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は
じ
め
に

『
存
在
と
無
』〔
一
九
四
三
〕に
お
い
て
、サ
ル
ト
ル
は
自
己
と
他
者
と
の
関
係
を「
相
剋
」と
い
う
概
念
で
理
解
し
て
い
た
。
わ
れ
わ
れ
の「
眼

差
し
」
は
見
つ
め
る
も
の
を
「
モ
ノ
化
」
す
る
と
い
う
機
能
を
持
つ
が
ゆ
え
に
、
他
者
の
眼
差
し
に
晒
さ
れ
る
こ
と
は
自
己
が
モ
ノ
化
さ
れ
る

こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
わ
れ
わ
れ
は
自
ら
も
他
者
に
眼
差
し
を
向
け
る
こ
と
で
他
者
を
モ
ノ
化
し
、
自
己
の
モ
ノ
化
に
対
抗
す
る

で
あ
ろ
う
。
─
─
こ
こ
か
ら
帰
結
す
る
の
が
「
相
剋
」
と
い
う
関
係
性
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
『
実
存
主
義
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
』〔
一
九
四
五
〕
に
お
い
て
は
、
他
者
と
の
関
係
性
が
む
し
ろ
「
相
互
性
」
と
し
て
理

解
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
相
互
性
─
─
こ
れ
が
近
年
に
お
け
る
サ
ル
ト
ル
の
読
み
直
し
の
中
で
と
り
わ
け
脚
光
を
浴
び
て
い
る
概
念
で
あ
る

こ
と
は
い
ま
さ
ら
指
摘
す
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

し
か
し
、「
相
剋
」
と
い
う
関
係
性
と
「
相
互
性
」
と
い
う
関
係
性
が
容
易
に
接
続
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の

点
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。「
相
剋
」
と
い
う
概
念
に
結
晶
す
る
『
存
在
と
無
』
の
他
者
論
は
、サ
ル
ト
ル
自
身
の
手
に
よ
っ



柴　
　

田　
　

健　
　

志

二

て
ま
も
な
く
廃
棄
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
性
急
な
解
釈
は
、
お
そ
ら
く
間
違
っ
て
い
る
。
私
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
サ
ル
ト
ル
の

他
者
論
は
『
存
在
と
無
』
以
来
ほ
ぼ
一
貫
し
た
主
題
の
下
に
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
、そ
の
主
題
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
そ
れ
を
〈
意
志
の
共
有
〉
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
以
下
の
論
考
の
主
題
は
サ
ル
ト
ル
の
テ
キ
ス
ト
か
ら
こ
の
〈
意
志
の
共
有
〉
と
い
う
概
念
を
析
出
す
る
こ
と
で
あ
る
。

私
は
、『
実
存
主
義
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
』
に
お
け
る
「
責
任
」
の
概
念
を
分
析
す
る
こ
と
か
ら
始
め
、
そ
こ
か
ら
遡
っ
て
『
存
在

と
無
』
の
身
体
論
を
考
察
す
る
。
こ
の
考
察
を
通
し
て
、「
責
任
」
の
概
念
の
意
味
は
こ
の
テ
キ
ス
ト
の
中
だ
け
で
は
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、

む
し
ろ
『
存
在
と
無
』
の
身
体
論
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
瞭
に
理
解
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
私
は
示
し
て
い
く
が
、
そ
の
ね
ら
い

は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
テ
キ
ス
ト
の
連
続
性
を
強
調
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
連
続
性
を
作
り
出
し
て
い
る
思
想
が
〈
意
志
の
共
有
〉
と
い
う
概

念
で
解
釈
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

『
存
在
と
無
』
の
身
体
論
の
読
解
に
お
い
て
、
私
は
「
ミ
ラ
ー
ニ
ュ
ー
ロ
ン
」
と
い
う
仮
説
を
援
用
し
て
い
る
。「
ミ
ラ
ー
ニ
ュ
ー
ロ
ン
」
と

は
、
近
年
、
脳
神
経
科
学
の
分
野
で
注
目
を
集
め
て
い
る
仮
説
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
他
者
の
身
体
の
知
覚
に
選
択
的
に
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
て
い
る
ニ
ュ
ー
ロ
ン
で
あ
っ
て
、
現
象
学
的
な
身
体
論
の
科
学
的
証
拠
と
な
り
う
る
可
能
性
を
秘
め
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

こ
の
仮
説
は
第
四
節
で
言
及
さ
れ
る
が
、
そ
れ
に
先
立
つ
第
一
節
か
ら
第
三
節
ま
で
は
、
サ
ル
ト
ル
の
「
責
任
」
概
念
の
意
味
と
そ
の
問
題

点
を
明
確
に
す
る
作
業
に
費
や
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
一
　
サ
ル
ト
ル
の
「
責
任
」
概
念

　

サ
ル
ト
ル
の
「
責
任
」
の
概
念
は
、「
実
存
は
本
質
に
先
立
つ
」
と
い
う
実
存
主
義
の
根
本
テ
ー
ゼ
か
ら
帰
結
す
る
も
の
で
あ
る
。
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「
も
し
本
当
に
実
存
が
本
質
に
先
立
つ
と
す
れ
ば
、
人
間
は
自
ら
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
に
責
任
が
あ
る
」（
一
）。

そ
こ
で
、
サ
ル
ト
ル
の
「
責
任
」
の
概
念
の
意
味
を
理
解
す
る
に
は
、
そ
の
前
に
「
実
存
は
本
質
に
先
立
つ
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
の
意
味
を
理

解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

本
質
と
は
、
あ
る
も
の
が
ま
さ
に
そ
れ
で
あ
る
こ
と
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
よ
う
な
性
質
で
あ
る
。
人
間
に
つ
い
て
い
え
ば
、
現
実
に
存
在

す
る
個
々
の
人
間
を
ま
さ
に
人
間
た
ら
し
め
て
い
る
性
質
こ
そ
人
間
の
本
質
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
サ
ル
ト
ル
が
こ
の
テ
ー
ゼ
で
問
題
に
し
て

い
る
の
は
、
具
体
的
な
状
況
の
中
で
現
実
に
存
在
し
て
い
る
個
々
の
人
間
す
な
わ
ち
「
実
存 (existence)

」
と
、
人
間
の
本
質
と
い
う
普
遍
的

な
性
質
と
の
関
係
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
実
存
と
い
う
言
葉
で
言
い
表
さ
れ
る
個
々
の
人
間
の
現
実
的
な
存
在
が
、
人
間
の
本
質
と
い
う
普
遍

的
な
も
の
に
先
立
っ
て
い
る
と
、
サ
ル
ト
ル
は
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
こ
の
よ
う
な
主
張
は
い
っ
た
い
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
実
存
が
本
質
に
先
立
つ
と
い
う
こ
と
は
、
個
々
の
人
間
が
現
実
に

存
在
し
て
し
ま
っ
て
い
る
時
点
で
、
ま
だ
人
間
の
本
質
が
決
定
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
端
的
に
い
え
ば
、
人
間
の
本

質
は
存
在
し
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
間
の
本
質
が
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
と
は
何
か
と
い
う
問
い
に
答
え
ら
れ
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
テ
ー
ゼ
が
重
要
な
の
は
、
こ
の
よ
う
な
理
論
的
な
水
準
に
お
い
て
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
こ
の
テ
ー
ゼ
を
真
剣
に
受
け
止

め
る
こ
と
に
な
る
の
は
、
む
し
ろ
実
践
的
な
水
準
に
お
い
て
で
あ
る
。
私
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
人
間
と
は
何
か
と
い
う
問
い
に
は
人
間
は
何
を

な
す
べ
き
か
と
い
う
問
い
が
潜
在
的
に
含
ま
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
前
者
の
問
い
に
答
え
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
の
内
に
は
、
後
者
の
問
い

に
も
答
え
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
の
本
質
が
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
は
何
を
な
す
べ
き
か
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と
い
う
規
範
が
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
鮮
明
に
議
論
す
る
こ
と
な
し
に
、
サ
ル
ト
ル
の
「
責
任
」
概
念

を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
こ
で
、
サ
ル
ト
ル
の
テ
ー
ゼ
が
暗
黙
に
規
範
へ
の
言
及
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
点
を
『
実
存
主
義
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
』
の
テ
キ

ス
ト
に
も
と
づ
い
て
論
じ
て
み
よ
う
。

サ
ル
ト
ル
は
、
人
間
の
本
質
が
も
は
や
存
在
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
人
間
の
本
質
を
考
え
る
神
が
も
は
や
存
在
し
な
い
と
考
え
ら
れ

る
か
ら
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
ど
う
し
て
こ
う
い
う
議
論
が
成
立
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

本
質
と
は
感
覚
さ
れ
る
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
意
味
で
は
人
間
の
本
質
を
人
間
の

概
念
と
言
い
換
え
て
よ
い
。
と
こ
ろ
で
、
人
間
自
身
が
制
作
し
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
が
制
作
さ
れ
る
以
前
に
人
間
の
精
神
の
中
に
そ
の
概

念
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
考
え
方
を
人
間
に
当
て
は
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
人
間
と
い
う
も

の
は
人
間
自
身
が
作
っ
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
間
の
概
念
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
人
間
を
制
作
し
た
知
性
の
存

在
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
よ
う
な
人
間
以
上
の
知
性
と
は
神
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
神
が
も
は
や
存
在

し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
人
間
の
本
質
が
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
そ
の
論
理
的
な
帰
結
で
し
か
な
い
。

で
は
こ
の
よ
う
な
議
論
の
い
っ
た
い
ど
こ
に
規
範
へ
の
言
及
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
論
じ
る
た
め
に
、
サ
ル
ト
ル
自

身
が
用
い
て
い
る
例
を
使
う
と
た
い
へ
ん
分
か
り
や
す
い
。
サ
ル
ト
ル
は
人
間
の
概
念
と
は
神
の
知
性
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と

い
う
伝
統
的
な
形
而
上
学
（
デ
カ
ル
ト
や
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
形
而
上
学
）
を
説
明
す
る
た
め
に
「
ペ
ー
パ
ー
ナ
イ
フ
」
の
概
念
を
例
に
と
っ
て

い
る
。
な
ぜ
「
ペ
ー
パ
ー
ナ
イ
フ
」
な
の
か
。
多
少
の
補
足
説
明
を
加
え
つ
つ
、
サ
ル
ト
ル
の
議
論
を
ま
と
め
て
み
よ
う
。

ペ
ー
パ
ー
ナ
イ
フ
の
概
念
は
、個
々
の
ペ
ー
パ
ー
ナ
イ
フ
が
現
実
に
存
在
す
る
前
に
、製
造
者
の
精
神
の
中
に
あ
る
。
そ
の
概
念
は
ペ
ー
パ
ー

ナ
イ
フ
の
用
途
、
目
的
を
含
ん
で
い
る
。
現
実
存
在
の
前
に
概
念
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
が
制
作
し
た
も
の
に
共
通
す
る
性
質
で
あ
る
。
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そ
こ
で
も
し
、
人
間
と
い
う
存
在
も
ペ
ー
パ
ー
ナ
イ
フ
の
よ
う
な
ひ
と
つ
の
制
作
物
で
あ
る
と
考
え
れ
ば
、
そ
の
作
者
は
神
以
外
に
な
い
こ
と

に
な
る
。
わ
れ
わ
れ
が
も
の
を
制
作
す
る
場
合
、
作
る
前
に
ま
ず
そ
の
概
念
を
考
え
る
よ
う
に
、
神
も
ま
た
人
間
の
概
念
を
考
え
た
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
サ
ル
ト
ル
は
次
の
よ
う
に
書
く
。

「
人
間
と
い
う
概
念
は
、神
の
精
神
の
中
で
は
、製
造
者
の
精
神
の
中
に
あ
る
ペ
ー
パ
ー
・
ナ
イ
フ
の
概
念
と
同
一
で
あ
る
と
み
な
し
う
る
」（
二
）。

重
要
な
点
は
、
サ
ル
ト
ル
が
伝
統
的
な
形
而
上
学
の
発
想
を
説
明
す
る
際
に
、
ペ
ー
パ
ー
ナ
イ
フ
の
概
念
と
人
間
の
概
念
と
の
類
似
に
特
に

注
意
を
引
き
つ
け
よ
う
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
ペ
ー
パ
ー
ナ
イ
フ
に
つ
い
て
い
い
う
る
こ
と
は
、
そ
の
ま
ま
人
間
に
つ
い
て
も
い
い
う
る
と

い
う
論
理
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
ペ
ー
パ
ー
ナ
イ
フ
の
概
念
に
は
そ
の
用
途
、
目
的
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い

う
指
摘
が
次
の
よ
う
な
重
要
性
を
も
っ
て
く
る
こ
と
に
気
づ
く
は
ず
で
あ
る
。

確
か
に
、
ペ
ー
パ
ー
ナ
イ
フ
を
ま
さ
に
ペ
ー
パ
ー
ナ
イ
フ
た
ら
し
め
て
い
る
の
は
そ
の
用
途
、
目
的
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
何
の

た
め
に
使
う
も
の
で
あ
る
か
が
は
っ
き
り
し
な
け
れ
ば
、
ペ
ー
パ
ー
ナ
イ
フ
な
ど
制
作
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
当
た
り
前
の
こ

と
の
よ
う
で
あ
る
が
、
ペ
ー
パ
ー
ナ
イ
フ
の
概
念
に
は
ペ
ー
パ
ー
ナ
イ
フ
と
は
こ
う
い
う
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
規
範
が
含
ま
れ

て
い
る
と
い
う
点
に
こ
こ
で
気
づ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ペ
ー
パ
ー
ナ
イ
フ
の
用
途
、
目
的
を
考
慮
す
る
こ
と
な
し
に
ペ
ー
パ
ー
ナ
イ
フ
を

制
作
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
ペ
ー
パ
ー
ナ
イ
フ
の
用
途
、
目
的
と
は
、
ペ
ー
パ
ー
ナ
イ
フ
の
本
質
で
あ
り
か
つ
規
範
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
本
質
と
は
じ
つ
は
規
範
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
と
同
様
の
こ
と
が
人
間
に
も
い
い
う
る
と
す
る
と
、
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
人
間
の
概
念
が
存
在
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
概
念
の
中

に
は
人
間
と
は
こ
う
い
う
も
の
で
あ
る

0

0

0

と
い
う
本
質
規
定
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
の
本
質
規
定
は
同
時
に
人
間
と
は
こ
う
い
う
も
の
で
な

0

0
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け
れ
ば
な
ら
な
い

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
規
範
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
た
が
っ
て
、
人
間
の
本
質
が
存
在
し
な
い
と
い
う
実
存
主
義
の
テ
ー
ゼ
は
、
現
実
に
存
在
す
る
個
々
の
人
間
が
し
た
が
う
べ
き
人
間
の
規
範

が
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
暗
黙
に
含
意
し
て
い
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
人
間
と
は
何
か
と
い
う
本
質
に
関
す
る
問
い
に
も
は
や
わ
れ
わ

れ
が
答
え
ら
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
と
同
時
に
わ
れ
わ
れ
は
自
分
た
ち
人
間
が
ど
う
存
在
す
べ
き
か
と
い
う
問
い
に
も
答
え
ら
れ
な
い
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
お
の
れ
の
生
を
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
律
す
る
こ
と
の
で
き
る
規
範
と
な
り
う
る
人
間
の
概
念
が
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
意
味
で
人
間
は
ま
っ
た
く
自
由
で
あ
る
と
サ
ル
ト
ル
は
書
く
。
し
か
し
自
由
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
何
ら
か
の
規
範
に
よ
っ
て
お
の

れ
の
行
為
を
導
く
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
意
味
し
て
い
る
。
サ
ル
ト
ル
が
「
人
間
は
自
由
の
刑
に
処
せ
ら
れ
て
い
る
」（
三
）
と

い
う
の
は
こ
の
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。

こ
こ
で
よ
う
や
く
「
責
任
」
の
概
念
を
位
置
づ
け
る
文
脈
が
現
れ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
サ
ル
ト
ル
の
い
う
「
責
任
」
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味

で
の
「
自
由
」
と
表
裏
に
あ
る
概
念
な
の
で
あ
る
。
サ
ル
ト
ル
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
、
規
範
が
命
ず
る
と
こ
ろ
に
お
の
れ
を
従
わ

せ
る
の
で
は
な
く
、
ま
っ
た
き
「
自
由
」
に
よ
っ
て
選
択
し
行
為
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
行
為
に
は
「
責
任
」
が
つ
い
て
回
る

こ
と
に
な
る
。
は
じ
め
に
引
用
し
た
文
章
を
こ
こ
で
も
う
い
ち
ど
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
み
よ
う
。

「
も
し
本
当
に
実
存
が
本
質
に
先
立
つ
と
す
れ
ば
、
人
間
は
自
ら
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
に
責
任
が
あ
る
」。

こ
の
文
章
の
意
味
は
も
う
す
で
に
十
分
明
瞭
で
あ
ろ
う
。
実
存
主
義
の
テ
ー
ゼ
に
よ
っ
て
「
人
間
は
×
×
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
形
式
の

規
範
を
す
べ
て
拒
絶
し
た
地
平
に
ま
っ
た
き
「
自
由
」
が
出
現
す
る
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
「
自
由
」
は
自
己
の
存
在
の
選
択
が
す
べ
て
自

分
に
の
し
か
か
っ
て
く
る
と
い
う
重
苦
し
い
「
責
任
」
の
概
念
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。
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二
　
サ
ル
ト
ル
の
「
責
任
」
概
念
の
問
題
点

わ
れ
わ
れ
の
行
為
と
は
、
す
べ
て
自
由
な
選
択
の
結
果
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
が
ゆ
え
に
、「
責
任
」
が
発
生
す
る
と
い
う
点
が
サ
ル
ト
ル

の
「
責
任
」
概
念
に
お
い
て
重
要
な
点
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
自
由
な
選
択
が
責
任
を
帰
結
す
る
と
い
う
論
理
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
で

あ
ろ
う
。

で
は
、
こ
の
論
理
は
自
明
な
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
私
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
こ
の
論
理
は
ま
っ
た
く
自
明
で
は
な
い
。
実
存
主
義
の

テ
ー
ゼ
は
、
人
間
の
本
質
の
存
在
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
時
に
人
間
に
と
っ
て
の
道
徳
的
規
範
の
存
在
も
否
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
規
範
が
存
在
し
な
い
が
ゆ
え
に
わ
れ
わ
れ
は
「
自
由
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
「
責
任
」
と
い
う
概
念

が
出
て
き
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
サ
ル
ト
ル
の
論
理
に
お
い
て
は
規
範
の
存
在
の
否
定
か
ら
「
責
任
」
が
導
き
出
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
論
理
の
筋
道

は
決
し
て
自
然
な
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
「
責
任
」
と
い
う
概
念
は
む
し
ろ
規
範
の
存
在
を
前
提
し
た
と
き
に
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
規
範
の
存
在
か
ら
「
責
任
」
を
導
き
出
す
と
い
う
の
が
論
理
と
し
て
は
自
然
な
の
で
あ
っ
て
、
サ
ル

ト
ル
の
よ
う
に
規
範
の
存
在
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
こ
と
か
ら
出
て
く
る
と
思
わ
れ
る
当
然
の
帰
結
は
、
む
し
ろ
「
責
任
」
の
概
念
が
破
壊
さ

れ
る
と
い
う
事
態
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
サ
ル
ト
ル
は
、「
責
任
」
が
破
壊
さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
わ
れ
わ
れ
は
「
責
任
」
を
負
わ
さ

れ
る
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
点
を
も
う
少
し
分
析
的
に
た
ど
っ
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
ず
、
規
範
の
存
在
を
認
識
す
る
こ
と
か
ら
「
責
任
」
が
出
て
く
る
と

い
う
論
理
で
あ
る
。
こ
の
論
理
の
正
当
性
を
明
確
に
す
れ
ば
、
規
範
の
否
定
0

0

か
ら
「
責
任
」
が
出
て
く
る
と
い
う
サ
ル
ト
ル
の
主
張
は
、
解
釈
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を
必
要
と
す
る
一
個
の
問
題
と
し
て
認
識
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。

規
範
と
は「
×
×
す
べ
き
」と
い
う
こ
と
の
認
識
で
あ
る
。
具
体
的
な
状
況
に
お
い
て
、わ
れ
わ
れ
が「
×
×
す
べ
き
」と
認
識
す
る
こ
と
か
ら
、

そ
れ
を
遂
行
す
る
と
い
う
「
責
任
」
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
規
範
が
認
識
さ
れ
な
け
れ
ば
「
責
任
」
な
ど
あ
り
え
な
い
。
少
な
く

と
も
、
行
為
者
本
人
に
と
っ
て
は
「
責
任
」
は
存
在
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
行
為
者
本
人
が
規
範
を
認
識
し
て
い
な
い
場
合
に
も
、
い
わ
ば
外
か

ら
「
責
任
」
が
課
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
論
点
に
は
、
こ
こ
で
は
触
れ
ず
に
お
く
こ
と
に
す
る
。

行
為
者
本
人
に
と
っ
て
「
責
任
」
が
存
在
す
る
の
は
、
あ
く
ま
で
本
人
が
規
範
を
認
識
し
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
自
体
は
真
で
あ

ろ
う
。「
×
×
す
べ
き
」
と
い
う
認
識
に
も
と
づ
い
て
、
そ
の
命
ず
る
行
為
を
遂
行
し
た
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
「
責
任
」
を
果
た
し
た
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
。
規
範
の
認
識
か
ら
「
責
任
」
が
出
て
く
る
と
い
う
の
は
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
規
範
と
責
任
は
じ
つ
は
水
準
が
異
な
る
。
規
範
と
は
、
類
似
の
状
況
下
で
は
す
べ
て
の
人
間
が
従
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
普
遍

的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
責
任
を
負
わ
さ
れ
る
の
は
個
々
人
以
外
の
誰
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
論
理
の
特
質
が
、

普
遍
か
ら
個
別
を
導
く
と
い
う
点
に
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
論
理
は
三
段
論
法
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
厳
密
に
一
致
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

す
な
わ
ち
、
規
範
の
認
識
か
ら
責
任
が
発
生
す
る
論
理
は
次
の
よ
う
な
形
で
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

人
間
は
×
×
す
べ
き
で
あ
る
。［
大
前
提
］

　
　

と
こ
ろ
で
○
○
は
人
間
で
あ
る
。［
小
前
提
］

　
　

し
た
が
っ
て
○
○
は
×
×
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。［
結
論
］
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さ
て
、
こ
の
よ
う
に
三
段
論
法
の
形
で
表
現
し
て
み
る
と
分
か
っ
て
く
る
こ
と
が
あ
る
。
規
範
の
認
識
［
大
前
提
］
か
ら
責
任
［
結
論
］
を

導
く
に
は
媒
介
［
小
前
提
］
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
媒
介
の
役
目
を
果
た
す
の
が
、
特
殊
な
存
在
で
あ
る
個
々
の
人
間
が
自
分
自
身
を
「
人
間
」

と
い
う
普
遍
の
中
に
包
摂
す
る
判
断
（「
私
は
人
間
で
あ
る
」）
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、「
人
間
」
の
概
念
と
は
、
規
範
の
認
識
か
ら
「
責
任
」
が
導
き
出
さ
れ
る
た
め
に
不
可
欠
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
実

存
主
義
の
テ
ー
ゼ
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
た
の
は
ま
さ
に
「
人
間
」
の
概
念
（
本
質
）
な
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
何
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
か
。

「
人
間
は
×
×
す
べ
き
」
と
い
う
規
範
が
破
壊
さ
れ
る
こ
と
で
全
面
的
な
「
自
由
」
が
帰
結
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
論
理
は
明
快

で
あ
ろ
う
。
個
々
人
の
生
に
規
律
を
与
え
、
生
活
の
場
面
場
面
で
個
々
人
に
一
定
の
行
為
を
強
制
す
る
規
範
が
否
定
さ
れ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
に

は
何
を
し
て
も
よ
い
と
い
う
意
味
で
の
「
自
由
」
が
残
さ
れ
る
だ
け
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
れ
と
と
も
に
「
責
任
」
も
破
壊
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
「
責
任
」
と
は
自
己
の
存
在
を
「
人
間
」
と
い
う
普
遍
の
中

に
包
摂
す
る
こ
と
で
発
生
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
論
理
は
社
会
学
的
な
意
味
に
お
い
て
も
現
実
性
を
も
っ
て
い

る
。
わ
れ
わ
れ
は
自
己
を
集
団
か
ら
切
り
離
す
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
集
団
に
同
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
責
任
を
負
っ
た
強

い
《
個
》
の
意
識
を
確
立
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。
個
は
自
ら
を
普
遍
に
包
摂
す
る
こ
と
で
道
徳
的
な
主
体
と
化
す
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
サ
ル
ト
ル
は
規
範
の
否
定
か
ら
自
由
を
導
い
た
後
、
そ
の
自
由
と
表
裏
の
も
の
と
し
て
「
責
任
」
が
発
生
す
る
と
主
張
し
て
い

る
。
な
ぜ
こ
う
い
う
こ
と
が
主
張
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
や
、
こ
の
論
理
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
集
団
へ
の

同
化
を
拒
ん
だ
個
が
引
き
受
け
る
「
責
任
」
と
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
「
責
任
」
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
疑
問
が
サ
ル
ト
ル
の
「
責

任
」
概
念
を
理
解
す
る
た
め
の
急
所
と
な
る
こ
は
す
で
に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
以
下
で
は
、
こ
の
論
理
を
掘
り
下
げ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
サ
ル
ト
ル
の
「
責
任
」
の
概
念
を
い
か
な
る
意
味
で
理
解
し
う

る
か
を
考
察
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
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三
　
新
し
い
「
責
任
」
概
念

「
自
由
」
と
表
裏
の
も
の
と
し
て
主
張
さ
れ
る
「
責
任
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
た
め
に
、
サ
ル
ト
ル
の
い
う
「
自
由
」
を
も
う
少
し
掘
り

下
げ
て
見
て
み
よ
う
。
く
り
返
し
て
い
え
ば
、
実
存
主
義
の
テ
ー
ゼ
が
否
定
し
た
の
は
人
間
の
本
質
の
存
在
で
あ
る
が
、
人
間
の
本
質
な
い
し

概
念
を
否
定
す
る
こ
と
は
、
人
間
に
と
っ
て
の
道
徳
的
規
範
の
存
在
を
否
定
す
る
と
い
う
実
践
的
な
意
味
を
含
ん
で
い
た
。
わ
れ
わ
れ
は
も
は

や
「
×
×
す
べ
し
」
と
い
う
命
令
に
従
う
必
要
は
な
い
。
そ
れ
が
サ
ル
ト
ル
の
い
う
「
自
由
」
の
意
味
で
あ
る
。

さ
て
、「
自
由
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
何
も
か
も
を
自
分
自
身
で
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
が
、
そ

の
決
定
は
、
道
徳
的
規
範
や
社
会
的
因
習
を
遵
守
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
都
度
の
決
定
は
ま
っ
た
く
の
無
か
ら
出

て
く
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
で
、
サ
ル
ト
ル
の
「
自
由
」
は
デ
カ
ル
ト
の
「
自
由
」
に
極
め
て
近
い
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
サ

ル
ト
ル
は
デ
カ
ル
ト
の
自
由
の
概
念
を
次
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
が
、
そ
の
理
解
は
サ
ル
ト
ル
自
身
の
自
由
の
概
念
に
重
な
り
合
う
も
の
な

の
で
あ
る
。

「
自
由
の
概
念
は
絶
対
的
自
律
性
の
要
求
を
含
ん
で
い
る
こ
と
、
自
由
な
行
為
と
は
、
そ
の
胚
種
が
世
界
の
前
の
状
態
の
う
ち
に
含
ま
れ
得

な
い
と
こ
ろ
の
絶
対
的
に
新
た
な
生
産
で
あ
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
自
由
と
創
造
は
た
だ
ひ
と
つ
の
も
の
に
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
と
、
こ
れ
ら
の
こ

と
を
デ
カ
ル
ト
は
完
全
に
理
解
し
て
い
た
」（『
デ
カ
ル
ト
の
自
由
』〔
一
九
四
五
〕）（
四
）。

で
は
こ
の
よ
う
な
、
自
己
自
身
の
意
志
以
外
の
何
も
前
提
し
な
い
よ
う
な
決
定
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
具
体
的
な
状
況
の
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中
で
そ
の
都
度
何
か
を
決
定
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
場
合
、
そ
の
決
定
は
「
×
×
す
べ
し
」
と
い
う
命
令
に
従
っ
て

は
な
ら
な
い
。
も
し
そ
れ
が
許
さ
れ
る
な
ら
、
自
己
自
身
の
意
志
以
外
に
規
範
の
存
在
を
認
め
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

サ
ル
ト
ル
が
要
求
す
る
の
は
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
の
意
志
決
定
で
あ
る
。
実
際
に
は
、
こ
の
意
志
決
定
は
「
選
択
」
と
い
う
形
を
と
る
で
あ

ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
に
決
定
を
迫
る
具
体
的
な
状
況
と
は
複
雑
な
文
脈
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
解
が
ひ
と
つ
し

か
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

「
選
択
」
と
い
う
局
面
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
自
分
自
身
に
こ
う
問
い
か
け
る
で
あ
ろ
う
。「
ど
う
す
べ
き
か
」
と
。
意
志
決
定
が
ま
っ
た

く
の
無
か
ら
な
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
何
の
考
量
も
欠
い
た
恣
意
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ

て
「
自
由
」
な
存
在
に
お
い
て
も
、「
ど
う
す
べ
き
か
」
と
い
う
自
問
が
意
志
決
定
に
先
行
し
て
発
せ
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、
す
で
に
存
在
す
る
規
範
に
従
う
と
い
う
形
で
こ
の
問
い
か
け
に
答
え
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
課

せ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
き
た
結
果
、
次
の
点
が
す
で
に
明
白
に
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。「
選
択
」
と
い
う
自
由
な
意
志
決
定
の
局
面
に
お
い
て
、

あ
ら
か
じ
め
否
定
さ
れ
た
は
ず
の
規
範
的
表
現
（
×
×
す
べ
し
）
が
、
疑
問
文
の
形
を
と
っ
て
回
帰
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
選
択
」
と
は
、

あ
れ
か
こ
れ
か
と
考
量
し
た
上
で
、
あ
れ
よ
り
も
こ
れ
を
「
す
べ
き
で
あ
る
」
と
決
定
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

で
は
、こ
こ
に
出
現
し
た
規
範
的
表
現（
×
×
す
べ
し
）を
ど
う
考
え
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
指
摘
し
う
る
こ
と
は
、ま
っ

た
き
自
由
な
意
志
決
定
に
規
範
が
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
点
は
重
要
で
あ
る
。
サ
ル
ト
ル
の
「
責
任
」
概
念
の
問
題
は
、
本

来
は
規
範
を
前
提
し
な
け
れ
ば
成
立
し
な
い
「
責
任
」
の
概
念
が
、
規
範
を
否
定
し
た
上
で
主
張
さ
れ
て
い
る
点
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ

ろ
が
、
規
範
の
否
定
の
帰
結
と
し
て
あ
っ
た
サ
ル
ト
ル
の
「
自
由
」
の
概
念
を
掘
り
下
げ
て
み
た
結
果
、
そ
の
中
に
規
範
の
概
念
が
い
つ
の
間

に
か
回
帰
し
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
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し
た
が
っ
て
、
サ
ル
ト
ル
が
『
実
存
主
義
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
』
の
文
脈
で
「
責
任
」
の
概
念
を
持
ち
出
す
こ
と
に
、
じ
つ
は
論
理

的
な
飛
躍
は
存
在
し
な
い
。「
×
×
す
べ
き
」
と
い
う
規
範
的
な
言
明
に
則
っ
て
行
為
が
な
さ
れ
て
い
る
以
上
、
そ
の
行
為
の
主
体
が
「
責
任
」

を
負
う
こ
と
に
な
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
考
察
か
ら
次
の
点
が
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
サ
ル
ト
ル
は
、「
自
由
」
と
「
責
任
」
と
い
う
本
来
は
結
び
つ
か
な
い
も
の
を
結

び
つ
け
、わ
れ
わ
れ
は
「
自
由
」
だ
か
ら
と
に
か
く
「
責
任
」
が
あ
る
の
だ
と
意
味
不
明
の
強
弁
を
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、「
自

由
」
か
ら
な
ぜ
「
責
任
」
が
出
て
く
る
の
か
と
い
く
ら
問
う
て
も
無
意
味
で
あ
る
。
サ
ル
ト
ル
読
解
の
ポ
イ
ン
ト
は
も
っ
と
別
の
点
に
あ
る
と

考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
な
わ
ち
、「
選
択
」
と
い
う
局
面
に
お
い
て
回
帰
し
た
規
範
は
、
す
で
に
否
定
さ
れ
た
規
範
と
同
じ
意
味
を
持
っ
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ

て
ま
た
そ
こ
か
ら
帰
結
す
る
「
責
任
」
も
通
常
の
意
味
で
の
責
任
と
は
異
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
は
こ
れ
ら
が
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

こ
の
問
い
に
対
す
る
答
え
は
、『
実
存
主
義
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
』
の
中
の
次
の
よ
う
な
テ
キ
ス
ト
か
ら
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
わ
れ
わ
れ
が
、
人
間
は
自
ら
を
選
択
す
る
と
い
う
と
き
、
わ
れ
わ
れ
が
意
味
す
る
の
は
、
各
人
が
そ
れ
ぞ
れ
自
分
自
身
を
選
択
す
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
が
、
し
か
し
ま
た
、
各
人
は
自
ら
を
選
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
人
間
を
選
択
す
る
と
い
う
こ
と
を
も
意
味
し
て
い
る
。

実
際
、
わ
れ
わ
れ
の
な
す
行
為
の
う
ち
、
わ
れ
わ
れ
が
あ
ろ
う
と
望
む
人
間
を
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
時
に
、
人
間
は
ま
さ
に
か
く
あ
る
べ

き
だ
と
わ
れ
わ
れ
の
考
え
る
よ
う
な
、
そ
の
よ
う
な
人
間
像
を
作
ら
な
い
行
為
は
ひ
と
つ
も
な
い
」（
五
）。

サ
ル
ト
ル
の
論
理
は
次
の
よ
う
に
理
解
し
う
る
で
あ
ろ
う
。「
選
択
」
と
い
う
局
面
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
「
ど
う
す
べ
き
か
」
を
自
問
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せ
ね
ば
な
ら
ず
、
ま
た
そ
の
問
い
に
答
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、
参
照
す
べ
き
規
範
は
す
で
に
否
定
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ

ゆ
え
、「
×
×
す
べ
き
」
と
い
う
規
範
は
、
自
己
自
身
が
設
定
し
た
規
範
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
自
分
が
自
分
の

た
め
に
設
定
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
「
×
×
す
べ
き
」
と
い
う
言
表
に
な
っ
て
い
る
以
上
、
そ
れ
を
自
分
自
身
に
し
か
関
わ

り
の
な
い
も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、「
べ
き
」
と
い
う
言
葉
は
自
分
だ
け
に
関
わ
る
事
柄
を
言
表

す
る
と
い
う
機
能
を
も
た
な
い
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
「
べ
き
」
と
い
う
語
に
は
、
万
人
に
関
わ
る
普
遍
的
な
事
柄
を
言
表
す
る
機
能
が
埋
め

込
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
個
人
的
な
選
択
の
場
面
に
お
い
て
で
あ
れ
、
い
っ
た
ん
「
×
×
す
べ
き
」
と
認
識
し
て
し
ま
っ
た
以
上
、
そ
の

選
択
は
つ
ね
に
人
間
の
選
択
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
本
人
が
そ
の
よ
う
に
意
図
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
「
べ
き
」
と
い
う
言
葉
の

力
に
よ
っ
て
そ
う
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
理
解
に
も
と
づ
く
と
、
サ
ル
ト
ル
の
規
範
の
概
念
の
意
味
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
通
常
は
、
規

範
と
は
個
人
を
越
え
た
普
遍
的
規
則
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
個
人
に
対
し
て
は
命
令
と
し
て
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ

に
対
し
、
サ
ル
ト
ル
に
お
い
て
は
規
範
が
個
人
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
る
と
い
う
点
が
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
規
範
と
は
、
個
人
の
創

造
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

サ
ル
ト
ル
は
こ
こ
か
ら
「
責
任
」
を
導
き
出
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
責
任
は
、
自
己
お
よ
び
他
者
に
対
す
る
責
任
で
あ
る
と
い

う
の
で
あ
る
。

「
こ
う
し
て
私
は
私
自
身
に
対
し
、
そ
し
て
万
人
に
対
し
て
責
任
を
負
い
、
私
の
選
ぶ
あ
る
人
間
像
を
作
り
上
げ
る
。
私
を
選
ぶ
こ
と
に
よ
っ

て
私
は
人
間
を
選
ぶ
の
で
あ
る
」（
六
）。
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さ
て
、
こ
の
「
責
任
」
の
意
味
を
ど
う
理
解
す
れ
ば
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
実
存
主
義
の
テ
ー
ゼ
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
た
「
責
任
」
と
対
比
し

て
考
え
て
み
よ
う
。
図
式
的
に
い
え
ば
、
破
壊
さ
れ
た
責
任
は
既
存
の
規
範
に
従
う
と
い
う
責
任
で
あ
り
、
責
任 (responsabilité) 

と
い
う

よ
り
む
し
ろ
責
務 (obligation) 

で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
サ
ル
ト
ル
が
主
張
す
る
の
は
、
新
た
に
規
範
を
設
定
し
た
結
果
と
し
て
背
負
い
込

ま
れ
る
責
任
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
違
い
は
ど
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
ら
の
違
い
を
明
確
に
す
る
た
め
に
は
、
こ
こ
で
他
者
と
の
関
係
と
い
う
視
点
を
導
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

道
徳
的
責
務
と
い
う
意
味
に
お
け
る
責
任
は
、
道
徳
的
規
範
に
従
う
責
任
で
あ
る
。
い
っ
け
ん
す
る
と
、
こ
こ
に
は
他
者
と
の
関
係
は
存
在

し
な
い
。
し
か
し
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
や
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
カ
ン
ト
に
反
対
し
て
主
張
し
た
よ
う
に
、
道
徳
的
規
範
と
は
社
会
か
ら
の
命
令
で
あ
る

と
す
れ
ば
、こ
こ
に
は
や
は
り
他
者
と
の
関
係
が
成
立
し
て
い
る
と
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
（
七
）。
す
な
わ
ち
、わ
れ
わ
れ
が
責
任
を
自
覚
す
る
時
、

わ
れ
わ
れ
は
「
×
×
せ
よ
、
さ
も
無
く
ば
…
」
と
い
う
匿
名
の
声
を
聴
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
意
味
で
の
責
任
に
付
随
す

る
感
情
は
、
規
範
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
社
会
か
ら
排
除
さ
れ
る
と
い
う
怖
れ
の
感
情
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

こ
れ
に
対
し
、
サ
ル
ト
ル
の
「
責
任
」
が
他
者
に
対
す
る
責
任
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
点
は
始
め
か
ら
明
白
で
あ
る
。
意
味
は
ま
だ
不
明
で

あ
る
と
し
て
も
、
と
も
か
く
サ
ル
ト
ル
自
身
は
そ
う
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

で
は
、
こ
こ
で
の
他
者
と
の
関
係
は
ど
ん
な
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
個
人
の
「
選
択
」
は
個
人
的
な
も
の
で
は
終
わ
ら
ず
、
規
範
の
創
造

で
あ
り
、
提
案
な
の
で
あ
っ
た
。
無
論
、
自
分
以
外
の
す
べ
て
の
人
間
に
向
か
っ
て
提
案
す
る
わ
け
で
あ
る
。
自
分
が
善
か
れ
と
思
う
こ
と
を

他
の
人
間
に
も
提
案
す
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
い
か
ら
す
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、「
べ
き
」
と
い
う
言
葉
の

力
に
よ
っ
て
そ
う
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

す
る
と
、「
×
×
す
べ
し
」
と
い
う
提
案
に
対
し
て
は
、「
な
ぜ
×
×
す
べ
き
な
の
か
」
と
い
う
質
疑
あ
る
い
は
反
論
等
々
が
返
っ
て
く
る
こ

と
が
当
然
予
想
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。「
×
×
す
べ
き
」
と
い
う
言
葉
は
万
人
を
巻
き
込
む
の
で
あ
る
か
ら
。
し
た
が
っ
て
、
提
案
し
た
以
上
は
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そ
れ
ら
に
答
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
が
サ
ル
ト
ル
の
い
う
「
責
任 (responsabilité)

」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
サ

ル
ト
ル
は
「
責
任
」
と
い
う
言
葉
を
そ
の
本
来
の
意
味
で
、す
な
わ
ち
「
応
答
能
力
」
と
い
う
意
味
で
用
い
て
い
る
と
解
釈
し
う
る
の
で
あ
る
。

以
上
が
、
サ
ル
ト
ル
の
「
責
任
」
の
概
念
に
対
す
る
私
の
解
釈
で
あ
る
。
要
点
の
み
を
く
り
返
し
て
述
べ
て
お
こ
う
。

人
間
の
本
質
（
概
念
）
も
ろ
と
も
既
存
の
道
徳
的
規
範
を
破
壊
し
た
後
で
自
由
に
な
っ
た
個
々
人
の
選
択
と
い
う
局
面
に
お
い
て
規
範
が
再

び
回
帰
し
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
が
ゆ
え
に
、「
責
任
」
の
概
念
が
意
味
あ
る
も
の
と
し
て
導
き
出
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
解
釈
に
も
と
づ
い

て
結
論
し
う
る
「
責
任
」
の
意
味
は
次
の
よ
う
に
述
べ
直
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
自
由
な
人
間
が
自
分
に
固
有
の
文
脈
で
自
分
の
た
め
に
選
択

し
た
事
柄
で
あ
っ
た
は
ず
の
も
の
が
、「
×
×
す
べ
き
」
と
い
う
言
葉
の
用
法
に
よ
っ
て
普
遍
的
な
提
案
と
な
っ
て
し
ま
い
、
そ
れ
ゆ
え
こ
の

自
由
な
人
間
は
自
分
の
提
案
に
対
す
る
他
者
た
ち
の
質
疑
に
答
え
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
立
場
に
立
た
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
「
責
任
」

の
概
念
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
ま
と
め
て
み
る
と
、サ
ル
ト
ル
の
哲
学
に
お
け
る
「
責
任
」
の
概
念
の
重
要
性
が
い
く
ら
か
は
明
確
に
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

「
責
任
」
の
概
念
が
『
実
存
主
義
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
』
以
後
の
サ
ル
ト
ル
の
実
践
的
な
議
論
の
中
で
重
要
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で

も
な
い
。
そ
れ
は
他
者
と
の
関
係
を
規
定
す
る
概
念
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
、「
責
任
」
の
概
念
と
は
、
自
由
な
人
間
が
個
人
的
な
選
択

の
局
面
で
出
会
う
「
ど
う
す
べ
き
か
」
と
い
う
問
い
か
け
を
条
件
に
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
を
掘
り
下
げ
て
い
く
な
ら
、
こ
の
他
者

と
の
関
係
と
い
う
意
義
深
い
実
践
的
主
題
を
、
よ
り
存
在
論
的
な
水
準
で
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

こ
こ
ま
で
の
サ
ル
ト
ル
解
釈
の
筋
道
の
上
で
述
べ
れ
ば
、
存
在
論
的
な
水
準
で
提
起
さ
れ
る
問
題
の
焦
点
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

人
間
の
本
質
の
存
在
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
と
呼
ば
れ
る
集
団
が
も
っ
て
い
る
道
徳
的
規
範
か
ら
お
の
れ
を
孤
立
さ
せ
、
自
分

が
属
し
て
き
た
集
団
へ
の
同
化
を
拒
ん
だ
人
間
に
と
っ
て
、
選
択
は
ま
っ
た
く
個
人
的
な
も
の
で
あ
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
事
実
、
サ
ル
ト
ル
自

身
が
選
択
を
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
小
説
『
自
由
へ
の
道
』〔
一
九
四
五
〕
に
出
て
く
る
リ
セ
の
哲
学
教
師



柴　
　

田　
　

健　
　

志

一
六

マ
チ
ウ
（
サ
ル
ト
ル
自
身
が
い
く
ら
か
は
モ
デ
ル
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
）
と
い
う
人
物
は
、
つ
ね
に
「
選
択
」
と
い
う
局
面
に
立
た

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
選
択
と
は
「
べ
き
」
と
い
う
言
葉
な
し
に
は
遂
行
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、「
べ
き
」
と
い
う
言
葉
を
真
剣

な
選
択
か
ら
決
し
て
切
り
離
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、「
べ
き
」
と
い
う
言
葉
の
機
能
は
も
っ
ぱ
ら
普
遍
的
な
行
為
原
則
を
言
表
す
る

こ
と
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。
厳
密
に
同
じ
条
件
の
下
で
、「
私
は
×
×
す
べ
き
」
で
あ
る
が
、「
彼
は
×
×
し
な
く
て
も
よ
い
」
と
い
う
こ
と
は
「
べ

き
」
と
い
う
言
葉
の
誤
用
で
あ
る
。
こ
う
考
え
れ
ば
、
自
分
の
存
在
を
集
団
の
中
に
置
い
て
と
ら
え
る
こ
と
が
「
べ
き
」
と
い
う
言
葉
の
使
用

の
前
提
に
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
問
題
は
こ
の
点
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
集
団
へ
の
同
化
を
拒
ん
だ
人
間
に
し
て
、
な

お
「
べ
き
」
と
い
う
言
葉
を
使
用
す
る
こ
と
な
し
に
は
選
択
が
果
た
し
え
な
い
と
い
う
事
実
の
存
在
こ
そ
が
問
題
の
焦
点
で
あ
る
。

で
は
、
こ
の
事
実
は
何
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
私
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
自
己
の
存
在
が
他
者
と
の
関
係
に
お
い
て
し
か
考
え
ら
れ
え
な

い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
実
際
、
サ
ル
ト
ル
の
哲
学
に
お
い
て
は
、
通
俗
的
解
釈
が
し
ば
し
ば
安
易
に
語
る
ほ
ど
に
は
自
己
が
他
者

か
ら
隔
絶
し
た
存
在
と
な
っ
て
は
お
ら
ず
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
む
し
ろ
、
す
で
に
『
存
在
と
無
』
に
お
い
て
自
己
と
他
者
と
の
通
底
が
認
め
ら
れ

る
ほ
ど
な
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
理
解
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
点
を
『
存
在
と
無
』
の
テ
キ
ス
ト
を
援
用
し
て
示
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し

こ
の
よ
う
な
解
釈
が
認
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
成
果
は
サ
ル
ト
ル
哲
学
全
体
の
理
解
を
よ
り
整
合
的
な
も
の
に
す
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ

は
、『
存
在
と
無
』
か
ら
『
実
存
主
義
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
』
へ
の
流
れ
を
内
的
な
つ
な
が
り
と
見
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
さ
ら
に
ま
た
、
個
人
の
存
在
が
他
者
た
ち
と
の
関
係
の
中
で
し
か
考
え
ら
れ
え
な
い
と
い
う
の
が
サ
ル
ト
ル
の
存
在
論
の
基
調
で
あ
る

と
す
る
観
点
に
立
つ
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
マ
ル
ク
ス
主
義
へ
の
接
近
も
、『
弁
証
法
的
理
性
批
判
』
に
お
け
る
集
団
論
の
展
開
も
、
一
貫
し
た

哲
学
的
探
求
の
結
果
と
し
て
と
ら
え
直
す
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
な
考
え
の
上
で
、
他
者
と
の
つ
な
が
り
が
自
己
の
存
在
の
条
件
で
あ
る
と
い
う
テ
ー
ゼ
を
、『
存
在
と
無
』
の
身
体
論
の
中
に
読

み
と
っ
て
み
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
　
　
四
　
責
任
論
か
ら
身
体
論
へ
の
移
り
行
き

私
は
す
で
に
、個
人
的
な
選
択
の
局
面
に
お
い
て
さ
え
「
べ
き
」
と
い
う
言
葉
の
使
用
が
不
可
避
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
手
が
か
り
に
し
て
、

サ
ル
ト
ル
の
哲
学
の
基
底
に
は
自
己
と
他
者
と
の
本
質
的
な
結
び
つ
き
と
い
う
存
在
論
的
な
直
観
が
存
す
る
と
い
う
趣
旨
の
解
釈
を
提
起
し
て

お
い
た
。

し
た
が
っ
て
以
下
で
は
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
『
存
在
と
無
』
の
身
体
論
に
眼
を
向
け
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
べ

き
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
の
機
能
は
普
遍
的
な
行
為
原
則
を
言
表
す
る
こ
と
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
言

葉
は
自
己
だ
け
で
な
く
他
者
を
も
特
定
の
行
為
へ
と
拘
束
す
る
と
い
う
機
能
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
×
×
す
べ
き
」
と
い
う
言
表
が

な
さ
れ
た
と
き
、
そ
こ
で
言
表
さ
れ
て
い
る
行
為
以
外
の
行
為
は
原
則
と
し
て
禁
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

重
要
な
点
は
、
こ
の
言
葉
が
個
人
に
よ
る
「
選
択
」
と
い
う
局
面
で
回
帰
し
た
と
い
う
点
で
あ
る
。「
選
択
」
と
は
未
来
を
指
向
す
る
意
志

の
は
た
ら
き
で
あ
る
。
未
来
に
向
け
て
個
人
の
意
志
が
行
使
さ
れ
た
と
き
、
そ
こ
に
付
随
し
て
意
識
に
上
っ
て
く
る
の
が
「
べ
き
」
と
い
う
言

葉
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
べ
き
」
と
い
う
言
葉
を
意
志
の
は
た
ら
き
か
ら
切
り
離
し
て
考
え
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
点
は
、
サ
ル
ト
ル

の
議
論
に
ま
っ
た
く
手
を
加
え
ず
に
主
張
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、「
選
択
」
に
臨
む
個
人
の
意
志
作
用
と
「
べ
き
」
と
の
関
係
が
い
か
な
る
も
の
か
で
あ
る
。

お
の
れ
の
行
為
の
決
定
に
関
わ
る
意
志
作
用
は
、
な
ぜ
「
べ
き
」
と
い
う
言
葉
を
呼
び
起
こ
さ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
サ
ル
ト
ル
自
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身
は
こ
の
点
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

私
の
考
え
で
は
、
サ
ル
ト
ル
自
身
は
こ
の
点
を
明
示
的
に
論
じ
て
は
い
な
い
が
、
暗
黙
の
認
識
な
ら
ば
も
っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
意

志
と
い
う
極
め
て
私
的
な
は
た
ら
き
が
存
在
論
的
に
深
い
水
準
で
は
他
者
と
共
有
さ
れ
て
い
る
可
能
性
を
サ
ル
ト
ル
は
認
め
て
い
た
の
で
は
な

い
か
。
こ
れ
が
私
な
り
の
解
釈
の
趣
旨
で
あ
る
。

サ
ル
ト
ル
が
『
存
在
と
無
』
に
お
い
て
展
開
し
た
身
体
論
の
中
に
こ
の
よ
う
な
認
識
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
と
、
私
は
考
え
て
い
る
。

そ
こ
で
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
を
実
際
に
『
存
在
と
無
』
の
テ
キ
ス
ト
に
当
た
っ
て
示
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

テ
キ
ス
ト
を
繙
い
て
い
く
前
に
、
解
釈
の
照
準
を
は
っ
き
り
さ
せ
よ
う
。
そ
の
た
め
に
、「
べ
き
」
と
い
う
言
葉
が
使
用
さ
れ
る
際
の
意
志

の
は
た
ら
き
方
を
、
や
や
具
体
的
に
考
察
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
心
理
傾
向
に
眼
を
向
け
て
み
よ
う
。
あ

な
た
が
そ
う
す
る
な
ら
私
も
そ
う
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
あ
る
い
は
、私
が
こ
う
す
る
な
ら
あ
な
た
も
同
様
に
せ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

─
─
わ
れ
わ
れ
は
こ
ん
な
ふ
う
に
感
じ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
無
論
、個
人
主
義
的
な
観
点
か
ら
見
れ
ば
、こ
ん
な
心
理
傾
向
は
ま
っ

た
く
不
合
理
な
感
じ
方
、
い
や
考
え
方
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
私
の
考
え
で
は
、
こ
れ
は
何
ら
不
合
理
な
考
え
方
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
が
意
志
の
存
在
の
条
件
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

誰
か
が
何
か
を
す
る
と
い
う
選
択
を
行
な
う
や
否
や
、
そ
の
選
択
は
不
可
避
的
に
他
者
を
巻
き
込
む
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
て
し
ま
う
。
こ
の

よ
う
な
意
識
を
少
し
も
伴
わ
ず
に
何
か
を
選
択
す
る
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
ひ
と
こ
と
で
い
え
ば
、
私

の
選
択
は
私
だ
け
の
問
題
で
は
す
ま
な
い
と
い
う
認
識
を
つ
ね
に
伴
う
と
い
う
の
が
選
択
の
本
質
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
べ
き
」
と
い
う
言

葉
が
現
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
を
命
題
形
式
に
ま
と
め
よ
う
。
意
志
と
い
う
も
の
は
本
質
的
に
私
的
な
も
の
で
は
あ
り
え
ず
、
む
し
ろ
他
者
と
共
有
さ
れ
る
と
い
う
形

で
の
み
存
在
し
う
る
。
こ
の
認
識
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
テ
キ
ス
ト
を
『
存
在
と
無
』
の
中
に
指
摘
し
、
そ
の
含
意
を
鮮
明
に
読
み
と
ら
ね
ば
な
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。

私
は
こ
の
作
業
に
お
い
て
、
脳
神
経
科
学
の
分
野
で
一
九
九
○
年
代
か
ら
急
速
な
発
展
を
見
た
「
ミ
ラ
ー
ニ
ュ
ー
ロ
ン
」
の
仮
説
を
援
用
す

る
つ
も
り
で
あ
る
。

「
ミ
ラ
ー
ニ
ュ
ー
ロ
ン
」
と
は
、
他
者
の
行
為
の
理
解
に
特
殊
な
仕
方
で
関
わ
っ
て
い
る
と
想
定
さ
れ
る
脳
細
胞
の
総
称
で
あ
り
、
こ
の
分

野
の
先
駆
者
で
あ
る
パ
ル
マ
大
学
の
研
究
チ
ー
ム
（
ジ
ャ
コ
モ
・
リ
ゾ
ラ
ッ
テ
ィ
、ヴ
ィ
ッ
ト
リ
オ
・
ガ
レ
ー
ゼ
、ル
チ
ア
ー
ノ
・
フ
ァ
デ
ィ
ー
ガ
、

レ
オ
・
フ
ォ
ガ
ッ
シ
）
が
命
名
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
グ
ル
ー
プ
は
、
マ
カ
ク
ザ
ル
を
用
い
た
実
験
で
、
手
で
も
の
を
つ
か
む
と
い
う
行
為

を
自
分
で
行
な
う
際
に
発
火
す
る
サ
ル
の
ニ
ュ
ー
ロ
ン
が
、
他
の
マ
カ
ク
ザ
ル
ま
た
は
人
間
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
同
じ
行
為
を
た
ん
に
見
た

だ
け
で
発
火
す
る
と
い
う
事
実
を
発
見
し
た
。
そ
し
て
さ
ら
な
る
研
究
の
過
程
で
、
人
間
の
脳
に
つ
い
て
も
同
様
の
事
態
が
観
察
し
う
る
こ
と

が
発
見
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
（
八
）。
こ
の
観
察
結
果
を
理
論
的
に
敷
衍
す
れ
ば
、
自
分
自
身
が
意
図
し
た
行
為
を
行
な
う
こ
と
と
、
他
者

の
行
為
を
知
覚
す
る
こ
と
は
、
脳
神
経
の
水
準
で
は
区
別
さ
れ
な
い
と
い
う
点
が
主
張
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
か
ら
さ
ら
に
、
わ
れ
わ
れ
が

自
分
の
行
為
の
意
図
を
自
分
自
身
で
知
っ
て
い
る
よ
う
に
、
他
者
の
行
為
の
意
図
を
そ
の
行
為
の
中
に
直
接
的
に
知
覚
し
う
る
と
い
う
主
張
を

導
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

パ
ル
マ
大
学
研
究
チ
ー
ム
の
メ
ン
バ
ー
の
ひ
と
り
で
あ
る
ヴ
ィ
ッ
ト
リ
オ
・
ガ
レ
ー
ゼ
は
、
こ
の
研
究
成
果
を
哲
学
的
に
（
特
に
現
象
学
的

に
）
解
釈
し
よ
う
と
し
た
。
そ
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
哲
学
研
究
者
ア
ル
ヴ
ィ
ン
・
ゴ
ー
ル
ド
マ
ン
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
、
マ
イ

ン
ド
・
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
（
他
者
の
心
を
読
み
と
る
こ
と
）
に
関
す
る
、
実
証
的
デ
ー
タ
を
踏
ま
え
た
新
し
い
理
論
の
提
案
を
試
み
て
い
っ
た
の

で
あ
る
（
九
）。

そ
の
理
論
の
趣
旨
と
な
る
考
え
を
簡
単
に
述
べ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
他
者
の
行
為
を
観
察
し
た
上
で
、
推
論
に
よ
っ
て
そ
の
意
図
を
理
解
す

る
の
で
は
な
く
、
行
為
そ
の
も
の
の
中
に
直
接
的
に
意
図
を
知
覚
し
て
い
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
哲
学
的
難
問
と
さ
れ
て
き
た
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他
我
認
識
の
問
題
に
対
す
る
古
典
的
解
答
で
あ
る
推
論
モ
デ
ル
へ
の
反
論
で
あ
り
、現
代
哲
学
に
お
い
て
は
『
心
理
学
の
哲
学
』
に
お
け
る
ウ
ィ

ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
見
解
の
中
に
す
で
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
（
一
〇
）。

ガ
レ
ー
ゼ
と
ゴ
ー
ル
ド
マ
ン
の
功
績
は
、
こ
の
よ
う
な
見
解
を
支
持
す
る
生
体
指
標
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
見
解
に
よ
り
多
く
の
説

得
力
を
持
た
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
と
い
う
点
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。
他
者
の
身
体
を
見
る
こ
と
は
、
た
ん
な
る
物
体
を
見
る
こ
と
で
は
な
い
。

な
ぜ
な
ら
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
動
作
の
中
に
直
接
的
に
意
図
を
知
覚
し
う
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
物
体
の
運
動
の
中
に
は
、
そ
の
よ
う

な
内
的
な
要
因
（
す
な
わ
ち
意
図
）
は
知
覚
さ
れ
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

重
要
な
点
は
、
他
者
の
意
図
を
理
解
し
た
時
点
で
す
で
に
、
そ
の
意
図
が
観
察
者
の
側
で
暗
黙
に
模
倣
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ

た
と
い
う
点
で
あ
る
（
一
一
）。
あ
る
行
為
を
自
分
で
遂
行
す
る
際
に
発
火
す
る
ニ
ュ
ー
ロ
ン
が
他
者
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
る
同
種
の
行
為
を
知
覚

す
る
際
に
も
発
火
す
る
と
い
う
事
実
は
こ
の
点
を
含
意
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
の
重
要
性
は
い
く
ら
強
調
し
て
も
し
す
ぎ
る
も
の
で
は

な
い
。
な
ぜ
な
ら
こ
こ
か
ら
以
下
の
よ
う
な
主
張
が
導
き
出
さ
れ
う
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
他
者
の
身
体
を
見
る
こ
と
は
そ
の
意
図
を

共
有
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
（
一
二
）。

こ
の
よ
う
に
、
他
者
の
身
体
の
知
覚
に
関
す
る
脳
神
経
科
学
の
実
証
的
研
究
成
果
か
ら
、
意
図
の
共
有
と
い
う
テ
ー
ゼ
を
導
き
出
す
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
。（
こ
こ
で
は
文
脈
上
「
意
図
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
が
、私
は
こ
の
言
葉
を
「
意
志
」
と
同
じ
意
味
で
使
用
し
て
い
る
）。

さ
て
、
私
が
以
下
で
主
張
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
サ
ル
ト
ル
の
テ
キ
ス
ト
の
中
に
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
形
の
議
論
が
見
出
さ
れ
る
と
い
う

点
で
あ
る
。

サ
ル
ト
ル
が
提
出
す
る
具
体
例
を
ま
ず
見
て
み
よ
う
。
そ
れ
は
私
の
解
釈
に
と
っ
て
極
め
て
示
唆
的
で
あ
る
。
サ
ル
ト
ル
は
〈
コ
ッ
プ
を
手

で
つ
か
む
〉
と
い
う
例
を
も
と
に
身
体
論
を
語
り
出
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
例
は
ミ
ラ
ー
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
研
究
に
お
い
て
基
本
と
な
る

〈
手
で
も
の
を
つ
か
む
〉
と
い
う
動
作
の
一
例
で
あ
る
。
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で
は
、
サ
ル
ト
ル
は
な
ぜ
こ
の
例
を
あ
げ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

サ
ル
ト
ル
は
、
人
間
身
体
の
知
覚
と
物
体
の
知
覚
は
根
本
的
に
違
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
か
ら
出
発
し
て
い
る
。

「
わ
れ
わ
れ
は
も
し
始
め
に
『
他
者
の
身
体
は
他
の
物
体
と
は
ま
っ
た
く
違
っ
た
仕
方
で
知
覚
さ
れ
る
』
と
い
う
こ
の
本
質
的
な
真
理
を
と

ら
え
な
い
な
ら
ば
、
他
者
の
身
体
の
知
覚
に
関
す
る
心
理
学
的
な
問
題
を
何
ひ
と
つ
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
」（
一
三
）。

こ
の
違
い
を
例
示
す
る
た
め
に
人
間
身
体
に
固
有
の
動
作
と
し
て
〈
コ
ッ
プ
を
手
で
つ
か
む
〉
と
い
う
例
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

で
は
、
ど
こ
が
違
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
サ
ル
ト
ル
に
よ
れ
ば
、
他
者
の
身
体
は
「
状
況
」
と
い
う
全
体
的
な
文
脈
の
中
に
存
在
し
て
お
り
、

し
か
も
そ
の
状
況
を
作
り
出
す
様
々
な
要
素
が
収
斂
し
て
い
く
「
中
心
」
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
点
は
物
体
に
も

あ
る
程
度
は
当
て
は
ま
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
物
体
が
状
況
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
存
在
す
る
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
人
間

身
体
に
は
そ
の
よ
う
な
可
能
性
が
認
め
ら
れ
な
い
。「
他
者
は
根
源
的
に
状
況
の
中
の
身
体
と
し
て
私
に
与
え
ら
れ
る
」（
一
四
）
と
サ
ル
ト
ル
は

書
い
て
い
る
。
こ
こ
で
、〈
コ
ッ
プ
を
手
で
つ
か
む
〉
と
い
う
例
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
引
用
し
よ
う
。

「
ピ
エ
ー
ル
の
身
体
は
ま
ず
始
め
に
ひ
と
つ
の
手
で
あ
り
、
つ
い
で
そ
の
手
が
コ
ッ
プ
を
つ
か
む
、
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
あ
り
え
な
い

で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
考
え
方
は
生
き
て
い
る
身
体
の
根
源
に
屍
体
を
置
こ
う
と
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
反
対
に
、
ピ
エ
ー

ル
の
身
体
は
〈
手
─
コ
ッ
プ
〉
と
い
う
複
合
で
あ
る
」（
一
五
）。
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こ
の
よ
う
に
、
サ
ル
ト
ル
が
こ
の
例
を
出
す
の
は
、
人
間
身
体
が
た
ん
な
る
物
体
と
は
違
っ
て
「
状
況
」
の
中
で
し
か
知
覚
さ
れ
え
な
い
存

在
で
あ
る
と
い
う
点
を
示
す
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
示
す
た
め
な
ら
ば
、
他
に
い
く
ら
で
も
適
切
な
例
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ

の
よ
う
に
明
白
に
意
図
的
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
種
類
の
行
為
が
採
用
さ
れ
た
点
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
な
る
推
測
の
余
地
が
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
こ
の
観
点
か
ら
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
先
の
サ
ル
ト
ル
の
議
論
で
あ
る
。
実
際
、
こ
れ
に
続
く
議
論
で
は
ま

さ
に
〈
コ
ッ
プ
を
手
で
つ
か
む
〉
と
い
う
例
が
具
体
的
に
活
か
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

サ
ル
ト
ル
は
、
身
体
が
そ
の
中
に
知
覚
さ
れ
る
状
況
に
つ
い
て
、
そ
の
「
限
界
」
を
指
摘
し
て
い
る
。
サ
ル
ト
ル
は
空
間
的
な
限
界
と
時
間

的
な
限
界
と
を
挙
げ
て
い
る
が
、
空
間
的
な
限
界
と
は
、
こ
の
場
合
は
腕
が
向
か
っ
て
い
く
コ
ッ
プ
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
コ
ッ
プ
と
腕
の

結
合
の
知
覚
に
お
い
て
、
コ
ッ
プ
か
ら
腕
へ
と
た
ど
る
こ
と
で
こ
の
状
況
の
意
味
を
理
解
す
る
。
す
な
わ
ち
ピ
エ
ー
ル
は
い
ま
〈
そ
の
コ
ッ
プ

を
つ
か
も
う
と
し
て
い
る
の
だ
〉
と
。

し
か
し
、
コ
ッ
プ
が
も
し
わ
れ
わ
れ
の
視
野
の
外
に
あ
る
場
合
な
い
し
は
視
野
か
ら
隠
さ
れ
て
い
る
場
合
（
コ
ッ
プ
の
手
前
に
何
か
が
あ
る

場
合
）
に
も
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
状
況
の
意
味
を
同
じ
よ
う
に
理
解
で
き
る
、
と
サ
ル
ト
ル
は
い
う
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
サ
ル
ト
ル
は
、
腕
の
運
動
が
目
指
し
て
い
る
も
の
を
空
間
的
に
で
は
な
く
時
間
的
に
と
ら
え
、
行
為
の
完
了
と
い
う
時
点
か
ら
現
在

の
腕
の
動
き
へ
と
た
ど
っ
て
い
く
こ
と
で
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
状
況
の
意
味
を
理
解
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ピ
エ
ー
ル
は
い
ま

〈
何
か
を
つ
か
も
う
と
し
て
い
る
〉
の
だ
と
。

「
腕
が
見
え
て
い
て
コ
ッ
プ
が
隠
れ
て
い
る
場
合
、
私
は
状
況
と
い
う
純
然
た
る
理
念
か
ら
出
発
し
て
、
ま
た
私
か
ら
コ
ッ
プ
を
隠
し
て
い

る
諸
対
象
の
彼
方
に
彼
の
所
作
の
意
味
と
し
て
む
な
し
く
目
指
さ
れ
て
い
る
終
点
か
ら
出
発
し
て
、
ピ
エ
ー
ル
の
運
動
を
知
覚
す
る
」（
一
六
）。
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こ
の
よ
う
に
、〈
コ
ッ
プ
を
手
で
つ
か
む
〉
と
い
う
例
に
よ
っ
て
サ
ル
ト
ル
が
提
案
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
他
者
の
身
体
の
所
作
そ
の

も
の
に
そ
の
意
図
が
直
接
的
に
知
覚
さ
れ
る
と
い
う
見
解
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

「
私
は
判
断
に
よ
っ
て
〔
他
者
の
〕
手
の
運
動
を
そ
れ
を
引
き
起
こ
す
で
あ
ろ
う
ひ
と
つ
の
《
意
識
》
に
帰
す
る
の
だ
と
考
え
て
は
な
ら
な

い
」（
一
七
）
と
、
サ
ル
ト
ル
は
明
言
し
て
い
る
。
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
他
者
の
身
体
の
運
動
を
観
察
し
、
し
か
る
後
に
そ
の

状
況
を
加
味
し
た
推
論
に
よ
っ
て
そ
の
意
図
を
よ
う
や
く
理
解
す
る
の
で
は
な
い
。
他
者
の
意
図
は
、
そ
の
身
体
の
所
作
の
中
に
直
接
的
に
知

覚
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
サ
ル
ト
ル
は
こ
れ
が
「
他
者
の
身
体
に
つ
い
て
の
根
源
的
な
知
覚
」（
一
八
）
で
あ
る
と
い
う
。
明
ら
か
に
、
サ
ル
ト

ル
は
マ
イ
ン
ド
・
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
（
他
者
の
心
を
読
み
と
る
こ
と
）
に
関
す
る
直
接
知
覚
説
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
以
上
の

テ
キ
ス
ト
の
読
解
か
ら
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

問
題
は
、
こ
の
よ
う
な
読
解
か
ら
何
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
で
あ
る
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
他
者
の
身
体
の
知
覚
に
お
け
る
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
発
火
現
象
と
い
う
生
体
指
標
の
存
在
は
、
こ
の
直
接
知
覚
説
に
大

き
な
説
得
力
を
も
た
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
脳
神
経
の
水
準
で
は
、
他
者
の
意
図
が
知
覚
さ
れ
た
時
点
で
そ

れ
が
暗
黙
に
模
倣
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
を
主
張
し
う
る
の
だ
し
、
ま
た
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
、
意
図
の
共
有
と
い
う
主
張
が
導
き
出
さ
れ
う
る

の
で
あ
る
。

こ
の
見
地
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
次
の
よ
う
な
解
釈
を
提
案
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
サ
ル
ト
ル
の
直
接

知
覚
説
の
議
論
の
内
に
は
、
意
図
の
模
倣
と
共
有
と
い
う
認
識
が
含
ま
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
、
と
。

問
題
は
、
サ
ル
ト
ル
自
身
が
実
際
に
こ
の
可
能
性
の
こ
と
を
考
え
て
い
た
か
ど
う
か
で
あ
る
。
私
は
、
サ
ル
ト
ル
自
身
も
そ
う
考
え
て
い
た

で
あ
ろ
う
と
思
っ
て
い
る
。
無
論
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
推
測
の
域
を
出
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
十
分
根
拠
の
あ
る
推
測
で
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あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
る
。

な
ぜ
な
ら
、
サ
ル
ト
ル
の
「
責
任
」
概
念
が
そ
の
よ
う
な
推
測
を
あ
る
意
味
で
正
当
化
し
て
く
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
わ
れ
わ

れ
の
意
志
が
存
在
論
的
な
水
準
で
他
者
と
共
有
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、も
し
サ
ル
ト
ル
が
直
観
的
に
把
握
し
て
い
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、

個
人
の
自
由
な
選
択
が
「
責
任
」
を
も
た
ら
す
と
い
う
主
張
は
出
て
こ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
テ
キ

ス
ト
上
で
読
み
と
る
こ
と
の
で
き
る
サ
ル
ト
ル
の
直
接
知
覚
説
に
は
意
志
の
模
倣
、共
有
と
い
う
考
え
が
含
意
さ
れ
て
い
る
と
解
釈
す
る
な
ら
、

サ
ル
ト
ル
の
「
責
任
」
概
念
は
明
瞭
に
説
明
し
う
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
お
わ
り
に

以
上
の
考
察
を
ま
と
め
よ
う
。「
べ
き
」
と
い
う
言
葉
は
普
遍
妥
当
性
を
も
っ
て
お
り
、
こ
の
言
葉
で
あ
る
行
為
を
言
表
す
る
こ
と
は
万
人

を
そ
の
行
為
へ
と
拘
束
す
る
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
個
人
の
選
択
は
じ
つ
は
こ
の
言
葉
な
し
に
遂
行
さ
れ
え
な
い
。
で
は
、
そ
れ
は
な
ぜ

な
の
か
。
─
─
こ
の
点
を
問
い
つ
め
て
い
く
と
、
個
人
の
意
志
そ
の
も
の
が
存
在
論
的
な
水
準
で
す
で
に
他
者
と
共
有
さ
れ
て
い
る
と
い
う
考

え
に
た
ど
り
つ
く
。
サ
ル
ト
ル
の
哲
学
の
中
に
こ
の
よ
う
な
テ
ー
ゼ
を
発
見
す
る
こ
と
が
こ
の
解
釈
の
目
的
で
あ
っ
た
。

最
後
に
、
こ
の
解
釈
を
少
し
ば
か
り
敷
衍
し
て
こ
の
小
論
を
閉
じ
る
こ
と
に
す
る
。

他
者
と
意
志
を
共
有
す
る
と
い
う
こ
と
を
、
私
は
心
理
学
的
な
水
準
で
問
題
に
し
た
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
意
志
の
存
在
を
前
提
し
た

上
で
、
そ
の
意
志
が
実
際
の
人
間
関
係
の
中
に
置
か
れ
た
時
に
ど
の
よ
う
に
は
た
ら
く
か
と
い
う
水
準
で
共
有
と
い
う
概
念
を
用
い
た
の
で
は

な
い
。
私
が
意
志
の
共
有
と
い
う
主
題
を
問
題
に
し
た
の
は
む
し
ろ
存
在
論
的
な
水
準
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
の
水
準
に
お
い
て
見
ら
れ
た
場

合
、
共
有
と
い
う
条
件
が
満
た
さ
れ
な
け
れ
ば
意
志
そ
の
も
の
が
存
在
す
る
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
ま
た
実
際
に
行
使
さ
れ
え
な
い
と
い
う
こ
と
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に
な
る
で
あ
ろ
う
。
サ
ル
ト
ル
の
考
え
が
ま
さ
に
そ
う
で
あ
っ
た
と
い
う
の
が
私
の
解
釈
の
焦
点
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
存
在
論
的
な
水
準
に
お
け
る
意
志
の
共
有
と
い
う
認
識
は
、
他
者
と
の
現
実
的
な
相
互
依
存
関
係
が
そ
の
ま
ま
肯
定

さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
の
よ
う
な
関
係
が
「
自
由
」
の
概
念
に
よ
っ
て
い
っ

た
ん
否
定
さ
れ
た
後
に
、
こ
の
否
定
に
も
か
か
わ
ら
ず
意
志
の
共
有
と
い
う
認
識
だ
け
は
残
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

で
は
こ
の
こ
と
は
い
っ
た
い
何
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
最
後
に
問
う
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

私
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
個
人
に
よ
る
自
由
な
選
択
が
じ
つ
は
他
者
と
の
意
志
の
共
有
と
い
う
地
盤
の
上
で
遂
行
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、『
存

在
と
無
』
に
お
け
る
「
自
由
」
の
概
念
が
い
ま
だ
不
徹
底
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、
サ
ル
ト
ル
の
自
由
の
概
念
は
自

己
を
完
全
に
孤
立
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、「
自
由
」
の
存
在
論
的
な
根
拠
で
あ
る
「
無
」

の
概
念
も
ま
た
不
徹
底
で
あ
っ
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

例
え
ば
、
西
谷
啓
治
は
、
仏
教
の
「
絶
対
空
」
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
サ
ル
ト
ル
の
無
は
い
ま
だ
真
の
無
で
は
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
。

「
サ
ル
ト
ル
の
如
く
自
己
の
存
在
の
根
柢
に
無
が
あ
る
と
見
る
時
、そ
れ
は
自
己
の
根
柢
が
無
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、併
し
そ
こ
で
は「
根

柢
が
無
い
」
と
い
う
無
が
な
ほ
壁
の
や
う
に
立
ち
塞
が
り
、
一
種
の
根
柢
に
化
し
、
根
柢
が
有
る
と
い
う
こ
と
に
化
し
て
い
る
」（
一
九
）。

西
谷
の
考
え
で
は
、
サ
ル
ト
ル
に
お
い
て
は
「
無
」
と
い
う
形
で
自
己
の
存
在
が
確
保
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
私
の
解
釈
を
つ
け
加
え
る
な

ら
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
と
他
者
と
の
関
係
も
保
持
さ
れ
（
本
当
に
自
己
が
無
で
あ
れ
ば
他
者
と
の
関
係
な
ど
成
立
し
な
い
）、
自
己
の

選
択
が
他
者
に
向
け
て
の
人
間
像
の
創
出
と
い
う
意
味
を
も
つ
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
西
谷
に
よ
れ
ば
、
人
間
像
の
創
出
も
真
の
無
か
ら
発
し
て
い
な
い
が
ゆ
え
に
不
十
分
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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「
人
間
の
或
る
範
型
を
實
現
す
る
と
い
ふ
こ
と
も
、
單
に
彼
の
い
ふ
意
味
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
い
ふ
立
場
に
於
て
で
は
な
く
、「
人
間
」
の

絶
対
否
定
か
ら
生
起
す
る
「
新
し
き
人
間
」
の
實
現
と
い
ふ
意
味
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
二
〇
）。

西
谷
が
批
判
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
サ
ル
ト
ル
に
お
い
て
は
自
己
と
他
者
と
の
関
係
が
真
に
断
ち
切
ら
れ
て
い
な
い
が
ゆ
え
に
、
人
間

像
の
創
出
と
い
う
こ
と
も
不
徹
底
に
さ
れ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。

し
か
し
逆
に
、
そ
こ
か
ら
見
直
せ
ば
、「
責
任
」
と
い
う
他
者
と
の
関
係
性
を
規
定
す
る
概
念
は
「
自
由
」
と
ま
っ
た
く
同
じ
重
要
性
を
持

つ
も
の
で
あ
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
サ
ル
ト
ル
の
哲
学
を
と
ら
え
直
す
必
要
が
出
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
サ
ル
ト
ル
の
「
自
由
」
の

哲
学
は
、孤
独
の
哲
学
で
は
な
く
む
し
ろ
連
帯
と
共
有
の
哲
学
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
あ
る
意
味
で
は
不
徹
底
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
。

実
際
、こ
れ
以
後
の
サ
ル
ト
ル
自
身
が
倫
理
的
な
方
向
性
を
強
め
、実
践
的
に
も
様
々
な
形
で
の
連
帯
を
画
策
し
て
い
っ
た
こ
と
、ま
た
『
弁

証
法
的
理
性
批
判
』
で
取
扱
わ
れ
る
主
題
が
ま
さ
に
集
団
性
で
あ
っ
た
こ
と
、
こ
れ
ら
を
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
、
サ
ル
ト
ル
の
「
責
任
」
の
概

念
に
は
他
者
と
の
意
志
の
共
有
と
い
う
認
識
が
含
意
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
点
が
一
貫
し
た
哲
学
的
探
求
の
原
動
力
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
解
釈

は
検
討
の
余
地
の
あ
る
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
（
二
一
）。

こ
の
意
味
に
お
い
て
、
本
稿
で
取
扱
っ
た
サ
ル
ト
ル
初
期
の
テ
キ
ス
ト
に
お
け
る
「
責
任
」
の
概
念
は
、
サ
ル
ト
ル
の
哲
学
を
理
解
す
る
上

で
極
め
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
と
結
論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
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注

（
一
） 

Sartre [1946/1996] p.31

（
二
） 

ibid. p.28

（
三
） 

ibid. p.39

（
四
） 

Sartre [1947] p.306

（
五
） 

Sartre [1946/1996] pp.31-32

（
六
） 

ibid. p.33

（
七
） 

「〔
道
徳
的
〕
格
率
の
下
に
は
集
団
の
感
情
が
存
在
し
、
格
率
が
そ
の
表
現
で
し
か
な
い
よ
う
な
〔
人
々
の
〕
意
見
の
様
々
な
状
態
が
存
在
し
て
い

る
。
格
率
は
、
そ
の
こ
と
か
ら
実
効
性
を
得
て
い
る
の
で
あ
る
」。D

urkheim
 [1922] p.78. 

「
わ
れ
わ
れ
の
道
徳
の
大
半
は
、
最
後
ま
で
分
析
さ

れ
れ
ば
、
そ
の
強
制
的
性
格
が
個
人
へ
の
社
会
の
圧
力
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
よ
う
な
義
務
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
は
苦
も
な
く
認
め
ら
れ

る
で
あ
ろ
う
」。Bergson [1932] p.46

（
八
） 

ミ
ラ
ー
ニ
ュ
ー
ロ
ン
仮
説
の
発
展
経
過
を
極
め
て
分
か
り
や
す
く
俯
瞰
し
た
マ
ル
コ
・
イ
ア
コ
ボ
ー
ニ
の
好
著
を
参
照
。Iacoboni [2009]

（
九
） 

Gallese &
 Goldm

an [1998]

（
一
〇
） 「『
そ
の
子
供
は
犬
に
触
っ
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
る
が
そ
う
す
る
勇
気
が
な
い
と
い
う
こ
と
が
私
に
は
分
か
る
（
見
え
る
）』。
ど
う
し
て
そ
ん
な

こ
と
が
分
か
る（
見
え
る
）の
だ
ろ
う
か
。こ
れ
は
変
化
す
る
形
や
色
を
記
述
す
る
と
き
と
同
じ
水
準
で
見
え
て
い
る
も
の
の
記
述
な
の
だ
ろ
う
か
。

つ
ま
り
、
見
え
て
い
る
も
の
の
解
釈
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
、
何
か
に
触
っ
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
る
が
そ
う
す
る
勇
気

が
な
い
人
間
を
わ
れ
わ
れ
は
模
倣
す
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
点
を
思
い
出
そ
う
」。von W

right &
 N

ym
an (eds.) [1980] vol.1 p.1066. 

こ
の

文
章
で
は
、
他
者
の
意
図
が
直
接
的
に
知
覚
さ
れ
て
お
り
（「
私
に
は
分
か
る
（
見
え
る
）」）、
外
見
か
ら
解
釈
な
い
し
推
論
さ
れ
て
い
る
の
で
は

な
い
と
考
え
る
根
拠
が
、
他
者
の
意
図
の
模
倣
と
い
う
点
に
見
出
さ
れ
る
こ
と
が
明
瞭
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
意
志
の
直
接
知
覚
説
が
意
志
の
模

倣
お
よ
び
共
有
を
暗
黙
に
前
提
し
て
い
る
と
い
う
、
ミ
ラ
ー
ニ
ュ
ー
ロ
ン
仮
説
か
ら
導
か
れ
る
論
点
（
私
は
こ
の
論
点
に
す
ぐ
後
で
触
れ
る
）
が

す
で
に
洞
察
さ
れ
て
い
る
。
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（
一
一
） 

マ
イ
ン
ド
・
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
に
関
す
る
直
接
知
覚
説
を
支
持
す
る
論
理
は
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
理
論
と
呼
ば
れ
る
。
こ
の
理
論
は
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン

シ
ュ
タ
イ
ン
が
す
で
に
洞
察
し
て
い
た
よ
う
に
（
前
注
参
照
）、
模
倣
（
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
）
に
よ
っ
て
相
手
と
類
似
の
状
態
に
自
ら
を
置
く

こ
と
で
わ
れ
わ
れ
は
相
手
の
意
図
を
把
握
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
論
理
を
神
経
生
理
学
的
な
水
準
で
支
持
す
る
の
が
ミ
ラ
ー

ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
仮
説
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
い
う
模
倣
と
は
、
相
手
の
行
為
を
実
際
に
自
分
で
や
っ
て
み
る
こ
と
を
意
味
す

る
の
で
は
な
い
。
相
手
の
行
為
を
た
だ
見
て
い
る
だ
け
で
、そ
の
行
為
を
実
行
し
た
と
き
と
同
じ
ニ
ュ
ー
ロ
ン
が
活
性
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

暗
黙
の
う
ち
に
か
つ
本
人
に
意
識
さ
れ
る
こ
と
な
く
遂
行
さ
れ
る
模
倣
な
の
で
あ
る
。Cf. Gallese [2001] p.37

シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
理
論
の
神
経
生
理
学
的
な
正
当
性
を
別
の
手
法
で
探
求
し
て
い
た
ア
ン
ト
ニ
オ
・
ダ
マ
シ
オ
は
、
彼
の
い
う
「
隠
喩
的
身
体

ル
ー
プ (as-if-body-loop)
」
が
、
ミ
ラ
ー
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
存
在
を
前
提
し
た
も
の
で
あ
る
点
を
認
め
て
い
る
。
ダ
マ
シ
オ
に
よ
れ
ば
、
シ
ミ
ュ

レ
ー
シ
ョ
ン
を
行
な
う
ニ
ュ
ー
ロ
ン
は
「
サ
ル
と
ヒ
ト
の
前
頭
皮
質
に
存
在
し
て
お
り
、ミ
ラ
ー
ニ
ュ
ー
ロ
ン
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
私
が
『
デ

カ
ル
ト
の
誤
謬
』
に
お
い
て
措
定
し
た
〈
隠
喩
的
身
体
ル
ー
プ
〉
と
い
う
機
能
は
、
こ
の
〔
ミ
ラ
ー
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
〕
機
能
の
一
変
種
に
依
存
し

て
い
る
と
思
わ
れ
る
」。Cf. D

am
asio [2003] pp. 115-116. 

ゴ
ー
ル
ド
マ
ン
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
理
論
に
つ
い
て
はGoldm

an [2006] 

を
参

照
。
ま
た
、
ゴ
ー
ル
ド
マ
ン
の
論
考
を
含
む
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
理
論
の
全
体
像
を
視
野
に
収
め
る
に
は
次
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
が
便
利
で
あ
る
。

H
urley &

 Charter (eds.) [2005]

（
一
二
） 

ダ
ニ
エ
ル
・
ユ
ッ
ト
は
、
ミ
ラ
ー
ニ
ュ
ー
ロ
ン
仮
説
の
意
義
を
認
め
つ
つ
、
よ
り
根
本
的
な
水
準
で
他
者
と
共
有
さ
れ
る
の
は
情
緒
で
あ
る
と
論

じ
て
い
る
。H

utto [2002] pp.46-47. 

注
目
す
べ
き
論
点
で
は
あ
る
が
、
情
緒
的
な
模
倣
と
マ
イ
ン
ド
・
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
の
問
題
を
こ
の
よ
う
に

単
純
に
比
較
す
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
一
三
） Sartre [1943] p.386

（
一
四
） ibid. p.384

（
一
五
） ibid. p.384

（
一
六
） ibid. p.386. 

ち
な
み
に
、
ア
レ
ッ
サ
ン
ド
ラ
・
ウ
ミ
ル
タ
は
、
つ
か
む
対
象
を
視
野
か
ら
隠
し
た
実
験
に
お
い
て
も
、
対
象
が
見
え
て
い
る
場
合

と
同
じ
脳
領
域
で
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
発
火
が
起
こ
り
う
る
か
を
実
験
し
て
い
る
が
、
そ
の
結
果
は
五
〇
％
で
あ
っ
た
。Cf. Rizzolatti et al. [2001] 
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二
九

pp. 666-667
（
一
七
） ibid. p.386

（
一
八
） ibid. p.386

（
一
九
） 

西
谷
〔
一
九
六
一
〕
四
○
頁

（
二
〇
） 

同
前
、
四
一
頁

（
二
一
） 

イ
ア
ン
・
ク
レ
イ
ブ
は
、「
相
互
性
」
と
い
う
関
係
性
の
概
念
に
関
し
て
、『
存
在
と
無
』
か
ら
『
弁
証
法
的
理
性
批
判
』
ま
で
の
サ
ル
ト
ル
の
思

想
に
連
続
性
を
認
め
て
い
る
。
ク
レ
イ
ブ
は
、『
存
在
と
無
』
に
こ
の
概
念
が
見
当
た
ら
な
い
こ
と
は
、
サ
ル
ト
ル
の
思
想
の
連
続
性
を
失
わ
せ

な
い
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
、「
サ
ル
ト
ル
が
『
存
在
と
無
』
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
関
係
性
を
考
慮
し
損
ね
た
の
は
、こ
の
著
作
の
〈
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
〉

上
の
失
敗
の
ひ
と
つ
」
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。Cf. Craib [1976] p.27. 

私
の
考
え
で
は
、
こ
の
「
相
互
性
」
と
い
う
関
係

概
念
を
支
え
て
い
る
の
が
ま
さ
に
〈
意
志
の
共
有
〉
と
い
う
認
識
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
ク
レ
イ
ブ
が
言
及
し
て
い
る
〈
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
〉
と
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
後
に
成
立
し
た
個
人
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
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