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ジ
ョ
ン
・
デ
ュ
ー
イ
の
欧
州
大
戦

田

真

司

1

問
題
設
定

欧
州
大
戦
の
開
戦
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
反
応
を
呼
び
起
こ
し
た
。
少
な
く
と
も
開
戦
当
初
か
ら
は
戦

争
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
な
く
、
地
理
的
に
も
外
部
に
あ
っ
て
中
立
を
保
つ
こ
と
の
で
き
た
ア
メ
リ
カ
は
、
西
洋
文
明
に
属
し
な
が
ら

欧
州
大
戦
を
外
部
か
ら
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
特
権
的
な
地
位
を
有
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
欧
州

大
戦
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
戦
争
の
原
因
や
そ
の
帰
趨
を
め
ぐ
る
表
層
的
な
分
析
を
越
え
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
に
対
す
る
評
価
、
ア
メ

リ
カ
が
西
洋
文
明
に
お
い
て
持
つ
意
味
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
民
族
問
題
と
ア
メ
リ
カ
の
関
係
な
ど
、
多
岐
に
渡
る
よ
り
深
刻
な
考
察
を
生

み
出
し
た
の
で

１
）

あ
る
。

こ
う
し
た
欧
州
大
戦
を
め
ぐ
る
議
論
の
中
で
注
目
を
集
め
た
事
態
の
一
つ
は
、
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
の
革
新
主
義
運
動

に
積
極
的
に
関
与
し
た
知
識
人
グ
ル
ー
プ
が
、
欧
州
大
戦
に
対
す
る
合
衆
国
の
参
戦
を
積
極
的
に
主
張
す
る
グ
ル
ー
プ
と
参
戦
に
あ
く
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ま
で
も
反
対
す
る
グ
ル
ー
プ
と
に
分
裂
し
た
こ
と
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、『
ニ
ュ
ー
・
リ
パ
ブ
リ
ッ
ク
』
誌
を
中
心
に
展
開
さ
れ
た
参

戦
論
は
、
そ
の
主
要
な
論
者
が
革
新
主
義
の
理
論
的
リ
ー
ダ
ー
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
大
き
な
衝
撃
を
ア
メ
リ
カ
の
リ
ベ
ラ
ル
派

知
識
人
に
も
た
ら
し
た
。
そ
の
結
果
、
二
〇
世
紀
初
頭
ま
で
に
形
成
さ
れ
て
い
た
革
新
主
義
的
な
知
識
人
グ
ル
ー
プ
は
、
こ
の
参
戦
問

題
を
め
ぐ
っ
て
対
立
し
て
い
く
こ
と
に

２
）

な
る
。

こ
の
『
ニ
ュ
ー
・
リ
パ
ブ
リ
ッ
ク
』
誌
上
で
活
発
に
議
論
を
繰
り
広
げ
た
知
識
人
の
一
人
と
し
て
、
ジ
ョ
ン
・
デ
ュ
ー
イ
の
名
を
あ

げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
デ
ュ
ー
イ
は
、
教
育
学
に
お
け
る
革
新
的
な
理
論
だ
け
で
な
く
、
新
し
い
時
代
の
哲
学
と
し
て
の
プ
ラ
グ
マ
テ

ィ
ズ
ム
を
主
唱
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
リ
ベ
ラ
ル
派
知
識
人
の
中
で
重
要
な
位
置
を
占
め
つ
つ
あ

３
）

っ
た
。
ま
た
、
シ
カ
ゴ
大
学
時
代
に

培
っ
た
、
ジ
ェ
ー
ン
・
ア
ダ
ム
ズ
を
は
じ
め
と
す
る
改
良
主
義
的
な
社
会
運
動
家
や
知
識
人
と
の
関
係
に
加
え
て
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学

に
転
じ
た
後
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
若
い
改
革
派
知
識
人
た
ち
と
の
か
か
わ
り
の
中
で
、
社
会
改
革
を
め
ぐ
る
「
世
代
を
超
え
た

４
）

連
合
」

を
形
成
し
て
い
た
。
そ
の
デ
ュ
ー
イ
が
、
初
め
て
大
き
な
社
会
的
な
注
目
を
浴
び
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
こ
の
欧
州
大
戦
参
戦
論
で
あ

る
が
、
そ
こ
で
の
デ
ュ
ー
イ
の
積
極
的
な
ア
メ
リ
カ
の
参
戦
擁
護
論
は
、
多
く
の
革
新
主
義
的
知
識
人
を
困
惑
さ

５
）

せ
た
。
そ
の
代
表
的

な
議
論
は
、
デ
ュ
ー
イ
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
熱
烈
な
信
奉
者
の
一
人
で
あ
っ
た
ラ
ン
ド
ル
フ
・
ボ
ー
ン
に
よ
る
デ
ュ
ー
イ
を
批
判

す
る
一
連
の
論
考
で

６
）

あ
る
。
参
戦
問
題
を
め
ぐ
る
デ
ュ
ー
イ
の
判
断
の
誤
り
を
批
判
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
誤
り
が
手
段
の
正
当
化
は

可
能
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
目
的
の
選
択
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
そ
の
も
の
の
持
つ
欠
陥
に
由
来
す
る
と

指
摘
す
る
ボ
ー
ン
の

７
）

議
論
は
、
い
ま
だ
に
こ
の
問
題
を
め
ぐ
る
デ
ュ
ー
イ
評
価
に
大
き
な
影
を
落
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
時
期
に

お
け
る
デ
ュ
ー
イ
の
ア
メ
リ
カ
参
戦
問
題
に
関
す
る
議
論
は
、
デ
ュ
ー
イ
に
同
情
的
な
論
者
の
間
で
も
、
デ
ュ
ー
イ
の
哲
学
的
な
貢
献

と
は
無
縁
の
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
る
こ
と
が

８
）

多
い
。

し
か
し
、
デ
ュ
ー
イ
の
参
戦
論
は
、
強
ま
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
的
な
感
情
と
反
ド
イ
ツ
感
情
と
い
う
ア
メ
リ
カ
国
内
の
状
況
に
迎
合
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し
た
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
デ
ュ
ー
イ
は
、
戦
争
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
国
民
の
偏
狭
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
感
情
の
高
ま
り
に
対
し

て
は
一
貫
し
て
批
判
的
で
あ
る
。
ま
た
、
デ
ュ
ー
イ
は
単
純
な
全
面
参
戦
論
に
与
し
て
い
た
わ
け
で
も
な
い
。
他
方
で
、
デ
ュ
ー
イ
の

議
論
の
大
き
な
特
徴
は
、『
ニ
ュ
ー
・
リ
パ
ブ
リ
ッ
ク
』
誌
の
他
の
論
者
の
よ
う
な
国
際
政
治
的
な
側
面
か
ら
で
は
な
く
、「
哲
学
」
的

な
側
面
か
ら
ア
メ
リ
カ
の
参
戦
を
正
当
化
す
る
点
に
あ
る
。
本
稿
で
は
、
参
戦
問
題
を
め
ぐ
る
デ
ュ
ー
イ
の
議
論
の
「
哲
学
」
的
側
面

に
着
目
し
、
こ
う
し
た
デ
ュ
ー
イ
の
見
解
が
、
欧
州
大
戦
へ
の
参
戦
問
題
を
議
論
す
る
た
め
に
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
に
案
出
さ
れ
た
も
の
で

は
な
く
、
む
し
ろ
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
に
拠
点
を
移
し
て
以
降
の
デ
ュ
ー
イ
の
理
論
的
な
展
開
の
必
然
的
な
帰
結
と
し
て
評
価
す
べ
き
面

が
あ
る
こ
と
を
検
証
す
る
。

2

『
ニ
ュ
ー
・
リ
パ
ブ
リ
ッ
ク
』
誌
と
デ
ュ
ー
イ
の
「
参
戦
」
論

ハ
ー
バ
ー
ト
・
ク
ロ
ー
リ
ー
に
よ
っ
て
一
九
一
四
年
に
創
刊
さ
れ
た
『
ニ
ュ
ー
・
リ
パ
ブ
リ
ッ
ク
』
誌
は
、
欧
州
大
戦
が
開
戦
す
る

や
い
な
や
「
戦
時
リ
ベ
ラ
ル
」（w

a
r

９
）

lib
era

l

）
の
拠
点
と
な
っ
た
。『
ニ
ュ
ー
・
リ
パ
ブ
リ
ッ
ク
』
誌
は
、
ク
ロ
ー
リ
ー
に
加
え
て
、

ウ
ォ
ル
タ
ー
・
リ
ッ
プ
マ
ン
と
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
ワ
イ
ル
を
共
同
編
集
者
と
し
て
、
革
新
主
義
的
な
言
論
活
動
を
活
発
に
繰
り
広
げ
た
。

ク
ロ
ー
リ
ー
は
、
一
九
〇
七
年
に
発
表
し
た
『
ア
メ
リ
カ
生
活
の
約
束
』
以
来
、
内
政
・
外
交
の
両
面
に
渡
る
革
新
主
義
的
な
政
策
の

支
持
者
で
あ
り
、
政
治
的
に
は
セ
オ
ド
ア
・
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
に
近
い
位
置
に
あ
っ
た
。
ま
た
、
リ
ッ
プ
マ
ン
は
、
一
九
一
四
年
の
『
変

動
と
支
配
』
に
お
い
て
、
民
主
主
義
的
な
実
践
に
お
け
る
方
法
論
と
し
て
の
「
科
学
」
の
重
要
性
を
強
調
し
、
革
新
主
義
の
理
論
的
な

支
柱
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
。
し
か
し
、
一
九
一
二
年
の
大
統
領
選
挙
に
お
け
る
革
新
党
の
敗
北
後
、
彼
ら
の
論
調
は
、
徐
々
に
ウ
ィ
ル

ソ
ン
大
統
領
の
政
策
に
対
し
て
接
近
し
て
い
く
。
と
り
わ
け
外
交
政
策
の
面
で
は
、
既
に
『
ア
メ
リ
カ
生
活
の
約
束
』
の
中
で
、
ク
ロ
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ー
リ
ー
が
、
ア
メ
リ
カ
の
孤
立
主
義
の
時
代
が
終
焉
す
る
こ
と
を
予
告
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
政
治
情
勢
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
の
役
割
を

強
調
す
る
議
論
を
展
開
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
距
離
は
急
速
に
接
近
し
て
い
っ
た
。
一
九
一
六
年
の
大
統
領
選
挙
で
、
公
式
に

ウ
ィ
ル
ソ
ン
大
統
領
に
対
す
る
支
持
を
表
明
し
た
同
誌
に
お
け
る
以
後
の
論
調
は
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
政
権
の
意
向
を
反
映
し
た
も
の
と
し

て
受
け
止
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
実
際
に
、
ク
ロ
ー
リ
ー
や
リ
ッ
プ
マ
ン
は
、
一
九
一
七
年
初
頭
ま
で
に
は
ウ
ィ
ル
ソ
ン
大
統
領

の
外
交
政
策
の
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
で
あ
っ
た
ハ
ウ
ス
大
佐
と
の
定
期
的
な
会
合
の
機
会
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
た
し
、
ま
た
、
リ
ッ
プ

マ
ン
は
よ
り
直
接
的
に
ウ
ィ
ル
ソ
ン
政
権
の
中
枢
に
参
加
し
、
欧
州
大
戦
の
戦
後
処
理
を
含
む
そ
の
外
交
政
策
の
形
成
に
大
き
な
役
割

を
果
た
す
こ
と
に
な
っ
た
の
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

し
か
し
、『
ニ
ュ
ー
・
リ
パ
ブ
リ
ッ
ク
』
誌
の
論
調
は
、
単
な
る
孤
立
主
義
の
放
棄
と
旧
世
界
の
戦
争
に
対
す
る
全
面
的
な
介
入
を

主
張
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
外
交
問
題
に
関
す
る
『
ニ
ュ
ー
・
リ
パ
ブ
リ
ッ
ク
』
誌
の
基
本
的
な
論
調
を
転
換
し
た
と
さ
れ
る
一

九
一
五
年
の
ノ
ー
マ
ン
・
エ
ン
ジ
ェ
ル
の

10
）

論
考
で
は
、
確
か
に
伝
統
的
な
ア
メ
リ
カ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
政
策
で
あ
っ
た
中
立
主
義
が
も
は

や
時
代
遅
れ
に
な
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
同
盟
側
あ
る
い
は
協
商
側
に
立
っ
て
の
全
面
的
な
戦
争
参
加
に
は
否
定
的

で
あ
り
、
む
し
ろ
戦
争
の
目
的
に
応
じ
た
限
定
的
な
戦
争
参
加
が
主
張
さ
れ
、
実
際
の
戦
闘
に
参
加
す
る
だ
け
で
な
く
、
禁
輸
政
策
な

ど
の
間
接
的
な
政
策
的
選
択
肢
も
視
野
に
入
れ
ら
れ
て
い
た
。
以
後
、
欧
州
大
陸
で
の
戦
況
の
変
動
に
よ
っ
て
、
実
際
に
と
る
べ
き
手

段
と
し
て
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
を
考
え
る
か
と
い
う
点
で
は
変
動
は
あ
る
も
の
の
、
ア
メ
リ
カ
独
自
の
戦
争
目
的
の
設
定
と
、

そ
れ
に
応
じ
た
手
段
の
選
択
の
必
要
性
を
説
く
と
い
う
点
で
は
、『
ニ
ュ
ー
・
リ
パ
ブ
リ
ッ
ク
』
誌
の
編
集
方
針
は
一
貫
し
て

11
）

い
た
。

一
九
一
七
年
夏
の
段
階
に
至
る
ま
で
、『
ニ
ュ
ー
・
リ
パ
ブ
リ
ッ
ク
』
誌
は
、
限
定
戦
争
論
、
あ
る
い
は
、
消
極
的
参
戦
論
と
い
う
立

場
を
と
り
続
け
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
『
ニ
ュ
ー
・
リ
パ
ブ
リ
ッ
ク
』
誌
の
抑
制
的
な
立
場
に
、
デ
ュ
ー
イ
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
影
響
を
見
る
こ
と
は
不
可
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能
で
は
な
い
。
実
際
デ
ュ
ー
イ
の
議
論
は
、
一
方
で
手
段
と
し
て
の
軍
事
力
の
行
使
に
関
す
る
合
理
的
な
熟
慮
の
必
要
性
を
強
調
す
る

と
と
も
に
、
そ
う
し
た
熟
慮
の
結
果
と
し
て
の
軍
事
力
の
行
使
に
関
し
て
は
是
認
さ
れ
る
も
の
と
と
ら
え
て

12
）

い
た
。
あ
る
特
定
の
目
的

に
対
す
る
具
体
的
な
手
段
の
有
用
性
を
判
断
す
る
こ
と
が
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
根
本
的
な
着
想
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
デ
ュ
ー
イ

の
軍
事
力
の
行
使
に
関
す
る
議
論
は
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
方
法
論
に
即
し
た
も
の
で
あ
り
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
応
用
と
で
も

い
う
べ
き
性
格
を
持
っ
て

13
）

い
る
。
し
た
が
っ
て
、
デ
ュ
ー
イ
も
他
の
『
ニ
ュ
ー
・
リ
パ
ブ
リ
ッ
ク
』
誌
の
論
者
と
同
様
戦
争
は
あ
く
ま

で
も
目
的
に
対
す
る
手
段
で
あ
る
と
い
う
点
を
強
調
し
、
戦
争
あ
る
い
は
平
和
の
絶
対
化
を
一
貫
し
て
否
定
す
る
。
平
和
と
い
え
ど

も
、
そ
れ
自
体
は
目
的
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
場
合
に
よ
っ
て
は
放
棄
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
は
ず
な
の
で
あ
る
。
デ
ュ
ー
イ

が
、
平
和
主
義
者
に
対
し
て
行
っ
た

14
）

批
判
の
多
く
は
、
こ
う
し
た
目
的
の
絶
対
視
と
い
う
誤
謬
に
平
和
主
義
者
も
陥
っ
て
い
る
と
い
う

も
の
で
あ
っ
た
。
逆
に
、
ア
メ
リ
カ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
反
ド
イ
ツ
感
情
が
沸
騰
し
、
民
主
的
な
自
由
が
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
事
態

を
招
く
と
、
デ
ュ
ー
イ
は
こ
う
し
た
ア
メ
リ
カ
国
内
の
状
況
に
対
し
て
、
明
確
に
批
判
的
な
態
度
を
と
る
こ
と
に
な
る
。
参
戦
問
題
を

め
ぐ
る
国
内
の
対
立
が
激
化
す
る
に
つ
れ
て
、
様
々
な
形
で
表
面
化
し
た
平
和
主
義
者
に
対
す
る
社
会
的
不
寛
容
に
対
す
る
デ
ュ
ー
イ

の
否
定
的
な
姿
勢
は
終
始
一
貫
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、「
プ
ロ
イ
セ
ン
主
義
を
国
外
で
打
倒
す
る
と
い
う
目
的
の
た
め
に
、
国
内
に
そ

れ
を
樹
立
す
る
こ
と
」
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
参
戦
に
対
す
る
積
極
的
な
姿
勢
の
一
方
で
デ
ュ
ー
イ
が
行
っ
た

様
々
な
市
民
的
自
由
を
守
る
活
動
、
ア
メ
リ
カ
市
民
的
自
由
連
合
（A

m
erica

n C
iv
il L

ib
erty U

n
io
n

）
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
活

動
や
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
の
忠
誠
審
査
委
員
会
に
よ
る
平
和
主
義
的
な
教
員
の
解
雇
に
反
対
す
る
活
動
な
ど
は
、
こ
う
し
た
文
脈
に
お
い

て
と
ら
え
る
こ
と
が
で

15
）

き
る
。

そ
れ
で
は
、
デ
ュ
ー
イ
が
欧
州
大
戦
の
目
的
と
考
え
た
も
の
は
何
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
デ
ュ
ー
イ
は
、
ア
メ
リ
カ
が
参
戦
す

る
場
合
の
戦
争
目
的
に
つ
い
て
、
必
ず
し
も
明
確
な
議
論
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
多
く
の
場
合
、
次
の
二
つ
の
い
ず
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れ
か
を
最
終
的
な
目
標
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
つ
は
、「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
の
維
持
な
い
し
は
拡
大
で
あ
る
。

も
う
一
つ
は
、「
ア
メ
リ
カ
的
な
価
値
観
や
文
化
」
の
拡
大
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
デ
ュ
ー
イ
の
戦
争
目
的
は
、
現
実
の
国
際
政
治
上
の

勢
力
均
衡
で
は
な
く
、
よ
り
文
化
的
・
思
想
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き

16
）

よ
う
。
そ
の
反
面
と
し
て
、
デ
ュ
ー
イ
の
参
戦

論
を
他
の
論
者
の
議
論
と
区
別
す
る
の
は
、
ド
イ
ツ
に
対
す
る
厳
し
い
文
化
的
な
批
判
、
よ
り
正
確
に
は
、
ド
イ
ツ
の
国
家
絶
対
主
義

と
そ
の
背
景
を
な
す
ド
イ
ツ
哲
学
に
対
す
る
明
確
な
否
定
的
な
態
度
で
あ
る
。
次
節
で
は
、
そ
の
内
容
を
や
や
詳
し
く
見
て
い
く
こ
と

に
し
よ
う
。

3

デ
ュ
ー
イ
の
ド
イ
ツ
文
化
批
判

デ
ュ
ー
イ
は
、
一
九
一
五
年
二
月
に
ノ
ー
ス
・
キ
ャ
ロ
ラ
イ
ナ
大
学
で
行
っ
た
三
回
の
連
続
講
演
を
元
に
、『
ド
イ
ツ
哲
学
と

17
）

政
治
』

と
題
さ
れ
た
著
作
を
出
版
し
た
。
参
戦
の
是
否
を
め
ぐ
る
論
争
が
激
し
さ
を
増
し
つ
つ
あ
っ
た
時
期
に
出
版
さ
れ
た
こ
の
著
作
は
、
戦

争
目
的
に
関
す
る
デ
ュ
ー
イ
の
立
場
を
比
較
的
明
確
に
示
す
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
が
前
述
し
た
デ
ュ
ー
イ
の
参
戦
論
の
特
徴

で
あ
る
、
ド
イ
ツ
批
判
の
要
素
と
体
系
的
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
点
で
、
注
目
に
値
す
る
。

こ
の
著
作
の
中
で
、
デ
ュ
ー
イ
は
、
カ
ン
ト
以
来
の
ド
イ
ツ
哲
学
の
歴
史
を
た
ど
り
、
そ
れ
が
国
家
に
対
す
る
全
面
的
な
服
従
的
態

度
を
導
く
過
程
を
論
じ
て
い
る
。
デ
ュ
ー
イ
に
よ
れ
ば
、
カ
ン
ト
は
、
自
然
の
世
界
と
精
神
の
世
界
の
二
元
論
を
持
ち
込
む
こ
と
で
、

倫
理
的
な
問
題
を
経
験
的
な
事
象
や
方
法
か
ら
切
り
離
し
た
。
そ
の
結
果
生
じ
た
の
は
、
倫
理
問
題
に
関
す
る
定
言
命
法
と
い
う
、
目

的
を
欠
い
た
空
疎
な
定
式
化
で
あ
る
。
こ
う
し
て
生
ま
れ
た
倫
理
的
な
行
動
の
目
的
に
関
す
る
空
𨻶
を
国
家
が
領
有
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
絶
対
的
な
国
家
帰
依
が
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
カ
ン
ト
が
生
み
出
し
た
哲
学
的
な
絶
対
主
義
は
、
そ
の
原
則
に
対
す
る
経
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験
的
な
事
象
か
ら
の
批
判
を
拒
否
す
る
こ
と
で
、
政
治
的
な
絶
対
主
義
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
固
定
的
な
カ
テ

ゴ
リ
ー
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
哲
学
は
、
固
定
的
な
階
層
構
造
に
対
応
す
る
社
会
哲
学
を
生
み
出
す
。
こ
う
し
て
、
カ
ン
ト
の
哲
学

は
、
政
治
的
な
絶
対
主
義
と
そ
の
元
に
あ
る
固
定
的
な
階
層
的
社
会
構
造
を
正
当
化
す
る
社
会
哲
学
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
る
。
デ
ュ

ー
イ
は
、
カ
ン
ト
自
身
の
政
治
的
信
条
が
、
個
人
主
義
的
で
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
承
認
す
る
が
、
こ
う
し
た

カ
ン
ト
の
個
人
的
な
信
条
は
、
彼
の
哲
学
に
そ
の
基
礎
を
持
っ
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
そ
の
哲
学
の
帰
結
に
何
ら
影
響
を
与
え
て
い

な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。
し
か
し
、
デ
ュ
ー
イ
に
と
っ
て
よ
り
重
要
な
の
は
、
カ
ン
ト
自
身
の
政
治
哲
学
の
問
題
で
は
な
く
、
カ
ン
ト

の
哲
学
が
生
み
出
し
た
ド
イ
ツ
的
な
社
会
哲
学
の
可
能
性
が
、
そ
の
後
た
ど
っ
た
歴
史
的
な
経
路
で

18
）

あ
る
。

デ
ュ
ー
イ
に
よ
れ
ば
、
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
空
虚
な
形
式
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
っ
て
そ
の
実
質
的
な
内
容
を
与
え
ら
れ

た
。
歴
史
の
運
動
を
体
系
的
に
合
理
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
国
家
を
倫
理
的
存
在
の
源
泉
と
し
て
神
聖
化
し
た
。
そ
こ

で
は
、
個
人
は
、
国
家
の
秩
序
に
同
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
合
理
的
に
、
し
た
が
っ
て
、
自
由
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
、
国
家
が
倫
理
的
な
命
令
の
源
泉
の
地
位
を
独
占
し
た
結
果
、
愛
国
心
が
宗
教
的
次
元
に
ま
で
高
め
ら
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
単
に
国
家
を
絶
対
的
な
信
仰
の
対
象
に
転
化
し
た
だ
け
で
は
な
い
。
デ
ュ
ー
イ
は
、「
ヘ
ー
ゲ
ル
ほ
ど
闘
争
と

勝
利
と
い
う
用
語
で
思
考
し
た
哲
学
者
は
い
な
い
」
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
こ
で
は
、
戦
争
が
国
民
の
精
神
的
な
健
全
性
と
活
力
を
測

る
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
。
国
家
に
対
す
る
宗
教
的
な
帰
依
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
闘
争
の
メ
タ
フ
ァ
ー
を
通
じ
て
外
部
へ
と
向
け

ら
れ
る
。
倫
理
的
な
源
泉
と
し
て
の
国
家
に
対
す
る
服
従
は
、
闘
争
の
た
だ
中
に
あ
る
国
家
に
対
す
る
服
従
と
な
り
、
そ
れ
は
、
現
実

の
軍
隊
に
お
け
る
従
順
さ
を
、
服
従
の
理
念
型
と
見
な
す
態
度
に
つ
な

19
）

が
る
。

こ
う
し
た
ド
イ
ツ
の
社
会
哲
学
の
延
長
線
上
に
、
哲
学
と
政
治
の
連
続
性
と
い
う
ド
イ
ツ
的
な
思
考
が
存
在
す
る
と
、
デ
ュ
ー
イ
は

考
え
る
。
そ
れ
を
例
証
す
る
た
め
に
、
デ
ュ
ー
イ
が
取
り
上
げ
る
の
は
、
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ン
・
ベ
ル
ン
ハ
ル
デ
ィ
の
議
論
で
あ
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る
。
ベ
ル
ン
ハ
ル
デ
ィ
は
、
あ
ら
ゆ
る
国
際
協
調
的
な
観
念
が
「
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
誤
謬
」
に
立
脚
し
て
い
る
と
主
張
す
る
。
ユ
ー
ト
ピ

ア
は
、
生
の
至
高
の
原
則
で
あ
る
闘
争
を
排
除
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
最
終
的
な
決
定
者
は
世
界
史
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
の
戦
争
は
、

物
質
的
な
目
的
の
た
め
だ
け
に
戦
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
最
高
の
精
神
的
な
原
則
の
た
め
に
戦
わ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

戦
時
に
要
求
さ
れ
る
自
己
犠
牲
は
、
有
限
な
存
在
の
自
己
利
益
の
虚
し
さ
を
示
し
、
私
的
な
目
的
を
集
団
的
な
大
義
に
組
み
込
む
こ
と

で
、
個
々
人
の
最
高
の
潜
勢
力
を
発
現
さ
せ
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
戦
争
は
残
酷
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
よ
り
高
い
理
想
の
実
現

の
た
め
に
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
犠
牲
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
論
じ
る
ベ
ル
ン
ハ
ル
デ
ィ
を
、
デ
ュ
ー
イ
は
、
盲
目
の
理
想
主
義

を
軍
事
的
な
技
術
論
に
結
び
つ
け
る
ド
イ
ツ
文
化
の
傾
向
の
戯
画
と
し
て
描
き
出
す
の
で
あ
る
。

他
方
で
デ
ュ
ー
イ
は
ア
ン
グ
ロ
・
フ
ラ
ン
ス
的
な
経
験
論
に
対
し
て
も
批
判
を
加
え
て
い
る
。
そ
れ
は
効
用
に
関
す
る
利
己
的
な
教

義
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
原
子
論
的
な
自
由
放
任
主
義
の
哲
学
は
、
個
人
の
幸
福
実
現
の
た
め
に
国
家
が

果
た
す
べ
き
積
極
的
な
役
割
を
排
除
し
て
し
ま
う
。
と
り
わ
け
、
デ
ュ
ー
イ
は
、
ド
イ
ツ
の
観
念
論
的
な
哲
学
と
同
様
に
、
イ
ギ
リ
ス

の
経
験
主
義
哲
学
を
そ
の
国
民
性
を
形
成
す
る
も
の
と
し
て
取
り
上
げ
る
。
そ
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
経
験
主
義
は
、
前
例
に
基
づ
く
判

断
と
い
う
意
味
で
歴
史
的
経
験
主
義
で
あ
り
、
過
去
の
規
則
を
繰
り
返
す
態
度
し
か
生
み
出
さ
な
い
と
断
じ
る
。
ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
の

教
育
の
中
心
が
、
文
学
と
人
文
学
で
あ
り
、
人
間
の
現
実
的
な
諸
問
題
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
余
暇
的
な
追
求
と
し
て
の
教
育
と
い
う
古

典
的
な
観
点
を
引
き
継
い
で
い
る
だ
け
で
な
く
、
こ
う
し
た
人
文
主
義
的
な
教
育
が
、
教
養
主
義
と
い
う
形
で
階
級
社
会
を
補
強
す
る

役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
こ
う
し
た
イ
ギ
リ
ス
の
哲
学
と
教
育
の
傾
向
は
、
科
学
的
な
訓
練
と
組
織
の
不
足
を
生
み
出

す
。
デ
ュ
ー
イ
は
、
人
文
主
義
的
な
文
化
が
ア
メ
リ
カ
で
も
依
然
と
し
て
大
き
な
力
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
れ
が
科
学
的

な
方
法
に
つ
い
て
の
包
括
的
な
訓
練
と
結
合
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
。
ア
メ
リ
カ
が
ド
イ
ツ
の
効
率
的
な
社
会
秩
序
か

ら
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
こ
う
し
た
「
科
学
」
的
な
方
法
に
関
す
る
訓
練
で
あ
る
。
し
か
し
、
ド
イ
ツ
と
は
異
な
り
、
そ
う
し
た
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方
法
は
単
に
軍
事
的
な
必
要
を
実
現
す
る
技
術
で
は
な
く
、
他
の
目
的
を
達
成
す
る
際
に
も
有
効
な
の
で

20
）

あ
る
。

こ
う
し
て
、「
科
学
」
的
な
方
法
に
関
す
る
訓
練
の
重
要
性
を
論
じ
た
デ
ュ
ー
イ
は
、
こ
の
著
作
の
末
尾
に
お
い
て
こ
の
戦
争
の
目

的
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
デ
ュ
ー
イ
に
よ
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
は
、
地
理
的
偶
然
に
よ
っ
て
孤
立
的
な
国
家
主
権
を
承
認
し
、
歴
史
的

偶
然
か
ら
民
族
的
・
人
種
的
に
混
血
的
で
国
際
的
な
特
徴
を
持
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
経
験
的
事
実
を
、
ア
メ
リ
カ
内

外
の
政
策
理
念
に
転
化
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
デ
ュ
ー
イ
は
、
ア
メ
リ
カ
人
が
、
国
民
主
権
を
放
棄
し
、
自
分
た
ち
の

問
題
を
国
際
的
な
立
法
に
委
ね
る
こ
と
を
提
唱
す
る
。
ま
た
、
単
な
る
平
和
の
主
張
を
消
極
的
な
概
念
と
し
て
批
判
し
、「
自
分
の
体

を
傷
つ
け
ず
、
そ
の
財
産
を
無
傷
で
保
つ
よ
り
も
重
要
な
」
積
極
的
理
念
こ
そ
が
守
る
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
と
論
じ
る
。
そ
れ
は
、

「
人
類
の
共
存
を
目
指
す
偉
大
な
実
験
に
お
け
る
実
り
多
い
共
同
の
諸
過
程
」
で
あ
り
、
そ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
「
階
級
・
人
種
・

地
理
的
条
件
・
国
家
な
ど
の
障
壁
を
取
り
払
っ
て
、
真
の
有
効
な
人
類
の
交
わ
り
を
推
進
す
る
と
い
う
理
念
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
デ

ュ
ー
イ
は
そ
の
可
能
性
を
、
ア
メ
リ
カ
の
「
哲
学
」
に
託
す
の
で

21
）

あ
る
。

こ
う
し
た
デ
ュ
ー
イ
の
ド
イ
ツ
文
化
批
判
は
、
き
わ
め
て
粗
雑
な
議
論
に
見
え
る
。
第
一
に
指
摘
す
べ
き
こ
と
は
、
確
か
に
カ
ン
ト

の
哲
学
が
二
元
論
的
な
特
徴
を
持
ち
、
そ
れ
が
ド
イ
ツ
の
哲
学
の
基
調
を
な
し
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
と
し
て
も
、
個
別
の
教
説
で
は

な
く
、「
ド
イ
ツ
哲
学
」
な
る
も
の
を
総
体
と
し
て
と
ら
え
て
議
論
す
る
こ
と
に
ど
れ
ほ
ど
の
意
味
が
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

こ
こ
で
の
デ
ュ
ー
イ
の
議
論
は
、「
ド
イ
ツ
哲
学
」
な
る
総
体
が
存
在
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
、
そ
こ
に
恣
意
的
な
要
素
を
組
み
込
む

こ
と
で
、
そ
れ
を
批
判
す
る
自
ら
の
議
論
を
組
み
立
て
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
の
で

22
）

あ
る
。
第
二
の
問
題
は
、
デ
ュ
ー
イ
が
、
こ
う
し

た
「
ド
イ
ツ
哲
学
」
の
特
徴
を
、
ド
イ
ツ
国
民
一
般
の
政
治
的
・
心
理
的
な
態
度
に
直
結
さ
せ
て
論
じ
て
い
る
点
で
あ
る
。
確
か
に
、

ベ
ル
ン
ハ
ル
デ
ィ
に
は
ド
イ
ツ
観
念
論
の
あ
る
種
の
特
徴
が
濃
厚
に
見
受
け
ら
れ
る
に
し
て
も
、
そ
こ
か
ら
自
動
的
に
あ
る
国
民
的
な

心
理
的
態
度
を
帰
結
す
る
と
い
う
議
論
は
、
印
象
論
的
な
分
析
で
あ
る
に
し
て
も
、
い
さ
さ
か
強
引
に
過
ぎ
る
。
ま
し
て
、
こ
の
議
論
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を
行
っ
て
い
る
の
が
、
ド
イ
ツ
の
哲
学
に
な
じ
み
の
な
い
論
者
で
は
な
く
、
一
九
世
紀
後
半
以
来
、「
形
而
上
学
ク
ラ
ブ
」
の
メ
ン
バ

ー
と
し
て
ド
イ
ツ
観
念
論
の
摂
取
に
努
め
て

23
）

き
た
デ
ュ
ー
イ
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
う
し
た
議
論
の
粗
さ
は
ま
す
ま
す
奇
異
に

思
え
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
疑
問
を
解
消
す
る
鍵
を
デ
ュ
ー
イ
が
提
供
し
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、『
ド
イ
ツ
哲
学
と
政

治
』
で
は
、
そ
の
冒
頭
に
、
観
念
が
人
間
の
具
体
的
な
行
動
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
一
般
論
が
お
か
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
デ
ュ

ー
イ
は
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。「
そ
も
そ
も
私
に
は
、
純
理
論
的
な
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
る
諸
観
念
や
思
想
が
、
人
間
の
行
動
に

何
ら
か
の
影
響
を
与
え
た
と
は
信
じ
が
た
い
。
…
…
し
か
し
、
そ
も
そ
も
私
に
は
、
現
実
を
超
越
し
た
純
然
た
る
観
念
や
純
粋
な
る
理

性
な
る
も
の
が
存
在
し
よ
う
と
は
信
じ
ら
れ
な
い
。
現
存
す
る
思
想
は
例
外
な
く
、
世
界
に
対
し
て
向
け
ら
れ
た
一
つ
の
意
思
表
示
、

我
々
に
と
っ
て
所
与
の
現
実
的
状
況
に
対
す
る
一
つ
の
態
度
表
明
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
意
思
表
示
な
い
し
態

度
表
明
の
ほ
と
ん
ど
は
、
し
か
し
な
が
ら
短
命
で

24
）

あ
る
」。
こ
こ
で
デ
ュ
ー
イ
は
、
現
実
の
状
況
を
離
れ
た
哲
学
と
い
う
理
念
そ
の
も

の
を
否
定
し
、
哲
学
を
現
実
に
対
す
る
「
態
度
表
明
」
と
し
て
理
解
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
態
度
表
明
は
、
具
体
的
な
状
況

に
依
存
し
て
い
る
が
故
に
、
短
期
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
す
べ
て
の
哲
学
が
そ
う
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。「
一
切
の
観
念

が
、
つ
か
の
間
の
反
応
し
か
得
ら
れ
ず
死
滅
す
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
…
…
公
的
・
私
的
教
育
は
、
他
の
人
間
の
精
神
内
部
と
い

う
よ
り
は
、
む
し
ろ
永
続
的
な
行
為
の
傾
向
の
中
に
諸
観
念
を
具
体
化
す
る
。
教
育
に
よ
っ
て
体
化
さ
れ
た
諸
観
念
は
、
行
為
に
持
続

性
を
与

25
）

え
る
」。
こ
こ
で
、
デ
ュ
ー
イ
が
指
摘
し
て
い
る
の
は
、
哲
学
と
教
育
の
あ
る
結
び
つ
き
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
哲
学
的
な

諸
観
念
は
具
体
的
な
行
為
に
対
し
て
持
続
的
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
み
る
と
、『
ド
イ
ツ
哲
学
と
政
治
』
に
お
け
る
デ
ュ
ー
イ
の
ド
イ
ツ
哲
学
あ
る
い
は
ド
イ
ツ
文
化
批
判
を
、
参
戦

問
題
を
め
ぐ
る
時
事
的
な
思
潮
に
あ
わ
せ
た
粗
雑
な
議
論
と
理
解
す
る
の
は
、
早
計
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
む
し
ろ
、
こ
こ
で
用
い
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ら
れ
て
い
る
「
哲
学
」・「
教
育
」・「
科
学
」・「
民
主
主
義
」
と
い
っ
た
観
念
は
、
一
九
一
五
年
以
前
の
デ
ュ
ー
イ
の
哲
学
・
倫
理
学
・

教
育
学
に
お
け
る
理
論
的
な
発
展
を
前
提
に
し
て
、
初
め
て
そ
の
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ

26
）

う
か
。
そ
れ

で
は
、
デ
ュ
ー
イ
が
こ
こ
で
「
哲
学
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
よ
う
と
し
た
も
の
は
何
で
あ
り
、
そ
れ
は
教
育
と
ど
の
よ
う
に
結
合
し

て
お
り
、
ま
た
政
治
と
い
か
な
る
関
係
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
で
は
、
一
九
〇
〇
年
代
か
ら
一
九
一
五
年
に
至
る
時
期

の
デ
ュ
ー
イ
の
思
想
的
展
開
を
た
ど
り
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
デ
ュ
ー
イ
の
ド
イ
ツ
批
判
の
意
味
を
読
み
解
く
こ
と
を
試
み
る
。

4

経
験
」・「
科
学
」・「
哲
学
」

一
九
〇
四
年
に
シ
カ
ゴ
大
学
を
辞
し
て
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
で
新
た
な
活
動
を
始
め
る
こ
と
に
な
っ
た
ジ
ョ
ン
・
デ
ュ
ー
イ
が
、
ま

ず
力
を
注
い
だ
の
は
、
認
識
論
を
め
ぐ
る
論
争
で
あ
る
。
こ
の
論
争
の
中
で
、
デ
ュ
ー
イ
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
は
、
明
確
な
形
を
と

っ
て
表
明
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
以
下
で
は
、
こ
の
認
識
論
を
め
ぐ
る
論
争
を
簡
単
に
整
理
し
、
デ
ュ
ー
イ
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ

ム
の
意
味
を
考
察

27
）

す
る
。

一
九
世
紀
の
ア
メ
リ
カ
哲
学
を
支
配
し
た
観
念
論
的
認
識
論
は
、
一
九
世
紀
末
に
は
徐
々
に
批
判
の
対
象
と
な
り
始
め
た
。
観
念
論

に
対
す
る
批
判
の
中
心
と
な
っ
た
の
は
、
新
実
在
論
と
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
で
あ
る
。
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
嚆
矢
と
な
っ
た
の
は
、

一
八
九
八
年
に
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
で
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
ー
ム
ズ
が
行
っ
た
講
演
「
哲
学
的
概
念
と
実
践
的
帰
結
」
で
あ
り
、
観

念
論
に
対
す
る
実
在
論
か
ら
の
批
判
は
、
一
九
〇
二
年
に
ラ
ル
フ
・
Ｂ
・
ペ
リ
ー
と
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
Ｐ
・
モ
ン
タ
ギ
ュ
ー
が
相
次
い
で

発
表
し
た
ジ
ョ
サ
イ
ア
・
ロ
イ
ス
に
対
す
る
批
判
に
始

28
）

ま
る
。
両
者
と
観
念
論
と
の
間
の
論
争
は
、
二
〇
世
紀
初
頭
の
ア
メ
リ
カ
の
哲

学
的
風
景
の
中
心
で
あ
っ
た
。
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実
在
論
に
よ
る
観
念
論
批
判
の
中
心
は
、
対
象
の
実
在
を
条
件
付
け
る
創
造
的
な
過
程
と
い
う
観
念
論
的
な
知
識
概
念
そ
の
も
の
に

あ
っ
た
。
す
べ
て
の
知
ら
れ
う
る
対
象
が
、
知
覚
者
の
意
識
の
う
ち
に
あ
る
と
す
れ
ば
、「
知
る
」
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
知
ら
れ
て

い
る
対
象
に
ど
の
よ
う
な
違
い
が
付
け
加
え
ら
れ
る
の
か
を
知
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
観
念
論
者
は
、
こ
の
困
難
を
、
す
べ
て
の
対

象
が
そ
の
存
在
に
つ
い
て
意
識
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
か
ら
推
論
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
実
在
論
者
に
い
わ
せ
れ
ば
、
こ
れ
は
対

象
の
意
識
に
お
け
る
現
前
と
外
的
実
在
の
存
在
を
、
前
者
が
後
者
を
規
定
し
て
い
る
と
い
う
依
存
的
な
関
係
と
誤
認
し
て
い
る
の
で
あ

り
、
結
局
の
と
こ
ろ
、「
知
ら
れ
て
い
る
対
象
は
知
ら
れ
て
い
る
対
象
」
で
あ
る
と
い
う
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
を
帰
結
し
て
い
る
に
過
ぎ
な

い
。
知
覚
者
の
意
識
の
内
部
と
外
部
に
同
時
に
対
象
は
存
在
し
う
る
の
で
あ
る
。
こ
の
批
判
は
、
観
念
論
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い

が
、
し
か
し
、
多
く
の
観
念
論
の
議
論
に
疑
問
を
差
し
挟
む
可
能
性
を
開
く
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
実
在
論
者
は
、
意
識
と
独
立
に

存
在
し
、
そ
れ
に
関
す
る
知
識
に
よ
っ
て
そ
の
存
在
が
変
化
し
な
い
の
み
な
ら
ず
、
何
ら
か
の
方
法
で
そ
の
存
在
を
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
る
対
象
の
例
を
示
し
う
る
と
主
張
す
る
。
そ
の
一
つ
と
し
て
実
在
論
者
が
好
ん
で
取
り
上
げ
た
の
は
、
い
わ
ゆ
る
「
錯
視
」
現
象

の
存
在
で
あ
る
。
地
平
線
で
交
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
線
路
は
、「
交
わ
っ
て
い
る
」
よ
う
に
知
覚
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
実
際
に

は
平
行
で
あ
る
。
観
念
論
的
な
意
味
で
意
識
が
構
成
し
た
像
と
し
て
の
「
線
路
」
と
は
異
な
る
、
線
路
が
存
在
し
て
お
り
、
し
か
も
そ

れ
は
経
験
的
な
方
法
で
確
認
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
観
念
論
と
実
在
論
の
対
立
に
対
し
て
、
両
者
は
い
ず
れ
も
「
認
識
論
と
い
う
疑
似
領
域
」
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
と
し
て
、

批
判
す
る
立
場
に
立
っ
た
の
が
デ
ュ
ー
イ
ら
の
唱
え
た
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
で
あ

29
）

っ
た
。
デ
ュ
ー
イ
は
、
一
七
世
紀
以
来
の
哲
学
の
中

心
を
「
認
識
論
」
と
規
定
し
た
が
、
そ
れ
は
一
時
的
で
不
完
全
な
日
常
世
界
の
事
物
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
単
な
る
「
信
念
」
で
は
な

く
、
客
観
的
で
普
遍
的
か
つ
完
全
な
「
真
の
現
実
（th

e R
ea
lity

）」
に
つ
い
て
の
知
識
を
得
る
た
め
の
試
み
で
あ
っ
た
。
近
代
哲
学

は
、
そ
の
関
心
の
大
部
分
を
認
識
論
に
集
中
し
た
が
、
そ
れ
が
も
た
ら
し
た
結
果
を
デ
ュ
ー
イ
は
、
次
の
よ
う
に
要
約
し
て
い
る
。
す
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な
わ
ち
、「
近
代
の
認
識
論
的
な
哲
学
は
、
そ
れ
が
約
束
し
た
現
実
を
提
供
で
き
な
か
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、
日
常
の
信
念
を
軽
蔑
し
、

否
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、『
科
学
』
と
い
う
現
実
世
界
を
知
る
た
め
に
人
類
が
発
達
さ
せ
た
も
っ
と
も
信
頼
で
き
る
手
段
を
哲
学
か
ら

切
り
離
す
こ
と
に
な

30
）

っ
た
」
の
で
あ
る
。
デ
ュ
ー
イ
が
認
識
論
の
失
敗
の
大
き
な
原
因
と
し
て
あ
げ
て
い
る
の
は
、
認
識
し
よ
う
と
し

て
い
る
対
象
の
世
界
と
認
識
主
体
が
切
り
離
し
う
る
と
い
う
「
認
識
事
象
」
と
し
て
の
経
験
の
と
ら
え
方
に
あ
っ
た
。
観
念
論
と
実
在

論
が
共
有
し
て
い
る
こ
の
「
経
験
」
概
念
に
対
し
て
、
デ
ュ
ー
イ
が
主
張
す
る
の
は
、「
直
接
的
経
験
主
義
」
と
デ
ュ
ー
イ
が
呼
ぶ

「
経
験
」
の
新
し
い
理
解
で
あ
る
。
デ
ュ
ー
イ
の
「
経
験
」
は
、
単
な
る
「
認
識
事
象
」
で
は
な
く
、「
生
物
と
そ
の
物
理
的
・
社
会
的

環
境
と
の
相
互
関
係
」
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
、
生
物
は
「
認
識
主
体
で
は
な
く
、
動
作
主
体
／
作
用
対
象
で
あ
り
、
行
為
者
で
あ
り
、

害
を
受
け
る
も
の
で
あ
り
、
快
を
感
じ
る
も
の
で

31
）

あ
る
」。
デ
ュ
ー
イ
は
、
こ
の
よ
う
に
経
験
を
規
定
す
る
こ
と
で
、「
知
る
こ
と
が
経

験
の
唯
一
の
真
正
な
様
式
で
あ
る
」
と
い
う
認
識
論
の
前
提
を
打
破
し
よ
う
と
試
み
た
の
で
あ
る
。

こ
の
新
し
い
「
経
験
」
概
念
の
根
拠
と
し
て
デ
ュ
ー
イ
が
あ
げ
る
の
は
、
経
験
が
生
物
と
そ
の
環
境
と
の
相
互
作
用
で
あ
る
こ
と
を

確
立
し
た
進
化
論
的
生
物
学
で
あ
る
。
こ
の
相
互
作
用
と
し
て
の
経
験
と
い
う
過
程
に
お
い
て
、
環
境
の
自
然
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
有

機
体
の
生
命
活
動
を
時
に
拡
大
し
、
時
に
は
そ
れ
と
対
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
未
知
環
境
と
の
遭
遇
と
調
整
は
単
な
る

受
動
的
な
過
程
で
は
な
く
、
環
境
に
対
す
る
積
極
的
な
介
入
を
意
味
し
て
い
る
。
経
験
の
動
作
主
体
／
作
用
対
象
は
、「
前
向
き
に
生

き
て
い
る
」。
な
ぜ
な
ら
、
調
整
は
将
来
に
目
を
向
け
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
持
続
的
な
過
程
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
観
点
に
よ

れ
ば
、「
成
功
と
失
敗
は
、
生
の
基
本
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
。
善
を
達
成
し
、
悪
を
回
避
す
る
こ
と
は
、
そ
の
最
高
の
利
益
で

32
）

あ
る
」
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
た
「
経
験
」
概
念
の
変
容
に
よ
っ
て
「
知
識
」
は
新
た
な
位
置
づ
け
を
獲
得
す
る
。「
知
識
の
獲
得
あ
る
い
は
探
求
は
、
自

然
的
な
進
化
の
過
程
に
出
現
し
た
、
人
間
の
適
応
の
重
要
な
要
素
で
あ
る
」
と
デ
ュ
ー
イ
は
主
張
す
る
。
そ
れ
で
は
、
ど
の
よ
う
な
意
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味
で
「
知
識
」
が
人
間
の
適
応
の
重
要
な
要
素
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
デ
ュ
ー
イ
は
、「
直
接
的
な
物
理
的
条
件
に
対
す
る
奉
仕
か

ら
、
脳
が
有
機
体
を
解
放
し
た
こ
と
、
遠
く
離
れ
て
い
て
、
常
に
拡
大
し
続
け
て
い
る
目
標
に
対
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
解
放
を
可
能
に

し
た
こ
と
、
こ
れ
ら
は
重
要
な
事
実
で

33
）

あ
る
」
こ
と
を
認
め
る
が
、
し
か
し
そ
の
こ
と
は
、
思
考
が
人
間
の
行
動
を
離
れ
た
独
自
の
領

域
を
作
り
出
し
た
わ
け
で
は
な
い
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
脳
は
、
依
然
と
し
て
「
行
動
の
有
機
的
装
置
」
の
一
部
な
の
で
あ
る
。
で
あ

る
と
す
れ
ば
、「
知
識
」
は
、
行
動
と
切
り
離
さ
れ
た
意
味
を
持
つ
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
、
知
る
こ
と
は
、
行
為
を
導
く
判
断

を
す
る
能
力
を
媒
介
す
る
機
能
で
あ
る
。「
知
識
」
を
獲
得
す
る
こ
と
の
意
味
は
、「
そ
れ
に
基
づ
く
推
論
が
可
能
に
な
る
こ
と
で
、
与

え
ら
れ
た
事
実
か
ら
未
だ
現
前
し
て
い
な
い
も
の
を
導
き
出
す
こ
と
、
所
与
の
状
況
を
、
未
だ
与
え
ら
れ
て
い
な
い
も
の
の
予
兆
と
し

て
み
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
点
に
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
人
間
は
、
将
来
の
状
況
に
対
す
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
能
力
を
体
系
的
に
拡
大

す
る
こ
と
が
で

34
）

き
る
」
よ
う
に
な
り
、
効
果
的
に
状
況
に
対
処
し
う
る
か
ど
う
か
、
す
な
わ
ち
、
環
境
の
変
化
に
適
応
で
き
る
か
ど
う

か
に
影
響
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
未
発
生
の
事
象
に
対
し
て
、
人
間
が
ど
の
程
度
う
ま
く
適
応
で
き
る
か
は
、
そ
の
主

体
の
持
つ
「
知
識
」
と
、
そ
れ
に
基
づ
く
効
率
的
な
探
求
が
な
し
う
る
か
ど
う
か
に
、
大
き
く
依
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
知
識
の
位
置
づ
け
の
変
化
は
、
そ
の
知
識
を
扱
う
「
哲
学
」
と
い
う
分
野
の
意
味
づ
け
の
変
化
を
も
た
ら
す
。
デ
ュ
ー
イ

に
お
け
る
「
哲
学
」
の
概
念
は
、「
科
学
」
概
念
と
の
対
比
に
よ
っ
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
デ
ュ
ー
イ
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム

に
お
い
て
、「
科
学
」
と
い
う
概
念
は
き
わ
め
て
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
デ
ュ
ー
イ
の
「
科
学
」
は
、
具
体
的
な
個

別
の
自
然
科
学
の
諸
分
野
で
蓄
積
さ
れ
て
い
る
知
識
の
こ
と
を
必
ず
し
も
意
味
し
て
は
い
な
い
。
デ
ュ
ー
イ
に
お
け
る
「
科
学
」
の
焦

点
は
、
む
し
ろ
方
法
的
な
態
度
に
あ
る
。「
我
々
の
態
度
が
科
学
的
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
す
べ
て
の
判
断
が
以
下
の
二
つ
の
基
準
を

ど
の
程
度
満
た
し
て
い
る
か
に
よ
っ
て
決
ま
る
。
一
つ
は
、
他
の
よ
り
確
か
ら
し
い
判
断
を
作
り
出
す
可
能
性
と
比
較
・
対
照
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
そ
の
妥
当
性
を
チ
ェ
ッ
ク
し
、
テ
ス
ト
す
る
こ
と
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
基
準
は
、
そ
の
意
味
（
ま
た
は
意
義
）
を
他
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の
言
明
を
導
出
す
る
際
の
働
き
に
よ
っ
て
確
定
す
る
こ
と
で

35
）

あ
る
」。
デ
ュ
ー
イ
は
、
科
学
的
な
思
考
法
を
、
信
念
を
固
定
化
す
る
場

合
に
用
い
ら
れ
る
日
常
的
な
思
考
の
過
程
を
洗
練
し
た
も
の
で
あ
る
と
と
ら
え
て
い
た
。「
科
学
は
、
反
省
的
な
思
考
と
い
う
日
常
的

方
法
の
純
化
で
あ
り
、
強
化
で
あ
る
」。
デ
ュ
ー
イ
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
日
常
的
な
反
省
的
思
考
と
は
、
次
の
よ
う
な
ス
テ
ッ
プ
で
行

わ
れ
る
。
⑴
困
難
ま
た
は
問
題
の
感
受
、
⑵
困
難
の
特
定
、
⑶
問
題
に
対
す
る
可
能
な
解
決
策
の
提
示
、
⑷
提
示
さ
れ
た
解
決
の
妥
当

性
に
関
す
る
合
理
的
評
価
、
⑸
提
示
さ
れ
た
解
決
の
受
容
ま
た
は
否
定
に
至
る
た
め
の
さ
ら
な
る
観
察
と
実
験
、
の
五
段
階
で

36
）

あ
る
。

こ
の
よ
う
な
思
考
の
過
程
は
、
し
か
し
、
常
に
確
実
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
、
各
段
階
に
お
い
て
「
確
実
に
知
ら
れ
て
い
る
も

の
か
ら
証
拠
に
基
づ
い
て
受
容
し
う
る
も
の
へ
の

37
）

飛
躍
」
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
飛
躍
は
、「
過
去
の
経
験
、
受
容
さ
れ

た
ド
グ
マ
、
自
己
利
益
の
感
情
、
情
念
の
沸
騰
、
単
な
る
精
神
的

38
）

怠
惰
」
な
ど
の
様
々
な
も
の
の
影
響
を
受
け
て
誤
っ
た
結
論
を
導
く

可
能
性
が
あ
る
。「
科
学
」
は
、
こ
の
よ
う
な
飛
躍
の
際
に
偏
向
を
与
え
る
要
因
を
排
除
す
る
こ
と
で
、
よ
り
よ
い
思
考
を
補
助
す
る

た
め
の
方
法
で
あ
る
。

こ
の
デ
ュ
ー
イ
の
「
科
学
」
概
念
は
、
き
わ
め
て
幅
の
広
い
概
念
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
人
間
の
思
考
の
あ
ら
ゆ
る
側
面
に
見
い
だ
す

こ
と
が
で
き
る
。「
科
学
的
な
方
法
は
、
あ
れ
こ
れ
の
難
解
な
主
題
を
純
粋
に
技
術
的
な
理
由
か
ら
追
及
す
る
と
き
に
役
立
つ
こ
と
が

わ
か
っ
て
い
る
方
法
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
い
か
な
る
主
題
に
つ
い
て
で
あ
れ
、
我
々
が
実
り
あ
る
思
考
を
す
る
と
き
の

唯
一
の
方
法
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
が
、
我
々
が
そ
れ
を
科
学
的
と
い
う
と
き
に
意
味
し
て
い
る
こ
と
で

39
）

あ
る
」。
し
た
が
っ
て
、
こ

の
「
科
学
」
的
な
方
法
は
、
人
間
の
行
為
に
対
し
て
も
同
様
に
適
用
し
う
る
。「
倫
理
」
的
な
判
断
も
、「
科
学
」
的
な
探
求
の
対
象
に

な
る
の
は
、
ま
さ
に
そ
の
た
め
で
あ
る
。「
真
理
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
的
な
観
念
が
何
ら
か
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
価
値
を
持
っ

て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
真
理
の
実
験
的
観
念
を
指
示
し
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
観
念
は
、
技
術
的
な
観

点
か
ら
み
た
科
学
を
支
配
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
人
間
的
な
観
点
か
ら
み
た
政
治
的
か
つ
道
徳
的
な
実
践
を
も
支
配
し
て
い
る
の
で
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40
）

あ
る
」。

デ
ュ
ー
イ
に
よ
れ
ば
、
認
知
的
な
判
断
と
道
徳
的
な
判
断
と
の
間
に
方
法
論
的
な
違
い
は
な
い
。
す
な
わ
ち
両
者
と
も
に
科
学
的
な

方
法
に
よ
っ
て
、
探
求
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
両
者
の
間
に
存
在
す
る
の
は
、
単
に
判
断
の
対
象
の
違
い
で
あ
る
。
し
か
し
、
対
象
の

違
い
は
、
そ
こ
で
用
い
ら
れ
る
科
学
的
な
判
断
の
論
理
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
。
倫
理
的
な
判
断
の
大
き
な
特
徴
は
、
判
断
主
体
の

「
性
格
」（ch

a
ra
cter

）
が
、
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
で
あ
る
と
デ
ュ
ー
イ
は
指
摘

41
）

す
る
。
道
徳
的
な
判
断
は
、「
判
断
さ
れ
る
状

況
と
、
判
断
を
す
る
と
い
う
行
動
の
中
で
表
明
さ
れ
る
性
格
や
性
向
と
の
、
完
全
に
相
互
的
な
決
定
を
も
た

42
）

ら
す
」。
よ
り
よ
い
も
の

あ
る
い
は
よ
り
悪
い
も
の
を
評
価
す
る
倫
理
的
な
判
断
は
、
あ
る
程
度
「
性
格
」
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
逆
に
、「
性
格
」

は
、
倫
理
的
な
判
断
と
そ
の
結
果
と
ら
れ
る
行
動
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
。
あ
る
人
が
、
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
、

あ
り
た
い
か
と
い
う
問
題
は
、
何
を
な
す
べ
き
か
と
い
う
判
断
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
科
学
」
的
な

推
論
は
、
自
分
が
望
む
生
き
方
を
す
る
た
め
に
は
何
を
す
べ
き
か
を
決
定
し
、
そ
の
よ
う
な
生
き
方
に
と
っ
て
、
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し

い
目
的
と
適
切
な
方
法
は
何
か
を
選
択
す
る
場
合
に
は
、
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
ど
の
よ
う
な
生
き
方
を
し
た
い
の

か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、「
科
学
」
は
い
か
な
る
決
定
的
な
判
断
も
な
し
え
な
い
。
こ
れ
は
、「
科
学
的
な
知
性
」（scien

tific
 

in
tellig

en
ce

）
の
働
き
で
は
な
く
、「
道
徳
的
な
想
像
力
」（m

o
ra
l im

a
g
in
a
tio
n

）
の
働
き
で

43
）

あ
る
。「
哲
学
」（p

h
ilo
so
p
h
y

）

が
、「
科
学
」
と
は
異
な
る
固
有
の
意
味
を
持
つ
の
は
こ
の
「
道
徳
的
な
想
像
力
」
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
で
あ
る
。

デ
ュ
ー
イ
に
よ
れ
ば
、「
哲
学
」
は
い
か
な
る
意
味
で
も
知
識
の
一
形
態
で
は
な
い
。「
哲
学
」
は
、「
行
為
に
際
し
て
の
欲
望
や
努

力
の
形
態
、
つ
ま
り
、
賢
慮
（w

isd
o
m

）
へ
の
愛
」
な
の
で
あ
る
。「
賢
慮
」
は
、「
事
実
や
真
理
に
つ
い
て
の
体
系
的
で
証
明
さ
れ

た
知
識
で
は
な
く
、
道
徳
的
な
価
値
に
つ
い
て
の
確
信
（co

n
fid
en
ce

）、
自
分
が
送
る
べ
き
よ
り
よ
い
生
に
つ
い
て
の
感
覚
」
で
あ

る
。
歴
史
的
に
み
て
も
、「
哲
学
」
は
「
現
実
の
無
色
な
知
的
読
解
で
は
な
く
、
人
間
の
も
っ
と
も
情
熱
的
な
希
望
と
欲
望
を
体
現
し
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た
も
の
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
生
を
生
き
る
か
に
関
す
る
彼
ら
の
基
本
的
な
信
念
を
体
現
し
た

44
）

も
の
」
で
あ
っ
た
。
哲
学
は
、
各
個
人

の
持
つ
「
あ
る
べ
き
生
き
方
」
を
示
す
役
割
を
担
っ
て
い
る
。「
彼
ら
は
、
科
学
か
ら
で
は
な
く
、
確
実
な
知
識
か
ら
で
も
な
く
、
道

徳
的
な
確
信
か
ら
出
発
し
、
そ
の
事
態
に
利
用
可
能
な
最
高
の
知
識
と
最
高
の
知
的
方
法
に
訴
え
て
、
何
が
本
質
的
な
意
志
の
態
度
で

あ
る
か
を
示
す
形
式
を
与
え
る
。
つ
ま
り
、
あ
る
生
き
方
を
他
の
生
き
方
よ
り
も
優
れ
た
も
の
と
評
価
す
る
道
徳
的
な
解
決
法
を
示

し
、
他
の
人
々
に
こ
れ
が
生
き
る
た
め
の
賢
明
な
方
法
で
あ
る
こ
と
を
説
得
す
る
こ
と
で

45
）

あ
る
」。
こ
の
よ
う
に
、「
哲
学
」
が
「
賢

慮
」
で
あ
っ
て
「
知
識
」
で
は
な
い
こ
と
は
、「
哲
学
」
が
状
況
依
存
的
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、「
哲
学
」
は
あ
る
特
定

の
文
化
的
な
状
況
に
必
然
的
に
影
響
を
受
け
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
国
民
的
な
哲
学
」（n

a
tio
n
a
l
 
p
h
ilo
so
-

p
h
y

）
は
存
在
し
う
る
が
、
国
民
的
な
科
学
（n
a
tio
n
a
l scien

ce

）
は
存
在
し
え
な
い
。「
哲
学
」
に
お
け
る
文
化
的
な
差
異
は
、

「
気
質
や
予
期
に
関
す
る
差
異
を
反
映
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
生
を
構
成
す
る
異
な
る
方
法
」
を
生
み
出
す
の
で

46
）

あ
る
。

し
か
し
、「
賢
慮
」
と
し
て
の
「
哲
学
」
が
、「
い
か
な
る
生
を
生
き
る
か
」
と
い
う
個
人
の
価
値
判
断
の
反
映
で
あ
り
、
道
徳
的
な

確
信
の
表
明
に
過
ぎ
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
主
観
的
か
つ
恣
意
的
な
表
明
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
デ
ュ
ー
イ
は
、
こ

の
疑
問
に
、
次
の
よ
う
に
答
え
る
。「
哲
学
は
、
確
立
さ
れ
た
真
理
と
見
な
さ
れ
た
も
の
の
中
か
ら
有
意
義
な
材
料
を
選
択
す
る
と
い

う
形
で
の
み
、
そ
の
価
値
判
断
を
知
的
な
形
で
提
案
で
き
る
。
そ
し
て
、
現
在
の
知
識
を
、
そ
の
生
の
概
念
の
妥
当
性
を
納
得
さ
せ
る

た
め
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
論
理
的
な
提
示
法
と
科
学
的
な
主
題
へ
の
依
存
が
、
哲
学
に
知
識
と
し
て
の
外
見
（
形
式
で
は

な
い
）
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
哲
学
は
、
単
な
る
情
熱
で
は
な
く
、
合
理
的
な
説
得
と
し
て
自
ら
を
提
示
す
る
情
熱
な
の
で

47
）

あ
る
」。
哲
学
は
、
単
な
る
個
人
的
な
気
質
の
表
明
や
個
人
的
な
確
信
の
表
明
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
そ
う
し
た
主
観
的
な
確
信
の
客

観
的
な
表
明
で
あ
り
、
そ
う
し
た
正
当
化
の
た
め
に
は
論
理
と
科
学
と
い
う
、
他
の
知
識
と
同
様
の
方
法
が
用
い
ら
れ
る
。「
哲
学
」

と
は
、
い
わ
ば
合
理
化
さ
れ
た
「
生
」
の
提
示
で
あ
り
、
必
然
的
に
「
説
得
」
と
い
う
形
態
を
と
る
こ
と
に
な
る
。
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5

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」

こ
う
し
た
「
哲
学
」
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
「
自
己
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
道
徳
的
な
判
断

に
は
、
そ
の
判
断
主
体
の
「
性
格
」
が
大
き
な
影
響
を
与
え
る
。
そ
れ
は
、
そ
う
し
た
判
断
の
基
準
と
な
る
幸
福
（h

a
p
in
ess

）
そ
の

も
の
が
「
性
格
」
に
よ
っ
て
大
き
く
規
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
功
利
主
義
と
は
異
な
り
、
幸
福
は
単
に
量
的
に
積

算
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
個
人
の
性
格
に
よ
っ
て
「
質
的
に
異
な
る
」
も
の
に

48
）

な
る
。
さ
ら
に
、
デ
ュ
ー
イ
は
、
こ
う
し
た
幸
福
の

質
の
中
で
、
正
し
い
も
の
と
正
し
く
な
い
も
の
、
真
の
幸
福
と
そ
う
で
な
い
も
の
を
区
別
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
。
真
に
幸

福
な
行
為
主
体
は
、
自
己
の
す
べ
て
の
力
と
利
益
と
を
統
合
し
た
目
的
を
欲
求
す
る
よ
う
な
性
格
を
発
展
さ
せ
、
そ
れ
を
表
現
す
る
た

め
に
行
動
す
る
。「
我
々
は
、
誤
っ
た
ま
た
は
不
満
足
な
幸
福
と
、
真
の
あ
る
い
は
真
正
の
善
と
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
者

は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、
孤
立
し
て
表
面
的
な
個
人
の
傾
向
に
現
れ
る
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
、
基
本
的
で
完
全
に
関
連
づ
け
ら
れ
た

能
力
の
適
切
な
充
足
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
も
の
で

49
）

あ
る
」。
し
た
が
っ
て
、「
調
和
、
強
化
、
拡
大
は
、
道
徳
的
な
充
足
を
示
す
も
の
で

50
）

あ
る
」。

道
徳
的
な
幸
福
と
「
調
和
」
の
観
念
が
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
デ
ュ
ー
イ
の
幸
福
概
念
に
お
け
る
社
会
的
な
次
元
の
存
在

を
示
唆
す
る
。
実
際
、「
社
会
的
な
善
」、
す
な
わ
ち
、
あ
る
行
為
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
る
す
べ
て
の
人
の
福
利
こ
そ
が
、
す
べ
て
の

人
の
幸
福
の
基
準
と
両
立
し
う
る
目
的
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。「
我
々
は
、
あ
る
程
度
社
会
的
な
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
無
視

し
て
、
自
分
た
ち
の
こ
と
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
故
、
我
々
は
、
自
分
自
身
と
い
う
観
念
や
自
分
た
ち
の
利
益
と
い
う
観

念
と
、
他
者
と
い
う
観
念
あ
る
い
は
他
者
の
善
と
い
う
観
念
を
分
離
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
」。
逆
に
い
え
ば
、
利
己
的
な
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行
為
は
、
自
己
の
利
益
を
優
先
す
る
か
ら
道
徳
的
に
問
題
で
あ
る
の
で
は
な
い
。「
そ
の
利
益
が
狭
く
限
定
さ
れ
た
も
の
と
な
る
」
こ

と
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
道
徳
的
な
観
点
か
ら
見
た
望
ま
し
い
自
己
と
は
、「
自
己
の
す
べ
て
の
能
力
と
習
慣
を
、
社
会

的
な
観
点
か
ら
考
慮
す
る
習
慣
を
形
成
し
、
実
現
し
て
い
る
も
の
」
で

51
）

あ
る
。
こ
う
し
た
、「
幸
福
」
の
社
会
的
な
次
元
の
実
現
を
導

く
の
は
、
人
間
の
持
つ
共
感
の
傾
向
で
あ
る
。
こ
う
し
た
共
感
の
傾
向
が
、
能
力
と
欲
望
の
調
和
と
拡
大
を
一
つ
の
協
調
的
な
全
体
へ

と
ま
と
め
上
げ
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
こ
の
共
感
と
自
己
の
持
つ
他
の
能
力
や
欲
望
と
の
融
合
こ
そ
が
、
道
徳
的
な
生
活
の
目
的
で

52
）

あ
る
。
道
徳
的
な
生
活
は
、
自
己
創
造
の
過
程
で
あ
り
、「
共
感
的
性
格
」
の
成
長
の
過
程
で
あ
る
。
倫
理
的
な
理
念
と
し
て
の
自
己

実
現
は
、「
自
然
的
な
自
己
を
構
成
す
る
始
原
的
か
つ
本
能
的
な
衝
動
に
満
ち
た
肉
体
か
ら
生
じ
る
、
自
発
的
な
自
己
の
形
成
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
、
社
会
化
さ
れ
た
欲
望
と
感
情
が
支
配
的
と
な
り
、
熟
慮
の
最
終
的
な
統
制
原
則
は
、
対
象
へ
の
愛
と
な
る
。
そ
し
て
、
そ

の
こ
と
が
こ
の
転
換
を
可
能
に
す
る
の
で

53
）

あ
る
」。
こ
う
し
て
、
デ
ュ
ー
イ
に
お
け
る
道
徳
的
な
理
想
と
し
て
の
自
己
は
、
そ
の
追
求

す
る
目
的
の
如
何
を
問
わ
ず
、
自
己
の
持
つ
力
と
能
力
を
内
的
に
統
合
し
、
外
的
に
は
他
者
と
の
間
に
共
感
に
基
づ
く
共
同
関
係
を
構

成
す
る
存
在
で
あ
る
。

こ
う
し
た
デ
ュ
ー
イ
の
個
人
観
は
、
そ
れ
ら
の
集
合
体
と
し
て
の
社
会
観
に
も
反
映
す
る
。
デ
ュ
ー
イ
は
、
社
会
の
理
想
像
を
「
道

徳
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」（m

o
ra
l d
em
o
cra

cy

）
と
名
付
け
る
が
、
そ
れ
は
、
個
々
の
行
動
を
導
く
倫
理
的
な
基
準
の
総
体
で
あ
る
。

善
い
社
会
は
、
善
い
個
人
と
同
様
、
多
様
で
あ
る
が
し
か
し
調
和
的
で
あ
り
、
成
長
し
つ
つ
も
統
一
さ
れ
た
全
体
で
あ
り
、
そ
れ
を
構

成
す
る
個
人
の
力
と
能
力
と
が
協
調
的
な
行
為
に
よ
っ
て
結
合
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
内
部
で
個
性
の
完
全
か
つ
自
由
な
表
現
が
可
能
な

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
で
あ
る
。
こ
う
し
た
社
会
が
形
成
さ
れ
、
維
持
さ
れ
る
の
は
、
前
述
の
個
人
観
の
必
然
的
な
帰
結
で
あ
る
。「
善
と

は
、
す
べ
て
の
人
が
参
加
し
、
各
自
の
力
が
引
き
出
さ
れ
、
利
用
さ
れ
、
再
強
化
さ
れ
る
活
動
で

54
）

あ
る
」。
し
た
が
っ
て
、
善
い
行
為

主
体
は
、
同
時
に
、
善
い
民
主
主
義
者
と
な
る
。「
道
徳
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
の
観
点
か
ら
規
制
さ
れ
た
社
会
的
な
善
を
目
的
と
し
て
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行
動
す
る
こ
と
は
、
自
分
の
行
為
の
結
果
に
影
響
を
受
け
る
す
べ
て
の
人
の
幸
福
の
観
点
か
ら
行
動
す
る
こ
と
に
等
し
い
。
こ
こ
で

は
、
他
者
の
自
由
が
、
自
己
の
行
動
の
適
切
な
対
象
を
規
定
す
る
と
い
う
意
味
で
、
自
己
の
自
由
と
結
合
し
て
い
る
。「
道
徳
的
デ
モ

ク
ラ
シ
ー
」
の
下
で
は
、
他
者
が
自
発
的
に
選
択
す
る
力
を
自
由
に
行
使
で
き
る
よ
う
な
条
件
と
対
象
を
保
持
で
き
る
よ
う
に
、
各
自

が
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
う
し
た
行
動
を
実
践
す
る
こ
と
は
、
現
実
に
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
し
ば
し
ば
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
理
念
に
対

す
る
違
背
が
生
じ
る
。
そ
う
し
た
違
背
の
中
で
も
、
も
っ
と
も
デ
ュ
ー
イ
が
厳
し
く
非
難
す
る
の
は
、「
パ
タ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な

慈
善
」
の
精
神
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
他
人
の
た
め
に
」
行
う
善
で
あ
っ
て
、「
他
人
と
と
も
に
」
行
う
善
で
は

55
）

な
い
。
つ
ま
り
、「
道
徳

的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
に
お
い
て
は
、
単
に
価
値
の
あ
る
目
的
が
追
求
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
追
求
が
自
由
か
つ
協
調
的
な
参
加
に

よ
っ
て
実
現
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
幸
福
と
は
行
動
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
あ
る
人
が
他
の
人
に
与
え
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。「
こ
の
幸
福
の
原
則
か
ら
逃
れ
た
り
、
避
け
た
り
す
る
方
法
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
自
発
的
な

行
動
主
体
の
行
為
能
力
の
行
使
の
う
ち
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
共
同
の
幸
福
の
原
則
か
ら
逃
れ
た
り
、
避
け
た
り
す
る
方
法

は
な
い
。
そ
れ
は
、
す
べ
て
の
関
係
者
の
自
発
的
な
行
動
の
調
和
的
な
行
使
の
う
ち
に
あ
る
か
ら
で

56
）

あ
る
」。
そ
れ
故
、
デ
ュ
ー
イ
は
、

「
道
徳
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
に
お
い
て
、
個
人
が
積
極
的
意
味
と
同
時
に
消
極
的
な
意
味
で
も
自
由
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
主
張
す

る
。
消
極
的
な
意
味
の
自
由
、
す
な
わ
ち
制
約
か
ら
の
自
由
は
、「
有
効
な
自
由
」（efficien

t freed
o
m

）
の
不
可
欠
の
条
件
で
あ

る
。「
有
効
な
自
由
」
と
は
、
自
己
の
能
力
を
最
大
限
に
発
揮
す
る
機
会
の
こ
と
で
あ
り
、「
目
的
を
も
た
ら
す
た
め
に
必
要
な
資
源
の

積
極
的
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
、
欲
望
を
満
た
す
た
め
の
手
段
の
所
持
、
そ
し
て
、
自
由
な
選
好
と
長
期
的
な
視
野
に
立
っ
た
欲
望
の
た

め
に
必
要
と
な
る
訓
練
さ
れ
た
自
発
性
と
反
省
の
能
力
と
い
う
精
神
的

57
）

な
力
」
を
意
味
す
る
。
こ
れ
ら
を
保
障
す
る
こ
と
が
、「
道
徳

的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
に
お
け
る
個
人
の
「
生
の
理
想
」
の
自
由
な
実
現
に
つ
な
が
る
と
デ
ュ
ー
イ
は
主
張
す
る
。
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し
か
し
、
こ
の
「
有
効
な
自
由
」
の
実
現
の
た
め
に
は
、
消
極
的
な
自
由
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
。
真
の
自
由
を
実
現
す
る
た
め

に
は
、
そ
の
実
現
の
た
め
の
手
段
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
こ
の
概
念
は
意
味
し
て
い
る
。
デ
ュ
ー
イ
は
、「
外
在
的
な
解
放
か

ら
の
単
な
る
解
放
に
よ
る
行
為
主
体
の
自
由
は
形
式
的
で
空
虚
で
あ
る
」
と
し
て
、
そ
う
し
た
消
極
的
な
意
味
の
自
由
を
主
体
的
に
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
能
力
を
個
人
が
持
つ
こ
と
が
、
自
由
の
実
現
の
不
可
欠
の
条
件
で
あ
る
と

58
）

す
る
。
そ
う
し
た
条
件
の
な
い
と
こ
ろ
で

は
、「
そ
の
人
は
不
可
避
的
に
自
分
自
身
を
他
者
の
目
的
や
観
念
の
実
現
の
た
め
に
差
し
出
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

熟
慮
と
発
明
の
能
力
が
な
け
れ
ば
、
彼
は
自
分
の
考
え
方
を
気
軽
に
取
り
上
げ
、
環
境
か
ら
の
提
案
を
表
面
的
に
受
け
止
め
、
精
神
に

吹
き
込
ま
れ
た
あ
る
階
級
の
利
益
の
観
念
に
占
有
さ
れ
て
し
ま
う
で
あ

59
）

ろ
う
」。

こ
の
「
有
効
な
自
由
」
の
概
念
を
デ
ュ
ー
イ
は
「
機
会
の
平
等
」（eq

u
a
lity

 
o
f o

p
p
o
rtu
n
ity

）
と
い
う
概
念
に
結
び
つ
け
る
。

こ
こ
で
「
機
会
の
平
等
」
と
デ
ュ
ー
イ
が
呼
ん
で
い
る
の
は
、
社
会
の
全
構
成
員
に
対
し
て
自
己
実
現
の
手
段
を
提
供
す
る
こ
と
で
あ

る
。
す
べ
て
の
人
が
同
じ
資
源
を
持
つ
必
要
は
な
い
け
れ
ど
も
、
す
べ
て
の
人
が
そ
の
必
要
と
す
る
も
の
を
持
つ
べ
き
で
あ
る
と
デ
ュ

ー
イ
は
主
張
す
る
。
デ
ュ
ー
イ
は
、「
機
会
の
平
等
」
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
人
が
単
一
の
競
争
に
参
加
す
る
た
め
に
同
じ
機
会
を
与

え
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
は
い
な
い
。
む
し
ろ
、「
機
会
の
平
等
」
は
、
す
べ
て
の
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
目
的
を
追
求
す
る
と
い
う
機

会
を
平
等
に
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
主
張
で
あ
っ
て
、
追
求
さ
れ
る
目
的
そ
の
も
の
は
多
様
な
も
の
で
あ
り
得
る
。
そ
し

て
、
そ
う
し
た
多
様
な
目
的
を
追
求
す
る
た
め
の
手
段
や
能
力
も
ま
た
多
様
な
も
の
で
あ
り
得
る
。
し
た
が
っ
て
、
社
会
は
そ
れ
ら
を

多
様
な
目
的
を
追
求
す
る
た
め
に
必
要
な
手
段
や
能
力
を
平
等
に
各
個
人
に
配
分
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
デ
ュ
ー
イ
に
お
け

る
機
会
の
平
等
は
、
自
由
な
個
性
の
追
求
と
発
展
を
促
進
す
る
も
の
で

60
）

あ
る
。

こ
う
し
た
「
有
効
な
自
由
」
を
実
現
す
る
た
め
に
、「
哲
学
」
は
実
践
の
場
を
必
要
と
す
る
。
そ
の
実
践
の
場
と
し
て
、
デ
ュ
ー
イ

が
選
択
し
た
の
は
教
育
で
あ
る
。「
近
代
社
会
に
お
い
て
は
、
学
校
が
哲
学
を
『
生
き
た
現
実
』
に
転
化
す
る
決
定
的
な
場
」
で
あ
る
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か
ら
で

61
）

あ
る
。
で
は
、
そ
う
し
た
「
哲
学
」
の
理
念
を
実
現
す
る
た
め
に
、
学
校
に
お
い
て
教
授
さ
れ
る
べ
き
内
容
と
は
何
で
あ
ろ
う

か
。こ

の
点
に
関
し
て
、
デ
ュ
ー
イ
が
強
調
す
る
の
は
、
科
学
的
な
思
考
方
法
の
鍛
錬
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
デ
ュ
ー
イ
に
と
っ

て
、
科
学
的
な
判
断
は
、
日
常
的
な
反
省
を
洗
練
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、「
損
な
わ
れ
て
い
な
い
子
供
本
来
の
態
度
、

す
な
わ
ち
、
強
い
好
奇
心
、
豊
か
な
想
像
力
、
実
験
的
な
探
求
へ
の
愛
、
こ
う
し
た
態
度
は
、
科
学
的
な
精
神
態
度
の
近
く
、
ほ
ん
の

す
ぐ
近
く
に

62
）

あ
る
」
の
で
あ
る
か
ら
、
子
ど
も
に
科
学
的
な
思
考
方
法
を
教
え
る
こ
と
は
決
し
て
困
難
で
は
な
い
。
前
述
し
た
よ
う

に
、
デ
ュ
ー
イ
に
お
け
る
科
学
的
な
思
考
方
法
は
、
自
然
だ
け
で
は
な
く
、
人
間
の
行
動
を
も
そ
の
対
象
と
し
う
る
。
そ
し
て
、
自
己

の
持
つ
「
生
の
理
想
」
に
対
し
て
適
切
に
調
整
さ
れ
た
手
段
を
実
現
す
る
こ
と
が
、
人
間
の
環
境
に
対
す
る
適
応
の
本
質
的
な
部
分
を

な
す
と
す
れ
ば
、
科
学
的
な
思
考
は
、
そ
う
し
た
適
応
と
し
て
の
自
己
実
現
、
す
な
わ
ち
「
有
効
な
自
由
」
の
実
現
の
た
め
に
不
可
欠

で
あ
る
。「
科
学
的
な
精
神
へ
の
直
感
な
し
で
は
、
有
効
に
方
向
付
け
ら
れ
た
省
察
を
行
う
た
め
に
、
人
間
が
得
た
最
良
の
ツ
ー
ル
を

所
持
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し

63
）

ま
う
」。

さ
ら
に
、
科
学
的
な
思
考
方
法
は
、
そ
の
使
用
を
通
し
て
、
共
同
体
が
所
持
し
て
い
る
特
定
の
認
知
的
価
値
に
対
す
る
参
加
を
も
た

ら
す
。
自
由
な
探
求
、
多
様
な
意
見
の
慣
用
、
自
由
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
科
学
的
な
探
求
の
必
要
条
件
で
あ
る
と
同
時
に
、

民
主
的
な
社
会
と
政
治
の
必
要
条
件
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
科
学
は
、
有
効
な
思
考
の
方
法
を
提
供
す
る
だ
け
で
な
く
、
知
性
の

「
社
会
化
」
を
実
現
す
る
集
団
の
形
成
を

64
）

促
す
。
こ
う
し
て
、
科
学
的
な
思
考
は
、
本
質
的
に
社
会
的
な
も
の
で
あ
る
の
で
、
学
校
は

そ
れ
自
体
が
小
さ
な
科
学
的
共
同
体
で
あ
る
よ
う
に
組
織
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
子
供
た
ち
は
、
継
続
中
の
実
験
に
参
加
し
、
他

の
参
加
者
と
意
見
を
交
換
し
、
自
分
自
身
の
意
見
を
修
正
し
、
そ
う
す
る
中
で
、
自
分
自
身
を
協
働
的
な
共
同
体
の
一
員
と
し
て
構
成

し
て
い
く
の
で
あ
る
。
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し
か
し
、
デ
ュ
ー
イ
は
単
な
る
技
術
的
な
意
味
に
お
け
る
「
科
学
」
の
重
要
性
を
強
調
す
る
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
デ
ュ
ー
イ
は
、
教

育
に
お
け
る
科
学
的
な
道
徳
的
判
断
力
の
必
要
性
に
大
き
な
注
意
を
払
う
。
学
校
に
お
け
る
科
学
的
な
思
考
法
の
教
育
が
、
民
主
的
な

共
同
体
に
ふ
さ
わ
し
い
心
的
な
態
度
を
形
成
す
る
と
と
も
に
、
最
終
的
に
は
熟
慮
さ
れ
た
実
践
的
な
判
断
力
の
養
成
に
結
び
つ
け
ら
れ

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
。
そ
れ
は
、
単
な
る
科
学
の
領
域
を
超
え
出
て
、「
哲
学
」
の
領
域
に
接
近
す
る
。「
科
学
は
、

最
も
簡
単
か
つ
効
率
的
に
そ
れ
を
な
す
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
を
語
る
だ
け
で
な
く
、
何
を
な
す
の
か
を
語
ら
ね
ば
な
ら

65
）

な
い
」。

し
た
が
っ
て
、
デ
ュ
ー
イ
の
教
育
論
の
中
で
も
っ
と
も
重
点
が
置
か
れ
る
の
は
、
科
学
で
は
な
く
歴
史
で
あ
る
。
歴
史
こ
そ
が
、「
道

徳
的
教
育
の
最
も
有
効
な
意
識
的
道
具
」
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
歴
史
は
、
子
供
た
ち
に
「
社
会
生
活
の
価
値
を
評
価
し
、
人
間
の
有

効
な
協
力
に
よ
る
力
を
想
像
さ
せ
、
そ
う
し
た
協
力
を
生
み
出
す
性
質
を
理
解
さ
せ
る
こ
と
を
可
能
に

66
）

す
る
」
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
デ
ュ
ー
イ
の
教
育
論
は
、「
賢
慮
と
し
て
の
哲
学
」
の
概
念
を
通
し
て
、
個
人
の
「
生
の
理
想
」
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
を

結
合
す
る
。
デ
ュ
ー
イ
は
、
民
主
社
会
の
原
則
を
、
教
育
の
場
に
持
ち
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
子
供
の
民
主
的
な
傾
向
を
促
進
し
、
よ

い
民
主
主
義
者
を
育
て
上
げ
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
考
え
る
。
子
供
た
ち
に
い
か
に
考
え
る
か
を
教
え
る
場
合
と
同
様
、
自
ら
の
目

的
を
、
誰
か
に
強
制
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
自
分
自
身
の
性
向
に
合
わ
せ
た
方
向
に
主
体
的
に
構
成
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら

67
）

れ
る
。

そ
れ
に
よ
っ
て
、
子
ど
も
は
、
自
ら
の
「
生
の
理
想
」
を
自
ら
確
立
し
、
そ
れ
を
追
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
民
主
主
義
的
な
性
向
を
育
て
る
た
め
に
、
デ
ュ
ー
イ
が
最
良
の
方
法
と
考
え
た
の
は
、
学
校
の
子
供
た
ち
を
最
初
か
ら
社
会

生
活
の
中
に
お
く
こ
と
で
あ
り
、「
協
同
的
生
活
様
式
」
と
い
う
民
主
社
会
に
特
徴
的
な
形
式
の
中
で
育
て
る
こ
と
で
あ
る
。
完
全
な

参
加
の
共
同
体
と
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ト
さ
れ
た
統
合
経
験
」
の
中
で
、
社
会
的
な
共
感
と
熟
慮
さ
れ
た
道
徳
的
な
理
性
が
発
展
し
て
い

く
の
で

68
）

あ
る
。
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6

お
わ
り
に

デ
ュ
ー
イ
の
参
戦
論
の
一
つ
の
特
質
を
な
す
ド
イ
ツ
批
判
の
論
理
は
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
に
移
動
し
て
以
降
の
デ
ュ
ー
イ
の
思
想
の

い
わ
ば
集
大
成
と
し
て
の
性
格
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
デ
ュ
ー
イ
の
思
想
的
な
発
展
が
も
た
ら
し
た
必
然
的
な
帰
結
で
あ
る
と
い

っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

デ
ュ
ー
イ
が
、「
ド
イ
ツ
哲
学
」
を
否
定
す
る
と
き
、
そ
こ
で
意
味
さ
れ
て
い
る
哲
学
は
認
識
論
あ
る
い
は
形
而
上
学
と
し
て
の
哲

学
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
生
の
構
想
を
示
す
も
の
と
し
て
の
「
哲
学
」
な
の
で
あ
る
。
デ
ュ
ー
イ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た

「
哲
学
」
の
営
み
は
、
単
に
自
ら
の
理
想
と
す
る
生
き
方
を
示
す
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
適
切
な
形
式
と
手
続
き
に
よ
っ
て
提
示
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
、「
哲
学
」
に
は
、
常
に
二
つ
の
危
険
が
つ
き
ま
と
う
。
一
つ
は
、
そ
う
し
た
形
式
を
満
た
す
こ
と
を

重
視
す
る
あ
ま
り
、
厳
密
な
形
式
の
み
が
実
現
さ
れ
て
、
内
容
が
空
疎
に
帰
し
て
し
ま
う
可
能
性
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
二
元
論
的
な
哲

学
が
示
し
て
い
る
の
は
、
厳
密
な
形
式
的
哲
学
に
支
え
ら
れ
た
、
空
疎
な
実
践
哲
学
と
し
て
の
「
哲
学
」
の
姿
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の

危
険
は
、
形
式
が
あ
ま
り
に
軽
視
さ
れ
て
、
内
容
が
単
な
る
自
己
の
願
望
の
提
示
に
な
っ
て
し
ま
う
危
険
性
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
二
元

論
哲
学
は
、
内
容
と
形
式
を
切
り
離
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
形
式
に
と
ら
わ
れ
な
い
内
容
の
自
由
な
読
み
込
み
を
許
す
結
果
を
も
生
ん

だ
。
ヘ
ー
ゲ
ル
以
降
の
ド
イ
ツ
哲
学
が
た
ど
っ
た
道
は
、
こ
の
ル
ー
ト
で
あ
る
こ
と
に

69
）

な
る
。

し
か
し
、
デ
ュ
ー
イ
の
「
哲
学
」
は
、
各
個
人
の
目
的
の
多
様
性
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
理
想
と
し
て
い
る
の
で
は

な
か
っ
た
か
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ド
イ
ツ
哲
学
的
な
文
化
・
教
育
環
境
の
中
で
成
長
し
た
人
々
が
持
つ
価
値
観
は
、
な
ぜ
そ
う

し
た
多
様
な
目
的
の
一
つ
と
し
て
寛
容
の
対
象
に
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
デ
ュ
ー
イ
の
個
人
観
を
検
討
す
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
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デ
ュ
ー
イ
の
共
同
体
に
お
い
て
各
人
が
追
求
す
る
独
自
の
生
は
、
し
か
し
、
そ
れ
が
他
の
人
々
の
生
と
の
間
で
統
合
さ
れ
て
い
る
限
り

に
お
い
て
、
寛
容
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
各
個
人
の
追
求
す
る
生
は
、
通
約
不
能
な
も
の
と
し
て
、
価
値
的
序
列
を
逃
れ
た
と
こ
ろ
に
存

在
す
る
。
む
し
ろ
重
要
な
の
は
、「
生
の
形
式
」
と
し
て
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
原
則
が
満
た
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
で
あ
り
、
そ
の
意

味
で
言
え
ば
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
原
則
を
満
た
す
こ
と
が
本
質
的
に
不
可
能
な
生
の
理
想
に
対
し
て
は
、
デ
ュ
ー
イ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

は
不
寛
容
な
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
哲
学
が
生
み
出
す
「
生
の
形
式
」
は
、
個
人
の
自
発
的
な
共
同
体
へ
の
参
加
を
否
定
し
、
他
者
と
の

関
係
を
個
人
の
生
の
外
部
に
押
し
や
る
点
で
、
デ
ュ
ー
イ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
原
則
と
は
相
容
れ
な
い
。
そ
れ
故
、
ド
イ
ツ
的
な
「
生

の
形
式
」
の
中
で
養
わ
れ
る
生
の
理
想
は
、
い
か
な
る
も
の
で
あ
れ
、
そ
れ
は
デ
ュ
ー
イ
に
と
っ
て
容
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

と
な
る
。

し
か
し
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
い
う
特
定
の
「
生
の
形
式
」
が
正
当
な
も
の
と
し
て
価
値
の
基
準
に
な
る
の
は
、
あ
る
特
定
の
共
同
体

の
中
だ
け
で
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
デ
ュ
ー
イ
が
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
は
ア
メ
リ
カ
の
哲
学
で
あ
る
以
上
、

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
い
う
「
生
の
形
式
」
が
正
当
性
を
持
つ
の
は
、
ア
メ
リ
カ
と
い
う
特
定
の
文
化
的
共
同
体
の
中
に
限
定
さ
れ
る
の
で

は
な
い
で
あ
ろ

70
）

う
か
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
異
な
る
文
化
的
な
価
値
観
の
元
に
あ
る
社
会
に
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
い
う
「
生
の
形

式
」
の
判
断
基
準
を
適
用
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
デ
ュ
ー
イ
の
哲
学
の
前
提
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ド
イ
ツ
哲
学
と
政
治
」
で
デ
ュ
ー
イ
が
行
っ
た
最
大
の
「
飛
躍
」
は
、
こ
の
文
化
的
な
制
約
に
関
す
る
議
論
で
あ
ろ
う
。
ア
メ
リ

カ
の
哲
学
と
ア
メ
リ
カ
の
文
化
的
価
値
を
無
条
件
に
拡
大
す
る
こ
と
は
、
デ
ュ
ー
イ
の
哲
学
か
ら
は
自
動
的
に
正
当
化
し
得
な
い
は
ず

で

71
）

あ
る
。
こ
れ
が
、
デ
ュ
ー
イ
の
参
戦
論
に
対
す
る
批
判
、
と
り
わ
け
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
を
も
っ
と
も
よ
く
理
解
し
て
い
る
人
々

か
ら
の
批
判
を
生
み
出
し
た
大
き
な
原
因
で
あ
ろ
う
。
一
九
一
五
年
以
前
の
デ
ュ
ー
イ
は
、
も
っ
ぱ
ら
ア
メ
リ
カ
の
哲
学
と
し
て
の
プ

ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
建
設
に
傾
注
す
る
あ
ま
り
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
そ
の
も
の
の
持
つ
文
化
的
被
規
定
性
に
対
し
て
、
強
い
関
心
を
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寄
せ
て
い
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
し
ば
し
ば
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
文
化
内
で
の
み
成
り
立
つ
は
ず
の
諸
帰
結
が
、
あ
た
か
も
普

遍
的
に
適
用
可
能
で
あ
る
か
の
よ
う
に
議
論
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
欧
州
大
戦
が
ジ
ョ
ン
・
デ
ュ
ー
イ
に
も

た
ら
し
た
も
の
は
、
こ
う
し
た
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
文
化
依
存
性
の
再
認
識
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
一
九
二
〇

年
代
に
入
っ
て
、
デ
ュ
ー
イ
が
相
次
い
で
理
論
的
な
著
作
を
出
版
す
る
の
も
、
そ
う
し
た
文
脈
の
中
で
理
解
す
べ
き
で
あ
る
か
も
し
れ

な
い
。
文
化
的
被
規
定
性
の
認
識
の
上
に
展
開
し
た
一
九
二
〇
年
代
の
デ
ュ
ー
イ
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
と
政
治
・
社
会
思
想
に
つ
い

て
は
、
稿
を
改
め
て
検
討
し
て
み
た
い
。

＊
本
論
文
は
、
科
学
研
究
費
基
盤
研
究

Ｃ
）「
第
一
次
世
界
大
戦
へ
の
参
戦
問
題
を
契
機
と
す
る
ア
メ
リ
カ
の
改
革
派
知
識
人
の
分
裂
と
そ
の
意
義
」（
課

題
番
号
１
７
５
３
０
１
１
３
、
平
成
十
七
〜
十
八
年
度
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

１
）

欧
州
大
戦
の
参
戦
問
題
を
め
ぐ
る
論
考
は
、
膨
大
に
あ
る
。
本
稿
は
、
主
と
し
て
以
下
の
議
論
に
関
係
す
る
範
囲
内
で
の
み
し
か
、
そ
れ
ら
の
資
料

を
参
照
し
て
い
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
こ
こ
で
記
述
さ
れ
る
の
は
、
参
戦
問
題
を
め
ぐ
る
ア
メ
リ
カ
の
知
的
世
界
の
「
一
風
景
」
で
あ
っ
て
、
決
し
て
そ

の
全
体
像
で
は
な
い
。

２
）

欧
州
大
戦
が
革
新
主
義
的
な
知
識
人
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
は
、F

o
rcey

1961

）、H
irsch

feld
1963

）
お
よ
びR

o
ch
ester

1977

）
が
古

典
的
な
研
究
で
あ
る
。

３
）

デ
ュ
ー
イ
の
政
治
的
立
場
は
本
来
『
ニ
ュ
ー
・
リ
パ
ブ
リ
ッ
ク
』
誌
の
編
者
た
ち
と
は
か
な
り
異
な
る
。
例
え
ば
、『
ニ
ュ
ー
・
リ
パ
ブ
リ
ッ
ク
』

誌
の
編
者
た
ち
が
革
新
党
の
支
持
に
回
っ
た
一
九
一
二
年
の
大
統
領
選
挙
で
は
、
デ
ュ
ー
イ
は
社
会
主
義
者
で
あ
る
ユ
ー
ジ
ン
・
デ
プ
ス
に
投
票
し
て
い

る
。
こ
う
し
た
政
治
的
傾
向
の
大
き
く
異
な
る
知
識
人
間
に
協
力
関
係
が
成
立
し
た
こ
と
は
、
革
新
主
義
運
動
の
幅
の
広
さ
を
物
語
る
と
同
時
に
、
革
新

主
義
と
い
う
言
葉
の
も
つ
曖
昧
さ
を
も
反
映
し
て
い
る
。
実
際
、
デ
ュ
ー
イ
を
革
新
主
義
者
と
規
定
す
る
こ
と
に
、
ど
れ
だ
け
の
意
味
が
あ
る
の
か
は
判

然
と
し
な
い
。
革
新
主
義
の
多
様
な
意
味
と
そ
の
中
で
の
デ
ュ
ー
イ
の
位
置
に
つ
い
て
は
、W

estb
ro
o
k
1991

）,p
p
.182

194

の
整
理
が
有
用
で
あ

る
。
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４
）

世
代
越
え
た
連
合
」
は
、
ウ
ェ
ス
ト
ブ
ル
ッ
ク
の
用
語
で
あ
る
。W

estb
ro
o
k
1991

）,p
.197.

５
）

こ
れ
は
、
デ
ュ
ー
イ
の
意
図
し
な
か
っ
た
結
果
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
デ
ュ
ー
イ
は
、「
公
共
的
知
識
人
」

p
u
b
lic in

tellectu
a
ls

）
と
し
て
の

役
割
を
積
極
的
に
果
た
す
こ
と
を
自
ら
の
役
割
と
考
え
て
い
た
し
、
ボ
ー
ン
を
始
め
と
す
る
周
囲
の
人
々
も
、
そ
う
し
た
デ
ュ
ー
イ
の
行
動
に
一
種
の
期

待
を
持
っ
て
い
た
。
そ
う
し
た
期
待
を
明
確
に
表
す
も
の
と
し
て
、B

o
u
rn
e
1915

＝
1977

）
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

６
）

前
注
の
よ
う
に
ボ
ー
ン
は
、
自
ら
が
期
待
し
た
公
共
的
知
識
人
と
し
て
の
デ
ュ
ー
イ
に
大
い
に
期
待
を
か
け
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
デ
ュ
ー

イ
が
展
開
し
た
参
戦
容
認
論
に
対
す
る
幻
滅
も
大
き
か
っ
た
。B

o
u
rn
e
1917a

＝
1977

）、B
o
u
rn
e
1917b

＝
1977

）
を
参
照
。

７
）

B
o
u
rn
e
1917a

＝
1977

）,p
p
.343

345.

８
）

批
判
的
な
評
価
の
代
表
と
し
て
はL

a
sch

1965

）
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
逆
に
、
好
意
的
に
評
価
し
て
い
る
も
の
と
し
て
は
、

W
estb

ro
o
k
1991

）、R
y
a
n
1995

）、B
u
llert

1983

）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

９
）

戦
時
リ
ベ
ラ
ル
」
は
、
ビ
ュ
ラ
ー
ト
の
用
語
で
あ
る
。B

u
llert

1983

）,p
.45.

な
お
、
欧
州
大
戦
期
お
よ
び
大
戦
後
の
ニ
ュ
ー
・
リ
パ
ブ
リ
ッ

ク
誌
の
動
向
に
関
し
て
は
、L

ev
y
1985

）
お
よ
びS

eid
em
a
n
1986

）
を
参
照
。

10
）

A
n
g
ell

1915

）
を
参
照
。

11
）

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
に
お
け
る
戦
局
の
展
開
と
ニ
ュ
ー
・
リ
パ
ブ
リ
ッ
ク
誌
の
論
調
の
変
化
に
関
し
て
は
、B

u
llert

1983

）,p
p
.49

60

が
概
略
を

提
示
し
て
い
る
。

12
）

D
ew
ey

1916a

）
お
よ
びD

ew
ey

1916b

）
を
参
照
。
こ
こ
で
デ
ュ
ー
イ
は
、
目
的
を
実
現
す
る
た
め
に
必
要
な
力
の
行
使
で
あ
る“F

o
rce”

と
、
目
的
の
実
現
に
不
適
切
な
力
の
行
使
で
あ
る“V

io
len
ce”

を
区
別
し
た
上
で
、
戦
争
が
も
た
ら
す
具
体
的
な
結
果
に
基
づ
い
て
、
そ
の
戦
争
に
用

い
ら
れ
た
力
の
種
類
、
ひ
い
て
は
、
戦
争
そ
の
も
の
の
正
当
性
を
判
断
す
べ
き
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。

13
）

戦
争
が
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
適
用
さ
れ
る
も
っ
と
も
典
型
的
な
場
合
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
有
効
性
の
重
要
な
試
金
石
と

な
る
と
い
う
理
解
は
、
同
時
代
に
も
存
在
し
た
。
も
っ
と
も
典
型
的
な
も
の
と
し
て
、B

o
u
rn
e
1915

）
を
参
照
。

14
）

デ
ュ
ー
イ
の
平
和
主
義
批
判
に
関
し
て
は
、D

ew
ey

1916b

）
お
よ
びD

ew
ey

1917a

）
を
参
照
。

15
）

こ
れ
ら
の
活
動
と
そ
の
解
釈
に
関
し
て
は
、R

y
a
n
1995

）,p
p
.197

198

が
説
得
的
で
あ
る
。

16
）

デ
ュ
ー
イ
の
欧
州
大
戦
を
め
ぐ
る
議
論
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
あ
る
。W

est-

b
ro
o
k
1991

）,p
.196,

n
.2

は
、
こ
れ
ら
の
論
争
に
つ
い
て
の
明
晰
な
見
取
り
図
を
示
し
て
い
る
。
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17
）

D
ew
ey

1915

）
を
参
照
。

18
）

D
ew
ey

1915

）,C
h
a
p
.1,

p
p
.140

162

。
な
お
、
こ
の
部
分
お
よ
び
以
下
の
要
約
に
あ
た
っ
て
は
、W

estb
ro
o
k
1991

）,p
p
.197

202

お
よ

びR
y
a
n
1995

）,p
p
.191

192

を
参
考
に
し
て
い
る
。

19
）

D
ew
ey

1915

）,C
h
a
p
.2,

p
p
.162

184.

20
）

D
ew
ey

1915

）,C
h
a
p
.3,

p
p
.184

200.

21
）

D
ew
ey

1915a

）,p
p
.200

205.

22
）

こ
の
時
期
の
デ
ュ
ー
イ
は
、
他
に
も
ド
イ
ツ
哲
学
に
対
す
る
論
考
を
執
筆
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、『
ド
イ
ツ
哲
学
と
政
治
』
に
比
較
す
る
と
、
は

る
か
に
短
い
文
章
で
あ
る
が
、
そ
の
本
質
的
な
特
徴
は
共
通
し
て
い
る
。D

ew
ey

1915b

）、D
ew
ey

1916c

）
を
参
照
。

23
）

ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
の
卒
業
生
を
中
心
と
す
る
ド
イ
ツ
観
念
論
の
初
期
的
な
受
容
に
関
し
て
は
、M

en
a
n
d
2001

）
を
参
照
。
後
述
す
る
よ
う
に
、

認
識
論
的
に
は
観
念
論
か
ら
距
離
を
置
く
よ
う
に
な
っ
た
と
は
い
え
、
デ
ュ
ー
イ
の
ド
イ
ツ
哲
学
自
体
へ
の
関
心
は
、
こ
の
時
期
も
衰
え
て
は
い
な
い
と

考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、D

ew
ey

1916c

）
で
の
ニ
ー
チ
ェ
に
対
す
る
肯
定
的
な
評
価
は
、
こ
の
時
期
の
ア
メ
リ
カ
で
は
か
な
り
異
例
の
も
の
で
あ
り
、

デ
ュ
ー
イ
の
深
い
見
識
が
う
か
が
え
る
。
デ
ュ
ー
イ
の
ニ
ー
チ
ェ
理
解
の
問
題
、
お
よ
び
、
こ
の
時
期
の
も
う
一
つ
の
デ
ュ
ー
イ
と
観
念
論
の
つ
な
が
り

を
媒
介
す
る
ベ
ル
グ
ソ
ン
理
解
の
問
題
は
、
今
後
の
検
討
を
要
す
る
、
興
味
深
い
問
題
で
あ
る
。

24
）

D
ew
ey

1915a

）,p
.142.

25
）

D
ew
ey

1915a

）,p
.143.

26
）

こ
の
よ
う
な
推
測
の
も
う
一
つ
の
根
拠
は
、
デ
ュ
ー
イ
自
身
に
あ
る
。
一
九
二
〇
年
代
に
入
っ
て
、
デ
ュ
ー
イ
は
多
く
の
哲
学
的
な
著
作
を
著
し
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
デ
ュ
ー
イ
自
身
は
、
こ
の
時
期

一
九
一
六
年
）
に
書
か
れ
た
『
民
主
主
義
と
教
育
』
を
持
っ
て
、
自
己
の
哲・
学・
的・
な・
立・
場・
を
も
っ

と
も
よ
く
表
現
し
た
も
の
と
発
言
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
デ
ュ
ー
イ
思
想
に
お
け
る
哲
学
と
教
育
、
そ
し
て
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
三
要
素

の
関
係
の
重
要
性
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

27
）

以
下
の
記
述
に
関
し
て
は
、W

estb
ro
o
k
1991

）,C
h
a
p
.5,

p
p
.117

149

の
整
理
を
参
考
に
し
て
い
る
。

28
）

Ja
m
es

1898

）、P
erry

1902

）、M
o
n
ta
g
u
e
1902

）.

ま
た
、M

en
a
n
d
2001

）,P
a
rt.5

を
参
照
。

29
）

一
般
に
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
歴
史
を
議
論
す
る
場
合
に
挙
げ
ら
れ
る
三
人
の
確
立
者
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
ー
ム
ズ
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
Ｓ
・
パ
ー

ス
、
ジ
ョ
ン
・
デ
ュ
ー
イ
の
間
に
は
、
経
験
に
よ
る
検
証
と
い
う
基
本
的
な
観
念
を
共
有
し
つ
つ
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
差
異
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
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る
。
パ
ー
ス
が
、
混
乱
を
避
け
る
と
い
う
理
由
で
、「
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
」
と
い
う
用
語
の
使
用
を
止
め
る
ほ
ど
、
当
事
者
に
と
っ
て
そ
の
差
異
の
意

識
は
大
き
か
っ
た
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
・
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ス
ト
内
部
の
哲
学
的
な
差
異
を
分
析
す
る
こ
と
が
目
的
で
は
な
い
の
で
、
基

本
的
に
デ
ュ
ー
イ
の
論
じ
る
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
観
念
に
基
づ
い
て
議
論
を
整
理
し
て
あ
る
。

30
）

W
estb

ro
o
k
1991

）,p
.124.

31
）

D
ew
ey

1905

）,p
.158.

32
）

D
ew
ey

1917b

）,p
p
.8

10.

33
）

D
ew
ey

1916d
）,p

.326.

34
）

D
ew
ey

1917b
）,p

.15.

35
）

D
ew
ey

1903

）,p
p
.3

4.

36
）

D
ew
ey

1910a

）,p
p
.236

237.

37
）

D
ew
ey

1910a

）,p
.239.

38
）

D
ew
ey

1910a

）,p
.201.

39
）

D
ew
ey

1910b

）,p
.78.

40
）

D
ew
ey

1911

）,p
.31.

41
）

D
ew
ey

1903

）,p
p
.21

22.

42
）

D
ew
ey

1903

）,p
p
.23

24.

43
）

W
estb

ro
o
k
1991

）,p
.145

。
デ
ュ
ー
イ
自
身
が
「
哲
学
」
と
の
関
係
で
「
道
徳
的
想
像
力
」
と
い
う
術
語
を
使
用
し
た
箇
所
は
、
管
見
の
限
り

で
は
見
あ
た
ら
な
い
。

44
）

D
ew
ey

1918

）,p
.44.

45
）

D
ew
ey

1918

）,p
.44.

46
）

D
ew
ey

1918

）,p
.43.

47
）

D
ew
ey

1918

）,p
.46.

48
）

D
ew
ey a

n
d T

u
fts

1908

）,p
.254.
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49
）

D
ew
ey a

n
d T

u
fts

1908

）,p
.256.

50
）

D
ew
ey a

n
d T

u
fts

1908

）,p
.259.

51
）

D
ew
ey a

n
d T

u
fts

1908

）,p
.271.

52
）

D
ew
ey a

n
d T

u
fts

1908

）,p
.303.

53
）

D
ew
ey a

n
d T

u
fts

1908

）,p
.357.

54
）

D
ew
ey a

n
d T

u
fts

1908

）,p
.286.

55
）

D
ew
ey a

n
d T

u
fts

1908

）,p
.277.

56
）

Ib
id
.

57
）

D
ew
ey a

n
d T

u
fts

1908

）,p
.392.

58
）

Ib
id
.

59
）

Ib
id
.

60
）

D
ew
ey a

n
d T

u
fts

1908

）,p
p
.487

492.

61
）

D
ew
ey

1912
13

）,p
p
.306

307.

62
）

D
ew
ey

1910a

）,p
.179.

63
）

D
ew
ey

1916e

）,p
.197.

64
）

D
ew
ey

1910b

）,p
.79.

65
）

D
ew
ey

1910b

）,p
p
.78

79.

66
）

D
ew
ey

1909

）,p
.192.

67
）

D
ew
ey

1916e

）,p
.41.

68
）

D
ew
ey

1916e

）,p
.93.

69
）

D
ew
ey

1918

）,p
.43.

70
）

D
ew
ey

1922

）,p
.307.

71
）

そ
れ
ゆ
え
、『
ド
イ
ツ
哲
学
と
政
治
』
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
使
命
に
つ
い
て
の
デ
ュ
ー
イ
の
言
明
を
字
義
通
り
に
受
け
止
め
る
こ
と
は
、
や
や
軽
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率
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ウ
ェ
ス
ト
ブ
ル
ッ
ク
は
、
デ
ュ
ー
イ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
の
根
底
に
「
多
民
族
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
の
観
念
が
あ
っ
た
こ
と
を
指

摘
す
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
「
ア
メ
リ
カ
的
観
念
」
に
止
ま
る
も
の
で
あ
り
、
他
の
文
化
的
共
同
体
に
拡
大
す
る
論
理
を
デ
ュ
ー
イ
は
持
っ
て
い
な

か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

【
文
献
一
覧
】

ジ
ョ
ン
・
デ
ュ
ー
イ
の
著
作
・
論
文
に
関
し
て
は
、Jo A

n
n B

o
y
d
sto
n
ed
.

）,T
h
e C

o
llected W

o
rk
s o
f Jo

h
n D

ew
ey
,1882

1953,S
o
u
th
ern

 
Illin

o
is U

n
iv
ersity P

ress,
1968

1990

所
収
の
も
の
か
ら
引
用
を
行
っ
た
。
た
だ
し
、
筆
者
が
参
照
し
た
の
は
、
一
九
九
六
年
に
発
行
さ
れ
た
電
子
版

E
lectric E

d
itio

n

）
で
あ
る
。
そ
の
長
年
に
わ
た
る
旺
盛
な
執
筆
活
動
を
反
映
し
て
、
デ
ュ
ー
イ
の
著
作
集
は
三
七
巻
も
の
量
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
著

作
集
は
、
初
期
著
作
集

E
a
rly W

o
rk
s 1882

1898

）、
中
期
著
作
集

M
id
d
le W

o
rk
s,
1899

1924

）、
後
期
著
作
集

L
a
ter W

o
rk
s,
1924

1953

）

に
分
割
し
て
出
版
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
の
引
用
も
、
各
期
の
著
作
集
で
の
巻
数
・
ペ
ー
ジ
数
で
表
記
す
る
。

A
n
g
ell,

N
o
rm
a
n
(1915 ),

“A
 
N
ew
 
K
in
d o

f W
a
r”,

in N
ew
 
R
epu

blic
(Ju

ly 31,
1915 )

p
p
.327 -329

 
B
o
u
rn
e,
R
a
n
d
o
lp
h
(1917a

＝
1977 ),

“T
w
ilig

h
t o
f Id

o
ls”,

in H
a
n
sen

(1977 )

B
o
u
rn
e,
R
a
n
d
o
lp
h
(1915a

＝
1977 ),

“Jo
h
n D

ew
ey
’s P

h
ilo
so
p
h
y
”,
in H

a
n
sen

(1977 )

B
o
u
rn
e,
R
a
n
d
o
lp
h
(1915b

＝
1977 ),

“M
en
ta
l U

n
p
rep

a
red

n
ess”,

in N
ew
 
R
epu

blic
(S
ep
tem

b
er 15,

1915 ),
p
p
.40 -48

 
B
o
u
rn
e,
R
a
n
d
o
lp
h
(1917b

＝
1977 ),

“T
h
e W

a
r a
n
d T

h
e In

tellectu
a
ls”,

in H
a
n
sen

(1977 )

B
u
llert,

G
a
ry
(1983 ),

T
h
e P

olitics of Joh
n
 
D
ew
ey
,
B
u
ffa
lo
:
P
ro
m
eth

eu
s B

o
o
k
s

 
D
ew
ey
,
Jo
h
n
(1910b

),
“S
cien

ce a
s S

u
b
ject -M

a
tter a

n
d a

s M
eth

o
d
”,
M
id
d
le
 
W
orks

,
V
o
l.
6,
p
p
.69 -79

 
D
ew
ey
,
Jo
h
n
(1903 ),

“L
o
g
ica
l C
o
n
d
itio

n o
f S

cien
tific T

rea
tm
en
t o
f M

o
ra
lity

”,
M
id
d
le
 
W
orks V

o
l.
3,
p
p
.3 -40

 
D
ew
ey
,
Jo
h
n
(1904 ),

“T
h
e P

o
stu
la
te o

f Im
m
ed
ia
te E

m
p
iricism

”,
M
id
d
le
 
W
orks V

o
l.
3,
p
p
.159 -169

 
D
ew
ey
,
Jo
h
n
(1909 ),

“H
isto

ry fo
r th

e E
d
u
ca
to
r”,

in M
id
d
le
 
W
orks V

o
l.
4,
p
p
.192 -198

 
D
ew
ey
,
Jo
h
n
(1910a

),
“H
o
w
 
W
e T

h
in
k
”,
M
id
d
le
 
W
orks

,
V
o
l.
6,
p
p
.179 -357

 
D
ew
ey
,
Jo
h
n
(1911 ),

“T
h
e P

ro
b
lem

 
o
f T

ru
th
”,
M
id
d
le
 
W
orks

,
V
o
l.
6,
p
p
.12 -68
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D
ew
ey
,
Jo
h
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