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ギ
ャ
ヴ
ィ
ン
・
ウ
ォ
ー
カ
ー
は
コ
ー
ネ
ル
大
学
で
文
学
博
士
号
を
取
得
し
︑

現
在
カ
ナ
ダ
の
マ
ク
ギ
ル
大
学
で
准
教
授
と
し
て
教
鞭
を
執と

っ
て
い
る
︒
博

士
号
の
ア
ド
ヴ
ァ
イ
ザ
ー
の
ひ
と
り
は
コ
ー
ネ
ル
大
学
の
酒
井
直
樹
で
あ
る
︒

そ
の
経
歴
か
ら
も
︑
ウ
ォ
ー
カ
ー
が
い
わ
ゆ
る
シ
カ
ゴ
学
派
と
呼
ば
れ
る
ア

メ
リ
カ
の
日
本
研
究
の
流
れ
を
汲
む
研
究
者
で
あ
る
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
︒

　
シ
カ
ゴ
学
派
を
代
表
す
る
日
本
研
究
者
に
は
︑
テ
ツ
オ
・
ナ
ジ
タ
︑
ハ

リ
ー
・
ハ
ル
ト
ゥ
ー
ニ
ア
ン
︑
酒
井
直
樹
︑
ヴ
ィ
ク
タ
ー
・
コ
シ
ュ
マ
ン
ら

が
い
る
︒
そ
の
理
論
的
立
場
は
︑
マ
ル
ク
ス
主
義
で
あ
っ
た
り
自
由
主
義
で

あ
っ
た
り
︑
あ
る
い
は
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
で
あ
っ
た
り
カ
ル
チ
ュ
ラ

ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
で
あ
っ
た
り
と
︑
人
に
よ
っ
て
相
異
な
る
︒
し
か
し
︑

﹁
実
証
主
義
が
中
立
的
で
あ
る
﹂
と
い
う
よ
う
な
単
純
な
客
観
主
義
的
な
立
場

は
取
ら
ず
︑
現
代
の
社
会
状
況
へ
と
批
判
的
に
介
入
す
る
批
評
理
論
に
何
ら

か
の
形
で
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
る
点
で
︑
シ
カ
ゴ
学
派
と
し
て
の
共
通
性
が
見

ら
れ
る
︒

　
そ
れ
は
︑
こ
の
学
派
の
推
進
者
た
ち
の
多
く
が
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
系

の
ア
メ
リ
カ
人
で
は
な
く
︑
ア
ジ
ア
系
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
で
あ
っ
た
こ
と
と

も
あ
な
が
ち
無
関
係
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
︒
言
う
ま
で
も
な
く
︑
マ
イ
ノ

リ
テ
ィ
こ
そ
自
ら
の
属
す
る
社
会
の
歪
み
に
自
覚
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い

人
た
ち
だ
か
ら
で
あ
る
︒

　
こ
の
学
派
を
背
景
と
し
て
︑
ウ
ォ
ー
カ
ー
は
本
書
﹃
資
本
の
崇
高
な
﹁
変

態
﹂
︱
︱
近
代
日
本
の
マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
と
歴
史
の
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
﹄
を

著
し
た
︒
第
一
章
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
︑
マ
ル
ク
ス
の
資
本
論
は
ア
ジ
ア

に
ど
の
よ
う
に
適
応
し
う
る
の
か
︒
そ
れ
を
資
本
論
と
い
う
﹁
原
理
論
﹂
と
︑

﹁
民
族
あ
る
い
は
国
民
﹂（nation

）
と
い
う
歴
史
的
な
﹁
段
階
論
﹂
の
あ
い
だ

書 
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で
考
察
し
よ
う
と
試
み
る
︒
そ
れ
は
︑
日
本
に
お
け
る
﹁
唯
一
の
重
要
な
理

論
家
﹂
と
も
評
さ
れ
る
マ
ル
ク
ス
主
義
経
済
学
者
の
宇
野
弘
蔵
の
仕
事
を
通

し
て
︑
日
本
の
近
代
を
再
検
討
す
る
と
と
も
に
︑
ア
ジ
ア
発
の
マ
ル
ク
ス
主

義
理
論
の
可
能
性
を
︑
そ
の
歴
史
的
文
脈
の
中
で
模
索
し
た
も
の
で
あ
る
︒

　
ち
な
み
に
︑
宇
野
に
よ
れ
ば
︑
生
物
学
の
用
語
で
あ
る
﹁
変
態
﹂

（perversion

）
と
は
︑﹁
例
え
ば
蚕
が
卵
か
ら
孵
化
し
て
幼
虫
に
な
り
︑
蛹
さ
な
ぎ
に

な
り
︑
蛾
と
な
っ
て
卵
を
産
ん
で
死
ぬ
る
ま
で
の
姿
を
変
え
る
過
程
﹂
を
さ

す（
1
）

︒
そ
の
変
態
に
は
﹁
商
品
の
変
態
﹂
と
﹁
資
本
の
変
態
﹂
な
ど
が
あ
る
が
︑

本
書
の
タ
イ
ト
ル
を
な
す
﹁
資
本
の
変
態
﹂
と
は
﹁
価
値
の
増
殖
を
な
す
自

立
的
な
運
動
体
﹂︑
す
な
わ
ち
資
本
の
運
動
に
よ
っ
て
生
み
落
と
さ
れ
た
プ
ロ

レ
タ
リ
ア
ー
ト
と
い
う
主
体
が
そ
の
資
本
の
運
動
に
よ
っ
て
疎
外
さ
れ
る
過

程
を
意
味
す
る
も
の
で
も
あ
る
︒

　
一
八
九
七
年
に
生
ま
れ
た
宇
野
は
マ
ル
ク
ス
主
義
の
論
客
と
し
て
︑
東
北

大
学
と
東
京
大
学
で
一
九
三
〇
年
代
か
ら
一
九
七
〇
年
代
ま
で
日
本
の
経
済

学
を
リ
ー
ド
し
た
︒
彼
は
多
く
の
マ
ル
ク
ス
主
義
者
と
異
な
り
︑
マ
ル
ク
ス

の
テ
ク
ス
ト
を
正
典
視
す
る
こ
と
な
く
︑﹃
資
本
論
﹄
で
描
か
れ
た
分
析
を
そ

の
後
の
資
本
主
義
の
展
開
で
あ
る
金
融
資
本
論
と
帝
国
主
義
論
︑
あ
る
い
は

恐
慌
論
の
﹁
現
状
分
析
﹂
か
ら
理
論
的
に
読
み
直
し
て
い
っ
た
︒

　
シ
カ
ゴ
学
派
と
い
え
ば
︑
評
者
も
ハ
リ
ー
・
ハ
ル
ト
ゥ
ー
ニ
ア
ン
と
の
共

編
で
﹃
マ
ル
ク
ス
主
義
と
い
う
経
験
︱
︱
一
九
三
〇
︱
四
〇
年
代
日
本
の
歴

史
学
﹄（
二
〇
〇
八
年
）
を
刊
行
し
て
い
る
︒
そ
こ
で
取
り
上
げ
た
の
は
︑
主

に
渡
部
義
通
を
中
心
と
す
る
﹃
日
本
歴
史
教
程
﹄
グ
ル
ー
プ
で
あ
っ
た
︒﹃
日

本
歴
史
教
程
﹄
は
︑
一
九
三
六
年
か
ら
三
七
年
に
か
け
て
刊
行
さ
れ
た
マ
ル

ク
ス
主
義
史
観
に
基
づ
く
原
始
・
古
代
日
本
の
歴
史
書
で
あ
る
︒
こ
の
本
が

天
皇
制
国
家
の
歴
史
を
扱
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
理
由
は
︑
万
世
一
系
と
い

う
歴
史
的
由
緒
を
説
く
天
皇
制
に
思
想
的
批
判
を
加
え
る
た
め
で
あ
り
︑
そ

こ
に
近
代
日
本
な
ら
で
は
の
事
情
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒

　
そ
こ
で
は
︑﹃
日
本
資
本
主
義
発
達
史
講
座
﹄
が
先
駆
け
て
一
九
三
二
～

三
三
年
に
刊
行
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
マ
ル
ク
ス
主
義
と
歴
史
学

の
関
係
に
焦
点
を
当
て
よ
う
と
い
う
目
論
み
も
あ
っ
て
︑
同
書
を
め
ぐ
る
日

本
資
本
主
義
論
争
は
ほ
と
ん
ど
扱
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
︒
そ
れ
が
︑
同

じ
シ
カ
ゴ
学
派
の
流
れ
を
汲
む
ウ
ォ
ー
カ
ー
に
よ
っ
て
︑
現
代
思
想
の
視
点

か
ら
本
格
的
に
再
評
価
す
る
試
み
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
書
評
で
は
︑

日
本
歴
史
教
程
グ
ル
ー
プ
の
流
れ
を
汲
む
研
究
を
射
程
に
収
め
な
が
ら
︑

ウ
ォ
ー
カ
ー
の
議
論
に
沿
っ
て
宇
野
に
よ
る
資
本
主
義
論
の
特
質
を
明
ら
か

に
し
て
い
き
た
い
︒

　
労
農
派
と
講
座
派
の
違
い
は
︑
第
二
章
で
ウ
ォ
ー
カ
ー
が
振
り
返
る
よ
う

に
︑
日
本
資
本
主
義
論
争
を
と
お
し
て
明
確
な
姿
を
現
わ
し
た
︒
そ
れ
は
日

本
の
明
治
維
新
が
絶
対
主
義
革
命
で
あ
っ
た
の
か
︑
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
で

あ
っ
た
の
か
と
い
う
主
題
を
め
ぐ
っ
て
の
論
争
で
あ
っ
た
︒
講
座
派
が
主
張

す
る
よ
う
に
︑
明
治
維
新
が
天
皇
制
と
い
う
絶
対
主
義
王
権
を
軸
と
す
る
絶
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対
主
義
革
命
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
︑
明
治
期
の
日
本
は
い
ま
だ
十
分
な
資
本

主
義
段
階
に
移
行
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
︒
イ
ギ
リ
ス
を
モ
デ
ル
と

す
る
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
比
す
る
と
停
滞
し
た
社
会
で
あ
り
︑
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革

命
を
遂
行
し
な
け
れ
ば
資
本
主
義
が
実
現
し
な
い
社
会
と
考
え
ら
れ
た
︒
他

方
︑
有
産
市
民
に
よ
る
革
命
で
あ
る
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
革
命
で
あ
る
と
労
農
派
の

よ
う
に
理
解
す
れ
ば
︑
日
本
は
す
で
に
資
本
主
義
社
会
に
移
行
し
て
い
た
こ

と
に
な
り
︑
天
皇
制
は
絶
対
主
義
国
家
の
シ
ン
ボ
ル
で
は
な
く
な
る
︒

　
し
か
し
︑
本
書
で
ウ
ォ
ー
カ
ー
が
議
論
の
軸
に
据
え
た
宇
野
弘
蔵
は
︑
一

般
的
に
は
労
農
派
と
看
做
さ
れ
て
い
た
も
の
の
︑
本
人
自
身
は
講
座
派
か
労

農
派
か
と
い
う
二
項
対
立
を
拒
否
し
た
︒
そ
れ
ゆ
え
に
︑
日
本
の
資
本
主
義

を
帝
国
主
義
と
い
う
世
界
史
的
状
況
の
中
で
成
立
し
た
も
の
と
定
義
し
直
す

こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
︒
ウ
ォ
ー
カ
ー
は
宇
野
を
取
り
上
げ
る
こ
と
で
︑

ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
二
項
対
立
的
な
資
本
主
義
理
解
を
退
け
よ
う
と
し
て
い

た
︒

　
こ
の
議
論
は
︑
日
本
に
お
け
る
﹁
後
進
性
﹂（backw

ardness

）
を
ど
の
よ
う

に
捉
え
る
か
と
い
う
問
い
へ
と
ウ
ォ
ー
カ
ー
を
導
い
て
い
く
︒
そ
れ
が
本
書

の
題
名
﹃
資
本
の
崇
高
な
﹁
変
態
﹂
︱
︱
近
代
日
本
の
マ
ル
ク
ス
主
義
理
論

と
歴
史
の
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
﹄
の
由
来
で
あ
る
︒
言
う
ま
で
も
な
く
︑
著
名
な

ラ
カ
ン
派
の
マ
ル
ク
ス
主
義
者
︑
ス
ラ
ヴ
ォ
イ
・
ジ
ジ
ェ
ク
の
﹃
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
の
崇
高
な
対
象
﹄（
一
九
八
九
年
）
を
意
識
し
た
命
名
で
あ
る
︒

　
カ
ン
ト
哲
学
に
由
来
す
る
﹁
崇
高
﹂（sublim

e

）
と
は
︑
宗
教
的
経
験
の
崇

高
さ
を
含
意
す
る
も
の
で
あ
り
︑
ウ
ォ
ー
カ
ー
は
﹁
無
限
に
循
環
す
る
資
本

の
動
き
﹂
を
言
い
表
わ
そ
う
と
し
た
︒
他
方
︑﹁
変
態
﹂
は
そ
う
し
た
崇
高
な

る
働
き
に
反
す
る
よ
う
な
︑﹁
物
神
化
さ
れ
た
資
本
の
制
御
不
能
さ
﹂
を
捉
え

た
言
葉
で
あ
る
︒
こ
の
物
神
化
は
︑﹁
資
本
関
係
の
外
化
﹂
と
し
て
﹁
資
本
は

常
に
利
子
を
生
む
﹂
働
き
を
指
す
と
宇
野
は
説
く（

2
）

︒
そ
れ
を
引
き
受
け
て
︑

教
え
子
で
も
あ
る
柄
谷
行
人
は
︑﹁
神
秘
性
の
根
源
は
︑
商
品
の
価
値
が
関
係

の
体
系
に
お
い
て
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
単
独
に
切
り
は
な
さ
れ
た
も
の

と
て
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
﹂
と
︑
後
に
触
れ
る
価
値
形

態
論
の
観
点
か
ら
明
快
に
説
明
し
て
い
る（

3
）

︒

　
こ
う
し
た
崇
高
と
変
態
と
の
﹁
逆
説
的
﹂
性
格
が
資
本
の
特
質
だ
と
ウ
ォ
ー

カ
ー
は
宇
野
か
ら
学
ん
だ
の
で
あ
る
︒
そ
の
な
か
で
︑
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト

と
い
う
主
体
が
資
本
の
逆
説
的
な
動
き
に
ど
の
よ
う
に
介
入
で
き
る
の
か
を
︑

ウ
ォ
ー
カ
ー
は
本
書
で
答
え
と
し
て
導
き
出
そ
う
と
す
る
︒
し
か
し
︑
彼
の

言
う
﹁
逆
説
﹂
が
本
当
に
﹁
崇
高
﹂
と
﹁
物
神
性
﹂
の
関
係
の
説
明
に
な
っ

て
い
る
か
ど
う
か
は
心
許
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
そ
の
点
は
ウ
ォ
ー
カ
ー
が

念
頭
に
置
く
ジ
ジ
ェ
ク
の
説
明
︑﹁︿
崇
高
な
る
も
の
﹀
と
は
あ
る
対
象
の
逆

説
な
の
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
対
象
は
︑
表
象
の
領
野
そ
の
も
の
に
お
い
て
︑

表
象
不
能
な
も
の
の
大
き
さ
（
量
）
を
︱
︱
否
定
的
な
形
で
︱
︱
目
に
見
え

る
よ
う
に
す
る
の
だ
﹂
を
引
用
し
て
補
っ
て
お
き
た
い（

4
）

︒

　
さ
ら
に
ジ
ジ
ェ
ク
は
カ
ン
ト
の
崇
高
概
念
に
ラ
カ
ン
を
重
ね
合
わ
せ
つ
つ
︑

﹁︿
崇
高
な
る
も
の
﹀
は
「
快
感
原
則
の
彼
岸
」
に
あ
る
︒
そ
れ
は
不
快
そ
の
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も
の
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
逆
説
的
な
快
感
で
あ
る
（
こ
れ
こ
そ
が
享
楽

︹
︙
︙
︺
の
厳
密
な
定
義
で
あ
り
︑
ラ
カ
ン
の
下
し
た
定
義
の
一
つ
で
あ
る
）﹂

と
︑
自
ら
が
生
み
落
と
し
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
と
い
う
主
体
を
疎
外
す
る

資
本
の
大
文
字
の
他
者
と
し
て
の
享
楽
者
的
性
質
を
指
摘
し
て
い
る（

5
）

︒
す
な

わ
ち
︑
主
体
が
情
動
の
次
元
か
ら
搾さ
く

取し
ゅ

さ
れ
て
い
る
こ
と
の
説
明
で
あ
る
︒

　
こ
う
し
た
主
題
の
も
と
︑
本
書
の
問
題
意
識
を
明
示
す
る
﹁
第
一
章
　
資

本
の
崇
高
な
る
逸
脱
﹂︑
特
殊
と
普
遍
と
い
う
二
項
対
立
を
批
判
的
に
俯ふ

瞰か
ん

す

る
﹁
第
二
章
　
封
建
遺
制
と
歴
史
の
外
部
﹂︑
資
本
の
原
始
的
蓄
積
を
通
し
て

近
代
民
族
の
起
源
を
問
題
化
す
る
﹁
第
三
章
　
原
始
的
蓄
積
︑
あ
る
い
は
起

源
の
論
理
﹂︑
労
働
力
が
商
品
化
さ
れ
る
こ
と
の
不
可
能
性
と
︑
そ
れ
ゆ
え
に

生
起
す
る
主
体
化
の
潜
在
力
を
論
じ
た
﹁
第
四
章
　
労
働
力
︱
︱
資
本
の
閾い
き

﹂︑

特
殊
性
と
普
遍
性
の
関
係
を
グ
ロ
ー
バ
ル
性
と
︑
日
本
特
有
の
農
業
問
題
を

含
む
国
民
性
と
の
逆
説
的
関
係
の
も
と
で
考
察
し
直
し
た
﹁
第
五
章
　
歴
史

の
大
陸
と
理
論
の
内
部
﹂︑
歴
史
的
現
象
と
し
て
の
民
族
の
性
格
を
論
じ
た

﹁
第
六
章
　「
レ
デ
ィ
メ
イ
ド
な
資
本
の
世
界
」﹂
と
︑
宇
野
の
資
本
主
義
分
析

の
論
理
を
再
解
釈
す
る
か
た
ち
で
︑
各
章
が
展
開
さ
れ
て
い
く
︒

　
ア
ジ
ア
に
お
け
る
後
進
性
の
問
題
は
︑
当
初
よ
り
日
本
の
マ
ル
ク
ス
主
義

歴
史
学
の
大
き
な
課
題
で
あ
っ
た
︒
そ
も
そ
も
ア
ジ
ア
的
な
後
進
性
の
問
題

は
︑
一
九
二
〇
年
代
後
半
か
ら
ソ
連
の
歴
史
学
に
お
い
て
中
国
の
社
会
主
義

革
命
の
戦
略
を
め
ぐ
る
問
題
と
し
て
大
き
な
関
心
を
呼
ん
だ
︒
そ
の
と
き
の

論
拠
と
さ
れ
た
の
が
︑﹃
経
済
学
批
判
﹄﹁
序
言
﹂（
一
八
五
九
年
）
の
︑﹁
経
済

的
社
会
構
成
が
進
歩
し
て
ゆ
く
段
階
と
し
て
︑
ア
ジ
ア
的
︑
古
代
的
︑
封
建

的
︑
お
よ
び
近
代
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
生
産
様
式
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
﹂︑
そ

し
て
﹃
資
本
論
第
一
巻
﹄（
一
八
六
七
年
）
の
﹁
国
家
は
最
高
地
主
﹂
と
記
し

た
マ
ル
ク
ス
の
文
章
で
あ
っ
た
︒

　
そ
こ
で
は
︑
ア
ジ
ア
的
生
産
様
式
と
は
共
同
体
を
単
位
と
す
る
所
有
が
強

く
︑
個
人
や
家
族
を
単
位
と
す
る
私
的
所
有
は
い
ま
だ
不
十
分
と
す
る
も
の

と
考
え
ら
れ
た
︒
こ
の
生
産
様
式
に
著
し
い
関
心
を
示
し
た
の
が
︑
日
本
に

お
け
る
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
革
命
の
未
達
成
を
説
く
講
座
派
で
あ
っ
た
︒
宇
野
と
同

じ
く
東
大
法
学
部
で
教
鞭
を
執
っ
た
山
田
盛
太
郎
や
平
野
義
太
郎
が
代
表
的

な
論
客
で
あ
る
︒

　
他
方
︑
本
書
で
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
も
の
の
︑﹃
日
本
歴
史
教
程
﹄
グ

ル
ー
プ
の
渡
部
義
通
や
石
母
田
正
ら
は
︑
ア
ジ
ア
を
後
進
地
域
と
し
て
理
解

す
る
の
で
は
な
く
︑
固
有
性
と
し
て
再
解
釈
し
よ
う
と
し
た
︒
彼
ら
も
ま
た

日
本
共
産
党
の
シ
ン
パ
で
あ
る
点
で
︑
講
座
派
と
同
じ
よ
う
に
近
代
日
本
を

天
皇
制
絶
対
主
義
の
も
と
に
捉
え
て
い
た
が
︑
そ
れ
を
古
代
以
来
の
共
同
体

遺
制
に
由
来
す
る
と
は
必
ず
し
も
考
え
な
か
っ
た
︒
し
か
し
そ
の
一
方
で
︑

天
皇
制
を
日
本
の
歴
史
を
貫
徹
す
る
奴
隷
制
的
遺
構
と
捉
え
︑
そ
の
歴
史
的

起
源
を
暴
こ
う
と
し
て
い
た
︒
し
か
し
︑
こ
の
興
味
深
い
思
想
的
批
判
を
企

て
た
﹃
日
本
歴
史
教
程
﹄
は
戦
後
ほ
と
ん
ど
復
刊
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た

た
め
︑
講
座
派
と
の
理
論
的
立
場
の
相
違
が
具
体
的
に
検
討
さ
れ
る
機
会
に

は
恵
ま
れ
て
こ
な
か
っ
た
︒
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戦
後
に
な
る
と
︑
や
は
り
本
書
で
は
議
論
の
対
象
外
に
な
っ
て
い
る
マ
ル

ク
ス
の
遺
稿
﹃
資
本
制
生
産
に
先
行
す
る
諸
形
態
﹄（
一
九
五
七
︱
五
八
年
）

で
﹁
原
始
的
﹂（prim

itive

）
所
有
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
﹁
ア
ジ
ア
的
・
ス
ラ

ブ
的
・
古
代
的
・
ゲ
ル
マ
ン
的
﹂︑
そ
し
て
﹁
東
洋
の
総
体
的
奴
隷
制
﹂
の
関

係
を
め
ぐ
る
記
述
を
踏
ま
え
て
︑
総
体
的
奴
隷
制
が
ア
ジ
ア
特
有
の
﹁
特

殊
﹂
な
も
の
な
の
か
︑
そ
れ
と
も
世
界
中
に
共
通
す
る
﹁
普
遍
﹂（universal

）

な
も
の
な
の
か
が
議
論
さ
れ
た
︒
も
ち
ろ
ん
︑
こ
の
総
体
的
奴
隷
制
の
頂
点

に
位
置
す
る
の
が
天
皇
制
だ
と
︑
マ
ル
ク
ス
主
義
歴
史
学
者
た
ち
は
︑
そ
の

定
義
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
に
か
か
わ
ら
ず
︑
考
え
て
い
た
の
で
あ

る
︒

　﹃
諸
形
態
﹄
の
文
言
を
踏
ま
え
︑
戦
後
の
マ
ル
ク
ス
主
義
歴
史
学
者
た
ち
︑

特
に
安
良
城
盛
昭
や
河
音
能
平
は
ア
ジ
ア
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
異
な
る
生
産
様

式
の
継
起
的
展
開
を
経
た
歴
史
と
捉
え
︑
複
数
系
列
の
歴
史
発
展
像
を
作
り

上
げ
よ
う
と
し
た
︒
一
方
︑
原
秀
三
郎
や
芝
原
拓
自
は
地
域
的
な
多
様
性
を

踏
ま
え
な
が
ら
も
︑
単
系
列
を
軸
と
し
て
世
界
史
の
基
本
法
則
を
前
面
に
押

し
出
し
た
︒
彼
ら
の
歴
史
学
に
つ
い
て
ウ
ォ
ー
カ
ー
は
触
れ
て
い
な
い
が
︑

﹁
普
遍
と
特
殊
﹂
と
い
う
二
項
対
立
概
念
の
問
題
性
に
つ
い
て
は
︑
宇
野
の
仕

事
を
継
承
す
る
形
で
主
題
化
し
て
い
る
︒

　
講
座
派
は
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
著
述
に
倣な
ら

っ
て
︑
イ
ギ
リ
ス
を
中

心
と
す
る
西
欧
の
近
代
化
モ
デ
ル
が
普
遍
で
あ
る
と
看
做
し
た
上
で
︑
ア
ジ

ア
を
そ
の
﹁
後
進
性
﹂
と
い
う
﹁
特
殊
性
﹂（particularity

）
の
相
の
も
と
に

捉
え
た
︒
原
や
芝
原
ら
単
系
発
展
説
を
取
る
立
場
も
ま
た
︑
同
一
の
時
間
上

の
先
行
型
で
あ
る
西
欧
と
︑
そ
の
逸
脱
型
で
あ
る
ア
ジ
ア
と
い
う
理
解
の
点

で
は
︑
や
は
り
普
遍
と
特
殊
と
い
う
理
解
を
取
っ
て
い
た
︒
労
農
派
に
し
て

も
︑
宇
野
か
ら
す
れ
ば
︑
明
治
維
新
を
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
革
命
と
し
て
規
定
し
た

上
で
︑
そ
の
後
進
性
を
否
定
し
が
た
い
も
の
と
認
め
る
点
で
は
講
座
派
と
立

場
を
同
じ
く
す
る
︒

　
そ
れ
で
も
評
者
の
理
解
す
る
と
こ
ろ
で
は
︑
ア
ジ
ア
の
す
べ
て
の
地
域
が

後
進
的
で
あ
る
と
理
解
す
る
立
場
は
︑
日
本
で
は
少
な
か
っ
た
︒
日
本
は
ア

ジ
ア
的
な
特
殊
性
の
一
部
で
あ
り
な
が
ら
も
︑﹃
中
世
的
世
界
の
形
成
﹄
を
執

筆
し
た
石
母
田
正
の
よ
う
に
︑
日
本
は
特
殊
な
ア
ジ
ア
的
後
進
の
世
界
を
離

れ
︑
普
遍
的
世
界
に
参
入
す
る
道
を
選
ぶ
と
い
う
理
解
も
一
般
的
で
あ
っ
た
︒

あ
る
い
は
平
野
義
太
郎
の
よ
う
に
︑
マ
ル
ク
ス
を
ウ
ィ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ゲ
ル
の

水
の
理
論
と
結
び
つ
け
る
こ
と
で
︑
日
本
を
ア
ジ
ア
の
中
の
例
外
と
し
て
︑

そ
の
後
進
し
た
世
界
を
打
ち
破
る
覇
者
と
し
て
思
い
描
く
者
も
い
た
︒
そ
れ

が
︑
か
な
り
の
数
の
ア
ジ
ア
的
生
産
様
式
論
者
た
ち
が
八
紘
一
宇
を
唱
え
る

大
日
本
帝
国
主
義
者
に
転
向
し
た
理
由
で
も
あ
っ
た
︒

　
だ
が
︑
宇
野
の
研
究
に
と
っ
て
の
核
心
は
普
遍
と
特
殊
と
い
う
対
概
念
で

は
な
か
っ
た
︒
従
来
︑
西
洋
と
い
う
具
体
的
な
地
域
を
普
遍
視
し
た
が
ゆ
え

に
︑
そ
れ
に
合
致
し
な
い
地
域
が
逸
脱
と
し
て
の
特
殊
性
に
認
定
さ
れ
て
い

た
︒
特
殊
性
と
は
文
化
本
質
論
を
前
提
と
す
る
立
場
で
あ
り
︑
そ
の
文
化
の

本
質
は
永
遠
に
変
わ
ら
な
い
と
す
る
理
解
の
上
に
立
つ
︒
こ
こ
に
特
殊
が
普
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遍
か
ら
の
逸
脱
で
あ
り
︑
永
遠
に
後
進
性
に
留
ま
る
も
の
と
見
な
さ
れ
る
根

拠
が
あ
っ
た
︒

　
こ
の
二
項
対
立
の
概
念
に
代
え
て
︑
宇
野
は
﹁
原
理
論
﹂
と
﹁
段
階
論
﹂

と
い
う
問
題
枠
を
提
示
す
る
︒
段
階
論
と
原
理
論
の
関
係
は
宇
野
に
お
い
て

は
新
カ
ン
ト
派
の
認
識
論
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
が
︑
ウ
ォ
ー
カ
ー
の
よ

う
に
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
哲
学
者
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
の
正
義
論
に
な
ぞ
ら
え

て
理
解
す
る
時
︑
そ
の
理
解
は
さ
ら
に
容
易
な
も
の
と
な
る
︒
正
義
あ
る
い

は
真
理
と
法
︑
そ
れ
は
原
理
と
段
階
の
関
係
に
対
応
す
る
と
ウ
ォ
ー
カ
ー
は

考
え
た
︒
原
理
と
は
マ
ル
ク
ス
の
提
示
し
た
唯
物
史
観
の
普
遍
的
法
則
で
あ

り
︑
そ
れ
ゆ
え
に
ど
の
地
域
に
も
現
前
す
る
こ
と
の
な
い
不
可
能
性

（im
possibility

）
︱
︱
宇
野
自
身
は
﹁
無
理
﹂
と
い
う
術
語
を
用
い
る
︱
︱
の

理
念
で
あ
る
と
と
も
に
︑
反
復
可
能
な
も
の
と
さ
れ
た
︒
他
方
︑
段
階
論
は

各
地
域
に
お
け
る
歴
史
的
発
展
の
具
体
的
諸
段
階
を
扱
う
︒
現
前
不
能
な
原

理
が
各
地
域
の
状
況
の
も
と
︑
固
有
の
形
で
分
節
化
さ
れ
た
局
所
性
の
問
題

を
扱
う
議
論
を
指
し
た
︒

　
こ
こ
に
お
い
て
︑
普
遍
と
特
殊
の
関
係
に
関
す
る
認
識
は
根
本
的
な
変
化

を
遂
げ
る
︒
文
化
本
質
論
と
し
て
の
特
殊
性
お
よ
び
そ
の
裏
返
し
と
し
て
の

普
遍
性
と
い
う
二
項
対
立
的
な
概
念
も
成
り
立
た
な
く
な
る
︒
代
わ
っ
て
︑

す
べ
て
が
現
前
不
能
な
普
遍
の
歴
史
的
顕
現
た
る
﹁
特
異
性
﹂（singularity

）

と
し
て
︑
そ
の
﹁
不
均
質
さ
﹂（unevenness

）
が
把
握
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒

ロ
シ
ア
の
農
村
共
同
体
の
ミ
ー
ル
も
日
本
と
同
様
に
後
進
性
で
は
な
く
︑
特

異
性
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
直
さ
れ
る
︒
同
時
に
︑
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
普
遍

と
す
る
視
点
は
︑
歴
史
の
中
で
分
節
化
さ
れ
た
﹁
幻
想
﹂（fantasy

）
に
ほ
か

な
ら
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
︒

　
た
だ
し
︑
幻
想
で
あ
る
こ
と
を
も
っ
て
悪
い
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒

精
神
分
析
家
の
ジ
ャ
ッ
ク
・
ラ
カ
ン
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
︑
あ
ら
ゆ
る
認
識

は
幻
想
で
あ
る
が
ゆ
え
に
︑
情
動
的
な
リ
ア
リ
テ
ィ
を
有
す
る
︒
ウ
ォ
ー

カ
ー
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
情
動
こ
そ
が
経
済
構
造
に
立
脚
す
る
ネ
イ
シ
ョ

ン
に
現
実
感
を
付
与
す
る
も
の
な
の
だ
︒
そ
れ
が
他
者
の
搾
取
や
排
除
を
正

当
化
す
る
唯
一
の
﹁
正
義
﹂
を
名
乗
る
時
に
問
題
が
生
じ
る
の
で
あ
る
︒

　
現
前
し
な
い
普
遍
性
が
分
節
化
さ
れ
る
と
き
︑
近
代
に
お
い
て
は
﹁
民
族
﹂ 

（nation

）
と
い
う
形
態
を
と
っ
て
固
有
の
特
異
性
と
し
て
立
ち
現
わ
れ
ざ
る

を
得
な
い
︒
だ
か
ら
︑﹁
資
本
の
原
始
的
蓄
積
﹂（prim

itive accum
ulation

）
を

扱
う
第
三
章
で
は
︑
世
界
史
の
基
本
法
則
で
あ
る
資
本
が
国
民
と
い
う
特
異

性
の
形
成
を
通
し
て
こ
そ
現
わ
れ
出
る
過
程
を
︑
ウ
ォ
ー
カ
ー
は
宇
野
に
導

か
れ
て
思
考
す
る
︒
特
異
性
と
し
て
の
民
族
論
が
一
九
五
〇
年
代
初
頭
に
マ

ル
ク
ス
主
義
歴
史
学
を
席
巻
し
た
論
争
に
お
い
て
︑
羽
仁
派
の
井
上
清
や
そ

の
流
れ
を
汲
む
北
山
茂
夫
が
︑
戦
前
の
軍
国
主
義
体
制
を
想
起
さ
せ
る
も
の

と
し
て
民
族
概
念
を
退
け
た
の
に
対
し
て
︑
渡
部
義
通
派
の
藤
間
生
大
や
石

母
田
正
が
民
族
と
マ
ル
ク
ス
主
義
を
結
び
つ
け
た
言
動
の
中
に
も
鮮
明
に
見

て
取
れ
る
︒

　
ウ
ォ
ー
カ
ー
の
視
点
に
立
っ
た
と
き
︑
羽
仁
派
は
特
殊
と
普
遍
の
二
項
対
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立
の
枠
組
み
で
考
え
る
普
遍
主
義
者
で
あ
り
︑
自
ら
の
鬼
子
と
し
て
の
特
殊

主
義
者
を
藤
間
ら
に
見
出
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒
そ
れ
は
羽
仁
が
日
本

を
ア
ジ
ア
的
な
後
進
性
の
も
と
に
捉
え
る
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
と
も
符
合
す

る
︒
し
か
し
︑
藤
間
ら
が
果
た
し
て
特
殊
主
義
者
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
別

の
問
題
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
要
素
を
含
み
な
が
ら
も
︑
民
族
問
題
を
特
異
性

の
理
解
へ
と
開
こ
う
と
し
て
い
た
こ
と
も
︑
後
の
藤
間
の
東
ア
ジ
ア
論
へ
の

展
開
を
鑑
み
た
と
き
に
明
ら
か
に
な
る
︒
だ
と
す
れ
ば
民
族
主
義
者
と
い
う

批
判
は
︑
民
族
問
題
を
扱
っ
た
か
ら
不
適
切
だ
と
い
う
意
味
で
は
な
く
︑
そ

の
特
異
性
を
特
殊
性
と
し
て
論
じ
た
場
合
に
批
判
さ
れ
る
べ
き
事
柄
な
の
で

あ
る
︒

　
た
だ
し
︑
天
皇
制
の
歴
史
的
由
緒
の
正
し
さ
を
否
定
す
る
立
場
を
説
く
マ

ル
ク
ス
主
義
歴
史
学
者
は
︑
自
ら
の
立
場
の
ほ
う
が
天
皇
制
よ
り
も
古
い
︑

民
族
本
来
の
立
場
を
代
理
表
象
す
る
立
場
に
立
つ
と
い
う
言
説
に
呑
み
こ
ま

れ
て
い
く
︒
実
の
と
こ
ろ
︑
言
葉
足
ら
ず
な
が
ら
も
羽
仁
派
の
マ
ル
ク
ス
主

義
者
が
懸
念
し
た
の
は
︑
そ
う
し
た
歴
史
的
本
来
性
を
説
く
立
場
こ
そ
が
天

皇
制
の
論
理
と
何
ら
変
わ
り
の
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
っ
た
と
推

察
さ
れ
る
︒

　
た
し
か
に
︑
議
論
が
同
質
性
の
み
に
傾
い
た
と
き
に
︑
物
神
化
と
い
う
名

の
も
と
に
歴
史
的
解
釈
の
実
体
視
も
起
こ
り
︑
宇
野
が
唱
え
る
解
釈
学
と
し

て
の
社
会
科
学
が
大
き
く
後
退
し
て
い
く
︒
そ
れ
は
経
済
学
の
み
な
ら
ず
︑

歴
史
学
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
︒
藤
間
や
黒
田
俊
雄
が
懸
念
し
た
ご
と
く
︑

マ
ル
ク
ス
主
義
の
実
証
主
義
化
が
一
九
五
〇
年
代
後
半
以
降
の
石
母
田
正
に

よ
っ
て
先
陣
が
切
ら
れ
る
形
で
起
こ
っ
た
︒
そ
れ
は
︑
六
全
協
を
境
と
す
る

性
急
な
政
治
運
動
と
し
て
の
日
本
の
マ
ル
ク
ス
主
義
が
敗
北
を
喫
し
た
こ
と

と
ほ
ぼ
軌
を
一
に
す
る
︒

　
宇
野
と
デ
リ
ダ
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
で
︑
講
座
派
と
労
農
派
の
対
立
を

脱
臼
さ
せ
︑
唯
物
史
観
を
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
脱
構
築
論
か
ら
再
定
置
し
た
と

こ
ろ
に
︑
ウ
ォ
ー
カ
ー
の
議
論
の
特
筆
す
べ
き
点
が
あ
る
︒
た
だ
し
︑
ポ
ス

ト
モ
ダ
ン
的
理
解
が
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
で
︑
各
地
域
の
多
様
性
を
も
っ
ぱ

ら
説
く
通
俗
的
な
相
対
主
義
の
立
場
も
現
わ
れ
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
地
域
の
多

様
性
は
今
で
は
誰
し
も
承
知
し
て
い
る
︒
た
だ
︑
そ
れ
を
原
理
的
な
立
場
か

ら
指
摘
し
て
も
︑
そ
の
不
平
等
な
歴
史
的
現
実
は
何
ら
変
わ
ら
な
い
こ
と
も
︑

同
様
に
周
知
の
事
実
で
あ
る
︒

　
む
し
ろ
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
︑
多
様
性
を
﹁
後
進
性
﹂
と
し

て
認
識
せ
ざ
る
を
得
な
い
世
界
史
的
状
況
︑
植
民
地
支
配
の
構
造
な
の
だ
︒

﹁
幻
想
﹂
と
は
吹
け
ば
飛
ぶ
よ
う
な
認
識
の
表
層
的
な
誤
り
で
は
な
く
︑
こ
の

言
説
の
内
部
に
属
す
る
人
間
の
主
体
を
同
質
的
も
の
に
構
築
す
る
︑
情
動
に

立
脚
し
た
言
説
に
他
な
ら
な
い
︒
こ
う
し
た
経
済
構
造
の
中
に
投
企
さ
れ
て

い
る
が
ゆ
え
に
︑
後
進
地
域
は
自
分
た
ち
も
ま
た
﹁
普
遍
﹂
の
一
部
に
到
達

し
よ
う
と
志
向
す
る
︒
他
方
︑
帝
国
の
宗
主
国
側
は
︑
後
進
地
域
を
近
代
化

す
る
こ
と
を
帝
国
の
使
命
と
し
て
正
当
化
す
る
︒

　
資
本
の
動
き
が
作
り
出
し
た
植
民
地
状
況
が
︑
そ
の
状
況
を
﹁
後
進
性
﹂
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と
呼
ば
ざ
る
を
得
な
い
認
識
を
作
り
だ
す
︒
マ
ル
ク
ス
主
義
に
よ
る
経
済
学

批
判
の
肝
が
そ
こ
に
あ
る
︒
下
部
構
造
な
き
上
部
構
造
論
で
は
観
念
的
な

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
留
ま
り
︑
資
本
主
義
の
現
状
分
析
に
基
づ
く
有
効
な
社

会
批
判
を
行
な
う
こ
と
は
で
き
な
い
︒
宇
野
が
レ
ー
ニ
ン
の
帝
国
主
義
論
や

ヒ
ル
フ
ァ
ー
デ
ィ
ン
グ
の
恐
慌
論
を
マ
ル
ク
ス
の
資
本
論
と
併
せ
て
批
判
的

に
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
も
︑
そ
こ
に
あ
る
︒

　
ウ
ォ
ー
カ
ー
や
宇
野
に
よ
る
認
識
論
的
な
実
体
主
義
の
脱
構
築
は
︑
社
会

科
学
と
し
て
の
マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
の
位
置
付
け
を
大
き
く
転
回
さ
せ
る
︒

し
か
し
︑
そ
れ
は
講
座
派
だ
け
で
な
く
労
農
派
も
含
め
て
︑
少
数
の
研
究
者

に
し
か
理
解
さ
れ
な
か
っ
た
議
論
で
も
あ
っ
た
︒
一
九
六
〇
年
代
か
ら
七
〇

年
代
に
か
け
て
︑
同
じ
よ
う
に
マ
ル
ク
ス
主
義
経
済
史
学
を
牽
引
し
て
い
っ

た
芝
原
拓
自
と
宇
野
と
の
違
い
も
そ
こ
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
︒
芝
原
は

講
座
派
の
流
れ
を
汲く

む
堀
江
英
一
や
羽
仁
五
郎
の
影
響
の
も
と
︑
盟
友
の
古

代
史
学
者
︑
原
秀
三
郎
の
力
を
借
り
て
︑
原
始
共
産
制
か
ら
奴
隷
制
・
農
奴

制
を
経
て
近
代
資
本
制
が
成
立
す
る
歴
史
的
過
程
を
復
元
し
た
︒
芝
原
と
宇

野
で
は
︑
社
会
構
成
体
お
よ
び
歴
史
に
対
す
る
見
解
が
明
ら
か
に
異
な
っ
て

い
た
の
で
あ
る
︒

　
芝
原
も
マ
ル
ク
ス
主
義
を
自
然
科
学
の
よ
う
な
客
観
性
に
な
ぞ
ら
え
た
エ

ン
ゲ
ル
ス
の
﹃
家
族
・
私
有
財
産
・
国
家
の
起
源
﹄（
一
八
八
四
／
一
八
九
一

年
）
に
は
︑
一
定
の
距
離
を
置
い
て
い
た
︒
し
か
し
︑﹁
国
家
的
奴
隷
制
﹂
と

い
う
独
自
の
概
念
に
端
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
︑
古
代
史
学
者
の
原
が
朋
友

と
い
う
こ
と
も
あ
り
︑
所
有
形
態
を
め
ぐ
る
歴
史
的
な
﹁
起
源
﹂
を
探
る
こ

と
で
︑
当
時
の
世
界
史
的
状
況
と
交
差
さ
せ
つ
つ
︑
日
本
近
代
社
会
の
後
進

性
の
理
由
を
解
明
し
よ
う
と
し
て
い
た
︒
日
本
の
資
本
主
義
の
後
進
性
の
原

因
を
︑
前
近
代
の
所
有
形
態
︑
す
な
わ
ち
﹁
ア
ジ
ア
的
﹂
と
呼
び
表
わ
さ
れ

る
も
の
に
求
め
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒

　
歴
史
的
起
源
へ
の
固
執
︑
そ
こ
に
万
世
一
系
を
説
く
天
皇
制
国
家
の
く
び

き
の
下
に
生
き
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
戦
前
︑
さ
ら
に
は
戦
後
の
日
本
社
会
な

ら
で
は
問
題
状
況
が
あ
っ
た
︒
国
家
側
が
天
皇
制
の
歴
史
的
古
さ
を
説
け
ば

説
く
ほ
ど
︑
そ
れ
を
批
判
す
る
マ
ル
ク
ス
主
義
者
も
ま
た
自
ら
が
代
弁
す
る

民
族
の
由
緒
の
正
し
さ
を
説
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒
そ
こ
に
マ
ル
ク

ス
主
義
が
近
代
日
本
に
お
い
て
歴
史
学
︑
な
か
で
も
古
代
史
研
究
と
密
接
な

接
合
を
試
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
が
あ
り
︑
総
体
的
奴
隷
制
を
論

じ
た
﹃
資
本
制
生
産
に
先
行
す
る
諸
形
態
﹄
が
日
本
歴
史
学
に
お
い
て
は
﹃
資

本
論
﹄
以
上
に
も
て
は
や
さ
れ
た
理
由
が
あ
る
︒
そ
の
意
味
で
︑
マ
ル
ク
ス

主
義
歴
史
学
と
は
︑
ま
さ
に
近
代
日
本
固
有
の
状
況
︱
︱
必
ず
し
も
﹁
特
殊

性
﹂
と
し
て
捉
え
る
必
要
は
な
い
が
︱
︱
が
生
み
出
し
た
言
表
行
為
で
あ
っ

た
の
だ
︒

　
だ
か
ら
︑
そ
こ
で
復
元
さ
れ
た
各
時
代
の
生
産
様
式
は
あ
く
ま
で
エ
ン
ゲ

ル
ス
流
の
社
会
科
学
で
あ
り
︑
認
識
と
現
実
は
限
り
な
く
重
な
り
合
う
の
が

科
学
で
あ
る
と
い
う
立
場
に
変
わ
り
は
な
か
っ
た
︒
一
方
︑
現
実
認
識
の
不

可
能
性
を
学
問
の
根
底
に
据
え
て
い
た
の
が
宇
野
で
あ
っ
た
︒
さ
ら
に
言
え
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ば
︑
一
九
三
〇
年
に
共
産
党
を
追
放
さ
れ
た
哲
学
者
の
三
木
清
で
あ
っ
た
︒

彼
ら
に
お
い
て
は
原
理
論
と
段
階
論
と
同
じ
く
︑
そ
の
認
識
論
も
現
象
と
認

識
の
二
重
性
か
ら
な
る
︒
そ
の
流
れ
は
柄
谷
行
人
の
価
値
形
態
論
へ
と
継
承

さ
れ
︑
酒
井
直
樹
の
脱
構
築
論
と
相
俟ま

っ
て
ウ
ォ
ー
カ
ー
の
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ

ス
ト
的
な
マ
ル
ク
ス
主
義
理
解
に
大
き
な
刺
激
を
与
え
て
い
る
︒

　
そ
の
点
で
注
目
さ
れ
る
の
が
︑
柄
谷
行
人
が
価
値
形
態
論
を
展
開
し
た
論

文
﹁
マ
ル
ク
ス
　
そ
の
可
能
性
の
中
心
﹂（
一
九
七
四
年
）
で
あ
る
︒
柄
谷
は

東
大
経
済
部
の
学
生
時
代
に
︑
宇
野
の
も
と
で
マ
ル
ク
ス
主
義
経
済
学
を
学

ん
だ
︒
柄
谷
は
宇
野
の
価
値
論
に
︑
ウ
ォ
ー
カ
ー
に
先
駆
け
て
デ
リ
ダ
的
解

釈
を
施
し
︑
異
な
る
使
用
価
値
を
も
つ
商
品
交
換
か
ら
生
じ
る
﹁
差
異
の
戯

れ
﹂
と
し
て
貨
幣
と
い
う
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
を
理
解
し
た
︒

　
宇
野
の
価
値
論
に
つ
い
て
は
︑
本
書
が
意
を
尽
く
し
た
も
の
に
な
っ
て
い

る
と
は
言
い
が
た
い
が
︑
柄
谷
の
再
解
釈
を
読
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
そ
の
議

論
の
不
十
分
さ
を
補
な
う
こ
と
は
で
き
る
︒
柄
谷
は
﹁
価
値
に
つ
い
て
考
え

て
い
く
と
︑
あ
る
二
つ
の
異
質
な
も
の
が
等
価
で
あ
る
と
い
う
根
拠
は
な
に

か
︑
と
い
う
問
い
に
行
き
当
ら
ず
に
い
な
い
﹂
と
し
て
︑
次
の
よ
う
に
自
己

の
理
解
を
開
陳
す
る
︒

商
品
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
内
面
的
な
﹁
価
値
﹂
を
も
つ
か
の
よ
う
に
み
え
る

が
︑
す
で
に
︑
そ
れ
ら
は
貨
幣
形
態
が
与
え
た
形
而
上
学
に
す
ぎ
な
い
︒

商
品
の
根
底
に
価
値
が
あ
る
の
で
は
な
い
︒
根
底
そ
の
も
の
が
不
在
な

の
で
あ
り
︑
そ
こ
に
あ
る
の
は
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
の
戯
れ
な
の
だ
︒

（
6
）

　
宇
野
の
価
値
論
は
労
働
力
が
商
品
化
さ
れ
た
こ
と
で
資
本
主
義
が
成
立
す

る
こ
と
を
説
く
︒
こ
の
議
論
を
柄
谷
は
︑
資
本
の
﹁
原
始
的
﹂（prim

itive

）

な
あ
り
方
を
同
質
的
な
も
の
と
し
て
で
は
な
く
︑
異
質
的
な
差
異
の
場
と
し

て
捉
え
た
︒
そ
れ
が
同
質
化
さ
れ
た
と
き
に
︑
貨
幣
の
フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
化

が
起
こ
り
︑
労
働
力
を
担
う
人
間
が
疎
外
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
︒

　
そ
の
た
め
本
書
第
四
章
で
は
︑
部
分
的
な
形
で
あ
る
に
せ
よ
︑
原
始
的
蓄

積
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
分
析
す
る
た
め
に
︑
農
民
の
土
地
を
囲
い
込
む
こ
と
で

生
じ
た
不
定
形
な
労
働
力
を
商
品
化
す
る
こ
と
の
不
可
能
性
︱
︱
宇
野
自
身

の
言
葉
を
用
い
る
な
ら
ば
﹁
無
理
﹂︑
ウ
ォ
ー
カ
ー
の
言
葉
で
は
﹁
閾
﹂

（threshold

）
︱
︱
が
︑
外
部
を
内
部
に
折
り
畳
ん
で
い
く
働
き
と
︑
商
品
化

さ
れ
た
労
働
力
を
生
産
過
程
に
開
い
て
い
く
働
き
の
二
重
の
働
き
と
捉
え
ら

れ
る
と
論
じ
て
い
る
︒
そ
こ
で
ウ
ォ
ー
カ
ー
は
ド
ゥ
ル
ー
ズ
的
な
襞ひ
だ

の
思
想

に
依
拠
し
て
︑
労
働
力
の
商
品
化
を
再
定
義
し
た
の
で
あ
る
︒

　
た
だ
し
︑
柄
谷
の
議
論
が
相
対
主
義
的
な
差
異
の
戯
れ
と
し
て
宇
野
の
価

値
論
を
読
む
こ
と
に
終
始
す
る
の
に
対
し
て
︑
ウ
ォ
ー
カ
ー
は
労
働
力
の
商

品
化
を
収
奪
と
い
う
原
初
的
な
暴
力
行
為
と
し
て
読
み
取
る
︒
柄
谷
の
価
値

論
に
対
し
て
は
︑
国
家
の
収
奪
と
い
う
視
点
が
欠
如
し
て
い
る
と
い
う
指
摘

も
今
日
で
は
な
さ
れ
て
い
る
︒

　
そ
れ
は
宇
野
の
価
値
形
態
論
を
︑
主
体
を
相
対
化
す
る
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
思
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想
と
し
て
解
釈
す
る
か
︑
主
体
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
を
弁
わ
き
ま
え
つ
つ
も
︑
そ
の

歴
史
的
な
搾
取
関
係
に
着
目
す
る
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
思
想
の
も
と
に
読
み

取
る
か
と
い
っ
た
︑
柄
谷
と
ウ
ォ
ー
カ
ー
の
テ
ク
ス
ト
を
取
り
巻
く
時
代
状

況
の
違
い
と
も
深
く
結
び
つ
い
た
も
の
で
あ
る
︒
い
ま
や
時
代
の
潮
流
は
歴

史
性
に
拘
束
さ
れ
た
主
体
を
解
放
す
る
こ
と
よ
り
も
︑
溶
解
し
て
し
ま
っ
た

主
体
︑
す
な
わ
ち
﹁
主
体
性
な
き
主
体
﹂
を
歴
史
的
状
況
の
な
か
に
再
分
節

化
す
る
作
業
を
求
め
る
状
況
に
あ
る
︒

　
そ
こ
に
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
研
究
が
も
た
ら
し
た
主
体
化
論
が
注
目
さ
れ

る
理
由
が
あ
る
︒
本
書
も
ま
た
そ
の
流
れ
に
棹さ
お

さ
す
︒
た
だ
し
︑
そ
こ
で
求

め
ら
れ
る
主
体
化
と
は
︑
ラ
カ
ン
の
言
う
よ
う
な
︑
あ
く
ま
で
空
洞
な
メ
タ

フ
ァ
ー
と
し
て
の
主
体
で
あ
る
こ
と
を
見
過
ご
し
て
は
な
ら
な
い
︒
宇
野
に

よ
る
マ
ル
ク
ス
解
釈
の
議
論
に
従
い
つ
つ
も
︑
主
体
の
理
解
に
お
い
て
も

ウ
ォ
ー
カ
ー
は
︑
そ
の
働
き
を
両
義
的
な
反
復
過
程
と
し
て
ド
ゥ
ル
ー
ズ
や

デ
リ
ダ
の
ポ
ス
ト
構
造
主
義
的
な
思
考
の
も
と
に
捉
え
て
い
る
の
だ
︒

　
さ
ら
に
第
四
章
の
後
半
で
ウ
ォ
ー
カ
ー
は
︑
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
反
復
の
思
想

に
倣
っ
て
︑
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
と
い
う
主
体
の
可
能
性
を
資
本
主
義
体
制

の
内
部
に
模
索
し
て
い
く
︒
そ
の
議
論
は
説
得
的
な
も
の
と
い
う
よ
り
は
︑

そ
の
可
能
性
を
論
理
的
な
思
考
の
も
と
に
探
る
と
い
う
萌
芽
的
な
も
の
に
と

ど
ま
る
︒
し
か
し
︑
そ
こ
ま
で
経
済
学
的
な
下
部
構
造
論
の
次
元
で
議
論
を

展
開
し
て
き
た
ウ
ォ
ー
カ
ー
の
思
索
が
宇
野
を
離
れ
て
︑
上
部
構
造
的
な
主

体
化
論
へ
と
飛
翔
す
る
契
機
を
含
む
が
ゆ
え
に
︑
こ
こ
が
本
書
に
お
け
る
議

論
の
転
換
点
を
な
す
︒

　
労
働
力
の
商
品
化
が
進
む
な
か
で
︑
そ
の
担
い
手
で
あ
る
プ
ロ
レ
タ
リ

ア
ー
ト
と
い
う
主
体
が
形
成
さ
れ
て
い
く
の
は
誰
し
も
異
論
の
な
い
と
こ
ろ

で
あ
ろ
う
︒
彼
ら
は
安
価
な
商
品
と
し
て
資
本
主
義
生
産
様
式
に
縛
り
付
け

ら
れ
た
存
在
で
あ
る
が
︑
同
時
に
社
会
主
義
運
動
の
担
い
手
に
も
な
り
得
る

潜
勢
力
を
秘
め
た
主
体
で
も
あ
る
︒

　
評
者
な
り
の
表
現
を
す
れ
ば
︑
物
神
化
さ
れ
た
資
本
と
い
う
﹁
謎
め
い
た

他
者
﹂
の
動
き
が
あ
っ
て
︑
労
働
力
が
商
品
化
さ
れ
る
こ
と
で
プ
ロ
レ
タ
リ

ア
ー
ト
と
い
う
主
体
が
生
ま
れ
る
︒
そ
の
意
味
で
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
と
い

う
の
は
自
己
完
結
し
た
自
律
的
な
主
体
に
は
な
り
え
ず
︑
資
本
の
動
き
に
対

し
て
何
ら
か
の
捉
え
返
し
を
し
な
け
れ
ば
︑
能
動
的
な
主
体
性
は
獲
得
で
き

な
い
︒
ウ
ォ
ー
カ
ー
に
よ
れ
ば
︑
そ
の
捉
え
返
し
が
か
つ
て
は
社
会
主
義
運

動
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
状
況
に
批
判
的
に
介
入
す
る
主
体
性
が
︑

こ
う
し
た
制
約
さ
れ
た
条
件
の
も
と
だ
か
ら
こ
そ
︑
生
起
す
る
可
能
性
を
孕は
ら

む
の
で
あ
る
︒

　
こ
の
議
論
は
︑
下
部
構
造
を
前
提
と
す
る
な
か
で
主
体
の
生
成
を
説
く
点

で
︑
下
部
構
造
か
ら
独
立
し
た
上
部
構
造
を
想
定
し
た
石
母
田
ら
の
英
雄
時

代
論
よ
り
も
説
得
的
な
可
能
性
を
有
す
る
と
評
せ
よ
う
︒
下
部
構
造
決
定
論

的
な
ロ
シ
ア
・
マ
ル
ク
ス
主
義
を
克
服
す
る
た
め
に
︑
上
部
構
造
の
相
対
的

自
立
性
を
説
く
西
欧
マ
ル
ク
ス
主
義
の
思
想
が
い
く
つ
も
唱
え
ら
れ
た
が
︑

ウ
ォ
ー
カ
ー
の
議
論
に
は
観
念
論
に
陥
ら
な
い
西
欧
マ
ル
ク
ス
主
義
の
方
向
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性
が
︑
萌
芽
的
に
せ
よ
︑
新
た
に
明
示
さ
れ
て
い
る
の
だ
︒

　
た
だ
し
︑
近
代
資
本
主
義
の
価
値
論
が
︑
近
代
以
前
の
所
有
論
に
お
い
て

ど
の
よ
う
な
対
応
を
見
せ
る
の
か
に
つ
い
て
は
︑
本
書
で
も
答
え
が
準
備
さ

れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
︒
宇
野
は
商
品
経
済
が
近
代
以
前
に
も
存
在
し
て
お

り
︑
そ
れ
が
各
時
代
の
生
産
様
式
の
純
粋
な
原
理
形
態
を
と
る
こ
と
を
妨
げ
︑

そ
の
生
産
様
式
を
解
体
す
る
働
き
を
な
し
て
き
た
と
述
べ
て
は
い
る
︒
し
か

し
︑
奴
隷
制
や
農
奴
制
が
資
本
主
義
に
お
け
る
労
働
力
の
商
品
化
の
よ
う
に
︑

何
ら
か
の
独
自
の
経
済
論
理
を
有
す
る
も
の
な
の
か
は
︑
分
析
対
象
が
経
済

学
と
し
て
の
資
本
分
析
で
あ
る
が
ゆ
え
論
じ
ら
れ
て
は
い
な
い
︒
そ
の
点
で

は
経
済
学
と
歴
史
学
の
分
断
は
︑
現
在
も
一
九
三
〇
年
代
と
さ
ほ
ど
変
わ
ら

な
い
︒

　
本
書
も
含
め
て
︑
起
源
の
学
と
し
て
の
歴
史
と
差
異
の
学
と
し
て
の
経
済

学
を
ど
の
よ
う
に
組
み
合
わ
せ
る
か
︒
あ
る
い
は
差
異
の
学
と
し
て
の
価
値

形
態
論
を
ど
の
よ
う
に
史
的
唯
物
論
の
中
に
組
み
込
み
︑
歴
史
的
起
源
の
両

義
性
を
力
動
的
に
分
析
し
て
い
く
の
か
︒
す
べ
て
は
こ
れ
か
ら
で
あ
る
︒
か

つ
て
野
呂
栄
太
郎
と
渡
部
義
通
が
岩
田
義
道
の
も
と
で
共
に
志
し
た
唯
物
史

観
の
﹃
日
本
通
史
﹄
を
実
現
す
る
た
め
に
は
︑
起
源
論
と
差
異
論
の
歴
史
的

軸
に
お
け
る
組
み
合
わ
せ
を
﹁
逆
説
的
﹂
な
か
た
ち
で
試
行
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
︒
起
源
論
は
価
値
論
の
説
く
差
異
と
し
て
の
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
い
う

視
点
に
よ
っ
て
︑
歴
史
的
本
来
性
と
い
う
論
理
そ
の
も
の
を
解
体
す
る
必
要

が
あ
る
の
だ
︒

　
こ
の
逆
説
性
ゆ
え
に
︑
ウ
ォ
ー
カ
ー
が
言
う
﹁
差
異
の
中
で
の
同
質
﹂
な

時
間
性
が
︑﹁
同
質
の
中
の
差
異
﹂
で
は
な
い
か
た
ち
で
成
り
立
ち
得
る
こ
と

に
な
る
︒
し
か
し
︑
こ
の
逆
説
性
が
な
ぜ
崇
高
な
る
体
験
を
プ
ロ
レ
タ
リ

ア
ー
ト
と
い
う
主
体
に
も
た
ら
す
も
の
に
な
る
の
か
に
つ
い
て
は
︑
残
念
な

が
ら
肝
腎
な
箇
所
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
ほ
と
ん
ど
説
明
は
な
さ
れ
て

い
な
い
︒
改
め
て
検
討
が
必
要
と
さ
れ
る
箇
所
で
あ
る
︒

　
な
ぜ
な
ら
ば
︑
崇
高
さ
は
し
ば
し
ば
謎
め
い
た
他
者
に
よ
っ
て
享
楽
さ
れ

る
苦
痛
に
満
ち
た
受
難
（passion

）
と
い
う
経
験
の
形
を
と
る
か
ら
で
あ
る
︒

資
本
と
い
う
他
者
に
享
楽
さ
れ
る
経
験
の
も
た
ら
す
耽
溺
性
こ
そ
が
︑
消
費

者
と
い
う
主
体
の
成
立
を
も
た
ら
す
の
で
あ
り
︑
後
進
地
域
に
位
置
づ
け
ら

れ
る
人
び
と
に
︑
そ
の
低
い
地
位
を
与
え
て
い
る
主
動
因
で
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
︑
資
本
主
義
と
い
う
ゲ
ー
ム
か
ら
降
り
難
く
さ
せ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
︒

　
し
か
し
こ
の
よ
う
な
課
題
を
抱
え
る
か
ら
と
言
っ
て
︑
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア

リ
ズ
ム
を
基
点
と
し
て
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
マ
ル
ク
ス
解
釈
を
︑
歴
史
に

お
け
る
主
体
化
過
程
に
着
目
し
て
行
な
う
こ
と
の
大
切
さ
を
本
書
が
実
践
し

て
み
せ
た
そ
の
成
果
は
い
さ
さ
か
も
貶
お
と
し
め
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
︒
西
洋
発

の
マ
ル
ク
ス
議
論
を
日
本
と
い
う
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
は
後
進
に
見
え
た
地

域
か
ら
生
ま
れ
た
理
論
的
営
為
︱
︱
本
書
で
は
宇
野
の
マ
ル
ク
ス
主
義
経
済

学
︱
︱
を
通
し
て
︑
西
洋
発
の
理
論
を
読
み
直
し
再
編
を
試
み
た
点
に
︑
本

書
の
特
質
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
︒
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そ
れ
は
酒
井
直
樹
が
唱
え
る
よ
う
な
︑
特
殊
性
を
前
提
と
し
て
き
た
ア
ジ

ア
の
地
域
研
究
が
︑
普
遍
の
学
あ
る
い
は
特
異
性
の
学
と
し
て
の
人
文
学
へ

と
飛
翔
す
る
た
め
の
助
走
を
準
備
す
る
も
の
と
も
な
る
︒
あ
る
い
は
ナ
ジ
タ

と
並
ぶ
シ
カ
ゴ
学
派
の
領
り
ょ
う

袖し
ゅ
う︑
ハ
ル
ト
ゥ
ー
ニ
ア
ン
が
﹃
近
代
に
よ
っ
て
超

克
さ
れ
る
日
本
（O

vercom
e by M

odernity

）﹄（
二
〇
〇
〇
年
）
に
お
い
て
︑
柳
田

国
男
の
民
俗
学
と
戸
坂
潤
の
マ
ル
ク
ス
主
義
風
俗
学
を
逆
説
的
に
接
合
さ
せ

た
日
本
近
代
批
判
論
を
︑
西
洋
中
心
主
義
に
陥
ら
な
い
か
た
ち
で
発
展
さ
せ

る
試
み
と
し
て
評
価
す
る
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
︒

　
ハ
ル
ト
ウ
ー
ニ
ア
ン
こ
そ
︑
マ
ル
ク
ス
主
義
歴
史
学
者
を
含
め
て
︑
近
代

日
本
社
会
に
執
り
つ
い
て
止
ま
な
い
歴
史
へ
の
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
を
デ
リ
ダ
の

亡
霊
学
の
立
場
か
ら
︑
根
本
的
な
批
判
を
加
え
た
学
者
に
他
な
ら
な
い
の
だ
︒

宇
野
か
ら
ウ
ォ
ー
カ
ー
に
至
る
価
値
分
析
の
視
点
を
歴
史
学
的
な
マ
ル
ク
ス

主
義
批
判
に
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
け
る
の
か
︒
そ
れ
が
こ
れ
か
ら
の
課
題
で

あ
る
︒
著
者
と
共
に
歩
み
た
い
と
思
う
︒

　
補
記 

：
本
書
評
は
︑
ア
ン
ナ
・
ド
ゥ
ー
リ
ナ
︑
小
田
龍
哉
︑
宋
埼
の
三
氏
と
の
対
話
を

踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
︒
三
氏
の
お
か
げ
で
︑
ロ
シ
ア
︑
中
国
︑
日
本
の
マ
ル
ク

ス
主
義
を
取
り
巻
く
状
況
の
違
い
が
︑
幾
分
な
り
と
も
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
た
︒

記
し
て
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
︒
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