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は
じ
め
に

　

本
論
の
目
的
は
、
Ｇ
・
Ｗ
・
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
（Gottfried W

ilhelm
 Leibniz, 1646-

1716

）
の
自
然
哲
学
の
う
ち
、
生
物
に
関
す
る
思
想
（
以
下
、「
生
物
学
」
と
表
記
）

を
方
法
論
的
原
理
、
生
物
分
類
学
、
発
生
学
と
い
う
３
つ
の
観
点
か
ら
再
構
成
す
る
こ

と
で
あ
る
。
生
物
分
類
学
及
び
発
生
学
と
で
な
さ
れ
る
主
張
を
整
合
的
に
解
釈
す
る
際

に
は
、「
種
の
同
一
性
と
変
化
」
を
め
ぐ
る
問
題
が
生
じ
る
。
本
論
で
は
こ
の
問
題
を

整
合
的
に
解
釈
す
る
こ
と
に
も
取
り
組
み
つ
つ
、
そ
の
展
望
を
提
示
す
る
。
こ
の
問
題

は
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
取
り
上
げ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
思
想
の
一
局

面
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
の
根
本
的
な
形
而
上
学
的
主
張
で
あ
る
最
善
世
界
論
と
接
点

を
見
出
す
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
生
物
学
史
上
の
転
換
点
で
あ
る
進
化
論
思
想
と
の
接

点
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
な

視
点
か
ら
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
実
像
に
迫
る
可
能
性
が
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
以
下
で

は
、
本
論
が
明
ら
か
に
し
た
成
果
を
章
ご
と
に
提
示
し
て
い
く
。

第
一
章
「
生
物
学
の
方
法
論
的
原
理
」

　

第
一
章
で
は
、『
新
た
な
説
』（Systèm

e nouveau de la nature et de la com
-

m
unication des substances

）、『
生
命
の
原
理
』（Considérations sur les 

principes de vie et les natures plastiques

）
な
ど
後
期
の
著
作
を
考
察
の
対
象

と
し
、
後
期
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
生
物
学
に
お
け
る
方
法
論
的
原
理
を
再
構
成
し
た
。
こ
こ

で
い
う
方
法
論
的
原
理
と
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
生
物
の
仕
組
み
を
説
明
し
よ
う
と
試

み
る
時
に
用
い
る
基
礎
的
な
概
念
を
指
す
。

　

同
章
で
は
、
以
下
の
二
点
を
明
ら
か
に
し
た
。
第
一
に
、「
予
定
調
和
」
と
「
力
」

と
い
う
方
法
論
的
原
理
は
生
物
に
お
い
て
魂
と
身
体
と
を
厳
密
に
結
び
つ
け
つ
つ
、
魂

と
身
体
が
そ
れ
ぞ
れ
が
独
自
に
展
開
し
て
ゆ
く
こ
と
を
可
能
に
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

と
り
わ
け
『
新
た
な
説
』
で
は
魂
に
お
け
る
情
念
の
働
き
と
そ
れ
に
対
応
す
る
身
体
に

お
け
る
動
物
精
気
の
運
動
な
ど
が
記
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
、「
原
始
的
力
」
の
制
限
に

よ
っ
て
、
情
念
と
動
物
精
気
の
運
動
と
が
生
じ
る
こ
と
を
提
示
し
た
。

　

第
二
に
、「
自
然
の
事
物
に
関
す
る
大
原
理
」
は
「
斉
一
性
の
原
理
」
と
も
言
い
換

え
ら
れ
、
予
定
調
和
と
密
接
に
関
わ
り
つ
つ
、
予
定
調
和
と
は
別
の
方
面
か
ら
神
の
介

入
を
減
ら
す
道
を
支
持
す
る
点
で
あ
る
。
こ
の
、
神
の
介
入
を
減
ら
す
道
は
と
り
わ
け

本
論
第
３
章
で
考
察
す
る
発
生
学
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

第
二
章
「
生
物
分
類
学
」

　

第
二
章
で
は
、
生
物
分
類
に
関
し
て
集
中
的
に
言
及
し
て
い
る
『
人
間
知
性
新
論
』

（N
ouveaux essais sur l ’entendem

ent hum
ain

）
第
三
巻
を
読
解
の
中
心
的
な
対

象
と
し
、「
種
」
の
存
在
性
格
及
び
そ
の
定
義
の
仕
方
と
い
う
理
論
的
側
面
と
、
そ
れ

ら
の
具
体
例
と
い
う
実
践
的
側
面
か
ら
整
理
し
て
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
生
物
分
類
学
を

包
括
的
に
再
構
成
し
た
。
以
下
で
は
、
紙
幅
の
都
合
上
、
理
論
面
に
関
し
て
明
ら
か
に

し
た
こ
と
の
み
を
提
示
す
る
。

　

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、「
人
間
と
い
う
種
に
関
し
て
は
、
名
目
的
定
義
と
と
も
に
、
実

在
的
定
義
を
持
っ
て
い
る
」
と
考
え
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
よ
る

と
、「
我
々
人
間
に
共
通
の
内
的
本
性
は
理
性
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
十
分
知
ら
れ

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
自
然
哲
学

│
│
生
物
学
の
方
法
論
的
原
理
と
生
物
種
の
問
題
│
│
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て
い
る
」
た
め
、
内
的
本
性
と
い
う
指
標
を
用
い
て
定
義
す
る
こ
と
が
で
き
、
実
在
的

定
義
も
有
し
得
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
内
的
本
性
は
可
能
的
に
有
し
て
い
れ
ば
よ

い
の
で
、
内
的
本
性
で
あ
る
理
性
は
現
実
に
現
れ
て
こ
な
い
場
合
が
あ
り
得
る
。
ラ
イ

プ
ニ
ッ
ツ
が
挙
げ
る
例
で
は
、
愚
か
者
や
子
供
で
あ
る
。
彼
ら
は
理
性
を
有
し
て
い
る

が
、
現
に
発
揮
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
場
合
、
あ
る
個
体
が
人
間
と
い
う
種

に
含
ま
れ
る
か
ど
う
か
判
定
す
る
場
合
に
は
、
実
在
的
定
義
だ
け
で
は
判
定
の
原
理
と

し
て
境
界
的
事
例
を
処
理
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
外
的
特
徴
や
発
生
な
ど
の
名
目

的
定
義
も
用
い
て
総
合
的
に
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

他
方
、「
人
間
」
と
い
う
種
を
除
け
ば
、
我
々
は
生
物
種
に
関
し
て
、
名
目
的
定
義

し
か
有
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の
も
、
我
々
は
人
間
以
外
の
他
の
動
植
物

が
有
す
る
本
質
を
見
出
す
洞
察
力
（pénétration

）
を
持
っ
て
い
な
い
の
で
、
そ
れ

を
認
識
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
内
的
本
性
を
と
い
う
指
標
を
用
い
る
こ
と

が
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
我
々
は
外
的
特
徴
や
発
生
な
ど
の

暫
定
的
な
指
標
に
頼
り
な
が
ら
生
物
種
を
定
義
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
、「
自
然
学
的

種
に
つ
い
て
私
た
ち
の
持
つ
規
定
は
暫
定
的
な
も
の
で
あ
り
、
私
た
ち
の
知
識
に
比
例

す
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
実
践
的
に
は
、
い
く
つ
か
の
指
標
を
用
い
て

名
目
的
定
義
を
作
り
、
自
然
観
察
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
知
識
を
増
大
さ
せ
る
こ
と
で
、

そ
の
名
目
的
定
義
は
そ
の
蓋
然
性
を
高
め
て
い
く
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

第
三
章
「
発
生
学
」

　

第
三
章
で
は
、
発
生
学
に
関
し
て
集
中
的
に
言
及
し
て
い
る
『
弁
神
論
』（Essais 

de théodicée

）、『
デ
・
ボ
ス
宛
書
簡
』（Lettre à P. des Bosses

）
な
ど
の
後
期

著
作
を
読
解
の
中
心
的
な
対
象
と
し
、
何
が
発
生
す
る
の
か
と
い
う
対
象
の
側
面
と
、

そ
の
対
象
が
ど
の
よ
う
に
変
化
す
る
の
か
と
い
う
変
化
の
仕
方
の
側
面
か
ら
発
生
学
を

再
構
成
し
た
。

　

対
象
に
関
し
て
は
以
下
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
発
生
学
の
対

象
に
す
る
の
は
、「
種
子
」（sem

ence

）
及
び
「
精
子
的
動
物
」（anim

al sperm
a-

tique

）
で
あ
る
。
種
子
と
精
子
的
動
物
と
は
そ
れ
ぞ
れ
共
通
点
を
持
ち
な
が
ら
も
、

異
な
る
特
徴
を
有
す
る
。
種
子
と
精
子
的
動
物
の
共
通
点
は
、
種
子
も
、
精
子
的
動
物

も
そ
の
う
ち
に
有
機
的
身
体
だ
け
で
は
な
く
魂
も
含
ん
で
い
る
と
い
う
点
、
つ
ま
り
基

本
的
な
構
成
要
素
が
同
じ
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
種
子
と
精
子
的
動
物
の
相
違
点

は
、
種
子
は
本
来
、
植
物
に
対
し
て
用
い
ら
れ
る
語
で
あ
り
、
そ
れ
が
拡
張
さ
れ
て
動

物
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
精
子
的
動
物
は
、
文
字
ど
お
り
動
物
に
限
定
さ
れ

て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
例
え
ば
、『
生
命
の
原
理
』
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
と
、
種

子
と
は
本
来
植
物
に
関
し
て
使
わ
れ
る
語
で
あ
り
、
そ
れ
が
拡
張
さ
れ
て
動
物
に
用
い

ら
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
『
生
命
の
原
理
』
に
お
い
て
、「
む
し

ろ
今
生
き
て
い
る
動
物
は
妊
娠
以
前
に
も
、
植
物
に
お
け
る
よ
う
に
（aussi bien 

que les plantes

）、
小
さ
な
も
の
と
し
て
種
子
の
内
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考

え
ら
れ
よ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
植
物
の
種
子
を
モ
デ
ル
と
し
て
、
そ
れ

を
動
物
に
ま
で
拡
張
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

次
に
、
変
化
の
仕
方
に
関
し
て
は
以
下
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ

の
発
生
学
に
お
い
て
、
変
化
の
仕
方
は
ふ
た
通
り
あ
る
。
一
つ
目
は
自
然
的
な
変
化
で

あ
り
、
神
の
介
入
な
し
に
変
化
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
本
論
第
一
章
で
は
、
ラ
イ

プ
ニ
ッ
ツ
が
創
造
時
以
外
の
神
の
介
入
を
避
け
る
道
を
自
然
的
な
道
と
呼
び
、
ま
た
、

そ
れ
を
予
定
調
和
お
よ
び
自
然
の
事
物
に
関
す
る
大
原
理
と
い
う
二
つ
の
方
法
論
的
原

理
か
ら
支
持
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
と
り
わ
け
、
予
定
調
和
は
、
マ
ル
ブ
ラ
ン

シ
ュ
の
機
会
原
因
論
に
対
抗
す
る
目
的
で
導
入
さ
れ
た
概
念
で
あ
っ
た
。
機
会
原
因
論

に
対
し
て
、
神
が
創
造
後
の
世
界
に
度
々
介
入
す
る
こ
と
を
制
限
す
る
こ
と
を
批
判
し

て
お
り
、
予
定
調
和
で
は
、
神
の
介
入
が
創
造
時
だ
け
と
な
る
。
つ
ま
り
、
被
造
物
を

創
造
す
る
際
に
も
、
神
は
創
造
時
に
の
み
介
入
し
、
あ
と
は
自
然
的
な
仕
組
み
だ
け
で

展
開
し
て
い
く
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
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二
つ
目
は
、
超
自
然
的
な
、
あ
る
い
は
奇
跡
に
よ
る
変
化
で
あ
り
、
神
が
介
入
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
対
象
が
変
化
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
当
時
の
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
義

で
は
、
ト
マ
ス
主
義
を
受
け
継
ぎ
、
人
間
を
創
造
す
る
際
に
は
、
神
が
完
全
性
を
引
き

上
げ
る
と
い
っ
た
考
え
方
が
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
少
な
く
と
も
人
間
が
誕
生
す
る
時
に

は
、
神
が
介
入
し
、
奇
跡
を
起
こ
す
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。

第
四
章
「
種
の
同
一
性
と
差
異
」

　

第
四
章
「
種
の
同
一
性
と
変
化
」
で
は
、『
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー
』（M

onadologie

）
を

考
察
の
中
心
的
な
対
象
に
し
、
同
著
作
で
論
じ
ら
れ
る
「
種
の
同
一
性
と
変
化
」
と
い

う
本
論
第
２
、
３
章
の
考
察
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
相
反
す
る
テ
ー
ゼ
に
対
し
て
整
合
的

な
解
釈
を
試
み
た
。
ま
た
、
そ
の
解
釈
を
も
と
に
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
最
善
世
界
論
、

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
進
化
論
と
い
う
二
つ
の
展
望
を
示
し
た
。

　

同
章
で
は
次
の
三
点
を
明
ら
か
に
し
た
。
第
一
に
、
発
生
と
受
精
と
い
う
類
似
し
た

概
念
が
生
物
種
の
同
一
性
と
同
時
に
変
化
を
も
た
ら
す
と
い
う
問
題
に
対
し
て
、
整
合

的
な
解
釈
を
し
得
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
の
解
釈
を
以
下
に
示
す
。

　

発
生
は
種
の
同
一
性
を
担
保
す
る
、
と
い
う
場
合
に
使
う
「
発
生
」
は
可
視
的
世
界

で
の
出
生
、
つ
ま
り
、
あ
る
マ
ク
ロ
な
生
物
か
ら
あ
る
マ
ク
ロ
な
生
物
が
産
ま
れ
る
と

い
う
意
味
で
あ
る
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
発
生
は
種
と
種
と
を
識

別
す
る
た
め
の
名
目
的
な
指
標
で
あ
っ
て
、
種
の
同
一
性
を
確
実
に
担
保
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
現
象
レ
ベ
ル
で
の
種
に
対
す
る
言
説
で
あ
る
。
こ
の
種
概
念

は
、
知
識
の
増
大
に
よ
っ
て
改
訂
可
能
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
経
験
科
学
的
な
種
の

概
念
と
言
え
る
。

　

他
方
、
受
精
は
種
の
変
化
を
も
た
ら
す
、
と
い
う
場
合
に
使
う
「
受
精
」
は
ミ
ク
ロ

な
場
面
に
目
を
向
け
た
場
合
の
出
生
で
あ
る
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、

あ
る
ミ
ク
ロ
な
精
子
的
動
物y

が
、
卵
に
よ
っ
て
成
長
す
る
と
い
う
場
面
で
あ
る
。
こ

の
場
合
、
マ
ク
ロ
な
動
物x

の
精
子
的
動
物y

は
、
そ
の
う
ち
に
魂
を
含
ん
で
お
り
、

受
精
後
マ
ク
ロ
な
動
物x

と
同
じ
種
に
変
態
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
精
子
的
動
物y

の

有
す
る
魂
の
本
質
が
、
マ
ク
ロ
な
動
物x

と
同
じ
本
質
へ
と
変
容
す
る
こ
と
が
予
先

形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
同
様
に
、
精
子
的
動
物y

の
有
機
的
身
体
も
マ
ク

ロ
な
動
物x

と
類
似
し
た
形
態
へ
と
展
開
す
る
こ
と
が
予
先
形
成
さ
れ
て
い
る
。
た

だ
し
、
少
な
く
と
も
人
間
の
場
合
に
は
、
受
精
の
瞬
間
に
人
間
の
有
機
的
身
体
の
形
を

と
る
。
受
精
に
よ
っ
て
変
態
し
他
の
種
の
動
物
に
な
る
と
は
、
上
述
の
こ
と
を
言
う
。

　

第
二
に
、
こ
の
現
実
的
な
世
界
す
な
わ
ち
最
善
世
界
は
そ
の
完
全
性
を
変
化
さ
せ
る

こ
と
が
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
主
張
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
本
論
が
明
ら
か
に
し
た
種

の
変
化
に
伴
う
当
該
生
物
の
完
全
性
の
変
化
と
い
う
具
体
的
な
観
点
を
持
ち
出
す
こ
と

に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
と
は
異
な
っ
た
観
点
か
ら
最
善
世
界
論
を
解
釈
し
得
る

と
い
う
点
で
あ
る
。

　

第
三
に
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
言
及
す
る
種
の
変
化
に
関
し
て
、
そ
れ
を
進
化
論
思
想

に
位
置
付
け
る
論
者
が
い
る
が
、
本
論
が
明
ら
か
に
し
た
マ
ク
ロ
な
レ
ベ
ル
で
の
発
生

で
は
種
は
変
化
し
て
い
な
い
と
い
う
観
点
を
持
ち
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
進
化
論
思
想

と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
に
は
問
題
が
残
る
点
で
あ
る
。
た
だ
し
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の

記
述
に
は
曖
昧
さ
が
残
り
、
進
化
論
思
想
に
全
く
与
し
な
い
と
は
断
定
で
き
な
い
こ
と

も
示
し
た
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
本
論
の
成
果
を
部
分
的
に
提
示
し
た
。
こ
れ
ら
の
成
果
に
よ
っ
て
、
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
自
然
哲
学
に
お
け
る
生
物
学
の
内
実
を
示
す
と
と
も
に
、
彼
の
体
系
内
に
お
い

て
生
物
学
が
有
す
る
重
要
性
を
示
し
得
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
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は
じ
め
に

　

本
稿
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
、「
無
性
（N

ichtigkeit

）」
の

問
題
を
扱
う
も
の
で
あ
る
。
無
性
と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
て
い
る
の
は
、
人
間
の
生

に
必
然
的
に
そ
な
わ
っ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
「
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
言
う
な

れ
ば
ひ
と
が
生
き
る
う
え
で
の
制
限
で
あ
る
。

　
『
存
在
と
時
間
』
に
お
い
て
こ
の
無
性
は
、
現
存
在
が
自
己
固
有
の
あ
り
よ
う
を
す

る
う
え
で
の
根
拠
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
自
身
の
存
在
を
自
身
で
根
拠
づ
け
る

こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
現
存
在
に
と
っ
て
の
根
拠
と
な
り
う
る
と
い
う
、

特
異
な
根
拠
づ
け
の
あ
り
よ
う
が
そ
こ
で
主
張
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
現
存
在
に
特
有
の

根
拠
づ
け
の
内
実
を
考
察
す
る
こ
と
が
、
本
稿
の
主
題
で
あ
る
。

序
論　

存
在
の
意
味
へ
の
問
い
に
お
け
る
本
来
性
の
位
置
づ
け

　

こ
こ
で
は
「
存
在
の
意
味
へ
の
問
い
」
に
お
い
て
本
来
性
（Eigentlichkeit

）
が

有
す
る
機
能
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
存
在
了
解
の
徹
底
化
と
し
て
展
開
さ
れ
る
実
存
論

的
分
析
論
に
お
い
て
本
来
性
は
、
そ
の
対
象
と
な
る
現
存
在
の
根
源
的
な
あ
り
よ
う
を

示
す
と
と
も
に
、
実
存
論
的
分
析
論
そ
の
も
の
に
と
っ
て
の
理
念
と
し
て
機
能
し
て
い

る
。
こ
れ
に
も
と
づ
い
て
、
本
来
性
は
自
己
批
判
機
能
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
こ
の
機

能
は
、
非
本
来
性
の
動
向
に
対
抗
す
る
た
め
の
概
念
装
置
と
し
て
は
た
ら
く
。
つ
ま
り

本
来
性
と
い
う
概
念
は
、
存
在
の
意
味
へ
の
問
い
に
お
い
て
そ
の
道
標
を
示
す
機
能
が

重
視
さ
れ
、
い
っ
ぽ
う
生
の
必
然
的
動
向
と
し
て
非
本
来
性
の
有
す
る
積
極
的
な
諸
相

は
背
景
に
退
く
こ
と
に
な
る
。

　

非
本
来
性
の
積
極
的
な
諸
相
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
た
め
に
、
本
稿
で
は
「
既
成
解

釈
（A

usgelegtheit

）」
と
い
う
問
題
を
扱
う
。
既
成
解
釈
は
通
常
、
無
批
判
的
に
我
々

が
そ
れ
に
従
っ
て
い
る
「
世
間
の
声
」
と
い
っ
た
側
面
を
持
ち
な
が
ら
、
現
存
在
が
そ

こ
か
ら
自
己
固
有
の
可
能
性
を
取
り
出
し
て
く
る
と
こ
ろ
の
、「
遺
産
（Erbe

）」
と

し
て
も
現
れ
る
。
こ
の
既
成
解
釈
の
二
面
性
か
ら
、
現
存
在
の
日
常
を
規
定
す
る
非
本

来
性
の
積
極
的
な
側
面
を
見
て
取
る
こ
と
が
、
本
稿
の
最
終
的
な
目
標
と
な
る
。

第
一
章　

既
成
解
釈
の
存
立
構
造

　

こ
こ
で
は
、
既
成
解
釈
の
構
造
的
な
成
り
た
ち
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
ま
ず
は
、
既

成
解
釈
に
お
い
て
中
心
的
な
機
能
を
担
っ
て
い
る
「
解
釈
（A

uslegung

）」
の
は
た

ら
き
を
、
了
解
作
用
と
の
関
係
か
ら
確
認
す
る
。
主
題
と
な
る
の
は
、
了
解
作
用
に
お

け
る
先
行
構
造
（V

or-Struktur

）
と
「
と
し
て
」
構
造
（A

ls-Struktur

）
と
の
関

係
で
あ
る
。
了
解
さ
れ
た
も
の
を
「
と
し
て
」
構
造
の
う
ち
で
分
節
化
す
る
解
釈
の
は

た
ら
き
は
、
了
解
作
用
に
お
い
て
す
で
に
、
内
世
界
的
な
存
在
者
を
出
会
わ
せ
る
地
平

を
構
成
す
る
先
行
構
造
に
お
い
て
、
お
お
ま
か
に
分
節
化
さ
れ
て
い
た
も
の
の
明
確
化

で
あ
る
、
と
い
う
の
が
こ
こ
で
の
主
旨
で
あ
る
。

　

つ
ぎ
に
既
成
解
釈
の
公
共
的
な
性
格
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
解
釈
と
語
り

（Rede
）
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
語
り
は
解
釈
に
先
立
つ
分
節
化
作
用
で
あ
り
、

い
わ
ば
分
節
化
の
下
描
き
を
了
解
作
用
に
与
え
る
よ
う
な
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ

る
。
こ
の
語
り
の
下
描
き
を
あ
た
え
る
作
用
に
、
語
り
の
も
う
ひ
と
つ
の
側
面
と
し
て

の
、
共
有
化
の
機
能
も
関
わ
っ
て
い
る
。
他
者
と
と
も
に
あ
る
と
い
う
現
存
在
の
構
造

無
性
│
『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る

自
己
伝
承
の
根
拠

野　

呂　

俊　

輔
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に
お
い
て
、
語
り
の
分
節
化
機
能
は
、
存
在
者
を
と
も
に
近
づ
き
う
る
よ
う
に
す
る
機

能
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。

　

さ
ら
に
、
語
り
に
お
い
て
分
節
化
さ
れ
た
も
の
が
、
言
語
と
し
て
一
定
の
客
体
性
を

備
え
た
か
た
ち
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
分
節
化
さ
れ
た
も
の
は
も
と
の
コ
ン
テ

ク
ス
ト
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
平
板
化
さ
れ
る
傾
向
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な

言
語
に
よ
る
可
能
性
の
平
板
化
と
い
う
こ
と
が
、
既
成
解
釈
の
動
向
に
お
い
て
本
質
構

成
的
な
も
の
と
し
て
は
た
ら
い
て
い
る
。

第
二
章　

気
遣
い
の
三
契
機
を
つ
ら
ぬ
く
無
性

　

こ
こ
で
は
気
遣
い
（Sorge

）
の
三
つ
の
契
機
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
規
定
さ
れ
て

い
る
無
性
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、「
無
性
の
根
拠
で
あ
る
こ
と
（Grund-

sein einer N
ichtigkeit

）」
と
い
う
規
定
の
内
実
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

　

第
一
に
、
頽
落
（V

erfallen

）
の
無
性
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
ま
ず
、
内
世
界
的

存
在
者
の
側
か
ら
存
在
了
解
を
規
定
さ
れ
る
と
い
う
頽
落
の
動
向
に
よ
り
、
現
存
在
の

可
能
性
と
し
て
の
性
格
は
見
過
ご
さ
れ
、
現
存
在
の
存
在
は
そ
の
客
体
的
な
属
性
と
い

う
観
点
か
ら
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
世
間
的
自
己
の
も
つ
平
均
性
へ
の

傾
向
に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
が
平
坦
化
さ
れ
て
い
く
。
本
稿
で
は
世
間
の
平
均

性
へ
の
傾
向
を
、
現
存
在
の
言
語
的
体
制
に
も
と
づ
く
共
通
地
盤
へ
の
傾
向
と
し
て
捉

え
、
そ
の
共
通
地
盤
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性
が
比
較
可
能
な
か
た
ち
で
扱
わ
れ
、

コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
脱
色
さ
れ
る
動
向
を
示
す
。

　

こ
れ
ら
の
動
向
か
ら
、
現
存
在
の
諸
可
能
性
を
客
体
的
に
捉
え
、
在
庫
と
し
て
価
値

づ
け
操
作
す
る
よ
う
な
世
間
の
あ
り
か
た
が
生
じ
る
。
頽
落
の
無
性
と
は
、
こ
の
よ
う

な
世
間
の
動
向
か
ら
現
存
在
が
切
り
離
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し

て
い
る
。

　

第
二
に
、
投
企
（Entw

urf

）
の
無
性
を
、
被
投
的
投
企
の
無
性
と
、
投
企
そ
の
も

の
の
無
性
と
に
区
分
す
る
。
ま
ず
被
投
的
投
企
の
無
性
は
、
可
能
性
の
投
企
そ
の
も
の

が
、
そ
の
つ
ど
の
状
況
や
社
会
的
文
脈
と
相
関
的
に
あ
ら
ざ
る
を
え
な
い
、
と
い
う
こ

と
に
関
わ
る
。
つ
ぎ
に
投
企
そ
の
も
の
の
無
性
は
、
一
つ
の
可
能
性
を
選
ぶ
こ
と
で
、

他
の
可
能
性
を
逸
し
て
し
ま
う
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
ら
を
総
合
的
に
捉

え
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
現
存
在
が
可
能
性
と
し
て
存
在
す
る
う
え

で
、
そ
の
可
能
性
は
さ
ま
ざ
ま
に
制
限
さ
れ
て
あ
り
、
し
か
も
そ
の
構
造
上
、
他
の
可

能
性
は
つ
ね
に
無
化
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
別
様
に
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
か
た
ち

で
、
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
し
か
た
で
、
現
存
在
は
自
身
の
可
能
性
を
投
企
し
て
い
る
。

　

最
後
に
被
投
性
（Gew

orfenheit

）
の
無
性
で
あ
る
。
被
投
性
は
、
自
分
で
自
分
の

存
在
を
開
始
し
た
わ
け
で
も
な
い
の
に
、
と
も
か
く
存
在
し
て
お
り
、
そ
の
自
身
の
存

在
に
関
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
事
実
を
示
す
言
葉
で
あ
る
。
す
で
に
存
在

し
て
し
ま
っ
て
い
て
、
存
在
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
、
と
い
う
「
ど
う
し
よ
う
も

な
さ
」
が
、「
根
拠
で
あ
る
こ
と
」
の
本
質
を
な
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
「
根
拠
で
あ
る
こ
と
」
は
、
被
投
性
と
投
企
が
そ
の
う
ち
で
複
雑
に
絡
み

合
っ
て
い
る
規
定
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
自
己
関
係
性
を
も
つ
現
存
在
は
、
自
身
の
存
在

に
関
わ
ら
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
な
存
在
者
と
し
て
、
自
身
が
あ
る
と
い
う
こ
と
へ
と
引

き
渡
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
現
存
在
は
、
そ
の
引
き
渡
さ
れ
た
も
の
を
自

身
の
可
能
性
と
し
て
、
自
身
の
根
拠
と
す
べ
く
そ
こ
へ
と
向
か
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ

れ
を
ふ
ま
え
れ
ば
、「
無
性
の
根
拠
で
あ
る
こ
と
」
は
、
こ
の
「
根
拠
で
あ
る
こ
と
」

と
し
て
の
被
投
的
投
企
の
無
的
な
性
格
に
よ
っ
て
、
現
存
在
が
「
そ
の
よ
う
に
し
か
な

い
」
と
い
う
し
か
た
で
存
在
せ
ざ
る
を
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
解

釈
で
き
る
。

第
三
章　

伝
承
作
用
と
現
存
在
の
共
同
性

　
「
そ
の
よ
う
に
し
か
な
い
」
と
い
う
し
か
た
で
根
拠
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
が
、
現
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存
在
の
本
来
性
の
内
実
を
な
し
、
さ
ら
に
現
存
在
に
特
有
な
恒
常
性
の
下
地
を
な
す
も

の
で
あ
る
。
こ
の
恒
常
性
は
、
現
存
在
の
歴
史
的
な
あ
り
よ
う
と
し
て
の
、「
伸
び
ひ

ろ
が
り
（Erstrecken

）」
と
い
う
動
性
に
お
い
て
見
て
取
ら
れ
る
。
そ
れ
は
「
無
性

の
根
拠
で
あ
る
こ
と
」
に
も
と
づ
く
伸
び
ひ
ろ
が
り
で
あ
り
、
こ
の
動
性
に
お
い
て
、

既
成
解
釈
か
ら
遺
産
へ
の
変
容
も
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
「
無
性
の
根
拠
で
あ
る
こ
と
」
に
も
と
づ
く
自
己
の
伸
び
ひ
ろ
が
り
は
、
自
己
の
無

性
を
契
機
と
し
た
固
有
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
も
と
づ
い
て
、
か
つ
て
あ
っ
た
も
の
や
今

置
か
れ
て
い
る
状
況
が
必
然
的
な
相
貌
に
お
い
て
出
会
わ
れ
て
く
る
よ
う
な
あ
り
よ
う

で
あ
る
。
つ
ま
り
既
成
解
釈
が
遺
産
へ
と
変
容
す
る
の
は
、
そ
の
よ
う
に
し
か
あ
り
え

な
い
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
な
か
、
可
能
性
の
連
関
が
一
義
的
に
開
示
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

つ
ぎ
に
、
現
存
在
の
動
性
に
お
け
る
「
伝
承
作
用
」
と
い
う
側
面
か
ら
、
可
能
性
の

取
り
戻
し
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。
こ
こ
で
は
、「
可
能
性
の
自
己
伝

承
」
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
、
そ
の
「
可
能
性
が
自
身
を
伝
え
わ
た
す
」
と
い
う
側
面

に
着
目
し
て
解
釈
を
行
う
。
こ
の
よ
う
に
捉
え
る
こ
と
で
力
点
は
、
可
能
性
を
与
え
返

さ
れ
る
も
の
と
、
可
能
性
を
与
え
返
す
も
の
と
の
あ
い
だ
の
中
動
相
的
な
作
用
に
置
か

れ
る
。
こ
こ
で
は
こ
の
中
動
相
的
な
作
用
を
、「
無
性
の
根
拠
で
あ
る
こ
と
」
に
も
と

づ
く
共
同
可
能
性
の
伸
び
ひ
ろ
が
り
と
い
う
動
性
と
し
て
考
察
し
て
い
く
。

　

こ
の
共
同
可
能
性
の
伸
び
ひ
ろ
が
り
は
、
現
存
在
の
無
性
に
も
と
づ
き
、
様
々
に
制

限
さ
れ
、
他
の
可
能
性
を
無
化
し
つ
つ
、
そ
れ
自
身
可
能
性
と
し
て
の
性
格
を
脱
色
さ

れ
る
危
険
に
晒
さ
れ
な
が
ら
伸
び
ひ
ろ
が
っ
て
い
く
。
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性
の
う
ち
に

は
、
投
企
や
被
投
性
、
頽
落
の
契
機
に
お
い
て
、
必
然
的
に
抜
け
落
ち
て
し
ま
う
も
の

が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
可
能
性
と
し
て
潜
在
的
に
開
示
さ
れ
う
る
が
、
制
約
に
よ
っ
て

可
能
性
と
な
ら
な
か
っ
た
も
の
や
、
平
板
化
の
動
向
の
う
ち
で
、
可
能
性
と
し
て
の
性

格
を
失
っ
た
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

　

後
者
に
つ
い
て
は
、
無
的
な
根
拠
と
し
て
の
現
存
在
が
、
一
義
的
な
可
能
性
の
連
関

の
も
と
で
平
板
化
さ
れ
て
い
た
可
能
性
と
新
た
に
出
会
わ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
が
あ
り

う
る
。
い
っ
ぽ
う
前
者
の
可
能
性
が
い
か
に
取
り
戻
さ
れ
う
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ

い
て
本
稿
で
は
、
現
存
在
の
伸
び
ひ
ろ
が
り
と
い
う
動
性
に
も
と
づ
い
た
修
正
可
能
性

に
つ
い
て
考
察
す
る
。
相
互
存
在
の
さ
さ
い
な
ふ
る
ま
い
の
次
元
に
お
い
て
、
応
答
や

撤
回
と
い
う
動
向
が
は
た
ら
く
こ
と
で
、「
か
つ
て
あ
り
え
た
も
の
」
が
取
り
戻
さ
れ

う
る
、
と
い
う
こ
と
を
本
章
の
結
論
と
す
る
。

結　

論

　

本
稿
の
最
終
的
な
結
論
部
で
は
、
共
同
可
能
性
の
伸
び
ひ
ろ
が
り
の
動
き
の
う
ち
で
、

既
成
解
釈
の
積
極
的
な
面
を
提
示
す
る
こ
と
を
試
み
る
。
既
成
解
釈
の
動
向
に
お
い
て
、

応
答
や
取
り
戻
し
の
動
き
に
よ
っ
て
、
既
成
解
釈
は
い
わ
ば
注
釈
を
無
数
に
加
え
ら
れ

相
貌
を
変
え
て
い
く
。
こ
の
変
容
が
、
さ
し
あ
た
り
共
同
可
能
性
の
伸
び
ひ
ろ
が
り
と

し
て
、
偶
然
的
な
、
取
る
に
足
ら
な
い
流
行
の
変
遷
と
い
っ
た
か
た
ち
で
出
会
わ
れ
て

く
る
。

　

し
か
し
無
数
の
注
釈
に
よ
る
変
容
の
な
か
で
、
そ
の
変
容
の
ゆ
え
に
そ
の
瞬
間
に
し

か
あ
り
え
な
い
可
能
性
が
閃
い
て
く
る
こ
と
が
あ
る
。
無
数
の
注
釈
は
、
そ
の
つ
ど
偶

然
的
で
あ
る
か
に
見
え
る
布
置
状
況
を
か
た
ち
づ
く
っ
て
お
り
、
既
成
解
釈
は
こ
れ
を

か
た
ど
る
こ
と
に
寄
与
す
る
も
の
で
あ
る
。そ
の
か
た
ど
り
に
よ
っ
て
、現
存
在
が
「
そ

の
よ
う
に
し
か
な
い
」
と
い
う
し
か
た
で
自
身
の
状
況
に
対
峙
す
る
か
ぎ
り
、
注
釈
を

く
わ
え
ら
れ
平
板
化
し
た
可
能
性
は
、
唯
一
的
な
か
た
ち
に
お
い
て
出
会
わ
れ
う
る
、

と
い
う
の
が
本
稿
の
結
論
で
あ
る
。


