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偶
然
性
に
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哲
学
は
偶
然
を
嫌
う
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序

偶
然
と
い
う
こ
と
ば
は
日
常
ふ
つ
う
に
使
わ
れ
る
。し
か
し
哲
学
に
お
い
て
、

こ
れ
ほ
ど
継ま
ま
こ子

扱
い
さ
れ
て
い
る
概
念
は
な
い
。
偶
然
性
は
、
異
常
や
奇
形
や

不
安
定
や
不
規
則
や
不
合
理
や
非
理
性
の
、
あ
る
い
は
無
秩
序
や
無
原
則
や
恣

意
性
の
同
義
語
と
理
解
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
擾
乱
要
因
の
唯
一
の
源
泉

と
み
な
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
偶
然
性
に
対
す
る
哲
学
の
こ
の
仕
打
ち
は
、
一
面

不
当
で
あ
る
が
、
ま
た
一
面
で
は
正
当
で
あ
る
。
偶
然
性
と
い
う
概
念
に
は
哲

学
と
相
容
れ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
哲
学
は
こ
の
概
念
を
抹
殺
し
た
い
の
だ
。

そ
れ
が
無
理
な
ら
、
せ
め
て
ひ
そ
か
に
中
絶
し
た
い
の
だ
。
自
分
に
似
な
い
不

倫
の
子
で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
。
し
か
し
本
当
の
こ
と
を
言
え
ば
、
継
子
ど
こ

ろ
の
さ
わ
ぎ
で
は
な
い
。
文
字
通
り
不
倶
戴
天
の
敵
で
あ
る
。
哲
学
に
と
っ
て

偶
然
性
と
い
う
概
念
は
、
い
ま
い
ま
し
い
唾
棄
す
べ
き
存
在
な
の
だ
。

偶
然
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
は
、
秩
序
あ
る
世
界
に
裂
け
目
を
認
め
る
こ
と

で
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
虚
無
の
風
が
吹
き
つ
け
て
く
る
か
の
よ
う
に
イ
メ
ー
ジ

さ
れ
て
い
る
。存
在
の
彼
方
か
ら
忌
ま
わ
し
い
魑
魅
魍
魎
の
類
が
や
っ
て
き
て
、

こ
れ
が
偶
然
を
成
立
さ
せ
る
の
だ
と
。
偶
然
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
は
、
哲
学

が
暗
黙
の
う
ち
に
前
提
し
て
い
る
合
理
性
へ
の
信
頼
を
う
ら
ぎ
り
、
哲
学
者
の

微
妙
で
繊
細
な
バ
ラ
ン
ス
感
覚
を
失
な
わ
せ
る
か
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
の

だ
。
偶
然
が
存
在
す
る
と
い
う
主
張
は
、
矛
盾
し
て
い
る
ど
こ
ろ
か
、
哲
学
の

神
に
た
い
す
る
冒
涜
と
さ
え
み
な
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
偶
然
性
を
無
視
す
る
こ
と
は
不
当
だ
ろ
う
。
偶
然
性
を
完
全
に
駆
除

で
き
る
か
の
よ
う
に
語
る
哲
学
の
伝
統
は
、
実
は
裏
口
か
ら
こ
っ
そ
り
偶
然
性

を
招
き
入
れ
て
い
た
、
と
い
う
の
が
実
状
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、

意
図
し
て
と
い
う
よ
り
は
、
決
定
論
が
不
完
全
な
代
物
だ
っ
た
が
故
に
偶
然
性

を
実
は
完
璧
に
駆
除
し
え
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
、
あ
た
か

も
偶
然
な
ど
存
在
し
な
い
か
の
よ
う
な
強
弁
に
及
ん
で
い
た
の
だ
。
決
定
論
が

本
物
で
あ
れ
ば
も
ち
ろ
ん
偶
然
性
な
ど
入
り
込
む
余
地
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
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の
よ
う
な
水
も
漏
ら
さ
ぬ
決
定
論
に
、
お
そ
ら
く
無
神
論
的
な
現
代
人
は
耐
え

ら
れ
な
い
は
ず
だ
。
デ
カ
ル
ト
の
よ
う
な
近
代
人
で
さ
え
そ
う
だ
っ
た
の
だ
か

ら
。
そ
れ
ゆ
え
、
近
代
・
現
代
の
決
定
論
者
が
決
定
論
と
み
な
し
て
い
た
も
の

は
、
実
は
偶
然
性
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
決
定
論
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
あ
る
い

は
、偶
然
性
に
よ
っ
て
水
割
り
さ
れ
た
決
定
論
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、

偶
然
性
を
前
提
し
て
い
な
が
ら
偶
然
な
ど
存
在
し
な
い
と
言
い
つ
く
ろ
っ
て
い

た
の
だ
。

以
下
で
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
ヘ
ー
ゲ
ル
、
パ
ー
ス
、
九
鬼
周
造
に
つ
い

て
、
彼
ら
の
偶
然
性
に
つ
い
て
の
考
え
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
こ
の
四
人

に
限
定
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
文
献
的
な
制
約
か
ら
た
ま
た
ま
そ
う
な
っ
た
の

で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
特
別
な
理
由
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
偉
そ
う
な
言

い
方
を
し
た
が
、
有
体
に
申
せ
ば
、
た
ま
た
ま
彼
ら
の
書
物
が
手
元
に
あ
っ
た

と
い
う
だ
け
の
こ
と
だ
。
こ
の
四
人
は
い
ず
れ
も
偶
然
性
の
客
観
的
存
在
を
認

め
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
ら
に
と
っ
て
偶
然
は
存
在
論
的
偶
然
（ontic 

chance

）
で
あ
っ
て
認
識
論
的
偶
然
（epistem

ic chance

）
で
は
な
い
。
こ

の
点
で
彼
ら
は
、
哲
学
の
伝
統
か
ら
み
れ
ば
例
外
に
属
す
る
。
だ
か
ら
こ
そ
採

り
上
げ
る
に
値
す
る
と
は
言
え
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
彼
ら
は
哲
学
の
伝
統
に
忠
実
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
を
見
る
と
、
哲
学
で

は
と
う
て
い
偶
然
性
の
存
在
を
認
め
る
機
運
に
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
―
―

た
っ
た
四
人
に
つ
い
て
断
片
的
に
調
べ
た
だ
け
で
ど
う
し
て
そ
ん
な
大
見
得
を

自
慢
げ
に
や
っ
て
み
せ
ら
れ
る
の
か
と
呆
れ
顔
が
見
え
る
よ
う
だ
。

始
め
に
、「
偶
然
」
と
い
う
日
本
語
が
も
つ
問
題
性
を
み
て
お
こ
う
。

1　

多
く
の
こ
と
ば
が
「
偶
然
」
と
訳
さ
れ
る

　
　

―
― 

偶
然
性
の
四
類
型 

―
―

「
偶
然
」
と
い
う
日
本
語
は
、
英
語
で
言
え
ば
、
主
に
、accident, chance, 

coincidence, contingent, fortuitous, hazard, incident

の
訳
語
と
し
て
使
わ

れ
る
。accident

は
「
暗
合
」
と
か
「
遭
遇
」
の
意
味
が
強
い
。
ま
た
「
事
故
」

で
も
あ
る
。chance

は
、
バ
ク
チ
に
お
け
る
勝
つ
見
込
み
の
よ
う
な
、
そ
の

有
無
を
サ
イ
コ
ロ
を
振
っ
て
決
め
た
り
、
そ
の
確
率
を
計
算
す
る
も
の
の
こ
と

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
チ
ャ
ン
ス
」
と
か
「
見
込
み
」
で
あ
る
。coincidence

は
13
日
が
金
曜
に
あ
た
る
と
い
う
よ
う
な
「
た
ま
た
ま
一
致
す
る
こ
と
」
す
な

わ
ち
「
暗
合
」
で
あ
る
。contingent

は
「
不
確
か
」、
す
な
わ
ち
「
あ
る
こ

と
も
な
い
こ
と
も
可
能
」
の
意
味
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
ば
が
名
詞
と
し
て
使
わ

れ
る
と
「
派
遣
隊
」
と
か
「
派
遣
団
」
を
意
味
す
る
。fortuitous

は
も
っ
ぱ

らchance

の
形
容
詞
形
と
し
て
使
わ
れ
る
。「
偶
然
」
と
訳
さ
れ
る
こ
と
ば
と

し
て
は
、こ
れ
以
外
に
もcasual

と
かhap

と
かhazard

やincident

も
あ
る
。

casual

は
「
カ
ジ
ュ
ア
ル
（
く
だ
け
た
）」
の
意
味
が
強
す
ぎ
る
の
か
、
あ
る

い
は
論
者
が
英
語
の
実
際
に
暗
い
せ
い
か
、「
偶
然
」
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い

る
最
近
の
用
例
に
出
会
っ
た
記
憶
が
な
い
。
よ
く
目
に
す
る
の
はcasualties

（
死
傷
者
数
）
で
あ
る
。hap

は
、
派
生
語
のhappen

やhappening

は
よ
く
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見
る
が
、
名
詞
と
し
て
は
古
語
の
よ
う
だ
。
ま
た
、
英
語
でhazard

を
実
際

に
「
偶
然
」
の
意
味
で
使
っ
て
い
る
事
例
は
、
こ
れ
も
あ
ま
り
見
か
け
な
い
。

hazard
は
、
語
源
を
ア
ラ
ビ
ア
語
の
「
サ
イ
コ
ロ
」
に
発
す
る
よ
う
だ
が
、
今

日
、
英
語
で
は
主
に
「
さ
し
せ
ま
っ
た
危
険
性
」
を
意
味
し
、
形
容
詞
のhaz-

ardous

は
「
や
ば
い
」
と
い
っ
た
感
じ
だ
し
、
動
詞
と
し
て
は
「
あ
え
て
危
険

を
お
か
し
て
〜
す
る
」
の
意
味
で
あ
る
。incident

は
「
付
随
的
」
で
あ
り
「
偶

発
事
故
」
の
意
味
で
使
わ
れ
る
の
が
主
で
あ
ろ
う
。

フ
ラ
ン
ス
語
の
場
合
もaccident, chance, coincidence, contingence, 

fortuit, hasard

等
、
ほ
と
ん
ど
英
語
と
同
じ
だ
が
、「
偶
然
性
」
一
般
を
言
う

場
合
に
、
英
語
で
はchance

が
使
わ
れ
る
の
に
対
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
は

hasard

を
使
う
よ
う
だ
。chance

は
フ
ラ
ン
ス
語
で
は
主
に
「
幸
運
」
や
「
可

能
性
」
の
意
味
で
あ
る
。
ま
た
フ
ラ
ン
ス
語
で
は
、hasard
を
「
危
険
性
」
の

意
味
で
使
う
の
は
古
い
用
法
、
な
い
し
文
語
に
限
ら
れ
る
よ
う
だ
。hasard

の

形
容
詞
形
と
し
て
はfortuit

を
あ
て
る
よ
う
だ
。

ド
イ
ツ
語
で
は
、A

kzidenz, K
ontingenz, K

oinzidenz

も
使
わ
れ
る
が
、

ゲ
ル
マ
ン
語
起
源
のZufall, Zuf älligkeit

が
あ
る
。
ラ
テ
ン
語
で
はaccidens, 

casus, coincidens, contingens, fors, fortuitus, fortuna

で
あ
ろ
う
か
。
ギ

リ
シ
ア
語
で
は
、autom

aton

（
自
生
、
自
発
）、tychē

（
遇
運
）、sym

bebēkos

（
付

帯
性
）、sym

ptōm
a

（
暗
合
）
あ
た
り
で
あ
ろ
う
。endechom

enon

も
、
か

つ
て
は
偶
然
（contingent

）
の
意
味
で
こ
こ
に
含
め
ら
れ
て
い
た
が
、
最
近

は
も
っ
ぱ
ら
「
可
能
性
」
の
意
味
に
限
ら
れ
る
よ
う
だ
）
1
（

。

「
偶
然
に
」
と
か
「
た
ま
た
ま
」
に
相
当
す
る
副
詞
的
表
現
は
、
英
語
で
は

by accident

あ
る
い
はaccidentally, by hazard, by chance, by fortuity

。
フ

ラ
ン
ス
語
で
はpar hasard, par accident, fortuitem

net, 

ド
イ
ツ
語
で
は

zuf ällig, durch Zufall, 

ラ
テ
ン
語
で
はper accidens, forte, 

ギ
リ
シ
ア
語
で

はapo tou autom
atou, apo tychēs, dia tychēn, kata sym

bebēkos

で
あ
ろ

う
。日

本
語
の
「
偶
然
」
は
、
少
な
く
と
も
日
常
的
な
用
法
で
見
る
限
り
、「
思

い
が
け
な
く
〜
す
る
」
と
か
「
た
ま
た
ま
〜
す
る
」
が
本
義
で
あ
ろ
う
。
こ
の

点
で
は
、tychē

の
語
源
で
あ
る
ギ
リ
シ
ア
語
の
動
詞tygchanein

に
近
い
。

日
本
語
の
「
偶
然
」
は
、
こ
こ
か
ら
、「
暗
合
」
と
か
「
遭
遇
」
の
意
味
を
派

生
的
に
持
つ
に
い
た
っ
て
い
る
。tychē

は
、
語
源
的
に
は
「
偶
然
」
と
近
い

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
む
し
ろ
「
運
」
の
意
味
を
派
生
さ
せ
て
い
る
。
日
本
語
の

「
偶
然
」
に
も
「
運
」
の
含
意
は
皆
無
で
は
な
い
。「
偶
然
」
に
皆
無
な
の
は
、「
見

込
み
」
と
か
「
チ
ャ
ン
ス
」
の
含
意
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
な
ら
ば
、「
偶
然
」
と
訳
さ
れ
る
こ
と
ば
に
つ
い
て
、

そ
の
意
味
の
分
布
を
、
最
近
の
認
知
言
語
学
の
手
法
を
真
似
て
、
プ
ロ
ト
タ
イ

プ
と
そ
こ
か
ら
様
々
な
方
向
へ
の
派
生
と
い
う
か
た
ち
で
ま
と
め
る
こ
と
が
で

き
よ
う
。
但
し
、
以
下
の
整
理
は
、
日
本
語
の
「
偶
然
」
が
も
つ
独
特
の
バ
イ

ア
ス
の
下
に
あ
る
こ
と
を
忘
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
偶
然
の
典
型
と

し
て
サ
イ
コ
ロ
の
出
目
を
例
に
、プ
ロ
ト
タ
イ
プ
と
派
生
系
と
を
見
て
お
こ
う
。

サ
イ
コ
ロ
の
出
目
に
つ
い
て
は
、
思
い
が
け
な
く
三
が
出
た
と
か
、
た
ま
た
ま
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五
が
出
た
と
い
う
。
こ
れ
が
「
偶
然
」
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
（
原
型
）
的
意
味
で

あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
そ
の
出
目
が
、「
思
い
が
け
な
い
暗
合
」
や
「
意
想
外
の

出
会
い
」
で
あ
る
こ
と
が
出
て
く
る
〔
暗
合
・
出
会
い
系
〕。
あ
る
い
は
、
突

然
襲
わ
れ
た
り
避
け
が
た
く
身
に
降
り
か
か
る
事
象
と
も
み
な
さ
れ
る〔
被
害
・

不
可
避
系
〕。
そ
れ
は
ま
た
見
方
を
変
え
れ
ば
、
出
る
こ
と
も
出
な
い
こ
と
も

あ
っ
て
、
は
っ
き
り
決
っ
て
い
な
い
こ
と
を
〔
不
定
系
〕、
あ
る
い
は
、
そ
の

出
目
に
根
拠
が
な
く
無
計
画
で
あ
る
こ
と
も
含
意
す
る
だ
ろ
う
〔
無
根
拠
系
〕。

そ
し
て
さ
ら
に
、
そ
の
出
目
は
意
想
外
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
を
運
と
し
て

受
け
取
る
こ
と
も
あ
る
〔
運
・
運
命
系
〕。
ま
た
、
勝
つ
見
込
み
や
勝
つ
チ
ャ

ン
ス
と
し
て
意
識
さ
れ
る
〔
見
込
み
・
チ
ャ
ン
ス
系
〕。
も
う
一
段
抽
象
化
す

れ
ば
可
能
性
の
意
味
に
も
な
る
だ
ろ
う
〔
可
能
性
系
〕。
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
、

そ
の
よ
う
な
チ
ャ
ン
ス
に
賭
け
る
側
面
も
み
の
が
せ
な
い
〔
賭
け
系
〕。
ま
た

出
目
は
一
種
の
自
発
性
を
含
意
す
る
だ
ろ
う〔
自
発
性
系
〕。
こ
の
よ
う
に
、「
偶

然
」
と
訳
さ
れ
る
こ
と
ば
た
ち
は
、
原
型
を
中
心
に
、
暗
合
、
被
害
、
不
定
、

無
根
拠
、
運
、
チ
ャ
ン
ス
、
可
能
性
、
賭
け
、
自
発
性
、
と
い
う
よ
う
な
一
連

の
派
生
的
意
味
を
持
つ
ひ
と
つ
の
星
座
を
形
成
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
整
理
す
る
な
ら
ば
、
日
本
語
の
「
偶
然
」
に
は
、
暗
合
や
運
の

含
意
は
あ
る
が
、
不
可
避
や
見
込
み
や
賭
け
や
自
発
性
の
含
意
は
ほ
と
ん
ど
な

い
。accidence

は
暗
合
系
や
不
可
避
系
で
あ
る
が
、
哲
学
で
は
も
っ
ぱ
ら
無

根
拠
系
と
し
て
使
わ
れ
る
。chance

は
ラ
テ
ン
語
のcadere

を
語
源
と
す
る

か
ら
、
も
と
も
と
は
暗
合
系
や
不
可
避
系
な
の
で
あ
ろ
う
が
、
英
語
で
は
も
っ

ぱ
ら
見
込
み
系
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
は
運
系
で
あ
る
。hazard

は
も
と
も

と
は
賭
け
系
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
英
語
で
は
被
害
系
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス

語
で
は
見
込
み
系
で
あ
る
。chance

に
もhazard

に
も
無
根
拠
の
含
意
は
な

い
し
暗
合
や
自
発
性
の
含
意
も
希
薄
だ
ろ
う
。tychē

は
運
の
含
意
を
強
く
持

つ
が
、autom

aton

は
自
発
性
、sym

bebēkos

は
暗
合
の
含
意
が
濃
厚
で
あ
る
。

sym
bebēkos

は
、
近
代
語
で
は
、accidence

と
訳
さ
れ
た
りcoincidence

と
訳
さ
れ
た
り
す
る
。
そ
こ
に
暗
合
の
含
意
を
見
た
い
人
はcoincidence

と

訳
し
、
無
根
拠
の
含
意
を
強
調
し
た
い
人
はaccidence

と
訳
す
の
だ
ろ
う
。

ま
た
、「
偶
然
」
と
訳
さ
れ
る
こ
と
ば
に
は
、
原
型
と
し
て
の
意
味
を
す
で

に
ほ
と
ん
ど
失
っ
て
し
ま
っ
て
い
て
、
も
っ
ぱ
ら
派
生
系
の
意
味
だ
け
で
使
わ

れ
る
も
の
も
あ
る
。
例
え
ばcoincidence

の
場
合
、
原
型
は
ほ
と
ん
ど
意
識

さ
れ
ず
、
も
っ
ぱ
ら
暗
合
系
と
し
て
つ
か
わ
れ
る
。incidence

は
、
暗
合
の

意
味
さ
え
も
失
い
も
っ
ぱ
ら
不
可
避
系
と
し
て
つ
か
わ
れ
る
。contingent

は
、

語
源
的
に
は
こ
れ
もcon

＋tangere

で
あ
っ
て
「
何
か
が
何
か
に
接
す
る
」

と
か
「
何
か
が
出
来
す
る
」
と
い
う
意
味
だ
か
ら
暗
合
の
含
意
は
あ
る
は
ず
だ

が
、
今
日
で
は
哲
学
的
ジ
ャ
ー
ゴ
ン
と
し
て
、
も
っ
ぱ
ら
不
定
系
で
あ
る
。「
偶

然
」
と
訳
さ
れ
る
こ
と
ば
に
は
希
少
性
を
含
意
す
る
も
の
が
あ
っ
て
も
よ
さ
そ

う
な
の
だ
が
、
ど
う
も
見
当
た
ら
な
い
。

九
鬼
周
造
は
『
偶
然
性
の
問
題
）
2
（

』
でautom

aton

とtychē

が
ど
の
よ
う
に

近
代
語
に
翻
訳
さ
れ
て
い
る
か
を
紹
介
し
て
い
る
（
一
一
一-

三
頁
）
が
、
そ

こ
で
面
白
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
語
を
近
代
語
に
訳
す
際
に
、
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ラ
テ
ン
語
訳
か
ら
重
訳
し
た
場
合
と
、
ギ
リ
シ
ア
語
か
ら
直
接
翻
訳
し
た
場
合

で
は
、
訳
語
が
逆
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ラ
テ
ン
訳
か
ら
の

重
訳
で
は
、autom

aton

の
訳
語
と
し
てhasard, Zufall, chance

等
が
あ
て

ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
の
に
対
し
て
、
ギ
リ
シ
ア
語
か
ら
直
接
翻
訳
し
た
場
合
に

は
、
そ
れ
ら
の
訳
語
はtychē

に
あ
て
ら
れ
る
と
。
こ
の
不
思
議
な
現
象
は
種

を
あ
か
せ
ば
簡
単
で
あ
っ
て
、
ラ
テ
ン
訳
で
はautom

aton

にcasus

が
あ
て

ら
れ
）
3
（

、tychē

にfortuna
が
あ
て
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
を
ラ
テ
ン
語
に
訳
し
た
訳
者
（
ア
プ
ロ
デ
ィ
シ
ア
ス
の
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ

ス
？
）
は
、tychē

が
も
つ
偶
運
の
側
面
が
出
る
よ
う
にfortuna

と
訳
し
た

わ
け
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
訳
語
を
比
較
し
て
九
鬼
は
、「
ギ
リ
シ
ア
語
か
ら
直

接
に
近
代
語
訳
を
し
た
場
合
の
方
が
大
体
に
於
い
て
優
れ
て
い
る
」（
一
一
二-

三
頁
）
と
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
）
4
（

。

こ
の
よ
う
に
様
々
な
こ
と
ば
が
「
偶
然
」
と
い
う
ひ
と
つ
の
日
本
語
に
訳
さ

れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
偶
然
性
が
は
た
し
て
単
一
の
概
念
な
の
か
疑
念
を
ひ
き

お
こ
す
。
そ
も
そ
も
、
そ
れ
は
ひ
と
つ
の
概
念
と
し
て
確
立
さ
れ
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
。
裏
を
返
せ
ば
、
偶
然
性
は
実
は
い
く
つ
か
の
根
本
的
に
こ
と
な
る
概

念
の
混
合
物
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。

単
一
の
概
念
で
は
な
い
と
し
た
ら
、
で
は
、
い
く
つ
に
類
別
す
べ
き
か
。
派

生
系
の
数
だ
け
あ
る
と
す
べ
き
だ
ろ
う
か
。こ
こ
で
は
四
類
型
説
を
採
り
た
い
。

こ
の
選
択
に
あ
た
っ
て
は
、
小
論
の
狙
い
と
日
本
語
の
「
偶
然
」
と
が
制
約
と

な
っ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

ひ
と
つ
は
（
Ⅰ
）
暗
合
や
遭
遇
の
過
程
を
典
型
と
す
る
偶
然
性
で
あ
っ
て
、

by accident, by chance, par accident, par hasard, fortuitem
ent, forte

の

よ
う
な
副
詞
的
表
現
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
る
。
小
論
で
は
偶
然
性
を
、
出
来
事

に
原
因
―
―
十
分
原
因
で
あ
る
よ
う
な
個
的
原
因
―
―
が
存
在
し
な
い
こ
と
と

し
て
定
義
す
る
が
、
こ
の
定
義
は
、
ま
さ
に
こ
の
副
詞
的
偶
然
性
が
も
つ
因
果

論
的
特
徴
を
規
定
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、こ
の
偶
然
性
を「
因

果
論
的
偶
然
性
（causalistic chance

（fortuity

））」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。

こ
こ
で
の
「
因
果
論
」
は
近
代
的
な
意
味
で
の
因
果
性
（causality, causa-

tion

）
で
あ
っ
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
原
因
論
の
意
味
で
は
な
い
。
そ
の

定
義
か
ら
は
、
因
果
論
的
偶
然
性
が
決
定
論
と
対
立
す
る
こ
と
が
明
瞭
に
看
て

と
れ
よ
う
。
わ
た
し
た
ち
が
普
段
の
生
活
で
偶
然
に
つ
い
て
語
る
と
き
に
は
、

も
っ
ぱ
ら
こ
の
偶
然
性
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
因
果
論
的
偶
然
性
は
日

常
的
（ordinary

）
偶
然
性
で
あ
る
。
小
論
が
一
貫
し
て
主
題
に
据
え
て
い
る

の
は
こ
の
偶
然
性
で
あ
る
。

二
つ
目
は
（
Ⅱ
）
出
来
事
の
原
因
で
は
な
く
出
来
事
そ
の
も
の
の
様
相
的
特

徴
と
し
て
の
偶
然
性
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
偶
然
性
は
、「
あ
る
こ
と
が
偶
然

で
あ
る
と
は
、
そ
う
で
あ
る
こ
と
も
そ
う
で
な
い
こ
と
も
可
能
で
あ
る
」
と
い

う
よ
う
に
定
義
さ
れ
る
。contingens

と
い
う
語
が
端
的
に
示
し
て
い
る
非
決

定
性
、
不
定
性
と
し
て
の
偶
然
性
で
あ
る
。contingens

は
、
哲
学
の
議
論
で

は
こ
の
偶
然
性
を
示
す
た
め
の
専
門
用
語
で
あ
る
。
こ
の
偶
然
性
は
、
必
然
性

と
の
対
立
関
係
の
下
で
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、「
様
相
論
的
偶
然
性
（m

odal-
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istic chance

（fortuity

））」
と
呼
ぼ
う
。

と
こ
ろ
で
、
そ
う
あ
る
こ
と
も
そ
う
で
な
い
こ
と
も
可
能
だ
と
は
、
そ
れ
が

本
質
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
大
工
の
棟
梁
が
色
白
で
あ
る
こ
と
も
色
白
で
な

い
こ
と
も
あ
り
う
る
の
は
、
色
白
で
あ
る
こ
と
は
大
工
の
棟
梁
に
と
っ
て
本
質

を
形
成
し
な
い
か
ら
だ
。
こ
の
場
合
、
色
白
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
で
存

在
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
あ
く
ま
で
だ
れ
か
の
肌
の
色
と
い
う
か
た
ち
で
、
実

体
で
あ
る
人
間
に
寄
生
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
か
ろ
う
じ
て
存
在
し
て
い
る
。
こ

の
、（
Ⅲ
）
そ
れ
自
体
で
は
存
立
で
き
ず
、
あ
る
実
体
に
寄
生
す
る
か
た
ち
で

し
か
存
在
で
き
な
い
こ
と
も
偶
然
と
み
な
さ
れ
る
。
こ
の
偶
然
性
は
属
性
が
持

つ
偶
然
性
で
あ
っ
て
、
哲
学
の
伝
統
で
は
「
偶
有
性
（accidens

）」
と
呼
ば

れ
る
。
こ
れ
を
「
本
体
論
的
偶
然
性
（ontologic chance

（fortuity

））」
と

名
付
け
る
こ
と
に
す
る
が
、
こ
れ
が
三
つ
目
の
類
型
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
様
相
論
的
偶
然
性
は
ま
た
本
体
論
的
偶
然
性
で
も
あ
る
。

contingent

で
あ
れ
ば
そ
れ
は
必
ずaccident

で
あ
り
、accident
な
も
の
は

必
ずcontintent

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
様
相
論
的
偶
然
性
と
本
体
論
的
偶

然
性
は
同
値
で
あ
る
。
因
果
論
的
偶
然
性
が
日
常
的
な
偶
然
性
で
あ
る
の
に
た

い
し
て
、
様
相
論
的
偶
然
性
と
本
体
論
的
偶
然
性
は
も
っ
ぱ
ら
哲
学
的
議
論
に

お
い
て
問
題
に
な
る
偶
然
性
で
あ
っ
て
、
日
常
生
活
で
語
ら
れ
る
こ
と
は
ほ
と

ん
ど
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
二
つ
の
偶
然
性
は
哲
学
的
（philosophic

）
偶

然
性
で
あ
る
。

九
鬼
が
紹
介
し
て
い
る
訳
語
の
事
情
か
ら
も
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、hazard

や

chance

はcasus

と
同
系
の
こ
と
ば
で
あ
っ
て
、
い
ず
れ
も
発
生
論
・
因
果
論

を
そ
の
エ
レ
メ
ン
ト
と
し
て
い
る
。
因
果
論
的
偶
然
性
は
、
発
生
過
程
・
生
成

過
程
が
も
つ
偶
然
性
で
あ
る
か
ら
、「
生
成
的
（generative

）
偶
然
性
」
と
か

「
動
態
的
（dynam

ic

）
偶
然
性
」
と
呼
ぶ
こ
と
も
で
き
よ
う
。
こ
れ
に
対
し
て

哲
学
的
偶
然
性
は
、「
構
造
的
（structural

）
偶
然
性
」
と
か
「
静
態
的
（static

）

偶
然
性
」
と
も
呼
ば
れ
よ
う
。
小
論
で
は
文
脈
次
第
で
、
因
果
論
的
偶
然
性
を

「
個
体
論
的
（individual

）
偶
然
性
」
と
か
「
実
質
的
（m

aterial

）
偶
然
性
」

と
呼
び
、
哲
学
的
偶
然
性
を
、「
全
体
論
的
（holistic

）
偶
然
性
」
と
か
「
形

式
的
（form

al

）
偶
然
性
」
と
呼
ぶ
場
合
も
あ
る
。

「
偶
然
性
」
と
「
偶
有
性
」
は
哲
学
の
議
論
に
於
い
て
も
そ
れ
ほ
ど
は
っ
き

り
区
別
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
小
論
に
お
い
て
「
偶
有
性
」
は
も
っ

ぱ
ら
本
体
論
的
偶
然
性
を
指
す
こ
と
ば
と
し
て
用
い
る
こ
と
に
す
る
。
様
相
論

的
偶
然
性
に
は「
不
定
性（indeterm

inacy

）」を
あ
て
る
こ
と
に
し
よ
う
。「
偶

有
性
」
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
場
合
に
は
「
付
帯
性
」
と
訳
さ
れ
る
こ
と
も
あ

る
。四

つ
目
、
す
な
わ
ち
最
後
の
類
型
は
、（
Ⅳ
）
運
―
―
よ
り
通
俗
的
な
言
い

方
で
は
好
運
な
い
し
不
運
―
―
で
あ
る
。
こ
の
タ
イ
プ
の
偶
然
性
は
「
宿
命
論

的
偶
然
性
（fatalistic chance

（fortuity

））」
と
で
も
呼
べ
ば
よ
い
だ
ろ
う
か
。

運
は
決
定
論
そ
の
も
の
だ
か
ら
、
こ
の
偶
然
性
は
因
果
論
的
偶
然
性
に
背
馳
す

る
。
こ
の
四
番
目
の
類
型
が
存
在
す
る
の
は
、
ギ
リ
シ
ア
語
で
「
偶
然
」
を
あ

ら
わ
すtychē
に
「
偶
然
」
と
「
運
」
の
二
つ
の
意
味
が
も
と
も
と
あ
っ
た
か
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ら
だ
。
お
そ
ら
く
古
い
時
代
に
は
ど
の
民
族
で
も
「
偶
然
」
と
「
運
」
と
は
は
っ

き
り
区
別
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ラ
テ
ン
語
のfortuna

は
ま
さ
に

そ
れ
に
ぴ
っ
た
り
の
こ
と
ば
で
あ
る
。
宿
命
論
的
偶
然
性
は
、
哲
学
の
文
脈
に

置
く
と
異
質
な
印
象
を
与
え
る
が
、
文
明
史
的
に
み
れ
ば
普
遍
的
な
現
象
で
あ

る
だ
ろ
う
。
哲
学
的
偶
然
性
が
も
っ
ぱ
ら
哲
学
的
議
論
に
登
場
す
る
の
と
好
対

照
で
あ
る
。
こ
の
点
を
か
ん
が
み
れ
ば
、
こ
の
宿
命
論
的
偶
然
性
は
民
俗
学
的

（folkloric

）
偶
然
性
で
あ
る
。

偶
然
の
出
来
事
に
は
不
定
性
や
偶
有
性
や
宿
命
性
が
つ
き
ま
と
う
か
ら
、
因

果
論
的
偶
然
性
を
問
題
に
す
る
時
に
は
、
様
相
論
的
偶
然
性
や
本
体
論
的
偶
然

性
や
宿
命
論
的
偶
然
性
も
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
不
定
性
や
偶
有

性
や
宿
命
性
を
持
つ
も
の
が
偶
然
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
か
ら
、
不
定
性
や
偶

有
性
か
ら
偶
然
性
を
考
え
る
と
、
因
果
論
的
偶
然
性
の
存
在
が
―
―
多
分
に
意

図
的
に
で
あ
ろ
う
が
―
―
忘
れ
ら
れ
が
ち
に
な
る
。
小
論
が
問
題
に
す
る
の
は

こ
の
点
で
あ
る
。

偶
然
性
に
四
つ
の
類
型
が
存
在
し
、様
相
論
的
偶
然
性
に
はcontingens
が
、

本
体
論
的
偶
然
性
に
はaccidens

が
、
宿
命
論
的
偶
然
性
に
はfortuna
が
、

そ
れ
ら
を
専
門
に
名
指
す
こ
と
ば
と
し
て
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
偶
然
性
の
中
核

で
あ
る
べ
き
因
果
論
的
偶
然
性
に
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
ば
が
な
い
。
本
来
で
あ

れ
ばtychē

が
そ
れ
に
充
て
ら
れ
る
べ
き
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
残
念
な
が

ら
そ
う
な
っ
て
は
い
な
い
）
5
（

。
ラ
テ
ン
語
のcasus

か
ら
作
ら
れ
たcasualism

と
い
う
こ
と
ば
が
あ
っ
て
、
エ
ピ
ク
ロ
ス
や
ル
ク
レ
テ
ィ
ウ
ス
の
立
場
を
指
す

よ
う
だ
）
6
（

か
ら
、
因
果
論
的
偶
然
性
を
表
わ
す
こ
と
ば
と
し
て
はcasus

が
最
適

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
しcasualism

が
実
際
に
使
わ
れ
て
い
る
の
を
寡
聞
に

し
て
知
ら
な
い
し
、
ま
た
、casus

を
因
果
論
的
偶
然
性
を
表
示
す
る
た
め
に

使
う
慣
行
も
な
い
よ
う
だ
。
こ
の
点
か
ら
も
因
果
論
的
偶
然
性
は
、
孤
児
同
然

に
そ
れ
を
呼
ぶ
名
も
な
い
ま
ま
打
ち
棄
て
ら
れ
て
き
た
わ
け
だ
。
小
論
で
は
、

遅
ま
き
で
は
あ
る
が
、
因
果
論
的
偶
然
性
を
示
す
こ
と
ば
と
し
て
、
こ
の

casus

を
充
て
よ
う
と
思
う
。

ま
た
日
本
語
と
ド
イ
ツ
語
以
外
で
は
、
と
は
言
え
、
英
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
、

ラ
テ
ン
語
、
ギ
リ
シ
ア
語
し
か
念
頭
に
な
い
の
だ
が
、
総
称
と
し
て
の
「
偶
然

（Zufall

）」
に
相
当
す
る
こ
と
ば
は
存
在
し
な
い
。
こ
こ
か
ら
い
く
つ
か
の
問

題
が
出
て
く
る
。（
Ⅰ
）
日
本
語
と
ド
イ
ツ
語
以
外
の
文
化
圏
で
、
は
た
し
て
、

こ
れ
ら
四
つ
を
統
合
し
た
「
偶
然
」
と
い
う
ひ
と
つ
の
概
念
が
存
在
す
る
の
か

ど
う
か
疑
問
で
あ
る
こ
と
。
そ
れ
ゆ
え
、
二
つ
目
は
（
Ⅱ
）contingens

や

accidens

に
つ
い
て
考
え
て
い
る
人
がcasus

（
因
果
論
的
偶
然
）やfortuna

（
宿

命
論
的
偶
然
）に
つ
い
て
考
え
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
こ
と
。
三
つ
目
は
、（
Ⅲ
）

先
ほ
ど
も
す
こ
し
触
れ
た
が
、
日
本
語
で
考
え
る
の
で
は
な
い
と
し
た
ら
、
は

た
し
て
こ
の
よ
う
な
四
類
型
を
当
然
の
こ
と
と
し
て
提
示
し
う
る
か
ど
う
か
こ

こ
ろ
も
と
な
い
。
四
つ
目
は
（
Ⅳ
）
因
果
論
的
偶
然
性
を
専
門
に
名
指
す
こ
と

ば
が
な
か
っ
た
た
め
に
、
す
く
な
く
と
も
哲
学
的
議
論
で
は
因
果
論
的
偶
然
性

は
無
視
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
こ
と
。
さ
ら
に
（
Ⅴ
）
小
論
で
は
、
偶
然
性
を
統

括
す
る
こ
と
ば
と
し
て
、
英
語
に
はchance

が
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
語
に
は
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hasard

が
あ
る
と
い
う
立
場
を
採
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
二
つ
の
こ
と
ば
は
、

今
日
で
は
見
込
み
・
チ
ャ
ン
ス
系
で
あ
っ
て
、
確
率
論
に
お
け
る
偶
然
性
を
指

し
示
す
に
は
ぴ
っ
た
り
だ
が
、
小
論
が
主
題
と
す
る
よ
う
な
因
果
論
的
偶
然
性

を
表
わ
す
に
は
―
―
特
にchance

は
―
―
い
さ
さ
か
力
量
不
足
の
感
が
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
れ
は
小
論
に
言
え
る
こ
と
で
あ
っ
て
（
Ⅵ
）
何
の
規
定
も
伴
わ
ず

「
偶
然
」
な
い
し
「
偶
然
性
」
と
言
っ
て
い
る
時
に
は
、
本
来
で
あ
れ
ば
因
果

論
的
偶
然
性
を
指
し
て
い
る
は
ず
な
の
だ
が
、
実
際
に
は
総
称
と
し
て
使
わ
れ

て
い
る
場
合
が
少
な
く
な
い
こ
と
。
そ
し
て
最
後
に
、
自
戒
を
込
め
て
言
う
の

で
あ
る
が
（
Ⅶ
）
多
く
の
こ
と
ば
を
同
じ
「
偶
然
」
と
訳
す
に
は
慎
重
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
）
7
（

。

2　

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
偶
然
性
論

　
　

―
―
偶
然
性
は
飼
い
殺
さ
れ
る
―
―

最
初
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
偶
然
に
つ
い
て
の
考
え
を
見
て
お
こ
う
）
8
（

。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
『
自
然
学
』
Ｂ（
Ⅱ
）巻
の
四-

六
章
で
偶
然
に
つ
い
て

論
じ
て
い
る
が
、
そ
の
最
後
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

「
し
か
し
ア
ウ
ト
マ
ト
ン
や
テ
ュ
ケ
ー
は
、
ヌ
ー
ス
ま
た
は
ピ
ュ
シ
ス
が
そ

れ
の
〔
自
体
的
な
〕
原
因
た
り
う
る
よ
う
な
結
果
を
、
実
際
に
は
何
か
が
付
帯

的
な
原
因
と
な
っ
て
生
じ
さ
せ
る
原
因
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
お
よ
そ
付

帯
的
な
も
の
は
、
な
に
も
の
も
、
自
体
的
な
も
の
よ
り
よ
り
先
で
は
な
い
か
ら

し
て
、
付
帯
的
な
原
因
が
自
体
的
な
原
因
よ
り
も
よ
り
先
で
な
い
こ
と
は
、
明

ら
か
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
ア
ウ
ト
マ
ト
ン
や
テ
ュ
ケ
ー
は
ヌ
ー
ス
や
ピ
ュ
シ
ス

よ
り
も
よ
り
後
の
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
最
も
本
当
に
こ
の
ア

ウ
ト
マ
ト
ン
が
天
界
の
原
因
だ
と
し
て
も
、
し
か
も
、
そ
れ
よ
り
も
ヌ
ー
ス
や

ピ
ュ
シ
ス
の
方
が
、
そ
の
他
の
多
く
の
物
事
の
、
こ
と
に
こ
の
全
宇
宙
の
、
よ

り
先
の
原
因
で
あ
る
こ
と
は
必
然
で
あ
る
。」（198 a 5

-9

）

こ
こ
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
彼
の
偶
然
性
論
の
要
点
と
彼
の
偶
然
性
論
が
め

ざ
し
て
い
る
も
の
と
を
簡
潔
に
要
約
し
て
い
る
。

最
初
の
部
分
を
繰
り
返
せ
ば
、ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
こ
う
言
っ
て
い
る
。「
ア

ウ
ト
マ
ト
ン
（
自
己
偶
発
）
や
テ
ュ
ケ
ー
（
偶
運
）
は
、
ヌ
ー
ス
（
理
性
）
ま

た
は
ピ
ュ
シ
ス
（
自
然
）
が
そ
れ
の
〔
自
体
的
な
〕
原
因
た
り
う
る
よ
う
な
結

果
を
、
実
際
に
は
何
か
が
付
帯
的
な
原
因
と
な
っ
て
生
じ
さ
せ
る
原
因
な
の
で

あ
る
」（198 a 5

-7

）。

要
点
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。（
Ｉ
）
偶
然
性
は
ア
ウ
ト
マ
ト
ン

（autom
aton

:

自
己
偶
発
、
自
発
性
）
と
テ
ュ
ケ
ー
（tychē

: 

偶
運
）
と
い

う
二
つ
の
概
念
に
よ
っ
て
考
察
さ
れ
る
こ
と
。（
Ⅱ
）
偶
然
と
い
う
の
は
、
生

じ
た
結
果
だ
け
を
み
れ
ば
、
理
性
や
自
然
が
自
体
的
な
（kath ’ hauto

）
原
因

と
な
っ
て
生
じ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。（
Ⅲ
）
偶
然
と
は
、
何
か
（ti

）
が
付

帯
的
な
（kata sym

bebēkos

）
原
因
と
な
っ
て
生
じ
る
こ
と
。
そ
し
て
、（
Ⅳ
）

ア
ウ
ト
マ
ト
ン
や
テ
ュ
ケ
ー
は
、
偶
然
に
生
じ
た
こ
と
ど
も
の
原
因
で
あ
る
こ

と
。
こ
こ
で
、
ア
ウ
ト
マ
ト
ン
や
テ
ュ
ケ
ー
は
偶
然
の
別
名
な
の
か
そ
れ
と
も
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偶
然
の
原
因
な
の
か
判
然
と
し
な
い
。
こ
れ
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
偶
然
性
論

の
わ
か
り
に
く
さ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
偶
然
性
を
考
え
る
時
に
彼
の
念
頭
に
あ
る
の
が
因
果
論

的
偶
然
性
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
っ
て
、
彼
の
偶
然
性
論
は
、
ま
ず
な
に
よ

り
も
日
常
的
偶
然
性
に
つ
い
て
の
考
察
な
の
で
あ
る
。
上
の
説
明
で
鍵
と
な
る

の
は
「
付
帯
的
に
原
因
と
な
る
」
と
い
う
文
言
の
意
味
で
あ
る
。
こ
の
点
を
み

る
ま
え
に
、
偶
然
性
と
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
ど
う
い
う
現
象
を
念
頭
に
お

い
て
い
る
か
、
ア
ウ
ト
マ
ト
ン
と
テ
ュ
ケ
ー
に
つ
い
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
説

明
を
み
て
お
こ
う
。

偶
然
性
は
ア
ウ
ト
マ
ト
ン
と
テ
ュ
ケ
ー
と
い
う
ふ
た
つ
の
概
念
の
も
と
に
考

え
ら
れ
て
い
る
が
、
ア
ウ
ト
マ
ト
ン
の
方
が
広
い
概
念
で
あ
っ
て
、「
テ
ュ
ケ
ー

に
よ
る
物
事
は
す
べ
て
ア
ウ
ト
マ
ト
ン
に
よ
る
物
事
で
あ
る
が
、
後
者
の
す
べ

て
は
必
ず
し
も
テ
ュ
ケ
ー
に
よ
る
物
事
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
」（197a 36

-

197 b 1

）。
ア
ウ
ト
マ
ト
ン
の
具
体
例
と
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
あ
げ
て
い

る
の
は
次
の
よ
う
な
事
象
で
あ
る
。
馬
が
騎
手
を
振
り
落
と
し
て
ひ
と
り
で
に

駆
け
戻
っ
て
き
た
お
か
げ
で
そ
の
馬
は
危
機
を
免
れ
た
と
か
、
三
脚
台
が
ひ
と

り
で
に
落
ち
て
き
て
人
が
座
れ
た
と
い
う
場
合
、
こ
れ
ら
に
お
け
る
「
ひ
と
り

で
に
」
が
ア
ウ
ト
マ
ト
ン
で
あ
る
（197 b 15

-17

）。
ア
ウ
ト
マ
ト
ン
は
、
こ

の
よ
う
に
、
動
物
（
馬
）
や
こ
こ
ろ
を
も
た
な
い
も
の
（
三
脚
台
）
に
生
じ
る

偶
然
性
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。「
だ

が
、
ア
ウ
ト
マ
ト
ン
は
、
自
然
に
よ
っ
て
生
成
す
る
物
事
に
つ
い
て
の
場
合
に
、

最
も
明
確
に
、
さ
き
の
テ
ュ
ケ
ー
に
よ
っ
て
の
と
区
別
さ
れ
る
。
け
だ
し
、
或

る
物
事
が
自
然
に
反
し
て
生
成
す
る
と
き
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
を
テ
ュ

ケ
ー
に
よ
っ
て
生
成
す
る
と
は
言
わ
ず
、
か
え
っ
て
む
し
ろ
ア
ウ
ト
マ
ト
ン
に

よ
っ
て
生
成
す
る
と
言
う
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
反
自
然
的
な
ア
ウ
ト

マ
ト
ン
も
ま
た
本
来
の
ア
ウ
ト
マ
ト
ン
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
本

来
の
場
合
に
は
そ
の
原
因
は
外
部
に
あ
る
が
、
こ
の
反
自
然
的
の
場
合
に
は
、

そ
の
原
因
は
内
部
に
あ
る
」（197 b 32

-37

）。
こ
の
最
後
の
部
分
で
言
わ
れ
て

い
る
反
自
然
的
な
生
成
と
は
、
ひ
と
つ
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
後
に
パ
ス
ツ
ー
ル

に
よ
っ
て
終
止
符
が
打
た
れ
る
こ
と
に
な
る
自
然
発
生
説
が
主
張
す
る
よ
う
な

自
然
発
生
（spontaneous generation

）
の
こ
と
で
あ
り
、
別
の
解
釈
に
よ
れ

ば
、
エ
ン
ペ
ド
ク
レ
ス
を
批
判
し
な
が
ら
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
『
自
然
学
』
Ｂ

（
Ⅱ
）
巻
第
八
章
（198 b 31

-32

）
で
言
及
し
て
い
る
奇
形
の
生
成
の
こ
と
で

あ
る
）
9
（

。
ア
ウ
ト
マ
ト
ン
の
う
ち
で
、
人
間
の
選
択
意
志
（proairesis

: 

意
図
）

に
関
わ
る
よ
う
な
事
象
が
テ
ュ
ケ
ー
で
あ
る
（197a 5

-8

）。
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
が
考
え
る
テ
ュ
ケ
ー
の
事
象
と
は
、
例
え
ば
、
市い
ち

場ば

に
出
か
け
た
ら
債
務
者

に
出
会
い
貸
し
た
金
を
返
し
て
も
ら
う
（196 b 33

-36

）
と
か
、
樹
を
植
え
よ

う
と
穴
を
掘
っ
た
ら
誰
か
が
埋
め
た
宝
物
を
掘
り
当
て
る
（『
形
而
上
学
』Δ

（
Ⅴ
）
巻
第
三
十
章1025 a 16

）
と
か
、
ま
た
、
暴
風
に
よ
っ
て
あ
る
い
は
海

賊
に
拉
致
さ
れ
て
ア
イ
ギ
ナ
に
た
ど
り
つ
く
（『
形
而
上
学
』
同1025 a 25

-

27

）
と
い
っ
た
事
例
で
あ
る
。

債
務
者
に
会
っ
て
貸
し
た
金
を
返
し
て
も
ら
う
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
本
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来
で
あ
れ
ば
、
意
図
的
・
意
識
的
に
な
さ
れ
る
か
ら
、
そ
の
と
き
は
理
性
が
自

体
的
な
原
因
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
そ
れ
が
思
い
が
け
な

い
偶
然
で
あ
れ
ば
、
何
か
が
付
帯
的
な
原
因
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
だ
と
い

う
の
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
考
え
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
テ
ュ
ケ
ー
な
の
だ

と
。ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
偶
然
性
論
は
、
ア
ウ
ト
マ
ト
ン
や
テ
ュ
ケ
ー
を
彼
の
四

原
因
説
の
な
か
に
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
―
―
「
こ
の
テ
ュ
ケ
ー
や
ア
ウ

ト
マ
ト
ン
が
さ
き
に
述
べ
た
諸
原
因
の
う
ち
の
い
ず
れ
の
様
式
に
は
ま
る
も
の

か
」（195 b 33

-34

）
―
―
に
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
）
10
（

。
こ
れ
は
次
の
よ
う
な
こ

と
で
あ
る
。

動
物
の
行
動
を
含
ん
だ
自
然
現
象
や
人
間
の
意
識
的
行
為
の
全
般
に
わ
た
っ

て
、
そ
こ
で
の
運
動
や
変
化
の
原
因
を
考
え
て
み
る
と
、
自
然
現
象
の
原
因
は

〈
ピ
ュ
シ
ス
（physis

:

自
然
）〉
に
あ
り
、
人
間
の
行
動
の
原
因
は
〈
ヌ
ー
ス

（nous
:

こ
こ
ろ
、
知
性
）〉
に
あ
る
。
そ
し
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
彼
が

考
え
る
四
原
因
の
根
本
を
目
的
因
に
見
る
か
ら
、
自
然
現
象
の
運
動
・
変
化
の

究
極
的
な
根
拠
（
ア
ル
ケ
ー
）
は
〈
ピ
ュ
シ
ス
〉
が
も
つ
目
的
性
に
あ
り
、
人

間
の
場
合
に
は
〈
ヌ
ー
ス
〉
の
目
的
意
識
に
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
自
然
現
象
に

も
、
ま
た
人
間
の
行
動
に
も
、
結
果
が
原
因
（
目
的
因
）
と
合
致
し
な
い
も
の

が
あ
る
。
馬
が
戻
っ
て
き
た
の
は
助
か
ら
ん
が
た
め
に
で
は
な
い
し
、
三
脚
台

が
落
ち
て
き
て
う
ま
い
具
合
に
人
が
座
れ
る
と
い
う
の
は
、〈
ピ
ュ
シ
ス
〉
が

も
つ
本
来
の
目
的
性
に
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
樹
を
植
え
よ
う
と
穴
を

掘
っ
て
い
た
ら
誰
か
が
埋
め
て
隠
し
た
宝
物
を
掘
り
当
て
る
の
も
、
穴
を
掘
る

人
間
が
当
初
持
っ
て
い
た
考
え
や
目
的
意
識
に
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
原
因

（
目
的
因
）
と
結
果
と
が
不
調
和
を
き
た
す
場
合
に
、
原
因
を
ど
の
よ
う
に
位

置
づ
け
る
か
、そ
れ
が
『
自
然
学
』
Ｂ（
Ⅱ
）巻
第
四-

六
章
で
展
開
さ
れ
る
「
偶

然
性
論
」
の
テ
ー
マ
で
あ
る
。

テ
ュ
ケ
ー
に
つ
い
て
は
、
そ
の
原
因
（aition

）
は
不
定
（aorist

）
11
（on

）
だ
と

い
う
見
解
や
、テ
ュ
ケ
ー
は
人
間
に
と
っ
て
不
可
解（adelōs

）だ
と
い
う
見
解
、

そ
し
て
、
テ
ュ
ケ
ー
は
な
に
も
生
じ
さ
せ
な
い
と
い
う
見
解
の
正
当
性
を
そ
れ

な
り
に
認
め
た
う
え
で
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
論
じ
る
。「
と

い
う
の
は
、
な
る
ほ
ど
或
る
意
味
で
は
テ
ュ
ケ
ー
に
よ
っ
て
な
に
か
が
生
じ
る

こ
と
は
あ
る
。
と
い
う
の
は
、付
帯
的
に
生
じ
る
の
で
あ
り
、そ
し
て
テ
ュ
ケ
ー

は
付
帯
的
な
意
味
で
は
そ
れ
ら
の
原
因
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
端
的

（haplōs

）
に
は
テ
ュ
ケ
ー
は
な
に
も
の
の
原
因
で
も
な
い
」（197a12

-14

）。

そ
し
て
、
な
に
か
が
付
帯
的
に
生
じ
る
時
、
そ
の
「
原
因
は
無
限
に
多
く
あ
る
」

（197a16
-17

）
か
ら
、「
テ
ュ
ケ
ー
の
原
因
は
不
定
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
テ
ュ

ケ
ー
も
ま
た
不
定
な
の
だ
」（197 a 20

-21

）。
ま
た
、「
テ
ュ
ケ
ー
は
ま
れ
に

生
じ
る
事
物
に
属
し
て
い
る
か
ら
、
理
屈
（logos

）
の
及
ば
な
い
不
可
解

（para logon

）
な
も
の
と
み
な
さ
れ
る
の
だ
」（197a18

-20

）
と
）
12
（

。

ア
リ
ス
ト
レ
ス
の
テ
ュ
ケ
ー
論
は
、
そ
れ
ゆ
え
、（
Ⅰ
）
テ
ュ
ケ
ー
に
原
因

は
存
在
す
る
か
と
訊
ね
て
、
自
体
的
に
は
存
在
し
な
い
が
、
付
帯
的
に
は
存
在

す
る
と
答
え
る
こ
と
に
な
る
。
あ
る
い
は
、（
Ⅱ
）
テ
ュ
ケ
ー
は
原
因
な
の
か
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と
訊
ね
て
、
自
体
的
に
は
原
因
で
は
な
い
が
付
帯
的
に
は
原
因
で
あ
る
と
答
え

る
こ
と
に
な
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
偶
然
性
論
が
、
こ
の
よ
う
に
Ⅰ
と
Ⅱ
の

二
面
を
も
つ
の
は
、
テ
ュ
ケ
ー
が
偶
然
と
運
の
二
つ
の
意
味
を
も
つ
特
殊
性
に

よ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
は
以
下
で
主
題
的
に
論
じ
る
こ
と
に
な
る
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
偶
然
性
論
は
自
体
的
原
因
の
存
在
を
否
定
し
て
付
帯
的

原
因
の
存
在
を
肯
定
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の

偶
然
性
論
の
要
諦
で
あ
る
。
し
か
し
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
偶
然
性
に
は
原
因

は
存
在
し
な
い
と
言
い
た
い
の
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
存
在
す
る
と
言
い
た
い

の
だ
ろ
う
か
。
前
者
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
小
論
に
お
け
る
偶
然
性
の
定
義
と
一

致
す
る
。
し
か
し
後
者
で
あ
れ
ば
一
致
し
な
い
。
そ
れ
と
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

は
、
本
来
の
意
味
で
は
存
在
し
な
い
が
付
帯
的
な
意
味
で
な
ら
ば
存
在
す
る
と

言
い
た
い
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
、
付
帯
的
に
な
ら
ば
原
因
が
存

在
す
る
と
は
ど
う
い
う
意
味
か
。

付
帯
的
（kata sym

bebēkos

）
と
は
「
た
ま
た
ま
い
っ
し
ょ
に
な
っ
て
」

と
い
う
意
味
だ
ろ
う
か
ら
、「
付
帯
的
」
と
は
、
直
截
に
言
え
ば
「
偶
然
」
と

い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
原
因
が
付
帯
的
な
意
味
で
存
在
す
る
と

は
、
原
因
が
偶
然
存
在
す
る
と
い
う
意
味
だ
ろ
う
。
し
か
し
、「
偶
然
に
は
原

因
が
偶
然
存
在
す
る
」と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
何
も
説
明
し
た
こ
と
に
な
ら
な
い
。

そ
も
そ
も
、
付
帯
的
な
原
因
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。「
付
帯
的
に
な
ら
ば

存
在
す
る
」
と
は
ど
う
い
う
原
因
か
。
そ
し
て
、
そ
の
原
因
が
不
定
で
あ
る
と

は
ど
う
い
う
事
態
か
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
説
明
を
適
宜
補
い
な
が
ら
述
べ
れ

ば
次
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
市
場
に
出
か
け
た
ら
偶
然
債
務
者
に
出
会
う
と

い
う
場
合
、
市
場
に
出
か
け
る
理
由
、
す
な
わ
ち
目
的
は
、
様
々
あ
り
う
る
。

た
と
え
ば
、
誰
か
を
追
っ
て
、
あ
る
い
は
誰
か
か
ら
逃
れ
て
、
あ
る
い
は
誰
か

に
会
う
た
め
に
、
あ
る
い
は
見
物
の
た
め
に
。
こ
れ
ら
の
原
因
は
市
場
に
行
く

こ
と
の
、
本
来
の
原
因
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
に
言
え
ば
、
端
的
な
原
因
、
自

体
的
原
因
、
あ
る
い
は
、
第
一
の
原
因
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
原
因
が
な
け
れ
ば
、

そ
も
そ
も
市
場
に
行
く
こ
と
も
な
い
わ
け
だ
か
ら
債
務
者
に
出
会
う
こ
と
も
な

か
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
原
因
は
い
ず
れ
も
、
債
務
者
に
出
会
う

こ
と
に
と
っ
て
は
、
端
的
な
原
因
で
も
な
け
れ
ば
自
体
的
な
原
因
で
も
な
い
。

こ
の
意
味
で
、
偶
然
の
で
き
ご
と
に
は
端
的
な
原
因
や
自
体
的
な
原
因
は
存
在

し
な
い
の
だ
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
あ
く
ま
で
付
帯
的
な
原
因
に
す
ぎ
な
い
。「
付

帯
的
」と
呼
ぶ
の
は
、そ
れ
が「
常
に
で
も
な
く
多
く
の
場
合
に
で
も
な
い
」（『
形

而
上
学
』Ｅ（
Ⅵ
）巻
第
二
章1027 a 11

）
か
ら
で
あ
る
。
必
然
的
で
は
な
い
か

ら
で
あ
っ
て
、
そ
の
も
の
に
と
っ
て
本
質
的
で
は
な
い
か
ら
だ
。「
あ
き
ら
か

に
テ
ュ
ケ
ー
と
か
ア
ウ
ト
マ
ト
ン
に
よ
っ
て
と
か
い
う
の
は
、
…
…
常
に
必
然

的
に
生
成
す
る
物
事
の
原
因
で
あ
る
と
も
、
多
く
の
場
合
に
生
成
す
る
物
事
の

原
因
で
あ
る
と
も
言
わ
れ
な
い
」（196 b 11

-13

）。
そ
れ
ら
は
ど
の
原
因
で
も

よ
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
以
外
に
も
付
帯
的
な
原

因
は
い
く
ら
も
あ
り
う
る
、
数
限
り
な
く
あ
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。
た
と
え
ば
、

何
か
を
買
う
た
め
に
と
か
何
か
を
売
る
た
め
に
と
か
。
こ
の
点
か
ら
、
付
帯
的

な
原
因
は
確
定
し
て
お
ら
ず
不
定
だ
と
言
わ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
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こ
こ
ま
で
の
説
明
は
、
そ
れ
な
り
に
納
得
の
い
く
も
の
で
あ
る
。
市
場
で
債

務
者
に
出
会
う
の
が
偶
然
な
の
は
、
そ
こ
に
は
自
体
的
な
原
因
は
存
在
し
な
い

が
付
帯
的
な
原
因
は
存
在
す
る
か
ら
だ
と
。
小
論
の
概
念
と
重
ね
合
わ
せ
て
、

自
体
的
な
原
因
と
は
十
分
原
因
で
あ
る
よ
う
な
個
的
原
因
の
こ
と
で
あ
り
、
付

帯
的
な
原
因
と
は
必
要
条
件
、す
な
わ
ち
必
要
原
因
の
こ
と
だ
と
理
解
す
れ
ば
、

こ
れ
は
、
小
論
が
主
張
す
る
偶
然
の
定
義
そ
の
も
の
で
あ
る
。
で
は
、
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
の
偶
然
性
論
は
今
日
的
に
み
て
十
分
に
納
得
で
き
る
か
と
い
う
と
、

ど
う
も
そ
う
で
は
な
い
よ
う
だ
。
問
題
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
考
え
る
付
帯
性

に
あ
る
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
付
帯
性
に
つ
い
て
、
大
工
の
親
方
が
色
白
（
白
人
？
）

で
あ
る
と
か
、
教
養
が
あ
る
と
か
、
病
気
を
治
す
と
い
う
よ
う
な
事
例
を
あ
げ

て
い
る
。
大
工
の
親
方
が
大
工
の
親
方
で
あ
る
の
は
、
彼
が
も
っ
て
い
る
建
築

術
の
故
に
で
あ
っ
て
、
色
白
だ
と
か
、
教
養
が
あ
る
と
か
、
医
術
の
心
得
が
あ

る
と
か
は
、
あ
く
ま
で
付
帯
的
な
も
の
（
偶
有
性
）
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
、

大
工
の
親
方
に
と
っ
て
、
大
工
の
親
方
で
あ
る
根
拠
は
、
た
だ
ひ
と
つ
、
建
築

術
を
身
に
つ
け
て
い
る
こ
と
に
し
か
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
付
帯
的
な
こ
と
は

い
く
ら
も
あ
り
う
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
さ
ら
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
意
味
の
こ

と
を
い
っ
て
い
る
。
家
が
建
つ
こ
と
に
と
っ
て
、
建
築
術
は
端
的
な
そ
れ
自
体

に
お
け
る
原
因
で
あ
る
の
に
た
い
し
て
、
色
白
や
教
養
あ
る
こ
と
は
付
帯
的
な

原
因
な
の
だ
と
）
13
（

。

し
か
し
、
家
が
建
つ
こ
と
に
と
っ
て
、
大
工
の
親
方
が
色
白
で
あ
る
か
教
養

が
あ
る
か
は
ま
っ
た
く
無
関
係
だ
ろ
う
）
14
（

。
こ
の
よ
う
に
付
帯
性
は
論
理
的
可
能

性
を
示
し
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
因
果
的
可
能
性
を
示
し
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
今
日
的
な
目
で
見
て
付
帯
的
原
因
と
い
う
概
念
が
奇
妙
に
映
る
の
は
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
原
因
概
念
が
、
今
日
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
よ
り
広
い
か

ら
だ
。

「
家
が
建
つ
原
因
は
大
工
の
親
方
で
あ
る
」
と
言
っ
た
時
に
、
大
工
の
親
方

は
始
動
因
（
運
動
因
）
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
色
白
で
あ
る
と
か
、
教
養
が
あ
る

と
い
う
の
は
、
大
工
の
親
方
が
持
っ
て
い
る
偶
有
性
だ
か
ら
、
そ
れ
ら
は
家
が

建
つ
原
因
が
も
つ
偶
有
性
、
す
な
わ
ち
、
家
が
建
つ
こ
と
の
付
帯
的
原
因
な
の

だ
、
と
い
う
理
屈
で
あ
ろ
う
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
考
え
る
始
動
因
は
、
ヌ
ー

ス
だ
の
ピ
ュ
シ
ス
だ
の
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
か
カ
リ
ア
ス
と
か
、
大
工
の
親
方
だ

の
と
い
う
よ
う
な
個
別
的
な
実
体
、
要
す
る
に
主
体
と
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
も
の
が
遂
行
す
る
個
々
の
決
断
や
意
図
を
、
あ
る
い
は
属
性
を
、
そ
の
主

体
か
ら
独
立
に
始
動
因
と
し
て
特
定
す
る
こ
と
は
な
い
。
つ
ま
り
始
動
因
が
個

的
原
因
と
し
て
特
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
そ
も
そ
も
個
的

原
因
と
い
う
概
念
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
原
因
論
に
は
存
在
し
な
い
だ
ろ
う
。

だ
か
ら
、
主
体
が
遂
行
す
る
個
々
の
判
断
や
決
断
は
、
主
体
が
も
つ
属
性
の
ひ

と
つ
と
み
な
す
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
。
あ
る
種
の
属
性
は
そ
の
主
体
に
と
っ
て

本
質
的
属
性
で
あ
る
し
、
あ
る
種
の
属
性
は
偶
有
的
属
性
で
あ
る
。
そ
の
結
果

と
し
て
、「
色
白
が
家
を
建
て
た
」
と
か
「
色
白
は
家
が
建
つ
付
帯
的
な
原
因

で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
な
、
今
日
の
目
に
は
奇
妙
に
映
る
主
張
が
ま
か
り
通
る
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こ
と
に
な
る
。
要
す
る
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
始
動
因
と
い
う
概
念
は
、
偶

然
性
を
扱
う
に
は
緩
す
ぎ
る
の
だ
。
ア
ウ
ト
マ
ト
ン
や
テ
ュ
ケ
ー
に
つ
い
て
、

自
体
的
で
あ
れ
付
帯
的
で
あ
れ
、
そ
の
原
因
を
問
題
に
し
て
い
る
と
き
、
問
題

に
な
っ
て
い
る
の
は
始
動
因
な
の
だ
）
15
（

か
ら
、
そ
れ
が
緩
い
と
な
る
と
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
の
偶
然
性
論
に
不
都
合
が
生
じ
る
の
は
避
け
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。

付
帯
性
に
つ
い
て
主
題
的
に
論
じ
て
い
る
『
形
而
上
学
』
Ｅ（
Ⅵ
）巻
第
二
章

で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
付
帯
性
は
、
も
の
に
そ
な
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、

そ
れ
を
名
指
す
名
前
に
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
プ
ラ
ト

ン
の
ソ
フ
ィ
ス
ト
批
判
を
援
用
し
な
が
ら
「
付
帯
的
な
物
事
は
言
わ
ば
た
だ
名

前
と
し
て
存
在
す
る
だ
け
だ
」（1026 b 13

-14
）
と
か
「
こ
う
し
た
付
帯
的
な

意
味
で
の
存
在
は
非
存
在
に
き
わ
め
て
近
い
も
の
で
あ
る
」（1026 b 21

）
と

ま
で
言
っ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
付
帯
的
な
存
在
と
は
思
い
つ
く
限
り
な

ん
で
も
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

で
は
、
テ
ュ
ケ
ー
の
原
因
が
付
帯
的
で
あ
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
市
場

に
出
か
け
た
ら
偶
然
債
務
者
に
出
会
っ
て
貸
し
た
金
が
返
っ
て
く
る
と
い
う
よ

う
な
場
合
に
、市
場
に
出
か
け
る
理
由
は
様
々
あ
り
う
る
。
人
に
会
う
た
め
に
、

人
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
、
等
々
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
理
由
が
な
け
れ
ば
市
場
に

出
か
け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
し
、
債
務
者
に
会
っ
て
貸
し
た
金
が
返
っ
て
く
る

こ
と
も
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
、
こ
れ
ら
の
様
々
な
理
由
は
、
貸
し
た
金
が
返
っ

て
く
る
と
い
う
偶
然
が
生
じ
る
た
め
の
付
帯
的
な
原
因
と
み
な
す
こ
と
が
で
き

る
。
そ
し
て
付
帯
的
な
原
因
は
こ
れ
以
外
に
も
い
く
ら
も
あ
り
う
る
。
市
場
に

出
か
け
さ
え
す
れ
ば
よ
い
の
だ
か
ら
、
そ
の
理
由
は
な
ん
で
あ
っ
て
も
か
わ
な

い
。
物
を
買
う
た
め
に
と
か
、
見
物
の
た
め
に
と
か
、
そ
れ
こ
そ
思
い
つ
く
限

り
な
ん
で
あ
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
）
16
（

。
こ
の
不
確
定
性
が
付
帯
性
の
ひ
と
つ
の
特

徴
で
あ
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
重
要
な
の
は
、
人
に
会
う
た
め
に
、
あ
る
い
は
物
を
買
う
た
め
に
市

場
に
で
か
け
る
こ
と
は
い
く
ら
も
あ
る
が
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
そ
の
つ
ど
債

務
者
に
出
会
う
わ
け
で
は
な
い
し
、
ま
し
て
や
貸
し
た
金
が
返
っ
て
く
る
わ
け

で
も
な
い
。
で
は
な
ぜ
、
そ
の
時
、
人
に
会
お
う
と
市
場
に
出
か
け
た
ら
金
が

返
っ
て
来
た
の
か
。
こ
の
問
い
に
対
し
て
、人
に
会
お
う
と
し
た
か
ら
だ
と
か
、

物
を
買
お
う
と
し
た
か
ら
だ
と
答
え
て
も
答
え
に
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
市
場

に
出
か
け
た
理
由
で
し
か
な
い
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
次
の
よ
う
に
答
え
る
の

だ
と
考
え
る
人
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
人
に
会
お
う
と
し
た
こ
と
は
、
な
る

ほ
ど
金
が
返
っ
た
理
由
で
は
な
い
が
、
原
因
で
は
あ
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
人

に
会
お
う
と
思
わ
な
か
っ
た
ら
金
が
返
っ
て
く
る
こ
と
も
な
か
っ
た
の
だ
か

ら
。
だ
か
ら
、
人
に
会
お
う
と
し
た
こ
と
は
、
金
が
返
る
必
要
条
件
の
ひ
と
つ

で
は
あ
っ
た
の
だ
と
。
こ
れ
は
小
論
が
と
っ
て
い
る
立
場
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ

そ
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
そ
の
原
因
を
「
付
帯
的
原
因
」
と
呼
ぶ
の
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
の
考
え
に
は
注
意
が
必
要
だ
。

人
に
会
お
う
と
思
っ
て
市
場
に
出
か
け
た
と
こ
ろ
債
務
者
に
出
会
い
貸
し
た

金
を
返
し
て
も
ら
っ
た
と
す
る
。
こ
の
と
き
、
人
に
会
お
う
と
思
っ
て
市
場
に

出
か
け
た
こ
と
は
、
貸
し
た
金
が
返
っ
て
来
た
原
因
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
何
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の
法
則
性
も
介
在
し
て
い
な
い
。
そ
こ
に
は
原
因
と
結
果
を
つ
な
ぐ
規
則
的
な

因
果
関
係
は
存
在
し
な
い
の
だ
。そ
れ
は
た
ま
た
ま
そ
う
な
っ
た
の
で
あ
っ
て
、

市
場
に
出
か
け
た
こ
と
と
金
が
返
っ
て
き
た
こ
と
と
の
間
に
介
在
し
て
い
る
の

は
偶
然
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
市
場
に
出
か
け
た
こ
と
は
本
来
の
原
因
で
は
な
く

た
ま
た
ま
の
原
因
―
―
す
な
わ
ち
付
帯
的
原
因
―
―
と
呼
ぶ
の
だ
と
反
論
さ
れ

る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
た
ま
た
ま
の
原
因
は
、
そ
も
そ
も
原
因
で

は
な
い
。
市
場
に
出
か
け
た
こ
と
が
金
が
返
っ
て
く
る
原
因
で
あ
る
よ
う
に
見

え
る
の
は
、
偶
然
そ
こ
で
債
務
者
に
出
会
っ
て
金
が
返
っ
て
き
た
か
ら
で
あ
っ

て
、
そ
れ
自
体
で
は
金
が
返
っ
て
く
る
こ
と
の
原
因
と
し
て
は
機
能
し
な
い
。

そ
れ
は
偶
然
を
惹
き
起
こ
す
原
因
で
は
な
い
の
だ
。
も
し
も
原
因
で
あ
る
と
す

れ
ば
市
場
に
出
か
け
る
た
び
に
偶
然
が
生
じ
る
は
ず
だ
ろ
う
。
偶
然
に
は
そ
も

そ
も
原
因
な
ど
存
在
し
な
い
。市
場
に
出
か
け
た
こ
と
は
、せ
い
ぜ
い
金
が
返
っ

て
く
る
こ
と
の
必
要
条
件
で
し
か
な
い
。
し
か
し
こ
れ
も
、
偶
然
金
が
返
っ
て

き
た
か
ら
必
要
条
件
と
な
っ
た
の
だ
。
結
局
、
た
ま
た
ま
の
原
因
が
存
在
す
る

と
は
、
原
因
が
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
た
ま
た
ま
の
原
因
（
付

帯
的
原
因
）」
と
い
う
表
現
に
ま
ど
わ
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。「
偶
然
的
出
来
事

に
は
付
帯
的
原
因
が
存
在
す
る
」
と
い
う
言
い
方
は
ミ
ス
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
な
の

だ
。
偶
然
の
出
来
事
に
原
因
は
存
在
し
な
い
。
こ
れ
以
上
原
因
に
つ
い
て
語
る

べ
き
で
は
な
い
の
だ
。

で
は
な
ぜ
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
付
帯
的
な
原
因
が
存
在
す
る
な
ど
と
誤
解

を
招
く
よ
う
な
言
い
方
を
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
テ
ュ
ケ
ー
の
運
と
し
て

の
側
面
ゆ
え
で
あ
ろ
う
。

運
は
原
因
の
存
在
を
―
―
し
か
も
神
秘
的
な
原
因
の
存
在
を
―
―
認
め
る
よ

う
わ
た
し
た
ち
に
強
く
迫
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
言
っ
て
い
る
。「
或
る
人
々

は
つ
ぎ
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
、
す
な
わ
ち
、
テ
ュ
ケ
ー
は
原
因
で
は
あ
る
、

だ
が
、
一
種
の
神
的
な
も
の
（theion

）
で
あ
り
、
き
わ
め
て
心
霊
的
な
も
の

（daim
oniōteron

）
で
あ
る
が
た
め
に
、
人
間
の
知
能
に
は
不
明
不
可
解
な
の

だ
、
と
」（196 b 5

-7

）。
こ
の
よ
う
な
見
解
が
い
ま
だ
大
手
を
振
っ
て
通
用
し

て
い
た
時
代
に
「
テ
ュ
ケ
ー
に
は
自
体
的
原
因
は
存
在
し
な
い
」
と
主
張
す
る

こ
と
は
、
一
種
の
脱-

神
話
化
の
試
み
で
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ

う
。ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
れ
ば
、
テ
ュ
ケ
ー
（
偶
然
）
に
は
本
来
的
な
原
因
は

存
在
し
な
い
が
付
帯
的
な
原
因
は
存
在
す
る
。
こ
れ
は
（
Ⅰ
）
目
的
因
は
存
在

し
な
い
が
始
動
因
（
運
動
因
）
は
存
在
す
る
と
い
う
意
味
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と

も
（
Ⅱ
）
目
的
因
が
存
在
し
な
い
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
存
在
す
る
は
ず

の
始
動
因
も
付
帯
的
に
し
か
存
在
し
な
い
と
い
う
意
味
な
の
か
。
あ
る
い
は

（
Ⅲ
）
目
的
因
、
始
動
因
の
い
ず
れ
も
が
付
帯
的
に
の
み
存
在
す
る
と
い
う
意

味
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
準
じ
て
あ
え
て
小
論
の
立
場
を
述
べ
れ
ば
、
偶
然

に
は
（
Ⅳ
）
始
動
因
は
存
在
し
な
い
が
、
目
的
因
は
、
も
し
も
存
在
す
る
と
す

れ
ば
付
帯
的
に
存
在
す
る
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し

て
も
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
主
張
が
、
こ
れ
ら
の
ど
れ
に
相
当
す
る
の
か
、
彼

が
残
し
た
文
言
だ
け
か
ら
判
断
す
る
の
は
む
ず
か
し
か
ろ
う
。
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し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
な
ぜ
「
テ
ュ
ケ
ー
に
は
原
因

な
ど
存
在
し
な
い
」
と
断
言
し
な
い
の
か
。
な
ぜ
彼
は
、「
付
帯
的
な
意
味
で

な
ら
ば
原
因
が
存
在
す
る
」
と
、思
わ
せ
ぶ
り
な
言
い
方
を
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
、「
あ
ら
ゆ
る
存
在
に
は
原
因
が
あ
る
」
と
か
「
原
因
な
し
に
は
な

に
も
の
も
生
じ
な
い
」
と
い
う
原
則
―
―
悉
皆
原
因
説
―
―
の
妥
当
性
を
そ
れ

な
り
に
信
じ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、「
原
因
は
当

然
存
在
す
る
」
と
言
え
ば
よ
い
の
だ
。
な
ぜ
「
付
帯
的
な
意
味
で
な
ら
ば
」
な

ど
と
限
定
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
ひ
と
つ
に
は
、
ア
ウ
ト
マ
ト
ン
や
テ
ュ
ケ
ー
の

存
在
を
否
定
す
る
風
潮
と
並
ん
で
、
そ
れ
ら
に
原
因
が
あ
る
こ
と
を
―
―
あ
る

い
は
そ
れ
ら
が
原
因
で
あ
る
こ
と
を
―
―
当
然
と
み
な
す
風
潮
が
一
般
に
あ
っ

た
か
ら
だ
ろ
う
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
は
決
定
論
を
は
っ
き
り
否
定
し
て
い
る

発
言
も
あ
る
）
17
（

か
ら
、彼
と
し
て
は
む
し
ろ
「
偶
然
に
は
原
因
な
ど
存
在
し
な
い
」

と
宣
言
し
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
そ
れ
な
ら
、な
ぜ「
テ
ュ

ケ
ー
に
原
因
は
な
い
」
と
断
定
す
る
こ
と
で
や
め
ず
に
、「
付
帯
的
な
意
味
で

な
ら
ば
原
因
た
り
う
る
」
と
言
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
先
に
も
ち
ょ
っ
と

触
れ
た
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
、
テ
ュ
ケ
ー
の
運
と
し
て
の
側
面
を
―
―
よ
り

妥
当
な
言
い
方
を
す
れ
ば
運
と
し
て
の
テ
ュ
ケ
ー
を
―
―
そ
れ
な
り
に
認
め
て

い
た
か
ら
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。

樹
を
植
え
よ
う
と
穴
を
掘
っ
て
い
た
ら
だ
れ
か
が
埋
め
た
宝
物
を
掘
り
当
て

た
と
し
よ
う
。
こ
の
と
き
、
穴
を
掘
っ
て
い
た
人
間
は
樹
を
植
え
る
意
図
で
穴

を
掘
っ
た
わ
け
だ
。
そ
の
よ
う
な
意
向
を
も
つ
こ
と
は
穴
掘
り
人
に
と
っ
て
本

来
の
意
向
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
の
と
き
、
穴
掘
り
人
は
始
動
因
で
あ
っ
て
、
し

か
も
自
体
的
原
因
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
運
良
く
宝
物
を
掘

り
当
て
た
と
き
に
は
、
樹
を
植
え
る
た
め
に
穴
を
掘
ろ
う
と
い
う
意
図
と
宝
物

の
発
見
と
の
間
に
必
然
性
は
な
い
が
、
し
か
し
そ
の
両
者
は
運
命
の
赤
い
糸
に

よ
っ
て
結
ば
れ
て
い
た
の
だ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。そ
れ
ゆ
え
、

穴
を
掘
ろ
う
と
い
う
意
図
は
、
当
人
に
は
気
づ
か
れ
な
い
に
し
て
も
、
宝
物
を
掘

り
当
て
る
原
因
と
し
て
機
能
し
て
い
た
の
だ
と
。
彼
に
は
ダ
イ
モ
ー
ン
が
つ
い
て

い
て
当
人
は
気
づ
い
て
い
な
い
に
し
て
も
宝
物
を
掘
り
当
て
よ
う
と
の
意
図
が

―
―
付
帯
的
原
因
と
し
て
―
―
働
い
て
い
た
の
だ
と
。 出
来
事
を
好
運
と
み
な
す

人
は
、 そ
こ
に
例
外
な
く
守
護
神
の
ご
加
護
を
見
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。 こ
れ

が
運
と
い
う
も
の
の
成
立
要
件
で
あ
ろ
う
。 だ
か
ら
、 出
来
事
を
運
と
し
て
み
て

い
る
時
、
人
は
そ
こ
に
付
帯
的
な
原
因
の
存
在
を
認
め
て
い
る
の
だ
。
―
―

理
屈
の
上
で
こ
の
よ
う
な
芸
当
が
可
能
な
の
は
、
始
動
因
と
い
う
概
念
が
、

出
来
事
の
原
因
を
特
定
す
る
に
は
大
ざ
っ
ぱ
す
ぎ
る
か
ら
だ
。
そ
れ
ゆ
え
、
近

代
以
降
の
因
果
論
の
枠
組
み
で
は
そ
の
よ
う
な
ア
ク
ロ
バ
テ
ィ
ッ
ク
な
発
想
は

不
可
能
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
始
動
因
と
付
帯
性
と
の
コ
ン
ビ
ネ
ー

シ
ョ
ン
は
そ
の
よ
う
な
曲
芸
ま
が
い
の
ロ
ジ
ッ
ク
を
可
能
に
す
る
の
だ
。

『
自
然
学
』Ｂ（
Ⅱ
）巻
に
お
け
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
偶
然
性
論
が
今
日
的
な

目
で
見
て
不
十
分
に
終
わ
っ
た
理
由
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
問
題
関
心
が
、

テ
ュ
ケ
ー
は
原
因
た
り
う
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
て
、
そ
も
そ
も
テ
ュ

ケ
ー
は
存
在
す
る
の
か
と
い
う
問
題
意
識
が
希
薄
だ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
と
思
わ
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れ
る
。
テ
ュ
ケ
ー
は
存
在
す
る
か
と
問
え
ば
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
も
ち
ろ

ん
存
在
す
る
と
答
え
た
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
建
築
現
場
を
通
り
か
か
っ
た

ら
、
屋
根
職
人
が
間
違
っ
て
お
と
し
た
瓦
に
あ
た
る
と
か
、
市
場
に
出
か
け
た

ら
債
務
者
に
出
会
う
と
い
う
の
は
テ
ュ
ケ
ー
（
偶
然
の
で
き
ご
と
）
で
あ
っ
て
、

こ
れ
ら
は
日
常
茶
飯
に
生
じ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
で
も
、
い
く
ら
も
あ

り
う
る
こ
と
だ
か
ら
だ
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
決
定
論
を
認
め
て
い
な
い
が
、

そ
れ
で
も
彼
は
、
お
そ
ら
く
、
ゆ
る
や
か
な
形
で
は
運
命
論
者
で
あ
っ
た
だ
ろ

う
。
落
ち
て
き
た
瓦
に
あ
た
っ
て
死
ぬ
の
も
、
穴
を
掘
っ
て
い
た
ら
誰
か
が
埋

め
た
宝
を
掘
り
当
て
る
の
も
、
必
然
的
な
逃
が
れ
が
た
い
宿
命
と
ま
で
は
言
わ

な
い
に
し
て
も
、
そ
こ
に
は
運
命
的
な
も
の
が
あ
る
こ
と
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

は
是
認
し
た
で
あ
ろ
う
。
ま
さ
に
テ
ュ
ケ
ー
（
偶
運
）
と
し
て
受
け
と
め
る
程

度
に
は
運
命
の
存
在
を
認
め
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
）
18
（

。
そ
こ
に
は
付
帯
的
に
で

は
あ
る
に
し
て
も
原
因
が
働
い
て
い
る
の
だ
と
。
す
な
わ
ち
、守
護
霊（
ダ
イ
ー

モ
ン
）
の
ご
加
護
だ
と
、
あ
る
い
は
気
ま
ぐ
れ
な
神
々
の
ち
ょ
っ
と
し
た
悪い
た

戯ず
ら

だ
と
。
そ
れ
ゆ
え
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
問
う
べ
き
問
題
は
、「
な
ぜ
そ
の

よ
う
な
こ
と
が
生
じ
た
の
か
」
で
は
な
く
、「
テ
ュ
ケ
ー
は
い
っ
た
い
原
因
た

り
う
る
の
か
」、
こ
れ
で
し
か
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

で
は
、
小
論
の
枠
組
み
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
偶
然
性
論
を
み
れ
ば
ど
の
よ

う
に
見
え
て
く
る
か
。

冒
頭
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
偶
然
の
出
来
事
と
は
、

本
来
な
ら
ば
ヌ
ー
ス
や
ピ
ュ
シ
ス
が
原
因
と
な
っ
て
生
じ
る
よ
う
な
出
来
事
な

の
だ
と
言
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
サ
イ
コ
ロ
の
出
目
に
と
っ
て
本
来
の
在
り
方

と
は
何
な
の
か
。
ピ
ュ
シ
ス
が
原
因
と
な
っ
て
生
じ
る
は
ず
の
結
果
と
は
、
サ

イ
コ
ロ
で
言
え
ば
、
ど
の
よ
う
な
出
目
の
こ
と
な
の
か
。
こ
の
よ
う
に
見
て
い

く
と
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
偶
然
性
論
は
、
パ
チ
ン
コ
屋
で
の
遭
遇
に
は
何
と

か
あ
て
は
ま
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
サ
イ
コ
ロ
の
出
目
に
は
全
く
あ
て
は
ま
ら

な
い
。
サ
イ
コ
ロ
に
お
い
て
、そ
れ
を
投
げ
る
こ
と
は
出
目
の
原
因
で
は
な
い
。

サ
イ
コ
ロ
が
あ
る
目
を
出
し
て
停
止
す
る
と
き
、
そ
の
投
擲
は
原
因
と
し
て
の

身
分
を
阻
却
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
偶
然
性
の
本
質
は
原
因
―
―
厳
密
に
言

え
ば
、
十
分
原
因
で
あ
る
よ
う
な
個
的
原
因
―
―
が
存
在
し
な
い
と
こ
ろ
に
あ

る
の
で
あ
っ
て
、
付
帯
的
原
因
が
存
在
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
付

帯
的
原
因
が
な
け
れ
ば
偶
然
は
生
じ
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
だ
。
サ
イ

コ
ロ
が
三
の
目
を
出
し
た
こ
と
に
原
因
は
存
在
し
な
い
。
付
帯
的
原
因
さ
え
も

存
在
し
な
い
。
そ
れ
と
も
サ
イ
コ
ロ
を
振
る
ヤ
ク
ザ
者
の
妄
念
の
数
だ
け
付
帯

的
原
因
は
存
在
す
る
と
で
も
言
う
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
点
で
運
と
偶
然
（
因
果
論
的
偶
然
）
と
は
根
本
的
に
異
な
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
付
帯
的
な
原
因
に
よ
っ
て
生
じ
る
も
の
を
「
付
帯
的
」
と
呼
び
「
本
質
を

持
た
な
い
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
、
偶
然
を
「
付
帯
的
」
と
呼
び
「
本
質
を
持
た
な

い
」
と
呼
ぶ
の
は
不
当
だ
ろ
う
。
た
し
か
に
、
運
に
も
偶
然
に
も
自
体
的
原
因

は
存
在
し
な
い
。
そ
の
限
り
で
偶
然
を
運
と
お
な
じ
よ
う
に
「
付
帯
的
」
と
呼

び
「
本
質
を
持
た
な
い
」
と
呼
ぶ
の
で
あ
れ
ば
、
わ
か
ら
な
い
で
は
な
い
し
、

ま
た
偶
然
に
と
っ
て
不
当
な
わ
け
で
も
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
こ
で
の
「
付
帯
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的
」
や
「
本
質
を
持
た
な
い
」
は
、「
自
体
的
な
原
因
は
存
在
し
な
い
」
の
同

義
語
に
す
ぎ
な
い
か
ら
だ
。
し
か
し
、運
は
付
帯
的
な
原
因
を
も
つ
が
ゆ
え
に
、

運
を
「
付
帯
的
」
と
呼
び
「
本
質
を
持
た
な
い
」
と
呼
ぶ
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の

と
き
に
は
、
偶
然
を
「
付
帯
的
」
と
呼
び
「
本
質
を
持
た
な
い
」
と
呼
ぶ
の
は

不
当
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
場
合
に
は
「
付
帯
的
」
や
「
本
質
を
持
た
な

い
」
は
「
付
帯
的
原
因
を
持
つ
」
の
意
味
な
の
だ
か
ら
。
そ
し
て
偶
然
を
そ
の

よ
う
に
み
る
こ
と
は
不
当
な
の
だ
か
ら
。

し
か
し
、
最
初
か
ら
「
偶
然
」
と
「
運
」
と
が
同
義
語
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら

は
ど
の
場
合
に
も
自
由
に
言
い
換
え
ら
れ
る
と
言
う
の
で
あ
れ
ば
、
以
上
の
議

論
は
無
効
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
う
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
一
般
に
「
運
」
と
「
偶

然
」
と
は
同
義
語
で
は
な
い
。
運
は
決
定
論
を
認
め
る
が
、
偶
然
は
決
定
論
を

認
め
な
い
。
こ
の
根
本
的
な
相
違
が
存
在
す
る
以
上
、
運
と
偶
然
と
を
截
然
と

区
別
す
る
の
は
当
然
だ
ろ
う
。
運
と
偶
然
と
は
こ
の
点
で
真ま

逆
ぎ
ゃ
く
な
の
だ
。
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
偶
然
性
論
が
運
と
偶
然
と
の
二
重
性
を
も
っ
た
テ
ュ
ケ
ー
論

で
あ
っ
た
こ
と
の
問
題
性
が
こ
こ
に
至
っ
て
明
白
と
な
る
。　

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
偶
然
性
論
に
お
い
て
偶
然
は
そ
の
原
因
性
が
付
帯
的
な

も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
こ
の
考
え
に
つ
い
て
、

小
論
の
立
場
か
ら
、も
う
ひ
と
つ
気
に
な
る
の
は
次
の
点
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

地
震
は
大
地
の
本
質
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
地
震
は
大
地
に

と
っ
て
付
帯
的
（
偶
有
的
）
な
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
あ
る
地
域
が
地
震
に

襲
わ
れ
る
の
は
偶
然
で
あ
る
。
ま
た
、
デ
ン
グ
熱
に
か
か
る
こ
と
も
、
人
間
の

本
質
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
あ
る
人
間
が
デ
ン
グ
熱
を
発
症

す
る
の
も
偶
然
の
出
来
事
で
あ
る
。
一
方
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
地
震
や
デ

ン
グ
熱
が
、
そ
れ
自
体
と
し
て
本
質
を
持
つ
こ
と
を
、
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ら
が

実
体
で
あ
る
こ
と
を
、
認
め
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
れ
ら
に
自
体
的
原
因
が
存

在
す
る
こ
と
を
否
定
し
な
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
プ
レ
ー
ト
境
界
付
近
の
歪
み

が
解
放
さ
れ
て
地
震
が
発
生
す
る
こ
と
や
、
あ
る
種
の
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
た

蚊
に
刺
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
デ
ン
グ
熱
が
発
症
す
る
こ
と
は
、
付
帯
的
に
で

は
な
く
、
そ
れ
自
体
に
即
し
て
生
じ
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
あ
る
地

方
を
地
震
が
襲
っ
た
り
、
あ
る
人
が
デ
ン
グ
熱
を
発
症
す
る
の
は
、
付
帯
的
な

の
か
、
そ
れ
と
も
自
体
的
な
の
か
。
お
そ
ら
く
、
あ
る
面
か
ら
み
れ
ば
偶
然
で

あ
り
、
あ
る
面
か
ら
見
れ
ば
偶
然
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
結

局
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
に
言
え
ば
、
あ
る
事
象
を
偶
然
と
み
な
す
時
に
は
、

そ
の
事
象
を
付
帯
的
な
も
の
―
―
す
な
わ
ち
本
質
に
は
な
い
も
の
―
―
と
見
て

い
る
の
で
あ
る
。ト
ン
ビ
が
タ
カ
を
生
ん
だ
り
、ウ
リ
の
つ
る
に
ナ
ス
ビ
が
な
っ

た
り
、
花
よ
り
先
に
実
が
な
る
よ
う
な
事
態
で
あ
る
。
ト
ン
ビ
が
ト
ン
ビ
を
生

み
、
ウ
リ
の
つ
る
に
ウ
リ
が
な
り
、
花
の
あ
と
に
実
が
な
る
の
は
決
し
て
偶
然

で
は
な
い
。
偶
然
性
を
あ
く
ま
で
付
帯
性
（
偶
有
性
）
で
考
え
る
な
ら
ば
、
結

局
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
偶
然
と
は
本

質
も
実
体
も
な
い
こ
と
、
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
偶
然
は

結
局
、
奇
跡
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
奇
跡
と
ま
で
は
言
わ
な
い
に
し
て
も
奇
形

の
よ
う
な
例
外
的
な
事
象
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
）
19
（

。
し
か
し
、
個
体
に
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着
目
す
る
な
ら
ば
、
ト
ン
ビ
が
ト
ン
ビ
を
生
む
こ
と
も
、
ウ
リ
の
つ
る
に
ウ
リ

が
な
る
こ
と
も
、
花
よ
り
後
に
実
が
な
る
こ
と
も
、
十
分
に
偶
然
た
り
う
る
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
で
は
、
付
帯
的
な
も
の
は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
存
在
し
な

い
。
そ
れ
は
「
或
る
他
の
類
の
存
在
〔
自
体
的
意
味
で
の
存
在
〕
と
の
関
連
に

お
い
て
の
み
存
在
す
る
も
の
で
、
そ
れ
以
外
に
〔
客
観
的
に
〕
存
在
す
る
い
か

な
る
実
在
を
指
示
す
る
も
の
で
も
な
い
」（『
形
而
上
学
』Ｅ（
Ⅵ
）巻
第
四
章

1028 a 1
-2

）
と
さ
れ
て
い
る
。
付
帯
性
は
寄
生
し
て
し
か
存
在
し
え
ず
、
影

の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
。
で
あ
れ
ば
付
帯
的
原
因
な
ど
と
い
う
も
の
は
存
在
す

る
は
ず
が
な
い
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
議
論
が
小
論
に
と
っ
て
納
得
し
か
ね
る

の
は
、付
帯
的
原
因
な
る
も
の
の
存
在
を
主
張
す
る
点
に
お
い
て
な
の
で
あ
る
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
議
論
は
、〈
付
帯
的
な
原
因
〉
を
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

原
因
か
ら
付
帯
性
（
偶
有
性
）
へ
と
力
点
が
移
動
す
る
。
付
帯
性
は
不
定
性

（contingens

）
や
偶
有
性
（accidens

）
で
あ
る
か
ら
、
偶
然
性
に
つ
い
て
の

議
論
は
、
因
果
論
的
土
俵
か
ら
、
本
体
論
的
偶
然
性
や
様
相
論
的
偶
然
性
の
土

俵
に
移
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
考
え
る
偶
然
性
は
も
は
や
日
常
的
偶
然
性
で

は
な
く
哲
学
的
偶
然
性
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
だ
）
20
（

。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
因
果
論
的
偶
然
性
の
問
題
を
見
逃
し
た
と
は
思
え
な

い
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
は
、
端
的
に
は
原
因
は
存
在
し
な
い
と
言
っ
て
い
る
の
だ

か
ら
。
そ
の
問
題
を
、
持
て
余
し
た
と
は
言
わ
な
い
に
し
て
も
、
し
か
し
十
分

に
論
じ
尽
く
し
た
と
も
思
え
な
い
。偶
運
論
と
し
て
は
十
分
に
論
じ
ら
れ
た
が
、

偶
然
論
と
し
て
み
る
と
中
途
半
端
に
終
わ
っ
た
感
が
あ
る
。
テ
ュ
ケ
ー
が
偶
然

と
運
と
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
で
あ
る
こ
と
が
そ
の
原
因
の
一
半
で
あ
る
。「
テ
ュ

ケ
ー
に
は
原
因
な
ど
存
在
し
な
い
」
と
断
言
せ
ず
に
、
そ
の
原
因
の
在
り
方
を

付
帯
性
と
し
て
位
置
づ
け
た
究
極
の
理
由
は
、
テ
ュ
ケ
ー
の
テ
ュ
ケ
ー
た
る
と

こ
ろ
―
―
す
な
わ
ち
偶
運
と
し
て
の
側
面
―
―
に
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
偶

然
性
論
と
し
て
中
途
に
終
わ
っ
た
原
因
の
残
る
一
半
は
、
個
的
原
因
を
取
り
込

め
な
い
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
原
因
論
に
あ
る
だ
ろ
う
。

最
初
に
も
引
用
し
た
が
、ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
彼
の
テ
ュ
ケ
ー
論
の
最
後
で
、

〈
付
帯
的
〉
が
〈
そ
れ
自
体
〉
に
先
行
す
る
こ
と
は
な
い
と
言
っ
て
い
た
。
ア

ウ
ト
マ
ト
ン
や
テ
ュ
ケ
ー
に
対
し
て
は
〈
ピ
ュ
シ
ス
〉
や
〈
ヌ
ー
ス
〉
が
先
行

す
る
の
だ
と
（198 a 7

-9

）。
ア
ウ
ト
マ
ト
ン
も
テ
ュ
ケ
ー
も
、〈
ピ
ュ
シ
ス
〉

や
〈
ヌ
ー
ス
〉
が
そ
れ
自
体
に
お
い
て
目
的
論
的
に
生
み
だ
す
以
上
の
こ
と
は

何
も
生
み
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
。
ア
ウ
ト
マ
ト
ン
や
テ
ュ
ケ
ー
は
、
そ
れ

自
体
と
し
て
は
存
在
せ
ず
付
帯
的
な
も
の
と
し
て
し
か
存
在
し
な
い
と
い
う
こ

と
だ
。
か
く
し
て
、
因
果
論
的
偶
然
性
は
付
帯
性
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
飼
い
殺

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

3　

ヘ
ー
ゲ
ル
の
偶
然
性
論

　
　

―
―
偶
然
性
は
竃
か
ま
ど
に
く
べ
ら
れ
る
―
―

「
偶
然
に
は
自
体
的
原
因
は
存
在
し
な
い
、
原
因
は
た
だ
付
帯
的
な
意
味
で

存
在
す
る
」
と
い
う
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
考
え
を
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
近
代
に
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復
活
さ
せ
て
、
偶
然
性
の
客
観
的
存
在
を
認
め
た
事
例
が
あ
る
。
そ
れ
が
ヘ
ー

ゲ
ル
で
あ
る
。
近
代
の
決
定
論
的
な
風
潮
の
下
で
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
や
ス
ピ
ノ
ザ

の
よ
う
に
無
知
説
を
と
っ
て
、
偶
然
性
の
客
観
的
存
在
を
否
定
す
る
の
が
常
道

で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
比
べ
る
と
ヘ
ー
ゲ
ル
の
態
度
は
、
か
な
り
異
質
だ
と
言
え

る
。
彼
は
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。

「
学
問
の
課
題
、
も
っ
と
限
定
し
て
、
哲
学
の
課
題
が
、
偶
然
と
見
え
る
も

の
の
背
景
に
隠
れ
た
必
然
性
を
認
識
す
る
こ
と
に
あ
る
、
と
い
う
の
は
ま
っ
た

く
正
し
い
が
、
と
は
い
え
、
そ
れ
は
、
偶
然
性
が
も
っ
ぱ
ら
わ
た
し
た
ち
の
主

観
的
観
念
に
属
す
る
も
の
で
、
真
理
に
到
達
す
る
に
は
徹
底
し
て
排
除
す
べ
き

だ
、
と
い
う
意
味
に
解
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
）
21
（

。」

決
定
論
の
権
化
の
よ
う
な
ヘ
ー
ゲ
ル
が
偶
然
性
の
存
在
を
認
め
て
お
り
、
さ

ら
に
は
偶
然
性
無
知
説
を
は
っ
き
り
否
定
し
て
い
る
。
決
定
論
的
枠
組
み
の
も

と
で
偶
然
性
の
客
観
的
存
在
を
認
め
る
こ
と
が
何
を
意
味
す
る
の
か
、
ヘ
ー
ゲ

ル
に
つ
い
て
そ
れ
を
見
て
み
よ
う
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
『
エ
ン
チ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』
第
一
部
「
論
理
学
」
一
四
五
節
の

口
頭
説
明
で
偶
然
性
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。「
偶
然
の
も
の
と

は
、
存
在
の
根
拠
を
自
分
の
う
ち
で
は
な
く
、
他
の
も
の
の
う
ち
に
（nicht 

in sich selbst, sondern in anderem

）
も
つ
も
の
の
こ
と
で
す
。
…
…
偶
然

の
も
の
と
は
、
あ
る
こ
と
も
な
い
こ
と
も
可
能
な
も
の
、
そ
う
あ
っ
て
も
い
い

し
、
別
の
あ
り
か
た
も
で
き
る
も
の
、
そ
の
存
在
と
非
存
在
、
そ
う
あ
る
こ
と

と
別
で
あ
る
こ
と
の
根
拠
が
、
自
分
の
う
ち
で
は
な
く
他
の
も
の
の
う
ち
に
あ

る
も
の
と
見
な
さ
れ
る
）
22
（

」。偶
然
性
を「
そ
の
根
拠
が
他
の
も
の
の
う
ち
に
あ
る
」

と
し
て
規
定
す
る
こ
と
は
、
す
で
に
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
ヴ
ォ
ル
フ
に
先
例
が

あ
る
よ
う
だ
）
23
（

。
九
鬼
も
指
摘
す
る
よ
う
に
）
24
（

、
こ
こ
に
は
、「
偶
然
は
自
体
的
に

は
存
在
し
な
い
が
付
帯
的
に
は
存
在
す
る
」
と
語
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
声
が

遠
く
―
―
で
は
あ
る
が
、
は
っ
き
り
と
―
―
響
い
て
い
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
偶
然
性
の
客
観
的
存
在
を
必
ず
し
も
否
定
し
な
い
。
否
定
し
な

い
ど
こ
ろ
で
は
な
い
。
偶
然
性
の
存
在
を
正
当
に
認
め
そ
れ
を
し
か
る
べ
き
と

こ
ろ
に
し
っ
か
り
と
位
置
づ
け
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
。「
…
…
偶
然
性
は

現
実
性
の
一
面
の
要
素
を
な
す
に
す
ぎ
ず
、
現
実
性
そ
の
も
の
と
混
同
さ
れ
て

は
な
ら
な
い
が
、
そ
の
一
方
、
理
念
の
一
形
式
た
る
偶
然
に
た
い
し
て
は
、
対

象
的
世
界
の
う
ち
に
そ
れ
な
り
の
位
置
が
あ
た
え
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
で
す
）
25
（

」。

た
だ
し
、
偶
然
性
と
現
実
性
と
を
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
と
釘
を
刺
す
こ
と
を

忘
れ
て
は
い
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
釘
が
曲
者
な
の
だ
。

要
す
る
に
、
可
能
性
（M

öglichkeit

）
と
な
ら
ん
で
偶
然
性
（Zufälligkeit

）

は
現
実
性
（W

irklichkeit

）
の
契
機
（M

om
ente

）
と
し
て
積
極
的
に
認
め

ら
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
際
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
可
能
性
を
、
現
実

性
の
「
た
ん
な
る
内
面
（das nur Innere

）」
と
か
「
内
的
な
も
の
（Inneres

）」

と
呼
び
、
偶
然
性
を
、「
現
実
性
の
た
ん
な
る
外
面
（die nur äußere 

W
irklichkeit

）」
と
か
「
外
的
な
も
の
（Ä

ußeres

）」
と
呼
び
分
け
て
い
る
。

こ
の
区
別
は
、
身
近
な
レ
ベ
ル
に
引
き
降
ろ
し
て
比
べ
て
み
れ
ば
、
容
易
に
納

得
で
き
よ
う
。
可
能
性
は
、
あ
る
出
来
事
が
生
じ
る
前
に
語
ら
れ
る
の
が
普
通
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で
あ
っ
て
、
生
じ
た
後
に
語
ら
れ
る
こ
と
は
普
通
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
偶
然

性
は
、
出
来
事
が
生
じ
た
後
に
語
ら
れ
る
の
が
普
通
で
あ
っ
て
、
ま
だ
生
じ
て

い
な
い
段
階
で
語
ら
れ
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
可
能
性
は
、
そ

れ
が
ま
だ
形
を
と
ら
な
い
段
階
で
、
い
わ
ば
ま
だ
内
部
に
あ
る
段
階
で
問
題
に

さ
れ
る
が
、
偶
然
性
は
そ
れ
が
外
面
的
に
成
立
し
た
段
階
で
問
題
に
さ
れ
る
わ

け
で
あ
る
。

ま
た
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、先
ほ
ど
の
引
用
で
示
し
た
よ
う
に
、「
偶
然
の
も
の
と
は
、

あ
る
こ
と
も
な
い
こ
と
も
可
能
な
も
の
、
そ
う
あ
っ
て
も
い
い
し
、
別
の
あ
り

か
た
も
で
き
る
も
の
、
そ
の
存
在
と
非
存
在
、
そ
う
あ
る
こ
と
と
別
で
あ
る
こ

と
の
根
拠
が
、
自
分
の
う
ち
で
は
な
く
他
の
も
の
の
う
ち
に
あ
る
も
の
と
見
な

さ
れ
る
」
と
考
え
る
か
ら
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
偶
然
性
を
、
ま
ず
も
っ
て
様
相
論
的

偶
然
性
と
し
て
、
す
な
わ
ちcontingens

と
し
て
規
定
し
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。

そ
し
て
、
様
相
論
的
偶
然
性
と
本
体
論
的
偶
然
性
の
同
値
性
か
ら
、
ヘ
ー
ゲ

ル
の
い
う
偶
然
性
は
、
様
相
論
的
偶
然
性
す
な
わ
ち
〈
不
定
性
〉
で
あ
る
と
同

時
に
、
本
体
論
的
偶
然
性
す
な
わ
ち
〈
偶
有
性
〉
で
も
あ
る
。
必
然
性
（N

ot-

w
endigkeit

）
と
の
対
立
関
係
で
考
え
ら
れ
て
い
る
と
き
は
偶
然
性
（Zufällig-

keit

）
と
呼
ば
れ
、
実
体
性
（Substantialität

）
と
の
対
立
関
係
の
も
と
で
考

え
ら
れ
て
い
る
と
き
に
は
偶
有
性
（A

kzidentalität

）
と
呼
ば
れ
る
。
ヘ
ー
ゲ

ル
の
偶
然
性
を
考
え
る
場
合
に
は
、
そ
れ
が
も
っ
ぱ
ら
哲
学
的
偶
然
性
と
し
て

と
ら
え
ら
れ
て
い
る
点
を
押
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
次
の
よ
う
な
言
い
方
を
し
て
い
る
。「
実
体
は
、
必
然

の
働
き
と
し
て
、
内
面
性
の
形
式
〔
で
あ
る
可
能
性
〕
を
否
定
し
て
み
ず
か
ら

を
「
現
実
性
」
と
し
て
設
定
す
る
し
、
同
時
に
、
外
面
性
〔
の
形
式
で
あ
る
不

定
性
〕
を
も
否
定
し
て
目
に
見
え
る
現
実
的
な
も
の
を
た
ん
な
る
偶
有
の
も
の

（ein A
kzidentelles

）
た
ら
し
め
る
）
26
（

」。
要
す
る
に
、
可
能
性
が
現
実
化
し
て
実

体
と
し
て
の
現
実
が
成
立
す
る
と
き
、
現
象
と
し
て
の
現
実
す
な
わ
ち
偶
然
性

は
自
立
的
な
存
在
を
失
い
、
そ
の
実
体
の
も
と
で
の
み
存
立
し
う
る
単
な
る
偶

有
性
と
化
す
と
い
う
わ
け
だ
。
こ
れ
が
必
然
の
過
程
で
あ
る
と
。
可
能
性
が
現

実
と
な
っ
て
実
体
が
成
立
す
る
と
、
様
相
論
的
偶
然
性
は
本
体
論
的
偶
然
性
と

な
っ
て
、
お
の
れ
の
覚
束
な
さ
、
無
根
拠
さ
を
白
日
の
下
に
曝
す
の
だ
と
。

ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
学
の
体
系
に
お
い
て
、
偶
然
性
は
、
先
ほ
ど
触
れ
た
よ
う

に
、
現
実
性
の
い
ち
契
機
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
現
実
性
と

は
本
質
と
実
在
が
い
っ
し
ょ
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
（D

ie W
irklichkeit ist 

die E
inheit des W

esens und der E
xiste

）
27
（nz.

）。
し
か
し
な
が
ら
偶
然
性
は
不
定

性
で
あ
り
偶
有
性
で
あ
っ
て
、
本
当
の
本
質
を
実
現
す
る
ま
で
に
は
到
っ
て
い

な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
偶
然
性
か
ら
な
る
現
実
性
は
、
本
物
の
現
実
性
で
は
な
い
。

で
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
偶
然
性
の
よ
う
な
い
っ
て
み
れ
ば
ま
が
い
物
の
存
在
を

な
ぜ
積
極
的
に
認
め
る
の
か
。

ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
、
偶
然
性
が
問
題
に
な
る
の
は
、
現
象
と
か
現
実
性
の

世
界
に
お
い
て
の
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。そ
し
て
現
象
の
世
界
や
現
実
の
世
界
は
、

精
神
が
み
ず
か
ら
の
本
来
の
あ
り
か
た
を
回
復
し
て
概
念
へ
と
到
る
道
行
き
の
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一
里
程
に
す
ぎ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
現
実
性
と
は
、
精
神
が
お
の
れ
を
外

化
し
た
状
態
、
す
な
わ
ち
精
神
の
疎
外
態
と
し
て
か
ろ
う
じ
て
成
立
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
世
を
忍
ぶ
仮
の
姿
（der Schein

）
な
の
だ
。
そ
し
て

ま
た
、
偶
然
性
は
、
こ
の
仮
の
姿
に
す
ぎ
な
い
現
実
性
に
お
け
る
更
な
る
仮
の

姿
な
の
で
あ
る
。
外
化
の
外
化
で
あ
り
、
疎
外
態
の
疎
外
態
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
偶
然
性
は
、
二
重
に
も
三
重
に
も
疎
外
さ
れ
た
状
態
で
あ
っ
て
、
精
神
が

お
の
れ
の
本
来
あ
る
姿
を
回
復
す
る
た
め
に
、
二
重
に
も
三
重
に
も
止
揚
さ
れ

る
運
命
に
あ
る
。
現
象
的
世
界
は
、
偶
然
性
を
踏
み
台
に
し
そ
れ
を
消
費
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
現
実
的
世
界
と
な
り
、
こ
の
現
実
も
ま
た
踏
み
台
に
さ
れ
消
費

さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
概
念
（der B

egriff
）
と
い
う
精
神
の
本
質
が
回
復
さ

れ
る
わ
け
で
あ
る
。

概
念
の
水
準
に
達
す
る
と
い
う
こ
と
は
、「
主
観
性
な
い
し
自
由
の
王
国（das 

R
eich der Subjektivität oder der Freiheit

）」（W
. L. II., S. 240

）
が
成
立
す

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
偶
然
性
は
必
然
性
と
対
峙
し
て
い
た
わ
け
だ
か
ら
、

概
念
の
水
準
に
達
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
必
然
性
が
止
揚
さ
れ
る
と
き
に
は
、
偶

然
性
も
止
揚
さ
れ
る
。
対
立
し
て
い
た
必
然
性
と
偶
然
性
と
が
と
も
に
止
揚
さ

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
由
（Freiheit

）
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル

は
こ
う
言
っ
て
い
る
。「
必
然
性
が
自
由
に
な
る
の
は
、
そ
れ
が
消
滅
す
る
か

ら
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
い
ま
だ
内
的
な
も
の
で
あ
っ
た
﹇
偶
然
性
と

の
﹈
同
一
性
が
表
に
現
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
に
表
に
あ
わ
ら
れ
る

か
と
い
え
ば
、﹇
自
己
を
偶
然
性
と
は
﹈
区
別
す
る
も
の
が
﹇
偶
然
性
と
の
﹈

同
一
化
を
め
ざ
し
て
自
己
の
う
ち
で
運
動
す
る
よ
う
に
で
あ
り
、
仮
の
姿
が
仮

の
姿
の
ま
ま
で
自
己
の
う
ち
へ
と
反
省
す
る
よ
う
に
で
あ
る
。逆
か
ら
み
れ
ば
、

同
時
に
、
偶
然
性
が
自
由
と
な
る
の
で
あ
る
…
…
」（op. cit., S. 239

）。
実
体

（Substanz

）は
主
体（Subjekt

）に
な
る
の
だ
（op. cit., S. 249

）。
そ
し
て
主

体
の
属
性
が
思
惟
で
あ
る（op. cit., S. 250

）。
実
体
の
属
性
が
延
長
で
あ
っ
た

よ
う
に
、
思
惟
が
主
体
の
属
性
と
な
る
の
で
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
が
偶
然
性
の
存
在
を
否
定
す
る
こ
と
な
く
積
極
的
に
認
め
る
の

は
、
こ
の
よ
う
に
、
精
神
が
お
の
れ
を
外
化
し
再
び
そ
れ
を
以
前
よ
り
も
肥
沃

な
か
た
ち
で
取
り
戻
す
道
行
き
の
一
里
程
と
し
て
必
要
不
可
欠
だ
か
ら
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
偶
然
性
は
、
必
然
性
と
も
ど
も
、
主
観
性
が
成
立
す
る
た
め
に
、

自
由
の
王
国
が
成
立
す
る
た
め
に
、
消
費
さ
れ
る
の
だ
。
ま
さ
に
そ
の
た
め
だ

け
に
そ
の
存
在
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
た
だ
目
の
前
に
あ
る
現
実
と
い
う
の
は
、
現
実
の
本
来
の
す
が
た
で
は
な

く
、
内
部
分
裂
し
た
有
限
な
現
実
で
あ
っ
て
、
消
耗
さ
れ
る
（verzehrt

）
運

命
に
あ
る
）
28
（

」
―
―
偶
然
性
は
こ
の
よ
う
に
描
か
れ
る
。「
犠
牲
に
さ
れ
、
解
体

へ
と
む
か
い
、
消
費
の
対
象
と
な
っ
た
（die sich aufopfern, die zugrunde 

gehen und verbraucht w
erden

）
条
件
）
29
（

」、
こ
れ
が
偶
然
性
で
あ
る
。
何
の
条

件
か
と
い
え
ば
、
主
体
的
な
も
の
（
精
神
）
が
、
自
分
自
身
へ
帰
る
自
己
内
反

省
・
自
己
内
還
帰
の
た
め
の
条
件
で
あ
る
。

偶
然
性
の
本
質
は
、
そ
の
原
因
が
自
己
の
な
か
に
は
な
く
他
な
る
も
の
の
な

か
に
あ
る
と
い
う
の
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
偶
然
性
論
の
基
本
的
主
張
で
あ
る
。
こ
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れ
は
、
偶
然
性
が
〈
世
を
忍
ぶ
仮
の
姿
〉
で
あ
れ
ば
、
考
え
や
す
い
。
実
体
が

本
来
の
姿
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
実
体
に
依
存
し
て
し
か
存
在
し
え
な
い
偶
然
性

（
偶
有
性
）
は
、〈
世
を
忍
ぶ
仮
の
姿
〉
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
実
体
の
原

因
が
本
来
の
原
因
で
あ
り
、
偶
然
性
の
原
因
は
、
こ
れ
も
ま
た
世
を
忍
ぶ
仮
の

も
の
で
し
か
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
自
身
な
る
も
の
が
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ

の
原
因
は
他
な
る
も
の
の
う
ち
に
あ
る
と
で
も
言
う
ほ
か
な
い
だ
ろ
う
。

さ
き
ほ
ど
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。「
決
定
論
の
権
化
の
よ
う
な
ヘ
ー
ゲ
ル
が

偶
然
性
の
存
在
を
認
め
て
お
り
、
さ
ら
に
は
偶
然
性
無
知
説
を
は
っ
き
り
否
定

し
て
い
る
」
と
。
こ
の
点
に
つ
い
て
補
足
し
て
お
こ
う
。
決
定
論
の
権
化
で
あ

る
よ
う
な
ヘ
ー
ゲ
ル
が
偶
然
性
の
存
在
を
み
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
そ

の
偶
然
性
が
哲
学
的
偶
然
性
で
あ
っ
て
、
因
果
論
的
偶
然
性
で
は
な
い
か
ら
で

あ
る
。
哲
学
的
偶
然
性
は
決
定
論
と
対
立
し
な
い
。
そ
し
て
ま
た
、
ヘ
ー
ゲ
ル

に
と
っ
て
、
自
然
的
世
界
は
精
神
の
疎
外
態
で
あ
っ
て
、
い
ず
れ
は
止
揚
さ
れ

る
運
命
に
あ
る
。
そ
し
て
因
果
性
は
、
こ
の
自
然
的
世
界
に
お
け
る
更
な
る
疎

外
態
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
た
と
え
ヘ
ー
ゲ
ル
が
因
果
論
的
偶
然
性
を
認
め
た
と

し
て
も
、
そ
れ
は
止
揚
さ
れ
る
運
命
に
あ
る
も
の
と
し
て
そ
の
存
在
が
認
め
ら

れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

偶
然
性
を
そ
の
原
因
が
他
な
る
も
の
の
う
ち
に
あ
る
も
の
と
し
て
規
定
す
る

こ
と
は
、
偶
然
性
を
恣
意
性
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ヘ
ー

ゲ
ル
の
理
解
す
る
偶
然
性
は
哲
学
的
偶
然
性
で
あ
っ
た
が
、
恣
意
性
は
哲
学
的

偶
然
性
が
骨
肉
を
そ
な
え
て
現
象
し
て
い
る
状
態
と
み
な
す
の
が
恰
好
で
あ

る
。
精
神
の
自
己
展
開
の
一
段
階
と
し
て
現
実
世
界
を
み
る
な
ら
ば
、
世
界
を

偶
然
的
な
現
象
の
総
体
と
み
な
す
段
階
と
は
、
世
界
が
恣
意
的
な
も
の
と
し
て

現
出
し
て
い
る
段
階
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
―
―
で
あ
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
で

は
な
い
―
―
世
界
史
の
枠
組
み
で
言
え
ば
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
死
を
契
機

に
し
て
精
神
が
己
の
本
質
に
目
覚
め
る
に
到
る
直
前
の
段
階
、
退
嬰
的
な
ロ
ー

マ
時
代
末
期
カ
リ
ギ
ュ
ラ
の
よ
う
な
皇
帝
が
現
れ
る
段
階
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

精
神
が
お
の
れ
の
本
質
に
目
覚
め
、
お
の
れ
の
本
質
を
取
り
戻
す
に
は
、
こ
の

恣
意
的
な
生
き
方
を
揚
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
恣
意
的
な
無
記
名
の
自
分

か
ら
自
由
な
主
体
へ
と
進
展
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
的

な
歴
史
の
必
然
性
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
倫
理
学
の
理
論
展
開
で
も
あ
る
。

カ
ン
ト
以
降
の
近
代
的
な
意
志
論
に
お
い
て
は
、
意
志
の
自
由
を
偶
然
性
か

ら
説
明
す
る
こ
と
は
厳
し
く
批
判
さ
れ
る
。
偶
然
性
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
る
の

は
せ
い
ぜ
い
恣
意
的
（w

illk ür

）
な
行
動
で
あ
っ
て
、
自
由
の
生
命
で
あ
る
自

律
を
偶
然
は
不
可
能
に
し
て
し
ま
う
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
意
志

的
な
行
為
に
は
、
自
覚
と
か
決
断
と
か
、
目
的
意
識
に
よ
っ
て
統
括
さ
れ
た
必

然
的
な
要
素
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
恣
意
性
を
克
服
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
訓
育
さ
れ
る
。

春
風
に
さ
そ
わ
れ
て
ふ
ら
り
と
散
歩
に
で
か
け
た
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
単
な

る
気
ま
ぐ
れ
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
体
力
の
維
持
を
目
的
に
意
識

的
・
自
覚
的
に
散
歩
す
る
こ
と
は
意
志
に
も
と
づ
く
自
由
な
行
為
で
あ
っ
て
、

け
っ
し
て
気
ま
ぐ
れ
で
は
な
い
。
こ
の
と
き
、
散
歩
に
出
か
け
る
原
因
は
、
当
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人
の
意
志
の
な
か
に
あ
る
。
散
歩
に
出
か
け
て
も
、
そ
れ
が
恣
意
的
な
行
動
で

あ
れ
ば
、
当
人
が
心
底
め
ざ
し
て
い
る
行
動
で
は
な
い
わ
け
で
、
そ
の
原
因
は
、

傾
向
性
、
す
な
わ
ち
身
体
性
の
な
か
に
あ
っ
て
意
志
の
な
か
に
は
な
い
。

恣
意
性
に
関
し
て
、
そ
の
原
因
が
〈
他
の
も
の
〉
に
あ
る
と
い
う
認
識
は
妥

当
な
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
意
志
的
な
行
為
と
恣
意
的
な
行
為
は
、
政
治

学
で
は
区
別
を
必
要
と
し
な
い
に
し
て
も
、
倫
理
学
で
は
区
別
す
る
の
が
普
通

で
あ
る
。
意
志
的
な
行
為
は
、
一
種
の
必
然
性
を
も
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し

て
恣
意
的
な
行
為
に
必
然
性
は
な
い
。
だ
か
ら
そ
れ
は
、
そ
の
行
為
を
な
す
こ

と
も
な
さ
な
い
こ
と
も
可
能
だ
し
、
な
す
こ
と
も
な
さ
な
い
こ
と
も
そ
の
当
人

次
第
な
の
だ
。
し
か
し
、「
当
人
次
第
」
と
い
う
と
き
の
当
人
は
、
意
志
的
・

自
覚
的
な
行
為
の
主
体
と
し
て
の
当
人
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
意
志
的
・
自
覚

的
な
行
為
の
主
体
が
そ
の
人
の
精
神
と
か
理
性
と
呼
ば
れ
る
の
に
対
し
て
、
恣

意
的
行
為
の
主
体
は
、
傾
向
性
や
人
柄
で
あ
っ
て
、
そ
も
そ
も
「
主
体
」
と
呼

ぶ
の
も
た
め
ら
わ
れ
る
。
意
志
的
行
為
の
原
因
が
理
性
と
か
精
神
で
あ
る
と
す

れ
ば
、
恣
意
的
行
為
の
原
因
は
身
体
性
と
か
習
慣
と
い
う
よ
う
な
惰
弱
な
も
の

で
あ
る
。精
神
と
か
理
性
こ
そ
が
そ
の
人
間
を
人
間
た
ら
し
め
る
の
で
あ
っ
て
、

身
体
性
だ
の
嗜
好
性
だ
の
習
慣
性
だ
の
は
、
そ
れ
こ
そ
ネ
コ
に
で
も
あ
っ
て
、

人
間
の
中
の
劣
っ
た
も
の
、
見
く
だ
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
ま
さ

に
〈
他
の
も
の
〉
な
の
だ
。
意
志
が
嫡
出
子
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
恣
意
性
は

妾め
か
け

腹ば
ら

す
な
わ
ち
非
嫡
出
子
、
要
す
る
に
私
生
児
に
す
ぎ
な
い
。

決
定
論
を
前
提
し
た
上
で
偶
然
性
の
客
観
的
存
在
を
認
め
よ
う
と
す
れ
ば
、

偶
然
性
を
恣
意
性
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
は
、
あ
る
意
味
で
自
然
で
あ
る
と
い

え
る
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、恣
意
性
は
不
定
性
と
偶
有
性
か
ら
な
る
か
ら
、

偶
然
性
を
恣
意
性
と
し
て
と
ら
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
偶
然
性
を
哲
学
的
偶
然

性
と
し
て
理
解
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
決
定
論
と
整
合
す
る
の
は
当
然
だ
と

い
え
る
。
し
か
し
、
偶
然
性
を
恣
意
性
と
し
て
と
ら
え
て
し
ま
う
と
、
偶
然
性

が
も
つ
因
果
論
的
側
面
は
、
取
り
落
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
取
り
落
と
さ
れ

る
と
は
、
こ
の
場
合
は
、
飼
い
殺
し
の
目
に
あ
う
と
か
見
失
な
わ
れ
る
と
い
う

こ
と
で
は
な
い
。
偶
然
性
は
み
す
ぼ
ら
し
い
妾
腹
と
し
て
の
姿
し
か
あ
ら
わ
さ

な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
偶
然
性
が
恣
意
性
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
偶
然
性
と
は
ま

さ
し
く
私
生
児
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
奴
隷
の
よ
う
に
こ
き
つ
か
わ
れ
て
、

つ
か
い
も
の
に
な
ら
な
く
な
れ
ば
、
そ
の
場
で
棄
て
ら
れ
て
、
焚
き
つ
け
に
さ

れ
て
し
ま
う
。

偶
然
性
は
自
由
が
成
立
す
る
た
め
に
止
揚
さ
れ
る
べ
き
契
機
と
し
て
そ
の
位

置
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、自
由
と
の
位
置
関
係
で
み
る
か
ぎ
り
、

偶
然
性
に
対
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
措
置
は
不
当
な
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ

か
、
偶
然
性
が
存
在
し
な
け
れ
ば
自
由
は
成
立
し
な
い
と
い
う
主
張
は
小
論
）
30
（

に

と
っ
て
も
妥
当
な
も
の
で
あ
る
。
但
し
こ
の
場
合
の
偶
然
性
は
因
果
論
的
偶
然

性
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
偶
然
性
は

哲
学
的
偶
然
性
で
あ
っ
て
決
し
て
因
果
論
的
偶
然
性
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、

偶
然
性
が
止
揚
さ
れ
て
自
由
が
成
立
す
る
と
い
う
話
は
、
惰
弱
な
恣
意
性
が
必

然
性
と
刺
し
違
え
て
滅
び
去
っ
て
く
れ
た
お
か
げ
で
、
そ
の
灰
の
な
か
か
ら
不
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死
鳥
の
よ
う
に
自
由
が
よ
み
が
え
る
と
い
う
ヘ
ー
ゲ
ル
お
得
意
の
図
式
で
あ

る
。
あ
る
い
は
、
偶
然
性
は
そ
の
貧
し
い
出
自
ゆ
え
に
、
高
貴
な
自
由
が
お
産

ま
れ
に
な
る
際
に
つ
か
わ
れ
る
産
湯
を
わ
か
す
薪
と
し
て
竃
に
く
べ
ら
れ
る
宿

命
な
の
だ
と
言
う
わ
け
だ
。
テ
テ
ナ
シ
ゴ
同
然
の
偶
然
性
に
と
っ
て
は
そ
れ
と

て
も
身
に
あ
ま
る
光
栄
で
あ
ろ
う
と
。
こ
れ
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
偶
然
性

の
位
置
づ
け
で
あ
る
。

で
は
、
偶
然
性
に
対
す
る
こ
の
仕
打
ち
は
正
当
な
も
の
で
あ
る
か
。
と
て
も

正
当
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
偶
然
性
は
恣
意
性
と
ち
が
っ
て
、
原
因
が
〈
他

な
る
も
の
〉
の
う
ち
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
偶
然
性
論

を
論
じ
た
際
に
さ
ん
ざ
ん
指
摘
し
た
よ
う
に
、
偶
然
性
に
原
因
は
存
在
し
な
い

の
で
あ
っ
て
、〈
他
な
る
も
の
〉
の
う
ち
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、

偶
然
性
は
、
そ
も
そ
も
正
嫡
の
子
と
比
較
さ
れ
る
よ
う
な
私
生
児
で
は
な
い
の

だ
。
偶
然
性
に
は
、
い
じ
け
た
し
が
ら
み
な
ど
そ
も
そ
も
最
初
か
ら
存
在
し
な

い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
よ
う
に
、
偶
然
性
と
は
、
原
因
が
〈
他
な
る
も
の
〉
の
う
ち

に
あ
る
も
の
の
こ
と
だ
と
定
義
し
て
し
ま
う
と
、
パ
チ
ン
コ
屋
で
の
Ｙ
氏
と
の

邂
逅
の
よ
う
な
気
高
い（
？
）遭
遇
は
、そ
も
そ
も
偶
然
で
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

ヘ
ー
ゲ
ル
が
決
定
論
を
採
り
な
が
ら
も
偶
然
性
の
存
在
を
み
と
め
た
の
は
、

そ
れ
が
重
大
な
問
題
だ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
。
そ
れ
が
大
し
て
重
要
で
は
な
い

か
ら
だ
。
し
か
し
、
ま
っ
た
く
重
要
性
が
無
い
わ
け
で
は
な
い
。
竃
に
く
べ
て

湯
を
わ
か
す
に
は
使
え
る
と
考
え
ら
れ
た
の
だ
か
ら
。
こ
れ
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が

あ
え
て
無
知
説
を
採
ら
な
か
っ
た
理
由
で
あ
る
。

4　

パ
ー
ス
と
〈
絶
対
偶
然
〉

　
　

―
―
偶
然
性
は
星
と
輝
く
―
―

パ
ー
ス
に
と
っ
て
宇
宙
に
は
、
法
則
性
が
存
在
す
る
の
と
同
じ
よ
う
に
法
則

か
ら
の
逸
脱
事
例
も
無
数
に
、
そ
れ
こ
そ
星
の
数
ほ
ど
存
在
す
る
。
そ
し
て
ま

た
宇
宙
は
多
様
性
に
満
ち
た
進
化
す
る
世
界
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
真
に
新
し

い
も
の
が
生
成
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
宇
宙
に
は
、
心
や
意
識
と
よ

ば
れ
る
よ
う
な
、
物
質
の
機
械
的
運
動
に
は
還
元
で
き
な
い
主
観
性
が
成
立
し

て
い
る
。
パ
ー
ス
の
形
而
上
学
的
宇
宙
論
は
こ
の
よ
う
な
宇
宙
の
特
徴
を
す
べ

て
説
明
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
パ
ー
ス
が
認
め
な
い
の
は
、
そ

れ
ゆ
え
、
機
械
論
的
唯
物
論
で
あ
る
。
ま
た
、
原
因
に
よ
っ
て
す
べ
て
が
決
定

さ
れ
る
と
考
え
る
因
果
的
必
然
主
義
（necessitarianism

）
で
あ
る
。
そ
し
て
、

デ
カ
ル
ト
的
な
二
元
論
も
否
定
さ
れ
る
。
パ
ー
ス
に
言
わ
せ
れ
ば
、
延
長
実
体

は
思
惟
実
体
で
あ
り
、
法
則
性
は
習
慣
（habit

）
な
の
だ
。
そ
れ
ゆ
え
パ
ー

ス
の
宇
宙
論
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
張
り
の
客
観
的
観
念
論
と
な
る
。
パ
ー
ス
自
身
は

「
シ
ェ
リ
ン
グ
風
の
観
念
論
（a Schelling

-fashioned idealism

）」
と
呼
ん
で

い
る
が（6.1

）
31
（02

）。
客
観
的
観
念
論
を
採
択
す
る
理
由
を
パ
ー
ス
は
次
の
よ
う

に
語
っ
て
い
る
。

「
心
と
物
質
と
い
う
古
い
二
元
論
的
観
念
は
、
デ
カ
ル
ト
主
義
の
も
と
で
有

名
で
あ
っ
て
、
二
つ
の
根
本
的
に
異
な
っ
た
種
類
の
実
体
で
あ
る
が
、
今
日
で

は
こ
の
二
元
論
を
擁
護
す
る
人
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
二
元
論
を
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否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、我
々
は
、あ
る
種
の
ヒ
ュ
ロ
パ
シ
ー
（hylopathy

）

に
、
別
の
呼
び
方
で
い
え
ば
ノ
ミ
ナ
リ
ズ
ム
に
逢
着
す
る
。
そ
う
す
る
と
問
題

が
生
じ
る
。
一
方
に
あ
る
物
理
法
則
と
他
方
に
あ
る
心
理
法
則
と
を
、（
ａ
）

そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
も
の
と
し
て
み
と
め
、
し
ば
し
ば
一
元
論
と
呼
ば
れ
る
様

な
教
説
、
私
と
し
て
は
中
立
主
義
と
名
付
け
た
い
の
だ
が
、
を
と
る
べ
き
な
の

か
、
あ
る
い
は
、（
ｂ
）
心
理
法
則
を
派
生
的
で
特
殊
な
も
の
と
み
な
し
、
物

理
法
則
だ
け
を
第
一
次
的
と
み
な
す
か
、こ
れ
は
唯
物
論
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、

（
ｃ
）
物
理
法
則
を
派
生
的
で
特
殊
な
も
の
と
み
な
し
、
心
理
法
則
だ
け
を
第

一
次
的
と
み
な
す
か
、
こ
れ
は
観
念
論
で
あ
る
。
唯
物
論
的
教
義
は
、
科
学
的

論
理
学
に
と
っ
て
も
常
識
に
と
っ
て
も
ま
っ
た
く
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
よ
う
に

私
に
は
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
我
々
に
、
あ
る
種
の
機
械
が
感
覚
す

る
と
考
え
る
よ
う
要
求
す
る
か
ら
で
あ
る
が
、
こ
ん
な
仮
説
は
理
性
に
は
ま

る
っ
き
り
飲
み
込
め
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
究
極
の
説
明
不
能
な
規
則
性

で
あ
る
。
ど
ん
な
理
論
で
も
、
も
の
ご
と
を
明
晰
で
合
理
的
に
説
明
で
き
る
と

い
う
こ
と
が
、
そ
の
理
論
を
正
当
化
す
る
の
で
あ
る
。
中
立
主
義
は
、
オ
ッ
カ

ム
の
か
み
そ
り
の
よ
う
な
論
理
学
上
の
格
律
に
よ
っ
て
完
璧
に
否
定
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
必
要
な
も
の
以
上
の
要
素
を
想
定
す
べ
き
で
は
な
い
の
だ
。
中
立

主
義
は
実
体
に
内
面
的
な
要
素
と
外
面
的
な
要
素
を
平
等
に
措
定
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
そ
の
両
方
を
根
源
的
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
宇
宙
に
関
す

る
唯
一
の
理
解
可
能
な
理
論
は
、
客
観
的
観
念
論
（objective idealism

）
の

そ
れ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
物
質
と
は
生
産
性
を
失
っ
た
心
で
あ
り
、
常
習
化

し
た
慣
習
が
物
理
法
則
と
な
る
の
だ
。」（6.24

-25

）

で
は
、
こ
の
よ
う
な
宇
宙
の
存
在
論
的
原
理
は
な
に
か
。
そ
れ
が
〈
絶
対
偶

然
（absolute chance

）〉
で
あ
る
。
こ
れ
な
し
に
は
、
宇
宙
が
も
つ
今
挙
げ

た
よ
う
な
様
々
な
特
徴
は
説
明
で
き
な
い
と
い
う
の
が
パ
ー
ス
の
信
念
で
あ

る
。
パ
ー
ス
は
〈
絶
対
偶
然
〉
を
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。「
絶
対
偶
然

と
は
、
出
来
事
の
（
い
わ
ゆ
る
）
自
発
的
な
発
生
（the （supposed

） sponta-

neous occurrence of events

）
の
こ
と
で
あ
り
、
い
か
な
る
一
般
的
な
法
則

に
よ
っ
て
も
、
あ
る
い
は
ま
た
、
い
か
な
る
自
由
な
意
志
に
よ
っ
て
も
決
定
さ

れ
な
い
の
で
あ
る
）
32
（

。」

宇
宙
の
究
極
の
原
因
が
〈
絶
対
偶
然
〉
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
宇
宙
は
進
化
の

過
程
で
多
様
性
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
）
33
（

。
パ
ー
ス
に
は
、
宇
宙
の
無
限
の

多
様
性
（the infinite diversity of the universe

）
を
偶
然
（chance

）
と
呼

ん
で
い
る
箇
所（6.143

）も
あ
る
。
パ
ー
ス
は
「
多
様
性
は
自
発
性
だ
け
か
ら

生
じ
得
る
」
と
言
っ
て
い
る（6.59

）。
そ
し
て
、
宇
宙
は
そ
の
究
極
に
偶
然
性

を
も
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
宇
宙
に
は
法
則
性
も
成
立
す
る
よ
う
に
な
る
の
で

あ
る
。
パ
ー
ス
は
ま
た
「
周
知
の
法
則
は
す
べ
て
偶
然
か
ら
来
る
（all know

n 

law
s are due to chance

）」（R
eynolds, op. cit., p. 23

よ
り
）
と
も
言
っ
て

い
る
。
こ
れ
が
ま
さ
に
宇
宙
の
在
り
方
そ
の
も
の
で
あ
る
。

パ
ー
ス
は
数
学
者
・
論
理
学
者
で
あ
る
と
同
時
に
現
場
の
科
学
者
で
も
あ
っ

た
か
ら
、
科
学
研
究
の
実
際
が
観
測
誤
差
や
測
定
誤
差
に
翻
弄
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
実
体
験
と
し
て
知
悉
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
パ
ー
ス
が
し
き
り
に
強
調
す
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る
の
は
、
宇
宙
に
貫
徹
し
て
い
る
と
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
る
法
則
性
や
規
則

性
は
、
実
は
そ
れ
ほ
ど
必
然
的
で
も
確
実
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
で
あ

る
。
機
械
論
的
決
定
論
や
必
然
主
義
な
ど
机
上
の
空
論
だ
と
。
し
か
し
ま
た
、

宇
宙
に
法
則
性
や
規
則
性
が
存
在
す
る
こ
と
は
疑
い
な
い
し
、
科
学
者
が
そ
れ

の
発
見
に
血
道
を
上
げ
て
い
る
こ
と
を
、
こ
れ
も
ま
た
現
場
の
人
間
と
し
て
よ

く
理
解
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
パ
ー
ス
の
基
本
的
な
戦
略
は 

“D
esign and C

han

）
34
（ce ”

と
な
る
。
こ
れ
は
必
定
で
あ
ろ
う
。

パ
ー
ス
は
偶
然
性
が
遍
在
し
て
い
る
と
考
え
る
。
パ
ー
ス
は
自
ら
の
反
必
然

主
義
を
「
タ
イ
キ
ズ
ム
（Tychism

）」（「
偶
然
主
義
」
の
意
）
と
呼
ぶ
。
ギ
リ

シ
ア
語
の
テ
ュ
ケ
ー
（tychē

）
か
ら
の
造
語
で
あ
る
。
こ
の
点
で
は
徹
底
し

た
非-

決
定
論
（indeterm

inism

）
で
あ
る
。
パ
ー
ス
の
基
本
的
な
立
場
は
、『
論

文
集
』
第
6
巻
所
収
の
「
存
在
論
と
宇
宙
論
」
か
ら
窺
う
限
り
、
決
定
論
―
―

パ
ー
ス
は
「
必
然
主
義
」
の
名
を
好
む
よ
う
だ
―
―
で
は
世
界
の
多
様
な
進
化

や
自
由
や
自
発
性
の
存
在
を
説
明
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
意
味
で
パ
ー

ス
は
、
世
界
に
不
規
則
性
や
多
様
性
が
存
在
す
る
以
上
、
決
定
論
で
は
対
応
で

き
な
い
と
、
最
初
か
ら
決
定
論
を
見
限
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
世
界
に
多
様
性

や
不
規
則
性
が
存
在
す
る
こ
と
が
疑
い
え
な
い
事
実
で
あ
る
以
上
、
偶
然
の
存

在
は
自
明
な
の
だ
と
。
だ
か
ら
問
題
は
む
し
ろ
、
世
界
に
存
在
す
る
偶
然
性
か

ら
規
則
性
の
存
在
を
ど
の
よ
う
に
説
明
す
る
か
に
あ
る
。

パ
ー
ス
の
偶
然
性
論
に
つ
い
て
、
ま
ず
最
初
に
押
え
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、

パ
ー
ス
が
偶
然
性
を
必
然
性
の
否
定
、
す
な
わ
ち
不
定
性
と
し
て
と
ら
え
て
い

る
点
で
あ
る
。
パ
ー
ス
が
考
え
る
偶
然
性
は
様
相
論
的
偶
然
性
で
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え
、
そ
れ
は
ま
た
本
体
論
的
偶
然
性
で
も
あ
る
。
あ
れ
ほ
ど
偶
然
性
の
重
要

性
を
強
調
す
る
パ
ー
ス
に
あ
っ
て
も
、
因
果
論
的
偶
然
性
が
主
題
的
に
と
り
あ

げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
も
偶
然
は
原
因
の
問
題
だ
と
は
っ
き
り
述
べ
ら

れ
て
い
る（6.93

）に
も
か
か
わ
ら
ず
で
あ
る
。
こ
れ
は
パ
ー
ス
が
原
因
を
論
理

的
根
拠
や
存
在
論
的
根
拠
と
同
一
視
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
パ
ー
ス
は
出
来

事
（event

）
に
は
原
因
（cause

）
な
ど
な
い
と
言
う
。
こ
れ
は
パ
ー
ス
が
原

因
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
原
因
論
の
枠
組
み
で
考
え
て
い
て
、
近
代
的
な
因

果
性
（causality, causation

）
と
し
て
は
考
え
て
い
な
い
か
ら
だ
。
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
の
四
原
因
説
に
触
れ
な
が
ら
パ
ー
ス
は
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

「
一
般
に
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
原
因
（cause

）」

と
い
う
こ
と
ば
は
単
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
四
つ
の
原
因
の
う
ち
の
ひ
と
つ

に
狭
め
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
場
合
に
原
因
は
、
そ
れ
だ
け
か
ら
結

果
を
生
じ
た
と
い
う
状
況
か
ら
見
て
原
因
と
名
付
け
ら
れ
た
の
だ
と
。し
か
し
、

こ
の
理
解
、
す
な
わ
ち
我
々
の
原
因
の
概
念
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
い
う
運
動

因
（efficient cause

）
の
こ
と
だ
と
す
る
理
解
は
ほ
と
ん
ど
精
査
に
耐
え
得
な

い
だ
ろ
う
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
言
う
運
動
因
と
は
、
ま
ず
第
一
に
、
一
般
的

に
言
っ
て
物
（a thing

）
な
の
で
あ
っ
て
出
来
事
（an event

）
で
は
な
か
っ

た
の
だ
。
次
に
、
そ
の
運
動
因
と
し
て
の
物
は
、
な
に
も
為
す
必
要
は
な
く
た

だ
存
在
す
る
だ
け
で
十
分
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
結
果
な
る
も
の
も
ま
た
、
常
に
必

ず
生
じ
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
だ
。
ま
こ
と
に
、
結
果
が
生
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じ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
強
制
さ
れ
て
生
じ
た
の
だ
と
言
わ
れ
た
も
の
だ
。
し

か
し
、
我
々
の
近
代
的
な
意
味
で
は
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、

「
原
因
」
と
い
う
こ
と
ば
の
意
味
は
不
変
で
は
な
か
っ
た
の
だ
。
古
代
の
文
献

に
お
い
て
も
我
々
は
折
々
、
原
因
は
出
来
事
な
の
で
あ
っ
て
、
結
果
で
あ
る
他

の
出
来
事
が
必
然
的
に
そ
れ
に
従
う
よ
う
な
も
の
だ
と
す
る
考
え
に
出
会
う
こ

と
は
あ
る
。
今
で
は
こ
れ
が
流
行
の
考
え
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
よ
う

な
考
え
が
主
流
に
な
っ
た
の
は
た
か
だ
か
こ
の
二
世
紀
の
こ
と
で
あ
る
。
デ
カ

ル
ト
と
同
時
代
の
も
っ
と
も
鋭
い
思
想
家
達
に
と
っ
て
さ
え
も
そ
う
で
は
な

か
っ
た
の
だ
）
35
（

。」（6.66

）

パ
ー
ス
に
よ
れ
ば
、原
因
は
出
来
事
に
で
は
な
く
事
実
（fact

）
に
存
在
す
る
。

事
実
と
は
、
命
題
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。「
あ
る
命
題
（propo-

sition

）が
真
で
あ
る
な
ら
ば
、そ
の
命
題
が
表
現
し
て
い
る
も
の
は
事
実（fact

）

で
あ
る
」
と
パ
ー
ス
は
言
う
（6.67

）。
た
と
え
ば
、「
あ
る
物
体
が
ざ
ら
ざ
ら

し
た
表
面
上
を
移
動
し
て
い
る
」
と
い
う
命
題
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
、
そ
の
物
体
が
動
き
を
止
め
る
原
因
で
あ
る
と
（ibid.

）。「
物
体
が
ざ
ら

ざ
ら
し
た
表
面
上
を
移
動
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
物
体
は
動
き
を
と
め
る
」
と
い

う
蓋
然
的
な
法
則
が
存
在
し
、
こ
れ
が
三
段
論
法
の
大
前
提
を
構
成
す
る
。
そ

し
て
こ
れ
に
、「
あ
る
物
体
は
ざ
ら
ざ
ら
し
た
表
面
上
を
移
動
す
る
」
と
い
う

小
前
提
が
加
わ
り
、「
そ
の
物
体
は
動
き
を
と
め
る
」
と
い
う
結
論
が
み
ち
び

か
れ
る
。
こ
こ
で
原
因
は
、小
前
提
を
な
す
命
題
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。

「
原
因
は
自
然
の
三
段
論
法
的
発
展
が
持
つ
様
々
な
小
前
提
な
の
だ
」（6.66

）

と
パ
ー
ス
は
言
う
。
小
前
提
が
表
現
し
て
い
る
の
は
偶
然
的
な
事
実
で
あ
る
。

こ
の
事
実
が
、結
論
を
導
く
た
め
の
論
理
的
根
拠
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
き
、

そ
の
事
実
を
「
原
因
（cause

）」
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
場
合
、
そ

の
原
因
は
偶
然
な
の
だ
。
こ
の
場
合
の
「
偶
然
」
と
は
不
定
性
と
か
偶
有
性
と

い
う
意
味
で
あ
る
。

こ
の
パ
ー
ス
の
考
え
は
小
論
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
次
の
よ
う
に
批
判
さ
れ
よ

う
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
風
の
―
―
で
あ
っ
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
で
は
な
い

―
―
四
原
因
説
を
使
っ
て
説
明
す
る
と
、「
物
体
が
ざ
ら
ざ
ら
し
た
表
面
上
を

移
動
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
物
体
は
動
き
を
止
め
る
」
と
い
う
大
前
提
に
よ
っ
て

表
現
さ
れ
て
い
る
法
則
性
は
形
相
因
で
あ
る
。
そ
し
て
「
あ
る
物
体
は
ざ
ら
ざ

ら
し
た
表
面
上
を
移
動
す
る
」
と
い
う
小
前
提
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
事

態
は
質
料
因
で
あ
る
。
当
該
事
象
は
自
然
現
象
で
あ
る
か
ら
そ
こ
に
は
目
的
因

は
存
在
し
な
い
。
そ
し
て
さ
ら
に
重
要
な
の
は
、こ
こ
に
は
運
動
因
（
始
動
因
）

も
存
在
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
止
ま
る
と
い
う
現
象
で
あ
る
。
停
止
す

る
と
い
う
出
来
事
に
於
い
て
運
動
因
（
始
動
因
）
は
、
阻
却
さ
れ
て
し
ま
っ
て

存
在
し
な
い
の
だ
。
結
局
、
こ
の
事
象
に
は
十
分
原
因
で
あ
る
よ
う
な
個
的
原

因
は
存
在
し
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
三
段
論
法
の
結
論
と
し
て
導
か
れ
る
事

象
は
偶
然
な
の
で
あ
る
。
こ
の
事
象
に
は
た
し
か
に
原
因
が
存
在
す
る
。
し
か

し
パ
ー
ス
が
原
因
と
呼
ん
で
い
る
の
は
小
論
が
こ
こ
で
暫
定
的
に
採
る
四
原
因

説
で
い
え
ば
質
料
因
で
あ
っ
て
運
動
因
で
は
な
い
。
小
論
が
採
る
四
原
因
説
に

お
け
る
運
動
因
は
、
パ
ー
ス
が
否
定
す
る
〈
出
来
事
（event

）〉
で
あ
る
。
そ
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し
て
小
論
は
、
偶
然
と
は
こ
の
意
味
で
の
運
動
因
が
存
在
し
な
い
こ
と
だ
と
考

え
る
。
パ
ー
ス
に
言
わ
せ
れ
ば
、
こ
の
事
象
は
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
。
な
ぜ

な
ら
、
ざ
ら
ざ
ら
し
た
表
面
上
を
移
動
す
る
物
体
が
停
止
す
る
こ
と
に
は
高
い

蓋
然
性
が
あ
る
か
ら
だ
。
し
か
し
小
論
の
立
場
で
言
わ
せ
て
も
ら
え
ば
、
い
つ

ど
の
地
点
で
そ
の
物
体
が
停
止
す
る
か
に
焦
点
を
絞
れ
ば
、
す
な
わ
ち
個
体
性

を
中
心
に
考
え
れ
ば
、
こ
の
事
象
は
偶
然
な
の
で
あ
る
。

パ
ー
ス
が
挙
げ
て
い
る
も
う
ひ
と
つ
の
例
（6.93

）
は
次
の
よ
う
な
も
の
で

あ
る
。
決
定
論
者
（
必
然
主
義
者
）
は
、
何
か
が
偶
然
生
じ
る
こ
と
が
あ
る
と

い
う
主
張
を
否
定
す
る
た
め
に
そ
こ
に
原
因
が
存
在
す
る
こ
と
を
示
す
。
偶
然

性
の
存
在
を
認
め
る
パ
ー
ス
は
、
こ
の
決
定
論
者
の
戦
術
を
否
定
す
る
。
ボ
エ

テ
ィ
ウ
ス
が
出
し
て
い
る
例
だ
そ
う
だ
が
、同
じ
湖
か
ら
発
す
る
二
つ
の
川
が
、

下
流
で
ま
た
合
流
し
て
い
る
と
す
る
。湖
で
難
破
し
二
つ
に
分
か
れ
た
船
体
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
川
を
流
さ
れ
て
、
ふ
た
た
び
下
流
で
出
会
う
こ
と
に
よ
っ
て
合
体

し
、
も
と
の
船
が
復
元
し
た
と
す
る
。
こ
の
と
き
、
二
つ
の
船
体
が
合
体
し
た

の
は
偶
然
だ
と
い
う
主
張
に
対
し
て
、
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
は
、
流
れ
が
二
つ
の
船

体
を
押
し
流
し
た
の
だ
か
ら
偶
然
で
は
な
い
と
反
論
す
る
。こ
れ
を
批
判
し
て
、

パ
ー
ス
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。「
そ
の
と
お
り
だ
、実
際
の
出
来
事（the 

existential events

）
は
法
則
に
支
配
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
我
々
が
偶
然

（chance

）
を
語
る
と
き
に
は
原
因
（cause

）
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
だ
。

あ
る
出
来
事
（event

）
に
つ
い
て
原
因
を
語
る
の
は
、
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
の
よ

う
に
、
間
違
っ
て
い
る
。
原
因
を
有
す
る
の
は
、
実
際
の
出
来
事
（the exis-

tential event

）
で
は
な
く
事
実
（fact

）
な
の
だ
。
そ
し
て
事
実
と
は
、
出
来

事
が
も
つ
、
あ
る
一
般
的
な
関
係
（a general relation

）
へ
の
レ
フ
ァ
ラ
ン

ス
な
の
だ
」（6.93

）
と
。「
出
来
事
が
も
つ
、あ
る
一
般
的
な
関
係
へ
の
レ
フ
ァ

ラ
ン
ス
」
と
は
、
あ
る
出
来
事
を
概
念
的
に
定
式
化
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と

だ
ろ
う
。
定
式
化
す
る
に
は
概
念
を
使
わ
ね
ば
な
ら
ず
、概
念
化
す
る
こ
と
は
、

程
度
の
差
は
あ
れ
一
般
的
な
関
係
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え

事
実
と
は
、
全
く
の
個
体
で
あ
る
出
来
事
と
は
違
っ
て
、
一
般
的
な
形
に
定
式

化
さ
れ
た
命
題
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
原
因
は
事
実
が
も
つ
属
性

な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
当
該
事
象
の
原
因
は
、「
下
流
で
出
会
っ
た
二
つ
の

物
体
は
上
流
で
は
ひ
と
つ
の
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。パ
ー
ス
の
発
言
を
こ
の
よ
う
に
理
解
し
て
よ
い
と
す
れ
ば
、

パ
ー
ス
が
こ
こ
で
考
え
て
い
る
原
因
は
、
小
論
の
立
場
で
い
え
ば
、
一
般
化
さ

れ
た
形
で
表
現
さ
れ
た
必
要
条
件
、
す
な
わ
ち
必
要
原
因
で
あ
る
。「
地
震
は

プ
レ
ー
ト
付
近
の
歪
み
が
解
放
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
」
の
よ
う
な
た

ぐ
い
の
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
パ
ー
ス
が
考
え

る
原
因
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
に
言
え
ば
形
相
因
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し

て
、
そ
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
た
原
因
は
、
万
に
一
度
も
お
き
る
こ
と
の
な
い
極

め
て
ま
れ
な
ケ
ー
ス
で
あ
っ
て
、
偶
然
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
こ
の
こ
と

を
も
っ
て
、
パ
ー
ス
は
「
原
因
は
偶
然
だ
」
と
み
な
す
わ
け
で
あ
る
。

小
論
が
採
る
四
原
因
説
に
よ
れ
ば
、
こ
の
場
合
に
そ
れ
ぞ
れ
の
船
体
が
下
流

ま
で
流
さ
れ
る
こ
と
は
質
料
因
で
あ
る
。
こ
れ
も
自
然
現
象
だ
か
ら
、
当
然
な
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が
ら
目
的
因
は
存
在
し
な
い
。
そ
し
て
重
要
な
の
は
、
そ
の
二
つ
の
船
体
が
遭

遇
す
る
こ
と
自
体
に
は
運
動
因
（
始
動
因
）
が
欠
け
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え
、
こ
の
船
体
の
復
元
が
偶
然
な
の
は
、
パ
ー
ス
が
考
え
る
よ
う
に
形
相
因

が
ま
れ
に
し
か
生
じ
な
い
か
ら
で
も
な
け
れ
ば
、
そ
れ
が
不
定
性
や
偶
有
性
を

持
つ
か
ら
で
も
な
く
、
そ
こ
に
は
運
動
因
が
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

パ
ー
ス
は
原
因
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
に
考
え
、
近
代
的
な
因
果
性
を
否
定

す
る
か
ら
、因
果
論
的
原
因
が
登
場
す
る
余
地
は
最
初
か
ら
残
さ
れ
て
い
な
い
。

そ
う
で
あ
れ
ば
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
パ
ー
ス
が
考
え
る
偶
然
性
は
哲
学
的
偶

然
性
で
し
か
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、〈
絶
対
偶
然
〉
も
当
然
の
こ
と
な
が

ら
哲
学
的
偶
然
性
で
あ
っ
て）

36
（

因
果
論
的
偶
然
性
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
な
〈
絶
対
偶
然
〉
を
宇
宙
の
根
源
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
は
、

不
定
性
や
偶
有
性
を
世
界
の
究
極
的
な
出
発
点
と
し
て
措
定
す
る
こ
と
に
な

る
。開
闢
の
時
点
で
宇
宙
と
万
物
に
本
質
は
存
在
し
な
い
の
だ
と
。こ
れ
は
シ
ェ

リ
ン
グ
の
〈
原
始
偶
然
（U

rzuf

）
37
（all

）〉
そ
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
パ
ー
ス

は
、〈
絶
対
偶
然
〉
を
宇
宙
の
開
闢
だ
け
で
は
な
く
個
々
の
事
物
の
生
成
に
も

認
め
、
い
つ
で
も
常
に
偶
然
が
存
在
し
て
い
る
と
考
え
る
（6.57

-59

）
か
ら
、

個
々
の
事
物
も
そ
の
生
成
の
時
点
で
は
本
質
を
も
た
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
法

則
も
本
質
も
な
い
状
態
で
開
闢
し
日
々
生
成
し
て
い
る
宇
宙
が
カ
オ
ス
と
し
て

終
わ
ら
ず
に
整
然
と
し
た
秩
序
を
実
現
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
の
は
な
ぜ

か
。
こ
の
問
題
に
、
パ
ー
ス
は
ど
の
よ
う
に
答
え
る
か
。

そ
の
解
答
が
、今
日
的
に
み
て
パ
ー
ス
を
受
け
入
れ
に
く
く
し
て
い
る
。パ
ー

ス
が
考
え
る
の
は
進
化
論
的
宇
宙
論
で
あ
る
。
し
か
も
、
客
観
的
観
念
論
と
し

て
の
で
あ
る
。
パ
ー
ス
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。「
タ
イ
キ
ズ
ム
は
ひ
と

つ
の
進
化
論
的
宇
宙
論
（evolutionary cosm

ology

）
を
生
み
出
す
こ
と
に
な

る
に
ち
が
い
な
い
。
そ
こ
で
は
自
然
と
心
が
持
つ
す
べ
て
規
則
性
が
成
長
の
成

果
（products of grow

th

）
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
シ
ェ
リ
ン
グ

風
の
観
念
論
に
即
し
て
で
あ
る
。
こ
の
観
念
論
は
、
物
質
を
、
心
が
単
に
特
殊

化
さ
れ
部
分
的
に
死
ん
で
抜
け
殻
に
な
っ
た
も
の
と
み
な
す
の
で
あ
る
」

（6.102

）。
客
観
的
に
存
在
し
て
い
る
宇
宙
（universe

）
は
そ
れ
自
体
で
す
で

に
し
て
主
観
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
わ
け
だ
。
宇
宙
は
生
き
た
有
機
体
で

あ
っ
て
、
感
覚
（feeling

）
や
習
慣
（habit

）
か
ら
成
る
。
自
然
法
則
と
呼
ば

れ
る
も
の
は
、
こ
の
宇
宙
と
い
う
主
観
性
が
習
慣
と
し
て
形
成
し
た
も
の
な
の

で
あ
る
。
そ
し
て
、物
質（m

atter

）は「
こ
こ
ろ
の
死
ん
だ
抜
け
殻（deadened 

m
ind

）」
だ
と
。
あ
る
い
は
こ
ん
な
風
に
も
言
っ
て
い
る
。「
あ
る
も
の
（a 

thing

）
を
外
側
か
ら
見
て
、
そ
の
も
の
が
他
の
も
の
た
ち
と
の
間
に
持
つ
作

用
や
反
作
用
の
関
係
を
考
察
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
物
質
（m

atter

）
と
し
て

見
え
て
く
る
。
そ
れ
を
内
側
か
ら
見
て
、
そ
れ
が
も
つ
感
覚
（feeling

）
の
よ

う
な
直
接
的
な
性
質
（im

m
ediate character

）
を
眺
め
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は

意
識
（consciousness

）
と
し
て
見
え
て
く
る
」（6.268

）。
混
沌
と
し
て
、

す
な
わ
ち
不
定
性
や
偶
有
性
と
し
て
開
闢
し
た
宇
宙
は
、
当
初
は
漠
然
と
し
た

感
覚
の
状
態
に
あ
る
が
、
こ
こ
か
ら
習
慣
を
形
成
し
て
い
く
の
で
あ
っ
て
、
こ

の
進
化
の
過
程
で
秩
序
が
生
み
出
さ
れ
て
い
く
。
し
か
し
こ
の
進
化
は
永
遠
に
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終
わ
る
こ
と
の
な
い
過
程
で
あ
る
か
ら
、究
極
の
完
成
に
達
す
る
こ
と
は
な
い
。

宇
宙
は
完
全
な
必
然
性
を
も
つ
ま
で
に
は
到
ら
な
い
の
だ
。

で
は
、〈
絶
対
偶
然
〉
か
ら
は
じ
ま
っ
た
宇
宙
が
法
則
性
を
形
成
し
て
い
く

具
体
的
な
過
程
は
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
。
パ
ー
ス
は
そ
れ
を
一
種
の
帰
納
法

（induction

）
と
考
え
る
。
世
界
は
不
規
則
に
揺
ら
い
で
い
て
、
法
則
性
と
か

規
則
性
と
い
う
も
の
は
、
あ
る
幅
を
も
っ
た
不
規
則
な
揺
ら
ぎ
の
な
か
か
ら
最

終
的
に
（in the long run
）
帰
納
的
方
法
（the inductive m

ethod

）
に
よ
っ

て
確
認
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
（6.41

）。
宇
宙
論
的
ス
ケ
ー
ル
で
遂
行
さ

れ
る
論
理
的
操
作
で
あ
る
。〈
斉
一
性
（uniform

ity

）〉
が
ど
の
よ
う
に
し
て

形
成
さ
れ
る
の
か
に
つ
い
て
様
々
な
説
を
検
討
し
た
最
後
に
、
パ
ー
ス
は
自
分

の
考
え
と
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
な
形
成
論
を
述
べ
て
い
る
。

「
著
者
〔
パ
ー
ス
自
身
の
こ
と
〕
が
指
摘
す
る
仮
説
は
以
下
の
よ
う
な
も
の

で
あ
る
。
す
べ
て
の
法
則
は
進
化
の
結
果
な
の
で
あ
る
。
す
べ
て
の
法
則
の
も

と
に
は
唯
一
の
傾
向
性
（tendency

）
が
あ
っ
て
、
こ
の
傾
向
性
は
そ
れ
自
体

の
徳
に
よ
っ
て
の
み
成
長
し
う
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
す
べ
て
の
も
の
に

は
習
慣
と
な
る
傾
向
性
が
あ
る
の
だ
。
と
こ
ろ
で
、こ
の
同
じ
傾
向
性
こ
そ
が
、

心
が
も
つ
唯
一
の
根
本
法
則
で
あ
る
か
ら
、こ
こ
か
ら
次
の
こ
と
が
導
か
れ
る
。

心
的
な
行
動
が
諸
々
の
目
的
に
む
か
っ
て
活
動
す
る
の
と
ま
っ
た
く
同
じ
や
り

方
で
物
的
な
進
化
は
諸
々
の
目
的
に
向
か
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
こ
と
、
そ
う

い
う
わ
け
で
、
一
面
に
お
い
て
は
、
目
的
因
的
因
果
性
（final causation

）
だ

け
が
主
要
な
因
果
性
な
の
だ
と
語
る
こ
と
は
完
璧
な
真
理
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ

と
が
導
か
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
他
方
で
は
、
習
慣
法
則
（the law

 of habit

）

は
単
純
な
形
式
的
法
則
で
あ
っ
て
、
運
動
因
的
因
果
性
（efficient causation

）

が
も
つ
法
則
に
す
ぎ
な
い
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
ど
ち
ら
の
見
方
も
お
な
じ
よ

う
に
正
し
い
が
、
前
者
の
方
が
よ
り
理
解
し
や
す
い
。
一
方
、
習
慣
法
則
が
進

化
の
結
果
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
進
化
は
あ
ら
ゆ
る
時
間
を
通
じ
て
進
展
す

る
の
だ
か
ら
、い
か
な
る
法
則
も
絶
対
と
い
う
こ
と
は
な
い
こ
と
に
な
る
。我
々

は
、
現
象
自
体
が
、
観
測
上
の
間
違
い
に
類
比
的
な
法
則
か
ら
の
逸
脱
を
含
ん

で
い
る
こ
と
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。し
か
し
著
者〔
パ
ー
ス
自
身
〕は
、

こ
の
現
象
が
自
由
意
志
と
な
ん
ら
か
の
関
連
が
あ
る
と
こ
れ
ま
で
考
え
た
こ
と

は
な
い
。
あ
る
法
則
に
従
っ
て
進
化
す
る
限
り
、
そ
の
習
慣
法
則
は
、
同
質
性

か
ら
異
質
性
へ
の
移
動
（a m

ovem
ent from

 hom
ogeneity to heterogene-

ity

）
で
あ
る
代
わ
り
に
、
無
形
成
か
ら
斉
一
性
へ
の
成
長
（grow

th from
 dif-

form
ity to uniform

ity

）
な
の
で
あ
る
。」（6.101

）

宇
宙
が
多
様
性
（variety

）
と
斉
一
性
（uniform

ity

）
と
を
形
成
す
る
過

程
は
、
こ
の
よ
う
な
進
化
論
的
宇
宙
論
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
考
え
に

従
え
ば
、
ガ
リ
レ
オ
に
お
け
る
慣
性
の
法
則
も
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
に
お
け
る
力
学

の
諸
法
則
も
、
フ
ァ
ラ
デ
ー-

マ
ク
ス
ウ
ェ
ル
に
お
け
る
電
磁
気
学
の
諸
法
則

も
、
こ
の
よ
う
に
、
宇
宙
が
実
行
す
る
帰
納
法
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
、そ
れ
ら
の
法
則
は
ど
れ
ひ
と
つ
と
し
て
完
璧
な
も
の
は
な
い
。

絶
え
ず
多
く
の
逸
脱
事
例
が
存
在
す
る
の
だ
。
一
般
に
こ
れ
ら
の
法
則
は
、
そ

れ
ら
の
天
才
た
ち
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
パ
ー
ス
に
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言
わ
せ
れ
ば
、
実
は
宇
宙
自
体
の
自
己
内
反は
ん

省
し
ょ
う

の
結
果
な
の
だ
ろ
う
。
客
観

的
観
念
論
の
面
目
躍
如
で
あ
る
。

パ
ー
ス
に
よ
れ
ば
宇
宙
が
開
闢
す
る
の
も
、
ま
た
宇
宙
の
中
で
事
象
が
生
じ

る
の
も
偶
然
で
あ
る
。
宇
宙
の
根
源
は
、
そ
の
開
闢
の
時
点
に
お
い
て
も
、
ま

た
そ
の
つ
ど
時
々
刻
々
あ
た
ら
し
い
事
象
が
生
じ
る
の
も
、
す
べ
て
〈
絶
対
偶

然
〉
に
よ
る
。
世
界
は
偶
然
か
ら
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
パ
ー
ス
の
〈
絶
対

偶
然
〉
は
哲
学
的
偶
然
で
あ
っ
て
因
果
論
的
偶
然
で
は
な
い
。
そ
れ
は
煎
じ
詰

め
れ
ば
不
定
性
と
偶
有
性
で
し
か
な
い
。
そ
の
よ
う
な
哲
学
的
偶
然
性
が
な
ぜ

世
界
を
生
成
で
き
る
の
か
。
な
ぜ
、
法
則
か
ら
の
逸
脱
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
の
か
。
宇
宙
生
成
の
原
理
は
な
に
か
。
そ
れ
は
〈
絶
対
偶
然
〉
が
自
発

性
（spontaneity

）
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
自
発
性
の
お
か
げ
で
宇
宙
は
、
そ

の
全
体
に
お
い
て
も
ま
た
個
々
の
事
象
に
お
い
て
も
無
限
に
自
己
生
成
す
る
わ

け
だ
。

パ
ー
ス
の
〈
絶
対
偶
然
〉
に
は
自
発
性
が
あ
る
。
先
に
挙
げ
た
パ
ー
ス
自
身

の
手
に
な
る
〈
絶
対
偶
然
〉
の
定
義
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
パ
ー
ス
は
〈
絶
対

偶
然
〉
を
自
発
性
と
重
ね
合
わ
せ
て
理
解
し
て
い
る
。
パ
ー
ス
は
、「
多
様
性

は
自
発
性
か
ら
生
じ
法
則
性
は
偶
然
性
か
ら
生
じ
る
」と
考
え
る
。〈
絶
対
偶
然
〉

が
宇
宙
に
存
在
す
る
す
べ
て
の
多
様
性
と
法
則
性
の
唯
一
の
源
泉
た
り
う
る
の

は
、
こ
の
偶
然
性
が
同
時
に
自
発
性
で
も
あ
る
か
ら
だ
。
だ
か
ら
パ
ー
ス
の
考

え
る
〈
絶
対
偶
然
〉
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
用
語
で
言
え
ば
ア
ウ
ト
マ
ト
ン

で
あ
っ
て
テ
ュ
ケ
ー
、
す
な
わ
ちchance

で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う

疑
義
が
提
出
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
）
38
（

。

し
か
し
な
が
ら
、
偶
然
性
が
自
発
性
を
も
つ
こ
と
は
、
一
見
す
る
と
自
然
で

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
じ
つ
は
看
過
し
得
な
い
問
題
を
惹

き
起
こ
す
の
で
あ
る
。
で
は
、
偶
然
性
に
自
発
性
を
重
ね
合
わ
せ
る
と
ど
う
い

う
不
都
合
が
生
じ
る
の
か
。

ま
ず
、
自
発
性
は
そ
れ
自
体
が
運
動
因
（
始
動
因
）
で
あ
ろ
う
か
ら
、
偶
然

は
そ
れ
自
体
が
原
因
、
す
な
わ
ち
自
己
原
因
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

そ
う
で
あ
れ
ば
偶
然
の
出
来
事
に
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
原
因
論
の
意
味

で
も
近
代
的
な
因
果
性
の
意
味
で
も
、
原
因
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
偶
然

的
事
象
は
不
定
（
不
確
定
）
で
は
あ
る
が
自
発
的
だ
と
な
る
と
、
量
子
物
理
学

的
な
偶
然
性
と
は
う
ま
く
調
和
す
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
代
わ
り
、
パ
チ
ン

コ
屋
で
の
邂
逅
の
よ
う
な
遭
遇
型
の
偶
然
を
偶
然
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
く

な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
邂
逅
自
体
に
は
自
発
性
な
ど
ど
こ
に
も
な
い
。
な
い
か
ら

こ
そ
そ
れ
は
偶
然
と
み
な
さ
れ
る
の
だ
。
小
論
で
は
、
偶
然
性
の
典
型
は
遭
遇

で
あ
っ
て
、
遭
遇
型
の
偶
然
こ
そ
が
喫
緊
の
問
題
だ
と
考
え
る
か
ら
、
こ
れ
が

扱
え
な
い
の
で
あ
れ
ば
偶
然
性
論
と
し
て
は
失
格
で
あ
る
。
い
っ
た
い
、
サ
イ

コ
ロ
が
三
の
目
を
出
す
こ
と
は
自
発
性
の
現
わ
れ
だ
ろ
う
か
。
益
城
町
を
震
度

７
の
地
震
が
二
度
襲
っ
た
こ
と
は
自
発
性
の
現
わ
れ
か
。
こ
れ
ら
の
場
合
も
、

そ
こ
に
は
自
発
性
な
ど
存
在
し
な
い
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
ら
は
偶
然
と
み
な
さ
れ

る
の
だ
。
そ
れ
と
も
、
こ
れ
ら
の
場
合
に
も
、
我
々
に
は
知
り
え
な
い
宇
宙
の

自
発
性
が
働
い
た
の
だ
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
自
発
性
が
あ
ろ
う
と
な
か
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ろ
う
と
、
わ
た
し
た
ち
は
サ
イ
コ
ロ
の
出
目
や
地
震
の
襲
来
を
偶
然
と
見
な
し

続
け
る
の
で
は
な
い
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、「
そ
こ
に
自
発
性
が
な
い
と
す
れ

ば
そ
れ
は
偶
然
で
は
な
い
」
と
考
え
る
人
は
い
な
い
だ
ろ
う
。
自
発
性
は
偶
然

に
と
っ
て
本
質
的
な
要
件
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
偶
然
性
の
本
質
と
は
無
関
係

な
、
そ
れ
ゆ
え
ま
さ
に
偶
有
性
で
し
か
な
い
自
発
性
を
、
偶
然
の
本
質
で
あ
る

か
の
よ
う
に
取
り
込
ん
だ
の
は
、
パ
ー
ス
の
観
念
論
的
な
志
向
―
―
と
い
う
よ

り
は
嗜
好
―
―
で
あ
る
。

偶
然
性
に
自
発
性
を
組
み
込
む
こ
と
は
、
事
の
本
質
か
ら
と
い
う
よ
り
は
、

パ
ー
ス
が
も
っ
て
い
た
ド
イ
ツ
観
念
論
的
傾
向
の
し
か
ら
し
む
る
と
こ
ろ
な
の

だ
か
ら
、「
偶
然
性
は
不
定
性
と
自
発
性
か
ら
な
る
」
と
主
張
す
る
パ
ー
ス
の

偶
然
性
論
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
自
然
哲
学
の
よ
う
に
、
自
然
を
必
要
以
上
に
主

観
化
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
パ
ー
ス
の
科
学
的
形
而
上
学
で
は
、
力
学
現

象
も
電
磁
気
現
象
も
熱
現
象
も
、
す
べ
て
が
主
観
性
の
現
わ
れ
と
な
る
。
し
か

し
、
人
間
の
意
志
的
・
意
識
的
行
動
と
磁
力
や
電
気
力
と
を
同
じ
も
の
と
み
な

す
の
は
、
や
は
り
失
当
だ
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

で
は
、
疑
念
に
あ
げ
ら
れ
たchance

の
問
題
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。

疑
念
ど
お
り
にchance

は
ど
こ
か
に
い
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
。
パ
ー
ス
は「
偶

然
的
分
布
（fortuitous distributions

）」
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
（6.74

-81

）。

そ
し
て
こ
れ
を
も
っ
て
偶
然
の
定
義
に
宛
て
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け

ら
れ
る
。
こ
れ
は
例
え
ば
、
サ
イ
コ
ロ
の
出
目
の
頻
度
が
ど
の
目
に
つ
い
て
も

⅙  
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
、
出
目
は
偶
然
で
あ
る
と
結
論
を
下
す
よ
う
な
こ
と

で
あ
る
。
現
実
の
認
識
活
動
と
し
て
見
れ
ば
、
こ
の
手
続
き
は
き
わ
め
て
ま
っ

と
う
で
あ
る
。
わ
た
し
た
ち
は
、
サ
イ
コ
ロ
が
真
正
な
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か

を
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
出
目
が
偶
然
で
あ
る
か
ど
う
か
を
、
出
目
の
様
子
か
ら

判
断
す
る
ほ
か
な
い
の
だ
か
ら
。
し
か
し
そ
の
よ
う
に
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に

考
え
て
し
ま
う
と
、
パ
チ
ン
コ
屋
で
の
出
会
い
を
偶
然
と
み
な
す
こ
と
は
で
き

な
く
な
る
だ
ろ
う
。
パ
ー
ス
が
考
え
る
偶
然
は
、あ
く
ま
でchance

で
あ
っ
て
、

パ
チ
ン
コ
屋
で
の
遭
遇
の
よ
う
なaccident

は
考
え
て
い
な
い
と
言
わ
ざ
る
を

得
な
い
。
疑
念
は
杞
憂
だ
っ
た
よ
う
だ
。chance

は
し
っ
か
り
捉
え
ら
れ
て

い
る
の
だ
。
疑
念
と
し
て
提
出
さ
れ
る
べ
き
だ
っ
た
の
は
、
パ
ー
ス
の
偶
然
性

はcasus

で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
―
―
こ
れ
で
あ
ろ
う
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
パ
ー
ス
の
視
野
に
は
、
最
初
か
らcasus

、
す
な

わ
ち
因
果
論
的
偶
然
性
な
ど
全
く
入
っ
て
い
な
い
。
パ
ー
ス
は
、
気
体
分
子
運

動
論
を
念
頭
に
置
い
て
、
偶
然
的
分
布
に
つ
い
て
論
じ
て
い
て
、
そ
こ
で
は
正

当
に
も
、
偶
然
的
分
布
の
成
立
に
際
し
て
原
因
が
阻
却
さ
れ
る
こ
と
を
見
て
い

る
。「
出
来
事
は
保
存
力
（conservative forces

）
の
完
全
な
支
配
の
下
で
生

じ
る
。
偶
然
的
分
布
に
向
う
傾
向
が
あ
る
場
合
、偶
然
的
分
布
と
い
う
性
質
は
、

運
動
が
も
っ
て
い
る
様
々
な
初
期
条
件
の
違
い
の
中
に
あ
る
偶
然
的
分
布
に
全

面
的
に
依
存
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
初
期
条
件
の
違
い
に
つ
い
て
、
保
存
力

は
ま
っ
た
く
無
関
係
だ
。
こ
の
こ
と
が
は
っ
き
り
す
る
の
は
、
活
力
（vires 

vivae

：
運
動
エ
ネ
ル
ギ
ー
﹇1/2 m

v
2

﹈
の
こ
と
）
39
（

）
の
最
初
の
分
布
を
特
徴
付

け
る
特
殊
な
分
布
が
次
第
に
死
に
絶
え
る
（dies out

）
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
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特
殊
な
分
布
の
痕
跡
は
、
た
し
か
に
い
つ
ま
で
も
残
る
が
、
し
か
し
、
次
第
に

弱
ま
っ
て
、
完
全
な
消
滅
（com

plete disappearance

）
に
限
り
な
く
近
づ
く

の
だ
」（6.81
）。
し
か
し
パ
ー
ス
は
、
当
然
な
が
ら
、
こ
の
原
因
の
阻
却
を
偶

然
性
が
成
立
す
る
究
極
の
機
制
と
は
見
て
い
な
い
。
熱
・
統
計
力
学
で
、
エ
ル

ゴ
ー
ド
性
が
成
立
す
る
際
、
初
期
条
件
が
ど
う
で
も
よ
く
な
る
こ
と
に
多
く
の

物
理
学
者
が
触
れ
て
い
る
が
、
パ
ー
ス
の
こ
の
阻
却
に
つ
い
て
の
発
言
も
、
そ

の
ひ
と
つ
に
す
ぎ
な
い
。

偶
然
性
を
自
発
性
と
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
が
孕
む
も
う
ひ
と
つ
の
問
題
点

は
、
進
化
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
関
係
す
る
。
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
進
化
論
に
強
い
説
得

力
を
あ
た
え
、
そ
れ
以
外
の
進
化
論
と
の
際
立
っ
た
差
異
を
か
た
ち
づ
く
っ
て

い
る
の
は
、ダ
ー
ウ
ィ
ン
型
進
化
論
が
、目
的
論
的
な
創
造
型
進
化
論
と
は
違
っ

て
、
徹
底
し
た
機
械
論
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
組
み
込
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
）
40
（

。
突

然
変
異
が
生
じ
る
の
も
自
然
淘
汰
が
成
立
す
る
の
も
、
そ
れ
ら
の
究
極
に
遭
遇

型
の
偶
然
性
が
あ
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
遭
遇
型
の
偶
然
性
こ
そ
因

果
論
的
偶
然
性
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
因
果
論
的
偶
然
性
の
存
在
を

み
と
め
な
い
パ
ー
ス
に
あ
っ
て
は
、
偶
然
を
い
か
に
自
発
性
と
重
ね
合
わ
せ
よ

う
と
、
実
際
の
進
化
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
説
明
す
る
こ
と
は
覚
束
な
い
。
結
局
は

客
観
的
観
念
論
に
す
が
っ
て
、
そ
こ
に
は
宇
宙
を
み
た
す
主
観
性
の
目
的
論
的

意
向
―
―
パ
ー
ス
は
愛
（love

）
と
呼
ぶ
―
―
が
働
い
て
い
る
の
だ
と
か
な
ん

と
か
言
わ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
進
化
に
つ
い
て
パ
ー
ス
は
一
種
の
ラ
マ
ル
ク

主
義
を
採
っ
て
、
創
造
的
愛
や
共
感
に
よ
る
進
化
を
考
え
る
。
こ
れ
が
パ
ー
ス

の
言
う
ア
ガ
ペ
イ
ズ
ム
（agapasm

）
で
あ
る
（6.299

-302

）。
パ
ー
ス
の
偶

然
性
は
哲
学
的
偶
然
性
だ
か
ら
、「
タ
イ
キ
ズ
ム
は
一
種
の
ア
ガ
ペ
イ
ズ
ム
で

あ
る
」（6.304

）
と
宣
言
し
た
と
こ
ろ
で
ど
こ
か
に
支
障
が
生
じ
る
わ
け
で
は

な
い
の
で
あ
る
が
。

パ
ー
ス
に
と
っ
て
偶
然
性
と
は
、
偶
有
性
で
あ
り
不
定
性
で
あ
る
。
世
界
の

根
本
は
ア
モ
ル
フ
な
の
だ
と
言
い
た
い
わ
け
だ
。
そ
し
て
ま
た
偶
然
性
は
潜
在

性
で
あ
り
自
発
性
で
あ
る
。
そ
し
て
自
発
性
は
自
己
原
因
で
あ
る
。
パ
ー
ス
の

タ
イ
キ
ズ
ム
と
は
、自
己
原
因
を
世
界
中
に
ば
ら
ま
く
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

自
然
発
生
説
の
復
活
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
同
時
に
汎
神
論
―
―
な
い
し
汎

心
論
―
―
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル-

シ
ェ
リ
ン
グ
的
な
汎-

精
神
論
の
図
式
を
そ
の

ま
ま
引
き
継
い
で
、
精
神
の
か
わ
り
に
偶
然
を
置
い
た
よ
う
な
風
情
だ
。
こ
れ

が
パ
ー
ス
の
偶
然
主
義
（tychism

）
の
内
実
で
あ
る
。

パ
ー
ス
に
お
い
て
偶
然
性
は
満
度
に
花
開
く
。
し
か
も
偶
然
性
は
宇
宙
に
遍

在
す
る
。
偶
然
性
は
わ
が
世
の
春
を
謳
歌
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
そ
れ
が

ゆ
る
さ
れ
た
の
は
こ
の
偶
然
性
が
哲
学
的
偶
然
性
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。
そ
れ
が

不
定
性
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
で
も
決
定
論
的
な
世
界
観
か
ら
す
れ
ば
驚
天
動

地
だ
ろ
う
。
ゆ
る
ぎ
な
く
確
定
し
て
い
る
は
ず
の
宇
宙
は
不
定
な
偶
然
性
の
星

雲
と
化
し
た
の
だ
か
ら
。
し
か
し
偶
然
性
が
星
と
輝
け
る
の
は
、
ひ
と
つ
ひ
と

つ
の
星
々
が
自
発
性
だ
か
ら
で
あ
る
。

結
局
パ
ー
ス
の
世
界
像
は
、
意
識
や
意
志
や
恣
意
や
自
由
と
い
っ
た
人
間
に

固
有
の
機
能
を
宇
宙
全
体
に
ち
り
ば
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
の
で
あ
っ
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て
、
偶
然
性
の
遍
在
は
そ
の
結
果
に
す
ぎ
な
い
。
彼
の
理
論
構
成
は
逆
に
な
っ

て
い
る
け
れ
ど
も
。
そ
れ
ゆ
え
、
パ
ー
ス
の
偶
然
性
論
の
当
否
は
シ
ェ
リ
ン
グ

流
の
客
観
的
観
念
論
あ
る
い
は
汎
神
論
の
妥
当
性
如
何
と
な
る
。パ
ー
ス
の〈
絶

対
偶
然
〉
は
シ
ェ
リ
ン
グ
の
〈
原
始
偶
然
〉
の
焼
き
直
し
に
す
ぎ
な
い
と
言
え

ば
、
そ
れ
は
言
い
過
ぎ
だ
ろ
う
か
。

5　

九
鬼
周
造
の
偶
然
性
論

　
　

―
―
偶
然
性
は
ス
コ
ラ
化
さ
れ
る
―
―

最
後
に
九
鬼
周
造
の
『
偶
然
性
の
問
題
）
41
（

』
を
採
り
上
げ
よ
う
。

九
鬼
は
、「
偶
然
性
と
は
必
然
性
の
否
定
で
あ
る
」（
一
頁
）
と
い
う
定
義
を

も
っ
て
彼
の
個
性
的
な
偶
然
性
論
を
始
め
る
。
そ
の
際
九
鬼
は
、
必
然
性
を
自

己
同
一
性
と
し
て
と
ら
え
、「
同
一
、
従
っ
て
必
然
と
い
う
規
定
は
（
一
）
概

念
性
、（
二
）
理
由
性
、（
三
）
全
体
性
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、（
一
）

概
念
と
徴
表
と
の
関
係
、（
二
）
理
由
と
帰
結
と
の
関
係
、（
三
）
全
体
と
部
分

と
の
関
係
に
関
し
て
把
握
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
」（
七
頁
）
と
考
え
る
。
一
つ

目
の
、
概
念
と
徴
表
と
の
関
係
を
支
配
す
る
必
然
性
と
は
、
例
え
ば
「
す
べ
て

の
三
角
形
は
三
つ
の
辺
か
ら
な
る
」
と
か
「
す
べ
て
の
ク
ロ
ー
バ
ー
は
三
つ
葉

で
あ
る
」
の
よ
う
な
全
称
命
題
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
。
二
つ
目
の
、
理
由
と

帰
結
、
な
い
し
原
因
と
結
果
の
関
係
を
支
配
す
る
必
然
性
は
、
例
え
ば
「
雨
が

降
る
な
ら
ば
湿
度
が
あ
が
る
」
の
よ
う
な
因
果
関
係
を
あ
ら
わ
す
仮
言
命
題
に

よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
。三
つ
目
の
全
体
と
部
分
の
関
係
を
支
配
す
る
必
然
性
は
、

「
三
角
形
は
、
鋭
角
三
角
形
で
あ
る
か
あ
る
い
は
直
角
三
角
形
で
あ
る
か
あ
る

い
は
鈍
角
三
角
形
で
あ
る
」
の
よ
う
な
選
言
命
題
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
。
そ

し
て
こ
れ
ら
三
種
類
の
必
然
性
を
九
鬼
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、「
定
言
的
必
然
」「
仮

説
的
必
然
」「
離
接
的
必
然
」
と
呼
ぶ
。
九
鬼
は
、「
仮
言
的
」
よ
り
も
「
仮
説

的
」
を
、「
選
言
的
」
よ
り
も
「
離
接
的
」
の
言
い
方
を
好
む
よ
う
だ
（
八
頁
）。

偶
然
性
と
は
必
然
性
の
否
定
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
以
上
の
三
種
類
の
必
然

性
に
対
応
し
て
、
偶
然
性
に
も
三
種
あ
る
こ
と
に
な
る
。「
定
言
的
偶
然
」「
仮

説
的
偶
然
」「
離
接
的
偶
然
」
で
あ
る
）
42
（

。
九
鬼
は
ま
た
そ
れ
ら
を
そ
れ
ぞ
れ
「
論

理
的
偶
然
」「
経
験
的
偶
然
」「
形
而
上
的
偶
然
」
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
が
、
こ
の

間
の
事
情
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。「
…
…
定
言
的
偶
然
は
論
理
学
上

の
概
念
的
見
地
に
終
始
し
、
仮
説
的
偶
然
は
経
験
界
に
お
け
る
因
果
性
に
関
し

て
顕
著
に
現
わ
れ
、
離
接
的
偶
然
は
形
而
上
的
の
絶
対
者
に
対
し
て
特
に
浮
き

出
て
く
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、優
勢
的
命
名
法
に
よ
っ
て
三
者
を
論
理
的
偶
然
、

経
験
的
偶
然
、
形
而
上
的
偶
然
と
呼
ぶ
の
も
一
つ
の
仕
方
で
あ
る
。
し
か
し
偶

然
性
は
そ
の
根
源
に
お
い
て
論
理
学
的
様
相
性
に
所
属
す
る
も
の
で
あ
る
か

ら
、
こ
の
種
の
優
勢
的
命
名
法
は
厳
密
に
言
え
ば
不
適
切
で
あ
る
こ
と
を
免
れ

な
い
。」（
一
一
頁
）。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
九
鬼
が
偶
然
性
を
「
論
理
学

的
様
相
性
に
所
属
す
る
も
の
」
と
し
て
捉
え
て
い
る
点
で
あ
る
。
九
鬼
の
偶
然

性
論
が
様
相
論
理
学
的
性
格
を
濃
厚
に
と
ど
め
て
い
る
の
は
偶
然
性
に
た
い
す

る
彼
の
こ
の
根
本
姿
勢
の
表
わ
れ
で
あ
る
。
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定
言
的
偶
然
の
例
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
あ
る
ク
ロ
ー
バ
ー
が
四
つ
葉
で
あ

る
こ
と
や
、
ギ
リ
シ
ア
で
夏
に
雨
が
多
い
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、「
す
べ

て
の
ク
ロ
ー
バ
ー
は
三
つ
葉
で
あ
る
」
や
「
ギ
リ
シ
ア
の
夏
は
雨
が
少
な
い
」

が
定
言
的
必
然
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
こ
れ
ら
を
否
定
す
る
例
外
的
事
例
に
あ

た
る
の
で
偶
然
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
「
三
角
形
の
内
角

の
和
が
二
直
角
で
あ
る
」
も
偶
然
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何

学
ま
で
念
頭
に
入
れ
る
な
ら
ば
、
三
角
形
の
本
質
は
三
つ
の
辺
か
ら
な
る
こ
と

で
あ
っ
て
、
内
角
の
和
が
二
直
角
で
あ
る
か
二
直
角
よ
り
大
き
い
か
小
さ
い
か

は
必
然
性
を
持
た
な
い
か
ら
だ
。
定
言
的
偶
然
の
端
的
な
例
と
し
て
は
、
む
し

ろ
個
物
、
個
体
が
挙
げ
ら
れ
る
。
人
間
と
い
う
本
質
が
普
遍
的
同
一
者
と
し
て

必
然
性
を
も
つ
の
に
た
い
し
て
個
々
の
人
間
は
そ
れ
が
固
体
で
あ
る
と
い
う
点

で
す
で
に
し
て
偶
然
な
の
で
あ
る
。

九
鬼
は
、
定
言
的
偶
然
の
問
題
は
仮
説
的
偶
然
の
問
題
に
移
行
す
る
と
考
え

る
。
こ
れ
は
、
例
え
ば
、「「
こ
の
ク
ロ
ー
バ
ー
」
が
「
四
葉
」
で
あ
る
の
は
、

栄
養
の
状
態
か
、
気
候
の
影
響
か
、
創
傷
の
刺
激
か
、
何
ら
か
の
原
因
が
な
く

て
は
な
ら
ぬ
」（
四
四-

五
頁
）
か
ら
で
あ
る
。

仮
説
的
偶
然
に
は
、
理
由
を
欠
く
場
合
、
原
因
（
因
果
性
）
を
欠
く
場
合
、

目
的
を
欠
く
場
合
が
あ
っ
て
、そ
れ
ぞ
れ
「
理
由
的
偶
然
」「
因
果
的
偶
然
」「
目

的
的
偶
然
」
と
し
て
区
分
さ
れ
る
。
仮
説
的
偶
然
を
論
じ
る
第
二
章
は
、
偶
然

性
の
種
類
分
け
に
関
す
る
些
末
で
煩
雑
な
議
論
が
延
々
と
続
く
。
因
果
的
偶
然

性
は
始
動
因
（
運
動
因
）
が
存
在
し
な
い
場
合
で
あ
り
、
こ
れ
は
ま
さ
に
小
論

が
定
義
す
る
因
果
論
的
偶
然
性
で
あ
る
。
仮
説
的
偶
然
の
例
と
し
て
は
、
語
呂

合
わ
せ
や
奇
跡
も
含
ま
れ
る
。
前
者
は
理
由
的
積
極
的
偶
然
の
例
と
し
て
説
明

さ
れ
（
七
二-

四
頁
）、
後
者
は
因
果
的
偶
然
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る

（
七
五
頁
）。
ち
な
み
に
言
え
ば
、
仮
説
的
偶
然
が
経
験
的
偶
然
と
言
い
換
え
ら

れ
る
の
は
、
因
果
的
偶
然
と
目
的
的
偶
然
の
二
者
を
指
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。

九
鬼
は
仮
説
的
偶
然
の
究
極
に
は
二
つ
の
因
果
系
列
の
遭
遇
ま
た
は
邂
逅
が

あ
る
と
考
え
る
。
仮
説
的
偶
然
の
基
本
的
性
質
で
あ
る
こ
と
を
超
え
て
、「
偶

然
は
遭
遇
ま
た
は
邂
逅
と
し
て
定
義
さ
れ
る
」（
一
四
八
頁
）
と
ま
で
言
っ
て

い
る
。「
偶
然
性
の
核
心
的
意
味
は
「
甲
は
甲
で
あ
る
」
と
い
う
同
一
律
の
必

然
性
を
否
定
す
る
甲
と
乙
と
の
邂
逅
で
あ
る
。我
々
は
偶
然
性
を
定
義
し
て「
独

立
な
る
二
元
の
邂
逅
」
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
」（
同
頁
）
と
。「
要

す
る
に
仮
説
的
積
極
的
偶
然
の
一
般
性
格
と
し
て
、
ま
た
広
く
は
一
般
に
偶
然

そ
の
も
の
の
性
格
と
し
て
独
立
な
る
二
元
の
邂
逅
と
い
う
意
味
構
造
が
目
撃
さ

れ
る
の
で
あ
る
」（
一
五
〇
頁
）。
そ
し
て
九
鬼
は
、
単
に
因
果
性
を
欠
く
場
合

を
「
消
極
的
偶
然
」、
邂
逅
な
い
し
遭
遇
が
あ
っ
て
生
じ
る
場
合
を
「
積
極
的

偶
然
」
と
呼
び
分
け
て
い
る
。

離
接
的
偶
然
は
、
選
言
文
（
離
接
文
）
が
必
然
性
を
表
現
し
て
い
る
と
き
、

何
で
あ
れ
そ
の
選
言
肢
（
離
接
肢
）
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
全

体
の
必
然
性
に
対
す
る
部
分
の
偶
然
性
で
あ
る
。「
そ
う
し
て
各
部
分
は
、
全

体
の
中
に
包
ま
れ
て
い
な
が
ら
相
互
に
離
接
的
関
係
に
立
っ
て
い
る
か
ら
、
こ

の
種
の
偶
然
を
離
接
的
偶
然
と
い
う
。
例
え
ば
三
角
形
は
鋭
角
三
角
形
で
あ
る
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か
、
直
角
三
角
形
で
あ
る
か
、
鈍
角
三
角
形
で
あ
る
。
そ
の
他
の
三
角
形
が
考

え
ら
れ
な
い
限
り
、
三
角
形
は
一
つ
の
全
体
と
し
て
外
延
的
に
完
結
し
て
い
る

も
の
と
見
ら
れ
る
。
そ
う
し
て
鋭
角
三
角
形
が
、
鋭
角
三
角
形
で
な
く
て
直
角

三
角
形
で
も
鈍
角
三
角
形
で
も
あ
り
得
る
と
い
う
点
に
、
全
体
と
し
て
の
三
角

形
に
対
し
て
鋭
角
三
角
形
は
偶
然
性
を
も
っ
て
い
る
」（
一
八
五-

六
頁
）。ま
た
、

自
然
数
は
必
ず
奇
数
で
あ
る
か
あ
る
い
は
偶
数
で
あ
る
か
ら
、
奇
数
や
偶
数
は

そ
れ
ぞ
れ
が
偶
然
で
あ
る
。
更
に
ま
た
、
人
間
は
必
ず
男
性
で
あ
る
か
あ
る
い

は
女
性
で
あ
る
な
ら
ば
、
男
性
で
あ
る
こ
と
や
女
性
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ

れ
が
偶
然
で
あ
る
。

こ
れ
ら
を
偶
然
と
呼
ぶ
の
は
、
そ
れ
ら
が
必
然
で
は
な
い
か
ら
だ
。
こ
の
場

合
に
必
然
で
な
い
と
は
、
そ
れ
ら
は
本
質
を
形
成
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
例
え
ば
、
奇
数
や
偶
数
は
自
然
数
の
本
質
で
は
な
い
し
、
男
性
や
女
性

も
人
間
の
本
質
で
は
な
い
。
こ
の
意
味
で
、
奇
数
や
偶
数
は
、
そ
し
て
ま
た
、

男
性
や
女
性
は
、
偶
然
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
離
接
的
（
選
言
的
）

偶
然
で
あ
る
。

第
１
節
で
提
示
し
た
四
種
類
の
偶
然
性
と
比
較
す
れ
ば
、
九
鬼
の
言
う
定
言

的
偶
然
は
本
体
論
的
偶
然
性
に
、
仮
説
的
偶
然
は
因
果
論
的
偶
然
性
に
、
離
接

的
偶
然
は
様
相
論
的
偶
然
性
に
、ほ
ぼ
対
応
す
る
。「
ほ
ぼ
」と
限
定
す
る
の
は
、

九
鬼
の
場
合
に
は
、「
偶
然
性
は
必
然
性
の
否
定
で
あ
る
」
と
い
う
大
前
提
が

あ
っ
て
、
し
か
も
そ
の
必
然
性
が
、
定
言
判
断
、
仮
言
判
断
、
選
言
判
断
の
形

を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
す
で
に
幾
度
も
述
べ
た
よ
う
に
、

本
体
論
的
偶
然
性
と
様
相
論
的
偶
然
性
と
は
表
裏
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
以

上
、
九
鬼
が
離
接
的
偶
然
と
呼
ぶ
も
の
に
は
、
様
相
論
的
偶
然
性
の
側
面
と
並

ん
で
本
体
論
的
偶
然
性
の
側
面
が
あ
る
。
離
接
的
偶
然
を
中
心
に
展
開
さ
れ
て

い
く
九
鬼
の
偶
然
性
論
は
、
ま
さ
に
哲
学
的
偶
然
性
の
独
壇
場
と
化
す
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
。

偶
然
性
は
、
そ
の
様
相
の
本
当
の
姿
が
、（
様
相
）
論
理
学
と
存
在
論
と
を

統
合
し
た
「
存
在
論
理
学
」（
二
二
七
頁
）
に
於
い
て
闡
明
さ
れ
る
と
い
う
の

が
九
鬼
の
狙
い
で
あ
り
誇
り
で
も
あ
る
よ
う
だ
。
離
接
的
偶
然
を
主
題
的
に
論

じ
る
第
三
章
は
、
四
つ
の
様
相
―
―
必
然
、
可
能
、
不
可
能
、
偶
然
―
―
の
間

の
関
係
に
関
す
る
殆
ん
ど
ス
コ
ラ
的
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
よ
う
な
議
論
に
費
や
さ

れ
る
。
偶
然
性
論
の
土
俵
を
様
相
論
に
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
九
鬼
の
偶
然
性

論
は
、
一
方
で
、
様
相
に
関
す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
の
蓄
積
を
利
用
で
き

る
特
典
と
、
決
定
論
と
の
全
面
対
決
を
避
け
る
当
た
り
の
良
さ
と
を
手
に
入
れ

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
偶
然
性
の
客
観
的
存
在
を
明
確
に
表
明
し
な

が
ら
も
決
定
論
と
の
激
突
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
の
は
偶
然
性
が
も
っ

ぱ
ら
様
相
的
な
偶
然
と
し
て
様
相
論
理
の
レ
ベ
ル
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
偶
然
性
を
様
相
論
の
水
準
に
限
定
す
れ
ば
、
偶
然
性

論
と
し
て
は
一
面
的
た
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
無
知
説
の
根
強
さ
が
身
を
も
っ
て

示
し
て
い
る
よ
う
に
、
偶
然
性
の
客
観
的
存
在
は
、
決
定
論
と
激
突
す
る
が
ゆ

え
に
問
題
視
さ
れ
た
わ
け
で
あ
ろ
う
。
決
定
論
的
な
哲
学
の
伝
統
が
偶
然
性
を

疎
外
し
続
け
て
き
た
の
も
、
偶
然
性
が
論
理
の
水
準
を
こ
え
て
、
事
象
の
生
成
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の
局
面
で
重
大
な
影
響
を
も
た
ら
す
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
九
鬼
の
よ
う
に

偶
然
性
論
を
様
相
論
の
水
準
で
か
た
づ
け
て
し
ま
う
と
、
偶
然
性
を
論
じ
て
い

な
が
ら
決
定
論
と
の
関
係
が
曖
昧
に
な
り
、
不
節
操
な
イ
イ
ト
コ
取
リ
の
印
象

が
つ
き
ま
と
う
。

九
鬼
の
偶
然
性
論
の
全
体
を
貫
く
キ
ー
・
ワ
ー
ド
は
「
無
い
こ
と
の
可
能
」

で
あ
る
。
偶
然
性
を
様
相
論
的
に
規
定
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
偶
然
性
の
本
質
を

〈
無
い
こ
と
の
可
能
〉
と
み
な
し
て
も
か
ま
わ
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
哲
学
談

議
を
離
れ
て
み
れ
ば
、
偶
然
性
で
重
要
な
の
は
あ
く
ま
で
因
果
論
的
偶
然
性
で

あ
る
。
そ
う
で
あ
る
限
り
〈
無
い
こ
と
の
可
能
〉
で
は
不
十
分
な
の
だ
。
不
十

分
に
と
ど
ま
ら
ず
、
不
適
切
で
あ
り
、
明
確
に
間
違
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。〈
無

い
こ
と
の
可
能
〉
が
九
鬼
の
偶
然
性
論
に
と
っ
て
い
か
に
重
要
で
あ
る
か
を
次

に
見
て
み
よ
う
。

『
偶
然
性
の
問
題
』
の
最
終
章
は
「
結
論
」
と
題
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で

九
鬼
は
、
全
体
を
総
括
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
要
す
る
に
定
言
的
偶
然
の
核
心
的
意
味
は
「
個
物
お
よ
び
個
々
の
事
象
」

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
仮
説
的
偶
然
の
核
心
的
意
味
は
「
一
つ
の
系
列
と
他

の
系
列
と
の
邂
逅
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
離
接
的
偶
然
の
核
心
的
意
味
は

「
無
い
こ
と
の
可
能
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
個
物
お
よ
び
個
々
の
事
象
で

あ
る
が
故
に
、
一
般
概
念
に
対
し
て
偶
然
的
徴
表
を
備
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

独
立
し
た
系
列
と
系
列
と
の
邂
逅
で
あ
る
が
故
に
、
理
由
と
帰
結
の
必
然
的
関

係
の
外
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
無
い
こ
と
の
可
能
な
る
が
故
に
、
諸
可
能
性
全

体
の
持
つ
必
然
性
に
悖も
と

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
こ
れ
ら
の
偶
然
の
三
つ

の
意
味
は
決
し
て
個
々
に
分
離
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
渾
然
と
し
て
ひ
と
つ

に
融
合
し
て
い
る
。「
個
物
お
よ
び
個
々
の
事
象
」
の
核
心
的
意
味
は
「
一
つ

の
系
列
と
他
の
系
列
と
の
邂
逅
」
と
い
う
こ
と
に
存
し
、
邂
逅
の
核
心
的
意
味

は
邂
逅
し
な
い
こ
と
も
可
能
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、「
無
い
こ
と
の
可
能
」

と
い
う
こ
と
に
存
し
て
い
る
。
そ
う
し
て
こ
れ
ら
す
べ
を
原
本
的
に
規
定
し
て

い
る
偶
然
性
の
根
源
的
意
味
は
、
一
者
と
し
て
の
必
然
性
に
対
す
る
他
者
の
措

定
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
必
然
性
と
は
同
一
性
す
な
わ
ち
一
者
の
様
相
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
偶
然
性
は
一
者
と
他
者
の
二
元
性
の
あ
る
と
こ
ろ
に
初
め
て
存
す

る
の
で
あ
る
。
…
…
個
物
の
起
源
は
一
者
に
対
す
る
他
者
の
二
元
的
措
定
に
遡

る
。
邂
逅
は
独
立
な
る
二
元
の
邂
逅
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
無
い
こ
と
の
可
能
は

ひ
と
つ
ま
た
は
他
の
選
択
に
基
く
も
の
と
し
て
二
元
を
予
想
し
て
い
る
。

…
…
」（
三
二
三-

五
頁
）

こ
こ
に
九
鬼
偶
然
性
論
の
す
べ
て
が
語
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
過
言
で
は
な

い
。
定
言
的
偶
然
の
偶
然
性
は
、
一
般
に
た
い
す
る
個
物
の
個
体
性
に
あ
り
、

仮
説
的
偶
然
の
基
本
構
造
は
〈
二
系
列
の
邂
逅
〉
に
あ
り
、
離
接
的
偶
然
の
基

本
構
造
は
〈
無
い
こ
と
の
可
能
〉
に
あ
る
。
定
言
的
偶
然
は
〈
邂
逅
〉
を
通
じ

て
仮
説
的
偶
然
へ
と
一
般
化
さ
れ
、
仮
説
的
偶
然
は
〈
無
い
こ
と
の
可
能
〉
を

通
じ
て
離
接
的
偶
然
へ
一
般
化
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
偶
然
性
の
問
題
は
離
接

的
偶
然
に
お
い
て
最
終
的
決
着
が
は
か
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
〈
無
い

こ
と
の
可
能
〉
は
結
局
〈
一
者
と
他
者
〉
の
二
元
性
に
行
き
着
く
わ
け
だ
か
ら
、
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偶
然
性
の
問
題
は
究
極
的
に
は
こ
の
二
元
性
に
淵
源
を
も
つ
の
で
あ
る
。『
偶

然
性
の
問
題
』
の
売
り
は
そ
の
煩
雑
な
ま
で
に
精
緻
な
議
論
に
あ
る
の
で
あ
っ

て
、
九
鬼
の
議
論
の
論
理
構
造
だ
け
を
取
り
出
す
と
、
こ
の
よ
う
に
極
め
て
単

純
な
の
に
は
驚
い
て
し
ま
う
。
煩
瑣
な
議
論
を
粘
り
強
く
辿
る
際
の
繊
細
さ
と

正
確
さ
は
驚
嘆
に
あ
た
い
す
る
。
し
か
し
彼
の
立
論
の
骨
組
み
は
、
こ
こ
に
示

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
あ
っ
け
な
い
ほ
ど
簡
単
な
の
だ
。

コ
イ
ン
を
投
げ
て
表
が
出
た
と
き
、
そ
れ
は
偶
然
だ
と
い
う
。
で
は
何
が
そ

れ
を
偶
然
た
ら
し
め
る
の
か
。
表
が
出
な
い
こ
と
も
可
能
だ
か
ら
か
。
た
し
か

に
、
表
が
出
る
こ
と
は
コ
イ
ン
の
本
質
で
は
な
い
か
ら
、
表
が
出
な
い
こ
と
も

可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、「
表
が
出
た
こ
と
が
偶
然
な
の
は
、
表
が
出
な
い
こ

と
が
可
能
だ
か
ら
だ
」
と
は
、「
偶
然
」
と
い
う
こ
と
ば
の
意
味
を
説
明
し
て

い
る
に
過
ぎ
ず
、
偶
然
と
い
う
出
来
事
の
根
拠
を
説
明
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
表
が
出
な
い
こ
と
が
不
可
能
だ
と
す
れ
ば
、
表
が
出
た
こ
と
は
必
然
で
あ

る
。
だ
か
ら
、「
表
が
出
る
こ
と
が
偶
然
な
の
は
表
が
出
な
い
可
能
性
が
あ
る

か
ら
だ
」
と
答
え
る
の
は
、「
表
が
出
る
こ
と
が
偶
然
な
の
は
そ
れ
が
必
然
で

は
な
い
か
ら
だ
」
と
言
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
偶
然
を
必
然
の
否
定
で
言
い

換
え
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

「
無
い
こ
と
の
可
能
」
と
は
、
こ
の
よ
う
に
、
た
だ
偶
然
を
定
義
し
て
い
る

だ
け
で
あ
る
。
だ
か
ら
そ
れ
は
、「
偶
然
」
と
呼
ぶ
根
拠
を
示
し
て
い
る
に
し

て
も
、
偶
然
が
成
立
す
る
根
拠
を
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
論
理

学
の
議
論
で
あ
っ
て
、
因
果
論
の
議
論
で
は
な
い
。
知
り
た
い
の
は
、
偶
然
と

呼
ぶ
根
拠
で
は
な
く
、
偶
然
が
生
じ
る
理
由
で
あ
る
。

離
接
的
偶
然
が
〈
無
い
こ
と
の
可
能
〉
を
実
現
し
て
い
る
の
は
、
例
え
ば
、

三
角
形
の
全
体
と
い
う
必
然
性
か
ら
見
れ
ば
、
直
角
三
角
形
で
な
い
こ
と
も
可

能
で
あ
り
、
自
然
数
の
全
体
か
ら
見
れ
ば
、
奇
数
で
な
い
こ
と
も
可
能
で
あ
る

か
ら
だ
。
同
様
に
、
人
類
と
い
う
全
体
か
ら
見
れ
ば
、
男
性
で
な
い
こ
と
も
可

能
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
直
角
三
角
形
は
偶
然
で
あ
り
、
奇
数
は
偶

然
で
あ
り
、男
性
は
偶
然
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
こ
こ
に
あ
る
の
は
〈
一
と
他
〉

と
か
〈
全
体
と
部
分
〉
と
言
う
よ
う
な
「
存
在
論
理
学
」
的
関
係
で
あ
る
。〈
無

い
こ
と
の
可
能
〉
を
こ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る
偶
然
性

を
、「
全
体
か
ら
み
た
偶
然
」
あ
る
い
は
「
全
体
論
的
偶
然
」
と
呼
ぶ
こ
と
に

し
よ
う
。
偶
然
で
あ
る
こ
と
が
全
体
と
の
関
連
で
決
ま
る
か
ら
だ
。
離
接
的
偶

然
す
な
わ
ち
様
相
論
的
偶
然
は
こ
の
意
味
で
全
体
論
的
偶
然
で
あ
る
。

こ
の
全
体
論
的
偶
然
の
定
義
に
用
い
ら
れ
て
い
る
可
能
性
は
論
理
的
可
能
性

と
み
な
す
の
が
順
当
で
あ
ろ
う
。「
三
角
形
に
は
鋭
角
三
角
形
も
直
角
三
角
形

も
鈍
角
三
角
形
も
可
能
だ
」と
い
う
形
で
用
い
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。『
偶

然
性
の
問
題
』
に
は
、
離
接
的
偶
然
と
論
理
的
可
能
性
と
を
同
一
視
し
て
い
る

箇
所
も
あ
る
）
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（

が
、
ま
さ
に
そ
の
通
り
で
あ
る
。
偶
然
性
が
こ
の
意
味
で
の
「
無

い
こ
と
の
可
能
」
と
し
て
理
解
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
偶
然
性
と
必
然
性
と
は
互
に

否
定
的
な
関
係
に
あ
る
。
九
鬼
が
偶
然
性
を
必
然
性
と
対
立
す
る
も
の
と
し
て

と
ら
え
、
そ
の
二
つ
は
矛
盾
対
当
の
関
係
に
あ
る
と
述
べ
て
い
る
時
（
二
二
四

頁
）
に
は
、
こ
の
意
味
で
の
偶
然
が
念
頭
に
あ
る
は
ず
だ
。
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し
か
し
、「
無
い
こ
と
の
可
能
」
は
偶
然
性
の
定
義
で
し
か
な
い
の
に
、
な

ぜ
九
鬼
は
そ
れ
を
わ
ざ
わ
ざ
離
接
的
偶
然
の
核
心
的
意
味
と
呼
ぶ
の
だ
ろ
う

か
。〈
無
い
こ
と
の
可
能
〉
に
は
偶
然
性
一
般
の
定
義
と
な
ら
ん
で
も
う
ひ
と

つ
別
の
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
九
鬼
は
〈
無
い
こ
と
の
可
能
〉
の
な
か
に

離
接
的
偶
然
の
形
而
上
学
的
原
理
を
読
み
込
む
の
で
あ
る
。
先
に
引
用
し
た
直

前
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
で
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
た
。

「
離
接
的
偶
然
の
核
心
的
意
味
は
「
無
い
こ
と
の
可
能
」
と
し
て
「
無
い
こ

と
の
必
然
」
へ
近
迫
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
偶
然
性
は
不
可
能
性
の
無
の
性
格

を
帯
び
た
現
実
で
あ
る
。
単
な
る
現
実
と
し
て
戯
れ
の
如
く
現
在
の
瞬
間
に
現

象
す
る
。
現
在
の
「
今
」
現
象
し
た
離
接
肢
の
現
実
性
の
背
景
に
無
を
目も
く

睹と

し

て
驚
異
す
る
の
が
偶
然
で
あ
る
。
そ
う
し
て
驚
異
の
情
緒
は
実
存
に
と
っ
て
運

命
を
通
告
す
る
。
な
お
可
能
的
離
接
肢
の
全
体
は
勝
義
に
お
い
て
形
而
上
的
絶

対
者
を
意
味
し
、
形
而
上
的
絶
対
者
は
そ
の
具
体
性
に
お
い
て
「
必
然
―
偶
然

者
」
と
し
て
開
明
さ
れ
る
。
ま
た
絶
対
者
と
有
限
者
と
を
繋
ぐ
も
の
が
運
命
で

あ
る
限
り
、
運
命
も
ま
た
「
必
然
―
偶
然
者
」
の
性
格
を
担
っ
て
実
存
の
中
核

を
震
撼
す
る
の
で
あ
る
。
必
然
偶
然
の
相
関
が
有
と
無
と
の
相
関
に
基
く
こ
と

を
会
得
す
る
こ
と
が
、
偶
然
性
に
関
す
る
知
見
の
根
底
を
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。」（
三
二
二-

三
頁
）

離
接
的
偶
然
を
主
題
的
に
論
じ
る
第
三
章
は
、
様
相
に
関
す
る
形
式
的
な
議

論
が
展
開
さ
れ
て
い
て
、
偶
然
性
を
必
然
性
、
可
能
性
、
不
可
能
性
と
な
ら
ぶ

四
番
目
の
様
相
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
に
主
眼
が
お
か
れ
て
い
る
。
そ
の
結

果
と
し
て
、偶
然
性
が
必
然
性
や
可
能
性
や
不
可
能
性
と
ど
の
よ
う
に
関
係
し
、

ど
の
よ
う
な
緊
張
関
係
に
あ
る
か
、
殆
ん
ど
ス
コ
ラ
的
と
で
も
評
す
べ
き
形
式

的
な
議
論
が
飽
き
る
こ
と
な
く
続
く
。
必
然
性
と
偶
然
性
は
〈
全
体
と
部
分
〉

の
関
係
に
あ
り
、
偶
然
性
と
可
能
性
と
は
〈
類
似
性
な
い
し
同
一
性
な
い
し
同

時
性
〉
の
関
係
に
あ
り
、
偶
然
性
と
不
可
能
性
に
つ
い
て
は
「
偶
然
性
が
限
り

な
く
近
づ
き
得
る
極
限
と
し
て
不
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
」（
二
二
一
頁
）。

こ
の
様
な
形
式
的
な
議
論
を
背
景
に
偶
然
性
の
近
づ
き
う
る
極
限
と
し
て
不

可
能
性
を
位
置
づ
け
る
の
が
、
離
接
的
偶
然
を
主
題
的
に
論
じ
る
第
三
章
に
お

け
る
様
相
論
議
の
目
論
見
で
あ
る
。
偶
然
性
は
、
こ
れ
ま
で
可
能
性
と
の
関
連

で
論
じ
ら
れ
る
の
が
一
般
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
到
っ
て
、
不
可
能
性
と
の
緊
張

関
係
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
偶
然
性
と
は
〈
無
い
こ
と
の
可
能
〉
で
あ
る
。

そ
し
て
、
偶
然
性
は
不
可
能
性
へ
限
り
な
く
近
づ
く
。
不
可
能
性
と
は
〈
無
い

こ
と
の
必
然
〉
す
な
わ
ち
〈
無
〉
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
―
―
こ
う
し
て
偶
然
性

か
ら
無
に
到
る
道
筋
が
つ
け
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
九
鬼
は『
偶
然
性
の
問
題
』

の
序
説
で
「
偶
然
性
の
問
題
は
、
無
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
す
な
わ
ち

無
の
地
平
に
お
い
て
十
全
に
把
握
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
厳
密
に
形
而
上

学
の
問
題
で
あ
る
」（
四
頁
）
と
高
ら
か
に
宣
言
し
て
い
た
の
だ
か
ら
、
や
っ

と
偶
然
性
の
問
題
を
十
全
に
把
握
す
る
た
め
の
準
備
が
整
っ
た
わ
け
だ
。「
偶

然
は
無
に
近
い
存
在
で
あ
る
」（
三
一
三
頁
）
と
。
そ
の
結
果
、「
無
い
こ
と
の

可
能
」
は
「
無
の
可
能
」
と
読
み
替
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、

偶
然
性
の
一
般
的
規
定
に
過
ぎ
な
か
っ
た
〈
無
い
こ
と
の
可
能
〉
は
形
而
上
学
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的
原
理
へ
と
変
貌
を
と
げ
る
。

し
か
し
そ
の
読
み
換
え
は
根
拠
薄
弱
だ
。
そ
も
そ
も
、「
偶
然
性
が
限
り
な

く
近
づ
き
得
る
極
限
と
し
て
不
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
」
と
の
台
詞
自
体
が
覚

束
な
い
。
た
し
か
に
偶
然
な
出
来
事
は
稀
な
場
合
も
あ
る
か
ら
、
そ
の
台
詞
も

考
え
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
し
か
し
九
鬼
が
め
ざ
し
て
い
る
の
は
、
そ

の
よ
う
な
数
学
的
極
限
の
話
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
は
、
偶
然
性
を
中
心

に
再
編
さ
れ
た
四
様
相
の
構
造
が
実
存
や
運
命
の
問
題
を
論
じ
る
た
め
の
形
而

上
学
的
舞
台
と
な
る
は
ず
だ
と
の
強
い
思
い
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ

は
む
な
し
い
願
望
だ
。「
む
な
し
い
」
と
形
容
す
る
の
は
、
様
相
論
的
議
論
の

な
か
で
実
存
や
運
命
の
問
題
に
片
が
つ
く
の
で
あ
れ
ば
、
実
存
も
運
命
も
高
が

知
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
逆
に
ま
た
、
九
鬼
の
偶
然
性
論
が
実
存
や
運
命
の
重
み

に
耐
え
得
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
九
鬼
が
い
く
つ
か
の
重
要
な
概
念
を
様
相

論
的
議
論
の
外
部
か
ら
取
り
込
ん
で
行
間
に
忍
ば
せ
て
い
る
）
44
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か
ら
で
あ
る
。

〈
無
い
こ
と
の
可
能
〉
が
そ
れ
な
り
に
説
得
力
を
も
っ
て
い
た
の
は
、
そ
れ

が
偶
然
性
の
定
義
と
し
て
そ
れ
な
り
に
妥
当
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ

の
妥
当
性
は
、
そ
こ
か
ら
〈
無
の
可
能
〉
を
読
み
取
る
こ
と
を
正
当
化
し
て
く

れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

コ
イ
ン
を
投
げ
て
表
が
出
た
と
き
に
そ
れ
を
わ
た
し
た
ち
が
「
偶
然
」
と
み

な
す
の
は
、
表
が
出
な
い
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
は
な
い
。
表
が
出
る
こ
と
や

裏
が
出
る
こ
と
を
決
定
す
る
特
段
の
原
因
が
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。単
に
、

表
が
出
る
可
能
性
も
裏
が
出
る
可
能
性
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ

だ
け
な
ら
、
コ
イ
ン
を
投
げ
る
前
と
後
で
何
も
違
わ
な
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
投

げ
る
に
は
及
ば
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
表
が
出
た
こ
と
が
偶
然
な
の
は
、
表
が

出
る
特
段
の
理
由
や
原
因
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
表
が
出
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
偶
然
を
偶
然
た
ら
し
め
る
根
拠
は
、
そ
れ
が
な
ん
で
あ
れ
、〈
表

が
出
な
い
可
能
性
を
成
立
さ
せ
る
〉
だ
け
で
は
な
く
、〈
表
が
出
な
い
可
能
性

が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
表
が
出
た
こ
と
を
成
立
さ
せ
る
〉
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

こ
の
場
合
の
偶
然
性
は
、硬
貨
や
サ
イ
コ
ロ
の
投
擲
が
も
つ
偶
然
性
で
あ
り
、

籤く
じ

が
あ
た
る
偶
然
性
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
の
偶
然
性
、
す
な
わ
ち
因
果
論
的

偶
然
性
を
「
個
体
か
ら
み
た
偶
然
性
」
あ
る
い
は
「
個
体
論
的
偶
然
性
」
と
呼

ぼ
う
。
こ
れ
は
、
偶
然
で
あ
る
こ
と
が
、
全
体
と
の
関
連
の
中
で
決
ま
る
の
で

は
な
く
、
個
的
出
来
事
の
成
立
事
情
の
中
に
あ
る
か
ら
だ
。
全
体
論
的
偶
然
性

は
全
体
を
見
渡
さ
な
け
れ
ば
成
立
し
な
い
が
、
個
体
論
的
偶
然
性
は
そ
の
出
来

事
だ
け
で
成
立
す
る
。

「
無
い
こ
と
の
可
能
」
と
は
「
そ
う
で
な
く
〈
あ
る
〉
こ
と
の
可
能
」
と
い

う
こ
と
だ
が
、
こ
の
〈
あ
る
〉
に
は
二
つ
の
意
味
が
あ
る
。
ひ
と
つ
は
静
的
な

〈
あ
る
〉
で
あ
る
。
こ
の
〈
あ
る
〉
に
基
づ
く
偶
然
が
全
体
論
的
偶
然
で
あ
り
、

哲
学
的
偶
然
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
動
的
な
〈
あ
る
〉
で
あ
る
。
そ
れ
は

生
成
で
あ
る
か
ら
「
成
る
」
と
読
み
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
が
個
体
論

的
偶
然
で
あ
り
因
果
論
的
偶
然
で
あ
る
。

わ
た
し
た
ち
が
「
偶
然
」
と
言
っ
て
い
る
と
き
の
偶
然
性
す
な
わ
ち
日
常
的
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偶
然
性
は
因
果
論
的
偶
然
性
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
当
然
個
体
論
的
偶
然
で
あ

る
）
45
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。
九
鬼
が
考
え
る
偶
然
性
は
も
っ
ぱ
ら
全
体
論
的
偶
然
で
あ
る
。
そ
し
て
全

体
論
的
偶
然
、
す
な
わ
ち
哲
学
的
偶
然
は
哲
学
的
議
論
の
な
か
に
し
か
登
場
し

な
い
。
九
鬼
は
自
ら
の
偶
然
性
論
を
「
存
在
論
理
学
」
と
呼
ん
で
い
た
が
、
そ

れ
は
こ
の
点
か
ら
も
納
得
が
い
く
。
個
体
論
的
偶
然
は
因
果
論
的
偶
然
で
あ
る

か
ら
、
因
果
論
的
決
定
論
と
激
突
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
全
体
論
的
偶
然
は

単
な
る
形
式
的
偶
然
性
だ
か
ら
、
因
果
論
的
決
定
論
と
両
立
す
る
。

例
え
ば
、「
出
目
に
と
っ
て
三
の
目
は
本
質
で
は
な
い
か
ら
そ
れ
は
偶
然
だ
」

と
言
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
偶
然
は
離
接
的
偶
然
で
あ
る
。「
出
目
は
一
で
あ

る
か
二
で
あ
る
か
三
で
あ
る
か
四
で
あ
る
か
五
で
あ
る
か
六
で
あ
る
」
と
い
う

選
言
文
が
必
然
的
に
真
で
あ
る
が
ゆ
え
に
そ
の
ひ
と
つ
の
選
言
肢
で
あ
る
三
の

出
目
は
偶
然
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
い
ま
全
知
全
能
な
る
神
が

三
を
出
さ
し
め
た
と
す
る
。
そ
う
す
る
と
、
三
の
目
が
出
た
こ
と
は
決
定
さ
れ

て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
場
合
で
も
、
三
の
出
目
が
偶
然
で
あ
る
こ
と
は
か

わ
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
離
接
的
偶
然
は
、
原
因
に
た
い
し
て
無
関
心
で
い

ら
れ
る
が
ゆ
え
に
、
因
果
的
決
定
論
と
両
立
す
る
の
で
あ
る
。

『
偶
然
性
の
問
題
』
を
読
ん
感
じ
る
違
和
感
の
ひ
と
つ
に
、
決
定
論
に
対
す

る
緊
張
感
の
な
さ
が
あ
る
。
九
鬼
は
偶
然
性
に
つ
い
て
の
著
書
を
物
し
な
が
ら

決
定
論
と
対
峙
し
て
い
る
意
識
を
ほ
と
ん
ど
持
た
ず
に
す
ん
だ
よ
う
だ
。
そ
れ

は
ひ
と
え
に
九
鬼
の
偶
然
性
が
、
必
然
性
の
否
定
と
し
て
だ
け
考
え
ら
れ
て
い

て
、
決
定
論
の
否
定
と
は
み
な
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
要
す
る
に
九
鬼

は
、
決
定
論
と
激
突
す
る
タ
イ
プ
の
偶
然
性
―
―
い
う
ま
で
も
な
く
因
果
論
的

偶
然
性
で
あ
る
―
―
を
ほ
と
ん
ど
考
え
て
い
な
い
の
だ
。

こ
れ
に
た
い
し
て
、
わ
た
し
た
ち
が
普
段
、
サ
イ
コ
ロ
の
出
目
を
偶
然
と
み

な
す
と
き
に
考
え
ら
れ
て
い
る
偶
然
性
は
個
体
論
的
偶
然
性
で
あ
り
因
果
論
的

偶
然
性
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
普
通
に
わ
た
し
た
ち
が
三
の
出
目
を
偶
然
と
呼

ぶ
と
き
、
そ
こ
に
は
三
の
目
を
出
さ
し
め
る
特
段
の
原
因
や
理
由
は
存
在
し
な

い
こ
と
が
重
要
な
の
だ
。
サ
イ
コ
ロ
を
振
る
と
き
だ
け
勝
手
に
神
頼
み
す
る
不

心
得
者
は
い
る
に
し
て
も
、
神
の
摂
理
な
ど
投
擲
の
瞬
間
に
は
誰
の
念
頭
に
も

な
い
。
こ
れ
が
無
信
心
な
現
代
人
の
心
境
だ
ろ
う
。
神
意
を
推
し
測
る
た
め
に

サ
イ
コ
ロ
を
転
が
す
よ
う
な
人
間
は
今
日
稀
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
の
不
遜
な
思

考
態
度
は
決
定
論
を
蔑な
み

す
る
も
の
と
し
て
、
激
し
い
反
発
を
買
う
こ
と
に
な
る

の
だ
。

同
じ
こ
と
は
〈
遭
遇
〉
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
む
し
ろ
〈
遭
遇
〉
に
つ
い
て

こ
そ
そ
れ
は
致
命
的
に
あ
て
は
ま
る
。
遭
遇
が
偶
然
の
出
来
事
で
あ
る
限
り
、

遭
遇
も
た
し
か
に
「
無
い
こ
と
の
可
能
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
遭
遇
し
な
い
可

能
性
が
あ
る
。
し
か
し
パ
チ
ン
コ
屋
で
の
Ｘ
氏
と
Ｙ
氏
と
の
遭
遇
が
偶
然
と
み

な
さ
れ
る
の
は
、
彼
ら
が
遭
遇
し
な
い
こ
と
も
可
能
だ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
。

そ
の
遭
遇
に
は
理
由
も
原
因
も
あ
り
そ
う
に
な
い
か
ら
だ
。

遭
遇
が
偶
然
な
の
は
、
二
つ
の
系
列
の
各
々
に
は
そ
れ
ら
が
遭
遇
す
る
理
由

や
原
因
が
見
あ
た
ら
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
二
つ
の
系
列
が
遭
遇
し

た
か
ら
で
あ
る
。
偶
然
を
考
え
る
際
、
遭
遇
し
な
い
可
能
性
は
さ
し
あ
た
り
考
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え
る
必
要
は
な
い
。
考
え
る
必
要
が
あ
る
の
は
遭
遇
す
る
原
因
の
あ
る
な
し
で

あ
る
。
も
し
も
、
原
因
や
理
由
が
一
切
念
頭
に
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
偶
然

性
は
、
全
体
と
の
関
連
で
成
立
す
る
偶
然
性
で
し
か
な
い
。
こ
れ
は
、
そ
の
場

合
に
は
、
遭
遇
と
い
う
出
来
事
の
特
殊
性
を
考
え
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ

の
特
殊
性
と
は
、
原
因
や
理
由
な
し
に
生
じ
る
場
合
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。

そ
し
て
、
こ
の
特
殊
性
が
遭
遇
を
偶
然
た
ら
し
め
る
の
で
あ
る
。
こ
の
種
の
出

来
事
を
「
特
殊
」
と
呼
ぶ
の
は
、
原
因
が
存
在
し
な
い
こ
と
は
そ
れ
を
例
外
的

な
出
来
事
に
は
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
原
因
が
存
在
し
な
い
が
ゆ
え
に

そ
の
出
会
い
は
「
遭
遇
」
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
遭
遇
の
本
質

に
は
そ
れ
が
偶
然
で
あ
る
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
の
偶
然
は
い
う

ま
で
も
な
く
個
体
論
的
偶
然
で
あ
る
。
だ
か
ら
遭
遇
の
場
合
、
遭
遇
し
な
い
こ

と
は
す
こ
し
も
偶
然
で
は
な
い
。
こ
こ
か
ら
も
、
先
に
と
り
あ
げ
た
最
終
章
か

ら
の
引
用
文
に
あ
っ
た
よ
う
に
、
遭
遇
の
偶
然
性
を
遭
遇
し
な
い
可
能
性
と
し

て
定
義
す
る
の
は
失
当
な
の
だ
。
遭
遇
の
場
合
、
偶
然
性
を
定
義
す
る
〈
無
い

こ
と
の
可
能
〉
は
、
遭
遇
し
な
い
可
能
性
で
は
な
く
、
原
因
が
存
在
し
な
い
可

能
性
で
あ
る
。
だ
か
ら
遭
遇
に
つ
い
て
は
、
そ
の
偶
然
性
を
〈
無
い
こ
と
の
可

能
〉
と
し
て
規
定
す
る
と
誤
解
を
招
く
の
だ
。

な
ぜ
九
鬼
は
、
因
果
論
的
偶
然
性
で
あ
る
仮
説
的
偶
然
に
踏
み
と
ど
ま
ろ
う

と
し
な
か
っ
た
の
か
。
な
ぜ
九
鬼
は
、
仮
説
的
偶
然
を
離
接
的
偶
然
、
す
な
わ

ち
様
相
論
的
偶
然
性
の
土
俵
で
論
じ
よ
う
と
し
た
の
か
。
仮
説
的
偶
然
の
重
要

性
を
認
め
そ
こ
な
っ
た
理
由
の
ひ
と
つ
は
、
九
鬼
が
邂
逅
の
原
因
を
シ
ェ
リ
ン

グ
の
〈
原
始
偶
然
（U

rzufa

）
46
（ll

）〉
に
仰
い
で
し
ま
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

そ
の
た
め
に
九
鬼
は
、
偶
然
性
の
根
拠
を
邂
逅
を
手
が
か
り
に
求
め
る
機
会
を

逸
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
。

仮
説
的
偶
然
を
主
題
的
に
論
じ
た
第
二
章
の
最
後
節
は
「
仮
説
的
偶
然
か
ら

離
接
的
偶
然
へ
」
と
題
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
九
鬼
は
、
二
つ
の
因
果
系
列
が

邂
逅
す
る
地
点
―
―
そ
れ
を
九
鬼
は
「
交
叉
点
」
と
呼
ぶ
―
―
に
は
偶
然
の
余

地
が
あ
る
が
、
と
述
べ
て
次
の
よ
う
に
続
け
る
。「
し
か
し
、
そ
の
二
系
列
に

は
ま
た
共
通
の
原
因
が
あ
る
と
考
え
得
る
。
か
く
し
て
我
々
は
ｘ
に
遡
る
。
そ

の
ｘ
と
は
果
た
し
て
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
問
う
た
後
に
、
そ
の
答

え
を
示
す
。「
我
々
は
経
験
の
領
域
に
あ
っ
て
全
面
的
に
必
然
性
の
支
配
を
仮

定
し
つ
つ
、
理
念
と
し
て
の
ｘ
を
「
無
窮
」
に
追
う
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
我
々
が
「
無
限
」
の
彼
方
に
理
念
を
捉
え
得
た
と
き
、
そ
の
理
念
は
「
原

始
偶
然
」
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
シ
ェ
リ
ン
グ
の
言
う
如

く
『
そ
れ
に
関
し
て
は
、
在
る
と
だ
け
云
え
る
の
で
、
必
然
的
に
在
る
と
は
云

え
な
い
の
で
あ
る
』。
そ
れ
は
『
最
古
の
原
始
偶
然
』
で
あ
る
。
／
…
…
か
く

て
問
題
は
仮
説
的
偶
然
の
経
験
的
領
域
か
ら
、
離
接
的
偶
然
の
形
而
上
学
的
領

域
へ
移
さ
れ
る
の
で
あ
る
」（
一
八
三-

四
頁
）。

九
鬼
は
、
離
接
的
偶
然
を
論
じ
る
第
三
章
に
入
る
と
、
な
ん
ど
も
〈
原
始
偶

然
〉
に
言
及
す
る
よ
う
に
な
る
。
彼
の
偶
然
性
論
の
要
の
ひ
と
つ
と
し
て
〈
原

始
偶
然
〉
を
位
置
づ
け
て
い
る
と
い
っ
た
印
象
で
あ
る
。
そ
し
て
〈
原
始
偶
然
〉

は
も
っ
ぱ
ら
自
己
原
因
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
。
因
果
の
系
列
の
最
初
に
存
在
す
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る
の
は
自
己
原
因
と
し
て
の
〈
原
始
偶
然
〉
な
の
だ
と
い
う
よ
う
に
で
あ
る
。

〈
原
始
偶
然
〉
は
一
種
の
自
己
原
因
で
あ
る
が
、
ま
た
「
偶
然
」
と
呼
ば
れ

る
よ
う
に
、必
然
性
を
欠
い
て
い
る
。
こ
れ
は
す
な
わ
ち
、〈
無
い
こ
と
も
可
能
〉

だ
か
ら
だ
。
そ
れ
ゆ
え
、
必
然
性
と
対
立
す
る
も
の
と
し
て
、「
原
始
偶
然
は

絶
対
者
の
中
に
あ
る
他
在
で
あ
る
」（
三
〇
六
頁
）
と
も
い
わ
れ
る
。
こ
れ
に

続
け
て
更
に
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。「
絶
対
的
必
然
は
絶
対
者
の
静
的

側
面
で
あ
り
、
原
始
偶
然
は
動
的
側
面
で
あ
る
と
考
え
て
も
差
し
支
え
な
い
。

『
諸
事
物
の
最
初
の
も
の
は
端
的
に
必
然
的
な
も
の
で
あ
る
。
諸
状
態
の
最
初

の
も
の
は
端
的
に
偶
然
的
な
も
の
で
あ
る
』
と
言
っ
た
批
判
前
期
の
カ
ン
ト
の

言
葉
は
味
わ
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
／
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
因
果
系

列
の
絶
対
的
起
始
と
し
て
の
原
始
偶
然
と
、
離
接
肢
と
し
て
措
定
さ
れ
る
形
而

上
的
偶
然
と
の
密
接
な
る
関
係
も
お
の
ず
か
ら
明
ら
か
と
な
る
。
離
接
肢
が
偶

然
者
と
し
て
措
定
さ
れ
る
可
能
性
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
根
拠
は
原
始
偶
然
の
偶
然

性
に
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
原
始
偶
然
の
偶
然
性
は
形
而
上
的
離
接

的
偶
然
を
可
能
性
の
な
か
に
偶
然
性
と
し
て
決
定
す
る
絶
対
的
根
拠
に
ほ
か
な

ら
な
い
」（
三
〇
六-

七
頁
）。

こ
こ
か
ら
み
る
に
、〈
原
始
偶
然
〉
は
、
一
方
で
、
因
果
系
列
の
端
緒
と
な
っ

て
邂
逅
を
生
じ
さ
せ
、
仮
設
的
偶
然
す
な
わ
ち
因
果
論
的
偶
然
を
成
立
さ
せ
る

が
、
他
方
で
は
、
そ
れ
が
も
つ
偶
然
性
が
離
接
的
偶
然
す
な
わ
ち
様
相
論
的
偶

然
を
成
立
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
離
接
的
偶
然
は
単
に
選
言
性
か
ら
発
す
る
だ
け

で
は
な
い
の
だ
と
。
仮
説
的
偶
然
の
み
な
ら
ず
離
接
的
偶
然
も
〈
原
始
偶
然
〉

に
よ
っ
て
偶
然
た
ら
し
め
ら
れ
る
の
だ
と
。

〈
原
始
偶
然
〉
に
は
因
果
論
的
偶
然
の
側
面
も
本
来
あ
っ
た
は
ず
だ
。〈
原
始

偶
然
〉
は
初
発
の
偶
然
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
生
じ
さ
せ
る
原
因
が
存
在
し
な

い
こ
と
は
当
然
と
し
て
前
提
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
〈
原
始
偶
然
〉
は
、
小
論

の
立
場
か
ら
言
え
ば
、
そ
れ
自
体
す
で
に
偶
然
な
の
で
あ
る
。
こ
の
偶
然
は
因

果
論
的
偶
然
で
あ
る
。
し
か
る
に
〈
原
始
偶
然
〉
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
こ
と
ば

と
し
て
九
鬼
が
引
い
て
い
た
よ
う
に
、「
必
然
的
に
在
る
と
は
云
え
な
い
」
も

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
の
偶
然
は
様
相
論
的
偶
然
で
あ
っ
て
、
ま
さ
に
〈
無
い

こ
と
の
可
能
〉
と
し
て
規
定
さ
れ
る
の
だ
。
結
局
、〈
原
始
偶
然
〉
自
体
の
〈
無

い
こ
と
の
可
能
〉
だ
け
を
考
え
れ
ば
よ
い
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
の
原
因
に
つ
い

て
の
〈
無
い
こ
と
の
可
能
〉
な
ど
す
っ
か
り
忘
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
だ
。
本
来

あ
っ
た
は
ず
の
因
果
論
的
偶
然
の
面
影
な
ど
跡
形
も
無
い
。
絶
対
者
の
動
的
側

面
と
し
て
措
定
さ
れ
た
〈
原
始
偶
然
〉
は
哲
学
的
偶
然
の
化
身
と
な
っ
て
す
べ

て
の
偶
然
を
踏
み
し
だ
い
て
い
く
。
こ
う
し
て
、
偶
然
は
す
べ
て
〈
無
い
こ
と

の
可
能
〉
一
色
に
、
哲
学
的
偶
然
一
色
に
、
塗
り
つ
ぶ
さ
れ
る
。
し
か
し
〈
原

始
偶
然
〉
が
揮
う
覇
権
は
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
偶
然
性
そ
の
も
の
が
完
全

に
蒸
発
し
て
ど
こ
か
に
い
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
だ
。「
原
始
偶
然
の
偶
然
性
は

形
而
上
的
離
接
的
偶
然
を
可
能
性
の
な
か
に
偶
然
性
と
し
て
決
定
す
る
絶
対
的

根
拠
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
の
文
言
は
、
措
辞
か
ら
し
て
も
意
味
か
ら
し
て
も

決
定
論
の
主
張
そ
の
も
の
だ
ろ
う
。
な
に
し
ろ
九
鬼
自
身
が
「
原
始
偶
然
と
絶

対
的
形
而
上
的
必
然
と
は
同
一
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
三
〇
四
頁
）
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と
言
う
の
だ
か
ら
。

九
鬼
は
〈
原
始
偶
然
〉
を
要
請
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
偶
然
の
本
質
を
因
果
論

的
偶
然
性
の
方
向
で
解
明
す
る
手
が
か
り
を
自
ら
葬
り
去
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を

え
な
い
。〈
無
い
こ
と
の
可
能
〉
と
い
う
偶
然
性
の
一
般
規
定
―
―
す
な
わ
ち

定
義
―
―
に
す
ぎ
な
い
も
の
に
形
而
上
学
的
原
理
と
し
て
の
地
位
を
与
え
、〈
二

系
列
の
邂
逅
〉
と
い
う
、
こ
れ
こ
そ
が
偶
然
性
の
構
成
原
理
た
り
う
る
も
の
に

は
偶
然
性
の
単
な
る
定
義
と
い
う
身
分
し
か
与
え
な
い
。
こ
れ
が
九
鬼
の
偶
然

性
論
の
本ほ
ん

性
し
ょ
う
で
あ
る
。

あ
ろ
う
こ
と
か
九
鬼
は
、〈
二
系
列
の
邂
逅
〉
が
そ
れ
自
体
で
偶
然
性
の
根

本
原
理
で
あ
る
こ
と
を
失
念
し
、
邂
逅
が
偶
然
な
の
は
邂
逅
し
な
い
可
能
性
が

あ
る
か
ら
だ
と
口
走
る
。
こ
こ
で
九
鬼
を
暗
黙
の
う
ち
に
導
い
て
い
る
の
は
二

元
性
で
あ
る
。
九
鬼
は
二
元
性
を
〈
無
い
こ
と
の
可
能
〉
の
究
極
の
原
理
と
考

え
る
。
し
か
し
こ
こ
で
九
鬼
は
、
二
元
性
と
し
て
、〈
一
者
と
他
者
〉
の
そ
れ

と
〈
邂
逅
〉
の
構
造
で
あ
る
二
系
列
が
作
る
そ
れ
と
を
、「
偶
然
性
」
と
い
う

日
本
語
の
多
義
性
に
ま
ぎ
れ
て
、
ほ
と
ん
ど
無
自
覚
に
混
同
し
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
疑
い
た
く
な
る
ほ
ど
だ
。

九
鬼
は
偶
然
の
究
極
的
根
拠
を
二
元
性
へ
と
追
い
つ
め
て
行
っ
た
。
彼
が
最

後
に
手
に
し
た
の
は
必
然
性
と
偶
然
性
の
二
元
性
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
次

の
よ
う
な
玄
妙
な
言
説
が
紡
ぎ
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。「
偶
然
が
人
間
の
実

存
性
に
と
っ
て
核
心
的
全
人
格
的
意
味
を
有
つ
と
き
、
偶
然
は
運
命
と
呼
ば
れ

る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
運
命
と
し
て
の
偶
然
性
は
、
必
然
性
と
の
異
種
結
合

に
よ
っ
て
、「
必
然
―
偶
然
者
」
の
構
造
を
示
し
、
超
越
的
威
力
を
も
っ
て
厳

と
し
て
人
間
の
全
存
在
に
臨
む
の
で
あ
る
」（
二
八
五
頁
）。
九
鬼
の
偶
然
性
論

は
こ
こ
に
極
ま
る
。
こ
う
し
て
、
偶
然
性
は
完
全
に
取
り
逃
が
さ
れ
る
。
し
か

し
、
偶
然
と
運
命
と
の
同
一
視
な
ど
、
そ
の
へ
ん
の
お
じ
さ
ん
お
ば
さ
ん
が
普

段
や
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
哲
学
界
の
俊
英
が
渾
身
の
力
を
振
り
絞
っ
て

書
き
上
げ
た
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
開
陳
す
る
ほ
ど
の
話
だ
ろ

う
か
。
九
鬼
は
策
に
溺
れ
た
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。
九
鬼
の
偶
然
性
論
が

ス
コ
ラ
哲
学
で
あ
り
、
偶
然
性
が
ス
コ
ラ
化
さ
れ
る
事
情
が
こ
こ
に
あ
る
。
し

か
し
翻
っ
て
考
え
て
み
れ
ば
、
九
鬼
は
彼
の
偶
然
性
論
の
目
的
を
、「
偶
然
性

の
存
在
論
的
構
造
と
形
而
上
的
理
由
と
を
出
来
る
限
り
開
明
に
齎
す
こ
と
」（
五

頁
）
に
定
め
て
い
た
の
だ
か
ら
、
そ
れ
が
ス
コ
ラ
的
と
評
さ
れ
る
こ
と
を
む
し

ろ
喜
ん
だ
か
も
し
れ
な
い
。

6　

結　

語

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
ヘ
ー
ゲ
ル
、
パ
ー
ス
、
九
鬼
周
造
の
四
氏
に
つ
い
て
彼

ら
の
偶
然
性
論
を
見
て
き
た
。
彼
ら
は
す
べ
て
、
偶
然
性
の
客
観
的
存
在
を
認

め
て
い
る
。
無
知
説
を
採
っ
て
は
い
な
い
。
と
い
う
よ
り
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

を
除
く
三
人
は
、
無
知
説
を
明
確
に
否
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
偶
然
性
の
客

観
的
存
在
を
認
め
て
い
る
か
ら
と
言
っ
て
、
因
果
論
的
偶
然
性
の
存
在
を
積
極

的
に
み
と
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
因
果
論
的
偶
然
性
は
原
因
が
存
在
し
な



東北学院大学教養学部論集　第 175号

（ 45 ）46

い
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
偶
然
性
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
客
観
的
存
在
を
認
め
る

に
は
、
悉
皆
原
因
説
を
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
哲
学
の
伝
統

に
棹
差
す
も
の
に
と
っ
て
最
大
の
難
関
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
ら
が
偶
然
性

の
客
観
的
存
在
を
認
め
る
場
合
に
は
、
直
接
で
あ
れ
間
接
で
あ
れ
、
因
果
論
的

偶
然
性
を
迂
回
し
て
い
る
は
ず
だ
。
直
接
迂
回
し
て
い
る
の
は
ヘ
ー
ゲ
ル
と

パ
ー
ス
で
あ
る
。
彼
ら
が
考
え
る
偶
然
性
は
哲
学
的
偶
然
性
で
あ
っ
て
、
因
果

論
的
偶
然
性
す
な
わ
ち
日
常
的
偶
然
性
に
つ
い
て
は
言
及
す
る
こ
と
す
ら
な

い
。
九
鬼
の
場
合
は
、
因
果
論
的
偶
然
性
の
存
在
を
認
め
て
い
る
し
、
無
知
説

が
成
り
立
た
な
い
根
拠
を
彼
な
り
に
示
し
て
い
る
ほ
ど
だ
か
ら
、
そ
の
意
味
で

は
、
因
果
論
的
偶
然
性
を
迂
回
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
が
、〈
原
因
の

不
在
〉
と
い
う
論
点
が
シ
ェ
リ
ン
グ
の
〈
原
始
偶
然
〉
に
ま
ぎ
れ
て
ど
こ
か
に

い
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
付
帯
的
原
因
と
い
う
概
念
を

考
案
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
因
果
論
的
偶
然
性
を
回
避
し
て
偶
然
性
を
哲
学
的

偶
然
性
の
水
準
に
囲
い
込
ん
で
し
ま
う
方
策
を
考
案
し
た
張
本
人
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
因
果
論
的
偶
然
性
の
客
観
的
存
在
を
唱
導
す
る
と
い
う
よ
う

な
「
暴
挙
」
に
出
る
者
は
残
念
な
が
ら
こ
の
四
人
の
う
ち
に
は
い
な
か
っ
た
と

い
う
の
が
実
状
で
あ
る
。

無
知
説
は
な
に
も
因
果
論
的
偶
然
性
へ
の
対
抗
措
置
と
し
て
繰
り
出
さ
れ
た

わ
け
で
は
な
い
。
哲
学
的
偶
然
性
に
た
い
し
て
も
無
知
説
は
あ
り
う
る
。
無
知

説
の
手
本
の
よ
う
な
ス
ピ
ノ
ザ
の
議
論
は
、
様
相
論
的
偶
然
性
に
対
し
て
出
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。「
あ
る
こ
と
も
可
能
、
な
い
こ
と
も
可
能
な
ど
と
い
い
か

げ
ん
な
こ
と
を
言
う
の
は
本
当
の
原
因
を
知
ら
な
い
か
ら
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を

知
れ
ば
そ
れ
が
必
然
的
に
生
じ
て
い
る
こ
と
に
だ
れ
も
が
納
得
す
る
は
ず
だ
」。

こ
れ
が
ス
ピ
ノ
ザ
の
主
張
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
無
知
説
を
否
定
す
る
に
は
、

偶
然
性
が
客
観
的
に
存
在
す
る
こ
と
を
、
あ
る
い
は
無
知
説
に
根
拠
が
な
い
こ

と
を
、
説
得
的
に
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
で
は
、
彼
ら
は
ど
の
よ
う
に

議
論
を
作
り
出
す
か
。

ヘ
ー
ゲ
ル
の
場
合
は
、
偶
然
性
を
不
定
性
と
し
て
規
定
し
た
上
で
、
不
定
性

は
、
現
実
の
疎
外
態
で
あ
っ
て
、
現
実
が
お
の
れ
自
身
に
帰
る
た
め
に
は
不
可

欠
な
契
機
で
あ
る
か
ら
、そ
れ
は
客
観
的
に
存
在
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

こ
の
理
屈
で
は
、〈
本
当
の
原
因
に
対
す
る
無
知
〉
と
い
う
側
面
も
そ
の
ま
ま

止
揚
さ
れ
る
。
無
知
そ
の
も
の
も
精
神
が
お
の
れ
に
帰
る
た
め
に
不
可
避
的
に

通
過
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
過
程
で
あ
る
。
弁
証
法
に
は
で
き
な
い
こ
と
は
な

い
と
い
っ
た
趣
き
だ
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
無
知
説
を
論
破
す
る
な
ど
児
戯
に

等
し
か
ろ
う
。
パ
ー
ス
の
場
合
は
、偶
然
性
は
世
界
の
多
様
性
の
源
泉
だ
か
ら
、

世
界
に
進
化
と
多
様
性
が
存
在
す
る
限
り
、
そ
の
存
在
は
疑
い
な
い
。
九
鬼
の

場
合
に
偶
然
性
の
客
観
的
存
在
は
、世
界
の
根
源
で
あ
る
〈
原
始
偶
然
〉
に
よ
っ

て
保
証
さ
れ
て
い
る
。ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
場
合
は
曖
昧
で
あ
っ
て
、テ
ュ
ケ
ー

は
あ
る
意
味
で
は
無
知
の
産
物
な
の
だ
。
そ
れ
が
ま
さ
に
テ
ュ
ケ
ー
の
在
り
方

そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
パ
ー
ス
で
さ
え
も
そ
の
偶
然
性
は
哲
学
的
偶
然
性
で
あ
っ

て
、
日
常
的
偶
然
性
す
な
わ
ち
因
果
論
的
偶
然
性
が
世
界
に
遍
在
し
て
い
る
と
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は
ま
っ
た
く
考
え
て
い
な
い
。
世
界
に
多
様
性
と
進
化
が
存
在
す
る
の
は
、
世

界
の
根
源
に
偶
然
性
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
偶
然
性
は
不

定
性
や
偶
有
性
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
は
自
発
性
や
潜
在
性
の
発
現
形
態
で
あ
る

か
ら
、
結
局
世
界
に
遍
在
し
て
い
る
の
は
自
発
性
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

パ
ー
ス
の
宇
宙
論
は
汎
神
論
な
い
し
汎
心
論
で
あ
っ
て
、
小
論
が
主
張
す
る
よ

う
な
汎-

偶
然
性
論
で
は
な
い
。
汎
神
論
や
汎
心
論
で
は
、
パ
チ
ン
コ
屋
で
の

遭
遇
の
よ
う
な
身
近
で
あ
り
き
た
り
の
偶
然
を
偶
然
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と

が
で
き
な
い
。
こ
れ
が
、汎
神
（
心
）
論
的
偶
然
性
論
の
決
定
的
欠
陥
で
あ
る
。

パ
ー
ス
で
さ
え
も
そ
う
な
の
だ
か
ら
、
あ
と
は
推
し
て
知
る
べ
し
だ
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
日
常
的
偶
然
性
を
哲
学
的
偶
然
性
と
し
て
処
理
す
る

方
策
の
考
案
者
で
は
あ
る
も
の
の
、
彼
だ
け
は
日
常
的
偶
然
性
の
本
質
が
原
因

の
不
在
に
あ
る
こ
と
を
冷
静
に
見
抜
い
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
結
局
、
哲

学
の
伝
統
は
、
身
近
な
偶
然
性
を
拾
い
上
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
。

注（
1
） 

J. L
. A

ckrill, A
ristotle ’s C

ategories and D
e Interpretatione, C

laren-
don A

ristotle Series, O
xford at the C

larendon P
ress, 1963, 1974, 

p. 149.

（
2
） 

岩
波
書
店
、
昭
和
一
〇（
一
九
三
五
）年
刊
。
以
下
、
第
5
節
で
九
鬼
の

偶
然
性
論
を
主
題
的
に
扱
う
場
合
も
、
こ
の
書
か
ら
の
引
用
に
際
し
て

は
ペ
ー
ジ
数
だ
け
を
示
す
。
ま
た
、
漢
字
と
仮
名
遣
い
の
い
ず
れ
に
つ

い
て
も
表
記
を
現
代
風
に
改
め
た
。

（
3
） 

「hasard

もchance

も
共
にcasus

と
語
源
を
同
じ
く
し
て
い
る
。」

（
一
一
二
頁
）

（
4
） 

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
偶
然
性
論
と
も
い
え
る
『
自
然
学
』Ｂ（
Ⅱ
）巻
で

使
わ
れ
て
い
るautom

aton, tychē, kata sym
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:

chance

（R

）, fortune or luck

（W
&

C

）, chance

（H
&

G

）, 
luck

（C
h

）, la fortune

（C
a

） 
 

kata sym
bebēkos
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L
ettres, 1952, p. 68, 70. 

（
5
） 

こ
の
点
で
、
パ
ー
ス
が
彼
の
偶
然
性
論
をtychē

か
ら
の
造
語
でty-

chism

と
命
名
し
た
こ
と
は
興
味
ぶ
か
い
が
、
パ
ー
ス
の
念
頭
に
は
因

果
論
的
偶
然
性
な
ど
な
い
よ
う
だ
。
パ
ー
ス
のtychism

に
つ
い
て
は

第
4
節
で
触
れ
る
。

（
6
） 

『
平
凡
社　

哲
学
事
典
』（
一
九
七
一
年
刊
）
所
収
「
偶
然
論
」
の
項
よ
り
。

（
7
） 

カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
「
偶
然
（Zufall

）」
が
多
義
的
で
あ
る
と
愚
痴
を
こ

ぼ
し
て
い
る
が
、
彼
の
立
論
も
、
そ
の
多
義
性
に
依
存
し
て
い
る
気
味

な
き
に
し
も
あ
ら
ず
で
あ
る
。「
そ
の
言
葉
〔
偶
然
（Zufall

）〕
は
ま
っ

た
く
の
と
こ
ろ
ど
の
よ
う
に
も
色
を
変
え
る
カ
メ
レ
オ
ン
の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
」（E

rnst C
assirer, D

eterm
inism

us und Indeterm
inism

us 
in der m

odernen Physik, H
istorische und system

atische Studien 
zum

 K
ausalproblem

, 1936, 2004, S. 120, 

エ
ル
ン
ス
ト
・
カ
ッ
シ
ー

ラ
ー
『
現
代
物
理
学
に
お
け
る
決
定
論
と
非
決
定
論
』
山
本
義
隆
訳
、

学
術
書
房
、
一
九
九
四
年
刊
、
一
二
四
頁
）。
九
鬼
周
造
は
「
偶
然
」

と
い
う
日
本
語
の
多
義
性
に
ほ
と
ん
ど
問
題
を
感
じ
て
い
な
い
よ
う

だ
。
長
年
ド
イ
ツ
と
フ
ラ
ン
ス
で
学
ん
だ
日
本
人
と
し
て
は
い
さ
さ
か

楽
天
的
に
過
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
。

（
8
） 

こ
こ
で
は
小
論
が
目
差
す
偶
然
性
論
の
枠
組
み
の
な
か
で
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
の
偶
然
性
論
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
を
見
届
け
る
の

が
主
眼
で
あ
っ
て
、
文
献
学
的
考
察
を
試
み
る
も
の
で
は
も
と
よ
り
な

い
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
参
照
す
る
際
、
翻
訳
と
解
釈
の
双
方
に
つ
い

て
、『
自
然
学
』
で
あ
れ
ば
出
隆
・
岩
崎
允
胤
訳
（『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

全
集
3　

自
然
学
』
岩
波
書
店
、
一
九
六
八
、一
九
八
七
年
刊
）、『
形

而
上
学
』で
あ
れ
ば
出
隆
訳（『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
全
集
12　

形
而
上
学
』

岩
波
書
店
、
一
九
六
八
、一
九
八
八
年
刊
）、『
命
題
論
』
で
あ
れ
ば
山

本
光
雄
訳
（『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
全
集
1
』
所
収
、
岩
波
書
店
、

一
九
七
一
、 

一
九
八
七
年
刊
）
に
、
そ
れ
ぞ
れ
全
面
的
に
依
存
し
て
い

る
。
引
用
の
際
は
慣
例
に
従
っ
て
ベ
ッ
カ
ー
版
の
ペ
ー
ジ
数
と
行
数
だ

け
を
示
し
、
訳
書
の
ペ
ー
ジ
数
は
煩
雑
に
な
る
の
で
省
略
す
る
。
原
典

と
し
て
は
、
い
ず
れ
もO

xford C
lassical Texts 

の
、『
自
然
学
』
で
あ

れ
ば W
. D

. R
oss

校
訂 A

ristotelis Physica, 1950,

『
形
而
上
学
』
は W

. 
Jaeger

校
訂A

ristotelis 
M

etaphysica, 
1957,

『
命
題
論
』
はL

. 
M

inio
-Paluello

校
訂A

ristotelis C
ategoriae et Liber de Interpreta-

tione,1949

を
用
い
た
。
訳
語
や
訳
文
に
変
更
を
加
え
た
箇
所
が
あ
る
。

ご
寛
恕
ね
が
い
た
い
。

（
9
） 

自
然
発
生
と
み
る
の
は
ロ
ス(W

. D
. R

oss, A
ristotle ’s Physics, 1936, 

p. 524

）
で
あ
り
、
ロ
ス
を
批
判
し
て
奇
形
の
生
成
と
み
る
の
は
チ
ャ
ー

ル
ト
ン
（C

harlton, op. cit., pp. 110
-1

）
で
あ
る
。

（
10
） 

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
彼
の
偶
然
性
論
の
課
題
を
、「
だ
か
ら
し
て
、

つ
ぎ
に
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
れ
ら
ア
ウ
ト
マ
ト
ン
お
よ
び
テ
ュ
ケ
ー
の

各
々
の
な
に
で
あ
る
か
を
、
ま
た
こ
れ
ら
両
者
が
同
じ
も
の
な
の
か
異

な
る
も
の
な
の
か
を
、
ま
た
ど
の
よ
う
に
こ
れ
ら
が
わ
れ
わ
れ
の
区
別

し
た
諸
原
因
の
う
ち
に
編
入
さ
れ
る
か
を
、
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」（196 b 7

-9

）
と
述
べ
て
い
る
。

（
11
） 

こ
こ
で
「
不
定
（aoriston

）」
は
―
―
後
人
の
加
筆
に
よ
れ
ば
―
―
「
規

定
さ
れ
て
い
る
（hōrism

enon

）」
の
反
意
語
で
あ
り
（196 b 28

）、

そ
れ
ゆ
え
、aphōrism

enon

と
言
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。「
不
定
（aor-

iston

）」
は
「
必
然
的
（anagkaion

）」
と
対
立
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

（
12
） 

『
形
而
上
学
』Ｅ（
Ⅵ
）巻
第
二
章
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
文
言
が
あ
る
。

「
…
…
そ
の
他
の
物
事
に
は
そ
れ
ぞ
れ
を
作
る
製
作
技
能
が
あ
る
が
、

付
帯
的
な
物
事
に
は
そ
れ
に
応
じ
る
な
ん
ら
の
特
定
の
技
術
も
能
力
も

存
し
な
い
。
そ
の
わ
け
は
、
付
帯
的
に
存
在
し
ま
た
は
生
成
す
る
物
事

に
お
い
て
は
、
そ
れ
ら
の
原
因
も
ま
た
付
帯
的
だ
か
ら
で
あ
る
。」

（1027a 5
-8

）

（
13
） 

「
た
と
え
ば
建
築
し
う
る
こ
と
〔
建
築
家
の
も
つ
能
力
〕
は
そ
れ
自
体

に
お
い
て
の
家
の
原
因
で
あ
り
、
白
い
こ
と
ま
た
は
教
養
あ
る
こ
と
は

〔
そ
の
建
築
家
の
〕
付
帯
性
に
お
い
て
家
の
原
因
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
」

（196 b 26
-7

）。
但
し
こ
の
部
分
は
後
人
の
加
筆
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。

（
14
） 
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
付
帯
的
原
因
の
う
ち
で
も
あ
る
原
因
は
よ
り
遠

く
、
ま
た
あ
る
原
因
は
よ
り
近
い
こ
と
を
認
め
る
の
で
あ
る

（195 b 1
-2

）
が
、
ま
っ
た
く
無
関
係
だ
と
は
考
え
て
い
な
い
。
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（
15
） 

「
と
こ
ろ
で
こ
れ
ら
〔
ア
ウ
ト
マ
ト
ン
と
テ
ュ
ケ
ー
〕
の
ど
ち
ら
も
、

原
因
の
諸
様
式
の
う
ち
で
は
、
運
動
が
そ
れ
か
ら
始
ま
る
そ
の
始
ま
り

〔
始
動
因
〕
の
部
に
属
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
ら
は
ど
ち
ら
も
、
自

然
（physis

）
ま
た
は
思
想
（dianoia

）
に
よ
っ
て
の
な
に
も
の
か
（ti

）

を
、
常
に
そ
の
原
因
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。」（198 a 2

-4

）。

（
16
） 

さ
す
が
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
も
テ
ュ
ケ
ー
の
原
因
は
な
ん
で
も
い
い
と

言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。「
或
る
場
合
に
つ
い
て
は
つ
ぎ
の
よ
う

な
疑
問
を
提
出
す
る
人
も
あ
ろ
う
、
す
な
わ
ち
〔
い
く
ら
不
定
だ
と
し

て
も
〕
任
意
の
な
に
ご
と
で
も
が
テ
ュ
ケ
ー
的
な
出
来
事
の
原
因
で
あ

る
と
い
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
、
と
い
う
疑
問
を
。
た
と
え
ば
、〔
病

人
が
髪
を
刈
っ
た
と
す
る
、
そ
し
て
そ
の
あ
と
で
外
に
出
て
空
気
に
ふ

れ
、
日
に
照
ら
さ
れ
た
と
す
る
、
そ
し
て
健
康
に
な
っ
た
と
す
る
、
こ

の
場
合
た
ま
た
ま
テ
ュ
ケ
ー
的
に
も
髪
を
刈
っ
た
の
で
健
康
に
な
っ
た

と
い
う
が
、
実
は
〕
健
康
に
な
っ
た
こ
と
の
原
因
は
む
し
ろ
外
気
か
太

陽
熱
か
で
あ
っ
て
、
髪
を
刈
っ
た
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
と
い
う
の

は
、同
じ
く
付
帯
的
な
原
因
の
う
ち
で
も
、或
る
も
の
〔
た
と
え
ば
外
気
・

太
陽
熱
〕
の
方
が
他
の
も
の
〔
た
と
え
ば
散
髪
〕
よ
り
も
よ
り
多
く
近

い
（eggutera

）
原
因
だ
か
ら
で
あ
る
。」（197 a 21

-25

）

（
17
） 

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
『
命
題
論
』
第
九
章
や
『
形
而
上
学
』Ｅ（
Ⅵ
）巻

の
第
二
章
、
第
三
章
で
決
定
論
を
否
定
し
偶
然
の
存
在
を
主
張
し
て
い

る
。「
そ
れ
ゆ
え
明
ら
か
な
こ
と
は
、
必
然
的
に
存
在
あ
る
い
は
生
成

す
る
の
は
す
べ
て
の
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
或
る
も
の
ど
も
は
テ
ュ

ケ
ー
に
よ
っ
て
あ
る
も
の
で
あ
っ
て
（tychein

）、
そ
し
て
〔
そ
れ
に

つ
い
て
は
〕
肯
定
、
あ
る
い
は
否
定
が
よ
り
一
層
真
で
あ
る
と
言
う
こ

と
は
な
い
」（『
命
題
論
』
第
九
章19 a 18

-20

）。「
果
た
し
て
常
に
あ

る
の
で
も
な
く
ま
た
多
く
の
場
合
に
そ
う
あ
る
の
で
も
な
い
よ
う
な
物

事
は
全
く
存
在
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
？　

お
そ
ら
く
全
く
存
在
し
な

い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ

ら
の
ほ
か
に
も
な
に
か
テ
ュ
ケ
ー
的
な
こ
と
と
か
付
帯
的
な
こ
と
と
か

が
あ
ろ
う
」（『
形
而
上
学
』Ｅ（
Ⅵ
）巻
第
二
章1027 a 15

-17

）。

（
18
） 

ソ
フ
ォ
ク
レ
ス
の
『
オ
イ
デ
ィ
プ
ー
ス
王
』
に
お
け
る
鍵
概
念
が
「
テ
ュ

ケ
ー
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
起
こ
す
の
も
よ
い
だ
ろ
う
。
予
言
や
神

託
に
若
干
な
り
と
信
憑
性
を
置
く
な
ら
ば
、
そ
れ
は
す
で
に
決
定
論
を

認
め
て
い
る
の
だ
。

（
19
） 

先
に
も
引
い
た
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
奇
形
（ti 

para 
physin

）
の

原
因
を
ア
ウ
ト
マ
ト
ン
に
見
て
い
る
箇
所
も
あ
る
（197 b 34

-35

）。

自
然
の
合
目
的
性
を
論
じ
て
い
る
箇
所
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
奇
形
の

例
と
し
て
、
人
面
牛
や
オ
リ
ー
ブ
の
樹
の
尖
端
に
実
っ
た
ブ
ド
ウ
の
種

（
？
）
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
（199 b 11

-12

）。

（
20
）『
命
題
論
』
第
九
章
に
お
け
る
偶
然
性
の
扱
い
を
み
る
と
、
そ
こ
で
テ
ュ

ケ
ー
は
も
っ
ぱ
ら
必
然
性
と
の
対
立
関
係
で
論
じ
ら
れ
て
い
て
、
原
因

論
的
側
面
は
ま
っ
た
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
の
偶
然
性
は
不

定
性
（contingens

）
で
し
か
な
い
。
こ
れ
は
『
命
題
論
』
が
論
理
学

の
一
部
門
で
あ
る
か
ら
当
然
と
も
い
え
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
、
偶

然
性
を
付
帯
性
に
基
い
て
、「
常
に
で
も
な
く
多
く
の
場
合
に
で
も
な

く
」（1027a11

）
と
い
う
よ
う
に
、
必
然
性
を
持
た
な
い
も
の
と
し
て

規
定
し
た
時
か
ら
す
で
に
約
束
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ

う
に
、
偶
然
性
を
様
相
的
議
論
の
対
象
と
し
て
の
み
論
じ
、
原
因
論
を

無
視
す
る
こ
と
は
、
偶
然
性
を
決
定
論
vs
不
定
性
、
す
な
わ
ち
必
然
性

vs
不
定
性
の
図
式
に
押
し
込
め
る
伝
統
を
つ
く
る
こ
と
に
な
る
。『
命

題
論
』
第
九
章
で
偶
然
性
は
、
決
定
論
、
す
な
わ
ち
「
Ａ
は
必
然
的
で

あ
る
か
あ
る
い
は
非
Ａ
は
必
然
的
で
あ
る
」
の
否
定
と
し
て
定
義
さ
れ

る
。
こ
れ
は
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
な
様
相
論
理
で
は
「
Ａ
も
非
Ａ
も
可
能
で

あ
る
」
と
な
る
。
こ
れ
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
定
義
す
る
偶
然
性
で
あ

る
。
逆
に
、
必
然
性
は
偶
然
性
の
否
定
と
な
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、

テ
ュ
ケ
ー
を
そ
の
語
源
で
あ
るtygchanein

（
た
ま
た
ま
〜
す
る
）
の

意
味
で
―
―
す
な
わ
ち
因
果
論
的
偶
然
性
と
し
て
―
―
使
い
な
が
ら
、

そ
れ
を
様
相
論
的
な
偶
然
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
わ
け
だ
。
因
果
論

的
偶
然
性
で
あ
る
は
ず
の
テ
ュ
ケ
ー
は
様
相
論
的
偶
然
性
と
し
て
し
か

認
め
ら
れ
な
い
わ
け
で
あ
る
。

（
21
） 

G
. W

. F. H
egel, E

nzyklopädie der philosophischen W
issenschaften 

im
 G

rundrisse 

（1830

）, E
rster Teil:

D
ie W

issenschaft der L
ogik, 
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M
it dem

 m
ündlichen Zusätzen, 

§ 145, W
erke in zw

anzig B
änden, 

8, Suhrkam
pf Verlag, Frankfurt am

 M
ain, 1970, S. 286

-7. 

ヘ
ー
ゲ

ル
『
エ
ン
チ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』
第
一
部
「
論
理
学
」
一
四
五
節
口
頭
説
明
、 

長
谷
川
宏
訳
、
作
品
社
、
二
〇
〇
二
年
刊
、
三
一
八
頁
。
同
書
か
ら
の

引
用
は
す
べ
て
長
谷
川
訳
に
よ
る
。〔　

〕
に
よ
っ
て
語
句
を
補
っ
た

箇
所
が
あ
る
。

（
22
） 

H
egel,  op. cit., S. 284

-5, 

長
谷
川
訳
三
一
六
頁
。

（
23
） 

九
鬼
周
造
『
偶
然
の
問
題
』
三
〇
二
頁
。

（
24
） 

九
鬼
前
掲
書
同
箇
所
。

（
25
） 

H
egel, op. cit.,  S. 286. 

長
谷
川
訳
三
一
七-

八
頁
。

（
26
） 

H
egel, op. cit., 

§ 150,  S. 294,  

一
五
〇
節
、
長
谷
川
訳
三
二
七
頁
。

（
27
） 

G
. W

. F. H
egel, W

issenschaft der L
ogik 

（1812, 1831

）, II, E
rster 

Teil, D
ie objektive L

ogik, Zw
eites B

uch, W
erke in zw

anzig B
änden, 

6, Suhrkam
pf Verlag, Frankfurt am

 M
ain, 1969, S. 186.　

強
調
は

原
著
者
。
以
下
で
の
引
用
に
際
し
て
は W

. L .II. 

と
略
記
す
る
。

（
28
） 

H
egel,  E

nzyklopädie, 
§ 146  Zusatz, S. 287, 

一
四
六
節
口
頭
説
明
、

長
谷
川
訳
三
一
九
頁
。

（
29
） 

H
egel,  ibid., S. 287

-8,  

長
谷
川
訳
同
頁
。

（
30
） 

こ
の
点
に
関
し
て
は
、「libertarianism

を
自
然
化
す
る
」（『
哲
学　

第
63
号
』
日
本
哲
学
会
、
二
〇
一
二
年
四
月
発
行
、
九
七

-
一
一
三
頁
）

で
基
本
的
な
考
え
を
示
し
て
あ
る
。

（
31
） 

『
論
文
集
』（C

ollected Papers of C
harles Sanders Peirce, edited by C

. 
H

artshorne, P. W
eiss

（volum
es I

-V
I

）, T
he B

elknap P
ress of 

H
arvrad U

niversity P
ress, 1931

-35

）
に
言
及
す
る
際
は
、
慣
例
に

従
っ
て
、
巻
数
と
パ
ラ
グ
ラ
フ
番
号
を
示
す
。

（
32
） 

T
he C

entury D
ictionary （1895

） 

に
お
け
る
パ
ー
ス
自
身
の
手
に
な
る

項
目
「
偶
然
（chance

）」
よ
り
（A

ndrew
 R

eynolds, Peirce ’s Scien-
tific M

etaphysics, T
he Philosophy of C

hance, L
aw

, and E
volution, 

Vanderbilt U
niversity P

ress, N
ashvill, 2002, p. 148.

）。
こ
の
引
用

文
も
そ
う
で
あ
る
が
、
パ
ー
ス
か
ら
引
用
す
る
際
に
も
、
ま
た
パ
ー
ス

の
考
え
を
理
解
す
る
際
に
も
、
小
論
は
多
く
を
レ
イ
ノ
ル
ズ
に
負
っ
て

い
る
。

（
33
） 

「
手
短
に
言
え
ば
、多
様
化（diversification

）は
偶
然
的
自
発
性（chance 

spontaneity

）
の
痕
跡
な
の
で
あ
り
、
ど
こ
で
あ
れ
多
様
性
が
増
大
し

て
い
る
と
こ
ろ
に
は
偶
然
が
働
い
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
の
だ
。」

（6.267

）

（
34
） 

こ
れ
は
ジ
ョ
ン
・
ホ
プ
キ
ン
ス
大
学
で
の
一
八
八
四
年
の
講
演
の
題
名

で
あ
る
（R

eynolds, op. cit., p. 23.

）。

（
35
） 

こ
の
引
用
文
が
登
場
す
る
パ
ラ
グ
ラ
フ
（6.66

）
は
、
次
の
よ
う
な
こ

と
ば
に
よ
っ
て
始
ま
っ
て
い
る
。「
因
果
性
を
、
宇
宙
に
お
け
る
原
初

的uralt

な
要
素
、
な
い
し
は
、
も
の
を
考
え
る
際
の
根
源
的
な
カ
テ

ゴ
リ
ー
の
ひ
と
つ
、
と
み
な
す
人
々
―
―
私
が
そ
の
ひ
と
り
で
な
い
こ

と
を
み
な
さ
ん
は
見
出
す
で
あ
ろ
う
―
―
は
、
ひ
と
つ
の
大
変
厄
介
な

事
実
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
人
々
が
持
っ
て
い
る

原
因
に
つ
い
て
の
考
え
方
は
、
科
学
的
文
化
の
異
な
る
時
代
に
お
い
て

ま
っ
た
く
異
な
っ
て
お
り
首
尾
一
貫
し
て
い
な
い
と
い
う
事
実
で
あ

る
。」

（
36
） 

A
ndr é L

alande

の
哲
学
辞
典
で
「
絶
対
偶
然
（absolute 

chance

）」

は l'ind éterm
ination absolue 

と
訳
さ
れ
て
い
る
（A

ndr é L
alande, 

Vocabulaire technique et critique de la philosophie, P
resses U

niver-
sitaires de France, 1926, 1985, p.1155

）。

（
37
） 

シ
ェ
リ
ン
グ
の
〈
原
始
偶
然
〉
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、F. W

. J. 
von Schelling, Zur G

eschichte der neueren Philosophie, M
ünchener 

Vorlesungen （1827

）, in
:

Friedrich W
ilhelm

 Joseph von Schelling, 
Schellings W

erke, nach der O
rig. -A

usg. in neuer A
nordnung hers. 

von M
anfred Schröter, H

aupt. 5
:

Schriften zur geschichtlichen 
P

hilosophie
:

1821
-1854, 1979, （

シ
ェ
リ
ン
グ
『
近
世
哲
学
史
講
義
』

細
谷
貞
雄
訳
、
福
村
出
版
、
一
九
五
〇
年
、
一
九
七
四
年
刊
）
の
「
第

四
章 

自
然
哲
学
（D

ie N
aturphilosophie

）」
を
参
照
。
そ
こ
で
シ
ェ

リ
ン
グ
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。「
こ
こ
で
注
意
さ
れ
た
い
こ
と

は
、
以
上
に
応
じ
て
、
最
初
の
始
端
が
明
確
に
「
偶
然
的
な
る
も
の
」

と
し
て
思
惟
さ
れ
る
と
い
う
点
で
す
。
最
初
の
存
在
者
（das 

erste 
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Seiende

）
―
―
こ
の
「
現
存
第
一
者
（prim

um
 

E
xistens

）」
と
私
が

な
づ
け
た
も
の
―
―
は
、
か
く
し
て
同
時
に
最
初
の
偶
然
的
な
る
も
の

（
原
始
偶
然
）（das erste Zufällige （U

rzufall

））で
あ
る
わ
け
で
す
」（op. 

cit., 
S.171, 

細
谷
訳
一
六
三
頁
）。
シ
ェ
リ
ン
グ
は
そ
こ
で
、「
偶
然
性

と
は
本
質
の
対
立
物
で
あ
る
（Zufälligkeit ist G

egensatz des W
e-

sens
）」（S.172

）
と
は
っ
き
り
言
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
言
え
ば
、
実

体
（Substanz
）
の
反
意
語
と
し
て
は A

kzidenz 

が
用
い
ら
れ
て
い
る

（S.175

）。
該
当
箇
所
を
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・
ボ
ー
ウ
ィ
ー
の
英
訳
は  the 

first contingency 
（original coincidence

） 

と
訳
し
て
い
る
（F. W

. J. 
von Schelling, O

n the H
istory of M

odern Philosophy, Translation, 
Introduction, and N

otes by A
ndrew

 B
ow

ie, C
am

bridge U
niversity 

P
ress, 

1994, 
p. 

116.

）
が
、
こ
の
翻
訳
は
興
味
深
い
。contingency 

に
よ
っ
て
シ
ェ
リ
ン
グ
の
偶
然
性
が
様
相
論
的
偶
然
性
で
あ
る
こ
と
を

示
唆
し
な
が
ら
も
、U

rzufall 

に
は coincidence 

を
あ
て
て
お
り
、「
暗

合
」
す
な
わ
ち
因
果
論
的
偶
然
性
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
こ
め
る
結
果
に

な
っ
て
い
る
。
し
か
し
も
し
そ
の
よ
う
に U
rzufall 

を
解
釈
し
た
の
だ

と
す
れ
ば
そ
れ
は
間
違
い
で
あ
ろ
う
。
シ
ェ
リ
ン
グ
が U

rzufall 

に
込

め
て
い
る
の
は
、
原
初
に
お
い
て
宇
宙
を
み
た
す
主
観
（das Subjekt

）

は
ま
だ
お
の
れ
の
本
質
に
目
覚
め
て
お
ら
ず
ア
モ
ル
フ
な
状
態
に
あ
る

と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
不
確
定
性
で
あ
り
不
定
性
で
あ
る
か
ら
、

前
注
で
示
し
た
ラ
ラ
ン
ド
の
辞
典
が
パ
ー
ス
の absolute chance 
を
訳

し
た
の
に
な
ら
っ
て original indeterm

inacy 

と
で
も
訳
す
べ
き
だ
ろ

う
。
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
と
い
う
べ
き
か
、
シ
ェ
リ
ン
グ
も
、
と
い
う
べ

き
か
、
因
果
論
的
偶
然
性
な
ど
ま
っ
た
く
考
え
て
い
な
い
。
こ
こ
で
も

ま
た
、「
偶
然
（Zufall

）」
と
い
う
こ
と
ば
が
混
乱
を
ま
ね
い
て
い
る
。

（
38
） 

こ
の
点
は
、
レ
イ
ノ
ル
ズ
に
よ
れ
ば
、P

hilip W
. H

w
ang 

と D
em

etra 
Sfendoni -M

entzou

が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
だ
（R

eynolds, op. cit., p. 
208.

）。

（
39
） 

パ
ー
ス
か
ら
の
引
用
に
あ
る
「
活
力
（vis viva

）」
に
つ
い
て
の
解
釈

は
レ
イ
ノ
ル
ズ
に
よ
る
（R

eynolds, op. cit., 

§ 2, T
he L

aw
 of V

is 
V

iva
;

esp.  p. 34

）。

（
40
） 

レ
イ
ノ
ル
ズ
は
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
自
然
淘
汰
が
持
つ
機
械
的
メ
カ
ニ
ズ

ム
を
パ
ー
ス
が
理
解
し
て
い
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
（R

eynolds, 
op. 

cit., p. 98

）。

（
41
） 

前
注
（
2
）
参
照
。

（
42
） 

九
鬼
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
プ
ロ
ブ
レ
マ
テ
ィ
ッ
ク
（
問
題
機
制
）

に
対
応
さ
せ
て
、「
シ
ュ
ム
べ
べ
ー
コ
ス
」（sym

bebēkos, 
accidens

）

は
定
言
的
偶
然
に
、「
ア
ウ
ト
マ
ト
ン
」（autom

aton, casus

）
と
「
テ
ュ

ケ
ー
」（tychē, 

fortuna

）
と
は
仮
説
的
偶
然
に
当
た
り
、「
エ
ン
デ
コ

メ
ノ
ン
」（endechom

enon, 
contingens

）
は
離
接
的
偶
然
に
当
た
る

と
説
明
し
て
い
る
（
九
〜
一
〇
頁
）。

（
43
） 

「
論
理
的
可
能
性
、
従
っ
て
離
接
的
偶
然
性
を
容
認
す
る
究
竟
的
な
立

場
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
ク
ロ
ー
バ
ー
が
三
つ
葉
で
な
く
て
四
葉
で
あ
る

こ
と
も
偶
然
で
あ
り
、
浅
間
山
が
断
層
山
で
も
な
く
、
褶
曲
山
で
も
な

く
て
火
山
で
あ
る
こ
と
も
偶
然
で
あ
る
。」（
二
五
九
頁
）

（
44
） 

陽
に
取
り
込
ん
で
い
る
の
は
、
今
挙
げ
た
〈
無
〉
で
あ
り
〈
時
間
〉
で

あ
り
〈
自
由
〉
で
あ
る
。
陰
に
潜
ま
せ
て
い
る
の
は
、
現
存
在
の
〈
時

間
性
〉
や
〈
世
界
性
〉
や
〈
被
投
性
〉
や
〈
覚
悟
性
〉
で
あ
り
、
そ
れ

ら
の
も
と
で
展
開
さ
れ
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
実
存
思
想
そ
の
も
の
で
あ

る
。
そ
も
そ
も
可
能
性
や
必
然
性
と
い
う
様
相
論
の
中
心
概
念
で
す
ら
、

様
相
論
理
学
に
収
ま
ら
な
い
実
存
哲
学
的
な
含
意
の
下
で
操
作
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
が
九
鬼
の
い
う
存
在
論
理
学
で
あ
る
。

（
45
） 

九
鬼
は
、
わ
た
し
た
ち
が
偶
然
と
言
っ
て
い
る
と
き
に
念
頭
に
在
る
の

は
遭
遇
型
の
因
果
論
的
・
個
体
論
的
偶
然
で
あ
る
こ
と
を
十
分
に
認
識

し
て
い
る
。「
い
っ
た
い
日
常
生
活
に
あ
っ
て
偶
然
と
言
わ
れ
る
も
の

の
大
部
分
は
こ
の
目
的
的
積
極
的
偶
然
で
あ
る
」（
九
〇
頁
）。
パ
チ
ン

コ
屋
で
の
Ｙ
氏
と
の
思
い
が
け
な
い
邂
逅
や
、
市
場
に
出
か
け
た
ら
債

務
者
に
出
会
い
貸
し
た
金
が
返
っ
て
く
る
と
い
う
よ
う
な
事
例
は
、
九

鬼
の
分
類
に
よ
れ
ば
「
目
的
的
積
極
的
偶
然
」
に
分
類
さ
れ
る
。

（
46
） 
シ
ェ
リ
ン
グ
の
原
始
偶
然
に
つ
い
て
は
前
注
（
37
）
参
照
。




