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は
じ
め
に 

 

ア
ド
ラ
ー
と
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
人
間
の
共
同
性
に
つ
い
て
探
究
し
、
そ
の
成

果
を
報
告
し
て
い
る
。
こ
の
問
題
を
め
ぐ
り
ア
ド
ラ
ー
の
関
心
が
収
斂
さ
れ

る
の
は
、
共
同
体
感
覚
（G

em
einschaftsgefühl, social interest

）
が
弱
ま

っ
て
い
る
た
め
に
他
者
と
の
関
係
か
ら
逸
脱
し
た
人
間
の
治
療
で
あ
る
。
こ

れ
は
確
固
と
し
た
価
値
基
準
が
前
提
さ
れ
て
い
る
。
ア
ド
ラ
ー
は
共
同
体
感

覚
に
価
値
を
認
め
て
い
る
。
共
同
体
感
覚
の
有
無
が
、
健
全
な
社
会
生
活
に

直
接
的
な
影
響
を
与
え
る
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
価

値
区
分
に
慎
重
な
態
度
を
保
ち
つ
つ
、
大
衆
か
ら
の
飛
躍
に
つ
い
て
実
存
哲

学
の
観
点
に
基
づ
き
な
が
ら
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
の
大
衆
か
ら
実
存
へ

の
飛
躍
を
倫
理
的
な
善
や
適
切
さ
を
考
慮
し
た
解
釈
は
十
分
に
可
能
で
あ

る
に
せ
よ
、
し
か
し
こ
こ
に
は
一
定
の
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
ヤ
ス
パ
ー
ス

は
大
衆
的
生
を
退
廃
（Verfallen

）
と
関
連
づ
け
て
い
る
。
「
精
神
性
は
、

大
衆
に
拡
散
す
る
こ
と
で
退
廃
す
る
」[Jas31, 102]

。
こ
の
退
廃
と
い
う
表

現
に
込
め
ら
れ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
優
劣
と
は
無
関
係
で
あ
る
と
断
定
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
か
れ
が
精
神
性
や
教
養
に
価
値
を
認
め
、
大
衆
を
こ
れ

ら
と
対
置
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
と
同
時
に
、
ヤ
ス
パ
ー
ス

は
大
衆
的
な
生
を
「
生
活
条
件
」[Jas31, 37]

と
も
見
な
し
て
い
る
。
こ
の

こ
と
か
ら
大
衆
は
全
面
的
に
否
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
な
り
、
か
れ

の
大
衆
観
を
理
解
す
る
に
は
一
定
の
注
意
が
必
要
と
な
る
。 

さ
て
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
関
心
は
、
大
衆
か
ら
実
存
へ
の
飛
躍
の
仕
方
の
解
明

に
あ
る
。
大
衆
へ
の
退
廃
が
日
常
的
に
陥
り
や
す
い
の
に
対
し
て
、
大
衆
か

ら
実
存
へ
の
飛
躍
に
は
困
難
が
生
じ
る
。
こ
の
点
で
ア
ド
ラ
ー
と
ヤ
ス
パ
ー

ス
は
近
い
思
考
を
示
し
て
い
る
。
他
人
へ
の
不
信
感
が
強
ま
っ
た
結
果
と
し

て
共
同
体
感
覚
が
弱
く
な
る
の
は
日
常
的
に
起
こ
り
や
す
い
の
に
対
し
て
、

一
度
弱
ま
っ
て
し
ま
っ
た
こ
の
感
覚
を
ふ
た
た
び
回
復
さ
せ
る
の
は
困
難

で
あ
る
と
、
ア
ド
ラ
ー
も
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。 

 

ヤ
ス
パ
ー
ス
の
大
衆
批
判
は
実
存
哲
学
の
樹
立
の
た
め
の
立
脚
点
に
も

な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
か
れ
は
、
実
存
を
普
遍
妥
当
的
な
善
や
当
為
と
見
な
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し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
大
衆
と
実
存
の
対
置
は
、
人
間
性
と
非
人
間
性

の
区
分
に
従
っ
て
い
る
。「
系
統
化
さ
れ
た
大
衆
も
、
な
ん
ど
で
も
非
精
神

的
と
な
り
非
人
間
的
と
な
る
」[Jas31, 37]

。
人
間
性
と
非
人
間
性
の
区
分

は
価
値
的
で
は
な
く
事
実
的
で
あ
る
。
こ
の
区
分
に
も
と
づ
き
、
ヤ
ス
パ
ー

ス
は
大
衆
か
ら
実
存
へ
飛
躍
す
る
た
め
の
方
法
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。

そ
し
て
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
こ
の
飛
躍
の
方
法
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
交
わ
り

（K
om

m
unikation

）
の
哲
学
を
敷
衍
し
て
い
る
。 

 

ア
ド
ラ
ー
も
人
間
性
を
め
ぐ
る
危
機
意
識
と
い
う
点
で
ヤ
ス
パ
ー
ス
と

お
お
く
の
理
解
を
共
有
し
て
い
る
。
し
か
し
大
衆
問
題
に
か
ん
し
て
い
え
ば
、

ア
ド
ラ
ー
の
態
度
は
中
立
的
で
あ
る
。
な
ぜ
ア
ド
ラ
ー
は
大
衆
と
い
う
あ
り

方
に
危
機
意
識
を
抱
か
な
か
っ
た
の
か
。
こ
の
問
い
は
大
衆
を
問
う
是
非
の

問
題
を
翻
っ
て
掘
り
起
こ
す
。 

ル
・
ボ
ン
や
タ
ル
ド
、
シ
ゲ
ー
レ
の
群
集
心
理
学
の
頃
か
ら
顕
著
化
し
た

大
衆
批
判
に
は
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
や
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
実
存
哲
学
も
広
く
共
有
す

る
観
点
が
前
提
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
か
れ
ら
の
弟
子
の
ア
ー
レ
ン
ト
に
よ

る
ア
イ
ヒ
マ
ン
裁
判
の
報
告
か
ら
ミ
ル
グ
ラ
ム
実
験
の
結
果
報
告
を
経
由

す
る
こ
と
で
、
大
衆
を
素
朴
に
問
題
視
す
る
観
点
こ
そ
、
む
し
ろ
問
題
的
と

さ
え
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
フ
ェ
ス
テ
ィ
ン
ガ
ー
の
認
知
的
不

協
和
の
理
論
に
よ
っ
て
、
人
間
の
合
理
化
が
心
理
的
葛
藤
に
対
す
る
作
為
的

な
納
得
や
正
当
化
で
も
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
と
な
り
、
大
衆
批
判
の
厄
介
さ

が
こ
こ
に
お
い
て
も
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
個
人
的
な
信
念
や
確
信
が
世
間
的

な
常
識
と
対
立
す
る
場
合
、
わ
れ
わ
れ
は
日
常
的
に
、
極
端
な
理
由
づ
け
を

た
や
す
く
お
こ
な
っ
て
し
ま
う
。
群
集
心
理
学
に
よ
り
始
ま
っ
た
大
衆
批
判

の
観
点
は
、
皮
肉
に
も
、
こ
の
学
の
発
展
と
し
て
の
社
会
心
理
学
に
よ
っ
て
、

そ
の
批
判
の
難
し
さ
を
突
き
つ
け
ら
れ
た
と
い
え
る
。 

こ
の
難
し
さ
は
、
次
の
定
型
的
な
決
め
つ
け
の
な
か
に
潜
在
す
る
。「
他

人
と
意
見
が
衝
突
し
た
場
合
、
こ
の
意
見
対
立
に
よ
る
不
安
を
落
ち
つ
か
せ

る
た
め
に
、
強
固
な
自
己
正
当
化
が
試
み
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
正
当
化
は
、

似
た
意
見
に
接
触
す
る
こ
と
で
よ
り
盤
石
と
な
る
。
ゆ
え
に
わ
れ
わ
れ
は
対

立
す
る
意
見
を
も
っ
た
場
合
に
、
自
身
と
お
な
じ
意
見
を
も
つ
者
に
接
す
る

こ
と
で
安
堵
す
る
。
不
安
感
が
よ
り
効
果
的
に
鎮
静
す
る
た
め
で
あ
る
」。

こ
う
し
た
決
め
つ
け
こ
そ
が
、
わ
か
り
や
す
い
図
式
化
を
遂
行
し
て
し
ま
っ

て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
翻
っ
て
大
衆
批
判
の
難
し
さ
と
は
、
大
衆
を
批

判
す
る
者
自
身
が
大
衆
的
な
言
説
を
繰
り
広
げ
る
こ
と
で
、
大
衆
を
再
帰
的

に
再
生
産
し
て
し
ま
う
点
に
見
い
だ
せ
る
。
し
か
し
科
学
技
術
の
社
会
的
な

取
捨
選
択
を
め
ぐ
る
ト
ラ
ン
ス
・
サ
イ
エ
ン
ス
の
問
題
領
域
や
、
ポ
ピ
ュ
リ

ズ
ム
政
治
を
め
ぐ
る
問
題
圏
等
、
大
衆
は
現
代
に
お
い
て
も
な
お
問
題
的
で

あ
る
。 

こ
こ
で
は
ア
ド
ラ
ー
と
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
比
較
を
通
じ
て
、
大
衆
の
問
題
に

つ
い
て
考
察
し
た
い
。
順
序
は
、
ア
ド
ラ
ー
の
共
同
体
感
覚
を
明
ら
か
に
し

た
の
ち
に
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
交
わ
り
の
哲
学
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
。
以

上
の
明
確
化
を
通
じ
て
、
大
衆
の
問
題
の
ひ
と
つ
の
結
論
と
し
て
、
現
在
的

な
生
を
相
対
化
さ
せ
る
歴
史
（
教
養
）
の
意
義
に
つ
い
て
展
望
し
た
い
。 
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１ 

ア
ド
ラ
ー
の
個
人
心
理
学 

 
 

ア
ド
ラ
ー
は
自
身
の
心
理
学
を
個
人
心
理
学
と
呼
ん
だ
。
個
人
心
理
学
の

要
点
は
共
同
体
感
覚
に
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
感
覚
と
連
動
し
て
人
間
の
劣
等

感
と
優
越
感
の
作
用
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
。 

 

劣
等
感
に
か
ん
し
て
、
こ
の
感
覚
に
苛
ま
れ
る
状
態
に
つ
い
て
ア
ド
ラ
ー

は
詳
述
し
て
い
る
。
こ
の
苦
し
み
は
人
間
の
幼
少
期
よ
り
始
ま
る
。
幼
少
期

の
頃
、
ひ
と
は
大
人
た
ち
に
囲
ま
れ
な
が
ら
大
人
た
ち
と
の
比
較
を
通
じ
て
、

自
身
の
劣
等
性
を
身
に
し
み
て
感
ず
る
。
大
人
た
ち
に
は
で
き
る
こ
と
が
自

身
に
は
で
き
な
い
と
い
う
事
実
が
、
こ
こ
で
の
劣
等
性
へ
の
感
覚
を
支
え
る
。

こ
の
感
覚
が
劣
等
感
や
無
能
力
感
に
ふ
か
く
関
係
す
る
。
ア
ド
ラ
ー
は
劣
等

感
そ
の
も
の
を
否
定
的
に
捉
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。「
あ
ら
ゆ
る
者
の

心
的
な
生
の
始
ま
り
に
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
深
い
劣
等
感
が
あ
る
と
認
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
子
ど
も
の
あ
ら
ゆ
る
努
力
を
ひ
き
起
こ
し
、

こ
の
努
力
を
育
て
る
推
進
力
で
あ
り
、
そ
し
て
目
標
の
た
め
に
必
要
な
推
進

力
で
あ
る
」[A

dl07, 72]

。
劣
等
感
を
抱
く
か
ら
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
は
克
服

の
た
め
の
動
機
を
獲
得
す
る
。 

し
か
し
共
同
体
感
覚
を
欠
い
た
劣
等
感
に
つ
い
て
は
、
劣
等
コ
ン
プ
レ
ッ

ク
ス
と
い
う
名
称
が
与
え
ら
れ
か
な
り
否
定
的
に
捉
え
ら
れ
る
。
劣
等
コ
ン

プ
レ
ッ
ク
ス
と
は
過
剰
な
劣
等
感
で
あ
り
、
人
間
関
係
へ
の
た
め
ら
い
の
態

度
の
原
因
と
な
る
心
の
状
態
で
あ
る
。「
劣
等
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
が
顕
著
に

な
る
と
、
敵
国
で
生
活
し
て
い
る
感
覚
を
抱
く
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
い
つ

も
他
人
の
利
益
よ
り
も
自
分
自
身
の
利
益
を
思
案
し
、
適
切
な
共
同
体
感
覚

を
も
た
な
く
な
っ
て
し
ま
う
」[A

dl69, 30]

。
ひ
と
が
劣
等
感
を
歪
ま
せ
て

し
ま
う
と
、
こ
れ
と
同
時
に
他
者
へ
の
不
信
感
も
強
め
て
し
ま
い
、
人
間
関

係
の
構
築
の
努
力
を
放
棄
す
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
こ
で
の
問
題
は
、

自
閉
的
な
態
度
の
強
化
を
め
ぐ
る
負
の
連
鎖
に
あ
る
。
他
者
へ
の
不
信
感
が

強
い
か
ら
こ
そ
閉
じ
こ
も
り
が
ち
な
態
度
に
な
り
が
ち
な
者
は
、
こ
の
閉
じ

こ
も
り
と
い
う
態
度
を
正
当
化
す
る
た
め
に
、
他
者
へ
の
不
信
感
や
恐
怖
感

を
ま
す
ま
す
強
め
て
し
ま
う
。
こ
の
正
当
化
は
、
他
者
と
関
係
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
常
識
を
強
く
意
識
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
自
閉
的
な
事
実
へ

の
感
覚
の
葛
藤
の
補
填
と
し
て
強
力
に
作
用
す
る
。 

 

劣
等
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
が
膨
張
し
て
い
く
の
に
応
じ
て
、
優
越
コ
ン
プ
レ

ッ
ク
ス
も
増
大
し
て
い
く
。
劣
等
感
と
劣
等
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
の
関
係
と
同

様
、
ア
ド
ラ
ー
は
優
越
感
そ
の
も
の
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
優

越
感
の
追
求
は
目
標
到
達
の
た
め
の
努
力
に
不
可
欠
な
心
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

で
あ
る
。
劣
等
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
が
拗
れ
て
共
同
体
感
覚
が
弱
い
状
態
で
抱

か
れ
る
優
越
感
が
問
題
的
で
あ
り
、
こ
れ
は
優
越
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
と
表
現

さ
れ
る
。「
劣
等
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
抱
く
者
が
苦
難
か
ら
逃
れ
る
方
法
の

ひ
と
つ
が
、
優
越
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
で
あ
る
。
こ
の
者
は
、
実
際
は
そ
う
で

は
な
い
の
に
、
自
身
が
優
れ
て
い
る
と
決
め
つ
け
る
」[A

dl69, 31]

。
ア
ド

ラ
ー
が
こ
の
優
越
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
問
題
視
す
る
理
由
の
ひ
と
つ
は
、
こ

の
心
の
傾
向
が
犯
罪
行
為
へ
結
び
つ
き
や
す
い
点
に
あ
る
。
ひ
と
を
騙
す
こ

と
で
偽
り
の
誘
導
を
す
る
際
に
抱
か
れ
る
他
者
の
支
配
と
い
う
快
感
、
窃
盗
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に
よ
る
他
者
を
出
し
抜
い
た
際
の
快
感
、
他
者
が
躊
躇
す
る
よ
う
な
行
動
を

躊
躇
せ
ず
に
実
行
で
き
る
自
身
へ
の
錯
覚
的
な
特
別
視
に
よ
る
快
感
、
こ
れ

ら
の
快
感
は
他
者
よ
り
も
優
れ
て
い
た
い
と
い
う
欲
求
を
満
た
し
た
結
果

で
あ
り
な
が
ら
も
、
実
情
は
人
生
の
現
実
的
課
題
か
ら
の
逃
避
的
選
択
の
帰

結
で
あ
る
。
ア
ド
ラ
ー
に
と
っ
て
犯
罪
行
為
と
は
、
人
生
の
課
題
か
ら
の
逃

避
と
欲
求
の
充
足
の
確
保
を
独
善
的
に
両
立
さ
せ
た
選
択
の
帰
結
で
あ
る
。 

 

劣
等
感
に
せ
よ
優
越
感
に
せ
よ
、
こ
れ
ら
に
共
通
し
て
問
題
的
で
あ
る
の

は
共
同
体
感
覚
の
欠
如
で
あ
る
。
以
下
で
は
こ
の
共
同
体
感
覚
に
つ
い
て
明

ら
か
に
し
た
い
。
人
間
は
「
共
同
体
」[A

dl07, 43]

に
お
い
て
生
存
す
る
動

物
で
あ
る
。「
あ
ら
ゆ
る
者
が
ひ
と
の
手
助
け
を
す
る
と
い
う
課
題
を
も
ち
、

ひ
と
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
感
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」[A

dl07, 47]

。

こ
の
必
要
に
基
づ
く
結
束
感
こ
そ
が
、
共
同
体
感
覚
で
あ
る
。
ひ
と
を
策
謀

的
な
者
で
は
な
く
友
愛
的
な
隣
人
と
捉
え
よ
う
と
す
る
態
度
は
、
猜
疑
心
で

は
な
く
信
頼
に
お
け
る
他
者
へ
の
構
え
に
よ
っ
て
整
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た

態
度
に
よ
っ
て
健
全
な
人
間
関
係
が
形
成
さ
れ
る

  (1)
。
し
た
が
っ
て
ア
ド
ラ

ー
は
、
こ
の
共
同
体
感
覚
を
十
分
に
備
え
た
人
間
を
「
理
想
像
」[A

dl07, 46]

と
捉
え
て
い
る
。 

 

さ
て
、
こ
う
し
た
共
同
体
感
覚
の
欠
如
に
よ
る
問
題
を
ア
ド
ラ
ー
は
集
団

的
視
点
か
ら
も
考
察
し
て
お
り
、
こ
れ
を
大
衆
の
問
題
と
重
ね
合
わ
せ
て
い

る
。「
個
人
的
な
問
題
と
大
衆
の
問
題
を
理
解
す
る
た
め
の
重
要
な
鍵
が
、

い
わ
ゆ
る
劣
等
感
、
劣
等
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
、
そ
し
て
こ
れ
ら
の
帰
結
で
あ

る
と
、
個
人
心
理
学
は
把
握
し
て
い
る
」[A

dl13, 105]

。
こ
れ
は
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
で
発
表
さ
れ
た
記
事
で
あ
る
。
こ
の
記
事
で
は
「
科
学

技
術
」[A

dl13, 105]

の
脅
威
と
「
戦
争
」[A

dl13, 106]

の
問
題
が
考
慮
さ

れ
な
が
ら
、
大
衆
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
か
れ
の
立
場
は
、

大
衆
そ
の
も
の
を
批
判
的
に
捉
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
問
題
は
連
帯
感

を
欠
如
さ
せ
た
集
団
で
あ
る
。「
連
帯
感
の
欠
如
は
、
膨
張
し
た
劣
等
感
の

た
め
に
つ
ね
に
、
個
人
を
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
や
犯
罪
へ
と
駆
り
立
て
、
諸
々
の
集

団
や
国
家
を
自
滅
と
い
う
奈
落
へ
と
駆
り
立
て
る
」[A

dl13, 106]

。
こ
こ

で
の
連
帯
感
と
い
う
語
は
、
共
同
体
感
覚
に
か
な
り
近
い
意
味
を
も
つ
。
そ

し
て
こ
の
自
滅
と
い
う
奈
落
の
具
体
例
と
し
て
ア
ド
ラ
ー
は
戦
争
を
思
い

描
い
て
い
る
。
ア
ド
ラ
ー
は
こ
の
記
事
の
な
か
で
、
大
衆
（m

ass

）
と
集
団

（group

）
と
群
衆
（crow

d

）
を
ほ
ぼ
お
な
じ
意
味
で
使
用
し
て
い
る
。
か

れ
に
と
っ
て
大
衆
そ
の
も
の
は
問
題
視
さ
れ
ず
、
か
れ
の
立
場
は
一
貫
し
て

お
り
、
問
題
は
む
し
ろ
共
同
体
感
覚
の
強
弱
に
あ
る
。 

 

ア
ド
ラ
ー
は
あ
ら
ゆ
る
集
団
を
肯
定
的
あ
る
い
は
中
立
的
に
捉
え
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
「
ギ
ャ
ン
グ
（gang

）」[A
dl69, 110]

に
つ

い
て
言
及
さ
れ
る
場
合
、
こ
の
集
団
は
か
な
り
否
定
的
に
評
価
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
こ
の
評
価
も
、
共
同
体
感
覚
を
弱
め
た
帰
結
と
し
て
ギ
ャ
ン
グ
の
成

員
が
生
じ
、
こ
の
成
員
は
他
者
へ
の
関
係
を
も
と
う
と
す
る
勇
気
を
失
っ
て

い
る
と
い
う
想
定
に
基
づ
い
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
も
や
は
り
共
同

体
感
覚
の
強
弱
に
問
題
は
収
斂
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
た
と
え
ば
自
身

の
死
と
い
っ
た
実
存
的
に
切
迫
し
た
問
題
か
ら
逃
避
す
る
た
め
に
喧
騒
へ

身
を
投
じ
た
者
と
し
て
、
ア
ド
ラ
ー
は
大
衆
の
成
員
を
捉
え
て
い
な
い
、
と
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い
う
こ
と
に
な
る
。 

 

な
ぜ
大
衆
と
い
う
集
団
そ
の
も
の
を
ア
ド
ラ
ー
は
否
定
的
に
捉
え
な
か

っ
た
の
か
。
ま
ず
は
ア
ド
ラ
ー
の
生
涯
か
ら
、
こ
の
問
題
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し

て
み
た
い
。
ア
ド
ラ
ー
は
医
師
と
し
て
開
業
す
る
以
前
か
ら
、
そ
し
て
医
学

者
と
し
て
知
的
活
動
に
従
事
す
る
以
前
か
ら
、
政
治
的
信
念
の
も
と
で
活
動

し
て
い
た
。「
ポ
リ
ク
リ
ニ
ク
で
貧
し
い
患
者
へ
の
医
療
は
広
大
な
政
治
的

展
望
の
反
映
で
あ
っ
た
。
１
８
９
０
年
代
半
ば
に
、
か
れ
は
社
会
主
義
に
強

く
傾
斜
し
た
の
で
あ
っ
た
」[H

of94, 22]

。「
医
師
の
特
別
な
役
割
と
し
て

社
会
活
動
家
と
社
会
改
革
者
を
強
調
し
た
こ
の
著
書
〔
ア
ド
ラ
ー
の
最
初
の

著
書
〕
は
、
後
の
か
れ
の
展
望
の
兆
し
で
あ
っ
た
」[H

of94, 37. 

〔 

〕
内

筆
者
挿
入]

。
実
際
の
と
こ
ろ
家
族
の
眼
に
は
、
ア
ド
ラ
ー
は
次
の
よ
う
に

映
っ
て
い
た
。「
父
は
自
身
を
普
通
の
者
の
ひ
と
り
と
見
な
し
、
知
的
エ
リ

ー
ト
の
一
員
と
は
考
え
な
か
っ
た
。
詳
説
さ
れ
た
内
容
は
、
お
お
く
の
哲
学

的
、
心
理
学
的
、
社
会
学
的
な
定
式
化
と
複
合
概
念
に
よ
る
も
の
で
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
者
が
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
平
易
な
言
葉
の
使

用
に
つ
ね
に
努
め
て
い
た
」[H

of94, xi]

。
こ
う
し
た
事
情
に
よ
っ
て
、
否

定
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
大
衆
と
い
う
語
を
用
い
る
こ
と
に
、
ア
ド
ラ
ー
は
躊

躇
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
大
衆
と
い
う
決
め
つ
け
は
、
読
者
や
聴
衆
の
拒

絶
的
な
態
度
を
硬
化
さ
せ
る
危
険
が
生
じ
て
し
ま
う
。
大
衆
を
批
判
視
す
る

背
後
に
は
、
上
下
関
係
が
漂
い
や
す
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
こ
う

し
た
空
気
の
察
知
は
、
批
判
さ
れ
る
側
の
方
が
敏
感
で
あ
る
。 

 

ア
ド
ラ
ー
の
方
法
的
態
度
も
、
こ
の
問
題
に
影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。
ア
ド
ラ
ー
が
重
視
し
て
い
る
方
法
は
、
法
則
定
立
的
で
あ
る
よ
り
も
個

性
記
述
的
で
あ
る
と
広
く
指
摘
さ
れ
て
い
る [K

is99, 138]

。
し
た
が
っ
て

か
れ
は
個
人
的
な
各
自
的
事
情
の
理
解
を
重
要
視
す
る
。「
与
え
ら
れ
て
い

る
条
件
が
お
な
じ
で
も
、
個
人
が
犯
す
過
ち
は
多
種
多
様
で
あ
る
。
子
ど
も

た
ち
を
調
べ
る
と
、
彼
ら
の
反
応
に
絶
対
的
に
固
定
化
さ
れ
た
正
し
い
流
儀

な
ど
な
い
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
か
れ
ら
は
か
れ
ら
自
身
の
や
り
方
で
反

応
す
る
」[A

dl69, 21]

。
こ
の
こ
と
か
ら
、「
大
衆
」
と
い
う
一
般
化
に
よ

っ
て
大
衆
の
成
員
の
個
人
的
事
情
を
見
落
と
し
て
し
ま
う
危
険
を
、
か
れ
は

回
避
し
よ
う
と
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
か
れ
に
と
っ
て
こ
う
し
た
一
般
化

は
、
劣
等
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
や
優
越
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
と
い
っ
た
一
般
化
と

決
定
的
に
異
な
り
、
適
切
な
他
者
理
解
に
と
っ
て
む
し
ろ
有
害
的
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。 

 

い
ず
れ
に
せ
よ
ア
ド
ラ
ー
の
視
点
に
立
つ
と
、
大
衆
を
批
判
的
に
捉
え
よ

う
と
す
る
学
的
な
試
み
こ
そ
が
む
し
ろ
問
題
的
と
な
る
。
し
か
し
そ
れ
で
も

や
は
り
、
大
衆
は
批
判
さ
れ
る
べ
き
問
題
を
抱
え
て
い
る
。
以
下
で
は
こ
の

大
衆
の
問
題
を
め
ぐ
り
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
実
存
哲
学
に
お
け
る
交
わ
り
の
哲

学
を
確
認
す
る
こ
と
で
考
察
し
た
い
。 

  
 

２ 

ヤ
ス
パ
ー
ス
の
実
存
哲
学 

  

お
お
く
の
ヤ
ス
パ
ー
ス
研
究
者
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
交
わ
り
の
哲
学
は

ヤ
ス
パ
ー
ス
の
実
存
哲
学
の
核
心
的
部
分
で
あ
る
。「
人
間
相
互
の
交
わ
り
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の
問
題
は
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
と
っ
て
最
重
要
の
関
心
事
で
あ
る
」[Sal85, 72]

。

か
れ
の
大
衆
論
も
こ
の
交
わ
り
の
哲
学
と
ふ
か
く
関
連
し
て
い
る
。
こ
こ
で

は
、
こ
の
交
わ
り
の
哲
学
を
確
認
し
な
が
ら
、
か
れ
の
大
衆
論
に
つ
い
て
取

り
扱
っ
て
み
た
い
。 

 

ヤ
ス
パ
ー
ス
は
人
間
の
相
互
的
関
係
を
交
わ
り
の
概
念
に
よ
っ
て
描
写

す
る
。
交
わ
り
は
現
存
在
の
交
わ
り
と
実
存
的
交
わ
り
に
大
別
さ
れ
る
。
現

存
在
の
交
わ
り
は
、
原
初
状
態
の
交
わ
り
、
意
識
一
般
の
交
わ
り
、
そ
し
て

精
神
の
交
わ
り
へ
と
さ
ら
に
区
分
さ
れ
る
。
そ
し
て
大
衆
と
し
て
の
人
間
関

係
は
、「
原
初
状
態
」[Jas32, 51]
の
交
わ
り
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。 

 

原
初
状
態
の
交
わ
り
に
つ
い
て
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
次
の
よ
う
に
特
徴
づ
け

る
。「
素
朴
な
現
存
在
に
お
け
る
私
の
お
こ
な
い
は
、
み
ん
な
が
お
こ
な
う

こ
と
で
あ
り
、
み
ん
な
が
信
じ
る
も
の
を
信
じ
、
み
ん
な
が
考
え
る
こ
と
を

考
え
る
」[Jas32, 51]

。
自
身
の
思
考
や
行
為
に
理
由
づ
け
が
試
み
ら
れ
る

際
、
周
囲
の
、
あ
る
い
は
空
想
上
の
「
み
ん
な
」
と
の
同
調
に
正
当
性
が
見

い
だ
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
こ
う
し
た
他
者
と
の
か
か
わ
り
が
原
初
的
状
態

の
交
わ
り
で
あ
る
。
こ
の
原
初
状
態
の
説
明
の
箇
所
で
は
、
タ
ル
ド
、
ル
・

ボ
ン
、
レ
ヴ
ィ
＝
ブ
リ
ュ
ー
ル
、
プ
ロ
イ
ス
へ
の
参
照
指
示
が
与
え
ら
れ
て

お
り
、
こ
こ
で
の
説
明
は
か
れ
の
大
衆
論
と
一
致
す
る
。「
人
間
は
大
衆
に

所
属
し
て
お
り
、
大
衆
は
人
間
を
「
わ
れ
わ
れ
み
ん
な
」
と
い
う
修
辞
と
騒

動
へ
沈
ま
せ
よ
う
と
お
び
や
か
す
」[Jas31, 37]

。
こ
の
事
態
が
脅
威
で
あ

る
理
由
は
、「
疑
う
余
地
の
な
い
同
一
化
」[Jas32, 51]

に
見
い
だ
さ
れ
る
。

第
三
共
和
政
時
代
の
フ
ラ
ン
ス
で
頻
発
し
た
暴
動
を
理
解
す
る
試
み
と
し

て
発
達
し
た
群
集
心
理
学
と
同
様
、
こ
こ
で
ヤ
ス
パ
ー
ス
が
念
頭
に
置
い
て

い
る
の
は
、
同
一
化
に
よ
る
偽
り
の
自
明
性
を
盾
に
取
っ
た
大
衆
的
騒
動
で

あ
る
。 

 

意
識
一
般
の
交
わ
り
は
、「
み
ん
な
」
と
の
同
一
化
か
ら
独
立
し
た
個
々

人
間
の
交
わ
り
で
あ
る
。「
独
立
的
自
我
の
離
別
後
の
問
題
は
、
自
我
と
自

我
が
い
か
に
し
て
理
解
し
あ
い
、
互
い
に
交
渉
す
る
の
か
で
あ
る
」[Jas32, 

52]

。
こ
こ
で
の
交
わ
り
は
、
他
者
の
自
我
、
す
な
わ
ち
他
我
を
非
人
格
的

に
捉
え
た
り
、
独
立
の
自
我
と
し
て
承
認
し
た
り
、
そ
し
て
事
物
的
に
取
り

扱
っ
た
り
す
る
。「
あ
ら
ゆ
る
自
我
は
他
我
に
よ
っ
て
原
則
的
に
代
替
可
能

で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
自
我
点
は
交
換
可
能
で
あ
る
」[Jas32, 52]

。
こ
の
論

点
は
大
衆
の
問
題
と
お
お
き
く
重
な
り
あ
っ
て
い
る
。「
装
置
（A

pparat

）」

[Jas31, 31]

を
軸
と
し
た
社
会
の
機
械
化
に
応
じ
て
、
大
衆
は
現
代
社
会
に

出
現
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
見
な
し
て
い
る
。
こ
の
装
置
は
、

社
会
の
分
業
や
組
織
化
を
成
立
さ
せ
た
産
業
革
命
以
後
の
社
会
原
理
を
表

示
す
る
概
念
で
あ
る
。
産
業
革
命
以
後
の
市
民
社
会
に
ふ
か
く
根
づ
く
装
置

は
、
他
方
で
合
理
化
を
推
進
し
、
人
間
を
社
会
の
部
品
へ
と
還
元
さ
せ
る
。

も
ち
ろ
ん
こ
こ
で
の
交
わ
り
は
、
近
代
だ
け
に
固
有
的
な
意
識
に
立
脚
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
古
代
で
あ
ろ
う
と
も
、
た
と
え
ば
力
仕
事
が
必
要
な

場
面
に
お
い
て
、
こ
れ
に
必
要
な
筋
力
を
備
え
て
い
れ
ば
誰
で
あ
っ
て
も
構

わ
な
い
と
い
う
他
者
へ
の
意
識
の
構
え
が
、
こ
こ
で
は
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
こ
の
意
識
が
顕
著
に
な
る
の
は
や
は
り
、
近
代
以
降
の
時
代
で
あ
る
。

こ
の
交
わ
り
に
お
い
て
は
他
者
を
手
段
と
し
て
取
り
扱
お
う
と
す
る
傾
向
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に
よ
っ
て
、「
人
格
的
な
か
か
わ
り
」[Jas32, 52]

が
困
難
と
な
る
。 

 

精
神
の
交
わ
り
は
、
理
念
に
共
同
的
に
導
か
れ
た
人
間
関
係
を
指
示
す
る
。

こ
の
交
わ
り
に
よ
っ
て
生
き
る
意
味
が
も
た
ら
さ
れ
る
。「
も
っ
ぱ
ら
理
念

へ
参
与
す
る
こ
と
で
〔
生
の
〕
中
身
を
満
た
す
こ
と
で
き
る
」[Jas32, 

53. 

〔 

〕
内
筆
者
挿
入]

。
こ
の
理
念
は
客
観
的
な
形
態
に
宿
る
魂
に
等
し

い
。「
全
体
と
し
て
の
理
念
の
も
と
で
の
共
同
体—

—

こ
の
国
家
、
こ
の
社

会
、
こ
の
家
族
、
こ
の
大
学
、
そ
し
て
こ
の
職
業—

—

が
初
め
て
、
わ
た
し

を
内
容
豊
か
な
交
わ
り
へ
も
た
ら
す
」[Jas32, 53]

。
換
言
す
れ
ば
、
理
念

な
き
国
家
や
共
同
体
、
学
業
や
仕
事
へ
の
参
与
や
従
事
は
空
虚
で
あ
る
。
こ

う
し
た
組
織
や
共
同
体
は
、
理
念
に
導
か
れ
る
個
々
人
の
自
覚
に
よ
っ
て
、

そ
れ
へ
参
与
す
る
者
に
充
実
感
を
生
じ
さ
せ
る
。
こ
の
充
実
感
は
自
己
へ
の

同
一
化
に
応
じ
て
ま
す
ま
す
強
ま
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
た
と
え
極
め
て
過
酷

な
環
境
や
状
況
で
あ
ろ
う
と
も
、
そ
こ
に
理
念
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る

な
ら
ば
、
ひ
と
は
濃
密
な
結
束
や
団
結
を
可
能
と
し
、
充
実
感
に
満
ち
た
活

動
を
遂
行
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
こ
こ
で
無
視
で
き
な
い
問
題
は
、
こ
の
精

神
の
交
わ
り
が
個
別
的
な
自
覚
に
立
脚
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
個
人
が
意
識

的
に
他
者
と
分
離
し
、
個
別
化
さ
れ
た
う
え
で
の
理
念
の
参
与
で
な
い
な
ら

ば
、
こ
れ
は
大
衆
的
な
同
調
で
あ
り
溶
解
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
精
神
の

交
わ
り
は
、
意
識
一
般
の
交
わ
り
を
媒
介
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

こ
う
し
た
現
存
在
の
交
わ
り
に
対
し
て
、
実
存
的
交
わ
り
は
自
己
を
実
現

さ
せ
る
交
わ
り
で
あ
る
。
精
神
の
交
わ
り
が
充
実
感
を
生
じ
さ
せ
る
も
の
で

あ
っ
て
も
、
こ
こ
で
の
自
分
自
身
へ
の
「
同
一
化
」[Jas32, 53]

は
不
完
全

で
あ
る
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
と
っ
て
自
己
の
実
現
や
同
一
化
は
、
他
者
と
の
関

係
に
お
い
て
は
じ
め
て
成
立
す
る
。
現
存
在
の
交
わ
り
は
客
観
的
な
交
わ
り

で
あ
り
、
他
者
と
の
「
絶
対
的
な
親
近
」[Jas32, 54]

を
問
題
に
し
な
い
。

し
た
が
っ
て
こ
こ
で
の
人
間
関
係
に
お
い
て
は
他
者
と
の
親
近
に
限
度
が

横
た
わ
り
、
こ
れ
に
応
じ
て
自
分
自
身
へ
の
同
一
化
に
も
制
限
が
課
せ
ら
れ

て
し
ま
う
。
実
存
的
交
わ
り
に
お
い
て
取
り
扱
わ
れ
る
問
題
は
、
現
存
在
の

交
わ
り
で
は
抜
け
落
ち
て
し
ま
う
、
こ
の
絶
対
的
な
親
近
の
有
無
で
あ
る
。 

 

実
存
的
交
わ
り
に
つ
い
て
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
広
範
か
つ
詳
細
に
論
述
し
て

い
る
。
こ
こ
で
は
大
衆
を
め
ぐ
る
ア
ド
ラ
ー
と
の
比
較
と
い
う
文
脈
上
、
こ

の
交
わ
り
の
過
程
と
し
て
の
愛
し
な
が
ら
の
闘
争
に
焦
点
を
絞
り
た
い
。
こ

の
交
わ
り
の
過
程
を
考
察
す
る
こ
と
で
、
大
衆
の
同
一
化
に
対
す
る
差
異
化

の
役
割
を
鮮
明
に
し
、
さ
ら
に
闘
争
関
係
の
実
存
的
意
義
に
つ
い
て
確
認
し

た
い
。 

 

他
者
と
の
絶
対
的
な
親
近
を
可
能
に
す
る
実
存
的
交
わ
り
の
過
程
は
、

「
愛
し
な
が
ら
の
闘
争
（Liebender K

am
pf

）」[Jas32, 65]

で
あ
る
。
素
朴

な
結
合
は
「
盲
目
的
な
愛
」[Jas32, 65]

で
あ
り
、
大
衆
に
お
け
る
同
一
化

に
近
い
。
愛
し
な
が
ら
の
闘
争
は
、
他
我
の
独
立
を
保
ち
尊
重
し
な
が
ら
の

親
近
で
あ
る
。
こ
の
闘
争
は
独
自
の
様
式
を
備
え
て
い
る
。「
実
存
を
め
ぐ

る
闘
争
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
徹
底
的
な
公
明
（O

ffenheit

）
、
あ
ら
ゆ

る
権
力
や
優
越
の
排
除
、
自
己
と
他
者
の
対
等
で
あ
る
」[Jas32, 65]

。
こ

こ
で
の
徹
底
的
な
公
明
に
お
い
て
は
、
言
語
的
な
過
程
が
具
体
的
に
想
定
さ

れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
一
連
の
問
い
か
け
と
応
答
で
あ
る
。
問
う
行
為
が
自
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分
自
身
の
存
在
を
明
ら
か
に
す
る
の
と
同
様
、
答
え
る
行
為
も
ま
た
そ
の
存

在
を
明
ら
か
に
す
る
。
こ
う
し
た
問
い
か
け
は
、
他
者
を
委
縮
さ
せ
た
り
、

他
者
を
辟
易
さ
せ
た
り
す
る
類
の
も
の
で
は
な
い
。「
闘
争
は
同
等
の
水
準

で
生
じ
る
の
だ
か
ら
、
闘
争
の
う
ち
に
は
す
で
に
承
認
が
あ
り
、
問
い
か
け

に
は
肯
定
が
あ
る
。
こ
れ
ゆ
え
実
存
的
な
交
わ
り
は
熾
烈
な
闘
争
に
お
い
て

ま
さ
に
連
帯
感
が
明
ら
か
と
な
る
。
こ
の
闘
争
こ
そ
が
、
分
離
す
る
こ
と
に

代
わ
っ
て
、
実
存
を
真
に
結
合
す
る
方
法
な
の
で
あ
る
」[Jas32, 66f.]

。
こ

の
闘
争
が
愛
し
な
が
ら
の
闘
争
で
あ
る
理
由
が
、
こ
の
引
用
文
に
は
含
意
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
闘
争
は
相
手
の
独
立
を
認
め
る
。
し
か
し
こ
れ
は
相
手
と

離
反
す
る
た
め
で
は
な
く
、
む
し
ろ
接
近
す
る
た
め
の
行
為
で
あ
る
。
こ
こ

に
大
衆
に
お
け
る
同
一
化
と
決
定
的
な
違
い
が
あ
る
。
大
衆
に
お
け
る
同
一

化
が
自
己
と
他
者
の
独
立
性
を
相
互
に
溶
解
す
る
癒
着
で
あ
る
の
に
対
し

て
、
実
存
的
交
わ
り
は
独
立
性
を
保
持
し
た
結
合
で
あ
る
。
こ
う
し
た
問
う

行
為
、
す
な
わ
ち
哲
学
に
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
人
間
の
可
能
性
や
人
間
性
を
見

い
だ
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
愛
し
な
が
ら
の
闘
争
と
い
う
過
程
に

お
け
る
問
う
行
為
に
こ
そ
、
大
衆
か
ら
脱
却
す
る
糸
口
が
、
ひ
い
て
は
人
間

ら
し
さ
（
可
能
的
実
存
）
が
見
通
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
闘
争
に
お
い
て
、
関

係
を
結
ぶ
相
手
の
独
立
性
を
尊
重
し
な
が
ら
、
さ
ら
に
連
帯
を
結
ぶ
た
め
の

親
し
み
の
契
機
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
に
は
人
間
は
個
性
を
も

つ
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
存
在
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
前
提
さ
れ

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
う
し
た
差
異
を
度
外
視
し
た
大
衆
的
な
同
調
こ
そ
、

圧
力
で
あ
り
、
強
圧
で
あ
り
、
暴
力
的
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ヤ
ス
パ
ー
ス

の
大
衆
批
判
の
意
義
は
こ
こ
に
存
す
る
。 

  
 

お
わ
り
に 

 

ア
ド
ラ
ー
と
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
大
衆
を
め
ぐ
る
人
間
関
係
の
そ
れ
ぞ
れ
の

立
場
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
く
。
ア
ド
ラ
ー
は
大
衆
を
中
立
的
に
捉
え
、
人

間
を
仲
間
と
見
な
す
態
度
を
重
要
視
し
た
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
大
衆
を
批
判
的

に
捉
え
、
愛
し
な
が
ら
の
闘
争
に
人
間
ら
し
さ
を
見
い
だ
し
た
。
一
見
す
る

と
、
前
者
が
融
和
的
な
関
係
を
尊
重
す
る
か
ら
こ
そ
大
衆
に
中
立
的
で
、
後

者
が
独
自
の
対
立
的
関
係
に
意
義
を
見
い
だ
す
か
ら
こ
そ
大
衆
に
批
判
的

で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
こ
の
図
式
化
は

不
適
切
で
あ
る
。 

 

ア
ド
ラ
ー
は
大
衆
と
い
う
語
を
、
集
団
と
ほ
ぼ
お
な
じ
よ
う
に
捉
え
て
い

た
。
し
た
が
っ
て
大
衆
で
あ
ろ
う
と
も
仲
間
意
識
に
立
脚
し
た
態
度
が
保
持

さ
れ
て
い
れ
ば
、
否
定
的
に
評
価
さ
れ
は
し
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
た
と
え

ば
ギ
ャ
ン
グ
の
よ
う
に
人
生
の
課
題
か
ら
逃
避
し
た
結
果
の
集
団
で
あ
れ

ば
、
厳
し
く
批
判
さ
れ
る
こ
と
を
含
意
す
る
。
そ
し
て
こ
の
批
判
的
な
見
解

は
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
も
共
有
さ
れ
て
い
る
。
大
衆
と
い
う
語
に
込
め
ら
れ
た
評

価
が
異
な
る
だ
け
で
、
逃
避
的
な
人
間
関
係
に
対
し
て
厳
し
く
批
判
す
る
点

で
両
者
は
一
致
し
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
ア
ド
ラ
ー
が
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
視

点
に
立
て
ば
、
か
れ
も
ま
た
大
衆
を
批
判
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
ま
た
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
と
っ
て
闘
争
は
あ
く
ま
で
手
段
で
あ
る
。
目
的
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は
む
し
ろ
連
帯
で
あ
り
、
こ
の
点
も
、
ア
ド
ラ
ー
に
か
な
り
近
い
立
場
を
示

し
て
い
る

  (2)
。
残
さ
れ
た
問
題
は
、
大
衆
と
い
う
語
に
込
め
ら
れ
た
意
味
の

相
違
の
理
由
で
あ
る
。 

 

大
衆
と
は
歴
史
的
文
脈
を
背
景
と
し
た
社
会
的
な
所
産
で
あ
る
。
大
衆
社

会
は
「
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
発
達
」
と
「
機
械
的
技
術
の
出
現
」
に
よ
っ
て

準
備
さ
れ
た[Fuk01, 188]

。
さ
て
、
人
間
の
行
動
を
把
握
す
る
際
、
ア
ド

ラ
ー
は
目
的
論
に
立
脚
し
た
人
間
の
歴
史
性
を
重
要
視
し
て
い
る
。
し
か
し

こ
れ
は
個
人
的
領
域
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ヤ
ス
パ
ー
ス
は

集
団
の
歴
史
性
も
重
要
視
し
て
お
り
、
こ
の
差
が
大
衆
理
解
の
違
い
に
大
き

な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
大
衆
に
つ
い
て
論
述
し
て
い
る
箇
所
で
、
ア
ド

ラ
ー
も
集
団
的
な
歴
史
が
個
人
へ
お
よ
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
言
及
し
て
い

る
。
た
と
え
ば
そ
れ
は
「
帝
国
主
義
的
動
向
」[A

dl13, 106]

で
あ
る
。
国

家
間
の
集
団
的
な
劣
等
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
の
補
填
と
し
て
、
参
戦
論
が
活
発

に
な
る
際
の
個
人
へ
の
圧
迫
に
つ
い
て
、
ア
ド
ラ
ー
は
見
落
と
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
れ
で
も
や
は
り
、
ア
ド
ラ
ー
の
比
重
は
個
人
の
歴

史
に
置
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
集
団
の
歴
史
を
も
同

様
に
重
大
視
し
て
い
る
。 

 

ヤ
ス
パ
ー
ス
が
大
衆
に
批
判
的
で
あ
る
理
由
は
、
人
間
の
精
神
性
の
退
廃

に
あ
っ
た
。
精
神
性
は
精
神
の
交
わ
り
に
お
い
て
獲
得
さ
れ
る
内
実
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
精
神
の
交
わ
り
は
実
存
的
交
わ
り
の
試
金
石
に
す
ら
な
っ
て

い
る
。
精
神
の
交
わ
り
の
具
体
例
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
教
養

を
思
い
描
い
て
い
る
。
教
養
を
備
え
て
い
な
い
者
が
実
存
的
交
わ
り
を
遂
行

し
た
と
し
て
も
、
乏
し
い
成
果
し
か
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
ず
、
実
存
的
連

帯
か
ら
ほ
ど
遠
い
大
衆
的
同
調
へ
陥
る
危
険
す
ら
生
じ
て
し
ま
う
。「
真
の

歴
史
性
は
、
あ
ら
ゆ
る
生
に
、
こ
の
た
め
に
現
在
の
生
に
も
栄
養
を
与
え
る

源
泉
を
見
つ
け
る
た
め
の
準
備
で
あ
る
」[Jas31, 107]

。
歴
史
は
過
去
に
つ

い
て
の
単
な
る
知
識
で
は
な
く
、
将
来
へ
と
開
か
れ
た
現
在
的
実
践
の
た
め

の
学
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
開
か
れ
た
実
践
の
準
備
と
し
て
、「
控
え
目
な

生
活
態
度
の
実
直
さ
」[Jas31, 108]

が
指
摘
さ
れ
る
。
歴
史
的
な
伝
承
や
伝

統
は
、
自
分
自
身
と
い
う
存
在
の
形
式
を
積
極
的
に
与
え
る
。
そ
し
て
こ
れ

は
同
時
に
、
自
分
自
身
の
存
在
を
相
対
化
さ
せ
る
契
機
で
も
あ
る
。
こ
の
自

己
は
反
省
を
媒
介
に
消
極
的
に
形
成
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
反
省
を
介
し
た
慎

重
な
態
度
こ
そ
が
、
大
衆
社
会
に
お
い
て
批
判
的
に
思
考
す
る
た
め
の
有
効

な
手
段
な
の
で
あ
る
。 

 

実
存
的
交
わ
り
は
、
大
衆
的
な
同
調
を
回
避
し
な
が
ら
連
帯
の
可
能
性
を

ひ
ら
く
。
他
者
は
連
帯
可
能
な
仲
間
で
あ
る
。
こ
の
連
帯
は
、
仲
間
へ
の
問

い
か
け
と
仲
間
と
共
同
す
る
自
分
自
身
の
問
い
か
け
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
問
い
か
け
は
歴
史
的
な
相
対
化
に
よ
っ
て
十
全
に
遂
行
さ
れ
る
。
歴
史

は
、
わ
れ
わ
れ
が
誰
で
あ
る
の
か
と
い
う
存
在
的
な
問
い
だ
け
で
は
な
く
、

わ
れ
わ
れ
は
ど
う
生
き
る
の
か
、
ど
う
生
き
た
い
の
か
と
い
う
実
践
的
な
問

い
に
お
い
て
も
有
意
味
的
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
こ
そ
が
、
飛
躍
等
の
実
践

を
重
視
す
る
実
存
哲
学
が
、
歴
史
に
価
値
を
認
め
る
理
由
な
の
で
あ
る
。 
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注 
 

(1) 

共
同
体
感
覚
に
つ
い
て
ド
ラ
イ
カ
ー
ス
は
協
力
の
た
め
の
能
力
と
捉
え
な

お
し
、
こ
れ
を
所
属
と
関
連
づ
け
て
い
る
。「
共
同
体
感
覚
は
、
他
者
と
の

共
有
や
一
員
と
い
う
意
識
に
お
い
て
主
観
的
に
あ
ら
わ
れ
る
。
外
見
上
の
あ

ら
ゆ
る
相
違
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
他
人
と
根
本
的
に
は
違
っ
て
い
な
い
と
感

じ
る
時
に
の
み
―
所
属
を
感
じ
る
時
に
の
み
―
、
ひ
と
は
協
力
の
た
め
の
能

力
を
発
達
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
」[D

re50, 5]

。 

(2) 

ア
ド
ラ
ー
と
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
共
通
点
は
他
に
も
あ
る
。
た
と
え
ば
医
療
の
現

場
に
お
い
て
、
仲
間
意
識
の
育
成
が
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
核
心
で
あ
る
と
ア
ド

ラ
ー
が
見
な
し
て
い
た
の
と
同
様
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
も
ま
た
自
身
の
実
存
的
交
わ

り
も
ま
た
治
療
の
場
に
お
い
て
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
た[M

at15, 276]

。 

 

（
よ
し
だ
・
し
ん
や 

立
正
大
学
非
常
勤
講
師
） 
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