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第
五
章

一
九
世
紀
未
来
社
会
論
の
ア
ウ
フ
ヘ
ー
ベ
ン

䢣

自
然
と
人
間
社
会
の
全
一
体
的
検
証
に
よ
る

䢣

１

二
一
世
紀
未
来
社
会
論
の
核
心
に
「
地
域
生
態
学
」
的
理
念
と
方
法
を
し
っ
か
り
据
え
る

と
こ
ろ
で
、
私
た
ち
が
今
生
き
て
い
る
二
一
世
紀
現
代
社
会
は
、
分
か
り
易
く
単
純
化
し
て
言
う
な
ら
ば
、
「
家
族
」
、
「
地

域
」
、
「
国
」
、
「
グ
ロ
ー
バ
ル
な
世
界
」
と
い
っ
た
具
合
に
、
多
重
・
重
層
的
な
階
層
構
造
を
成
し
て
い
る
。

最
上
位
の
階
層
に
君
臨
す
る
巨
大
金
融
資
本
が
、
あ
ら
ゆ
る
モ
ノ
や
カ
ネ
や
人
間
や
情
報
の
流
れ
を
統
御
支
配
す
る
。
そ
し

て
そ
れ
は
、
そ
れ
自
身
の
論
理
に
よ
っ
て
、
賃
金
労
働
者
（
高
次
奴
隷
身
分
）
と
い
う
根
な
し
草
同
然
の
人
間
の
社
会
的
生
存
形

態
を
再
生
産
す
る
と
と
も
に
、
同
時
に
社
会
の
そ
の
存
立
基
盤
そ
の
も
の
を
も
根
底
か
ら
切
り
崩
し
つ
つ
、
こ
の
巨
大
シ
ス
テ

ム
の
最
下
位
の
基
礎
階
層
に
位
置
す
る
「
家
族
」
や
「
地
域
」
の
固
有
の
機
能
を
こ
と
ご
と
く
撹
乱
し
、
衰
退
さ
せ
て
い
く
。

こ
の
こ
と
が
今
や
逆
に
、
こ
の
多
重
・
重
層
的
な
階
層
シ
ス
テ
ム
の
巨
大
な
構
造
そ
の
も
の
を
土
台
か
ら
朽
ち
果
て
さ
せ
、

揺
る
が
し
て
い
る
。
ま
さ
に
こ
れ
こ
そ
が
、
近
代
経
済
学
が
機
能
不
全
に
陥
っ
た
要
因
の
根
源
で
あ
り
、
同
時
に
治
療
の
術
を

失
っ
た
末
期
重
症
の
現
代
資
本
主
義
の
姿
で
は
な
い
の
か
。
こ
れ
が
今
日
の
わ
が
国
社
会
の
、
そ
し
て
各
国
社
会
の
例
外
な
く

直
面
し
て
い
る
現
実
で
あ
る
。

人
間
社
会
の
基
礎
代
謝
を
ミ
ク
ロ
の
レ
ベ
ル
で
直
接
的
に
担
う
、
ま
さ
に
「
家
族
」
と
「
地
域
」
の
再
生
産
を
破
壊
す
る
限

り
、
ど
ん
な
に
見
か
け
は
繁
栄
し
て
い
て
も
、
現
代
社
会
の
こ
の
巨
大
な
構
造
は
、
決
し
て
安
泰
で
は
い
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
社
会
の
大
転
換
に
さ
し
か
か
っ
た
今
日
の
時
代
に
お
い
て
は
な
お
の
こ
と
、
経
済
成
長
率
偏
重
の
こ
れ
ま
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で
の
典
型
的
な
「
近
代
経
済
学
」
の
狭
隘
な
経
済
主
義
的
分
析
・
視
角
か
ら
は
、
こ
う
し
た
現
代
社
会
の
本
質
を
よ
り
深
層
か

ら
ト
ー
タ
ル
に
把
握
し
、
そ
の
上
で
未
来
社
会
を
展
望
す
る
こ
と
は
ま
す
ま
す
困
難
に
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。

私
た
ち
は
今
、
こ
の
こ
と
に
気
づ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
一
世
紀
の
未
来
社
会
を
構
想
す
る
た
め
に
は
、
こ
う
し
た
時
代
の
変
革
期
に
差
し
か
か
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
な
お
の
こ
と
、

現
代
社
会
の
こ
の
巨
大
な
構
造
の
最
下
位
の
基
礎
階
層
に
位
置
す
る
「
家
族
」
や
「
地
域
」
か
ら
出
発
し
て
、
そ
れ
を
基
軸
に

社
会
を
全
一
体
的
に
考
察
す
る
、
今
日
の
時
代
に
応
え
う
る
革
新
的
地
域
研
究
と
し
て
の
「
地
域
生
態
学
」
が
、
い
よ
い
よ
重

ホ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク

要
不
可
欠
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

で
は
こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
括
弧
付
き
の
「
地
域
」
と
は
、
そ
し
て
二
一
世
紀
の
今
日
の
時
代
が
求
め
て
い
る
「
地
域
生
態

学
」
と
は
一
体
何
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
今
あ
ら
た
め
て
考
え
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
に
来
て
い
る
。

「
地
域
」
と
は
、
自
然
と
人
間
の
基
礎
的
物
質
代
謝
の
場
、
暮
ら
し
の
場
、
い
の
ち
の
再
生
産
の
場
と
し
て
の
、
人
間
の
絆

ヽ

ヽ

ヽ

に
よ
る
ひ
と
つ
の
ま
と
ま
り
あ
る
最
小
の
社
会
的
、
地
理
的
、
自
然
的
基
礎
単
位
で
あ
る
。

こ
の
基
礎
的
「
地
域
」
は
、
い
く
つ
か
の
「
家
族
」
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
日
本
の
場
合
で
あ
れ
ば
、
多
く
は
伝
統
的
な
少

な
く
と
も
近
世
江
戸
以
来
の
ム
ラ
集
落
の
系
譜
を
引
き
継
ぐ
も
の
で
あ
る
。
人
間
社
会
は
、
「
家
族
」
、
基
礎
的
「
地
域
」（
＝

ム
ラ
集
落
）
、
さ
ら
に
は
そ
の
上
位
の
町
、
郡
、
県
な
ど
い
く
つ
か
の
階
梯
を
経
て
よ
り
広
域
へ
と
次
第
に
拡
張
し
つ
つ
、
多
重

・
重
層
的
な
地
域
階
層
構
造
を
築
き
あ
げ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
基
礎
的
「
地
域
」
は
、
人
間
社
会
全
体
を
総
合
的
か
つ
深
く
理
解
す
る
た
め
に
必
要
な
す
べ
て
の
要
素

が
完
全
な
ま
で
に
ぎ
っ
し
り
詰
ま
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
社
会
考
察
の
不
可
欠
の
鍵
に
し
て
重
要
な
基
本
的
対
象
と
な
る
。

人
間
と
そ
の
社
会
へ
の
洞
察
は
、
と
り
と
め
も
な
く
広
大
な
現
実
世
界
の
中
か
ら
、
任
意
に
典
型
的
な
こ
の
基
礎
的
「
地
域
」

を
抽
出
し
、
こ
れ
を
多
重
・
重
層
的
な
地
域
階
層
構
造
全
体
の
中
に
絶
え
ず
位
置
づ
け
な
が
ら
、
長
期
に
わ
た
り
複
眼
的
、
か

つ
総
合
的
に
調
査
・
研
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
深
ま
っ
て
い
く
。
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特
に
二
一
世
紀
現
代
に
お
い
て
は
、
世
界
の
い
か
な
る
辺
境
に
あ
る
「
地
域
」
も
、
い
わ
ゆ
る
先
進
工
業
国
の
「
地
域
」
も
、

今
や
グ
ロ
ー
バ
ル
市
場
世
界
の
構
造
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
時
代
に
あ
っ
て
、
自
然
と
人
間
と
い
う
二
大
要

素
か
ら
な
る
有
機
的
な
運
動
体
で
あ
り
、
か
つ
歴
史
的
存
在
で
も
あ
る
こ
の
基
礎
的
「
地
域
」
を
、
ひ
と
つ
の
ま
と
ま
り
あ
る

総
体
と
し
て
深
く
認
識
す
る
た
め
に
は
、

「
地
域
」
共

時

態
、

歴
史
通
時
態
、

「
世
界
」
場
と
い
う
、
異
な
る
三
つ

シ
ン
ク
ロ
ニ
ッ
ク

ダ

イ

ア

ク

ロ

ニ

ッ

ク

グ
ロ
ー
バ
ル
な

ヽ

(1)

(2)

(3)

の
次
元
の
相
を
有
機
的
に
連
関
さ
せ
な
が
ら
、
具
体
的
か
つ
総
合
的
に
考
察
す
る
こ
と
が
も
と
め
ら
れ
る
。

こ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
社
会
の
構
造
全
体
を
、
そ
し
て
世
界
を
も
、
全
一
体
的
に
そ
の
本
質
に
お
い
て
具
体

ホ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク

的
に
捉
え
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
く
る
。
や
が
て
そ
れ
は
、
社
会
経
済
の
普
遍
的
に
し
て
強
靱
な
理
論
に
、
さ
ら
に
は
二
一

世
紀
世
界
を
見
究
め
る
哲
学
に
ま
で
昇
華
さ
れ
て
い
く
。
地
域
未
来
学
と
も
言
う
べ
き
こ
の
革
新
的
地
域
研
究
と
し
て
の
「
地

域
生
態
学
」
は
、
こ
う
し
て
、
二
一
世
紀
の
未
来
社
会
を
も
展
望
し
う
る
方
法
論
の
確
立
に
む
か
う
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。こ

う
し
た
主
旨
か
ら
す
れ
ば
、
本
来
、
二
一
世
紀
の
革
新
的
地
域
研
究
と
し
て
の
「
地
域
生
態
学
」
は
、
諸
学
の
寄
せ
集
め

の
単
な
る
混
合
物
で
あ
る
は
ず
も
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ま
さ
に
時
代
が
要
請
す
る
壮
大
な
理
念
の
も
と
に
、
自
然
、

社
会
、
人
文
科
学
の
あ
ら
ゆ
る
学
問
領
域
の
成
果
の
上
に
、
事
物
や
人
間
や
世
界
の
根
源
的
原
理
を
究
め
る
諸
科
学
の
科
学
、

つ
ま
り
、
二
一
世
紀
の
新
た
な
哲
学
の
確
立
と
、
そ
れ
に
基
づ
く
歴
史
観
を
導
き
の
糸
に
、
相
対
的
に
自
律
的
な
独
自
の
学
問

的
体
系
を
築
く
努
力
が
も
と
め
ら
れ
て
く
る
。
こ
う
し
て
確
立
さ
れ
る
革
新
的
地
域
研
究
と
し
て
の
「
地
域
生
態
学
」
、
つ
ま

り
地
域
未
来
学
と
も
言
う
べ
き
も
の
は
、
二
一
世
紀
未
来
社
会
を
見
通
し
得
る
透
徹
し
た
歴
史
観
を
新
た
な
指
針
に
、
混
迷
す

る
今
日
の
現
実
世
界
に
立
ち
向
か
っ
て
い
く
こ
と
に
な
ろ
う
。

グ
ロ
ー
バ
ル
市
場
経
済
が
世
界
を
席
捲
し
、
「
家
族
」
を
、
そ
し
て
「
地
域
」
を
攪
乱
し
、
破
局
へ
と
追
い
込
ん
で
い
る
今

こ
そ
、
そ
れ
へ
の
対
抗
軸
と
し
て
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
私
た
ち
の
生
命
活
動
を
直
接
的
か
つ
基
礎
的
に
保
障
し
て
い
る
「
家
族
」

と
「
地
域
」
を
市
場
原
理
に
抗
す
る
免
疫
力
に
優
れ
た
自
律
的
な
「
家
族
」
と
「
地
域
」
に
甦
ら
せ
、
人
間
に
と
っ
て
本
来
あ
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る
べ
き
民
衆
的
生
活
圏
の
再
構
築
を
急
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
今
、
何
を
な
す
べ
き
か
が
問
わ
れ
て
い
る
。
近

代
を
超
克
す
る
新
た
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
も
と
、
包
括
的
で
新
し
い
地
域
未
来
学
の
確
立
と
、
「
地
域
実
践
」
の
取
り
組
み
が
も

と
め
ら
れ
て
い
る
所
以
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
近
代
経
済
学
」
を
乗
り
越
え
た
、
時
代
の
こ
の
大
き
な
転
換
期
に
ふ
さ
わ
し
い

新
た
な
「
経
済
学
」
を
も
包
摂
し
た
革
新
的
地
域
研
究
、
つ
ま
り
そ
れ
は
よ
り
厳
密
か
つ
分
か
り
や
す
く
簡
潔
に
定
義
す
る
な

ら
ば
、
生
活
者
と
し
て
の
民
衆
的
生
活
世
界
に
着
目
し
、
あ
く
ま
で
も
そ
れ
を
基
軸
に
据
え
た
、
二
一
世
紀
に
お
け
る
近
代
超

克
の
新
た
な
時
代
要
請
に
応
え
う
る
「
地
域
生
態
学
」
と
も
言
う
べ
き
新
し
い
研
究
分
野
の
開
拓
で
あ
り
、
確
立
で
も
あ
る
。

こ
の
革
新
的
「
地
域
生
態
学
」
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
二
一
世
紀
を
見
通
し
、
あ
る
べ
き
社
会
の
未
来
の
姿
を
提
示
し
、
し
か

も
そ
の
あ
る
べ
き
姿
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
、
よ
り
具
体
的
な
道
筋
を
も
明
確
に
示
す
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

こ
の
探
究
の
道
の
り
は
、
た
や
す
い
も
の
で
は
な
い
が
、
自
然
、
社
会
、
人
文
科
学
の
諸
分
野
の
垣
根
を
越
え
た
真
摯
な
対

話
に
よ
っ
て
、
道
は
次
第
に
拓
か
れ
て
い
く
に
ち
が
い
な
い
。
本
書
は
、
ま
さ
に
こ
の
革
新
的
「
地
域
生
態
学
」
の
理
念
と
方

法
を
貫
き
、
そ
れ
を
ベ
ー
ス
に
現
実
世
界
を
分
析
し
、
未
来
へ
の
透
視
を
試
み
た
試
論
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
二
十
余

年
に
わ
た
る
「
菜
園
家
族
」
社
会
構
想
の
研
究
を
あ
ら
た
め
て
総
括
し
、
こ
う
し
た
新
た
な
理
念
と
研
究
方
法
の
自
覚
の
も
と

に
、
二
〇
一
一
年
３
・

東
日
本
大
震
災
・
福
島
原
発
事
故
、
気
候
変
動
と
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
、
そ
し

11

て
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
に
よ
っ
て
露
わ
に
な
っ
た
資
本
主
義
の
末
期
重
症
の
こ
の
時
代
に
応
え
る
べ
く
、
〝
生
命
系
の
未
来
社
会

論
〟
と
も
言
う
べ
き
新
た
な
次
元
へ
の
昇
華
を
試
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
こ
れ
は
、
一
九
世
紀
未
来
社
会
論
の

ア
ウ
フ
ヘ
ー
ベ
ン
（
止
揚
）
と
も
い
う
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。

一
九
世
紀
以
来
、
今
も
依
然
と
し
て
未
来
社
会
論
に
決
定
的
に
欠
け
て
い
る
も
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
「
地
域
生
態
学
」
的
方

法
論
で
は
な
い
の
か
。
そ
の
た
め
に
、
変
革
主
体
を
何
に
求
め
る
か
が
曖
昧
と
な
り
、
さ
ら
に
は
そ
の
主
体
形
成
の
メ
カ
ニ
ズ

ム
を
現
実
世
界
に
即
し
て
、
よ
り
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
か
ら
も
疎
遠
と
な
り
、
結
局
、
未
来
社
会
へ
の
展
望
に
確
信
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を
持
て
ず
、
希
望
を
失
っ
て
い
く
。
今
日
、
社
会
全
体
が
混
迷
と
閉
塞
状
況
に
陥
っ
て
い
く
の
も
、
根
底
に
は
こ
の
こ
と
が
あ

る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

２

二
一
世
紀
の
今
日
に
ふ
さ
わ
し
い
新
た
な
歴
史
観
の
探
究
を

今
、
何
よ
り
も
切
実
に
求
め
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
一
九
世
紀
近
代
の
歴
史
観
に
代
わ
る
新
た
な
歴
史
観
の
探
究
で
あ
り
、

確
立
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
大
自
然
界
の
摂
理
に
背
く
核
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
利
用
と
い
う
事
態
に
ま
で
至
ら
し

め
た
、
少
な
く
と
も
一
八
世
紀
以
来
の
生
産
力
至
上
主
義
の
近
代
主
義
的
歴
史
観
に
終
止
符
を
打
ち
、
二
一
世
紀
の
時
代
要
請

に
応
え
う
る
新
た
な
歴
史
観
を
探
究
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
や
が
て
構
築
さ
れ
る
こ
の
新
た
な
歴
史
観
と
、
そ
こ
か

ら
自
ず
と
導
き
出
さ
れ
る
革
新
的
地
域
研
究
と
し
て
の
「
地
域
生
態
学
」
に
裏
打
ち
さ
れ
た
異
次
元
の
新
た
な
「
経
済
学
」
と

を
両
輪
に
、
二
一
世
紀
の
未
来
社
会
論
は
確
立
さ
れ
て
い
く
。

大
自
然
界
の
摂
理
に
背
く
核
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
利
用
に
手
を
染
め
、
恐
る
べ
き
惨
禍
を
体
験
す
る
に
至
っ
た
私
た
ち
は
、
自
然

と
人
間
、
人
間
と
人
間
の
関
係
を
あ
ら
た
め
て
捉
え
直
す
よ
う
迫
ら
れ
て
い
る
。
本
書
の
第
三
章
「
今
こ
そ
近
代
の
パ
ラ
ダ
イ

ム
を
転
換
す
る
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、
大
自
然
界
と
人
間
社
会
を
あ
ら
た
め
て
統
一
的
に
捉
え
直
そ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
宇
宙
、

地
球
、
そ
し
て
生
命
を
も
包
摂
す
る
大
自
然
界
の
生
成
・
進
化
を
貫
く
き
わ
め
て
自
然
生
的
な
「
適
応
・
調
整
」
の
原
理
（
＝

ナ

チ

ュ

ラ

ル

自
己
組
織
化
）
が
、
私
た
ち
人
間
社
会
に
も
、
そ
の
普
遍
的
原
理
と
し
て
基
本
的
に
は
貫
徹
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

し
か
し
、
人
類
は
大
自
然
の
一
部
で
あ
り
な
が
ら
、
あ
る
時
点
か
ら
は
他
の
生
物
に
は
見
ら
れ
な
い
特
異
な
進
化
を
遂
げ
、

あ
る
歴
史
的
段
階
か
ら
人
間
社
会
は
、
自
然
界
の
生
成
・
進
化
を
貫
く
「
適
応
・
調
整
」
の
原
理
（
＝
自
己
組
織
化
）
と
は
ま
っ

た
く
違
っ
た
異
質
の
原
理
、
つ
ま
り
人
間
の
欲
望
に
深
く
根
ざ
し
た
「
指
揮
・
統
制
・
支
配
」
の
特
殊
原
理
に
よ
っ
て
動
か
さ
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れ
て
き
た
。
人
間
と
人
間
社
会
の
業
の
深
さ
を
思
い
知
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

今
こ
そ
広
大
無
窮
の
大
自
然
界
、
宇
宙
の
生
成
・
進
化
の
歴
史
の
中
で
、
あ
ら
た
め
て
自
然
と
人
間
、
人
間
と
人
間
の
関
係

を
捉
え
直
し
、
私
た
ち
人
間
の
社
会
的
生
存
形
態
を
根
源
か
ら
問
い
直
す
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
市
場
原
理
至
上

主
義
「
拡
大
経
済
」
下
の
今
で
は
す
で
に
常
識
と
な
っ
て
い
る
現
代
賃
金
労
働
者
と
い
う
人
間
の
社
会
的
生
存
形
態
と
は
、
一

サ

ラ

リ

ー

マ

ン

体
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
生
命
の
淵
源
を
辿
り
、
人
類
史
と
い
う
長
い
ス
パ
ン
の
中
で
も
う
一
度
、
そ
の
性
格
と
本
質

を
見
極
め
、
そ
の
歴
史
的
限
界
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
賃
金
労
働
者
（
高
次
奴
隷
身
分
）
と
い
う
人
間
の
社
会
的

生
存
形
態
を
暗
黙
の
前
提
と
す
る
近
代
の
思
想
と
人
間
観
が
、
当
初
の
理
念
と
は
別
に
、
現
実
生
活
に
お
い
て
結
局
は
人
々
を

こ
と
ご
と
く
拝
金
・
拝
物
主
義
に
追
い
や
り
、
人
間
の
尊
厳
を
貶
め
、
人
間
の
生
命
を
軽
ん
じ
て
き
た
と
す
る
な
ら
ば
、
今
こ

そ
そ
れ
を
根
本
か
ら
超
克
し
う
る
「
生
命
本
位
史
観
」
と
も
い
う
べ
き
二
一
世
紀
の
新
た
な
歴
史
観
の
探
究
に
着
手
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
時
に
来
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
人
間
社
会
を
壮
大
な
宇
宙
の
生
成
・
進
化
の
歴
史
の
中
に
位
置
づ
け
、
そ
れ
を

生
物
個
体
と
し
て
の
ヒ
ト
の
体
に
似
せ
て
モ
ジ
ュ
ー
ル
化
し
て
捉
え
る
な
ら
ば
、
「
社
会
生
物
史
観
」
と
も
言
う
べ
き
も
の
な

の
か
も
知
れ
な
い
。

こ
の
新
た
な
歴
史
観
に
基
づ
く
未
来
社
会
論
の
探
究
は
、
ま
さ
に
諸
学
の
革
新
の
大
前
提
と
な
る
べ
き
学
問
的
営
為
で
あ
る

が
、
そ
の
研
究
状
況
は
、
時
代
が
求
め
る
切
実
な
要
請
か
ら
は
あ
ま
り
に
も
遅
れ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
、

こ
の
営
為
を
抜
き
に
し
て
は
、
今
日
求
め
ら
れ
て
い
る
本
当
の
意
味
で
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
転
換
は
あ
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
特

に
時
代
の
大
転
換
期
に
お
い
て
は
な
お
の
こ
と
、
社
会
科
学
と
し
て
の
社
会
理
論
の
再
構
築
は
、
具
体
的
現
実
か
ら
出
発
し
、

抽
象
へ
と
向
か
う
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
専
ら
抽
象
の
レ
ベ
ル
か
ら
抽
象
へ
と
渡
り
な
が
ら
、
抽
象
レ
ベ
ル
で
の
概
念

操
作

䢣

概
念
間
の
連
関
性
や
整
合
性
の
み
の
検
証
に
終
始
し
、そ
れ
を
延
々
と
繰
り
返
す
い
わ
ば
訓
詁
学
的
手
法
だ
け
で
は
、

新
た
な
時
代
に
応
え
う
る
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
転
換
も
、
そ
れ
に
基
づ
く
新
た
な
理
論
も
生
ま
れ
る
は
ず
が
な
い
。

今
こ
そ
二
一
世
紀
の
具
体
的
現
実
世
界
に
立
ち
返
り
、
そ
こ
か
ら
再
出
発
し
、
何
よ
り
も
ま
ず
二
一
世
紀
の
新
た
な
歴
史
観
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の
探
究
と
構
築
に
努
め
、
そ
れ
を
導
き
の
糸
に
、
新
し
い
時
代
の
要
請
に
応
え
う
る
広
い
意
味
で
の
新
た
な
「
経
済
学
研
究
」
、

そ
し
て
革
新
的
地
域
研
究
と
し
て
の
「
地
域
生
態
学
」
の
確
立
に
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
努
力
の
延
長
線

上
に
、
わ
が
国
の
現
実
に
立
脚
し
た
、
ま
さ
に
二
一
世
紀
私
た
ち
自
身
の
草
の
根
の
未
来
社
会
論
は
再
構
築
さ
れ
て
い
く
に
ち

が
い
な
い
。
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