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本
論
の
目
的
は
、
一
八
六
〇
年
代
の
ロ
シ
ア
の
知
識
人
た
ち
の
、
人
間
お

よ
び
社
会
的
な
「
身
体
」
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
見
方
・
考
え
方
の
多
様
性

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、「
身
体
」
と
は
個
体
で
あ
れ
、

個
体
の
集
合
体
と
し
て
の
社
会
で
あ
れ
、
人
間
た
ち
の
「
主
観
的
意
識
」
の

対
概
念
で
あ
る
、
人
間
た
ち
の
客
観
的
に
観
察
可
能
な
現
象
を
指
す
も
の
と

し
、
人
間
関
係
の
総
体
と
し
て
の
社
会
を
「
有
機
体
」
と
し
て
捉
え
る
場
合

も
広
義
の
「
身
体
」
に
含
ま
れ
る
。
こ
う
し
た
「
身
体
」
の
捉
え
方
の
多

様
性
を
解
明
す
る
た
め
に
、
本
論
で
は
、
と
く
に
カ
ー
ル
・
エ
ル
ン
ス
ト
・

フ
ォ
ン
・
ベ
ー
ア
（
ロ
シ
ア
名
は
カ
ル
ル
・
マ
ク
シ
モ
ヴ
ィ
チ
・
ベ
ー
ル
）、

ハ
ー
バ
ー
ト
・
ス
ペ
ン
サ
ー
、
ニ
コ
ラ
イ
・
ミ
ハ
イ
ロ
フ
ス
キ
ー
、
ピ
ョ
ー

ト
ル
・
ラ
ヴ
ロ
ー
フ
の
言
説
を
分
析
す
る
。
こ
れ
ら
四
人
の
思
想
家
を
結
び

つ
け
て
い
る
環
は
ス
ペ
ン
サ
ー
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
社
会
進
化
論
」
の
代

表
的
論
者
と
し
て
知
ら
れ
る
彼
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
北
米
だ
け
で
な
く
日
本

や
中
国
で
も
多
く
の
知
識
人
に
影
響
を
与
え
た
。
と
こ
ろ
が
ロ
シ
ア
に
お
け

る
ス
ペ
ン
サ
ー
の
受
容
に
つ
い
て
は
十
分
解
明
さ
れ
て
い
な
い︵

２
︶。

ス
ペ
ン

サ
ー
が
提
示
し
た
重
要
な
論
点
は
、
あ
ら
ゆ
る
進
化
の
法
則
を
「
同
質
性
か

ら
異
質
性
へ
の
移
行
」
と
し
て
捉
え
た
点
で
あ
る
。
こ
の
単
純
明
快
な
論
点

に
即
し
て
各
地
域
の
各
批
評
家
に
よ
る
ス
ペ
ン
サ
ー
の
解
釈
・
受
容
の
特
徴

を
析
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
規
模
で
の
思
想
史
研
究
が
可
能

に
な
る︵

３
︶。

　

し
か
し
、
そ
も
そ
も
生
命
体
の
変
化
を
「
同
質
性
か
ら
異
質
性
へ
の
移
行
」

と
し
て
定
式
化
し
た
の
は
、
ロ
シ
ア
の
生
物
学
者
エ
ル
ン
ス
ト
・
フ
ォ
ン
・

ベ
ー
ア
で
あ
り
、
ス
ペ
ン
サ
ー
は
、
こ
の
ベ
ー
ア
の
定
式
に
着
想
を
得
て
、
自

ら
の
進
化
の
法
則
を
定
式
化
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
宇
宙
規
模
の
全
存
在
領 

域
に
適
用
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
ス
ペ
ン
サ
ー
の
進
化
の
法
則
は
、
同
時
代

の
生
物
学
上
の
新
た
な
知
見
が
社
会
思
想
に
影
響
を
与
え
た
典
型
例
で
あ
る
。

し
か
し
問
題
の
要
点
は
、
生
物
学
の
領
域
に
お
け
る
ベ
ー
ア
の
法
則
に
由
来

す
る
「
同
質
性
か
ら
異
質
性
へ
の
移
行
」
と
し
て
の
進
化
の
定
式
が
、
ス
ペ

一
八
六
〇
年
代
の
ロ
シ
ア
に
お
け
る
進
化
論
争（

１
）

「
身
体
」
観
の
分
析
を
中
心
に
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ン
サ
ー
に
よ
っ
て
生
物
学
以
外
の
領
域
に
転
用
さ
れ
、
生
物
学
の
専
門
家
以

外
の
知
識
人
に
知
的
刺
激
を
与
え
た
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
は
思
想
史
の
面
か

ら
い
え
ば
、
一
九
世
紀
前
半
ま
で
の
啓
蒙
思
想
で
の
知
性
・
理
性
重
視
の
思

想
や
ロ
マ
ン
主
義
に
お
け
る
感
性
重
視
の
思
想
や
、
さ
ら
に
一
八
五
〇
年
代

ま
で
の
機
械
論
的
唯
物
論
に
共
通
す
る
、
本
質
主
義
的
な
自
然
観
か
ら
の
パ

ラ
ダ
イ
ム
転
換
を
も
た
ら
し
た
。
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
進
化
論
の
提
唱
と
相
ま
っ

て
、
そ
れ
ま
で
静
的
な
「
本
質
」（природа

）
と
見
な
さ
れ
、
人
間
の
主

観
的
な
認
識
や
主
体
的
な
能
動
的
活
動
の
対
象
・
客
体
と
見
な
さ
れ
て
き
た

「
自
然
」（природа

）
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
可
変
的
で
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
も
の

と
な
り
、
そ
の
動
態
的
な
「
自
然
」
が
人
間
の
側
に
も
身
体
的
自
然
と
い
う

か
た
ち
で
見
い
だ
さ
れ
て
い
く
。
こ
う
し
た
自
然
観
の
変
容
は
、
人
間
的
自

然
と
し
て
の
人
間
の
「
身
体
」（тело

）
つ
ま
り
人
間
有
機
体
に
つ
い
て
の

見
方
の
変
容
と
、
そ
れ
に
と
も
な
う
人
間
身
体
の
集
合
体
と
し
て
の
社
会
的

身
体
つ
ま
り
社
会
有
機
体
に
つ
い
て
の
見
方
の
変
容
を
引
き
起
こ
す
契
機
を

内
包
し
て
い
た
。

　

そ
こ
で
、
本
研
究
で
は
、
ベ
ー
ア
、
ス
ペ
ン
サ
ー
が
定
式
化
し
た
「
同
質

性
か
ら
異
質
性
へ
の
移
行
と
し
て
の
進
化
」
と
い
う
命
題
を
中
心
に
、
ロ
シ

ア
の
論
壇
で
先
頭
を
切
っ
て
ス
ペ
ン
サ
ー
を
批
判
し
た
ミ
ハ
イ
ロ
フ
ス
キ
ー

と
、
こ
の
ミ
ハ
イ
ロ
フ
ス
キ
ー
の
ス
ペ
ン
サ
ー
批
判
を
「
補
足
」
す
る
論
文

を
発
表
し
た
ラ
ヴ
ロ
ー
フ
の
「
身
体
」
観
の
特
徴
を
分
析
す
る
な
か
で
、
従

来
、
ナ
ロ
ー
ド
ニ
キ
の
代
表
的
理
論
家
と
さ
れ
て
き
た
両
者
の
ス
ペ
ン
サ
ー

解
釈
の
共
通
性
と
差
異
を
解
明
す
る
こ
と
に
し
た︵

４
︶。

と
く
に
分
析
の
焦
点
は
、

人
間
お
よ
び
社
会
と
い
う
身
体
に
お
け
る「
同
質
性
か
ら
異
質
性
へ
の
移
行
」

と
い
う
命
題
の
適
用
を
、
両
者
は
ど
う
評
価
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
点
に

絞
る
こ
と
に
し
た
。
具
体
的
に
い
え
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
の
身
体
能
力
の

異
質
性
の
増
大
つ
ま
り
多
様
化
を
ど
う
評
価
し
て
い
る
か
、
つ
ま
り
、
人
間

の
特
定
の
能
力
の
高
度
化
を
促
進
す
る
の
が
良
い
の
か
、
人
間
の
多
様
な
能

力
を
促
進
す
る
の
が
良
い
の
か
、
さ
ら
に
そ
の
評
価
の
基
準
を
ど
の
よ
う
な

観
点
で
措
定
し
て
い
る
の
か
、
に
つ
い
て
分
析
す
る
こ
と
に
し
た
。

一　

ベ
ー
ア
の
身
体
観

　

カ
ー
ル
・
エ
ル
ン
ス
ト
・
フ
ォ
ン
・
ベ
ー
ア︵

５
︶

は
一
七
九
二
年
に
エ
ス
ト

リ
ャ
ン
ト
県
の
バ
ル
ト
貴
族
の
家
に
生
ま
れ
デ
ル
プ
ト
大
学
医
学
部
で
学
び
、

卒
業
後
に
国
外
の
大
学
に
勤
め
た
後
、
一
八
一
四
年
に
医
学
博
士
号
を
取
得

し︵
６
︶、

一
八
一
七
年
か
ら
ケ
ー
ニ
ヒ
ス
ベ
ル
ク
大
学
で
教
え
始
め
、
発
生
学
の

分
野
で
の
業
績
を
積
ん
で
一
八
三
四
年
に
は
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
科
学
ア
カ
デ

ミ
ー
会
員
に
選
ば
れ
て
い
る
。
そ
の
間
、
ロ
シ
ア
地
理
学
協
会
・
民
族
学
部

会
の
初
代
部
会
長
を
務
め
て
い
る︵

７
︶。

科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
に
は
一
八
六
七
年
ま

で
所
属
し
た
後
、
一
八
六
七
年
に
デ
ル
プ
ト
に
移
っ
て
一
八
七
六
年
に
亡
く

な
っ
て
い
る
。

　

ベ
ー
ア
が
最
初
に
動
物
の
進
化
の
法
則
を
提
案
し
た
の
は
、
一
八
二
八
年

に
ケ
ー
ニ
ヒ
ス
ベ
ル
ク
で
出
版
さ
れ
た
『
動
物
の
発
展
の
歴
史
に
つ
い
て

─
観
察
と
考
察
』
第
一
部
に
お
い
て
で
あ
っ
た︵

８
︶。

そ
の
中
で
彼
は
胚
の
変

化
に
つ
い
て
、
生
命
体
と
し
て
の
胚
が
環
境
と
の
関
係
で
自
立
性
を
高
め
て



5 一八六〇年代のロシアにおける進化論争─「身体」観の分析を中心に　下里 俊行

い
く
こ
と
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
今
度
は
、
そ
の
胚
の
内
的
形
成
が
ど
の
よ
う
に
進
行
す

る
の
か
、
と
い
う
点
に
注
目
し
て
み
よ
う
。
実
際
に
、
胚
の
形
成
の
す

べ
て
の
過
程
を
眺
め
て
み
る
と
、
そ
の
際
、
何
よ
り
も
先
に
、
何
よ
り

も
は
っ
き
り
目
に
入
る
の
は
、
そ
の
過
程
の
時
間
の
な
か
で
同
質
で
共

0

0

0

0

通
の
も
の
か
ら
段
階
的
に
異
質
で
特
殊
な
も
の
が
発
生
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
発
展
法
則
を
、
今
日
ま
で
誰
も
十
分
に
明
確
に
定
式

化
し
て
こ
な
か
っ
た︵

９
︶。

　

す
な
わ
ち
、
ベ
ー
ア
は
こ
こ
で
胚
の
成
長
の
な
か
で
そ
の
内
的
基
質
の
差

異
化
が
生
じ
て
い
く
変
化
を
同
質
（
ホ
モ
ジ
ェ
ニ
ッ
ク
）
な
も
の
か
ら
異
質

な
（
ヘ
テ
ロ
ジ
ェ
ニ
ッ
ク
）
な
も
の
へ
の
移
行
と
し
て
初
め
て
定
式
化
し
た

の
で
あ
る
。
さ
ら
に
彼
は
こ
の
定
式
を
あ
ら
ゆ
る
動
物
の
発
達
に
適
用
し
て

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

あ
ら
ゆ
る
動
物
の
形
態
の
個
体
的
発
達
は
次
の
二
つ
の
面
、
す
な
わ
ち
、

（
一
）
組
織
学
的
お
よ
び
形
態
学
的
な
特
殊
化
が
ま
す
ま
す
高
ま
る
こ

と
に
よ
っ
て
動
物
の
身
体
の
形
成
が
つ
ね
に
前
進
的
に
進
行
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、（
二
）
よ
り
共
通
す
る
形
態
か
ら
よ
り
特
殊
な
形
態
へ
の

連
続
的
な
移
行
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る︶

₁₀
︵

。

こ
の
よ
う
に
ベ
ー
ア
は
す
で
に
一
八
二
八
年
に
あ
ら
ゆ
る
動
物
の
身
体
の
組

織
形
態
の
発
展
に
関
す
る
「
ア
プ
リ
オ
リ
な
」「
真
理︶

₁₁
︵

」
と
し
て
同
質
性
・

共
通
性
か
ら
異
質
性
・
特
殊
性
へ
の
移
行
を
提
唱
し
て
い
た
。
し
か
し
、
こ

の
真
理
は
あ
く
ま
で
動
物
の
身
体
だ
け
に
か
か
わ
る
「
真
理
」
で
あ
っ
た
。

の
ち
に
、
こ
の
ベ
ー
ア
の
定
式
を
採
用
し
た
Ｈ
・
ス
ペ
ン
サ
ー
の
進
化
論
や

ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
『
種
の
起
源
』（
一
八
五
九
）
が
発
表
さ
れ
る
と
、
ベ
ー
ア

は
自
ら
の
包
括
的
な
世
界
観
と
そ
の
中
で
の
「
進
化
」
の
位
置
づ
け
に
つ
い

て
発
表
す
る
。
そ
れ
が
一
八
六
二
年
に
公
刊
さ
れ
た
「
あ
ら
ゆ
る
進
化
に
お

い
て
現
れ
る
、
自
然
の
普
遍
法
則
・
報
告
」
で
あ
る
。
こ
の
報
告
は
、
当
初
、

一
八
三
四
年
に
ケ
ー
ニ
ヒ
ス
ベ
ル
ク
自
然
・
経
済
学
協
会
で
発
表
さ
れ
た
も

の
だ
っ
た
が
、
一
八
六
四
年
に
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
で
『
講
演
・
小
論
集
』
と
い

う
表
題
で
公
刊
さ
れ
た
。
一
八
六
四
年
は
、
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
が
ベ
ー
ア
の

研
究
歴
五
〇
周
年
を
記
念
し
て
、
彼
の
横
顔
を
刻
印
し
た
メ
ダ
ル
を
発
行
し

た
年
で
あ
っ
た︶

₁₂
︵

。
お
そ
ら
く
、
こ
の
『
講
演
・
小
論
集
』
は
こ
の
祝
賀
行
為

と
関
連
し
て
い
る
の
だ
ろ
う︶

₁₃
︵

。
そ
の
序
文
で
ベ
ー
ア
は
、
こ
の
報
告
の
公
刊

の
動
機
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
の
報
告
の
一
般
的
な
内
容
は
私
に
と
っ
て
全
く
完
成
さ
れ
た
も
の
と

し
て
保
持
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
そ
の
内
容
が
自
然
の
観
察
か
ら
引

き
出
さ
れ
た
確
信
の
一
つ
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
詳
細

は
す
で
に
私
の
記
憶
か
ら
消
え
去
っ
て
い
た
。
だ
か
ら
長
期
間
経
っ
た

後
に
新
し
い
出
版
の
た
め
に
こ
の
講
演
を
読
み
直
し
た
際
に
、
私
が
驚

い
た
の
は
、
時
間
の
経
過
と
世
代
交
代
の
な
か
で
の
有
機
体
の
形
態
の

可
変
性
に
つ
い
て
見
解
が
、
こ
の
講
演
の
な
か
で
完
全
に
明
確
に
表
明



6『ロシア史研究』107号

さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、一
定
の
制
約
が
あ
る
と
は
い
え

─
ほ
ぼ
完
全
に
表
明
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
と
同
じ
く
ら
い
私
は
こ
の

見
解
を
根
拠
の
あ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
⋮
⋮
。
し
か
し
な
が
ら
、
い

わ
ゆ
る
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
理
論
の
領
域
に
お
け
る
先
取
権
に
関
す
る
何
ら

か
の
権
利
主
張
を
表
明
す
る
に
は
、
私
は
か
な
り
ほ
ど
遠
い
の
で
あ
る︶

₁₄
︵

。

　

こ
の
よ
う
に
ベ
ー
ア
は
、
す
で
に
評
判
に
な
っ
て
い
た
種
の
変
容
と
い
う

ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
理
論
へ
の
密
か
な
対
抗
心
を
表
し
つ
つ
、「
有
機
体
の
形
態

の
可
変
性
」
と
い
う
命
題
に
関
し
て
は
自
ら
の
先
見
の
明
を
誇
示
し
て
い

た
。
ベ
ー
ア
は
、
講
演
の
冒
頭
で
、
自
然
界
の
他
の
存
在
と
異
な
る
生
物
特

有
の
特
徴
を
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
た
。「
有
機
的
身
体
は
、
可
変
的
で

あ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
自
身
で
変
化
す
る
唯
一
の
も
の
で
あ
る
」。
そ
れ

に
対
し
て
、
湿
気
、
熱
、
化
学
過
程
、
物
理
過
程
は
「
永
遠

0

0

」
で
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
「
非
生
命
体
は
死
滅
し
得
な
い

0

0

0

0

0

0

」
か
ら
で
、
そ
れ
は
外
的
作
用
に

よ
っ
て
破
壊
さ
れ
る
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る
。
非
生
命
体
と
は
反
対
に
「
有
機

的
身
体
は
そ
れ
自
身
で
解
体
す
る
。
そ
れ
ら
有
機
的
身
体
は
不
断
の
変
容
を

こ
う
む
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ら
の
あ
ら
ゆ
る
発
達
は
死
へ
の
突
進
で
も
あ

る︶
₁₅
︵

」。
ベ
ー
ア
は
、
こ
の
よ
う
に
明
確
に
生
命
体
を
、
第
一
に
、
自
発
的
に

変
容
す
る
も
の
、
第
二
に
、
自
発
的
に
死
に
向
か
う
も
の
、
と
い
う
契
機
に

よ
っ
て
特
徴
づ
け
て
い
る
。
こ
う
し
た
死
の
契
機
を
内
包
す
る
存
在
と
し
て

の
生
命
体
と
い
う
見
方
は
、
彼
の
宇
宙
観
と
も
関
連
し
て
い
た
。
そ
れ
は
キ

リ
ス
ト
教
の
『
創
世
記
』
の
宇
宙
観
と
パ
ラ
レ
ル
の
も
の
で
あ
っ
た
。
周
知

の
よ
う
に
『
創
世
記
』
で
は
創
造
主
は
六
日
間
で
世
界
を
創
造
し
た
と
さ
れ

る
。
ベ
ー
ア
の
描
く
宇
宙
史
も
そ
れ
に
対
応
し
て
六
つ
の
時
期
に
区
別
さ
れ

て
い
た
。

わ
れ
わ
れ
が
地
球
の
発
達
の
歴
史
と
い
う
問
い
を
た
て
て
、
最
初
に
出

会
う
の
が
そ
の
第
一
期
─
死
せ
る
塊
の
時
期
で
あ
り
、
そ
の
塊
に
は

形
も
命
も
何
ら
か
の
息
づ
か
い
も
な
く
、
様
々
な
金
属
類
の
堆
積
の
す

が
た
を
と
っ
て
い
る
。
第
二
期
に
は
こ
の
塊
は
形
式
と
法
則
に
よ
っ
て

制
御
さ
れ
て
結
晶
体
の
す
が
た
を
と
っ
て
い
る
。
第
三
期
に
は
、
こ
の

塊
は
植
物
的
生
命
に
仕
え
て
い
る
。
植
物
は
地
上
を
覆
い
、
無
感
覚
の

活
動
体
た
ち
が
水
中
に
棲
ん
で
い
る
。
第
四
期
の
時
期
に
は
植
物
的
生

命
か
ら
発
達
し
て
動
物
た
ち
が
う
ま
れ
、
す
で
に
喜
び
と
悲
し
み
を
授

け
ら
れ
た
動
物
た
ち
も
、
す
で
に
物
質
を
加
工
し
た
植
物
た
ち
の
成
分

を
自
ら
の
身
体
の
成
分
に
変
え
て
い
る
。
第
五
期
に
は
、
人
間
の
心
的

生
命
（душ

евная ж
изнь

）
が
そ
の
威
力
を
発
揮
し
は
じ
め
て
、
物

質
を
征
服
し
、
自
然
力
を
支
配
し
、
す
べ
て
の
生
き
物
を
自
分
の
奴
隷

に
変
え
て
い
る
。
そ
し
て
最
後
に
第
六
期
に
は
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
印

刷
術
の
発
明
と
と
も
に
始
ま
る
が
、
人
間
の
心
的
生
命
が
す
べ
て
の
精

神
財
を
一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
全
体
へ
と
集
め
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て

地
球
全
体
が
ま
さ
に
耕
地
と
な
り
、
そ
こ
で
生
育
す
る
の
が
人
間
の
精

神
原
理
（духовное начало

）
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
自
然
の
全
歴
史

0

0

0

0

0

0

は
ま
さ
に
物
質
に
対
す
る
精
神
の
勝
利
へ
と
前
進
す
る
歴
史
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。

こ
れ
は
、
創
造
（творение

）
の
基
本
理
念
で
も
あ
る︶

₁₆
︵

。
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こ
こ
に
は
、
カ
オ
ス
的
な
塊
か
ら
形
式
と
法
則
に
よ
る
秩
序
が
う
ま
れ
、
植

物
的
生
命
か
ら
動
物
的
生
命
が
生
じ
、
さ
ら
に
人
間
の
心
的
生
命
が
物
質
や

自
然
力
を
支
配
し
、
最
終
段
階
で
人
間
の
精
神
原
理
が
勝
利
へ
と
前
進
す
る

と
い
う
目
的
論
的
な
単
線
的
な
変
化
の
図
式
が
描
か
れ
て
お
り
、
同
時
代
の

「
唯
物
論︶

₁₇
︵

」
に
対
す
る
対
抗
意
識
が
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
れ
で
は
精
神
原
理
の
勝
利
と
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
。
ベ
ー
ア
に

よ
れ
ば
、
人
間
は
た
え
ず
変
化
し
て
い
る
け
れ
ど
、
同
じ
身
体
の
な
か
で

二
〇
年
前
に
感
じ
、
考
え
、
願
っ
て
い
た
者
と
、
現
在
の
自
分
と
は
別
人
だ

と
考
え
る
人
は
誰
も
い
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
「
意
識
」
に
も
と
づ
い
て
考
え

て
み
れ
ば
、
誰
し
も
二
〇
年
前
の
「
私
」
も
現
在
の
「
私
」
も
同
じ
で
あ
る
。

し
か
し
「
質
料
の
原
子
」
の
次
元
で
見
れ
ば
、
二
〇
年
前
の
も
の
は
何
も
保

持
さ
れ
て
お
ら
ず
「
私
」
と
い
う
「
形
相
だ
け
が
そ
の
似
姿
を
保
持
し
て
い

る
」。
物
質
面
で
は
た
え
ま
な
く
変
容
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
「
私
」
と
い

う
形
相
つ
ま
り
「
存
続
す
る
精
神
」
の
前
進
運
動
に
役
立
つ
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
物
質
的
な
変
化
が
意
識
の
精
神
的
な
前
進
運
動
を
も
た
ら
し
て

い
る
と
い
う
相
関
関
係
は
、
ベ
ー
ア
に
よ
れ
ば
「
創
造
の
歴
史
」
に
見
い
だ

さ
れ
る
も
の
だ
と
い
う
。
し
か
し
、「
ど
の
よ
う
に
し
て
物
質
が
精
神
の
支

配
に
服
す
る
の
か
」
に
つ
い
て
は
、「
わ
れ
わ
れ
の
理
性
」
で
は
知
る
こ
と

が
で
き
な
い
「
神
秘
」
で
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
で
は
こ
の
「
神
秘
」
に
対
し

て
ど
の
よ
う
な
態
度
を
と
る
べ
き
な
の
か
。
ベ
ー
ア
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
信

仰
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。

思
考
と
信
仰
の
能
力
は
、
手
や
足
の
よ
う
に
人
間
に
生
れ
つ
き

0

0

0

0

で
あ
る

の
で
、
わ
れ
わ
れ
は
次
の
こ
と
だ
け
に
気
を
と
め
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
生
ま
れ
る
こ
と
と
は
、
ま
さ
に
順
次
繰
り
返
さ
れ
る
創
造
で
あ
る
。

─
動
物
に
い
く
ば
く
か
の
思
考
能
力
の
発
揮
も
認
め
ら
れ
な
い
と
は

い
え
な
い
が
、
信
仰
は
、
動
物
に
対
す
る
人
間
の
特
別
な
優
越
性
で
あ

る
。
は
た
し
て
人
間
は
、
動
物
に
対
す
る
自
分
の
優
越
性
を
保
持
で
き

な
い
の
だ
ろ
う
か
？　

ま
さ
に
こ
の
こ
と
は
、
次
の
こ
と
に
左
右
さ
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
心
の
力
が
向
け
ら
れ
る
の
は
、
そ
の
力

が
運
命
づ
け
ら
れ
た
領
域
で
あ
る
。
実
際
、
手
を
使
っ
て
歩
こ
う
と
し

た
り
、
足
を
使
っ
て
斧
を
と
ろ
う
と
し
た
り
す
れ
ば
純
粋
な
愚
か
者
だ

ろ
う
！　

し
か
し
、
は
る
か
に
良
識
的
な
の
は
、
思
考
が
目
指
す
と
こ

ろ
に
向
か
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う︶

₁₈
︵

。

　

こ
の
よ
う
に
宇
宙
史
に
お
け
る
人
間
の
精
神
の
前
進
運
動
を
ベ
ー
ア
は

「
創
造
の
歴
史
」
と
い
う
「
神
秘
」
だ
と
見
な
し
て
お
り
、
そ
の
「
神
秘
」

は
、
反
復
さ
れ
た
「
創
造
」
の
産
物
と
し
て
の
、
人
間
の
生
得
的
能
力
と
し

て
の
思
考
し
信
仰
す
る
力
が
向
か
う
べ
き
対
象
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
も
っ
と

も
、
彼
の
い
う
「
信
仰
」
は
、
文
字
通
り
の
聖
書
的
創
造
史
と
は
ニ
ュ
ア
ン

ス
が
異
な
っ
て
い
る
。
聖
書
の
歴
史
と
、
世
俗
化
さ
れ
た
地
球
・
生
命
史

と
の
中
間
に
位
置
す
る
、
い
わ
ゆ
る
継
続
的
創
造
説︶

₁₉
︵

に
該
当
す
る
と
い
え
よ

う
。
ベ
ー
ア
自
身
は
、
の
ち
に
こ
の
内
発
的
創
造
の
理
論
を
「
自
動
生
成

（автогене

︶
₂₀
︵з

）」
と
呼
ん
で
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
生
物
学
的
次
元
で
の
動
物
の
進
化
の
法
則
を
「
同
質
性

か
ら
異
質
性
へ
の
移
行
」
と
し
て
最
初
に
定
式
化
し
た
の
が
ベ
ー
ア
で
あ
っ
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た
。
し
か
し
彼
自
身
は
、
継
続
的
創
造
説
に
近
い
世
界
観
に
も
と
づ
い
て
物

質
的
自
然
界
・
生
物
界
の
前
進
運
動
の
最
終
局
面
に
登
場
し
た
人
間
独
自
の

変
化
の
方
向
性
を
物
質
に
対
す
る
精
神
の
支
配
へ
の
移
行
と
捉
え
て
い
た
。

し
た
が
っ
て
、
ベ
ー
ア
は
、
人
間
の
意
識
に
お
け
る
思
考
と
信
仰
と
い
う
精

神
性
に
よ
る
物
質
の
支
配
へ
と
一
方
向
的
に
前
進
す
る
目
的
論
的
な「
身
体
」

観
を
擁
し
て
い
た
と
結
論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

二　

ス
ペ
ン
サ
ー
の
身
体
観

　

ハ
ー
バ
ー
ト
・
ス
ペ
ン
サ
ー︶

₂₁
︵

は
、
一
八
二
〇
年
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ダ
ー

ビ
ー
の
教
師
の
家
に
生
ま
れ
た
。
彼
の
父
は
メ
ソ
デ
ィ
ス
ト
か
ら
ク
ェ
ー

カ
ー
に
改
宗
し
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
の
教
育
方
法
を
実
践
し
、
ダ
ー
ビ
ー
の
哲

学
協
会
の
書
記
を
務
め
て
い
た
。
学
校
教
育
で
は
数
学
・
物
理
学
・
ラ
テ
ン

語
を
学
ん
だ
だ
け
で
、
そ
れ
以
外
の
専
門
科
目
は
独
学
で
習
得
し
た
。
彼
の

最
初
の
主
著
は
、
一
八
五
一
年
の
『
社
会
静
学
』
で
、
そ
の
後
、
ト
ー
マ

ス
・
ハ
ッ
ク
ス
レ
ー
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
ル
イ
ス
、
ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・

ミ
ル
と
交
流
し
、
コ
ン
ト
の
実
証
主
義
を
知
る
よ
う
に
な
る
。
一
八
五
八
年

に
『
総
合
哲
学
体
系
』
の
執
筆
を
構
想
し
、
そ
の
第
一
巻
と
し
て
一
八
六
一

年
に
『
第
一
原
理
』
を
公
刊
し
、
一
八
九
六
年
ま
で
に
全
一
〇
巻
を
刊
行
し

た
あ
と
、
一
九
〇
三
年
に
亡
く
な
っ
て
い
る
。
ス
ペ
ン
サ
ー
は
、
か
つ
て
は

否
定
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
「
最
適
者
の
生
存
」
を
主
張
す
る
「
社
会
ダ
ー

ウ
ィ
ニ
ズ
ム
」
の
創
始
者
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
近
年
で
は
そ
の
評

価
の
見
直
し
が
進
ん
で
い
る︶

₂₂
︵

。

　

ス
ペ
ン
サ
ー
の
思
想
体
系
は
、
生
物
学
上
の
命
題
を
社
会
現
象
に
適
用
し

た
と
い
う
単
純
な
構
成
で
は
な
く
、
コ
ン
ト
の
実
証
主
義
や
カ
ン
ト
の
影
響

を
受
け
て
、
不
可
知
論
お
よ
び
相
対
主
義
の
立
場
か
ら
、
形
而
上
学
的
な

「
実
体
」
に
言
及
す
る
こ
と
な
く
、
人
間
に
認
識
可
能
な
現
象
界
に
お
け
る

関
係
性
に
注
意
を
向
け
て
、
科
学
の
役
割
を
現
象
界
の
秩
序
の
「
解
釈
」、

人
間
の
経
験
の
「
体
系
化
」
で
あ
る
と
見
な
し
て
い
た
こ
と
に
注
意
を
払

う
必
要
が
あ
る︶

₂₃
︵

。
実
際
、
彼
自
身
は
、『
総
合
哲
学
体
系
』
の
名
の
も
と
に

『
第
一
原
理
』（
宗
教
・
哲
学
・
科
学
論
）、『
生
物
学
原
理
』、『
心
理
学
原

理
』、『
社
会
学
原
理
』、『
倫
理
学
原
理
』
の
各
巻
を
執
筆
す
る
な
か
で
、
星

雲
の
生
成
か
ら
人
間
の
道
徳
原
理
に
い
た
る
現
象
界
を
一
貫
し
て
「
進
化
の

法
則
（The law

 of evolution

）」
に
も
と
づ
い
て
体
系
的
に
叙
述
し
よ
う
と

い
う
壮
大
な
構
想
を
も
っ
て
い
た
。
そ
の
構
想
は
、
現
代
の
専
門
分
化
し
た

諸
科
学
を
前
提
と
し
た
視
点
か
ら
い
え
ば
、
自
然
界
と
人
間
界
（
ヒ
ト
の
個

体
と
そ
の
集
合
と
し
て
の
社
会
）
と
を
統
一
的
に
把
握
し
よ
う
と
す
る
構
想

で
あ
る
。
し
か
し
、
逆
に
ス
ペ
ン
サ
ー
の
視
点
か
ら
い
え
ば
、
既
存
の
諸
科

学
の
区
分
を
い
っ
た
ん
取
り
払
っ
て
、
統
一
的
な
視
点
（「
知
ら
れ
ざ
る
原

因︶
₂₄
︵

」）
か
ら
あ
ら
ゆ
る
諸
科
学
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
知
識
を
再
組
織

し
統
合
し
よ
う
と
す
る
構
想
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、「
進
化
」
を
「
天
文

学
的
、
地
質
学
的
、
生
物
学
的
、
心
理
学
的
、
社
会
学
的
、
等
々
」
に
区
別

し
て
考
え
た
場
合
、
そ
こ
に
は
「
同
一
の
形
態
変
容
の
法
則
」
を
見
て
取
る

こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
も
そ
も
学
問
上
の
区
分
は
人
間
の
認
識
の
た
め
の
便

宜
上
の
区
分
で
あ
り
、
そ
れ
ら
区
分
さ
れ
た
諸
科
学
の
領
域
を
「
ひ
と
つ
の
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コ
ス
モ
ス
」
の
構
成
部
分
と
見
な
す
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
の
構
成
部
分
を
そ
れ

ぞ
れ
の
進
化
の
法
則
が
貫
い
て
い
る
と
い
う
よ
り
、
ど
の
領
域
に
お
い
て
も

共
通
す
る
「
一
つ
の
進
化
」
が
進
行
し
て
い
る
こ
と
を
見
て
取
れ
る
と
い
う︶

₂₅
︵

。

そ
の
よ
う
な
進
化
の
法
則
と
し
て
ス
ペ
ン
サ
ー
が
定
式
化
し
た
の
が
次
の
命

題
で
あ
る
。

進
化
と
は

0

0

0

0

、
物
質
の
統
合
と
そ
れ
に
伴
う
運
動
の
散
逸
で
あ
り

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
そ
の

0

0

間
に

0

0

、
物
質
は

0

0

0

、
曖
昧
で
ま
と
ま
り
の
な
い
同
質
性

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（hom
ogeneity

）

か
ら
明
確
で
ま
と
ま
り
の
あ
る
異
質
性

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（heterogeneity

）
へ
と
推
移

0

0

0

0

し0

、
そ
の
間
に

0

0

0

0

、
そ
れ
ま
で
保
持
さ
れ
て
い
た
運
動
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
同
じ
よ
う
な

0

0

0

0

0

変
容
を
こ
う
む

0

0

0

0

0

0

る0

︶
₂₆
︵

。

　

こ
う
し
た
、
あ
ら
ゆ
る
有
機
体
が
進
化
の
な
か
で
同
質
性
の
状
態
か
ら
異

質
性
の
状
態
へ
遷
移
す
る
と
い
う
原
理
そ
の
も
の
は
、
ス
ペ
ン
サ
ー
に
よ
れ

ば
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ハ
ー
ヴ
ィ
ー
（
一
五
七
八
─
一
六
五
七
）
に
端
を
発
し
、

カ
ス
パ
ー
・
ヴ
ォ
ル
フ
（
一
七
三
三
─
一
七
九
四
）、
カ
ー
ル
・
フ
ォ
ン
・

ベ
ー
ア
（
一
七
九
二
─
一
八
七
六
）
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た

が︶
₂₇
︵

、
ス
ペ
ン
サ
ー
自
身
と
し
て
は
、
一
八
五
二
年
に
フ
ォ
ン
・
ベ
ー
ア
の
定

式
か
ら
採
っ
た
と
認
め
て
い
る
。
ス
ペ
ン
サ
ー
に
よ
れ
ば
、
彼
が
フ
ォ
ン
・

ベ
ー
ア
の
一
般
原
理
の
表
明
を
知
っ
た
の
は
一
八
五
二
年
の
こ
と
で
、
そ

の
時
か
ら
こ
の
法
則
の
普
遍
性
は
彼
に
と
っ
て
「
公
理
」
に
な
っ
た
と
い
う
。

と
い
う
の
も
、
そ
れ
ま
で
彼
は
『
社
会
静
学
』（
一
八
五
一
）
で
進
化
の
方

向
を
「
単
純
性
か
ら
複
雑
性
へ
」「
独
立
し
た
類
似
の
諸
部
分
か
ら
相
互
依

存
す
る
非
類
似
の
諸
部
分
へ
」
と
し
て
表
現
し
て
い
た
が
、
こ
の
命
題
は
あ

ま
り
に
も
特
殊
す
ぎ
て
、
社
会
の
よ
う
な
「
超
有
機
体
現
象
」「
非
有
機
体

現
象
」
に
適
用
す
る
こ
と
が
難
し
か
っ
た
と
こ
ろ
、
フ
ォ
ン
・
ベ
ー
ア
の
公

式
を
知
っ
た
こ
と
で
、
そ
の
「
高
度
な
一
般
性
」
ゆ
え
に
大
い
に
助
け
ら
れ
、

そ
の
公
式
が
「
非
有
機
体
の
変
容
」
に
も
共
通
し
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と

が
で
き
た
と
い
う︶

₂₈
︵

。

　

こ
う
し
て
ス
ペ
ン
サ
ー
は
ベ
ー
ア
の
法
則
を
採
用
し
、
そ
れ
に
し
た
が
っ

て
「
人
間
の
身
体
」
と
同
様
に
そ
の
身
体
の
集
合
体
で
あ
る
生
物
種
と
し
て

の
「
ヒ
ト
」
の
領
域
に
も
異
質
化
の
現
象
を
見
い
だ
し
て
い
く
。

同
質
な
も
の
か
ら
異
質
な
も
の
へ
の
前
進
を
地
球
の
生
物
史
が
示
し

て
い
る
の
か
ど
う
か
は
、
最
も
新
し
い
最
も
異
質
な
生
物
─
─
ヒ
ト

の
進
歩
に
お
い
て
は
っ
き
り
十
分
に
示
さ
れ
て
い
る
。
次
の
こ
と
は

ほ
ぼ
真
実
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
地
球
に
ヒ
ト
が
出
現
し
て
以
降
の

期
間
を
と
お
し
て
、
人
間
有
機
体
（hum

an organism

）
は
、
こ
の

種
（species

）
の
文
明
化
さ
れ
た
区
域
の
な
か
で
よ
り
異
質
な
も
の

（heterogeneous

）に
成
長
し
た
。
そ
し
て
全
体
と
し
て
の
種（species

）

は
、
よ
り
異
質
な
も
の
に
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
諸
人
種
（races

）

の
多
様
化
と
こ
れ
ら
人
種
相
互
の
差
異
化
に
よ
っ
て
で
あ
る
。〔
⋮
⋮
〕

全
体
と
し
て
の
人
類
が
よ
り
異
質
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
あ

ま
り
に
も
明
白
で
あ
り
、
例
を
挙
げ
る
必
要
が
な
い
。
民
族
学
の
そ
れ

ぞ
れ
の
研
究
が
、
そ
の
こ
と
を
諸
人
種
の
分
化
と
細
分
化
に
よ
っ
て
証

明
し
て
い
る︶

₂₉
︵

。
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さ
ら
に
ス
ペ
ン
サ
ー
は
、
こ
の
異
質
化
の
法
則
を
「
社
会
有
機
体
（social 

organism

）」
の
領
域
に
も
見
い
だ
し
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
未
開
部

族
に
お
い
て
は
そ
の
構
成
員
た
ち
の
諸
機
能
は
極
め
て
「
同
質
的
」
で
あ
る

が
、「
進
歩
」
が
生
じ
る
と
、
全
人
類
の
経
済
的
な
集
合
体
の
な
か
の
機
能

面
で
の
「
異
質
性
」
が
成
長
し
て
い
く
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
諸
民
族
、
各

民
族
の
な
か
の
諸
地
方
、
各
都
市
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
製
造
業
者
と
交
易
業
者
、

そ
し
て
生
産
の
場
で
の
労
働
者
た
ち
の
そ
れ
ぞ
れ
の
機
能
が
分
化
し
て
い
く

と
い
う
。
こ
う
し
た
現
象
が
、
ス
ペ
ン
サ
ー
に
よ
れ
ば
、「
社
会
有
機
体
の

進
化
の
明
瞭
な
事
例
」
で
あ
る
と
い
う
。
さ
ら
に
こ
の
進
化
は
、「
人
類
の

思
想
と
行
動
の
す
べ
て
の
産
物
」
に
見
ら
れ
る
と
指
摘
し
、
そ
の
一
例
と
し

て
言
語
の
進
化
を
挙
げ
て
い
る︶

₃₀
︵

。
こ
の
よ
う
に
ス
ペ
ン
サ
ー
は
、
全
人
類
社

会
と
い
う
「
社
会
有
機
体
」
の
進
化
を
、
そ
の
構
成
員
の
構
成
が
同
質
性

（
均
質
性
）
か
ら
異
質
性
（
多
様
性
）
へ
と
変
化
す
る
こ
と
と
捉
え
て
い
た
。

　

し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
ス
ペ
ン
サ
ー
の
認
識
論
で
あ
る
。
彼

は
カ
ン
ト
の
議
論
を
踏
ま
え
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「〈
現
象
界
〉

（Phenom
enon

）
の
対
立
項
」
と
さ
れ
る
「〈
叡
智
界
〉（N

oum
enon

）」
が

「〈
実
在
〉（Reality

）」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。「
そ
こ
で
、
現
象
と

し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
実
在
を
同
時
に
認
識
す
る
こ
と
な
く
、
わ
れ
わ
れ
の

知
識
は
現
象
だ
け
の
知
識
に
す
ぎ
な
い
、
と
考
え
る
の
は
厳
密
に
は
不
可
能

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
実
在
の
な
い
現
象
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

〈
無
条
件
〉、〈
無
限
〉、〈
絶
対
〉
お
よ
び
そ
れ
ら
に
相
応
す
る
も
の
が
在
る

の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
代
わ
り
に
『
認
識
可
能
性
の
否
定
』、
あ
る
い
は
『
意

識
が
可
能
に
な
る
条
件
の
欠
如
』
と
書
く
な
ら
ば
、
そ
の
議
論
は
無
意
味
と

な
る
こ
と
が
分
か
る︶

₃₁
︵

」。
つ
ま
り
、
ス
ペ
ン
サ
ー
に
よ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
人

間
の
有
限
な
認
識
能
力
が
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
叡
智
界
の
実
在
で

は
な
く
、
人
間
の
前
に
現
れ
る
現
象
に
つ
い
て
の
知
識
に
限
定
さ
れ
る
。
し

か
し
、
現
象
と
い
う
も
の
が
実
在
の
現
れ
・
発
現
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の

現
象
の
原
因
に
な
っ
て
い
る
実
在
に
つ
い
て
「
認
識
で
き
な
い
も
の
」
と
し

て
そ
の
存
在
を
否
定
し
て
し
ま
う
の
は
無
意
味
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
彼
が

こ
こ
で
〈
無
条
件
〉、〈
無
限
〉、〈
絶
対
〉
と
大
文
字
表
記
で
指
し
て
い
る
の

は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
由
来
す
る
唯
一
神
の
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
だ
か
ら

現
象
界
の
背
後
に
あ
る
叡
智
界
と
は
神
の
働
き
の
領
域
を
示
唆
し
て
い
る
。

別
の
箇
所
で
ス
ペ
ン
サ
ー
は
、
こ
の
普
遍
的
に
存
在
す
る
神
の
働
き
を
大
文

字
の
〈
力
〉
と
名
付
け
て
い
る
。

〈
常
識
〉（Com

m
on Sense

）
が
主
張
す
る
の
は
実
在
の
存
在
で
あ

る
。〈
客
観
科
学
〉
が
証
明
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
実
在
は
、
わ
れ
わ

れ
が
そ
れ
を
考
え
て
い
る
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

〈
主
観
科
学
〉
が
示
し
て
い
る
の
は
、
な
ぜ
わ
れ
わ
れ
は
実
在
を
そ
れ

が
あ
る
が
ま
ま
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

だ
が
、
そ
れ
で
も
や
は
り
わ
れ
わ
れ
は
実
在
を
存
在
し
て
い
る
も
の
と

し
て
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
し
て
〈
実
在
〉
に
つ
い
て
の
こ
の
主
張

に
お
い
て
は
、
本
質
的
に
は
〔
実
在
は
〕
完
全
に
認
識
不
可
能
で
あ
る
。

〈
宗
教
〉
は
、
そ
れ
〔
実
在
〕
に
相
応
す
る
も
の
〔
現
象
〕
は
、
本
質

的
に
、
そ
れ
自
身
〔
実
在
〕
を
伴
っ
て
い
る
と
主
張
し
て
い
る
。
あ
ら

ゆ
る
現
象
は
、
或
る
〈
力
〉
の
発
現
で
あ
り
、
そ
れ
〔〈
力
〉〕
に
よ
っ
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て
わ
れ
わ
れ
が
動
か
さ
れ
て
い
る
、
と
わ
れ
わ
れ
は
見
な
さ
ざ
る
を
え

な
い
の
で
あ
る︶

₃₂
︵

。

つ
ま
り
、
ス
ペ
ン
サ
ー
に
よ
れ
ば
、
物
理
学
（
客
観
科
学
）
や
心
理
学
（
主

観
科
学
）
で
扱
え
る
の
は
実
在
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
現
象
態
だ
け
で

あ
る
が
、
そ
れ
で
も
常
識
的
に
考
え
れ
ば
、
そ
の
現
象
の
背
後
に
実
在
を
想

定
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
は
「
宗
教
」（
こ
こ
で
は
特
定
の
宗
教
的
教
義

で
は
な
く
、
一
般
化
さ
れ
た
「
宗
教
」）
が
採
用
し
て
い
る
立
場
で
も
あ
る
。

確
定
的
に
根
拠
を
も
っ
て
断
言
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
人
間
に
と
っ
て

認
識
不
可
能
な
〈
力
〉
が
あ
ら
ゆ
る
存
在
に
対
し
て
普
遍
的
に
作
用
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
人
間
に
認
識
可
能
な
多
様
な
現
象
が
現
れ
る
、
と
考
え
ざ
る
を

得
な
い
、
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
い
わ
ば
「
不
可
知
論
」
的
な

観
点
か
ら
彼
は
、
あ
ら
ゆ
る
科
学
的
な
知
見
を
、
実
体
の
存
在
と
い
う
存
在

論
的
な
地
平
で
は
な
く
、
現
象
の
知
覚
に
関
わ
る
、
認
識
論
的
な
地
平
で
捉

え
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
彼
に
よ
れ
ば
、「
科
学
の
最
も
高
度
な
成
果
は
、

諸
現
象
の
あ
ら
ゆ
る
秩
序
の
解
釈
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
科
学
と

は
「
わ
れ
わ
れ
の
経
験
の
体
系
化
」
に
ほ
か
な
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ
の
有
限
な

認
識
能
力
で
唯
一
可
能
な
の
は
「
わ
れ
わ
れ
の
有
限
な
意
識
に
対
し
て
そ
れ

自
身
と
し
て
現
出
す
る
事
物
の
過
程
の
解
釈
」
だ
と
結
論
づ
け
て
い
た︶

₃₃
︵

。

　

以
上
の
よ
う
に
ス
ペ
ン
サ
ー
は
、
ベ
ー
ア
の
進
化
の
公
式
を
採
用
し
、
そ

れ
を
い
わ
ゆ
る
「
社
会
的
有
機
体
」
の
領
域
に
ま
で
拡
大
し
、
そ
の
結
果
、

人
間
社
会
の
進
化
を
、
社
会
の
構
成
員
の
構
成
が
同
質
性
（
均
質
性
）
か
ら

異
質
性
（
多
様
性
）
へ
と
変
化
す
る
こ
と
で
あ
る
、
と
捉
え
た
。
こ
の
よ
う

な
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
根
拠
づ
け
て
い
た
の
は
、
ス
ペ
ン
サ
ー
の
不
可
知
論
的
な

世
界
観
で
あ
り
、「
ひ
と
つ
の
コ
ス
モ
ス
」
に
偏
在
し
あ
ら
ゆ
る
現
象
に
働

き
か
け
る
、
不
可
知
な
〈
力
〉
の
実
在
へ
の
確
信
（
あ
る
い
は
信
仰
）
で

あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
ス
ペ
ン
サ
ー
の
進
化
の
法
則
は
、
何
ら
か
の
作
用

す
る
実
体
の
存
在
と
い
う
存
在
論
的
な
地
平
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
作
用
を

受
け
た
結
果
と
し
て
の
現
象
の
知
覚
に
関
わ
る
、
認
識
論
的
な
地
平
に
措
定

さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
。

三　

ミ
ハ
イ
ロ
フ
ス
キ
ー
の
身
体
観

　

フ
ォ
ン
・
ベ
ー
ア
の
公
式
を
自
然
現
象
と
人
文
社
会
現
象
と
を
横
断
す
る

全
存
在
の
変
化
の
法
則
と
し
て
転
換
さ
せ
て
得
ら
れ
た
ハ
ー
バ
ー
ト
・
ス
ペ

ン
サ
ー
の
「
進
化
の
法
則
」
は
、
社
会
現
象
の
「
生
物
学
化
」
と
い
う
よ

り
も
、
宇
宙
的
規
模
の
存
在
全
体
に
か
か
わ
る
変
化
の
法
則
と
し
て
同
時

代
に
受
容
さ
れ
た
こ
と
に
注
意
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
。
つ
ま
り
、「
進
化

（Evolution

）」
概
念
は
、
必
ず
し
も
生
物
学
固
有
の
概
念
と
し
て
受
容
さ

れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
何
ら
か
の
変
化
を
表
現
す
る
概
念
と
し
て
の

「
発
達
」「
発
展
」「
展
開
」（Развитие

）
と
同
じ
概
念
と
し
て
理
解
さ
れ
て

い
た︶

₃₄
︵

。

　

ス
ペ
ン
サ
ー
が
試
み
た
よ
う
な
自
然
界
と
人
間
固
有
の
人
文
・
社
会
領
域

と
の
統
一
的
把
握
と
、
そ
れ
を
貫
く
法
則
性
の
解
明
と
い
う
課
題
は
、
一
九

世
紀
後
半
以
降
の
社
会
的
現
実
の
変
容
と
学
問
分
野
の
専
門
分
化
と
い
う
状
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況
の
な
か
で
、
実
践
的
な
問
題
解
決
に
取
り
組
ん
で
い
た
世
界
の
多
く
の
知

識
人
を
魅
了
し
た
。
例
え
ば
、
明
治
期
の
日
本
で
は
ス
ペ
ン
サ
ー
の
思
想
は
、

一
方
で
自
由
民
権
運
動
家
の
活
動
に
論
拠
を
与
え
る
も
の
と
な
っ
た
が
、
同

時
に
、
帝
国
大
学
を
中
心
と
し
た
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
社
会
理
論
に
影
響
を
与

え
、
ス
ペ
ン
サ
ー
自
身
も
穏
健
保
守
主
義
の
立
場
か
ら
直
接
、
明
治
政
府
の

要
人
と
交
流
し
彼
ら
に
助
言
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る︶

₃₅
︵

。

　

同
じ
よ
う
に
ス
ペ
ン
サ
ー
の
思
想
は
、
ク
リ
ミ
ア
戦
争
敗
北
後
の
「
大
改

革
」
時
代
に
ロ
シ
ア
社
会
の
進
む
べ
き
道
を
模
索
し
て
い
た
知
識
人
か
ら
も

い
ち
早
く
注
目
さ
れ
た
。
彼
の
著
作
の
ロ
シ
ア
語
訳
は
イ
ギ
リ
ス
で
の
著
作

集
刊
行
に
先
駆
け
て
刊
行
さ
れ
た
。
だ
が
、
そ
の
受
容
の
仕
方
は
矛
盾
に
満

ち
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ス
ペ
ン
サ
ー
の
い
う
よ
う
に
、
も
し
世
界
の
構
成
要

素
が
不
断
に
異
質
化
し
て
い
く
方
向
で
変
化
す
る
こ
と
が
「
進
化
の
法
則
」

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
人
間
社
会
に
お
い
て
も
そ
の
構
成
員
間
の
異
質
性
の
増

大
、
つ
ま
り
社
会
階
層
や
そ
の
機
能
の
分
化
は
解
消
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、

む
し
ろ
逆
に
い
っ
そ
う
促
進
さ
れ
る
こ
と
こ
そ
が
「
法
則
」
に
適
っ
て
い
る

と
み
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
他
方
で
、
身
分
制
社
会
の
ロ
シ
ア
帝
国
で
は
、

農
奴
制
を
典
型
と
す
る
社
会
の
構
成
員
の
異
質
性
の
解
消
こ
そ
批
判
的
思
想

家
た
ち
の
課
題
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る︶

₃₆
︵

。

　

ス
ペ
ン
サ
ー
『
著
作
集
』
ロ
シ
ア
語
版
は
、
チ
ブ
レ
ン
出
版︶

₃₇
︵

に
よ
り

一
八
六
六
年
か
ら
刊
行
さ
れ
は
じ
め
る
。
だ
が
、
出
版
さ
れ
た
ば
か
り

の
著
作
集
に
対
し
て
、
ニ
コ
ラ
イ
・
ミ
ハ
イ
ロ
フ
ス
キ
ー
（
一
八
四
二
─

一
九
〇
四
）
は
ス
ペ
ン
サ
ー
の
社
会
中
心
の
「
進
歩
」
は
個
体
の
「
退
化
」

を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
批
判
を
お
こ
な
い
、
ピ
ョ
ー
ト
ル
・
ト
カ

チ
ョ
ー
フ
（
一
八
四
四
─
八
六
）
は
ス
ペ
ン
サ
ー
の
社
会
の
「
法
則
」
な
る

も
の
は
社
会
の
変
革
を
認
め
な
い
宿
命
論
だ
と
い
う
批
判
を
展
開
し
た︶

₃₈
︵

。
こ

う
し
て
ス
ペ
ン
サ
ー
の
思
想
は
ロ
シ
ア
言
論
界
に
お
い
て
否
定
的
に
受
け
止

め
ら
れ
て
終
わ
る
か
の
よ
う
に
み
え
た
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
首
都
の
論

壇
で
の
否
定
的
な
批
評
に
対
し
て
新
た
な
視
点
か
ら
ス
ペ
ン
サ
ー
の
思
想

を
解
釈
し
た
の
が
、
流
刑
中
の
ピ
ョ
ー
ト
ル
・
ラ
ヴ
ロ
ー
フ
（
一
八
二
三

─
一
九
〇
〇
）
で
あ
っ
た
（「
ハ
ー
バ
ー
ト
・
ス
ペ
ン
サ
ー
と
彼
の
研
究
」

一
八
六
七
年
『
女
性
通
報
』
誌
掲
載
）。
彼
は
、
ス
ペ
ン
サ
ー
の
思
想
の
う

ち
に
、
共
同
体
よ
り
も
市
民
の
個
人
と
し
て
の
自
覚
を
重
視
す
る
価
値
観
と
、

社
会
実
践
に
お
け
る
意
識
的
な
変
革
思
想
─
す
な
わ
ち
、
社
会
に
お
け
る

個
々
人
の
日
常
生
活
レ
ベ
ル
で
の
習
慣
的
実
践
は
、
実
は
宗
教
的
戒
律
と
政

治
的
支
配
の
産
物
な
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
日
常
的
な
習
慣
や
儀
礼
と
い
っ

た
「
不
文
律
」
を
個
々
人
が
自
覚
的
に
変
革
す
る
こ
と
が
重
要
だ
と
い
う
思

想
─
を
読
み
込
ん
で
い
た︶

₃₉
︵

。
し
か
し
、
こ
う
し
た
ラ
ヴ
ロ
ー
フ
の
肯
定
的

な
ス
ペ
ン
サ
ー
解
釈
に
対
し
て
、
改
め
て
全
面
的
に
ス
ペ
ン
サ
ー
批
判
を
展

開
し
た
の
が
、
ミ
ハ
イ
ロ
フ
ス
キ
ー
で
あ
っ
た
。

　

彼
は
、
一
八
六
九
年
に
『
祖
国
雑
誌
』
に
匿
名
で
論
文
「
進
歩
と
は
何

か
？
（
ハ
ー
バ
ー
ト
・
ス
ペ
ン
サ
ー
『
著
作
集
』
全
七
巻
、
チ
ブ
レ
ン
出

版
）」
を
発
表
し
、
ス
ペ
ン
サ
ー
と
の
全
面
対
決
の
姿
勢
を
打
ち
出
し
た
。

彼
は
、
一
八
六
二
年
に
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
の
鉱
山
大
学
で
の
学
生
騒
擾
に
加

わ
っ
た
こ
と
で
退
学
処
分
を
受
け
た
後
、
様
々
な
雑
誌
に
寄
稿
し
て
い
た

が
、
ネ
ク
ラ
ー
ソ
フ
ら
旧
『
同
時
代
人
』
誌
の
流
れ
を
く
む
人
脈
が
編
集
権

を
握
っ
て
い
た
『
祖
国
雑
誌
』
誌
に
招
か
れ
た
。
彼
の
論
文
「
進
歩
と
は
何
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か
？
」
は
、
発
表
後
、
論
壇
で
脚
光
を
浴
び
る
こ
と
に
な
り
、
彼
は
同
誌
を

代
表
す
る
評
論
家
と
し
て
の
地
位
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
る︶

₄₀
︵

。

　

こ
の
論
文
で
の
ミ
ハ
イ
ロ
フ
ス
キ
ー
の
思
想
的
核
心
は
結
論
部
の
次
の
命

題
に
凝
縮
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
研
究
者
の
意
見
は
一
致
し
て

い
る︶

₄₁
︵

。進
歩
と
は
、
個
人
の
全
体
性
へ
の
、〔
個
人
の
〕
諸
器
官
の
あ
い
だ
の

働
き
の
可
能
な
限
り
完
全
で
全
面
的
な
分
割
と
、
人
間
た
ち
の
あ
い
だ

の
働
き
の
可
能
な
限
り
少
な
い
分
割
へ
の
、
段
階
的
接
近
で
あ
る
。
不

道
徳
で
、
不
公
正
で
、
有
害
で
、
不
合
理
な
の
は
、
こ
の
運
動
を
阻
止

す
る
す
べ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
道
徳
的
で
、
正
当
で
、
合
理
的
で
、
有

益
な
の
は
、
社
会
の
異
質
性
を
少
な
く
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
社
会

の
個
々
の
構
成
員
た
ち
の
異
質
性
を
強
め
る
こ
と
だ
け
で
あ
る︶

₄₂
︵

。

　

こ
の
命
題
で
い
う
「
個
人
」
と
は
「
分
割
不
可
能
な
も
の（неделимы

й
）」

と
い
う
語
で
英
語
のindividual

と
同
じ
含
意
で
あ
る
。「
社
会
の
個
々
の

構
成
員
た
ち
の
異
質
性
」
の
増
強
と
は
、
社
会
的
に
固
定
さ
れ
た
分
業
関
係

（
す
な
わ
ち
身
分
や
階
級
）
が
徐
々
に
解
消
さ
れ
て
い
け
ば
い
く
ほ
ど
一
人

ひ
と
り
の
個
人
の
多
種
多
様
な
能
力
（
す
な
わ
ち
器
官
の
異
質
性
）
を
ま
す

ま
す
全
面
的
に
開
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
。

ミ
ハ
イ
ロ
フ
ス
キ
ー
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
社
会
分
業
の
も
と
で
は
諸
個
人
は

多
様
な
潜
在
能
力
の
う
ち
の
限
ら
れ
た
も
の
し
か
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
つ
ま
り
特
定
の
能
力
に
特
化
し
た
一
面
的
な
人
間
に
な
ら
ざ
る
を
得
な

い
。
そ
れ
に
対
し
て
社
会
分
業
が
解
消
さ
れ
て
い
け
ば
、
個
人
は
様
々
な
自

己
の
能
力
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
個
人
の
全
面
的
な
能

力
の
開
花
を
促
す
こ
と
が
、
彼
に
と
っ
て
の
「
進
歩
」
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
彼
の
進
歩
観
の
特
質
に
つ
い
て
は
す
で
に
研
究
者
た
ち
に

よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
デ
ミ
ヤ
ネ
ン
コ
は
、
ミ
ハ
イ
ロ
フ
ス

キ
ー
が
論
文
「
進
歩
と
は
何
か
？
」
で
、
ス
ペ
ン
サ
ー
が
社
会
を
「
有
機

体
」
と
し
て
捉
え
て
そ
の
構
成
の
差
異
化
を
肯
定
的
に
捉
え
て
い
る
の
に
対

し
て
具
体
的
な
個
人
が
退
化
し
て
い
る
点
を
看
過
し
て
い
る
と
批
判
し
た

と
指
摘
し︶

₄₃
︵

、
こ
う
し
た
ス
ペ
ン
サ
ー
批
判
が
ラ
ヴ
ロ
ー
フ
、
ミ
ハ
イ
ロ
フ
ス

キ
ー
、
カ
レ
ー
エ
フ
ら
に
よ
る
「
主
観
的
」
学
派
、
つ
ま
り
具
体
的
な
個
人

の
主
観
的
要
素
を
重
視
す
る
社
会
学
の
形
成
の
契
機
に
な
っ
た
と
指
摘
し
て

い
る︶

₄₄
︵

。
し
か
し
、
多
く
の
研
究
者
が
看
過
し
て
い
る
の
は
、
一
方
で
、
す
で

に
本
論
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
ス
ペ
ン
サ
ー
の
法
則
観
が
不
可
知
論
的
認

識
論
に
立
脚
し
て
い
る
点
で
あ
り
、
他
方
で
、
以
下
で
詳
論
す
る
よ
う
に
ミ

ハ
イ
ロ
フ
ス
キ
ー
の
身
体
観
が
ベ
ー
ア
の
存
在
の
次
元
に
立
脚
し
て
い
る
点

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
先
行
研
究
の
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
社
会
学
（
社
会

認
識
）
に
お
け
る
ス
ペ
ン
サ
ー
の
「
客
観
主
義
」
と
ミ
ハ
イ
ロ
フ
ス
キ
ー
の

「
主
観
主
義
」
と
の
対
立
と
し
て
両
者
の
相
違
を
捉
え
る
こ
と
は
、
ス
ペ
ン

サ
ー
受
容
の
問
題
を
過
度
に
単
純
化
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る︶

₄₅
︵

。

　

最
初
に
、
ス
ペ
ン
サ
ー
と
ミ
ハ
イ
ロ
フ
ス
キ
ー
と
の
対
立
点
は
、
事
物
の

変
化
を
ど
う
い
う
語
で
表
現
す
る
か
を
め
ぐ
っ
て
生
じ
て
い
た
。
ミ
ハ
イ
ロ

フ
ス
キ
ー
は
、
ス
ペ
ン
サ
ー
の
用
語
法
の
変
化
に
注
目
し
て
、
自
分
の
評
論

の
表
題
の
語
を
意
識
的
に
「
進
歩
（прогресс

）」
と
し
て
い
た
。
ミ
ハ
イ
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ロ
フ
ス
キ
ー
に
よ
れ
ば
、
当
初
、
ス
ペ
ン
サ
ー
も
論
文
「
進
歩
、
そ
の
法
則

と
原
因
」
で
こ
の
語
を
用
い
て
い
た
が
、
ベ
ー
ア
の
公
式
を
採
用
し
て
以
降

の
『
第
一
原
理
』
で
は
「
進
歩
」
と
い
う
語
の
「
目
的
論
的
含
意
」
を
回
避

す
る
た
め
に
彼
は
意
識
的
に
「
進
化
（evolution

）」
と
い
う
語
を
用
い
る

よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
チ
ブ
レ
ン
刊
『
第
一
原
理
』
ロ
シ
ア
語

版
で
は
、evolution
に
はразвитие

の
語
が
あ
て
ら
れ
て
い
た︶

₄₆
︵

。

　

ミ
ハ
イ
ロ
フ
ス
キ
ー
は
、
ベ
ー
ア
の
公
式
を
次
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
。

ベ
ー
ア
は
、
有
機
的
進
歩
（прогресс

）
の
法
則
を
、
連
続
的
な
分
節

化
な
い
し
差
異
化
の
道
に
よ
る
、
単
純
な
も
の
か
ら
複
雑
な
も
の
へ
、

均
質
な
も
の
か
ら
異
質
な
も
の
へ
の
移
行
と
し
て
定
式
化
し
て
い
た︶

₄₇
︵

。

　

こ
こ
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ミ
ハ
イ
ロ
フ
ス
キ
ー
は
、
ベ
ー
ア
の
法
則

を
、
目
的
論
的
含
意
を
含
ん
だ
用
語︶

₄₈
︵

と
し
て
の
「
有
機
的
進
歩
」
の
法
則
と

し
て
表
現
し
て
い
た
。
す
で
に
検
討
し
た
よ
う
に
、
有
機
体
の
変
化
を
目
的

論
的
な
存
在
の
次
元
で
の
法
則
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
、
ベ
ー
ア
の
世
界
観

に
合
致
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ス
ペ
ン
サ
ー
が
お
こ
な
っ
た
こ
と
を

ミ
ハ
イ
ロ
フ
ス
キ
ー
は
次
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
。

こ
の
〔
ベ
ー
ア
の
〕
広
範
な
完
全
に
学
術
的
な
一
般
化
を
、
ス
ペ
ン

サ
ー
は
さ
ら
に
広
範
な
も
の
の
一
般
化
の
土
台
と
し
た
。
も
っ
と
も
、

お
分
か
り
の
よ
う
に
、
ベ
ー
ア
の
一
般
化
ほ
ど
学
術
的
な
も
の
で
は
な

い
。「
有
機
的
進
化
（развитие

）
の
法
則
は
─
彼
は
こ
う
言
っ
て

い
る
─
あ
ら
ゆ
る
進
化
の
法
則
で
あ
る︶

₄₉
︵

」。

　

し
た
が
っ
て
、
ミ
ハ
イ
ロ
フ
ス
キ
ー
の
用
語
法
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
ス

ペ
ン
サ
ー
の
い
う
「
進
化
（evolution

）」
と
は
、
ベ
ー
ア
の
い
う
目
的
論

的
な
「
進
歩
（прогресс

）」
と
は
位
相
を
異
に
す
る
、
目
的
を
も
た
な
い

変
化
の
法
則
で
あ
る
と
ミ
ハ
イ
ロ
フ
ス
キ
ー
が
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。
し
か
も
ス
ペ
ン
サ
ー
の
法
則
は
、
ベ
ー
ア
の
「
学
術
的
な
一
般
化
」
と

は
異
な
る
、
や
や
非
学
術
的
な
一
般
化
で
あ
る
と
い
う
認
識
も
伴
っ
て
い
た
。

つ
ま
り
、
目
的
論
を
内
在
さ
せ
た
「
有
機
的
進
歩
」
の
ほ
う
が
、
目
的
論
を

排
し
た
普
遍
的
な
「
進
化
」
よ
り
も
学
術
性
が
高
い
と
い
う
の
が
ミ
ハ
イ
ロ

フ
ス
キ
ー
の
判
断
で
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
の
ミ
ハ
イ
ロ
フ
ス
キ
ー
の
研
究
者
は

こ
の
論
点
を
読
み
取
れ
て
い
な
い︶

₅₀
︵

。

　

し
か
し
、こ
の
目
的
論
を
内
在
さ
せ
た
存
在
の
次
元
で
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

「
有
機
的
進
歩
」

こ
そ
が
、
今
度
は
、
ミ
ハ
イ
ロ
フ
ス
キ
ー
に
と
っ
て
の
社
会
の
「
進
歩
」
の

基
準
と
な
る
。

も
し
こ
の
社
会
が
有
機
的
進
歩
の
タ
イ
プ
で
、
つ
ま
り
同
質
な
も
の 

か
ら
異
質
な
も
の
へ
と
移
行
し
な
が
ら
、
つ
ま
り
諸
階
級
、
諸
階
層
、

等
々
へ
と
細
分
化
し
な
が
ら
進
化
す
る
と
す
れ
ば
、
ベ
ー
ア
の
法
則
か

ら
直
接
出
発
す
る
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
よ
う
な
現
象
は
、
病
理
的
な
も

の
で
、
正
常
な
進
化
で
は
な
い
と
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な

ら
、
こ
の
移
行
に
際
し
て
個
人
は
異
質
性
か
ら
同
質
性
へ
と
移
行
す
る

か
ら
で
あ
り
、
つ
ま
り
退
化
す
る
か
ら
で
あ
る︶

₅₁
︵

。
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つ
ま
り
、
目
的
論
を
内
在
さ
せ
て
い
る
ベ
ー
ア
の
「
進
歩
」
の
法
則
を
基
準

に
す
れ
ば
、
そ
の
進
歩
の
向
き
と
正
反
対
の
現
象
は
、
価
値
判
断
を
内
包
し

て
い
る
と
こ
ろ
の
「
病
理
的
」
で
「
正
常
で
な
い
」「
退
化
」
と
し
て
判
定

さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
と
は
正
反
対
の
方
向
が
ベ
ー
ア
の
法
則
の
精
粋

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ミ
ハ
イ
ロ
フ
ス
キ
ー
は
人
間
個
体
の
身
体
の
働
き
に

焦
点
を
当
て
て
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

諸
器
官
の
あ
い
だ
の
働
き
の
生
理
的
な
分
割
に
よ
る
こ
の
段
階
的
な
複

雑
化
こ
そ
ベ
ー
ア
の
偉
大
な
有
機
的
進
化
（развитие

）
の
法
則
の
要

点
で
あ
る
。
も
し
わ
れ
わ
れ
が
、
個
人
の
諸
器
官
が
そ
の
機
能
を
ま
す

ま
す
専
門
分
化
さ
せ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
全
体
の
複
雑
化
を
促
す
の
を
み

る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
有
機
体
が
進
化
し
て
い
る
、
進
歩
し
て
い
る

と
言
う
だ
ろ
う
。
も
し
、
生
存
の
た
め
の
闘
争
に
迫
ら
れ
て
個
人
の
い

く
つ
か
の
諸
器
官
が
作
用
す
る
こ
と
を
や
め
、
そ
の
結
果
、
身
体
組
織

の
単
純
化
が
生
じ
る
よ
う
な
条
件
に
置
か
れ
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は

個
人
が
退
化
し
て
い
る
と
言
う
だ
ろ
う︶

₅₂
︵

。

　

先
行
研
究
者
た
ち︶

₅₃
︵

が
見
落
と
し
て
き
た
何
よ
り
も
重
要
な
点
は
、
ミ
ハ
イ

ロ
フ
ス
キ
ー
が
、
ス
ペ
ン
サ
ー
の
理
論
を
批
判
す
る
な
か
で
、
ベ
ー
ア
の
公

式
を
目
的
論
を
内
包
し
た
存
在
論
的
地
平
の
法
則
と
し
て
捉
え
て
、
か
つ
、

直
接
ベ
ー
ア
に
立
脚
し
て
、
ス
ペ
ン
サ
ー
に
よ
る
「
ベ
ー
ア
の
法
則
の
濫

用
」
を
指
摘
し
、「
社
会
は
、
有
機
体
で
は
な
く
、
諸
個
人
有
機
体
の
総
体

で
あ
る︶

₅₄
︵

」
と
批
判
し
た
こ
と
で
あ
る
。
ミ
ハ
イ
ロ
フ
ス
キ
ー
は
、
ベ
ー
ア
の

法
則
は
人
間
の
身
体
の
次
元
に
限
定
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
、

人
間
の
身
体
の
集
合
と
し
て
の
「
社
会
」
の
次
元
に
こ
の
法
則
を
適
用
す
る

こ
と
は
誤
り
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。
彼
は
、
人
体
組
織
の
構
造
・
機
能
が
同

質
性
か
ら
異
質
性
へ
と
「
進
歩
す
る
」
こ
と
が
人
類
の
正
常
な
方
向

0

0

0

0

0

で
あ
り
、

人
体
の
集
合
と
し
て
の
社
会
形
成
の
正
常
な
方
向
は
、
こ
の
方
向
に
寄
与
す

る
社
会
構
成
員
の
同
質
化
に
向
か
う
方
向
で
あ
る
と
考
え
た
。
そ
の
よ
う
な

意
味
で
、
ミ
ハ
イ
ロ
フ
ス
キ
ー
は
、
社
会
の
方
向
性
を
問
う
問
題
は
、
客
観

主
義
に
よ
る
認
識
論
的
な
次
元
で
提
起
さ
れ
、
そ
の
次
元
で
真
偽
が
解
決
さ

れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
社
会
の
構
成
員
の
諸
個
体
の
「
異
質
性
の
解
消
」
と

い
う
目
的
論
的
な
次
元
で
提
起
さ
れ
、
実
践
的
に
解
決
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る

と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る︶

₅₅
︵

。

四　

ラ
ヴ
ロ
ー
フ
の
身
体
観

　

ミ
ハ
イ
ロ
フ
ス
キ
ー
の
ス
ペ
ン
サ
ー
批
評
論
文
「
進
歩
と
は
何
か
？
」
に

対
し
て
誰
よ
り
も
敏
感
に
反
応
し
た
の
が
ラ
ヴ
ロ
ー
フ
で
あ
っ
た︶

₅₆
︵

。
ミ
ハ
イ

ロ
フ
ス
キ
ー
の
論
文
が
出
た
翌
年
の
一
八
七
〇
年
に
ラ
ヴ
ロ
ー
フ
（
依
然
と

し
て
流
刑
中
で
あ
っ
た
）
は
匿
名
で
『
祖
国
雑
記
』
誌
に
「
ミ
ハ
イ
ロ
フ
ス

キ
ー
氏
の
進
歩
の
公
式
」
を
寄
稿
し
た︶

₅₇
︵

。
編
集
部
は
脚
注
で
、
こ
の
匿
名
の

作
者
に
つ
い
て
「
立
派
な
堅
実
な
著
作
」
の
作
者
と
し
て
有
名
で
あ
り
、
最

近
の
二
年
間
に
『
祖
国
雑
記
』
に
多
く
の
論
文
を
載
せ
て
お
り
、「
文
明
と

野
蛮
人
」、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
類
学
」
な
ど
の
論
文
を
書
い
た
作
家
で
あ
る



16『ロシア史研究』107号

と
紹
介
し
て
お
り︶

₅₈
︵

、
読
者
か
ら
す
れ
ば
こ
の
匿
名
著
者
が
ラ
ヴ
ロ
ー
フ
で
あ

る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
ラ
ヴ
ロ
ー
フ
は
、
な
ぜ
『
祖

国
雑
記
』
に
匿
名
で
改
め
て
ス
ペ
ン
サ
ー
論
を
書
こ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

お
そ
ら
く
、
彼
は
以
前
か
ら
ス
ペ
ン
サ
ー
擁
護
の
議
論
を
展
開
し
て
き
た
の

で
、
ミ
ハ
イ
ロ
フ
ス
キ
ー
に
よ
る
ス
ペ
ン
サ
ー
批
判
に
対
し
て
何
ら
か
の
批

評
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
の
だ
ろ
う
。

　

論
文
の
冒
頭
で
ま
ず
ラ
ヴ
ロ
ー
フ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
注
目
さ
れ
て
い
る

「
哲
学
者
」
の
う
ち
で
大
学
教
授
は
稀
で
あ
る
と
指
摘
し
、「
現
役
で
い
え

ば
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
、
ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
、
あ
る
い
は

二
流
の
ハ
ー
バ
ー
ト
・
ス
ペ
ン
サ
ー
、
最
近
亡
く
な
っ
た
コ
ン
ト
、
プ
ル
ー

ド
ン
、
あ
る
い
は
二
流
の
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
」
の
名
を
挙
げ
て
、
彼
ら

が
い
ず
れ
も
大
学
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
外
で
活
躍
し
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る︶

₅₉
︵

。

こ
の
よ
う
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
哲
学
者
の
状
況
を
念
頭
に
お
い
て
、
ロ
シ
ア
に

お
い
て
も
「
哲
学
的
著
作
は
大
学
の
講
座
の
外
部
、
と
く
に
定
期
刊
行
物
に

求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
指
摘
し
た
う
え
で
、
同
じ
『
祖
国
雑
記
』
に

匿
名
で
発
表
さ
れ
た
「
進
歩
と
は
何
か
？
」
の
本
当
の
著
者
に
つ
い
て
、
そ

れ
は
「
ミ
ハ
イ
ロ
フ
ス
キ
ー
氏
の
論
文
」
で
あ
る
と
さ
り
げ
な
く
暴
露
し
つ

つ
、
自
分
（
匿
名
の
ラ
ヴ
ロ
ー
フ
）
も
「
多
く
の
点
で
著
者
〔
ミ
ハ
イ
ロ
フ

ス
キ
ー
〕
の
思
想
に
共
感
し
そ
れ
を
共
有
し
て
い
る
」
の
で
「
精
密
な
分
析
」

が
必
要
で
あ
る
と
感
じ
た
、
と
自
分
の
論
文
の
執
筆
動
機
を
説
明
し
て
い
る︶

₆₀
︵

。

　

そ
し
て
、
匿
名
の
ラ
ヴ
ロ
ー
フ
は
、
ミ
ハ
イ
ロ
フ
ス
キ
ー
が
ス
ペ
ン
サ
ー

を
批
判
し
た
論
点
、
つ
ま
り
「
個
体
有
機
体
と
社
会
有
機
体
と
の
ア
ナ
ロ

ジ
ー
へ
の
厳
し
い
批
判
」、
そ
し
て
「
客
観
的
方
法
を
社
会
学
に
適
用
し

よ
う
と
す
る
試
み
」
へ
の
批
判
に
か
ん
し
て
は
、「
著
者
〔
ミ
ハ
イ
ロ
フ
ス

キ
ー
〕
の
見
解
を
完
全
に
共
有
し
て
い
る
」
と
述
べ
る
と
と
も
に
、
そ
の
よ

う
な
批
判
の
ア
イ
デ
ア
の
先
取
権
は
、
別
の
著
者
（
実
は
自
分
＝
ラ
ヴ
ロ
ー

フ
）
に
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
次
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
た
。

私
が
覚
え
て
い
る
限
り
で
い
え
ば
、〔
ミ
ハ
イ
ロ
フ
ス
キ
ー
の
論
文
と
〕

似
た
よ
う
な
見
解
は
、
か
つ
て
『
女
性
通
報
』
誌
に
載
っ
た
ス
ペ
ン

サ
ー
氏
の
最
初
の
著
作
集
に
関
す
る
批
評
論
文
で
語
ら
れ
た
こ
と
が

あ
っ
た
が
、
ミ
ハ
イ
ロ
フ
ス
キ
ー
は
自
身
の
見
解
を
は
る
か
に
詳
細
に
、

は
っ
き
り
と
完
全
に
独
自
に
展
開
し
た
の
で
あ
る︶

₆₁
︵

。

　

と
こ
ろ
で
、『
女
性
通
報
』
誌
で
ス
ペ
ン
サ
ー
論
を
書
い
た
の
は
「
ミ
ル

ト
フ
」
と
い
う
ペ
ン
ネ
ー
ム
を
用
い
た
ラ
ヴ
ロ
ー
フ
自
身
で
あ
っ
た︶

₆₂
︵

。
だ
が
、

こ
の
匿
名
の
書
評
家
（
ラ
ヴ
ロ
ー
フ
）
が
い
う
よ
う
に
、
は
た
し
て
ミ
ハ
イ

ロ
フ
ス
キ
ー
の
論
文
と
「
ミ
ル
ト
フ
」（
ラ
ヴ
ロ
ー
フ
）
の
ス
ペ
ン
サ
ー
研

究
と
は
い
か
な
る
論
点
に
お
い
て
「
似
た
よ
う
な
見
解
」
で
あ
る
と
言
え
る

の
だ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
、
個
体
有
機
体
と
社
会
有
機
体
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー

の
問
題
性
、
そ
し
て
人
間
に
お
け
る
主
観
的
な
価
値
選
択
の
可
能
性
の
指
摘

と
い
う
点
に
関
し
て
い
え
ば
、「
ミ
ル
ト
フ
」（
ラ
ヴ
ロ
ー
フ
）
は
、
ミ
ハ
イ

ロ
フ
ス
キ
ー
と
似
た
よ
う
な
論
点
を
提
起
し
て
い
た
。
だ
が
、「
ミ
ル
ト
フ
」

は
こ
れ
ら
の
論
点
を
ス
ペ
ン
サ
ー
へ
の
「
補
足
」
と
し
て
ス
ペ
ン
サ
ー
の

主
張
を
擁
護
す
る
方
向
で
展
開
し
た
の
に
対
し
て
、
ミ
ハ
イ
ロ
フ
ス
キ
ー
は
、

同
じ
よ
う
な
論
点
を
用
い
て
ス
ペ
ン
サ
ー
を
厳
し
く
「
批
判
」
し
た
の
で
あ
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る
。
ス
ペ
ン
サ
ー
評
価
を
め
ぐ
る
両
者
の
基
本
ベ
ク
ト
ル
の
対
立
に
も
か
か

わ
ら
ず
、『
女
性
通
報
』
誌
の
「
ミ
ル
ト
フ
」
で
は
な
い
、『
祖
国
雑
記
』
誌

の
匿
名
の
批
評
家
ラ
ヴ
ロ
ー
フ
は
、
今
度
は
ミ
ハ
イ
ロ
フ
ス
キ
ー
の
（
ス
ペ

ン
サ
ー
批
判
に
関
わ
る
）
見
解
を
「
完
全
に
共
有
し
て
い
る
」
と
い
う
の
で

あ
る
。

　

さ
て
、匿
名
の
ラ
ヴ
ロ
ー
フ
が
絶
賛
す
る
ミ
ハ
イ
ロ
フ
ス
キ
ー
「
独
自
の
」

社
会
学
お
よ
び
歴
史
学
上
の
「
定
理
」
と
は
、
本
論
で
先
に
彼
の
思
想
的
核

心
と
し
て
引
用
し
た
箇
所
、
す
な
わ
ち
「
進
歩
と
は
、
個
人
の
全
体
性
へ
の
、

〔
個
人
の
〕
諸
器
官
の
あ
い
だ
の
働
き
の
可
能
な
限
り
完
全
で
全
面
的
な
分

割
と
、
人
間
た
ち
の
あ
い
だ
の
働
き
の
可
能
な
限
り
少
な
い
分
割
へ
の
段
階

的
接
近
で
あ
る
。〔
⋮
⋮
〕
道
徳
的
で
、
正
当
で
、
合
理
的
で
、
有
益
な
の
は
、

社
会
の
異
質
性
を
少
な
く
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
の
個
々
の
構
成
員

た
ち
の
異
質
性
を
強
め
る
こ
と
だ
け
で
あ
る︶

₆₃
︵

」
と
い
う
部
分
で
あ
る
。
こ
の

ミ
ハ
イ
ロ
フ
ス
キ
ー
に
よ
る
「
進
歩
の
公
式
」
に
対
し
て
ラ
ヴ
ロ
ー
フ
は
、

次
の
よ
う
な
三
つ
の
「
解
説
と
補
足
」
を
つ
け
く
わ
え
る
こ
と
で
、
ミ
ハ
イ

ロ
フ
ス
キ
ー
の
「
進
歩
の
公
式
」
に
独
自
の
脚
色
を
施
し
て
い
く
。
す
な
わ

ち
、
第
一
に
、「
進
歩
の
公
式
は
、
社
会
現
象
の
主
観
的
理
解
と
客
観
的
理

解
と
の
あ
い
だ
の
関
係
性
を
表
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」、
第
二
に
、「
進

歩
の
公
式
は
、
将
来
の
進
歩
の
可
能
性
を
ふ
く
ん
で
い
る
諸
要
求
を
満
足
さ

せ
る
も
の
、
つ
ま
り
社
会
に
対
し
て
理
想
的
な
も
の
を
容
認
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」、
第
三
に
、「
進
歩
の
公
式
は
、
歴
史
の
全
局
面
に
適
用
す
る
こ
と

が
で
き
、
文
明
の
歴
史
を
発
展
さ
せ
る
可
能
性
を
与
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い︶

₆₄
︵

」。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
の
三
つ
の
論
点
は
、
じ
つ
は
「
解
説
」
や
「
補
足
」
で
は

な
く
、
ミ
ハ
イ
ロ
フ
ス
キ
ー
に
対
す
る
完
全
な
ア
ン
チ
・
テ
ー
ゼ
を
提
出
す

る
た
め
の
支
点
と
し
て
そ
の
後
の
議
論
の
展
開
の
な
か
で
作
用
し
て
い
く
。

　

ま
ず
、
第
一
の
論
点
に
つ
い
て
、
ラ
ヴ
ロ
ー
フ
に
よ
れ
ば
、
ミ
ハ
イ
ロ
フ

ス
キ
ー
の
進
歩
の
公
式
は
、
ま
る
で
「
人
間
の
道
徳
と
正
義
に
つ
い
て
の

定
言
的
規
則
」、「
客
観
的
な
道
徳
性
の
規
範
」、
つ
ま
り
カ
ン
ト
の
ア
プ
リ

オ
リ
な
道
徳
律
の
よ
う
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
お
り
、「
個
人
の
幸
福

と
苦
痛
」
と
い
う
主
観
の
側
か
ら
社
会
を
理
解
す
る
と
い
う
ミ
ハ
イ
ロ
フ
ス

キ
ー
の
「
主
観
的
方
法
」
と
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
指
摘
す
る︶

₆₅
︵

。
こ
の

指
摘
は
、
ミ
ハ
イ
ロ
フ
ス
キ
ー
の
「
公
式
」
に
内
在
す
る
ジ
レ
ン
マ
あ
る
い

は
議
論
の
飛
躍
を
鋭
く
指
摘
し
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ミ
ハ
イ
ロ
フ
ス

キ
ー
の
「
公
式
」
は
、
諸
個
人
の
多
様
な
主
観
的
価
値
（
幸
福
と
苦
痛
）
の

外
部
に
「
諸
個
人
の
全
体
性
」
へ
と
向
か
う
目
的
論
的
な
進
歩
と
い
う
超
越

的
価
値
（
規
範
）
を
措
定
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と

い
う
批
判
で
あ
る
。

　

第
二
の
論
点
（
将
来
社
会
の
理
想
的
な
も
の
）
に
か
ん
し
て
も
ラ
ヴ
ロ
ー

フ
は
次
の
よ
う
に
手
厳
し
く
批
判
す
る
。

ミ
ハ
イ
ロ
フ
ス
キ
ー
氏
の
進
歩
の
公
式
の
要
求
を
完
全
に
満
た
す
よ
う

な
社
会
は
、
進
歩
的
で
な
い
社
会
だ
ろ
う
。〔
⋮
⋮
〕「
文
明
」
と
い
う

言
葉
を
私
が
理
解
す
る
限
り
で
い
え
ば
、
こ
の
言
葉
は
純
粋
に
農
耕
生

活
を
営
む
よ
う
な
社
会
に
は
適
用
で
き
な
い
だ
ろ
う
。〔
⋮
⋮
〕
こ
の

社
会
の
個
々
人
全
員
が
ど
ん
な
に
多
面
的
に
発
達
し
て
い
た
と
し
て
も
、
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彼
ら
が
ど
ん
な
に
平
等
な
権
利
と
同
等
の
力
を
も
ち
、
知
的
水
準
も
同

じ
で
あ
る
と
し
て
も
、
私
は
こ
の
社
会
を
、
批
判
の
な
い
、
停
滞
を
運

命
づ
け
ら
れ
た
社
会
、
無
脊
椎
人
〔
退
化
し
た
種
〕
の
水
準
に
な
っ
た

社
会
、
つ
ま
り
、
現
代
文
明
の
最
も
惨
め
な
社
会
よ
り
も
価
値
の
面
で

劣
っ
た
惨
め
な
社
会
で
あ
る
、
と
見
な
す
で
あ
ろ
う︶

₆₆
︵

。

こ
こ
で
は
、
ラ
ヴ
ロ
ー
フ
は
、
ミ
ハ
イ
ロ
フ
ス
キ
ー
の
い
う
「
進
歩
」
の
目

的
は
、
実
際
に
は
分
業
が
極
力
少
な
い
原
始
的
な
農
業
共
同
体
の
よ
う
な
社

会
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
、
と
批
判
的
に
洞
察
し
て
い
る
。
し
か

し
、
ラ
ヴ
ロ
ー
フ
が
最
初
に
提
起
し
て
い
た
第
二
の
論
点
に
お
け
る
「
将

来
の
進
歩
」
と
か
、「
理
想
的
な
も
の
」
と
い
っ
た
観
念
は
、
じ
つ
の
と
こ

ろ
、
社
会
的
分
業
を
全
面
的
に
肯
定
す
る
と
い
う
ラ
ヴ
ロ
ー
フ
の
価
値
観
を

や
は
り
ア
プ
リ
オ
リ
に
前
提
に
し
て
い
た
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
だ
ろ
う
。
そ

の
意
味
で
は
ラ
ヴ
ロ
ー
フ
の
批
判
は
、
有
機
的
身
体
の
「
異
質
化
」、
つ
ま

り
多
面
的
発
達
を
進
歩
の
目
的
と
い
う
中
心
的
価
値
と
見
な
す
ミ
ハ
イ
ロ
フ

ス
キ
ー
に
と
っ
て
は
批
判
た
り
え
な
い
。
こ
こ
で
は
分
業
を
善
と
す
る
価
値

観
と
分
業
を
悪
と
す
る
価
値
観
と
が
衝
突
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
第
三
の
論
点
（
文
明
の
歴
史
の
発
展
の
可
能
性
）
に
か
ん
し
て
も

ラ
ヴ
ロ
ー
フ
は
、
社
会
分
業
の
進
展
こ
そ
が
「
文
明
の
歴
史
」
で
あ
る
と
い

う
価
値
観
を
前
提
に
し
て
、
ミ
ハ
イ
ロ
フ
ス
キ
ー
の
公
式
で
は
「
人
類
の
ほ

と
ん
ど
す
べ
て
の
歴
史
的
生
活
が
退
歩
的
な
現
象
と
な
る
」
と
指
摘
し
て
、

最
終
的
な
批
判
を
お
こ
な
っ
て
い
る︶

₆₇
︵

。
要
す
る
に
、
ラ
ヴ
ロ
ー
フ
は
、
ミ
ハ

イ
ロ
フ
ス
キ
ー
の
「
進
歩
の
公
式
」
を
、「
文
明
」
と
は
正
反
対
の
状
態
へ

と
逆
戻
り
す
る
こ
と
を
命
令
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
判
断
し
た
の
で

あ
る
。
こ
の
場
合
、
ラ
ヴ
ロ
ー
フ
に
と
っ
て
「
文
明
」
と
は
、
歴
史
上
、
西

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
発
展
し
て
き
た
価
値
観
の
総
体
を
意
味
し
て
い
た
。
し
か
し
、

ミ
ハ
イ
ロ
フ
ス
キ
ー
自
身
が
ス
ペ
ン
サ
ー
批
判
を
通
じ
て
そ
の
よ
う
な
特
定

の
価
値
観
を
「
普
遍
化
」
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
に
対
し
て
異
議
を
唱
え
よ
う

と
し
た
側
面
に
つ
い
て
は
、
ラ
ヴ
ロ
ー
フ
の
視
野
に
は
入
っ
て
い
な
か
っ

た
。
こ
う
し
て
ラ
ヴ
ロ
ー
フ
は
、
社
会
分
業
の
発
展
を
肯
定
す
る
立
場
か
ら

ミ
ハ
イ
ロ
フ
ス
キ
ー
の
「
進
歩
の
公
式
」
に
含
ま
れ
る
反
「
文
明
」
的
性
格
、

「
退
歩
」
的
性
格
を
摘
発
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

だ
が
、
こ
の
よ
う
な
将
来
の
あ
る
べ
き
社
会
形
態
に
か
か
わ
る
議
論
と
は

別
に
、
ラ
ヴ
ロ
ー
フ
は
、
ミ
ハ
イ
ロ
フ
ス
キ
ー
の
方
法
論
に
か
か
わ
る
論
点

に
つ
い
て
も
批
評
を
く
わ
え
て
い
っ
た
。
ラ
ヴ
ロ
ー
フ
に
よ
れ
ば
、
ミ
ハ
イ

ロ
フ
ス
キ
ー
の
社
会
学
は
、
方
法
論
的
に
み
て
「
功
利
主
義
学
派
」
と
位
置

づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う︶

₆₈
︵

。

こ
の
功
利
主
義
原
理
か
ら
導
出
さ
れ
た
ミ
ハ
イ
ロ
フ
ス
キ
ー
の
公
式
は
、

社
会
形
態
と
し
て
体
現
さ
れ
た
正
義
を
現
代
風
に
理
解
す
る
公
式
で

あ
る︶

₆₉
︵

。

ラ
ヴ
ロ
ー
フ
は
、
こ
の
よ
う
に
断
言
し
た
う
え
で
、
こ
の
「
正
義
」
と
は

「
自
己
の
隣
人
に
対
し
て
何
よ
り
も
よ
り
人
間
的
に
関
わ
る
こ
と
」
と
い
う

命
題
に
尽
き
る
と
い
う
意
味
で
、
カ
ン
ト
的
な
定
言
命
令
、
い
わ
ば
「
正
義

の
た
め
の
正
義
」
と
い
う
性
格
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る︶

₇₀
︵

。
つ
ま
り
、
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ラ
ヴ
ロ
ー
フ
に
よ
れ
ば
、
ミ
ハ
イ
ロ
フ
ス
キ
ー
の
「
進
歩
の
公
式
」
は
現
代

風
の
カ
ン
ト
的
定
言
命
令
で
あ
る
と
い
う
。
ラ
ヴ
ロ
ー
フ
自
身
は
、
こ
の
カ

ン
ト
的
な
「
正
義
」
と
い
う
規
範
の
世
界
（
ミ
ハ
イ
ロ
フ
ス
キ
ー
の
「
公
式
」

が
終
始
し
て
い
る
範
囲
）
と
、
実
在
す
る
自
然
存
在
の
世
界
と
を
接
合
し
よ

う
と
す
る
自
ら
の
独
自
の
議
論
を
展
開
し
て
い
く
。

も
し
、
私
が
、
正
義
を
絶
対
的
原
理
一
般
で
あ
る
と
認
め
る
と
し
て
も
、

こ
の
こ
と
は
、
人
間
が
実
生
活
に
お
い
て
唯
一
、
正
義
に
よ
っ
て
導
か

れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
そ
う
で
は
な
い
。
個
人
は
、
す
べ

て
の
生
物
お
よ
び
非
生
物
と
同
じ
く
、
無
意
識
の
自
然
の
必
然
的
法
則

に
服
従
し
て
お
り
、
環
境
が
個
人
に
と
っ
て
可
能
な
も
の
の
諸
条
件
を

た
え
ず
提
供
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
こ
の
法
則
と
諸
条
件
に
制

約
さ
れ
た
個
人
こ
そ
が
、
真
理
と
正
義
の
た
め
に
実
践
的
に
働
く
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る︶

₇₁
︵

。

　

こ
の
よ
う
な
主
張
は
、
た
し
か
に
、
す
で
に
ラ
ヴ
ロ
ー
フ
の
『
女
性
通

報
』
誌
で
展
開
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
彼
の
主
張
に
お
け
る
自
然
存
在

の
法
則
と
価
値
・
規
範
の
世
界
と
の
関
係
性
の
理
解
の
仕
方
は
き
わ
め
て
明

快
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
然
の
必
然
的
な
制
約
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
個
人

の
自
由
な
行
動
の
可
能
性
の
領
域
は
開
か
れ
て
お
り
、
こ
の
領
域
に
お
い
て

価
値
・
規
範
の
実
践
が
可
能
に
な
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
ラ
ヴ

ロ
ー
フ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
可
能
性
の
領
域
は
万
人
に
等
し
く
開
か
れ
て
い
る

わ
け
で
な
く
、
個
々
人
に
よ
っ
て
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、「
飢

え
に
苦
し
む
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
、
重
病
人
、
抑
え
切
れ
ぬ
激
情
に
囚
わ
れ
た
人

間
、
周
囲
の
文
化
の
習
慣
と
因
習
に
囚
わ
れ
た
人
間
は
、
植
物
や
動
物
と
同

じ
く
正
義
の
絶
対
原
理
に
従
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い︶

₇₂
︵

」
と
い
う
よ
う
に
、

自
然
の
必
然
性
に
囚
わ
れ
て
い
る
諸
個
人
も
存
在
し
て
お
り
、
そ
の
者
た
ち

に
と
っ
て
自
由
な
行
為
の
可
能
性
は
制
約
を
う
け
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
。

社
会
全
体
に
と
っ
て
、
最
も
粗
野
な
形
態
の
生
存
闘
争
が
個
体
の
唯
一

の
法
則
で
あ
る
よ
う
な
悲
し
い
時
期
が
時
折
あ
る
。
だ
が
こ
れ
ら
の
悲

し
い
時
期
は
、
絶
対
的
正
義
の
存
在
を
少
し
も
妨
げ
な
い
。
可
能
な
も

0

0

0

0

の0

の
諸
条
件
が
変
わ
る
や
い
な
や
、
か
つ
て
は
食
人
行
為
を
引
き
起
こ

し
た
と
こ
ろ
の
生
存
闘
争
の
法
則
そ
の
も
の
が
、
今
日
で
は
、
批
判
を

通
じ
て
、
正
義
の
法
則
は
自
分
を
守
る
だ
け
な
く
自
己
の
生
存
の
快
楽

を
増
大
さ
せ
る
た
め
に
も
各
個
人
に
と
っ
て
最
も
有
利
な
方
法
で
あ
る

と
い
う
こ
と
を
証
明
し
て
い
る︶

₇₃
︵

。

　

こ
の
フ
レ
ー
ズ
に
は
、
同
じ
時
期
に
執
筆
し
て
い
た
ラ
ヴ
ロ
ー
フ
の
代

表
作
『
歴
史
書
簡
』
の
思
想
が
簡
潔
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
彼
に
と
っ
て
、

「
生
存
闘
争
」
と
い
う
自
然
法
則
の
枠
内
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る
「
可
能
な

も
の
」
の
領
域
は
可
変
的
で
あ
り
、
ま
さ
に
こ
の
領
域
に
お
い
て
正
義
の
法

則
が
個
々
人
の
生
存
闘
争
に
と
っ
て
有
利
な
も
の
と
し
て
採
用
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
可
能
な
も
の
」
の
領
域
で
働
く
の
は
「
理
性
」
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
ラ
ヴ
ロ
ー
フ
に
よ
れ
ば
、「
自
己
に
た
い
す
る
責
任
、
道

徳
性
と
正
義
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
他
の
生
物
の
世
界
よ
り
も
上
に
立
つ
あ
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ら
ゆ
る
人
間
人
格
に
と
っ
て
の
絶
対
的
原
理︶

₇₄
︵

」
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
主

張
は
、
明
ら
か
に
ス
ペ
ン
サ
ー
に
た
い
す
る
ア
ン
チ
・
テ
ー
ゼ
で
あ
っ
た
が
、

同
時
に
、
形
而
上
学
的
な
も
の
を
一
切
排
除
し
よ
う
と
し
た
「
実
証
主
義
」

的
な
思
考
全
体
に
た
い
す
る
ア
ン
チ
・
テ
ー
ゼ
に
も
な
っ
て
い
る
。

　

こ
う
し
て
自
己
の
立
場
を
明
確
に
し
た
ラ
ヴ
ロ
ー
フ
は
、
続
い
て
ミ
ハ
イ

ロ
フ
ス
キ
ー
の
公
式
の
「
補
足
」
に
、
し
か
し
そ
の
内
実
は
「
修
正
」
あ
る

い
は
「
転
覆
」
に
着
手
す
る
の
で
あ
る
。

〔
ミ
ハ
イ
ロ
フ
ス
キ
ー
の
公
式
に
い
う
個
人
の
〕
諸
器
官
の
働
き
の
あ

い
だ
の
可
能
な
限
り
完
全
な
分
割
が
要
求
す
る
の
は
、
こ
の
諸
器
官
の

分
割
・
諸
関
係
・
構
成
・
機
能
の
認
識
、
す
な
わ
ち
、
人
間
の
認
識
、

自
然
と
歴
史
の
過
程
の
産
物
と
し
て
の
人
間
の
認
識
、
そ
し
て
理
論

的
・
実
践
的
活
動
の
源
泉
と
し
て
の
人
間
の
認
識
で
あ
る
。
人
間
同
士

の
あ
い
だ
で
の
可
能
な
限
り
小
さ
な
分
業
が
可
能
な
の
は
思
想
だ
け
で

あ
る︶

₇₅
︵

。

　

こ
の
よ
う
に
、
ラ
ヴ
ロ
ー
フ
は
、
ミ
ハ
イ
ロ
フ
ス
キ
ー
の
公
式
の
前
半

部
分
の
命
題
（
個
人
の
有
機
的
身
体
の
機
能
の
多
面
的
発
達
）
を
、「
認
識
」

つ
ま
り
科
学
的
な
認
識
の
問
題
へ
と
言
い
換
え
て
解
釈
し
、
後
半
部
分
の
命

題
（
社
会
内
分
業
の
最
小
化
）
を
「
思
想
」
の
領
域
に
限
定
し
て
解
釈
し
た

の
で
あ
る
。

思
想
は
批
判
に
習
熟
し
て
い
る
だ
け
に
、
思
想
に
と
っ
て
、
様
々
な
人

種
・
民
族
・
身
分
・
性
別
を
も
つ
個
人
の
価
値
の
差
異
に
つ
い
て
の
あ

ら
ゆ
る
相
続
さ
れ
た
偏
見
は
存
在
す
る
権
利
を
も
た
ず
、
目
に
入
る
個

人
の
差
異
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
の
人
間
存
在
が
も
つ
同
じ
よ
う
な
主
要
な

諸
要
素
を
前
に
し
て
消
失
す
る
の
で
あ
る︶

₇₆
︵

。

　

つ
ま
り
、
ラ
ヴ
ロ
ー
フ
に
よ
っ
て
、
ミ
ハ
イ
ロ
フ
ス
キ
ー
が
提
起
し
た

「
同
質
化
」
の
問
題
は
、
認
識
の
地
平
に
再
措
定
さ
れ
、
個
々
人
の
属
性
の

「
価
値
」
の
差
異
は
「
思
想
」
に
お
い
て
は
無
意
味
化
し
、
人
間
と
し
て
の

同
質
性
の
認
識
が
得
ら
れ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
も
そ
も
生
物

有
機
体
の
身
体
と
い
う
「
存
在
」
の
地
平
で
の
「
有
機
的
進
歩
」
を
範
型
と

し
て
語
ら
れ
て
い
た
ミ
ハ
イ
ロ
フ
ス
キ
ー
の
「
進
歩
の
公
式
」
は
、
ラ
ヴ

ロ
ー
フ
に
よ
っ
て
「
認
識
」
の
地
平
へ
と
ず
ら
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
進
歩
の
公
式
の
実
践
過
程
は
「
多
様
な
批
判
的
熟
練
と
科
学

の
伝
統︶

₇₇
︵

」
へ
と
集
約
さ
れ
、「
自
由
な
批
判
は
何
よ
り
も
専
門
性
の
領
域
で

発
達
す
る
も
の
で
あ
る︶

₇₈
︵

」
と
い
う
主
張
へ
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
、

分
業
と
専
門
化
を
否
定
す
る
ミ
ハ
イ
ロ
フ
ス
キ
ー
の
主
旨
に
た
い
す
る
ラ
ヴ

ロ
ー
フ
の
本
格
的
な
反
論
が
は
じ
ま
る
。

民
衆
的
な
雄
弁
家
〔
ミ
ハ
イ
ロ
フ
ス
キ
ー
〕
は
、
現
代
の
悪
の
転
覆
、

改
革
を
社
会
に
呼
び
か
け
な
が
ら
、
学
問
の
専
門
家
た
ち
を
「
惨
め
な

人
び
と
」
と
呼
ぶ
。
も
し
、
こ
れ
ら
惨
め
な
人
び
と
が
自
分
の
研
究
に

没
頭
し
て
、
社
会
的
な
不
幸
に
同
情
す
る
こ
と
を
や
め
、
社
会
的
な
苦

悩
に
苦
し
む
こ
と
を
や
め
て
い
る
な
ら
ば
、
彼
は
正
し
い︶

₇₉
︵

。
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こ
の
よ
う
に
ラ
ヴ
ロ
ー
フ
は
指
摘
す
る
。
た
し
か
に
、
大
学
教
授
や
専
門
家

た
ち
が
民
衆
搾
取
の
道
具
に
な
り
、
諸
科
学
が
資
本
家
た
ち
に
奉
仕
し
て
い

る
と
い
う
現
状
、「
科
学
の
名
で
人
び
と
が
個
人
の
尊
厳
と
共
通
の
幸
福
を
利

己
的
打
算
の
た
め
に
犠
牲
に
し
て
い
る
」
と
い
う
現
状
に
か
ん
し
て
は
、
ミ

ハ
イ
ロ
フ
ス
キ
ー
に
同
意
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
譲
歩
し
た
う
え
で
、
ラ

ヴ
ロ
ー
フ
は
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
た
。
こ
れ
ら
ミ
ハ
イ
ロ
フ
ス
キ
ー
が
批

判
す
る
現
状
は
、
す
べ
て
そ
の
通
り
で
は
あ
る
が
、
科
学
者
た
ち
、
す
な
わ

ち
「
知
識
の
利
己
的
な
開
発
者
た
ち
、
こ
の
最
高
権
力
の
従
僕
あ
る
い
は
社

会
的
悪
に
無
関
心
な
者
た
ち
が
創
り
出
し
て
い
る
の
は
、
社
会
的
悪
の
あ
ら

ゆ
る
核
心
を
破
壊
す
る
た
め
の
最
も
堅
固
な
土
台
な
の
で
あ
る︶

₈₀
︵

」。
つ
ま
り
、

ラ
ヴ
ロ
ー
フ
は
、
科
学
者
・
専
門
家
が
増
え
れ
ば
増
え
る
ほ
ど
、「
批
判
的
思

想
の
生
産
高
」
は
増
大
し
、「
批
判
的
思
想
の
習
慣
」
も
強
化
さ
れ
る
と
主
張

す
る
こ
と
に
よ
り
、
諸
科
学
を
内
包
し
た
「
批
判
的
思
想
」
の
社
会
化
を
志

向
し
、
そ
の
こ
と
が
現
状
改
革
の
根
拠
を
創
り
出
す
と
訴
え
た
の
で
あ
る︶

₈₁
︵

。

　

だ
が
、
こ
こ
で
注
意
し
た
い
こ
と
は
、
ラ
ヴ
ロ
ー
フ
は
、
ミ
ハ
イ
ロ
フ
ス

キ
ー
の
反
分
業
主
義
を
批
判
す
る
あ
ま
り
、
結
論
に
お
い
て
は
ス
ペ
ン
サ
ー

と
同
じ
よ
う
な
政
治
的
価
値
判
断
の
立
場
に
立
つ
こ
と
に
な
っ
た
点
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
議
論
に
お
い
て
端
的
に
示
さ
れ
て
い
た
。

も
し
、
専
門
化
の
解
体
、
科
学
の
た
め
の
科
学
の
廃
棄
と
い
う
ミ
ハ
イ

ロ
フ
ス
キ
ー
氏
の
思
想
が
過
去
や
現
在
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
こ
と
が

あ
っ
た
な
ら
ば
、
非
常
に
悲
惨
な
光
景
だ
っ
た
ろ
う
し
、
進
歩
的
運
動

も
停
止
し
て
い
た
だ
ろ
う︶

₈₂
︵

。

生
ま
れ
つ
き
の
素
質
の
多
様
性
は
、
個
人
の
あ
ら
ゆ
る
能
力
を
発
達
さ

せ
た
時
、
よ
り
正
常
に
発
達
さ
せ
れ
ば
さ
せ
る
ほ
ど
、
個
人
は
ま
す
ま

す
多
様
化
、
あ
る
い
は
専
門
化
す
る
は
ず
で
あ
る︶

₈₃
︵

。

　

つ
ま
り
、
ラ
ヴ
ロ
ー
フ
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
個
人
の
有
機
的
身
体
の
全
面

的
発
達
と
い
う
ミ
ハ
イ
ロ
フ
ス
キ
ー
の
進
歩
の
公
式
の
第
一
命
題
（
身
体
の

全
面
的
発
達
論
）
は
、
第
二
命
題
（
分
業
の
最
小
化
と
い
う
社
会
論
）
を
自

ず
と
否
定
的
に
制
約
す
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
、
と
い
う
。
こ
こ
に
は
、

「
個
人
の
発
達
」
を
め
ぐ
る
両
者
の
イ
メ
ー
ジ
の
対
立
が
見
事
に
現
れ
て
い

る
。
ミ
ハ
イ
ロ
フ
ス
キ
ー
が
、
素
人
だ
が
万
事
器
用
に
成
し
遂
げ
る
こ
と
が

で
き
る
タ
イ
プ
を
想
定
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
ラ
ヴ
ロ
ー
フ
は
、
む
し
ろ

特
定
の
分
野
に
精
通
し
た
専
門
家
た
ち
を
理
想
と
し
て
い
た
。

　

た
だ
し
、
ラ
ヴ
ロ
ー
フ
は
、
ミ
ハ
イ
ロ
フ
ス
キ
ー
と
の
対
立
点
を
公
然
と

主
張
す
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
彼
は
、
ミ
ハ
イ
ロ
フ
ス

キ
ー
の
第
二
命
題
（
社
会
論
）
の
思
想
を
次
の
よ
う
に
巧
妙
に
言
い
換
え
る

こ
と
に
よ
り
、
我
田
引
水
型
の
議
論
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
正
し
い
社
会
体
制
、
個
人
の
正
し
い
身
体
的
・
知
的
・
道
徳
的
育
成
に
よ
っ

て
万
人
の
な
か
で
完
全
に
同
じ
よ
う
に
発
達
す
る
こ
と
が
可
能
な
要
素
」
が

あ
る
。
そ
れ
は
、「
全
人
類
的
要
素
の
集
積
」
で
あ
り
、
そ
の
自
覚
の
う
え

に
「
人
び
と
の
尊
厳
の
平
等
、
同
権
、
知
的
・
道
徳
的
連
帯
の
概
念
」
が
立

脚
す
る
と
い
う︶

₈₄
︵

。
つ
ま
り
、
ミ
ハ
イ
ロ
フ
ス
キ
ー
に
お
い
て
存
在
論
の
地
平

で
構
想
さ
れ
て
い
た
諸
個
人
の
身
体
的
な
機
能
の
格
差
の
均
等
化
と
い
う
規

範
＝
法
則
が
、
ラ
ヴ
ロ
ー
フ
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
諸
個
人
の
「
平
等
」
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と
い
う
規
範
「
意
識
」
が
均
等
化
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
に
、
人
び
と
の
意
識

の
次
元
へ
と
置
き
換
え
ら
れ
て
い
た
。
総
じ
て
い
え
ば
、「
身
体
的
・
心
理

的
・
知
的
・
芸
術
的
・
道
徳
的
な
専
門
化
」
の
過
程
が
、「
個
人
の
尊
厳
の

平
等
」
と
い
う
規
範
意
識
を
創
り
出
す
、
と
い
う
の
が
ラ
ヴ
ロ
ー
フ
の
構
想

す
る
「
進
歩
」
し
た
未
来
社
会
像
で
あ
っ
た
。

私
の
意
見
で
は
、
進
歩
と
は
、
個
人
の
批
判
的
思
想
が
同
時
代
の
文
化

に
対
し
て
働
き
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
類
に
お
け
る
真
理
と
正
義
の

意
識
、
お
よ
び
そ
の
体
現
物
が
発
達
す
る
過
程
で
あ
る︶

₈₅
︵

。

　

こ
の
よ
う
に
ラ
ヴ
ロ
ー
フ
は
、
自
分
本
来
の
「
進
歩
」
の
定
義
を
掲
げ
た

う
え
で
、
ミ
ハ
イ
ロ
フ
ス
キ
ー
の
公
式
の
第
二
命
題
、
す
な
わ
ち
「
道
徳
的

で
、
正
当
で
、
合
理
的
で
、
有
益
な
の
は
、
社
会
の
異
質
性
を
少
な
く
し
、

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
の
個
々
の
構
成
員
た
ち
の
〔
身
体
的
諸
器
官
の
〕

異
質
性
を
強
め
る
こ
と
だ
け
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
を
、
道
徳
的
で
公
正
で

合
理
的
で
有
益
な
の
は
、「
人
び
と
の
間
で
の
全
人
類
的
労
働
の
可
能
な
限

り
小
さ
な
分
割
」
で
あ
る
と
い
う
命
題
へ
と
修
正
す
る
よ
う
要
求
し
た︶

₈₆
︵

。
そ

の
う
え
、
こ
の
修
正
命
題
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
は
、
人
間
の
発
達
が
高
度
に

な
る
遠
い
将
来
に
お
い
て
は
じ
め
て
適
用
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
と
限
定
を

加
え
た
う
え
で
、
さ
し
あ
た
り
「
全
人
類
的
要
求
の
水
準
を
下
回
る
人
が
ま

だ
極
め
て
多
い
」
現
状
に
お
い
て
言
え
る
の
は
「
人
び
と
の
間
で
の
労
働
の

最
も
公
正
な
分
割︶

₈₇
︵

」
と
い
う
命
題
だ
け
で
あ
る
と
述
べ
、
再
度
の
修
正
を
お

こ
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
命
題
は
、
ミ
ハ
イ
ロ
フ
ス
キ
ー
の

本
来
の
命
題
の
観
点
か
ら
い
え
ば
、
そ
も
そ
も
何
が
「
公
正
」
な
の
か
不
明

瞭
で
あ
り
、
全
く
の
無
内
容
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　

こ
の
よ
う
に
自
説
を
全
面
展
開
し
た
あ
と
で
、
ラ
ヴ
ロ
ー
フ
は
、
自
分
の

進
歩
の
公
式
と
、
ミ
ハ
イ
ロ
フ
ス
キ
ー
の
公
式
と
の
関
係
を
次
の
よ
う
に
説

明
し
て
い
る
。「
我
々
が
見
て
き
た
よ
う
に
、〔
ラ
ヴ
ロ
ー
フ
自
身
に
よ
る
〕

上
述
し
た
公
式
の
展
開
は
、
ミ
ハ
イ
ロ
フ
ス
キ
ー
氏
の
議
論
の
土
台
と
少
し

も
矛
盾
し
な
い
し
、
彼
の
公
式
を
、
部
分
的
な
事
例
と
し
て
非
常
に
僅
か
に

制
限
し
つ
つ
、
含
み
込
む
も
の
で
あ
る︶

₈₈
︵

」。
つ
ま
り
、
ミ
ハ
イ
ロ
フ
ス
キ
ー

の
公
式
は
、
ラ
ヴ
ロ
ー
フ
が
展
開
し
た
包
括
的
な
公
式
の
一
部
分
と
し
て

矛
盾
な
く
包
摂
さ
れ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
最
後
に
彼
は
、
ミ
ハ
イ
ロ
フ
ス

キ
ー
氏
の
論
文
を
読
者
た
ち
が
生
き
生
き
と
し
た
関
心
を
も
っ
て
読
ん
だ
の

と
同
じ
よ
う
に
自
分
の
批
評
を
読
ん
で
も
ら
い
た
い
、
と
希
望
を
述
べ
て
締

め
く
く
っ
た︶

₈₉
︵

。
こ
こ
に
、
ミ
ハ
イ
ロ
フ
ス
キ
ー
の
論
文
が
読
書
界
で
大
反
響

を
呼
ん
だ
こ
と
へ
の
対
抗
心
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
ラ
ヴ
ロ
ー
フ
は
、
ミ
ハ
イ
ロ
フ
ス
キ
ー
の
ス
ペ
ン
サ
ー
批

判
に
「
賛
同
」
し
つ
つ
も
、
そ
の
結
論
の
修
正
を
求
め
る
一
方
で
、
社
会
的

理
想
の
実
現
を
、
人
間
の
有
機
的
身
体
お
よ
び
そ
の
集
合
体
と
い
う
存
在
の

次
元
で
は
な
く
、
人
び
と
の
意
識
の
次
元
で
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え

て
い
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
は
、
人
間
の
身
体
の
次
元

で
の
社
会
の
構
成
員
の
あ
い
だ
で
の
差
異
化

─
社
会
集
団
の
構
成
員
の
身

体
構
成
の
多
様
化
へ
の
移
行
と
、
個
々
の
身
体
機
能
の
一
面
化
、
す
な
わ
ち
、

各
構
成
員
の
身
体
器
官
の
身
体
機
能
の
特
殊
化
・
専
門
化
─
の
方
向
を
自

ら
の
価
値
基
準
と
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
立
場
は
、
ス
ペ
ン
サ
ー
の
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人
間
社
会
の
進
化
の
方
向
性
と
一
致
し
て
い
た
。

む
す
び
に
か
え
て

　

本
論
で
は
、
一
八
六
〇
年
代
の
ロ
シ
ア
の
知
識
人
た
ち
の
「
身
体
」
に
関

す
る
テ
キ
ス
ト
に
お
け
る
見
解
の
多
様
性
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
カ
ー

ル
・
ベ
ー
ア
、
ハ
ー
バ
ー
ト
・
ス
ペ
ン
サ
ー
、
ニ
コ
ラ
イ
・
ミ
ハ
イ
ロ
フ
ス

キ
ー
、
ピ
ョ
ー
ト
ル
・
ラ
ヴ
ロ
ー
フ
の
テ
キ
ス
ト
の
言
説
を
分
析
し
た
。
そ

の
結
果
、
次
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
第
一
に
、
生
物
学
的
次
元
で
の

動
物
の
進
化
の
法
則
を
同
質
性
か
ら
異
質
性
へ
の
移
行
と
し
て
最
初
に
定
式

化
し
た
の
が
ベ
ー
ア
で
あ
っ
た
が
、
彼
自
身
は
、
継
続
的
創
造
説
に
基
づ
い

て
人
間
を
頂
点
と
す
る
進
化
の
方
向
性
・
目
的
を
肉
体
性
か
ら
精
神
性
へ
の

移
行
と
捉
え
て
い
た
。
第
二
に
、
ベ
ー
ア
の
法
則
を
採
用
す
る
こ
と
で
、
ス

ペ
ン
サ
ー
は
こ
の
法
則
を
、
い
わ
ゆ
る
「
社
会
的
有
機
体
」
の
領
域
に
ま
で

拡
大
し
た
。
そ
の
結
果
、
人
間
社
会
の
進
化
を
、
社
会
の
構
成
員
の
構
成
が

同
質
性
（
均
質
性
）
か
ら
異
質
性
（
多
様
性
）
へ
と
変
化
す
る
こ
と
で
あ
る

と
捉
え
て
い
た
。
そ
の
際
、
不
可
知
論
的
な
観
点
か
ら
彼
は
、
こ
の
法
則
を
、

実
在
と
い
う
存
在
論
的
な
地
平
で
は
な
く
、
現
象
の
知
覚
に
関
わ
る
認
識
論

的
な
地
平
で
の
解
釈
に
よ
り
得
ら
れ
た
法
則
と
し
て
捉
え
て
い
た
。
第
三
に
、

ミ
ハ
イ
ロ
フ
ス
キ
ー
は
、
ス
ペ
ン
サ
ー
の
理
論
を
批
判
し
な
が
ら
、
ベ
ー
ア

の
法
則
を
文
字
通
り
受
容
し
、「
進
歩
」
と
い
う
目
的
論
を
内
包
し
た
存
在

論
的
地
平
の
法
則
と
し
て
捉
え
て
い
た
。
そ
の
結
果
、
ベ
ー
ア
の
法
則
は
人

間
の
身
体
の
次
元
に
限
定
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
、
人
間
の

身
体
の
集
合
と
し
て
の
「
社
会
」
の
次
元
に
こ
の
法
則
を
適
用
す
る
こ
と
は

誤
り
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。
彼
は
、
人
間
の
有
機
的
な
身
体
組
織
の
構
造
や

機
能
が
同
質
性
（
一
面
性
）
か
ら
異
質
性
（
多
面
性
）
へ
と
変
化
す
る
こ
と

が
人
類
の
正
常
な
方
向
つ
ま
り
進
歩
で
あ
り
、
人
体
の
集
合
と
し
て
の
社
会

構
成
体
の
正
常
な
方
向
は
、
個
々
の
人
体
の
こ
の
進
歩
に
寄
与
す
る
、
社
会

構
成
員
の
あ
い
だ
の
同
質
化
（
差
異
の
縮
小
）
で
あ
る
と
考
え
た
。
そ
の
よ

う
な
意
味
で
、
彼
は
、
社
会
の
方
向
性
を
問
う
問
題
は
、
目
的
論
を
排
し
た

客
観
主
義
の
認
識
論
的
な
次
元
で
は
な
く
、
目
的
論
的
な
次
元
で
提
起
さ
れ

る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
第
四
に
、
ラ
ヴ
ロ
ー
フ
は
、
ミ
ハ
イ
ロ
フ

ス
キ
ー
の
意
見
に
一
見
賛
同
し
つ
つ
、
そ
の
修
正
を
求
め
る
な
か
で
、
社
会

的
理
想
の
実
現
を
、
人
体
の
集
合
体
の
次
元
で
は
な
く
、
人
び
と
の
意
識
の

次
元
で
あ
る
と
考
え
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
社
会
集
団
の
構
成
員
の
構
成
の

異
質
性
（
多
様
性
）
へ
の
移
行
と
、
各
構
成
員
の
身
体
機
能
の
特
殊
化
・
専

門
化
と
い
う
ス
ペ
ン
サ
ー
の
進
化
の
法
則
を
実
質
的
に
受
け
入
れ
つ
つ
、
社

会
の
構
成
員
相
互
の
身
体
的
な
差
異
化
を
前
提
と
し
て
、
意
識
の
面
で
の
社

会
の
構
成
員
の
同
質
化
（
差
異
の
縮
小
）
を
志
向
し
て
い
た
。

　

こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
で
は
、
ベ
ー
ア
と
ス
ペ
ン
サ
ー
は
影
響
と
受
容
の

関
係
に
あ
る
と
伝
統
的
に
見
ら
れ
て
き
た
し
、
ミ
ハ
イ
ロ
フ
ス
キ
ー
と
ラ
ヴ

ロ
ー
フ
は
、
ス
ペ
ン
サ
ー
の
「
実
証
主
義
」
あ
る
い
は
「
客
観
主
義
」
に
対

抗
し
た
「
ナ
ロ
ー
ド
ニ
キ
主
義
」
の「
主
観
的
方
法
」
の
理
論
家
た
ち
で
あ

る
と
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
彼
ら
の
「
身
体
」
観
に
焦
点
を
当
て
て

分
析
し
た
結
果
、「
進
化
」
の
議
論
に
関
わ
っ
た
四
人
の
思
想
家
た
ち
の
理
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論
構
成
に
は
互
い
に
相
容
れ
な
い
明
確
な
違
い
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
た
。
こ
の
相
違
点
は
、
ロ
シ
ア
思
想
史
の
再
構
成
の
た
め
の
重
要
な
論

点
を
提
示
し
て
い
る
だ
け
な
く
、
ス
ペ
ン
サ
ー
の
影
響
を
受
け
た
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
、
ア
メ
リ
カ
、
ア
ジ
ア
の
思
想
家
た
ち
と
の
比
較
の
た
め
の
有
力
な
視
座

を
提
供
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
期
待
さ
れ
る
。

註（
１
）	

本
稿
は
科
研
費
補
助
金（
課
題
番
号
一
七
Ｋ
〇
三
一
六
六
、一
七
Ｈ
〇
〇
九
〇
七
）

の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
な
お
、
本
稿
の
一
部
は
博
士
論
文
「
論
戦
す
る
ロ
シ

ア
知
識
人
」（
一
橋
大
学
大
学
院
社
会
学
研
究
科
、
二
〇
〇
五
年
）
の
未
発
表

部
分
を
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
2
）	 M

ichael D
. G

ordin, “
‘W

hat a G
o-a-H

ead People They A
re!’: The 

H
ostile A

ppropriation of H
erbert Spencer in Im

perial R
ussia,” in 

B
ernald Lightm

an, ed., G
lobal Spencerism

: The C
om

m
unication and 

Appropriation of a British Evolutionist (Leiden: B
rill, 2016), pp. 13

─

34.　

こ
の
論
文
で
は
、
ロ
シ
ア
で
は
一
般
に
ス
ペ
ン
サ
ー
が
批
判
的
に
受
容

さ
れ
て
い
た
と
類
型
化
し
た
う
え
で
、
そ
の
根
拠
と
し
て
ミ
ハ
イ
ロ
フ
ス
キ
ー

と
ボ
リ
ス
・
チ
チ
ェ
ー
リ
ン
の
議
論
を
紹
介
し
て
い
る
。

（
3
）	

こ
の
着
想
に
つ
い
て
は
次
の
論
考
に
触
発
さ
れ
た
。
鵜
浦
裕
「
社
会
ダ
ー
ウ
ィ

ニ
ズ
ム
の
受
容
と
展
開

─
国
際
比
較
の
た
め
の
一
枠
組
み
」『
現
代
英
米
文

化
』
第
一
八
号
、
一
九
八
八
年
、
一
〇
七
─
一
一
四
頁
。

（
4
）	

従
来
、
ミ
ハ
イ
ロ
フ
ス
キ
ー
と
ラ
ヴ
ロ
ー
フ
は
、
ロ
シ
ア
の
資
本
主
義
化
を
批

判
し
た
「
ナ
ロ
ー
ド
ニ
キ
」
の
理
論
家
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
。
例
え

ば
、
Ａ
・
ヴ
ァ
リ
ツ
キ
（
日
南
田
靜
真
訳
）『
ロ
シ
ア
資
本
主
義
論
争
』
ミ
ネ

ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
七
五
年
。
和
田
春
樹
『
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
と
革
命

ロ
シ
ア
』
勁
草
書
房
、
一
九
七
五
年
。
石
川
郁
男
「
ミ
ハ
イ
ロ
フ
ス
キ
ー
の
生

涯
と
著
作

─
あ
と
が
き
に
代
え
て
」ミ
ハ
イ
ロ
フ
ス
キ
ー（
石
川
郁
男
訳
）『
進

歩
と
は
何
か
』
成
文
社
、一
九
九
四
年
。
佐
々
木
照
央
『
ラ
ヴ
ロ
ー
フ
の
ナ
ロ
ー

ド
ニ
キ
主
義
歴
史
哲
学

─
虚
無
を
超
え
て
』
彩
流
社
、
二
〇
〇
一
年
。

（
5
）	

ベ
ー
ア
に
つ
い
て
の
ダ
ー
ウ
ィ
ン
進
化
論
と
の
関
連
で
言
及
し
た
先
行
研
究

と
し
て
以
下
の
も
の
が
あ
る
。A

lexander V
ucinich, Science in Russian 

C
ulture: A H

istory to 1860 (Stanford U
niversity Press, 1970); 

A
lexander Vucinich, Science in Russian C

ulture, 1861

─1917 (Stanford 
U

niversity Press, 1970); A
lexander Vucinich, Social Thought in Tsarist 

Russia: The Q
uest for a G

eneral Science of Society, 1861

─1917 
(U

niversity of C
hicago Press, 1976); A

lexander V
ucinich, D

arw
in 

in Russian Thought (U
niversity of C

alifornia Press, 1988); D
aniel P. 

Todes, D
arw

in w
ithout M

althus: The Struggle for Existence in Russian 
Evolutionary Thought (O

xford U
niversity Press, 1989)

〔
ダ
ニ
エ
ル
・Ｐ
・

ト
ー
デ
ス
（
垂
水
雄
二
訳
）『
ロ
シ
ア
の
博
物
学
者
た
ち

─
ダ
ー
ウ
ィ
ン
進

化
論
と
相
互
扶
助
論
』
工
作
舎
、
一
九
九
二
年
〕.	

こ
れ
ら
の
位
置
づ
け
に
つ

い
て
は
、
根
村
亮
「
書
評
：D

A
RW

IN
 IN

 R
U

SSLA
N

 TH
O

U
G

H
T. B

y 
A

lexander V
ucinich, B

erkeley: U
niversity of C

alifornia Press, 1988, 
x, 468 pp. D

A
RW

IN
 W

ITH
O

U
T M

A
LTH

U
S: TH

E STR
U

G
G

LE 
FO

R
 EX

ISTEN
C

E IN
 R

U
SSIA

N
 EV

O
LU

TIO
N

A
RY

 TH
O

U
G

H
T. 

B
y D

aniel P. Todes. N
ew

 Y
ork: O

xford U
niversity Press, 1989,  

221 pp.

」『
ロ
シ
ア
史
研
究
』
第
五
一
号
、
一
九
九
二
年
、
六
〇
─
六
四
頁
、	

参
照
。
ベ
ー
ア
に
関
す
る
近
年
の
研
究
と
し
て
はГадж

ева Ч
. С. Карл Бэр – 

выдаю
щ

ийся естествоиспытатель X
IX

 века // П
ространство и время. 

№
 3 (5). 2011. С. 186

─193; Тиш
икина А. Г. Естественнонаучны

е 
м

етоды
 познания человека и общ

ества К
. Э

. Ф
он Бэра // 

П
арадигма: ф

илософ
ско-культурологический альманах. №

 28. 
2018. С

. 41
─51.

（
6
）	 Гадж

ева. Карл Бэр. C
. 187.

（
7
）	 Симосат

о Т. К
. М

. Бэр и Н
. И

. Н
адеж

дин – основатели русской 
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этнограф
ии как науки // В

ече: ж
урнал русской ф

илософ
ии и 

культуры
. №

 29. 2017. С
. 56

─64.

（
8
）	 K

arl Ernst v. B
aer, Ü

ber die Entw
ickelungsgeschichte der Thiere, 

Beobachtung und Reflexion. Erster Theil, K
önigsberg, 1828; Бэр 

К
арл Э

рнст
 ф

. О
б истории развития ж

ивотны
х: наблю

дения 
и размш

ления. Ч
асть П

ервая // К
арл Э

рнст ф
. Бэр, И

збранны
е 

работы
. П

еревод с предисловием
 и прим

ечаниям
и Ю

. А
. 

Ф
илипченко. Л

енинград, 1924.

（
9
）	 Baer, Ü

ber die Entw
ickelungsgeschichte der Thiere, S. 153; Бэр. О

б 
истории развития ж

ивотны
х. С

. 22.　

傍
点
に
よ
る
強
調
は
ロ
シ
ア
語
訳

の
み
。
以
下
で
の
傍
点
は
原
典
で
の
イ
タ
リ
ッ
ク
体
で
の
強
調
を
さ
す
。

（
10
）	 Baer, Ü

ber die Entw
ickelungsgeschichte der Thiere, S. 231; Бэр. О

б 
истории развития ж

ивотны
х. С

. 59.

（
11
）	 Baer, Ü

ber die Entw
ickelungsgeschichte der Thiere, S. 263; Бэр. О

б 
истории развития ж

ивотны
х. С

. 89.

（
12
）	

同
時
に
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
は
生
物
学
に
関
す
る
優
れ
た
業
績
に
対
し
て
授
与
さ

れ
る
ベ
ー
ア
賞
を
創
設
し
た
が
、
最
初
の
受
賞
者
が
、
イ
リ
ヤ
・
メ
ー
チ
ニ
コ

フ
（
一
八
四
五
─
一
九
一
六
）
と
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
コ
ヴ
ァ
レ
フ
ス
キ
ー

（
一
八
四
〇
─
一
九
〇
一
）
で
あ
っ
た
。Гадж

ева. Карл Бэр. C
. 192.

（
13
）	

以
下
で
用
い
た
の
は
次
の
復
刻
版
で
あ
る
。Бэр К

арл Эрнст
 ф

. В
сеобщ

ий 
закон природы

, проявляю
щ

ийся во всяком
 развитии. Д

оклад, 
сделанны

й в Ф
изико-Э

кономическом О
бщ

естве Кенигсберга в 
Я

нваре 1834 года (?) // Бэр К
арл Эрнст

 ф
. И

збранны
е работы

. 

次

の
原
典
は
筆
者
未
見
で
あ
る
。Бэр К

. М
. Речи и мелкие статьи (R

eden 
und kleinere A

ufsätze). Т. I–III. С
анкт-П

етербург, 1864.

（
14
）	 Бэр. В

сеобщ
ий закон природы

. С
. 93.

（
15
）	 Бэр. В

сеобщ
ий закон природы

. С
. 93.

（
16
）	 Бэр. В

сеобщ
ий закон природы

. С
. 120.

（
17
）	 Бэр. В

сеобщ
ий закон природы

. С
. 120.

（
18
）	 Бэр. В

сеобщ
ий закон природы

. С
. 120.

（
19
）	

現
代
の
継
続
的
創
造
説
に
つ
い
て
は
、藤
井
清
久「
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
宗
教
観
」Ｊ
・

Ｈ
・
ブ
ル
ッ
ク
ほ
か
（
鈴
木
善
次
、
里
深
文
彦
訳
）『
創
造
と
進
化
─
科
学

革
命
と
キ
リ
ス
ト
教
Ⅲ
』
す
ぐ
書
房
、
二
〇
〇
八
年
、
三
八
六
─
三
八
七
頁

を
参
照
。C

f. C
hristopher Southgate, The G

roaning of C
reation: G

od, 
Evolution, and the Problem

 of Evil (W
estm

inster John K
nox Press, 

2008).

（
20
）	 Ф

илипченко Ю
. А. П

римечания // Бэр. И
збранны

е работы
. С

. 143.

（
21
）	

ス
ペ
ン
サ
ー
に
関
す
る
近
年
の
研
究
と
し
て
は
、Lightm

an,ed., G
lobal 

Spencerism
: The C

om
m

unication and Appropriation of a British 
Evolutionist. 

日
本
で
の
受
容
に
つ
い
て
は
、
山
下
重
一
『
ス
ペ
ン
サ
ー
と
日

本
近
代
』
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
八
三
年
。G

erard C
. G

odart, “Spencerism
 

in Japan: B
oom

 and B
ust of a Theory (1868

─1911),” in Lightm
an, ed., 

G
lobal Spencerism

. 

森
村
進
「
訳
者
解
説　

な
ぜ
今
ス
ペ
ン
サ
ー
を
読
む
の

か
」
ハ
ー
バ
ー
ト
・
ス
ペ
ン
サ
ー
（
森
村
進
編
訳
）『
ハ
ー
バ
ー
ト
・
ス
ペ
ン
サ
ー
・

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
』
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
七
年
。

（
22
）	

ス
ペ
ン
サ
ー
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
、
社
会
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
、
さ
ら
に
優
生
学
と
の

あ
い
だ
の
錯
綜
し
た
関
係
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。
ピ
ー
タ
ー
・
Ｊ
・
ボ
ウ

ラ
ー（
松
永
俊
男
訳
）『
ダ
ー
ウ
ィ
ン
革
命
の
神
話
』朝
日
新
聞
社
、一
九
九
二
年
、

第
七
章
。
近
年
の
ロ
シ
ア
語
圏
に
お
け
る
ス
ペ
ン
サ
ー
を
再
評
価
し
、
彼
を

経
済
的
・
政
治
的
な
自
由
主
義
思
想
家
と
し
て
捉
え
る
動
き
と
し
て
は
、
以

下
の
刊
行
に
見
ら
れ
る
。С

пенсер Г. О
пы

т научны
е, политические 

и ф
илософ

ские. П
ер. с англ. П

од ред. Н
. А

. Рубакин. М
инск, 

1998; С
пенсер Г. П

олитические сочинения. В
. 5 т. М

осква, 2014; 
Д

ем
ьяненко Н

. В. Д
ем

ограф
ические проблем

ы
 в социологии 

Г. С
пенсера и национальны

е хозяйственны
е традиции русской 

общ
ества // С

овременны
е наукоемкие технологии. Региональное 

прилож
ение. №

 4 (40). 2014. С. 35

─40; Демьяненко Н
. В. О

бразы 
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человека в Российском социальном знании в контексте социально-
эконом

ических идей Г. С
пенсера // С

оврем
енны

е наукоем
кие 

технологии. Региональное прилож
ение. №

 2 (42). 2015. С. 8

─15. 

ロ

シ
ア
に
お
け
る
ス
ペ
ン
サ
ー
の
心
理
学
説
史
的
評
価
と
し
て
は
次
を
参
照
。

Воробьев В. С
. Как 200-летию

 со дня рож
дения Герберта Спенсера 

– выдаю
щ

егося ученого-энциклопедиста X
IX

 века // Теоретическая 
и экспериментальная психология. Т. 13. №

 2. 2020. С. 90

─107. 

ロ
シ

ア
に
お
け
る
広
義
の
社
会
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
（
と
く
に
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・

キ
ッ
ド
）
の
受
容
に
つ
い
て
は
、
次
を
参
照
。
根
村
亮
「
フ
ィ
リ
ッ
ポ
フ

に
つ
い
て
─
ロ
シ
ア
に
お
け
る
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
の
一
つ
の
受
容
」『
ロ

シ
ア
思
想
史
研
究
』
第
一
号
、
二
〇
〇
四
年
、
一
二
三
─
一
三
〇
頁
。

（
23
）	 H

erbert Spencer, First Principles, 2nd ed., London, 1867, p. 314.

（
24
）	 Spencer, First Principles, p. 74.

（
25
）	 Spencer, First Principles, p. 307.

（
26
）	 Spencer, First Principles, p. 225. 

近
年
の
研
究
者
に
よ
っ
て
ス
ペ
ン
サ
ー

の
「
進
化
」
概
念
は
、「
持
続
的
な
差
異
化
と
統
合
を
通
じ
て
、
無
規
定
で
統

一
の
な
い
同
質
性
か
ら
明
確
で
統
一
的
な
異
質
性
へ
と
構
造
と
機
能
が
不
断

に
変
化
す
る
こ
と
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。W

illiam
 H

enry H
udson, An 

Introduction to the Philosophy of H
erbert Spencer. 2-nd ed., London, 

1897, p. 89.　

あ
る
い
は
ロ
シ
ア
の
研
究
者
に
よ
れ
ば
、
ス
ペ
ン
サ
ー
の
「
進

化
」
概
念
は
、「
単
純
な
も
の
か
ら
複
雑
な
も
の
へ
の
移
行

─
統
合
、
同
質

な
も
の
（
ホ
モ
ジ
ェ
ニ
ッ
ク
な
も
の
）
か
ら
異
質
な
も
の
（
ヘ
テ
ロ
ジ
ェ
ニ
ッ

ク
な
も
の
）
も
の
へ
の
移
行
─
差
異
化
、
未
規
定
な
も
の
か
ら
規
定
さ
れ

た
も
の
へ
の
移
行
─
秩
序
の
増
大
」
の
三
つ
の
命
題
に
分
節
化
さ
れ
て
い

る
。Воробьев. К

 200-летию
 со дня рож

дения Герберта С
пенсера.  

С
. 92. 

（
27
）	 Spencer, First Principles, p. 193.

（
28
）	 Spencer, First Principles, p. 316.

（
29
）	 Spencer, First Principles, pp. 195

─196.

（
30
）	 Spencer, First Principles, p. 198. 

言
語
の
進
化
の
具
体
例
に
つ
い
て
は
、

Spencer, First Principles, p. 199. 

を
参
照
。
ス
ペ
ン
サ
ー
は
、
フ
リ
ー
ド
リ

ヒ
・
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ー
ラ
ー（
一
八
二
三
─
一
九
〇
〇
）
ら
に
依
拠
し
て
す

べ
て
の
言
語
が
一
つ
な
い
し
数
個
の
源
泉
か
ら
分
岐
し
て
い
っ
た
と
考
え
て

い
る
。

（
31
）	 Spencer, First Principles, p. 54. 

（
32
）	 Spencer, First Principles, p. 60. 

以
下
で
は
原
文
で
の
大
文
字
表
記
は
〈　

〉

で
表
し
た
。

（
33
）	 Spencer, First Principles, p. 314.

ス
ペ
ン
サ
ー
の
宗
教
観
に
つ
い
て
「
宗

教
の
基
本
概
念
は
、
科
学
の
そ
れ
と
同
様
に
、
実
在
の
象
徴
に
す
ぎ
な
い
の
で

あ
っ
て
、
実
在
の
知
識
で
は
な
い
の
で
あ
る
」
と
い
う
立
場
で
あ
っ
た
こ
と

が
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。Ш

куринов П
. С

. П
озитивизм в России 

X
IX

 века. М
осква, 1980. С

. 127

─128.

（
34
）	

ス
ペ
ン
サ
ー
の
『
第
一
原
理
』
ロ
シ
ア
語
訳
で
は
、Evolution

をРазвитие

と
訳
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。С

пенсер Г. О
сновны

е начала. П
ер. Л

. 
А

лексеевы
м. С

анкт-П
етербург, 1886. C

. 238.

（
35
）	

山
下
『
ス
ペ
ン
サ
ー
と
日
本
近
代
』。

（
36
）	

社
会
の
構
成
員
の
同
質
性
の
維
持
か
、
そ
れ
と
も
異
質
性
の
増
進
か
、
と
い
う

対
立
図
式
は
、
後
の
時
代
の
い
わ
ゆ
る
「
ナ
ロ
ー
ド
ニ
キ
」
と
マ
ル
ク
ス
主
義

者
と
の
間
で
農
村
共
同
体
の
維
持
か
、
そ
れ
と
も
共
同
体
の
解
体
に
よ
る
階
級

分
化
／
労
働
者
階
級
の
創
出
か
、
と
い
う
「
資
本
主
義
」
を
め
ぐ
る
論
争
に
重

な
っ
て
い
る
。
ヴ
ァ
リ
ツ
キ
『
ロ
シ
ア
資
本
主
義
論
争
』
を
参
照
。

（
37
）	
ニ
コ
ラ
イ
・
チ
ブ
レ
ン
（
一
八
二
五
─
没
年
不
明
）
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
建
築
家

の
家
に
生
ま
れ
、
砲
兵
学
校
を
卒
業
後
、
ク
リ
ミ
ア
戦
争
に
従
軍
し
た
の
ち
内

務
省
勤
務
を
経
て
、
退
職
後
、
出
版
社
を
経
営
す
る
。
一
八
六
〇
年
代
初
頭

に
は
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
の
知
識
人
サ
ー
ク
ル
の
中
心
と
な
り
チ
ェ
ル
ヌ
ィ
シ
ェ
フ

ス
キ
ー
、
コ
ス
ト
マ
ー
ロ
フ
、
ラ
ヴ
ロ
ー
フ
、
ス
ト
ラ
ー
ホ
フ
、
ミ
ハ
イ
ル
・
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ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
ら
が
出
入
り
し
て
い
た
と
い
う
。П

ант
елеев Л

. Ф
. 

В
оспоминания. М

осква, 1858. С
. 253

─254. 

（
38
）	

詳
細
は
次
を
参
照
。
下
里
俊
行
「
ロ
シ
ア
に
お
け
る
ス
ペ
ン
サ
ー
受
容
の
初
期

状
況
」『
ロ
シ
ア
思
想
史
研
究
』
第
二
号
、
二
〇
〇
五
年
。

（
39
）	

下
里
「
ロ
シ
ア
に
お
け
る
ス
ペ
ン
サ
ー
受
容
の
初
期
状
況
」
四
九
頁
。	

（
40
）	

石
川
「
ミ
ハ
イ
ロ
フ
ス
キ
ー
の
生
涯
と
著
作
」
二
二
六
─
二
二
八
頁
。

（
41
）	

石
川
「
ミ
ハ
イ
ロ
フ
ス
キ
ー
の
生
涯
と
著
作
」
二
二
六
─
二
二
八
頁
。
石
川
郁

男
に
よ
れ
ば
、
こ
の
論
文
の
意
義
は
、
第
一
に
、
同
時
代
の
西
欧
的
資
本
主
義

の
発
展
を
「
自
然
的
な
」
も
の
と
見
な
す
ロ
シ
ア
の
自
由
主
義
者
た
ち
を
批
判

す
る
も
の
で
あ
り
、
第
二
に
、
ロ
シ
ア
の
共
同
体
農
民
の
人
格
の
全
一
性
を
擁

護
し
共
同
体
に
立
脚
し
た
社
会
主
義
へ
の
展
望
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
第
三
に
、

「
同
感
的
経
験
」を
通
し
て
ナ
ロ
ー
ド（
民
衆
）と
結
合
し
た
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ

ア
（
知
識
人
）
の
行
動
原
理
を
基
礎
づ
け
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
石
川
「
ミ

ハ
イ
ロ
フ
ス
キ
ー
の
生
涯
と
著
作
」
二
三
一
─
二
三
二
頁
。

（
42
）	 М

ихайловский Н
. К

. Ч
то такое прогресс // С

очинения Н
. К

. 
М

ихайловского. Т. 4. С
анкт-П

етербург, 1883. C
. 187. 

石
川
郁
男
訳
で

は「
個
人
」を「
不
可
分
な
も
の
」と
訳
し
て
い
る
。
参
照
：
ミ
ハ
イ
ロ
フ
ス
キ
ー

『
進
歩
と
は
何
か
』
二
一
四
頁
。

（
43
）	 Демьяненко Н

. В. Л
иберализм Г. С

пенсера как основа правого 
ограничения государства: общ

ественная дискуссия в России X
IX

 
столетия // Ж

урнал социологии и социальной антропологии. Т. X
. 

№
 4. 2007. С

. 47.

（
44
）	 Демьяненко Н

. В. С
оциология Герберта С

пенсера в становлении 
российской «субъективной» ш

колы
 X

IX
 столетия // В

естник 
РГГУ

: С
ерия Ф

илософ
ия. С

оциология. И
скусствоведение. №

 3 
(65). 2011. С

. 54.

（
45
）	 Голосеева А

. А
. К

ритика позитивизм
а в работах Н

. К
. 

М
ихайловского // В

естник РГГУ. С
ерия Ф

илософия. С
оциология. 

И
скусствоведения. №

 3 (46). 2010. С
. 44

─58; Бельчебичен 
С

. П
. Э

волю
ция общ

ественного идеала в историософ
ии 

Н
. М

ихайловского // Н
овое в психолого-педагогических 

исследованиях. №
 4 (28). 2012. С

. 52

─63; Ю
дин А. И

. Н
. К

. 
М

ихайловский и Г. С
пенсер: Борьба за индивидуальность // 

В
естник ТГУ. В

ы
п. 2 (130). 2014. С

. 141

─148; Д
ем

ьяненко Н
. 

В. П
олитическая социология Герберта С

пенсера в социально-
философской мы

сли дореврлю
ционной России // И

звестия Ю
го-

Западного государственного университета. С
ерия Э

коном
ия. 

С
оциология. М

енедж
мент. №

 2 (15). 2015. С
.94

─99.

（
46
）	 М

ихайловский. Что такое прогресс. C
. 22. 

た
だ
し
ス
ペ
ン
サ
ー
自
身

は
、
ミ
ハ
イ
ロ
フ
ス
キ
ー
が
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
、progress

の
語
の
使
用

を
厳
密
に
避
け
て
、evolution

の
語
だ
け
を
変
化
の
表
現
と
し
て
用
い
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。

（
47
）	 М

ихайловский. Что такое прогресс. C
. 22

─23.

（
48
）	

ミ
ハ
イ
ロ
フ
ス
キ
ー
は
明
確
に「『
進
歩
』
と
い
う
言
葉
の
目
的
論
的
意
味
」
と

い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
。М

ихайловский. Что такое прогресс. C
. 48.

（
49
）	 М

ихайловский. Что такое прогресс. C
. 23.

（
50
）	

例
外
は
、
ミ
ハ
イ
ロ
フ
ス
キ
ー
に
よ
る
ス
ペ
ン
サ
ー
批
判
の
主
要
論
点
を
「
価

値
の
問
題
」、「
価
値
論
の
問
題
」
と
し
て
論
証
な
し
に
示
唆
し
て
い
る
次
の

論
文
で
あ
る
。П

оляруш
 А. А. О

смы
сление особенностей русского 

позитивизма // В
естник современны

х исследований. №
 2. 6 (29). 

2019. С
. 94

─97.

（
51
）	 М

ихайловский. Что такое прогресс. C
. 51.

（
52
）	 М

ихайловский. Что такое прогресс. C
. 61.

（
53
）	

従
来
の
研
究
者
た
ち
は
、
ミ
ハ
イ
ロ
フ
ス
キ
ー
の
ス
ペ
ン
サ
ー
批
判
に
関
し
て
、

方
法
論
的
に
は
、
ミ
ハ
イ
ロ
フ
ス
キ
ー
も
ス
ペ
ン
サ
ー
と
同
じ
「
実
証
主
義
」

な
い
し
「
社
会
学
的
方
法
」
を
共
有
し
て
い
た
と
指
摘
し
て
い
る
。У

т
кина 
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Н
. Ф

. П
озитивизм

, антропологический м
атериализм

 и наука 
в России. (В

торая половина X
IX

 века). М
осква, 1975. С

. 106;  
 Ш

ахмат
ов Б. П

. Н
. Ткачев. М

осква, 1981. С
. 130. 

だ
が
、
ミ
ハ
イ
ロ

フ
ス
キ
ー
は
客
観
的
・
学
術
的
と
い
う
表
現
を
多
用
し
つ
つ
も
議
論
の
大
前
提

と
し
て
目
的
論
的
な
法
則
観
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
意
味
で
は
、
む
し
ろ
形
而

上
学
的
な
方
法
論
で
あ
っ
て
決
し
て
「
実
証
主
義
的
」
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。

（
54
）	 М

ихайловский. Ч
т

о т
акое прогресс. C

. 61.

（
55
）	

ミ
ハ
イ
ロ
フ
ス
キ
ー
が
具
体
的
に
挙
げ
て
い
る
事
例
は
、
女
性
た
ち
の
知
的
・

社
会
的
活
動
の
分
野
へ
の
参
画
、
奴
隷
解
放
運
動
や
皮
膚
の
色
に
よ
る
区
別
の

解
消
で
あ
る
。М

ихайловский. Что такое прогресс. C
. 50

─51.

（
56
）	

ス
ペ
ン
サ
ー
の
社
会
分
業
論
に
対
す
る
ミ
ハ
イ
ロ
フ
ス
キ
ー
の
全
面
的
批
判

に
対
し
て
、
ラ
ヴ
ロ
ー
フ
が
ス
ペ
ン
サ
ー
を
擁
護
す
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
社
会

分
業
を
肯
定
し
て
い
る
側
面
を
指
摘
し
て
い
る
の
は
次
の
論
文
で
あ
る
。
た

だ
し
、
詳
細
な
論
証
を
欠
い
て
い
る
。Демьяненко Н

. В. Л
иберализм 

Г. С
пенсера как основа правого ограничения государства: 

общ
ественная дискуссия в России X

IX
 столетия. С

. 45

─55. 

ス
ペ

ン
サ
ー
を
含
む
「
実
証
主
義
」
に
対
す
る
カ
ン
ト
的
人
格
論
の
立
場
か
ら
の

ラ
ヴ
ロ
ー
フ
に
よ
る
批
判
を
指
摘
し
て
い
る
の
は
次
の
論
文
で
あ
る
が
、
詳

細
な
論
証
を
欠
い
て
い
る
。М

ачкарина О
. Д. К

ритика позитивизма 
как возмож

ность переосмы
сления критической ф

илософ
ии И

. 
Кант // В

естник М
ГТУ. Т. 13. №

 2. 2010. С
. 278

─285. 

ス
ペ
ン
サ
ー

へ
の
批
判
に
お
い
て
人
格
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
ミ
ハ
イ
ロ
フ
ス
キ
ー
と
ラ

ヴ
ロ
ー
フ
を
並
置
し
て
論
じ
て
い
る
の
は
次
の
論
文
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ

の
「
人
格
」
概
念
の
位
相
の
違
い
に
注
意
を
払
っ
て
い
な
い
。Демьяненко 

Н
. В. С

оциология Герберта С
пенсера в становлении российской 

«субъективной» ш
колы

 X
IX

 столетия. С
. 48

─65.

（
57
）	 [Л

авров П
. Л

.] Ф
орм

ула прогресса Г. М
ихайловского // 

О
течественны

е записки. Т. 188. 1870. С
овременное обозрение. С

. 
228

─255.

（
58
）	 [Л

авров.] Ф
ормула прогресса Г. М

ихайловского. С
. 228.

（
59
）	 [Л

авров.] Ф
ормула прогресса Г. М

ихайловского. С
. 229.

（
60
）	 [Л

авров.] Ф
ормула прогресса Г. М

ихайловского. С
. 229

─230.

（
61
）	 [Л

авров.] Ф
ормула прогресса Г. М

ихайловского. С
. 231.

（
62
）	

下
里
「
ロ
シ
ア
に
お
け
る
ス
ペ
ン
サ
ー
受
容
の
初
期
状
況
」
四
四
頁
。

（
63
）	 [Л

авров.] Ф
ормула прогресса Г. М

ихайловского. С
. 231.

（
64
）	 [Л

авров.] Ф
ормула прогресса Г. М

ихайловского. С
. 231

─232.

（
65
） [Л

авров.] Ф
ормула прогресса Г. М

ихайловского. С
. 232.

（
66
）	 [Л

авров.] Ф
ормула прогресса Г. М

ихайловского. С
. 235.

（
67
） [Л

авров.] Ф
ормула прогресса Г. М

ихайловского. С
. 236.

（
68
）	 [Л

авров.] Ф
ормула прогресса Г. М

ихайловского. С
. 238.

（
69
）	 [Л

авров.] Ф
ормула прогресса Г. М

ихайловского. С
. 240.

（
70
）	 [Л

авров.] Ф
ормула прогресса Г. М

ихайловского. С
. 240.

（
71
） [Л

авров.] Ф
ормула прогресса Г. М

ихайловского. С
. 240.

（
72
）	 [Л

авров.] Ф
ормула прогресса Г. М

ихайловского. С
. 240

─241.

（
73
）	 [Л

авров.] Ф
ормула прогресса Г. М

ихайловского. С
. 241.

（
74
） [Л

авров.] Ф
ормула прогресса Г. М

ихайловского. С
. 241.

（
75
）	 [Л

авров.] Ф
ормула прогресса Г. М

ихайловского. С
. 241.

（
76
）	 [Л

авров.] Ф
ормула прогресса Г. М

ихайловского. С
. 241.

（
77
）	 [Л

авров.] Ф
ормула прогресса Г. М

ихайловского. С
. 241.

（
78
）	 [Л

авров.] Ф
ормула прогресса Г. М

ихайловского. С
. 242.

（
79
）	 [Л

авров.] Ф
ормула прогресса Г. М

ихайловского. С
. 242.
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（
80
）	 [Л

авров.] Ф
ормула прогресса Г. М

ихайловского. С
. 243.

（
81
）	 [Л

авров.] Ф
ормула прогресса Г. М

ихайловского. С
. 243.

（
82
）	 [Л

авров.] Ф
ормула прогресса Г. М

ихайловского. С
. 246.

（
83
）	 [Л

авров.] Ф
ормула прогресса Г. М

ихайловского. С
. 249.

（
84
）	 [Л

авров.] Ф
ормула прогресса Г. М

ихайловского. С
. 250.

（
85
）	 [Л

авров.] Ф
ормула прогресса Г. М

ихайловского. С
. 251.

（
86
）	 [Л

авров.] Ф
ормула прогресса Г. М

ихайловского. С
. 252.

（
87
）	 [Л

авров.] Ф
ормула прогресса Г. М

ихайловского. С
. 252.

（
88
）	 [Л

авров.] Ф
ормула прогресса Г. М

ихайловского. С
. 254.

（
89
）	 [Л

авров.] Ф
ормула прогресса Г. М

ихайловского. С
. 255.


