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自
生
化
主
義
と
は
、
自
生
的
な
も
の
を
生
成
さ
せ
る
た
め
の
一
つ
の
思
考
術
で
あ
る
。

　

自
生
的
な
も
の
は
、
お
の
ず
か
ら
生
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
「
生
成
さ
せ
る
」
と
い
う
の
は
、
語
義
矛
盾
に
み
え
る
か
も
し
れ

な
い
。
け
れ
ど
も
自
生
的
な
も
の
は
、
し
ば
し
ば
作
為
的
な
条
件
の
も
と
で
生
成
す
る
。
自
生
化
主
義
は
、
自
生
的
な
も
の
を
介
助
し
た

り
、
あ
る
い
は
滋
養
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
そ
れ
は
い
わ
ば
庭
師
の
術
で
あ
り
、
古
く
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
産
婆
術
的
な

問
答
法
、
直
近
で
は
、
Ａ
Ｉ
（
人
工
知
能
）
を
用
い
て
芸
術
を
創
作
す
る
術
に
み
ら
れ
る
。

　

こ
の
自
生
的
な
も
の
の
生
成
術
は
、
自
由
な
社
会
を
構
成
す
る
際
の
手
が
か
り
と
な
る
。
自
由
な
社
会
と
は
、
自
生
的
な
も
の
が
多
産

に
生
成
さ
れ
る
社
会
で
あ
る
。
そ
の
場
合
の
自
生
的
な
も
の
と
は
、
繁
殖
の
可
能
性
を
秘
め
た
野
性
的
自
然
で
あ
る
。
自
生
化
主
義
は
、

そ
の
よ
う
な
力
能
を
も
っ
た
自
然
を
理
性
に
よ
っ
て
飼
い
慣
ら
す
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
生
成
を
促
し
て
、
社
会
の
な
か
で
活
用
で

き
る
と
考
え
る
。

　

英
語
にram
bunctious

（
多
自
然
の
）
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。「
騒
々
し
い
」
と
か
「
ヤ
ン
チ
ャ
な
」
と
訳
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
こ
の

言
葉
は
、
自
生
的
な
も
の
の
あ
る
特
徴
を
つ
か
ん
で
い
る
だ
ろ
う
。
自
生
的
な
も
の
と
は
、
飼
い
慣
ら
し
が
た
い
多
産
な
自
然
で
あ
る
。

私
た
ち
は
こ
の
自
生
的
な
も
の
を
促
す
こ
と
で
、
社
会
を
い
っ
そ
う
自
由
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
書
は
、
こ
の
よ
う
な
自
生
化
主
義

の
観
点
か
ら
、
自
由
主
義
の
新
た
な
思
想
を
構
築
す
る
試
み
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
理
想
の
社
会
を
め
ぐ
る
探
求
は
、
さ
ま
ざ
ま
に
試
み
ら
れ
て
き
た
。
な
か
で
も
自
由
主
義
や
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
や
マ
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ル
ク
ス
主
義
と
い
っ
た
規
範
理
論
は
、
社
会
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
の
私
た
ち
の
直
観
を
、
論
理
的
に
幾い
く

重え

に
も
積
み
上
げ
て
き

た
。
規
範
理
論
は
多
様
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
三
つ
基
本
的
な
思
考
パ
タ
ン
が
あ
る
。

　

一
つ
に
は
、
私
た
ち
人
間
の
よ
い
部
分
、
例
え
ば
、
理
性
的
に
考
え
る
力
や
、
豊
か
な
人
間
関
係
を
築
く
力
な
ど
の
美
質
を
当
て
に
し

て
、
よ
い
社
会
の
構
造
を
描
こ
う
と
す
る
理
論
が
あ
る
。
理
想
の
社
会
に
お
い
て
は
、
私
た
ち
人
間
も
ま
た
、
理
想
的
に
振
る
舞
う
こ
と

が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
社
会
と
人
間
の
理
想
を
描
く
規
範
理
論
は
、
し
か
し
、
人
間
の
悪
い
部
分
を
軽
視
す
る
結
果
と
し

て
、
絵
に
描
い
た
餅
に
す
ぎ
な
い
こ
と
も
あ
る
。
私
た
ち
は
「
こ
れ
が
理
想
だ
」
と
理
解
し
て
も
、
理
想
に
よ
っ
て
鼓
舞
さ
れ
る
わ
け
で

は
な
い
。
人
間
は
往
々
に
し
て
天あ

ま

邪の
じ

鬼ゃ
く

で
あ
り
、
理
想
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
追
求
す
る
こ
と
が
苦
手
で
あ
っ
た
り
す
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
人
間
の
悪
い
部
分
を
直
視
し
つ
つ
、
理
想
の
社
会
を
描
く
理
論
が
あ
る
。
私
た
ち
人
間
は
、
本
当
は
ず
る
賢
く
て
貪

欲
で
、
煩
悩
を
脱
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
存
在
で
あ
る
。
そ
ん
な
性
悪
な
人
間
た
ち
が
集
ま
っ
て
、
ど
ん
な
理
想
の
社
会
を
築
く
こ
と
が

で
き
る
の
か
。
人
間
の
理
想
に
は
期
待
せ
ず
、
人
間
の
悪
し
き
本
性
を
見
極
め
た
う
え
で
、
あ
る
べ
き
社
会
を
描
く
規
範
理
論
が
あ
る
。

け
れ
ど
も
こ
の
考
え
方
に
も
、
や
は
り
限
界
が
あ
る
。
最
低
限
に
望
み
う
る
社
会
を
超
え
て
、
私
た
ち
は
ど
こ
に
向
か
う
こ
と
が
で
き
る

の
か
。
想
像
力
を
か
き
た
て
る
と
こ
ろ
が
な
い
。

　

し
か
し
第
三
の
タ
イ
プ
の
規
範
理
論
が
あ
る
。
そ
れ
は
私
た
ち
人
間
を
、
い
わ
ば
鵺ぬ

え

的
な
存
在
と
み
な
し
て
、
理
想
の
社
会
を
描
く
も

の
で
あ
る
。
鵺
と
は
、
平
家
物
語
で
語
ら
れ
た
伝
説
の
妖
怪
で
あ
る
。
頭
は
サ
ル
、
体
は
タ
ヌ
キ
、
尾
は
ヘ
ビ
、
四
肢
は
ト
ラ
、
そ
し
て

ト
ラ
ツ
グ
ミ
に
似
た
陰
気
な
声
で
鳴
く
。
最
後
は
残
念
な
こ
と
に
、
源
頼
政
に
よ
っ
て
退
治
さ
れ
て
し
ま
う
。
鵺
的
な
存
在
は
、
何
だ
か

よ
く
分
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
な
力
を
秘
め
て
い
る
と
思
わ
せ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
権
力
に
対
し
て
は
脆
弱
だ
け
れ
ど

も
、
不
思
議
な
魅
力
が
あ
る
。
鵺
の
そ
う
し
た
特
徴
は
、
実
は
私
た
ち
に
も
多
か
れ
少
な
か
れ
備
わ
っ
て
い
る
。
私
た
ち
人
間
は
、
自
分

が
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
、
よ
く
理
解
し
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
。
人
間
に
は
、
よ
い
と
か
悪
い
と
い
っ
た
道
徳
の

観
点
か
ら
は
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
特
徴
が
た
く
さ
ん
あ
る
。
け
れ
ど
も
そ
の
捉
え
ど
こ
ろ
の
な
い
特
徴
は
、
理
想
の
社
会
を
築
く
た

め
に
役
立
つ
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
よ
う
な
発
想
か
ら
築
か
れ
る
タ
イ
プ
の
規
範
理
論
が
あ
る
。
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経
済
思
想
の
伝
統
に
お
い
て
は
、
と
り
わ
け
こ
の
第
三
の
タ
イ
プ
の
理
論
が
展
開
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
Ｃ
・
フ
ー
リ
エ
の
「
産
業

引
力
」、
Ｖ
・
パ
レ
ー
ト
の
「
残
基
」、
Ｗ
・
ゾ
ン
バ
ル
ト
の
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
的
精
神
」、
Ｊ
・
Ｍ
・
ケ
イ
ン
ズ
の
「
ア
ニ
マ
ル
・
ス
ピ
リ

ッ
ト
」、
Ｊ
・
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
の
「
創
造
的
破
壊
」、
Ｆ
・
ハ
イ
エ
ク
の
「
自
生
的
秩
序
」、
Ｈ
・
マ
ル
ク
ー
ゼ
の
「
エ
ロ
ス
的
文
明
」、

Ａ
・
ネ
グ
リ
／
Ｍ
・
ハ
ー
ト
の
「
マ
ル
チ
チ
ュ
ー
ド
」
な
ど
は
、
そ
の
代
表
例
で
あ
る
。
日
本
で
も
高
田
保
馬
の
「
勢
力
」
論
や
、
福
岡

正
信
の
「
無
」
の
哲
学
な
ど
は
、
こ
の
系
譜
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
思
想
に
共
通
す
る
の
は
、
人
間
は
善
で
も
悪
で

も
な
い
力
に
導
か
れ
て
、
理
想
の
社
会
を
築
き
う
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。

　

私
た
ち
人
間
は
、
よ
い
部
分
と
悪
い
部
分
の
二
つ
か
ら
成
り
立
つ
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
圧
倒
的
に
は
、
よ
く
分
か
ら
な
い
部
分
か
ら

成
り
立
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
私
た
ち
は
鵺
的
な
存
在
で
あ
る
。
で
は
鵺
的
な
存
在
と
し
て
の
人
間
は
、
い
か
に
し
て
理
想
の
社
会

を
築
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
自
生
化
主
義
の
術
（art of spontanietism

）
に
よ
っ
て
、
と
い
う
の
が
本
書
の
答

え
で
あ
る
。
理
想
の
社
会
は
、
到
達
点
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
自
生
化
の
プ
ロ
セ
ス
を
支
え
る
一
つ
の
理
念
と
し
て
あ
る
。

で
は
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
内
実
を
も
つ
の
か
。
こ
れ
が
本
書
の
主
題
で
あ
る
。

　

自
生
化
主
義
と
は
、
こ
れ
を
や
や
乱
暴
に
単
純
化
し
て
描
く
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
私
た
ち
人
間
は
、
理
想
の
社
会
に
お
い
て
理
想

の
人
生
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
、
で
は
理
想
の
人
生
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
お
そ
ら
く
描
く
こ
と
の
で
き
る
理
想
の
人
生

は
、
究
極
の
も
の
で
は
な
い
。「
こ
れ
が
理
想
だ
」
と
い
っ
て
も
、
私
た
ち
の
欲
望
は
矛
盾
し
て
お
り
、
や
が
て
理
想
で
は
な
く
な
っ
て

し
ま
う
。
理
想
を
更
新
す
る
た
め
に
必
要
な
の
は
、「
よ
い
／
悪
い
」
と
い
う
道
徳
的
な
判
断
を
こ
え
て
、
自
分
の
な
か
の
ま
だ
よ
く
分

か
ら
な
い
部
分
、
野
性
的
な
部
分
に
力
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
。
人
間
は
、
自
分
の
欲
望
に
矛
盾
を
抱
え
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
矛
盾
的

存
在
が
、
い
か
に
し
て
理
想
の
社
会
を
築
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
そ
れ
は
自
分
の
未
知
の
欲
望
に
チ
ャ
ン
ス
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て

で
あ
る
。
社
会
も
自
己
も
、
生
成
の
過
程
に
あ
る
。
な
ら
ば
、
そ
の
生
成
に
力
を
与
え
よ
う
と
い
う
の
が
、
自
生
化
主
義
で
あ
る
。

　

か
つ
て
ケ
イ
ン
ズ
は
、
経
済
学
者
や
政
治
理
論
家
の
思
想
は
、
そ
れ
が
正
し
い
場
合
も
間
違
っ
て
い
る
場
合
も
、
一
般
に
考
え
ら
れ
て

い
る
よ
り
も
は
る
か
に
強
力
で
あ
り
、
実
際
に
世
界
を
支
配
し
て
い
る
の
は
思
想
以
外
に
な
い
ほ
ど
だ
、
と
語
っ
た
こ
と
が
あ
）
1
（
る
。
私
た
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ち
の
世
界
を
支
配
し
て
い
る
の
は
、
端
的
に
言
え
ば
思
想
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
諸
々
の
思
想
に
影
響
を
受
け
た
人
た
ち
は
も
ち
ろ
ん
、
思

想
に
影
響
を
受
け
て
い
な
い
と
い
う
人
た
ち
も
ま
た
、
理
想
の
社
会
や
人
生
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
に
は
、
亡
き
思
想
家
た
ち
の
奴
隷
に

な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
で
は
私
た
ち
は
、
思
想
へ
の
隷
属
状
態
か
ら
い
か
に
し
て
自
由
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
そ
れ
は
思
想
家
た

ち
と
向
き
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
本
書
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
思
想
家
た
ち
と
対
質
し
つ
つ
、
新
し
い
思
想
を
紡
い
で
い
く
。

＊

　

本
書
の
内
容
を
紹
介
し
よ
う
。

　

第
一
部
「
自
生
化
と
い
う
思
考
」
は
、
本
書
の
導
入
に
し
て
中
核
で
あ
る
。
私
に
と
っ
て
自
生
化
主
義
の
原
点
は
、
ハ
イ
エ
ク
と
の
対

質
に
あ
っ
た
。
一
九
八
九
年
に
東
欧
革
命
が
起
き
た
と
き
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
思
想
は
す
べ
て
誤
り
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
反

対
に
、
社
会
主
義
を
根
本
的
に
批
判
し
た
ハ
イ
エ
ク
の
思
想
は
、
そ
の
正
し
さ
が
証
明
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
み
え
た
。
け
れ
ど
も
、
ハ
イ

エ
ク
の
思
想
は
本
当
に
正
し
い
の
か
。
そ
ん
な
違
和
感
か
ら
ハ
イ
エ
ク
の
思
想
を
徹
底
的
に
解
体
し
、
自
生
化
主
義
へ
の
道
筋
を
示
し
た

の
が
、
第
一
章
「
自
生
的
秩
序
論
の
解
体
」
で
あ
る
。
本
章
は
、
自
生
化
主
義
の
思
想
を
組
み
立
て
る
た
め
の
地
平
を
与
え
て
い
る
。

　

私
た
ち
は
こ
の
地
平
か
ら
、
自
生
化
主
義
へ
と
向
か
う
。
そ
の
手
が
か
り
と
な
る
の
は
、
Ｍ
・
ポ
ラ
ン
ニ
ー
の
「
暗
黙
知
」
論
で
あ
る
。

あ
ま
り
強
調
さ
れ
な
い
が
、
暗
黙
知
に
は
共
有
さ
れ
た
次
元
が
あ
る
。
共
有
さ
れ
た
暗
黙
知
を
、
私
は
Ｋ
・
ポ
パ
ー
の
世
界
3
論
に
引
き

つ
け
て
「
世
界
4
」
と
名
づ
け
た
。
第
二
章
「
共
有
さ
れ
た
暗
黙
知
」
は
、
暗
黙
知
論
の
探
究
で
あ
り
、
自
生
化
主
義
の
基
礎
に
置
か
れ

る
知
の
理
論
で
あ
る
。

　

こ
の
共
有
さ
れ
た
暗
黙
知
を
基
礎
に
し
て
、
第
三
章
「
自
生
化
主
義　

野
性
的
な
繁
殖
可
能
性
を
秘
め
た
自
然
の
活
用
」
は
、
自
生
化

主
義
の
理
念
を
正
面
か
ら
論
じ
る
。
こ
の
章
は
本
書
の
核
心
で
あ
る
。
し
か
し
、
最
も
基
礎
が
固
い
部
分
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
自
生

化
主
義
は
、
思
考
術
を
ベ
ー
ス
に
し
て
い
る
た
め
、
実
践
的
な
思
考
を
喚
起
す
る
と
は
い
え
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
哲
学
的
に
掘
り
下
げ
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ら
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
つ
づ
く
第
二
部
で
は
、
こ
の
自
生
化
主
義
の
理
念
を
哲
学
的
に
探
究
す
る
。

　

第
二
部
「
自
由
の
哲
学
」
は
、
自
生
化
主
義
の
観
点
か
ら
展
開
し
た
自
由
の
哲
学
で
あ
る
。
自
由
論
、
問
題
論
、
他
者
論
、
選
択
論
、

精
神
論
の
五
つ
の
テ
ー
マ
か
ら
な
る
。

　

第
四
章
「
自
由
論
」
は
、
自
由
な
社
会
を
、「
全
的
自
由
」
の
理
念
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
る
試
み
で
あ
る
。
現
代
の
自
由
主
義
（
リ
ベ

ラ
リ
ズ
ム
）
の
主
流
は
、
Ｊ
・
ロ
ー
ル
ズ
以
降
の
正
義
論
で
あ
る
。
そ
れ
は
し
か
し
、
必
ず
し
も
自
由
に
価
値
を
置
い
て
は
い
な
い
。
自

由
が
大
切
だ
と
思
う
人
も
、
そ
う
思
わ
な
い
人
も
、
い
か
に
し
て
い
っ
し
ょ
に
暮
ら
し
て
い
け
る
の
か
。
そ
れ
は
各
人
が
公
平
に
処
遇
さ

れ
る
場
合
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
正
義
論
ベ
ー
ス
の
自
由
主
義
の
主
張
で
あ
る
。
し
か
し
自
由
主
義
の
本
義
は
、
自
由
を
最
大
化
す
る
こ

と
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
全
的
自
由
の
立
場
は
こ
の
よ
う
に
問
う
。
本
章
は
こ
の
全
的
自
由
の
理
念
を
、
Ｉ
・
カ
ー
タ
ー
の
自
由
論
を

摂
取
し
つ
つ
、
哲
学
的
に
展
開
す
る
。

　

第
五
章
「
問
題
論
」
は
、
Ｇ
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
対
質
し
つ
つ
、
自
生
化
主
義
の
哲
学
を
掘
り
下
げ
る
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
哲
学
は
、
存
在

論
の
次
元
で
新
た
な
知
を
拓
い
た
。
私
は
拙
著
『
社
会
科
学
の
人
間
学
』
で
、〈
問
題
主
体
〉
と
い
う
概
念
を
提
起
し
た
が
、
ド
ゥ
ル
ー

ズ
は
こ
の
「
問
題
」
と
い
う
（
非
）
存
在
の
哲
学
的
性
質
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
本
章
は
、
規
範
理
論
の
観
点
か
ら
ド
ゥ
ル
ー
ズ
を
捉

え
直
し
、
問
題
な
る
も
の
の
哲
学
的
・
思
想
的
な
性
質
を
検
討
す
る
。
問
題
と
は
す
な
わ
ち
、
存
在
の
潜
勢
的
な
可
能
性
（
ポ
テ
ン
シ
ャ

ル
）
を
出
現
さ
せ
る
た
め
の
開
口
部
で
あ
る
。
私
た
ち
の
社
会
は
、
そ
の
よ
う
な
問
題
の
開
口
部
を
う
ま
く
編
成
し
た
と
き
に
、
自
生
的

な
も
の
の
生
成
を
促
す
こ
と
が
で
き
る
と
論
じ
る
。

　

第
六
章
「
他
者
論
」
は
、
Ｅ
・
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
と
の
対
質
で
あ
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
Ｍ
・
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
存
在
論
が
も
つ
全
体
主
義
的

危
険
を
乗
り
越
え
て
、
他
者
性
の
哲
学
を
築
い
た
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
い
う
他
者
は
し
か
し
、
個
々
の
倫
理
国
家
を
超
え
る
普
遍
的
な
正
義

の
理
念
を
も
た
ら
す
の
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
理
路
は
論
理
的
に
破
綻
す
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
い
う
他
者
は
、
む
し
ろ
、
国
家
が
雇
う

「
師
と
し
て
の
他
者
」
と
し
て
機
能
す
る
場
合
に
、
国
家
＝
全
体
性
を
超
え
る
創
造
的
自
由
を
も
た
ら
す
の
で
は
な
い
か
。
私
は
レ
ヴ
ィ

ナ
ス
の
い
う
絶
対
的
他
者
が
、
自
生
的
な
も
の
を
生
成
さ
せ
る
「
師
」
の
役
割
を
果
た
す
と
論
じ
る
。
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第
七
章
「
選
択
論
」
は
、
Ｊ
・
Ｐ
・
サ
ル
ト
ル
と
の
対
質
で
あ
る
。
サ
ル
ト
ル
は
、
私
た
ち
が
実
存
＝
存
在
と
し
て
自
由
で
あ
る
た
め

に
、
自
ら
を
限
界
状
況
に
投
げ
出
し
、
根
源
的
な
選
択
を
な
す
べ
き
だ
と
考
え
た
。
こ
の
サ
ル
ト
ル
の
選
択
の
倫
理
は
、
私
た
ち
が
問
わ

れ
た
存
在
で
あ
り
、
ま
た
存
在
の
本
質
を
欠
如
し
て
い
る
こ
と
に
不
安
を
抱
く
は
ず
だ
と
い
う
想
定
か
ら
導
か
れ
る
。
し
か
し
私
は
、
存

在
論
の
原
初
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
、「
問
う
存
在
」
に
注
目
す
る
。
存
在
の
本
質
の
欠
如
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
解
放
の
契
機
と
し
て
も
捉

え
う
る
。
人
間
の
根
源
的
選
択
は
、
そ
こ
か
ら
派
生
的
に
、
潜
勢
的
可
能
性
の
価
値
を
開
示
す
る
。
人
間
存
在
は
、
こ
れ
を
潜
勢
的
な
諸

価
値
の
自
生
的
生
成
に
開
か
れ
た
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
主
張
す
る
。

　

第
八
章
「
精
神
論
」
は
、
道
元
と
の
対
質
で
あ
る
。
日
本
の
仏
教
哲
学
の
精
華
た
る
道
元
の
『
正
法
眼
蔵
』
は
、
こ
れ
を
自
生
化
主
義

の
観
点
か
ら
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
道
元
が
論
じ
る
真
実
の
自
己
と
は
、
意
志
や
意
欲
を
も
っ
た
存
在
で
は
な
く
、
自
生
的
な
仕
方
で
自

由
闊
達
さ
に
い
た
る
存
在
で
あ
る
。
道
元
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
修
行
を
積
む
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
が
、
そ
の
場
合
の
修
行
と
は
、

自
生
化
主
義
的
な
実
践
術
を
身
に
着
け
る
こ
と
で
あ
る
と
解
釈
で
き
る
。
そ
の
精
神
の
高
み
と
し
て
の
全
能
感
の
獲
得
は
、
最
終
的
に
は
、

他
者
の
潜
勢
的
可
能
性
を
引
き
出
す
実
践
、
す
な
わ
ち
、
自
生
化
的
な
救
済
の
実
践
を
拓
く
。
本
章
は
、
道
元
と
の
対
質
を
通
じ
て
、
自

生
化
主
義
の
精
神
を
論
じ
る
。

　

以
上
、
第
二
部
の
五
つ
の
章
は
、
自
生
化
主
義
の
哲
学
的
基
礎
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
基
礎
論
を
受
け
て
、
第
三
部
は
、
自
生
化
主
義
の

規
範
理
論
、
す
な
わ
ち
社
会
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
の
理
論
を
展
開
す
る
。
私
は
こ
れ
ま
で
、
自
生
化
主
義
の
規
範
理
論
的
な
側

面
を
「
成
長
論
的
自
由
主
義
」
と
呼
ん
で
き
た
。
第
三
部
「
成
長
論
的
自
由
主
義
の
思
想
」
は
、
四
つ
の
規
範
理
論
を
扱
う
。
リ
バ
タ
リ

ア
ニ
ズ
ム
、
マ
ル
ク
ス
主
義
、
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
、
お
よ
び
卓
越
主
義
で
あ
る
。
こ
こ
で
私
は
、
成
長
論
的
自
由
主
義
の
思
想
が
、

極
左
（
マ
ル
ク
ス
主
義
）
と
極
右
（
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
）
の
両
方
か
ら
学
ぶ
も
の
で
あ
り
、
ま
た
一
見
す
る
と
敵
対
的
に
み
え
る
ロ
ー
ル

ズ
の
正
義
基
底
的
な
自
由
主
義
を
、
発
展
的
に
継
承
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

　

第
九
章
「
自
己
所
有
の
臨
界　

リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
論
」
は
、
日
本
を
代
表
す
る
リ
バ
タ
リ
ア
ン
の
森
村
進
と
対
質
す
る
。
森
村
は
自

己
所
有
権
テ
ー
ゼ
に
基
づ
い
て
、
独
創
的
な
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
思
想
を
展
開
し
た
。
自
己
所
有
権
テ
ー
ゼ
は
、
他
人
を
侵
害
し
な
い
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か
ぎ
り
、
自
分
の
身
体
と
能
力
を
好
き
な
よ
う
に
用
い
る
自
由
を
肯
定
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
私
は
、
身
体
と
い
っ
て
も
、
そ
の
所
有
権

に
は
臨
界
が
あ
る
と
論
じ
る
。
ま
た
、
角
膜
移
植
く
じ
は
公
営
制
度
と
し
て
成
立
し
う
る
こ
と
、
奴
隷
契
約
を
一
定
の
条
件
で
認
め
う
る

こ
と
、
自
由
は
デ
ュ
ナ
ミ
ス
の
快
楽
と
い
う
観
点
か
ら
正
当
化
し
う
る
こ
と
な
ど
の
考
察
を
加
え
、
身
体
の
自
由
市
場
を
想
定
し
た
別
の

自
由
主
義
を
擁
護
す
る
。

　

第
十
章
「
平
等
と
い
う
苗
床　

マ
ル
ク
ス
主
義
論
（
1
）」
は
、
現
代
の
分
析
的
マ
ル
ク
ス
主
義
の
良
質
な
部
分
を
、
成
長
論
的
自
由

主
義
が
取
り
込
む
理
路
を
示
す
。
従
来
、
分
配
を
め
ぐ
っ
て
は
、
平
等
主
義
と
自
由
主
義
が
対
立
し
て
き
た
。
し
か
し
成
長
論
的
自
由
主

義
は
、
平
等
な
分
配
が
苗
床
と
な
り
、
自
由
を
豊
穣
に
す
る
と
考
え
る
。
こ
の
考
え
方
は
、
分
析
的
マ
ル
ク
ス
主
義
の
次
の
よ
う
な
発
想

と
重
な
る
。
す
な
わ
ち
、
階
層
間
移
動
の
流
動
化
（
階
級
の
消
滅
）、
生
産
性
の
上
昇
に
基
づ
く
集
合
的
不
自
由
の
克
服
、
全
能
感
と
し
て

の
ア
バ
ン
ダ
ン
ス
の
称
揚
、
未
知
な
る
成
長
の
観
点
か
ら
の
搾
取
批
判
で
あ
る
。
本
章
は
、
分
析
的
マ
ル
ク
ス
主
義
の
諸
理
念
を
、
成
長

論
的
自
由
主
義
に
接
合
す
る
。

　

第
十
一
章
「
世
界
変
革
の
方
法　

マ
ル
ク
ス
主
義
論
（
2
）」
は
、
マ
ル
ク
ス
が
メ
モ
と
し
て
残
し
た
「
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
関
す

る
（
十
一
の
）
テ
ー
ゼ
」
の
ス
タ
イ
ル
を
真
似
て
、
私
が
マ
ル
ク
ス
主
義
を
ど
の
よ
う
に
批
判
的
に
継
承
す
る
の
か
を
示
す
。
世
界
変
革

の
た
め
に
は
、
潜
勢
的
可
能
性
の
理
念
が
重
要
で
あ
る
と
論
じ
る
。
つ
づ
く
第
十
二
章
「
自
己
解
釈
の
動
態　

コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム

論
」
は
、
私
が
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
思
想
を
ど
の
よ
う
に
批
判
的
に
継
承
す
る
の
か
を
示
す
。
文
脈
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
自
我
は
、

自
己
解
釈
に
よ
っ
て
文
脈
を
位
置
づ
け
な
お
す
、
そ
の
よ
う
な
動
態
が
あ
る
と
論
じ
る
。

　

お
よ
そ
思
想
と
は
、
同
じ
主
義
主
張
の
な
か
に
も
多
様
な
対
立
を
含
ん
で
お
り
、
違
う
主
義
主
張
の
な
か
に
も
多
様
な
共
通
点
を
含
ん

で
い
る
。
以
上
の
四
つ
の
章
に
お
い
て
私
は
、
成
長
論
的
自
由
主
義
の
立
場
が
、
対
立
す
る
立
場
の
ど
ん
な
要
素
を
発
展
さ
せ
て
摂
取
す

る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。

　

第
十
三
章
「
未
知
の
自
由
の
た
め
に　

卓
越
主
義
論
」
は
、
成
長
論
的
自
由
主
義
の
思
想
を
卓
越
主
義
の
観
点
か
ら
捉
え
直
し
、
こ
れ

を
ロ
ー
ル
ズ
以
降
の
自
由
主
義
の
流
れ
の
な
か
に
位
置
づ
け
る
試
み
で
あ
る
。
ロ
ー
ル
ズ
の
思
想
は
、「
自
尊
心
」
の
位
置
づ
け
が
曖
昧
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で
あ
り
、
こ
れ
を
最
小
限
の
自
尊
心
を
満
た
す
思
想
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
れ
ば
、
最
小
限
を
超
え
る
「
強
い
自
尊
心
」
を
満
た

す
思
想
（
す
な
わ
ち
卓
越
主
義
）
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
本
章
は
後
者
の
卓
越
主
義
の
要
求
を
認
め
た
う
え
で
、
そ
の
新
た

な
理
路
を
展
開
す
る
。
私
見
で
は
、
卓
越
的
な
自
由
主
義
に
は
、
啓
発
教
化
型
、
既
知
実
現
型
、
未
知
挑
戦
型
の
三
つ
が
あ
る
。
私
は
、

未
知
の
自
由
の
た
め
に
、
未
知
挑
戦
型
の
卓
越
主
義
が
必
要
だ
と
論
じ
る
。

　

以
上
が
第
三
部
の
内
容
で
あ
る
。
成
長
論
的
自
由
主
義
は
、
ど
の
自
由
主
義
が
望
ま
し
い
の
か
に
つ
い
て
の
一
つ
の
応
答
で
あ
る
。
そ

れ
は
同
時
に
、
ど
の
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
、
ど
の
マ
ル
ク
ス
主
義
、
ど
の
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
、
ど
の
ロ
ー
ル
ズ
主
義
が
望
ま
し
い

の
か
に
つ
い
て
の
応
答
で
も
あ
る
。
成
長
論
的
自
由
主
義
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
思
想
を
発
展
さ
せ
て
摂
取
す
る
。
成
長
論
的
自
由
主
義
は
、

自
生
化
主
義
の
観
点
か
ら
、
体
系
的
に
導
か
れ
る
規
範
理
論
で
あ
る
。
よ
り
原
理
的
な
体
系
化
は
、
拙
著
『
自
由
原
理
』
を
ご
参
観
願
い

た
い
。

　

第
四
部
「
自
生
化
主
義
の
実
践
哲
学
」
は
、
自
生
化
主
義
の
実
践
的
含
意
と
し
て
、
公
共
性
と
立
法
の
二
つ
を
論
じ
る
。
公
共
空
間
は
、

い
か
に
編
成
さ
れ
る
べ
き
か
。
ま
た
立
法
過
程
は
、
い
か
に
編
成
さ
れ
る
べ
き
か
。
こ
の
二
つ
の
問
題
に
向
き
合
う
。

　

第
十
四
章
「
公
共
性
の
本
質
」
は
、
公
共
性
の
根
源
的
な
性
質
を
「
残
基
（
残
り
も
の
）」
と
し
て
把
握
す
る
と
い
う
、
独
自
の
見
解

を
示
す
。
そ
し
て
こ
の
残
基
を
動
力
源
と
し
て
、
社
会
の
自
生
的
な
発
展
を
導
く
た
め
の
実
践
哲
学
を
展
開
す
る
。
従
来
、
公
共
性
は
、

共
和
主
義
の
思
想
に
お
い
て
は
と
り
わ
け
、
成
熟
し
た
市
民
に
よ
る
統
治
空
間
を
意
味
し
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
て
私
は
、
公
共
性
を
、

未
熟
さ
を
克
服
し
え
な
い
人
間
た
ち
の
統
治
理
念
と
し
て
捉
え
直
し
、
私
た
ち
の
社
会
を
成
長
論
的
に
再
編
す
る
理
路
を
示
す
。

　

第
十
五
章
「
公
共
空
間
の
デ
ザ
イ
ン
」
は
、
公
共
彫
刻
広
場
モ
デ
ル
と
い
う
、
公
共
性
の
新
た
な
構
想
を
描
い
て
い
る
。
し
ば
し
ば
自

由
主
義
は
、
厳
格
な
公
私
二
元
論
に
陥
っ
て
い
る
と
批
判
さ
れ
る
。
し
か
し
欧
米
の
公
共
広
場
の
空
間
に
は
、
私
的
創
造
性
を
象
徴
す
る

大
き
な
彫
像
が
置
か
れ
、
私
的
自
由
の
利
用
が
ア
ト
ミ
ズ
ム
に
陥
ら
な
い
た
め
の
工
夫
が
あ
る
。
本
章
で
私
は
、
残
基
と
し
て
の
公
共
性

と
い
う
考
え
方
を
応
用
し
、
社
会
の
中
心
を
「
非
場
所
・
無
・
非
在
・
問
題
」
と
し
て
構
成
す
る
こ
と
が
、
自
由
と
公
共
性
の
豊
か
な
自

生
的
関
係
を
育
む
と
論
じ
る
。
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第
十
六
章
「
立
法
の
理
論　

闘
争
の
諸
段
階
」
は
、
自
生
化
主
義
の
立
法
学
で
あ
る
。
立
法
過
程
に
お
け
る
四
つ
の
対
立
を
、
段
階
論

的
に
再
構
成
す
る
。
四
つ
の
対
立
と
は
、
特
定
の
正
義
構
想
を
め
ぐ
る
闘
争
、
特
定
の
立
法
構
想
を
め
ぐ
る
闘
争
、
立
法
構
想
を
調
停
す

る
た
め
の
メ
タ
正
義
構
想
の
闘
争
、
お
よ
び
、
支
配
―

被
支
配
を
め
ぐ
る
闘
争
で
あ
る
。
以
上
の
対
立
を
め
ぐ
っ
て
、
私
た
ち
は
必
ず
し

も
、
話
し
合
い
に
基
づ
く
合
意
を
調
達
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
立
法
の
過
程
は
、
実
際
に
は
根
源
的
な
正
当
化
を
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
ま
ま
先
に
進
む
。
自
生
化
主
義
は
、
そ
の
場
合
の
立
法
の
正
当
化
問
題
を
、
よ
り
よ
き
立
法
の
発
見
法
と
そ
の
制
度
化
の
問
題
へ
と
置

き
換
え
る
理
論
を
提
示
す
る
。

　

さ
ら
に
そ
の
立
法
過
程
の
あ
り
方
を
論
じ
た
の
が
、
第
十
七
章
「
立
法
過
程
の
デ
ザ
イ
ン
」
で
あ
る
。
自
生
化
主
義
は
、「
可
謬
型
」

と
「
熟
成
型
」
の
二
つ
の
立
法
過
程
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
法
を
自
生
的
に
成
長
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
主
張
す
る
。
可
謬
型
は
、

社
会
シ
ス
テ
ム
全
体
の
進
化
の
た
め
に
、
大
胆
な
法
案
の
提
出
と
そ
の
批
判
的
吟
味
を
重
ん
じ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
熟
成
型
は
、
一
度
廃

案
と
な
っ
た
蔵
入
り
法
案
が
、
水
面
下
で
熟
成
す
る
こ
と
を
期
待
し
、
断
続
的
に
新
た
な
視
点
で
再
発
見
・
再
解
釈
さ
れ
る
こ
と
を
奨
励

す
る
。
す
ぐ
れ
た
法
案
は
、
設
計
主
義
的
に
作
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
一
方
で
は
大
胆
な
提
起
に
よ
っ
て
、
他
方
で
は
時
間
を
か
け
た
熟

成
に
よ
っ
て
、
社
会
シ
ス
テ
ム
全
体
の
進
化
を
促
す
よ
う
に
作
ら
れ
る
。
こ
れ
は
残
基
と
し
て
の
公
共
性
、
す
な
わ
ち
、
法
を
公
共
的
に

正
当
化
す
る
空
間
の
臨
界
か
ら
、
新
た
な
立
法
を
促
し
て
定
立
す
る
た
め
の
制
度
構
想
と
し
て
提
起
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
自
生
化
主
義

の
立
法
構
想
は
、
話
し
合
い
に
よ
る
合
意
形
成
を
理
想
と
す
る
民
主
主
義
を
、
可
謬
型
と
熟
成
型
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
る
民
主
主
義
に
よ

っ
て
乗
り
越
え
る
試
み
で
も
あ
る
。

　

以
上
が
本
書
の
内
容
で
あ
る
。
第
一
部
は
、
本
書
の
導
入
で
あ
る
と
同
時
に
中
核
で
あ
る
。
第
二
部
は
、
そ
の
哲
学
的
基
礎
づ
け
で
あ

る
。
第
三
部
は
、
自
生
化
主
義
の
規
範
理
論
で
あ
る
。
第
四
部
は
、
自
生
化
主
義
の
実
践
哲
学
で
あ
る
。
最
後
に
「
終
章
」
は
、
本
書
全

体
の
ま
と
め
で
あ
る
。
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