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主
観
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

　

人
間
の
主
観
を
説
明
す
る
の
は
、
大
変
難
し
い
こ
と

で
あ
る
。
聴
い
た
音
に
感
動
し
た
と
す
る
。
で
も
、
こ

れ
を
他
人
に
ど
う
伝
え
れ
ば
良
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ

の
感
動
を
伝
え
る
た
め
、
私
た
ち
は
、
自
分
の
持
つ
語

彙
を
フ
ル
に
活
用
す
る
。
こ
の
表
現
が
複
雑
に
な
れ
ば

な
る
程
、
ど
う
し
て
感
動
し
た
の
か
分
か
ら
な
い
者
に

と
っ
て
は
、
理
解
で
き
な
い
状
態
に
陥
る
。
そ
の
結
果
、

冒
頭
で
述
べ
た
二
種
類
の
方
々
が
互
い
に
乖
離
し
て
い

く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
乖
離
を
防
ぐ
た
め

に
は
、
臨
場
感
の
あ
る
音
、
良
い
音
を
聞
く
機
会
を
増

や
す
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

　

最
近
は
、
ヘ
ッ
ド
ホ
ン
で
音
楽
を
楽
し
む
人
が
増
え

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
音
の
臨
場
感
は
、
音
波
が
伝
わ

っ
て
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
が
、
そ
の
受
容
が
聴

覚
の
み
で
行
わ
れ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
二
〇
一
五

年
八
月
か
ら
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
が
ス
ー
パ
ー
ハ
イ
ビ
ジ
ョ
ン
に

関
連
し
て
、
二
二
・
二
チ
ャ
ネ
ル
音
響
の
試
験
放
送
を

開
始
し
た
。
わ
が
国
は
、
立
体
音
響
の
先
進
国
で
あ
る
。

ス
ピ
ー
カ
ー
に
よ
る
音
響
再
生
は
周
り
へ
の
配
慮
が
必

要
で
あ
る
が
、
立
体
音
響
を
家
庭
で
楽
し
む
環
境
を
ど

う
や
っ
て
確
保
す
る
の
か
、
建
築
の
関
係
者
と
も
相
談

し
な
が
ら
検
討
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　

最
後
に
な
る
が
、
読
者
の
中
に
、
音
の
デ
モ
ン
ス
ト

レ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
と
逃
げ
て
行
っ
て
し
ま
う
方
が
お

ら
れ
た
ら
、
音
が
分
か
る
か
分
か
ら
な
い
か
は
慣
れ
の

問
題
な
の
で
、
逃
げ
ず
に
耳
を
傾
け
て
い
た
だ
け
れ
ば

と
願
う
次
第
で
あ
る
。

に
よ
る
臨
場
感
の
研
究
を
行
っ
て
い
る
。
私
の

研
究
目
標
は
、
家
庭
で
臨
場
感
の
高
い
音
を
再

生
す
る
た
め
の
技
術
を
確
立
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の

関
係
で
、
楽
音
の
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
こ

と
が
あ
る
。
最
近
、
試
聴
者
に
は
二
種
類
の
典
型
的
な

例
が
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
い
た
。
一
つ
は
、
い
わ
ゆ
る

音
の
マ
ニ
ア
と
呼
ぶ
べ
き
か
、
本
当
に
音
が
お
好
き
な

の
は
良
く
分
か
る
の
だ
が
、
や
や
思
い
込
み
が
あ
る
よ

う
に
お
見
受
け
す
る
方
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
例
は
、

音
の
デ
モ
を
聴
く
こ
と
が
耳
の
テ
ス
ト
を
さ
れ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
の
か
、「
音
の
こ
と
は
分
か
ら
な
い
か
ら
」

と
言
っ
て
逃
げ
て
し
ま
う
よ
う
な
方
で
あ
る
。

　

音
の
違
い
が
分
か
る
と
い
う
言
葉
を
良
く
耳
に
す
る
。

例
え
ば
絵
画
な
ど
は
見
比
べ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
音

は
時
間
と
共
に
過
ぎ
て
い
く
た
め
、
音
の
聴
き
比
べ
は

記
憶
に
頼
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
音
の
情
報
を

細
部
ま
で
記
憶
し
よ
う
と
し
て
も
限
界
が
あ
る
。
そ
う

す
る
と
、
音
の
違
い
が
分
か
る
か
ど
う
か
は
、
ど
こ
に

注
意
を
集
中
す
る
か
に
よ
っ
て
決
ま
る
。
つ
ま
り
、
聴

き
所
を
知
っ
て
い
る
か
ど
う
か
に
依
存
す
る
。

　

聴
覚
は
、
全
方
向
か
ら
の
情
報
を
キ
ャ
ッ
チ
で
き
る

が
、
視
覚
ほ
ど
細
部
ま
で
観
察
で
き
る
感
覚
で
は
な
い
。

音
で
気
が
つ
い
て
、
そ
ち
ら
に
目
を
向
け
る
こ
と
で
対

象
物
を
き
ち
ん
と
確
認
す
る
と
い
う
の
が
、
両
感
覚
の

本
来
の
役
割
分
担
か
と
思
わ
れ
る
。
音
は
、
声
の
よ
う

な
言
語
情
報
を
伴
う
音
と
、
言
語
情
報
を
伴
わ
な
い
音

に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
私
が
扱
う
音
は
ど
ち
ら
か

と
い
う
と
後
者
に
な
る
の
で
、
そ
の
受
容
は
、
個
人
の
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