
「
他
者
を
理
解
す
る
こ
と
」
の
歴
史
性

―
―
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
の
共
同
相
互
存
在
論

東
京
大
学
大
学
院
博
士
課
程
　
　
大
　
澤
　
真
　
生

一　

は
じ
め
に

本
稿
の
目
的
は
、『
共
同
人
間
の
役
割
に
お
け
る
個
人1

』（
以
下
、『
個
人
』
と
略
す
る
）
に
お
け
る
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
の
『
御
意

に
ま
か
す2

』（
ピ
ラ
ン
デ
ッ
ロ
作
の
戯
曲
、
一
九
一
七
年
初
演
）
解
釈
を
手
が
か
り
に
、
共
同
相
互
存
在
（M

iteinandersein

）
の

歴
史
性
に
も
と
づ
く
規
範
的
な
ふ
る
ま
い
の
あ
り
か
た
を
、「
他
者
を
理
解
す
る
」
と
い
う
い
と
な
み
に
そ
く
し
て
読
み
解
く
こ
と

で
あ
る
。
な
お
、
こ
こ
で
「
共
同
相
互
存
在
の
歴
史
性
」
と
呼
ぶ
も
の
は
共
同
相
互
存
在
の
各
人
が
負
っ
て
き
た
具
体
的
な
歴
史
、

具
体
的
な
他
者
た
ち
と
の
関
係
の
歴
史
の
こ
と
を
指
す
こ
と
と
す
る
。

『
個
人
』
に
お
い
て
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
が
展
開
す
る
共
同
相
互
存
在
論
は
、
人
間
存
在
を
他
者
た
ち
に
対
す
る
ふ
る
ま
い
の
様
式
を

通
じ
て
規
定
し
よ
う
と
す
る
こ
こ
ろ
み
で
あ
っ
た
。
他
者
に
向
か
う
行
為
と
し
て
の
ふ
る
ま
い
は
、
つ
ね
に
、
他
者
に
対
す
る
個
別

の
配
慮
を
と
も
な
っ
て
い
る
。
私
の
ふ
る
ま
い
が
他
者
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
す
の
か
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
他
者
が
私
を
ど

の
よ
う
に
評
価
す
る
の
か
。
避
け
が
た
く
生
じ
る
関
係
に
そ
く
し
た
他
者
へ
の
配
慮
が
、
私
自
身
の
ふ
る
ま
う
仕
方
を
あ
ら
か
じ
め

方
向
づ
け
、
縛
っ
て
い
る
。
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共
同
相
互
存
在
の
ふ
る
ま
い
の
様
式
に
と
も
な
う
こ
う
し
た
他
者
へ
の
配
慮
は
、
他
者
に
対
す
る
理
解
（
あ
る
い
は
誤
解
）
に
も

と
づ
い
て
な
さ
れ
て
い
る
。
他
者
を
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
客
観
的
事
物
の
真
理
を
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
そ
の

他
者
が
と
り
結
ん
で
い
る
関
係
に
そ
く
し
た
有
意
義
性
、す
な
わ
ち
他
者
が
負
っ
て
い
る
「
役
割3

」
を
解
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

と
は
い
え
私
た
ち
は
、
な
ん
ら
か
の
「
役
割
」
を
つ
う
じ
て
他
者
と
出
会
う
さ
い
に
、
非
歴
史
的
に
、
そ
の
つ
ど
対
応
す
る
ふ
る
ま

い
の
傾
向
の
な
か
で
の
み
他
者
を
理
解
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
目
の
前
に
現
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
他
者
の
言
動
が
理
解
で
き
な

い
と
き
、
他
者
と
の
ふ
る
ま
い
の
対
応
が
十
全
に
果
た
さ
れ
な
い
と
き
、
私
た
ち
は
そ
の
言
動
や
ふ
る
ま
い
の
原
因
を
さ
か
の
ぼ
っ

て
他
者
の
過
去
の
う
ち
に
求
め
、
歴
史
的
由
来
の
な
か
で
そ
の
真
意
を
突
き
と
め
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
他
者
を
理
解
す
る
こ
と

は
真
理
を
認
識
す
る
こ
と
で
は
な
い

0

0

0

0

の
だ
か
ら
、
他
者
の
歴
史
を
明
か
そ
う
と
す
る
「
ふ
る
ま
い
」
そ
の
も
の
が
他
者
に
及
ぼ
す
影

響
も
ま
た
、
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る4

。

『
個
人
』
第
二
三
節
で
展
開
す
る
『
御
意
に
ま
か
す
』
解
釈
に
お
い
て
、
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
は
当
該
の
戯
曲
の
内
部
に
「
他
者
を
理

解
す
る
こ
と
」
の
二
重
の
失
敗
を
見
て
と
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
第
一
に
他
者
の
も
つ
関
係
（
役
割
の
規
定
性
）
を
度
外
視
し
、
他
者

を
孤
立
的
個
人
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
こ
と
の
失
敗
で
あ
り
、
第
二
に
、
上
述
し
た
よ
う
な
、
一
種
の
「
ふ
る
ま
い
」
と
し
て

の
他
者
理
解
の
失
敗
―
―
他
者
の
も
つ
関
係
を
歴
史
的
由
来
か
ら
つ
ま
び
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
こ
こ
ろ
み
の
失
敗
で
あ
る
。
レ
ー

ヴ
ィ
ッ
ト
が
示
し
た
こ
の
二
重
の
失
敗
を
分
析
す
る
こ
と
を
つ
う
じ
て
、「
他
者
を
理
解
す
る
こ
と
」
の
規
範
的
内
実
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
が
、
本
稿
の
課
題
と
な
る
。

『
個
人
』
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
共
同
相
互
存
在
論
は
、
日
常
的
に
あ
ら
わ
れ
、
或
る
関
係
の
な
か
で
現
に
機
能
し
て
い
る
ふ
る

ま
い
の
呼
応
性
に
着
目
し
、
人
間
存
在
の
関
係
規
定
的
な
行
為
の
構
造
と
、
そ
の
行
為
連
関
を
つ
う
じ
た
理
解
の
あ
り
か
た
を
基
礎

づ
け
る
も
の
だ
っ
た5

。
そ
う
し
た
議
論
の
俎
上
に
載
せ
ら
れ
て
い
た
の
は
、
互
い
に
そ
の
つ
ど
、
相
手
の
応
答
的
な
ふ
る
ま
い
を

予
測
し
、
期
待
し
う
る
、
パ
タ
ー
ン
化
さ
れ
た
ふ
る
ま
い
の
構
造
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
ふ
る
ま
い
に
対
す
る
顧
慮
は
、
一
見
す
る
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と
そ
の
ふ
る
ま
い
の
原
因
を
掘
り
崩
す
方
向
に
で
は
な
く
、結
果
を
見
通
す
方
向
へ
と
働
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。し
か
し
、『
御

意
に
ま
か
す
』
解
釈
の
な
か
で
私
た
ち
が
目
撃
す
る
こ
と
に
な
る
の
は
そ
れ
と
は
対
照
的
に
、
非
日
常
的
で
、
理
解
し
が
た
く
、
傍

目
に
は
私
た
ち
の
予
測
や
期
待
の
範
疇
を
超
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
或
る
奇
妙
な
関
係
の
あ
り
さ
ま
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
彼
ら

を
理
解
し
よ
う
と
す
る
者
た
ち
は
、
彼
ら
に
彼
ら
自
身
の
来
歴
を
語
ら
せ
る
こ
と
で
、「
語
り
」
を
ひ
と
つ
の
、
む
し
ろ
唯
一
の
理

解
の
手
段
と
し
て
、
彼
ら
の
「
奇
妙
さ
」
を
解
き
明
か
そ
う
と
す
る
。『
御
意
に
ま
か
す
』
解
釈
は
、
ふ
る
ま
い
の
呼
応
性
に
着
目

し
た
共
同
相
互
存
在
の
構
造
分
析
を
締
め
く
く
る
節
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
先
に
続
く
「
互
い
に
共
に
語
り
あ
う
こ
と
」
と
し
て
の

共
同
相
互
存
在
の
分
析
を
い
わ
ば
先
取
り
す
る
か
た
ち
で
、
歴
史
的
文
脈
を
他
者
た
ち
か
ら
引
き
だ
す
対
話
の
あ
り
か
た
を
私
た
ち

に
提
示
し
て
い
る
。
本
稿
を
通
し
て
、『
個
人
』
に
お
い
て
相
当
の
紙
幅
を
割
く
こ
の
箇
所
を
、
よ
り
意
義
あ
る
仕
方
で
読
み
解
く

す
べ
を
模
索
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

本
稿
は
以
下
の
手
順
で
す
す
む
。
第
一
に
、
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
の
『
御
意
に
ま
か
す
』
解
釈
の
位
置
づ
け
と
そ
の
具
体
的
な
内
容
を

概
観
し
、
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
が
共
同
相
互
存
在
と
し
て
の
他
者
を
理
解
す
る
手
立
て
の
ひ
と
つ
と
し
て
「
関
係
の
歴
史
」
に
着
目
し
て

い
た
こ
と
を
確
認
す
る（
二
）。こ
こ
で
明
ら
か
に
な
る
の
は
関
係
を
度
外
視
し
て
他
者
を
理
解
す
る
こ
と
の
失
敗
で
あ
る
。第
二
に
、

歴
史
を
手
が
か
り
に
し
て
他
者
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
こ
こ
ろ
み
が
孕
む
、
他
者
が
と
り
結
ん
で
い
る
関
係
そ
の
も
の
を
解
消
し
て

し
ま
う
危
険
性
に
つ
い
て
示
す
（
三
）。
最
後
に
、「
私
」
の
一
貫
性
を
訂
正
す
る
存
在
と
し
て
の
他
者
と
い
う
視
点
か
ら
、
他
者
固

有
の
関
係
を
「
私
」
が
前
提
と
す
る
歴
史
的
文
脈
に
一
方
的
に
回
収
し
て
し
ま
う
よ
う
な
理
解
の
あ
り
か
た
と
は
異
な
る
、
も
う
ひ

と
つ
の
他
者
理
解
の
可
能
性
を
提
示
す
る
こ
と
と
し
た
い
（
四
）。
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二　

関
係
の
歴
史
に
も
と
づ
く
他
者
理
解

　
　

―
―
ピ
ラ
ン
デ
ッ
ロ
『
御
意
に
ま
か
す
』
解
釈
を
手
が
か
り
に

二
・
一　

共
同
相
互
存
在
の
構
造

ピ
ラ
ン
デ
ッ
ロ
の
戯
曲
『
御
意
に
ま
か
す
（C

osì è （se vi pare

））』
を
め
ぐ
る
解
釈
を
、
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
は
さ
し
あ
た
り
共
同

相
互
存
在
の
構
造
分
析
と
い
う
文
脈
に
そ
く
し
て
展
開
し
て
い
く
。「
ピ
ラ
ン
デ
ッ
ロ
『
御
意
に
ま
か
す
』
に
お
け
る
、
自
立
化
し

た6

関
係
に
つ
い
て
の
叙
述
の
総
括
的
分
析
」
と
題
さ
れ
た
第
二
三
節
は
、
第
九
節
か
ら
始
ま
る
共
同
相
互
存
在
そ
れ
自
体
の
内
在

的
構
造
を
解
明
す
る
第
二
部
第
一
編
の
最
終
節
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
戯
曲
の
な
か
で
描
か
れ
る
或
る
三
人
の
主
要
人
物

の
「
関
係
に
そ
く
し
た
あ
り
か
た
」
が
、
外
部
か
ら
は
見
通
す
こ
と
の
で
き
な
い
閉
鎖
的
な
共
同
相
互
存
在
の
モ
デ
ル
と
し
て
、
こ

こ
で
は
主
題
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

生
の
諸
関
係
の
う
ち
に
あ
っ
て
人
間
は
、
純
粋
で
剥
き
だ
し
の
個
人

0

0

「
そ
れ
自
体
」
で
は
な
く
、
関
係
に

－

そ
く
し
た
有
意

義
性
と
い
う
形
式
に
お
い
て
―
―
ペ
ル
ソ
ナ
と
し
て
―
―
あ
ら
わ
れ
る
。
こ
の
認
識
が
、
ピ
ラ
ン
デ
ッ
ロ
の
全
芸
術
作
品
に

お
け
る
偏
執
的
な
根
本
思
想
で
あ
る
。（
一
七
四
頁
）

人
間
存
在
に
と
っ
て
日
常
的
な
他
者
と
の
出
会
い
は
、
つ
ね
に
諸
関
係
の
内
部
に
お
い
て
果
た
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
関
係
を
欠
い

た
剥
き
だ
し
の
「
個
人
」
と
出
会
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
関
係
は
つ
ね
に
有
意
義
な
規
定
性
を
帯
び
て
お
り
、そ
れ
は
実
質
的
な
「
他

者
に
対
す
る
役
割
」
と
し
て
関
係
項
の
各
人
に
帰
属
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
規
定
性
（
＝
役
割
）
を
つ
う
じ
て
初
め
て
、
私
た
ち
は
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他
者
た
ち
を
（
そ
し
て
自
分
自
身
を
）
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
間
存
在
が
共
同
相
互
存
在
で
あ
る
以
上
、
誰
し
も
が
こ
う
し

た
「
関
係
に
そ
く
し
た
理
解
」
の
構
造
か
ら
は
逃
れ
ら
れ
な
い
。
た
と
え
ば
教
師
が
「
教
師
と
し
て
」
理
解
さ
れ
る
の
は
、
教
師
が

生
徒
と
い
う
他
者
に
対
し
て（
生
徒
と
の
関
係
に
そ
く
し
て
）学
問
を
教
え
る
と
い
う
役
割
を
帯
び
て
い
る
限
り
に
お
い
て
で
あ
る
。

生
徒
と
の
関
係
を
い
っ
さ
い
も
た
な
い
、
あ
る
い
は
生
徒
と
の
関
係
を
考
慮
し
て
己
れ
の
ふ
る
ま
い
方
を
選
択
し
た
り
、
決
定
し
た

り
し
え
な
い
者
は
、
も
は
や
他
者
た
ち
に
「
教
師
と
し
て
」
理
解
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
あ
る
い
は
「
教
師
の
役
割
を
果
た
さ
な
い

教
師
と
し
て
」
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
共
同
相
互
存
在
の
関
係
規
定
的
な
あ
り
か
た
に
つ
い
て
、
ピ
ラ
ン
デ
ッ
ロ
は

ま
さ
に
、
関
係
を
度
外
視
し
て
他
者
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
こ
こ
ろ
み
が
失
敗
に
終
わ
る
ま
で
の
過
程
を
つ
う
じ
て
描
き
だ
そ
う
と

し
て
い
る
と
い
う
の
だ
。

物
語
の
詳
細
に
つ
い
て
は
立
ち
入
ら
な
い
が
、
戯
曲
『
御
意
に
ま
か
す
』
の
あ
ら
す
じ
を
以
下
、
本
稿
の
議
論
に
必
要
な
範
囲
で

簡
潔
に
ま
と
め
て
お
く
。

或
る
小
さ
な
町
に
三
人
の
他
国
人
、
ポ
ン
ザ
氏
・
フ
ロ
ー
ラ
夫
人
・
ポ
ン
ザ
夫
人
（
便
宜
上
こ
の
三
人
を
以
下
、
ポ
ン
ザ
氏
＝

P
、
フ
ロ
ー
ラ
夫
人
＝
F
、
ポ
ン
ザ
夫
人
＝
X
と
す
る7

）
が
移
り
住
ん
で
く
る
。
彼
ら
は
町
の
住
人
た
ち
の
目
に
は
奇
妙
な
も
の

と
し
て
映
る
よ
う
な
或
る
特
殊
な
関
係8

を
築
き
あ
げ
て
お
り
、
彼
ら
の
生
活
は
た
ち
ま
ち
町
の
住
人
た
ち
の
好
奇
心
の
的
と
な
る
。

そ
の
好
奇
心
を
原
動
力
（
動
機
）
と
し
て
、
町
の
住
人
た
ち
は
彼
ら
の
関
係
の
全
貌
を
突
き
止
め
よ
う
と
す
る
が
、
P
と
F
は
三
人

の
抱
え
る
事
情
に
つ
い
て
、
特
に
X
と
の
関
係
に
か
ん
し
て
、
両
立
し
え
な
い
互
い
に
矛
盾
し
た
証
言
を
述
べ
て
町
の
住
人
た
ち
を

混
乱
さ
せ
る
。
な
ん
で
も
、
F
の
証
言
に
よ
れ
ば
、
X
は
自
分
の
娘
で
あ
り
、
P
の
一
人
目
の
妻
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
P
の

主
張
に
よ
れ
ば
、
X
は
自
分
の
二
人
目
の
妻
で
あ
り
、
一
人
目
の
妻
で
あ
る
F
の
娘
は
す
で
に
死
ん
で
い
る
と
い
う
の
で
あ
る9

。

町
の
住
人
た
ち
は
も
は
や
、
三
人
が
こ
う
し
た
矛
盾
を
抱
え
な
が
ら
も
円
満
な
関
係
を
維
持
し
て
い
る10

と
い
う
こ
と
の
し
だ
い

以
上
に
、こ
の
決
定
的
な
矛
盾
そ
の
も
の
を
解
消
し
た
い
と
い
う
欲
望
に
か
ら
れ
は
じ
め
る
。
つ
ま
り
P
に
と
っ
て
の
X
で
も
な
く
、
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F
に
と
っ
て
の
X
で
も
な
く
、
X
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
―
―
X
は
一
体
何
者
な
の
か
？
―
―
知
ろ
う
と
こ
こ
ろ
み
る
の
で
あ
る
。
そ

し
て
つ
い
に
、
住
人
た
ち
は
X
本
人
に
自
身
の
「
真
実
」
を
語
ら
せ
よ
う
と
す
る
の
だ
が
、
X
の
主
張
は
「
真
実
」
を
求
め
る
住
人

た
ち
の
要
求
に
応
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

X
「
私
に
と
っ
て
私
は
誰
で
も

0

0

0

―
―
誰
で
も
な
い
の
で
す

0

0

0

0

0

0

0

」

X
「
私
に
と
っ
て
私
は
、
ひ
と
が
私
を
そ
う
考
え
る
と
お
り
の
者
な
の
で
す
」（
一
八
七
頁
）

物
語
の
最
終
局
面
に
お
い
て
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
、
X
が
P
と
の
関
係
に
そ
く
し
て
も
つ
役
割
（
＝
P
の
妻
）
と
、
F
と
の
関

係
に
そ
く
し
て
も
つ
役
割
（
＝
F
の
娘
）
と
い
う
対
立
す
る
二
つ
の
役
割
を
同
時
に
抱
え
て
い
る
と
い
う
事
実
（
役
割
の
重
複
）
の

奇
妙
さ
で
は
な
い11

。
前
述
の
X
の
セ
リ
フ
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
X
は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
何
者
で
あ
る
と
も
説
明
す
る

こ
と
が
で
き
ず
、
す
な
わ
ち
孤
立
的
な
「
個
人
」
と
し
て
は
有
意
義
な
規
定
を
い
っ
さ
い
も
ち
え
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
こ
こ
で
は

よ
り
着
目
す
べ
き
こ
と
の
あ
り
さ
ま
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
物
語
の
結
末
は
、
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
が
先
の
共
同
相
互
存
在
論
に
お

い
て
そ
の
構
造
を
見
通
し
て
い
た
「
関
係
規
定
的
な
人
間
存
在
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
私
た
ち
に
強
く
喚
起
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

二
・
二　

他
者
の
関
係
の
歴
史

以
上
の
よ
う
に
、
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
は
、「
関
係
に
そ
く
し
た
有
意
義
性
」
を
も
つ
共
同
相
互
存
在
の
構
造
を
先
鋭
化
さ
せ
た
物
語

と
し
て
『
御
意
に
ま
か
す
』
を
読
み
解
く
。
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
は
、
X
が
自
分
自
身
に
つ
い
て
何
ご
と
も
語
り
だ
す
こ
と
の
で
き
な
い

よ
う
な
「
血
肉
を
そ
な
え
た
人
格
」
と
し
て
登
場
し
た
こ
と
を
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
「
不
条
理
」
で
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、
そ
こ
に

表
現
さ
れ
て
い
る
X
の
非
自
立
的
な
ふ
る
ま
い
に
つ
い
て
は
む
し
ろ
、
共
同
相
互
存
在
の
本
質
と
し
て
評
価
す
る
。
つ
ま
り
X
が
自
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分
自
身
に
つ
い
て
一
貫
し
た
解
釈
を
も
た
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
自
身
が
身
を
置
い
て
い
る
事
態
に
つ
い
て
の
発
言
そ
の
も
の

の
不
可
能
性
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、（
何
ご
と
か
を
発
言
す
る
と
い
う
こ
と
も
含
め
て
）
X
自
身
の
ふ
る
ま
い
が
他
者
と
の

関
係
を
欠
い
た
状
態
で
は
決
定
不
能
で
あ
る
と
い
う
、
徹
底
し
た
関
係
規
定
的
な
態
度
を
あ
る
種
象
徴
的
に
表
現
し
て
い
る
と
解
す

る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
町
の
住
人
た
ち
は
P-

F-

X
の
関
係
を
理
解
す
る
に
際
し
て
、
彼
ら
の
関
係
に
そ
く
し
た
有
意
義
性
を
度
外
視
し
、

そ
れ
自
体
と
し
て
の
真
理

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
獲
得
し
よ
う
と
し
た
た
め
に
、
か
え
っ
て
彼
ら
の
築
き
あ
げ
て
い
る
関
係
を
見
通
せ
ず
に
終
わ
る
と

い
う
失
敗
を
犯
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
失
敗
を
犯
さ
な
い
た
め
に
、
町
の
住
人
た
ち
は
ど
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
三
人

の
関
係
を
知
る
べ
き
で
あ
っ
た
の
か
。
何
を
知
ろ
う
と
す
れ
ば
、
彼
ら
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
。
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
は
、

P-

F-

X
の
「
関
係
の
歴
史
」
が
戯
曲
の
内
部
に
は
描
か
れ
て
い
な
い
こ
と
に
着
目
し
、
彼
ら
の
歴
史
的
由
来
の
不
透
明
さ
が
、

彼
ら
の
取
り
結
ぶ
関
係
の
奇
妙
さ
を
生
み
だ
し
て
い
る
と
指
摘
し
た
。

ピ
ラ
ン
デ
ッ
ロ
は
、
存
立
す
る
関
係
を
存
立
し
て
い
る
も
の
と
し
て
初
め
か
ら
叙
述
し
て
い
る
一
方
で
、
そ
の
関
係
の
歴
史

を
背
後
に
取
り
残
し
て
い
る
。（
中
略
）
三
人
の
登
場
人
物
の
関
係
は
そ
の
つ
ど
す
で
に
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
世
界
と
い
う
わ
け

で
は
な
い
。
相
互
性
に
お
い
て
あ
る
明
示
的
な
存
在
が
す
べ
て
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
歴
史
的
に
あ
や
ま
っ
て

0

0

0

0

0

－4
自
立
化
し

た
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
ま
た
よ
り
広
い
共
同
世
界
か
ら
切
り
離
さ
れ
て

0

0

0

0

0

0

閉
ざ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。（
一
九
〇
頁
）

こ
れ
ま
で12

、
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
が
み
い
だ
し
た
共
同
相
互
存
在
の
ふ
る
ま
い
の
構
造
に
お
い
て
は
、
各
人
は
自
身
の
ふ
る
ま
い
を
向

け
る
他
者
に
つ
い
て（
そ
し
て
他
者
に
対
峙
し
て
い
る
自
分
自
身
に
つ
い
て
）あ
ら
か
じ
め
そ
の
反
応
を
顧
慮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

ふ
る
ま
い
の
仕
方
を
決
定
し
て
い
た
。
私
た
ち
は
、
た
ん
に
他
者
に
対
し
て
な
ん
ら
か
の
「
役
割
」
に
そ
く
し
て
ふ
る
ま
っ
て
い
る

31



ば
か
り
で
は
な
く
、
他
者
の
応
答
的
な
ふ
る
ま
い
や
、
そ
の
ふ
る
ま
い
を
為
し
た
さ
い
に
他
者
か
ら
受
け
る
評
価
な
ど
を
あ
ら
か
じ

め
予
期
し
つ
つ
ふ
る
ま
っ
て
い
る
し
、
そ
う
ふ
る
ま
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
つ
ま
り
、
共
同
相
互
存
在
の
ふ
る
ま
い
の
構
造
を
成
り
立

た
せ
て
い
た
も
の
は
他
者
（
の
反
応
）
の
予
測
可
能
性
で
あ
っ
た
。

こ
の
構
造
は
理
論
的
に
は
非
常
に
技
巧
を
凝
ら
し
た
も
の
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
た
と
え
事
実
的
な
諸
関
係
が
そ
の
こ

と
に
よ
っ
て
必
然
的
に
は
明
瞭
な
も
の
と
は
な
ら
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
き
わ
め
て
日
常
的
で
自
明
な
仕
方
で
掌
握
さ
れ
、

遂
行
さ
れ
て
い
る
。
或
る
者
が
他
者
を
す
で
に
知
っ
て
い
る
と
信
じ
て
い
る
場
合
は
つ
ね
に
、
或
る
者
は
他
者
に
対
し
て
知
ら

ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
、あ
ら
か
じ
め
他
者
の
期
待
さ
れ
る
応
答
に
回
帰
す
る
こ
と
で
ふ
る
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。（
一
六
九
頁
）

「
他
者
の
期
待
さ
れ
る
応
答
に
回
帰
す
る
こ
と
で
ふ
る
ま
う
」
と
は
、
他
者
に
対
す
る
或
る
ふ
る
ま
い
を
、
他
者
の
応
答
を
受
け
と

る
以
前
か
ら
（
つ
ま
り
自
発
的
な
ふ
る
ま
い
を
意
図
し
て
い
る
段
階
で
）
す
で
に
他
者
の
応
答
を
見
こ
し
つ
つ
か
た
ち
づ
く
っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る13

。
つ
ま
り
、「
私
」
の
ふ
る
ま
い
は
た
い
て
い
の
場
合
、
他
者
の
応
答
を
予
測
で
き
て
し
ま
う
が

ゆ
え
に
、
あ
ら
か
じ
め
他
者
に
、
そ
し
て
他
者
と
の
関
係
に
拘
束
さ
れ
た
も
の
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
或
る
者
A
が
友
人
B
を
食
事
に
誘
お
う
と
す
る
と
き
、
A
は
B
に
対
す
る
「
食
事
に
誘
う
」
と
い
う
ふ
る
ま
い
の
以

前
に
あ
ら
か
じ
め
、「
B
は
現
在
多
忙
で
は
な
い
か
」「
B
に
迷
惑
だ
と
思
わ
れ
な
い
だ
ろ
う
か
」
な
ど
の
様
々
な
顧
慮
を
め
ぐ
ら
せ

た
上
で
、
そ
の
顧
慮
を
自
身
の
ふ
る
ま
い
に
反
映
さ
せ
る
だ
ろ
う
（
多
忙
期
を
避
け
て
誘
う
な
ど
）。
こ
う
し
た
A
の
ふ
る
ま
い
は
、

B
の
返
答
を
期
待
し
て
な
さ
れ
る
。
そ
し
て
B
も
、
誘
い
を
受
け
る
に
し
ろ
断
る
に
し
ろ
、
な
ん
ら
か
の
返
答
を
A
か
ら
期
待
さ
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
誘
い
に
返
答
す
る
は
ず
で
あ
る
。
友
人
を
食
事
に
誘
う
と
い
う
行
為
は
、
友
人
に
対
し
て
返
答

を
要
求
す
る
。
つ
ま
り
、
他
者
の
返
答
と
い
う
行
為
を
予
測
し
得
て
、
初
め
て
成
り
立
つ
。
あ
る
い
は
こ
の
よ
う
に
明
示
的
に
個
別
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に
対
応
す
る
顧
慮
を
働
か
せ
て
い
な
く
と
も
、
私
た
ち
の
日
常
的
な
ふ
る
ま
い
に
は
つ
ね
に
予
測
可
能
な
他
者
へ
の
顧
慮
が
含
ま
れ

て
い
る
の
で
あ
る14

。

P-
F-

X
の
関
係
は
、
そ
の
関
係
の
外
部
の
人
間
た
ち
か
ら
す
れ
ば
、
予
測
不
可
能
な
奇
妙
さ
に
満
ち
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

日
常
的
に
「
す
で
に
知
っ
て
い
る
と
信
じ
て
い
る
」
他
者
た
ち
と
同
じ
よ
う
な
仕
方
で
、
つ
ま
り
自
分
た
ち
が
期
待
し
、
予
測
し
う

る
よ
う
な
範
囲
で
ふ
る
ま
い
を
返
し
て
く
る
他
者
た
ち
と
同
様
に
、
彼
ら
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
も
し
も
ピ
ラ

ン
デ
ッ
ロ
が
、
P-
F-
X
の
関
係
の
歴
史
的
由
来
に
つ
い
て
何
か
し
ら
示
し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
彼
ら
が
な
ぜ
矛
盾
を
抱
え
な

が
ら
互
い
に
平
仄
を
合
わ
せ
る
に
至
っ
た
の
か
を
私
た
ち
は
知
る
こ
と
が
で
き
た
だ
ろ
う
。

整
理
し
て
お
こ
う
。
P-
F-
X
の
関
係
に
は
、
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
異
な
る
奇
妙
さ
が
存
し
て
い
る
。
第
一
の
奇
妙
さ
は
前

述
し
た
通
り
、
X
が
自
分
自
身
に
つ
い
て
何
も
語
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
集
約
さ
れ
る
、
三
人
の
関
係
に
つ
い
て
の
「
真
実
」
の

不
可
知
を
め
ぐ
る
奇
妙
さ
で
あ
る
。
一
方
で
こ
の
奇
妙
さ
は
、「
関
係
に
そ
く
し
た
有
意
義
性
」
と
い
う
共
同
相
互
存
在
の
構
造
を

先
鋭
化
し
て
あ
ら
わ
し
た
も
の
で
も
あ
っ
た
。
つ
ま
り
そ
れ
は
「
関
係
」
を
度
外
視
し
て
他
者
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
こ
こ
ろ
み
に

起
因
す
る
奇
妙
さ
で
あ
る
。
第
二
の
奇
妙
さ
は
、反
対
に
、こ
の
「
関
係
」
そ
の
も
の
を
め
ぐ
っ
て
み
い
だ
さ
れ
る
。
彼
ら
は
な
ぜ
、

こ
う
し
た
矛
盾
を
抱
え
な
が
ら
も
互
い
に
平
仄
を
合
わ
せ
て
い
る
の
か
。
彼
ら
の
「
関
係
」
と
は
何
な
の
か
。
そ
し
て
こ
の
「
関
係
」

を
め
ぐ
る
奇
妙
さ
を
解
き
明
か
す
た
め
に
こ
そ
、
共
同
相
互
存
在
の
歴
史
が
参
照
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

三　

閉
ざ
さ
れ
た
関
係
の
解
消
―
―
『
御
意
に
ま
か
す
』
に
お
け
る
も
う
ひ
と
つ
の
失
敗

レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
P-

F-

X
の
関
係
の
歴
史
的
由
来
に
つ
い
て
、
ピ
ラ
ン
デ
ッ
ロ
は
意
図
的
に
伏
せ
つ
つ

物
語
を
す
す
め
る15

。
と
は
い
え
そ
れ
は
、
P-

F-

X
の
閉
ざ
さ
れ
た
関
係
の
外
部
に
い
る
人
間
た
ち
が
、
そ
の
関
係
に
つ
い
て
理
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解
す
る
た
め
に
、
じ
っ
さ
い
に
作
中
に
お
い
て
P-

F-

X
の
出
自
や
そ
の
関
係
の
成
り
立
ち
（
歴
史
）
を
明
か
そ
う
と
こ
こ
ろ
み

て
い
る
こ
と
の
裏
返
し
で
あ
る
。
町
の
住
人
た
ち
は
三
人
に
そ
れ
ぞ
れ
証
言
を
迫
り
、
そ
し
て
、
独
自
に
三
人
に
ま
つ
わ
る
書
類
を

集
め
よ
う
と
す
る
。
彼
ら
を
こ
う
し
た
行
動
に
駆
り
立
て
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
三
人
の
関
係
が
「
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
」
―
―
奇
妙

で
あ
る
と
い
う
事
実
で
あ
っ
た
。

閉
ざ
さ
れ
た
世
界
を
前
に
し
た
場
合
に
、
そ
の
世
界
が
解
消
〔A

uflösung

〕
へ
と
導
か
れ
う
る
よ
う
な
動
機
と
し
て
示
さ
れ

る
の
は
、
共
同
世
界

0

0

0

0

と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
、
事
実
、
こ
の
閉
ざ
さ
れ
た
世
界
が
調
和
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
で

あ
る
。（
一
九
〇
頁
）

共
同
相
互
存
在
は
通
常
、
他
者
に
対
す
る
顧
慮
の
も
と
で
互
い
に
あ
ら
か
じ
め
他
者
の
応
答
を
見
こ
し
て
ふ
る
ま
い
う
る
、「
関
係

に
そ
く
し
た
対
応
の
傾
向
（Tendenz verhältnism

äßiger Entsprechung

）」
を
有
し
て
い
る
。
し
か
し
、
関
係
に
そ
く
し
た
対
応

の
傾
向
を
見
て
と
れ
な
い
よ
う
な
共
同
相
互
存
在
を
前
に
し
た
場
合
、
つ
ま
り
関
係
の
周
囲
に
存
す
る
「
共
同
世
界16

と
の
か
か
わ

り
に
お
い
て
、
事
実
、
こ
の
閉
ざ
さ
れ
た
世
界
が
調
和
し
て
い
な
い
」
と
い
う
場
合
に
は
、
そ
の
「
不
調
和
（U

m
stim

m
igkeit

）」

の
由
来
が
示
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
閉
ざ
さ
れ
た
他
者
た
ち
の
関
係
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

他
者
の
関
係
に
み
い
だ
さ
れ
る
「
不
調
和
」
が
、
閉
ざ
さ
れ
た
世
界
を
解
消
す
る
動
機
と
な
る
。
よ
り
広
い
共
同
世
界
の
「
関
係

に
そ
く
し
た
対
応
の
傾
向
」
に
そ
ぐ
わ
な
い
関
係
に
つ
い
て
、
ひ
と
は
そ
の
「
不
調
和
」
を
解
き
明
か
し
た
い
が
た
め
に
「
関
係
の

歴
史
」
を
探
る
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
「
私
」
が
、
同
級
生
A
と
同
級
生
B
が
会
話
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
目
撃
し
た
と
す
る
。
彼
ら
は
同
級
生
ど
う
し
で
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
A
が
B
に
対
し
て
一
方
的
に
敬
語
を
つ
か
っ
て
お
り
、「
私
」
の
目
に
は
奇
妙
に
映
る
。
同
学
年
の
友
人
関
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係
に
お
い
て
、
一
方
が
他
方
に
敬
語
を
つ
か
う
の
は
、
共
同
世
界
の
「
関
係
に
そ
く
し
た
対
応
の
傾
向
」
に
照
ら
し
て
み
れ
ば
、
一

種
の
「
不
調
和
」
で
あ
る
。
そ
こ
で
彼
ら
に
尋
ね
て
み
る
と
、
じ
つ
は
B
は
病
気
の
た
め
に
一
年
休
学
し
て
お
り
、
A
と
B
は
去
年

ま
で
同
じ
サ
ー
ク
ル
活
動
に
お
い
て
先
輩
／
後
輩
の
関
係
を
築
い
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
こ
う
し
て
A
と
B
の
友
人
関
係

と
し
て
の
「
不
調
和
」
は
、
歴
史
的
由
来
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
、
先
輩
／
後
輩
の
関
係
と
し
て
共
同
世
界
の
「
調
和
」
の

な
か
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る17

。

し
か
し
こ
の
よ
う
な
、「
不
調
和
」
を
動
機
と
し
て
閉
ざ
さ
れ
た
関
係
の
歴
史
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
こ
こ
ろ
み
は
、
よ
り
広
い

共
同
世
界
の
「
調
和
」
を
前
提
と
し
な
く
て
は
成
り
立
ち
え
な
い
。
前
提
に
す
る
と
は
つ
ま
り
、
閉
ざ
さ
れ
た
世
界
の
側
を
あ
ら
か

じ
め「
歴
史
的
に
あ
や
ま
っ
て
自
立
化
し
た
関
係
」と
み
な
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
態
度
に
、前
節
で
す
で
に
示
し
た「
他

者
を
理
解
す
る
こ
と
」
の
失
敗
―
―
「
関
係
」
を
度
外
視
し
て
他
者
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
こ
と
の
失
敗
―
―
と
は
異
な
る
、
も
う

ひ
と
つ
の
失
敗
が
存
し
て
い
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
私
た
ち
は
確
認
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
「
関
係
」
に
目
を

向
け
る
が
ゆ
え
の
失
敗
で
あ
り
、
他
者
を
歴
史
的
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
こ
こ
ろ
み
の
失
敗
で
あ
る
。

よ
り
広
い
共
同
世
界
に
と
っ
て
、
或
る
閉
ざ
さ
れ
た
関
係
が
「
不
調
和
」
な
も
の
と
し
て
映
る
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
閉
ざ
さ
れ

た
世
界
そ
の
も
の
の「
解
消
」の
動
機
と
な
る
。
こ
の
と
き
、「
解
消
」と
は
た
ん
に
閉
ざ
さ
れ
た
世
界
が
よ
り
広
い
共
同
世
界
に
と
っ

て
理
解
可
能
な
も
の
と
な
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
ば
か
り
で
は
な
い
。『
御
意
に
ま
か
す
』
に
お
い
て
も
、
P-

F-

X
の

関
係
は
じ
っ
さ
い
、
外
部
の
町
の
住
人
た
ち
の
好
奇
心
に
よ
っ
て
攪
乱
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
町
の
住
人
た
ち
は
彼
ら
の
真
の
歴

史
的
由
来
を
知
る
こ
と
は
叶
わ
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
、
町
の
住
人
た
ち
に
「
不
調
和
」
な
も
の
と
み
な
さ
れ
、「
不
調
和
」
な

も
の
と
し
て
好
奇
の
目
を
向
け
ら
れ
る
こ
と
で
す
で
に
、
P-

F-

X
は
関
係
の
変
容
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

舞
台
上
の
観
衆
〔
＝
町
の
住
人
た
ち
〕
は
、
自
分
に
固
有
の
意
図
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
仕
方
で
、
発
見
す
る
者
と
な
っ
て
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い
る
。
観
衆
は
三
人
の
他
者
た
ち
の
世
界
に
介
入
す
る
こ
と
で
、
三
人
自
身
に
対
し
て
自
分
た
ち
の
世
界
の
閉
鎖
性
を
明
確

に
し
、
そ
の
こ
と
で
ま
た
、
そ
の
世
界
の
歴
史
的
な
自
明
性
を
揺
る
が
し
て
い
る
。（
一
九
一
頁
）

町
の
住
人
た
ち
は
け
っ
し
て
彼
ら
が
意
図
し
た
と
こ
ろ
の
も
の
（
＝
P-

F-

X
の
関
係
の
歴
史
的
由
来
）
を
発
見
し
た
わ
け
で

は
な
い
。
し
か
し
、
P-

F-

X
か
ら
し
て
み
れ
ば
、
彼
ら
は
紛
れ
も
な
く
、
そ
の
関
係
の
外
部
の
者
た
ち
に
よ
っ
て
暴
か
れ
、
発

見
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
三
人
の
閉
ざ
さ
れ
た
世
界
に
お
い
て
「
調
和
」
し
て
い
た
彼
ら
は
、
よ
り
広
い
共
同
世
界
が
そ
れ

を
「
不
調
和
」
な
も
の
と
し
て
み
な
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
み
ず
か
ら
も
ま
た
、
自
分
た
ち
の
築
き
あ
げ
た
関
係
を
「
不
調
和
」
な

も
の
と
し
て
自
覚
し
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
る
。
加
え
て
、
三
人
の
世
界
の
成
り
立
ち
の
由
来
、（
三
人
に
と
っ
て
の
）
そ
の
「
歴

史
的
な
自
明
性
」
は
他
者
た
ち
の
侵
犯
に
よ
っ
て
揺
る
が
さ
れ
、
新
し
く
ま
た
、
よ
り
広
い
共
同
世
界
に
対
し
て
説
明
可
能
な
も
の

と
し
て
ひ
ら
か
れ
る
必
要
性
に
迫
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

四　
「
私
」
の
一
貫
性
を
打
ち
崩
す
他
者
―
―
「
不
調
和
」
を
理
解
す
る
こ
と
は
可
能
か

四
・
一　
「
調
和
」
と
「
不
調
和
」

閉
ざ
さ
れ
た
他
者
た
ち
の
関
係
の
歴
史
的
由
来
を
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
「
不
調
和
」
を
、
彼
ら
の
外
部
に
ひ
ろ
が
っ

て
い
る
よ
り
広
い
共
同
世
界
の
「
調
和
」
の
う
ち
に
引
き
入
れ
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
共
同
世
界
の
「
調
和
」
と

は
共
同
相
互
存
在
が
互
い
に
関
係
に
そ
く
し
て
配
慮
し
あ
う
こ
と
で
有
す
る
「（
ふ
る
ま
い
の
）
対
応
の
傾
向
」
の
こ
と
を
指
し
て

い
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
他
者
を
予
測
可
能
な
存
在
と
し
て
日
常
的
な
ふ
る
ま
い
の
パ
タ
ー
ン
の
な
か
で
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
と
等

し
い
。
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こ
れ
に
対
し
て
閉
ざ
さ
れ
た
世
界
の
「
不
調
和
」
は
、
関
係
の
外
部
か
ら
「
対
応
の
傾
向
」
を
見
て
と
れ
な
い
よ
う
な
共
同
相
互

存
在
の
あ
り
か
た
を
意
味
す
る
。『
御
意
に
ま
か
す
』
に
お
い
て
「
不
調
和
」
と
み
な
さ
れ
た
P-

F-

X
の
三
人
の
関
係
は
、
つ
い

に
「
対
応
の
傾
向
」
を
み
い
だ
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
強
引
に
「
調
和
」
の
う
ち
に
引
き
入
れ
よ
う
と
さ
れ
た
こ
と
で
じ
じ

つ
解
消
し
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
P-

F-

X
の
三
人
が
物
語
の
終
局
に
お
い
て
、
町
か
ら
の
転
居
を
願
い
出
て
い
る
こ
と
に
暗
に
表

現
さ
れ
て
い
る
。

ポ 

ン
ザ
〔
P
〕　

皆
さ
ん
に
関
係
し
た
こ
と
で
す
。
そ
れ
だ
か
ら
、
私
は
此
の
町
を
立
去
り
た
い
の
で
す
！
〔
中
略
〕
こ
の
人

た
ち
の
「
慈
善
的
行
為
」
な
る
も
の
は
、す
べ
て
を
救
う
べ
か
ら
ざ
る
危
険
と
破
滅
に
導
か
な
く
て
は
、お
し
ま
い
に
な
り
ゃ

し
ま
せ
ん
―
―
し
か
も
私
に
と
っ
て
そ
う
な
る
こ
と
は
、
此
の
上
の
な
い
苦
痛
、
こ
の
上
の
な
い
犠
牲
な
の
で
す
！
（『
ピ

ラ
ン
デ
ル
ロ
名
作
集
』、
一
二
一
頁
）

P
・
F
の
双
方
は
、
相
手
が
自
分
の
主
張
と
矛
盾
す
る
主
張
を
し
て
い
る
と
い
う
悩
ま
し
い
事
態
を
、
互
い
に
「
相
手
は
X
（
と
の

関
係
）
に
対
し
て
過
っ
た
妄
想
に
と
り
つ
か
れ
て
い
る
」
と
み
な
し
て
、
解
決
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
矛
盾
の
解
決
の
仕
方
は
、
町

の
住
人
た
ち
か
ら
す
れ
ば
病
的
な
も
の
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
ど
ち
ら
か
一
方
、
あ
る
い
は
双
方
と
も
に
間
違
っ
た
主
張
を
重
ね
て

い
る
と
、
彼
ら
は
考
え
る
。
し
か
し
、
ど
ん
な
に
外
部
の
人
間
か
ら
見
て
病
的
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
関
係
の
内
部
に
い
る
三
人
は

こ
の
関
係
に
「
同
意
」
し
て
お
り
、
穏
や
か
に
暮
ら
し
て
い
た
の
だ
か
ら
、
あ
た
か
も
三
人
の
異
常
な
関
係
を
心
配
す
る
か
の
よ
う

に
、
あ
れ
こ
れ
と
詮
索
を
し
て
く
る
町
の
住
人
た
ち
の
「
慈
善
的
行
為
」
は
、
彼
ら
に
と
っ
て
耐
え
が
た
い
苦
痛
と
い
う
ほ
か
な
い

も
の
で
あ
っ
た
。

レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
は
、閉
ざ
さ
れ
た
関
係
の
「
不
調
和
」
を
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
を
、「
調
和
」
し
た
共
同
世
界
の
立
場
か
ら
「
不
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調
和
」
を
解
消
す
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
結
果
的
に
、
関
係
の
外
部
の
公
共
的
な
共
同
世
界
の
「
調
和
」
を

前
提
と
し
、
そ
こ
で
相
互
に
ふ
る
ま
わ
れ
て
い
る
「
対
応
の
傾
向
」
に
沿
う
よ
う
に
、
閉
ざ
さ
れ
た
関
係
の
歴
史
を
開
示
さ
せ
よ
う

と
す
る
危
険
な
い
と
な
み
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
そ
れ
は「
不
調
和
」を「
不
調
和
」と
し
て
受
け
入
れ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、「
不

調
和
」
に
介
入
し
、「
不
調
和
」
を
取
り
除
く
こ
と
で
一
貫
し
て
「
調
和
」
し
た
世
界
を
描
き
だ
そ
う
と
す
る
こ
こ
ろ
み
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
「
不
調
和
」
を
理
解
す
る
た
め
に
歴
史
を
知
ろ
う
と
す
る
こ
う
し
た
態
度
は
時
に
、「
不
調
和
」
の
内
部
の
者
た
ち
に
と
っ

て
は
「
調
和
」
し
た
も
の
で
あ
り
う
る
よ
う
な
独
特
の
関
係
を
壊
し
（
解
消
し
）、
彼
ら
に
痛
み
を
負
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、

レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
は
『
御
意
に
ま
か
す
』
解
釈
を
つ
う
じ
て
示
唆
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

四
・
二　
「
私
」
の
一
貫
性
と
他
者
の
「
対
応
」

他
者
た
ち
が
築
き
あ
げ
た
関
係
が
、
公
共
的
な
共
同
世
界
の
側
か
ら
見
て
「
不
調
和
」
な
も
の
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
き
、

そ
の
「
不
調
和
」
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
態
度
は
し
か
し
、
本
当
に
「
不
調
和
を
解
消
す
る
」
と
い
う
仕
方
で
し
か
果
た
さ
れ
な
い

の
だ
ろ
う
か
。「
調
和
」
の
も
と
に
あ
る
他
者
は
、「
私
」
に
と
っ
て
、
そ
の
者
の
呼
応
す
る
ふ
る
ま
い
を
あ
ら
か
じ
め
予
測
し
う
る

よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
。
確
か
に
、
相
互
に
相
手
の
反
応
を
予
測
し
つ
つ
顧
慮
し
あ
う
ふ
る
ま
い
の
構
造
は
、
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
の
共

同
相
互
存
在
論
に
お
い
て
中
心
的
な
位
置
を
占
め
る
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。
と
は
い
え
そ
の
こ
と
は
、
他
者
の
本
質
が
一
義
的
に
、
ふ

る
ま
い
の
予
測
可
能
性
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
は
い
な
い
。
む
し
ろ
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
の
共
同
相
互
存
在
論
に
お
い
て
他
者

は
、「
私
」
の
予
測
を
裏
切
り
、「
私
」
の
一
貫
し
た
思
考
を
訂
正
し
う
る
存
在
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
た
。

第
一
五
節
「
関
係
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
『
出
会
い18

』
と
『
対
応
』」
に
、
こ
う
し
た
他
者
の
予
測
不
可
能
性
に
つ
い
て
の
言

及
を
み
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
節
に
お
い
て
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
は
、「
応
じ
て

－

語
る
こ
と
」と
し
て
の「
対
応（Entsprechung

）」

と
い
う
概
念
に
つ
い
て
述
べ
な
が
ら
、
関
係
の
な
か
で
他
者
が
「
私
」
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
現
れ
る
の
か
を
明
ら
か
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に
し
て
い
る19

。

「
対
応
」
と
は
、
他
者
が
「
私
」
に
応
じ
て
語
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
と
く
に
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、「
私
」
が
或
る
こ
と

が
ら
に
つ
い
て
の
「
私
」
の
思
考
を
他
者
に
対
し
て
語
り
だ
す
と
い
う
場
面
で
あ
る
。
こ
の
と
き
「
私
」
の
思
考
に
対
し
て
、
他
者

が
他
者
と
し
て
応
じ
て
語
る
と
い
う
こ
と
は
、
他
者
が
「
私
」
を
訂
正
す
る
と
い
う
仕
方
で
の
み
果
た
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
他
者

だ
け
が
「
私
」
の
思
考
の
一
貫
性
（K

onsequenz

）
を
「
訂
正
す
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
打
ち
崩
し
う
る
存
在
者
で
あ
り
、「
私
の
一

貫
性
を
打
ち
崩
す
」
と
い
う
こ
と
が
「
対
応
」
に
お
け
る
他
者
の
他
者
性
そ
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

他
者
が
「
そ
れ
に
つ
い
て
」
語
る
べ
き
こ
と
は
、
他
者
を
つ
う
じ
て
或
る
者
の
見
解
を
豊
か
に
し
、
そ
れ
ゆ
え
こ
と
が
ら
の

見
方
を
増
大
さ
せ
る

0

0

0

0

0

だ
け
で
は
な
い
。
或
る
者
は
他
の
者
を
訂
正
す
る

0

0

0

0

、
つ
ま
り
両
者
は
互
い
に
訂
正
し
あ
う
。
そ
し
て
こ

の
よ
う
に
訂
正
し
あ
う
な
か
で
そ
れ
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
い
る
も
の
、
つ
ま
り
こ
と
が
ら
そ
の
も
の
が
正
し
く
定
立
さ
れ
る

の
で
あ
る
。（
一
五
六
頁
）20

思
考
の
一
貫
性
と
は
た
だ
思
考
が
「
み
ず
か
ら
の
う
ち
に
」
閉
ざ
さ
れ
、一
致
し
て
い
る
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

つ
ま
り
、
思
考
の
一
貫
性
が
示
し
て
い
る
の
は
た
だ
、
或
る
人
が
或
る
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
み
ず
か
ら
の
見
解
を
矛
盾
な
く

最
後
ま
で
考
え
ぬ
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
は
ま
さ
に
、
そ
の
者
が
他
者
の
あ
り
う
べ
き
異
議
に
対

し
て
己
れ
を
閉
ざ
し
て
し
ま
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
可
能
な
の
で
あ
る
。（
同
上
）

レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
は
他
者
の
「
対
応
」
の
概
念
を
「
こ
と
が
ら
を
正
し
く
定
立
す
る
」
た
め
の
手
段
と
し
て
も
、「
私
」
の
思
考
の

一
貫
性
を
打
ち
崩
し
、「
私
」
の
う
ち
に
矛
盾
を
芽
生
え
さ
せ
る
よ
う
な
、
予
期
し
え
な
い
異
論
や
抗
弁
を
提
供
し
う
る
も
の
と
し
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て
も
評
価
す
る
。
他
者
の
訂
正
を
経
て
い
な
い
「
こ
と
が
ら
」
の
見
解
も
、他
者
の
抗
弁
か
ら
逃
れ
た
「
私
」
の
一
貫
し
た
思
考
も
、

た
ん
に
「
私
」
に
と
っ
て
の
み
矛
盾
な
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
れ
だ
け
で
は
「
他
者
」
と
分
か
ち
あ
う
こ
と
の
で

き
る
見
解
で
も
、
他
者
に
理
解
可
能
な
思
考
で
も
あ
り
え
な
い
。「
私
」
の
思
考
の
強
度
を
高
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
む
し
ろ
、
お

の
れ
の
思
考
を
他
者
た
ち
と
の
討
論
の
場
に
ひ
ら
き
、
他
者
た
ち
の
審
判
に
ゆ
だ
ね
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

「
対
応
」
の
概
念
は
他
者
た
ち
と
の
規
範
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
あ
り
方
を
私
た
ち
に
呈
示
し
て
い
る
。
他
者
が
「
私
」

に
対
し
て
異
論
を
提
出
し
、「
私
」
を
訂
正
し
う
る
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、「
私
」
が
他
者
の
異
論
と
訂
正
を
受
け
入
れ
る
態

度
を
と
る
と
い
う
こ
と
に
等
し
い
。
そ
れ
は
、
前
提
と
し
て
す
で
に
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
「
私
」
の
思
考
の
体
系
や
方
途
の
な
か
に

他
者
を
位
置
づ
け
る
の
で
は
な
く
、
対
話
の
場
に
お
い
て
新
た
に
共
に
ひ
と
つ
の
思
考
を
形
成
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
と

き
、「
私
」
の
一
貫
し
た
思
考
は
他
者
に
よ
っ
て
中
断
さ
れ
、い
っ
た
ん
は
一
貫
性
を
欠
い
た
不
確
実
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

し
か
し
こ
の
身
を
崩
し
た
「
不
確
実
さ
」
こ
そ
が
、
他
者
と
の
対
話
に
お
い
て
の
み
得
ら
れ
る
積
極
的
な
価
値
な
の
で
あ
る21

。

四
・
三　

理
解
と
文
脈

こ
う
し
た
「
対
応
」
の
概
念
を
、
今
ま
で
辿
っ
て
き
た
「
他
者
を
理
解
す
る
こ
と
」
の
議
論
に
当
て
嵌
め
て
み
る
と
ど
う
な
る
だ

ろ
う
か
。『
御
意
に
ま
か
す
』に
お
い
て
は
、他
者
た
ち（
P-
F-

X
）の
関
係
の
来
歴
を
知
る
手
立
て
が
意
図
的
に
制
限
さ
れ
て
お
り
、

本
人
た
ち
の
口
か
ら
直
接
に
語
り
だ
し
て
も
ら
う
よ
り
ほ
か
に
彼
ら
を
理
解
す
る
た
め
の
糸
口
は
見
つ
か
ら
な
い22

。
こ
の
仕
掛
け

は
戯
曲
を
ひ
と
つ
の
結
末
（
X
自
身
に
よ
る
P-

F-

X
関
係
の
開
示
）
へ
と
方
向
づ
け
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
が
、し
か
し
、レ
ー

ヴ
ィ
ッ
ト
の
所
論
に
お
い
て
も
「
語
り
」
そ
し
て
「
対
応
」
と
し
て
の
対
話
は
、
特
権
的
に
豊
か
な
理
解
の
あ
り
か
た
を
か
た
ち
づ

く
る
も
の
で
あ
る
。
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
は
フ
ン
ボ
ル
ト
の
言
葉23

を
引
き
つ
つ
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。
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或
る
者
の
語
り
が
そ
の
者
か
ら
他
者
の
語
り
へ
と
出
て
ゆ
き
、
そ
し
て
他
者
の
語
り
か
ら
そ
の
者
へ
と
立
ち
返
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
共
通
に
語
ら
れ
た
こ
と
が
ら
の
、
特
殊
に
「
客
観
的
な
」24

規
定
性
が
生
じ
る
。
理
解
と
は
、「
分
割
で
き
な
い
一
点
に

お
い
て
表
象
の
あ
り
か
た
が
一
致
す
る
こ
と
」
で
は
な
い
。
互
い
に
共
に
作
用
す
る
「
思
考
圏
〔G

edankensphäre

〕」
が
一

致
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。〔
中
略
〕
言
葉
が
要
求
し
て
い
る
意
味
は
、
そ
の
言
葉
に
も
と
づ
い
て
語
り
か
け
ら
れ
た
者
に

対
し
て
「
刺
激
」
を
、
つ
ま
り
ひ
と
つ
の
「
活
気
」
を
与
え
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
語
り
か
け
ら
れ
た
者
自

身
が
共
に
意
味
を
か
た
ち
づ
く
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。（
二
〇
七
頁
）

対
話
の
目
的
は
た
ん
に「
語
り
」の
発
話
内
容
を
伝
達
す
る
こ
と
で
は
な
く
、そ
の
内
容
に
つ
い
て
他
者
の
理
解
を
得
る
こ
と
に
よ
っ

て
初
め
て
果
た
さ
れ
る
。
そ
し
て
理
解
と
は
、
一
方
的
に
伝
達
さ
れ
た
「
語
り
」（
分
割
で
き
な
い
一
点
）
を
解
す
る
だ
け
で
達
成

さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
対
話
の
な
か
で
、
当
初
の
「
語
り
」
の
意
図
や
、
そ
の
発
言
が
な
さ
れ
る
に
至
る
ま
で
の
経
緯
や
背
景
を

汲
み
と
り
、
文
脈
を
含
め
て
包
括
的
に
「
語
り
」
を
受
け
と
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
或
る
「
語
り
」
を
位
置
づ
け
る

文
脈
は
、
聞
き
手
の
側
に
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
語
り
手
の
側
に
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
対
話
の

な
か
で
、
聞
き
手
は
語
り
手
の
「
語
り
」
の
周
辺
に
ひ
ろ
が
っ
て
い
る
文
脈
の
網
の
目
を
聞
き
と
り
、
そ
れ
を
み
ず
か
ら
の
う
ち
に

再
構
築
す
る
。
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
思
考
圏
の
一
致
」
と
は
、
語
り
手
の
う
ち
に
ひ
ろ
が
る
「
語
り
」
の
文
脈
と
、
対
話
を

通
し
て
聞
き
手
の
う
ち
に
構
築
さ
れ
た
「
語
り
手
の
文
脈
」
と
が
対
応
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る25

。

こ
の
よ
う
な
理
解
の
あ
り
か
た
は
、『
御
意
に
ま
か
す
』
に
お
い
て
町
の
住
人
た
ち
が
こ
こ
ろ
み
て
い
る
自
己
本
位
の
理
解
と
は

対
照
的
に
、
他
者
本
位
の
理
解
の
あ
り
か
た
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
応
じ
て
語
る
「
対
応
」
に
お
い
て
挫
折
す
る
「
私
」
の
思

考
の
一
貫
性
が
、「
私
」
の
ぞ
く
す
る
共
同
世
界
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
「
調
和
」
の
こ
と
で
あ
る
と
す
れ
ば
、「
私
」
の
一
貫
性
を

打
ち
倒
す
他
者
の
訂
正
は
、
閉
じ
た
関
係
の
「
不
調
和
」
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
が
「
不
調
和
」
と
し
て
表
出
し
て
い
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る
の
は
、「
私
」
が
前
提
と
し
て
有
し
て
い
る
「
調
和
」
の
文
脈
に
定
立
し
た
ま
ま
他
者
を
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
限
り
に
お
い

て
で
あ
っ
て
、
他
者
た
ち
の
内
部
に
は
「
私
」
に
は
知
ら
れ
ざ
る
文
脈
＝
歴
史
が
存
し
て
い
る
。
た
だ
た
ん
に
「
私
」
の
「
調
和
」

の
う
ち
に
他
者
の
「
不
調
和
」
を
一
方
的
に
引
き
入
れ
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、「
私
」
の
も
つ
一
貫
性
を
他
者
の
ふ
る
ま
い
や

発
言
の
「
訂
正
」
に
身
を
ゆ
だ
ね
る
態
度
を
と
る
こ
と
が
、
他
者
を
理
解
す
る
た
め
の
本
来
的
な
糸
口
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
他
者
が

負
っ
て
き
た
歴
史
的
な
事
情
を
、
他
者
を
「
こ
と
が
ら
」
と
し
て
暴
く
た
め
の
手
段
と
し
て
扱
わ
な
い
た
め
に
、
私
た
ち
が
直
面
し

う
る
「
不
調
和
」
に
対
し
て
と
る
べ
き
態
度
な
の
で
あ
る
。

五　

結
論
に
か
え
て
―
―
補
論
：
理
解
の
暴
力
性
に
抗
し
て

以
上
の
議
論
に
よ
り
、
私
た
ち
は
ビ
ラ
ン
デ
ッ
ロ
『
御
意
に
ま
か
す
』
を
、
他
者
を
理
解
す
る
こ
こ
ろ
み
が
挫
折
に
終
わ
っ
た

事
例
の
ひ
と
つ
と
し
て
見
て
と
り
、
ま
た
、
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
の
『
御
意
に
ま
か
す
』
解
釈
を
つ
う
じ
て
、
他
者
に
他
者
自
身
の
来
歴

を
語
ら
せ
る
さ
い
の
「
私
」
の
規
範
的
な
態
度
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
他
者
が
「
私
」
に
と
っ
て
奇
妙
な
ふ
る
ま
い
を

し
て
い
る
と
き
、
そ
の
ふ
る
ま
い
は
「
私
」
が
も
つ
文
脈
の
一
貫
性
＝
「
調
和
」
に
照
ら
し
て
「
不
調
和
」
な
も
の
で
あ
る
。「
私
」

は
他
者
に
そ
の
ふ
る
ま
い
の
来
歴
を
問
う
。そ
の
さ
い
、「
語
り
」を
他
者
に
促
す
こ
と
に
な
る
。し
か
し
、他
者
の「
不
調
和
」を
、「
私
」

の
文
脈
を
唯
一
の
前
提
と
し
て
解
消
し
て
し
ま
う
こ
と
が
、
他
者
と
共
に
語
り
あ
う
こ
と
の
目
的
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
他
者
に

「
語
り
」
を
促
す
目
的
は
、
た
ん
に
そ
の
発
話
内
容
を
単
独
で
理
解
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
他
者
の
発
話
の
文
脈
を
理
解
す
る
こ
と

で
あ
る
。
こ
う
し
た
他
者
理
解
の
た
め
に
、
私
た
ち
に
は
、
自
分
自
身
の
も
つ
文
脈
と
そ
の
文
脈
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
「
不
調
和
」

で
あ
る
と
い
う
他
者
に
対
す
る
バ
イ
ア
ス
を
、
い
っ
た
ん
は
失
効
さ
せ
る
態
度
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
た
対
話
の
規
範
的
態
度
は
二
九
節
に
お
い
て
提
示
さ
れ
る
「
互
い
に
共
に
聞
く
こ
と
」
の
責
任
あ
る
あ
り
か
た
と
も
関
連
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づ
け
ら
れ
る
。
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
は
そ
こ
で
、他
者
の
「
語
り
」
を
本
来
的
に
聞
き
と
る
態
度
と
し
て
、他
者
に
反
論
す
る
と
い
う
「
抗

し
た
語
り
の
傾
向
」
を
聞
き
手
に
対
し
て
禁
じ
て
い
る
。
責
任
あ
る
仕
方
で
「
語
り
」
を
聞
く
こ
と
は
た
だ
、
そ
う
し
た
傾
向
か
ら

自
分
自
身
を
解
き
放
ち
、そ
の
う
え
で
他
者
に
「
語
り
」
を
促
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
と
き
、聞
き
手
は
他
者
を
「
不
調
和
」

な
も
の
と
し
て
み
な
す
規
定
性
を
排
し
て
他
者
の
「
語
り
」
と
向
き
合
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う26

。

最
後
に
、本
稿
で
は
汲
み
尽
く
せ
な
か
っ
た
問
題
を
補
論
と
し
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
本
稿
で
示
し
た
他
者
理
解
の
モ
デ
ル
は
、

す
で
に
そ
の
理
解
の
動
機
と
し
て
、
他
者
が
「
不
調
和
」
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
不
当
な
み
な
し
を
含
ま
ざ
る
を
え
な
い
の
で
は
な

い
か
、
と
い
う
問
題
を
依
然
と
し
て
残
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
じ
っ
さ
い
、
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
が
提
示
す
る
対
話
に
お
け
る
規

範
的
な
態
度
は
す
で
に
「
対
話
」
と
い
う
場
面
に
両
者
が
積
極
的
に
参
与
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
つ
ま

り
両
者
は
、
そ
の
と
き
、
対
話
を
つ
う
じ
て
「
他
者
の
洞
察
を
得
る
こ
と
」
と
い
う
共
通
の
目
的
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る27

。
し

か
し
、
他
者
の
歴
史
的
由
来
を
聞
き
と
る
こ
と
を
含
む
対
話
が
、
た
と
え
責
任
あ
る
規
範
的
態
度
の
も
と
で
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ

た
と
し
て
も
、
必
ず
し
も
他
者
た
ち
が
そ
の
対
話
に
参
加
す
る
こ
と
を
望
む
と
は
限
ら
な
い
。
合
意
あ
る
い
は
理
解
と
い
う
共
通
目

的
を
も
っ
た
対
話
モ
デ
ル
を
提
示
す
る
か
た
わ
ら
で
、「
私
」
に
理
解
さ
れ
る
こ
と
を
拒
む
他
者
が
存
在
し
う
る
と
い
う
可
能
性
に

つ
い
て
、
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
が
ど
の
程
度
ま
で
想
定
し
て
い
た
か
は
『
個
人
』
内
在
的
に
は
疑
問
が
残
る
。
と
は
い
え
、
こ
う
し
た
想

定
の
欠
落
は
、
対
話
が
他
者
に
対
し
て
歴
史
的
由
来
の
開
示
を
暴
力
的
に
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
対
話
以
前
に
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
閉
ざ
さ
れ
た
他
者
た
ち
の
側
の
要
求
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
が
他
者
理
解
を
目
的
と

す
る
者
に
と
っ
て
求
め
ら
れ
る
姿
勢
で
あ
る28

。
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註

1 
本
稿
の
引
用
は
特
に
注
記
が
な
い
限
り
す
べ
て
『
共
同
人
間
の
役
割
に
お
け
る
個
人
』
か
ら
の
試
訳
で
あ
る
。K

arl Löw
ith, 

D
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, 2013. 

を
も
ち
い
、
引
用
末
尾
に
該
当
の
頁

数
を
示
す
。

2 

邦
題
は『
ピ
ラ
ン
デ
ル
ロ
名
作
集
』所
収「
御
意
に
ま
か
す
」（
岩
田
豊
雄
訳
）に
準
ず
る
。
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
は
原
題（C

osì è （se 
vi pare

））
を
忠
実
に
訳
せ
ば
「
そ
れ
が
あ
な
た
た
ち
に
そ
う
あ
ら
わ
れ
る

0

0

0

0

0

限
り
に
お
い
て
―
―
そ
の
通
り
で
あ
る

0

0

0

」
と
な
る

と
し
て
い
る
（
一
七
五
頁
）。

3 

こ
う
し
た
関
係
規
定
的
な
役
割
を
負
っ
た
者
と
し
て
出
会
わ
れ
る
人
間
存
在
の
あ
り
よ
う
が
「
ペ
ル
ソ
ナ
（personae

）」
と

呼
ば
れ
る
（
一
四
一
頁
）。
ペ
ル
ソ
ナ
と
し
て
出
会
わ
れ
る
他
者
た
ち
は
例
え
ば
「
親
と
し
て
」「
教
師
と
し
て
」、
な
ん
ら
か

の
対
他
的
な
役
割
の
規
定
性
の
な
か
で
他
者
に
理
解
さ
れ
る
と
同
時
に
、
そ
う
し
た
役
割
を
負
っ
た
者
と
し
て
自
分
自
身
を

了
解
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
役
割
は
対
他
的
に
も
対
自
的
に
も
有
意
義
な
「
理
解
の
方
向
づ
け
」
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。

4 

『
個
人
』
に
お
い
て
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
が
明
示
的
に
人
間
存
在
の
歴
史
性
な
い
し
共
同
相
互
存
在
の
歴
史
的
生
に
触
れ
る
箇
所
は

少
な
く
、
わ
ず
か
に
デ
ィ
ル
タ
イ
を
引
い
て
論
じ
る
に
と
ど
ま
る
。
そ
れ
も
、
個
人
の
い
わ
ば
縦
軸
の
伝
記
的
生
に
着
目
す

る
仕
方
で
は
な
く
（
伝
記
的
生
も
ま
た
同
時
代
に
生
き
る
他
者
た
ち
と
の
連
関
の
う
ち
に
あ
る
）、
人
間
存
在
の
同
時
代
的
な

共
同
的
生
の
あ
り
か
た
を
強
調
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。『
精
神
科
学
に
お
け
る
歴
史
的
世
界
の
構
成
の
続
編
の
構
想
』（『
デ
ィ

ル
タ
イ
全
集
』
四
巻
所
収
）
か
ら
、
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
は
人
間
の
共
同
性
が
歴
史
的
に
客
観
化
し
た
も
の
と
し
て
の
「
客
観
的

精
神
（objektiven G

eist

）」
を
と
り
あ
げ
、
他
者
と
の
共
通
項
を
介
し
た
「
私
」
の
他
者
理
解
に
言
及
し
て
い
る
が
、
客
観

的
精
神
そ
の
も
の
は
歴
史
的
な
把
捉
を
要
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
自
体
に
共
通
で
理
解
し
う
る
目
的
や
秩
序
が
刻
ま
れ
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た
も
の
で
あ
る
（
ハ
ン
マ
ー
の
形
状
や
使
用
法
は
歴
史
的
に
編
み
だ
さ
れ
た
が
、
ハ
ン
マ
ー
を
振
る
う
者
は
そ
う
し
た
歴
史

を
鑑
み
ず
に
そ
の
使
い
方
を
理
解
す
る
）。
よ
っ
て
、
そ
れ
は
む
し
ろ
、
私
た
ち
の
日
常
的
な
「
ふ
る
ま
い
の
呼
応
」
を
可
能

に
す
る
媒
介
項
に
過
ぎ
な
い
。

5 

「
分
析
が
人
間
的
な
も
の
で
あ
る
の
は
、
第
二
に
、
よ
り
狭
義
に
主
題
的
な
意
味
に
お
い
て
、
議
論
さ
れ
る
共
同
相
互
存
在
の

諸
現
象
が
、
人
間
的
な
生

0

0

0

0

0

の
日
常
的
な

0

0

0

0

あ
ら
わ
れ
に
関
す
る
、
事
実
的
に

0

0

0

0

問
う
に
値
す
る
こ
と
が
ら
か
ら
展
開
し
て
い
る
か

ら
で
あ
る
」（
八
七
頁
）。

6 

関
係
の
自
立
化
に
つ
い
て
は
前
節
の
第
二
二
節
「
関
係
の
あ
り
う
べ
き
自
立
化
」
に
お
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
。「
明
示
的
に

そ
の
な
か
に
閉
ざ
さ
れ
て
自
足
し
て
い
る
よ
う
な
圏
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
意
味
か
ら
し
て
他
者
に
対
し
て
、
そ
の
圏
に
ぞ

く
さ
ず
ひ
と
り
で
満
足
し
て
い
る
よ
う
な
他
者
た
ち
に
対
し
て
排
他
的
で
あ
る
」（
一
七
二
頁
）。
こ
こ
で
P-

F-

X
の
関
係

が
自
立
化
し
た
関
係
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
の
は
、
さ
し
あ
た
り
圏
に
ぞ
く
さ
な
い
他
者
た
ち
に
対
し
て
文
字
通
り
閉
ざ
さ
れ

て
お
り
、
関
係
の
内
実
、
そ
の
関
係
が
規
定
す
る
各
人
の
「
役
割
」
が
見
通
せ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

7 

こ
れ
は
第
二
三
節
に
お
い
て
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
が
も
ち
い
た
略
号
に
準
じ
て
い
る
。

8 

P-

X
の
二
人
は
夫
婦
関
係
に
あ
る
が
別
居
し
て
お
り
、
そ
の
一
方
で
夫
‐
姑
関
係
に
あ
る
P-

F
の
二
人
が
同
居
し
て
お
り
、

F-

X
の
二
人
は
母
‐
娘
関
係
に
あ
る
は
ず
が
P
に
よ
っ
て
面
会
を
制
限
さ
れ
て
い
る
。

9 

整
理
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

 

F
の
主
張
：
X
は
P
の
一
人
目
の
妻
で
あ
る
＝
X
は
F
の
娘
で
あ
る

 

P
の
主
張
：
X
は
P
の
二
人
目
の
妻
で
あ
る
＝
X
は
F
の
娘
で
は
な
い

10 

「
わ
た
く
し
ど
も
は
申
し
分
な
く
和
合
し
て
お
り
ま
す
！　

わ
た
く
し
ど
も
は
満
足
な
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
わ
た
く
し
も
娘
も
、

こ
れ
以
上
の
満
足
は
な
い
の
で
ご
ざ
い
ま
す
」（
F
の
発
言
、『
ピ
ラ
ン
デ
ル
ロ
名
作
集
』、
八
四
頁
）
ま
た
P
に
つ
い
て
も
、
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現
状
の
関
係
を
望
ん
で
い
る
よ
う
な
発
言
が
う
か
が
え
る
。

11 

現
実
に
複
数
の
他
者
と
か
か
わ
っ
て
い
る
限
り
、
ひ
と
り
の
個
人
は
一
般
的
に
も
、
他
者
と
の
関
係
に
そ
く
し
て
複
数
の
「
役

割
」
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
（
或
る
ひ
と
が
、
上
司
と
の
関
係
に
お
い
て
は
部
下
と
し
て
ふ
る
ま
い
、
同
僚
と
の
関
係
に
あ
っ

て
は
友
人
と
し
て
ふ
る
ま
う
、
と
い
う
こ
と
が
一
般
に
可
能
で
あ
る
）。
通
常
で
あ
れ
ば
こ
の
役
割
ど
う
し
が
矛
盾
し
、
衝
突

す
る
こ
と
は
な
い
。『
御
意
に
ま
か
す
』
に
お
い
て
も
、
X
は
P
と
F
、
双
方
と
同
時
に
出
会
わ
な
い
こ
と
に
よ
り
、
日
常
的

に
は
そ
う
し
た
矛
盾
を
回
避
し
て
生
き
て
い
る
。

12 

第
一
六

－

二
二
節
（
特
に
第
一
九

－

二
〇
節
）
に
か
け
て
、
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
は
、
共
同
相
互
存
在
の
ふ
る
ま
い
に
は
必
ず
関

係
に
そ
く
し
た
顧
慮
が
と
も
な
う
と
い
う
こ
と
、
こ
う
し
た
顧
慮
が
あ
ら
か
じ
め
他
者
に
対
す
る
ふ
る
ま
い
の
仕
方
を
制
限

し
、
方
向
づ
け
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。

13 

こ
う
し
た
予
測
可
能
性
に
も
と
づ
い
て
一
者
の
ふ
る
ま
い
が
あ
ら
か
じ
め
他
者
に
合
わ
せ
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
を
レ
ー

ヴ
ィ
ッ
ト
は
「
両
義
性
の
回
帰
（die R

eflexion der Zw
eideutigkeit

）」
と
呼
ぶ
。

14 

レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
の
共
同
相
互
存
在
論
の
核
に
あ
る
こ
の
「
応
答
的
な
ふ
る
ま
い
の
呼
応
」
の
連
鎖
は
、
一
面
的
に
は
ハ
イ
デ

ガ
ー
が
日
常
的
か
つ
平
均
的
な
共
同
存
在
の
様
態
と
し
た「
ひ
と（D

as M
an

）」の
あ
り
か
た
に
接
近
す
る
向
き
が
あ
る（『
存

在
と
時
間
』
二
六

－

二
七
節
）。
と
い
う
の
も
、
非
明
示
的
な
仕
方
で
な
さ
れ
る
顧
慮
は
多
く
の
場
合
、
公
共
的
に
理
解
可
能

な
文
脈
を
介
し
た
も
の
で
あ
り
、
目
の
前
の
他
者
に
対
す
る
一
回
的
な
個
別
の
対
応
を
要
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
は
こ
う
し
た
公
共
的
な
共
同
相
互
存
在
と
は
区
別
さ
れ
た「
私
」と「
き
み
」の
本
来
的
な（eigentlich

）

共
同
相
互
存
在
が
あ
る
と
し
て
、
そ
こ
に
人
間
の
生
の
本
来
的
な
あ
り
か
た
を
帰
属
さ
せ
て
い
る
点
で
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
視

覚
か
ら
は
抜
け
落
ち
て
い
た
共
同
存
在
の
積
極
的
な
可
能
性
を
見
通
し
て
い
る
と
言
え
る
（
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
ひ
と
」
批
判

は
二
一
節
に
詳
し
い
）。
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15 

P-

F-

X
の
関
係
に
つ
い
て
彼
ら
の
証
言
以
外
か
ら
知
る
手
立
て
は
な
い
。
彼
ら
は
以
前
暮
ら
し
て
い
た
村
で
地
震
の
被
害

に
遭
い
、彼
ら
の
過
去
を
知
る
者
は
ひ
と
り
残
ら
ず
死
亡
し
て
い
る
。
ま
た
、地
震
に
よ
っ
て
村
の
役
場
も
破
壊
さ
れ
て
い
て
、

P-
X
の
婚
姻
関
係
を
裏
づ
け
る
確
定
的
な
証
拠
書
類
も
見
つ
か
ら
な
い
。

16 

共
同
世
界
は
、
製
作
品
に
よ
っ
て
か
た
ち
づ
く
ら
れ
る
周
囲
世
界
と
と
も
に
「
私
」
の
世
界
を
構
成
し
て
い
る
概
念
で
あ
り
、

素
朴
に
は
複
数
の
「
他
者
た
ち
」
と
し
て
規
定
さ
れ
る
。「
或
る
者
自
身
を
顧
慮
す
る
に
あ
た
り
、『
他
者
』
の
も
っ
と
も
手

近
な
意
義
と
し
て
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
自
明
な
こ
と
で
は
あ
る
が
、
他
者
が
複
数
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」

（
一
四
二
頁
）。

17 

こ
れ
は
他
者
た
ち
が
み
ず
か
ら
の
関
係
の
歴
史
的
由
来
に
つ
い
て
開
示
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
他
者
た
ち
の
「
不
調
和
」

を
解
消
し
う
る
事
例
で
あ
る
。
一
見
す
る
と
「
不
調
和
」
に
映
る
関
係
が
、
歴
史
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
じ
つ
は
「
調
和
」

の
一
部
で
あ
っ
た
と
判
明
す
る
。
も
ち
ろ
ん
歴
史
を
知
る
こ
と
が
必
ず
し
も「
不
調
和
」の
解
消
に
つ
な
が
る
わ
け
で
は
な
い
。

外
部
の
共
同
世
界
に
は
な
い
別
の
ロ
ジ
ッ
ク
（
異
な
る
「
調
和
」）
を
提
示
さ
れ
る
場
合
も
、あ
る
い
は
ど
こ
ま
で
も
無
秩
序
な
、

絶
対
的
な
「
不
調
和
」
に
出
会
う
場
合
も
あ
る
。
し
か
し
、
む
し
ろ
こ
の
よ
う
な
場
合
に
あ
っ
て
こ
そ
、
後
述
す
る
（
四
・
三
）

よ
う
な
、
前
提
と
な
る
「
調
和
」
を
崩
す
態
度
が
要
求
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

18 

「
ひ
と
が
或
る
他
者
と
出
会
う
の
な
ら
ば
、
彼
ら
は
相
互
に
と
い
う
意
味
に
お
い
て
「sich

互
い
に
」
出
会
う
の
で
あ
り
、
こ

の
相
互
的
な
「sich

」
は
ま
っ
さ
き
に
「
出
会
い
」
の
根
源
的
な
意
味
を
、
そ
の
（
出
会
い
の
）「
偶
然
性
」
と
と
も
に
満
た

し
て
い
る
」（
一
五
五
頁
）。「
出
会
い
（B

ebegnung

）」
の
概
念
は
、
他
者
と
関
わ
る
こ
と
の
特
権
性
を
「
自
由
な
出
会
い
」

の
可
能
性
と
し
て
特
徴
づ
け
て
い
る
。

19 

レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
は
こ
こ
で
「
対
応
」
に
つ
い
て
、「
出
会
い
」
と
と
も
に
こ
と
が
ら
の
「
真
理
」
を
構
成
す
る
概
念
で
あ
る
と

も
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
対
応
」
と
は
第
一
に
「
私
」
の
認
識
が
「
こ
と
が
ら
そ
の
も
の
」
と
正
し
く
対
応
し
て
い
る

47



こ
と
を
意
味
し
、「
認
識
と
こ
と
が
ら
の
対
応
」
を
把
握
す
る
た
め
、
他
者
の
同
意
／
否
定
と
し
て
の
「
応
じ
て
語
る
こ
と
」

が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
対
応
概
念
は
、『
個
人
』
の
構
成
上
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
『
将
来
の
哲
学
の

根
本
命
題
』
に
着
想
を
得
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
詳
し
く
は
九
三

－
一
〇
一
頁
参
照
。

20 
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
の
対
話
主
義
に
つ
い
て
は
、
共
同
相
互
存
在
の
様
態
と
し
て
の
対
話
を
評
価
し
つ
つ
も
、
依
然
と
し
て
超
越

論
的
な
「
私
」
に
定
位
し
た
不
完
全
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
い
う
批
判
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
（
ト
イ
ニ
ッ
セ
ン
『
他
者
』

四
三
一
頁
以
下
）。
こ
こ
で
、
或
る
主
題
に
つ
い
て
他
者
が
「
私
」
と
共
に
「
語
る
べ
き
こ
と
」
を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

が
暗
黙
に
前
提
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
、
そ
う
し
た
「
私
」
本
位
の
対
話
主
義
の
姿
勢
が
表
れ
て
い
る
と
言
え
る
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
二
一
節
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
解
放
（Freigabe

）」
概
念
の
批
判
の
な
か
で
、

レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
は
他
者
に
自
由
を
与
え
る
解
放
を
「
他
者
が
そ
う
し
た
自
由
を
要
求
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
あ
ら
か
じ
め
問

う
こ
と
が
な
い
」
と
指
摘
し
、
そ
の
上
で
、
そ
う
し
た
顧
慮
が
「
共
同
相
互
存
在
の
第
一
義
的
な
要
求
」
で
あ
る
と
述
べ
て

い
る
（
一
七
一
頁
以
下
）。
つ
ま
り
、
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
の
共
同
相
互
存
在
の
モ
デ
ル
は
必
ず
し
も
、
他
者
が
「
私
」
に
対
し
て

第
一
に
要
求
を
向
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
不
問
に
付
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

21 

「
会
話
に
お
い
て
言
わ
れ
た
こ
と
は
、
予
測
の
つ
か
な
い
言
い
回
し
を
と
り
、
そ
の
進
行
の
み
ち
ゆ
き
に
お
い
て
積
極
的
な
不

確
実
さ
が
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
他
我0

と
し
て
の
他
者
の
語
り
か
け
は
、
自
立
し
、
首
尾
一
貫
し
た
、
た
ん
に
整
合
的
な
語

り
の
可
能
性
を
保
証
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
う
し
た
相
互
的
な
会
話
を
阻
止
す
る
こ
と
で
、
語
る
者
は
同
時
に
、
相
互

的
な
頽
落
に
よ
っ
て
、
語
り
か
け
た
者
と
の
自
由
な
出
会
い
の
可
能
性
を
も
拒
ん
で
い
る
の
で
あ
る
」（
二
〇
三
頁
）。「
他
我

と
し
て
の
他
者
」
は
「
私
」
が
他
者
を
（「
私
」
と
の
）
関
係
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
存
在
と
し
て
み
な
し
て
い
る
こ
と
を
意
味

す
る
。
そ
れ
は
、
異
論
や
訂
正
と
い
う
他
者
か
ら
の
介
入
を
拒
み
つ
つ
語
り
か
け
る
こ
と
、
そ
う
し
た
介
入
に
よ
っ
て
の
み

得
ら
れ
る
「
不
確
実
さ
」
に
積
極
的
な
価
値
を
置
か
な
い
よ
う
な
態
度
で
あ
る
。
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22 

注
14
参
照
。

23 
フ
ン
ボ
ル
ト
『
全
集
』
五
巻
（H

um
boldt, G

esam
m

elte Schriften Band.5

）。

24 
十
五
節
に
お
い
て
「
他
者
と
応
じ
て
語
る
こ
と
」
が
真
理
の
構
成
要
件
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
引
き
続
い
て
、
こ
の
箇
所
で

レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
は
概
念
規
定
の
客
観
性
を
他
者
と
の
対
話
の
な
か
で
獲
得
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
「
客
観

性
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
、（
も
は
や
他
の
言
葉
で
言
い
替
え
不
可
能
な
ま
で
に
定
式
化
さ
れ
た
）
概
念
の
一
義
的
な
規
定
性

で
は
な
い
。「
客
観
性
」
と
は
、他
者
と
共
有
可
能
な
、他
者
に
と
っ
て
理
解
可
能
な
も
の
と
し
て
の
概
念
の
あ
り
か
た
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
客
観
的
な
概
念
は
何
者
に
も
言
い
替
え
不
可
能
な
概
念
で
は
な
く
、
む
し
ろ
他
者
が
自
由
に
、
何
度
で
も
別
の

言
葉
で
語
り
う
る
可
能
性
に
、
つ
ま
り
「
対
話
」
に
ひ
ら
か
れ
た
概
念
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、「
概
念
規
定
が
、

新
た
に
「
翻
訳
」
さ
れ
る
自
由
を
拒
み
う
る
の
は
、
そ
の
概
念
規
定
が
、
他
者
か
ら
理
解
さ
れ
る
こ
と
を
断
念
し
う
る
場
合

だ
け
だ
か
ら
」（
二
〇
七
頁
）
で
あ
り
、
他
者
の
理
解
を
断
念
す
る
こ
と
は
、
概
念
規
定
そ
の
も
の
の
本
来
の
意
義
を
失
う
こ

と
だ
か
ら
で
あ
る
。

25 

こ
の
箇
所
で
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
が
持
ち
出
し
て
い
る
対
話
の
モ
デ
ル
は
、
さ
し
あ
た
り
或
る
者
の
発
話
内
容
を
聞
き
取
り
、
そ

の
発
話
に
関
す
る
や
り
取
り
を
繰
り
返
す
こ
と
で
そ
の
「
語
り
」
を
発
話
内
容
の
背
後
に
あ
る
文
脈
ご
と
理
解
す
る
と
い
う

も
の
で
あ
る
。
或
る
者
A
の
発
話
に
対
し
て
B
が
質
問
を
重
ね
て
い
く
。
そ
の
な
か
で
B
は
A
の
発
話
の
文
脈（
A
の
思
考
圏
）

を
自
分
自
身
の
内
部
に
構
築
す
る
（
こ
こ
で
B
の
内
部
に
再
構
築
さ
れ
る
カ
ッ
コ
つ
き
の
「
A
の
思
考
圏
」
を
レ
ー
ヴ
ィ
ッ

ト
は
「（
A
と
）
同
等
の
概
念
」
で
は
な
く
「（
A
と
）
対
応
す
る
概
念
」
と
呼
ぶ
）。
こ
の
と
き
A
の
当
初
の
発
話
内
容
そ
の

も
の
が
、
B
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
重
ね
て
い
く
う
ち
に
変
容
し
て
い
く
可
能
性
は
充
分
に
あ
る
。
A
と
B
は
会
話
に

お
い
て
「
共
に
意
味
を
か
た
ち
づ
く
る
」
の
で
あ
り
、
ど
ち
ら
か
一
方
が
あ
ら
か
じ
め
固
定
し
た
意
味
内
容
を
抱
い
て
い
る

の
で
は
な
い
。
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26 

「
聞
き
と
っ
た
こ
と
に
抗
弁
す
る
傾
向
が
他
者
と
の
自
由
な
出
会
い
の
可
能
性
を
妨
げ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
聞
き
と
る
こ

と
は
そ
れ
自
体
す
で
に
会
話
の
う
ち
で
出
会
わ
れ
る
者
に
先
立
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」（
二
〇
五
頁
）。「
語
り
」
を
聞
き
と

る
こ
と
を
通
し
て
の
み
、
私
た
ち
は
語
り
手
の
こ
と
を
理
解
し
う
る
。
聞
き
と
り
の
態
度
が
他
者
へ
の
抗
弁
に
あ
ら
か
じ
め

方
向
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
他
者
の
「
語
り
」
を
否
定
す
る
と
い
う
規
定
の
も
と
で
し
か
他
者
と
出
会
わ
れ
な
い
こ

と
に
な
る
だ
ろ
う
。

27 

「（
概
念
的
叙
述
の
）
最
終
目
的
は
他
者
の
洞
察
で
あ
り
、
他
者
に
対
し
て
ひ
と
は
自
分
自
身
の
洞
察
を
表
明
す
る
の
で
あ
る
」

（
二
〇
八
頁
）。
こ
こ
で
「
概
念
」
は
対
話
に
参
与
す
る
双
方
の
発
話
内
容
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
思
考
の
体
系
を
指
す
。
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