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伊
東
俊
太
郎
博
士
の
講
演
論
文
集
が
出
版
さ
れ

た
。最

初
に
本
書
の
特
徴
を
二
点
指
摘
す
る
こ
と
か

ら
、
図
書
紹
介
を
始
め
た
い
。

第
一
に
、
本
書
は
『
伊
東
俊
太
郎
著
作
集
』

（
以
下
、『
著
作
集
』
と
略
す
）
全
十
二
巻
の
出
版

が
完
了
し
た
後
に
、
編
集
出
版
さ
れ
た
単
著
だ
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。『
著
作
集
』
の
出
版
は
、
二

〇
〇
八
年
一
〇
月
に
第
七
巻
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
、

八
〜
十
、
一
〜
六
、
十
一
、
十
二
と
い
う
順
序
で

出
版
さ
れ
、
二
〇
一
〇
年
八
月
に
完
了
し
た
。
こ

の
間
、
伊
東
博
士
は
、
著
作
集
全
巻
の
校
正
を
手

掛
け
、
す
べ
て
の
文
字
に
目
を
通
さ
れ
た
。
執
筆

当
時
の
自
分
と
対
話
し
、
自
ら
構
築
し
て
き
た
科

書
評
・
図
書
紹
介

伊
東
俊
太
郎
著

『
変 

容
の
時
代

―
科
学
・
自
然
・
倫
理
・
公
共
』

立
木　

教
夫

学
哲
学
・
科
学
史
・
科
学
社
会
学
・
比
較
文
明
学

等
の
学
問
的
業
績
の
全
体
を
振
り
返
ら
れ
た
は
ず

で
あ
る
。
伊
東
博
士
は
、
巨
大
な
学
問
的
業
績
の

全
貌
を
振
り
返
り
、
人
類
の
未
来
を
切
り
拓
く
た

め
に
は
さ
ら
に
述
べ
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い

こ
と
が
あ
る
と
思
わ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
私
は
、『
変
容
の
時
代
』
を
読
み
な
が
ら
そ

の
よ
う
に
感
じ
た
。

第
二
は
、
各
章
が
講
演
を
も
と
に
執
筆
さ
れ
た

「
講
演
論
文
」
と
い
う
形
式
を
と
っ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
伊
東
博
士
は
、
周
到
な
準
備
を
し
て
講

演
に
臨
ま
れ
、
そ
の
講
演
の
筆
耕
原
稿
に
加
筆
修

正
を
行
う
こ
と
で
、
口
語
的
雰
囲
気
を
残
し
た
論

文
に
仕
上
げ
ら
れ
た
。
こ
の
「
講
演
論
文
」
と
い

う
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
伊
東
博
士
が
切
り
拓
か
れ
た
新

た
な
論
文
形
式
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
な
ら
、
読

書
の
抵
抗
感
を
減
ら
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
よ

り
多
く
の
読
者
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
届
け
る
こ
と
が

で
き
る
と
い
う
、
配
慮
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

 

＊

人
類
の
未
来
を
切
り
拓
く
た
め
に
さ
ら
に
述
べ

て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
た
こ
と
、

ま
た
、
口
語
体
を
残
し
て
よ
り
多
く
の
読
者
に
届

け
た
い
と
思
わ
れ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
内
実
は
何
で

あ
ろ
う
か
。
そ
こ
を
捉
え
て
い
な
け
れ
ば
、
本
書

の
紹
介
は
で
き
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
本
書
に
は
、

多
様
な
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
ど

れ
を
取
り
上
げ
て
も
、
そ
こ
に
は
伊
東
博
士
独
自

の
叡
智
が
表
出
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
ら
を
掬
い

上
げ
て
い
け
ば
図
書
紹
介
と
し
て
の
役
割
は
十
分

果
た
せ
る
と
思
う
。
が
し
か
し
、
私
は
自
分
の
肚

に
落
ち
る
視
座
を
得
た
い
と
思
っ
た
。
し
か
も
、

そ
れ
は
本
書
に
お
け
る
伊
東
博
士
の
議
論
を
統
一

的
に
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
し
、
ま
た
、
本
書
に
内
在
し
て
い
る
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
考
え
た
。
随
分
時

間
が
か
か
っ
た
が
、
漸
く
、
そ
れ
は
「
環
境
革

命
」
で
は
な
い
か
と
思
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

伊
東
博
士
は
、
人
類
の
文
明
は
、
人
類
革
命
、

農
業
革
命
、
都
市
革
命
、
精
神
革
命
、
科
学
革
命

を
経
て
き
て
お
り
、
次
は
環
境
革
命
で
あ
る
と
一

貫
し
て
主
張
し
て
こ
ら
れ
た
。
伊
東
博
士
は
、
環

境
革
命
が
進
行
す
る
過
程
で
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を

見
直
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
も
指
摘
し

て
こ
ら
れ
た
が
、
本
書
で
そ
の
研
究
の
成
果
を
公

開
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
、

環
境
革
命
と
い
う
言
葉
は
、
何
度
も
目
に
し
ま
た

耳
に
し
て
き
た
が
、
ひ
と
た
び
視
座
を
こ
こ
に
据
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え
て
本
書
を
読
み
直
し
て
み
る
と
、
多
様
な
議
論

が
見
事
に
組
織
化
さ
れ
、
環
境
革
命
を
通
じ
て
い

か
に
人
類
と
地
球
の
未
来
を
切
り
開
い
て
い
く

か
、
と
い
う
議
論
を
構
成
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ

い
た
。

地
球
環
境
問
題
は
す
で
に
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
噴

出
し
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
渦
中
に
い
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
多
様
な
問
題
に
翻
弄
さ
れ
、
問

題
の
本
質
を
捉
え
き
れ
て
い
な
い
。
だ
が
、
伊
東

博
士
は
、
長
年
に
亙
る
学
問
的
研
鑚
の
中
か
ら
、

過
去
と
現
在
を
踏
ま
え
て
未
来
を
見
通
し
、
現
在

を
的
確
に
捉
え
な
お
す
目
を
獲
得
さ
れ
て
い
る
。

伊
東
博
士
は
、『
変
容
の
時
代
』
で
、
科
学
革
命

の
成
果
の
う
ち
、
何
を
ど
の
よ
う
に
変
容
し
、
継

承
し
て
い
く
べ
き
な
の
か
を
、
指
摘
し
て
お
ら
れ

る
。
本
書
の
副
題
に
「
科
学
・
自
然
・
倫
理
・
公

共
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
科
学
革
命
期
の
科

学
・
自
然
・
倫
理
・
公
共
を
い
か
に
変
容
し
、
新

た
な
文
明
を
創
出
し
て
い
く
か
と
い
う
意
味
で
あ

る
と
思
う
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、『
変
容
の
時
代
』

は
『
著
作
集
』
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
語
っ
た
コ
ン
パ

ク
ト
版
で
は
な
い
こ
と
が
は
っ
き
り
す
る
。
本
書

は
、
伊
東
博
士
の
新
た
な
研
究
成
果
が
盛
り
込
こ

ま
れ
た
著
作
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
内
容
は
、
多

く
の
人
の
心
に
届
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ

て
、
そ
の
た
め
に
、
講
演
論
文
と
い
う
新
た
な
形

式
を
工
夫
し
て
、
執
筆
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

 

＊　

こ
こ
で
、
本
書
の
目
次
を
示
し
て
お
こ
う
。

は
じ
め
に

第
一
章　
「
科
学
の
倫
理
学
」
へ

第
二
章　

創
発
自
己
組
織
系
と
し
て
の
自
然

第
三
章　

道
徳
の
起
源

第
四
章　
「
公
共
」
と
は
何
か

第
五
章　
「
自
然
」
概
念
の
東
西
比
較

第
六
章　

 

比
較
文
明
論
の
現
在

―
文
明
の

転
換
期

 

＊

各
章
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
、
取
り
上
げ
て
い
く
こ

と
に
し
よ
う
。

第
一
章　
「
科
学
の
倫
理
学
」
へ

現
代
文
明
を
支
え
る
大
黒
柱
は
科
学
で
あ
る
。

今
日
の
文
明
変
容
を
考
え
る
に
当
た
っ
て
、
第
一

に
取
り
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
、
科
学
で

あ
る
。
科
学
は
、
巨
大
な
発
展
を
遂
げ
、
一
面
に

は
、
多
大
な
恩
恵
を
も
た
ら
し
た
も
の
の
、
他
面

に
お
い
て
は
、
地
球
環
境
問
題
を
引
き
起
こ
し
、

人
類
存
続
を
危
機
に
陥
れ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ

は
、
科
学
を
ど
の
よ
う
に
変
容
し
、
受
け
継
い
で

い
け
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

 

＊

伊
東
博
士
は
自
身
の
研
究
経
歴
を
振
り
返
り
、

「
科
学
哲
学
」、「
科
学
史
」、「
科
学
社
会
学
」
へ

と
「
科
学
の
科
学
」
を
研
究
し
て
き
た
が
、「
だ

け
ど
こ
こ
で
も
う
一
つ
考
え
て
み
る
と
で
す
ね
、

科
学
が
そ
ん
な
ふ
う
に
社
会
に
規
定
さ
れ
て
い
ま

す
と
か
、
あ
る
い
は
科
学
が
こ
う
い
う
ふ
う
に
社

会
に
影
響
を
与
え
ま
す
と
い
う
事
を
言
っ
て
い
る

だ
け
で
は
、「
だ
か
ら
ど
う
し
た
」
と
い
う
事
に

な
る
わ
け
で
す
よ
。
こ
ん
な
大
き
な
影
響
を
与
え

る
、
だ
っ
た
ら
ど
う
し
な
き
ゃ
な
ら
な
い
の
か
、

と
い
う
倫
理
的
課
題
が
ま
さ
に
そ
こ
に
登
場
す
る

わ
け
で
あ
っ
て
…
…
」（
一
一
）
と
、「m

eta-sci-

ence

の
究
極
」（
一
一
）
と
し
て
「「
科
学
の
倫
理

学
」
が
あ
る
ん
だ
と
い
う
ふ
う
に
思
う
よ
う
に
な

﹇
り
﹈」（
一
一
）、
そ
の
研
究
に
着
手
す
る
こ
と
に

し
た
と
述
べ
て
い
る
。

で
は
、
伊
東
博
士
は
、
ど
の
よ
う
な
観
点
か

ら
、「
科
学
の
倫
理
学
」
に
切
り
込
ん
で
行
く
の

だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、「
科
学
は
倫
理
か
ら
離
れ
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て
こ
れ
と
無
縁
に
な
っ
た
の
は
、
一
体
い
つ
か
ら

ど
の
よ
う
に
し
て
な
ん
だ
ろ
う
」（
一
三
）
と
問

い
、「
比
較
科
学
史
的
考
察
」（
一
三
）
を
通
し

て
、「
ギ
リ
シ
ア
の
科
学
」（
一
三
―
一
五
）、「
中

国
の
科
学
」（
一
五
―
一
七
）、「
イ
ス
ラ
ム
の
科

学
」（
一
七
―
一
九
）
を
吟
味
し
、「
科
学
と
倫
理

は
別
も
の
じ
ゃ
な
か
っ
た
」（
一
三
―
一
九
）
と
見

極
め
て
い
る
。

そ
こ
で
改
め
て
、
近
代
科
学
に
お
い
て
科
学
と

倫
理
が
無
縁
と
な
っ
た
原
因
を
探
っ
て
い
く
。
伊

東
博
士
は
、「
近
代
に
お
い
て
…
…
特
殊
な
事
が

起
こ
っ
た
」（
一
九
）、
そ
れ
は
一
七
世
紀
の
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
が
「
危
機
の
時
代
」（
二
〇
）
に
あ
り
、
そ

の
よ
う
な
状
況
で
「
自
然
研
究
に
携
わ
る
人
は

…
…
宗
教
的
対
立
と
か
倫
理
的
な
問
題
と
か
い
う

も
の
か
ら
離
れ
て
ね
、
そ
う
い
う
も
の
と
無
関
係

に
自
然
を
研
究
し
た
い
と
い
う
傾
向
が
だ
ん
だ
ん

強
く
な
っ
た
」（
二
〇
）
と
、
当
時
の
研
究
者
の
研

究
態
度
の
変
化
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
こ

れ
は
「
科
学
の
囲
い
込
み
」（
二
〇
）
へ
と
進
み
、

「
科
学
の
脱
倫
理
化
」（
二
一
）
を
推
進
し
て
い
く

こ
と
に
な
る
。

「
科
学
の
脱
倫
理
化
」
に
は
「
二
つ
の
大
き
な

思
想
的
要
因
」（
二
一
）
が
あ
っ
た
。
第
一
は
、

「
デ
カ
ル
ト
の
「
機
械
論
的
自
然
観
」」（
二
一
）
で

あ
り
、
第
二
は
、
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ベ
イ
コ
ン
の

「「
知
は
力
な
り
」（scientia potentia

）」（
二
二
）

で
あ
る
。
前
者
に
よ
り
、「「
思
惟
す
る
我
」
と

「
延
長
し
て
い
る
」
物
質
と
の
間
で
生
命
が
脱
落

し
…
…
こ
の
世
界
の
脱
生
命
化
と
い
う
も
の
が
同

時
に
世
界
に
対
す
る
脱
倫
理
化
と
い
う
も
の
の
深

い
根
に
な
﹇
り
﹈」（
二
一
）、
ま
た
後
者
に
よ

り
、「
力
で
も
っ
て
世
界
を
支
配
す
る
、
支
配
し

て
そ
し
て
自
然
を
征
服
し
て
、
そ
れ
を
人
間
の
た

め
に
利
用
す
る
ん
だ
と
い
う
考
え
方
を
こ
こ
で
出

し
て
い
く
ん
で
す
ね
。
つ
ま
り
、「
自
然
」
は
人

間
に
よ
っ
て
利
用
さ
れ
支
配
さ
れ
る
単
な
る
「
資

源
」
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
自
然
の
資
源
化
と

い
う
こ
と
に
、
科
学
の
脱
倫
理
化
の
も
う
一
つ
の

根
が
あ
る
と
思
い
ま
す
」（
二
二
）
と
、
近
代
西
欧

に
特
殊
な
、
科
学
の
脱
倫
理
化
に
基
礎
を
与
え
た

思
想
的
核
心
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。

一
八
世
紀
に
は
、「
知
識
の
「
無
限
の
進
歩
」」

（
二
二
）
を
掲
げ
た
「
啓
蒙
思
想
」（
二
三
）
と
、

「
科
学
の
産
業
化
」（
二
二
）
を
推
し
進
め
た
「
産

業
革
命
」（
二
三
）
が
起
こ
り
、
一
九
世
紀
に
は
、

「
科
学
の
専
門
化
、professionalization
」（
二

三
）、「
科
学
の
制
度
化
」（
二
三
）、
科
学
の
「
産

業
化
」（
二
四
）
が
進
み
、「
仲
間
う
ち
のpeer re-

view

」（
二
四
）
が
行
わ
れ
、
徹
底
的
に
科
学
の
脱

倫
理
化
が
推
し
進
め
ら
れ
て
い
く
。

伊
東
博
士
は
「
で
も
こ
れ
は
知
識
の
本
来
の
姿

じ
ゃ
な
い
」（
二
四
）
と
確
信
し
、「
科
学
倫
理
学

の
必
要
性
」（
二
四
）
を
説
き
、
自
ら
そ
の
開
拓
に

着
手
し
て
い
る
。

「
科
学
倫
理
学
」
を
構
想
す
る
に
当
た
り
、
ま

ず
、「
倫
理
と
は
何
で
し
ょ
う
」（
二
五
）
と
問

い
、「
倫
理
と
は
、
私
の
考
え
は
、「
他
者
の
人
格

と
生
命
を
自
分
と
同
じ
よ
う
に
尊
重
す
る
こ

と
」」（
二
五
）
と
定
義
し
て
い
る
。

倫
理
不
在
の
具
体
例
と
し
て
、「
原
爆
を
つ

く
っ
た
ア
メ
リ
カ
の
科
学
者
」（
二
五
）
を
挙
げ
、

「
狭
い
専
門
化
の
制
度
の
中
に
入
っ
て
し
ま
っ

て
、
ロ
ス
ア
ラ
モ
ス
の
研
究
所
と
い
う
科
学
の
檻

の
中
に
入
っ
て
、
他
の
事
な
ん
か
ま
っ
た
く
考
え

ら
れ
て
い
な
い
。
彼
ら
は
果
た
し
て
、
彼
ら
以
外

の
他
者
の
人
格
と
生
命
を
自
分
と
同
じ
よ
う
に
尊

重
し
て
い
る
か
、
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。
だ
か

ら
彼
ら
に
は
倫
理
が
な
い
。
こ
の
科
学
者
た
ち
に

は
倫
理
が
な
い
と
、
私
は
思
う
」（
二
五
―
二
六
）

と
倫
理
不
在
と
判
定
す
る
理
由
を
示
し
て
い
る
。

そ
し
て
さ
ら
に
、
今
日
、
こ
の
問
題
の
解
明
が
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「
曖
昧
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
」（
二
六
）
と
し

て
、「
こ
の
問
題
を
や
は
り
徹
底
的
に
突
き
詰
め

な
け
れ
ば
科
学
の
未
来
は
あ
ぶ
な
い
。
で
す
か
ら

私
は
具
体
的
な
研
究
と
し
て
は
、
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン

計
画
と
い
う
も
の
を
科
学
倫
理
の
立
場
か
ら
徹
底

的
に
洗
い
な
お
す
こ
と
が
必
要
だ
と
思
っ
て
い
ま

す
」（
二
六
）
と
述
べ
て
い
る
。

さ
ら
に
、「
科
学
倫
理
学
の
現
代
的
課
題
」（
二

七
）
を
二
つ
に
分
類
し
、
第
一
は
「intra-scientif-

ic

な
問
題
」（
二
七
）
と
し
て
、「
人
間
疎
外
」（
二

七
）、「
激
し
い
競
争
」（
二
七
）、「
デ
ー
タ
の
捏

造
」（
二
七
）、「
剽
窃
」（
二
八
）
が
あ
る
と
し
、
第

二
は
「extra-scientifi c

な
問
題
」（
二
八
）
と
し

て
、「
核
科
学
」（
二
八
）、「
化
学
兵
器
」（
二
八
）、

「
生
物
兵
器
」（
二
八
）、「
脳
死
」（
二
八
）、「
ク

ロ
ー
ン
人
間
」（
二
八
）
等
が
あ
る
と
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
多
様
な
倫
理
的
課
題
を
包
含
す
る

現
代
科
学
は
、
ど
の
よ
う
な
姿
を
呈
し
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
伊
東
博
士
は
、
ロ
バ
ー
ト
・
マ
ー

ト
ン
の
「
科
学
の
四
つ
の
性
格
…
…
Ｃ
Ｕ
Ｄ
Ｏ

Ｓ
」（
二
九
）
を
手
掛
か
り
に
、
変
貌
を
遂
げ
た
科

学
の
性
格
を
批
判
的
に
描
き
出
し
て
い
る
。
Ｃ
は

「
公
有
性
」（
二
九
）
の
「C

om
m

unity

」（
二
九
）

の
Ｃ
と
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
「「
隠
す
」（
三
〇
）
の

「C
oncealm

ent

」（
三
〇
）
の
Ｃ
、
Ｕ
は
「
普
遍

性
」（
三
〇
）
の
「U

niversality

」（
三
〇
）
の
Ｕ

と
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
「
右
に
な
ら
え
」（
三
一
）

の
「uniform

ity

」（
三
一
）
の
Ｕ
、
Ｄ
は
「
無
私

性
」（
三
〇
）
の
「D

isinterestedness

」（
三
〇
）

の
Ｄ
と
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
「
深
く
利
益
に
こ
だ

わ
っ
て
い
る
」（
三
一
）
の
「D

eep interested

」

（
三
一
）、
あ
る
い
は
「
醜
い
」（
三
一
）
の
「D

is-

graceful

」（
三
一
）
の
Ｄ
、
Ｏ
Ｓ
は
「
よ
く
組
織

さ
れ
た
懐
疑
主
義
」（
二
九
）
の
「O

rganized 

Skepticism

」（
三
〇
）
の
Ｏ
Ｓ
で
は
な
く
、「au-

thority

を
持
っ
た
ボ
ス
教
授
が
何
か
言
う
と
、

皆
そ
れ
に
従
っ
て
や
っ
て
い
る
」（
三
〇
）
の
「au-

thoritarian subordination

」（
三
〇
）
の
Ｏ
Ｓ
と

な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
、
科
学
の

性
格
は
「m

odify

さ
れ
る
必
要
が
あ
る
」（
三

三
）
と
説
く
。

で
は
、
科
学
は
ど
の
よ
う
に
変
革
し
て
い
っ
た

ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
対
し
て
伊
東
博

士
は
、
科
学
者
と
一
般
の
人
び
と
が
共
同
し
て

「
科
学
の
在
り
方
、
そ
も
そ
も
科
学
は
何
の
た
め

に
あ
る
の
か
、
科
学
は
ど
っ
ち
の
方
向
に
進
も
う

と
し
て
い
る
の
か

―
そ
う
い
う
根
本
的
な
問
い

ま
で
含
め
て
、
こ
の
地
球
と
人
類
の
将
来
の
た
め

に
、
今
や
「
科
学
の
倫
理
学
」
を
つ
く
り
始
め
ね

ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
」（
三
三
）
と
変
革
の
基

本
的
方
向
性
を
指
し
示
し
、
講
演
を
結
ん
で
い
る
。

 

＊

本
章
の
も
と
に
な
っ
た
講
演
は
二
〇
〇
六
年
六

月
七
日
に
行
わ
れ
た
。
そ
の
後
、
二
〇
一
一
年
三

月
一
一
日
の
東
日
本
大
震
災
で
福
島
の
原
発
事
故

が
発
生
し
た
。
核
の
平
和
利
用
と
い
う
名
目
で
冷

戦
後
に
日
本
に
導
入
さ
れ
た
原
発
は
、
技
術
的
に

も
倫
理
的
に
も
問
題
を
曖
昧
に
し
た
ま
ま
民
間
転

用
さ
れ
た
核
技
術
で
あ
る
。
福
島
の
原
発
事
故
に

よ
る
、
環
境
の
放
射
能
汚
染
は
深
刻
な
事
態
を
引

き
起
こ
し
て
い
る
。
日
本
人
は
原
爆
で
は
被
害
者

で
あ
っ
た
が
、
今
や
原
発
で
は
加
害
者
の
立
場
に

立
っ
て
し
ま
っ
た
。

 

＊

本
章
は
、
こ
れ
ま
で
科
学
倫
理
学
と
い
い
つ
つ

も
そ
の
全
体
像
を
と
ら
え
き
れ
て
い
な
か
っ
た
科

学
界
・
思
想
界
に
対
し
、
比
較
科
学
史
の
観
点
か

ら
科
学
が
倫
理
と
無
縁
化
し
て
い
っ
た
根
本
的
理

由
を
明
ら
か
に
し
、
科
学
倫
理
学
の
開
拓
の
必
要

性
、
意
義
、
そ
し
て
探
究
の
領
域
を
指
し
示
し
た

も
の
で
、
科
学
倫
理
学
の
開
拓
を
目
指
す
人
々
に

と
っ
て
指
針
と
す
べ
き
基
本
的
重
要
論
文
と
な
っ
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て
い
る
。

第
二
章　

創
発
自
己
組
織
系
と
し
て
の
自
然

本
章
は
、
第
一
章
の
問
題
提
起
を
受
け
て
、
科

学
は
ど
の
よ
う
に
変
容
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
と
い

う
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
伊
東
博
士

は
デ
カ
ル
ト
の
機
械
論
的
自
然
観
を
乗
り
越
え

る
、
創
発
自
己
組
織
系
の
自
然
観
を
提
示
し
て
い

る
。
現
代
科
学
か
ら
「
宇
宙
に
お
け
る
物
質
の
誕

生
」
と
「
地
球
に
お
け
る
生
命
の
起
源
と
進
化
」

と
い
う
二
つ
の
テ
ー
マ
を
取
り
上
げ
、
宇
宙
と
生

命
が
、
創
発
自
己
組
織
系
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
て

い
る
。
現
代
科
学
の
成
果
を
踏
ま
え
て
新
た
な
科

学
的
自
然
観
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
あ

る
。

 

＊

本
章
の
内
容
を
た
ど
り
な
が
ら
、
そ
の
展
開
を

見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

こ
こ
で
は
、
科
学
の
脱
倫
理
化
の
思
想
的
要
因

の
一
つ
で
あ
っ
た
、
デ
カ
ル
ト
の
「
機
械
論
的
自

然
観
」（
三
四
）
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
、「
創
発

自
己
組
織
系
の
自
然
観
」（
三
八
）
を
、
科
学
の
内

側
か
ら
提
起
し
て
い
る
。

デ
カ
ル
ト
の
「
機
械
論
的
自
然
観
」（
三
四
）
の

何
が
一
体
問
題
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い

て
、
伊
東
博
士
は
、「
機
械
論
が
や
っ
た
こ
と
は

…
…
自
然
か
ら
質
的
な
も
の
、
生
命
的
な
も
の
、

意
識
的
な
も
の
を
取
り
除
い
て
、
一
様
な
延
長
に

還
元
す
る
の
だ
が
、
…
…
こ
こ
で
私
が
強
調
し
た

い
の
は
で
す
ね
、
デ
カ
ル
ト
の
自
然
学
の
本
質
は

こ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
然
か
ら
一
切
の
能
動

性
、
自
律
性
を
奪
っ
た
と
い
う
こ
と
な
ん
だ
ろ
う

と
思
う
」（
三
五
）
と
、
問
題
の
核
心
を
抉
り
だ

し
、「
こ
の
事
は
あ
ま
り
は
っ
き
り
哲
学
史
も
書

い
て
い
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
だ
ろ
う
か
」（
三
五
）
と

述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
だ
か
ら
人
間
の
数
学

的
設
計
に
よ
る
機
械
的
操
作
に
よ
っ
て
、
す
べ
て

が
解
決
さ
れ
る
と
考
え
る
わ
け
で
す
よ
」（
三
五
―

三
六
）
と
、「
機
械
論
的
自
然
観
」
と
い
う
言
葉

が
使
用
さ
れ
る
理
由
を
示
し
て
い
る
。

伊
東
博
士
は
、
こ
の
「
機
械
論
的
自
然
観
」
に

対
し
、「
創
発
自
己
組
織
系
の
自
然
観
」（
三
八
）

を
提
唱
す
る
。
そ
の
特
徴
は
、「
自
然
に
自
己
形

成
性
を
認
め
る
。
自
己
組
織
性
を
認
め
る
。
…
…

創
発
シ
ス
テ
ム
」（
三
六
）
で
あ
る
。
こ
こ
に
あ
る

「
創
発
」（em

ergence

）
と
は
、「
そ
れ
ま
で
の

基
礎
に
あ
る
も
の
を
土
台
と
し
な
が
ら
も
、
そ
の

上
に
環
境
と
の
相
互
作
用
を
通
し
て
新
し
い
質
の

も
の
が
で
き
あ
が
っ
て
く
る
」（
三
六
）
こ
と
で
あ

る
。
伊
東
博
士
は
、「
創
発
の
形
成
史
、
生
成

史
」（
三
六
）
を
「
自
然
史
」（
三
六
）
と
「
文
明

史
」（
三
七
）
に
分
け
、「
人
間
史
が
自
然
史
と
文

明
史
の
両
方
を
つ
な
ぐ
」（
三
八
）
こ
と
、
ま
た
同

じ
創
発
で
も
、
自
然
史
は
「
自
然
そ
の
も
の
の
創

発
」（
三
七
）
だ
が
、
文
明
史
は
「
人
間
の
ほ
う
が

入
っ
て
く
る
創
発
」（
三
七
）
と
区
別
し
て
い
る
。

本
章
の
目
的
を
、「
自
然
史
」
の
な
か
の
「
宇

宙
史
の
始
ま
り
と
生
命
史
の
始
ま
り
の
二
つ
を
取

り
上
げ
て
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
に
焦
点
を
定
め
て
考

察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
機
械
論
的
自
然
観
」

か
ら
「
創
発
的
自
己
組
織
系
の
自
然
観
」
へ
、
変

換
す
る
手
が
か
り
を
得
た
い
」（
三
八
）
と
し
て
い

る
。「

宇
宙
の
誕
生
と
形
成
」（
三
九
―
四
九
）
で

は
、
ま
ず
現
代
宇
宙
論
の
成
果
を
概
観
す
る
。

一
九
二
九
年　

 

エ
ド
ウ
ィ
ン
・
ハ
ッ
ブ
ル
に
よ

る
「
宇
宙
の
膨
張
」
の
発
見
。

一
九
二
二
年　

 

フ
リ
ー
ド
マ
ン
が
ア
イ
ン
シ
ュ

タ
イ
ン
の
宇
宙
方
程
式
を
解
い

て
膨
張
宇
宙
解
を
発
見
。

一
九
四
七
年　

 

ジ
ョ
ー
ジ
・
ガ
モ
フ
の
「
ビ
ッ
グ

バ
ン
説
」
登
場
。
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一
九
六
五
年　

 

ウ
ィ
ル
ソ
ン
と
ペ
ジ
ア
ス
に
よ

る
「
３
Ｋ
の
「
背
景
輻
射
の
発

見
」」。

一
九
七
七
年　

 

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
ワ
イ
ン
バ
ー

グ
に
よ
る
「
ビ
ッ
グ
バ
ン
の
標

準
理
論
」
の
提
出
。

一
九
八
九
年　

 

Ｃ
Ｏ
Ｂ
Ｅ
に
よ
る
「「
背
景
輻

射
」
の
観
測
」
に
よ
り
、
エ
ネ

ル
ギ
ー
や
物
質
の
分
布
に
「
ゆ

ら
ぎ
」
が
存
在
す
る
こ
と
が
発

見
さ
れ
た
。

二
〇
〇
三
年　

 

Ｗ
Ｍ
Ａ
Ｐ
に
よ
る
さ
ら
に
精
密

な
観
測
に
よ
り
、
初
期
宇
宙
の

「「
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
」…
…
が

間
接
的
に
実
証
さ
れ
」、「「
ハ
ッ

ブ
ル
定
数
」
が
決
ま
﹇
り
﹈」、

宇
宙
の
年
齢
が
「
一
三
七
億
年
」

﹇
＊
﹈
と
決
ま
り
、「
通
常
の
物

質
」、「
ダ
ー
ク
マ
タ
ー
」、「
ダ
ー

ク
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
の
比
率
が
、

4
対
23
対
73
で
あ
る
こ
と
が
発

見
さ
れ
た
。

＊
現
在
、
一
三
八
億
年
と
修
正
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
宇
宙
論
研
究
の
展
開
を
踏
ま
え
た

上
で
、
宇
宙
は
「
創
発
自
己
組
織
系
」（
四
四
）
で

あ
る
と
い
う
見
方
が
示
さ
れ
る
。
伊
東
博
士
は
、

「
宇
宙
の
四
つ
の
力
（
重
力
、
電
磁
気
力
、
強
い

力
、
弱
い
力
）
が
ど
の
よ
う
に
分
岐
し
て
き
た

か
」（
四
四
）
を
取
り
上
げ
、
ビ
ッ
グ
バ
ン
以
降
の

環
境
条
件
の
変
化
に
よ
る
、「
対
称
性
の
自
発
的

破
れ
」（
四
五
）
に
注
目
す
る
。
つ
ま
り
、「
温
度

が
下
が
る
と
い
う
環
境
条
件
に
よ
っ
て
対
称
性
が

自
発
的
に
破
れ
る
…
…
そ
し
て
ま
ず
重
力
と
そ
う

で
な
い
力
が
分
か
れ
、
そ
れ
か
ら
ま
た
強
い
力
と

重
力
が
、
そ
れ
か
ら
最
後
に
弱
い
力
と
電
磁
気
力

が
分
か
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
」（
四
五
）
と
。

こ
れ
が
「
創
発
」
の
定
義
を
満
た
し
た
「
自
己
組

織
化
過
程
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
、
宇
宙
形
成

の
「
フ
ェ
ー
ズ
0
」
か
ら
「
フ
ェ
ー
ズ
Ⅶ
」
の
八

段
階
に
分
け
て
吟
味
し
、「
こ
の
よ
う
に
し
て
宇

宙
は
形
成
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
は
「
創
発
自

己
組
織
系
」
の
発
展
だ
と
言
っ
て
い
い
と
思
う
ん

で
す
」（
四
九
）
と
の
結
論
を
得
て
い
る
。

イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
始
ま
る
「
フ
ェ
ー
ズ

Ⅱ
」
に
お
け
る
、
物
質
と
反
物
質
の
間
の
「
対
称

性
の
自
発
的
破
れ
」
は
特
に
興
味
深
い
。

「
ク
ォ
ー
ク
が
で
き
る
た
め
に
は
ど
う
い
う
こ
と

が
起
こ
っ
て
い
る
か
。
Ｃ
Ｐ
対
称
性
が
破
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
Ｃ
は
チ
ャ
ー
ジ
の
Ｃ
で
電

荷
を
さ
し
、
Ｐ
は
パ
リ
テ
ィ
な
ん
で
す
け
れ
ど

も
、
こ
の
要
す
る
に
、
電
荷
の
変
換
と
パ
リ
テ
ィ

の
変
換
を
同
時
に
や
る
こ
と
が
Ｃ
Ｐ
変
換
で
す

が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
物
質
と
反
物
質
の
対
称
性
が

自
発
的
に
破
れ
る
こ
と
が
示
さ
れ
ま
す
」（
四
六
）

と
説
明
し
、「
物
質
の
世
界
」（
四
六
）
の
出
現
を

「
小
林
誠
さ
ん
の
『
消
え
た
反
物
質
』」（
四
六
）
に

言
及
し
な
が
ら
説
明
し
、
ま
た
、
こ
こ
に
お
け
る

「「
自
発
的
破
れ
」
と
い
う
概
念
の
形
成
に
は
南
部

陽
一
郎
先
生
と
い
う
日
本
の
物
理
学
者
の
方
が
大

き
く
貢
献
し
て
い
ま
す
」（
四
八
）
と
述
べ
て
い

る
。
伊
東
博
士
が
、
本
章
の
も
と
に
な
っ
た
講
演

（
二
〇
〇
六
年
一
〇
月
一
〇
日
）
で
こ
れ
ら
の
研

究
成
果
に
光
を
当
て
、
そ
の
重
大
な
意
義
を
講
演

で
述
べ
た
す
ぐ
後
に
、
南
部
陽
一
郎
博
士
と
益
川

敏
英
博
士
・
小
林
誠
博
士
の
ノ
ー
ベ
ル
賞
授
賞
が

発
表
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
私
は
、
こ
の
鮮
や
か

な
事
態
の
展
開
に
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
伊
東
博
士

は
ノ
ー
ベ
ル
賞
の
選
考
委
員
の
一
人
な
の
で
は
な

い
の
か
と
、
疑
っ
た
ほ
ど
で
あ
る
。

次
は
「
生
命
の
誕
生
と
進
化
」（
四
九
）
で
あ
る
。

ま
ず
、「
生
命
と
は
い
っ
た
い
何
な
の
か
」（
五

〇
）
と
問
い
、「
四
つ
の
特
性
」（
五
〇
）
を
指
摘



143 『変容の時代』

す
る
。
そ
れ
ら
は
、「
生
命
に
は
囲
い
が
あ
る
。

そ
れ
か
ら
自
己
維
持
す
る
。
そ
し
て
自
己
増
殖
す

る
。
そ
し
て
さ
ら
に
進
化
す
る
」（
五
三
）
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
れ
ら
の
生
命
の
特
性
は
、「
創
発
自

己
組
織
系
」（
五
三
）
と
ど
う
関
係
す
る
の
だ
ろ
う

か
。伊

東
博
士
は
、「
分
子
生
物
学
的
基
盤
や
実
験

的
事
実
に
つ
い
て
若
干
述
べ
て
お
き
ま
す
」（
五

三
）
と
し
て
、
一
九
五
三
年
に
お
け
る
、
ワ
ト
ソ

ン
と
ク
リ
ッ
ク
に
よ
る
Ｄ
Ｎ
Ａ
の
二
重
ら
せ
ん
構

造
の
解
明
、
セ
ン
ト
ラ
ル
ド
グ
マ
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
と
Ｒ

Ｎ
Ａ
の
基
本
構
造
、
塩
基
の
役
割
、
リ
ボ
ソ
ー

ム
、
ト
ラ
ン
ス
フ
ァ
ー
Ｒ
Ｎ
Ａ
、
タ
ン
パ
ク
質
形

成
、
酵
素
な
ど
を
解
説
し
た
後
、
重
要
な
発
見
を

三
つ
指
摘
し
て
い
る
。

一
九
二
四
年　

 

オ
パ
ー
リ
ン
が
コ
ア
セ
ル
ベ
ー

ト
を
発
見
し
、
一
九
三
六
年
に

『
生
命
の
起
源
』
を
出
版
。

一
九
五
三
年　

 

ユ
ー
リ
ー
・
ミ
ラ
ー
の
実
験
で

「
ア
ミ
ノ
酸
は
…
…
化
学
的
に

合
成
で
き
る
」（
五
六
）
こ
と
が

示
さ
れ
た
。

一
九
八
九
年　

 

ア
ル
ト
マ
ン
に
よ
る
Ｒ
Ｎ
Ａ
の

自
己
触
媒
機
能
、
つ
ま
り
、

「「
Ｒ
Ｎ
Ｐ
ワ
ー
ル
ド
」
で
は
Ｒ

Ｎ
Ａ
は
タ
ン
パ
ク
質
形
成
の
た

め
の
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
と
し
て

情
報
を
与
え
る
と
同
時
に
自
分

自
身
を
つ
く
る
触
媒
の
役
割
も

果
た
し
て
い
た
」（
五
七
）
と
い

う
こ
と
が
解
明
さ
れ
た
。

伊
東
博
士
は
、「「
Ｒ
Ｎ
Ａ
ワ
ー
ル
ド
」
と
「
タ

ン
パ
ク
質
ワ
ー
ル
ド
」
が
結
合
し
て
「
Ｒ
Ｎ
Ｐ

ワ
ー
ル
ド
」
が
で
き
上
が
る
の
が
、
生
命
の
誕

生
」（
五
八
）
で
あ
る
と
し
、「
そ
れ
は
ま
さ
に

「
創
発
自
己
組
織
化
」
の
過
程
な
の
だ
と
思
う
」

（
五
八
）
と
述
べ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
生
命
の
起
源
か
ら
今
日
に
至
る
過
程

に
お
け
る
出
来
事
を
た
ど
っ
た
後
、「
と
こ
ろ
で

私
は
こ
の
よ
う
な
過
程
を
通
し
て
や
は
り
「
対
称

性
」
が
破
れ
た
と
思
う
。
…
…
そ
れ
ま
で
は
非
生

命
界
の
物
質
界
一
色
だ
っ
た
。
そ
の
中
で
生
命
界

が
…
…
分
か
れ
出
て
き
て
対
称
性
が
自
発
的
に
破

れ
た
。
…
…
し
か
し
重
要
な
こ
と
は
、
こ
こ
で
環

境
と
相
互
作
用
し
な
が
ら
、
対
称
性
が
破
れ
る
の

で
あ
っ
て
、
地
質
学
的
な
年
代
の
変
化
と
生
物
学

的
な
変
化
は
両
方
と
も
結
び
つ
い
て
い
ま
す
」

（
六
三
）
と
、
地
球
と
生
物
に
よ
る
「
創
発
自
己
組

織
過
程
」
で
あ
る
こ
と
が
し
っ
か
り
と
確
認
さ
れ

て
い
る
。

「
創
発
自
己
組
織
系
と
し
て
の
自
然
と
い
う
概

念
」（
六
三
）
に
立
脚
す
る
と
、
世
界
の
見
え
方
は

ど
の
よ
う
に
変
化
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
伊
東
博
士

は
、「
人
間
対
自
然
」（
六
四
）、「
精
神
と
物
質
」

（
六
四
）、「
宗
教
と
科
学
」（
六
五
）
と
い
っ
た
対
立

が
な
く
な
り
、
ま
た
、
ム
ー
ア
の
「
自
然
主
義
的

誤
謬
」
を
覆
し
「
自
然
主
義
的
倫
理
」（
六
五
）
が

可
能
と
な
る
と
述
べ
て
い
る
。

 

＊

本
章
に
お
け
る
伊
東
博
士
の
論
敵
は
デ
カ
ル
ト

で
あ
る
。
伊
東
博
士
は
、
こ
の
近
代
科
学
の
巨
人

が
打
ち
立
て
た
機
械
論
的
自
然
観
を
批
判
す
る
だ

け
で
な
く
、
そ
れ
に
替
わ
る
新
た
な
「
創
発
的
自

己
組
織
系
と
し
て
の
自
然
」
と
い
う
見
方
を
示

し
、
こ
れ
に
よ
る
な
ら
、
人
類
が
抱
え
る
現
代
の

難
問
に
解
決
の
手
を
差
し
伸
べ
る
こ
と
が
で
き
る

事
を
示
し
た
。

第
三
章　

道
徳
の
起
源

伊
東
博
士
は
、
第
一
章
で
「
科
学
倫
理
学
」
の

必
要
性
を
論
じ
た
と
き
に
も
「
倫
理
」
に
言
及
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し
、
ま
た
、
第
二
章
で
「
創
発
的
自
己
組
織
系
と

し
て
の
自
然
」
を
論
じ
た
と
き
に
も
、「
自
然
主

義
的
倫
理
」
の
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
本
章

で
は
、「
道
徳
の
起
源
」
と
「
他
者
理
解
の
問

題
」
を
取
り
上
げ
、
倫
理
道
徳
を
ど
の
よ
う
に
変

容
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
を
深
く
論
じ

て
い
る
。

 

＊

伊
東
博
士
は
「
道
徳
を
従
来
の
哲
学
や
倫
理
学

の
よ
う
に
、
上
か
ら
ア
プ
リ
オ
リ
に
規
定
す
る
の

で
は
な
く
て
」（
六
九
）、「
道
徳
の
起
源
を
人
間

進
化
の
途
上
に
置
こ
う
」（
七
〇
）
と
提
案
し
、
こ

の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
は
「
二
一
世
紀
の
人
類
共

同
体
の
道
徳
論
の
構
築
に
非
常
に
重
要
な
意
味
を

持
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
と
思
う
」（
七
〇
）
と
展
望

を
述
べ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
倫
理
を
「E

volutionary E
thics

」

（
七
〇
）
と
命
名
し
、「
進
化
的
倫
理
学
」（
七
〇
）

と
も
「
進
化
倫
理
」（
七
〇
）
と
も
呼
ん
で
い
る

が
、
こ
れ
は
前
章
で
言
及
さ
れ
た
「
自
然
主
義
的

倫
理
」（naturalistic ethics

）（
六
五
）
の
一
つ

で
あ
る
。

伊
東
博
士
は
、「E

volutionary E
thics

」（
七

〇
）
の
起
源
を
ダ
ー
ウ
ィ
ン
（C

harles D
arw

in

）

に
求
め
て
い
る
。
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
『
人
間
の
由
来
』

（T
he D

escent of M
an

）
に
お
け
る
、
第
一
章
か

ら
第
三
章
ま
で
の
記
述
を
吟
味
し
、「
道
徳
観
念

と
い
う
の
は
そ
う
い
う
彼
ら
の
社
会
的
生
活
の
在

り
方
と
密
接
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ

と
を
述
べ
て
い
る
」（
七
三
）
と
、
指
摘
し
て
い
る
。

次
に
、
動
物
の
「
社
会
的
生
活
の
在
り
方
」
を

探
る
た
め
に
、「
霊
長
類
学
（prim

atology

）」、

「
認
知
行
動
学
（cognitive ethology

）」、「
脳
神

経
科
学
（neuroscience

）」、「
動
物
行
動
学

（ethology

）」（
七
四
）
を
踏
ま
え
た
ド
ゥ
・

ヴ
ァ
ー
ル
（Frans de W

aal

）
の
『
利
己
的
な

サ
ル
、
他
人
を
思
い
や
る
サ
ル
―
モ
ラ
ル
は
な
ぜ

生
ま
れ
た
の
か
』（G

ood N
atured: T

he O
rigin 

of R
ight and W

rong in H
um

ans and O
ther 

A
nim

als
）
を
取
り
上
げ
、「em

pathy

」（
七
五
）

に
着
目
す
る
。
伊
東
博
士
は
「em

pathy

」
の
意

味
を
「
相
手
の
感
情
の
中
に
は
い
っ
て
い
く
こ

と
」（
七
五
）
と
も
、「
感
情
を
乗
り
入
れ
る
と
い

う
の
か
、
そ
の
向
う
の
感
情
を
こ
ち
ら
に
取
り
入

れ
て
く
る
」（
七
六
）
と
説
明
し
、「
ふ
つ
う
「
感

情
移
入
」
な
ど
と
訳
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
直
訳
す

れ
ば
「
入
感
」
で
し
ょ
う
か
」（
七
六
）
と
意
味
を

明
確
化
し
て
い
る
。

伊
東
博
士
は
さ
ら
に
、「
ミ
ラ
ー
ニ
ュ
ー
ロ

ン
」（
七
六
）
に
注
目
し
、「
そ
れ
こ
そ
「
道
徳
科

学
」
と
言
わ
れ
る
も
の
の
、
い
わ
ば
神
経
科
学
的

な
基
礎
と
い
う
も
の
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
私
は

ア
プ
リ
オ
リ
に
上
か
ら
降
っ
て
く
る
倫
理
学
で
は

な
く
て
、
下
か
ら
の
実
証
的
事
実
を
積
み
重
ね
た

倫
理
学
が
必
要
だ
と
言
っ
て
い
た
わ
け
で
、
こ
れ

は
特
定
の
宗
教
を
背
景
と
す
る
倫
理
学
で
は
な
く

て
、
全
人
類
に
対
し
て
、
ヒ
ト
が
ヒ
ト
で
あ
る
か

ぎ
り
に
お
い
て
成
り
立
ち
得
る
倫
理
、
そ
れ
を
考

え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
う
い

う
意
味
で
こ
れ
は
非
常
に
重
要
な
意
味
を
持
つ
ん

で
す
」（
七
七
）
と
述
べ
、
そ
の
重
要
性
を
、「「
他

者
理
解
」
と
い
う
も
の
の
科
学
的
根
拠
が
得
ら
れ

た
」（
八
〇
）
こ
と
に
あ
る
と
指
摘
す
る
。
そ
し

て
、「
ミ
ラ
ー
ニ
ュ
ー
ロ
ン
」
と
は
、「
他
者
の
意

図
や
喜
び
や
悲
し
み
を
自
分
が
直
接
に
理
解
す
る

ツ
ー
ル
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
」（
八
〇
）
と
表
現

し
、「
他
人
の
感
情
を
ど
う
感
じ
と
る
か
」
と
い

う
点
に
つ
い
て
は
、「
そ
う
し
て
そ
の
感
情
の
中

に
自
分
も
入
っ
て
い
く
。
そ
し
て
そ
れ
を
理
解
し

共
有
す
る
。
こ
う
い
う
こ
と
は
み
ん
な
社
会
の
中

の
相
互
の
関
係
で
起
こ
る
の
で
、
社
会
が
な
か
っ

た
ら
そ
れ
は
起
こ
ら
な
い
」（
八
二
）
と
し
て
、
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「「
社
会
性
」（sociability

）」（
八
二
）
の
大
切
さ

に
結
び
付
け
て
い
る
。

こ
こ
か
ら
心
の
問
題
に
展
開
す
る
。
伊
東
博
士

は
「「
脳
↓
心
↑
社
会
」（
八
三
）
と
い
う
図
式
を

示
し
、「
私
の
新
し
い
考
え
方
」（
八
三
）
を
述
べ

て
い
る
。
つ
ま
り
、「「
心
」
が
成
立
す
る
た
め
に

は
脳
の
発
達
、
特
に
大
脳
新
皮
質
の
発
達
が
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
社
会

と
の
関
係
が
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
」（
八
三
）
と

し
て
、「
社
会
」
の
重
要
性
を
指
摘
す
る
。

心
が
創
発
さ
れ
た
時
期
を
「
六
〇
〇
〇
万
年

前
」（
八
三
）
と
し
、「
哺
乳
類
と
鳥
類
の
出
現
に

よ
っ
て
そ
の
源
が
つ
く
ら
れ
、
特
に
一
三
〇
〇
万

年
前
以
降
の
霊
長
類A

pes

の
集
団
生
活
の
中
で

発
達
し
て
人
間
に
至
っ
て
い
る
」（
八
三
）
と
し
て

い
る
。
そ
し
て
「
心
が
成
立
す
る
」（
八
四
）
た
め

に
は
、「
表
象
の
成
立
」、「
知
覚
」、「
認
知
」、

「
感
情
」、「
意
志
」、「
思
考
」
が
で
て
き
て
く
る

こ
と
が
必
要
と
し
て
、「
道
徳
は
こ
の
よ
う
に
し

て
心
で
成
立
す
る
」（
八
四
）
も
の
で
あ
り
、「
結

局
は
社
会
生
活
を
良
く
行
う
た
め
の
ル
ー
ル
な
ん

で
す
」（
八
四
）
と
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
道
徳
を
捉
え
た
あ
と
、
根
源
的
転

回
が
導
入
さ
れ
る
。
伊
東
博
士
は
、「
道
徳
は
宗

教
が
な
く
て
も
存
在
す
る
。
…
…
む
し
ろ
根
源
的

な
「
ミ
ラ
ー
ニ
ュ
ー
ロ
ン
」
に
よ
っ
て
明
ら
か
に

さ
れ
つ
つ
あ
る
よ
う
な
「
他
者
理
解
」、
他
者
へ

のem
pathy

と
い
う
も
の
に
よ
っ
て
道
徳
は
成
立

し
て
い
る
」（
八
四
）
と
、
上
か
ら
ア
プ
リ
オ
リ
に

規
定
さ
れ
て
き
た
道
徳
を
覆
す
。
さ
ら
に
言
語
の

重
要
性
を
加
え
、「
人
間
の
倫
理
道
徳
は
こ
の
言

語
の
議
論
に
よ
っ
て
更
に
深
め
ら
れ
る
。
そ
れ
に

よ
っ
て
更
に
磨
か
れ
て
い
く
」（
八
五
）
と
述
べ
て

い
る
。

最
後
に
、「evolutionary ethics

」（
八
五
）
は
、

「individualistic

なethics

」（
八
六
）
で
は
な
く
、

「
共
同
体
的
なpublic ethics

」（
八
六
）
で
な
く
て

は
な
ら
な
い
と
し
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
「「
万
人
の
万

人
に
対
す
る
闘
い
」（bellum

 om
nium

 contra 

om
nes

－H
obbes

）」（
八
六
）
に
対
し
、
伊
東
博

士
は
、「「
万
人
の
万
人
へ
の
授〔
援
〕け
」（subsidium

 

om
nium

 pro om
nibus

）」（
八
六
）
を
掲
げ
、
新

た
な
倫
理
道
徳
の
目
指
す
べ
き
方
向
性
を
指
し
示

す
と
と
も
に
、「
公
共
」
の
視
点
を
準
備
し
て
い

る
。第

四
章　
「
公
共
」
と
は
何
か

伊
東
博
士
は
、「
公
共
」
概
念
を
、「
国
家
と
い

う
も
の
が
あ
り
、
そ
し
て
個
人
と
い
う
も
の
が
あ

る
。
こ
の
間
に
ど
ん
な
折
り
合
い
を
付
け
よ
う
か

と
い
う
話
で
、
実
は
そ
の
間
に
「
公
共
」
と
い
う

国
家
に
依
存
し
な
い
で
、
し
か
も
個
人
が
集
ま
っ

て
自
主
的
に
い
ろ
ん
な
私
的
で
な
い
、
公
共
的
利

益
を
求
め
て
皆
の
た
め
に
な
る
こ
と
を
一
緒
に
や

る
と
い
う
こ
と
、
そ
う
い
う
も
の
」（
九
一
）
と
説

明
し
、
こ
の
よ
う
な
活
動
領
域
が
、
今
世
界
的
に

求
め
ら
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、

「「
公
共
」
の
問
題
…
…
の
私
な
り
に
包
括
的
な
基

礎
づ
け
を
、
こ
の
講
演
で
や
っ
て
み
た
い
と
思

う
」（
九
三
）、「
私
の
見
方
で
位
置
づ
け
て
み
た

い
。
そ
し
て
未
来
を
見
て
み
た
い
。
…
…
そ
の

perspective

を
与
え
て
み
た
い
」（
九
四
）
と
、
本

章
の
目
的
を
明
示
し
て
い
る
。

こ
の
公
共
の
議
論
は
、
第
三
章
で
基
礎
づ
け
た

「
自
然
主
義
的
倫
理
」（
六
五
）
を
、「
公
共
的
な
倫

理
」（public ethics

）
と
し
て
展
開
し
た
も
の
で

あ
る
。
こ
こ
で
は
、
近
代
社
会
の
出
発
点
を
築
い

た
ホ
ッ
ブ
ズ
の
思
想
を
、「
デ
カ
ル
ト
の
「
機
械

論
的
自
然
観
」
の
社
会
版
」（
九
七
）
と
位
置
づ

け
、
そ
の
後
の
展
開
を
、
ロ
ッ
ク
、
ヒ
ュ
ー
ム
、

ベ
ン
サ
ム
、
ミ
ル
父
子
、
そ
し
て
、
現
代
の
ジ
ョ

ン
・
ロ
ー
ル
ズ
を
取
り
上
げ
吟
味
し
て
い
る
。
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伊
東
博
士
は
、
ロ
ー
ル
ズ
の
『
正
義
論
』
を
、

「
ミ
ル
の
「
自
由
」
と
「
多
様
性
」
の
考
え
方
を

受
け
継
ぎ
な
が
ら
も
、「
功
利
主
義
」
そ
の
も
の

を
否
定
す
る
公
共
倫
理
を
基
礎
づ
け
よ
う
と
し

た
」（
一
〇
一
）
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
ロ
ー
ル
ズ

は
、「
彼
自
身
は
あ
ま
り
そ
の
こ
と
を
言
い
ま
せ

ん
」（
一
〇
一
）
が
「
ミ
ル
を
受
け
継
い
で
い
る
」

（
一
〇
一
）
と
し
、
そ
の
理
由
を
、「「
自
由
」
を
主

張
し
、「
多
様
性
」
も
認
め
ま
す
。
だ
か
ら
…
…

私
の
目
に
は
あ
り
あ
り
な
ん
で
す
」（
一
〇
一
）
と

述
べ
て
い
る
。

ま
た
「
ロ
ー
ル
ズ
は
カ
ン
テ
ィ
ア
ン
だ
と
よ
く

言
わ
れ
ま
す
」（
一
〇
一
）
と
述
べ
、「
義
務
論
」

の
「
正
」
と
「
善
」
を
『
実
践
理
性
批
判
』
で
確

認
し
た
後
、「
ロ
ー
ル
ズ
は
ち
ょ
っ
と
カ
ン
ト
を

誤
解
し
て
い
る
」（
一
〇
二
）
と
指
摘
し
た
上
で
、

「
で
も
と
に
か
く
、「
功
利
主
義
」
を
克
服
す
る
時

に
、
カ
ン
ト
の
ア
プ
リ
オ
リ
ズ
ム
（apriorism

 

先

験
主
義
）
が
ほ
し
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
な
、

…
…
多
分
、
ロ
ー
ル
ズ
は
こ
の
功
利
主
義
の
経
験

主
義
を
克
服
す
る
た
め
に
、
カ
ン
ト
が
引
き
出
さ

れ
て
く
る
」（
一
〇
二
）
と
、
カ
ン
ト
を
必
要
と
し

た
理
由
を
突
き
止
め
て
い
る
。
さ
ら
に
、
で
は
な

ぜ
ロ
ー
ル
ズ
は
、「
功
利
主
義
の
経
験
主
義
を
克

服
す
る
」
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
と
問
い
、

「
功
利
主
義
と
い
う
の
は
結
局
、
公
正
（fairne-

ss

）
と
い
う
こ
と
を
保
持
で
き
な
い
。
だ
か
ら

「
公
正
と
し
て
の
正
義
」、
こ
れ
が
ロ
ー
ル
ズ
の

『
正
義
論
』
の
一
番
正
面
に
出
て
く
る
」（
一
〇

二
）
と
、
ロ
ー
ル
ズ
の
思
想
的
立
場
が
説
明
さ
れ

て
い
る
。

次
に
、
ロ
ー
ル
ズ
の
正
義
論
の
内
容
が
吟
味
さ

れ
る
。

「
第
一
原
理
」（
自
由
原
理
）
と
「
第
二
原
理
」

（
格
差
原
理
）
で
あ
る
。

伊
東
博
士
は
、
第
一
原
理
に
「
自
由
」
と
「
多

様
性
」
が
受
け
継
が
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し

（
一
〇
三
）、「「
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
」
の
中
に
置
か

れ
て
い
る
「
原
初
状
態
」（the original posi-

tion

）」
に
つ
い
て
、「
み
な
を
納
得
さ
せ
る
「
リ

ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
倫
理
」
を
つ
く
る
た
め
に
想
定
し

て
い
る
こ
と
な
ん
で
す
。
…
…
あ
く
ま
で
論
理
的

な
前
提
な
の
で
す
」（
一
〇
六
）
と
い
う
説
明
し
て

い
る
。
私
自
身
、
以
前
か
ら
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な

概
念
装
置
を
も
っ
て
く
る
の
か
疑
問
に
思
っ
て
い

た
が
、
こ
の
箇
所
を
読
ん
で
、
納
得
す
る
こ
と
が

で
き
た
。

次
に
第
二
原
理
で
あ
る
。
第
二
原
理
は
⒜
と
⒝

か
ら
な
る
。
伊
東
博
士
は
、
ロ
ー
ル
ズ
の
第
二
原

理
の
⒜
に
つ
い
て
は
、「
面
白
い
」（
一
〇
四
、
一
〇

五
）
と
い
う
表
現
を
三
回
も
繰
り
返
し
、「
格
差

原
理
」
が
出
て
く
る
理
由
を
説
明
し
て
い
る
（
一

〇
五
）。
次
に
、
⒝
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
格
差
に

関
す
る
条
件
で
あ
る
。
伊
東
博
士
は
、「
こ
の
世

の
中
で
一
番
弱
い
人
た
ち
、
不
利
益
を
被
っ
て
い

る
人
た
ち
の
不
幸
を
ミ
ニ
マ
ム
に
抑
え
る
よ
う
に

な
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
一
〇
四
）
と
表

現
し
て
い
る
。
こ
こ
で
、「
自
分
は
こ
れ
だ
け
才

能
あ
る
ん
だ
か
ら
、
ど
ん
な
に
お
金
を
も
う
け
て

も
い
い
じ
ゃ
な
い
か
」（
一
〇
四
）
と
い
う
考
え
方

に
対
す
る
、「
否
」
の
立
場
が
導
か
れ
る
。
こ
こ

に
、
倫
理
的
に
踏
み
と
ど
ま
る
べ
き
根
拠
が
明
確

に
示
さ
れ
て
い
る
。

次
に
、
マ
イ
ケ
ル
・
サ
ン
デ
ル
が
取
り
上
げ
ら

れ
る
。

サ
ン
デ
ル
の
ロ
ー
ル
ズ
批
判
、
つ
ま
り
、「
ロ
ー

ル
ズ
の
正
義
論
は
「
負
荷
な
き
自
己
」（unen-

cum
bered self

）
と
い
う
も
の
を
前
提
に
し
て

い
る
」（
一
〇
八
）
と
い
う
批
判
を
手
掛
か
り
に
、

「com
m

unitarianism

」（
一
〇
九
）
を
吟
味
し
て

い
く
。

サ
ン
デ
ル
は
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
と
一
般
的
に
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は
受
け
取
ら
れ
て
い
る
が
、「
自
分
は
「
コ
ミ
ュ

ニ
タ
リ
ア
ン
」
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
の
は
嫌
だ
」

（
一
〇
九
）
と
言
っ
て
い
る
点
に
着
目
す
る
。
伊
東

博
士
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
の
代
表
で
あ
る
ア

ミ
タ
イ
・
エ
ツ
ィ
オ
ー
ニ
を
手
掛
か
り
と
し
て
、

サ
ン
デ
ル
の
発
言
に
見
ら
れ
る
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア

ニ
ズ
ム
の
問
題
点
を
探
っ
て
い
く
。
エ
ツ
ィ
オ
ー

ニ
の
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
思
想
は
、「
社

会
の
秩
序
」
と
「
個
人
の
自
律
」
を
「
二
元
的
に

対
立
」
的
に
と
ら
え
、
そ
の
間
の
調
和
を
「
黄
金

律
」
に
求
め
て
い
る
（
一
一
〇
―
一
一
一
）。
こ
れ

に
対
し
て
、
伊
東
博
士
は
、「
社
会
の
規
範
と
個

人
の
自
律
と
は
そ
も
そ
も
背
反
関
係
に
な
い
」

（
一
一
一
）
と
す
る
立
場
か
ら
、「
私
は
エ
ツ
ィ

オ
ー
ニ
の
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ズ
ム
は
、static

で
あ
っ

て
、dynam

ic

で
な
い
と
言
い
た
い
」（
一
一
二
）

と
述
べ
、「
動
的
」
な
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ズ
ム
の
捉

え
方
を
提
示
し
、
サ
ン
デ
ル
が
「
自
分
は
「
コ

ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
」
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
の
は
嫌

だ
」
と
言
っ
た
理
由
を
突
き
止
め
て
い
る
。

次
に
、
サ
ン
デ
ル
の
思
想
を
取
り
上
げ
て
吟
味

す
る
。

伊
東
博
士
は
、
サ
ン
デ
ル
の
「
功
利
主
義
で
も

な
く
自
由
至
上
主
義
（
リ
バ
タ
ニ〔
リ
〕ア
ニ
ズ
ム
）
で

も
な
く
、
公
共
的
「
共
通
善
」
に
基
づ
く
政
治
が

必
要
」（
一
一
四
）
と
い
う
立
場
に
賛
成
し
た
う
え

で
、「
し
か
し
こ
の
「
共
通
善
」
が
ど
う
い
う
も

の
か
と
い
う
こ
と
は
十
分
に
展
開
し
て
い
な
い
」

（
一
一
四
）
と
指
摘
し
、
比
較
文
明
学
的
視
点
か

ら
、「「
公
共
」
と
い
う
の
は
、
決
し
て
一
様
な
も

の
で
は
な
く
て
時
代
や
文
明
圏
を
異
に
す
る
に

従
っ
て
内
容
も
変
化
し
て
い
く
も
の
で
す
ね
。
こ

の
見
地
が
ど
こ
に
も
な
い
」（
一
一
四
）
と
述
べ
、

自
ら
比
較
思
想
的
・
比
較
文
明
学
的
展
開
を
手
掛

け
て
い
る
。

「「
公
共
」
の
歴
史
」
と
し
て
、
ギ
リ
シ
ア
の

「
コ
イ
ノ
ー
ニ
ア
」、
ロ
ー
マ
の
「
自
然
法
」、
西

洋
中
世
の
「
エ
ク
レ
シ
ア
」、
イ
ス
ラ
ム
世
界
の

「
シ
ャ
リ
ー
ア
」、
儒
教
の
「
公
」、
イ
ン
ド
の

「
ダ
ル
マ
」、
日
本
の
「
オ
オ
ヤ
ケ
」
を
取
り
上

げ
、「「
公
共
」
と
い
っ
て
も
歴
史
的
・
文
化
的
に

い
ろ
い
ろ
な
形
が
あ
る
」（
一
一
六
）
こ
と
を
示

し
、
全
体
を
見
渡
し
、「
未
来
ま
で
含
ん
だ
公
共

論
」（
一
一
七
）
を
構
築
す
る
に
は
、
深
い
比
較
思

想
的
・
比
較
文
化
的
研
究
を
踏
ま
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
（
一
一
七
）。

次
に
「
公
共
」
と
い
う
言
葉
の
問
題
を
論
じ
て

い
る
。
ま
ず
、
英
語
のpublic

とprivate
の
意

味
を
ラ
テ
ン
語
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
吟
味
し
、「
こ

れ
を
簡
単
に
「
公
」（
オ
オ
ヤ
ケ
）
と
「
私
」（
ワ

タ
ク
シ
）
と
日
本
語
で
や
っ
て
し
ま
う
と
、
本
当

は
い
け
な
い
の
で
す
」（
一
一
九
）
と
注
意
を
促
し

た
後
、
中
国
語
に
お
け
る
「
公
」（gōng

）
と

「
私
」（sī

）
の
原
義
を
『
説
文
解
字
』
で
明
ら
か

に
し
、
日
本
語
の
「
オ
オ
ヤ
ケ
」（
公
）
と
「
ワ

タ
ク
シ
」（
私
）
の
語
源
を
探
っ
て
い
る
。

最
後
に
、「
公
共
」
の
未
来
が
論
じ
ら
れ
て
い

る
。伊

東
博
士
は
、「「
家
族
」「
自
治
体
」「
企
業
」

「
国
家
」、
さ
ら
に
「
国
連
」
と
い
っ
た
も
の
を
み

な
「
公
共
体
」
の
い
ろ
い
ろ
な
層
と
捉
え
て
い

く
」（
一
二
六
）
と
い
う
未
来
に
向
け
た
構
想
を
示

し
て
い
る
。
伊
東
博
士
は
、
さ
ら
に
、
自
然
を
他

者
と
し
て
取
り
込
ん
だ
「
地
球
公
共
体
」
を
設
定

し
、「
環
境
的
公
共
主
義
」（
一
二
六
）
の
可
能
性

を
論
ず
る
こ
と
で
、
環
境
革
命
に
よ
る
新
た
な
人

類
社
会
を
展
望
し
て
い
る
。

第
五
章　
「
自
然
」
概
念
の
東
西
比
較

こ
こ
に
こ
の
章
を
配
置
し
た
理
由
は
何
だ
ろ
う

か
？

そ
れ
は
、
環
境
革
命
で
は
「
人
間
と
自
然

と
の
関
係
を
根
本
的
に
見
直
す
」（
一
三
一
）
必
要
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が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
、
こ
こ
で
自
然
概
念
の

「
比
較
文
明
史
的
」
考
察
を
行
う
必
要
が
あ
っ
た

の
だ
と
思
う
。

古
代
ギ
リ
シ
ア
の
「
自
然
」
で
は
「
ピ
ュ
シ
ス

（physis

）」（
一
三
三
）
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
伊

東
博
士
は
、
ピ
ュ
シ
ス
の
意
味
を
探
究
し
、
四
つ

に
分
類
し
た
そ
の
三
番
目
で
、「
自
然
の
持
っ
て

い
る
「
秩
序
」
や
「
力
」」（
一
三
四
）
を
示
し
、

「
成
長
し
て
き
て
、
そ
の
も
の
の
固
有
の
力
で
で

き
上
が
っ
て
く
る
。
自
己
形
成
し
て
く
る
。
そ
の

結
果
で
き
上
が
っ
た
秩
序
の
こ
と
を
言
う
」（
一

三
四
）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
ま
さ
に
本
書

全
体
を
貫
く
創
発
自
己
組
織
性
そ
の
も
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
ピ
ュ
シ
ス
が
「
森
羅
万
象
全

部
を
統
一
す
る
概
念
」（
一
三
五
）
と
な
っ
た
時
期

を
「
前
五
世
紀
ご
ろ
」（
一
三
五
）
と
推
定
し
て
い

る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
ピ
ュ
シ
ス
を
「
み
ず
か

ら
の
う
ち
に
運
動
の
原
理
を
持
つ
﹇
も
の
﹈」（
一

三
五
）
と
定
義
し
た
が
、
こ
れ
は
、「
う
ち
に
生

成
、
発
展
の
原
理
を
持
っ
た
生
命
的
自
然
」（
一

三
六
）
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
自
然
と
人
間
、

自
然
と
神
の
関
係
を
探
究
し
、
伊
東
博
士
は
、

「
神
も
人
間
も
こ
の
ピ
ュ
シ
ス
の
中
に
統
合
さ
れ

て
い
た
」（
一
三
七
）
こ
と
を
確
認
し
、
こ
れ
を

「
汎
自
然
主
義
」（
一
三
七
）、「
パ
ン
ピ
ュ
シ
ズ

ム
」（
一
三
七
）
と
命
名
し
て
い
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
自
然
で
は
、
ギ
リ
シ
ア
の
ピ
ュ

シ
ス
が
ロ
ー
マ
世
界
で
ナ
ト
ゥ
ー
ラ
と
な
り
、
こ

れ
が
キ
リ
ス
ト
教
の
世
界
に
入
っ
て
変
化
し
、「
パ

ン
ピ
ュ
シ
ズ
ム
の
崩
壊
」（
一
三
九
）
が
起
こ
っ
た

と
さ
れ
て
い
る
。「
中
世
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の

神
、
人
間
、
自
然
の
階
層
的
分
裂
」（
一
三
九
）
が

出
現
し
、
こ
こ
か
ら
、
人
間
に
よ
る
自
然
の
「
支

配
」（
一
三
九
）
が
は
じ
ま
り
、
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

は
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
ト
マ
ス
的
な
ス
コ
ラ
哲

学
を
否
定
す
る
と
同
時
に
ま
た
ネ
オ
プ
ラ
ト
ニ
ズ

ム
…
…
﹇
の
﹈
自
然
観
を
…
…
両
方
と
も
否
定
す

る
」（
一
四
〇
）
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

「
一
七
世
紀
の
「
科
学
革
命
」
の
チ
ャ
ン
ピ
オ

ン
」
と
し
て
デ
カ
ル
ト
と
ベ
イ
コ
ン
が
、
取
り
上

げ
ら
れ
て
い
る
。
デ
カ
ル
ト
が
「
機
械
論
的
自
然

観
」
を
つ
く
り
上
げ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
に
触
れ
、

伊
東
博
士
は
、「
非
常
に
不
思
議
な
こ
と
を
や
っ

た
と
私
は
思
う
ん
で
す
」（
一
四
一
）
と
述
べ
、

「
し
か
し
こ
れ
は
今
ま
で
、
す
ご
い
こ
と
だ
と
言

わ
れ
て
き
た
わ
け
で
す
」（
一
四
一
）
と
続
け
て
い

る
。
こ
の
表
現
に
は
、
デ
カ
ル
ト
が
「
や
っ
た
」

「
非
常
に
不
思
議
な
こ
と
」
を
強
く
批
判
す
る
、

伊
東
博
士
の
立
場
が
表
れ
て
い
る
も
の
と
思
う
。

自
然
が
「
一
様
な
延
長
に
な
っ
て
脱
生
命
化
さ

れ
」（
一
四
一
）
た
と
き
、
人
間
は
ど
う
な
っ
た
の

だ
ろ
う
か
。
身
体
は
「
延
長
」、
こ
こ
ろ
は
「
思

惟
」
と
さ
れ
た
。
こ
の
二
元
論
に
は
、
互
い
を
つ

な
ぐ
も
の
が
な
く
、「
生
命
」
が
両
方
か
ら
脱
落

し
て
し
ま
っ
た
。
こ
こ
で
、
伊
東
博
士
は
、
改
め

て
、「
な
ぜ
デ
カ
ル
ト
は
こ
ん
な
に
世
界
を
機
械

論
化
し
た
か
っ
た
ん
だ
ろ
う
か
」（
一
四
二
）
と
問

う
。
そ
し
て
、「
自
然
を
機
械
化
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
自
然
を
所
有
す
る
」（
一
四
三
）
こ
と
に

あ
っ
た
の
だ
と
突
き
止
め
て
い
る
。

次
に
も
う
ひ
と
り
の
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
で
あ
る
ベ

イ
コ
ン
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
伊
東
博
士
は
、
ベ

イ
コ
ン
は
「
人
間
に
よ
り
利
用
さ
れ
る
べ
き
自
然

と
い
う
新
し
い
概
念
を
登
場
さ
せ
た
」（
一
四
三
）

と
指
摘
し
て
い
る
。
ベ
イ
コ
ン
は
、「
自
然
そ
の

も
の
の
原
因
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は

じ
め
て
そ
れ
を
支
配
す
る
こ
と
が
で
き
る
」（
一

四
三
）
と
考
え
た
。
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
の
信
仰

（
一
四
三
）
の
影
響
も
あ
り
、「
自
然
を
人
間
が
支

配
し
て
い
い
と
い
う
権
利
を
神
か
ら
も
ら
っ
て
い

る
」（
一
四
三
）
と
し
て
、「
自
然
の
上
に
「
人
間

の
王
国
」
を
つ
く
る
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
掲
げ
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て
、
こ
れ
を
実
践
す
る
方
法
と
い
う
も
の
を
つ

く
っ
て
い
っ
た
」（
一
四
三
）。
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
苦
境
を
救
う
と
い
う
意
味
で
は
「
相
当
程
度

成
功
」（
一
四
四
）
し
た
が
、
利
用
さ
れ
、
搾
取
さ

れ
、
支
配
さ
れ
続
け
た
自
然
は
、
今
や
崩
壊
の
危

機
に
瀕
し
て
い
る
。
こ
れ
が
今
日
の
地
球
環
境
問

題
で
あ
り
、
伊
東
博
士
が
「
変
容
の
時
代
」
に
到

達
し
た
と
指
摘
さ
れ
る
根
源
的
要
因
の
一
つ
で
あ

る
。中

国
の
自
然
観
で
は
、「
自
然
」（
ツ
ー
ラ
ン
）

の
意
味
が
吟
味
さ
れ
て
い
る
。『
説
文
解
字
』
に

よ
り
、「
自
」
は
「
鼻
」
で
あ
る
と
確
認
さ
れ
、

「
自
分
の
こ
と
を
鼻
を
指
し
て
言
う
わ
け
で
す
。

で
す
か
ら
、
こ
の
鼻
と
い
う
も
の
が
結
局
自
分
と

い
う
意
味
に
な
っ
て
き
た
」（
一
四
六
）
と
解
き
明

か
し
、「
然
」
は
状
態
詞
で
、
結
局
「「
自
然
」
と

い
う
も
の
は
ま
さ
に
自
ら
の
ま
ま
」（
一
四
六
）
と

い
う
「
状
態
を
指
す
」（
一
四
六
）
副
詞
な
い
し
形

容
詞
で
あ
っ
た
と
解
明
し
て
い
る
。
こ
れ
を
老
子

が
「
最
初
に
術
語
」（
一
四
六
）
と
し
て
使
い
、
道

家
で
「
天
地
の
自
然
」（
一
四
七
）
と
使
わ
れ
た

が
、
こ
の
場
合
で
も
、「「
自
然
」
はnature

の

森
羅
万
象
含
め
て
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
」

（
一
四
八
）
と
述
べ
て
い
る
。
伊
東
博
士
は
、「
自

然
と
い
う
言
葉
を
使
う
と
き
に
注
意
し
な
け
れ
ば

い
け
な
い
の
は
、
こ
れ
が
自
然
性
を
意
味
し
て
い

る
場
合
と
自
然
物
を
意
味
し
て
い
る
場
合
と
二
つ

あ
り
ま
す
」（
一
四
八
）
と
明
確
化
し
、「
中
国
の

場
合
に
は
、
こ
の
自
然
は
本
来
自
然
性
を
言
う
の

で
あ
っ
て
、
自
然
物
を
言
う
の
で
は
な
か
っ
た
」

（
一
四
八
―
一
四
九
）
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、

現
代
の
中
国
語
の
「
自
然
」
は
「natu re

」
の
意

味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
い
つ
こ
の
変
化

が
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
関
し
て
、

伊
東
博
士
は
、「
ち
ょ
っ
と
骨
を
折
っ
た
」（
一
四

九
）
と
述
べ
て
い
る
。
当
時
の
英
華
辞
典
を
調
査

し
、「
梁
啓
超
の
時
代
を
挟
ん
で
、
変
わ
っ
て
る

ん
で
す
ね
。
そ
の
前
は
「
天
地
万
物
」。
だ
け

ど
、
そ
の
後
に
「
自
然
」
と
い
う
ふ
う
に
出
て
る

ん
で
す
ね
」（
一
四
九
）
と
、
こ
の
変
わ
り
目
を
突

き
止
め
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

最
後
に
、
日
本
の
「
自
然
」
が
吟
味
さ
れ
る
。

「
森
羅
万
象
の
意
味
で
、
つ
ま
りnature

の
訳
語

と
し
て
「
自
然
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
の
は
、

日
本
に
お
い
て
な
の
で
す
」（
一
五
〇
）
と
述
べ
た

後
、「
自
然
」
を
め
ぐ
る
精
緻
な
日
本
思
想
史
的

探
究
が
行
わ
れ
て
い
る
。
中
国
か
ら
は
い
っ
て
き

た
「
自
然
」
を
「
お
の
ず
か
ら
」
と
訓
じ
た
『
常

陸
風
土
記
』
か
ら
じ
め
、『
万
葉
集
』
で
は
、「
お

の
ず
か
ら
」
と
「
み
ず
か
ら
」
の
問
題
を
解
き
あ

か
し
、
空
海
の
「
自
然
」
は
「
ジ
ネ
ン
」
で
あ
り

「
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
訳
で
、「
ス
ヴ
ァ
ブ
ハ
ー

ヴ
ァ
」
を
訳
し
た
言
葉
だ
ろ
う
」（
一
五
一
）
と
指

摘
し
、『
源
氏
物
語
』
や
『
枕
草
子
』
で
は
、
ジ

ネ
ン
は
副
詞
や
形
容
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る

と
し
て
い
る
。
次
に
、
親
鸞
と
安
藤
昌
益
が
取
り

上
げ
ら
れ
る
。
親
鸞
は
「「
自
然
」
を
「
お
の
ず

か
ら
し
か
ら
し
む
」
と
動
詞
的
に
読
み
…
…
た
だ

た
だ
阿
弥
陀
如
来
の
衆
生
を
救
済
す
る
と
い
う
誓

い
に
よ
っ
て
お
の
ず
か
ら
に
救
わ
れ
る
」
と
解
釈

し
た
の
は
「
親
鸞
の
類
ま
れ
な
独
創
じ
ゃ
な
い
か

と
思
い
ま
し
た
」（
一
五
二
）
と
述
べ
て
い
る
。
安

藤
昌
益
で
は
、「
江
戸
の
儒
学
に
な
っ
て
ジ
ネ
ン

は
シ
ゼ
ン
に
な
り
ま
し
た
」（
一
五
二
）
と
し
、
昌

益
の
「
自
然
」
の
特
徴
を
、「
人
生
的
な
こ
と
よ

り
も
対
象
的
世
界
」（
一
五
四
）
に
も
ち
い
た
こ

と
、「
独
立
の
名
詞
」（
一
五
四
）
と
し
て
も
ち
い

た
こ
と
で
あ
る
と
し
、
さ
ら
に
彼
の
「
自
然
論
」

を
「
宇
宙
全
体
を
自
立
、
自
行
す
る
生
命
的
実
在

が
積
極
的
な
自
己
形
成
を
遂
げ
る
ホ
リ
ス
テ
ィ
ッ

ク
な
シ
ス
テ
ム
と
し
て
捉
え
た
優
れ
た
思
想
的
営

為
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
る
」（
一
五
五
）
と
し
て
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い
る
。
こ
の
あ
と
、
稲
村
三
伯
が
『
波
留
麻
和

解
』
で
「
オ
ラ
ン
ダ
語
の
ナ
チ
ュ
ー
ル
に
対
し
て

「
自
然
」
と
い
う
訳
語
を
与
え
た
」（
一
五
五
）
こ

と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
言
葉
が

日
本
語
と
し
て
定
着
す
る
に
は
時
間
が
か
か
り
、

「
明
治
二
〇
年
代
か
ら
三
〇
年
代
に
か
け
て
…
…

定
着
す
る
」（
一
五
六
）
と
し
て
い
る
。

歴
史
的
に
「
自
然
」
と
い
う
言
葉
が
持
つ
意
味

の
変
遷
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
伊
東
博
士
は
、

「
日
本
人
の
伝
統
的
自
然
観
と
は
一
体
何
か
」
と

問
い
、
そ
れ
は
「
私
が
「
自
然
と
人
間
と
の
根
源

的
紐
帯
」
と
い
う
言
葉
で
言
っ
て
い
る
こ
と
な
ん

で
す
」（
一
五
六
）
と
答
え
て
い
る
。

さ
ら
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
機
械
論
的
自

然
観
に
対
す
る
反
省
と
自
己
組
織
的
自
然
観
の
台

頭
を
踏
ま
え
て
、「
日
本
の
伝
統
と
い
う
も
の
を

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
の
対
比
に
お
い
て
新
し
く
捉
え
直

す
こ
と
に
よ
っ
て
、
…
…
「
人
類
の
思
想
」
を
と

も
に
つ
く
り
上
げ
て
い
く
時
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
」（
一
五
八
）
と
結
ん
で
い
る
。

第
六
章　

 

比
較
文
明
論
の
現
在

―
文
明
の
転
換

期

本
章
で
、
伊
東
博
士
は
、「
私
の
考
え
で
は
、

世
界
の
文
明
と
い
う
も
の
は
、
…
…
共
通
の
変

換
、
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
、
こ
れ
を

行
っ
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
と
思
う
」（
一
六
一
）

と
述
べ
、「
五
つ
の
大
き
な
変
革
期
」（
一
六
一
）、

す
な
わ
ち
、「
人
類
革
命
」、「
農
業
革
命
」、「
都

市
革
命
」、「
精
神
革
命
」、「
科
学
革
命
」
を
経
て

今
日
に
至
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
あ
と
、
現

在
は
「
六
番
目
の
「
環
境
革
命
」
と
い
う
文
明
の

大
転
換
期
に
今
わ
れ
わ
れ
は
改
め
て
遭
遇
し
て
い

て
、
そ
の
渦
中
に
あ
る
と
い
う
の
が
私
の
比
較
文

明
論
の
構
図
で
す
」（
一
六
二
）
述
べ
て
い
る
。

「
人
類
革
命
」
か
ら
「
科
学
革
命
」
に
つ
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
「w

hat

」、「w
here

」、「w
hen

」
を

取
り
上
げ
て
説
明
が
行
わ
れ
て
い
る
。

「
環
境
革
命
」
で
は
、「
何
が
今
の
変
換
期
に
お

い
て
必
要
な
の
か
」（
一
七
六
）
と
問
い
、「
科
学

技
術
の
進
路
変
更
」、「
自
然
観
の
変
革
」、「
文
明

の
転
換
」
の
三
つ
を
挙
げ
、
説
明
が
行
わ
れ
て
い

る
。「

科
学
技
術
の
進
路
変
更
」（
一
七
六
）
で
は
、

「「
科
学
革
命
」
と
い
う
、
知
識
の
革
命
が
、
人
間

と
地
球
の
生
を
重
ん
じ
る
叡
智
の
革
命
に
な
ら
な

け
れ
ば
い
け
な
い
。
つ
ま
り
、
科
学
者
は
自
分
の

や
っ
て
い
る
こ
と
の
社
会
的
意
味
と
か
、
あ
る
い

は
地
球
的
意
味
、
環
境
的
な
意
味
、
こ
う
い
う
も

の
を
い
つ
も
考
え
て
い
な
け
れ
ば
い
け
な
い
」

（
一
七
七
―
一
七
八
）
と
し
て
、「
サ
イ
エ
ン
テ
ィ
ス

ト
（
知
識
の
人
）
は
、
そ
の
知
識
の
い
く
先
、
使

わ
れ
方
、
影
響
、
そ
う
い
う
も
の
ま
で
考
え
る
サ

ピ
エ
ン
テ
ィ
ス
ト
（
叡
智
の
人
）
に
な
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」（
一
七
八
）
と
指
摘
し
て
い
る
。

「
自
然
観
の
変
革
」（
一
七
八
）
で
は
、「
近
代
科

学
」
の
根
底
に
あ
る
「
世
界
観
」
を
指
摘
し
、

「
自
然
は
そ
れ
自
体
が
生
き
物
だ
、
機
械
な
ん
か

で
は
な
い
」（
一
七
八
）、「
私
は
、
地
球
も
宇
宙
も

生
き
て
い
る
と
思
う
」（
一
七
九
）
と
述
べ
て
い

る
。
伊
東
博
士
は
、「「
機
械
論
的
自
然
観
」（m

e -

chanistic view
 of nature

）
を
、
こ
れ
か
ら
、

「
生
世
界
的
自
然
観
」（bio-w

orld view
 of na-

ture

）
に
移
し
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
」

（
一
七
九
）
と
し
、「「
自
然
の
支
配
」（dom

inance 

over nature

）
と
い
う
こ
の
考
え
方
で
は
な
く
、

「
自
然
と
の
共
生
」（convivence w

ith nature

）

と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
」（
一

七
九
―
一
八
〇
）
と
、「
自
然
観
の
根
本
的
転
換
」

（
一
八
〇
）
を
説
い
て
い
る
。

「
文
明
の
転
換
」（
一
八
〇
）
で
は
、「「
も
っ
と

も
っ
と
」
の
論
理
」（
一
八
一
）
か
ら
、「
も
っ
と
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ス
テ
イ
ブ
ル
な
シ
ビ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
に
移
ら
な
け

れ
ば
い
け
な
い
。
も
っ
と
「
定
常
型
」
の
安
定
し

た
成
熟
文
明
に
移
っ
て
い
く
転
換
期
に
あ
る
」

（
一
八
一
）
と
、
わ
れ
わ
れ
の
現
在
と
、
転
換
の
方

向
性
を
指
示
し
て
い
る
。

伊
東
博
士
は
、
人
類
の
文
明
史
の
中
に
現
在
の

状
況
を
位
置
づ
け
、
今
ま
さ
に
第
六
の
変
革
期
に

あ
る
と
見
き
わ
め
、
そ
れ
を
「
環
境
革
命
」
と
呼

ん
だ
。
こ
の
変
革
に
お
い
て
求
め
ら
れ
て
い
る
も

の
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
伊
東
博
士
は
「「
環
境
革

命
」
と
は
、
結
局
「
人
間
の
生
き
方
」
の
変
革
を

求
め
て
い
る
「
人
間
革
命
」
な
の
で
す
」（
一
八

二
）
と
、
述
べ
て
講
演
を
終
え
て
い
る
。

 

＊

現
在
、
人
類
は
環
境
革
命
の
中
に
い
る
。
こ
れ

ま
で
の
変
革
と
同
様
に
、
環
境
革
命
も
そ
れ
以
前

の
変
革
に
お
け
る
成
果
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
、
新

た
な
変
革
を
成
し
遂
げ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
環

境
革
命
は
、
科
学
革
命
の
成
果
を
継
承
す
る
こ
と

に
な
る
。
し
か
し
、
科
学
革
命
の
成
果
は
「
変

容
」
を
加
え
た
上
で
な
け
れ
ば
、
継
承
で
き
な
い

―
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
前
の
変
革
を
崩
壊
に
導

き
つ
つ
あ
る
要
因
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

本
書
は
、
二
十
一
世
紀
に
入
り
、
混
沌
の
度
を

ま
し
つ
つ
あ
る
人
類
に
対
し
、「
変
容
」
を
通
じ

て
人
類
と
文
明
と
地
球
の
未
来
を
切
り
開
く
た
め

の
洞
察
と
叡
智
を
開
示
し
た
名
著
で
あ
り
、
是

非
、
多
く
の
方
々
に
一
読
を
お
勧
め
し
た
い
。

ま
た
、
本
書
は
、
日
本
語
で
著
述
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
の
内
容
は
人
類
全
体
に
向
け
て
発
せ
ら
れ

た
も
の
で
あ
る
。
い
ろ
い
ろ
な
外
国
語
、
と
り
わ

け
英
語
に
翻
訳
さ
れ
、
世
界
の
人
々
が
伊
東
博
士

の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
共
有
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と

を
願
っ
て
い
る
。

〔
麗
澤
大
学
出
版
会
、
平
成
二
十
五
（
二
〇
一
三
）
年

十
月
十
日
〕
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