
的
に
成
さ
れ

る
の
で
あ
っ
て
、
他
様
で
は
あ
り
え
な
い
の
で
か
る
。
神
の
死

を
宣
言
し
、
諸
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
の
背
後
世
界
を
否
定
し
た

は
ず
の
二
ー
チ
ェ
も
、
こ
の
点
で
は
同
じ
で
あ
る
か
の
よ
う
に

見
え
る
。
、
、
房
8
＝
冨
彗
皆
易
ω
9
戸
．
、
、
．
雰
8
目
彗
宗
誘

峯
①
a
①
貝
、
、
と
い
う
不
満
か
ら
生
じ
て
く
る
と
こ
ろ
の
「
倫
理

学
ま
た
は
”
望
み
う
る
二
と
の
哲
学
”
」
（
困
O
」
蜆
．
ω
、
ω
O
．
H
、
）
に

対
し
て
、
二
ー
チ
ェ
は
あ
る
が
ま
ま
の
世
界
を
、
選
択
す
る
こ

と
な
く
デ
ィ
オ
ニ
ソ
ス
的
に
、
「
然
り
」
と
肯
定
す
る
。
「
あ
る

行
為
を
［
他
の
様
に
も
あ
り
え
た
と
］
非
難
す
る
こ
と
は
、
世

界
一
般
を
非
難
す
る
こ
と
で
あ
る
。
…
そ
う
だ
と
す
る
な
ら

ぱ
、
さ
ら
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
世
界
に
お
い
て
は
、
非
難
す
る

こ
と
も
ま
た
非
難
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
こ
と
に
な
る
。
、

そ
し
て
全
て
を
非
難
す
る
思
考
様
式
は
、
全
て
を
肯
定
す
る
実

践
を
帰
結
す
る
だ
ろ
う
。
…
…
も
し
も
生
成
が
大
い
な
る
輸

［
永
遠
回
帰
］
で
あ
る
な
ら
ぱ
、
．
ど
れ
も
が
等
価
値
で
．
永
遠

で
・
必
然
的
で
あ
る
。
1
肯
定
と
否
定
／
選
好
と
愛
と
憎
し

み
の
全
て
の
相
関
項
［
の
対
立
地
平
］
に
お
い
て
は
、
た
ん
に

一
つ
の
バ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
、
特
定
の
生
様
式
の
一
つ
の
関
心

が
表
現
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
そ
れ
自
体
に
お
い

て
、
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
全
て
を
・
肯
定
を
語
る
L
（
困
P
旨
ω
。

ω
望
．
）
。
だ
か
ら
二
ー
チ
ェ
は
キ
リ
ス
ト
教
的
価
値
バ
ー
ス
ペ

ク
テ
ィ
ヴ
に
憎
悪
を
感
じ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
非
難

し
た
り
、
況
ん
や
積
極
的
に
当
為
を
説
い
て
弱
老
に
強
老
と
な

る
よ
う
働
き
か
け
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。

　
多
く
の
二
ー
チ
ェ
解
釈
家
は
、
「
権
力
へ
の
意
志
」
と
「
永
遠

回
帰
の
両
説
を
ど
う
両
立
さ
せ
る
か
に
苦
心
す
る
。
と
は
い
え
、

も
し
そ
二
で
「
異
な
る
も
の
へ
の
生
成
」
と
「
同
じ
も
の
の
繰

り
返
し
」
の
間
の
齪
鯖
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
な
ら
、
両
老

の
融
合
は
容
易
で
あ
る
。
日
く
、
異
な
る
も
の
へ
の
生
成
が
、

同
じ
よ
う
に
繰
り
返
さ
れ
る
！
　
1
む
し
ろ
多
く
の
人
々
が

感
じ
る
違
和
感
は
、
前
老
が
持
っ
て
い
た
意
志
の
自
由
そ
し
て
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権
力
闘
争
の
不
確
定
性
と
そ
の
緊
張
感
が
、
後
者
の
先
ま
で
見

通
し
て
し
ま
っ
た
悟
り
の
境
位
（
？
）
に
お
い
て
失
わ
れ
て
し

ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
だ
が
こ
の
疑
問
は
、
パ

ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
の
地
平
構
造
を
対
自
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

解
か
れ
る
。

　
二
ー
チ
ェ
に
お
け
る
自
由
と
必
然
の
”
二
律
背
反
。
は
、
行

為
は
必
然
的
に
永
遠
回
帰
す
る
べ
く
予
め
決
ま
っ
て
い
る
の
で

は
な
く
て
、
必
然
的
に
永
遠
回
帰
す
る
こ
と
を
望
み
う
る
よ
う

に
決
断
し
て
選
択
せ
よ
と
説
い
て
い
る
と
理
解
す
る
こ
と
に
よ

　
　
　
　
　
　
＾
1
0
）

っ
て
調
停
さ
れ
う
る
。
そ
う
理
解
す
る
な
ら
ぱ
、
行
為
の
決
断

は
ど
う
で
も
よ
い
ど
こ
ろ
か
極
め
て
重
大
な
も
の
と
な
る
し
、

永
遠
回
帰
を
暗
示
す
る
ツ
ァ
ラ
ス
ト
ラ
の
「
意
欲
は
自
由
に
す

る
。
こ
れ
が
意
志
と
自
由
に
関
す
る
真
の
教
説
で
あ
る
」
（
｝
O
。

①
ω
．
－
爵
）
と
い
う
説
教
も
理
解
で
き
る
。
ひ
と
は
己
の
実
存

を
賭
け
た
真
剣
な
・
「
こ
う
で
あ
っ
て
他
で
は
あ
り
え
な
い
」

決
断
の
瞬
間
に
お
い
て
永
遠
と
接
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま

り
（
再
ぴ
カ
ン
ト
的
に
言
う
な
れ
ぱ
）
永
遠
回
帰
の
理
念
は
行

　
　
　
　
　
＾
u
）

為
の
構
成
的
原
理
で
は
な
く
統
制
的
原
理
な
の
で
あ
る
。
か
く

し
て
「
も
は
や
確
実
性
に
で
は
な
く
不
確
実
性
に
快
感
を
感
じ

る
こ
と
．
も
は
や
〃
原
因
と
結
果
”
で
は
な
く
て
常
に
創
造
的

な
も
の
・
も
は
や
保
存
の
意
志
で
は
な
く
権
力
・
も
は
や
”
全

て
は
た
ん
に
主
観
的
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
！
”
と
謙
虚
に
言
う

の
で
は
な
く
て
、
〃
こ
れ
も
ま
た
私
た
ち
の
作
品
－
私
た
ち

は
こ
の
こ
と
を
誇
ろ
う
！
”
と
言
う
こ
と
L
（
里
．
畠
ω
．
S
蜆
。
）

こ
の
こ
と
が
「
永
遠
回
帰
の
思
想
に
耐
え
る
た
め
の
手
段
」

（
ま
e
と
な
る
。
ま
さ
に
”
我
々
の
バ
ー
ス
ベ
ク
テ
ィ
ヴ
は
た

ん
に
主
観
的
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
！
。
と
謙
虚
に
言
う
の
で
は

な
く
て
、
”
こ
れ
も
ま
た
私
た
ち
の
作
品
－
私
た
ち
は
こ
の

こ
と
を
誇
ろ
う
！
。
と
自
覚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
バ
ー
ス
ベ

ク
テ
ィ
ヴ
聞
の
権
力
闘
争
の
地
平
が
開
か
れ
る
。

　
ラ
イ
プ
ニ
ヅ
ツ
は
現
実
の
世
界
を
可
能
的
諸
世
界
の
う
ち
の

一
つ
と
し
て
位
置
付
け
た
。
「
シ
ー
ザ
ー
は
ル
ビ
コ
ン
川
を
渡

っ
た
」
と
い
う
よ
う
な
現
実
の
世
界
の
出
来
事
は
偶
然
的
真
理

で
あ
る
が
、
し
か
し
も
し
現
実
の
世
界
が
神
に
よ
っ
て
最
高
善

で
あ
る
よ
う
に
”
選
択
。
さ
れ
て
い
る
な
ら
が
、
そ
の
世
界
は

「
こ
う
で
あ
っ
て
他
で
は
あ
り
え
な
い
」
必
然
的
な
世
界
で
あ

る
こ
と
に
な
ろ
う
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
気
が
付
く
べ
き
で
あ
っ

た
こ
と
は
、
彼
が
選
択
し
た
神
に
よ
る
必
然
的
な
選
択
の
必
然
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的
理
論
が
、
そ
れ
自
体
一
つ
の
バ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
と
し
て
哲

学
の
世
界
に
お
い
て
選
択
さ
れ
る
べ
き
不
確
定
的
理
論
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
現
代
に
お
い
て
は
神
は
死
に
、
真
に
存
在
す
る
客
観
的
世
界

は
消
減
し
、
存
在
す
る
の
は
た
だ
諸
々
の
バ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ

だ
け
で
あ
る
。
権
別
へ
の
意
志
と
い
う
バ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を

持
つ
二
ー
チ
ェ
は
、
そ
の
永
遠
回
帰
説
に
お
い
て
一
見
不
確
定

的
権
力
闘
争
か
ら
逃
避
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
実

は
彼
は
永
遠
回
帰
の
覚
悟
で
「
他
で
は
あ
り
え
な
い
」
真
剣
な

決
断
に
お
い
て
、
「
他
の
決
断
で
は
あ
り
え
な
い
」
・
つ
ま
り
他

老
に
は
一
歩
も
譲
れ
な
い
直
剣
な
・
開
か
れ
た
対
他
的
権
力
闘

争
に
己
を
晒
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
《
賭

け
》
と
し
て
の
筈
匡
（
］
g
）
か
ら
《
遊
戯
》
と
し
て
の
筈
匡

（
〕
g
）
が
、
《
獅
子
の
精
神
》
が
、
モ
ダ
ン
な
一
方
向
の
生
成
か

ら
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
な
多
種
多
様
な
生
成
が
、
っ
ま
り
デ
ィ
オ
ニ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
2
）

ソ
ス
的
に
舞
踏
す
る
永
遠
回
帰
が
生
ま
れ
て
来
る
。
二
ー
チ
ェ

が
《
権
力
へ
の
意
志
》
で
念
頭
に
置
い
て
い
た
の
は
、
他
者
の

支
配
で
は
な
く
て
自
已
の
内
面
の
克
服
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
そ

れ
で
も
そ
れ
は
自
己
の
内
面
に
お
け
る
他
な
る
も
の
の
克
服

（
自
他
の
バ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
の
地
平
の
対
自
化
）
で
な
け
れ

ぱ
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
克
服
へ
の
努
力
（
そ
れ
に
は
完
結

は
な
い
）
は
、
お
の
れ
の
生
を
正
視
し
た
《
真
理
へ
の
意
志
》

で
も
あ
る
の
だ
。

　
（
1
）
地
平
概
念
の
検
討
に
関
し
て
は
拙
稿
「
『
地
平
の
哲
学
』
序

　
　
説
」
（
『
一
橋
論
叢
』
一
九
九
二
年
二
月
号
）
を
参
照
し
て
も
ら

　
　
え
れ
ば
幸
い
で
す
。

　
一
2
）
目
o
o
；
o
ω
ε
募
9
昌
ω
｝
『
奉
雪
く
昌
ρ
幸
．
－
き
・

　
　
目
マ
一
＝
①
『
凹
E
ω
①
目
o
胴
①
σ
o
＝
く
o
冒
O
I
－
．
O
o
『
ご
巴
F
｝
①
ニ
ヲ
H
o
o
o
o
9

　
　
｝
o
l
9
ω
．
呂
Φ
1

　
（
3
）
ま
庄
．

　
一
4
）
豆
①
5
旨
～
土
彗
済
o
巨
｛
↓
S
宗
『
ぎ
邑
o
q
一
享
8

　
　
α
弐
呂
；
｝
①
目
里
巨
ざ
｝
①
斥
昌
匡
曽
o
く
胃
一
訂
s
易
需
需
σ
雪

　
　
＜
o
目
貝
巾
o
α
①
昌
顯
コ
p
■
凹
目
o
き
『
H
o
o
寄
一
ω
．
o
。
ω
．

　
（
5
）
　
二
i
チ
ェ
も
「
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
措
定
す
る
力
」
が

　
　
主
観
で
あ
る
言
う
（
Z
ざ
房
O
ざ
．
ω
峯
實
ぎ
一
≧
守
＆
穴
『
0
＝
弓
『

　
　
＜
巴
晶
ぎ
5
冒
N
珂
困
庄
．
崖
一
ω
し
H
壮
・
）
。
な
お
以
下
こ
の
全

　
　
集
か
ら
の
引
用
は
、
本
文
中
に
巻
数
と
頁
数
の
み
を
記
し
て
行

　
　
う
。
引
用
文
中
の
［
］
は
、
引
用
老
の
補
足
で
あ
る
。

　
（
6
）
　
も
っ
と
も
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
も
相
対
性
理
論
を
先
取
り
す
る

　
　
よ
う
な
関
係
主
義
的
内
包
的
空
間
論
を
展
開
し
て
い
た
の
で
、

　
　
彼
の
バ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
論
も
超
近
代
的
1
1
超
ニ
ュ
i
ト
ン
的
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と
評
せ
な
く
も
な
い
。

（
7
）
　
シ
ェ
ー
ラ
ー
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
も
し
嫉
妬
の
対
象
と

　
な
る
人
に
対
し
て
実
質
的
な
復
讐
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら

　
ば
、
ル
サ
ン
チ
マ
ン
は
生
じ
な
い
（
竃
凹
メ
ω
9
9
實
o
o
竃
昌
・

　
冒
①
岸
①
峯
①
寿
9
卑
彗
o
ぎ
＜
胃
－
晶
巾
①
昌
目
目
α
…
旨
9
雪

（
8
）
　
超
人
は
政
治
的
・
実
際
的
な
「
権
力
」
を
握
ら
な
く
て
も
、

　
精
神
的
・
内
面
的
な
「
力
」
を
持
て
ぱ
そ
れ
で
よ
い
の
で
は
な

　
い
の
か
、
と
懐
う
向
き
も
あ
ろ
う
。
現
に
二
i
チ
ェ
が
ナ
チ
ズ

　
ム
と
結
ぴ
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
過
小
評
価
さ
れ
る
こ
と

　
を
恐
れ
る
人
（
例
え
ぱ
独
文
学
系
の
二
ー
チ
ェ
研
究
者
）
は
、

　
幸
…
①
、
；
竃
弩
津
の
竃
胃
巨
を
「
権
力
」
と
訳
ず
に
「
力
」

　
と
訳
そ
う
と
す
る
。
し
か
し
二
ー
チ
ェ
の
哲
学
を
脱
政
治
化
す

　
る
こ
と
こ
そ
二
ー
チ
ェ
を
過
少
評
価
す
る
こ
と
な
の
で
あ
っ
て
、

　
本
稿
で
は
”
昌
8
巨
”
を
「
権
力
」
・
”
穴
S
戸
を
「
力
」
と

　
訳
す
こ
と
に
し
た
。
政
治
的
・
実
際
的
な
「
権
力
」
は
握
っ
て

　
は
い
な
い
が
、
本
当
は
精
神
的
・
内
面
的
な
「
力
」
を
潜
在
的

　
に
は
持
て
い
る
の
だ
、
な
ど
と
女
々
し
く
陰
口
を
た
た
く
こ
と

　
が
あ
る
な
ら
ぱ
、
そ
れ
は
ル
サ
ン
チ
マ
ン
と
し
て
糾
弾
さ
れ
る

　
ぺ
き
事
柄
な
の
で
あ
る
。

（
9
）
　
「
神
の
中
に
は
、
万
物
の
源
泉
で
あ
る
カ
勺
9
ω
ω
竃
8
と
、

多
相
な
観
念
を
含
ん
で
い
る
知
性
と
、
常
に
最
善
を
選
ぼ
う
と

す
る
原
理
に
し
た
が
っ
て
変
化
や
生
産
を
引
き
起
こ
す
蔚
志
が

　
あ
る
。
こ
の
三
つ
は
、
創
造
さ
れ
た
モ
ナ
ド
の
中
に
あ
る
三
つ

　
の
も
の
、
即
ち
主
体
ω
邑
g
つ
ま
り
基
礎
と
表
象
の
能
力
と
欲

　
求
の
能
力
5
　
｝
彗
巨
誌
　
＞
暑
9
巨
き
に
対
応
し
て
い
る
L

　
（
冒
O
O
彗
富
8
巨
ω
9
昌
ω
〔
チ
『
津
竃
く
冒
ρ
幸
一
5
旨
邑
N
一

　
ω
p
9
ω
．
含
ト
）
。

（
1
0
）
　
そ
れ
ゆ
え
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
《
権
力
へ
の
意
志
》
と
《
永
遠

　
回
帰
》
が
根
底
に
い
て
同
一
で
あ
る
と
考
え
る
（
≦
＝
①
已
晶
・

　
○
目
R
一
；
9
易
9
①
一
乞
窃
ぎ
－
岨
芦
ω
ω
」
雷
ー
ミ
ど
。

（
u
）
　
自
然
科
学
的
に
永
遠
回
帰
説
を
論
証
す
る
こ
と
は
、
熱
力

　
学
の
第
二
法
則
を
受
け
入
れ
る
か
ぎ
り
不
可
能
で
あ
る
。
ジ
ン

　
メ
ル
は
一
方
は
他
方
の
π
倍
の
速
度
で
回
転
す
る
二
つ
の
車
輪

　
を
想
定
し
、
π
の
本
性
か
ら
言
っ
て
二
つ
の
車
輸
が
同
じ
状
態

　
に
戻
り
、
も
う
一
度
同
じ
こ
と
を
繰
り
返
す
こ
と
が
不
可
能
で

　
あ
る
こ
と
論
拠
に
、
永
遠
田
帰
説
に
疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
る

　
（
o
8
お
ω
弐
目
①
二
ω
9
o
篶
亭
彗
雪
…
庄
；
①
一
湯
g
9
崖
；

　
ω
ω
」
g
－
＞
目
員
）
。
だ
が
こ
の
議
論
は
車
論
を
永
遠
に
回
す

　
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
供
給
を
前
提
に
し
て
い
る
の
で
、
熱
の
終
息
に

　
よ
る
中
断
を
考
慮
に
入
れ
な
い
な
ら
、
π
の
展
開
が
循
環
小
数

　
に
な
ら
ず
に
無
限
に
続
く
と
い
う
数
学
的
可
能
的
事
実
を
述
べ

　
て
い
る
に
過
ぎ
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

（
1
2
）
Ω
＝
窃
U
色
①
昌
9
；
①
S
ω
o
訂
①
二
印
雲
＝
o
ω
o
昌
亘
｝

⊂
．
戸
－
8
ω
．
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
大
学
大
学
院
博
士
課
程
）
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