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る
。
自
分
だ
け
の
生
活
や
利
益
を
守
ろ
う
と
い
う
動
き
が
前
面
に
出
て
き

て
い
る
。
そ
の
た
め
に
政
治
が
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
へ
と
走
り
、
そ
れ
が
さ
ら

に
そ
の
よ
う
な
風
潮
を
い
っ
そ
う
強
く
、
そ
し
て
対
立
を
い
っ
そ
う
深
刻

な
も
の
に
し
て
い
る
。

　
そ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
、
文
化
と
文
化
、
民
族
と
民
族
、
宗
教
と

宗
教
の
あ
い
だ
の
溝
が
い
っ
そ
う
深
く
な
る
方
向
へ
と
動
き
は
じ
め
て
い

る
。
長
い
時
間
を
か
け
て
作
り
あ
げ
ら
れ
て
き
た
人
間
の
営
み
に
亀
裂
が

入
ろ
う
し
て
い
る
。
こ
こ
で
踏
み
と
ど
ま
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

思
い
が
強
く
す
る
。

　
そ
う
し
た
状
況
に
す
ぐ
に
有
効
性
を
発
揮
す
る
対
処
法
が
あ
る
わ
け
で

は
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
や
文
化
を
担
っ
て
い
る
こ
と
を

認
め
、
尊
重
し
あ
う
こ
と
か
ら
出
発
す
る
以
外
に
道
は
な
い
。
そ
う
い
う

姿
勢
を
も
ち
な
が
ら
、
互
い
に
「
対
話
」
す
る
こ
と
が
、
い
ま
改
め
て
求

め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
人
類
は
こ
れ
ま
で
も
そ
の
よ

　
ま
ず
最
初
に
、
な
ぜ
「「
思
想
間
の
対
話
」
と
は
何
か
、
そ
れ
は
な
ぜ

必
要
か
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
お
話
し
し
よ
う
と
思
っ
た
か
、
そ
の
背
景
に

つ
い
て
お
話
し
し
た
い
。

　
わ
た
し
た
ち
は
、
い
ま
、
た
い
へ
ん
生
き
に
く
い
時
代
に
遭
遇
し
て
い

る
。
解
決
が
た
い
へ
ん
難
し
い
多
く
の
課
題
に
直
面
し
て
い
る
。
グ
ロ
ー

バ
ル
化
に
よ
っ
て
わ
た
し
た
ち
は
多
く
の
も
の
を
手
に
し
た
が
、
し
か

し
、
他
方
で
そ
れ
が
引
き
お
こ
し
た
問
題
も
ま
た
多
い
。
ま
ず
、
人
々
の

関
心
が
た
だ
経
済
的
な
利
益
を
追
求
す
る
こ
と
に
の
み
向
け
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
こ
と
が
、
い
ち
ば
ん
大
き
な
問
題
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ

う
。
そ
の
よ
う
な
利
益
追
求
に
よ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
所
で
格
差
が
生

ま
れ
、
対
立
や
軋
轢
が
生
ま
れ
て
い
る
。
民
族
や
宗
教
、
肌
の
色
や
性
の

違
い
、
政
治
的
な
見
解
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
観
点
か
ら
異
質
な
も
の
を
発

見
し
、
そ
の
「
他
者
」
を
誹
り
、
排
斥
す
る
こ
と
で
、
自
分
自
身
の
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
存
在
意
義
を
確
認
し
よ
う
と
す
る
風
潮
が
生
ま
れ
て
い

〈
特
別
寄
稿
２
〉

藤
　
田
　
正
　
勝
　

　「
思
想
間
の
対
話
」
と
は
何
か
、
そ
れ
は
な
ぜ
必
要
か
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に
、
ト
マ
ス
・
ク
ー
ン
（Thom

as Kuhn, 1922

│1996

）
と
の
あ
い
だ

で
行
わ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
パ
ラ
ダ
イ
ム
論
争
」
が
あ
る
。
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
よ
う
に
、
ク
ー
ン
は
一
九
六
二
年
に
『
科
学
革
命
の
構
造
』（The 

structure of scientific revolutions

）
と
い
う
著
作
を
発
表
し
て
、
い
わ

ゆ
る
「
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
論
を
展
開
し
た
。
同
じ
概
念
や
方
法
、
言
い
換
え

れ
ば
同
じ
「
フ
レ
イ
ム
ワ
ー
ク
（
準
拠
枠
）」
の
も
と
で
研
究
を
進
め
る

場
合
に
は
、
有
意
義
な
対
話
や
相
互
批
判
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
し

か
し
、
異
な
っ
た
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
有
す
る
者
の
あ
い
だ
で
は

│
た
と
え

ば
新
し
い
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
も
と
で
考
え
は
じ
め
た
人
と
、
古
い
パ
ラ
ダ
イ

ム
に
固
執
し
て
考
え
る
人
の
あ
い
だ
で
は

│
有
意
義
な
対
話
や
相
互
批

判
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
ク
ー
ン
は
そ
こ
で
主
張
し

た
。

　
そ
れ
に
対
し
て
ポ
パ
ー
は
「
フ
レ
イ
ム
ワ
ー
ク
の
神
話
」
を
発
表
し
、

ク
ー
ン
の
主
張
を
、
科
学
の
合
理
性
と
客
観
性
を
否
定
す
る
も
の
と
し
て

厳
し
く
批
判
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
両
者
の
応
酬
を
き
っ
か
け
に
生
ま
れ

た
の
が
「
パ
ラ
ダ
イ
ム
論
争
」
で
あ
っ
た
。
ポ
パ
ー
は
ク
ー
ン
の
相
対
主

義
、
つ
ま
り
「
フ
レ
イ
ム
ワ
ー
ク
」
が
も
つ
意
味
を
強
調
す
る
立
場
を
批

判
し
て
、
ど
こ
ま
で
も
合
理
性
を
追
求
し
よ
う
と
し
た
と
言
う
こ
と
が
で

き
る
。

　
要
す
る
に
、
ポ
パ
ー
は
、
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
共
有
し
な
い
者
の
あ
い
だ
で

は
有
意
義
な
議
論
を
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
、
ク
ー
ン
の

「
通
約
（
共
約
）
不
可
能
性
」（incom

m
ensurability

）
の
テ
ー
ゼ
は
一

つ
の
神
話
に
す
ぎ
な
い
と
批
判
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
基
本
的
な
考
え

う
に
し
て
自
ら
の
文
化
を
豊
か
な
も
の
に
し
て
き
た
。
異
質
な
も
の
に
触

れ
、
そ
こ
か
ら
刺
激
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
た
し
た
ち
の
文
化
は

発
展
し
て
き
た
。
異
な
っ
た
文
化
や
考
え
方
は
、
お
互
い
が
お
互
い
を
豊

か
に
し
う
る
源
泉
な
の
で
あ
る
。
そ
の
原
点
に
い
ま
立
ち
戻
る
必
要
を
強

く
感
じ
て
い
る
。

│
こ
れ
が
発
表
の
背
景
に
あ
る
私
の
思
い
で
あ
る
。

一
　
な
ぜ
思
想
間
の
対
話
が
必
要
か

　
ま
ず
、「
な
ぜ
思
想
間
の
対
話
が
必
要
か
」
と
い
う
問
い
か
ら
始
め
た

い
と
思
う
。

　
そ
の
こ
と
を
考
え
る
た
め
に
、
カ
ー
ル
・
ポ
パ
ー
（Karl Popper, 

1902

―1994

）
の
「
フ
レ
イ
ム
ワ
ー
ク
の
神
話
」（The M

yth of the 
Fram

ew
ork, 1976

）
と
い
う
論
文
を
手
が
か
り
に
し
た
い
。
ポ
パ
ー
は

一
九
〇
二
年
に
ウ
ィ
ー
ン
で
生
ま
れ
、
ウ
ィ
ー
ン
大
学
で
数
学
や
物
理
学

を
学
ん
だ
人
で
あ
る
が
、
の
ち
に
イ
ギ
リ
ス
に
渡
り
、
ロ
ン
ド
ン
・
ス
ク

ー
ル
・
オ
ブ
・
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
ス
の
「
論
理
学
・
科
学
方
法
論
」
講
座
の

教
授
を
務
め
た
人
で
あ
る
。
代
表
的
な
著
作
に
は
科
学
哲
学
上
の
大
き
な

業
績
で
あ
る
『
探
求
の
論
理
』（Logik der Forschung, 1934. 
邦
訳
は

英
訳
（The logic of scientific discovery, 1959

）
に
基
づ
い
て
『
科
学

的
発
見
の
論
理
』
と
い
う
題
に
な
っ
て
い
る
）
や
政
治
哲
学
に
関
す
る

『
開
か
れ
た
社
会
と
そ
の
敵
』（The O

pen Society and its Enim
ies, 

1945

）
な
ど
が
あ
る
。
科
学
哲
学
だ
け
で
な
く
、
社
会
哲
学
の
領
域
で

も
多
く
の
業
績
を
残
し
た
。

　
ポ
パ
ー
の
思
想
に
つ
い
て
語
る
上
で
重
要
な
意
味
を
も
つ
も
の
の
一
つ
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見
解
、
異
な
っ
た
も
の
の
見
方
に
触
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、

少
な
く
と
も
わ
れ
わ
れ
の
視
点
が
一
つ
の
視
点

│
一
つ
の
フ
レ
イ
ム
ワ

ー
ク

│
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
、
そ
の
妥
当
性
を
検
討
す
る
こ
と
が
可

能
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　
最
初
に
「
な
ぜ
思
想
間
の
対
話
が
必
要
か
」
と
い
う
問
い
を
掲
げ
た
が
、

そ
れ
に
対
し
て
も
、
こ
こ
か
ら
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と

考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
他
者
と
の
対
話
を
通
し
て
、
自
ら
の
思
想
を
相

対
化
し
、
そ
の
思
考
の
枠
組
み
を
流
動
化
す
る
こ
と
、
そ
し
て
他
者
の
思

想
と
の
違
い
の
な
か
か
ら
思
想
の
新
た
な
発
展
の
可
能
性
を
探
っ
て
い
く

こ
と
、
そ
う
し
た
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
考
え
て
い
る
。

二
　
思
想
間
の
対
話
は
容
易
で
は
な
い

　
い
ま
も
、
思
想
間
の
対
話
が
重
要
な
意
味
を
も
つ
と
し
て
も
、
そ
れ
は

決
し
て
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
と
述
べ
た
が
、
具
体
的
な
事
例
を
通
し
た

方
が
分
か
り
や
す
い
と
思
う
の
で
、
九
鬼
周
造
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
の
あ
い

だ
で
な
さ
れ
た
「
対
話
」│
パ
ラ
ド
ク
シ
カ
ル
で
あ
る
が
、｢

対
話｣

が

困
難
を
は
ら
む
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
し
た｢

対
話｣

│
を
例
に
お
話

し
し
た
い
。

　
九
鬼
周
造
は
東
京
大
学
を
卒
業
し
た
あ
と
、
一
九
二
一
（
大
正
一
〇
）

年
か
ら
一
九
二
九
（
昭
和
四
）
年
ま
で
、
当
時
と
し
て
は
例
外
的
に
長
期

に
わ
た
っ
て
ド
イ
ツ
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
に
留
学
し
た
人
で
あ
る
。
最
初
、

新
カ
ン
ト
学
派
の
泰
斗
リ
ッ
ケ
ル
ト
の
も
と
で
学
ん
だ
が
、
ベ
ル
ク
ソ
ン

を
慕
っ
て
一
九
二
四
年
か
ら
一
九
二
七
年
ま
で
パ
リ
に
滞
在
し
た
。
そ
の

方
は
次
の
文
章
の
な
か
に
よ
く
見
て
と
れ
る
で
あ
ろ
う
。「
多
く
の
見
解

を
共
有
し
て
い
る
人
々
〔
つ
ま
り
、
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
共
有
す
る
人
々
〕
の

あ
い
だ
で
な
さ
れ
る
議
論
は
、
た
と
え
楽
し
い
も
の
で
は
あ
り
え
て
も
、

実
り
多
い
も
の
に
は
な
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
他
方
、
非
常
に
異
な
っ
た

フ
レ
イ
ム
ワ
ー
ク
間
の
議
論
は
、
た
と
え
多
く
の
場
合
き
わ
め
て
困
難
で

あ
り
、
お
そ
ら
く

0

0

0

0

そ
れ
ほ
ど
楽
し
い
も
の
で
は
な
い
に
し
て
も
、
き
わ
め

て
実
り
多
い
も
の
に
な
り
う
る
と
い
う
…
…
テ
ー
ゼ
を
私
は
擁
護
し
た

い
）
1
（

」。
つ
ま
り
、
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
異
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
対
話
の
不

可
能
性
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
概
念
や
方
法
を
異
に
す
る
が

故
に
、
対
話
は
た
し
か
に
容
易
で
は
な
い
が
、
し
か
し
、
そ
こ
で
こ
そ
創

造
的
な
対
話
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
ポ
パ
ー
は
こ
こ
で
主
張
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
は
フ
レ
イ
ム
ワ
ー
ク
と
い
う
言
葉
は
、
直
接
に
は
、
科
学
者
が

共
有
す
る
理
論
的
な
枠
組
み
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に

と
ど
ま
ら
ず
、
広
く
わ
れ
わ
れ
の
も
の
を
見
る
見
方
一
般
に
つ
い
て
も
当

て
は
ま
る
言
葉
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ポ
パ
ー
自

身
も
、
お
そ
ら
く
は
そ
の
よ
う
な
広
が
り
を
想
定
し
て
、
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。
フ
レ
イ
ム
ワ
ー
ク
を
異
に
し
た
見
解
を
前
に
し
た
と
き
に
、

言
い
換
え
れ
ば
、
よ
り
困
難
な
問
い
を
問
い
か
け
ら
れ
た
と
き
に
、
わ
れ

わ
れ
の
見
解
は
、「
よ
り
強
く
揺
さ
ぶ
ら
れ
、
…
…
そ
れ
以
前
と
は
よ
ほ

ど
異
な
っ
た
仕
方
で
も
の
ご
と
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
つ

ま
り
、
知
的
地
平
が
よ
り
広
く
拡
張
さ
れ
る）

2
（

」
と
い
う
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
決
し
て
容
易
で
は
な
い
。
し
か
し
、
異
な
っ
た
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か
」、
こ
の
よ
う
な
疑
問
を
抱
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
す

れ
ば
、
む
し
ろ
「
東
ア
ジ
ア
の
芸
術
の
本
質
は
蔽
わ
れ
て
し
ま
い
、
そ
の

本
質
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
領
域
に
押
し
込
め
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い

か
）
3
（

」、
こ
れ
が
九
鬼
の
試
み
を
前
に
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
感
じ
と
っ
た
危

険
性
で
あ
っ
た
。

三
　
思
想
間
の
対
話
と
は
ど
の
よ
う
な
営
み
か

　
た
し
か
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
言
う
よ
う
に
、「
思
想
間
の
対
話
」
に
は
つ

ね
に
「
危
険
性
」
が
つ
き
ま
と
う
。
し
か
し
、
そ
の
危
険
と
背
中
合
わ
せ

で
こ
れ
ま
で
も
多
く
の
対
話
が
な
さ
れ
、
多
く
の
成
果
が
挙
げ
ら
れ
て
き

た
と
も
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
あ
る
い
は
そ
の
「
危
険
性
」
を
生
み
だ

し
て
い
る
思
想
間
の
へ
だ
た
り
が
、
逆
に
「
対
話
」
を
よ
り
大
き
な
意
義

を
も
っ
た
も
の
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
指
摘
で
き
る
の
で
は
な
い

か
、
そ
う
し
た
こ
と
を
意
識
し
な
が
ら
、
最
後
に
「
思
想
間
の
対
話
と
は

ど
の
よ
う
な
営
み
か
」
と
い
う
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　
ま
ず
指
摘
し
た
い
の
は
、
こ
れ
ま
で
の
話
か
ら
も
ご
理
解
い
た
だ
け
る

か
と
思
う
が
、
わ
れ
わ
れ
の
も
の
の
見
方
に
は
、
た
い
て
い
先
入
見
と
い

う
も
の
が
ま
と
わ
り
つ
い
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
当
然
の
こ
と
と
し

て
見
過
ご
さ
れ
て
い
る
前
提
、
隠
さ
れ
た
前
提
が
あ
る
と
言
っ
て
も
よ

い
。
そ
の
こ
と
を
西
田
幾
多
郎
の
『
善
の
研
究
』
を
手
が
か
り
に
し
て
考

え
て
み
た
い
。

　『
善
の
研
究
』
に
お
け
る
西
田
の
思
索
の
歩
み
は
デ
カ
ル
ト
と
と
も
に

始
め
ら
れ
て
い
る
。
第
二
編
「
実
在
」
の
第
一
章
「
考
究
の
出
立
点
」
の

後
ド
イ
ツ
に
戻
り
、
ま
ず
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
で
フ
ッ
サ
ー
ル
、
オ
ス
カ
ー
・

ベ
ッ
カ
ー
か
ら
現
象
学
を
学
ん
だ
。
ま
た
そ
の
年
の
冬
学
期
に
は
マ
ー
ル

ブ
ル
ク
大
学
に
移
り
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
講
義
を
聞
く
機
会
を
も
っ
た
。

　
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
も
と
で
学
ん
だ
こ
と
は
九
鬼
の
思
想
形
成
に
大
き
な
意

味
を
持
っ
た
が
、
他
方
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て
も
九
鬼
と
の
対
話
は
興

味
を
そ
そ
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
示
す
の
が

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
『
言
葉
へ
の
途
上
』（U

nterwegs zur Sprache, 1959

）

に
収
め
ら
れ
た
「
言
葉
に
つ
い
て
の
対
話
か
ら

│
一
人
の
日
本
人
と
問

う
者
と
の
あ
い
だ
で
の
」（Aus einem

 G
espräch von der Sprache, 

Zw
ischen einem

 Japaner und einem
 Fragenden, 1953/54

）
と
題

さ
れ
た
文
章
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
九
五
四
年
に
ド
イ
ツ
文
学
者
の
手
塚
富

雄
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
を
訪
れ
た
際
に
な
さ
れ
た
議
論
を
も
と
に
執
筆
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
な
か
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
か
つ
て
九
鬼
と
「
い
き
」

に
つ
い
て
し
ば
し
ば
話
し
合
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
対
話
の
な
か
で
、

「
わ
れ
わ
れ
の
対
話
の
も
つ
危
険
性
」
が
は
っ
き
り
と
表
面
化
し
て
き
た

と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

　
具
体
的
に
言
う
と
、
九
鬼
は
、「
い
き
」
と
い
う
日
本
の
芸
術
の
根
底

に
あ
る
も
の
に
つ
い
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
語
っ
た
際
に
、
そ
れ
を
フ
ッ
サ
ー

ル
や
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
概
念
を
使
っ
て
説
明
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ハ
イ

デ
ガ
ー
は
、
そ
の
よ
う
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
美
学
あ
る
い
は
哲
学
の
概
念
を

用
い
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
も
の
と
は
ま
っ
た
く
異
質
な
も
の
を
把
握
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、「
東
ア
ジ
ア
の
人
々
に
と
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
概
念
体
系
を
追
い
求
め
る
こ
と
は
、
必
要
か
つ
正
当
な
も
の
か
ど
う
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な
ら
ぬ
と
い
ふ
の
は
、
単
に
意
識
に
は
必
ず
統
一
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と

い
ふ
の
意
に
す
ぎ
な
い
。
若
し
こ
れ
以
上
に
所
有
者
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

と
の
考
な
ら
ば
、
そ
は
明
に
独
断
で
あ
る
」（
一
・
四
六
）
と
述
べ
て
い
る
。

意
識
に
先
立
っ
て
意
識
の
所
有
者
の
存
在
を
前
提
す
る
こ
と
を
、
西
田
は

「
独
断
」
と
し
て
退
け
た
の
で
あ
る
。

　
両
者
の
違
い
を
よ
り
明
瞭
に
す
る
た
め
に
、
デ
カ
ル
ト
の
『
省
察
』（
一

六
四
一
年
）
を
、
具
体
的
に
は
そ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
デ
カ
ル
ト
と
ト
マ

ス
・
ホ
ッ
ブ
ズ
と
の
あ
い
だ
の
議
論
を
取
り
あ
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。
デ

カ
ル
ト
の
こ
の
著
作
は
、
デ
カ
ル
ト
自
身
の
六
つ
の
省
察
だ
け
で
な
く
、

言
わ
ば
そ
の
付
録
と
し
て
、
デ
カ
ル
ト
の
主
張
に
対
す
る
他
の
哲
学
者
の

批
判
と
、
さ
ら
に
そ
れ
に
対
す
る
デ
カ
ル
ト
の
答
弁
と
を
収
め
る
と
い
う

構
成
を
と
っ
て
い
る
が
、
ト
マ
ス
・
ホ
ッ
ブ
ズ
の
批
判
と
そ
れ
に
対
す
る

デ
カ
ル
ト
の
返
答
と
は
「
第
三
の
論
駁
と
答
弁
」
と
し
て
『
省
察
』
の
な

か
に
収
め
ら
れ
た
。

　
デ
カ
ル
ト
は
第
二
省
察
「
人
間
精
神
の
本
性
に
つ
い
て
」
の
な
か
で
改

め
て“cogito, ergo sum

”

の
問
題
に
つ
い
て
論
じ
た
が
、
そ
れ
に
つ
い

て
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、「
私
は
存
在
す
る
」
と
い
う
命
題
の
知
が
、「
私
は
考
え

る
」
と
い
う
命
題
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
た
上
で
、
こ
の
「
私
は

考
え
る
」
と
い
う
命
題
に
関
す
る
知
を
わ
れ
わ
れ
は
い
っ
た
い
ど
こ
か
ら

得
る
の
か
と
い
う
問
い
を
立
て
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
わ
れ

わ
れ
は
何
で
あ
れ
働
き
と
い
う
も
の
を
、
そ
の
主
体
（
基
体
）
な
し
に
思

い
浮
か
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
と
え
ば
踊
る
こ
と
を
踊
る
も
の
な
し

に
、
知
る
こ
と
を
知
る
も
の
な
し
に
、
考
え
る
こ
と
を
考
え
る
も
の
な
し

な
か
で
西
田
は
、「
今
若
し
真
の
実
在
を
理
解
し
、
天
地
人
生
の
真
面
目

を
知
ら
う
と
思
う
た
な
ら
ば
、
疑
ひ
う
る
だ
け
疑
つ
て
、
凡
て
の
人
工
的

仮
定
を
去
り
、
疑
ふ
に
も
も
は
や
疑
ひ
様
の
な
い
、
直
接
の
知
識
を
本
と

し
て
出
立
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
」（
一
・
四
〇
）
4
（

）
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
「
疑

ひ
う
る
だ
け
疑
つ
て
」
と
い
う
徹
底
的
な
懐
疑
が
西
田
の
思
索
の
出
発
点

で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。

　
そ
の
よ
う
に
西
田
が
語
る
と
き
、
デ
カ
ル
ト
の
い
わ
ゆ
る
方
法
的
懐
疑

が
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
よ
う
に
西
田
の
思

索
の
歩
み
は
デ
カ
ル
ト
と
と
も
に
始
め
ら
れ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
そ
の
懐
疑
の
結
果
、
西
田
が
見
い
だ
し
た
も
の
は
、
必
ず
し
も
デ

カ
ル
ト
と
同
じ
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
デ
カ
ル
ト
が
そ
の
懐
疑
か
ら
導
き

だ
し
た
結
論
は
、
周
知
の
よ
う
に
、「
私
が
い
っ
さ
い
の
も
の
を
虚
偽
で

あ
る
と
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
と
き
に
も
、
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
私

は
必
然
的
に
何
も
の
か
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（6/32
）
5
（

）
と
い
う
も
の

で
あ
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
「
我
思
う
、
故
に
我
あ
り
」（Cogito, ergo 

sum
.

）
と
い
う
こ
と
を
デ
カ
ル
ト
は
結
論
と
し
て
導
き
だ
し
た
の
で
あ

る
。『
哲
学
原
理
』
で
は
デ
カ
ル
ト
は
そ
の
こ
と
を
「
疑
っ
て
い
る
あ
い

だ
私
た
ち
が
存
在
し
て
い
な
け
れ
ば
、
私
た
ち
は
疑
う
こ
と
が
で
き
な

い
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
秩
序
正
し
く
哲
学
す
る
場
合
に
、
私
た
ち
が
認
識

す
る
最
初
の
事
柄
で
あ
る
」（8/6

│7

）
と
い
う
よ
う
に
言
い
表
し
て
い

る
。

　
そ
れ
に
対
し
て
西
田
は
『
善
の
研
究
』
の
第
二
編
第
二
章
「
意
識
現
象

が
唯
一
の
実
在
で
あ
る
」
で
、「
意
識
は
必
ず
誰
か
の
意
識
で
な
け
れ
ば
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と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。

　
そ
れ
ら
の
言
語
で
は
、
動
詞
が
担
う
あ
ら
ゆ
る
行
為
が
、
主
体
（
主
語
）

の
存
在
を
前
提
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
い
ま
問
題
に
し
た
デ
カ
ル
ト

の“cogito, ergo sum
”

と
い
う
命
題
に
即
し
て
言
え
ば
、cogito

と
い

う
動
詞
に
つ
い
て
も
、sum

と
い
う
動
詞
に
つ
い
て
も
、
主
語
は
形
の

上
で
は
言
い
表
さ
れ
て
い
な
い
が
、
し
か
し
、cogito

な
りsum

と
い

う
一
人
称
単
数
形
の
語
尾
変
化
の
な
か
に
実
質
的
に
は
そ
の
主
語
、
つ
ま

りego

が
現
前
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
動

詞
が
屈
折
す
る
言
語
に
よ
っ
て
思
索
す
る
人
に
と
っ
て
は
、
主
体
（
主
語
）

が
行
為
に
先
立
っ
て
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、

「
い
か
な
る
働
き
も
そ
の
主
体
（
基
体
）
な
し
に
は
考
え
ら
れ
な
い
」
と

い
う
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
を
話
す
人
で
あ
れ
、
英
語
を
話
す
人
で
あ
れ
、

す
ぐ
に
一
致
す
る
こ
と
の
で
き
る
命
題
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
し
か
し
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
違
っ
た
構
造
を
も
つ
言
語
を
話
す
人
に
と

っ
て
は
、
そ
れ
は
決
し
て
絶
対
的
な
前
提
と
は
言
え
な
い
。
中
川
が
先
の

論
文
で
主
張
し
よ
う
と
し
た
の
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
諸
言
語
を
話
す
人
に

特
有
の
「
言
語
的
前
提
」
が
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
の
前
提
の
上
に
立
っ

て
、「
い
か
な
る
働
き
も
そ
の
主
体
（
基
体
）
な
し
に
は
考
え
ら
れ
な
い
」

と
い
う
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
デ
カ
ル
ト
に
せ

よ
、
ホ
ッ
ブ
ズ
に
せ
よ
、
そ
の
よ
う
な
「
言
語
的
前
提
」
に
無
自
覚
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る

│
他
方
、
西
田
の
方
も
ま
た
、
自
ら
の
「
言

語
的
前
提
」
に
自
覚
的
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い

│
。
デ
カ
ル
ト
は

『
省
察
』
に
お
い
て
、
先
に
見
た
第
二
省
察
に
対
す
る
ホ
ッ
ブ
ズ
の
批
判

に
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
」（7/173

）。

　
デ
カ
ル
ト
は
そ
の
答
弁
の
な
か
で
、
ホ
ッ
ブ
ズ
が
こ
の
命
題
か
ら
、「
考

え
る
も
の
は
、
何
か
あ
る
物
体
的
な
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
帰
結
を
導
き

だ
し
た
こ
と
に
対
し
、
そ
の
よ
う
な
推
論
に
は
い
か
な
る
根
拠
も
な
い
と

い
う
よ
う
に
反
論
し
て
い
る
が
、
し
か
し
、「
わ
れ
わ
れ
は
い
か
な
る
働

き
も
そ
の
主
体
（
基
体
）
な
し
に
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と

い
う
主
張
に
つ
い
て
は
、
そ
の
正
当
性
を
無
条
件
に
承
認
し
て
い
る
。
あ

ら
ゆ
る
働
き
が
「
主
体
（
基
体
）」
に
帰
属
す
る
と
い
う
主
張
を
デ
カ
ル

ト
は
ホ
ッ
ブ
ズ
と
問
題
な
く
共
有
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
し
か

し
西
田
は
ま
さ
に
そ
の
点
で
ホ
ッ
ブ
ズ
に
、
そ
し
て
デ
カ
ル
ト
に
同
意
で

き
な
か
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
デ
カ
ル
ト
と
と
も
に
思
索
の
歩

み
を
始
め
た
西
田
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
点
で
は
逆
の
結
論
を
導
き
だ
し
た

の
で
あ
る
。

　
そ
の
違
い
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
言
語
、
な
い
し
言
語
の
構
造
が
、
関
わ

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
フ
ラ
ン
ス
文
学
者
の
中
川
久
定
が

『
思
想
』
に
発
表
し
た
論
文
「
デ
カ
ル
ト
と
西
田

│
二
つ
の
哲
学
の
言

語
的
前
提
）
6
（

」
の
な
か
で
そ
の
こ
と
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
、
中
川
の
こ

の
論
文
に
少
し
触
れ
た
い
。

　
中
川
は
、
そ
こ
で
、
先
に
見
た
デ
カ
ル
ト
や
ホ
ッ
ブ
ズ
の
「
わ
れ
わ
れ

は
い
か
な
る
働
き
も
そ
の
主
体
（
な
い
し
基
体
）
な
し
に
は
考
え
る
こ
と

は
で
き
な
い
」
と
い
う
主
張
は
、
ラ
テ
ン
語
特
有
の

│
そ
こ
に
も
ち
ろ

ん
フ
ラ
ン
ス
語
や
英
語
と
い
っ
た
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
諸
言
語
も
入
っ
て

く
る

│
言
語
構
造
を
根
拠
と
し
て
は
じ
め
て
言
え
る
の
で
は
な
い
か
、
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い
ま
、
経
験
が
主
体
（
基
体
）
を
前
提
に
し
た
形
で
は
な
さ
れ
て
い
な

い
と
言
っ
た
が
、
そ
の
こ
と
を
具
体
的
に
考
え
て
み
た
い
。
た
と
え
ば
わ

れ
わ
れ
は
、「
鐘
の
音
が
す
る
」、
あ
る
い
は
「
鐘
の
音
が
聞
こ
え
る
」
と

い
っ
た
表
現
を
す
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
主
体
が
背
景
に
退
い
た
形

で
経
験
が
な
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
経
験
さ
れ
て
い

る
の
は
、
あ
く
ま
で
「
鐘
の
音
が
聞
こ
え
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、

「
私
が
…
…
聞
く
」
と
い
う
事
態
で
は
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
た
と
え

ば
ド
イ
ツ
語
で
あ
れ
ば
、
同
じ
事
柄
が
、“Ich höre die G

locken 
läuten.” 

と
い
う
形
で
、
英
語
で
あ
れ
ば
、“I hear a bell ringing.”

と

い
う
形
で
言
い
表
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
に
は
は
っ
き
り
と
「
私
」

が
居
合
わ
せ
て
い
る
。「
主
体
」
が
優
越
性
を
保
持
し
た
形
で
経
験
が
な

さ
れ
て
い
る
。

　
日
本
語
の
場
合
に
は
、
表
現
の
構
造
の
な
か
に
そ
の
よ
う
な
主
体
＝
主

語
の
優
越
性
は
見
い
だ
さ
れ
な
い
。
言
わ
ば
非
人
称
的
な
も
の
が
、
つ
ま

り
誰
の
も
の
で
も
あ
り
う
る
「
鐘
の
音
が
す
る
」
と
い
う
事
態
が
、
そ
れ

だ
け
単
独
で
表
現
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
表
現
が
な
さ
れ
る
の
は
、
し
ば

し
ば
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
、
主
語
が
省
略
さ
れ
た
か
ら
で
は
な
く
、
当
の

経
験
が
非
人
称
的
な
仕
方
で
、
あ
る
い
は
前
人
称
的
な
仕
方
で
な
さ
れ
て

い
る
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。「
鐘
の
音
が
す
る
」
と
い
う
の
が
第
一
次

的
な
経
験
の
あ
り
よ
う
で
あ
り
、「
私
」
と
い
う
主
体
＝
主
語
は
、
主
体

を
特
定
す
る
必
要
が
生
じ
た
と
き
に
、
第
一
次
的
な
経
験
に
つ
い
て
反
省

が
加
え
ら
れ
、
そ
こ
で
は
じ
め
て
明
示
的
に
言
い
表
さ
れ
る
に
す
ぎ
な

い
。

に
対
す
る
答
の
な
か
で
、「
フ
ラ
ン
ス
人
と
ド
イ
ツ
人
は
、
ま
っ
た
く
異

な
っ
た
言
葉
を
思
い
浮
か
べ
て
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
同
じ
も
の
に
つ
い

て
、
同
じ
こ
と
を
推
理
し
う
る
と
い
う
こ
と
を
、
い
っ
た
い
誰
が
疑
う
だ

ろ
う
か
」（7/178

│179

）
と
い
う
言
葉
を
記
し
て
い
る
が
、
フ
ラ
ン
ス

人
と
ド
イ
ツ
人
の
あ
い
だ
で
は
そ
う
で
あ
り
え
て
も
、
ま
っ
た
く
異
な
っ

た
構
造
を
も
っ
た
言
語
を
話
す
人
と
の
あ
い
だ
で
は
、
必
ず
し
も
そ
の
よ

う
に
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　
そ
の
こ
と
を
屈
折
語
で
な
い
日
本
語
を
取
り
上
げ
て
考
え
て
み
た
い
。

日
本
語
で
は
、「
暑
い
」
と
か
、「
痛
い
」、
あ
る
い
は
「
で
き
た
」、「
や

っ
た
」
等
々
、
人
称
変
化
し
な
い
述
語
で
、
し
か
も
そ
れ
だ
け
で
文
章
が

成
立
す
る
。
こ
の
日
本
語
の
構
造
か
ら
は
、
先
に
見
た
デ
カ
ル
ト
と
ホ
ッ

ブ
ズ
の
共
通
の
理
解
、
つ
ま
り
「
わ
れ
わ
れ
は
い
か
な
る
働
き
も
そ
の
主

体
（
基
体
）
な
し
に
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
主
張
は

必
然
的
に
は
生
ま
れ
て
こ
な
い
。

　
こ
の
日
本
語
に
お
け
る
表
現
の
構
造
は
、
偶
然
に
生
じ
た
も
の
で
は
な

い
と
考
え
ら
れ
る
。
相
応
の
根
拠
が
あ
っ
て
そ
の
よ
う
な
表
現
形
式
が
採

ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。「
暑
い
」
と
い
う
場
合
で
言
え
ば
、「
暑
い
」
と

い
う
経
験
が
、
主
体
（
基
体
）
を
前
提
に
し
た
形
で
は
な
さ
れ
な
い
た
め

に
、
そ
の
よ
う
な
表
現
形
式
が
採
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

る
。
言
語
の
構
造
の
違
い
は
、
お
そ
ら
く
「
経
験
」
の
あ
り
方
の
違
い
と

無
縁
で
は
な
い
。
む
し
ろ
両
者
は
密
接
に
結
び
つ
い
て
お
り
、
言
語
か
ら

切
り
離
し
て
経
験
だ
け
を
、
経
験
か
ら
切
り
離
し
て
言
語
の
構
造
だ
け
を

考
え
る
こ
と
は
お
そ
ら
く
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。
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　（
4
）
西
田
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
、
新
版
の
『
西
田
幾
多
郎
全
集
』（
竹
田
篤
司
ほ

か
編
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
―
二
〇
〇
九
年
）
に
拠
る
。
引
用
の
あ
と
の
数

字
は
巻
数
と
頁
数
と
を
表
す
。

　（
5
）
デ
カ
ル
ト
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
、
以
下
の
全
集
に
拠
る
。
引
用
の
あ
と
の

数
字
は
巻
数
と
頁
数
と
を
表
す
。Œ

uvres de D
escartes. Publiées par 

Charles A
dam
 &
 Paul Tannery. Paris 1996. 

　（
6
）
中
川
久
定
は
「
デ
カ
ル
ト
と
西
田

―
二
つ
の
哲
学
の
言
語
的
前
提
」（『
思

想
』
第
九
〇
二
号
、
一
九
九
九
年
）
の
な
か
で
、
デ
カ
ル
ト
と
西
田
の
思
索
の

「
言
語
的
前
提
」
に
つ
い
て
論
じ
る
と
と
も
に
、
両
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
前
提
に
無

自
覚
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
れ
が
両
者
の
思
索
の
制
限
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
論

じ
て
い
る
。

　
＊ 

　
本
稿
は
、
日
本
学
術
会
議
哲
学
委
員
会
主
催
の
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム｢

知
の
受

容
と
創
造

│
思
想
間
の
葛
藤
と
対
話
を
め
ぐ
っ
て｣

（
二
〇
一
六
年
一
二
月
一
〇

日
開
催
）
で
の
発
表
の
要
旨
で
あ
る
。

（
ふ
じ
た
・
ま
さ
か
つ
、
哲
学
・
日
本
哲
学
史
、
京
都
大
学
名
誉
教
授
）

　
も
し
先
に
見
た
デ
カ
ル
ト
や
西
田
の
主
張
が
、
い
ま
見
た
よ
う
な
経

験
、
あ
る
い
は
言
語
構
造
の
違
い
を
前
提
に
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ

ぞ
れ
が
前
提
に
す
る
も
の
は
、
い
っ
そ
う
自
明
な
も
の
と
し
て
受
け
と
ら

れ
、
そ
の
隠
さ
れ
た
前
提
に
気
づ
く
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
に
な
る
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、

│
こ
の
発
表
の
主
旨
に
関
わ
る
わ
け

で
あ
る
が

│
異
な
っ
た
思
想
を
対
置
し
、
比
較
す
る
こ
と
、
つ
ま
り

｢

対
話｣

が
必
要
だ
と
、
申
し
あ
げ
た
い
の
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
異
な
っ
た
思
想
を
対
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
を
い
わ

ば
鏡
と
し
て
相
互
に
映
し
あ
う
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
し
、
そ
の

こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
「
前
提
」
と
し
て
い
る
も
の
に
光
を
あ
て

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
が
先
入
見
の
上
に
成
り

立
っ
て
い
な
い
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
し
そ
こ
に
先

入
見
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
取
り
除
き
、
そ
こ
か
ら
改
め
て
問
題
を
問
い
直

す
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
私
が
「
思
想
間
の
対
話
」
と
い
う
言
葉
で
具

体
的
に
考
え
て
い
る
の
は
以
上
の
よ
う
な
事
態
で
あ
る
。

　
私
が｢

対
話｣

の
意
味
を
強
調
す
る
の
は
、
こ
う
い
う｢
対
話｣
こ
そ

が
、
哲
学
に
、
事
柄
を
そ
の
根
源
に
ま
で
問
い
進
め
て
い
く
力
を
与
え
う

る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
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