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デ
レ
ク
・
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
の
二
巻
で
一
四
〇
〇
頁
に
わ
た
る
『
重
要
な
こ
と
に
つ
い
て
』
が
二
〇
一
一
年
に
公
刊
さ
れ
た
時
、
そ
れ
は
永
続

す
る
哲
学
的
重
要
性
を
持
つ
著
作
と
し
て
広
く
称
賛
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
に
引
き
続
く
議
論
の
多
く
は
、
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
が
そ
の
本

の
中
で
、〈
規
範
倫
理
学
の
中
の
三
つ
の
主
要
な
対
立
す
る
伝
統

☆

―
―

☆

カ
ン
ト
主
義
と
契
約
主
義
と
規
則
帰
結
主
義

☆

―
―

☆

の
最
善
の
ヴ
ァ
ー
ジ

ョ
ン
は
基
本
的
に
一
致
し
て
い
て
、
同
一
の
行
為
を
不
正
だ
と
す
る
〉
と
論
じ
た
部
分
に
焦
点
を
置
い
て
い
た
。
だ
が
こ
の
独
創
的
で
重
要
な

議
論
の
基
礎
に
あ
っ
て
そ
れ
を
支
持
す
る
も
の
は
、
そ
れ
と
は
別
の
一
層
基
本
的
な
主
張
で
あ
っ
て
、
こ
れ
も
か
な
り
の
長
さ
に
わ
た
っ
て
擁

護
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
主
張
は
〈
わ
れ
わ
れ
が
信
じ
た
り
欲
し
た
り
行
っ
た
り
す
べ
き
理
由
を
持
つ
こ
と
に
つ
い
て
、
客
観
的
な
道
徳
的
真
理

と
そ
の
他
の
規
範
的
な
真
理
が
存
在
す
る
〉
と
い
う
も
の
だ
。

倫
理
学
に
お
け
る
客
観
的
真
理
に
関
す
る
懐
疑
主
義
は
哲
学
そ
れ
自
体
と
同
じ
く
ら
い
古
い
。
プ
ラ
ト
ン
の
『
国
家
』
は
、
倫
理
に
関
す
る

懐
疑
的
挑
戦
を
論
駁
し
よ
う
と
す
る
初
期
の
試
み
で
あ
り
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
自
身
が
倫
理
的
相
対
主
義
と
倫
理
的
主
観
主
義
に
挑
む
必
要
を
感
じ

て
い
た
と
い
う
こ
と
を
お
そ
ら
く
示
す
も
の
だ
ろ
う
。
今
日
の
英
語
圏
の
哲
学
で
は
、
倫
理
学
に
お
け
る
ほ
と
ん
ど
の
懐
疑
主
義
者
あ
る
い
は

主
観
主
義
者
の
見
解
は
、
十
八
世
紀
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
哲
学
者
デ
イ
ヴ
ィ
ド
・
ヒ
ュ
ー
ム
の
見
解
に
起
源
を
有
す
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
道

徳
は
わ
れ
わ
れ
の
行
動
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
る
に
違
い
な
い
と
想
定
し
た
し
、
わ
れ
わ
れ
も
通
常
そ
う
信
じ
て
い
る
。
さ
も
な
け
れ

ば
道
徳
の
意
義
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
と
わ
れ
わ
れ
は
不
思
議
に
思
う
だ
ろ
う
。
し
か
し
ヒ
ュ
ー
ム
は
ま
た
、
理
性
は
そ
れ
だ
け
で
は
わ
れ
わ

れ
を
行
動
に
動
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
も
考
え
た
。
わ
れ
わ
れ
の
願
望
と
欲
求
が
わ
れ
わ
れ
の
究
極
的
な
目
的
を
決
定
す
る
の
で
あ
り
、
理

性
の
役
割
は
い
か
に
し
て
こ
れ
ら
の
目
的
を
最
も
よ
く
達
成
す
る
か
を
教
え
る
こ
と
に
限
定
さ
れ
て
い
る
、
理
性
は
手
段
に
適
用
さ
れ
る
の
で

あ
っ
て
目
的
に
適
用
さ
れ
る
の
で
は
な
い
、
と
い
う
の
だ
。
自
分
の
指
の
か
す
り
傷
よ
り
も
全
世
界
の
破
壊
の
方
を
選
ぶ
こ
と
も
、
見
知
ら
ぬ
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人
へ
の
些
細
な
害
悪
を
妨
げ
る
た
め
に
自
分
の
破
滅
を
選
ぶ
こ
と
も
、
等
し
く
理
性
に
反
し
な
い
と
ヒ
ュ
ー
ム
が
主
張
し
た
こ
と
は
有
名
で
あ

る
。
自
分
自
身
の
利
益
に
反
し
て
行
動
す
る
こ
と

☆

―
―

☆

「
私
自
身
の
よ
り
大
き
な
善
よ
り
も
よ
り
小
さ
な
善
」
を
選
ぶ
こ
と

☆

―
―

☆

も
、
ヒ
ュ
ー

ム
の
見
解
に
よ
れ
ば
理
性
に
反
し
な
い
。
私
が
何
を
行
う
の
が
理
性
的
で
あ
る
か
は
、
私
が
何
を
欲
す
る
か
に
依
存
す
る
の
で
あ
る
。

も
し
ヒ
ュ
ー
ム
の
想
定
が
、
道
徳
と
行
動
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
行
動
に
お
け
る
理
性
の
役
割
に
つ
い
て
も
、
と
も
に
正
し
い
と
し
た
ら
、

〈
道
徳
的
判
断
は
客
観
的
に
正
し
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
う
る
〉
と
考
え
る
人
々
に
と
っ
て
明
白
な
問
題
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
道
徳
的

判
断
が
わ
れ
わ
れ
の
行
動
に
影
響
を
及
ぼ
せ
る
の
は
、
そ
れ
が
何
ら
か
の
仕
方
で
わ
れ
わ
れ
の
欲
求
と
結
び
つ
く
と
き
に
限
ら
れ
る
。
そ
し
て

わ
れ
わ
れ
の
欲
求
が
あ
な
た
の
欲
求
と
違
っ
て
も
、
ど
ち
ら
も
間
違
い
を
犯
し
て
い
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
願
望
や
欲
求
は

真
で
も
偽
で
も
な
い
。
客
観
的
に
真
な
る
道
徳
的
判
断
は
、
人
が
持
つ
最
大
の
欲
求
と
は
無
関
係
に
、
誰
に
と
っ
て
も
真
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が
、
あ
る
理
由
に
基
づ
く
行
動
に
よ
っ
て
自
分
の
欲
求
が
実
現
さ
れ
な
い
よ
う
な
人
々
に
対
し
て
、
そ
の
理
由
を
与
え
る
い
か
な
る
行
動
理

由
が
あ
る
だ
ろ
う
か
？

こ
の
よ
う
な
推
論
に
導
か
れ
て
、
過
去
八
十
年
間
の
指
導
的
な
道
徳
哲
学
者
の
大
部
分

☆

―
―

☆

Ａ
・
Ｊ
・
エ
イ
ア
ー
、
Ｃ
・
Ｌ
・
ス
テ
ィ
ー
ヴ

ン
ソ
ン
、
Ｒ
・
Ｍ
・
ヘ
ア
、
Ｊ
・
Ｌ
・
マ
ッ
キ
ー
、
ク
リ
ス
テ
ィ
ン
・
コ
ー
ス
ガ
ー
ド
、
バ
ー
ナ
ー
ド
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
、
サ
イ
モ
ン
・
ブ
ラ

ッ
ク
バ
ー
ン
、
ア
ラ
ン
・
ギ
バ
ー
ド
な
ど

☆

―
―

☆

は
、
わ
れ
わ
れ
の
倫
理
的
判
断
が
客
観
的
に
真
あ
る
い
は
偽
で
あ
り
う
る
と
い
う
考
え
を
斥
け

て
き
た
。
情
緒
主
義
、
構
成
主
義
、
非
実
在
論
、
表
出
主
義
な
ど
さ
ま
ざ
ま
の
名
称
の
下
で
、
彼
ら
は
倫
理
的
な
主
観
主
義
あ
る
い
は
懐
疑
主

義
の
い
く
つ
か
の
形
態
を
抱
懐
し
て
き
た
の
だ
。

パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
は
、
実
践
的
理
性
の
限
界
に
関
す
る
ヒ
ュ
ー
ム
の
見
解
に
依
拠
す
る
主
観
主
義
の
諸
形
態
を
批
判
す
る
。
そ
の
批
判
は
、
道

徳
よ
り
も
自
己
利
益
に
関
す
る
状
況
に
お
い
て
理
性
が
果
た
す
役
割
に
関
す
る
議
論
か
ら
始
ま
る
。
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
は
あ
る
人
物
を
想
像
す
る

よ
う
わ
れ
わ
れ
に
促
す
。
そ
の
人
は
、
わ
れ
わ
れ
の
大
部
分
と
同
じ
よ
う
に
、
自
分
が
将
来
い
か
な
る
快
楽
や
苦
痛
を
経
験
す
る
こ
と
に
な
る

か
を
気
に
か
け
て
い
る
が
、
次
の
点
が
異
な
る
。
そ
れ
ら
の
快
苦
が
未
来
の
火
曜
日
に
生
ず
る
な
ら
ば
、
彼
は
そ
れ
を
全
く
気
に
か
け
な
い
の

だ
。
も
し
彼
が
火
曜
日
以
外
の
日
に
起
こ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
彼
は
そ
の
日
の
激
痛
よ
り
も
現
在
の
ず
っ
と
小
さ
な
不
愉
快

の
方
を
経
験
し
よ
う
と
す
る
だ
ろ
う
が
、
そ
の
激
痛
が
も
し
未
来
の
火
曜
日
に
生
ず
る
だ
ろ
う
と
し
た
ら
、
彼
は
そ
れ
を
気
に
か
け
ず
、
今
現
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在
の
小
さ
な
不
愉
快
よ
り
も
そ
ち
ら
の
方
を
選
ぶ
だ
ろ
う
。
こ
の
男
は
、
将
来
の
火
曜
日
の
苦
痛
が
他
の
日
の
苦
痛
よ
り
も
小
さ
い
わ
け
で
は

な
い
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
何
の
幻
想
も
抱
い
て
い
な
い
。
彼
は
そ
の
火
曜
日
が
現
在
に
な
っ
た
時
、
そ
の
激
痛
が
月
曜
日
や
水
曜
日
の
も
の

と
同
じ
く
ら
い
恐
ろ
し
い
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
彼
は
ま
た
、
そ
の
時
に
な
れ
ば
自
分
が
こ
の
激
痛
に
全
然
無
関
心
で

は
な
い
だ
ろ
う

☆

―
―

☆

そ
の
時
に
は
未
来
の
火
曜
日
で
は
な
い
の
だ
か
ら

☆

―
―

☆

と
い
う
こ
と
も
知
っ
て
い
る
。
ま
た
彼
は
、
未
来
の
火
曜
日
に
自

分
に
起
き
る
こ
と
に
対
す
る
無
関
心
の
た
め
に
彼
に
褒
賞
を
与
え
る
奇
妙
な
神
様
が
い
る
と
信
じ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
彼
は
純
粋
に
、
そ

の
欲
求
の
対
象
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
と
異
な
る
の
だ
。
確
か
に
こ
の
男
の
欲
求
は
非
理
性
的
で
あ
る
、
と
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
は
主
張
す
る
。「
あ

る
試
練
の
方
が
ず
っ
と
痛
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
を
選
ば
な
い
強
い
理
由
だ
。
こ
の
試
練
が
未
来
の
火
曜
日
に
起
こ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ

れ
を
選
ぶ
理
由
に
な
ら
な
い
」［
Ｏ
Ｗ
Ｍ
Ⅰ
六
〇
］。

こ
の
よ
う
な
男
が
非
理
性
的
だ
と
い
う
こ
と
を
否
定
す
る
の
は
難
し
い
。
そ
し
て
こ
の
非
合
理
性
の
唯
一
可
能
な
源
泉
は
彼
の
欲
求
だ
。
し

か
し
ヒ
ュ
ー
ム
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
欲
求
と
い
う
も
の
が
理
性
的
で
あ
る
と
か
非
理
性
的
で
あ
る
と
か
い
う
余
地
を
残
さ
な
い
。
ヒ
ュ
ー
ム
に

従
う
人
た
ち
は
〈
こ
れ
は
と
て
も
お
か
し
な
種
類
の
欲
求
で
、
わ
れ
わ
れ
が
知
る
限
り
誰
一
人
と
し
て
こ
の
よ
う
な
欲
求
を
持
っ
た
こ
と
が
な

い
〉
と
言
う
か
も
し
れ
な
い
が
、
誰
か
が
そ
の
よ
う
な
欲
求
を
持
つ
こ
と
は
や
は
り
想
像
で
き
る
。
そ
し
て
ヒ
ュ
ー
ム
の
見
解
に
と
っ
て
の
難

問
を
提
起
す
る
に
は
そ
れ
だ
け
で
十
分
だ
。
さ
ら
に
、
多
く
の
人
々
は
未
来
の
火
曜
日
へ
の
無
関
心
に
い
く
ら
か
似
た
態
度
を
持
っ
て
い
る
。

た
と
え
ば
多
く
の
人
々
は
歯
医
者
に
行
く
の
を
後
に
延
ば
す

☆

―
―

☆

た
と
え
彼
ら
が
、
そ
う
す
る
こ
と
は
今
歯
医
者
に
行
く
よ
り
も
全
体
と
し
て

大
き
な
苦
痛
を
も
た
ら
す
と
い
う
こ
と
を
十
分
意
識
し
て
い
る
と
し
て
も
。
少
な
く
と
も
極
端
な
ケ
ー
ス
で
は
、
こ
れ
ら
の
欲
求
も
非
理
性
的

だ
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
理
由
に
関
す
る
主
観
主
義
者
は
そ
う
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

同
様
に
し
て
、
理
由
に
関
す
る
主
観
主
義
者
は
〈
炎
に
私
の
手
を
入
れ
る
こ
と
は
私
に
激
痛
を
与
え
る
と
い
う
事
実
は
、
私
が
炎
に
手
を
入

れ
る
べ
き
で
な
い
理
由
で
あ
る
〉
と
言
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
彼
ら
は
〈
私
が
炎
に
私
の
手
を
入
れ
る
べ
き
で
な
い
理
由
を
今
持
つ
か
否
か
は
、

私
が
激
痛
を
避
け
る
こ
と
を
今
欲
し
て
い
る
か
否
か
に
依
存
す
る
〉
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
間
違
い
だ
と
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
は
考

え
る
［
Ｏ
Ｗ
Ｍ
Ｉ
11
節
］。
欲
求
が
わ
れ
わ
れ
に
行
為
へ
の
理
由
を
与
え
る
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
私
は
激
痛
を
経
験
し
た
い
と
欲

す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
欲
求
は
私
の
手
を
炎
に
入
れ
る
べ
き
理
由
を
与
え
る
こ
と
は
な
い
。
私
は
こ
の
欲
求
を
持
つ
べ
き
理
由
を
持
っ
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て
お
ら
ず
、
そ
れ
を
持
つ
べ
き
で
な
い
強
い
理
由
を
持
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
は
、
彼
の
見
解
に
よ
る
と
理
由
は
わ
れ
わ
れ
を
動

機
づ
け
な
い
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
認
め
る
。
あ
る
も
の
が
私
を
あ
る
仕
方
で
行
動
す
る
よ
う
に
動
機
づ
け
る
か
否
か
は
心
理
的
な
問

題
で
あ
っ
て
、
私
が
そ
う
す
べ
き
理
由
を
持
つ
と
い
う
規
範
的
な
事
実
と
は
全
く
別
で
あ
る
、
と
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
は
言
う
。
私
は
あ
る
こ
と
を

行
う
べ
き
理
由
を
持
ち
な
が
ら
も
そ
の
よ
う
に
動
機
づ
け
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。

主
観
主
義
者
は
、
客
観
的
な
行
為
理
由
、
あ
る
い
は
対
象
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
行
為
理
由
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
否
定
す
る
か
ら
、

も
し
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
が
正
し
く
て
、
あ
る
も
の
へ
の
現
在
の
欲
求
を
持
つ
と
い
う
こ
と
が
人
に
行
為
理
由
を
与
え
な
い
と
し
た
ら
、〈
主
観
主

義
の
見
解
に
よ
る
と
、
わ
れ
わ
れ
は
い
か
な
る
こ
と
を
行
う
べ
き
理
由
も
持
た
な
い
。
だ
か
ら
あ
る
も
の
が
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
重
要
だ
と
し

て
も
、
も
っ
と
大
き
な
意
味
で
は
何
も
重
要
で
な
い
〉
と
い
う
結
論
が
出
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
お
い
て
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
は
、
主
観
主

義
を
受
け
入
れ
な
が
ら
何
も
大
き
な
変
化
が
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
進
む
中
道
路
線
を
避
け
る
。
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
に
と
っ
て
、
も
し
倫
理
的
真

理
が
存
在
し
な
か
っ
た
ら
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
が
待
ち
構
え
て
い
て
、
わ
れ
わ
れ
が
な
す
べ
き
こ
と
が
何
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
年

月
を
送
っ
て
き
た
彼
や
そ
の
他
の
人
々
の
生
涯
は
無
駄
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
［
Ｏ
Ｗ
Ｍ
Ⅱ
三
一
四
］。
こ
の
大
胆
な
主
張
は
本
書
の
論
文
の
い
く

つ
か
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
論
文
の
著
者
た
ち
は
、
た
と
え
倫
理
的
真
理
が
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
の
用
い
る
「
真
理
」
の
強
固
な

意
味
に
お
い
て
は
存
在
し
な
い
と
し
て
も
、
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
の
生
涯
は
決
し
て
無
駄
で
は
な
か
っ
た
と
彼
に
示
そ
う
と
し
て
い
る
。

パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
は
倫
理
的
主
観
主
義
だ
け
で
な
く
倫
理
的
自
然
主
義
も
斥
け
る
。〈
他
の
事
柄
が
等
し
け
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
苦
し
み
を
減

少
さ
せ
る
べ
き
理
由
を
持
つ
〉
と
述
べ
る
こ
と
は
、
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
が
真
で
あ
る
と
信
ず
る
実
質
的
な
規
範
的
主
張
を
行
う
こ
と
だ
が
、
そ
れ

は
「
善
い
」
や
「
べ
し
」
の
よ
う
な
道
徳
的
用
語
の
意
味
か
ら
引
き
出
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
点
で
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
は
ヒ
ュ
ー
ム
と
意
見

を
同
じ
く
し
て
、「
で
あ
る
」
か
ら
「
べ
し
」
を
引
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
自
然
的
事
実
の
い
か
な
る
集
合
も

そ
れ
自
体
で
は
規
範
的
真
理
を
含
意
し
な
い
、
と
い
う
の
だ
。
わ
れ
わ
れ
は
規
範
的
真
理
を
自
然
的
世
界
に
関
す
る
事
実
と
同
一
視
す
る
こ
と

が
で
き
な
い

☆

―
―

☆

後
者
の
事
実
が
、
わ
れ
わ
れ
の
生
物
学
的
性
質
に
よ
る
も
の
で
あ
れ
、
進
化
に
よ
る
も
の
で
あ
れ
、
わ
れ
わ
れ
が
何
ら
か
の

特
定
さ
れ
た
状
況
下
で
是
認
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
れ
、
そ
れ
以
外
の
因
果
的
あ
る
い
は
心
理
的
事
実
で
あ
れ
。

で
は
わ
れ
わ
れ
は
ど
の
よ
う
に
し
て
規
範
的
真
理
を
知
る
に
至
る
の
か
？　

パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
の
客
観
主
義
の
先
駆
者
た
ち
の
多
く

☆

―
―

☆

十
八
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世
紀
の
リ
チ
ャ
ー
ド
・
プ
ラ
イ
ス
、
十
九
世
紀
の
ヘ
ン
リ
ー
・
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
、
二
十
世
紀
前
半
の
Ｗ
・
Ｄ
・
ロ
ス

☆

―
―

☆

の
よ
う
に
、
パ
ー
フ

ィ
ッ
ト
は
直
観
主
義
者
で
あ
る
。
彼
は
書
い
て
い
る
。「
わ
れ
わ
れ
は
理
由
に
応
え
て
、
あ
る
規
範
的
真
理
を
認
識
す
る
直
観
的
能
力
を
持

つ
」［
Ｏ
Ｗ
Ｍ
Ⅱ
五
七
六
］。
だ
が
こ
れ
ら
の
直
観
的
な
能
力
は
、
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
に
と
っ
て
は
、
何
ら
か
の
特
別
の
準
感
覚
能
力
で
は
な
い
し
、

わ
れ
わ
れ
が
そ
の
能
力
を
用
い
て
非
自
然
的
事
実
と
い
う
何
ら
か
の
神
秘
的
な
新
し
い
領
域
を
発
見
す
る
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
む
し
ろ
、

わ
れ
わ
れ
は
二
足
す
二
が
四
で
あ
る
こ
と
を
知
る
の
と
同
じ
よ
う
な
仕
方
で
、
自
分
が
あ
る
こ
と
を
行
う
べ
き
理
由
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
を
知
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
〈
世
界
は
自
然
科
学
に
よ
る
検
討
に
開
か
れ
て
い
る
種
類
の
事
実
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
十
分
に

説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
〉
と
い
う
広
く
信
じ
ら
れ
て
い
る
形
而
上
学
的
見
解
と
衝
突
す
る
。
こ
の
見
解
を
斥
け
る
こ
と
は
あ
ら
ゆ
る
種
類
の

幽
霊
の
よ
う
な
実
体
を
信
ず
る
こ
と
に
つ
な
が
る
よ
う
に
見
え
る
の
で
、
多
く
の
非
宗
教
的
な
哲
学
者
は
形
而
上
学
的
あ
る
い
は
存
在
論
的
な

自
然
主
義
を
受
け
入
れ
て
き
た
が
、
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
は
い
か
な
る
非
自
然
的
な
宗
教
的
信
念
も
擁
護
せ
ず
、〈
還
元
不
可
能
に
規
範
的
な
真
理

が
な
か
っ
た
ら
、
ニ
ヒ
リ
ス
ト
が
正
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
何
も
重
要
で
な
い
こ
と
に
な
る
〉
と
論
ず
る
。

た
と
え
ば
、〈
も
し
わ
れ
わ
れ
が
あ
る
妥
当
な
議
論
の
前
提
が
真
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
確
定
す
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
議
論
の
結

論
を
信
ず
べ
き
決
定
的
な
理
由
を
持
つ
〉
と
い
う
の
は
還
元
不
可
能
に
規
範
的
な
主
張
だ
。
か
く
し
て
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
は
形
而
上
学
的
自
然
主

義
者
た
ち
に
挑
戦
す
る
。
彼
は
言
う
。

☆

―
―

☆

あ
な
た
の
擁
護
す
る
立
場
が
真
だ
と
し
た
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
べ
き
い
か
な
る

理
由
も
持
た
な
い
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
よ
う
な
理
由
が
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
だ

☆

―
―

☆

。
そ
の
立
場
は
そ
れ
で
も
や
は

り
真
か
も
し
れ
な
い
が
、
わ
れ
わ
れ
が
奉
ず
べ
き
理
由
を
持
つ
唯
一
の
立
場
は
、〈
形
而
上
学
的
自
然
主
義
は
偽
で
あ
る
〉
と
い
う
も
の
で
あ

る
。か

り
に
わ
れ
わ
れ
が
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
の
議
論
を
受
け
入
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
客
観
主
義
に
と
っ
て
空
し
い
勝
利
に
す
ぎ
な
い
、
と
反
論

す
る
人
も
い
る
だ
ろ
う
。
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
は
ヒ
ュ
ー
ム
の
反
論
を
乗
り
越
え
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
そ
れ
は
〈
道
徳
は
わ
れ
わ
れ
を
行
動
へ
と

動
か
す
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〉
と
い
う
想
定
を
斥
け
る
か
ら
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
も
し
わ
れ
わ
れ
が
道
徳
的
真

理
に
従
っ
て
行
動
す
る
よ
う
に
動
機
づ
け
ら
れ
な
い
と
し
た
ら
、
客
観
的
道
徳
の
意
味
は
何
な
の
か
？　

パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
は
こ
れ
に
対
し
て
、

〈
わ
れ
わ
れ
が
理
性
的
存
在
者
で
あ
る
限
り
、
わ
れ
わ
れ
は
道
徳
が
与
え
る
理
由
に
応
え
る
だ
ろ
う
〉
と
カ
ン
ト
の
よ
う
に
答
え
る
こ
と
が
で
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き
よ
う
。
そ
し
て
も
し
わ
れ
わ
れ
が
理
性
的
存
在
者
で
な
か
っ
た
ら
、
そ
う
、
そ
れ
ら
の
真
理
は
や
は
り
真
な
の
で
あ
る

☆

―
―

☆

誰
一
人
と
し
て

道
徳
的
真
理
に
基
づ
い
て
行
動
す
る
こ
と
が
な
い
と
し
て
も
。

＊

二
〇
一
〇
年
に
私
は
プ
リ
ン
ス
ト
ン
で
、
当
時
近
刊
予
定
だ
っ
た
『
重
要
な
こ
と
に
つ
い
て
』
に
つ
い
て
の
大
学
院
セ
ミ
ナ
ー
を
行
っ
た
。

パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
が
そ
の
目
的
の
た
め
に
入
手
可
能
に
し
て
く
れ
た
草
稿
を
用
い
た
の
だ
。
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
は
そ
の
第
Ⅰ
部
で
論
じ
た
倫
理
学
に

お
け
る
客
観
主
義
と
い
う
論
点
に
第
Ⅵ
部
で
立
ち
戻
り
、
彼
と
反
対
の
立
場
を
擁
護
す
る
何
人
か
の
今
日
の
高
名
な
哲
学
者
を
、
時
と
し
て
か

な
り
辛
辣
に
批
判
す
る
。
こ
れ
ら
の
哲
学
者
の
数
人
は
そ
の
セ
ミ
ナ
ー
の
間
に
プ
リ
ン
ス
ト
ン
に
い
た
か
、
あ
る
い
は
プ
リ
ン
ス
ト
ン
を
訪
れ

る
こ
と
が
で
き
る
く
ら
い
近
く
に
い
た
の
で
、
私
は
彼
ら
の
見
解
に
対
す
る
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
の
批
判
を
議
論
す
る
た
め
に
彼
ら
を
招
い
た
。
ハ

リ
ー
・
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
ト
と
フ
ラ
ン
ク
・
ジ
ャ
ク
ソ
ン
と
マ
ー
ク
・
シ
ュ
ロ
ー
ダ
ー
と
サ
イ
モ
ン
・
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
が
応
じ
て
く
れ
た
。

わ
れ
わ
れ
が
彼
ら
と
行
っ
た
議
論
は
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
の
立
場
だ
け
で
な
く
、
真
な
る
規
範
的
言
明
と
い
う
も
の
が
存
在
し
う
る
か
否
か
に
関
す

る
長
年
の
論
争
に
も
光
明
を
投
じ
た
。
も
し
こ
れ
ら
の
議
論
が
、
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
と
意
見
を
異
に
す
る
他
の
哲
学
者
の
も
の
も
含
め
て
パ
ー
フ

ィ
ッ
ト
に
よ
る
応
答
と
一
緒
に
公
刊
さ
れ
た
ら
、
そ
の
結
果
生
ま
れ
る
本
は
倫
理
学
に
お
け
る
客
観
主
義
の
議
論
を
活
性
化
さ
せ
る
こ
と
に
な

る
だ
ろ
う
、
と
私
は
思
っ
た
。

私
が
本
書
へ
の
寄
稿
を
招
待
し
た
人
の
す
べ
て
が
招
待
に
応
じ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
彼
ら
の
多
く
は
そ
う
し
て
く
れ
た
。
そ
の
中
に
は
表

出
主
義
や
自
然
主
義
や
構
成
主
義
の
指
導
的
提
唱
者
も
含
ま
れ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
私
は
セ
ミ
ナ
ー
に
参
加
し
た
大
学
院
生
の
二
人
で
あ
る

リ
チ
ャ
ー
ド
・
チ
ャ
ペ
ル
と
ア
ン
ド
ル
ー
・
ハ
ド
ル
ス
ト
ン
が
書
い
た
傑
出
し
た
論
文
と
、
直
観
主
義
的
客
観
主
義
を
支
持
ず
る
ブ
ル
ー
ス
・

ラ
ッ
セ
ル
に
よ
る
論
文
も
収
録
し
た
。
本
書
の
最
終
章
で
あ
る
私
と
カ
タ
ジ
ナ
・
デ
・
ラ
ザ
リ
＝
ラ
デ
ク
の
共
著
論
文
は
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー

ド
大
学
出
版
会
の
本
書
担
当
編
集
者
で
あ
る
ピ
ー
タ
ー
・
モ
ン
ト
チ
ロ
フ
の
慫
慂
に
よ
っ
て
加
え
ら
れ
た
が
、
そ
れ
は
ま
た
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
が
、

こ
の
論
文
を
収
録
す
れ
ば
そ
れ
に
対
す
る
返
答
の
中
で
自
分
が
道
徳
に
お
け
る
不
偏
的
理
由
の
位
置
に
関
す
る
見
解
を
明
ら
か
に
す
る
機
会
に

な
る
、
と
考
え
た
か
ら
で
も
あ
る
。
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読
者
は
す
で
に
気
づ
か
れ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
本
書
の
諸
論
文
に
対
す
る
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
の
応
答
は
本
書
に
は
な
い
。
そ
れ
は
あ
る
予
期

さ
れ
な
か
っ
た
出
来
事
の
た
め
だ
。
ピ
ー
タ
ー
・
レ
イ
ル
ト
ン
は
本
書
に
寄
稿
し
た
自
然
主
義
擁
護
論
の
最
後
の
部
分
で
、
彼
と
パ
ー
フ
ィ
ッ

ト
が
い
か
に
し
て
両
者
の
意
見
の
相
違
を
解
決
し
う
る
か
を
示
唆
し
て
、
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
は
喜
ん
で
そ
の
示
唆
を
受
け
入
れ
た
。
準
実
在
論
的

表
出
主
義
者
の
ア
ラ
ン
・
ギ
バ
ー
ド
は
以
前
彼
の
著
書
の
『
意
味
と
規
範
性
』
の
中
で
、〈
存
在
論
的
に
重
い
非
自
然
的
な
規
範
的
性
質
が
存

在
す
る
と
い
う
信
念
を
非
自
然
主
義
者
が
捨
て
さ
え
す
れ
ば
、
自
分
の
表
出
主
義
の
最
善
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
は
、
そ
の
テ
ー
ゼ
に
お
い
て
、
非

自
然
主
義
の
最
善
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
と
一
致
す
る
〉
と
主
張
し
て
い
た

☆

―
―

☆

も
っ
と
も
彼
は
〈
両
者
の
見
解
は
そ
れ
ら
が
提
出
す
る
説
明
に
お

い
て
異
な
る
〉
と
付
言
し
て
い
た
の
だ
が
。
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
は
ギ
バ
ー
ド
に
対
す
る
返
答
の
中
で
、
自
分
が
擁
護
す
る
形
態
の
非
自
然
主
義
で

あ
る
非
実
在
論
的
認
知
主
義
は
、
ギ
バ
ー
ド
が
ギ
バ
ー
ド
自
身
の
見
解
と
一
致
す
る
と
言
っ
た
形
態
を
厳
密
に
と
っ
て
い
る
、
と
主
張
す
る
。

パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
は
メ
タ
倫
理
に
関
す
る
こ
れ
ら
の
意
見
の
不
一
致
を
解
消
す
る
と
い
う
も
く
ろ
み
が
極
め
て
有
意
義
だ
と
考
え
た
の
で
、
そ

の
解
消
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
理
由
を
説
明
す
る
い
く
つ
か
の
章
を
書
き
、
レ
イ
ル
ト
ン
と
ギ
バ
ー
ド
の
二
人
に
、
こ
の
解
決
の
程
度
に
つ

い
て
彼
ら
の
見
解
を
述
べ
る
補
論
を
寄
稿
す
る
よ
う
招
待
し
た
。
そ
の
結
果
、
本
書
に
収
録
さ
れ
た
レ
イ
ル
ト
ン
と
ギ
バ
ー
ド
の
論
文
は
、
そ

れ
ら
が
論
じ
て
い
る
論
点
に
関
す
る
彼
ら
の
最
終
的
な
見
解
と
し
て
で
は
な
く
、
哲
学
に
お
い
て
あ
ま
り
に
も
希
少
な
、
あ
る
過
程
の
段
階
と

し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
希
少
な
過
程
と
は
、
最
初
は
根
本
的
に
対
立
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
立
場
の
擁
護
者
た
ち
が
、
そ
の

対
立
を
さ
ら
に
強
化
さ
せ
る
代
わ
り
に
、
メ
タ
倫
理
上
の
意
見
の
不
一
致
を
有
意
に
減
少
さ
せ
る
過
程
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
パ
ー
フ
ィ
ッ

ト
の
広
範
な
議
論
に
レ
イ
ル
ト
ン
と
ギ
バ
ー
ド
の
補
論
を
加
え
る
と
、
す
べ
て
を
一
巻
の
中
に
収
め
る
の
は
手
に
負
え
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
れ
ゆ
え
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
と
私
は
、
元
の
批
判
的
な
諸
論
文
だ
け
を
こ
こ
に
本
書
の
よ
う
に
出
版
す
る
こ
と
に
同
意
し
た
。
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
に

よ
る
応
答
は
レ
イ
ル
ト
ン
と
ギ
バ
ー
ド
の
補
論
と
一
緒
に
、
本
書
と
同
時
に
出
版
さ
れ
る
別
の
本
の
中
に
現
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
題
名

は
『
重
要
な
こ
と
に
つ
い
て　

第
3
巻
』
で
あ
る
。
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と
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ず
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文
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一
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。
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と
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滑
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。
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ヒ
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メ
ル
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史
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ー
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シ
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ガ
ー
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�

本
書
はPeter�Singer�（ed.
）�Does A

nything R
eally M

atter? E
ssays on Parfit on O

bjectivi-
ty�O

xford�U
niversity�Press,�2017�

の
全
訳
で
あ
る
。

2　

�

原
文
の
強
調
の
イ
タ
リ
ッ
ク
は
ゴ
シ
ッ
ク
体
で
あ
ら
わ
し
、
大
文
字
で
始
ま
っ
て
い
る
普
通
名
詞
は

〈　

〉
に
入
れ
た
。
ま
た
読
み
や
す
さ
の
た
め
長
い
文
節
を
〈　

〉
に
入
れ
た
部
分
も
あ
る
。

3　

原
著
者
に
よ
る
補
足
は
〔　

〕
に
、
訳
者
に
よ
る
補
足
は
［　

］
に
入
れ
た
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4　

�

邦
訳
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あ
る
著
作
で
［　
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内
に
訳
書
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ペ
ー
ジ
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を
入
れ
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場
合
も
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訳
文
を
一
部
変
更
し
て
い
る

個
所
が
あ
る
。『
重
要
な
こ
と
に
つ
い
て
』
を
は
じ
め
、
訳
書
の
ペ
ー
ジ
数
は
漢
数
字
で
示
し
た
。
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書
はPeter�Singer�
（ed.

）,�D
oes A

nything R
eally M

atter? E
ssays on Parfit on O

bjectivity�

（O
xford�U

niversity�Press,�2017

）

の
全
訳
で
あ
る
。
編
者
で
あ
り
寄
稿
者
の
一
人
で
も
あ
る
ピ
ー
タ
ー
・
シ
ン
ガ
ー
（
一
九
四
六
―　

）
は
、
動
物
解
放
論
や
グ
ロ
ー
バ
ル
正
義

論
や
〈
効
果
的
利
他
主
義
〉
に
よ
っ
て
つ
と
に
世
界
的
に
有
名
な
功
利
主
義
の
倫
理
学
者
で
あ
り
、
邦
訳
書
も
多
い
か
ら
わ
ざ
わ
ざ
紹
介
す
る

必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。
デ
レ
ク
・
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
の
『
重
要
な
こ
と
に
つ
い
て　

第
1
巻
・
第
2
巻
』、
特
に
そ
の
メ
タ
倫
理
学
の
部
分
に
関

す
る
論
文
集
で
あ
る
本
書
の
成
立
事
情
に
つ
い
て
は
、
シ
ン
ガ
ー
の
序
文
で
十
分
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
一
つ
だ
け
個
人
的
な
感

想
を
述
べ
さ
せ
て
も
ら
え
ば
、
本
書
に
寄
稿
し
て
い
る
錚
々
た
る
倫
理
学
者
の
中
に
、
プ
リ
ン
ス
ト
ン
で
の
大
学
院
セ
ミ
ナ
ー
に
参
加
し
た
と

い
う
ハ
リ
ー
・
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
ト
の
名
が
見
え
な
い
こ
と
は
残
念
だ
。
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
ト
は
そ
の
題
名
も
『
わ
れ
わ
れ
が
気
に
か
け
る
こ

と
の
重
要
性
』
と
い
う
論
文
集
の
著
者
だ
し
、
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
も
彼
の
〈
主
観
主
義
〉
を
『
重
要
な
こ
と
に
つ
い
て
』
13
節
で
批
判
し
て
い
た

か
ら
だ
。

ま
た
こ
れ
も
シ
ン
ガ
ー
の
序
文
の
最
後
で
言
及
さ
れ
て
い
る
、
本
書
に
対
す
る
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
の
応
答
を
ま
と
め
た
『
重
要
な
こ
と
に
つ
い

て　

第
3
巻
』
の
邦
訳
も
、
こ
の
訳
書
と
期
を
同
じ
く
し
て
刊
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
本
書
の
諸
論
文
の
内
容
に
つ
い
て

は
そ
ち
ら
の
訳
者
解
説
で
触
れ
る
こ
と
に
し
た
い
。

だ
が
読
者
の
た
め
に
言
え
ば
、
本
書
所
収
の
十
三
篇
の
論
文
は
題
材
だ
け
で
な
く
難
解
さ
の
点
で
も
ま
ち
ま
ち
だ
か
ら
、
論
文
の
順
序
に
と

ら
わ
れ
ず
に
、
関
心
を
持
て
る
論
文
や
理
解
し
や
す
い
論
文
か
ら
読
む
の
が
よ
い
。
そ
し
て
本
書
の
諸
論
文
の
難
し
さ
は
、
個
々
の
著
者
が
従

来
ど
の
よ
う
な
メ
タ
倫
理
学
説
を
抱
懐
し
て
き
た
か
が
わ
か
れ
ば
、
あ
る
程
度
ま
で
解
消
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
幸
い
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
と
ス
ミ
ス

と
ダ
ー
ウ
ォ
ル
と
シ
ン
ガ
ー
／
ラ
ザ
リ
＝
ラ
デ
ク
の
倫
理
学
書
は
邦
訳
が
あ
る
し
、
ギ
バ
ー
ド
と
ス
ミ
ス
と
ス
ト
リ
ー
ト
と
シ
ュ
ロ
ー
ダ
ー
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（
私
見
で
は
彼
ら
の
論
文
は
本
書
の
中
で
も
手
ご
わ
い
方
に
属
す
る
）
の
メ
タ
倫
理
学
に
つ
い
て
は
蝶
名
林
亮
（
編
著
）『
メ
タ
倫
理
学
の
最
前
線
』（
勁

草
書
房
、
二
〇
一
九
年
）
の
中
に
紹
介
が
あ
る
。

本
書
の
翻
訳
は
、
私
が
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
の
『
重
要
な
こ
と
に
つ
い
て　

第
1
巻
・
第
2
巻
』
の
翻
訳
を
終
え
た
後
、
二
〇
二
二
年
か
ら
二
〇

二
三
年
に
か
け
て
行
わ
れ
た
。
テ
ム
キ
ン
と
ス
ト
リ
ー
ト
と
ダ
ー
ウ
ォ
ル
の
論
文
は
、
そ
れ
ぞ
れ
私
の
新
進
気
鋭
の
友
人
で
あ
る
三
浦
基
生
、

山
本
啓
介
、
太
田
寿
明
の
三
氏
に
訳
し
て
も
ら
っ
た
が
、
最
終
的
に
は
監
訳
者
と
し
て
私
が
手
を
入
れ
た
個
所
が
あ
る
。

当
然
の
こ
と
な
が
ら
各
論
文
は
『
重
要
な
こ
と
に
つ
い
て
』
に
随
所
で
言
及
し
て
い
る
の
で
、
訳
文
に
は
そ
の
訳
書
頁
数
（
時
に
は
節
や
章

の
数
）
も
可
能
な
限
り
付
記
し
た
が
、
訳
書
の
頁
数
を
厳
密
に
特
定
で
き
な
い
場
合
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
本
書
の
最
初
に
『
重
要

な
こ
と
に
つ
い
て　

第
1
巻
・
第
2
巻
』
の
原
書
と
訳
書
の
頁
数
の
対
照
表
を
付
し
た
。
な
お
本
書
の
執
筆
者
た
ち
は
意
識
的
に
か
無
意
識
に

か
、『
重
要
な
こ
と
に
つ
い
て
』
の
文
章
や
表
記
を
少
し
変
え
て
引
用
し
て
い
る
場
合
が
時
々
あ
る
が
、
大
部
分
は
内
容
に
か
か
わ
ら
な
い
の

で
一
々
注
記
し
な
か
っ
た
。

本
書
の
カ
バ
ー
写
真
は
、
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
が
撮
影
し
た
サ
ン
ク
ト
・
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
の
エ
ル
ミ
タ
ー
ジ
ュ
冬
宮
の
前
の
広
場
で
あ
る
。

『
重
要
な
こ
と
に
つ
い
て　

第
1
巻
・
第
2
巻
』
に
引
き
続
き
、
面
倒
な
編
集
作
業
を
し
て
い
た
だ
い
た
勁
草
書
房
の
鈴
木
ク
ニ
エ
さ
ん
に

感
謝
す
る
。

二
〇
二
三
年
七
夕
の
日

�

森
村　

進　
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