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ま
え
が
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私
は
取
り
立
て
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
フ
ァ
ン
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、「
個
人
に
関
し
て
言
え
ば
、
誰
も
ど

の
み
ち
そ
の
時
代
の
子
で
あ
る
が
、
哲
学
も
ま
た
そ
う
で
あ
っ
て
、
そ
の
時
代
を
思
想
の
う
ち
に
捉
え
る
」（G

eorg�

W
ilhelm

�Friedrich�H
egel,�G

rundlinien der Philosophie des R
echts,�V

orrede

）
と
い
う
彼
の
言
葉
に
は
、
い

た
く
同
感
す
る
。
カ
ン
ト
は
自
ら
の
思
想
を
も
っ
て
、「
時
代
の
子
」
な
ら
ぬ
「
永
遠
の
子
」
に
な
ろ
う
と
し
た
。
し

か
し
、『
純
粋
理
性
批
判
』
で
彼
が
繰
り
返
し
最
後
の
拠
り
所
と
し
た
「
経
験
」
は
、
そ
れ
自
体
が
ま
さ
に
、
カ
ン
ト

が
「
時
代
の
子
」
で
あ
る
こ
と
の
証
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
い
っ
た
い
誰
の
「
経
験
」
な
の
か
。
ま
さ
し
く
、
一
八
世
紀

を
生
き
た
、
カ
ン
ト
自
身
が
是
と
し
た
経
験
で
あ
っ
た
。

　
カ
ン
ト
は
、「
可
能
な
経
験
」（
す
な
わ
ち
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
経
験
な
る
も
の
）
に
、
繰
り
返
し
言
及
す
る
。
そ
の
可
能

な
経
験
に
、
時
空
を
超
え
た
あ
る
一
定
の
本
質
的
な
あ
り
方
を
見
い
だ
そ
う
と
す
る
の
が
、
彼
の
や
り
方
で
あ
る
。
し

か
し
、
カ
ン
ト
が
「
経
験
」
と
考
え
て
い
る
も
の
が
「
可
能
な
経
験
」
で
あ
り
「
経
験
一
般
」
で
あ
る
こ
と
を
、
ど
う
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し
て
彼
は
証
明
で
き
た
の
か
。
カ
ン
ト
が
こ
の
問
題
に
触
れ
る
こ
と
は
な
い
。

　
か
つ
て
デ
カ
ル
ト
は
、
若
い
頃
か
ら
精
力
的
に
行
っ
て
き
た
数
学
的
自
然
学
の
研
究
の
中
で
自
身
の
物
体
観
を
彫
琢

し
、
数
学
的
に
処
理
可
能
な
性
質
の
み
を
物
体
の
本
質
的
性
質
と
し
た
。
こ
の
物
体
観
が
彼
の
形
而
上
学
に
色
濃
く
反

映
す
る
。
す
な
わ
ち
、
自
然
学
を
基
礎
づ
け
る
べ
き
形
而
上
学
は
、
明
晰
判
明
に
知
ら
れ
る
第
一
原
理
か
ら
順
次
構
築

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
自
身
の
公
式
見
解
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
に
は
、
自
然
学
に
属
す
る
そ
の
物
体
観

を
、
形
而
上
学
の
重
要
な
要
素
と
し
て
そ
の
中
に
組
み
込
む
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
基
礎
理
論

に
も
こ
れ
と
同
様
の
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
。
カ
ン
ト
は
そ
の
書
の
中
で
「
明
証
必
然
的
」
な
も
の
し
か
認
め
な
い
と
い

う
公
式
見
解
を
提
示
し
な
が
ら
、
自
身
が
信
じ
る
「
経
験
」
の
あ
り
方
─
─
自
身
の
科
学
的
「
自
然
」
観
─
─
を
、

『
純
粋
理
性
批
判
』
と
い
う
形
而
上
学
の
予
備
学
の
、
最
後
の
拠
り
所
と
し
た
。
つ
ま
り
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
も
、
一

八
世
紀
と
い
う
時
代
を
生
き
た
彼
自
身
の
自
然
学
的
見
解
が
、
形
而
上
学
的
考
察
の
基
盤
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
カ
ン
ト
の
生
涯
を
調
べ
る
に
つ
け
、
彼
が
（
本
当
は
誰
で
も
多
か
れ
少
な
か
れ
そ
う
な
の
だ
が
）、
さ
ま
ざ
ま
な
困
難

（
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
流
に
言
え
ば
「
被
投
性
」
の
困
難
）
を
乗
り
越
え
、
一
生
懸
命
生
き
て
き
た
人
だ
と
い
う
こ
と
を
、
私
は

十
二
分
に
認
め
た
い
と
思
う
。
け
れ
ど
も
、
そ
う
し
た
自
ら
の
時
代
や
地
域
の
さ
ま
ざ
ま
な
制
約
の
中
で
思
索
を
続
け

た
人
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
カ
ン
ト
の
な
す
こ
と
は
、
彼
の
と
き
お
り
の
言
葉
と
は
う
ら
は
ら
に
、
絶
対
性
へ
の

あ
ま
り
に
強
い
願
望
、
歴
史
を
超
え
た
真
理
を
自
分
は
手
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
確
信
の
潜
在
を
、
明
に

暗
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
（
こ
れ
は
と
り
わ
け
『
純
粋
理
性
批
判
』
第
一
版
に
著
し
い
）。

　
だ
が
、「
必
然
的
」
や
「
ね
ば
な
ら
な
い
」
を
多
用
す
る
カ
ン
ト
に
対
し
て
、「
思
わ
れ
る
」
は
失
礼
で
あ
ろ
う
。
だ

か
ら
、
感
想
文
で
は
な
く
て
、
何
が
ど
う
だ
か
ら
カ
ン
ト
は
よ
く
な
い
と
い
う
こ
と
を
明
言
し
、
論
理
に
よ
る
批
判
を
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懸
命
に
試
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
カ
ン
ト
に
「
否
」
を
言
う
こ
と
が
、
今
カ
ン
ト
に
対
し
て
な
す
べ
き
こ
と
な
の
だ
と
私

は
思
う
。
本
書
で
試
み
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
ま
さ
し
く
そ
れ
で
あ
る
。

　『
純
粋
理
性
批
判
』
の
「
超
越
論
的
観
念
論
」
の
考
え
方
に
対
す
る
私
の
反
論
の
一
部
は
、
前
著
『
カ
ン
ト
哲
学
の

奇
妙
な
歪
み
─
─
『
純
粋
理
性
批
判
』
を
読
む
』（
岩
波
現
代
全
書
、
二
〇
一
七
年
）
と
、『
カ
ン
ト
入
門
講
義
─
─
超
越

論
的
観
念
論
の
ロ
ジ
ッ
ク
』（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
一
七
年
）
の
最
終
章
で
明
示
し
た
。
カ
ン
ト
に
は
申
し
訳
な
い

が
、
彼
は
、
一
七
世
紀
以
来
の
自
然
科
学
の
新
た
な
動
向
と
深
く
関
わ
り
、
そ
こ
か
ら
原
子
仮
説
が
持
つ
物
そ
の
も
の

と
現
象
か
ら
な
る
仮
説
的
二
重
存
在
構
造
を
自
ら
も
引
き
受
け
な
が
ら
、
物
そ
の
も
の
（
物
自
体
）
を
不
可
知
と
し
て

仮
説
的
研
究
に
背
を
向
け
る
と
い
う
不
整
合
な
振
る
舞
い
を
し
た
。
さ
ら
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
の
伝
統
的
論
理

学
を
完
成
し
た
も
の
と
み
な
し
、
そ
れ
が
行
う
判
断
の
分
類
を
自
ら
の
純
粋
知
性
概
念
（
カ
テ
ゴ
リ
ー
）
の
根
拠
と
す

る
よ
う
な
ふ
り
を
し
な
が
ら
、
自
ら
の
判
断
表
で
は
判
断
の
形
式
の
恣
意
的
・
意
図
的
取
捨
選
択
を
行
う
。
つ
ま
り
、

伝
統
的
論
理
学
よ
り
も
む
し
ろ
、
自
ら
の
あ
る
思
い
が
、
取
捨
選
択
の
最
終
根
拠
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
思
い
は
、
純
粋
知
性
概
念
（
カ
テ
ゴ
リ
ー
）
の
表
に
明
確
な
姿
を
現
す
。
純
粋
知
性
概
念
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て

「
経
験
」
と
「
経
験
の
対
象
」
の
可
能
性
が
保
証
さ
れ
る
よ
う
な
概
念
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
外
延
量
を
持
ち
、
内

包
量
を
持
ち
、
実
体
で
あ
り
偶
有
性
で
あ
り
、
原
因
で
あ
り
結
果
で
あ
り
、
相
互
作
用
を
な
し
、
偶
然
で
あ
っ
た
り
必

然
で
あ
っ
た
り
、
単
に
事
実
そ
う
だ
と
い
う
だ
け
で
あ
っ
た
り
す
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
も
の
が
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て

の
経
験
の
対
象
の
あ
り
よ
う
な
の
で
あ
る
。

　
な
ら
ば
、
彼
は
、
そ
う
い
う
も
の
が
自
分
に
と
っ
て
の
「
経
験
」
だ
と
率
直
に
認
め
、
そ
う
考
え
る
歴
史
的
根
拠
を

丁
寧
に
提
示
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
。
し
か
し
、
彼
が
行
っ
た
の
は
、
一
連
の
議
論
に
よ
っ
て
、
自
身
の
見
解
が
超
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歴
史
的
な
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
結
局
の
と
こ
ろ
、
カ
ン
ト
が
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
自
分
自
身
の
簡
単
に
は
譲
れ
な
い
固
守
し
た
い
も
の
を
、
さ
ま

ざ
ま
な
議
論
を
用
い
て
固
守
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
で
あ
る
な
ら
、「
あ
の
有
名
な
ク
ワ
イ
ン
」（der�

berühm
te�Q

uine

─
─
カ
ン
ト
が
ロ
ッ
ク
に
対
し
て
よ
く
用
い
た
言
い
回
し
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
）
が
、
プ
ラ
ハ
留
学
か
ら
戻
っ

て
間
も
な
い
二
〇
代
半
ば
に
「
ア
プ
リ
オ
リ
と
は
自
分
が
固
守
し
た
い
も
の
の
こ
と
だ
」
と
言
っ
た
の
を
転
用
す
れ
ば
、

カ
ン
ト
も
ま
た
、
固
守
し
た
い
も
の
を
固
守
し
よ
う
と
論
を
立
て
て
は
み
た
も
の
の
、
結
局
そ
れ
は
あ
ま
り
い
い
立
論

に
は
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
。
だ
か
ら
、
私
は
、
カ
ン
ト
に
は
─
─
デ
カ
ル
ト
や
ロ
ッ
ク
や
バ

ー
ク
リ
や
ヒ
ュ
ー
ム
や
ヘ
ー
ゲ
ル
や
マ
ル
ク
ス
に
対
し
て
も
そ
う
で
は
あ
る
が
─
─
一
人
の
頑
張
っ
て
生
き
た
人
間
と

し
て
敬
意
は
払
う
も
の
の
、
同
時
に
、
自
身
が
「
時
代
の
子
」
で
あ
り
な
が
ら
そ
う
で
は
な
い
か
の
よ
う
な
ふ
り
を
す

る
の
は
、
や
め
る
べ
き
だ
っ
た
と
思
う
。

　
あ
る
書
き
物
で
、
私
は
「
カ
ン
ト
哲
学
に
魅
力
を
感
じ
る
点
で
は
人
後
に
落
ち
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」
と
書
い
た

（『
ち
く
ま
』
二
〇
一
七
年
四
号
）。
そ
れ
は
そ
の
と
お
り
で
あ
る
。
私
は
『
純
粋
理
性
批
判
』
は
あ
ま
り
評
価
し
な
い
も

の
の
、
人
を
単
な
る
手
段
と
し
て
で
は
な
く
目
的
と
し
て
見
て
い
る
の
か
と
い
う
カ
ン
ト
の
『
実
践
理
性
批
判
』
で
の

問
い
か
け
は
、
君
た
ち
は
搾
取
さ
れ
て
い
る
人
を
見
て
見
ぬ
ふ
り
を
す
る
の
か
と
い
う
マ
ル
ク
ス
の
問
い
か
け
と
、
同

じ
重
さ
を
持
っ
て
い
た
と
思
う
。
カ
ン
ト
に
せ
よ
マ
ル
ク
ス
に
せ
よ
、
み
な
時
代
の
子
で
あ
る
。
こ
の
状
況
の
中
で
、

こ
の
時
に
、
彼
ら
は
言
う
べ
き
こ
と
を
言
っ
た
の
だ
。
し
か
も
、
両
人
の
言
う
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
私
に
は
、
大
き

な
意
味
を
持
ち
続
け
て
き
た
。
私
が
カ
ン
テ
ィ
ア
ー
ナ
ー
で
も
マ
ル
ク
シ
ス
ト
で
も
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
で
あ
る
。

　
だ
か
ら
、
本
書
で
カ
ン
ト
を
批
判
し
続
け
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
カ
ン
ト
の
全
否
定
で
は
な
い
。
カ
ン
ト
に
対
し
て
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言
う
べ
き
こ
と
を
言
っ
た
上
で
、
肯
定
で
き
る
こ
と
を
称
揚
す
る
必
要
が
あ
る
。
私
の
勝
手
な
思
い
込
み
で
あ
ろ
う
が
、

カ
ン
ト
の
神
格
化
が
お
さ
ま
ら
な
け
れ
ば
、
カ
ン
ト
の
発
言
が
ニ
ー
チ
ェ
や
マ
ル
ク
ス
や
ロ
ー
テ
ィ
の
そ
れ
と
同
じ
よ

う
に
真
に
人
々
の
心
を
打
つ
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
と
私
は
思
う
。

　
本
書
は
6
章
か
ら
な
る
。

　
第
1
章
「「
独
断
の
ま
ど
ろ
み
」
か
ら
の
不
可
解
な
「
覚
醒
」
─
─
「
唯
一
の
原
理
」
へ
の
奇
妙
な
道
筋
」
で
は
、

カ
ン
ト
が
自
身
を
「
独
断
の
ま
ど
ろ
み
」
か
ら
覚
醒
さ
せ
た
と
す
る
ヒ
ュ
ー
ム
の
警
告
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
に
対
す
る

カ
ン
ト
の
対
応
が
ど
の
よ
う
な
意
味
で
不
可
解
な
も
の
で
あ
る
か
を
論
じ
る
。
カ
ン
ト
と
ヒ
ュ
ー
ム
の
基
本
的
視
点
の

乖
離
か
ら
し
て
、
カ
ン
ト
が
ヒ
ュ
ー
ム
の
知
見
を
十
分
に
踏
ま
え
て
い
た
と
し
た
ら
、
ヒ
ュ
ー
ム
か
ら
シ
ョ
ッ
ク
を
受

け
た
と
い
う
の
は
信
じ
が
た
い
こ
と
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
第
1
章
の
論
点
で
あ
る
。

　
第
2
章
「
ロ
ッ
ク
の
反
生
得
説
と
カ
ン
ト
の
胚
芽
生
得
説
─
─
カ
ン
ト
が
言
う
ほ
ど
カ
ン
ト
と
ロ
ッ
ク
は
違
う
の

か
？
」
で
は
、
空
間
と
時
間
お
よ
び
一
二
の
基
礎
概
念
を
ア
プ
リ
オ
リ
な
も
の
と
し
て
扱
う
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
基

本
戦
略
を
取
り
上
げ
る
。
特
に
問
題
と
な
る
の
は
、
一
二
の
純
粋
知
性
概
念
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
概
念
（
ロ
ッ
ク
の
場

合
に
は
「
観
念
」）
を
す
べ
て
経
験
か
ら
導
い
た
と
ロ
ッ
ク
を
捉
え
、
自
分
は
ロ
ッ
ク
と
は
大
き
く
違
う
の
だ
と
主
張
す

る
。
け
れ
ど
も
、
実
際
に
ロ
ッ
ク
が
観
念
の
起
源
を
ど
の
よ
う
に
扱
っ
て
い
る
か
を
具
体
的
に
見
れ
ば
、
カ
ン
ト
と
ロ

ッ
ク
の
捉
え
方
に
決
定
的
な
差
異
が
あ
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。
第
2
章
で
は
こ
の
点
を
確
認
す
る
と
と

も
に
、
カ
ン
ト
が
一
二
の
基
礎
概
念
を
ア
プ
リ
オ
リ
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
が
固
守
し
よ
う
と
し
た
「
必
然
性
」

を
本
当
に
固
守
し
え
た
か
ど
う
か
を
考
察
す
る
。
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第
3
章
「
カ
ン
ト
は
ロ
ッ
ク
と
ヒ
ュ
ー
ム
を
超
え
ら
れ
た
の
か
？
─
─
ア
プ
リ
オ
リ
化
の
実
像
」
で
は
、
カ
ン
ト
が

ヒ
ュ
ー
ム
の
警
告
に
対
し
て
示
し
た
反
応
の
是
非
に
立
ち
入
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
が
原
因
と
結
果
の
必
然
的
結
合
を
経
験
の

中
に
（「
印
象
」
と
し
て
）
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
た
こ
と
に
カ
ン
ト
は
反
応
し
、
そ
こ
か
ら
、
超
越
論
的
分

析
論
の
基
本
と
な
る
、
基
礎
概
念
の
ア
プ
リ
オ
リ
化
の
道
を
と
っ
た
。
そ
も
そ
も
ヒ
ュ
ー
ム
の
見
解
は
、
ロ
ッ
ク
の
そ

れ
を
心
像
論
的
視
点
か
ら
な
ぞ
っ
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、
カ
ン
ト
は
基
礎
概
念
の
ル
ー
ツ
を
経
験
に
求
め
た
ロ
ッ
ク
と
ヒ

ュ
ー
ム
に
対
し
て
、
そ
の
ア
プ
リ
オ
リ
化
に
よ
っ
て
彼
ら
を
乗
り
越
え
た
と
す
る
。
だ
が
実
際
に
は
、
カ
ン
ト
も
ま
た
、

原
因
と
結
果
の
結
合
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
そ
の
運
用
に
お
い
て
ロ
ッ
ク
の
言
う
「
恒
常
的
変
化
」
や
ヒ
ュ
ー
ム
の
言

う
「
恒
常
的
接
続
」
の
経
験
に
依
拠
す
る
形
を
と
っ
て
お
り
、
そ
の
知
見
が
結
局
の
と
こ
ろ
ロ
ッ
ク
や
ヒ
ュ
ー
ム
を
超

え
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
確
認
す
る
。

　
第
4
章
「
そ
も
そ
も
「
演
繹
」
は
必
要
だ
っ
た
の
か
？
─
─
自
身
の
「
経
験
」
概
念
の
絶
対
化
」
で
は
、
カ
ン
ト
の

「
演
繹
」
を
取
り
上
げ
る
。
カ
ン
ト
は
繰
り
返
し
、
経
験
の
可
能
性
の
条
件
を
問
お
う
と
す
る
が
、
自
身
の
「
経
験
」

理
解
の
妥
当
性
を
吟
味
す
る
こ
と
は
な
い
。
彼
の
言
う
「
経
験
」
が
、
自
ら
が
そ
れ
で
あ
る
と
考
え
る
よ
う
な
「
経

験
」
で
あ
り
、
純
粋
知
性
概
念
が
そ
の
経
験
に
合
う
よ
う
意
図
的
に
選
択
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
純

粋
知
性
概
念
が
そ
う
し
た
経
験
の
成
立
に
不
可
欠
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
「
演
繹
」
に
よ
っ
て
示
そ
う
と
す
る
こ
と
は
、

自
ら
の
経
験
概
念
に
基
づ
い
て
選
ば
れ
た
基
礎
概
念
を
当
の
経
験
概
念
に
合
う
か
ら
と
い
う
理
由
で
妥
当
で
あ
る
と
す

る
、
循
環
論
法
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
第
4
章
で
は
、
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
分
析
論
の
そ
う
し
た
問
題
性
に
立
ち
入
る
。

　
第
5
章
「
判
断
と
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
恣
意
的
な
扱
い
─
─
カ
ン
ト
の
隠
れ
自
然
主
義
」
で
は
、
一
二
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の

四
分
の
三
を
占
め
る
「
量
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
と
「
質
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
と
「
関
係
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
を
取
り
上
げ
、
右
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まえがき

に
言
う
カ
ン
ト
の
意
図
的
選
択
の
実
際
を
見
る
。
こ
こ
で
は
、
ま
ず
、「
量
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
と
「
質
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
」

が
、
少
な
く
と
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
の
由
来
を
持
ち
、
当
時
自
然
科
学
に
お
い
て
重
視
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
「
外
延

量
」
と
「
内
包
量
」
の
区
別
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
伝
統
的

論
理
学
の
判
断
の
区
別
に
由
来
す
る
と
す
る
こ
と
が
、
い
か
に
不
当
な
措
置
で
あ
っ
た
か
を
論
じ
る
。
ま
た
、「
関
係

の
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
背
後
に
カ
ン
ト
が
重
視
し
た
力
学
の
法
則
が
あ
り
、
そ
れ
を
形
而
上
学
的
に
支

え
る
た
め
に
強
引
な
議
論
を
進
め
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
カ
ン
ト
は
、
自
ら
の
経
験
概
念
の
基
を
自
ら

が
支
持
す
る
自
然
科
学
に
求
め
な
が
ら
、
自
然
科
学
を
支
え
る
形
而
上
学
（
純
粋
哲
学
）
が
自
然
科
学
と
は
独
立
に
成

り
立
つ
か
の
よ
う
な
ふ
り
を
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
彼
の
基
本
的
立
場
は
自
然
主
義
的
な
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
表
面

上
は
反
自
然
主
義
の
立
場
を
標
榜
す
る
と
い
う
事
態
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
れ
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
け
る
カ
ン
ト
の
議
論
が
、
彼
が
是
と
し
た
自
然
科
学
の
知
見
を
密
か
な
基
盤
と
し
な
が
ら
そ

の
知
見
を
擁
護
す
る
と
い
う
、「
隠
れ
自
然
主
義
」
的
営
み
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
す
る
。

　
第
6
章
「
空
間
の
観
念
化
と
そ
の
代
償
─
─
議
論
の
浅
さ
と
そ
の
不
整
合
の
意
味
す
る
も
の
」
で
は
、
カ
ン
ト
の
空

間
論
の
是
非
を
論
じ
る
。
カ
ン
ト
は
超
越
論
的
感
性
論
に
お
い
て
、
空
間
を
感
性
に
ア
プ
リ
オ
リ
に
備
わ
っ
た
純
粋
形

式
と
す
る
。
カ
ン
ト
は
そ
の
措
置
に
よ
っ
て
、
純
粋
幾
何
学
の
成
立
根
拠
が
与
え
ら
れ
る
と
考
え
て
い
る
が
、
実
際
に

彼
が
提
示
し
た
「
構
成
」
に
よ
る
方
法
で
は
、
概
念
の
直
観
化
と
そ
の
普
遍
化
が
本
質
的
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
空
間
の
ア
プ
リ
オ
リ
化
は
そ
の
方
法
に
直
接
か
み
合
う
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
カ
ン
ト
の

「
多
様
な
も
の
」
と
そ
の
「
総
合
」
と
い
う
考
え
方
は
、
空
間
の
ア
プ
リ
オ
リ
化
に
よ
っ
て
感
性
に
与
え
ら
れ
た
も
の

を
空
間
中
に
あ
る
と
す
る
こ
と
と
ど
う
整
合
す
る
か
と
い
う
問
題
を
惹
起
す
る
。
ま
た
、
そ
の
空
間
の
ア
プ
リ
オ
リ
化
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は
、『
純
粋
理
性
批
判
』
の
初
期
の
批
評
に
も
す
で
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
、
当
時
知
ら
れ
て
い
た
「
モ
リ
ニ
ュ
ー
問

題
」
に
関
す
る
知
見
と
ど
う
か
み
合
う
か
と
い
う
問
題
を
残
し
た
ま
ま
と
な
っ
て
い
る
。
第
6
章
で
は
、
こ
れ
ら
の
問

題
を
指
摘
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
カ
ン
ト
の
空
間
論
が
も
た
ら
す
問
題
の
再
考
を
促
す
。

　
カ
ン
ト
の
『
純
粋
理
性
批
判
』
は
、
彼
が
原
子
論
（
粒
子
仮
説
）
を
肯
定
し
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
原
子
論

由
来
の
基
本
的
枠
組
み
を
踏
襲
し
て
お
り
、
ま
た
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
一
二
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
少
な
く
と
も
四
分

の
三
が
、「
外
延
量
」
と
「
内
包
量
」
の
区
別
、
お
よ
び
「
質
量
保
存
の
法
則
」、「
慣
性
の
法
則
」、「
作
用
・
反
作
用

の
法
則
」
と
い
う
、
当
時
の
自
然
科
学
の
重
要
な
区
別
も
し
く
は
法
則
を
前
提
と
し
て
選
択
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

カ
ン
ト
は
デ
カ
ル
ト
と
同
じ
よ
う
に
、
科
学
を
形
而
上
学
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
る
と
い
う
基
本
方
針
を
採
用
し
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
実
際
に
彼
が
行
っ
た
の
は
、
自
身
が
是
と
す
る
科
学
的
知
見
を
前
提
と
し
て
、
そ
れ
に
合
う
よ
う
、
形

而
上
学
（
純
粋

0

0

哲
学
）
的
な
見
か
け
を
持
つ
議
論
を
構
築
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
・
ラ
エ
ル
テ
ィ
オ
ス
が
編
集
し
た
と
さ
れ
る
、
古
代
の
原
子
論
の
考
え
を
含
む
書
物
が
ラ
テ
ン
語
等

の
翻
訳
で
読
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
な
ど
、
古
代
の
文
献
へ
の
新
た
な
関
心
に
促
さ
れ
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
流
の
科
学
の

あ
り
方
が
行
き
詰
ま
り
を
見
せ
る
と
い
う
状
況
の
中
で
、
古
代
の
原
子
論
が
復
活
を
遂
げ
た
。
西
洋
近
代
観
念
説
は
、

そ
の
復
活
し
た
原
子
論
の
論
理
を
大
枠
と
し
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（
こ
の
件
は
、
拙
著Locke, B

erkeley, K
ant

を
は
じ
め
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
機
会
に
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
よ
う
試
み
た
）。
そ
し
て
、
バ
ー
ク
リ
や
ヒ
ュ
ー

ム
や
カ
ン
ト
は
、
こ
の
科
学
を
基
盤
と
し
た
「
自
然
主
義
」
的
大
枠
を
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
歪
め
て
い
っ
た
と
い
う
の

が
、
自
身
の
西
洋
近
代
観
念
説
研
究
を
通
し
て
得
た
私
の
見
方
で
あ
る
。
本
書
の
議
論
は
、
こ
の
見
方
を
具
体
的
に
実
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まえがき

証
し
よ
う
と
す
る
試
み
の
一
環
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、『
純
粋
理
性
批
判
』
の
カ
ン
ト
も
、
実
は
密
か
に
科
学
的

知
見
を
基
盤
と
し
て
形
而
上
学
を
展
開
し
よ
う
と
し
た
「
隠
れ
自
然
主
義
者
」
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
目
が
向
け
ら

れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
本
書
は
一
定
の
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
哲
学
が
歴
史
の
中
で
進
め
ら
れ
る
営
み
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
相
互
批
判
は
、
ロ
ー
テ
ィ
の
言
を
ま
つ
ま
で
も
な
く
、

わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
な
、
前
進
の
た
め
の
手
段
で
あ
る
。
明
快
か
つ
具
体
的
な
論
拠
に
基
づ
く
読
者
諸
兄

諸
姉
の
鋭
い
反
論
が
寄
せ
ら
れ
る
こ
と
を
、
大
い
に
期
待
す
る
。

（
各
国
語
の
文
献
を
扱
う
た
め
、
文
献
の
表
記
に
際
し
て
は
可
能
な
限
り
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
ス
タ
イ
ル
を
基
本
と
し
た
。
ド
イ

ツ
語
や
フ
ラ
ン
ス
語
の
表
記
法
に
親
し
ん
で
お
ら
れ
る
読
者
に
は
寛
恕
を
請
う
。）




