
ヘ
ー
ゲ
ル
『
大
論
理
学
』

三
枝
博
音
著



2

凡
例

・
ル
ビ
は
底
本
に
お
い
て
打
た
れ
て
い
る
。
い
く
つ
か
追
加
し
た
が
区
別
し
て
い
な
い
。

・
送
り
仮
名
に
つ
い
て
は
、
若
干
、
現
在
通
用
の
も
の
に
替
え
て
い
る
。

・
文
中
【
】
で
あ
る
部
分
、
頁
末
の
脚
注
は
作
成
者
に
よ
る
挿
入
で
あ
る
。

・
底
本
に
於
け
る
参
照
文
献
で
青
字
斜
体
で
あ
る
も
の
は
、
ネ
ッ
ト
上
に
公
開
さ
れ
て
い
る
。

・
文
献
表
示
に
於
け
る
ロ
ー
マ
数
字
は
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
のI, II, III

で
代
用
し
て
い
る
。

本PD
F

は
、三
枝
博
音
著『
ヘ
ー
ゲ
ル
・
大
論
理
学
』で
、『
三
枝
博
音
著
作
集
』第
二
巻
を
底
本
と
し
て
作
成
し
た
。

序改
版
序

本
文
編	

序
文	

第
二
版
序
文	

序
論
「
論
理
学
の
一
般
概
念
」	

論
理
学
の
一
般
的
区
分

第
一
巻　

有
論
端
緒	　
第
一
編
（
規
定
性
）　

第
一
章	（
有
無
成
）　

第
二
章
（
定
有
）　

第
三
章
（
向
自
有
）　

第
二
編
（
量
）　

第
三
編
（
度
合
）

第
二
巻　

本
質
論　
第
一
編　
　

第
二
編
（
現
象
）　　

第
三
編
（
現
実
性
）　

第
三
巻　

概
念
論　
　
第
一
編
（
主
観
性
）　　

第
二
編
（
客
観
性
）　　

第
三
編
（
理
念
）　

第
四
編
（
絶
対
的
理
念
）　

研
究
編

ヘ
ー
ゲ
ル
の
生
涯
と
思
想

ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
の
特
質
に
つ
い
て

ヘ
ー
ゲ
ル
の
著
述
活
動
に
お
け
る
『
大
論
理
学
』
の
位
置

論
理
学
理
解
の
第
一
歩
に
つ
い
て　
　
　

参
考
文
献
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序
序
（
第
一
版
）

ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
論
理
の
科
学
』（『
大
論
理
学
』）
二
巻
の
内
容
を
、
で
き
得
る
だ
け
解
り
易
く

0

0

0

0

、
で
き
得
る
だ
け
原

形
を
偲
ば
せ
て
、
一
般
の
読
者
の
前
に
呈
示
す
る
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
が
、
こ
の
小
さ
い
書
物
が
背
負
い
こ
ま
さ
れ
て

い
る
大
き
な
役
目
な
の
で
あ
る
。
僅
々
二
五
〇
枚
の
原
稿
で
こ
の
役
目
が
ど
こ
ま
で
果
さ
れ
て
い
る
か
、
こ
れ
は
読
者

の
判
断
に
ま
つ
よ
り
外
は
な
い
。

も
し
筆
者
が
こ
こ
に
埋
め
こ
ん
だ
幾
分
か
の
努
力
と
、
読
者
が
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学
に
よ
せ
ら
れ
る
熱
心
と
が
一
致
す

る
な
ら
ば
、
こ
の
一
見
感
激
と
心
情
か
ら
全
く
遠
の
い
た
論
理
的
演
習
か
ら
、
自
然
と
精
神
の
中
で
も
の
を
見
る

0

0

0

0

0

思
想

の
力
を
養
い
と
る
こ
と
が
、
期
待
で
き
な
く
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
の
0

0

を
見
る
思
想
力
、
こ
れ
は
複
雑
限
り
な
い
人
間

の
世
界
に
あ
っ
て
せ
め
て
闘
い
取
ら
る
べ
き
財
産
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
が
こ
う
い
っ
た
こ
と
が
あ
る
。

「
あ
な
た
は
千
エ
ー
カ
ー
を
大
し
た
も
の
と
思
う
の
か
。
い
や
、
あ
な
た
は
地
球
を
大
し
た
も
の
と
思
う
の
か
。

あ
な
た
は
読
書
す
る
力
の
た
め
に
そ
ん
な
に
長
い
間
励
ん
で
き
た
と
い
う
の
か
。

あ
な
た
は
詩
の
意
味
を
つ
か
む
こ
と
に
そ
ん
な
に
プ
ラ
イ
ド
を
感
じ
て
い
る
と
い
う
の
か
」

そ
し
て
、
こ
の
詩
人
は
そ
の
次
の
と
こ
ろ
で
な
ん
と
人
々
に
語
っ
た
ろ
う
。
そ
れ
は
こ
う
で
あ
っ
た
、「
今
夜
、
わ

た
し
と
一
緒
に
居
よ
」
と
。
そ
し
て
人
々
が
彼
か
ら
も
ら
い
う
け
る
も
の
を
、
彼
は
次
の
よ
う
に
要
約
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
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「
す
べ
て
の
側
面
に
耳
を
傾
け
、
あ
な
た
自
身
か
ら
す
べ
て
の
本
物
を
濾
過
（filter

）
し
と
る
だ
ろ
う
」
と
。

こ
の
詩
人
は
、
人
が
偏
見
か
ら
は
な
れ
て
事
物
そ
の
も
の
を
見
る
眼
を
、
人
々
に
あ
た
え
よ
う
と
し
た
の
で
な
く
て

は
な
ら
な
い
。

私
は
、
読
者
と
共
に
し
ば
ら
く
ヘ
ー
ゲ
ル
と
一
緒
に
い
よ
う
と
思
っ
て
い
る
。
た
だ
し
か
し
、
私
た
ち
の
場
合
は
ホ

イ
ッ
ト
マ
ン
の
「
自
己
の
歌
」
を
読
む
よ
り
も
、
十
倍
も
の
根
気
が
必
要
と
せ
ら
れ
る
こ
と
が
、
相
違
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
も
と
よ
り
、
十
倍
も
の
根
気
と
い
う
の
は
、
抽
象
的
な
思
惟
の
駆
使
に
つ
い
て
の
根
気
に
お
い
て
は
と
い
う
意

味
で
あ
る
。

昭
和
十
三
年
一
月
十
日

改
版
序

こ
の
書
物
が
ど
う
い
う
企
て
の
も
と
に
書
か
れ
た
か
に
つ
い
て
は
第
一
版
の
序
文
に
記
し
て
あ
る
。
今
度
、
重
版
せ

ら
れ
る
に
当
っ
て
は
、「
概
念
論
」
の
箇
処
の
注
解
が
欠
け
て
い
た
と
こ
ろ
を
補
う
こ
と
が
で
き
た
。
な
お
、
そ
の
他

全
般
に
亙
っ
て
少
し
ず
つ
書
き
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
の
科
学
に
対
す
る
私
の
解
釈
に
つ
い
て
は

少
し
も
変
り
な
い
。
た
だ
、
最
初
こ
の
書
物
を
書
い
た
頃
よ
り
も
な
お
一
層
そ
の
認
識
を
深
め
得
た
こ
と
は
、
ヘ
ー
ゲ

ル
の
論
理
の
科
学
が
哲
学
で
あ
る
限
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
索
の
行
程
を
一
つ
一
つ
「
私
」
の
も
の
と
し
て
私
の
納
得
に
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序

お
い
て
受
け
と
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
執
拗
に
行
わ
れ
る
「
私
」
の
す
る
そ
の
納
得
が
深
い
と
き
、
は

じ
め
て
「
私
」
の
主
観
性
を
脱
し
て
却
っ
て
本
当
の
客
観
性

0

0

0

を
得
る
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
論
理
の
「
科
学
」
の
世
界

に
私
た
ち
は
居
り
得
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
私
が
こ
の
書
に
お
い
て
企
て
た
注
解
が
多
少
の
意
義
を
も
つ
か

と
思
う
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
そ
の
注
解
が
十
分
で
な
い
こ
と
は
私
の
自
覚
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
私
は
私
に
そ
の
機

会
の
あ
る
毎
に
少
し
ず
つ
で
も
確
信
の
も
て
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
の
科
学
の
解
釈
に
近
づ
こ
う
と
思
っ
て
い
る
。
こ
の

書
の
読
者
が
私
の
『
ヘ
ー
ゲ
ル
・
論
理
の
科
学
』
を
合
わ
せ
読
ま
れ
ん
こ
と
を
希
望
す
る
。

昭
和
二
十
二
年
九
月
十
四
日

凡
例

ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
論
理
の
科
学
』
は
第
二
版
を
用
い
た
。
第
二
版
は
第
一
版
よ
り
も
分
量
が
幾
分
多
く
な
っ
て
い
る
。

第
一
版
は
菊
判
の
か
た
ち
で
三
巻
二
冊
一
、〇
六
三
ペ
ー
ジ
で
あ
る
が
、
第
二
版
は
大
体
同
じ
か
た
ち
で
や
は
り
三
巻

二
冊
一
、〇
七
四
ペ
ー
ジ
で
あ
る
。
ペ
ー
ジ
数
の
こ
の
僅
か
な
相
違
は
第
一
版
の
組
み
方
が
少
し
こ
ん
で
い
る
か
ら
で

あ
る
。

さ
て
、
こ
の
三
巻
二
冊
の
内
容
の
概
観
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
む
ら
が
な
く
全
体
に
わ
た
り
同
じ
程
度
で
読
む
べ
き
で

あ
る
か
、
そ
れ
と
も
あ
る
部
分
を
精
し
く
他
の
部
分
を
疎
に
す
べ
き
で
あ
る
か
、
こ
れ
に
つ
い
て
か
な
り
考
慮
し
た
の

で
あ
る
。
し
か
し
私
は
遂
に
後
者
の
方
を
選
ん
だ
。
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ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学
は
ど
の
部
分
を
と
っ
て
み
て
も
、
本
質
的
構
造
は
変
ら
な
い
。
そ
れ
な
ら
ば
、
あ
る
部
分
を
と
っ

て
な
る
べ
く
精
し
く
叙
述
し
、
そ
の
本
質
的
構
造
を
理
解
し
、
そ
の
力
で
も
っ
て
他
の
部
分
を
読
む
こ
と
は
好
い
こ
と

で
あ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
学
は
、「
有
論
」「
本
質
論
」「
概
念
論
」
の
三
つ
に
分
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
私
は
精

し
く
叙
述
す
る
部
分
と
し
て
、
そ
の
中
の
「
有
論
」
の
一
部
（
す
な
わ
ち
純
粋
有
・
定
有
・
向
自
有
）
を
と
っ
た
の
で

あ
る
。
多
く
の
人
が
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
論
理
の
科
学
』
で
は
第
一
の
「
有
論
」
が
何
と
し
て
も
独

創
的
な
も
の
と
し
て
称
揚
さ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
「
有
論
」
の
中
か
ら
精
述
の
部
分
を
採
っ
た
の
は
、
よ

い
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

け
れ
ど
も
、「
有
論
」
の
中
に
は
ヘ
ー
ゲ
ル
が
量
の
概
念
の
解
釈
を
徹
底
さ
せ
る
た
め
に
、
数
理
の
研
究
に
力
を
注

い
で
い
る
。
こ
れ
は
こ
の
小
著
で
は
そ
の
片
鱗
を
も
こ
こ
に
示
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。『
大
論
理
学
』
の
梗
概
を

敢
行
す
る
こ
と
は
、
閑
を
得
て
七
七
度
の
書
き
換
え
が
し
た
い
と
言
っ
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
学
問
を
（
少
し
誇
張
し
た
言
葉

で
い
え
ば
）
冒
涜
す
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
こ
の
書
の
解
釈
書
（
巻
末
の
参
考
文
献

を
参
照
せ
ら
れ
た
い
）
は
至
っ
て
少
な
く
、
か
つ
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学
に
対
し
て
小
異
を
た
て
る
も
の
は
あ
っ
て
も
、
こ

れ
を
正
当
に
解
釈
す
る
も
の
の
殆
ど
な
い
と
い
っ
て
も
い
い
現
状
を
顧
慮
す
れ
ば
、
こ
の
小
さ
い
企
て
も
ま
た
無
意
義

で
あ
る
ま
い
。
や
が
て
筆
者
が
こ
の
書
の
解
釈
を
作
り
あ
げ
ん
希
望
を
も
っ
て
い
れ
ば
こ
そ
、
右
の
冒
涜
を
敢
て
し
た

の
で
あ
る
。
こ
の
本
は
各
ペ
ー
ジ
が
大
体
に
お
い
て
上
下
両
欄
に
分
れ
、
上
欄
で
は
原
著
の
中
の
文
が
た
え
ず
引
用

さ
れ
つ
つ
そ
の
内
容
が
示
さ
れ
、
下
欄
で
は
筆
者
の
解
釈
と
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。（
本
著
作
集
に
お
い
て
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序

は
、各
ペ
ー
ジ
ご
と
に
原
著
の
文
を
上
欄
、そ
の
注
解
を
下
欄
に
組
む
と
い
う
底
本
の
か
た
ち
を
再
現
す
る
こ
と
は
困
難
の
た
め
、

各
項
ご
と
に
、
ま
ず
原
著
の
文
、
つ
い
で
そ
の
注
解
を
収
め
る
こ
と
と
し
た
）	 i

。

読
者
は
、
ま
ず
は
じ
め
「
序
文
」
よ
り
「
序
論
」
を
先
に
一
応
読
ま
れ
る
こ
と
を
希
望
し
た
い
。
筆
者
の
小
さ
い
老

婆
心
に
外
な
ら
な
い
。

読
者
が
巻
末
に
つ
け
て
あ
る
「
論
理
学
の
理
解
の
第
一
歩
に
つ
い
て
」
を
先
に
読
ま
れ
る
こ
と
が
筆
者
に
と
っ
て
望

ま
し
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
多
少
の
批
判
も
出
て
い
る
。
勿
論
、
筆
者
の
初
歩
者
へ
の
心
づ
か
い
に
外
な
ら
な
い
。

i　

本PD
F

で
は
、
上
下
分
離
方
式
を
再
現
し
た
。
親
本
の
形
そ
の
ま
ま
で
は
な
い
が
。
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本
文
編

第
一
版
の
序
文
一

「
す
で
に
二
五
年
二
も
前
か
ら
、
吾
々
の
哲
学
的
思
索

の
仕
方
に
は
大
き
な
変
革
が
加
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
間
に
あ
っ
て
精
神
の
自
己
意
識
三
は
高
い

立
場
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
論
理
学
の
形
体
は
ま
だ
、
さ
ま
で
変
化
を
受

け
な
い
で
い
る
の
で
あ
る
」

さ
て
、
哲
学
的
思
索
に
大
変
革
が
あ
っ
た
と
い
う
の

は
何
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
「
形
而
上
学
と
い
う
名
で

呼
ば
れ
て
い
た
学
問
が
根
こ
そ
ぎ
に
な
く
な
っ
た
」
こ

と
で
あ
る
。
そ
の
変
革
に
あ
ず
か
っ
た
も
の
と
し
て
は

誰
よ
り
も
ま
ず
カ
ン
ト
が
挙
げ
ら
れ
る
。

「
カ
ン
ト
の
哲
学
で
誰
で
も
知
っ
て
い
る
こ
と
は
、
人

間
の
知
性
は
経
験
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
も
し

第
一
版
の
序
文<

注
解>

初
版
の
序
文
は
第
二
版
の
序
文
よ
り
も
短
い
が
、
ヘ
ー
ゲ

ル
論
理
学
の
要
点
を
把
え
る
に
大
層
重
要
な
こ
と
が
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
序
文
は
「
す
で
に
二
五
年
」
云
々
の
言

葉
で
は
じ
ま
る
が
、
そ
れ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
先
行
者

と
し
て
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
カ
ン
ト
を
想
い
起
す

よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
序
文
は
、
一
八
一
二
年
に
書

か
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
年
か
ら
二
五
年
前
の
一
七
八
七

年
に
は
カ
ン
ト
の
『
純
粋
理
性
批
判
』
が
、
立
派
に
出
来

上
り
、
国
務
大
臣
ツ
ェ
ド
リ
ッ
ツ
に
捧
げ
ら
れ
て
い
る
。

さ
て
こ
こ
に
精
神
の
自
己
意
識
と
い
う
こ
と
が
出
て
い

る
が
、
こ
れ
は
こ
こ
で
先
走
っ
て
説
明
す
る
こ
と
は
困
難

で
あ
る
。
そ
れ
で
、
こ
こ
で
は
ド
イ
ツ
の
生
き
た
歴
史
を

作
っ
て
い
る
精
神
が
自
覚
す
る
と
い
う
く
ら
い
の
意
味

に
と
っ
て
置
け
ば
よ
い
。
ド
イ
ツ
人
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
み
で

な
く
精
神
の
意
味
を
広
く
と
り
、
人
間
が
文
化
的
に
努
力

し
て
発
展
し
あ
げ
た
も
の
を
、
自
然
に
対
し
て
、
精
神
と

一二三
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本
文
編　

序
文

そ
れ
を
冒
す
と
認
識
能
力
は
単
な
る
理
論
理
性
と
な
っ
て

し
ま
い
妄
想
を
産
む
に
過
ぎ
ぬ
も
の
と
な
る
、
と
い
う
説

で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
こ
の
学
説
は
哲
学
か
ら
思
弁
的
な
思

惟
を
排
斥
す
る
こ
と
の
正
し
い
こ
と
を
教
え
た
の
で
あ

る
。
時
代
は
新
し
い
教
育
学
の
必
要
を
叫
ん
で
い
る
し
、

直
接
に
必
要
な
こ
と
に
着
目
し
ろ
と
い
う
欲
求
が
唱
え
ら

れ
て
い
る
の
で
、
右
の
カ
ン
ト
の
通
俗
的
学
説
は
時
代
の

迎
合
を
受
け
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
学
問
は
常
識
と

一
緒
に
な
っ
て
形
而
上
学
を
没
落
さ
せ
た
の
で
、
こ
こ
に

奇
異
な
光
景
を
呈
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
外
で
も
な
い
、

教
養
あ
る
国
民
で
あ
っ
て
形
而
上
学
が
な
い
、
あ
た
か
も

色
々
と
荘
厳
に
飾
ら
れ
て
は
い
る
が
本
尊
は
な
い
と
い
う

寺
院
の
よ
う
な
光
景
で
あ
る
」
四

形
而
上
学
は
か
よ
う
に
大
き
な
難
を
蒙
っ
た
の
で
あ
る

が
、
論
理
学
は
形
而
上
学
の
よ
う
な
目
に
は
会
わ
な
か
っ

た
。
し
か
し
、
哲
学
の
か
か
る
変
動
の
間
に
論
理
学
は
漸

次
に
細ほ
そ

っ
て
来
、
痩
せ
て
来
た
の
で
あ
っ
た
。「
今
は
新

い
っ
て
い
る
。
そ
の
精
神
が
深
ま
り
成
長
す
る
こ
と
が
、

そ
の
自
覚
な
の
で
あ
る
。

カ
ン
ト
は
周
知
の
よ
う
に
「
万
学
の
女
王
」
と
し
て
の

古
い
形
而
上
学
を
批
判
し
去
り
、
新
し
い
哲
学
を
建
設

す
る
こ
と
に
努
力
し
た
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
い
え
ば
十

分
そ
の
建
設
は
で
き
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
、
ヘ
ー

ゲ
ル
は
そ
の
基
礎
的
な
仕
事
と
し
て
の
論
理
学
の
や
り

直
し
を
企
て
た
の
で
あ
る
が
、
「
本
尊
の
な
い
寺
院
」
と

い
う
よ
う
な
言
い
方
を
し
て
い
る
の
を
見
て
も
、
ヘ
ー

四
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興
の
精
神
と
い
う
こ
と
が
学
問
や
現
実
生
活
の
中
で
唱
え

ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
論
理
学
の
中
に
は
そ

の
影
響
が
少
し
も
認
め
ら
れ
な
い
」。
い
っ
た
い
論
理
学

は
、「
本
来
の
形
而
上
学
も
し
く
は
純
粋
思
弁
哲
学
を
構

成
五
す
べ
き
で
あ
る
の
に
、
こ
れ
ま
で
等
閑
に
付
さ
れ
て

し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」。「
で
は
、
論
理
学
は
ど
う
い

う
意
味
の
も
の
で
あ
る
か
、
ど
う
い
う
立
場
の
も
の
で
あ

る
か
に
つ
い
て
は
、序
論
の
中
で
予
備
的
に
述
べ
て
あ
る
」

か
ら
、
読
者
は
そ
の
と
こ
ろ
を
注
意
し
て
も
ら
い
た
い
。

論
理
学
が
も
う
一
度
始
め
か
ら
や
り
直
さ
れ
る
に
当
っ

て
、
根
本
的
に
必
要
な
こ
と
は
、
科
学
的
活
動
の
新
概
念

を
確
立
す
る
こ
と
で
あ
る
。
哲
学
は
、
科
学
で
あ
る
べ
き

で
あ
る
か
ら
、
そ
の
科
学
的
活
動
の
や
り
方
を
何
か
従
属

的
な
科
学
（
例
え
ば
数
学
）
か
ら
借
り
る
わ
け
に
ゆ
か
ず
、

内
的
直
観
六
を
断
定
的
に
決
め
つ
け
て
ゆ
く
よ
う
な
仕
方

に
安
ん
ず
る
こ
と
は
で
き
ず
、
と
い
っ
て
外
的
反
省
七
に

よ
る
諸
々
の
理
由
か
ら
あ
れ
こ
れ
と
推
測
す
る
と
い
う
こ

ゲ
ル
が
ま
た
形
而
上
学
に
憧
憬
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ

の
処
の
序
文
に
ま
ず
見
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
て
論

理
学
が
形
而
上
学
を
、
構
成
す
る
（ausm

achen

）
と
い

う
の
で
あ
る
か
ら
、
論
理
学
こ
そ
全
く
0

0

本
来
の
形
而
上

学
を
な
す
0

0

も
の
で
あ
る
と
ヘ
ー
ゲ
ル
が
断
言
し
て
い
る

と
見
て
い
い
の
で
あ
る
。
次
に
哲
学
の
方
法
の
こ
と
が

論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
内
的
直
観
と
い
う
言
葉

が
見
え
て
い
る
。

こ
れ
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
用
語
と
い
う
よ
う
な
厳
密
な
も

の
で
な
く
、
次
に
出
る
、
外
的
反
省
に
よ
る
諸
々
の
理

由
と
い
う
外
的
に
対
す
る
内
的
で
、
特
に
別
な
意
味
は

な
い
。
そ
れ
よ
り
も
、
断
定
的
に
き
め
つ
け
る
と
か
、

あ
れ
こ
れ
と
推
測
す
る
こ
と
は
非
科
学
的
で
あ
る
こ
と

が
言
わ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
読
む
と
い
い
と
思
う
。

五六七
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と
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
科
学
た
る
べ
き
哲
学
の
方
法
八

は
、「
科
学
的
認
識
と
な
っ
て
動
い
て
い
る

0

0

0

0

0

も
の
は
実
に

内
容
の
本
性
（die N

atur des Inhalts

）
の
み
で
あ
り
、

同
時
に
こ
の
内
容
の
固
有

0

0

0

0

0

の
反
省
0

0

こ
そ
が
内
容
の
規
定

0

0

0

0

0

そ

の
も
の
を
措そ
て
い定
九
し
産
出
す
る
も
の
で
あ
る
」
こ
と
に
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
是
非
こ
こ
に
、

内
容
の
本
性
は
学
問
的
認
識
と
な
っ
て
動
く
と
こ
ろ
に
あ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

る
こ
と

0

0

0

、
内
容
自
身
の
反
省
が
内
容
の
規
定
を
措
定
し
産

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

出
す
る

0

0

0

も
の
だ
と
い
う
こ
と
、
こ
の
こ
と
を
は
っ
き
り
さ

せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
は
誰
に
も
す
ぐ
問
題
に
な
る

知
性
や
理
性
か
ら
説
き
は
じ
め
れ
ば
よ
い
。
さ
て
知
性
と

は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
。「
知
性
は
規
定
す
る

0

0

0

0

0

0

0

も
の

で
あ
る
。そ
し
て
そ
の
諸
規
定
を
固
定
す
る
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
理
性
は
そ
の
知
性
の
諸
規
定
を
無
に
解
消
さ

せ
る
も
の
で
あ
る
、だ
か
ら
否
定
的
で
弁
証
法
的
で
あ
る
。

で
も
し
か
し
理
性
は
普
遍
的
な
も
の

0

0

0

0

0

0

を
産
出
し
、
そ
の
中

で
特
殊
的
な
も
の
を
把
え
る
か
ら
、
肯
定
（
積
極
）
的
で

哲
学
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
、
科
学
的
認

識
の
動
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
い
つ
で
も
着
眼
し
て
ゆ
く

と
理
解
が
容
易
で
あ
る
。

措
定
と
い
う
言
葉
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
っ
て
実
に
屡
々
用

い
ら
れ
る
。
三
二
四
頁
【
有
論
「
緒
論
」
末
、
注
一
五
】
を

参
照
し
て
も
ら
い
た
い
。

こ
の
序
文
の
う
ち
で
、
大
層
重
要
な
こ
と
が
、
こ
こ
か

ら
述
べ
ら
れ
は
じ
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
知
性
を
理

八九一
〇
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も
あ
る
一
〇
」

だ
か
ら
、
理
性
は
両
面
的
で
あ
る
。
即
ち
弁
証
法
的
理

性
と
積
極
的
理
性
と
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
こ
と
は
知
性
と

理
性
の
関
係
を
よ
く
知
っ
て
、
は
じ
め
て
理
解
さ
れ
る
。

「
知
性
は
一
般
に
理
性
と
は
分
離
さ
れ
て
い
る
も
の
と
さ

れ
て
い
る
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
よ
う
に
弁
証
法
的
理
性
と
積

極
的
理
性
と
は
分
離
せ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
」。
し
か

し
、
そ
れ
は
い
け
な
い
。「
真
相
か
ら
い
う
と
、
理
性
0

0

は

精
神
な
の
で
あ
る
。
精
神
は
知
性
的
理
性
だ
の
理
性
的

知
性
だ
の
と
い
う
も
の
よ
り
も
も
っ
と
高
い
も
の
で
あ

る
。
精
神
は
否
定
的
な
も
の
で
あ
る
。
弁
証
法
的
理
性
の

質ク
ア
リ
テ
ー
ト
一
一
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
知
性
の
質
を
な
す
も
の

で
あ
る
。
精
神
は
単
純
な
も
の
を
否
定
す
る
、
即
ち
知
性

の
あ
る
一
定
の
区
別
を
措
定
す
る
。
精
神
は
そ
う
い
う
区

別
を
解
消
す
る
、
即
ち
精
神
は
弁
証
法
的
で
あ
る
。
そ
う

な
っ
て
ゆ
く
か
ら
と
い
っ
て
、
精
神
は
空ニ
ヒ
ツ無

に
な
り
果
て

る
も
の
で
は
な
く
て
、
ま
さ
に
そ
う
す
る
こ
と
に
お
い
て

性
に
対
し
て
説
き
、
弁
証
法
を
明
ら
か
に
す
る
や
り
方

は
、『
哲
学
的
予
プ
ロ
ペ
ド
イ
テ
ィ
ー
ク

備

学
』
（
一
八
〇
八
年
以
後
）
の
中
の

「
論
理
学
」
か
ら
以
後
に
は
っ
き
り
し
は
じ
め
た
よ
う
で

あ
る
。
こ
れ
が
こ
の
『
大
論
理
学
』
（
一
八
一
二
―
一
六

年
）
を
経
て
『
エ
ン
チ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』（
一
八
一
七

年
）
に
な
る
と
、
全
く
明
瞭
に
出
来
上
っ
て
い
る
。
そ

こ
で
は
、
そ
う
す
る
こ
と
が
、「
論
理
的
な
も
の
」
を
簡

潔
に
説
明
す
る
最
上
の
仕
方
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
こ
の
書
の
中
に
は
あ
げ
て
な
い
が
、
私
は
従
来

こ
れ
を
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学
中
最
も
重
要
な
も
の
で
、
最

も
簡
単
に
説
明
さ
れ
て
い
る
と
し
、
極
力
強
調
し
て
来

た
の
で
あ
る
。
さ
て
、
次
の
と
こ
ろ
に
、「
知
性
0

0

の
質
」

と
い
う
言
葉
が
あ
る
が
、
質
（Q

ualität

）
と
は
性
質

（Eigenschaft

）
の
こ
と
で
も
本
性（N

atur

）
の
こ
と
で
も
、

性
情
（B

eschaffenheit

）
の
こ
と
で
も
な
い
。
早
く
い

え
ば
、
性
質
と
は
何
か
に
く
っ
付
い
て
具
っ
て
い
る
も

の
、
本
性
と
は
何
か
の
本
然
本
来
の
も
の
、
性
情
と
は

一
一
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肯
定
（
積
極
的
）
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
つ
ま
り
最
初
の

あ
の
単
純
な
も
の
を
取
り
戻
し
、
し
か
も
そ
れ
自
身
で
具

体
的
で
あ
る
普
遍
的
な
も
の
と
し
て
取
り
戻
し
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
普
遍
的
な
も
の
と
い
っ
て
も
、
与
え
ら
れ
た

特
殊
が
そ
の
下
に
包
摂
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
の
で
は
な

い
。
あ
の
〔
知
性
の
〕
規
定
す
る
作
用
と
並
び
に
あ
の
解

消
と
に
お
い
て
特
殊
の
も
の
が
共
に
規
定
さ
れ
る
の
で
あ

る
」「

こ
の
よ
う
な
精
神
の
運
動
、
す
な
わ
ち
、
自
分
の
単

純
性
に
お
い
て
そ
の
規
定
性
を
与
え
、
そ
う
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
自
分
自
身
と
の
同
等
性
を
た
も
つ
と
い
う
こ
と
、

そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
概
念
の
内
面
的
運
動
な
の
で
あ

る
。
そ
う
い
う
精
神
運
動
は
認
識
の
行
わ
れ
る
こ
と
の
絶

対
的
方
法
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
同
時
に
内
容
そ
の

も
の
の
内
面
的
魂
た
ま
し
い
一
二
で
あ
る
」。
哲
学
は
、
以
上
の
よ

う
に
し
て
「
自
己
自
身
を
構
成
し
て
ゆ
く
道
程
に
あ
っ
て

の
み
、
客
観
的
で
論
証
的
な
科
学
た
り
得
る
の
で
あ
る
。

何
か
の
性
質
状
態
で
あ
る
。
質
と
は
む
し
ろ
何
か
を
そ
の

何
た
ら
し
め
て
い
る
も
の
、
だ
か
ら
具
っ
て
い
る
性
質
で

は
な
く
、
そ
の
何
か
の
品
質
を
決
定
し
て
い
る
も
の
で
あ

る
。
そ
の
意
味
で
本
性
に
近
い
が
本
性
よ
り
も
一
層
論
理

的
な
言
い
方
で
あ
る
。
更
に
個
々
の
言
葉
の
説
明
を
一
、

二
や
っ
て
置
け
ば
、
魂
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

Seele

の
訳
語
で
あ
る
が
、
神
秘
的
な
霊
魂
と
い
う
よ
う

な
も
の
で
な
く
、
実
質
的
に
神
髄
を
な
し
て
い
る
と
い
う

意
味
で
あ
る
。
心
理
学
的
に
と
ら
れ
て
は
い
け
な
い
。
そ

れ
と
同
じ
よ
う
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
意
識
と
い
う
と
き
も
、

や
は
り
心
理
学
に
い
う
意
識
（
そ
れ
も
含
ん
で
い
る
が
）

と
の
み
と
る
こ
と
を
警
戒
せ
ね
ば
い
け
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル

は
、
普
通
に
い
う
知
覚
と
い
う
よ
う
な
単
純
な
意
識
か
ら

は
じ
め
、
漸
次
複
雑
高
次
の
意
識
に
つ
い
て
叙
述
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
単
純
な
意
識
の
意
味
も
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
「
具
体
的
」
と
い
う
の
は
奇
異
に
ひ
び

く
が
、
こ
こ
で
具
体
的
と
い
う
の
は
、
精
神
は
現
れ
て
働

一
二一

三
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こ
の
こ
と
を
私
は
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
」。
私
の
数
年

前
の
著
述
で
あ
る
『
精
神
の
現
象
学
』
と
こ
の
論
理
学
と

の
関
係
で
あ
る
が
、『
精
神
の
現
象
学

0

0

0

0

0

0

』
で
は
「
今
こ
こ

に
述
べ
た
よ
う
な
方
法
に
よ
っ
て
、
意
識
の
叙
述
が
試
み

ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
」。
意
識
一
三
と
は
具
体
的
で
あ
っ
て
、

し
か
も
外
面
性
に
囚
わ
れ
た
も
の
と
し
て
の
精
神
で
あ

る
。
そ
う
い
う
意
識
は
固
定
し
て
は
い
ず
発
展
す
る
の
で

あ
る
が
、
か
か
る
発
展
運
動
は
意
識
や
精
神
が
動
く
と
い

う
よ
り
も
そ
れ
の
形
態
一
四
運
動
と
い
っ
た
方
が
正
し
い
。

こ
の
「
形
態
運
動
が
安
ん
じ
て
行
わ
れ
る
の
は
、
純
粋
な

0

0

0

諸
々
の
本
質
性
の
本
性

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
よ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は

す
べ
て
の
自
然
的
並
び
に
精
神
的
な
生
命
の
発
展
の
場
合

と
て
少
し
も
違
っ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
純
粋
な

諸
々
の
本
質
、
こ
れ
が
つ
ま
り
論
理
学
の
内
容
を
な
す
の

で
あ
る
」。
以
上
の
こ
と
が
理
解
せ
ら
れ
る
な
ら
、『
精
神

の
現
象
学
』
と
こ
の
『
論
理
の
科
学
』
と
の
関
係
は
よ
く

知
ら
れ
る
と
思
う
。

い
て
い
な
い
限
り
意
味
が
な
い
か
ら
意
識
と
し
て
現
象

し
て
い
る
。
そ
の
点
を
と
ら
え
て
具
体
的
と
い
っ
た
の

で
あ
る
。
外
面
性
と
い
う
の
は
、
意
識
に
は
必
ず
対
象

が
共
に
現
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
関
係
よ
り
し
て
、
外

面
性
に
囚
わ
れ
て
い
る
と
い
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
な
お

こ
の
文
章
で
注
意
す
べ
き
は
、
形
態
と
い
う
用
語
で
あ

る
。
外
面
性
で
あ
る
と
は
具
体
的
で
あ
る
こ
と
と
つ
な

が
る
の
で
あ
る
。

形
態
（Form

）
と
は
ま
た
形
式
と
も
訳
さ
れ
て
い
る
。

私
は
こ
の
書
で
両
様
に
訳
し
て
置
い
た
。
つ
い
で
で
あ

る
が
、
形
体
（G

estalt

）
と
ご
っ
ち
ゃ
に
し
て
は
い
け
な

い
。
こ
れ
は
か
ら
だ

0

0

0

と
か
す
が
た

0

0

0

と
か
か
た
ち

0

0

0

の
意
味

が
勝
っ
て
い
る
か
ら
。
さ
てForm

で
あ
る
が
、
真
に
発

展
し
運
動
す
る
精
神
的
な
も
の
は
、
そ
の
内
実
ま
た
は

物
質
的
な
も
の
に
お
い
て
よ
り
も
、
そ
れ
の
形
態
に
お

い
て
発
展
し
運
動
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い

て
最
も
く
わ
し
く
研
究
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
従
来
で

は
経
済
学
に
お
け
る
価
値
形
態
の
理
論
に
ま
さ
る
も
の

一
四
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次
に
哲
学
体
系
に
つ
い
て
一
言
す
る
と
、
尤
も
外
面
的

関
係
し
か
言
え
な
い
が
、『
現
象
学
』
を
含
む
哲
学
体
系

第
一
部
が
最
初
に
来
て
、
次
に
『
論
理
の
科
学
』
と
『
自

然
哲
学
』
と
『
精
神
の
哲
学
』
と
を
含
む
筈
で
あ
る
第
二

部
が
そ
の
後
に
つ
ぎ
、
科
学
の
体
系
が
完
成
せ
ら
れ
る
。

し
か
し
、
論
理
学
は
そ
れ
自
身
で
当
然
広
い
範
囲
に
亙
る

も
の
故
、
論
理
学
は
別
に
こ
れ
を
公
刊
す
る
こ
と
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
計
画
が
拡
げ
ら
れ
た
場
合
で
は
、

論
理
学
は
精
神
の
現
象
学
に
直
ぐ
続
く
部
分
と
な
る
。
そ

れ
で
、
こ
の
論
理
学
に
続
い
て
前
記
の
『
自
然
哲
学
』
と

『
精
神
の
哲
学
』
の
労
作
に
努
力
し
よ
う
と
思
う
。

さ
て
、
こ
の
論
理
学
の
構
成
で
あ
る
が
、
三
巻
を
二
冊

に
し
、
第
一
巻
と
第
二
巻
と
を
第
一
冊
と
し
、
第
三
巻
を

第
二
冊
と
す
る
。
第
一
巻
は
有
論
、
第
二
巻
は
本
質
論
、

第
三
巻
は
主
観
的
論
理
学
も
し
く
は
概
念
を
含
む
こ
と
に

な
る
。一

八
一
二
年
三
月
二
十
二
日
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
に
て

は
な
い
。
私
は
経
済
学
で
い
う
商
品
の
変
形
論
に
お
け

る
形
態
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
書
い
た
こ
と
が
あ
る
。

「Stoffw
echsel

は
物
質
変
換
と
い
う
訳
語
を
あ
て
て
も
よ

い
が
、Form

w
echsel

（
形
態
変
換
）
に
対
し
て
用
い
ら

れ
て
い
る
か
ら
材
料
変
換
も
し
く
は
質
料
変
換
と
す
る

方
が
適
当
で
あ
る
。
形
態
変
換
に
対
立
し
て
い
る
言
葉
と

し
て
取
扱
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
形
態
と
は
材
料
ま
た
は
質

料
に
対
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
こ
と
を
、
は
っ

き
り
掴
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
てM

etam
orphose

と

い
う
こ
と
が
い
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
蛹
が
蝶
と
な
る
と

い
う
よ
う
に
、
従
っ
て
物
質
の
変
化
と
い
う
よ
う
に
（
例

え
こ
の
語
は
動
物
学
の
み
で
な
く
植
物
学
や
鉱
物
学
に

も
用
い
る
語
で
は
あ
っ
て
も
）
解
し
て
は
正
鵠
を
失
す

る
」（『
資
本
論
の
弁
証
法
』（
著
作
集
第
一
巻
収
録
）を
参
照
）。

【"form
"

は
形
相（
エ
イ
ド
ス
）の
ラ
テ
ン
語
訳
で
あ
る
か
ら「
形
式
」

と
し
、G

estalt

の
訳
は
「
形
態
」
と
す
べ
き
で
あ
る
。
が
、
マ
ル

ク
ス
のW

ertform

を
「
価
値
形
態
」
と
訳
し
た
事
か
ら
、
交
錯
が

あ
る
の
で
注
意
が
必
要
で
あ
る
。】
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吾
々
は
こ
れ
か
ら
新
し
く
論
理
学
を
や
り
直
す
の
で
あ
る

が
、
こ
の
新
し
い
試
み
に
も
や
は
り
従
来
の
論
理
学
の
既
得

の
材
料
、
つ
ま
り
諸
々
の
思
惟
の
形
式
二
を
つ
か
わ
ぬ
わ
け

に
は
ゆ
か
な
い
。
そ
う
い
う
材
料
は
ま
る
で
「
骸
骨
の
生
命

の
な
い
骨
を
、
し
か
も
無
秩
序
に
ば
ら
ば
ら
に
な
っ
て
い
る

の
を
」
使
用
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
「
こ
れ

も
大
層
重
要
な
も
の
で
、
い
わ
ば
議
案
み
た
よ
う
な
も
の
で

あ
る
、
否
な
く
て
は
な
ら
ぬ
条
件
で
あ
る
、
感
謝
し
て
承
認

す
べ
き
前
提
な
の
で
あ
る
」

さ
て
、
そ
の
思
惟
の
諸
形
式
で
あ
る
が
、「
こ
れ
は
人
間

の
言
語
で
も
っ
て
言
い
表
さ
れ
保
存
さ
れ
て
い
る
も
の
で

あ
る
」。
こ
の
言
語
は
人
間
生
活
の
全
部
に
滲
み
込
み
ゆ
き

亙
っ
て
い
る
。「
人
間
が
言
語
を
も
っ
て
言
い
表
す
と
こ
ろ

の
事
柄
は
ど
れ
で
も
一
つ
の
範
カ
テ
ゴ
リ
ー疇
三
を
含
ん
で
い
る
も
の
で

あ
る
。
論
理
的
な
も
の
は
そ
れ
ほ
ど
に
人
間
に
と
っ
て
自
然

第
二
版
の
序
文<

注
解>

こ
の
序
文
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
死
没
に
先
だ
つ
こ
と
七
日
前

に
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
感
銘
が
深
い
。
さ
て
、
こ
の
序

文
で
は
、
第
一
版
の
序
文
と
は
異
な
っ
て
、
論
理
学
の
内

容
上
の
実
際
の
問
題
が
取
扱
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
、
ま

ず
論
理
学
の
材
料
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
さ
て
、

次
に
出
て
い
る
諸
々
の
思
惟
形
式
と
は
、
概
念
・
判
断
・

推
理
と
か
、
な
お
ま
た
、
質
と
か
量
と
か
、
区
別
と
か
同

一
と
か
、
範
は
ん
ち
ゅ
う
疇
と
か
い
っ
た
よ
う
な
従
来
の
論
理
学
に
も

見
え
て
い
る
諸
形
式
の
こ
と
で
あ
る
。
さ
て
、
そ
の
中
の

範
疇
で
あ
る
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
範
疇
の
こ
と
を
三
〇
五

頁
【
本
文
二
頁
後
ろ
、
注
六
の
前
】
に
あ
る
よ
う
に
強
制
的
に

し
め
つ
け
る
も
の
（das Zw

ingende

）
と
い
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
わ
か
り
い
い
説
明
で
あ
る
。
人
が
何
か
考
え
よ
う

と
す
れ
ば
、
全
体
と
か
部
分
と
か
、
原
因
と
か
結
果
と
か

の
形
式
を
つ
か
っ
て
、
こ
れ
か
ら
考
え
ら
れ
る
べ
き
混
沌

た
る
も
の
、
流
動
せ
る
も
の
を
、
強
制
的
に
、
い
わ
ば
枠

一二三
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な
も
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
論
理
的
な
も
の
は
人
間
の
固

有
の
本ナ
ツ
ー
ア性【N

atur

】そ
の
も
の
と
い
っ
て
よ
い
」。
し
か
し
、

論
理
的
な
も
の
は
人
間
に
固
有
な
本ナ
ツ
ー
ア性
で
あ
る
か
ら
と

い
っ
て
、決
し
て
自ナ
チ
ュ
ル
リ
ツ
ヒ

然
的
【natürliche

】
な
も
の
で
は
な
い
。

「
自
然
一
般
を
物
理
的
な
も
の
と
し
、
こ
れ
に
精
神
的
な

も
の
を
対
立
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
そ
の
場
合

論
理
的
な
も
の
は
、
人
間
の
す
べ
て
の
自
然
活
動
す
な
わ

ち
感
覚
・
直
観
・
欲
望
・
要
求
・
衝
動
の
中
に
浸
透
し
、

そ
う
し
て
も
っ
て
、
そ
れ
を
一
つ
の
人
間
的
な
も
の
に
す

る
。
す
な
わ
ち
諸
々
の
観
念
ま
た
は
目
的
と
い
う
よ
う
な

も
の
に
す
る
と
こ
ろ
の
超
自
然
的
な
も
の
な
の
で
あ
る
」。

だ
か
ら
、
論
理
的
な
も
の
は
自
然
的
な
も
の
で
は
な
い
。

さ
て
、
そ
れ
に
つ
け
て
前
述
の
範
疇
の
こ
と
を
こ
こ
で

は
っ
き
り
さ
せ
て
置
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

「
文
化
四
の
ど
う
い
う
方
面
で
も
そ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ

が
進
歩
す
る
に
は
、
漸
次
に
一
層
高
次
の
思
惟
諸
関
繋
五

を
掘
り
出
し
て
進
む
（zu Tage fördern

）
も
の
で
あ
る
。

に
入
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
範
疇
な
る
漢
語
は
、『
書
経
』

の
「
洪
範
九
疇
」
か
ら
来
た
も
の
で
、
政
治
す
る
と
き
の

き
ま
り

0

0

0

を
つ
け
て
ゆ
く
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
。
範
疇
の

こ
と
を
も
っ
と
は
っ
き
り
さ
せ
る
た
め
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は

文
化
全
体
を
考
慮
に
入
れ
て
や
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
文
化
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
科
学
・
政
治
・
経
済
・

宗
教
・
芸
術
等
を
さ
す
も
の
と
解
し
て
よ
い
。
文
化
は
発

展
し
前
進
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
漸
次
に
、
一
層
高
い
思

惟
諸
関
繋
を
明
瞭
に
さ
せ
つ
つ
進
む
。
こ
の
関
繋
の
語
で

あ
る
が
、
ド
イ
ツ
人
はVerhältnis

と
い
う
語
を
よ
く
使

四五
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或
い
は
こ
う
も
言
え
る
、
少
な
く
と
も
思
惟
諸
関
繋
を
一

層
あ
ら
わ
に
普
遍
性
へ
と
高
め
、
か
つ
一
層
強
く
注
目
を

ひ
か
せ
る
よ
う
に
す
る
。
こ
の
こ
と
は
文
化
の
中
で
も
殊

に
科
学
に
お
い
て
著
し
い
の
で
あ
る
。
科
学
の
中
で
経
験

的
な
感
覚
的
な
科
学
に
あ
っ
て
も
そ
う
な
の
で
あ
る
。
文

化
が
進
歩
す
る
に
は
す
べ
て
日
常
の
諸
々
の
範
疇
（
例
え

ば
全
体
と
か
部
分
と
か
い
う
範
疇
、
物
と
か
性
質
と
か
い

う
範
疇
）
が
は
た
ら
い
て
、
な
し
と
げ
ら
れ
て
い
る
も
の

で
あ
る
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
」。
極

く
日
常
的
な
諸
範
疇
が
漸
次
高
次
な
も
の
へ
と
進
ん
で
ゆ

く
こ
と
が
、
文
化
の
進
歩
な
の
で
あ
る
。
科
学
で
は
そ
れ

が
整た
だ

し
く
漸
次
分
化
し
て
行
っ
て
い
る
。「
例
え
ば
、
物

理
学
に
お
い
て
は
力0

と
い
う
思
惟
規
定
が
優
勢
で
あ
っ
た

が
、
近
代
に
な
っ
て
は
、
両
極
性

0

0

0

と
い
う
範
疇
が
最
も
有

意
義
な
役
目
を
演
じ
て
い
る
。
両
極
性
と
は
、
一
つ
の
区

別
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
た
も
の
が
区
別
さ
れ
な
が
ら
不
可
0

0

分
離
0

0

に
結
合
さ
れ
て
い
る
そ
う
い
う
も
の
で
あ
る
」。
こ

う
。
多
く
関
係
と
訳
さ
れ
て
い
る
が
、
何
か
の
間
に
引
き
0

0

合
い
0

0

が
あ
る
と
い
う
意
味
な
らB

eziehung

を
必
ず
用
い

る
。Verhältnis

は
一
つ
の
項
（
物
で
も
よ
い
）
と
他
の

項
と
が
態
度
を
取
り
合
う
、
相
手
次
第
で
相
互
の
関
係
が

変
る
そ
う
い
う
関
係
を
い
う
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
の
語

は
比
例
0

0

の
意
味
に
も
と
ら
れ
、
函
数
0

0

関
係
の
意
味
に
も
用

い
ら
れ
て
い
る
。
私
は
止
む
な
く
関
繋
と
い
う
語
を
あ
て

て
使
っ
て
い
る
（
私
は
「
関
け
い
0

0

」
と
書
く
時
も
あ
る
）。

と
に
か
くVerhältnis

はB
eziehung

と
は
全
く
違
っ
た

意
味
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
し
っ
か
り
把
え
て
も
ら
い
た

い
。
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の
よ
う
に
、
よ
り
高
次
の
範
疇
が
発
見
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と

は
、
人
間
が
自
然
を
観
察
す
る
こ
と
と
引
き
離
す
こ
と
が

で
き
な
い
。「
自
然
観
察
は
、
そ
の
諸
々
の
対
象
を
保
た

せ
て
い
る
実
在
性
を
通
じ
て
、
強
制
的
に
し
め
つ
け
て
ゆ

く
も
の
、
即
ち
範
疇
を
必
ず
伴
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る

六
」。
範
噂
に
つ
い
て
は
な
お
も
っ
と
考
察
さ
れ
ね
ば
な

ら
な
い
。

さ
て
、
論
理
学
で
取
扱
わ
れ
る
諸
々
の
対
象
と
そ
れ
ら

の
言
い
表
し
と
は
、
い
や
し
く
も
教
養
あ
る
と
こ
ろ
で
は

熟
知
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
は
他

の
箇
処
で
も
述
べ
た
が
「
熟
知
さ
れ
て

0

0

0

0

0

（bekannt

）
い

る
も
の
は
、そ
れ
故
に
認
識
さ
れ
て

0

0

0

0

0

（erkannt
）い
な
い
七
」

も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
論
理
学
で
取
扱
わ
れ
る
諸
々

の
思
惟
規
定
は
、無
頼
に
熟
知
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

熟
知
さ
れ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
認
識
さ
れ
て
い
な
い
の

で
あ
る
か
ら
、
注
意
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
か
よ
う
な

「
熟
知
さ
れ
た
も
の
か
ら
は
じ
ま
る
認
識
そ
の
も
の
の
途

次
は
文
章
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、

こ
う
い
う
文
章
を
理
解
す
る
と
き
は
、
先
ず
「
自
然
観
察

は
」
「
範
疇
を
必
ず
伴
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
う

こ
の
文
の
骨
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
よ
く
は
っ
き
り
読

む
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
観
察
す
る
に
は
何
か
対
象

を
観
察
す
る
の
で
あ
る
し
、
対
象
が
対
象
と
し
て
ち
ゃ
ん

と
し
て
い
る
の
は
そ
の
実
在
性
の
た
め
な
の
で
あ
る
と
い

う
こ
と
に
考
え
及
べ
ば
、
別
に
難
解
の
文
章
で
は
な
い
。

た
だ
実
在
性
と
い
う
語
を
対
象
が
も
っ
て
い
る
性
質
の
よ

う
に
読
ま
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
更
に
も
う
一
つ
、
こ
れ
も
ま

た
読
み
方
に
関
す
る
の
で
あ
る
が
、「
熟
知
さ
れ
て
い
る

も
の
は
、
そ
の
故
に
認
識
さ
れ
て
い
な
い
」
と
い
う
文
の

読
み
方
で
あ
る
。
こ
れ
はW

as bekannt ist, darum
 nicht 

erkannt
の
訳
文
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
「
知
ら
れ
て
い
る

か
ら
と
い
っ
て
認
識
さ
れ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
」
と
い

七 六
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は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
、
自
然
的
思
惟
の
科
学
的
思

惟
に
対
す
る
関
繋
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
、
こ
れ
に

対
し
て
極
く
一
般
的
な
契
機
で
は
あ
る
が
披
瀝
し
て
置
こ

う
と
す
る
こ
と
が
、こ
の
序
文
の
役
目
で
あ
る
」。そ
れ
故
、

こ
こ
で
は
何
ほ
ど
の
こ
と
も
説
か
れ
な
い
が
、
こ
れ
を
序

論
の
内
容
と
一
緒
に
し
て
見
ら
れ
る
な
ら
ば
論
理
学
的
認

識
の
意
義
の
大
体
を
知
る
に
は
十
分
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。

序
文
で
語
る
べ
き
も
の
は
幾
つ
か
あ
る
が
八
、
そ
の
中

で
も
「
一
層
重
要
な
も
の
」
を
次
に
述
べ
て
置
か
ね
ば
な

ら
な
い
。
そ
れ
は
論
理
学
は
何
を
ほ
ん
と
う
に
職
能
と
す

る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
論
理
学

に
と
っ
て
重
要
な
形
式
が
、
従
っ
て
ま
た
内
容
が
問
題
で

あ
る
。
更
に
概
念
、
ま
た
は
真
に
普
遍
な
る
も
の
、
ま
た

は
思
想
等
に
つ
い
て
の
理
解
が
大
切
で
あ
る
。

吾
々
は
ま
ず
、
思
惟
の
活
動
を
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

吾
々
の
思
惟
活
動
は
日
常
の
「
す
べ
て
の
諸
々
の
表
象
や

目
的
や
関
心
事
や
行
為
を
貫
い
て
働
い
て
い
る
」
の
で
あ

う
よ
う
に
読
む
人
が
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
不
徹
底
で
却
っ

て
意
味
を
壊
し
て
し
ま
う
。
レ
ー
ニ
ン
は
こ
こ
を
読
む
と

き
や
は
り
相
当
に
考
え
た
と
み
え
、nicht

の
前
に
勝
手

にnoch

「
な
お
」
を
入
れ
て
読
ん
だ
。
し
か
し
、「
な
お
」

は
な
く
て
も
い
い
の
で
あ
る
。
熟
知
と
認
識
と
は
程
度
の

差
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
第
二
版
の
序
文
は
種
々
な
る
問

題
を
包
含
し
て
い
て
、
内
容
が
甚
だ
豊
富
で
あ
る
。
従
っ

て
そ
の
悉
く
を
こ
こ
に
持
ち
出
す
こ
と
は
、
企
及
で
き
な

い
。
そ
れ
で
、「
序
文
で
語
る
べ
き
も
の
は
幾
つ
か
あ
る

が
」
と
い
う
の
は
私
が
挿
入
し
た
言
葉
な
の
で
あ
る
。
私

は
比
較
的
長
い
第
二
版
の
序
文
の
な
か
で
、
是
非
読
ま
れ

ね
ば
な
ら
ぬ
箇
処
は
残
ら
ず
挙
げ
て
置
い
た
つ
も
り
で
あ

る
。
さ
て
、
私
の
こ
の
挿
入
の
言
葉
の
と
こ
ろ
よ
り
以
下

の
部
分
は
、
こ
の
序
文
中
、
否
、
「
序
文
」
や
「
序
論
」

を
通
じ
て
、
最
も
重
要
で
ま
た
理
解
に
最
も
困
難
な
と
こ

ろ
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
読
者
は
こ
の
部
分
を
一
通
り

読
ま
れ
る
こ
と
は
よ
い
が
、
多
少
理
解
さ
れ
な
い
と
こ
ろ

八
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る
。
そ
れ
は
無
意
識
に
働
い
て
い
る
た
め
、
吾
々
の
注
意

に
入
る
も
の
は
、
そ
の
諸
々
の
表
象
の
対
象
0

0

や
目
的
と
し

て
現
れ
て
い
る
も
の
や
、
関
心
を
充
す
当
の
も
の
や
、
そ

う
い
っ
た
内
容
的
な
も
の
の
み
で
あ
る
。
そ
こ
で
い
つ
の

間
に
か
「
思
惟
諸
規
定
は
以
上
の
よ
う
な
関
繋
上
、
た
だ

内
実
0

0

に
く
っ
つ
い
て
い
る
も
の
、
従
っ
て
内
実
で
は
な

く
て
、
形
式
0

0

だ
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い

る
。
し
か
し
ほ
ん
と
う
は
そ
う
い
う
事
情
の
も
の
で
は
な

い
。
上
述
の
諸
表
象
や
目
的
や
関
心
事
や
行
為
そ
の
も
の

を
よ
く
考
察
し
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
現
に
目
前
に
あ
ら

わ
れ
て
い
る
も
の
の
多
様
と
偶
然
の
み
が
あ
る
の
で
は
な

い
。「
そ
れ
ら
の
多
様
と
偶
然
の
と
こ
ろ
に
、
本
性
0

0

ま
た

は
固
有
の
本
質
0

0

、
真
に
持
続
す
る
も
の

0

0

0

0

0

0

・
実
体
的
な
も
の

0

0

0

0

0

0

が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
事
柄
の
概
念
0

0

で
あ
る
、

即
ち
事
柄
自
身

0

0

0

0

に
お
け
る
普
遍
的
な
も
の

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
」。
例

を
あ
げ
て
い
っ
て
み
る
と
、「
ど
の
個
性
的
人
間
も
そ
れ

ぞ
れ
無
限
に
特
有
性
の
あ
る
個
人
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
人0

が
あ
っ
て
も
、保
留
し
て
置
か
れ
て
よ
い
。
こ
の
筒
処
は
、

全
部
を
読
ん
で
最
後
に
ま
た
何
度
も
読
ま
れ
る
こ
と
が
の

ぞ
ま
し
い
。
文
章
が
拙
く
な
っ
て
い
る
の
は
、
解
り
や
す

く
す
る
と
い
う
こ
と
の
み
を
、
心
が
け
た
た
め
で
あ
る
。
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間
で
あ
る
と
い
う
点

0

0

0

0

0

0

0

0

に
そ
の
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
特
有
性
の

中
の
最
優
位
の
も
の
を
持
っ
て
い
る
」。
こ
の
「
人
間
で

0

0

0

あ
る
0

0

」
と
い
う
「
普
遍
的
な
も
の
は
、
こ
の
個
性
的
人
間

の
基
礎
を
な
し
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
勿
論
そ
の
「
個
性

的
人
間
は
種
々
さ
ま
ざ
ま
の
述
語
を
も
っ
て
色
ど
ら
れ
て

い
る
（
尤
も
こ
こ
に
基
礎
と
い
わ
れ
る
も
の
も
又
そ
れ
ら

の
述
語
の
一
つ
で
も
っ
て
出
来
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ

れ
に
し
て
も
）。
け
れ
ど
も
そ
れ
ら
種
々
な
る
色
ど
り
の

中
か
ら
あ
の
基
礎
を
と
り
は
ず
し
て
し
ま
っ
た
ら
、
一
体

ど
う
で
あ
ろ
う
。
そ
の
個
性
的
人
間
は
も
は
や
存
在
し
は

し
な
い
」
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
如
何
に
し
て
も
欠

く
こ
と
の
で
き
な
い
「
基
礎
」
即
ち
「
概
念
」、
更
に
換

言
す
れ
ば
「
思
想
そ
れ
自
身
た
る
と
こ
ろ
の
普
遍
的
な

も
の
」、
こ
れ
は
も
は
や
内
容
に
く
っ
つ
い
て
い
る
形
式

と
見
做
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
吾
々
は

も
っ
と
進
ん
で
、
真
の
概
念
0

0

に
相
当
す
る
も
の
を
考
え
て

み
よ
う
。
す
べ
て
の
自
然
界
の
事
物
や
精
神
上
の
事
物
の
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中
の
思
想
0

0

は
そ
れ
自
身
ま
た
種
々
な
る
規
定
性
を
含
ん
で

い
て
、
そ
の
中
に
魂
と
肉
体
、
概
念
と
実
在
性
と
い
う
よ

う
な
区
別
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
、「
そ
れ
ら
の
諸
々

の
規
定
性
の
う
ち
で
最
も
深
い
基
礎
と
い
え
ば
、
魂
そ
れ

自
身
で
あ
る
、
又
は
諸
々
の
対
象
の
最さ
い
な
い
ぶ

内
部
、
そ
れ
の
単

純
な
る
生
命
の
脈
動
た
る
と
こ
ろ
の
純
粋
概
念
で
あ
る
」。

こ
の
基
礎
は
「
諸
々
の
対
象
の
最
内
部
を
な
す
が
、
そ
れ

と
同
様
に
又
そ
の
諸
対
象
の
主
観
的
思
惟
の
最
内
部
を
な

す
」
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
考
察
し
て
み
る

と
、
そ
こ
に
「
精
神
を
生
か
し
、
精
神
を
ま
っ
て
動
き
0

0

働

く
と
こ
ろ
の
論
理
的
本
性

0

0

0

0

0

」
な
る
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。

「
論
理
の
科
学
の
任
務
と
す
る
と
こ
ろ
は
こ
の
論
理
的
本

性
を
意
識
に
齎も
た
らす
こ
と
に
あ
る
」。
吾
々
は
本
能
的
行
為

と
、
知
的
な
自
由
な
る
行
為
と
を
区
別
し
て
い
る
。
そ
の

区
別
の
あ
る
点
は
、「
知
的
な
自
由
な
行
為

0

0

0

0

0

0

0

0

が
意
識
を
伴
っ

て
生
ず
る
と
こ
ろ
」
に
あ
る
。
で
は
、
こ
の
精
神
の
自
由

は
ど
う
し
て
生
ず
る
の
で
あ
ろ
う
か
。「
あ
の
精
神
に
お
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い
て
動
く
も
の

0

0

0

0

の
内
容
が
主
観
と
の
直
接
的
統
一
か
ら
脱

し
、
主
観
の
前
に
対
象
性
を
も
っ
て
現
れ
る
と
き
、
精

神
の
自
由
が
始
ま
る
の
で
あ
る
」。
精
神
の
自
由
は
、
対

象
を
必
ず
伴
っ
て
い
る
意
識
を
ま
た
な
く
し
て
は
考
え
ら

れ
な
い
。「
精
神
は
、
思
惟
の
本
能
的
な
活
動
の
う
ち
に

あ
っ
て
は
、
こ
の
思
惟
の
諸
範
疇
の
徒
党
に
よ
っ
て
虜と
り
こに

せ
ら
れ
、
た
め
に
ば
ら
ば
ら
に
せ
ら
れ
て
際
限
な
く
多
種

多
様
な
素
材
の
ま
ま
で
い
る
」
も
の
で
あ
る
。
思
惟
の
本

能
的
活
動
に
あ
っ
て
は
、
意
識
に
お
け
る
対
象
の
成
立
、

即
ち
区
別
と
い
う
こ
と
も
統
一
と
い
う
こ
と
も
存
し
な
い

で
い
る
。
も
し
、
い
う
と
こ
ろ
の
素
材
の
一
切
を
含
む
も

の
と
考
え
て
、
そ
れ
を
網
に
譬
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
す

る
と
、「
網
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら

0

0

0

0

0

0

に
、
精
神
の
生
命
と
意
識

の
支
持
点
で
あ
り
規
整
点
た
る
と
こ
ろ
の
結む
す
び
め目
九
が
で
き

る
の
で
あ
る
」。
こ
の
結
目
は
、
素
材
の
多
様
と
無
方
針

の
中
に
あ
っ
て
固
定
性
と
力
と
を
も
っ
て
い
る
べ
き
も
の

で
あ
る
。
そ
れ
で
は
じ
め
て
支
持
点
で
あ
り
規
整
点
で
あ

結む
す
び
め目
と
は
ヘ
ー
ゲ
ル
がder K

noten

と
い
っ
て
い
る
語
の

訳
語
で
あ
る
。
網
と
い
っ
た
の
で
、
結
目
と
い
っ
た
ま
で

で
あ
る
。
根
本
問
題
中
の
根
本
問
題
を
、
こ
う
い
う
例
を

用
い
て
論
ず
る
こ
と
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
屡
々
や
る
こ
と
で

は
な
い
。
む
し
ろ
、
珍
し
い
方
に
属
す
る
。
読
者
は
こ
う

九
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り
得
る
の
で
あ
る
。
結
目
が
か
よ
う
な
固
定
性
と
力
と
を

有
す
る
の
は
、「
そ
れ
ら
の
結
目
が
意
識
の
前
に
齎
さ
れ
、

そ
の
た
め
に
結
目
は
精
神
の
本
質
の
即
自
か
つ
向
自
的
に

0

0

0

0

0

0

0

0

有
る
概
念

0

0

0

0

と
な
っ
て
い
る
た
め
」
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
精

神
の
本
性
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
こ
と
は
、「
精
神
が
即

自
的
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
の
、
精
神
が
現
実
的

0

0

0

で
あ
る

と
こ
ろ
の
も
の
に
対
す
る
関
繋
で
は
な
く
て
、
精
神
が
自

分
を
知
識
し
て
い
る
も
の
た
る
こ
と
の
、
精
神
が
現
実
的

0

0

0

で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
に
対
す
る
関
繋
に
あ
る
」。
何
故

自
分
を
知
識
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
か
は
、「
精
神
は

本
質
上
意
識
で
あ
る
」
こ
と
を
想
い
起
せ
ば
す
ぐ
に
理
解

せ
ら
れ
る
。「
自
分
を
知
識
す
る
こ
と
、
自
分
を
意
識
す

る
こ
と
は
、
精
神
の
現
実
性
の
根
本
の
規
定
で
あ
る
」
か

ら
で
あ
る
。
吾
々
は
先
に
、
思
惟
の
本
能
的
活
動
の
う
ち

に
見
ら
れ
る
範
疇
の
あ
る
こ
と
を
、
述
べ
た
。「
こ
の
範

疇
は
、
た
だ
本
能
的
に
衝
動
と
し
て
働
き
、
そ
の
た
め
何

よ
り
も
ま
ず
分
裂
的
で
、
従
っ
て
変
動
的
で
混
乱
的
で
あ

い
う
説
明
を
試
み
る
ヘ
ー
ゲ
ル
を
掴
え
た
ら
、
そ
こ
で
十

分
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
葉
を
味
得
す
べ
き
で
あ
る
。
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る
が
、
こ
れ
が
精
神
の
意
識
に
齎
さ
れ
て
、
幾
分
分
裂
的

で
不ふ
た
し
か確

で
は
あ
る
が
、
と
に
か
く
ひ
と
つ
の
現
実
性
を
精

神
に
与
え
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
諸
範
疇
を
純

化
し
、
そ
れ
ら
の
諸
範
疇
を
俟ま

っ
て
精
神
を
自
由
と
真
理

へ
と
高
め
る
こ
と
、
こ
れ
こ
そ
が
、
論
理
学
が
従
事
す
る

高こ
う
ま
い邁
な
業
績
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
一
〇
」

一
八
三
一
年
十
一
月
七
日　

ベ
ル
リ
ン
に
て

第
二
版
の
序
文
は
、
こ
れ
で
叙
述
が
終
っ
て
い
る
の
で
は

な
い
が
、
こ
こ
で
打
ち
切
っ
て
置
く
こ
と
に
す
る
。
序
文

の
最
後
の
と
こ
ろ
に
ほ
ん
と
に
学
問
す
る
に
は
、
閑
暇
が

な
く
て
は
で
き
る
も
の
で
な
い
こ
と
が
、
感
銘
深
い
言
葉

で
語
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
こ
の
研
究
書
の
他
の
箇

処
に
引
用
し
て
あ
る
。

一
〇
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序
論 序

論
一

論
理
学
の
一
般
概
念

論
理
学
の
対
象
は
思
惟
で
あ
る
、
も
っ
と
精
し
く
い
う

と
、
論
理
学
の
対
象
は
概
念
す
る
思
惟

0

0

0

0

0

0

二
で
あ
る
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
概
念
す
る
思
惟
で
あ

る
が
、「
こ
れ
は
本
質
的
に
は
論
理
学
の
中
で
論
じ
ら
れ

る
の
で
あ
る
」。
だ
か
ら
、
こ
の
序
論
で
予
め
論
じ
ら
れ

る
も
の
は
、「
論
理
学
の
概
念
を
根
本
的
に
論
ず
る
こ
と

で
も
な
く
、
ま
た
論
理
学
の
内
容
や
方
法
を
前
も
っ
て
科

学
的
に
是
認
す
る
こ
と
で
も
な
い
」。
そ
う
い
う
こ
と
は

で
き
な
い
。
だ
か
ら
、「
こ
の
科
学
即
ち
論
理
学
を
考
察

す
べ
き
立
場
を
、
読
者
の
心
に
や
や
詳
し
く
浮
ば
せ
る
三

こ
と
し
か
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
に
若
干
の
説
明
を
し
、

反
省
を
す
る
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
も
外ほ
か

か
ら
推
し
測
り
書

き
な
ら
べ
る
四
と
い
う
意
義
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
る
」

序
論

<

注
解>

序
論
で
は
論
理
学
が
取
扱
う
べ
き
対
象
の
こ
と
か
ら
、
叙

述
が
は
じ
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
対
象
は
概
念
す
る
思

惟
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
は
、

das begreifende D
enken

の
訳
な
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を

普
通
に
は
概
念
的
思
惟
と
訳
さ
れ
る
が
、
そ
れ
で
は
意
味

が
と
れ
に
く
い
。
普
通
に
概
念
的
思
惟
と
い
う
と
抽
象
的

な
思
惟
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
。
む
し
ろ
「
把
握
す
る

思
惟
」
と
読
む
が
い
い
。
概
念
に
つ
い
て
は
、
先
に
至
っ

て
わ
か
っ
て
く
る
と
思
う
。
把
握
す
る
と
い
う
の
は
真
実

を
掴
む
こ
と
、
真
実
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
真
理
の
こ
と
、

真
理
と
は
ヘ
ー
ゲ
ル
で
は
全
体
の
統
一
態
の
こ
と
、
統
一

態
と
は
対
立
や
矛
盾
の
そ
の
ま
ま
の
統
一
さ
れ
た
状
態
の

こ
と
で
あ
る
。
そ
う
い
う
よ
う
に
真
理
の
把
え
ら
れ
て
ゆ

く
こ
と
は
把
握
す
る
思
惟

0

0

0

0

0

0

な
の
で
あ
る
。
単
に
思
惟
と
い

わ
な
い
で
、
厳
密
に
い
っ
て
概
念
す
る
思
惟
と
い
っ
た
方

が
い
い
の
で
あ
る
。
心
に
描
く
と
か
、
心
に
浮
ぶ
と
い
う

一二
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そ
れ
で
、
何
よ
り
も
ま
ず
論
理
学
を
「
思
惟
の
学
問
」

だ
と
す
る
普
通
の
考
え
方
を
や
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
普
通

の
考
え
方
で
は
、「
思
惟
は
認
識
の
単
な
る
形
式
を
構
成

す
る
の
み
だ
、
―
―
論
理
学
は
す
べ
て
の
内
容
を
抽
き

と
っ
て
い
る
、
―
―
だ
か
ら
質
料
は
外
か
ら
与
え
ら
れ
ね

ば
な
ら
ぬ
、
―
―
質
料
は
論
理
学
と
は
別
な
も
の
だ
、
―

―
論
理
学
は
単
に
真
の
認
識
の
形
式
的
諸
条
件
を
述
べ
る

に
と
ど
ま
る
、
―
―
か
く
し
て
論
理
学
は
実
在
的
真
理
そ

の
も
の
を
含
ま
な
い
、
―
―
そ
れ
ど
こ
ろ
か
実
在
的
真
理

へ
の
道
た
る
こ
と
も
、
あ
り
得
ぬ
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。

し
か
し
、
論
理
学
を
か
よ
う
に
解
す
る
こ
と
は
正
当
で

な
い
。

論
理
学
に
対
す
る
従
来
の
解
釈
は
、「
普
通
の
意
識
で

も
っ
て
認
識
の
内
容
0

0

と
形
式
0

0

と
を
わ
か
り
切
っ
た
こ
と
と

し
て
分
離
し
て
い
る
こ
と
」
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
か
よ

う
な
考
え
方
は
、「
吾
々
の
普
通
の
意
識
の
本
性
を
な
し

よ
う
な
知
る
0

0

こ
と
は
思
惟
で
は
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
普

通
に
人
が
知
る
0

0

と
い
っ
て
い
る
作
用
で
も
、
そ
れ
が
「
概

念
す
る
思
惟
」
で
な
く
て
、
素
朴
的
な
知
り
方
の
場
合
に

は
、思
惟
と
い
う
語
を
つ
か
わ
な
い
。
表
象（Vorstellung

）

と
い
う
語
を
用
い
る
。
表
象
の
字
が
出
て
い
た
ら
読
者

は
注
意
さ
れ
た
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
がder Vorstellung näher 

zu bringen

と
い
っ
た
の
を
、
私
は
、「
心
に
詳
し
く
浮
ば

せ
る
」
と
し
て
置
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
ヘ
ー
ゲ
ル

は
概
念
す
る
思
惟
で
な
く
、
理
窟
を
あ
れ
こ
れ
な
ら
べ
思

惟
が
概
念
す
る
の
で
な
い
と
き
は
、
そ
れ
をraisonieren

と
よ
く
い
う
。
そ
れ
か
ら
同
じ
こ
と
で
あ
る
が
、
思
惟
が

弁
証
法
的
で
な
い
と
き
は
、
そ
れ
を
し
ば
し
ば
歴
史
記

述
的
（historisch

）
と
い
う
。
そ
れ
で
、
今
ヘ
ー
ゲ
ル
が

raisonierende und historische

と
い
う
の
を
「
外ほ
か

か
ら
推

し
測
り
書
き
な
ら
べ
る
」
と
読
ん
だ
の
で
あ
る
。
い
う
ま

で
も
な
く
、
歴
史
的
（geschichtlich

）
と
歴
史
記
述
的

（historisch
）
と
を
ご
っ
ち
ゃ
に
し
て
は
な
ら
な
い
。

三四
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序
論

て
い
る
諸
規
定
」
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し

か
し
、「
そ
う
い
う
偏
見
を
理
性
に
ま
で
持
ち
込
む
」
こ

と
は
誤
謬
で
あ
る
。

い
っ
た
い
「
論
理
的
諸
形
式
が
内
実
な
き
も
の
で
あ
る

か
否
か
と
い
う
こ
と
は
、
論
理
的
諸
形
式
を
考
察
し
処
理

す
る
そ
の
仕
方
如
何
に
あ
る
の
で
あ
る
。
も
し
、
そ
れ
ら

の
諸
形
式
が
固
定
し
た
諸
規
定
と
し
て
ば
ら
ば
ら
な
も
の

で
、
有
機
的
統
一
に
融
合
さ
れ
て
い
な
い
と
な
ら
ば
、
そ

れ
ら
諸
形
式
は
死
ん
だ
諸
形
式
で
あ
る
」。
だ
か
ら
、
そ

う
い
う
諸
形
式
は
「
実
質
的
内
容
、
即
ち
内
実
そ
の
も
の

で
あ
る
べ
き
中マ
テ
リ
ー身

を
欠
く
」
わ
け
で
あ
る
。
論
理
的
諸
形

式
に
欠
け
て
い
る
内
容
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。「
そ
れ
は
、

そ
れ
ら
の
抽
象
的
諸
規
定
の
実
質
的
な
る
基
礎
を
い
い
、

繁
茂
的
構
成
五
を
い
う
に
外
な
ら
な
い
。
普
通
の
場
合
で

は
、
そ
う
い
う
実
体
的
本
質
は
諸
形
式
の
た
め
に
外
か
ら

求
め
ら
れ
る
の
が
常
で
あ
る
」。
し
か
し
、
こ
こ
に
「
す

べ
て
の
抽
象
的
諸
規
定
を
自
分
の
中
に
融
合
せ
し
め
て
い

さ
て
、
次
は
一
つ
の
語
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、

繁
茂
的
構
成
と
はK

onkretion

の
訳
語
で
あ
る
が
、
こ

の
語
は
豊
か
に
繁
茂
し
て
い
る
さ
ま
を
言
い
表
し
て
い

る
。
そ
の
意
味
で
の
具
体
的
な
も
の
を
い
う
の
で
あ
る
。

科
学
的
に
具
体
的
な
も
の
と
い
え
ば
、
結
局
は
以
下
に
述

べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
理
フ
ェ
ア
ヌ
ン
フ
ト

性
を
問
題
に
せ
ね
ば
な
ら
な

い
。K

onkretion

は
そ
う
具
体
的
と
ま
で
な
っ
て
い
な
い

五
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て
、
し
か
も
実
質
的
な
、
絶
対
的
で
具
体
的
な
統
一
た
る

と
こ
ろ
の
実
体
的
な
も
の
、
も
し
く
は
実ダ
ス
・
レ
ア
レ

在
的
な
も
の
」

が
あ
れ
ば
よ
い
訳
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
「
論
理
的
理
性
そ

の
こ
と
こ
そ
ま
さ
に
そ
れ
な
の
で
あ
る
」。
そ
う
だ
と
す

れ
ば
、「
吾
々
は
中マ
テ
リ
ー身

と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
を
探
し
求

め
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。
論
理
学
は
内
実
な
し
だ
と

言
わ
れ
る
場
合
、そ
れ
は
論
理
学
が
対
象
と
し
て
も
の〔
す

な
わ
ち
思
惟
の
論
理
的
諸
形
式
〕
の
罪
で
は
な
く
て
、
そ

の
対
象
が
ど
う
把
握
さ
れ
る
か
の
そ
の
仕
方

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
罪
な
の
で

あ
る
」

以
上
の
こ
と
は
、
前
述
し
た
か
の
「
論
理
学
を
考
察
す

る
立
場
」
の
解
明
に
資
す
る
わ
け
で
あ
る
。

前
述
の
如
く
論
理
学
そ
の
も
の
の
概
念
を
前
も
っ
て
考

察
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
か
ら
、
せ
め
て
論
理
学
を
考

察
す
る
立
場
を
は
っ
き
り
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に

は
、『
精
神
の
現
象
学
』
で
も
っ
て
獲
得
さ
れ
た
立
場
が

問
題
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

も
の
で
あ
る
。
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序
論

『
精
神
の
現
象
学
』と
は
ど
う
い
う
学
問
で
あ
る
か
。「
精

神
は
現
象
す
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
存
在
す
る
あ
る
対

象
へ
本
質
的
に
関
係
す
る
も
の
と
し
て
、
現
象
す
る
。
し

か
る
限
り
に
お
い
て
、
精
神
は
意
識
で
あ
る
。
そ
れ
故
、

意
識
の
学
問
は
精
神
の
現
象
学
で
あ
る
」
六
。
私
は
こ
の

『
精
神
の
現
象
学
』
の
中
で
「
意
識
が
そ
の
対
象
と
の
最

初
の
直
接
的
な
対
立
か
ら
初
め
て
、
絶
対
的
知
識
に
至
る

ま
で
の
進
行
運
動
を
叙
述
し
た
の
だ
っ
た
。
こ
の
進
行
の

道
程
は
、
意
識
が
対オ
ペ
ク
ト象
に
対
す
る

0

0

0

0

関
繋
の
す
べ
て
の
仕
方

を
通
っ
て
、
最
後
に
成
果
と
し
て
科
学
の
概
念

0

0

0

0

0

を
把
え
る

よ
う
に
な
っ
て
い
る
」。
だ
か
ら
、
科
学
の
概
念
は
外
か

ら
根
拠
を
証
明
し
て
も
ら
う
必
要
は
な
い
。「
科
学
の
概

念
が
意
識
を
通
じ
て
産
出
さ
れ
ゆ
く
こ
と
以
外
に
は
、
権

利
根
拠
を
求
め
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
」。
そ
の
こ
と

は
『
精
神
の
現
象
学
』
が
実
行
し
た
あ
の
意
識
の
進
行
道

程
が
よ
く
物
語
っ
て
い
る
。
意
識
は
対
象
と
対
立
す
る
の

で
、
そ
こ
に
分
離
が
あ
る
。
そ
れ
が
解
消
さ
れ
て
し
ま
う

さ
て
、
次
は
こ
こ
に
出
て
い
る
私
の
引
用
文
で
あ
る
が
、

こ
の
と
こ
ろ
は
特
に

0

0

ヘ
ー
ゲ
ル
の
他
の
著
述『
哲
学
入
門
』

か
ら
と
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
て
、
以
下
は
二
つ
の
言
葉
の

説
明
を
し
て
置
け
ば
、
そ
の
他
は
別
に
説
明
は
要
し
な
い

で
あ
ろ
う
。

六
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の
が
絶
対
的
知
識
に
お
い
て
な
の
で
あ
っ
た
。「
絶
対
的

知
識
と
は
意
識
の
す
べ
て
の
仕
方
の
真
理
0

0

な
の
で
あ
る
。

と
い
う
の
は
、
意
識
自
身
の
確
実
性

0

0

0

0

0

0

0

0

と
対
象
と
が
離
れ
て

い
る
の
が
完
全
に
解
消
さ
れ
、
真
理
性
が
確
実
性
と
同
じ

も
の
に
、
確
実
性
が
真
理
性
と
同
じ
も
の
に
な
る
の
は
、

た
だ
絶
対
的
知
識
に
お
い
て
な
の
で
あ
る
か
ら
」

以
上
の
こ
と
が
知
れ
る
に
は
「
真
理
を
、
何
か
手
で
つ

か
め
る
か
の
よ
う
に
簡
単
明
瞭
な
も
の
と
す
る
考
え
」
を

や
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

絶
対
的
知
識
の
立
場
が
、
と
に
か
く
に
獲
得
さ
れ
て
は

じ
め
て
、
科
学
の
概
念
が
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
論
理
学

は
科
学
で
あ
り
、
し
か
も
純
粋
科
学
で
あ
る
。「
純
粋
科

学
は
、
意
識
に
必
ず
具
っ
て
い
る
あ
の
対
立
か
ら
解
放
せ

ら
れ
る
こ
と
を
、
前
提
と
す
る
。
純
粋
科
学
は
思
想
0

0

を
そ

の
う
ち
に
も
っ
て
い
る
。
だ
が
そ
れ
は
、
そ
の
思
想
が
ま

0

0

0

0

0

0

さ
に
事
柄
そ
れ
自
体
で
あ
る
限
り
に
お
い
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

そ
の
う
ち
に

も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
逆
に
純
粋
科
学
は
そ
の
事
柄
そ0
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序
論

れ
自
体

0

0

0

を
、そ
れ
が
純
粋
な
思
想

0

0

0

0

0

で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、

そ
の
う
ち
に
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」

さ
て
、
純
粋
科
学
た
る
論
理
学
で
あ
る
が
、
論
理
学
は

新
し
く
や
り
直
さ
れ
る
科
学
に
し
て
も
、
材
料
即
ち
思
惟

の
諸
形
式
は
従
来
の
論
理
学
に
仰
が
ね
ば
な
ら
な
い
。「
従

来
の
論
理
学
の
死
ん
だ
形
骸
が
、
精
神
を
吹
き
込
ま
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
が
実
質
と
内
容
を
も
つ
生
き
た
も

の
に
さ
れ
る
に
は
、
純
粋
科
学
た
る
に
十
分
で
あ
る
方
法
0

0

が
こ
こ
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。
問
題
は
方
法
で
あ
る
。

哲
学
的
科
学
の
真
実
な
方
法
の
説
明
は
、
論
理
学
の
仕
事

な
の
で
あ
る
。「
な
ぜ
と
い
う
に
、
方
法
と
は
論
理
学
の

内
容
が
内
面
的
に
自
己
運
働
を
す
る
そ
の
形
式
に
関
す
る

意
識
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
。私
は
こ
の
方
法
の
一
例
を『
精

神
の
現
象
学
』
の
中
で
意
識
と
い
う
具
体
的
対
象
に
関
し

て
示
し
た
の
で
あ
る
」。
す
べ
て
真
の
科
学
た
る
べ
き
諸

概
念
の
体
系
は
、「
進
行
道
程
の
う
ち
で
自
己
を
形
成
し
、

外
部
か
ら
何
物
を
も
取
入
れ
な
い
純
粋
な
や
む
こ
と
な
き
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通み
ち
ゆ
き行

の
中
で
自
己
を
完
成
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」私

は
こ
の
論
理
学
に
お
い
て
私
が
と
っ
て
進
む
方
法
に

つ
い
て
は
、
今
こ
の
「
序
論
」
に
お
い
て
理
解
し
て
も
ら

う
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
し
か
し
、「
そ
の
方
法
は
唯
一

つ
の
真
実
な
も
の
で
あ
る
」
こ
と
を
私
は
知
っ
て
い
る
。

と
い
う
の
は
「
こ
の
方
法
は
対
象
と
内
容
か
ら
区
別
さ
れ

た
何
も
の
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
」。
そ
れ
は
又
「
何
故

か
と
い
う
と
、
こ
の
内
容
を
前
へ
と
動
か
す
も
の
は
実
に

内
容
そ
れ
自
身
で
あ
る
、
換
言
す
れ
ば
、
内
容
が
そ
れ
自

0

0

0

0

0

0

身
に
お
い
て
有
す
る
と
こ
ろ
の
弁
証
法
で
あ
る
か
ら
で
あ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

る0

」。
こ
う
い
う
方
法
の
行
き
方
を
と
ら
ず
、
こ
の
方
法

の
単
純
な
リ
ズ
ム
に
あ
わ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
ら
、
ど
ん

な
叙
述
を
し
て
も
科
学
的
だ
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
方
法
に
つ
い
て
、
次
の
こ
と
が
注
意
せ
ら
れ
ね
ば

な
ら
な
い
。「
こ
の
著
作
の
中
で
実
行
さ
れ
て
い
る
巻
・
編
・

章
の
分
け
方
や
表
題
、
及
び
そ
れ
ら
の
説
明
は
た
だ
準
備
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序
論

的
概
観
の
た
め
に
な
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
本
来
は
た
だ

記
述
的
価
値

0

0

0

0

0

七
を
も
つ
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
あ
の
よ

う
な
分
け
方
や
表
題
や
説
明
は
科
学
の
内
容
や
身
体
に
は

属
さ
な
い
こ
と
で
あ
る
」

さ
て
最
後
に
論
理
学
の
重
要
な
特
質
に
つ
い
て
述
べ
て

置
か
ね
ば
な
ら
な
い
。「
論
理
学
の
体
系
は
影
の
国
（das 

R
eich der Schatten

）
で
あ
る
。
す
べ
て
の
感
覚
的
な

繁コ
ン
ク
レ
ツ
ィ
オ
ン

茂
構
成
か
ら
解
放
さ
れ
た
純
一
な
諸
本
質
性
の
世
界
で

あ
る
。
科
学
の
学
修
は
、
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
影
の
国

の
中
に
生
き
こ
こ
で
働
く
こ
と
は
、
意
識
の
絶
対
的
な
教

養
で
あ
り
訓
練
で
あ
る
。か
よ
う
に
し
て
科
学
の
学
修
は
、

感
覚
的
な
直
観
や
、
目
的
や
感
情
や
、
単
に
信
ぜ
ら
れ
た

ま
ま
の
表
象
界
か
ら
遠
く
離
れ
た
仕
事
に
従
事
し
て
い
る

の
で
あ
る
」

「
こ
う
い
う
仕
事
を
通
じ
る
か
ら
こ
そ
、
思
想
は
独
立

と
自
存
と
を
か
ち
得
て
い
る
の
で
あ
る
。
思
想
は
、
抽
象

的
な
も
の
に
・
す
な
わ
ち
感
覚
的
な
基
ズ
ブ
ス
ト
ラ
ー
ト

体
を
容
れ
な
い

記
述
的
と
はhistorisch

の
訳
語
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
歴

史
的
と
訳
し
た
な
ら
、
何
の
意
味
も
な
い
。

七



36

で
諸
概
念
を
通
じ
て
進
行
す
る
こ
と
に
熟
達
す
る
の
で
あ

る
。
思
想
は
、
諸
々
の
認
識
や
諸
々
の
科
学
の
そ
の
他
の

多
様
性
を
理
性
的
形
態
に
と
り
あ
げ
、
そ
れ
ら
を
そ
の
本

質
に
お
い
て
把
え
確
保
し
、
そ
の
外
部
性
を
は
ぶ
き
、
か

く
し
て
そ
れ
ら
の
中
か
ら
論
理
的
な
も
の
を
引
き
出
す
と

こ
ろ
の
無
意
識
的
偉
力
八
と
な
る
の
で
あ
る
」

初
版
で
は
偉
力
（M

acht

）
で
な
く
力
（K

raft

）
と
な
っ

て
い
る
。
第
二
版
で
訂
正
さ
れ
たM

acht

の
方
が
、
勿

論
適
当
で
あ
ろ
う
。

八
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序
論　

論
理
学
の
一
般
的
区
分

論
理
学
の
一
般
的
区
分
一

論
理
学
の
区
分
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
準
備
が
な
く

一
般
的
な
こ
と
し
か
言
え
な
い
。
そ
の
理
由
は
序
文
で
述

べ
た
通
り
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
区
分
に
必
要
な
事
柄
を
前

も
っ
て
読
者
が
わ
か
る
よ
う
に
す
る
こ
と
は
必
要
で
あ

る
。
何
よ
り
も
ま
ず
区
分
は
概
念
0

0

と
関
連
し
て
行
わ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
区
分
は
概
念
そ

の
も
の
の
う
ち
に
あ
っ
て
行
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
概
念

は
規
定
の
無
い
も
の
で
は
な
く
て
、
そ
れ
自
身
で
規
定
さ

れ
て
い
る
。
区
分
は
、
概
念
の
規
定
性

0

0

0

が
展
開
さ
れ
て
、

そ
れ
が
表
現
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
区
分

は
概
念
が
自
ら
分
れ
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
、
原
始
分
割
二

で
あ
る
。
概
念
自
ら
が
分
れ
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
に
つ
い

て
、
よ
く
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
動
物
学
で
、
動
物

一
般
と
か
、
哺
乳
動
物
並
び
に
鳥
類
と
か
の
概
念
が
用
い

ら
れ
る
が
、
そ
の
概
念
の
中
に
は
動
物
を
哺
乳
類
や
鳥
類

区
分<

注
解>

論
理
学
の
区
分
が
こ
こ
で
論
述
さ
れ
る
が
、
こ
の
区
分
の

仕
方
に
つ
い
て
も
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学
の
特
質
が
、
よ
く
あ

ら
わ
れ
て
い
る
。
は
じ
め
に
、
難
解
の
言
葉
と
し
て
「
原

始
分
割
」
が
と
り
あ
げ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

原
始
分
割
と
はU

r-teil

の
直
訳
で
あ
る
が
、
こ
の
語
は

普
通
に
は
判
断
と
訳
さ
れ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
判
断
の
概
念

は
や
は
り
原
始
分
割
と
い
う
こ
と
を
根
本
の
意
味
と
し
て

い
る
。

【
接
頭
辞U

r

は
原
形
・
始
原
・
初
期
等
の
意
、teil

は
部
分
・
割
当
・

取
り
分
等
の
意
。】

一二
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の
部
門
に
区
分
す
る
た
め
の
規
定
が
存
す
る
訳
で
は
な

い
。
そ
う
い
う
規
定
は
経
験
的
直
観
か
ら
と
っ
て
来
ら
れ

る
の
で
、
概
念
か
ら
い
え
ば
外
か
ら
付
加
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
論
理
学
の
区
分
で
は
、
こ
の
規
定
は
概
念
が
そ
の
う

ち
に
含
ん
で
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

序
論
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、「
論
理
学
は

純
粋
知
識
を
原
理
と
す
る
純
粋
思
惟
の
科
学
」
な
の
で
あ

る
。「
純
粋
知
識
は
抽
象
的
な
統
一
で
は
な
い
。
具
体
的

な
生
き
た
統
一
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
こ
の
統
一
の
な
か

で
は
か
の
意
識
に
具
わ
れ
る
対
立
（
即
ち
主
観
的
に
向
自
0

0

的0

三
に
存
在
す
る

0

0

0

0

0

も
の
と
対オ
ペ
ク
ト象
と
し
て
の
第
二
の
存
在
す

0

0

0

る
も
の

0

0

0

、こ
の
両
者
の
対
立
）
が
克
服
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
こ
で
は
存
在
は
純
粋
概
念
そ
れ
自
身
と
し
て
、

純
粋
概
念
は
真
実
な
存
在
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
と
い
う

よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
故
に
、
存
在
と
概
念
は
論
理
学
の

中
に
含
ま
れ
て
い
る
二
契
機
0

0

と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
の
契
機
は
、
意
識
の
中
で
両
者
そ
れ
ぞ
れ
向
自
的

0

0

0

〔
独

向
自
的
（für sich

）
と
は
ど
う
い
う
意
味
で
あ
る
か
。
向

自
的
と
い
う
言
葉
の
上
に
「
主
観
的
に
」
と
あ
る
。
こ
れ

は
向
自
的
と
ほ
ぼ
0

0

同
じ
意
味
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
自
分
に
対
す
る
又
は
自
分
に
向
う
と
い
う
と
き
は
、

ど
う
し
て
も
他
を
排
し
て
自
分
の
方
に
だ
け

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
意
味

に
な
る
。
そ
れ
で
、
即
自
的
と
は
違
っ
て
自
己
へ
の
反
省

の
意
味
が
ふ
く
ま
れ
る
。
通
り
一
遍
と
い
う
意
味
で
の
即

自
的
と
は
違
っ
て
、
ひ
と
つ
の
ま
と
ま
り

0

0

0

0

を
思
わ
せ
る
。

故
に
自
立
的
に
と
読
ん
で
い
い
こ
と
も
あ
る
。
ひ
い
て
は

独
立
的
に
、
孤
立
的
に
と
読
ん
で
も
い
い
こ
と
も
あ
る
。

【für sich

対
自
的
】

三
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序
論　

論
理
学
の
一
般
的
区
分

立
的
〕
に
存
在
す
る

0

0

0

0

0

そ
う
い
う
状
態
で
な
く
、
不
可
分
離

の
も
の
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
」。
大
切
な
こ
と
は
、
か

く
意
識
に
お
い
て
は
区
別
さ
れ
た
も
の

0

0

0

0

0

0

0

と
し
て
あ
ら
わ
れ

て
い
る
こ
と
が
、
意
義
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
あ
っ
て

こ
そ
、
前
述
の
統
一
が
死
ん
だ
固
定
し
た
統
一
で
な
く
、

具
体
的
な
生
き
た
統
一
な
の
で
あ
る
。
区
別
さ
れ
て
い
る

が
一
つ
だ
と
い
う
状
態
な
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
こ
う
い
う
こ
と
が
言
え
る
、「
全
き
概
念
は
一

方
で
は
存
在
0

0

的
概
念
と
し
て
、
他
方
で
は
概
念
0

0

と
し
て
考

察
さ
れ
る
」
と
い
う
こ
と
。「
前
者
の
場
合
で
は
、
全
概

念
は
単
に
概
念
即
自
0

0

で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
実
在
性
ま
た

は
存
在
の
概
念
に
と
ど
ま
る
。
後
者
の
場
合
で
は
、
全
概

念
は
実
に
概
念
と
し
て
の
概
念
で
あ
る
、
換
言
す
れ
ば
向0

自
的
に
存
在

0

0

0

0

0

す
る
概
念
で
あ
る
」。
具
体
的
な
例
を
挙
げ

て
い
う
と
、
無
機
物
的
自
然
に
お
い
て
い
う
と
、
そ
れ
は

概
念
即
自
で
あ
る
。
有
る
0

0

と
い
う
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、

感
覚
す
る
動
物
及
び
有
機
的
個
体
を
考
え
て
み
る
と
、
そ
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れ
は
単
に
有
る
0

0

の
み
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

上
述
し
た
こ
と
か
ら
、「
論
理
学
は
有0

と
し
て
の
概
念
0

0

の
論
理
学
と
、
概
念
0

0

と
し
て
の
概
念
0

0

の
論
理
学
と
に
分
た

れ
る
四
。
尤
も
、
明
瞭
で
な
く
従
っ
て
多
義
的
な
普
通
な

言
い
方
で
い
え
ば
、
客
観
的
論
理
学
と
主
観
的
論
理
学
と

に
区
分
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
よ
う
」。
し
か
し
、

こ
れ
の
み
で
は
ま
だ
区
分
が
詳
細
で
な
い
。
い
っ
た
い
論

理
学
に
用
い
ら
れ
る
諸
々
の
規
定
は
す
べ
て
不
可
分
離
の

も
の
で
あ
る
。規
定
は
そ
れ
ぞ
れ
区
分
さ
れ
て
は
い
る
が
、

よ
く
理
解
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
（
す
な
わ
ち
概
念
の

も
と
で
は
）、
互
い
に
関
係
0

0

し
合
っ
て
い
る
。
あ
れ
と
こ

れ
と
が
関
係
し
合
う
こ
と
は
媒
介
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
有

の
概
念
の
論
理
学
と
概
念
の
概
念
の
論
理
学
と
の
外
に
な

お
媒
介
0

0

の
領
域
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
反
省
諸

0

0

0

規
定
0

0

五
の
体
系
と
し
て
の
概
念
な
の
で
あ
る
。
こ
の
領
域

は
本
質
論
と
呼
ば
れ
て
い
い
。
こ
れ
は
有
の
領
域
と
概
念

の
領
域
の
間
に
位
置
す
れ
ば
い
い
の
で
あ
る
六
。
け
れ
ど

初
版
で
は
、「
有
の
論
理
学
と
思
惟
の
論
理
学
と
に
分
れ

る
」
と
し
て
あ
る
が
、
そ
う
い
う
言
い
方
も
あ
る
こ
と
を

知
っ
て
置
く
と
大
い
に
理
解
に
役
に
立
つ
。

反
省
諸
規
定

0

0

0

0

0

（R
eflexionsbestim

m
ungen

）
と
い
う
概

念
が
は
じ
め
て
こ
こ
に
現
れ
た
が
、
反
省
に
つ
い
て
は

三
二
二
頁
【
有
論
端
緒<

注
解>

四
】
を
読
ん
で
み
ら
れ
る

と
理
解
さ
れ
る
。

「
本
質
論
」
が
何
故
に
「
有
論
」
と
「
概
念
論
」
と
の
間

四五六
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序
論　

論
理
学
の
一
般
的
区
分

も
、
本
質
の
理
論
は
客
観
的
論
理
学
と
主
観
的
論
理
学
と

で
は
、
客
観
的
論
理
学
の
中
へ
入
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
何

故
と
い
う
に
、
本
質
は
既
に
内
面
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら

概
念
論
に
入
れ
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
が
、
主
観
0

0

と
い
う
性

格
は
概
念
の
方
へ
と
っ
て
置
か
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、

客
観
的
論
理
学
の
中
へ
入
る
べ
き
で
あ
る
。

さ
て
、
客
観
的
論
理
学
で
あ
る
が
、「
カ
ン
ト
七
が
普
通

の
論
理
学
に
対
し
て
先
験
的
論
理
学
を
対
立
さ
せ
た
。
こ

こ
で
今
客
観
的
論
理
学

0

0

0

0

0

0

と
名
づ
け
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
も
の

は
、或
る
部
分
カ
ン
ト
の
先
験
的
論
理
学
に
当
っ
て
い
る
」

そ
う
で
は
あ
る
が
又
、「
カ
ン
ト
哲
学
の
関
心
は
、
思

惟
諸
規
定
の
い
わ
ゆ
る
先
験
的
な
も
の

0

0

0

0

0

0

に
向
け
ら
れ
た
の

で
、
思
惟
諸
規
定
そ
の
も
の
の
論
究
に
は
得
る
と
こ
ろ
が

な
か
っ
た
」。
従
っ
て
「
思
惟
諸
規
定
の
本
性
の
認
識
は

こ
の
哲
学
に
よ
っ
て
は
少
し
も
要
望
さ
れ
る
と
い
う
こ
と

が
な
か
っ
た
」。
想
う
に
「
客
観
的
論
理
学
は
、
世
界
を

対
象
と
す
る
科
学
的
構
成
物
た
る
以
前
の
形
而
上
学
に

に
来
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、

三
七
七
頁
下
段
以
下
【
概
念
論
区
分<

注
解>

】
を
見
る
と
相

当
に
理
解
さ
れ
て
く
る
と
思
う
。

ヘ
ー
ゲ
ル
が
カ
ン
ト
か
ら
う
け
て
い
る
影
響
は
実
に
大
き

い
。『
大
論
理
学
』
の
「
一
般
的
区
分
」
の
中
の
本
文
の

注
の
中
に
、
カ
ン
ト
に
対
す
る
関
係
が
次
の
よ
う
に
直
截

に
示
さ
れ
て
い
る
。
「
私
は
こ
の
著
作
で
は
カ
ン
ト
哲
学

に
対
し
て
屡
々
顧
慮
を
払
う
こ
と
を
言
っ
て
置
き
た
い
。

と
い
う
の
は
、
カ
ン
ト
哲
学
は
近
世
ド
イ
ツ
哲
学
の
基
礎

と
出
発
点
と
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
功
績
は
、

こ
の
哲
学
に
対
し
て
何
か
非
難
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て

も
、
そ
れ
が
た
め
に
小
さ
く
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
の
哲
学
は
客
観
的
論
理
学
に
お
い
て
は
特
に
考
慮
を
払

わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
わ
が
国
に
お
い
て
最
も
普
及
し
て

七
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と
っ
て
代
る
も
の
で
あ
る
」。
従
来
の
形
而
上
学
は
そ
の

一
部
門
の
中
で
霊
魂
・
世
界
・
神
の
諸
形
態
を
把
握
せ
ん

と
し
た
。
客
観
的
論
理
学
と
て
も
、
か
か
る
諸
形
態
の
考

察
に
は
思
惟
の
諸
形
式
が
本
質
的
に
働
い
て
い
る
限
り
、

形
而
上
学
を
自
分
の
中
に
含
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
形
而

上
学
の
よ
う
に
概
念
に
よ
ら
ず
表
象
に
よ
っ
て
つ
か
ま
え

る
こ
と
を
し
な
い
。
論
理
学
は
、
霊
魂
・
世
界
・
神
を
表

象
の
主
体
た
る
こ
と
か
ら
解
放
し
て
真
に
そ
の
本
性
及
び

価
値
そ
の
も
の
を
考
察
す
る
の
で
あ
る
。そ
の
た
め
に
は
、

思
惟
の
諸
形
式
を
批
判
し
て
使
用
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。「
客

観
的
論
理
学
は
そ
れ
の
真
実
の
批
判
な
の
で
あ
る
」。
こ

の
批
判
は
カ
ン
ト
に
お
け
る
よ
う
に
、「
後
天
的
な
も
の

に
対
立
す
る
先
天
性
と
い
う
抽
象
形
式
を
問
題
に
す
る
の

で
な
く
、
思
惟
諸
形
式
そ
の
も
の
を
そ
れ
の
特
殊
内
容
に

お
い
て
考
察
す
る
」
の
で
あ
る
。

次
に
、
主
観
的
論
理
学

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
が
、「
こ
の
論
理
学
は

概
念
の
論
理
学

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
―
―
す
な
わ
ち
、
本
質
の
論
理
学

い
る
哲
学
的
思
索
は
、
カ
ン
ト
的
結
論
す
な
わ
ち
、
理
性

の
真
の
内
実
あ
る
と
こ
ろ
は
認
識
で
き
な
い
、
絶
対
的
真

理
に
関
し
て
は
信
仰
に
訴
え
る
外
な
い
と
い
う
考
え
か
ら

少
し
も
出
て
い
な
い
。
し
か
も
わ
が
国
の
哲
学
的
思
想
が

カ
ン
ト
の
哲
学
の
通
俗
的
結
論
を
出
発
点
と
し
た
た
め
、

カ
ン
ト
哲
学
の
結
論
の
も
と
0

0

と
な
っ
た
精
細
な
労
作
は
切

り
離
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
た
め
、
カ
ン
ト
哲
学
は
、

す
べ
て
が
証
明
さ
れ
解
決
さ
れ
た
と
安
ん
ず
る
と
こ
ろ
の

思
惟
の
怠
惰
に
対
し
て
褥
し
と
ね

と
し
て
役
立
っ
た
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。
人
は
カ
ン
ト
の
あ
の
結
論
以
前
の
精
細
な
労
作

に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
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序
論　

論
理
学
の
一
般
的
区
分

で
あ
る
。
精
し
く
い
え
ば
、
あ
る
有
へ
関
係
す
る
こ
と
、

も
し
く
は
仮
象
た
る
こ
と
を
揚
棄
し
八
、
規
定
を
行
う
に

も
も
は
や
外
面
的
に
は
せ
ず
、
自
由
で
自
立
的
で
そ
れ
自

身
で
そ
れ
自
身
を
規
定
す
る
主
観
的
な
も
の
、
否
む
し
ろ

主
観
0

0

そ
の
も
の
で
あ
る
、
そ
う
い
う
本
質
の
論
理
学
で
あ

る
」。
し
か
し
、
主
観
的

0

0

0

と
い
う
と
偶
然
的
な
も
の
恣
意

的
な
も
の
を
想
わ
せ
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
「
主
観
的
な
も

の
と
客
観
的
な
も
の
と
の
区
別
に
つ
い
て
は
特
別
の
重
き

を
置
か
な
い
。
こ
の
両
者
に
つ
い
て
は
論
理
学
そ
の
も
の

の
中
で
精
細
に
発
展
せ
し
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
」

か
よ
う
に
し
て
論
理
学
は
一
般
に
客
観
的
論
理
学

0

0

0

0

0

0

と
主

観
的
論
理
学
と
に
分
れ
る
。
が
し
か
し
、
よ
り
細こ
ま

か
く
い

え
ば
前
述
の
如
く
、
論
理
学
に
は
次
の
三
部
が
あ
る
。

（
一
）　

有
の
論
理
学

0

0

0

0

0

（
二
）　

本
質
の
論
理
学

0

0

0

0

0

0

（
三
）　

概
念
の
論
理
学

0

0

0

0

0

0

。

揚
棄
に
つ
い
て
は
、
三
二
八
―
三
二
九
頁
【
有
論
第
一
章
Ｃ

成
（
三
）
成
の
揚
棄
】
、
な
お
三
四
三
頁
注
解
五
【
有
論
第
二

章<

注
解>

】
に
割
合
に
く
わ
し
く
書
い
て
あ
る
か
ら
、
参

照
さ
れ
る
と
い
い
。

八
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第
一
巻　

有
論

科
学
の
端
緒
は
何
を
も
っ
て
は
じ
ま
ら
ね
ば

な
ら
な
い
か

科
学
は
何
か
を
も
っ
て
始
ま
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
哲
学

も
同
様
で
あ
る
。
さ
て
、
哲
学
の
端た
ん
し
ょ緒
は
媒
介
さ
れ
た
る

0

0

0

0

0

0

も
の
0

0

か
一
、
そ
れ
と
も
直
接
的
な
も
の
か

0

0

0

0

0

0

0

、
い
ず
れ
か
で

な
く
て
は
な
ら
ぬ
、
そ
う
考
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、

哲
学
の
端
緒
は
、
こ
の
両
者
の
中
の
ど
れ
か
一
つ
で
あ
る

と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
何
故
か
と
い
う
と
、
単

に
直
接
的
な
も
の

0

0

0

0

0

0

だ
け
の
事
柄
も
な
い
し
、
単
に
媒
介
さ

0

0

0

れ
た
も
の

0

0

0

0

だ
け
の
事
柄
も
な
い
の
で
あ
る
か
ら
。「
天
上

に
も
自
然
界
に
も
精
神
の
世
界
に
も
そ
の
他
何
処
に
も
、

直
接
性
と
共
に
媒
介
を
含
ま
な
い
何
も
の
も
あ
り
得
ぬ
の

で
あ
る
。
こ
の
両
規
定
は
非
分
離
的
か
つ
不
可
分
離
的
な

端
緒

<

注
解>

端
緒
の
論
を
な
ぜ
す
る
か
？
　
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
う
い
っ
て

い
る
。
「
む
し
ろ
一
切
の
先
入
物
を
避
け
ん
が
た
め
で
あ

る
」
と
。
さ
て
、
媒
介
さ
れ
た
も
の
と
は
何
で
あ
る
か
、

直
接
的
な
も
の
と
は
何
で
あ
る
か
、
そ
れ
は
論
理
学
の
学

修
の
中
で
漸
次
わ
か
っ
て
ゆ
く
筈
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ

に
突
然
こ
の
二
つ
の
用
語
が
あ
ら
わ
れ
た
か
ら
、
差
向
き

そ
の
意
味
を
知
っ
て
置
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
哲
学
的
思
索

を
は
じ
め
る
に
何
か
ら
始
め
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
ひ
ど

く
有
閑
の
問
題
の
よ
う
で
あ
る
が
、
い
ざ
実
際
に
哲
学
的

思
索
を
根
本
的
に

0

0

0

0

や
り
始
め
る
と
な
る
と
必
ず
ぶ
つ
か
る

問
題
で
あ
る
。
も
し
信
仰
の
よ
う
な
も
の
か
ら
始
め
る
な

ら
、そ
れ
は
ま
こ
と
に
直
接
簡
明
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、

そ
れ
は
直
接
的
な
も
の

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
信
仰
の
如
き
直
接
的
な

も
の
で
な
く
、
何
か
知
識
的
な
原
理
を
も
っ
て
来
て
こ
れ

か
ら
始
め
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
直
接
的
な
も
の
で
な
く
、

一
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第
一
巻　

有
論　

端
緒

も
の
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
」

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
論
理
学
の
端
緒
は
何
を
も
っ
て
始

ま
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
論
理

学
が
前
提
と
す
る
あ
の
意
識
の
科
学
た
る
『
精
神
の
現
象

学
』
で
あ
る
。
こ
の
現
象
学
の
中
で
「
吾
々
は
経
験
的
な
、

そ
し
て
感
覚
的
な
意
識
か
ら
は
じ
め
た
の
で
あ
る
が
、
こ

の
意
識
は
本
来
の
意
味
で
の
直
接
的
知
識
で
あ
る
」。
し

か
し
そ
の
直
接
的
知
識
は
前
述
二
の
如
く
、
意
識
で
あ
る

限
り
対
象
と
対
立
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
す
で
に
分

離
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
直
接
的
知
識
が
、『
精
神
の

現
象
学
』
で
は
科
学
に
お
け
る
最
初
の
も
の
、
直
接
的
な

も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
論
理
学
で
は
、
こ
の
現
象

学
が
成
果
と
し
て
示
し
て
く
れ
た
も
の
即
ち
純
粋
知
識

0

0

0

0

が

前
提
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の

純
粋
知
識
は
発
展
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
「
論
理
学

と
は
、
純
粋
知
識
の
発
展
の
全
範
囲
に
わ
た
る
も
の
を
い

う
の
で
あ
る
」

二
媒
介
さ
れ
た
も
の

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
直
接
性
と
媒
介
性
と
を
共
に

同
時
に
含
ま
ぬ
も
の
は
、天
地
間
ど
こ
に
も
存
在
し
な
い
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
信
仰
を
人
は
い
ち
が
い
に
直
接
的
と
い
う

が
、
そ
う
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。
こ
れ
は
宗
教
哲
学

の
問
題
で
あ
る
。
さ
て
、

「
前
述
」
と
は
「
序
論
」
の
「
論
理
学
の
一
般
概
念
」
の

と
こ
ろ
（
三
一
一
頁
【「『
精
神
の
現
象
学
』
と
は
ど
う
い
う
学

問
で
あ
る
か
」
以
下
で
あ
ろ
う
。】
）
を
さ
す
の
で
あ
る
。
読
者

は
も
う
一
度
、
一
読
さ
れ
た
い
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さ
て
、
吾
々
の
当
面
の
問
題
は
、
そ
の
純
粋
知
識
で
あ

る
が
、
こ
れ
は
抽
象
的
な
統
一
で
な
く
、
具
体
的
な
生
き

た
統
一
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
意
識
の
対
立
は
克
服
さ
れ
て

い
て
、
存
在
は
純
粋
概
念
そ
れ
自
身
と
し
て
、
純
粋
概
念

は
真
実
な
概
念
と
し
て
知
ら
れ
る
と
い
う
よ
う
な
純
粋
な

る
知
識
で
あ
る
三
。「
純
粋
知
識
は
か
よ
う
な
統
一
の
う

0

0

0

0

ち0

に
入
っ
て
い
る
も
の
で
、
他
の
も
の
へ
の
一
切
の
関
係

を
揚
棄
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
純
粋
知
識
に
お
い
て
は
区

別
な
し
で
あ
る
。
区
別
が
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、

実
は
知
識
た
る
こ
と
を
止
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
だ

と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
単
純
な
る
直
接
性

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
」

し
か
し
、
よ
く
考
え
て
み
る
と
、「
単
純
な
直
接
性
は

そ
れ
自
身
ひ
と
つ
の
反
省
の
表
現
四
で
あ
る
」
と
い
う
の

は
、
そ
れ
自
身
す
で
に
媒
介
さ
れ
た
も
の
と
は
違
っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
単
純
な
直

接
性
、
と
い
う
と
そ
こ
に
す
で
に
被
媒
介
者
か
ら
の
区
別

が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
る
」

こ
の
純
粋
知
識
に
つ
い
て
の
説
明
は
、
さ
き
の
「
論
理
学

の
一
般
的
区
別
」
の
中
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
葉
に
よ
っ
た
の

で
あ
る
。
平
易
な
説
明
を
と
る
た
め
に
そ
う
し
た
の
で
あ

る
。

反
省
の
表
現
（R

eflexionsausdruck

）
と
は
ど
う
い
う
こ

と
で
あ
る
か
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
反
省
と
い
う
と
き
、
道
徳

的
の
反
省
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
理
解
が
廻
り
遠
く
な

る
。
む
し
ろ
光
線
の
物
理
的
屈
折
の
こ
と
を
考
え
た
方
が

い
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
、
反
省
と
い
う
外
来
語
を
使
用
す

三四
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第
一
巻　

有
論　

端
緒

そ
う
だ
と
す
る
と
、
純
粋
知
識
こ
そ
は
、
論
理
学
の
端

緒
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
故
と
い
う
に
、
純
粋
知
識

と
し
て
の
単
純
直
接
性
は
、
そ
の
中
に
直
接
性
と
媒
介
性

と
を
含
む
か
ら
で
あ
る
。「
こ
の
単
純
直
接
性
は
、
真
の

表
現
に
お
い
て
こ
れ
を
言
う
と
、
純
粋
な
る
存
在

0

0

0

0

0

0

で
あ

る
」。簡
単
に
い
え
ば
純
粋
有

0

0

0

で
あ
る
。「
純
粋
知
識
と
い
っ

た
と
こ
ろ
で
知
識
そ
の
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
、
純
粋
有0

も

ま
た
有
一
般
の
こ
と
を
い
う
に
外
な
ら
な
い
」
有
で
あ
っ

て
そ
れ
以
外
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
そ
れ
以
上
の

如
何
な
る
規
定
も
実
質
も
な
い
の
で
あ
る
。

か
よ
う
に
し
て
、「
こ
こ
で
は
、
有
が
端
緒
を
な
す
も

の
で
あ
る
。
そ
の
有
は
媒
介
を
通
じ
て
は
い
る
が
、
そ
の

媒
介
は
同
時
に
自
分
自
身
を
揚
棄
し
て
い
る
そ
う
い
う
媒

介
な
の
で
あ
る
」。
は
じ
め
に
帰
っ
て
い
え
ば
、
端
緒
と

し
て
の
有
は
「
有
限
的
知
識
の
成
果
と
し
て
の
純
粋
知
識

を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
五
」

以
上
の
よ
う
に
考
え
る
と
、「
端
緒
は
絶
対
的

0

0

0

な
、
も

る
が
、
こ
の
語
の
意
味
は
光
か
ら
来
て
い
る
と
言
っ
て
い

る
。
光
線
で
い
う
と
、
た
だ
一
線
光
が
射
し
て
い
る
の
み

で
な
く
、
そ
れ
が
反
射
し
て
い
る
と
す
る
と
、
そ
こ
に
そ

れ
自
身
の
み
で
な
く
、
彼
れ
と
此
れ
の
関
係
0

0

が
で
き
て
い

る
。
さ
て
、
こ
の
と
こ
ろ
は
、
単
純
直
接
性
と
い
え
ど
も

関
係
が
表
現
さ
れ
て
い
る
で
は
な
い
か
、
と
い
う
意
味
な

の
で
あ
る
。
次
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
葉
に
は
「
引
き
合
い
」

（B
eziehung

）
の
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
の
も
注
意
す
べ

き
で
あ
る
。

こ
こ
に
有
限
的
知
識
と
い
う
語
が
見
え
て
い
る
が
、
有
限

と
は
対
立
が
対
立
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
を

い
う
の
で
あ
る
。
有
限
に
つ
い
て
は
定
有
0

0

の
と
こ
ろ
を
参

五
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し
く
は
（
こ
こ
で
は
同
じ
意
味
に
な
る
が
）
抽
象
的
な
端

緒
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
何
を
も
前
提

0

0

0

0

0

し
て
は
な
ら
な
い

0

0

0

0

0

0

0

か
ら
、
何
も
の
に
よ
っ
て
も
媒
介
さ
れ

て
は
な
ら
ぬ
か
ら
、
な
お
ま
た
或
る
根
拠
を
有
し
て
も
な

ら
ぬ
か
ら
。
む
し
ろ
、
端
緒
自
身
が
全
科
学
の
根
拠
で
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
故
、
端
緒
は
全
く
不
定
な

0

0

0

六
直
接

的
な
も
の
、
む
し
ろ
た
だ
直
接
的
な
る
も
の

0

0

0

0

0

0

0

そ
の
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
端
緒
は
他
の
も
の
に
抗む
か

っ
て
或
る

規
定
を
も
つ
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
、
又
そ
の
中
に
ど

ん
な
内
容
を
も
含
む
こ
と
が
で
き
な
い
。
何
故
か
と
い
う

に
、
そ
ん
な
も
の
は
異
な
っ
た
も
の
の
間
の
区
別
で
あ
っ

た
り
、
引
き
合
い
（
関
係
）
で
あ
っ
た
り
す
る
か
ら
、
即

ち
媒
介
で
あ
っ
た
り
す
る
か
ら
。
端
緒
は
か
く
し
て
純
粋
0

0

有0

で
あ
る
」

論
理
学
的
端
緒
に
つ
い
て
は
以
上
の
説
明
で
は
ま
だ
重

要
な
も
の
が
欠
け
て
い
る
。
重
要
な
も
の
と
は
何
で
あ
ろ

う
か
。

照
せ
ら
れ
る
と
い
い
。
こ
こ
で
有
限
的
知
識
と
は
意
識
の

こ
と
で
あ
る
。
精
神
は
意
識
と
な
っ
て
現
象
し
て
い
る
も

の
で
あ
る
が
、そ
の
こ
と
を
述
べ
る
『
精
神
の
現
象
学
』が
、

意
識
の
発
展
の
成
果
と
し
て
、
遂
に
純
粋
知
識
に
到
達
し

て
い
る
こ
と
は
、
屡
々
説
明
さ
れ
た
通
り
で
あ
る
。

不
定
と
は
、
い
わ
ゆ
る
不
定
冠
詞
のein

を
ヘ
ー
ゲ
ル
が

つ
か
っ
て
い
る
の
を
、
か
よ
う
に
訳
し
た
ま
で
で
あ
る
。

何
ら
き
ま
っ
た
直
接
的
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
言
い
表

す
に
す
ぎ
な
い
。

六
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有
論　

端
緒

吾
々
は
始
め
0

0

の
こ
と
ば
か
り
言
っ
て
来
た
が
、
こ
れ
に

反
し
て
、「
絶
対
に
真
な
る
も
の
は
結
果
で
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
と
い
う
洞
察
」
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
結
果
で

あ
る
が
、「
結
果
は
最
初
の
真
な
る
も
の
を
前
提
と
し
て

い
る
。
だ
が
し
か
し
、
そ
の
最
初
の
真
な
る
も
の
は
第
一

の
も
の
だ
か
ら
（
客
観
的
に
見
る
と
）
何
も
必
然
的
で
な

い
し
、
又
（
主
観
の
側
か
ら
す
る
と
）
認
識
さ
れ
て
い
な

い
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
」。
か
く
し
て
矛
盾
が
あ
る
。

即
ち
絶
対
に
真
な
る
も
の
は
結
果
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ

が
、
そ
の
結
果
に
は
ま
た
第
一
の
も
の
が
前
提
さ
れ
ね
ば

な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
端
緒
に
つ
い

て
の
洞
察
は
、
近
頃
に
な
っ
て
次
の
よ
う
な
思
想
を
も
た

ら
す
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト

七
が
、
晩
年
に
哲
学
的
思
索
に
関
し
て
大
い
に
強
調
し
た

こ
と
だ
っ
た
。
哲
学
は
端
緒
に
あ
っ
て
は
「
た
だ
仮
説
的

0

0

0

で
あ
り
蓋
然
的

0

0

0

で
あ
る
真
な
る
も
の
を
も
っ
て
始
め
る
よ

り
仕
方
が
な
い
」。
だ
か
ら
、「
哲
学
的
思
索
に
は
始
め
は

ラ
イ
ン
ホ
ル
トK

arl Leonhadr R
einhold

（
一
七
五
八

―
一
八
二
三
年
）
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は

一
八
〇
一
年
の
『
フ
ィ
ヒ
テ
的
並
び
に
シ
ェ
リ
ン
グ
的
哲

学
の
相
違
』
の
中
で
論
述
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
こ
こ
に

ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
の
見
解
と
し
て
あ
げ
て
い
る
の
は
そ
の
晩

年
の
学
説
で
あ
る
か
ら
、
右
の
論
文
で
は
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト

に
つ
い
て
は
ま
だ
さ
よ
う
な
こ
と
は
述
べ
て
い
な
い
。「
前

進
と
は
復
帰
で
あ
る
」
と
い
う
思
想
は
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学

の
中
心
思
想
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト

か
ら
も
ま
た
刺
戟
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
、
注
意
し
て
い

い
こ
と
で
あ
る
。
勿
論
、
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
云
々
の
こ
と
は

『
大
論
理
学
』
の
初
版
で
は
ヘ
ー
ゲ
ル
は
何
も
ま
だ
言
っ

て
い
な
い
の
で
あ
る
。

七
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た
だ
単
に
或
る
探
究
あ
る
の
み
で
あ
る
」。
こ
の
見
解
は

論
理
学
の
端
緒
に
つ
い
て
意
義
を
も
っ
て
い
る
。
な
お
、

そ
の
見
解
に
よ
る
と
、「
哲
学
に
あ
っ
て
は
前
進
と
は
む

し
ろ
復
帰
で
あ
り
か
つ
基
礎
づ
け
で
あ
る
。
前
進
は
か
か

る
も
の
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
端
緒
に
な
っ
た
も
の
が
、
単
に

勝
手
に
採
用
さ
れ
た
も
の
で
な
く
、
ほ
ん
と
う
に
、
真
実
0

0

な
も
の

0

0

0

で
あ
り
、
ま
た
最
初
の

0

0

0

真
実
な
も
の
で
あ
る
こ
と

に
な
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

論
理
学
に
あ
っ
て
は
、「
前
へ
と
進
ん
で
行
く
こ
と
は

根
拠
へ
と
戻
っ
て
行
く

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
で
あ
る
。
即
ち
根
原
的
で
真

0

0

0

0

0

な
る
も
の

0

0

0

0

へ
戻
る
こ
と
で
あ
る
。
端
緒
に
せ
ら
れ
た
も
の

は
こ
の
根
原
的
で
真
な
る
も
の
に
依
属
し
て
い
る
の
で
あ

り
、
又
そ
れ
か
ら
生
ぜ
し
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
」

だ
か
ら
、
以
上
の
こ
と
を
要
約
す
る
と
、「
科
学
に
と
っ

て
本
質
的
に
重
要
な
こ
と
は
あ
る
純
粋
に
直
接
的
な
も
の

が
、
端
緒
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
の
で
な
く
、
科
学

の
全
体
が
自
分
自
身
の
な
か
へ
の
円
環
行
程
で
あ
る
こ
と
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有
論　

端
緒

で
あ
る
。
こ
の
行
程
に
あ
っ
て
は
最
初
の
も
の
は
最
後
の

も
の
で
あ
り
、
最
後
の
も
の
は
最
初
の
も
の
で
あ
る
」
運

動
が
円
環
的
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。

「
そ
う
で
あ
る
以
上
、
他
面
に
お
い
て
次
の
こ
と
が
、

ま
た
必
然
的
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
即
ち
、
運
動
が
あ

た
か
も
そ
れ
の
根
原
へ
戻
る
よ
う
に
復
帰
す
る
処
は
〔
始

め
で
な
く
〕
結
果
0

0

で
あ
る
と
見
る
こ
と
。
こ
の
よ
う
に

留
意
し
て
見
る
と
き
最
初
の
も
の
は
根
原
と
い
う
も
の
で

あ
り
、
最
後
の
も
の
は
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
最

初
の
も
の
か
ら
出
発
し
、
そ
し
て
幾
多
の
正
し
い
推
究
を

通
っ
て
、
根
原
と
し
て
の
最
後
の
も
の
に
行
き
つ
く
の
で

あ
る
か
ら
、
こ
の
最
後
の
も
の
は
結
果
で
あ
る
。
そ
う
で

は
あ
る
が
、
端
緒
を
な
す
も
の
か
ら
前
進
0

0

し
て
ゆ
く
こ
と

は
こ
の
端
緒
自
身
が
漸
次
規
定
さ
れ
て
進
む
こ
と
で
あ
る

か
ら
、
端
緒
た
る
も
の
は
ど
の
続
行
運
動
の
根
柢
に
も
、

依
然
と
し
て
存
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
消
え

て
な
く
な
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
」。
そ
れ
故
「
哲
学
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の
端
緒
は
、
そ
れ
に
続
く
す
べ
て
の
展
開
の
う
ち
に
現
存

し
保
存
さ
れ
て
ゆ
く
基
礎
で
あ
る
。
端
緒
は
次
第
に
規
定

さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
が
、
そ
の
ど
の
段
階
に
も
完
全
に

内
在
し
て
ゆ
く
も
の
が
、
哲
学
の
端
緒
で
あ
る
」

吾
々
は
、
論
理
学
の
端
緒
と
し
て
の
有
の
問
題
に
帰
ろ

う
。「
端
緒
は
有
で
あ
り
、
そ
の
他
の
何
も
の
で
も
な
い

と
い
う
こ
と
は
、
端
緒
そ
の
も
の
の
本
性
の
う
ち
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

存
す

る
の
で
あ
る
。
哲
学
に
入
門
す
る
た
め
に
は
、
こ
れ
以
上

の
何
ら
の
予
備
を
も
必
要
と
し
な
い
。
そ
の
他
の
諸
々
の

反
省
や
い
と
ぐ
ち

0

0

0

0

を
一
切
必
要
と
し
な
い
の
で
あ
る
」

端
緒
が
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、「
純

粋
知
識
が
吾
々
に
示
す
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
始
め
は
た
だ

抽
象
的

0

0

0

端
緒
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
消
極
的
規
定
だ
け
で

あ
る
。
も
し
純
粋
有
が
純
粋
知
識
の
内
容
0

0

で
で
も
あ
る
よ

う
に
と
ら
れ
る
な
ら
ば
、
純
粋
知
識
は
そ
の
内
容
か
ら
引

き
退
き
、
内
容
そ
れ
自
身
を
自
由
に
さ
せ
、
そ
れ
を
何
ら

規
定
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
し
な
い
よ
う
に
せ
ね
ば
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有
論　

端
緒

な
ら
な
い
」

要
点
は
、
あ
る
純
粋
な
る
端
緒
が
は
じ
め
ら
れ
ん
こ
と

で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、「
こ
れ
ま
で
端
緒
と
し
て
採

用
さ
れ
た
有
の
規
定
す
ら
も
取
り
去
ら
れ
て
い
い
の
で
あ

る
。
そ
う
な
れ
ば
、
端
緒
そ
の
も
の
よ
り
外
に
は
何
も
の

も
存
し
な
い
。
端
緒
が
何
で
あ
る
か
を
見
れ
ば
い
い
」。

か
よ
う
に
し
て
、
な
お
端
緒
そ
の
も
の
を
追
究
し
て
み
る

に
、
そ
こ
に
は
「
吾
々
は
何
ら
特
殊
な
対
象
を
も
た
な
い

の
で
あ
る
。
何
故
と
い
う
に
、
思
惟
の
始
め

0

0

0

0

0

と
し
て
の
端

緒
は
全
く
抽
象
、
全
く
普
遍
的
、
全
く
内
容
な
し
の
形
式

で
あ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
な
れ
ば
、

吾
々
は
、
あ
る
単
な
る
端
緒
そ
れ
自
身
を
心
に
浮
べ
る
以

外
何
も
の
も
も
た
ぬ
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
な
ら
、
吾
々
は

か
よ
う
に
心
に
浮
べ
る
こ
と
に
お
い
て
何
を
も
っ
て
い
る

か
を
見
れ
ば
い
い
」。
そ
う
し
て
み
る
と
き
、「
そ
れ
は
な

お
、
無
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
こ
か
ら
或
る
も
の
が
生
成

し
て
こ
ね
ば
な
ら
な
い
。端
緒
は
純
粋
な
無
で
は
な
く
て
、
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そ
こ
か
ら
或
る
も
の
が
出
て
来
べ
き
無
で
あ
る
。
そ
れ
な

ら
、
有
が
端
緒
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と

す
る
と
、
端
緒
な
る
も
の
は
両
者
を
、
有
と
無
を
含
ん
で

い
る
。
即
ち
有
と
無
の
統
一
態
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、

同
時
に
有
で
あ
る
と
こ
ろ
の
非
有
で
あ
り
、
同
時
に
非
有

で
あ
る
と
こ
ろ
の
有
で
あ
る
八
」

更
に
こ
う
い
う
こ
と
が
い
え
る
。
即
ち
「
有
と
無
は
端

緒
に
お
い
て
は
区
別
さ
れ
た
も
の

0

0

0

0

0

0

0

と
し
て
存
し
て
い
る
。

何
故
な
ら
、
端
緒
は
他
の
或
る
も
の
の
あ
る
こ
と
を
語
っ

て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
端
緒
は
非
有
で
あ
っ
て
、
従
っ

て
あ
る
他
の
も
の
に
関
係
せ
る
如
く
に
有
に
関
係
し
て
い

る
か
ら
。
端
緒
を
始
め
る
も
の
は
ま
だ
そ
こ
に
存
し
な
い

〔
存
す
れ
ば
も
は
や
端
緒
で
は
な
い
か
ら
〕。
や
っ
と
有
に

む
か
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
端
緒
は
、
有
を
ば
、
非
有
か

ら
自
分
を
遠
ざ
け
、
も
し
く
は
非
有
を
廃
止
し
て
い
る
も

の
と
し
て
、
含
ん
で
い
る
。
な
お
換
言
す
れ
ば
、
有
を
ば

非
有
に
対
立
せ
る
も
の
と
し
て
含
ん
で
い
る
」

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
或
る
論
理
の
脈
絡
を
縷
々
と
し
て
説
明
し
、

そ
れ
が
高
調
に
達
す
る
と
、
こ
こ
の
よ
う
に
た
て
つ
づ
け

に
甲
が
乙
で
あ
り
、
乙
は
甲
で
あ
る
と
い
う
風
に
断
定
し

て
し
ま
う
。
読
者
は
そ
こ
に
来
る
ま
で
に
す
で
に
よ
く
当

該
の
論
理
を
つ
か
ん
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
矛
盾
せ

る
端
的
な
表
現
の
み
を
と
っ
て
焦
っ
て
理
解
に
苦
心
し
て

は
い
け
な
い
。
叙
述
が
地
味
で
ま
だ
調
子
づ
か
な
い
と
こ

ろ
で
、
そ
し
て
何
で
も
な
い
と
こ
ろ
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
真

意
を
把
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

八
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端
緒

更
に
又
こ
う
も
い
う
こ
と
が
で
き
る
。「
始
ま
る
と
こ

ろ
の
も
の
は
、
す
で
に
有
る
0

0

と
共
に
、
又
ま
だ
無
い
の
で

あ
る
0

0

。
対
立
せ
る
も
の
、
有
と
非
有
は
だ
か
ら
端
緒
の
中

で
直
接
的
に
一
つ
に
な
っ
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
端
緒

は
両
者
の
区
別
さ
れ
た
る
統
一
態

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
」。
か
よ
う
に

端
緒
を
分
析
し
て
み
る
と
、「
有
と
非
有
の
統
一
の
概
念

が
与
え
ら
れ
る
。
こ
れ
を
も
っ
と
反
省
的
な
形
式
で
言
う

と
、
区
別
有
と
非
区
別
有
と
の
統
一
の
概
念
が
与
え
ら
れ

る
」
の
で
あ
る
。

以
上
、
吾
々
は
端
緒
は
何
を
も
っ
て
始
ま
る
か
に
つ
い

て
考
察
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、「
人
は
或
い
は
、
こ

の
よ
う
な
抽
象
的
な
端
緒
の
考
察
に
耐
え
ら
れ
な
い
で
、

端
緒
で
も
っ
て
始
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
な
く
、
ま
さ
に

事
柄
0

0

を
も
っ
て
始
め
ら
れ
る
べ
き
だ
と
、
言
う
だ
ろ
う
。

け
れ
ど
も
、
そ
の
い
わ
ゆ
る
事
柄
た
る
や
結
局
あ
の
空
虚

な
有
に
外
な
ら
な
い
。
何
故
か
と
い
う
に
、
そ
の
事
柄
が

何
で
あ
る
か
は
、
科
学
の
研
究
過
程
の
う
ち
で
や
っ
と
は
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じ
め
て
わ
か
っ
て
く
べ
き
も
の
で
、
そ
の
前
に
よ
く
知
ら

れ
て
い
る
も
の
と
し
て
前
提
さ
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
も

の
で
あ
る
」。
も
し
、
上
述
の
端
緒
に
な
お
も
満
足
で
き

な
い
人
々
は
、
何
か
他
の
方
法
を
も
っ
て
始
め
た
ら
い
い

で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
欠
陥
を
免
れ
得
ぬ
の
で
あ
る
。

以
上
、
端
緒
に
つ
い
て
「
予
備
的
に
彼あ
れ
こ
れ此

と
論
議
し
た

が
、
そ
れ
は
ひ
っ
き
ょ
う
端
緒
を
導
き
出
し
て
こ
よ
う
た

め
に
外
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
一
切
の
先
入
物
を
遠
ざ
け
ん

が
た
め
で
あ
る
」

有
の
一
般
的
区
分

「
有
は
、
第
一
に

0

0

0

、
他
の
も
の
一
般
に
対
し
て
規
定
九
さ

れ
て
あ
る
。

有
は
、
第
二
に

0

0

0

、
そ
れ
自
身
の
う
ち
で
自
分
を
規
定

一
〇
し
つ
つ
存
在
す
る
」

有
が
か
よ
う
に
第
二
の
と
こ
ろ
で
そ
れ
自
身
の
う
ち
で

普
通
に
は
規
定
と
は
何
か
を
一
層
具
体
的
に
き
め
つ
け
て

内
容
を
明
瞭
に
し
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
る
が
、
論
理
学
の
は

じ
め
に
あ
る
有
は
抽
象
的
で
あ
っ
て
何
ら
具
体
的
で
な
い

か
ら
、そ
こ
に
内
容
の
示
さ
れ
る
も
の
は
な
い
。
だ
か
ら
、

規
定
す
る

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
自
体
だ
け
が
問
題
に
さ
れ
れ
ば
い

い
。
そ
れ
に
し
て
も
、
有
が
規
定
さ
れ
る
と
は
、
何
か
他0

と
い
う
も
の

0

0

0

0

0

が
考
え
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

れ
を
「
他
者
一
般
に
対
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う

の
で
あ
る
。
「
有ゆ
う

」（Sein

）
と
読
ま
な
い
で
「
あ
る
」
又

は
「
あ
る
こ
と
」
と
読
ま
れ
る
の
が
の
ぞ
ま
し
い
。

自
分
を
規
定
す
る
と
い
う
の
は
、
有
は
第
一
の
と
こ
ろ
で

他
者
一
般
に
対
し
て
規
定
す
る
が
、
そ
の
他
者
た
る
や
全

然
有
の
外
に
横
た
わ
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
他
者
で
は

な
い
。
他
者
な
ど
と
い
う
こ
と
を
も
っ
て
来
て
明
瞭
に
し

な
い
と
、
規
定
の
意
味
が
出
て
来
ぬ
。
そ
の
た
め
に
問
題

に
な
っ
て
い
る
他
の
も
の

0

0

0

0

な
の
で
あ
る
。
そ
の
位
の
意
味

で
あ
る
。
こ
こ
ら
で
は
、
他
者
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
と
り

立
て
て
い
う
べ
き
他
の
者
で
も
な
い
の
で
あ
る
。そ
れ
故
、

九一
〇
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第
一
巻　

有
論　

端
緒

自
己
を
規
定
す
る
か
ら
、
そ
の
中
で
い
わ
ば
区
分
が
行
わ

れ
る
。
も
し
「
こ
の
先
走
っ
た
区
分
一
一
が
排
せ
ら
れ
て

し
ま
う
と
」、
有
は
次
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
。
即
ち

「
有
は
、
第
三
に

0

0

0

、
抽
象
的
な
無
規
定
性
及
び
直
接
性

で
あ
る
。
そ
こ
で
は
有
は
、
端
緒
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
の

で
あ
る
」

以
上
三
回
に
有
に
つ
い
て
の
規
定
が
試
み
ら
れ
た
が
、

「
第
一
0

0

の
規
定
に
従
え
ば
、
有
は
自
分
を
本
質
0

0

と
区
別

し
て
い
る
」
と
い
う
の
は
、
有
は
こ
れ
か
ら
漸
次
発
展
す

る
の
で
あ
る
が
、
発
展
し
て
そ
れ
の
全
体
を
見
せ
る
。
し

か
し
、
そ
の
全
体
も
つ
ま
り
は
た
だ
概
念
の
一
領
域
一
二

で
あ
る
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
契
機
と
し
て

0

0

0

0

0

の0

こ
の
一
領
域
に
対
し
て
も
う
一
つ
の
領
域
を
対
立
さ
せ

る
。
こ
れ
が
本
質
一
三
の
領
域
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
有
は

自
分
を
本
質
と
区
別
す
る
の
で
あ
る
。

「
第
二
の
規
定
に
従
え
ば
、
有
は
そ
の
中
の
諸
規
定
と
、

及
び
反
省
の
全
運
動
一
四
と
を
含
む
領
域
で
あ
る
。
こ
の

他
者
に
対
し
て
規
定
す
る
と
い
っ
て
も
、
畢
竟
は
自
分
の

な
か
で
自
分
を
規
定
す
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
そ

れ
だ
け
の
意
味
で
あ
る
。

先
走
っ
た
区
分

0

0

0

0

0

0

と
訳
す
よ
り
区
分
の
先
走
り

0

0

0

0

0

0

（diese 
Vorläufigkeit des Einteilens

）
と
言
っ
た
方
が
、
却
っ
て

い
い
か
も
知
れ
ぬ
。
先
走
っ
た
と
い
う
の
は
、
論
理
学
の

端
緒
と
し
て
の
有
の
中
に
は
ま
だ
区
別
0

0

な
ど
あ
る
べ
き
で

は
な
い
か
ら
、
そ
う
い
っ
た
の
で
あ
る
。

天
上
天
下
如
何
な
る
と
こ
ろ
如
何
な
る
も
の
の
う
ち
に

も
直
接
性
と
媒
介
性
と
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
ぬ

の
で
あ
る
か
ら
、
端
緒
の
有
と
い
っ
て
も
ま
た
そ
の
中
に

区
別
の
あ
る
こ
と
の
免
れ
ざ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

有
と
い
う
も
、
つ
ま
り
は
概
念
0

0

に
外
な
ら
な
い
。
こ
の
言

い
方
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
よ
く
い
う
と
こ
ろ
の
「
そ

れ
は
た
だ
の
概
念
に
す
ぎ
ぬ
」
と
い
う
蔑さ
げ

す
ま
れ
た
意
味

の
概
念
の
こ
と
で
は
な
い
。
概
念
は
も
っ
と
先
で
理
解
さ

一
一

一
二
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領
域
の
中
で
有
は
次
の
三
つ
の
規
定
で
も
っ
て
措
定
一
五

し
て
い
る
。
即
ち
、

一
、
規
定
性

0

0

0

そ
の
も
の
と
し
て
、
即
ち
質
。

二
、
揚
棄
さ
れ
た

0

0

0

0

0

規
定
性
、
即
ち
大
き
さ

0

0

0

、
量0

。

三
、
質
的
0

0

に
規
定
さ
れ
た
量
と
し
て
、
即
ち
度
合
0

0

」

以
上
の
区
分
も
ほ
ん
の
準
備
と
し
て
の
叙
述
に
す
ぎ
ぬ

の
で
あ
る
。

「
有
の
第
三

0

0

0

0

の
規
定
に
よ
れ
ば
、
有
は
質
の
編
の
中
に

入
る
」
と
い
う
の
は
、
こ
こ
で
は
有
は
あ
ま
り
に
抽
象
的

直
接
性
で
あ
る
か
ら
、
あ
の
第
二
規
定
の
中
に
出
し
て
い

る
あ
の
三
つ
の
中
の
第
一
の
質
に
押
し
下
げ
ら
れ
る
。
そ

れ
故
、質
の
編
に
入
る
と
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど
、

有
は
第
三
規
定
で
は
、
抽
象
的
直
接
性
と
い
う
有
本
来
の

規
定
に
か
え
っ
て
い
る
。

れ
た
い
。
有
は
た
だ
概
念
の
一
領
域
に
す
ぎ
ぬ
と
い
っ
て

い
る
と
こ
ろ
に
、
契
機
と
し
て

0

0

0

0

0

と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
こ

れ
は
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
学
は
三

部
（
有
・
本
質
・
概
念
）
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
三

つ
が
三
つ
の
領
分
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
解
せ
ら
れ
る
。

そ
れ
は
間
違
っ
て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
領
域
と
か
側
面
と

い
う
語
を
用
い
る
が
、
こ
れ
は
区
分
さ
れ
た
部
分
を
い
う

の
で
は
な
い
。C

. L. M
ichelet

とG
.	 H

. H
aring

と
の
共

著
で
、
『
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
的
方
法
の
歴
史
的
・
批
判

的
叙
述
』
と
い
う
本
が
あ
る
が
、
そ
の
巻
末
に
は
一
つ
の

付
図
が
あ
る
（
四
〇
七
頁
参
照
【
研
究
編
末
尾
の
図
】）。
こ

れ
で
み
る
と
、
領
土
が
三
分
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
で
は
正

し
い
理
解
を
妨
げ
る
。
こ
う
い
う
誤
っ
た
解
釈
の
仕
方
は

今
日
も
行
わ
れ
て
い
る
が
昔
か
ら
あ
っ
た
も
の
と
見
え

る
。
三
領
域
は
契
機
と
し
て
の
も
の
で
、
ほ
ん
と
う
は
概

念
（B

egriff

）
と
し
て
の
円
は
本
質
（W

esen

）
と
し
て

の
円
で
あ
り
、
ま
た
有
（Sein

）
と
し
て
の
円
な
の
で
あ

る
。
同
一
の
円
が
、
最
初
は
有
と
し
て
、
次
に
本
質
と
し
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第
一
巻　

有
論　

端
緒

て
、
最
後
に
概
念
と
し
て
、
占
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
あ
る
」（
有
）
―
―
「
本
当
に
あ
る
」（
本
質
）
―
―
「
把

握
さ
れ
て
あ
る
」（
概
念
）
と
い
う
よ
う
に
た
た
み
か
け

て
読
む
と
い
い
。

ど
う
し
て
有
が
区
別
し
た
も
の
を
本
質
と
呼
ぶ
か
は
、
本

質
の
説
明
の
と
こ
ろ
を
先
に
見
ら
れ
る
と
い
い
。

こ
こ
で
反
省
の
全
運
動
と
い
わ
れ
て
い
る
の
は
、
少
し
言

い
表
し
が
仰
山
す
ぎ
る
よ
う
で
あ
る
。
有
は
こ
れ
か
ら
漸

次
展
開
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
が
、
そ
う
す
れ
ば
規
定
が
い

く
つ
と
な
く
あ
ら
わ
れ
る
。
そ
れ
を
こ
こ
で
「
そ
の
中
の

諸
規
定
」
と
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
ま
た
反
省

の
運
動
が
当
然
あ
る
わ
け
だ
か
ら
、
そ
の
運
動
の
す
べ
て

を
、
有
は
含
む
。
そ
う
い
う
有
は
第
二
の
規
定
に
従
っ
た

有
で
あ
る
と
い
う
ま
で
の
こ
と
で
あ
る
。

措そ

て

い定
（Setzen

）
と
は
、
論
理
学
の
用
語
で
あ
る
。
定
立

と
い
う
訳
語
も
あ
る
。setzen

と
は
位
置
に
つ
か
せ
る

0

0

0

0

0

0

0

こ

と
で
あ
る
。
立
て
る
こ
と
設
け
る
こ
と
で
あ
る
。
措
は

措そ

ち置
の
措
で
い
い
と
思
う
。
措
定
す
る
と
は
、
広
い
意
味

一
三

一
四一

五
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で
の
規
定
す
る
の
意
味
で
な
い
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、

或
る
も
の
を
本
来
の
位
置
に
つ
か
せ
る
と
い
う
意
味
が
あ

る
か
ら
、
単
に
規
定
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
必
然
性
が
出

て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学
で
は
、
措
定
す
る
と
い
う
こ

と
は
一
層
具
体
性
が
出
て
く
る
場
合
に
用
い
ら
れ
て
い

る
。
尤
も
こ
こ
あ
た
り
で
の
こ
の
語
の
使
用
は
そ
れ
ほ
ど

深
く
考
え
る
必
要
は
な
い
。
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第
一
巻　

有
論　

第
一
編

第
一
編

規
定
性
一
（
有
）

前
述
し
た
よ
う
に
、「
第
一
に

0

0

0

有
は
無
規
定
で
あ
る
か

ら
、
質
二
の
な
い
有
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、

無
規
定
性
と
い
う
性
格
が
、
有
に
帰
せ
ら
れ
る
の
は
、
や

は
り
規
定
さ
れ
た
も
の

0

0

0

0

0

0

0

又
は
質
的
な
も
の
に
対
し
て
は
じ

め
て
、
や
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
有
一
般
に
対
し
て
規0

定
さ
れ
た
有

0

0

0

0

0

が
出
て
き
て
い
る
。
そ
れ
で
も
し
か
し
、
有

の
無
規
定
性
、
そ
の
も
の
が
そ
の
質
を
な
し
て
い
る
」

「
第
二
に
、
有
は
定
有
三
に
移
っ
て
ゆ
く
、
即
ち
有
は
定

有
で
あ
る
。
し
か
し
、
有
限
な
有
と
し
て
の
定
有
は
揚
棄

せ
ら
れ
る
。
そ
し
て
有
の
自
分
自
身
へ
の
無
限
な
関
係
に

移
っ
て
ゆ
く
」。
移
っ
て
ゆ
く
と
は
、
有
と
い
う
も
の
が
、

ま
ず
存
在
し
て
い
て
そ
れ
が
、
こ
れ
か
ら
定
有
と
い
う
も

の
に
や
っ
と
移
っ
て
ゆ
く
の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、「
有

規
定
性<

注
解>

お
よ
そ
何
が
始
め
に
問
題
と
な
る
と
い
っ
て
も
規
定
性
と

い
う
こ
と
ほ
ど
最
初
に
来
る
も
の
は
な
い
。
規
定
性
と
は

何
か
を
何
か
と
き
め
る

0

0

0

こ
と
か
ら
き
て
い
る
。
き
め
ら
れ

0

0

0

0

て0

い
る
こ
と
で
あ
る
。
禅
な
ど
で
も
沈
黙
な
ら
と
に
か
く

何
か
一
つ
表
現
し
た
ら
も
う
終
い
で
あ
る
。
何
か
が
、
き

め
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
万
事
決
定
で
あ
る
。
絵
で
も
白
紙

の
う
ち
な
ら
よ
い
。
も
し
一
線
引
か
れ
た
ら
、
最
後
で
あ

る
。
何
故
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
と
に
か
く
何
か
が
き
ま
0

0

る0

こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
と
に
か
く
に
規
定
だ
か

ら
で
あ
る
。
何
か
が
は
じ
ま
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
規
定

と
い
う
こ
と
を
は
ず
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
か
よ
う
に

絶
対
に
不
可
避
的
な
る
そ
の
規
定
性
が
、
今
や
最
初
に
も

ち
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
又
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
学

で
は
有0

と
同
じ
も
の
と
し
て
、
今
や
出
て
来
た
の
で
あ
る
。

質
と
は
何
で
あ
る
か
、
こ
れ
は
ま
も
な
く
説
明
さ
れ
る
か

ら
、
し
ば
ら
く
あ
ず
か
っ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
質
の
意

一二
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は
定
有
で
あ
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
定
有
と
は
有
限
な

有
で
あ
る
。
有
限
と
は
限き
り
四
の
つ
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

限き
り

の
つ
か
な
い
単
な
る
有
よ
り
も
こ
の
方
が
、
具
体
的
な

存
在
に
一
歩
近
い
。
し
か
し
、
限き
り

の
あ
る
有
も
、
限き
り

の
と

れ
た
有
と
な
る
も
の
で
あ
る
五
。
し
か
し
、
限き
り

が
な
い
の

で
は
な
い
（
つ
ま
り
最
初
の
有
で
は
な
い
）。
だ
か
ら
、

限き
り

が
と
れ
て
い
る
が
、
や
は
り
あ
っ
た
も
の
は
あ
っ
た
も

の
と
し
て
そ
こ
に
働
き
を
残
し
て
い
る
。
排
せ
ら
れ
た
が

や
は
り
そ
こ
に
保
た
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
揚
棄
と
は
こ

の
こ
と
で
あ
る
。

第
三
に

0

0

0

、
か
よ
う
な
有
は
向
自
有
六
へ
移
っ
て
ゆ
く
」

の
で
あ
る
。

次
の
章
で
は
、ま
ず
有
が
も
っ
と
精
し
く
考
察
さ
れ
る
。

味
は
先
で
明
ら
か
に
な
る
と
し
て
、
こ
こ
で
は
定
有
の
説

明
だ
け
は
予
め
し
て
置
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。

定
有
はD

asein

の
訳
語
で
あ
る
。D

asein

と
は
そ
こ
に

有
る
こ
と
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
人
は
日
常
の
会
話
にda

を

た
え
ず
使
っ
て
い
る
。
日
本
で
も
こ
れ
を
昔
は
定
有
と
読

ま
ず
「
そ
こ
存
在
」
と
訳
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
（
元
良
勇

次
郎
博
士
の
如
き
）。
そ
う
読
む
の
が
大
い
に
理
解
に
益

す
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
で
押
す
と
こ
れ
と
共
々

に
用
い
ら
れ
る
他
の
用
語
に
こ
ま
る
。
や
は
り
定
有
と

せ
ざ
る
を
得
ぬ
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、「
現
に
存
在
し
て
い
る

事ダ
ス
・
フ
ァ
ク
テ
ィ
ッ
シ
ェ

実

的

な
も
の
は
一
般
に
定
有
で
あ
る
」
と
い
っ
た

が
、
普
通
に
人
の
い
う
存
在
は
有
で
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
0

0

意
味
に
お
い
て

0

0

0

0

0

0

い
え
ば
定
有
な
の
で
あ
る
。
定
有
に
つ
い

て
は
、
有
限
の
意
味
、
即
ち
限き
り

の
意
味
を
よ
く
知
る
必マ

マ者

【
必
要
】
が
あ
る
。

限き
り

と
は
切
り
0

0

か
ら
思
い
つ
い
た
私
の
造
語
で
あ
る
。
あ
れ

き
り
0

0

、こ
れ
き
り
0

0

、
そ
れ
き
り
0

0

は
限
界
を
示
し
て
い
る（『
言

四 三
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海
』
に
よ
る
）
。
限き
り

の
原
語
はendlich

で
あ
る
が
、
こ
こ

で
は
そ
れ
を
限き
り

が
あ
る
く
ら
い
に
訳
し
た
方
が
適
切
で
あ

る
。
定
有
は
限き
り

の
あ
る
有
で
あ
る
。
読
者
が
ち
ょ
っ
と
考

え
ら
れ
て
み
て
も
、
少
し
で
も
具
体
的
で
現
実
的
な
も
の

は
限き
り

が
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
諸
君
の
肉
体

や
諸
君
の
生
命
は
何
と
有
限
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。

限
の
と
れ
た
も
の

0

0

0

0

0

0

0

と
は
一
例
を
あ
げ
る
と
、
こ
こ
に
ひ
と
0

0

つ0

の
会
が
成
立
す
る
。
会
員
に
は
異
分
子
が
あ
る
、
す
る

と
他0

が
あ
っ
て
規
定
が
あ
り
、
従
っ
て
区
別
が
あ
る
。
あ

れ
と
こ
れ
と
の
間
に
限き
り

が
あ
る
。
そ
う
し
た
と
き
会
は
波

瀾
も
あ
る
が
、
活
溌
な
の
が
普
通
で
あ
る
。
そ
れ
が
よ
く

統
一
さ
れ
団
結
す
る
と
限き
り

が
な
く
な
る
。
即
ち
定
有
が
限き
り

の
と
れ
た
有
に
い
つ
か
知
ら
ぬ
成
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う

の
は
、
会
の
存
立
か
ら
い
う
と
ま
さ
に
全
盛
の
頂
点
で
あ

る
。
こ
う
い
う
こ
と
は
、
よ
く
考
え
て
み
る
と
興
味
の
あ

る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
は
現
実
の
世
界
に
は

い
っ
ぱ
い
で
あ
る
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
の
理
が
論
理
と

五
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な
っ
て
結
成
し
、
そ
れ
が
ま
た
、
現
実
の
世
界
を
人
が
さ

ば
く
と
き
に
、
洞
見
の
根
底
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

限き
り

の
と
れ
た
有
に
は
直
ぐ
に
向
自
有
の
問
題
が
起
っ
て
く

る
。

向
自
有
（Fürsichsein

）
を
私
は
も
と
は
対
自
有

0

0

0

と
訳
し

て
い
た
。
こ
れ
で
は
対
立
の
意
味
が
つ
い
て
来
て
、
い
け

な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
以
後
は
向
自
有
と
す
る
こ
と
に
す

る
。
そ
の
他
の
訳
語
は
大
抵
も
と
か
ら
私
が
使
っ
て
い
る

ま
ま
の
も
の
で
あ
る
。
私
が
私
の
著
述
『
ヘ
ー
ゲ
ル
・
論

理
の
科
学
』
の
中
で
用
い
慣
れ
て
い
る
語
を
こ
の
著
で
訳

し
か
え
た
と
き
は
、
ど
こ
か
に
こ
と
わ
っ
て
置
い
て
あ
る

筈
で
あ
る
。

六
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Ａ
　
有

こ
こ
で
示
さ
る
べ
き
有
に
つ
い
て
は
す
で
に
わ
か
っ
て

い
る
と
思
う
。「
有0

、
純
粋
有

0

0

0

―
―
た
だ
こ
れ
だ
け
の
こ

と
で
あ
る
。
そ
れ
以
上
の
規
定
な
し
で
あ
る
。
こ
の
有
は
、

そ
れ
の
無
規
定
な
る
直
接
性
に
お
い
て
、
た
だ
自
分
自
身

と
等
し
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
他
の
も
の
に
対
し
て

不
等
と
い
う
の
で
も
な
い
。こ
の
有
は
、そ
れ
の
内
に
あ
っ

て
も
外
に
向
っ
て
も
、
何
ら
の
相
異
を
も
た
な
い
」。
こ

こ
で
も
し
直
観
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
と
し
よ
う
。

そ
う
し
た
と
こ
ろ
で
、「
こ
の
有
に
お
い
て
は
直
観
す
べ

き
何
も
の
も
な
い
。
む
し
ろ
、
有
は
こ
の
純
粋
で
か
つ
空

虚
な
直
観
そ
の
も
の
で
す
ら
あ
る
」。
そ
う
だ
と
す
る
と
、

こ
う
言
え
ば
い
い
、「
有
、
即
ち
無
規
定
的
に
直
接
的
な

も
の
は
、
ほ
ん
と
う
に
は
無0

で
あ
る
」
と
。

第
一
章<

注
解>
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Ｂ
　
無

「
無0

、
純
粋
無

0

0

0

。
こ
れ
は
自
分
自
身
と
の
単
純
な
同
等

性
で
あ
る
。
完
全
な
空
虚
で
あ
り
、
没
無
規
定
性
で
か
つ

没
内
容
性
で
あ
る
一
」
で
は
、
ま
る
で
問
題
に
な
ら
ぬ
も

の
の
よ
う
で
あ
る
が
、「
無
を
直
観
し
又
は
思
惟
0

0

す
る
こ

と
に
は
あ
る
意
義
が
あ
る
」
と
い
う
の
は
、
そ
れ
で
も
っ

て
「
無
と
有
の
両
者
が
、区
別
せ
ら
れ
る
」
か
ら
で
あ
る
。

そ
う
す
る
と
、「
吾
々
の
直
観
や
思
想
の
う
ち
に
無
が
あ

る
（
実
存
す
る
）
の
で
あ
る
」

Ｃ
　
成

（
一
）　

有
と
無
の
統
一

0

0

0

0

0

0

有
と
無
は
前
述
の
如
き
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
す
れ
ば
、

「
純
粋
有
と
純
粋
無
は
だ
か
ら
同
一
物
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
そ
の
間

の
真
理
を
い
え
ば
、
有
で
も
な
く
無
で
も
な
い
。
有
が
無

に
、
無
が
有
に
―
―
移
行
す
る
二
の
で
な
く
―
―
す
で
に

移
行
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
区
別
が
な

無
の
哲
学
を
い
う
人
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
日
本
で
も
無
を

神
秘
的
に
と
り
深
遠
無
比
の
も
の
に
す
る
。し
か
し
、
ヘ
ー

ゲ
ル
が
論
理
学
に
お
い
て
い
う
無
は
こ
こ
に
彼
が
叙
述
し

て
い
る
意
味
以
上
の
も
の
で
は
な
い
。
何
ら
神
秘
的
な
と

こ
ろ
は
な
い
。
注
意
す
べ
き
こ
と
だ
と
思
う
。
仏
教
で
い

う
と
こ
ろ
の
無
も
よ
く
そ
の
思
想
の
成
立
の
根
本
を
見
る

と
、
そ
ん
な
に
形
而
上
学
的
な
概
念
で
は
な
い
よ
う
で
あ

る
。
次
に
ヘ
ー
ゲ
ル
用
語
の
一
つ
、
移
行
と
い
う
言
葉
の

如
き
、
よ
く
理
解
す
る
と
、
無
の
真
意
も
ま
た
わ
か
っ
て

く
る
。

移
行
す
る
（übergehen

）
と
は
、
文
法
的
に
い
え
ば
動

詞
で
あ
る
。
動
い
て
い
る
現
状
を
と
ら
え
て
い
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
有
が
無
に
移
行
す
る

0

0

0

0

と
い
う
と
、
そ
の
運
動

が
眼ま

の
あ
た
り
現
実
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し

か
し
、
論
理
学
の
は
じ
め
に
論
述
さ
れ
て
い
る
有
・
無
・

成
等
の
諸
規
定
で
は
、
そ
ん
な
に
ま
で
現
実
的
な
意
味
の

0

0

0

あ
る
動
き

0

0

0

0

が
取
扱
わ
れ
て
は
い
な
い
。
そ
れ
で
移
行
す
る

0

0

0

0

一二
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い
と
い
う
こ
と
が
、真
相
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、

有
と
無
が
同
じ
も
の
で
な
く

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、絶
対
に
区
別
さ
れ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。

し
か
し
非
分
離
で
不
可
分
離
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
そ
し
て
、
直
接
に

0

0

0

ど
れ
も
が

0

0

0

0

、
そ
れ
の
反
対
の
う
ち
で
消
え
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」。
こ

れ
が
今
の
場
合
の
有
無
の
関
係
の
真
相
で
あ
る
。「
そ
れ

故
、
有
と
無
の
真
理
は
一
方
が
他
方
の
中
に
消
え
る
と
い

う
そ
の
動
き
、
即
ち
成
三
、
こ
れ
が
そ
の
真
相
で
あ
る
」

人
は
や
や
も
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
有
・
無
・
成
の
論
理

を
現
実
の
事
実
に
す
ぐ
あ
て
は
め
て
見
よ
う
と
す
る
。
そ

う
す
る
と
直
ぐ
に
混
乱
を
来
た
す
。
何
故
か
と
い
う
に
、

有
と
か
無
と
か
い
う
純
粋
に
論
理
的
な
規
定
の
と
こ
ろ
へ

表
象
を
持
ち
込
む
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
家
が
有
る
0

0

と
か

無
い
0

0

と
か
、
銭か
ね

百
タ
ー
レ
ル
が
私
の
と
こ
ろ
に
有
る
0

0

と
か

無
い
0

0

と
か
い
う
よ
う
に
。
論
理
学
が
今
の
段
階
で
論
述
し

て
い
る
の
は
決
し
て
そ
う
い
う
少
し
で
も
現
実
な
物
に
つ

い
て
言
っ
て
い
る
の
で
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
い
っ
の
間

に
か
忘
れ
て
し
ま
う
か
ら
、
混
乱
す
る
の
で
あ
る
。
だ
か

と
い
う
よ
り
も
も
っ
と
動
的
で
な
い
言
い
方
、
即
ち
す
で
0

0

に
移
行
し
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

と
言
っ
た
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
他

の
箇
処
で
、「
端
緒
の
有
に
あ
っ
て
は
移
行
は
な
お
隠
さ

れ
て
い
る
」
と
言
っ
て
い
る
。
因
み
に
移
行
と
い
う
こ
と

は
、「
有
論
」
に
お
い
て
の
み
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
本
質

論
」
や
「
概
念
論
」
で
は
そ
れ
に
相
当
す
る
他
の
用
語
が

出
て
く
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
が
成
に
下
し
た
説
明
は
短
い
が
、
こ
れ
で
十
分

だ
と
思
わ
れ
る
。
か
れ
こ
れ
縷
説
す
る
と
却
っ
て
そ
こ
に

な
い
意
味
を
つ
け
る
こ
と
に
な
る
。
読
者
は
成
心
を
去
っ

て
こ
の
文
章
を
味
得
さ
れ
た
い
。
幾
度
も
繰
り
返
し
て
い

う
が
、天
上
に
も
自
然
界
に
も
精
神
の
世
界
に
も
、そ
れ
っ

0

0

0

き
り
0

0

の
も
の
と
い
う
も
の
即
ち
直
接
的
な
も
の
は
存
在
し

な
い
。必
ず
直
接
性
と
媒
介
性
を
含
む
の
で
あ
る
こ
と
を
、

銘
記
し
て
読
者
は
読
ま
れ
た
い
。
成
と
い
う
言
葉
に
つ
け

て
ま
た
こ
こ
で
重
要
な
の
は
統
一
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。

三
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ら
、
有
と
い
い
無
と
い
う
と
き
、
何
か
品
物
が
実
存
す
る

と
考
え
、
か
か
る
物
を
描
い
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、

有
と
無
、
も
し
く
は
成
は
あ
ら
ゆ
る
論
理
的
規
定
の
根
底

に
あ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
重
要
に
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら

な
い
。「
有
と
無
の
統
一
四
は
最
初
の
真
理
と
し
て
終
始

一
貫
根
柢
に
存
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
又
、
こ
れ
か

ら
出
て
く
る
〔
論
理
的
な
〕
も
の
の
要
素
を
な
す
も
の
で

あ
る
。
そ
れ
故
に
成
そ
の
も
の
は
勿
論
の
こ
と
、
こ
れ
か

ら
漸
次
あ
ら
わ
れ
る
論
理
的
諸
規
定
即
ち
定
有
0

0

や
質0

や
そ

の
他
一
般
の
哲
学
上
の
諸
概
念
悉
く
が
、
こ
の
有
と
無
の

統
一
の
例
証
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」

（
二
）
成
の
契
機

「
成
は
換
言
す
れ
ば
そ
れ
は
生
ず
る
こ
と
と
消
え
る
こ

と
で
あ
る
が
、
有
と
無
の
非
分
離
性
で
あ
る
。
そ
の
統
一

は
有
と
無
か
ら
抽
象
さ
れ
て
で
き
た
の
で
は
な
い
。
そ
れ

は
、
有
と
無
と
の
統
一
と
し
て
の
も
の
で
、
か
か
る
鮮
か
0

0

な0

五
統
一
で
あ
る
。
も
し
く
は
、
有
も
無
も
そ
の
中
に
あ0

統
一
（Einheit

）
と
い
う
意
味
は
哲
学
で
は
そ
の
意
味
を

重
要
に
見
て
い
る
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
特
に
物
の
真
相
の
意

に
屡
々
と
っ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
こ
と
を
注
意
す
べ
き
で

あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
真
相
ま
た
は
真
理
と
は
、
事

物
の
実
相
が
明
瞭
に
見
え
る
と
い
う
よ
り
も
、
事
物
の
中

の
動
き
0

0

ま
た
は
矛
盾
の
発
展
、
す
な
わ
ち
事
物
の
中
で
対

立
物
の
統
一
さ
れ
て
い
る
そ
の
現
状
に
お
け
る
運
動
、
そ

れ
を
掴
む
こ
と
に
あ
る
。
だ
か
ら
、
統
一
が
真
理
の
意
味

と
な
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
こ
の
統
一
を
特
に
次
の
「
成

の
契
機
」
の
と
こ
ろ
で
は
鮮
か
な
統
一
と
い
っ
て
い
る

が
、
鮮
か
な

0

0

0

と
はbestim

m
t

な
る
形
容
詞
に
充
て
た
私

の
訳
語
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
規
定
的
と
訳
す
と
ま
た
現
実

四五
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る0

統
一
で
あ
る
」。
だ
か
ら
、「
有
と
無
は
こ
の
統
一
の
う

ち
で
揚
棄
さ
れ
た

0

0

0

0

0

も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
有
と
無

は
、
何
と
し
て
も
先
ず
描
か
れ
て
い
た
独
立
性

0

0

0

か
ら
沈
下

し
て
契
機
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
な
お

区
別
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
揚
棄
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
」

「
成
の
う
ち
に
は
有
と
無
の
二
つ
の
契
機
が
あ
る
こ
と

に
な
る
。
こ
の
契
機
は
そ
れ
ぞ
れ
区
別
さ
れ
て
い
る
が
、

し
か
も
ど
れ
も
が
他
の
も
の
と
の
統
一
と
し
て
存
し
て
い

る
」。
そ
う
す
る
と
、
成
は
有
と
無
を
含
ん
で
い
る
が
、

そ
の
有
の
力
も
無
の
方
も
そ
れ
ぞ
れ
ま
た
統
一
態
で
あ

る
。
す
な
わ
ち「
一
方
は
直
接
的
な
も
の
と
し
て
の
有0

と
、

無
と
関
係
す
る
も
の
と
し
て
の
有0

、
他
方
は
直
接
的
な
も

の
と
し
て
の
無0

と
、
有
と
関
係
す
る
も
の
と
し
て
の
無0

で

あ
る
」。
統
一
の
中
に
二
つ
の
統
一
が
あ
る
訳
で
あ
る
。

成
と
は
単
に
生
ず
る
こ
と
の
み
で
な
く
、
ま
た
滅
す
る

こ
と
で
あ
る
。
生
・
滅
が
成
で
あ
る
。
成
が
生
滅
た
る
の

的
に
と
ら
れ
る
恐
れ
が
あ
る
の
で
、
鮮
か
と
し
た
の
で
あ

る
。
一
方
に
有
を
え
が
き
他
方
に
無
を
え
が
き
、
そ
こ
か

ら
や
っ
と
統
一
を
抽
象
し
出
し
た
の
で
は
な
い
。
そ
れ
で

は
む
し
ろ
灰
色
の
統
一
で
あ
る
。
こ
こ
は
有
と
無
そ
の
も

の
の
真
相
と
し
て
の
鮮
か
な
統
一
で
あ
る
。
何
と
し
て
も
、

論
理
学
、
殊
に
そ
の
始
め
で
用
い
ら
れ
る
言
葉
は
警
戒
さ

れ
つ
つ
使
用
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、

【bestim
m

t: （[

英] certain

）
一
定
の, 

特
定
の; 

あ
る
〔
種
の
〕; 

（
内
容
的
に
）
は
っ
き
り
と
し
た, 

明
確
な
、
断
固
と
し
た
】
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は
、
有
無
の
統
一
中
に
更
に
二
つ
の
統
一
の
あ
る
が
故
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
「
一
方
の
規
定
に
あ
っ
て
は
、
無
が
有

に
関
係
す
る
、
つ
ま
り
有
へ
移
行
す
る
。
他
方
の
規
定
に

あ
っ
て
は
、
有
が
無
に
移
行
す
る
―
―
だ
か
ら
一
方
は
生

起
で
あ
り
、
他
方
は
消
滅
で
あ
る
」。「
こ
の
両
者
す
な
わ

ち
生
起
と
消
滅
は
同
じ
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
成
で
あ

る
」。そ
れ
故
、こ
う
言
う
こ
と
が
で
き
る「
両
者
は
異
な
っ

た
方
向
で
あ
る
が
、
互
い
に
入
り
組
み
合
い
、
麻
痺
六
し

て
い
る
」
と
。
こ
れ
が
成
と
い
わ
れ
る
も
の
の
真
相
で
あ

る
。（

三
）
成
の
揚
棄

人
は
成0

と
聞
く
と
、
た
だ
動
き
0

0

を
考
え
不
安
定
な
も
の

を
感
ず
る
。
実
に
、
成
は
か
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ

を
有
と
無
に
つ
い
て
い
う
と
、「
有
と
無
は
成
に
お
い
て

は
単
に
消
え
て
ゆ
く
も
の
と
し
て
存
し
て
い
る
。
し
か

し
、
成
そ
の
も
の
は
と
い
う
と
、
有
と
無
が
区
別
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
あ
る
訳
で
あ
る
。
だ
か

ヘ
ー
ゲ
ル
は
麻
痺
す
る
と
い
う
よ
う
な
表
象
的
な
言
い
方

は
し
な
い
の
で
あ
る
が
、折
々
は
止
む
を
得
ず
使
用
す
る
。

し
か
し
時
に
そ
う
い
う
言
い
表
し
を
し
た
の
を
見
る
と
き

は
、
そ
れ
以
上
不
当
に
そ
の
意
味
を
強
調
せ
ぬ
よ
う
、
い

つ
も
論
理
的
規
定
の
方
に
つ
い
て
理
解
に
努
め
る
べ
き
で

あ
る
。

六
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ら
、
有
と
無
が
消
え
て
ゆ
く
こ
と
は
ま
た
成
そ
の
も
の
が

な
く
な
る
こ
と
で
あ
る
」。
成
は
か
よ
う
な
も
の
故
、「
た

よ
り
な
い
不
安
で
あ
る
。
こ
れ
は
遂
に
ひ
と
つ
の
静
止

的
結
果
に
沈
没
す
る
」。
し
か
し
、
そ
う
な
っ
た
結
果
は

「
消
え
て
な
く
な
っ
て
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
無

と
し
て
の
も
の
で
は
な
い
。
も
し
、
無
だ
と
す
る
と
、
そ

れ
で
は
無
と
有0

の
結
果
と
い
う
も
の
で
は
な
く
て
、
す
で

に
揚
棄
せ
ら
れ
た
諸
規
定
の
一
つ
に
後
戻
り
す
る
こ
と
で

あ
る
。
む
し
ろ
結
果
は
静
止
的
単
純
性
と
な
れ
る
有
・
無

の
統
一
で
あ
る
」。
そ
う
い
う
静
止
せ
る
単
純
性
は
有
で

あ
る
と
い
う
よ
り
外
は
な
い
。
か
よ
う
に
有
と
無
の
統
一

の
中
に
移
行
す
る
こ
と
そ
の
こ
と
か
ら
、
こ
こ
に
定
有
な

る
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
揚
棄
と
い
う
こ
と
が

語
ら
れ
た
が
、「
揚
棄
0

0

及
び
揚
棄
さ
れ
た
る
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

（
即
ち

観ダ
ス
・
イ
デ
ア
レ

念
的
な
も
の
）
は
、
哲
学
の
最
も
重
要
な
概
念
の
一
つ

で
あ
る
。
到
る
処
に
出
て
く
る
根
本
規
定
で
あ
る
」。
だ

か
ら
、は
っ
き
り
さ
せ
て
置
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
特
に「
無
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と
の
区
別
を
よ
く
知
っ
て
置
か
ね
ば
な
ら
な
い
」。「
揚
棄
さ

れ
る
も
の
は
、
そ
の
た
め
無
と
な
る
の
で
は
な
い
。
無
は
た

だ
直
接
的
な
も
の

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
揚
棄
さ
れ
た
も

の
と
は
媒
介
さ
れ
た
る
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
有
で
0

0

な
い
こ
と

0

0

0

0

な
の
で
あ
る
。
そ
れ
も
し
か
し
、
有
か
ら
出
て
来

た
結
果
で
あ
る
」。「
揚
棄
（A

ufheben

）
に
は
二
重
の
意
味

が
あ
る
。『
蔵し
ま

っ
て
置
く
』『
持
ち
つ
づ
け
る
』
と
い
う
意
味

と
同
時
に
ま
た
『
中
止
さ
せ
る
』『
廃や

め
さ
せ
る
』
と
い
う

意
味
を
も
っ
て
い
る
」。そ
れ
故
に「『
揚
棄
さ
れ
た
も
の
』は
、

『
同
時
に
蔵し
ま

っ
て
置
か
れ
て
あ
る
も
の
』で
あ
る
」。
だ
か
ら
、

揚
棄
さ
れ
た
も
の
は
全
然
な
く
な
っ
た
も
の
を
言
い
表
す
の

で
な
く
「
た
だ
そ
れ
の
直
接
性
を
な
く
し
た
に
す
ぎ
な
い
」

有
と
無
が
揚
棄
せ
ら
れ
た
状
態
と
い
う
こ
と
か
ら
は
、
直

ち
に
定
有
が
問
題
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
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定
有

前
述
の
如
く
、
完
有
は
規
定
的
有
な
の
で
あ
る
。
そ
の

い
う
と
こ
ろ
の
規
定
と
は
、
ま
ず
存
在
が
あ
っ
て
そ
れ
が

も
つ
規
定
性
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
有
る
こ
と
の
規
定

性
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、有
る
と
い
う
規
定
性
で
あ
る
。

つ
ま
り
質0

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
も
う
少
し
さ
き
で
明
瞭

に
な
っ
て
く
る
。
定
有
が
論
述
さ
れ
て
み
る
と
、
ど
う
し

て
も
論
述
は
三
つ
に
分
れ
る
。

（
Ａ
）　

定
有
そ
の
も
の

0

0

0

0

0

0

（
Ｂ
）　

或
る
も
の

0

0

0

0

と
他
の
も
の

0

0

0

0

、
有
限
性

0

0

0

（
Ｃ
）　

質
的
な
無
限
性

0

0

0

0

0

0

と
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
ま
ず
定
有
そ
の
も
の
が
問
題
に
な
る
。

（
Ａ
）　

定
有
そ
の
も
の

第
二
章　

<

注
解>
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定
有
に
あ
っ
て
は
、「
そ
の
規
定
性
は
何
よ
り
も
ま
ず

0

0

0

0

0

0

一
」

（
ａ
）「
そ
れ
自
身

0

0

0

0

と
し
て
」
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
、

（
ｂ
）
次
に
「
質0

と
し
て
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」

（
ｃ
）
か
よ
う
に
し
て
、「
或
る
も
の

0

0

0

0

、
即
ち
定
有
す
る

0

0

0

0

も
の
」

が
問
題
に
な
っ
て
く
る
。

（
ａ
）
さ
て
、
成
の
と
こ
ろ
で
述
べ
た
よ
う
に
、「
定
有

は
成
か
ら
出
て
く
る
。
定
有
は
有
と
無
の
単
純
な
る
統
一

で
あ
る
。
そ
う
い
う
単
純
性
だ
か
ら
そ
の
た
め
に
、
定
有
0

0

は
直
接
的
な
も
の

0

0

0

0

0

0

0

の
形
式
を
も
っ
て
い
る
」。
定
有
に
は

媒
介
が
あ
る
。
も
と
も
と
成
か
ら
出
た
も
の
な
の
で
あ
る

か
ら
、
根
っ
か
ら
の
直
接
性
で
は
な
い
か
ら
、
媒
介
が
あ

る
。
だ
が
、
し
か
し
、「
そ
の
媒
介
も
し
く
は
成
は
定
有

の
背
後
に
存
し
て
い
る
」。
定
有
と
は
そ
う
い
う
有
で
あ

る
。そ

う
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、「
そ
れ
は
単
な
る
有
で

は
な
く
、や
は
り
定
有
で
あ
る
」。こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、

こ
れ
も
ま
た
用
語
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の

著
述
を
注
意
し
て
み
る
と
、
何
よ
り
も
ま
ず

0

0

0

0

0

0

（zunächst

）

と
い
う
言
葉
を
ヘ
ー
ゲ
ル
は
屡
々
使
っ
て
い
る
。
こ
れ
は

何
で
も
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
事
物
の
考
察

に
当
っ
て
、
ま
ず
全
体
を
隈
な
く
見
つ
く
す
こ
と
が
、
認

識
に
と
っ
て
は
何
よ
り
も
重
要
な
こ
と
だ
と
考
え
る
。
だ

か
ら
、
彼
は
必
ず
疑
問
と
な
っ
た
当
の
も
の
を
、
何
は
措

い
て
も
残
り
な
く
そ
の
全
範
囲
を
、
思
惟
す
る
。
そ
れ
が

知
る
こ
と
の
出
発
に
お
い
て
、
や
が
て
真
理
に
ゆ
き
つ
く

こ
と
の
勝
利
を
約
束
し
て
く
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ

ル
は
必
ず
こ
の
道
を
と
る
。
論
理
学
を
は
じ
め
る
に
、
ま

ず
彼
は
全
範
囲
を
見
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
有
を
も
っ

て
は
じ
め
た

0

0

0

0

の
で
あ
る
。
こ
れ
以
上
の
縄
は
張
ら
れ
な
い

の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
そ
の
有
が
余
り
に
一
般
的
で
、

余
り
に
根
本
的
な
も
の
だ
か
ら
、
思
惟
と
同
一
の
も
の
と

な
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
も
し
論
理
学
を
や
る
に
思
惟

の
全
野
を
掩
っ
て
進
ん
で
ゆ
く
と
す
れ
ば
、
認
識
に
お
い

て
何
の
落
ち
0

0

が
あ
る
だ
ろ
う
。「
何
よ
り
も
ま
ず
」
又
は

一



75

第
一
巻　

有
論　

第
二
章

定
有
は
「
語
源
的
に
い
う
と
或
る
場
所
に
つ
け
る
有
で
あ

る
が
、
そ
の
場
合
空
間
の
こ
と
を
思
い
浮
べ
る
こ
と
と
は

何
の
関
係
も
な
い
二
」。
定
有
は
ど
こ
ま
で
も
純
粋
に
論

理
的
規
定
と
し
て
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
次
は
、

（
ｂ
）　

質
で
あ
る
。
質
三
と
は
何
で
あ
る
か
。

定
有
に
お
い
て
は
、
有
と
無
は
直
接
的
に
一
つ
の
も
の

で
あ
る
。
そ
う
い
う
直
接
性
の
た
め
に
、
有
が
無
を
越
え

る
、無
が
有
を
越
え
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
得
ぬ
。

「
だ
か
ら
定
有
は
有
る
的

0

0

0

な
も
の
な
の
で
あ
る
が
、
ま
た

非
有
る
的

0

0

0

0

な
も
の
で
も
あ
る
。定
有
は
規
定
さ
れ
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
は
有
が
一
般
的
な
も
の

で
、
規
定
は
特
殊
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
わ
け

の
も
の
で
は
な
い
。
規
定
性
は
ま
だ
有
か
ら
解
け
て
離
れ

て
い
る
の
で
は
な
い
」。
規
定
性
と
有
と
の
関
係
は
関
係

と
い
う
ほ
ど
の
も
の
で
な
い
、
む
し
ろ
そ
の
両
者
の
直
接

的
統
一
が
そ
の
関
係
で
あ
る
。そ
う
い
う
規
定
性
と
は「
有

る
規
定
」
で
あ
る
。
む
し
ろ
「
有
る
な
る
規
定
性
」
で
あ

「
ま
ず
最
初
」
か
ら
彼
が
、
は
じ
め
る
こ
と
は
、
注
意
せ
ね

ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
定
有
も
ま
た
そ
れ
の
「
ま
ず
最
初
」

か
ら
説
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
定
有
に
つ
い
て
の

既
成
の
常
識
的
な
解
釈
を
斥
け
ね
ば
な
ら
な
い
。

定
有
は
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
そ
こ
0

0

に
あ
る
存
在
」
の

こ
と
で
あ
る
が
、
論
理
的
規
定
と
し
て
は
空
間
的
に
何
処

に
ど
う
仕
切
ら
れ
て
存
在
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
意
味

の
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
定
有
と
い
う
も
の
が
太
古

以
来
何
処
か
に
あ
っ
た
の
で
は
な
く
て
、
い
ろ
い
ろ
の
事

物
が
現
実
の
世
界
に
あ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
歴
史
の
或
る
位
置

に
つ
い
て
存
在
し
て
来
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
う
い

う
事
物
は
空
間
は
勿
論
時
間
の
規
定
を
も
っ
て
存
在
し
て

い
る
。そ
う
い
う
物
は
一
種
の
具
体
的
な
存
在
と
い
え
る
。

そ
う
い
う
存
在
以
上
に
真
に
現
実
的
で
具
体
的
な
存
在
は

世
に
い
く
ら
も
あ
る
。
否
、
も
っ
と
真
実
な
、
も
っ
と
最

現
実
的
な
存
在
も
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
う
い
う
最
現
実
的

な
真
実
な
存
在

0

0

0

0

0

や
、
そ
れ
ほ
ど
で
も
な
い
具
体
的
な
存
在

0

0

0

0

0

0

や
、
具
体
的
と
い
え
ば
い
え
る
存
在
0

0

や
、
そ
の
他
現
実
0

0

と

二
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る
。
こ
う
言
い
表
せ
ば
、
有
る
0

0

と
規
定
性
と
の
直
接
的
統

一
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
こ
う
な
る
と
、
規
定
性
そ
れ
自
身

が
い
わ
ば
独
立
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ

う
い
う
「
有
る
規
定
性
が
つ
ま
り
質0

で
あ
る
。
実
に
単
純

な
も
の
、
直
接
的
な
も
の
で
あ
る
」

だ
か
ら
質
と
は
「
た
だ
直
接
的

0

0

0

、
も
し
く
は
有
る
規
定

0

0

0

0

性0

と
し
て
の
も
の
」
で
あ
る
。
と
同
様
に
、
質
は
無
な
る

規
定
の
中
に
置
か
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
（
何
故
な
ら
、

定
有
に
は
有
と
無
が
と
に
か
く
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
）。

そ
う
な
る
と
、
直
接
的
も
し
く
は
有
る
規
定
性
は
、
区
別

さ
れ
た
る
規
定
性
と
し
て
の
も
の
と
な
る
。
単
一
な
る
そ

れ
き
り
の
規
定
性
で
な
く
、
ひ
と
つ
の
規
定
性
の
被
規
定

状
態
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
ひ
と
つ
の
反
省
せ
る

も
の
で
、
ひ
と
つ
の
否
定
で
あ
る
。
そ
う
あ
る
の
は
定
有

は
有
と
無
を
含
め
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
い

う
無0

は
ひ
と
つ
の
う
ち
け
し

0

0

0

0

で
あ
る
、即
ち
否
定
で
あ
る
。

話
を
さ
き
の
質
に
戻
す
と
、
質
も
そ
の
中
に
区
別
を
含
み

い
う
意
味
や
具
体
0

0

と
い
う
意
味
や
、
も
っ
と
抽
象
的
な
も

の
で
、
単
に
物0

と
い
う
と
き
の
意
味
、
実
存
0

0

、
存
在
0

0

、
漠

然
と
し
た
存
在
0

0

、
は
っ
き
り
し
て
い
る
存
在
0

0

、
単
な
る
存0

在0

、
有
る
0

0

と
い
う
こ
と
、
無
い
0

0

と
い
う
こ
と
、
有
る
と
い

0

0

0

0

う
こ
と

0

0

0

そ
の
こ
と
、
更
に
有
る
0

0

と
思
惟
0

0

の
関
係
、
思
惟
そ

0

0

0

の
も
の

0

0

0

、
思
惟
以
外
の
も
の

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
よ
う
に
、
こ
れ
ら
か

ら
は
っ
き
り
さ
せ
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
思
惟
規
定
が
沢
山

あ
る
。
そ
れ
ら
が
論
理
的
に
明
瞭
と
な
ら
な
い
以
上
、
何

が
真
に
現
実
的
で
具
体
的
な
存
在
で
あ
る
か
が
定
め
ら
れ

な
い
。
そ
う
い
う
も
の
は
結
局
一
般
的
な
有0

以
外
の
も
の

で
は
な
い
と
考
え
、
そ
の
有
に
関
す
る
諸
規
定
を
一
つ
一

つ
規
定
し
て
ゆ
く
こ
と
を
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
学
は
重
要

な
課
題
と
し
て
い
る
。
し
か
も
そ
れ
ら
の
諸
規
定
を
ば
ら

ば
ら
に
で
な
く
、
単
純
な
も
の
か
ら
漸
次
複
雑
な
も
の
へ

と
発
展
的
に
論
述
す
る
の
で
あ
る
。
又
、
そ
れ
ら
の
発
展

は
必
然
的
に
行
わ
れ
て
ゆ
き
、
か
く
て
一
つ
の
科
学
た
る

の
体
系
を
な
し
て
く
る
、
自
分
は
そ
の
体
系
的
叙
述
を
は

じ
め
て
や
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
自
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な
が
ら
有
る
的

0

0

0

な
も
の
と
し
て
通
る
こ
と
に
な
る
。「
そ

う
い
う
質
が
実
在
性

0

0

0

で
あ
る
四
」。
但
し
、
そ
う
い
っ
た

質
と
し
て
の
実
在
性
は
否
定
を
含
む
と
い
う
こ
と
は
隠
さ

れ
て
い
る
。「
そ
う
な
る
と
、実
在
性
は
肯
定
的
な
も
の（
積

極
的
な
も
の
）
と
し
て
通
じ
る
こ
と
に
な
る
。
即
ち
そ
こ

か
ら
は
う
ち
け
し

0

0

0

0

、
又
は
で
は
な
い
と
限
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
又
は

欠
如
す
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

が
、
し
め
出
さ
れ
て
い
る
、
そ
う
い
っ
た

肯
定
的
な
も
の
と
な
る
」。
そ
の
と
き
は
、
否
定
と
は
た

だ
単
に
欠
け
て
い
る

0

0

0

0

0

こ
と
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な
り
、
そ

れ
こ
そ
単
に
無
と
い
っ
た
方
が
い
い
も
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
し
て
、
定
有
は
質
と
し
て
区
別
さ
れ
て

い
る
。
定
有
な
る
も
の
が
漸
次
明
瞭
に
な
り
、
こ
こ
に
定0

有
す
る
も
の

0

0

0

0

0

が
問
題
と
な
っ
て
く
る
。

（
ｃ
）
定
有
に
は
区
別
0

0

即
ち
実
在
性
と
否
定
と
の
区
別

が
見
ら
れ
た
。「
こ
の
区
別
は
廃
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
五
。
何
故
と
い
う
に
区
別
は
有
る
0

0

か
ら
で
あ
る
。
こ
の

間
の
実
情
を
い
っ
て
み
れ
ば
、
定
有
一
般
が
あ
る
、
そ
し

負
で
あ
り
自
覚
な
の
で
あ
る
。
次
は
質0

の
意
味
に
つ
い
て
、

質
と
い
う
こ
と
は
、
前
に
説
明
し
た
よ
う
に
性
質
の
こ
と

で
は
な
い
。
こ
こ
に
或
る
事
象
が
あ
る
と
し
て
、
そ
の
事

象
の
本
質
を
示
す
に
は
込
み
入
っ
た
規
定
が
い
る
で
あ
ろ

う
が
、
そ
の
事
象
の
存
在
的
品
位
を
ま
ず
き
め
る
も
の
が

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
と
き
、
そ
れ
は
質
で
あ
る
。

今
は
論
理
学
で
有0

を
ま
ず
論
じ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ

の
有
の
質
は
や
は
り
有
る
0

0

に
あ
る
。
普
通
に
人
が
質
が
善

い
と
か
悪
い
と
か
い
っ
て
い
る
と
き
の
質
の
意
味
を
注
意

し
て
み
る
と
い
い
。
そ
の
質
と
は
、
性
質
の
こ
と
で
は
な

い
。
事
物
が
も
っ
て
い
る
性
質
の
意
で
は
な
い
。
質
と
は

そ
れ
如
何
に
よ
っ
て
、
事
物
そ
の
も
の
の
成
立
な
り
存
在

が
危
く
な
る
、
そ
う
い
う
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ

る
以
上
、
質
は
事
物
が
も
っ
て
い
る
性
質
で
は
な
い
。
こ

の
こ
と
が
わ
か
る
と
、
論
理
学
が
有0

を
論
ず
る
と
き
の
質

と
は
何
で
あ
ろ
う
。
質
と
は
そ
れ
の
如
何
に
よ
っ
て
は
、

有
そ
の
も
の
の
成
立
ま
た
は
存
在
の
危
く
な
る
も
の
で
、

有
の
固
有
の
規
定
で
あ
る
。次
に
、「
質
は
実
在
性
で
あ
る
」

三
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て
そ
の
中
に
は
区
別
が
あ
り
、
ま
た
区
別
の
揚
棄
が
あ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
定
有
は
没
区
別
の
も
の

で
な
い
。
そ
の
点
が
端
緒
の
有
と
は
違
っ
て
い
る
。
区
別
0

0

が
揚
棄

0

0

0

さ
れ
て
、
再
び
自
分
と
等
し
い
も
の
と
な
っ
て
い

る
。
か
よ
う
に
区
別
が
揚
棄
さ
れ
て
あ
る
こ
と
、
こ
れ
が

定
有
本
来
の
規
定
性
な
の
で
あ
る
。そ
れ
は
換
言
す
る
と
、

自
己
内
有

0

0

0

0

六
で
あ
る
」。
自
己
内
有
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で

ま
だ
全
く
無
規
定
な
も
の
で
あ
る
。
た
だ
自
分
と
の
媒
介

と
い
う
こ
と
が
あ
る
ば
か
り
で
あ
る
。

自
分
と
の
媒
介
、
こ
れ
が
つ
ま
り
即
自
の
或
る
も
の

0

0

0

0

【Etw
as

】
で
あ
る
。「
自
分
と
の
媒
介
は
、
た
だ
否
定
の
否

定
と
し
て
と
ら
れ
る
。
従
っ
て
何
ら
具
体
的
な
規
定
を
自

分
に
お
い
て
も
っ
て
い
な
い
。
だ
か
ら
、
単
純
な
る
統
一

に
落
ち
込
む
。
そ
れ
は
依
然
と
し
て
有0

と
い
っ
て
い
い
」

も
の
で
あ
る
。し
か
し
、こ
れ
で
は
ま
だ
或
る
も
の

0

0

0

0

が
は
っ

き
り
し
て
来
て
い
な
い
。
は
っ
き
り
し
て
く
る
に
は
、
前

に
述
べ
た
限き
り

な
る
も
の
が
当
然
問
題
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な

と
い
う
こ
と
が
出
て
い
る
が
、

こ
の
「
実
在
性
」（R

ealität

）
と
い
う
言
葉
は
そ
の
意
味

が
多
義
で
あ
る
。「
思
想
・
概
念
・
学
説
が
実
在
性
を
も

た
ぬ
と
い
う
と
き
は
、
そ
れ
ら
が
現
実
性
を
も
た
ぬ
と
い

う
こ
と
を
意
味
す
る
」
。
し
か
し
、
実
在
性
と
い
う
語
は

必
ず
し
も
現
実
性
を
意
味
す
る
と
は
き
ま
ら
ぬ
。
多
義
で

あ
る
。
し
か
し
今
、
「
有
論
」
の
中
で
出
て
来
て
い
る
実

在
性
な
る
語
は
、
と
に
か
く
に
ど
う
い
う
よ
う
に
用
い
ら

れ
る
実
在
性
概
念
に
し
ろ
、
実
在
性
の
一
般
的
な
根
本
的

な
意
味
に
関
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
実
在
性

と
は
有
る
0

0

と
い
う
性
質
を
た
だ
言
い
表
す
の
で
は
な
い
。

「
実
在
性
の
概
念
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
す
べ

て
の
否
定
が
考
え
出
さ
れ
除の

け
ら
れ
て
も
な
お
と
い
う
こ

と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
と
き
は
、
そ

の
た
め
に
規
定
性
は
す
べ
て
揚
棄
せ
ら
れ
て
い
る
。
と
い

う
こ
と
は
、
つ
ま
り
実
在
性
は
否
定
の
契
機
を
含
ん
で
い

る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
契
機
に
よ
っ
て
こ
そ
、
実
在
性
は

四
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い
。
或
る
も
の

0

0

0

0

と
い
う
と
き
は
、
何
か
限
ら
れ
て
い
る
と

こ
ろ
が
あ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
有
限
性
が
問
題
に
な
る
。

（
Ｂ
）
有
限
性

（
ａ
）
或
る
も
の
と
或
る
他
の
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

【A
nderes

】

（
一
）　

そ
れ
に
は
ま
ず
、「
或
る
も
の

0

0

0

0

と
他
の
も
の

0

0

0

0

、

こ
の
二
つ
」
が
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

第
一
に
「
或
る
も
の

0

0

0

0

と
他
の
も
の

0

0

0

0

は
い
ず
れ
も
定
有
す

る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
い
ず
れ
も
或
る
も
の

0

0

0

0

で
あ
る
」

第
二
に
「
そ
れ
ら
の
ど
れ
も
が
、
互
い
に
他
の
も
の

0

0

0

0

で

あ
る
。
そ
の
場
合
、
両
者
の
ど
れ
を
先
に
或
る
も
の

0

0

0

0

と
呼

び
、
残
り
の
方
を
他
の
も
の

0

0

0

0

と
呼
ぶ
か
は
、
ど
ち
ら
で
も

よ
い
こ
と
で
あ
る
」。
も
し
或
る
定
有
を
Ａ
と
し
、
他
の

定
有
を
Ｂ
と
す
る
と
、
Ｂ
は
ま
ず
他
の
も
の

0

0

0

0

と
規
定
さ
れ

る
。
し
か
し
Ａ
は
ま
た
同
様
に
Ｂ
の
他
の
も
の

0

0

0

0

で
あ
る
。

即
ち
両
者
は
等
し
く
他
の
も
の

0

0

0

0

同
志
で
あ
る
。
そ
う
で
あ

る
以
上
、「
或
る
も
の

0

0

0

0

と
他
の
も
の

0

0

0

0

と
の
両
者
は
、
或
る
0

0

規
定
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
」
。
そ
れ
で
、ヘ
ー
ゲ
ル
が
、

「
質
と
し
て
の
実
在
性
に
お
い
て
は
、
こ
の
質
が
、
否
定

を
含
む
と
い
う
こ
と
は
隠
さ
れ
て
い
る
」
と
言
っ
て
い
る

の
は
味
わ
う
べ
き
言
葉
で
あ
る
。
さ
て
、
次
は
「
或
る
も

0

0

0

の0

」
の
叙
述
中
の
「
区
別
」
に
つ
い
て
説
明
し
て
置
か
ね

ば
な
ら
な
い
。

区
別
は
取
り
去
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
味

得
す
べ
き
論
理
で
あ
る
。
物
質
的
な
も
の
な
ら
ば
（
例
え

ば
土
地
の
区
割
と
そ
の
取と

り
除
け
0

0

の
如
き
）
区
別
は
ま
た

除
去
さ
れ
、
後
に
何
の
痕
跡
も
影
響
も
残
さ
な
い
こ
と
も

あ
る
。
精
神
的
な
も
の
（
こ
れ
は
必
ず
し
も
心
理
的
な
も

の
を
さ
す
の
で
は
な
い
。
ド
イ
ツ
人
は
国
家
・
社
会
・
宗

教
・
科
学
・
芸
術
の
如
き
も
の
を
総
合
的
に
い
う
と
き
、

屡
々
精
神
的
な
も
の

0

0

0

0

0

0

と
い
っ
て
い
る
）
に
お
い
て
は
一
度

で
き
た
区
別
は
と
り
の
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ

に
廃
止
さ
れ
て
い
る
が
厳
と
し
て
ま
た
保
た
れ
て
存
在
し

て
い
る
。
こ
れ
で
揚
棄
の
意
味
が
最
も
よ
く
わ
か
る
と
思

五
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も
の
0

0

で
あ
る
と
同
様
に
他
の
も
の

0

0

0

0

と
規
定
さ
れ
る
。
従
っ

て
同
一
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
何
の
区
別
も
存
し
て
い
な

い
」第

三
に
は
「
他
の
も
の

0

0

0

0

は
、
孤
立
さ
せ
ら
れ
て
い
る
も

の
、
換
言
す
れ
ば
、
自
己
自
身
へ
の
関
係
に
あ
る
も
の
と

と
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
」

他
の
も
の

0

0

0

0

を
外ほ
か

と
一
切
関
係
さ
せ
ず
に
考
え
て
み
る

と
、
他
の
も
の

0

0

0

0

そ
の
も
の
で
あ
る
。
全
く
異
な
っ
た
も
の

が
そ
こ
に
あ
っ
て
の
他0

で
な
い
か
ら
、「
自
分
自
身
の
他0

の
も
の

0

0

0

」
で
あ
る
。
こ
れ
を
換
言
す
れ
ば
（
そ
の
い
わ
ゆ

る
自
分
自
身
と
は
他
の
も
の

0

0

0

0

で
あ
る
か
ら
）、「
他
の
も
の

0

0

0

0

の
他
の
も
の

0

0

0

0

で
あ
る
」。
故
に
そ
れ
は
、「
自
分
の
う
ち
で

全
く
不
等
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
自
分
を
否
定
し
て
い
る

こ
と
、
自
分
の
中
で
変
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
」。
変
化

す
る
と
い
っ
て
も
変
化
し
て
ゆ
く
先
は
や
は
り
自
分
の
う

ち
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
依
然
と
し
て
自
己
と
同
等
の
も

の
で
あ
る
。

う
。
定
有
に
お
い
て
、
か
よ
う
に
区
別
が
揚
棄
さ
れ
て
あ

る
の
を
特
に
自
己
内
有

0

0

0

0

と
呼
べ
ば
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
自
己
内
有
（Insichsein

）
に
つ
い
て
は
、
ヘ
ー
ゲ

ル
は
あ
ま
り
説
明
を
試
み
て
い
な
い
。
こ
れ
か
ら
即
自
有

や
定
有
や
向
自
身マ
マ

【
有
】
等
は
何
度
繰
り
返
さ
れ
る
か
も

知
れ
ぬ
が
、
自
己
内
有
は
さ
ほ
ど
に
重
き
を
置
か
れ
て
は

い
な
い
。
む
し
ろ
「
概
念
の
領
域
に
到
っ
て
始
め
て
自
己

内
有
は
主
観
の
具
体
的
強
度
を
維
持
す
る
も
の
な
の
で
あ

る
」。
従
っ
て
今
の
と
こ
ろ
で
は
、
自
己
内
有
は
文
字
通

り
に
解
さ
れ
て
い
れ
ば
よ
い
。
自
己
内
有
は
概
念
の
領
域

で
取
扱
わ
れ
る
こ
と
が
本
当
だ
と
い
う
こ
と
は
、
有
の
領

域
は
実
は
本
質
や
概
念
の
領
域
と
別
物
で
は
な
い
こ
と
を

語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
、
有
の
領
域
で
少
し

立
ち
入
っ
て
論
理
的
規
定
を
追
及
す
る
と
、
す
で
に
本
質

な
り
概
念
の
領
域
に
入
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
例
は
、

次
の
と
こ
ろ
に
出
て
い
る
同
等
性
及
び
不
同
等
性
に
つ
い

て
も
い
え
る
の
で
あ
る
。

六
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（
二
）　

他
へ
変
っ
て
ゆ
く
こ
と
は
、
定
有
で
な
い
こ
と

で
あ
る
。
即
ち
非
定
有
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
或
る
も
の

0

0

0

0

と

は
非
定
有
と
い
う
こ
と
で
確
立
し
て
い
る
。
或
る
も
の

0

0

0

0

は

本
質
的
に
非
定
有
と
一
つ
0

0

で
あ
る
。
ま
た
或
る
も
の

0

0

0

0

は
本

質
的
に
非
定
有
と
一
つ
0

0

で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
或
る
も
の

0

0

0

0

は
そ
れ
の
（
即
ち
自
分
の
）
他
で
あ
る

0

0

0

0

こ
と
に
関
係
し
て

い
る
。
か
よ
う
に
し
て
他
有
と
い
う
こ
と
は
同
時
に
或
る
0

0

も
の
0

0

の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
。
と
同
時
に
、
ま
だ
そ
れ

か
ら
分
離
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
或
る
も
の

0

0

0

0

は
こ
う
呼
べ

ば
い
い
、
即
ち
他
に
向
え
る
有

0

0

0

0

0

0

（
こ
れ
は
向
他
有

0

0

0

と
呼
ぶ

こ
と
に
す
る
）
だ
と
。

或
る
も
の

0

0

0

0

に
つ
け
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
向
他
有
の

み
で
は
な
い
。
い
っ
た
い
、
定
有
そ
の
も
の
は
「
自
分
の

非
定
有
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
自
己
を
保
っ
て
い
る
。
つ

ま
り
有
で
あ
る
。
そ
れ
か
と
い
っ
て
、
も
は
や
有
一
般
で

は
な
く
、
他
の
も
の

0

0

0

0

に
対
し
て
い
る
自
己
関
係
で
あ
る
。

更
に
換
言
す
れ
ば
、
自
分
の
不
同
等
性
に
対
し
て
い
る
自
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己
同
等
性
七
と
し
て
の
有
で
あ
る
」。
そ
う
な
る
と
、
自

己
同
等
性
と
い
う
規
定
の
方
が
勝
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う

有
は
即
自
有

0

0

0

八
と
呼
ば
れ
る
。

以
上
の
「
向
他
有
と
即
自
有
は
或
る
も
の

0

0

0

0

の
二
契
機
を

な
し
て
い
る
」。
そ
こ
で
、
以
上
を
通
観
す
る
と
、
或
る
0

0

も
の
0

0

と
他
の
も
の

0

0

0

0

と
い
う
一
対
の
規
定
と
、
更
に
向
他
有

と
即
自
有
と
い
う
一
対
の
規
定
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
第

一
の
方
は
、
或
る
も
の

0

0

0

0

と
他
の
も
の

0

0

0

0

の
二
つ
の
規
定
性
間

に
は
関
係
が
な
い
こ
と
を
、
即
ち
或
る
も
の

0

0

0

0

の
他
の
も
の

0

0

0

0

と
の
分
離
を
意
味
し
て
い
る
。
し
か
し
、
両
者
の
真
理
は

関
係
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
こ
で
こ
う
い
う
こ
と
が
、

言
わ
れ
る
。「
向
他
有
と
即
自
有
は
、
或
る
も
の

0

0

0

0

と
他
の
0

0

も
の
0

0

と
い
う
一
対
の
規
定
が
同
一
の
も
の
の
契
機
と
し
て

措
定
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
、
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」

（
三
）
即
自
有
と
向
他
有
の
二
契
機
と
は
、
同
じ
一
つ

の
も
の
の
、
即
ち
或
る
も
の

0

0

0

0

の
規
定
な
の
で
あ
る
。「
或0

る
も
の

0

0

0

は
、
そ
れ
が
向
他
有
か
ら
脱
し
、
自
分
に
戻
っ
て

同
等
と
か
不
同
等
と
い
う
こ
と
は
、
本
来
は
本
質
の
領
域

で
論
述
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
こ
で
は
あ
ま
り

や
か
ま
し
く
と
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
自
分
と
等
し
い
と

か
等
し
く
な
い
と
い
う
く
ら
い
に
と
っ
て
置
け
ば
よ
い
。

そ
れ
ほ
ど
に
抽
象
的
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
有0

た
る
こ
と

を
免
れ
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

即
自
有
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。

七八
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い
る
限
り
、
即
自
的

0

0

0

で
あ
る
」

即
自
有
と
向
他
有
と
は
一
応
違
っ
て
い
る
。け
れ
ど
も
、

や
は
り
或
る
も
の

0

0

0

0

の
う
ち
に
非
分
離
的
に
含
ま
れ
て
い
る

も
の
で
あ
る
。

（
ｂ
）　

規
定
・
性
状
・
限
界　

或
る
も
の

0

0

0

0

が
考
察
さ
れ

る
に
当
っ
て
は
、
当
然
に
規
定
と
性
状
と
限
界
の
こ
と
が

問
題
に
な
っ
て
く
る
。

（
一
）
或
る
も
の

0

0

0

0

の
考
察
に
つ
け
て
い
う
と
、「
規
定
と

は
、
或
る
も
の

0

0

0

0

が
そ
の
定
有
の
中
で
引
き
起
す
と
こ
ろ
の

他
の
も
の

0

0

0

0

と
の
も
つ
れ
合
い
に
対
し
て
整
然
と
し
て
い
る

そ
の
即
自
有
、
換
言
す
れ
ば
、
或
る
も
の

0

0

0

0

を
し
て
そ
の
自

己
同
等
性
の
う
ち
に
自
己
を
保
ち
、
こ
の
同
等
性
を
そ
れ

ら
向
他
有
に
お
い
て
も
妥
当
せ
し
め
る
よ
う
な
即
自
有
と

し
て
の
肯
定
的
規
定
性
で
あ
る
」。
し
か
し
、
規
定
は
ど

こ
ま
で
も
規
定
で
あ
る
か
ら
規
定
が
充
実
さ
れ
る
こ
と
が

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
「
他
の
も
の

0

0

0

0

と
の
関
繋

を
通
じ
て
生
じ
て
く
る
そ
の
余
の
規
定
性
が
、
そ
の
即
自
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有
に
適
合
し
て
、
そ
れ
の
充
実
と
な
る
限
り
、
或
る
も
の

0

0

0

0

は
そ
の
規
定
を
充
実
さ
す
の
で
あ
る
」

（
二
）
そ
う
い
う
よ
う
に
規
定
性
を
も
っ
て
、
即
自
有

が
充
実
さ
れ
る
こ
と
は
、外
部
的
な
規
定
性
と
は
異
な
る
。

外
部
的
な
規
定
性
は
向
他
有
と
し
て
規
定
の
外
部
に
存
す

る
規
定
性
で
あ
る
。
何
故
と
い
う
に
、「
質
的
な
も
の
の

分
野
に
お
い
て
は
、
区
別
が
行
わ
れ
て
い
て
も
、
そ
れ
ら

の
区
別
に
は
そ
れ
の
揚
棄
の
た
め
に
直
接
的
な
質
的
な
有

が
い
つ
で
も
依
然
と
し
て
存
し
て
い
る
」。
か
よ
う
に
し

て
、
或
る
も
の

0

0

0

0

が
そ
れ
に
（
自
分
に
）
即
け
0

0

て
も
っ
て
い

る
も
の
は
、
ま
ち
ま
ち
の
も
の
と
な
り
、
そ
し
て
そ
れ
は

或
る
も
の

0

0

0

0

の
外
的
定
有
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、
規
定
性

は
性
状
九
で
あ
る
。

或
る
も
の

0

0

0

0

が
か
く
か
く
の
性
状
に
あ
る
と
い
う
と
、
或0

る
も
の

0

0

0

が
外
か
ら
眺
め
ら
れ
て
把
え
ら
れ
て
い
る
言
い
方

で
あ
る
。
即
ち
「
外
的
関
繋
に
お
い
て
把
え
ら
れ
て
い

る
」。「
こ
の
外
的
関
繋
一
〇
は
性
状
の
も
と
0

0

に
な
る
も
の

普
通
に
吾
々
が
、
物
の
性
質
を
言
い
表
そ
う
と
し
て
言
っ

て
い
る
の
は
規
定
で
は
な
く
て
、
性
状
0

0

な
の
で
あ
る
。
こ

こ
に
或
る
も
の

0

0

0

0

の
外
的
0

0

定
有
で
あ
る
と
い
う
説
明
が
あ
る

が
、
そ
の
外
的
と
は
外
か
ら
眺
め
ら
れ
る
と
い
う
意
味
で

あ
る
。
先
で
「
本
質
論
」
に
な
っ
て
、
反
省
諸
規
定
な
る

も
の
が
論
ぜ
ら
れ
る
が
、
そ
こ
で
外
的
0

0

反
省
な
る
も
の
が

出
て
く
る
。
こ
れ
は
十
分
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。今
吾
々

は
「
有
論
」
の
う
ち
の
定
有
0

0

の
、
そ
の
ま
た
規
定
や
性
状

を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
に
も
や
は

り
「
外
的
」
な
も
の
が
問
題
に
な
ら
ざ
る
を
得
ぬ
の
で
あ

る
。
こ
こ
に
、

「
外
的
関
繋
は
性
状
の
も
と
に
な
る
」
と
あ
る
が
（
別
の

機
会
に
言
っ
た
よ
う
に
）
関
繋
と
い
う
は
関
係
と
は
異

な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
関
係
は
た
だ
引
き
合
い

0

0

0

0

が
あ
る
と

い
う
意
味
に
と
ど
ま
り
、
関
繋
の
方
は
何
々
と
何
々
と
が

互
い
に
態
度
を
取
り
合
っ
て
い
る
関
係
で
あ
る
。だ
か
ら
、

た
だ
引
き
合
い

0

0

0

0

が
あ
る
と
い
う
な
ら
単
純
で
、
い
わ
ば
内

九一
〇
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で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
他
の
も
の

0

0

0

0

に
よ
っ
て
規
定
さ
れ

る
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
偶
然
的
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か

し
、
か
く
外
部
性
の
た
め
に
犠
牲
に
な
り
、
か
く
て
、
あ

る
性
状
0

0

を
も
つ
と
い
う
こ
と
は
、
或
る
も
の

0

0

0

0

の
質
一
一
で

あ
る
」。
か
よ
う
に
し
て
、
規
定
と
性
状
と
は
互
い
に
区

別
せ
ら
れ
る
一
二
。
し
か
し
、
単
に
区
別
せ
ら
れ
た
こ
と

で
終
る
も
の
で
は
な
い
。
両
者
の
関
係
は
次
の
よ
う
で
あ

る
。「
或
る
も
の

0

0

0

0

即
自
た
る
も
の
が
、
或
る
も
の

0

0

0

0

に
存
し

て
い
る
限
り
、
そ
の
或
る
も
の

0

0

0

0

は
向
他
有
を
く
っ
つ
け
て

い
る
。
そ
う
な
る
と
規
定
は
他
の
も
の

0

0

0

0

と
の
関
繋
を
解

放
的
に
容い

れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
が
、
規
定
性
は
規

定
と
は
異
な
っ
て
一
三
、
契
機
で
も
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、

規
定
性
は
質
的
区
別
を
含
む
即
ち
即
自
有
と
は
違
う
ぞ
と

い
う
と
こ
ろ
に
区
別
を
含
む
。
こ
の
場
合
で
い
え
ば
、
あ

る
他
の
定
有
で
あ
る
と
い
う
或
る
も
の

0

0

0

0

の
否
定
的
な
も
の

を
含
む
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
他
の
も
の

0

0

0

0

を
自
分
の
う
ち

に
取
入
れ
て
い
る
規
定
性
が
、即
自
有
と
一
緒
に
な
る
と
、

的
で
あ
る
が
、
関
繋
の
方
は
外
的
で
あ
る
。
こ
う
な
る

と
普
通
に
い
わ
ゆ
る
現
実
的
な
も
の
は
外
的
で
あ
る
。

そ
う
す
る
と
外
的
云
々
と
い
う
こ
と
が
、
折
々
論
理
規

定
と
し
て
出
て
く
る
が
、
こ
れ
は
注
意
を
要
す
る
。
し

か
し
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
学
の
立
場
よ
り
す
れ
ば
、
こ
の

外
的
な
も
の
が
更
に
自
己
内
の
も
の
に
と
り
込
ま
れ
て

は
じ
め
て
、
真
の
現
実
に
近
づ
く
の
で
あ
る
。「
本
質
論
」

の
と
こ
ろ
で
、
自
分
の
う
ち
へ
の
反
省

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
が

頻
り
に
言
わ
れ
る
が
、
そ
こ
で
も
以
上
の
こ
と
を
留
意

し
て
読
ま
れ
る
と
よ
い
。
さ
て
、
か
よ
う
に
外
部
的
な

も
の
で
あ
る
性
状
を
も
つ
こ
と
は
、

或
る
も
の

0

0

0

0

の
質
な
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
場
合
の
質
と

は
、
性
質
（Eigenschaft

）
や
性
状
（B

eschaffenheit

）

の
こ
と
で
な
く
、
む
し
ろ
品
格
、
品
位
と
い
っ
て
も
い

い
ほ
ど
に
そ
の
物
の
全
的
存
在
を
支
配
す
る
も
の
を
い

う
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
こ
で
は
「
あ
る
性
状
を
も

つ
と
い
う
こ
と
」
が
或
る
も
の

0

0

0

0

の
或
る
も
の

0

0

0

0

た
る
所
以

の
本
性
を
な
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
性
状
が

か
よ
う
な
も
の
だ
と
す
る
と
、

一
一
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そ
の
規
定
性
は
他
有
を
即
自
有
の
中
に
、
換
言
す
れ
ば
規

定
一
四
の
中
に
入
れ
込
む
。
そ
う
い
う
規
定
は
そ
の
た
め

性
状
に
な
り
下
っ
て
い
る
こ
と
一
五
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

―
―
今
度
は
逆
に
、
向
他
有
が
性
状
と
し
て
孤
立
さ
せ
ら

れ
且
つ
向
自
的
に
措
定
せ
ら
れ
る
と
、
向
他
有
は
他
の
も

0

0

0

の0

自
身
、
そ
れ
自
身
に
お
け
る
他
の
も
の

0

0

0

0

、
も
っ
と
換
言

す
れ
ば
、
そ
れ
自
身
の
他
の
も
の

0

0

0

0

で
あ
る
も
の
と
同
一
の

も
の
で
あ
る
。
そ
う
な
れ
ば
向
他
有
は
自
分
が
自
分
に
関

係
す
る
と
こ
ろ
の
定
有
、
規
定
性
を
伴
う
即
自
有
、
従
っ

て
ま
た
規
定
で
あ
る
こ
と
に
な
る
」。
す
な
わ
ち
規
定
と

性
状
と
が
必
ず
し
も
分
離
さ
れ
は
し
な
い
も
の
と
な
る
。

し
か
し
ま
た
規
定
と
性
状
と
は
分
離
さ
る
べ
き
も
の
で
あ

る
か
ら
（
何
故
と
い
う
に
、
性
状
は
外
的
な
も
の
、
即
ち

他
の
も
の

0

0

0

0

に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
も
の
と
し
て
現
れ
る
の

で
）、
性
状
は
ま
た
規
定
に
依
存
す
る
も
の
と
な
り
、
従
っ

て
外よ
そ

か
ら
の
規
定
の
働
き
は
、
同
時
に
或
る
も
の

0

0

0

0

固
有
の

内
在
的
規
定
を
通
し
て
、
作
用
す
る
も
の
と
な
る
。

性
状
と
規
定
と
は
当
然
区
別
せ
ら
れ
る
。
吾
々
は
或
る
も

0

0

0

の0

が
変
化
す
る
と
い
う
こ
と
を
い
う
。
そ
う
し
た
場
合
、

そ
の
変
化
は
性
状
に
入
る
。
「
変
化
と
は
、
或
る
も
の

0

0

0

0

に

お
け
る
こ
う
い
う
も
の
で
あ
る
、
即
ち
他
の
も
の

0

0

0

0

に
な

る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
、
そ
う
す
る
と
、
或
る
も
の

0

0

0

0

そ

の
も
の
は
変
化
の
裡
に
自
ら
を
維
持
し
て
い
る
。
が
そ
れ

は
或
る
も
の

0

0

0

0

の
他
有
の
落
ち
つ
か
ぬ
表
面
の
こ
と
で
あ
っ

て
、
或
る
も
の

0

0

0

0

の
規
定
の
あ
ず
か
る
こ
と
で
は
な
い
」
の

で
あ
る
。
か
く
区
別
せ
ら
れ
る
が
、
区
別
せ
ら
れ
る
こ
と

に
終
る
の
で
は
、
論
理
的
規
定
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。

何
故
な
ら
区
別
さ
れ
る
こ
と
が
区
別
さ
れ
る
こ
と
と
し
て

判
然
と
な
れ
ば
、
そ
こ
に
ま
た
関
係
の
見
ら
れ
る
こ
と
は

当
然
で
あ
り
、そ
う
あ
る
こ
と
が
論
理
な
の
で
あ
る
か
ら
。

以
下
「
定
有
論
」
の
中
の
或
る
も
の

0

0

0

0

と
他
の
も
の

0

0

0

0

に
つ
い

て
の
論
述
が
な
お
続
け
ら
れ
る
が
、
し
ば
ら
く
個
々
の
項

目
に
つ
い
て
、
連
絡
な
く
説
明
を
試
み
よ
う
と
思
う
。

一
三
　「
規
定
と
は
、
肯
定
的
（affirm

ativ

）
規
定
性
で

あ
る
」
と
い
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
理

解
に
役
立
つ
で
あ
ろ
う
。
少
し
具
体
的
に
言
っ
た
と
こ
ろ

一
二一

三
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規
定
と
性
状
の
相
互
的
移
行
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
そ

れ
ら
の
区
別
の
揚
棄
で
あ
る
。「
そ
う
あ
る
こ
と
は
、
す

な
わ
ち
定
有
も
し
く
は
或
る
も
の

0

0

0

0

一
般
が
措
定
さ
れ
て
い

る
こ
と
な
の
で
あ
る
」。
そ
う
す
る
と
、或
る
も
の

0

0

0

0

は
「
質

的
他
有
を
自
分
の
う
ち
に
取
入
れ
た
先
の
区
別
か
ら
結
果

し
て
出
来
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
二
つ
の
或
る
も
の

0

0

0

0

が
あ

る
こ
と
に
な
る
」。
し
か
し
、
こ
の
二
つ
は
他
者
相
互
一

般
と
い
っ
た
よ
う
な
漠
然
と
し
た
も
の
で
は
な
い
。
も
し

そ
う
で
あ
っ
た
ら
、
そ
の
間
の
否
定
は
た
だ
抽
象
的
で
比

較
に
堕
す
る
程
度
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
ら
。
し
か
し
、「
こ

の
場
合
の
否
定
は
或
る
も
の

0

0

0

0

に
内
在
的
な
も
の

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
。

二
つ
の
或
る
も
の

0

0

0

0

は
定
有
す
る
も
の

0

0

0

0

0

0

と
し
て
互
い
に
無
関

心
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
肯
定
一
六
は
も
は

や
直
接
的
肯
定
で
は
な
く
、
そ
の
い
ず
れ
も
そ
れ
の
他
有
0

0

一
七
の
揚
棄
を
媒
介
と
し
て
自
分
自
身
に
関
係
し
て
い
る

の
で
あ
る
」。
以
上
の
よ
う
に
、「
他
有
は
或
る
も
の

0

0

0

0

の
固

有
の
契
機
と
し
て
措
定
さ
れ
て
い
る
が
故
に
一
八
、
或
る
0

0

で
は
「
人
間
の
規
定
は
思
惟
す
る
理
性
た
る
と
こ
ろ
に
あ

る
。
と
い
う
の
は
、
思
惟
一
般
は
彼
の
（
人
間
の
）
単
純

な
る
規
定
性
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
な
言
葉
の
使
い
分
け

が
さ
れ
て
い
る
、
こ
れ
で
、
も
っ
て
規
定
と
規
定
性
と
の

区
別
は
わ
か
る
と
思
う
が
、
今
本
文
で
な
さ
れ
て
い
る
論

述
は
、規
定
そ
の
も
の
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

規
定
に
つ
い
て
の
演
習
と
考
え
て
、
熟
読
さ
れ
て
よ
か
ろ

う
と
思
う
。
例
え
ば
次
の
よ
う
な
言
い
方
、
す
な
わ
ち
、

「
即
自
有
の
中
に
、
換
言
す
れ
ば
、
規
定
の
中
に
」
と
い

う
よ
う
な
表
現
で
あ
る
。
こ
れ
で
み
る
と
即
自
有
と
規
定

と
は
こ
こ
で
は
言
い
換
え
ら
れ
た
言
葉
と
な
っ
て
い
る
。

勿
論
こ
こ
は
或
る
も
の

0

0

0

0

に
つ
い
て
の
論
述
で
あ
る
が
、
即

自
有
と
い
う
と
外ほ
か

へ
は
一
切
眼
を
と
じ
て
わ
れ
関
せ
ず
と

い
う
様
に
或
る
も
の

0

0

0

0

自
身
を
指
し
て
言
っ
て
い
る
こ
と
に

な
る
。
そ
の
意
味
で
或
る
も
の

0

0

0

0

の
存
在
全
体
が
、
言
い
表

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
な
る
と
、「
即
自
有
の

中
に
」
と
い
う
を
或
る
も
の

0

0

0

0

の
規
定
性
で
な
く
、
或
る
も

0

0

0

の0

の
「
規
定
の
中
へ
」
と
言
っ
て
よ
い
わ
け
で
あ
る
。
の

み
な
ら
ず
、
か
く
換
言
し
て
な
お
一
層
意
味
が
明
瞭
に
さ

一
四
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も
の
0

0

は
自
分
自
身
の
方
か
ら

0

0

0

0

0

0

0

0

他
の
も
の
へ
と
関
繋
す
る
の

で
あ
る
」。「
そ
う
し
た
或
る
も
の

0

0

0

0

の
自
己
内
有
は
否
定
を

含
み
、
こ
の
否
定
に
媒
介
さ
れ
て
、
或
る
も
の

0

0

0

0

は
そ
れ
の

肯
定
的
定
有
を
も
つ
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
他
の
も
の

0

0

0

0

は
こ
の
定
有
と
は
質
的
に
区
別
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の

理
由
で
は
或
る
も
の

0

0

0

0

の
外そ
と

に
措
定
さ
れ
て
い
る
」
の
で
あ

る
。或

る
も
の

0

0

0

0

が
或
る
も
の

0

0

0

0

た
る
の
は
他
の
も
の

0

0

0

0

の
揚
棄
の

故
で
あ
る
か
ら
、「
こ
の
他
の
も
の

0

0

0

0

の
否
定
と
い
う
こ
と

が
或
る
も
の

0

0

0

0

の
質
で
あ
る
。
か
く
て
は
じ
め
て
、
他
の
も

0

0

0

の0

は
本
当
に
定
有
そ
の
も
の
に
対
立
し
て
く
る
」。
他
の
0

0

も
の
0

0

は
最
初
の
或
る
も
の

0

0

0

0

に
対
し
て
は
た
だ
単
に
外
面
的

に
対
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
今
や
「
自
己
内

有
は
他
有
の
非
有
（
す
な
わ
ち
或
る
も
の

0

0

0

0

の
中
に
含
ま
れ

て
い
る
が
、
同
時
に
有
る
0

0

的
な
も
の
と
し
て
区
別
さ
れ
て

い
る
そ
う
い
う
非
有
）
で
あ
る
限
り
、
或
る
も
の

0

0

0

0

そ
の
も

の
は
、
自
分
に
つ
け
て
の
他
の
も
の

0

0

0

0

の
止や

ま
る
0

0

こ
と
で
あ

れ
る
の
で
あ
る
。
さ
て
、
他
有
が
規
定
の
中
に
入
れ
ら
れ

た
り
す
る
と
、
規
定
は
幾
分
確
定
性
を
欠
く
の
で
、

性
状
と
な
り
下
っ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

こ
の
肯
定
と
はA

ffirm
ation

で
あ
る
が
、
こ
れ
を
確
定

と
訳
し
て
置
い
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。
人
が
、
何
々
だ
、
と

肯
定
的
に
き
め
つ
け
る
と
き
、
そ
こ
に
何
か
実
質
的
な
も

の
が
確
定
さ
れ
る
意
味
が
あ
る
。
こ
の
ア
フ
ィ
ル
マ
シ
オ

ン
は
そ
の
確
定
を
い
う
の
で
あ
る
。
と
い
っ
て
又
そ
こ
に

確
証
と
か
確
実
と
い
う
意
味
が
、特
に
あ
る
の
で
は
な
い
。

む
し
ろ
一
定
ま
た
は
固
定0

す
る
そ
の
定0

に
意
義
が
あ
る
の

で
あ
る
。

他
有（A

nderssein

）と
は
他
の
よ
う
に
有
る
こ
と
で
あ
る
。

否
定
を
意
味
す
る
。
こ
の
よ
う
に

0

0

0

0

0

と
思
っ
て
い
る
と
こ
ろ

へ
、
他
の
よ
う
に

0

0

0

0

0

有
る
と
言
わ
れ
る
と
す
る
と
、
そ
れ
は

否
定
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

こ
の
理
由
は
ど
う
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
か
と
い
え
ば
、
他

有
が
或
る
も
の

0

0

0

0

の
固
有
の
、
本
来
の
契
機
だ
と
い
う
こ
と

に
な
れ
ば
、
或
る
も
の

0

0

0

0

が
他
の
も
の

0

0

0

0

と
関
係
す
る
の
は
当

然
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
一
国
が
あ
っ
て
、
如
何
な

一
八

一
五

一
六

一
七
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る
」。
そ
こ
で
或
る
も
の

0

0

0

0

は
、
そ
れ
に
対
し
て
否
定
的
な

関
繋
を
と
り
、
そ
し
て
も
っ
て
自
分
を
保
っ
て
ゆ
く
も
の

と
し
て
、
措
定
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
「
否
定
の
否
定

と
し
て
の
或
る
も
の

0

0

0

0

の
自
己
内
有
は
或
る
も
の

0

0

0

0

の
即
自
有

で
あ
る
。
同
時
に
こ
の
揚
棄
は
或
る
も
の

0

0

0

0

に
お
い
て
の
単

純
な
否
定
と
し
て
の
も
の
で
あ
る
。
即
ち
或
る
も
の

0

0

0

0

に
は

外
的
な
他
の
或
る
も
の

0

0

0

0

の
否
定
と
し
て
の
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
こ
う
い
う
こ
と
に
な
る
、「
二
つ
の
或
る
も
の

0

0

0

0

の

一
個
の
規
定
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
一
つ
の
規
定
性

は
二
つ
の
或
る
も
の

0

0

0

0

の
自
己
内
有
と
同
一
の
も
の
と
し
て

の
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
否
定
の
否
定
と
し
て
の

も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
又
こ
れ
ら
の
否
定
は

結
局
別
の
或
る
も
の

0

0

0

0

相
互
で
あ
る
か
ら
で
も
あ
る
。
か
よ

う
に
し
て
、
こ
の
一
個
の
規
定
性
は
二
つ
の
或
る
も
の

0

0

0

0

を

そ
れ
ら
自
身
よ
り
し
て
集
結
せ
し
め
、
各
々
が
他
を
否
定

し
つ
つ
、
そ
れ
ら
を
分
離
す
る
の
で
あ
る
。
―
―
こ
れ
が

即
ち
限
界
0

0

で
あ
る
」

る
こ
と
に
も
他
国
と
関
係
す
る
こ
と
な
く
、
従
っ
て
他
国

関
係
と
い
う
如
何
な
る
契
機
も
そ
の
中
に
含
ま
ぬ
と
す
れ

ば
、
他
国
に
手
を
出
す
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
ぬ
の
で
あ

る
。
今
は
そ
の
反
対
が
こ
こ
に
出
て
い
る
の
で
あ
る
。
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（
三
）
限
界
の
概
念
の
展
開
は
、
こ
の
限
界
の
概
念
の

展
開
を
見
ね
ば
な
ら
な
い
。「
こ
れ
は
展
開
と
い
う
よ
り

も
む
し
ろ
、
も
つ
れ
合
い

0

0

0

0

0

で
あ
り
矛
盾
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
る
」

（
α
）
限
界
は
他
の
も
の

0

0

0

0

の
非
有
一
九
で
あ
っ
て
、
或
る
0

0

も
の
0

0

そ
の
も
の
の
非
有
で
は
な
い
。「
或
る
も
の

0

0

0

0

は
む
し

ろ
こ
の
限
界
の
中
で
そ
れ
の
他
の
も
の

0

0

0

0

を
限
界
づ
け
て
い

る
。
し
か
し
、
他
の
も
の

0

0

0

0

は
そ
れ
自
身
或
る
も
の

0

0

0

0

一
般
で

あ
る
。
だ
か
ら
、
或
る
も
の

0

0

0

0

が
他
の
も
の

0

0

0

0

に
対
し
て
も
つ

限
界
は
、
或
る
も
の

0

0

0

0

と
し
て
の
他
の
も
の

0

0

0

0

の
限
界
で
も
あ

る
。
従
っ
て
こ
の
他
の
も
の

0

0

0

0

の
限
界
、
即
ち
こ
の
他
の
も

0

0

0

の0

を
し
て
第
一
の
或
る
も
の

0

0

0

0

を
、
自
分
の
他
の
も
の

0

0

0

0

と
し

て
、
自
分
か
ら
遠
ざ
け
る
た
め
の
限
界
で
あ
る
」。
或
る
0

0

も
の
0

0

は
こ
の
限
界
を
自
分
自
身
に
お
い
て
も
ち
、
そ
れ
の

媒
介
に
よ
っ
て
或
る
も
の

0

0

0

0

な
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、「
限

界
は
そ
れ
に
よ
っ
て
或
る
も
の

0

0

0

0

と
他
の
も
の

0

0

0

0

と
が
、
あ
り

も
し
、
ま
た
無
く
も
あ
る
と
こ
ろ
の
媒
介
で
あ
る
」

限
界
は
他
の
も
の

0

0

0

0

の
非
有
と
は
限
界
の
意
味
を
簡
単
に
よ

く
言
っ
て
い
る
。
限
界
と
い
う
こ
と
は
、
境
を
つ
け
る
こ

と
で
あ
る
か
ら
、
他
の
も
の

0

0

0

0

は
入
ら
ぬ
よ
う
に
境
界
づ
け

ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
「
他
の
も
の

0

0

0

0

の
非
有
」
で

あ
る
。
ど
の
箇
処
と
て
そ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
三
の
中
の

（
α
）
（
β
）（
γ
）
の
如
き
、
一
つ
の
文
章
が
わ
か
れ
ば

他
の
す
べ
て
が
わ
か
る
。
わ
か
り
出
せ
ば
み
な
わ
か
る
。

わ
か
ら
な
く
な
る
と
、
ど
れ
も
わ
か
ら
な
く
な
る
。
わ
か

る
と
な
れ
ば
、
機
械
の
各
部
分
が
、
み
な
一
様
に
支
障
な

く
動
き
は
じ
め
る
よ
う
に
、
わ
か
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

一
九
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（
β
）「
或
る
も
の

0

0

0

0

は
そ
の
限
界
を
も
っ
て
居
り
も
し
、

ま
た
無
く
も
あ
る
限
り
、
な
お
又
、
こ
の
有
る
と
無
い
と

の
契
機
は
直
接
的
質
的
区
別
で
あ
る
か
ら
、
或
る
も
の

0

0

0

0

の

定
有
と
非
定
有
と
は
別
々
の
も
の
と
な
る
。
或
る
も
の

0

0

0

0

は

そ
の
定
有
を
そ
れ
の
限
界
の
外そ
と

に
も
つ
。
と
同
じ
よ
う
に

ま
た
他
の
も
の

0

0

0

0

も
（
こ
れ
は
或
る
も
の

0

0

0

0

で
あ
る
か
ら
）
そ

の
限
界
の
外そ
と

に
存
す
る
」。
そ
う
な
る
と
、「
限
界
は
両
者

の
間
に
あ
る
中
間
物
と
な
る
。
両
者
は
そ
の
中
で
止と

ま
っ

て
い
る
」。
換
言
す
れ
ば
「
或
る
も
の

0

0

0

0

と
他
の
も
の

0

0

0

0

は
互

い
に
そ
の
定
有
を
そ
れ
ら
限
界
の
彼
岸

0

0

0

0

0

0

0

0

に
も
ち
合
っ
て
い

る
の
で
あ
る
」。
そ
れ
ぞ
れ
の
非
有
と
し
て
の
限
界
は
、

両
者
の
他
の
も
の

0

0

0

0

で
あ
る
。

（
γ
）「
限
界
の
外
に
あ
る
よ
う
な
或
る
も
の

0

0

0

0

と
は
、
考

え
て
み
る
に
、
限
界
づ
け
ら
れ
な
い
或
る
も
の

0

0

0

0

で
あ
る
。

す
な
わ
ち
定
有
一
般
と
し
て
の
も
の
で
あ
る
」。
そ
こ
で
、

そ
う
い
う
或
る
も
の

0

0

0

0

は
そ
れ
の
他
の
も
の

0

0

0

0

か
ら
区
別
さ

れ
て
い
な
い
。
た
だ
定
有
で
あ
る
。「
そ
れ
の
他
の
も
の

0

0

0

0
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と
共
々
に
同
一
の
規
定
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
、
そ

の
ど
れ
も
、
或
る
も
の

0

0

0

0

一
般
で
あ
る
」。
言
い
換
え
れ
ば
、

ど
れ
も
他
の
も
の

0

0

0

0

で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、
両
者
は
同
じ

も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
両
者
の
ま
ず
差
し
当
っ
て

の
直
接
的
な
定
有
は
、
今
や
限
界
と
し
て
の
規
定
性
と
一

緒
に
措
定
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
し
か
し
、
限
界
は
、
そ
の

両
者
に
共
通
の

0

0

0

区
別
性
で
あ
り
、
両
者
の
統
一
で
あ
り
、

区
別
性
で
あ
る
」。
両
者
は
か
よ
う
に
二
重
に
同
一
性
を

示
し
て
い
る
。
こ
の
二
重
の
同
一
性
は
次
の
よ
う
な
事
情

に
あ
る
、
即
ち
、「
或
る
も
の

0

0

0

0

は
そ
の
定
有
を
た
だ
限
界

の
中
に
も
つ
と
い
う
こ
と
、
更
に
、
限
界
と
直
接
的
定
有

は
両
者
同
時
に
相
互
否
定
的
な
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て

自
分
の
限
界
の
う
ち
に
の
み
あ
り
得
る
と
こ
ろ
の
或
る
も

0

0

0

の0

は
、
自
分
を
自
分
自
身
か
ら
分
離
し
、
自
分
を
越
え
て

そ
れ
の
非
有
を
さ
し
示
し
、
こ
の
非
有
を
自
分
の
有
と
し

て
明
言
す
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
又
こ
の
自
分
の
有
に

移
っ
て
行
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
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「
そ
れ
の
内
在
的
限
界
を
具
え
て
い
る
或
る
も
の

0

0

0

0

が
、

そ
れ
自
身
の
矛
盾
と
し
て
措
定
さ
れ
る
と
、
そ
れ
は
有
限
0

0

な
る
も
の

0

0

0

0

で
二
〇
あ
る
。
或
る
も
の

0

0

0

0

は
こ
の
矛
盾
を
通
じ

て
自
身
を
越
え
、
追
い
や
ら
れ
る
の
で
あ
る
」

そ
こ
で
、
有
限
性
が
吾
々
の
問
題
と
な
っ
て
く
る
。

（
ｃ
）
有
限
性　

前
述
の
如
く
、「
定
有
は
規
定
さ
れ
て

い
る
」。
こ
れ
を
少
し
く
精
し
く
い
う
と
「
或
る
も
の

0

0

0

0

は

質
を
も
っ
て
い
る
、
そ
し
て
こ
の
質
に
お
い
て
は
た
だ
規

定
さ
れ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
限
界
さ
れ
て
い
る
」
の

で
あ
る
。「
或
る
も
の

0

0

0

0

の
質
は
つ
ま
り
或
る
も
の

0

0

0

0

の
限
界

で
あ
る
。
こ
の
限
界
を
具
え
て
い
る
も
の
と
し
て
、
何
よ

り
も
ま
ず
肯
定
的
な
安
静
な
定
有
で
あ
る
」。
肯
定
的
な

安
静
な
る
も
の
で
あ
る
が
限
界
を
具
え
て
い
る
も
の
で
あ

る
か
ら
、
そ
こ
に
や
は
り
否
定
が
あ
る
。
こ
の
否
定
が
発

展
し
て
、
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
即

ち
或
る
も
の

0

0

0

0

の
定
有
と
定
有
に
内
在
し
て
い
る
限
界
と
の

対
立
が
実
は
或
る
も
の

0

0

0

0

の
自
己
内
有
で
あ
り
、
そ
し
て
或0

人
は
有
限
と
い
う
こ
と
を
屡
々
言
っ
て
い
る
。
す
べ
て
の

事
物
は
有
限
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
よ
く
言
わ
れ
る
の

で
あ
る
。
人
が
い
つ
で
も
普
通
に
そ
の
立
場
で
も
の
を
考

え
且
つ
言
っ
て
い
る
あ
の
知
性
の
見
地
で
も
っ
て
有
限
の

こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
或
る
も
の

0

0

0

0

一
般
が
考

察
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
、
変
化
の
こ
と
が
出
て
い
た
が
、
有

限
な
も
の
の
場
合
で
は
単
な
る
変
化
で
は
な
く
、
滅
亡
と

い
う
こ
と
が
必
至
な
の
で
あ
る
。
有
限
な
も
の
に
あ
っ
て

は
、
そ
の
滅
亡
は
た
だ
可
能
だ
と
い
う
の
で
は
な
い
。
滅

亡
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
し
な
い
こ
と
も
あ
る
と
い
う
よ

う
な
も
の
で
は
な
い
。
有
限
な
も
の
の
有
は
滅
亡
の
萌
芽

を
そ
れ
の
「
自
己
内
有
と
し
て
」、
換
言
す
れ
ば
そ
れ
の

生
命
と
し
て
も
っ
て
い
る
そ
う
い
う
も
の
な
の
で
あ
る
。

「
諸
々
の
有
限
な
事
物
の
誕
生
の
時
は
そ
れ
ら
の
死
滅
の

時
な
の
で
あ
る
」。
諸
々
の
事
物
の
有
限
性
に
つ
け
て
考

え
ら
れ
る
思
想
は
み
な
こ
の
よ
う
に
悲
哀
を
伴
う
の
で
あ

る
。
有
限
な
も
の
が
か
よ
う
な
も
の
と
し
て
映
っ
て
く
る

の
は
、
知
性
の
立
場
に
お
い
て
の
こ
と
で
あ
る
。「
知
性

は
非
有
と
い
う
こ
と
を
事
物
の
規
定
だ
と
し
、
こ
の
規
定

二
〇
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る
も
の

0

0

0

は
そ
の
た
め
に
そ
れ
自
身
に
お
い
て
の
成
に
す
ぎ

な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
な
る
と
、
こ
こ
に
有
限

性
二
一
を
構
成
す
る
こ
と
に
な
る
。〔
有
限
性
に
つ
い
て
は
、

特
に
注
解
二
〇
以
下
を
注
意
さ
れ
た
い
〕

次
に
こ
の
有
限
な
も
の
は
そ
れ
が
真
に
有
限
で
あ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
こ
こ
に
無
限
な
も
の
が
成
立
す
る
こ
と
に

な
る
。
そ
れ
故
無
限
を
語
る
と
こ
ろ
で
、
有
限
が
真
に
理

解
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
一
応
有
限
か
ら
無
限
へ

0

0

0

0

0

0

0

の
移
行
に
つ

い
て
考
察
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

「
有
限
な
も
の
は
、
そ
れ
自
身
に
あ
っ
て
自
分
に
矛
盾

し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
と
は
、つ
ま
り
有
限
な
も
の
は
、

揚
棄
さ
れ
て
、
消
滅
す
る
の
で
あ
る
」。
こ
う
な
っ
て
ゆ

く
の
は
、

第
一
に
、有
限
な
も
の
の
規
定
そ
の
も
の
の
故
で
あ
る
。

何
故
と
い
う
に
、
有
限
な
も
の
は
否
定
の
否
定
だ
か
ら
。

「
そ
う
す
る
と
有
限
な
も
の
は
消
滅
に
お
い
て
消
去
さ
れ

を
不
変
の
も
の
で
あ
り
絶
対
な
も
の
と
決
め
て
、
あ
の
も0

の
悲
し
さ

0

0

0

0

の
中
に
低
迷
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
有
限
な

事
物
が
消
滅
し
て
ゆ
く
と
い
う
の
は
、
そ
の
消
滅
性
の
他0

の
も
の

0

0

0

（
即
ち
消
滅
し
な
い
と
固
定
的
に
考
え
ら
れ
て
い

る
も
の
）
が
あ
っ
て
の
故
に
起
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
だ

か
ら
知
性
の
立
場
に
あ
る
限
り
、
有
限
性
は
ど
う
に
も
発

展
の
仕
様
は
な
く
、
永
遠
で
あ
る
。
有
限
な
も
の
が
真

に
有
限
で
あ
る
こ
と
が
認
識
さ
れ
て
く
る
と
、
そ
し
て
そ

れ
は
も
は
や
知
性
の
立
場
で
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
う

な
っ
て
く
る
と
、
有
限
性
は
必
ず
滅
亡
へ
と
落
ち
込
ん
で

ゆ
く
も
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
有
限
な
も
の
の
真
理
が
出

て
く
る
の
で
あ
る
。

【
上
記
本
文
「
こ
こ
に
有
限
性
二
一
」
に
対
応
す
る
注
解
は
不
明
だ
。

続
く
無
限
の
説
明
の
次
の
段
落
の
二
一
は
違
う
だ
ろ
う
。】

知
性
の
立
場
か
ら
す
る
無
限
の
意
味
に
つ
い
て
は
、『
法

の
哲
学
』
の
中
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い

る
。
こ
れ
も
参
考
に
な
る
だ
ろ
う
と
思
う
。「
知
性
は
無

限
な
も
の
を
、
た
だ
消
極
的
な
も
の
の
よ
う
に
又
は
彼
岸

に
あ
る
も
の
の
よ
う
に
見
な
す
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
知
性
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て
し
ま
う
の
で
は
な
い
。
何
よ
り
も
ま
ず
、
そ
れ
は
ひ
と

つ
の
他
の
有
限
な
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
と
い
っ
て

し
か
し
、
そ
れ
と
て
ひ
と
つ
の
他
の
有
限
な
も
の
に
移
行

す
る
の
で
、
そ
の
意
味
で
の
消
滅
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し

て
、
限か
ぎ
りが
無
く
つ
づ
く
の
で
あ
る
」

第
二
に
、「
か
よ
う
に
な
っ
て
ゆ
く
（
即
ち
有
限
な
も

の
が
揚
棄
さ
れ
る
）
の
は
、
有
限
な
も
の
が
か
か
る
消
滅

に
お
い
て
、
換
言
す
れ
ば
自
身
を
否
定
す
る
こ
と
に
お
い

て
、
自
分
の
即
自
有
に
到
達
し
た
の
で
あ
る
。
か
く
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
自
分
自
身
と
同
行
し
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
で
あ
る
」「
か0

よ
う
な
自
己
と
の
同
一
性

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
否
定
の
否
定
は
、
肯
定
的
な

有
で
あ
る
。
従
っ
て
有
限
な
も
の
の
他
の
も
の

0

0

0

0

で
あ
る
。

こ
の
他
の
も
の

0

0

0

0

は
即
ち
無
限
な
も
の

0

0

0

0

0

で
あ
る
二
二
」

（
Ｃ
）
無
限
性

無
限
な
も
の
が
こ
れ
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
で
あ
る

が
、
差
し
当
っ
て
ま
ず
、
無
限
な
も
の
は
、

（
ａ
）「
単
純
な
規
定
に
お
い
て
は
、
有
限
な
も
の
の
否

が
無
限
な
も
の
に
対
し
て
尊
敬
を
よ
せ
れ
ば
よ
せ
る
だ

け
、
知
性
は
無
限
な
も
の
を
自
分
か
ら
段
々
遠
い
と
こ
ろ

に
押
し
や
り
知
ら
れ
な
い
も
の
と
し
て
自
分
か
ら
は
る
か

に
こ
れ
を
遠
ざ
け
る
こ
と
に
な
る
」。
こ
れ
に
反
し
て
、

か
の
意
志
の
如
き
は
真
に
無
限
な
も
の
で
あ
る
。「
自
由

な
意
志
に
あ
っ
て
は
、
真
に
無
限
な
も
の
は
現
実
性
と
現

在
性
と
を
も
っ
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
さ
て
そ
の
無
限
な

も
の
で
あ
る
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
、

【
底
本
で
は
以
下
の
注
解
に
二
一
を
振
っ
て
い
る
が
、
誤
記
で
、

二
二
で
あ
ろ
う
。】

無
限
な
も
の
に
つ
い
て
興
味
あ
る
説
明
を
試
み
て
い
る
も

の
と
い
え
ば
、
彼
の
『
宗
教
哲
学
講
義
』
の
中
に
次
の
よ

う
な
丁
寧
な
説
明
が
さ
れ
て
い
る
。
無
限
な
も
の
に
つ
い

て
は
次
の
節
の
「
無
限
性
」
の
中
で
理
解
が
深
め
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
い
る
が
こ
こ
で
わ
か
り
い
い
例
に
つ
い
て

の
説
明
を
先
に
出
し
て
置
く
こ
と
は
望
ま
し
い
こ
と
と
思

わ
れ
る
。
し
か
も
、
話
は
主
と
し
て
有
限
な
も
の
に
つ
い

て
で
あ
る
か
ら
、
一
層
理
解
に
役
立
つ
と
思
う
。
ヘ
ー
ゲ

ル
は
そ
こ
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
吾
々
は
、
こ

二
一
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定
と
し
て
の
肯
定
的
な
も
の
で
あ
る
」

（
ｂ
）「
従
っ
て
、
そ
れ
は
有
限
な
も
の
と
の
交
互

0

0

0

0

0

0

0

0

0

規
定

に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
抽
象
的
な
一
方
的
な
無
限
0

0

な
も
の

0

0

0

で
あ
る
」

（
ｃ
）「
か
よ
う
な
無
限
な
も
の
が
、
過
程
と
し
て

0

0

0

0

0

の
有

限
と
い
っ
た
よ
う
に
、
揚
棄
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
―
―

そ
れ
こ
そ
真
に
無
限

0

0

0

0

な
も
の
で
あ
る
」

そ
こ
で
、
次
に
無
限
な
も
の
一
般
か
ら
、
考
察
が
は
じ

め
ら
れ
れ
ば
よ
い
。

（
ａ
）
無
限
な
も
の
一
般　

無
限
な
も
の
は
否
定
の
否

定
で
あ
る
、
即
ち
、
肯
定
的
な
も
の
で
あ
り
、
限
界
づ
け

ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
再
び
自
分
を
回
復
し
た
と
こ
ろ
の

有0

で
あ
る
。だ
か
ら
、無
限
な
も
の
は
有あ

る
の
で
あ
る
。「
あ

の
最
初
の
直
接
的
な
有
よ
り
は
強
度
の
意
味
で
有
る
0

0

」
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
真
実
の
有
で
あ
る
。
限
界
か
ら
出
て
高

揚
せ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

右
の
よ
う
に
言
っ
た
の
み
で
は
、
無
限
な
も
の
は
明
瞭

れ
こ
れ
の
も
の
が
有
る
0

0

と
言
う
。
こ
の
有
る
0

0

は
同
時
に
有

限
的
で
あ
る
。
有
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
そ
れ
の
終
り
、

そ
れ
の
否
定
、
そ
れ
の
限
界
に
よ
っ
て
、
そ
の
中
に
そ
れ

自
身
で
な
い
と
こ
ろ
の
一
つ
の
他
の
も
の

0

0

0

0

が
は
じ
ま
る
こ

と
に
よ
っ
て
、有
る
も
の

0

0

0

0

な
の
で
あ
る
。
あ
る
質
的
規
定
、

あ
る
質
一
般
は
有
限
的
で
あ
る
。
有
限
な
も
の
は
、質
が
、

有
と
直
接
的
に
同
一
な
る
規
定
性

0

0

0

で
あ
る
が
如
き
も
の
で

あ
る
。
従
っ
て
質
が
消
滅
す
れ
ば
、
或
る
も
の

0

0

0

0

も
ま
た
消

滅
す
る
。
吾
々
は
、
或
る
も
の

0

0

0

0

が
赤
い
、
と
い
う
こ
と
を

言
う
。
こ
こ
に
赤
い
と
は
、
質
で
あ
る
。
こ
の
質
が
失
わ

れ
る
な
ら
ば
、或
る
も
の

0

0

0

0

は
も
は
や
赤
い
も
の
で
は
な
い
。

或
る
も
の

0

0

0

0

が
赤
を
担
う
こ
と
の
で
き
る
実
体
で
な
く
な
れ

ば
、
或
る
も
の

0

0

0

0

は
或
る
も
の

0

0

0

0

た
る
こ
と
を
や
め
る
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
自
然
界
の
物
に
つ
い
て
い
っ
た
の
で
あ
る
が

精
神
に
お
い
て
も
こ
の
こ
と
は
同
様
で
あ
る
。
こ
こ
に
一

人
の
特
定
の
性
格
の
人
間
が
あ
る
と
す
る
。
こ
の
性
格
が

失
わ
れ
る
な
ら
ば
、
こ
の
人
間
は
も
は
や
存
在
す
る
事
を

や
め
る
わ
け
で
あ
る
。
た
と
え
ば
カ
ト
ー
の
根
本
的
な
質

は
ロ
ー
マ
共
和
国
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
ロ
ー
マ
共
和
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で
な
い
。も
っ
と
進
ん
で
規
定
が
行
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

無
限
な
も
の
と
い
う
概
念
に
あ
っ
て
、
ま
ず
注
意
さ
れ

る
規
定
は
、「
定
有
が
そ
れ
の
即
自
有
に
お
い
て
自
分
を

有
限
な
も
の
と
規
定
し
、
そ
し
て
限
界
を
越
え
る
」
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
「
自
分
を
の
り
越
え
自
分

の
否
定
を
否
定
し
、
無
限
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
有
限
な

も
の
の
本
性
で
あ
る
の
で
あ
る
」。
従
っ
て
「
無
限
な
も

の
は
、
独
立
的
に
一
個
の
完
了
し
た
も
の
と
し
て
、
有
限

な
も
の
の
上
位
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
あ
た
か
も
有
限
な

も
の
が
完
了
的
無
限
の
外ほ
か

に
、
も
し
く
は
下
に
、
い
つ
ま

で
も
留
ま
り
持
続
す
る
と
い
っ
た
風
の
も
の
で
は
な
い
」。

だ
か
ら
、
有
限
な
も
の
が
一
般
的
に
廃や

め
ら
れ
て
し
ま
っ

て
、
無
限
な
も
の
が
生
ず
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
「
有

限
な
も
の
は
、
自
分
の
本
性
に
よ
っ
て
無
限
な
も
の
に
成

る
と
い
う
こ
と
以
外
で
は
な
い
」。
無
限
性
は
そ
れ
の（
肯

定
的
な
も
の
の
）
肯
定
的
規
定

0

0

0

0

0

で
あ
る
。

（
ｂ
）
有
限
な
も
の
と
無
限
な
も
の
の
交
互
規
定　

無

国
が
亡
び
る
や
否
や
彼
は
死
ん
だ
。
こ
の
質
は
、
そ
れ
な

し
に
は
彼
が
あ
り
え
な
い
様
に
彼
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。
こ
の
質
は
有
限
的
で
あ
り
、
本
質
的
に
一

つ
の
限
界
で
あ
り
、
否
定
で
あ
る
。
カ
ト
ー
の
限
界
は
ロ
ー

マ
の
共
和
主
義
者
で
あ
る
。
彼
の
精
神
、
彼
の
理
念
は
こ

れ
よ
り
大
き
な
範
囲
を
も
っ
て
い
な
い
。
か
く
て
質
は
或0

る
も
の

0

0

0

の
限
界
を
構
成
す
る
か
ら
、
吾
々
は
一
つ
の
或
る
0

0

も
の
0

0

を
一
つ
の
有
限
な
も
の
と
よ
ぶ
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

本
質
的
に
そ
の
限
界
に
お
い
て
、
そ
の
否
定
に
お
い
て
あ

る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
否
定
と
或
る
も
の

0

0

0

0

の
特
殊
性
は
、

か
く
て
本
質
的
に
そ
の
他
の
も
の
へ
の
関
係

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
お
い
て
あ

る
。
こ
の
他
の
も
の

0

0

0

0

は
他
の
有
限
な
も
の
で
は
な
く
て
、

無
限
な
も
の

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
有
限
な
も
の
は
、
そ
の
本
質
を
自

分
の
否
定
の
中
に
も
つ
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
有
限
な
も

の
の
本
質
性
の
た
め
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
有
限
な
も

の
が
発
展
さ
れ
る
と
他
の
も
の

0

0

0

0

な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は

そ
れ
は
無
限
な
も
の

0

0

0

0

0

と
な
る
の
で
あ
る
。
次
に
無
限
性
の

説
明
の
（
ｂ
）
の
と
こ
ろ
に
出
て
い
る
有
る
的

0

0

0

と
い
う
言

葉
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、



98

限
な
も
の
は
有あ

る
―
―
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
。し
か
し
、

そ
う
い
う
直
接
性
に
あ
っ
て
は
無
限
な
も
の
と
は
つ
ま
り

他
の
も
の

0

0

0

0

即
ち
有
限
な
も
の
の
否
定
に
す
ぎ
な
い
。
換
言

す
れ
ば
「
無
限
な
も
の
は
、
そ
れ
が
も
し
有
る
的

0

0

0

二
三
で

あ
っ
て
、
そ
し
て
他
の
も
の

0

0

0

0

の
非
有
0

0

と
し
て
な
ら
、
或
る
0

0

も
の
0

0（
ひ
と
つ
の
一
定
な
も
の
一
般
と
し
て
の
或
る
も
の

0

0

0

0

）

の
範
疇
を
出
な
い
も
の
で
あ
る
」。
し
か
し
、
無
限
は
以

上
の
よ
う
な
簡
単
な
も
の
で
は
な
い
。
か
よ
う
な
無
限
な

も
の
に
あ
っ
て
は
、
何
は
措
い
て
も
無
限
な
も
の
と
有
限

な
も
の
と
が
関
係
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
も
そ

の
関
係
は
質
的
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
有
る
的

0

0

0

で
あ
る
。
そ

う
い
う
無
限
の
中
に
は
、
有
限
な
も
の
が
隠
れ
て
い
る
と

い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
か
か
る
無
限
な
も
の
の

直
接
的
有

0

0

0

0

は
、
そ
れ
の
否
定
、
即
ち
有
限
な
も
の
の
有
を

再
び
呼
び
起
す
こ
と
に
な
る
。「
そ
の
有
限
な
も
の
は
有0

る
的
0

0

無
限
な
も
の
の
中
で
は
消
失
し
て
い
た
か
に
見
え
た

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
呼
び
起
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か

【
底
本
で
は
二
二
と
振
っ
て
い
る
が
二
三
で
あ
ろ
う
。】

有
る
的

0

0

0

と
い
う
言
い
方
は
、
奇
異
に
ひ
び
く
が
、
つ
ま
り

有
論
の
規
定
の
よ
う
な

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、

今
無
限
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
も
や
は
り
「
有
論
」
の
中

の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
も
っ
と
せ
ま
く
と
っ
て
、「
有
論
」

の
は
じ
め
に
出
る
端
緒
の
有
の
よ
う
な
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
は
じ
め
の
有
の
中
の
規
定
性
は
区
別
ら
し
い
も
の
が

出
て
も
、
双
方
さ
ほ
ど
区
別
に
執
す
る
わ
け
で
も
な
く
、

従
っ
て
同
一
な
ど
と
い
う
こ
と
は
言
え
な
い
、
き
わ
め
て

淡
々
た
る
規
定
性
で
あ
っ
た
。
有
る
0

0

な
る
規
定
性
以
外
に

は
出
な
い
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
有
る
的

0

0

0

と

は
質
的
と
換
言
し
て
も
い
い
の
で
あ
る
。
今
（
ｂ
）
の
と

こ
ろ
で
、
無
限
な
も
の
は
有
る
0

0

と
こ
う
言
っ
た
か
ら
、
あ

る
は
あ
る
で
も
、有
る
的

0

0

0

で
あ
る
。（
ａ
）の
と
こ
ろ
で
は
、

無
限
性
は
一
般
性
に
過
ぎ
な
か
っ
た
か
ら
、
か
よ
う
に
有0

る
的
0

0

に
と
ど
ま
っ
た
の
で
あ
る
が
、
今
や
、
即
ち
（
ｂ
）

に
な
る
と
、
両
者
の
交
互
規
定
な
る
も
の
が
強
調
さ
れ
る

か
ら
、
そ
う
な
る
と
、
単
に
有
る
的

0

0

0

で
は
な
く
な
る
の
で

あ
る
。
同
じ
く
こ
の
（
ｂ
）
の
な
か
に
出
て
い
る
、

二
二
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し
、
そ
の
無
限
な
も
の
と
有
限
な
も
の
と
は
、
た
だ
単
に

無
限
な
も
の
は
単
に
有
限
な
も
の
の
限
界
点
二
四
と
な
っ

て
い
る
に
過
ぎ
な
い
、
と
い
う
状
態
で
あ
る
」。
こ
れ
で

は
「
有
限
的
な
る
無
限
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
矛
盾
で

あ
る
」

こ
の
矛
盾
は
一
層
明
瞭
な
形
式
へ
と
発
展
せ
し
め
ら
れ

て
ゆ
く
べ
き
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

有
限
な
も
の
と
無
限
な
も
の
と
の
「
両
者
は
別
れ
て
い

る
が
、
そ
の
両
者
を
分
け
て
い
る
否
定
に
よ
っ
て
本
質
的

に
相
互
に
関
係
づ
け
ら
れ

0

0

0

0

0

0

て
い
る
」。
そ
う
な
る
と
、
有

限
な
も
の
も
無
限
な
も
の
も
ど
ち
ら
も
、「
そ
れ
自
身
の

う
ち
で
反
省
せ
る
或
る
も
の

0

0

0

0

」
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し

又
、
た
だ
関
係
の
範
疇
の
中
に
の
み
あ
る
の
で
は
な
い
。

そ
の
「
関
係
の
両
項
は
も
っ
と
規
定
さ
れ
て
、
双
方
が
互

い
に
単
に
他
の
も
の

0

0

0

0

と
し
て
あ
る
の
で
あ
る
」

か
よ
う
に
、「
無
限
な
も
の
が
、
有
限
な
も
の
に
対
し

て
い
て
、
互
い
に
他
者
同
志
の
質
的
関
係
を
な
し
て
措
定

【
次
の
注
解
は
、
底
本
で
は
二
三
で
あ
る
が
誤
記
で
、
二
四
で
あ
ろ
う
。】

有
限
な
も
の
の
限
界
点
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、こ
れ
は
、

有
限
で
は
な
い
有
限
で
は
な
い
と
言
い
つ
づ
け
る
よ
う
な

も
の
で
、
無
限
と
は
い
い
な
が
ら
、
有
限
な
も
の
の
仕
切

り
の
と
こ
ろ
に
終
始
し
て
い
る
よ
う
な
と
い
う
意
味
で
あ

る
。
同
じ
く
又
（
ｂ
）
の
中
に
出
て
い
る
言
葉
で
「
肯
定

的
に
関
係
し
て
い
る
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
注
意
が
必

要
だ
と
思
う
。

二
三
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さ
れ
る
と
な
る
と
、
そ
れ
は
悪
無
限
と
呼
ば
れ
る
」
の
で

あ
る
。こ
う
い
う
無
限
は
人
間
の
知
性
の
仕
業
で
あ
っ
て
、

真
の
無
限
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
知
性
の
立
場
か
ら
す

る
と
、「
二
つ
の
世
界
」
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
一
つ
は

無
限
の
世
界
、
他
は
有
限
の
世
界
と
い
う
風
に
。
さ
て
、

し
か
し
「
両
者
の
関
係
に
お
い
て
は
、
そ
の
両
者
を
関
係

づ
け
て
い
る
否
定
が
そ
こ
に
あ
る
。
こ
の
否
定
は
一
つ
の

も
の
が
他
の
も
の

0

0

0

0

に
対
す
る
対
立
的
限
界
な
の
で
あ
る
」。

さ
て
こ
の
否
定
で
あ
る
が
、「
両
者
の
い
ず
れ
も
こ
の
否

定
を
単
に
他
の
も
の

0

0

0

0

に
対
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
自
分
の

と
こ
ろ
に
も
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
こ
の
否
定

は
即
自
有

0

0

0

で
あ
っ
て
、
両
者
の
ど
れ
も
そ
の
限
界
を
独
立

的
に
自
分
に
即お

い
て
も
っ
て
い
る
。
即
ち
両
者
の
い
ず
れ

も
そ
の
他
者
か
ら
別
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、

限
界
は
最
初
の
否
定
と
し
て
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
両
者

は
限
界
づ
け
ら
れ
て
い
て
そ
れ
自
身
で
有
限
で
あ
る
。
だ

が
し
か
し
な
が
ら
、
両
者
の
各
々
は
、
自
分
に
肯
定
的
に
【
次
も
、
二
四
で
は
な
く
、
二
五
。】
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関
係
二
五
し
て
い
る
も
の
故
、
自
分
の
限
界
の
否
定
で
あ

る
。
従
っ
て
両
者
の
各
々
は
限
界
を
自
分
の
非
有
と
し
て

直
接
に
自
分
か
ら
突
き
の
け
る
、
そ
し
て
質
的
に
そ
れ
か

ら
分
離
さ
れ
て
い
る
。
か
よ
う
に
し
て
、
各
々
は
こ
の
限

界
を
あ
る
他
有

0

0

0

0

と
し
て
自
分
の
外ほ
か

に
措
定
す
る
。
即
ち
有

限
な
も
の
は
そ
れ
の
非
有
を
無
限
な
も
の
だ
と
し
、
同
様

に
無
限
な
も
の
は
そ
れ
の
非
有
を
有
限
な
も
の
だ
と
措
定

す
る
」
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
を
要
約
し
て
い
う
と
、そ
れ
は
つ
ま
り「
有

限
な
も
の
と
無
限
な
も
の
と
の
交
互
規
定

0

0

0

0

」
で
あ
る
。
有

限
な
も
の
が
有
限
で
あ
る
の
は
た
だ
無
限
な
も
の
へ
の
関

係
に
お
い
て
然
る
の
で
あ
る
。
無
限
な
も
の
が
無
限
で
あ

る
の
は
た
だ
有
限
な
も
の
へ
の
関
係
に
お
い
て
そ
う
な
の

で
あ
る
。「
両
者
は
不
可
分
離
で
あ
っ
て
、
同
時
に
全
く

互
い
に
他
の
も
の

0

0

0

0

で
あ
る
。
ど
れ
も
が
自
分
の
他
の
も
の

0

0

0

0

を
自
分
の
と
こ
ろ
に
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ど
れ
も
が

自
分
と
自
分
の
他
者
と
の
統
一
で
あ
る
」

肯
定
的
に
関
係
し
て

0

0

0

0

い
る
と
い
う
と
き
の
、
関
係
と
は
、

他
の
と
こ
ろ
で
説
明
し
た
よ
う
にsich beziehen

の
こ
と

で
あ
る
。
こ
れ
は
引
き
合
い
が
あ
る
と
い
う
よ
う
に
訳
し

て
あ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
も
の
が
二
つ
あ
れ
ば
二
つ
、

三
つ
あ
れ
ば
三
つ
と
そ
れ
ぞ
れ
線
が
引
か
れ
て
い
る
よ
う

に
係
り
合
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
引
き
合
う
に
は
引
き

合
わ
れ
る
も
の
0

0

が
な
く
て
は
な
ら
ぬ
が
、
関
係
0

0

の
場
合
は

関
繋
0

0

の
場
合
と
は
違
っ
て
、
そ
の
も
の
0

0

が
殆
ど
問
題
に
な

ら
ず
た
だ
引
き
合
う
い
わ
ば
線
の
方
の
み
が
考
え
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
関
繋
0

0

の
場
合
は
、
関
け
い

0

0

0

せ
し
め
ら
れ

る
も
の
0

0

が
独
立
性
を
も
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
も
の
0

0

と
も0

の0

と
が
は
っ
き
り
態
度
を
と
り
合
う
、
（
従
っ
て
比
例
関0

け
い
0

0

も
出
て
く
る
の
で
あ
る
が
）
そ
う
い
う
関
け
い

0

0

0

で
あ

る
。
そ
れ
で
関
係
0

0

の
場
合
に
は
単
純
な
統
一
が
従
っ
て
ま

た
有
が
意
味
さ
れ
、
関
繋
の
場
合
で
は
対
立
0

0

が
従
っ
て
ま

た
定
有
が
意
味
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル

論
理
学
で
は
、
関
繋
は
結
局
ひ
と
つ
の
関
係
（
即
ち
自
分

二
五

二
四
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か
よ
う
に
し
て
、
こ
の
段
階
に
あ
る
無
限
は
、
限
り
無

き
進
歩
と
い
う
無
限
性
で
あ
る
。
か
よ
う
な
無
限
は
有
限

な
も
の
が
い
つ
も
付
い
て
い
る
無
限
で
あ
る
。
従
っ
て
限か
ぎ

り
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
身
有
限
で
あ
る
と
、
い
わ

ね
ば
な
ら
な
い
。

（
ｃ
）
肯
定
的
無
限
性　

以
上
の
よ
う
な
無
限
に
あ
っ

て
は
、「
有
限
な
も
の
と
無
限
な
も
の
と
は
あ
ち
こ
ち

0

0

0

0

と

往
来
す
る
。交
互
規
定

0

0

0

0

の
関
係
に
あ
る
」。考
え
て
み
る
に
、

こ
の
交
互
規
定
の
と
こ
ろ
に
実
は
「
す
で
に
両
者
の
真
理

が
即
自
的
で
は
あ
る
が
存
し
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
を
、
大
い
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

「
無
限
な
も
の
は
、
そ
れ
の
最
初
の
直
接
的
規
定
に
お

い
て
み
る
と
有
限
な
も
の
を
の
り
越
え
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
で
あ
る
。

無
限
な
も
の
は
、
そ
れ
の
規
定
に
従
え
ば
、
有
限
な
も
の

の
否
定
で
あ
る
。
有
限
な
も
の
は
是
非
の
り
越
え
ら
れ
ね

ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
の
も
の
で
、
か
く
し
て
自
分
の

自
分
自
身
に
お
け
る
否
定
で
あ
る
。
そ
の
否
定
こ
そ
が
無

が
自
分
自
身
に
関
係
す
る
と
い
う
統
一
性
）
に
お
さ
ま
る

の
で
あ
る
。
邦
訳
で
普
通
に
は
、
た
だ
関
係
の
一
語
で

も
っ
て
表
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
二
つ
の
概
念
を
分
析
し

た
だ
け
で
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
の
本
質
が
知
ら
れ
る

ほ
ど
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
論
理
的
な
も
の

0

0

0

0

0

0

と
呼
ぶ
も
の

の
中
に
、
特
に
弁
証
法
的
契
機
な
る
も
の
が
あ
る
が
、
こ

れ
は
関
繋
の
弁
証
法
と
い
っ
て
も
よ
い
と
こ
ろ
の
も
の
で

あ
る
。

以
上
無
限
性
に
つ
い
て
多
少
の
解
釈
を
試
み
た
の
で
あ

る
が
、
二
章
の
説
明<

注
解>

は
こ
れ
で
も
っ
て
終
結
す

る
こ
と
に
す
る
。

吾
々
は
以
上
で
も
っ
て
端
緒
の
有0

と
定
有
0

0

と
の
考
察
を

一
応
試
み
得
た
の
で
あ
る
。
『
論
理
の
科
学
』
の
第
一
領

域
中
で
理
解
に
困
難
な
の
は
何
と
し
て
も
定
有
0

0

の
と
こ
ろ

で
あ
る
。
こ
の
『
研
究
文
庫
』
で
は
、『
論
理
学
』
の
全

部
を
以
上
吾
々
が
踏
ん
で
来
た
よ
う
に
精く
わ

し
く
叙
述
し
て

ゆ
く
こ
と
は
到
底
で
き
な
い
。
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限
で
あ
る
」

そ
う
し
て
み
る
と
「
両
者
、
即
ち
有
限
な
も
の
と
無
限

な
も
の
は
、
自
分
の
否
定
に
よ
っ
て
自
分
に
戻
っ
て
く
る

と
い
う
運
動
0

0

で
あ
る
」。
そ
れ
ら
の
う
ち
の
媒
介
0

0

と
し
て

の
み
あ
る
の
で
あ
る
。「
両
者
の
肯
定
的
な
も
の
は
両
者

の
否
定
で
あ
る
。
か
く
て
、
否
定
の
否
定
で
あ
る
。
有
限

な
も
の
と
無
限
な
も
の
と
は
か
よ
う
に
し
て
成
果
0

0

な
の
で

あ
る
」。
だ
か
ら
そ
れ
ら
が
端
緒
0

0

の
規
定
（
こ
こ
で
端
緒

と
は
、最
初
の
有
る
的

0

0

0

な
一
般
的
な
規
定
の
こ
と
で
あ
る
）

に
お
い
て
あ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
こ
う
な
っ
て
く

る
と
、「
有
限
な
も
の
は
自
分
は
自
分
だ
け
で
の
定
有
0

0

で

は
な
く
、
そ
し
て
ま
た
無
限
な
も
の
は
定
有
の
か
な
た
の

ひ
と
つ
の
定
有
で
あ
っ
た
り
即
自
有
で
あ
っ
た
り
す
る
の

で
は
な
い
」。
こ
の
よ
う
に
無
限
が
真
に
理
解
さ
れ
て
ゆ

く
こ
と
は
、
知
性
の
立
場
か
ら
す
る
と
矛
盾
に
思
え
る
の

で
あ
る
。
知
性
に
と
っ
て
は
、「
有
限
な
も
の
と
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
反
対
な
も
の
を
媒
介
と
し
て
、
し
か
も
本
質
上

【
こ
こ
ま
で
で
、有
論
第
二
章
に
お
い
て
は
、「
或
る
も
の
」お
よ
び「
他

の
も
の
」
に
は
、
本
文
及
び
注
解
に
す
べ
て
圏
点
を
付
け
た
。
本
文

一
個
所
を
除
き
。
底
本
で
は
幾
つ
か
付
け
て
い
な
い
個
所
も
あ
っ
た

が
、Etw

as, A
nrderes

の
意
で
は
す
べ
て
付
け
る
の
だ
ろ
う
と
判
断

し
た
。
先
或
い
は
後
の
章
で
は
区
々
だ
が
。】
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そ
の
反
対
者
の
揚
棄
に
よ
っ
て
出
て
く
る
も
の
で
あ
る
」

こ
と
が
ど
う
し
て
も
わ
か
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
か

か
る
知
性
の
立
場
か
ら
す
る
有
限
な
も
の
と
無
限
な
も
の

と
の
関
係
が
、上
述
の（
ｂ
）の
と
こ
ろ
で
知
っ
た
よ
う
に
、

矛
盾
す
る
の
で
あ
る
。「
有
限
な
も
の
と
無
限
な
も
の
と

の
両
者
は
そ
れ
自
身
進
み
ゆ
く
過
程
の
契
機
で
あ
る
か
ら

し
て
、
両
者
は
共
通
的
に
有
限
な
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
従
っ
て

同
様
に
両
者
は
過
程
に
お
い
て
及
び
成
果
に
お
い
て
否
定

さ
れ
て
い
る
か
ら
、
両
者
の
有
限
性
の
否
定
と
し
て
の
か

か
る
成
果
は
真
実
に
無
限
的
な
も
の
だ
と
言
え
る
の
で
あ

る
。
だ
か
ら
、
両
者
が
も
っ
て
い
る
二
重
の
意
味
、
こ
れ

が
両
者
の
区
別
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
二
重
の
意
味
と
い

う
の
は
、
ま
ず
有
限
な
も
の
は
第
一
に
、
自
分
に
対
峙
し

て
い
る
無
限
な
も
の
に
向
い
合
っ
て
あ
る
の
だ
と
い
う
こ

と
が
一
つ
と
、
第
二
に
、
有
限
な
も
の
と
有
限
な
も
の
に

対
峙
し
て
い
る
無
限
な
も
の
と
が
同
時
に

0

0

0

あ
る
と
い
う
こ

と
が
二
つ
、
即
ち
こ
れ
が
、
有
限
の
側
の
二
重
の
意
義
で
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あ
る
。
次
に
、
無
限
な
も
の
も
二
重
の
意
義
を
も
っ
て
い

る
。
無
限
な
も
の
は
、
あ
の
両
契
機
の
一
つ
で
あ
り
（
こ

の
時
、
無
限
は
悪
無
限
な
の
で
あ
る
が
）、
か
つ
又
、
あ

の
両
者
即
ち
無
限
そ
の
も
の
と
そ
れ
の
他
者
と
は
契
機
に

す
ぎ
な
い
と
い
う
消
息
裡
に
あ
る
無
限
的
な
も
の
で
あ
る

と
い
う
、
無
限
の
側
の
二
重
の
意
義
。
そ
こ
で
、
無
限
な

も
の
が
ほ
ん
と
う

0

0

0

0

に
存
す
る
の
は
、
過
程
た
る
に
あ
る
の

で
あ
る
。
そ
の
過
程
と
は
、
そ
こ
で
は
無
限
な
も
の
は
、

そ
れ
の
諸
規
定
の
一
つ
0

0

に
、
従
っ
て
ま
た
有
限
な
も
の
の

一
つ
に
す
ぎ
な
い
よ
う
に
自
分
を
下さ

げ
、
そ
う
い
う
自
分

の
（
自
分
自
身
か
ら
の
）
区
別
を
自
分
の
肯
定
に
ま
で
引

き
上
げ
、
か
く
て
以
上
の
よ
う
な
媒
介
に
よ
っ
て
真
実
に

0

0

0

無
限
な
る
も
の

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
と
い
う
過
程
で
あ
る
」

か
く
の
如
く
に
無
限
な
も
の
は
、「
自
分
の
う
ち

0

0

0

0

0

に
戻
っ

て
来
た
も
の
と
し
て
の
も
の
、
自
分
の
自
分
自
身
へ
の
関

係
と
し
て
の
も
の
」で
あ
る
。だ
か
ら
有0

で
あ
る
。し
か
し
、

も
と
よ
り
没
規
定
的
な
抽
象
的
な
有
で
は
決
し
て
な
い
こ
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と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。「
無
限
な
も
の
は
あ
る
0

0

の
で

あ
る
、し
か
も
定
っ
て
あ
る
も
の
と
し
て
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
で
あ
る
。

現
下
に
あ
り
、
ま
た
現
在
す
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
悪
無

限
の
み
が
現
実
の
か
な
た
の
も
の

0

0

0

0

0

0

な
の
で
あ
る
。
何
故
そ

う
か
と
い
え
ば
、
悪
無
限
は
、
事レ
ア
ル実

だ
と
さ
れ
て
い
る
有

限
な
も
の
の
単
な
る
否
定
に
と
ど
ま
る
か
ら

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
」

譬
え
を
も
っ
て
い
え
ば
、「
無
限
へ
と
進
行
す
る
こ
と

は
、
ま
っ
す
ぐ
の
線0

で
あ
る
。
そ
の
直
線
の
両
限
界
の
と

こ
ろ
に
た
だ
あ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
限
り
無
く
い
つ
ま
で

も
限
界
―
―
こ
の
限
界
は
そ
こ
に
定
っ
て
有
る
の
で
あ
る

―
―
の
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
あ
る
。
な
お
換
言
す
れ

ば
、
か
よ
う
に
限
界
の
有あ

ら
非ざ

る
と
こ
ろ
へ
、
即
ち
無
規

定
の
も
の
へ
と
の
び
ゆ
く

0

0

0

0

と
こ
ろ
の
無
限
で
あ
る
。
し
か

し
、
真
実
の
無
限
で
あ
っ
た
ら
、
自
分
の
う
ち
へ
曲
げ
戻

さ
れ
て
い
て
、
そ
の
状
を
描
い
て
み
れ
ば
、
円0

で
あ
る
。

始
点
も
な
く
終
点
も
な
く
完
結
0

0

さ
れ
、
全
く
現
在
的
で

あ
っ
て
、
到
達
さ
れ
た
も
の
と
し
て
振
舞
う
線
で
あ
る
」
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以
上
吾
々
が
辿
り
来
っ
た
諸
規
定
は
、
実
は
定
有
に
つ

い
て
の
も
の
で
あ
っ
た
。
定
有
が
残
り
な
く
究
明
さ
れ
て

み
る
と
、
言
葉
を
換
え
て
（
定
有
自
身
の
こ
と
と
し
て
）

言
え
ば
、
定
有
が
真
の
定
有
と
し
て
現
れ
て
く
る
と
、
こ

こ
に
移
行
が
行
わ
れ
る
。
否
、
す
で
に
移
行
は
な
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
自
分
に
戻
っ
て
来
る
こ

と
は
有
限
性
の
揚
棄
で
あ
る
。
も
っ
と
精
し
く
言
え
ば
、

有
限
性
そ
の
も
の
の
揚
棄
と
及
び
こ
れ
に
対
立
す
る
と
こ

ろ
の
単
に
否
定
的
な
無
限
性
の
揚
棄
と
し
て
の
も
の
で
、

自
分
へ
戻
っ
て
来
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
自
分
自
身
へ

0

0

0

0

0

0

0

0

の
関
係

0

0

0

、
即
ち
有0

で
あ
る
」。
か
く
有
に
お
い
て
の
否
定
0

0

で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
定
有
0

0

で
あ
る
。
か
く
し
て
、
定
有

に
違
い
な
い
が
、
そ
の
否
定
た
る
や
「
本
質
的
に
否
定
の

否
定
で
あ
り
、
自
分
が
自
分
へ
関
係
す
る
否
定
で
あ
る
か

ら
、
定
有
は
定
有
で
あ
っ
て
も
、
向
自
有

0

0

0

と
名
づ
け
ら
れ

る
定
有
で
あ
る
」

向
自
有
は
節
を
改
め
て
、
考
察
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
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自
有

こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
は
、
端
緒
の
有0

を
経
て
、
定
有
0

0

に

ま
で
発
展
し
て
来
た
の
で
あ
る
。
定
有
そ
れ
自
身
が
明
瞭

に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
こ
に
向
自
有
を
問
題
と
せ
ね

ば
な
ら
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
吾
々
は
や
は

り
質
的
0

0

な
有
の
う
ち
に
あ
る
の
で
あ
る
。

「
質
的
な
有
は
向
自
有

0

0

0

0

0

0

0

0

に
お
い
て
完
成
し
て
い
る
。
向

自
有
は
無
限
的
有
一
で
あ
る
」。
こ
れ
に
比
す
れ
ば
、
か

の
「
端
緒
の
有
は
没
規
定
的
」
で
あ
る
。
で
は
定
有
は
ど

う
か
と
い
う
に
、「
定
有
は
場
棄
さ
れ
た
有
、
但
し
単
に

直
接
的
に
揚
棄
さ
れ
た
有
二
で
あ
る
」。
尤
も
定
有
に
あ
っ

て
は
「
否
定
と
有
は
単
純
な
統
一
を
な
し
て
一
緒
に
な
っ

て
は
い
る
が
、
し
か
し
そ
の
単
純
性
の
た
め
に
、
こ
の
両

者
は
即
自
的
で
互
い
に
ま
だ
不
同
等

0

0

0

で
あ
る
。
即
ち
ま
だ

第
三
章

<

注
解>

さ
て
、
「
定
有
」
の
と
こ
ろ
で
、
吾
々
に
教
え
る
と
こ
ろ

の
多
か
っ
た
も
の
は
、
無
限
性
の
真
理
で
あ
る
。
無
限
的

有
と
い
う
こ
と
は
、
定
有
そ
の
も
の
の
発
展
か
ら
、
無
限

の
概
念
に
到
達
し
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
理
解
は
少
し
も

困
難
で
あ
る
ま
い
。
し
か
も
、
こ
の
と
こ
ろ
に
も
、
端
緒

の
有0

と
定
有
0

0

と
が
、
復
習
す
る
よ
う
に
も
う
一
度
述
べ
ら

れ
て
い
る
か
ら
、
一
層
よ
く
理
解
せ
ら
れ
る
。
定
有
は
揚

棄
さ
れ
て
い
る
が
、

直
接
的

0

0

0

に
揚
棄
さ
れ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
注
意
せ
ね
ば

な
ら
な
い
。
定
有
は
有
る
的

0

0

0

な
世
界
の
規
定
、
即
ち
直
接

的
有0

の
額
域
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
揚
棄
さ
れ
た
と
て
や

は
り
直
接
的
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
措
定
さ
れ
て
い
な

い
の
で
あ
る
。
さ
て
、
そ
の

措
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
ほ
ん
と
う
は
概
念
の
領
域

で
、
そ
れ
ほ
ど
で
な
く
て
も
本
質
の
領
域
で
論
ぜ
ら
れ
る

べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
や
は
り
先
走
り
な
が
ら

一二三
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そ
れ
ら
の
統
一
が
措
定
さ
れ
て
い
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

」
三
。
そ
の
点
は

向
自
有
に
あ
っ
て
は
事
情
が
違
う
の
で
あ
る
。
向
自
有
に

あ
っ
て
は
「
有
と
規
定
性
（
又
は
否
定
）
と
の
間
の
区
別

が
措
定
さ
れ
て
居
り
、
且
つ
す
っ
か
り
同
等
化
さ
れ
て
い

る
」
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
向
自
有
が
い
よ
い
よ
明
瞭
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な

い
が
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
順
序
で
明
瞭
に
な
る
四
。

「
最
初
に
は

0

0

0

0

、
向
自
有
は
直
接
的
に
向
自
有
的
に
有
る

0

0

0

0

0

0

0

も
の
0

0

で
あ
る
。
即
ち
一
で
あ
る
」

「
第
二
に

0

0

0

、
一
は
諸
々
の
一
の
多
へ
と
移
っ
て
ゆ
く
。

―
―
即
ち
反
撥
0

0

で
あ
る
。
一
の
そ
う
い
う
他
有
は
そ
れ
の

観
念
性
に
お
い
て
揚
棄
さ
れ
る
。―
―
即
ち
牽
引
0

0

で
あ
る
」

「
第
三
は

0

0

0

、
こ
の
反
撥
と
牽
引
七
と
の
交
互
規
定
で
あ

る
。
そ
こ
で
は
反
撥
と
牽
引
は
平
衡
の
中
へ
共
々
に
沈
ん

で
ゆ
き
、
向
自
有
五
に
お
い
て
そ
の
頂
点
に
追
い
あ
げ
ら

れ
た
質0

と
な
る
。
こ
の
質
は
量0

に
移
行
す
る
」
六
の
で
あ

る
。

も
有
の
領
域
に
出
て
く
る
の
は
、
単
な
る
混
乱
で
は
な
く

て
、
実
は
有
は
本
質
で
あ
り
、
そ
の
有
も
本
質
も
概
念
を

ま
っ
て
は
じ
め
て
ほ
ん
と
う
の
も
の
と
な
る
こ
と
を
語
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
注
意
す
べ
き
点
だ
と
思

う
。
措
定
の
意
義
は
他
の
箇
処
に
説
明
し
て
あ
る
。
さ
て
、

い
よ
い
よ
向
自
有
が
説
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の

順
序
は
論
理
学
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
何
故
と

い
う
に
、
向
自
有
の
発
展
の
中
で
、
す
で
に
質0

か
ら
量0

へ

の
移
行
が
徐
々
に
準
備
さ
れ
つ
つ
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ

れ
故
以
下
に
お
い
て
は
、
質
か
ら
量
へ
の
移
行
に
つ
い
て

少
し
詳
し
く
述
べ
て
置
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
に

先
だ
っ
て
、

向
自
有
の
概
念
を
ヘ
ー
ゲ
ル
は
『
論
理
学
』
以
外
の
と
こ

ろ
で
、
ど
う
い
う
工
合
に
用
い
て
い
る
か
、
そ
の
一
例
を

あ
げ
て
置
こ
う
。『
歴
史
哲
学
』
の
中
で
キ
リ
ス
ト
教
に

つ
い
て
論
ず
る
と
こ
ろ
で
、
次
の
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て

い
る
。「
動
物
は
神
と
一
つ
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
た
だ
即0

四五
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自
的
0

0

で
あ
る
。
ひ
と
り
人
間
の
み
が
精
神
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
自
分
0

0

自
身
に
向
え
る
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

で
有
る
。
こ
う
い
う
向
自
有
、
す
な
わ
ち
か
か

る
意
識
、
こ
れ
は
し
か
し
な
が
ら
同
時
に
一
般
的
な
神
的
精
神
か
ら

の
分
離
で
あ
る
」
と
。
無
心
に
し
て
無
垢
な
る
動
物
が
神
と
一
つ
で

あ
る
こ
と
は
誰
で
も
知
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
が
即
自
で
あ
る

こ
と
を
つ
か
ん
で
置
け
ば
、
他
の
場
合
に
理
解
に
役
立
つ
。
す
な
わ
ち
、

人
間
が
意
識
な
る
も
の
を
も
つ
が
故
に
、
神
的
精
神
か
ら
乖
離
す
る

の
で
あ
る
。
大
き
な
る
精
神
に
背
を
向
け
、
自
分
に
の
み
向
え
る
人

間
は
、
何
は
措
い
て
も
向
自
有
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
要
点
は
こ

の
概
念
が
一
般
に
思
惟
の
働
く
と
こ
ろ
へ
も
っ
て
ゆ
か
れ
る
こ
と
で

あ
る
。
さ
て
、
次
に
質
か
ら
量
へ
の
移
行
に
つ
い
て
少
し
く
く
わ
し

く
考
察
し
て
置
き
た
い
と
思
う
。

質
の
量
へ
の
移
行
に
つ
い
て
　
質
か
ら
量
へ
の
移
行
は
ど
う
い
う
よ

う
に
し
て
行
わ
れ
る
か
。
そ
れ
は
質
が
質
で
あ
る
こ
と
を
遂
行
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
必
然
に
量
へ
の
移
行
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
だ

か
ら
そ
れ
自
身
の
中
か
ら
他
の
も
の
へ
と
移
り
ゆ
く
弁
証
法
的
発
展

で
あ
る
。「
弁
証
法
は
内
在
的

0

0

0

超
出
作
用
で
あ
る
。
そ
こ
で
知
性
諸
規

定
の
一
面
性
と
局
限
性
と
が
そ
れ
ら
の
本
来
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
と

し
て
即
ち
知
性
諸
規
定
の
否
定
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
」
。
質
が
質
と
し

六
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て
遂
行
さ
れ
る
こ
と
は
、
質
が
実
は
一
つ
の
知
性
規
定
と
し
て
そ
の
一
面
性

を
果
す
こ
と
で
あ
る
。
然
る
と
き
は
か
え
っ
て
そ
の
反
対
の
も
の
に
、
す
な

わ
ち
量
（
量
と
は
ヘ
ー
ゲ
ル
が
繰
り
か
え
し
て
述
べ
た
如
く
、
有
に
無
頓
着

な
規
定
性
で
あ
る
）
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
質
か
ら

量
へ
の
移
行
も
、
内
在
的
超
出
作
用
で
あ
る
。

す
で
に
一
な
る
概
念
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
一
と
は
何
を
指
し
て
か
く

い
う
か
。
一
と
は
、
多
く
の
一
の
中
の
一
で
は
な
く
、
向
自
有
と
し
て
の
一

で
あ
る
。
向
自
有
と
は
何
か
。
向
自
有
と
は
と
に
か
く
有
で
あ
る
。
あ
る
0

0

も

し
く
は
存
在
で
あ
る
。
有
は
普
通
の
考
え
方
か
ら
い
う
と
、
解
り
易
く
な
い
。

人
々
は
よ
く
次
の
よ
う
に
考
え
る
傾
向
が
あ
る
。
あ
る
0

0

と
言
っ
た
の
で
は
別

に
た
い
し
た

0

0

0

0

意
味
が
な
い
。
し
か
0

0

と
解
り
に
く
い
。
全
く
人
の
考
え
て
い
る

よ
う
に
わ
か
り
に
く
い
か
も
知
れ
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
も
有
と
は
極
め
て
抽
象

的
な
も
の
で
あ
る
と
、
屡
々
言
っ
て
い
る
。
有
と
は
、
と
に
か
く
事
物
の
あ0

る0

こ
と
で
あ
る
。
あ
る
0

0

と
言
え
ば
な
い
0

0

が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
う

い
う
な
い
0

0

は
、
常
識
的
意
味
の
も
の
で
、
存
在
す
る
も
の
の
無
い
こ
と
、
即

ち
存
在
す
る
も
の
の
否
定
を
い
う
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
あ
る
0

0

中
に
、
言
葉

を
換
え
れ
ば
思
想
の
中
に
入
っ
て
来
な
い
と
こ
ろ
の
も
の
の
意
で
あ
る
。
そ

う
す
る
と
、
あ
る
0

0

と
思
想
と
は
殆
ど
同
一
の
も
の
で
あ
る
。「
思
惟
と
存
在
、

こ
の
二
つ
は
全
く
同
一
の
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
屡
々
引
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用
さ
れ
る
詩
句
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
教
え
る
と
こ
ろ
の
深
か
っ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
は
間
違
い
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
が
哲
学
の
真
実
の
創

始
者
だ
」
と
い
っ
て
い
る
。
今
日
の
存
在
学
に
対
し
て
も
そ
の
思
想
の
根
柢

を
な
し
て
い
る
。
人
々
は
物
事
を
把
え
る
に
は
、
転
々
と
消
失
し
て
ゆ
く
単

な
る
感
じ
や
、
蜉か
げ
ろ
う蝣

の
如
き
臆
見
で
も
っ
て
は
し
な
い
。
必
ず
や
確
た
る
判

断
、
思
考
を
も
っ
て
す
る
で
あ
ろ
う
。
思
惟
に
入
ら
ざ
る
も
の
、
思
想
に
縁

な
き
も
の
は
悉
く
、
今
い
う
と
こ
ろ
の
な
い
0

0

も
の
に
相
当
す
る
。
い
わ
ゆ
る

有
に
対
す
る
無
は
、
か
よ
う
な
る
意
味
の
も
の
で
は
な
い
。

人
が
事
物
を
把
え
る
に
思
惟
を
も
っ
て
す
る
な
ら
ば
、
あ
る
0

0

は
、
も
し
く

は
有
は
、
絶
対
に
不
可
欠
の
も
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
学
は
こ
の
有

か
ら
始
ま
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
的
展
開
は
三
つ
の
象
面
を
も
っ
て
い
る
。

そ
の
内
の
第
一
の
象
面
が
有
、
第
二
が
本
質
、
第
三
が
概
念
。
第
一
の
象
面

は
三
つ
に
分
れ
る
。
質
と
量
と
度
合
の
三
つ
。
今
問
題
と
な
っ
て
い
る
一
は
、

質
か
ら
量
へ
の
発
展
の
真
中
に
あ
る
ひ
と
つ
の
論
理
的
規
定
で
あ
る
。
最
初

の
有
は
最
も
抽
象
的
な
有
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
そ
こ
に
直
観
さ
れ
る
べ
き
何

も
の
も
な
い
。
だ
か
ら
無
で
あ
る
。
そ
れ
は
有
が
取
り
消
さ
れ
て
後
に
残
る

空
と
し
て
の
無
で
は
な
い
。
有
は
表
象
さ
れ
る
べ
き
何
も
の
も
な
き
無
内
容

の
も
の
故
、
無
と
い
う
妨
げ
な
き
有
で
あ
る
。
「
無
は
か
か
る
直
接
的
な
る
・

自
己
同
等
な
る
も
の
と
し
て
、
ま
さ
に
逆
に
有0

が
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
と
同
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一
の
も
の
で
あ
る
」
。
し
か
し
、「
有
の
真
相
は
、
並
び
に
無
の
真
相
は
、
そ

れ
故
に
、
両
者
の
統
一
で
あ
る
」

さ
て
こ
の
統
一
は
成
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
そ
の
変
動
性
発
展
性
を
こ
う

言
い
表
す
、「
成
に
お
け
る
有
・
す
な
わ
ち
無
と
ひ
と
つ
の
も
の
で
あ
る
有
、

し
て
ま
た
有
と
ひ
と
つ
で
あ
る
無
、
こ
れ
ら
は
た
だ
消
え
失
せ
る
も
の
で
あ

る
。
成
は
自
分
の
内
な
る
そ
の
矛
盾
に
よ
っ
て
、
か
の
両
者
が
揚
棄
さ
れ
て

い
る
統
一
に
落
ち
込
む
。
そ
の
成
果
は
従
っ
て
定
有
で
あ
る
」。
有
が
有
で

あ
る
こ
と
は
、
そ
の
ま
ま
ま
た
無
で
あ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
有
及

び
無
の
真
理
性
は
両
者
の
移
動
性
、
交
響
性
、
発
展
性
に
あ
る
。
し
か
し
そ

れ
は
成
で
あ
る
。
成
が
成
と
し
て
あ
る
な
ら
ば
、
必
ず
や
成
果
を
み
る
。
そ

れ
は
定
有
で
あ
る
。
し
か
し
端
緒
の
有
と
異
な
り
そ
の
中
に
無
を
含
め
る
こ

と
、
上
述
の
通
り
で
あ
る
。
さ
て
、
定
有
に
お
い
て
否
定
と
は
「
限
界
」
も

し
く
は
「
区
劃
」
の
意
で
あ
る
。
こ
の
限
界
は
外
か
ら
定
有
に
つ
け
加
え
ら

れ
た
も
の
で
は
な
い
。
定
有
の
固
有
の
性
で
あ
る
。
「
人
々
は
限
界
を
定
有

に
と
っ
て
単
に
外
的
な
も
の
だ
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
、
む
し
ろ
限
界
は
全

定
有
に
行
き
亙
る
」。
定
有
に
具
わ
れ
る
否
定
、
す
な
わ
ち
限
界
は
定
有
の

中
に
含
ま
れ
て
い
る
規
定
で
あ
る
。
定
有
が
単
な
る
有
で
な
く
て
定
有
で
あ

る
こ
と
は
、
こ
の
否
定
に
よ
る
の
で
あ
る
。
さ
す
れ
ば
、
定
有
が
定
有
た
る

所
以
は
限
界
の
内
在
性
に
よ
る
の
で
あ
る
。
他
の
も
の
か
ら
区
別
さ
れ
た
故
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の
有
限
性
で
は
な
く
、「
区
別
を
揚
棄
さ
れ
た
も
の
と
し
て
自
分
の
中
に
含

め
る
無
限
な
る
規
定
で
あ
る
」
。
そ
う
い
う
有
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
も
は
や
定

有
と
は
呼
ば
ず
し
て
向
自
有
と
呼
ぶ
。
向
自
有
に
お
い
て
は
、
区
別
は
揚
棄

さ
れ
て
い
る
。
無
限
的
統
一
の
中
に
融
和
さ
れ
て
い
る
。
向
自
有
に
お
い
て

は
、
総
じ
て
、
そ
の
諸
契
機
は
没
区
別
性
の
中
に
没
入
し
て
い
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
か
よ
う
な
る
向
自
有
を
呼
ぶ
に
、
「
向
自
的
に
あ
る
も
の
」

を
も
っ
て
し
て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
い
わ
ゆ
る
一0

で
あ
る
。

一0

に
あ
っ
て
は
、
諸
規
定
は
無
限
的
統
一
の
中
に
融
和
さ
れ
て
い
る
か
ら
、

無
規
定
で
あ
る
と
い
っ
て
い
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
最
初
の
有
の
そ
れ
の
如

き
没
規
定
性
で
は
な
い
。
実
は
、
自
分
自
身
と
の
関
係
と
い
う
規
定
性
で
あ

る
。
そ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
は
、
即
ち
自
己
が
自
己
に
関
係
す
る
否
定
と

し
て
は
、
一
時
自
分
の
中
に
区
別
を
持
つ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、

と
に
か
く
こ
の
如
き
単
純
な
直
接
性
に
お
い
て
は
、
差
異
ま
た
は
多
様
の
規

定
は
消
失
し
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
自
己
の

自
己
へ
の
抽
象
態
で
あ
る
。
こ
れ
は
無
と
称
せ
ら
れ
る
。
こ
の
無
は
も
と
よ

り
一
よ
り
外
に
存
す
る
無
で
は
な
い
。
一
の
中
に
あ
る
も
の
と
し
て
措
定
さ

れ
た
る
無
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
空
と
し
て
の
無
」
と
呼
ぶ
。
故
に
、
空
は
一

の
外
に
あ
る
の
で
は
な
く
、「
そ
の
直
接
性
に
お
け
る
一
の
質0

で
あ
る
」。
一

と
空
と
は
、
別
の
面
よ
り
見
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
一
の
外
に
空
は
な
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い
。
空
の
外
に
一
が
あ
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。「
一
は
有
の
規

定
に
お
け
る
否
定
で
あ
る
、
空
は
非
有
の
規
定
に
お
け
る
否
定
で
あ
る
」。
し

か
し
、
向
自
有
は
、
一
と
空
に
自
分
を
規
定
す
る
も
の
と
考
え
る
と
、
再
び

あ
る
種
の
定
有
と
な
っ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。「
一
と
空
は
極
め
て
手
近
か
な

そ
の
定
有
に
お
け
る
向
自
有
を
構
成
す
る
」。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
一

と
空
は
共
に
そ
れ
の
規
定
と
し
て
否
定
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
も
同
時
に
い

ず
れ
も
定
有
と
し
て
措
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
一
は

も
と
も
と
否
定
の
自
己
自
身
と
の
関
係
で
あ
り
、
空
は
か
の
「
自
身
へ
の
関

係
の
抽
象
態
と
し
て
の
無
」
に
与
え
ら
れ
た
言
葉
な
の
だ
か
ら
。
同
時
に
又
、

一
と
空
と
に
自
分
を
規
定
し
た
向
自
有
は
、
定
有
に
再
び
堕
し
て
い
る
の
だ

か
ら
、
一
と
空
も
共
に
定
有
と
し
て
措
定
さ
れ
て
い
る
。
か
く
て
両
者
は
互

い
に
他
の
定
有
に
関
係
し
た
る
如
く
に
、
関
係
し
て
い
る
。
し
か
し
本
来
向

自
有
と
し
て
の
一
に
は
定
有
や
他
の
も
の

0

0

0

0

は
、
没
入
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る

の
で
は
な
い
か
ら
、
そ
れ
は
畢
竟
は
自
己
と
の
関
係
で
あ
る
と
見
る
べ
き
で

あ
る
。
詳
し
く
は
、
自
己
と
の
否
定
的
関
係
で
あ
る
限
り
、
他
の
も
の

0

0

0

0

は
単

に
不
定
な
否
定
で
は
な
く
て
、
な
べ
てdas Eins

で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て

一
は
多
く
の
一
へ
の
成
で
あ
る
。
そ
の
意
味
は
、
や
が
て
一
に
成
る
と
こ
ろ

の
も
の
だ
と
い
う
謂
い
で
な
く
、
一
は
そ
れ
自
身
多
く
の
一
に
分
化
す
る
成

（W
erden

）
で
あ
る
、
の
意
味
で
あ
る
。
だ
か
ら
上
来
述
べ
き
た
っ
た
一
は
、
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予
定
さ
れ
た
多
く
の
一
の
中
の
一
で
は
な
い
。
こ
の
如
き
は
表
象
さ
れ
た
一

で
あ
る
。
向
自
有
と
し
て
の
一
は
、
表
象
さ
れ
た
一
で
は
な
く
、
多
く
の
一

と
成
る
0

0

こ
と
そ
の
こ
と
で
あ
る
。
端
緒
の
有
が
抽
象
的
で
あ
る
だ
け
に
、
お

よ
そ
一
切
を
覆
い
尽
し
て
い
る
最
も
含
蓄
的
な
意
味
に
解
さ
る
べ
き
で
あ
っ

た
よ
う
に
、
向
自
有
と
し
て
の
一
も
一
切
（
詳
し
く
は
お
よ
そ
量
的
な
る
も

の
に
関
す
る
ほ
ど
の
一
切
）
を
包
含
せ
る
も
の
と
し
て
、
広
く
抽
象
的
な
も

の
に
と
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
何
か
他
の
豊
か
な
る
も
の
を
外
に
せ
る
た
だ
一

個
の
も
の
の
如
く
に
、
と
ら
る
べ
き
で
は
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
こ
で
多
く

の
一
に
「
成
る
」
と
言
っ
た
が
、
本
来
は
成
る
と
言
う
は
当
ら
な
い
と
断
っ

て
い
る
。
成
る
0

0

と
は
有
か
ら
無
へ
の
移
行
の
言
い
表
し
に
用
い
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
。
今
の
場
合
で
は
一
が
た
だ
一
に
成
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
正
当
に

は
、
成
る
の
で
は
な
く
て
、
こ
こ
で
は
一
の
固
有
の
内
面
的
関
係
が
存
す
る

ば
か
り
で
あ
る
。
な
お
又
、
こ
の
関
係
は
否
定
的
な
の
で
あ
っ
て
、
且
つ
一

は
な
べ
て
あ
る
と
こ
ろ

0

0

0

0

0

の
も
の
な
の
で
あ
る
か
ら
、
一
が
自
分
を
自
分
か
ら

突
き
離
す
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
か
よ
う
な
る
一
の
自
己
と
の
否
定
的
関
係

を
ヘ
ー
ゲ
ル
は
反
撥
（R

epulusion

）
と
呼
ぶ
。
一
の
自
己
の
自
己
か
ら
の

突
離
し
で
あ
る
か
ら
、「
成
る
の
で
は
な
く
、
す
で
に
あ
る
の
で
あ
る
」。
反

撥
せ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
表
象
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
ひ
と
し
く
一
で

あ
る
。
だ
か
ら
反
撥
す
る
と
い
う
も
、
そ
こ
に
区
別
は
な
く
、
反
撥
す
る
も
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の
も
せ
ら
れ
る
も
の
も
ひ
と
し
く
一
で
あ
る
。

さ
て
、
諸
々
の
一
を
自
分
か
ら
除
外
す
る
一
は
自
己
を
諸
々
の
一
に
関
係

せ
し
め
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
自
己
と
関
係
す
る
こ
と
で
あ
る
。

一
の
こ
の
よ
う
な
否
定
的
係
り
合
い
は
、
言
葉
を
換
え
れ
ば
自
己
と
同
行
す

る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
そ
こ
に
存
す
る
同
一
性
の
故
で
あ
る
。
か
よ
う
に

「
多
く
の
一
の
一
者
中
に
措
定
さ
れ
る
こ
と
」（dies sich in-ein-Eines-setzen 

der vielen Eins

）
を
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
牽
引
（A

ttraktion

）
と
呼
ぶ
。
質
か
ら

量
へ
の
移
行
は
、
こ
の
反
撥
と
牽
引
の
真
理
性
に
お
い
て
成
し
遂
げ
ら
れ
て

い
る
。

反
撥
と
牽
引
　
反
撥
と
牽
引
と
は
一
応
は

0

0

0

別
個
の
も
の
と
見
る
が
い
い
。
反

撥
は
牽
引
の
た
め
に
、
材
料
を
与
え
て
や
る
も
の
で
あ
る
と
も
見
ら
れ
る
。

も
し
諸
々
の
一
が
な
か
っ
た
ら
、
牽
引
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
と
も
考

え
ら
れ
る
か
ら
。
そ
う
考
え
る
と
反
撥
は
牽
引
の
前
提
で
あ
る
、
反
撥
な
く

し
て
は
牽
引
は
あ
り
得
な
い
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
反
撥
が
一

の
根
本
規
定
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
従
っ
て
反
撥
は
牽
引
に
対
し
て

は
無
頓
着
な
も
の
で
あ
り
、
牽
引
は
反
撥
に
外
か
ら
つ
け
加
え
ら
れ
た
も
の

と
な
り
、
第
二
次
的
の
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
。

し
か
し
、
か
よ
う
に
考
え
る
こ
と
は
反
撥
を
抽
象
的
に
孤
立
せ
し
め
て
考

七
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え
た
も
の
で
あ
っ
て
、
反
撥
の
真
理
に
及
ん
で
い
な
い
。
反
撥
を
以
上
の
如

く
に
考
え
る
と
、
反
撥
と
は
却
っ
て
暗
に
多
く
の
一
を
何
と
な
く
撒
き
散
ら

す
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
反
撥
そ
の
も
の
の
領
域
を
外
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

何
故
な
ら
ば
、
反
撥
と
は
も
と
も
と
多
く
の
も
の
の
相
互
関
係
を
否
定
す
る

こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
反
撥
は
撒
き
散
ら
す
こ
と
で
も
な
く
、
多
く

の
も
の
の
相
互
関
係
を
認
め
る
こ
と
で
も
な
い
と
す
れ
ば
、
反
撥
と
は
何
で

あ
る
か
。

反
撥
は
単
に
空
な
る
も
の
で
は
な
い
。
先
に
述
べ
た
如
く
反
撥
の
概
念
は

向
自
有
と
し
て
の
一
か
ら
出
た
も
の
で
あ
っ
て
、
反
撥
は
本
質
的
に
関
係
で

あ
る
。
双
方
か
ら
遠
ざ
け
る
こ
と
、
も
し
く
は
互
い
に
遠
ざ
か
る
こ
と
は
、

遠
ざ
け
ら
れ
た
も
し
く
は
遠
ざ
か
っ
た
も
の
か
ら
、
き
っ
ぱ
り
解
放
さ
れ
た

こ
と
を
意
味
し
な
い
。
除
外
者
は
、
そ
こ
か
ら
除
去
せ
し
め
ら
れ
る
者
と
、

依
然
と
し
て
結
合
関
係
に
あ
る
。
父
と
子
と
が
確
執
の
後
、
父
に
遠
ざ
け
ら

れ
た
子
は
、
た
だ
何
の
異
常
な
く
そ
れ
自
身
で
（an sich

）
平
凡
に
同
棲
せ

る
他
の
子
よ
り
は
、
は
る
か
に
繋
縛
の
関
係
に
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

尤
も
、
こ
う
い
う
例
は
こ
の
領
域
で
は
適
切
で
な
い
。
そ
れ
は
と
に
か
く
こ

の
意
味
に
お
い
て
反
撥
は
よ
り
強
い
関
係
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
か
よ
う
な
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る
関
係
の
契
機
は
牽
引
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
う
す
る
と
、
反
撥
の
中
に

牽
引
は
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
反
撥
と
牽
引
と
の
関
係
を

吾
々
は
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
ま
だ
反
撥
及
び
牽
引
の
真
理
性
と
い
う
訳

に
ゆ
か
な
い
。

す
で
に
そ
う
考
え
た
如
く
、
反
撥
と
牽
引
は
別
個
の
も
の
と
し
て
取
扱
わ

れ
る
。
そ
れ
は
定
在
す
る
多
く
の
一
を
仮
定
し
て
、
そ
こ
か
ら
出
発
し
て
反

撥
を
考
え
る
が
た
め
で
あ
る
。
そ
し
て
牽
引
は
こ
れ
に
外
か
ら
つ
け
加
え
ら

れ
る
も
の
と
見
做
す
が
た
め
で
あ
る
。

し
か
し
、
反
撥
と
牽
引
の
先
の
必
然
的
関
係
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
両
者
は

不
可
分
離
の
も
の
で
あ
る
。
互
い
に
前
提
し
合
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は

そ
こ
に
存
在
す
る
多
く
の
一
が
想
定
さ
れ
て
、
か
く
て
反
撥
や
牽
引
が
考
え

ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
看
取
し
得
ら
れ
る
関
係
で
あ
る
。
こ
れ
が
相
対
的
な

反
撥
ま
た
は
牽
引
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
仔
細
に
考
察
す
れ
ば
「
多
く
の

一
が
あ
る
と
は
反
撥
そ
れ
自
身
で
あ
る
」。
反
撥
作
用
と
は
、
そ
れ
を
通
じ

て
諸
々
の
一
が
諸
々
の
一
と
し
て
明
示
さ
れ
、
諸
々
の
一
と
し
て
成
立
す
る

と
こ
ろ
の
も
の
の
謂
い
で
あ
る
。
だ
か
ら
諸
々
の
一
の
有
は
反
撥
そ
れ
自
身

で
あ
る
。
反
撥
は
他
の
或
る
定
有
に
対
し
た
相
対
的
な
そ
れ
で
は
な
く
て
、
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全
然
自
分
自
身
に
対
す
る
関
係
で
あ
る
。
次
に
牽
引
と
は
一
そ
の
も
の
の
、

も
し
く
は
実
際
の
一
の
措
定
で
あ
る
。
こ
の
実
的
の
一
を
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
次

の
よ
う
に
解
釈
す
る
。
「
実
的
な
る
一
、
そ
れ
に
対
し
て
は
定
有
の
か
た
ち
に

お
け
る
多
は
、
た
だ
観
念
的
（ideell

）
で
且
つ
消
え
失
せ
る
も
の
と
し
て
規

定
せ
ら
れ
る
」。
吾
々
が
一
も
し
く
は
一
者
と
い
う
と
き
は
定
有
的
な
多
は

全
然
考
え
ら
れ
て
な
く
は
な
い
が
、
そ
れ
は
差
向
き
用
な
く
て
あ
ら
わ
れ
て

い
な
い
。
か
よ
う
な
る
一
の
措
定
、
そ
れ
が
と
り
も
な
お
さ
ず
牽
引
で
あ
る
。

だ
か
ら
牽
引
は
、
他
の
諸
々
の
一
は
観
念
的
で
あ
る
と
い
う
規
定
の
も
と
に
、

自
分
を
前
提
す
る
も
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
み
る
と
、
反
撥
も
牽
引
も
、
共
に
自
分
自
身
を
前
提
す
る
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
両
規
定
は
い
ず
れ
も
他
の
も
の
を
契
機
と
し
て
自
分
の
中
に

含
む
も
の
で
あ
る
。「
い
ず
れ
も
、
そ
れ
自
身
に
即
し
て
単
に
契
機
で
あ
る
と

い
う
こ
と
は
、
い
ず
れ
も
が
自
分
自
身
か
ら
他
の
も
の
に
移
り
行
く
こ
と
で

あ
る
、
い
ず
れ
も
が
自
分
を
そ
れ
自
身
に
即
し
て
否
定
し
且
つ
自
分
を
そ
れ

自
身
の
他
者
と
し
て
措
定
す
る
こ
と
で
あ
る
」
。
だ
か
ら
一
そ
の
も
の
は
自
分

の
外
に
出
る
こ
と
で
あ
る
。
自
分
を
そ
れ
の
他
の
も
の

0

0

0

0

と
し
て
、
す
な
わ
ち

多
と
し
て
措
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
多
と
は
自
分
の
中
に
共
に
没
入
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し
自
分
を
そ
れ
の
他
の
も
の

0

0

0

0

と
し
て
、
す
な
わ
ち
一
と
し
て
措
定
す
る
こ
と
、

し
か
も
か
く
し
て
畢
竟
は
自
分
に
関
係
し
、
い
ず
れ
も
が
そ
れ
の
他
の
も
の

0

0

0

0

に
お
い
て
続
行
す
る
こ
と
、
に
外
な
ら
な
い
。「
か
く
し
て
、
す
で
に
そ
れ
自

身
で
、
自
分
の
外
に
出
る
こ
と
（
反
撥
）
と
、
自
分
を
一
者
と
し
て
措
定
す

る
こ
と
（
牽
引
）
と
は
分
た
れ
ず
に
存
在
し
て
い
る
」
。
反
撥
と
牽
引
と
は
か

よ
う
な
る
関
係
に
あ
る
。

以
上
で
も
っ
て
向
自
有
の
発
展
は
完
成
さ
れ
て
い
る
。
向
自
有
は
向
自
的

に
あ
る
も
の
・
一
・
一
そ
の
も
の
・
一
と
空
・
多
く
の
一
な
ど
の
諸
範
疇
を
経

て
、
反
撥
と
牽
引
の
不
可
分
離
の
関
係
に
ま
で
達
し
た
。
向
自
有
は
完
成
に

達
し
て
い
る
が
、
達
し
得
て
み
れ
ば
す
で
に
向
自
有
で
な
く
、
の
み
な
ら
ず

有
を
去
っ
て
他
に
転
じ
て
い
る
。
即
ち
質
か
ら
量
へ
の
移
行
で
あ
る
。

一
と
は
つ
ま
り
自
分
自
身
に
無
限
に
関
係
し
ゆ
く
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。

か
よ
う
な
一
は
、
一
が
自
分
を
自
分
の
絶
対
的
（
絶
対
的
と
は
関
係
す
る
に

当
っ
て
何
か
別
箇
の
他
の
も
の
を
俟
つ
の
必
要
の
な
き
意
で
あ
る
）
他
有
（
多
）

と
し
て
、
自
分
か
ら
突
き
離
す
と
い
う
媒
介
に
外
な
ら
な
い
。
な
お
換
言
す

れ
ば
、
一
は
自
分
の
か
よ
う
な
る
非
有
に
関
係
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ

に
は
た
だ
自
分
自
身
と
の
関
係
が
あ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
一
と
は
何
か
固
定
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的
な
完
結
物
で
は
な
い
。
む
し
ろ
成
で
あ
る
。
一
と
は
過
程
で
あ
る
。
措
定

す
る
過
程
で
あ
る
。
揚
棄
さ
れ
た
も
の
と
し
て
一
を
含
む
過
程
で
あ
る
。
こ

の
場
合
の
揚
棄
作
用
を
ヘ
ー
ゲ
ル
は
次
の
如
く
叙
述
す
る
、「
直
接
的
な
る
も

の
と
定
有
す
る
も
の
の
外
的
諸
関
け
い
0

0

の
否
定
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
媒
介
の

無
限
関
係
に
移
り
ゆ
く
も
の
、
そ
し
て
そ
の
成
果
と
し
て
こ
こ
に
次
の
よ
う

な
成
を
持
つ
も
の
で
あ
る
、
そ
れ
の
諸
契
機
の
無
支
柱
性
の
た
め
の
崩
壊
、

も
し
く
は
む
し
ろ
相
携
え
て
単
純
な
る
直
接
性
の
中
へ
の
同
行
で
あ
る
成
」
。

か
か
る
単
純
な
る
直
接
性
は
勿
論
有
で
あ
る
。
こ
の
有
が
今
や
獲
得
し
て
い

る
規
定
よ
り
言
え
ば
、
量
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
至
当
で
あ
る
。
向
自
有
と
し

て
の
一
に
お
い
て
は
、
再
び
定
有
が
、
即
ち
二
元
の
領
域
が
あ
ら
わ
れ
て
来

た
が
、
し
か
し
一
の
一
た
る
本
性
、
換
言
す
れ
ば
先
の
反
撥
と
牽
引
の
関
係

の
真
理
性
か
ら
し
て
、
直
接
的
な
も
の
と
定
有
と
の
外
的
関
係
は
否
定
さ
れ

て
、
そ
こ
に
は
自
己
が
自
己
に
関
係
す
る
無
限
関
係
と
し
て
の
媒
介
が
あ
る

ば
か
り
で
あ
る
。
か
く
て
こ
こ
に
生
ず
る
成
果
は
、
そ
こ
で
は
諸
々
の
契
機

と
し
て
持
ち
こ
た
え
ら
れ
な
い
た
め
に
没
落
の
結
果
、
一
昧
の
直
接
性
が
あ

る
と
い
う
こ
と
以
外
に
は
な
い
。
そ
れ
が
量
で
あ
る
。
か
か
る
単
純
な
る
直

接
性
を
何
故
量
と
呼
ぶ
こ
と
が
至
当
で
あ
る
か
？
　
量
は
す
で
に
有
な
る
規
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定
性
に
は
無
頓
着
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
有
と
は
、
勿
論
端
緒
と

し
て
の
有
の
意
で
は
な
い
。
質
と
し
て
の
有
の
意
で
あ
る
。
質
と
は
普
通
に

い
う
と
こ
ろ
の
性
質
で
は
な
く
、
品
格
の
意
味
に
お
い
て
の
質
で
あ
る
。
吾
々

は
ど
ん
な
事
物
で
も
そ
れ
を
受
け
と
る
や
、
必
ず
そ
の
品
格
ま
た
は
性
格
に

お
い
て
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
有
に
無
頓
着
な
る
単
純
な
る
直
接
性
を
、
量

と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
「
量
と
は
、
そ
れ
に
お
い
て
は
規
定
性
は
も
は
や
有
そ
の

も
の
と
ひ
と
つ
の
も
の
と
し
て
で
は
な
く
て
、
揚
棄
さ
れ
た
も
の
、
も
し
く

は
無
頓
着
な
る
も
の
と
し
て
措
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
純
粋
な
る
有
で
あ

る
」。
こ
の
揚
棄
さ
れ
た
る
質
は
、
も
と
よ
り
抽
象
的
な
無
で
も
な
け
れ
ば
、

抽
象
的
か
つ
無
規
定
な
る
有
で
も
な
い
。
「
こ
の
よ
う
な
形
体
の
有
は
、
吾
々

の
普
通
の
表
象
に
お
い
て
も
量
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
で

あ
る
」。
吾
々
は
家
が
少
々
大
き
く
て
も
小
さ
く
て
も
、
や
は
り
家
と
呼
ん
で

い
る
。
或
い
は
事
物
は
そ
の
量
に
変
化
が
あ
っ
て
も
、
そ
の
事
物
の
事
物
た

る
こ
と
に
は
変
り
が
な
い
。
そ
う
普
通
の
表
象
で
は
考
え
て
い
る
。
だ
か
ら
、

量
は
規
定
性
に
無
頓
着
な
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

以
上
で
質
か
ら
量
へ
の
移
行
が
ほ
ぼ
わ
か
っ
た
か
と
思
う
。
自
然
弁
証
法

に
よ
っ
て
周
知
の
如
く
、
質
量
の
転
換
は
、
極
め
て
興
味
あ
る
問
題
で
あ
る
。
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量
に
変
化
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
質
の
変
移
を
来
た
す
こ
と
は
吾
々

が
日
常
に
経
験
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
水
の
温
度
が
減
さ
れ
る
こ
と
（
量
の

減
少
）
に
よ
っ
て
、
液
状
的
流
動
性
で
は
な
く
な
っ
て
凝
固
物
、
即
ち
氷
に

変
る
（
質
の
変
動
）
が
如
き
で
あ
る
。
こ
れ
を
簡
単
に
量
か
ら
質
へ
の
転
化

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
質
か
ら
量
へ
の
移
行
は
、
質
の
変
化
が

量
の
変
化
で
あ
る
と
い
う
か
た
ち
で
は
、
成
立
し
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
次
の

よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
「
質
の
量
へ
の
移
行
は
吾
々
の
普
通
の
意
識
に
は
存
し

な
い
。
こ
の
意
識
に
と
っ
て
は
質
と
量
と
は
一
対
の
そ
れ
ぞ
れ
互
い
に
存
立

せ
る
諸
規
定
と
し
て
う
つ
る
、
そ
し
て
従
っ
て
物
は
質
的
に
も
規
定
さ
れ
て

い
る
が
、
量
的
に
も
規
定
さ
れ
て
い
る
と
、
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
」
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大
き
さ

0

0

0

（
量
一
）

質
は
量
へ
移
行
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
質
は
、「
最

初
の
直
接
的
な
規
定
性
な
の
で
あ
る
。
量
は
有
に
は
無
関

心
に
な
っ
て
い
る
規
定
性
で
あ
る
。
限
界
で
あ
る
が
し
か

し
そ
れ
だ
け
何
ら
限
界
で
な
い
限
界
で
あ
る
」。
そ
う
し

て
み
る
と
、
量
は
向
自
有
で
は
あ
る
が
、「
全
く
向
他
有

と
同
一
な
る
も
の
で
あ
る
。
か
く
て
多
く
の
一
の
反
撥
で

あ
り
、
直
接
的
に
非
反
撥
で
あ
り
、
多
く
の
一
の
連
続
性

で
あ
る
」。
量
は
い
わ
ば
そ
う
い
う
向
自
有
で
あ
る
。

さ
て
量
は
漸
次
明
ら
か
に
な
っ
て
ゆ
く
べ
き
で
あ
る

が
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
順
序
で
判
然
と
な
っ
て
く
る
。

「
ま
ず
始
め
は
、
量
は
純
粋
な
量

0

0

0

0

と
し
て
、
自
分
に
戻
っ

て
来
た
実レ

ア

ル
在
的
な
向
自
有
で
あ
る
。
但
し
ま
だ
何
ら
の
規

定
を
自
分
に
つ
け
て
い
な
い
向
自
有
で
あ
る
」

大
き
さ<

注
解>

質
か
ら
量
へ
の
移
行
は
、
上
述
の
通
り
で
あ
る
が
、
量
に

つ
い
て
更
に
理
解
を
深
め
て
置
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

量
と
は
ど
う
い
う
意
味
の
も
の
で
あ
る
か
。
量
と
い
う
と

き
誰
に
も
思
い
浮
ぶ
も
の
は
大
き
さ

0

0

0

（die G
rösse

）
と

い
う
言
い
表
し
で
あ
る
。
「
量
と
い
う
よ
り
も
大
き
さ

0

0

0

と

い
っ
た
方
が
解
り
が
よ
く
、
尤
も
ら
し
く
聞
え
る
」
。
し

か
し
、
大
き
さ

0

0

0

な
る
言
い
表
し
は
、
そ
れ
が
主
と
し
て
一

定
の
量
を
意
味
す
る
限
り
、
量
に
対
し
て
適
合
し
な
い
と

こ
ろ
が
あ
る
。
数
学
で
は
普
通
に
大
き
さ

0

0

0

を
定
義
し
て
、

増
大
さ
れ
、
も
し
く
は
減
少
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
と
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
定
義
は
、
定
義
さ
る
べ
き
も
の
を
更
に

含
ん
で
い
る
の
で
、
不
完
全
で
あ
る
。
吾
々
は
量
を
大
き
0

0

さ0

な
る
言
葉
で
言
い
表
そ
う
と
し
が
ち
で
あ
る
が
、
そ
れ

は
量
を
表
象
に
訴
え
て
把
え
よ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。

論
理
に
お
い
て
は
こ
の
表
象
の
表
面
的
な
確
か
ら
し
さ
に

迷
わ
さ
れ
て
は
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

一
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「
第
二
に
、
量
は
自
分
に
お
い
て
措
定
さ
れ
る
規
定
性

へ
と
進
ん
で
ゆ
く
。
尤
も
、
そ
の
規
定
性
は
実
は
何
ら
規

定
性
で
な
く
、
外
的
な
規
定
性
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て

純
粋
な
量
は
定
量
0

0

に
な
る
」

「
第
三
に
、
質
的
形
態
に
あ
る
こ
の
定
量
は
、
量
的
関0

繋0

で
あ
る
。量
的
関
繋
と
は
つ
ま
り
比
例
に
外
な
ら
な
い
」

の
で
あ
る
。

「
こ
の
関
繋
（
比
例
）
に
は
ま
だ
定
量
の
外
面
性
が
根

底
を
な
し
て
い
る
。
そ
れ
は
互
い
に
関
繋
し
合
う
と
こ
ろ

の
、
換
言
す
れ
ば
、
自
分
自
身
へ
の
関
係
を
自
己
外
有
に

お
い
て
も
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
無
関
心

0

0

0

な
定
量
で
あ
る
」

か
よ
う
に
し
て
「
こ
の
関
繋
（
比
例
）
の
弁
証
法
は
そ

れ
の
絶
対
的
な
統
一
、
即
ち
度
合
0

0

へ
の
そ
れ
の
移
行
で
あ

る
」

量
と
は
何
し
て
も
論
理
的
範
疇
な
の
で
あ
る
。
更
に
そ

れ
は
自
然
界
な
ら
び
に
精
神
界
に
お
い
て
見
出
さ
れ
得
る

の
で
あ
る
。
但
し
、
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
量
の
概
念
は

自
然
界
と
精
神
界
に
お
い
て
は
そ
の
重
要
さ
の
程
度
を
異

に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
ヘ
ー
ゲ
ル
が
注
意
せ

よ
と
言
っ
て
い
る
。
量
は
精
神
の
世
界
に
お
い
て
よ
り
も

自
然
の
世
界
に
お
い
て
一
層
大
き
い
重
要
性
を
も
っ
て
い

る
。
よ
く
神
を
、
三0

位
一
体
と
し
て
考
察
し
て
い
る
の
で

あ
る
が
、
そ
の
場
合
の
三0

は
、
空
間
の
三0

次
元
や
三0

角
の

三
つ
の
辺
が
云
為
さ
れ
る
場
合
よ
り
も
、
は
る
か
に
低
次

の
意
味
し
か
持
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
自
然
の
世

界
の
中
で
み
て
も
量
の
重
要
性
に
は
差
異
が
あ
る
の
で
あ

る
。
少
し
考
え
て
み
る
と
、
量
は
無
機
的
自
然
界
に
お

い
て
は
有
機
的
自
然
界
に
お
い
て
よ
り
も
は
る
か
に
重
大

な
役
目
を
演
じ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
更
に
又
、
同
じ

く
無
機
的
自
然
の
中
で
も
、
化
学
的
領
域
と
狭
義
に
お
い

て
の
物
理
及
び
化
学
的
領
域
と
で
は
ま
た
区
別
せ
ら
れ
る
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の
で
あ
る
。
後
者
の
一
例
と
し
て
の
力
学
に
至
っ
て
は
も

は
や
数
学
を
欠
い
て
は
殆
ど
成
立
し
な
い
ほ
ど
で
あ
る
か

ら
、
量
は
最
も
重
要
性
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
量
が

絶
対
的
な
範
疇
と
見
ら
れ
、
哲
学
体
系
の
原
理
の
地
位
に

ま
で
も
っ
て
ゆ
か
れ
て
い
る
の
は
、
か
の
原
子
論
哲
学
で

あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
う
言
っ
て
い
る
。
「
原
子
哲
学
は

理
念
の
歴
史
的
発
展
に
お
け
る
一
つ
の
本
質
的
段
階
を
構

成
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
哲
学
の
原
理
は
一
般
に
多
の

か
た
ち
に
お
け
る
向
自
有
で
あ
る
。
今
日
で
も
原
子
論
は

形
而
上
学
に
つ
い
て
の
知
識
に
何
ら
の
要
求
を
も
た
な
い

自
然
研
究
者
か
ら
重
宝
が
ら
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
次
の

こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
、
人
々
は
形
而
上
学
か
ら
、

詳
し
く
は
自
然
の
思
想
へ
の
還
元
か
ら
遁
れ
る
こ
と
は
で

き
な
い
、
何
故
な
ら
原ア

ト

ム子
は
実
際
に
そ
れ
自
身
思
想
で
あ

る
、
従
っ
て
物
質
は
原
子
か
ら
成
る
と
い
う
解
釈
は
、
ひ

と
つ
の
形
而
上
学
的
解
釈
で
あ
る
が
故
に
こ
そ
、
人
々
は

原
子
論
に
信
頼
す
る
の
で
あ
る
か
ら
。
ニ
ュ
ー
ト
ン
は
物
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理
学
に
対
し
て
形
而
上
学
に
警
戒
す
べ
き
こ
と
を
明
瞭
に
警
め
た
。

け
れ
ど
も
、
彼
の
名
誉
の
た
め
に
次
の
こ
と
が
注
意
せ
ら
る
べ
き
で

あ
る
。
そ
れ
は
彼
自
身
決
し
て
こ
の
警
戒
に
従
っ
て
振
舞
い
は
し
な

か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
純
粋
の
、
全
く
た
だ
の
物
理
学
者
は
実
際
の

と
こ
ろ
た
だ
の
動
物
で
し
か
な
い
、
何
故
な
ら
動
物
は
思
惟
せ
ぬ
も

の
だ
か
ら
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
に
反
し
て
人
間
は
、
思
惟
す
る
存
在
物

と
し
て
、
生
れ
な
が
ら
の
哲
メ
タ
フ
ィ
ジ
カ
ー

学
者
で
あ
る
か
ら
」。
吾
々
は
こ
こ
に

ヘ
ー
ゲ
ル
が
自
然
解
釈
に
お
い
て
如
何
に
徹
底
し
て
い
る
か
を
見
る

べ
き
で
あ
る
。
吾
々
の
自
然
そ
の
も
の
の
理
解
は
厳
密
な
る
自
然
科

学
者
に
委
ね
ね
ば
な
ら
ぬ
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
吾
々
が
澄
み
切
っ

た
自
然
科
学
者
の
立
場
に
立
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
他

の
場
合
に
あ
っ
て
自
然
と
言
わ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
は
「
生
れ
な

が
ら
の
哲
学
者
」
で
あ
る
人
間
の
云
為
す
る
自
然
で
あ
る
こ
と
を
、

等
閑
に
付
し
て
は
な
ら
な
い
。
以
上
は
、
量
に
つ
い
て
の
徹
底
せ
る

ヘ
ー
ゲ
ル
の
考
え
と
併
せ
て
み
て
興
味
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
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度
合
一

ど
の
論
理
的
規
定
も
そ
う
で
あ
る
が
、
度
合
も
ま
た
は

じ
め
に
は
十
分
に
は
言
い
表
せ
な
い
。
抽
象
的
に
言
っ
て

み
る
と「
度
合
に
お
い
て
質
と
量
と
が
合
一
さ
れ
て
い
る
」

の
で
あ
る
。
有0

そ
の
も
の
は
、
規
定
性
の
自
分
自
身
と
の

直
接
的
な
同
等
性
で
あ
る
。
し
か
し
、端
緒
と
し
て
の
有
・

定
有
・
向
自
有
、
そ
れ
か
ら
質
の
量
へ
の
移
行
、
と
い
う

よ
う
に
深
め
ら
れ
て
く
る
と
、
有
そ
の
も
の
に
お
け
る
規0

定
性
の
直
接
性

0

0

0

0

0

0

は
も
う
す
で
に
揚
棄
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。「
量
は
自
分
の
う
ち
に
戻
っ
て
来
た
有
で
あ
る
。
そ

う
な
る
と
、
自
分
と
の
単
純
な
同
等
性
は
規
定
性
に
対
し

て
無
関
心
な
も
の
と
し
て
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
」
そ
の

同
等
性
は
、
規
定
性
を
自
分
自
身
に
お
い
て
で
な
く
他
の
0

0

も
の
0

0

の
う
ち
に
も
つ
と
い
う
外
部
性
な
の
で
あ
る
。

度
合

<

注
解>

度
合
（M

ass

）
に
は
度
量
と
か
質
量
と
い
う
語
を
あ

て
て
い
る
人
も
あ
る
。
私
は
ず
っ
と
度
合
と
い
う
語
を
つ

か
っ
て
い
る
。
度
合
と
い
う
こ
と
は
、
人
事
百
般
は
も
と

よ
り
自
然
界
全
体
に
亙
っ
て
存
在
し
て
い
る
も
の
で
あ
る

か
ら
、
度
合
に
つ
い
て
は
ヘ
ー
ゲ
ル
は
興
味
あ
る
思
想
を

い
く
つ
も
披
瀝
し
て
い
る
。

度
合
は
勿
論
一
つ
の
論
理
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
諸
々
の

形
を
と
っ
て
実
際
に
実
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の

諸
々
の
形
即
ち
諸
形
式
は
精
神
的
な
も
の
の
中
に
お
い
て

よ
り
も
、
本
当
は
「
自
然
的
実
在
性

0

0

0

0

0

0

の
種
々
な
る
領
域
」

に
お
い
て
見
ら
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
度
合
の
法
則
は
た
だ
力メ

ハ

ニ

ス

ム

ス

学
的
機
構
の
領

域
に
お
い
て
の
み
起
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
の
領
域
に
お

い
て
は
具
体
的
な
物
体
的
な
も
の
も
、
そ
れ
自
身
抽
象
的

な
物
質
と
し
て
存
す
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
」
と
す
ら

言
っ
て
い
る
。

一
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そ
う
す
る
と
、

第
一
の
有
は
、
規
定
性
の
自
分
自
身
と
の
直
接
的
な
同

等
性
で
あ
る
。
即
ち
質0

で
あ
る
。

第
二
は
、
規
定
性
を
自
分
自
身
に
お
い
て
で
な
く
、
他0

の
も
の

0

0

0

の
う
ち
に
も
つ
と
い
う
外
部
性
と
し
て
の
同
等
性

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
量0

で
あ
る
。

第
三
は
、「
自
分
が
自
分
に
関
係
す
る
外
部
性
で
あ
る
。

即
ち
自
分
に
関
係
す
る
こ
と
な
の
で
あ
っ
て
、
揚
棄
さ
れ

た
外
部
性
で
あ
る
」。
区
別
に
つ
け
て
こ
れ
を
い
う
と
、

自
分
自
身
の
と
こ
ろ
に
自
分
か
ら
の
区
別
を
も
っ
て
い
る

も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
う
い
う
こ
と
に
な
る
、「
外

部
性
と
し
て
は
量
的
0

0

な
契
機
、
自
分
に
戻
っ
て
来
た
も
の

と
し
て
は
質
的
0

0

な
契
機
」、
そ
う
い
う
二
つ
の
契
機
が
、

度
合
の
中
に
は
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
度
合
二
と
は

ま
ず
そ
う
い
う
も
の
な
の
で
あ
る
。

さ
て
、
度
合
が
一
層
明
瞭
に
な
っ
て
ゆ
く
に
は
、
次
の

よ
う
な
順
序
で
明
ら
か
に
さ
れ
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
こ
の
文
の
中
の
二
語
を
説
明
し
て
置
こ
う
と
思

う
。
力
学
的
機
構
と
は
何
で
あ
る
か
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
論
理

学
の
概
念
の
領
域
の
と
こ
ろ
で
自
然
を
力メ
ハ
ニ
ー
ク

学
性
と
物フ
ィ
ジ
ー
ク

理
性

と
有オ
ル
ガ
ニ
ー
ク

機
性
と
の
段
階
に
分
け
て
考
察
し
て
い
る
。
そ
の
力

学
性
に
当
る
自
然
界
の
機
構
を
さ
し
て
力
学
的
機
構
と
呼

ん
だ
の
で
あ
る
。
次
に
物
質
と
は
何
で
あ
る
か
。
物マ
テ
リ
ー質

と

い
っ
て
も
普
通
常
識
に
い
う
手
で
触
ら
れ
る
実
質
的
な
も

の
で
な
く
、
む
し
ろ
物
理
学
で
定
義
す
る
と
こ
ろ
の
物
質

で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

そ
れ
故
、
精
神
的
な
も
の
の
領
域
に
入
る
と
、
度
合
の

自
由
な
発
展
の
あ
り
さ
ま
は
見
出
さ
れ
に
く
い
の
で
あ

る
。「
例
え
ば
か
の
ア
テ
ネ
の
政
体
や
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ー

に
よ
っ
て
代
ら
れ
た
貴
族
政
体
の
よ
う
な
共
和
政
体
は
、

た
だ
一
定
の
大
き
さ
の
国
家
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
べ
き

も
の
で
あ
る
。
な
お
ま
た
発
達
し
た
市
民
社
会
に
あ
っ
て

は
、
種
々
の
職
業
組
織
に
属
す
る
諸
々
の
個
人
の
群
は
あ

る
一
つ
の
関
繋
0

0

を
な
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
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度
合
は
、
ま
ず
差
し
当
っ
て
は
、
質
的
な
も
の
と
量
的

な
も
の
と
の
直
接
的

0

0

0

統
一
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

第
一
に

0

0

0

く
る
も
の
は
、「
質
的
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ

り
、
且
つ
度
合
0

0

と
し
て
の
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
の
一
つ
の

定
量
で
あ
る
」。
そ
れ
が
も
っ
と
進
ん
で
規
定
さ
れ
て
く

る
と
、
こ
う
い
う
こ
と
に
な
る
、
即
ち
「
定
量
に
、
換
言

す
れ
ば
即
自
的

0

0

0

に
規
定
さ
れ
た
も
の
に
区
別
が
で
き
て
く

る
」。
勿
論
そ
の
区
別
と
い
う
の
は
定
量
の
諸
契
機
た
る

質
的
規
定
性
と
量
的
規
定
性
と
の
区
別
で
あ
る
。「
こ
れ

ら
の
両
契
機
は
更
に
進
ん
で
自
己
を
規
定
し
、
度
合
の
全

体
を
な
す
よ
う
に
な
る
。
勿
論
そ
の
限
り
で
両
契
機
は
独0

立
的
0

0

な
も
の
で
あ
る
」。
け
れ
ど
も
、
も
と
も
と
互
い
に

関
係
の
あ
る
も
の
故
、
度
合
は
更
に
、

第
二
に

0

0

0

、「
特
殊
定
量
間
の
関
繋
と
な
っ
て
く
る
」。
も

と
よ
り
そ
う
し
た
諸
特
殊
定
量
は
独
立
的
な
諸
度
合

0

0

0

0

0

0

0

と
し

て
の
も
の
で
あ
る
。「
と
こ
ろ
が
、
本
質
的
に
そ
れ
ら
の

独
立
性
は
同
時
に
量
的
関
繋
と
大
き
さ
の
区
別

0

0

0

0

0

0

に
安
ら
っ

な
こ
と
は
、
誰
で
も
洞
察
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
さ
て

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
事
実
は
度
合
の
法
則
も
度
合
の
固
有

の
形
式
を
も
別
に
与
え
て
く
れ
て
い
な
い
」。
即
ち
、
度

合
の
学
問
が
こ
こ
で
は
成
立
し
に
く
い
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
ど
う
い
う
訳
で
あ
る
か
と
い
う
に
、「
精
神
的
な
も
の

に
あ
っ
て
は
、
性
格
の
強
度
や
構
想
力
の
強
さ
0

0

や
感
覚
及

び
表
象
の
強
さ
0

0

の
区
別
を
生
じ
て
く
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ

の
強
さ
や
弱
さ
が
無
規
定
的
な
も
の
だ
か
ら
、
規
定
を
設

け
た
と
こ
ろ
で
そ
の
無
規
定
を
征
服
し
に
く
い
か
ら
で
あ

る
」。
「
感
覚
や
表
象
の
か
よ
う
な
強
さ
弱
さ
の
関
繋
に
つ

い
て
設
定
せ
ら
れ
て
い
る
そ
の
方
の
諸
法
則
が
、
ど
ん
な

に
無
力
で
空
虚
な
も
の
で
あ
る
か
は
、
そ
う
い
う
法
則
の

学
問
を
立
て
よ
う
と
苦
心
し
て
い
る
心
理
学
を
検
べ
て
み

る
と
す
ぐ
わ
か
る
こ
と
で
あ
る
」
。
こ
れ
は
余
談
で
あ
る

が
、
当
時
少
し
ず
つ
興
り
つ
つ
あ
っ
た
心
理
学
へ
の
ヘ
ー

ゲ
ル
の
批
評
も
こ
こ
に
見
え
て
面
白
い
と
思
う
。
な
お
そ

の
上
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
認
識
論
を
考
え
て
み
る
人
々
は
注
意
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て
い
る
。
そ
う
な
る
と
、
そ
れ
ら
の
独
立
性

0

0

0

た
る
や
相
互

の
移
行
と
な
る
」。だ
と
す
る
と
度
合
で
は
な
く
な
り
、「
度

合
は
そ
の
た
め
崩
壊
し
て
没
度
合

0

0

0

と
な
っ
て
く
る
」。
も

と
よ
り
、
度
合
の
そ
う
い
う
彼
岸
は
、
他
に
理
由
な
く
、

「
度
合
の
単
に
そ
れ
自
身
に
お
け
る
否
定
性
で
あ
る
」。
そ

の
た
め
度
合
は
、

第
三
に

0

0

0

、「
度
合
諸
規
定
の
無
イ
ン
デ
ィ
フ
ァ
レ
ン
ツ

差
別
と
な
る
」。
こ
れ

は
つ
ま
り
度
合
が
措
定
さ
れ
て
「
諸
度
合
の
逆
関
繋

0

0

0

0

0

0

0

と
し

て
の
も
の
」
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
何
故
に
そ
う
い
う
逆

関
繋
と
な
っ
て
い
る
か
と
い
う
に
、諸
度
合
は
す
で
に「
独

立
的
な
諸
々
の
質0

と
し
て
の
も
の
で
、
本
質
的
に
は
た
だ

そ
れ
ら
の
量
の
み
に
、
従
っ
て
は
そ
れ
ら
の
否
定
的
相
互

関
係
に
も
と
づ
い
て
い
る
」か
ら
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、

「
諸
度
合
は
そ
れ
ら
の
真
に
独
立
的
な
統
一
の
単
な
る
契

機
に
す
ぎ
な
く
な
る
」
の
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
そ

の
統
一
は
、「
諸
度
合
が
自
分
の
う
ち
に
反
省
し
且
つ
措

定
さ
れ
る
か
ら
で
き
て
く
る
統
一
」
で
あ
る
。
こ
の
統
一

す
べ
き
問
題
で
あ
る
と
思
う
。
次
に
は
、
度
合
に
つ
い
て

の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
法
式
的
説
明
の
中
の
い
く
つ
か
の
言
葉
に

つ
け
て
、
解
釈
を
施
し
て
み
る
。

度
合
に
つ
い
て
は
『
エ
ン
チ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』
の
中
に
有

益
な
次
の
よ
う
な
叙
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。
度
合
は
質
と

量
と
の
統
一
と
し
て
の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
う
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
度
合
は
完
成
せ
る
有
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
。
吾
々
が
有
を
云
為
す
る
と
き
は
、
有
は
何
よ
り
も

ま
ず
全
く
抽
象
的
で
無
規
定
な
も
の
と
し
て
現
れ
る
も
の

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
有
は
ほ
ん
と
う
に
は
自
己
自
身
を
規

定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
そ
れ
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し

有
が
自
分
の
完
成
的
規
定
性
に
達
す
る
と
、
そ
れ
が
度
合

な
の
で
あ
る
。
度
合
は
絶
対
的
な
も
の
の
定
義
と
し
て
見

ら
れ
た
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
。
「
神
は
一
切
の
事
物
の

度
合
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
う
い
う
度
合
の
直

観
は
多
く
の
古
代
ヘ
ブ
ラ
イ
の
頌
歌
の
基
調
を
な
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
ヘ
ブ
ラ
イ
に
お
い
て
は
神
の
讃
美
は
つ
ま

二
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が
即
ち
「
本
質
0

0

」
で
あ
る
。
他
の
言
葉
で
い
え
ば
、「
独

立
的
な
諸
側
面
そ
の
も
の
の
無
関
心
と
直
接
性
と
が
そ
れ

ら
の
否
定
的
直
接
性
を
構
成
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
直
接

性
が
本
質
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。

り
、
神
は
一
切
の
物
、
海
と
陸
に
、
河
と
山
に
、
な
お
ま

た
種
々
な
る
植
物
と
動
物
に
、
そ
れ
ら
の
限
界
を
定
め
る

も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
傾
聴

す
べ
き
説
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
ま
た
吾
々
は
ギ
リ
シ
ア
人

の
宗
教
的
意
識
の
中
に
、
度
合
の
神
格
性
が
人
倫
的
な
も

の
と
緊
密
に
関
係
さ
れ
て
ネ
メ
シ
ス
と
し
て
表
象
せ
ら
れ

て
い
る
の
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
ネ
メ
シ
ス
と
い
う
の
は
、

平
衡
的
分
配
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
れ
が
神
秘
化
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
こ
の
表
象
の
中
に
は
、
一
切
の
人
間
的
な

も
の—

—

富
・
名
誉
・
権
力
、
及
び
喜
び
・
悲
し
み
な
ど—

—

は
そ
の
一
定
の
度
合
を
持
っ
て
い
る
、
そ
し
て
こ
の
度
合

を
は
ず
れ
る
こ
と
は
そ
れ
の
衰
滅
と
没
落
を
き
た
す
と
い

う
こ
と
が
、
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
て
更
に
進
ん

で
吾
々
の
対
象
的
世
界
に
お
け
る
度
合
の
存
在
に
つ
い
て

は
、
吾
々
は
先
ず
自
然
界
の
中
に
、
度
合
が
本
質
的
内
容

を
構
成
し
て
い
る
存
在
物
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
殊

に
太
陽
系
が
そ
う
で
あ
る
。
太
陽
系
は
ほ
ん
と
う
は
一
般
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に
自
由
度
合

0

0

0

0

の
世
界
と
し
て
観
察
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
次
に
更
に
無

機
的
自
然
界
に
お
い
て
の
観
察
を
進
め
て
み
る
と
、
質
的
並
び
に
量
的
規
定

が
互
い
に
無
頓
着
な
も
の
と
し
て
現
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
度
合
が
い
わ
ば

背
景
に
か
く
れ
る
。
例
え
ば
岩
や
流
れ
0

0

の
質
は
或
る
一
定
の
量
に
結
び
付
け

ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
も
っ
と
精
細
に
考
え
て
み
る
と
、
こ
れ
ら
の
諸
対

象
で
も
決
し
て
全
然
没
度
合
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
何
故
か

と
い
う
に
流
れ
0

0

の
水
や
、
岩
の
個
々
の
成
分
は
、
化
学
的
探
索
か
ら
み
れ
ば
、

そ
れ
ら
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
質
料
の
量
的
関
係
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
い

る
質0

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
度
合
は
更
に
有
機
的
世

界
に
お
い
て
、
一
層
判
然
と
直
接
的
直
観
に
映
じ
て
現
れ
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。
種
々
な
る
種
類
の
植
物
や
動
物
は
、
全
体
に
お
い
て
も
個
々
の
部
分
に

お
い
て
も
或
る
一
定
の
度
合
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
誰
で
も
知
っ
て
い
る
。

こ
の
際
注
意
さ
れ
る
こ
と
は
、
無
機
的
自
然
に
一
層
近
い
と
こ
ろ
の
一
層
不

完
全
な
有
機
的
形
象
を
と
っ
て
見
る
と
、
そ
れ
ら
は
一
層
高
等
の
諸
々
の
形

像
か
ら
区
別
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
度
合
の
著
し
い
不
確
定
性
と
い

う
点
で
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
吾
々
は
化
石
の
中
に
、
顕
微
鏡

で
も
っ
て
漸
く
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
を
見
出
す
が
、
そ
れ
と
同
時
に
他
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の
も
の
は
車
輪
大
に
ま
で
達
す
る
所
の
い
わ
ゆ
る
菊
石
を
見
出
す
こ
と
が
で

き
る
。
そ
れ
は
鉱
物
の
み
で
は
な
い
。
度
合
の
こ
の
よ
う
な
不
確
定
性
は
、

有
機
的
形
成
の
低
い
段
階
に
あ
る
多
く
の
植
物
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
。
例

え
ば
羊し

だ歯
の
類
に
お
け
る
が
如
き
そ
れ
で
あ
る
。

次
に
、
度
合
中
に
存
す
る
質
と
同
一
性
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、
こ
の

同
一
性
は
た
だ
や
っ
と
即
自
的

0

0

0

で
あ
っ
て
、
ま
だ
措
定
0

0

さ
れ
て
い
な
い
の
で

あ
る
。
言
葉
を
か
え
て
い
え
ば
、
即
自
的
で
あ
る
か
ら
質
と
量
と
が
そ
れ
ぞ

れ
別
々
に
妥
当
す
る
と
い
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
量
を
段
々
ま
す
と
、
質

が
変
る
と
い
う
の
は
こ
の
こ
と
で
あ
る
。
量
を
増
し
た
り
へ
ら
し
た
り
す
る

こ
と
が
或
る
限
度
を
越
え
る
と
質
が
変
化
を
来
た
す
と
い
う
様
に
な
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
水
の
温
度
は
先
ず
差
当
り
そ
れ
の
液
状
的
流
動
性

に
関
し
て
無
頓
着
で
あ
る
。
少
々
ぬ
く
く
て
も
水
、
冷
く
て
も
水
で
あ
る
。

し
か
し
や
が
て
、
液
状
的
に
流
動
す
る
水
も
そ
の
温
度
の
増
減
に
つ
れ
て
、

そ
の
凝
集
状
態
が
質
的
に
変
り
、
そ
の
た
め
水
は
一
方
で
は
水
蒸
気
に
、
他

方
で
は
氷
に
変
る
と
い
う
点
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
或
る
量
的
変
化
が
存

す
る
場
合
、
こ
れ
は
初
め
は
全
く
無
拘
束
な
も
の
の
如
く
に
見
え
る
の
で

あ
る
。
し
か
し
そ
の
背
後
に
は
す
で
に
、
或
る
他
の
も
の
が
ひ
そ
ん
で
い
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る
。
そ
し
て
か
よ
う
な
見
か
け
上
無
拘
束
な
量
的
変
化
は
、
い
わ
ば
質
的
な

も
の
を
撃
つ
計
略
で
あ
る
と
い
え
る
。
ギ
リ
シ
ア
人
は
こ
こ
に
見
ら
れ
る
度

合
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
を
既
に
色
々
な
事
物
に
こ
と
よ
せ
て
直
観
化
し
た
の
で

あ
っ
たi i

。
例
え
ば
一
粒
0

0

の
小
麦
が
小
麦
一
積
み
を
形
成
す
る
か
ど
う
か
と
い

う
疑
問
、
も
し
く
は
馬
の
尻
尾
か
ら
引
抜
か
れ
た
一
本
0

0

の
毛
が
禿
げ
の
尻
尾

を
形
成
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
よ
う
な
疑
問
で
以
っ
て
直
観
化
し
て
い
た
の

で
あ
る
。
無
頓
着
な
増
減
に
も
そ
の
限
界
が
あ
り
、
か
く
て
い
つ
も
た
だ
一0

粒0

ず
つ
続
け
ら
れ
た
増
量
に
よ
っ
て
、
一
積
の
麦
が
成
立
し
、
い
つ
も
た
だ

一
本
0

0

ず
つ
の
続
け
て
な
さ
れ
た
脱
毛
に
よ
っ
て
禿
げ
の
尻
尾
が
生
じ
る
と
い

う
、
一
点
に
遂
に
達
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
も
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

或
る
百
姓
が
い
て
、
快
活
に
歩
ん
で
い
た
驢
馬
の
積
荷
を
若
干
匁
ず
つ
増
や

し
、
と
う
と
う
驢
馬
は
堪
え
切
れ
な
く
な
っ
た
重
荷
の
為
め
に
く
た
ば
っ
た

と
い
う
話
も
、
今
あ
げ
た
実
例
と
相
似
て
い
る
。
も
し
人
々
が
こ
れ
ら
の
事

柄
を
単
に
閑
人
の
無
駄
な
お
饒
舌
り
だ
と
言
い
切
ろ
う
と
す
る
な
ら
、
そ

れ
は
甚
だ
し
く
無
理
な
こ
と
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
こ
こ
で
は
実
は
、
そ
れ

を
よ
く
熟
知
す
る
こ
と
が
実
際
上
か
ら
も
道
徳
的
関
係
か
ら
も
大
い
に
重
要

i　

以
下
の
例
は
、
ゼ
ノ
ン
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
る
。
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性
を
持
っ
て
い
る
よ
う
な
思
想
を
取
扱
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
例
え

ば
吾
々
が
つ
か
っ
て
い
る
金
銭
の
支
出
に
関
し
て
、
差
当
り
支
出
の
多
寡
が

別
に
問
題
と
は
な
ら
な
い
或
る
余
裕
の
範
囲
が
あ
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ

ろ
が
さ
て
、
多
寡
い
ず
れ
か
の
方
面
に
そ
の
折
々
の
個
人
的
関
係
に
よ
っ
て

規
定
さ
れ
た
度
合
が
踏
み
越
え
ら
れ
る
と
、
度
合
の
質
的
本
性
が
（
先
に
説

明
し
た
水
の
種
々
な
る
温
度
の
例
に
お
け
る
場
合
と
同
じ
仕
方
で
）
こ
こ
に

擡
頭
し
て
く
る
。
そ
し
て
事
宜
を
得
た
る
家
計
と
し
て
見
ら
れ
て
い
た
も
の

が
、
忽
ち
吝
嗇
か
も
し
く
は
浪
費
と
な
っ
て
く
る
。
同
様
の
こ
と
が
政
治
に

も
適
用
し
て
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
国
家
の
憲
法
は
そ
の
国
家
の
地

域
の
大
き
さ
、
人
口
の
数
及
び
そ
の
他
の
量
的
諸
規
定
に
依
属
せ
ぬ
も
の
と

も
見
做
さ
れ
ざ
る
を
得
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
数
千
平
方
マ
イ
ル

の
領
域
と
四
〇
〇
万
の
人
口
を
も
て
る
一
つ
の
国
家
を
観
察
す
る
と
き
、
人

は
差
し
ず
め
、
領
域
の
二
〜
三
平
方
マ
イ
ル
や
人
口
の
二
〜
三
〇
〇
〇
は
こ

の
如
き
国
家
の
憲
法
に
何
ら
本
質
的
な
影
響
を
与
え
得
る
も
の
で
は
な
い
こ

と
を
、
わ
け
な
く
承
認
す
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
に
反
し
て
、
一
つ

の
国
家
の
増
大
や
減
少
は
遂
に
、
（
そ
の
他
の
事
情
を
別
と
し
て
）
か
か
る

量
的
変
化
の
た
め
に
す
で
に
、
憲
法
の
質
的
な
る
も
の
が
も
は
や
変
え
ら
れ
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ぬ
ま
ま
で
は
あ
り
得
ぬ
と
い
う
一
点
に
出
逢
う
の
で
あ
る
。
ス
イ
ス
連
邦
中

の
小
さ
い
一
州
の
憲
法
は
一
大
帝
国
に
対
し
て
は
適
合
し
な
い
、
と
同
様
に

ロ
ー
マ
共
和
国
の
憲
法
を
ド
イ
ツ
の
一
小
国
家
都
市
へ
移
植
す
る
こ
と
は
当

を
得
な
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
歴
史
が
敢
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
よ

う
に
し
て
、
度
合
の
問
題
は
、
人
生
と
自
然
到
る
処
に
問
題
を
提
出
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
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本
質
論

本
質
論
一

吾
々
は
本
質
論
に
入
っ
た
の
で
あ
る
が
、
有
と
本
質
は

ど
う
い
う
関
け
い

0

0

0

に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
有
の
真
理
性
が
本
質
な
の
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」

さ
て
そ
れ
は
ど
う
し
て
で
あ
ろ
う
か
。「
有
は
直
接
的

な
も
の
で
あ
る
」。
吾
々
の
知
識
は
こ
の
有0

な
く
て
成
立

す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
、「
序
論
」
以
来
屡
々
説
か
れ

た
通
り
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、「
知
識
は
即
自
的
で
且
つ

0

0

0

0

0

0

向
自
的
な
有

0

0

0

0

0

た
る
と
こ
ろ
を
認
識
し
よ
う
と
す
る
の
で
、

知
識
は
直
接
的
な
も
の
及
び
そ
れ
の
諸
規
定
二
に
は
い
つ

ま
で
も
停と
ど
まら
な
い
で
、
だ
が
し
か
し
こ
の
直
接
的
な
も
の

を
通
し
て
進
ん
で
ゆ
く
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
、
も
と
よ

り
知
識
は
、
こ
の
有
の
背
後
0

0

三
に
は
有
そ
の
も
の
よ
り
も

も
っ
と
他
の
或
る
も
の
が
あ
る
、
と
い
う
前
提
を
も
っ
て

本
質
論<

注
解>

一
　「
有
論
」
か
ら
「
本
質
論
」
へ
移
行
す
る
に
つ
い
て

は
な
か
な
か
問
題
が
多
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
ヘ
ー

ゲ
ル
が
、
「
有
論
」
の
最
後
で
そ
の
移
行
を
論
じ
て
い
る

の
と
、
「
本
質
論
」
の
は
じ
め
の
と
こ
ろ
で
論
じ
て
い
る

の
と
で
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
想
の
動
き
方
に
か
な
り
相
違

が
あ
る
。
さ
て
「
有
論
」
か
ら
「
本
質
論
」
へ
移
行
す
る

こ
と
を
、
も
し
解
り
易
く
示
せ
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
ら
、

「
本
質
論
」
の
は
じ
め
に
出
て
い
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
説
明
の

方
を
と
る
こ
と
が
、
ず
っ
と
望
ま
し
い
。
そ
れ
で
、
こ
の

本
で
は
不
本
意
な
が
ら
、「
本
質
論
」
の
は
じ
め
に
出
て

い
る
考
え
0

0

を
と
っ
て
、
移
行
の
説
明
に
あ
て
て
置
こ
う
と

思
う
の
で
あ
る
。
さ
て
本
文
の
中
の
用
語
の
説
明
で
あ
る

が
、

諸
規
定
と
は
、「
有
論
」
の
中
で
出
た
す
べ
て
の
論
理
的

規
定
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
有
・
無
・
成
・
定
有
・
他
の
も

の
・
或
る
も
の
、
限
界
・
同
等
・
不
同
等
・
向
自
有
そ
の

二 一
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突
き
進
ん
で
ゆ
く
の
で
あ
る
」
と
い
っ
て
、
ど
こ
を
ど
こ

と
な
く
突
き
進
む
の
で
は
な
く
、
や
は
り
有
か
ら
出
発

し
、
そ
し
て
こ
れ
を
乗
り
越
え
る
と
い
う
途
を
進
む
の
で

あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
の
進
み
ゆ
き
は
自
分
を
内
化
し
て
ゆ

く
、即
ち
い
わ
ば
想
い
起
す
の
で
あ
る
。
一
口
で
い
え
ば
、

内
か
ら
と
り
出
し
て
く
る
の
で
あ
り
、
内
的
に
豊
富
に
す

る
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
き
「
知
識
は
は
じ
め
て
か
よ

う
な
媒
介
を
通
じ
て
本
質
を
見
出
す
」
の
で
あ
る
。
ド

イ
ツ
語
に
は
有
る
0

0

（sein

）
と
い
う
動
詞
に
対
し
、
過
去

の
時
称
と
し
て
有
り
し

0

0

0

（gew
esen

）
が
あ
る
。「
有
る
0

0

は

W
esen

をge-w
esen

に
お
い
て
ず
っ
と
表
現
し
て
来
た
」

と
い
え
る
の
で
あ
る
。
何
故
と
い
う
に
、「
本
質
（W

esen

）

と
は
過
ぎ
行
け
る
も
の
で
あ
る
」
か
ら
で
あ
る
。
尤
も
し

か
し
、そ
れ
は
時
間
的
に
過
ぎ
行
け
る
も
の
で
は
な
く
て
、

「
本
質
は
没
時
間
的
に
過
ぎ
行
け
る
有
」
で
あ
る
。

さ
て
、「
こ
の
有
か
ら
は
じ
め

0

0

0

る
こ
と
と
、
有
を
揚
棄

し
て
媒
介
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
本
質
0

0

の
と
こ
ろ
に
達
す

他
挙
げ
き
れ
な
い
有
論
中
の
す
べ
て
の
諸
規
定
の
意
で
あ

る
。
次
は
「
背
後
」
と
い
う
語
、

背
後
な
ど
と
い
う
と
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
、
い
つ
も
嫌
っ
て
い

る
表
象
的
な
言
い
方
（
す
な
わ
ち
何
か
か
た
ち
を
心
に
描

い
て
知
る
と
い
う
や
り
方
）
に
な
る
の
で
、
こ
う
い
う
言

い
表
し
に
拘
泥
し
て
は
な
ら
な
い
。
私
は
か
つ
て
、
有
ザ
イ
ン

と

本ヴ
ェ
ー
ゼ
ン
質
と
概
ベ
グ
リ
ッ
フ
念
の
こ
の
よ
う
な
三
つ
の
読
み
方
を
、
少
し
変

え
て
読
む
こ
と
を
人
に
す
す
め
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
す
な

わ
ち
、「
あ
る
0

0

」、「
本
と
う
に
あ
る

0

0

0

0

0

0

」、「
把
握
さ
れ
て
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

」
、

と
い
う
よ
う
に
訳
し
て
み
る
の
で
あ
る
。W

esen

は
動
詞

sein

の
過
去
分
詞
のgew

esen

か
ら
来
て
い
る
と
ヘ
ー
ゲ

ル
自
身
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
有
る
に
つ

な
が
る
語
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
考
慮
し
て
、本
ヴ
ェ
ー
ゼ
ン
質
を「
本

と
う
に
あ
る
0

0

」
と
読
ん
だ
の
で
あ
る
。
ベ
グ
リ
ッ
フ
は
把

握
と
か
解
釈
と
も
読
ん
で
い
い
語
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ

は
「
把
握
さ
れ
て
あ
る
0

0

」
と
読
み
、
あ
る
0

0

を
生
か
し
た
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
本
質
は
「
本
と
う
に
あ

三
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論

る
と
い
う
行
程
と
は
、
有
に
と
っ
て
外
面
的
な
こ
と
の
よ

う
に
見
え
る
」。
け
れ
ど
も
実
は
そ
う
で
な
く
て
、「
こ
の

行
程
は
有
そ
の
も
の
の
運
動
な
の
で
あ
る
」

か
よ
う
に
し
て
成
立
し
て
い
る
本
質
は
、
外
か
ら
見
つ

け
出
さ
れ
た
よ
う
な
本
質
で
は
な
い
。
眺
め
ら
れ
た
本
質

で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
「
有
に
と
っ
て
よ
そ
よ
そ
し
い
否

定
を
通
じ
て
見
出
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
有
の
固
有
の
、

有
の
無
限
の
運
動
を
通
じ
て
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
な
の
で

あ
る
」。
簡
単
に
言
っ
て
し
ま
え
ば
、「
そ
れ
は
即
自
的
で

か
つ
向
自
的
な
有
な
の
で
あ
る
」

さ
て
、
本
質
そ
の
も
の
が
、「
本
質
は
、
有
が
自
分
の

う
ち
へ
完
全
に
戻
っ
て
来
た
も
の
と
し
て
の
も
の
で
あ
る

か
ら
、
ま
ず
最
初
は
無
規
定
な
本
質
で
あ
る
。
だ
か
ら
有

の
諸
々
の
規
定
性
は
そ
の
中
に
揚
棄
さ
れ
て
い
る
。
尤
も

そ
れ
は
有
の
諸
規
定
を
即
自
的

0

0

0

に
含
ん
で
い
る
の
で
、
諸

規
定
が
こ
こ
で
措
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
そ
れ
ら
を
含
ん

で
い
る
の
で
な
い
」。
そ
う
い
う
本
質
は
絶
対
的
本
質
と

る
」
と
こ
ろ
の
有
る
0

0

な
の
で
あ
る
。
自
然
界
で
も
人
間
の

世
界
で
も
、
単
な
る
有0

な
ぞ
実
在
し
て
は
い
な
い
。
そ
う

だ
と
す
る
と
、
有
を
論
じ
た
次
に
「
有
の
真
相
で
あ
る
本

質
」
を
論
ず
る
と
い
う
こ
と
は
き
わ
め
て
自
然
の
こ
と
で

あ
る
。
背
後
と
は
そ
う
い
う
こ
と
を
よ
く
汲
ん
で
読
ま
れ

る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
次
に
、
こ
の
「
本
質
論
」
の
初
め

に
出
て
い
る
「
定
有
」
に
つ
い
て
は
注
意
が
む
け
ら
れ
て

よ
い
と
思
う
。
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い
え
る
の
で
あ
る
が
、「
絶
対
的
本
質
は
自
分
と
の
関
係

が
か
よ
う
に
単
純
で
あ
る
か
ら
、
少
し
も
定
有
的

0

0

0

な
も
の

で
な
い
。
し
か
し
、
や
は
り
定
有
に
移
行
し
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
本
質
は
即
自
的
で
か

0

0

0

0

0

つ
向
自
的
な
有

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
そ0

れ
自
身
に
お
い
て

0

0

0

0

0

0

0

ふ
く
ん
で
い
る
諸
規
定
を
区
別
す
る

0

0

0

0

か

ら
で
あ
る
」。
だ
か
ら
本
質
は
「
自
分
を
自
分
か
ら
突
き

離
す
こ
と
」
で
あ
る
。
或
い
は
こ
う
も
い
え
る
、「
本
質

は
自
分
に
対
し
て
無
関
心
で
あ
る
、
自
分
と
否
定
的
関
係

に
あ
る
」
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、「
本
質
は
自
分
を
自

分
自
身
に
対
し
て
措
定
す
る
」
も
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に

「
自
分
を
自
分
か
ら
区
別
し
な
が
ら
自
分
と
統
一
態
に
あ

る
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
限
り
に
お
い

て
無
限
な
る
向
自
有
で
あ
る
」
の
で
あ
る
。
本
質
は
一
応

以
上
の
よ
う
に
規
定
出
来
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
諸
規
定
は
、
有
の
領
域
に
お
け
る
規
定

の
働
き
と
は
全
く
別
箇
の
本
質
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
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か
よ
う
に
し
て
、「
本
質
は
、
は
じ
め
は
単
純
な
る

0

0

0

0

否

定
性
で
あ
る
か
ら
、
本
質
は
即
自
的

0

0

0

に
も
っ
て
い
る
規
定

性
を
自
分
の

0

0

0

領
域
の
う
ち
で
措
定
せ
ね
ば
な
ら
な
い
、
勿

論
そ
れ
は
自
分
に
定
有
を
与
え
、
か
く
し
て
ま
た
自
分
に

自
分
の
向
自
有
を
与
え
る
た
め
に
で
あ
る
」
こ
と
い
う
ま

で
も
な
い
。

以
上
は
本
質
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
規
定
を
一
応
考
察

し
て
み
た
の
で
あ
る
が
、
本
質
が
論
理
学
の
全
領
域
に
お

い
て
占
め
る
位
置
か
ら
、
本
質
を
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。「
本
質
は
有
と
概
念
と
の
間
に
位
置
し
て
い
て
、

そ
の
中
間
を
形
成
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
本
質
の
運
動
は

有
か
ら
概
念
へ
の
移
行
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
」。
だ

か
ら
本
質
は
ま
だ
概
念
で
は
な
い
。「
本
質
は
即
自
的
で

0

0

0

0

か
つ
向
自
的
な
有

0

0

0

0

0

0

0

で
は
あ
る
、
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
ま
だ

即
自
有
の
規
定
の
中
の
あ
る
も
の
で
あ
る
」。
何
故
な
ら

ば
、
本
質
の
一
般
的
規
定
は
有
か
ら
出
て
来
た
の
だ
と
い

う
こ
と
に
、
換
言
す
れ
ば
有
の
最
初
の
否
定

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
と
い
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う
こ
と
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
「
本
質
の
運
動
は

次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
、
即
ち
否
定
を
自
分
に
即お

い
て

措
定
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
分
に
定
有
を
与
え
、
か
く
て

無
限
な
る
向
自
有
と
し
て
の
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

〔
た
だ
し
こ
の
も
の
は

や
は
り
即
自
的
で
あ
る
の
で
あ
る
が
〕
に
な
る
と
い
う
運

動
で
あ
る
」。
こ
こ
に
本
質
は
概
念
で
は
な
く
て
、
む
し

ろ
有
の
領
域
に
属
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で

一
層
明
瞭
に
こ
う
い
う
こ
と
が
で
き
る
、「
本
質
は
、
自

分
の
即
自
有
に
等
し
い

0

0

0

と
こ
ろ
の
量
の
定
有
を
、
自
分
に

与
え
る
の
で
あ
る
、
そ
し
て
概
念
に
な
る
の
で
あ
る
。
何

ん
と
な
れ
ば
、
概
念
は
、
自
分
の
定
有
の
う
ち
に
あ
っ
て

絶
対
的
で
あ
る
、
も
し
く
は
即
自
か
つ
向
自
的
で
あ
る
、

そ
う
い
う
絶
対
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
」。
概
念

に
あ
っ
て
は
即
自
と
い
う
こ
と
が
も
は
や
残
っ
て
い
な
い

の
で
あ
る
。
本
質
の
場
合
で
は
ま
だ
即
自
的
で
あ
る
こ
と

を
免
れ
な
い
で
い
る
。
こ
の
こ
と
を
定
有
と
い
う
こ
と
に

つ
け
て
い
う
と
次
の
よ
う
に
な
る
、
即
ち
「
本
質
が
自
分
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に
与
え
る
と
こ
ろ
の
定
有
は
、
即
自
的
で
か
つ
向
自
的

で
あ
る
よ
う
な
定
有
で
な
い
の
で
あ
る
」。
だ
か
ら
概
念

の
定
有
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
に
は
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ

る
。
他
の
言
葉
で
い
え
ば
「
本
質
が
自
分
に
定
有
四
を
与0

え
て
や
る

0

0

0

0

と
い
っ
た
よ
う
な
、
も
し
く
は
定
有
が
措
定
さ

0

0

0

れ
る
0

0

と
い
っ
た
よ
う
な
、
従
っ
て
ま
た
概
念
の
定
有
と
は

ま
だ
区
別
さ
れ
て
あ
る
よ
う
な
定
有
」
に
す
ぎ
な
い
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

本
質
が
本
質
と
し
て
明
瞭
に
な
っ
て
ゆ
く
が
、
そ
れ
は

次
の
よ
う
に
叙
述
せ
ら
れ
る
。

「
本
質
は
ま
ず
始
め
自
分
自
身
の
う
ち
で

0

0

0

0

0

0

0

0

映
出
す
る
。

す
な
わ
ち
反
省
で

0

0

0

あ
る
。
第
二
に
、
本
質
は
現
象
す
る

0

0

0

0

。

第
三
に
、
本
質
は
自
分
を
呈
露
す
る

0

0

0

0

」。
そ
こ
で
本
質
は

そ
の
運
動
に
お
い
て
次
の
よ
う
な
諸
規
定
に
よ
っ
て
自
分

を
措
定
す
る
。

（
一
）第
一
は
、「
自
分
の
中
で
の
自
分
の
諸
規
定
を
も
っ

て
す
る
単
純
な

0

0

0

即
自
有
的
な
本
質
と
し
て
」、

定
有
に
つ
い
て
は
、
私
た
ち
は
か
な
り
く
わ
し
く
考
え
て

来
た
の
で
あ
る
が
、
定
有
は
「
有
論
」
の
割
合
に
は
じ
め

に
出
な
が
ら
、
こ
の
概
念
は
全
論
理
学
を
通
じ
て
、
重
ん

じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
は
や
く
い
う
と
、
論
理
学
の

中
の
ど
の
大
切
な
概
念
も
す
べ
て
弁
証
法
的
な
も
の
で
あ

る
が
、
そ
の
概
念
の
弁
証
法
の
、
そ
の
ま
た
弁
証
法
的
な

0

0

0

0

0

も
の
0

0

の
存
す
る
と
こ
ろ
は
、
い
つ
で
も
定
有
の
存
す
る
と

こ
ろ
な
の
で
あ
る
。
弁
証
法
は
対
立
物
の
統
一
だ
と
よ
く

い
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
対
立
性
は
ま
さ
に
定
有
が
う
け

も
っ
て
い
る
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
統
一

性
の
と
こ
ろ
は
有0

の
回
復
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

だ
か
ら
定
有
と
有
と
は
全
論
理
学
の
中
に
氾
濫
的
と
い
っ

て
も
い
い
ほ
ど
に
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
定
有
は

「
概
念
論
」
の
中
で
も
重
要
な
論
理
的
表
現
と
な
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。

四
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（
二
）
第
二
は
、「
定
有
へ
と
現
れ
出
る
も
の
と
し
て
、

即
ち
、
自
分
の
実
存
と
現
象
0

0

に
か
た
ど
れ
る
も
の
と
し

て
」、

（
三
）「
自
分
の
現
象
と
一
つ
で
あ
る
と
こ
ろ
の
本
質
と

し
て
、
即
ち
現
実
0

0

と
し
て
」
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第
一
編

第
一
編

自
分
自
身
に
お
け
る
反
省
と
し
て
の
本
質

さ
て
、
本
質
一
の
一
般
規
定
が
こ
れ
か
ら
論
ぜ
ら
れ
る

の
で
あ
る
。「
本
質
は
有
か
ら
出
て
く
る
。
そ
う
で
あ
る

以
上
本
質
は
直
接
に
即
自
的
で
、
か
つ
向
自
的
で
あ
る
の

で
は
な
い
、
か
の
運
動
の
成
果
0

0

な
の
で
あ
る
」。
換
言
す

れ
ば
、
本
質
は
ま
ず
最
初
は
直
接
的
な
も
の
と
し
て
と
ら

れ
る
の
で
、
そ
う
い
う
本
質
は
、「
そ
れ
に
は
他
の
も
の

0

0

0

0

が
対
峙
し
て
い
る
そ
う
い
う
規
定
さ
れ
た
定
有
」で
あ
る
。

そ
う
い
う
本
質
は
、「
非
本
質
的
な
定
有
を
向
う
に
し
た

本
質
的

0

0

0

定
有
で
あ
る
」
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
本
質
は

も
と
も
と
「
即
自
的
に
か
つ
向
自
的
に
揚
棄
さ
れ
た
有
で

あ
る
。
だ
か
ら
、
も
し
本
質
に
対
峙
し
て
い
る
よ
う
な
も

の
が
本
質
だ
っ
た
ら
、
そ
れ
は
仮
象
0

0

（
映
出
二
）
に
す
ぎ

な
い
」。
と
こ
ろ
が
困
っ
た
こ
と
に
は「
こ
の
仮
象（
映
出
）

本
質

<

注
解>

読
者
は
、「
本
質
論
」
の
分
ち
方
を
見
て
（
勿
論
一
、
二
、

三
と
分
つ
と
い
っ
て
も
、
必
ず
し
も
そ
う
時
間
的
空
間
的

順
序
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
端
緒
0

0

と
進
行
0

0

と
終
極
0

0

と
見
た
方
が
い
い
の
で
あ
る
が
）、
は
じ

め
が
反
省
諸
規
定
、
次
が
現
象
、
最
後
が
現
実
性
と
な
っ

て
い
る
の
で
、
ど
う
も
腑
に
落
ち
に
く
い
と
こ
ろ
が
あ
る

だ
ろ
う
と
思
う
。
こ
れ
は
、
私
の
考
え
で
は
、
こ
れ
か
ら

本
質
論
が
ヘ
ー
ゲ
ル
に
従
っ
て
研
究
さ
れ
発
展
せ
し
め
ら

れ
る
場
合
の
大
き
い
問
題
に
な
る
こ
と
だ
と
思
う
。
ヘ
ー

ゲ
ル
も
こ
れ
に
は
気
づ
い
て
い
な
い
の
で
は
な
い
。
彼
は

「
現
象
」
の
こ
と
を
何
か
「
定
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
な
い
」

と
い
っ
て
い
る
。「
本
質
」
の
こ
と
を
形
体
の
な
い
よ
う

な
も
の
と
見
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
第
三
の
現
実
の
と

こ
ろ
で
解
消
さ
れ
る
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。
誰
が
考
え
て

も
現
実
と
か
現
実
性
と
い
う
と
何
か
と
ら
え
ど
こ
ろ
が
あ

る
が
、
単
に
「
現
象
」
と
い
う
と
た
よ
り
な
さ
を
覚
え

一
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は
、
本
質
の
固
有
の
措
定
な
の
で
あ
る
」。
そ
こ
で
、

第
一
に

0

0

0

「
本
質
は
反
省
0

0

で
あ
る
。
反
省
が
自
分
を
規
定

す
る
の
で
あ
る
」。
す
る
と
、
そ
こ
に
諸
々
の
規
定
が
あ

る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
「
諸
々
の
規
定
は
、
同
時
に
自

分
の
う
ち
へ
の
反
省
た
る
と
こ
ろ
の
一
つ
の
措
定
な
の
で

あ
る
」。
そ
こ
で
本
質
は
、

第
二
に
は

0

0

0

0

、「
そ
れ
ら
の
反
省
諸
規
定

0

0

0

0

0

、
す
な
わ
ち
諸
々
0

0

の
本
質
性

0

0

0

0

が
考
察
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」

第
三
に
は

0

0

0

0

、「
規
定
作
用
の
自
分
自
身
の
う
ち
へ
の
反

省
と
し
て
の
本
質
が
自
分
を
根
拠
0

0

三
た
ら
し
め
、
か
く
し

て
実
存
0

0

と
現
象
へ
と
移
行
し
て
ゆ
く
」
の
で
あ
る
。

る
。
こ
れ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
的
に
い
う
と
、
第
三
の
と
こ
ろ
で

有0

が
戻
っ
て
来
て
い
る
か
ら
、
と
ら
え
ど
こ
ろ
、
ま
と
ま

り
、
統
一
と
い
っ
た
も
の
が
私
た
ち
に
把
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
そ
れ
が
更
に
、
第
一
の
「
本
質
的
諸
規
定
」
と
な

る
と
、
第
三
の
「
現
実
性
」
と
は
ま
る
で
、
そ
れ
こ
そ
同

日
の
論
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に

問
題
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
こ
こ
に
論
及
す
る
余

裕
が
な
い
。
し
か
し
、「
有
論
」
で
第
一
の
端
緒
と
し
て

の
「
質
」
が
第
三
の
「
度
合
」
と
比
べ
る
と
、
こ
れ
ま
た

同
列
の
論
で
は
な
い
ほ
ど
違
っ
て
い
る
こ
と
と
照
応
し
て

み
れ
ば
、
ま
た
理
解
で
き
な
い
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
次

に
、
用
語
の
一
つ
を
説
明
し
て
置
き
た
い
。

映
出
はSchein

の
こ
と
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
語
で
は

Schein

（
名
詞
）、scheinen

（
動
詞
）、Erscheinung

（
名

詞
）、erscheinen

（
動
詞
）
と
い
う
風
に
関
係
し
て
い
て

都
合
よ
い
が
、日
本
語
で
は
都
合
よ
く
ゆ
か
な
い
。
さ
て
、

scheinen
す
る
と
は
光
り
の
出
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
光
出

二
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す
る
と
か
映
出
す
る
と
し
て
よ
か
ろ
う
。
名
詞
に
な
れ
ば
映
出
で
よ
い
わ
け

で
あ
る
。
し
か
し
、他
方Schein

は
仮
象
の
意
味
も
あ
る
か
ら
、そ
し
て
、ヘ
ー

ゲ
ル
は
現
象
へ
の
移
り
ゆ
き
の
た
め
に
そ
の
仮
象
を
つ
か
う
か
ら
、
吾
々
は

二
様
に
用
い
ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
て
、
そ
う
し
た
と
き
言
葉
に
も
つ
れ
つ
く

や
り
方
を
よ
い
の
悪
い
の
と
い
う
よ
り
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
反
省
を
心
理
学
的

に
又
は
倫
理
学
的
に
解
釈
さ
れ
る
方
へ
も
っ
て
ゆ
か
ぬ
よ
う
に
し
、
む
し
ろ

物
理
学
の
方
へ
も
っ
て
ゆ
き
、
光
り
の
出
る

0

0

0

0

0

を
単
に
ひ
と
と
お
り
の
も
の（
即

自
的
）
と
見
、
光
り
の
反
射
を
ひ
と
と
お
り
で
な
く
わ
れ
0

0

に
か
え
れ
る
も
の

（
反
省
）と
み
て
、
反
省
を
説
明
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。「
わ

れ
に
か
え
れ
る
も
の
」
と
し
な
い
で
「
わ
れ
に
向
え
る
も
の
」
と
い
う
よ
う

に
思
え
ば
、「
向
自
的
」
の
意
味
も
す
ぐ
理
解
さ
れ
る
。
も
し
即
自
と
向
自

を
統
一
的
に
把
え
て
い
る
状
態
な
ら
、
全
体
が
具
体
的
に
把
え
ら
れ
て
い
る

と
と
れ
る
の
で
あ
る
。
ゲ
ー
テ
は
色
彩
論
の
こ
と
で
ヘ
ー
ゲ
ル
と
交
通
し
合

い
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
理
解
に
好
意
を
よ
せ
て
い
る
が
、
ゲ
ー
テ
や
ヘ
ー
ゲ
ル
の

思
想
に
は
、
自
然
認
識
に
つ
い
て
の
深
い
関
心
な
く
て
は
よ
く
理
解
し
に
く

い
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
は
、
留
意
さ
れ
て
よ
い
こ
と
と
思
う
。
次
は
根
拠
0

0

と

い
う
概
念
の
意
味
に
つ
い
て
、

【Schein
（
名
詞
）
は
見
せ
か
け
・
外
見
、

仮
象
。

Erscheinung

（
名
詞
）
は
出
現
・
現
れ
・

現
象
。】
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根
拠
に
つ
い
て
は
、
「
本
質
論
」
第
二
編
の
「
現
象
」
の
と
こ
ろ
の<

注

解>

の
説
明
を
見
ら
れ
る
と
よ
い
。

次
に
は
、
反
省
諸
規
定
の
全
体
に
つ
い
て
、
少
し
く
く
わ
し
く
説
明
し
て

置
こ
う
と
思
う
。

反
省
諸
規
定
は
次
の
よ
う
に
発
展
的
に
包
括
的
に
叙
述
さ
れ
て
い
る
。

（
Ａ
）
本
質
は
自
己
自
身
と
の
単
純
な
る
関
係
態
、
換
言
す
れ
ば
純
粋
な
る

同
一
性

0

0

0

で
あ
る
。
こ
れ
が
本
質
の
規
定
で
あ
る
。
但
し
こ
の
規
定
に
従
え
ば
、

本
質
は
む
し
ろ
没
規
定
性
で
あ
る
。

（
Ｂ
）
本
来
、
規
定
と
は
区
別
0

0

で
あ
る
。
し
か
も
こ
れ
に
は
一
方
に
外
的
も

し
く
は
無
頓
着
な
る
区
別
、換
言
す
れ
ば
差
別
0

0

一
般
と
し
て
の
も
の
が
あ
る
、

し
か
し
他
方
に
、
対
峙
せ
る
差
別
も
し
く
は
対
立
0

0

が
あ
る
。

（
Ｃ
）
対
立
は
自
己
自
身
中
に
反
省
す
る
、
こ
れ
は
矛
盾
と
し
て
の
も
の
で

あ
っ
て
、
そ
れ
の
根
拠
0

0

へ
と
還
る
。

こ
の
中
、
第
一
の
純
粋
な
る
同
一
性
は
、
む
し
ろ
本
質
の
一
般
的
規
定
を

の
べ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
、
絶
対
的
同
一
性
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
、
次
の
差
別
と
い
う
概
念
が
最
も
重
要
性
を
も
っ
て
い
る
。
さ
て
、

そ
の
第
一
の
絶
対
的
同
一
性
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
勿
論
そ
れ
が
本
質
の
領
域

三



151

第
二
巻　

本
質
論　

第
一
編

の
概
念
た
る
限
り
、
や
は
り
直
接
的
に
し
ろ
区
別
を
蔵
し
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
れ
は
や
は
り
絶
対
的
区
別
と
い
う
べ
き
も
の
で
、
普
通
に
人
の
い
う
区
別

で
は
な
い
。
人
の
普
通
に
い
う
区
別
と
は
、
こ
こ
で
い
う
差
別
の
こ
と
で
あ

る
。
差
別
は
知
性
の
立
場
の
も
の
で
あ
る
。

差
別
は
、
外
的
反
省
と
い
う
反
省
諸
規
定
中
の
い
わ
ば
異
分
子
な
る
論
理

的
規
定
を
経
過
せ
る
も
の
で
あ
る
。
差
別
が
外
的
反
省
の
領
域
で
あ
る
こ
と

は
極
め
て
自
然
で
あ
る
。
さ
て
、
普
通
の
解
釈
に
お
い
て
も
対
立
は
差
別
と

甚
だ
し
く
異
な
っ
て
い
る
。
対
立
は
た
だ
単
に
差
別
の
鮮
明
化
さ
れ
判
然
化

さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
中
に
差
別
を
揚
棄
し
た
る
、
従
っ
て
最
初
の

区
別
（
純
粋
な
る
同
一
性
に
お
け
る
区
別
）
を
取
り
戻
し
た
る
も
の
で
あ

る
。
さ
て
、
そ
の
対
立
で
あ
る
が
、
「
対
立
は
そ
の
尖
端
に
駆
り
あ
げ
ら
れ

て
」
矛
盾
と
な
る
。
矛
盾
は
差
別
の
段
階
に
お
い
て
は
成
立
し
な
い
。
一
切

の
事
物
に
矛
盾
の
存
在
す
る
こ
と
を
拒
も
う
と
す
る
論
者
は
、
差
別
の
段
階

に
止
ま
ろ
う
と
す
る
人
々
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
普
通
に
使
用
せ
ら
れ
る

意
味
に
お
い
て
の
反
省
、
す
な
わ
ち
外
的
反
省
そ
れ
の
み

0

0

0

0

の
段
階
に
固
執
す

る
人
々
で
あ
る
。

次
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
矛
盾
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
命
題
の
い
く
つ
か
を
、
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あ
げ
て
置
こ
う
。

「
矛
盾
は
一
切
の
運
動
と
生
命
性
の
根
で
あ
る
。
或
る
物
は
自
分
自
身
の
中

に
ひ
と
つ
の
矛
盾
を
有
す
る
限
り
に
お
い
て
の
み
、
自
ら
動
き
、
衝
動
と
活

動
を
有
つ
」

「
一
般
の
人
々
の
考
え
で
は
、
矛
盾
は
そ
れ
が
現
実
的
な
も
の
に
つ
け
て
で

あ
ろ
う
と
も
し
く
は
思
惟
す
る
反
省
の
中
で
あ
ろ
う
と
、
一
つ
の
変
態
で
あ

り
、
一
時
の
病
的
な
も
の
だ
と
し
て
通
っ
て
い
る
」

し
か
し
そ
れ
は
、
矛
盾
の
本
性
を
知
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
何
故
か
と
い
う

に
「
本
質
の
絶
対
的
規
定
は
一
切
の
経
験
の
中
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
ど

の
概
念
の
中
に
も
と
同
様
、
一
切
の
現
実
的
な
も
の
の
中
に
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
」。「
有
の
領
域
に
お
い
て
あ
ら
わ
れ
る
矛
盾
で
あ
る
と
こ
ろ
の
無
限
な
も

0

0

0

0

の0

に
お
い
て
も
、
同
様
な
こ
と
が
想
い
起
さ
れ
て
い
る
。
日
常
の
経
験
が
す

で
に
、
矛
盾
せ
る
諸
事
物
、
矛
盾
せ
る
諸
制
度
の
多
数
の
存
在
す
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、

か
つ
そ
の
矛
盾
は
単
に
外
的
反
省
中
に
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
そ
れ
ら
自
身

の
中
に
存
す
る
こ
と
を
、
そ
れ
自
身
語
っ
て
い
る
」。
だ
か
ら
、
「
矛
盾
は
一

切
の
自
己
運
動
の
原
理
で
あ
る
。
蓋
し
自
己
運
動
は
矛
盾
の
表
現
よ
り
以
外

の
何
も
の
か
ら
も
成
立
し
は
し
な
い
」
。
む
し
ろ
、
こ
う
断
言
で
き
る
。「
運
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動
と
は
定
有
す
る

0

0

0

0

矛
盾
そ
の
も
の
で
あ
る
」
。「
自
己
と
の
抽
象
的
な
る
同
一

性
は
ま
だ
何
ら
生
命
性
で
は
な
い
」
。「
肯
定
的
な
も
の
が
自
分
自
身
に
お
い

て
否
定
的
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
自
己
の
外
に
出
、
自
ら
変
化
す
る
こ
と
が

生
命
性
で
あ
る
」
。「
だ
か
ら
或
る
物
は
そ
れ
が
自
分
の
中
に
矛
盾
を
含
む
限

り
に
お
い
て
の
み
、
な
お
さ
ら
に
矛
盾
を
自
分
の
中
に
把
え
且
つ
持
ち
こ
た

え
る
底て
い

の
力
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
の
み
、
生
命
的
で
あ
る
」

「
上
下
、左
右
、父
子
等
々
（
そ
の
他
無
際
限
に
）
の
平
凡
な
実
例
で
す
ら
も
、

悉
く
対
立
を
一
者
の
中
に
含
ん
で
い
る
。
上
は
下
で
な
い
と
こ
ろ
の
も
の
で

あ
る
。
上
と
は
決
定
的
に
、
下
で
な
い
と
い
う
謂
い
に
外
な
ら
な
い
、
し
か

も
下
な
る
も
の
が
あ
る
限
り
に
お
い
て

0

0

0

0

0

0

の
み
あ
る
の
で
あ
る
、
而
し
て
そ
の

逆
も
ま
た
成
立
つ
、
一
方
の
規
定
の
中
に
そ
れ
の
反
対
が
存
し
て
い
る
」。「
父

は
子
の
他
者
で
あ
り
子
は
父
の
他
者
で
あ
る
。
そ
し
て
ど
ち
ら
も
他
者
の
他

者
と
し
て
の
み
存
在
す
る
。
そ
し
て
同
時
に
そ
の
一
方
の
規
定
は
他
方
の
規

定
に
関
係
し
て
の
み
存
在
す
る
」

「
多
様
な
も
の
は
、
矛
盾
の
先
端
に
駆
り
上
げ
ら
れ
て
始
め
て
、
互
い
に
溌

溂
と
な
り
生
動
的
と
な
る
。
そ
し
て
こ
の
矛
盾
中
に
自
己
運
動
及
び
生
命
性

の
内
棲
的
な
脈
動
で
あ
る
と
こ
ろ
の
否
定
性
を
保
有
す
る
」
の
で
あ
る
。
但
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し
、
こ
こ
に
あ
げ
た
矛
盾
に
つ
い
て
の
引
用
文
は
、
す
べ
て
『
エ
ン
チ
ク
ロ

ペ
デ
ィ
ー
』
か
ら
と
っ
た
も
の
で
あ
る
。
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現
象
一

「
本
質
は
現
象
0

0

せ
ざ
る
を
得
な
い
」も
の
で
あ
る
。さ
て
、

有
は
絶
対
的
な
抽
象
で
あ
る
。「
有
に
お
け
る
そ
う
い
う

抽
象
性
は
否
定
性
で
あ
る
」
が
、
こ
の
否
定
は
有
に
と
っ

て
外
部
的
な
も
の
で
は
な
い
、
こ
の
「
絶
対
的
な
否
定
性

と
し
て
の
み
有
は
有
な
の
で
あ
る
。「
そ
う
で
な
い
と
、

有
は
有
と
し
て
何
も
の
で
も
な
い
こ
と
に
な
る
。「
有
は

か
か
る
絶
対
的
否
定
性
の
た
め
に
、
自
分
を
揚
棄
す
る
有

と
し
て
の
み
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
が
本
質
0

0

で
あ
る
」。

そ
う
で
な
く
て
は
、
有
の
有
た
る
と
こ
ろ
は
な
い
と
い
わ

ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
ま
た
、「
本
質
は
自
分
と
の
単

純
な
同
等
性
と
し
て
の
も
の
で
あ
る
か
ら
」そ
う
み
れ
ば
、

今
度
は
逆
に「
本
質
は
有
で
あ
る
」と
い
え
る
。「
有
論
は
、

《
有
は
本
質
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

》
と
い
う
第
一
命
題
を
含
ん
で
い
る
」

現
象

<

注
解>

す
で
に
別
の
と
こ
ろ
で
触
れ
て
置
い
た
が
、
こ
の
現
象
の

こ
と
を
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
定
さ
だ
ま

っ
た
と
こ
ろ
の
な
い
（haltlos

）
」

（
又
は
「
支
柱
を
欠
い
た
よ
う
な
」
と
言
い
表
し
て
も
い

い
だ
ろ
う
）
も
の
の
よ
う
に
言
っ
た
。
誰
が
考
え
て
も
、

物
と
か
事
柄
と
か
い
え
ば
何
か
と
に
か
く
実
体
的
と
は
い

わ
な
い
ま
で
も
し
か
と
し
た
も
の

0

0

0

0

0

0

0

が
考
え
ら
れ
る
が
、
現

象
と
い
う
と
、
現
れ
る
こ
と
自
身
な
の
で
あ
る
か
ら
、
し0

か
と
し
た
も
の

0

0

0

0

0

0

は
何
も
考
え
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
反
省

諸
規
定
か
ら
発
展
し
た
こ
と
を
思
う
と
、
こ
れ
で
当
然
の

よ
う
に
思
え
る
。
何
故
な
ら
ば
、
反
省
諸
規
定
の
方
が
現

象
と
い
わ
れ
る
も
の
よ
り
な
お
動
揺
的
な
も
の
を
思
わ
せ

る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
反
省
諸
規
定
か
ら
現
象

へ
と
う
つ
る
理
論
的
推
移
を
是
非
理
解
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

本
質
論
の
第
一
編
の
最
後
の
と
こ
ろ
に
、「
反
省
と
し
て

の
本
質
が
自
分
を
根
拠
0

0

た
ら
し
め
、
か
く
て
実
存
と
現
象

一
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の
で
あ
る
。
そ
こ
で
「《
本
質
は

0

0

0

有
で
あ
る
》
と
い
う
第

二
命
題
が
あ
る
わ
け
で
、
こ
れ
が
本
質
論
の
第
一
編
の
内

容
を
構
成
す
る
」
の
で
あ
る
。

さ
て
か
よ
う
な
有
は
単
な
る
有
で
な
く
、
本
質
が
自
分

を
そ
う
し
た
と
こ
ろ
の
有
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
本
質
的
な

0

0

0

0

有0

、
即
ち
実
存
0

0

で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
否
定
性
と
内
奥

性
か
ら
出
て
来
た
有

0

0

0

0

0

で
あ
る
。

か
よ
う
に
し
て
本
質
は
現
象
す
る

0

0

0

0

の
で
あ
る
。「
反
省

は
、
自
分
自
身
の
中
で
の
本
質
の
映
出
作
用
で
あ
る
。
反

省
の
諸
規
定
は
、
統
一
の
中
へ
ひ
と
つ
に
結
合
さ
れ
て
い

る
の
で
、
全
く
措
定
さ
れ
・
揚
棄
さ
れ
た
規
定
と
し
て
の

み
存
す
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
反
省
は
自
分
の
被

措
定
有
に
お
い
て
直
接
的
に
自
己
と
同
一
で
あ
る
本
質
で

あ
る
。
そ
う
い
う
本
質
は
根
拠
二
で
あ
る
か
ら
し
て
、
自

分
を
実
在
的
に
規
定
す
る
の
で
あ
る
。
勿
論
そ
う
な
る
の

は
、
自
分
自
身
を
揚
棄
す
る
、
も
し
く
は
自
分
に
戻
っ
て

来
る
反
省
に
よ
っ
て
然
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
か
く
の

へ
と
移
行
す
る
」
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
根
拠
へ
の
移
行
が
問
題
で
あ
る
。
根
拠
と
か
実
存
と

か
現
象
と
い
う
と
、
単
に
反
省
（
前
述
の
よ
う
に
光
と
そ

の
反
射
の
こ
と
を
考
え
て
も
ら
い
た
い
）
と
い
う
場
合
よ

り
も
、
は
る
か
にhaltlos

で
な
い
も
の
が
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
根
拠
（G

rund

）
へ
の
移
行
の
説
明
の
と
こ

ろ
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
少
し
ド
イ
ツ
語
の
言
語
的
便
利
を
利

用
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
こ
に
論
理
が
な

い
こ
と
は
な
い
。
反
省
諸
規
定
（
即
ち
、
同
一
・
区
別
・

差
別
・
対
立
等
）
は
段
々
規
定
さ
れ
て
す
す
む
と
、
矛
盾

に
ま
で
か
り
あ
げ
ら
れ
る
。
矛
盾
に
お
い
て
は
、
否
定
的

な
も
の
と
肯
定
的
な
も
の
（
ま
た
は
消
極
的
な
も
の
と
積

極
的
な
も
の
）
と
を
両
項
と
す
る
対
立
で
あ
る
。
矛
盾
ま

で
く
る
と
、
か
え
っ
て
こ
こ
に
戦
い
は
止
ん
で
、
早
く
い

え
ば
平
静
が
と
り
も
ど
さ
れ
る
。
そ
れ
を
「
独
立
的
な
反

省
諸
規
定
」
が
崩
壊
す
る
（「
地も
と

に
落
ち
る
」）
と
い
う
の

で
あ
る
。
こ
こ
に
根
拠
と
い
う
も
と
0

0

が
論
理
的
に
出
て
く

二
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如
き
規
定
も
し
く
は
根
拠
関
係
の
他
有
は
、
根
拠
の
反
省

を
俟
っ
て
自
分
を
揚
棄
し
、
実
存
と
な
る
も
の
故
、
こ
こ

で
は
形
式
諸
規
定
に
は
独
立
に
存
立
す
る
と
い
う
要
素
が

具
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
」。
も
と
よ
り
そ
う
し
た
と

き
の
形
式
諸
規
定
の
映
出
（
仮
象
）
は
「
自
己
を
完
成
し

て
現
象
0

0

と
な
る
」
の
で
あ
る
。

（
一
）
さ
て
、
か
よ
う
に
し
て
「
直
接
性
に
ま
で
進
行

し
た
本
質
性
は
ま
ず
最
初
は
実
存
0

0

で
あ
る
、
そ
し
て
そ
れ

は
実
存
す
る
も
の
、
も
し
く
は
物
三
で
あ
る
」。
し
か
し
、

そ
れ
は
外
で
も
な
く
、
本
質
が
「
自
分
の
直
接
性
と
被
区

別
的
統
一
を
な
し
て
い
る
」
こ
と
な
の
で
あ
る
。
さ
て
、

こ
こ
に
は
じ
め
て
物
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
た
が
、「
物

は
も
と
よ
り
反
省
を
含
ん
で
い
る
」。
反
省
を
含
ん
で
い

る
以
上
、
そ
こ
に
反
省
の
否
定
性
が
働
い
て
い
る
の
で
あ

る
が
、
そ
の
「
否
定
性
は
物
の
直
接
性
の
う
ち
に
何
よ
り

も
ま
ず
消
失
し
て
い
る
。
そ
う
で
は
あ
る
が
し
か
し
、
物

の
根
拠
は
本も
と
も
と々

反
省
な
の
で
あ
る
か
ら
、
物
の
直
接
性
は

る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
の
も
と
0

0

と
し
て
の
「
根
拠
は

や
は
り
本
質
の
反
省
諸
規
定
の
一
つ
な
の
で
あ
る
」。
そ

れ
を
「
本
質
は
自
分
を
根
拠
と
し
て
規
定
す
る
」
と
い
う

の
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、
本
質
は
却
っ
て
「
自
分
を
非

規
定
的
な
も
の
だ
と
規
定
す
る
」
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、

本
質
が
自
己
を
規
定
し
て
あ
る
こ
と
、
即
ち
「
被
規
定
有

の
や
ま
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
揚
棄
が
、
つ
ま
り
本
質
の
規

定
作
用
だ
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
力り
き

ま
な
い
の
が
ほ
ん

と
に
力り
き

ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
あ

る
。そ
れ
は「
自
分
の
非
有
を
通
じ
て
自
分
の
う
ち
に
戻
っ

て
来
か
つ
自
分
を
措
定
し
て
い
る
本
質
」
だ
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
そ
う
い
う
本
質
が
即
ち
根
拠
な
の
で
あ
る
。
だ

か
ら
、
根
拠
と
い
う
と
何
か
た
よ
り
に
な
る
実
体
的
な
も

の
が
考
え
ら
れ
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
そ
う
で
な
く
、
ど
こ

ま
で
も
反
省
規
定
か
ら
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
人
は
心
を

虚
に
し
、
成
心
な
く
根
拠
を
考
え
て
み
る
と
、
根
拠
の
意

義
は
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
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や
は
り
揚
棄
せ
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
自
分
を
ひ
と
つ

の
被
措
定
有
た
ら
し
め
る
の
で
あ
る
」

（
二
）
か
よ
う
に
し
て
、「
第
二
に

0

0

0

、
物
は
現
象
で
あ
る
」

わ
け
で
あ
る
。「
現
象
は
物
が
即
自
的
に
有
る
と
こ
ろ
の

も
の
で
あ
る
、換
言
す
れ
ば
物
の
真
相
（
真
理
）
で
あ
る
」。

こ
の
如
く
に
「
た
だ
措
定
さ
れ
、
そ
し
て
他
有
へ
と
反
省

さ
れ
た
実
存
は
、
自
分
の
無
限
性
に
お
い
て
自
分
を
超
出

す
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
現
象
の
世
界
に
は
、
自
分

の
う
ち
に
反
省
さ
れ
・
即
自
的
に
存
在
す
る
世
界

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
対
峙

し
て
い
る
」

（
三
）「
現
象
す
る
有
と
本
質
的
な
有
と
は
相
互
に
関
係

し
合
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
実
存
は
、
第
三
に
、
本
質
的
関0

繋0

で
あ
る
」。
ど
う
し
て
関
繋
で
あ
る
か
と
い
う
に
、
現

象
す
る
も
の
は
本
質
的
な
も
の
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
も
の

で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
本
質
的
な
も
の
は
そ
れ
が
現
象
す

る
こ
と
に
お
い
て
は
じ
め
て
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
で
あ

る
。
―
―
と
こ
ろ
で
「
そ
う
い
う
関
繋
は
他
有
へ
の
反
省

る
。
根
拠
が
か
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
と
、
根
拠
か

ら
、

物
と
か
実
存
と
か
、
更
に
現
実
と
い
う
こ
と
が
発
展
し
て

出
て
来
て
も
、
決
し
て
普
通
い
う
と
こ
ろ
の
そ
れ
ら
の
表

象
と
は
異
な
る
。
ど
こ
ま
で
も
、
物
と
か
現
実
と
い
わ
れ

る
そ
の
現
下
の
生
き
た
意
味
が
問
題
な
の
で
あ
る
。

三
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と
自
分
の
う
ち
へ
の
反
省
と
が
ま
だ
不
完
全
に
し
か
合
一

し
て
い
な
い
」
こ
と
、
な
の
で
あ
る
。「
こ
の
両
者
の
完

全
な
る
融
合
は
現
実
0

0

で
あ
る
」
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第
三
編

現
実
性
一

一
般
に
い
う
と
現
実
性
は
本
質
の
う
ち
の
も
の
で
あ

る
。
だ
か
ら
や
は
り
、
本
質
の
真
相
の
解
る
、
ま
た
は
本

質
の
真
理
の
は
っ
き
り
し
て
く
る
、そ
の
過
程
に
お
い
て
、

つ
か
ま
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

「
現
実
性
は
本
質
0

0

と
実
存
0

0

二
と
の
統
一
態

0

0

0

で
あ
る
。
没
形
0

0

態0

三
で
あ
る
本
質
と
固
持
性
の
な
い

0

0

0

0

0

0

現
象
と
が
、
換
言
す

れ
ば
没
規
定
な
存
立
と
没
存
続
的
な
多
種
性
と
が
真
理
を

有
し
て
い
る
の
は
、実
に
こ
の
現
実
性
に
お
い
て
で
あ
る
。

没
形
態
な
も
の
固
持
性
の
な
い
も
の
が
、
そ
れ
で
い
な
が

ら
し
か
も
真
理
を
有
し
て
い
る
の
は
、
現
実
性
と
い
う
も

の
に
お
い
て
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
よ
く
理
解
さ
れ
る

べ
き
こ
と
で
あ
る
」

さ
て
「
実
存
0

0

は
も
と
よ
り
根
拠
か
ら
出
て
来
た
直
接
性

現
実
性<

注
解>

現
実
性
と
は
い
う
が
、
真
に
現
実
的
な
も
の
は
「
概
念
」

の
と
こ
ろ
に
お
い
て
で
な
か
っ
た
ら
成
立
す
る
概
念
で
は

な
い
。
し
か
し
、
人
々
が
、
現
実
と
い
う
と
き
に
、
た
だ

目
前
の

0

0

0

と
い
う
意
味
で
な
く
、
真
に
さ
し
せ
ま
っ
て
現
下

に
あ
っ
て
作
用
的
で
あ
る
事
が
意
味
さ
れ
て
い
る
と
す
る

と
、
こ
れ
は
何
と
し
て
も
有
る
0

0

な
ど
と
い
う
単
純
な
規
定

で
お
さ
ま
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
本

質
の
う
ち
の
問
題
で
あ
る
。
か
よ
う
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理

学
で
な
く
と
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
、
こ
こ
で
考
え
て
み

る
と
、
こ
の
現
実
性
の
問
題
に
入
っ
て
ゆ
く
に
、
助
け
と

な
れ
妨
げ
に
は
な
ら
な
い
。
さ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
の
引

用
文
の
中
の
「
実
存
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
が
、

実
存
（Existenz

）
に
つ
い
て
は
ま
だ
説
明
す
る
機
会
が

な
か
っ
た
。
「
実
存
は
根
拠
0

0

か
ら
出
て
来
た
も
の
と
し
て

の
定
有
」
な
の
で
あ
る
。
反
省
諸
規
定
か
ら
根
拠
へ
の
移

一二
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で
あ
る
。
し
か
し
実
存
は
ま
だ
形
式
を
自
分
に
即お

い
て
措

定
し
た
の
で
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
実
存
は
自
分
を
規
定

し
、
形
式
づ
け
る
か
ら
、
実
存
は
現
象
0

0

な
の
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
、
か
よ
う
に
他
の
も
の
へ
の
反
省
と
し
て
の
み
規

定
さ
れ
た
存
立
は
、
更
に
形
成
さ
れ
て
自
分
の
う
ち
へ
の

反
省
と
な
る
の
で
、
そ
れ
は
二
つ
の
世
界

0

0

0

0

0

、
も
し
く
は
内0

容
の
二
つ
の
全
体
性

0

0

0

0

0

0

0

0

と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
内
の
一
つ

は
、
自
分
の
う
ち
へ
反
省
さ
れ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

も
の
と
し
て
、
も
う
一

つ
は
他
の
も
の
へ
と
反
省
さ
れ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

も
の
と
し
て
規
定
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、そ
の
本
質
的
関
繋
た
る
や
、

そ
れ
ら
の
形
式
関
係

0

0

0

0

を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
形

式
関
係
が
完
成
さ
れ
た
も
の
が
か
の
内0

と
外0

と
の
関
繋
で

あ
る
。
こ
の
関
繋
に
あ
っ
て
は
、
両
者
の
内
容
0

0

は
た
だ
一

つ
の
同
一
的
基
礎

0

0

0

0

0

で
あ
り
、
か
つ
形
式
0

0

の
た
だ
一
つ
の
同

0

0

0

0

一
性
0

0

で
あ
る
。
―
―
し
か
も
形
式
に
関
し
て
こ
の
同
一
性

が
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
の
た
め
に
、
そ
れ
ら
の
差
異
上

の
形
式
規
定
は
揚
棄
さ
れ
て
い
る
、
そ
し
て
そ
れ
ら
は
一0

行
よ
り
も
、
根
拠
か
ら
実
存
へ
の
移
行
は
は
る
か
に
わ
か

り
易
い
の
で
あ
る
。
実
存
は
単
な
る
有
と
し
て
の
存
在
で

は
な
い
。「
自
分
を
本
質
に
ま
で
つ
く
っ
て
い
る
有
、
こ

の
有
に
は
実
存
と
い
う
言
い
表
し
が
あ
る
」
と
い
っ
て
い

る
。
実
存
の
説
明
は
右
の
引
用
文
に
よ
っ
て
も
理
解
困
難

で
は
な
い
。
次
に
「
没
形
態
」
と
い
う
こ
と
と
「
固
持
性

の
な
い
」
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、

没
形
態
と
はgestaltlos

の
こ
と
で
あ
り
、
固
持
性
が
な

い
と
はhaltlos

の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は

前
編
の
本
文
の
と
こ
ろ
に
説
明
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
こ

を
参
照
さ
れ
た
い
。

三
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つ
の
0

0

絶
対
的
な
全
体
性
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
措
定
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
」

（
一
）「
内
と
外
と
の
か
よ
う
な
統
一
が
絶
対
的
な
現
実

性
で
あ
る
」。
こ
れ
は
極
め
て
一
般
的
な
規
定
に
す
ぎ
な

い
。
そ
こ
で
「
最
初
は
こ
の
現
実
性
は
ま
ず
0

0

絶
対
的
な
も

の
そ
の
も
の
で
あ
る
。
か
よ
う
な
現
実
は
統
一
と
し
て
措

定
さ
れ
て
は
い
る
が
、
こ
の
統
一
に
お
い
て
は
形
式
は
揚

棄
せ
ら
れ
、
そ
し
て
内
と
外
と
の
空
虚
0

0

な
、
ま
た
は
外
的
0

0

な
区
別

0

0

0

が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」。
そ
う
い
う
わ
け

だ
か
ら
、
反
省
は
こ
の
絶
対
的
な
も
の
に
対
し
て
は
外
的
0

0

反
省
と
し
て
関
繋
し
て
い
る
。
即
ち
、「
反
省
は
絶
対
的

な
も
の
自
身
の
運
動
な
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
よ
う
に
、
こ

れ
を
む
し
ろ
観
察
し
て
い
る
の
で
あ
る
」。
だ
か
ら
反
省

は
外
的
反
省
と
し
て
振
舞
っ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
し
か
し
、
実
は
か
よ
う
に
観
察
さ
れ
る
よ

う
な
も
の
で
な
く
、「
そ
れ
自
身
本
質
的
に
絶
対
者
自
身

の
運
動
な
の
で
あ
る
か
ら
、
反
省
は
絶
対
的
な
も
の
が
否
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定
的
に
自
分
に
戻
っ
て
来
る
も
の
と
し
て
の
も
の
」
で
あ

る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

（
二
）
第
二
に

0

0

0

く
る
も
の
は
、
本
来
の
現
実
性

0

0

0

で
あ
る
。

現
実
性

0

0

0

、
可
能
性

0

0

0

、
及
び
必
然
性

0

0

0

は
、
絶
対
的
な
も
の
の

形
式
的
諸
契
機

0

0

0

0

0

0

、
換
言
す
れ
ば
そ
れ
の
反
省
を
構
成
す
る

も
の
で
あ
る
。

（
三
）
第
三
は

0

0

0

「
絶
対
的
な
も
の
と
そ
れ
の
反
省
と
の

統
一
は
、
絶
対
的
関
繋

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
む
し
ろ

自
分
自
身
と
の
関
繋
と
し
て
の
絶
対
的
な
も
の
」で
あ
る
。

こ
れ
が
「
実
体
0

0

四
」
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
「
実
体
の
真
理
」
が
す
な
わ
ち
概
念
0

0

な
の

で
あ
る
。
さ
て
、
そ
の
実
体
か
ら
概
念
へ
の
移
行
は
、
次

の
編
の
は
じ
め
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

実
体
（Substanz

）
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
引
用
文
の
う
ち

に
「
絶
対
的
関
繋
で
あ
る
」
と
明
言
し
て
い
る
よ
う
に
、

何
か
内な

か

み容
の
あ
る
す
ぐ
に
物
質
的
な
固
持
性
を
も
っ
て
い

る
も
の
の
よ
う
に
直
ち
に
理
解
し
て
は
い
け
な
い
。た
だ
、

今
の
場
合
、
必
要
な
こ
と
は
、
実
体
と
い
う
と
き
何
か

剛
体
的
な
も
の
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
実
体
は
力
〔
ま
た
は
偉
力
〕Macht

で
あ
る
」

と
い
う
よ
う
に
言
い
切
っ
て
い
る
が
、
こ
の
方
が
間
違
い

を
起
さ
な
い
で
い
い
。
概
念
へ
と
本
質
が
移
行
す
る
の
に

は
、
こ
の
実
体
と
い
う
概
念
が
役
目
を
な
し
て
い
る
の
で

あ
る
が
、
そ
の
点
か
ら
見
て
も
実
体
は
直
ぐ
に
不
変
の
固

持
性
あ
る
物
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
な
お
、
後
述
。

四
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区
分<

注
解>i

【
第
三
巻
「
概
念
論
」
冒
頭
の
注
解
、
長
い
け
れ
ど
、
先
に
読
め
と
あ
る
。】

概
念
は
、
上
に
考
察
さ
れ
た
よ
う
に
、
有
と
0

0

本
質
の
統
一
と
し
て
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

「
本
質
は
有
の
最
初
の
否
定

0

0

0

0

0

で
あ
る
、
も
と
よ
り
有
は
そ
の
た
め
に
仮
象
と
な
っ
た
の
で

あ
っ
た
」。
そ
れ
が
本
質
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
概
念
は
有
の
第
二
の
否
定

0

0

0

0

0

、
換
言
す
れ
ば

否
定
の
否
定
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
概
念
は
回
復
さ
れ
た
有
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

け
れ
ど
も
、「
そ
れ
は
有
の
自
分
自
身
の
う
ち
で
の
無
限
な
媒
介
及
び
否
定
性
」な
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
、
概
念
に
お
い
て
は
、
有
と
本
質
は
依
然
と
し
て
有
で
あ
り
本
質
で
あ
る
と
い
っ

た
よ
う
な
規
定
を
有
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
概
念
に
は
も
と
よ
り
そ
の
う
ち
に
区

別
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
も
は
や
有
や
本
質
が
右
の
よ
う
な
規
定
で
も
っ
て
区
別
を
実
行
し

て
い
る
の
で
は
な
い
。「
概
念
は
、
有
と
本
質
が
そ
れ
ら
の
充
実
さ
れ
た
独
立
性
と
規
定
と

を
相
互
融
入
的
に
か
ち
得
て
い
る
そ
う
い
う
実
体
的
関
繋
の
真
相
0

0

（
真
理
0

0

）
な
の
で
あ
る
」。

概
念
に
お
い
て
は
、「
措
定
有
が
定
有
0

0

で
あ
り
ま
た
区
別
作
用

0

0

0

0

で
あ
る
。そ
れ
故
、概
念
に
あ
っ

て
は
即
自
か
つ
向
自
有
は
自
分
に
適
合
し
た
真
の
定
有
に
達
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
何
と
な

れ
ば
、
そ
の
措
定
有
は
即
自
か
つ
向
自
有
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
措
定

一
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有
は
概
念
の
そ
れ
自
身
に
お
い
て
の
区
別
を
構
成
し
て
い
る
。
概
念
の
諸
々
の
区
別
は
、
そ

れ
ぞ
れ
そ
れ
自
身
全
概
念

0

0

0

で
あ
る
」
。
な
ぜ
か
と
い
う
に
概
念
の
諸
々
の
区
別
は
直
接
的
に

即
自
か
つ
向
自
有
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
て
、
概
念
は
次
の
よ
う
に
分
け
て
一
層
明
瞭
に

示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
１
）
第
一
に
は
、
概
念
は
「
た
だ
即
自
的
に
真
理
で
あ
る
。
何
故
と
い
う
に
、
こ
こ
で

は
概
念
は
た
だ
内
的
な
も
の

0

0

0

0

0

に
す
ぎ
な
い
」
で
い
る
か
ら
。
従
っ
て
又
そ
う
い
う
概
念
は「
一

つ
の
外
的
な
も
の
た
る
を
免
れ
な
い
」
の
で
あ
る
。
内
だ
と
い
わ
れ
て
も
独
立
的
に
な
る
と
、

外
だ
と
い
う
こ
と
と
え
ら
ば
な
い
の
で
あ
る
。
概
念
は
最
初
は

0

0

0

一
般
に
直
接
的
な
も
の

0

0

0

0

0

0

で
あ

る
、そ
し
て
こ
の
よ
う
な
形
体
で
は
、「
概
念
の
諸
契
機
は
直
接
的

0

0

0

で
あ
り
固
定
的
な

0

0

0

0

諸
規
定
」

を
有
し
て
い
る
。
概
念
は
何
か
き
ま
っ
た
概
念

0

0

0

0

0

0

と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
純
然

た
る
知
性
の
領
域
と
し
て
の
も
の
で
あ
る
。

直
接
性
の
こ
の
よ
う
な
形
式
は
、
概
念
の
本
性
に
と
っ
て
ま
だ
似
つ
か
わ
し
く
な
い
定
有

で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、「
概
念
は
自
分
自
身
に
の
み
関
係
す
る
自
由
な
も
の
で
あ
る
」
か

ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
、「
直
接
性
の
か
か
る
形
式
は
外
形
的

0

0

0

形
式
で
あ
る
」
と
い
わ
ね
ば
な

ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
形
式
に
お
い
て
は
概
念
は
即
自
か
つ
向
自
的
に
有
る
も
の
と

し
て
で
な
く
、「
た
だ
措
定
さ
れ
た
も
の

0

0

0

0

0

0

0

又
は
ひ
と
つ
の
主
観
的
な
も
の

0

0

0

0

0

0

と
し
て
通
っ
て
い

る
」
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
な
直
接
的

0

0

0

な
概
念
の
形
態
は
、「
概
念
が
主
観
的
な
思
惟
で
あ
り
、
事
物
0

0

に
と
っ

て
外
的
な
反
省
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
立
場
を
形
成
し
て
い
る
」
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

こ
の
層〔
の
概
念
〕は
主
観
性
ま
た
は
形
式
的
概
念
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。こ
う
い
う「
外

部
性
は
概
念
の
諸
規
定
の
最
初
の
有

0

0

0

0

の
と
こ
ろ
に
あ
ら
わ
れ
る
。
そ
れ
に
依
る
と
ど
の
規
定

も
孤
立
し
た
も
の
、
又
は
他
者
へ
の
外
的
関
係
に
お
い
て
の
み
あ
る
と
こ
ろ
の
質
的
な
も
の

と
し
て
出
て
く
る
」
の
で
あ
る
。
だ
が
し
か
し
、
「
概
念
の
同
一
性

0

0

0

は
、
そ
れ
ら
の
諸
規
定

を
弁
証
法
的
運
動
の
う
ち
に
措
定
す
る
」の
で
あ
る
。
こ
の
弁
証
法
的
運
動
に
よ
っ
て
こ
そ
、

諸
規
定
の
分
立
、
そ
れ
か
ら
従
っ
て
は
概
念
の
事
物
か
ら
の
分
離
、
こ
れ
が
揚
棄
さ
れ
、
そ

の
真
理
と
し
て
客
観
的
概
念

0

0

0

0

0

た
る
と
こ
ろ
の
全
体
性

0

0

0

が
、
成
立
せ
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（
２
）
第
二
に
、「
客
観
性

0

0

0

に
お
け
る
概
念
は
、
即
自
か
つ
向
自
的
に
有
る
事
柄

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

そ
れ
自
身

の
こ
と
で
あ
る
。
概
念
は
形
式
的
で
あ
っ
て
も
自
分
の
必
然
的
な
規
定
続
行
に
よ
っ
て
自
分

自
身
を
事
柄
0

0

に
な
す
の
で
あ
る
」。
そ
し
て
こ
れ
に
よ
っ
て
、
事
柄
に
対
す
る
主
観
性
及
び

外
部
性
の
態
度
〔
関
繋
〕
を
無
く
す
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
今
度
は
逆
に
、「
客
観

性
と
は
、
自
分
の
内
部
性

0

0

0

か
ら
出で

て
来き

、
そ
し
て
定
有
へ
と
移
行
し
た
実
在
的

0

0

0

な
概
念
」
な

の
で
あ
る
。

概
念
は
事
柄
と
の
以
上
の
よ
う
な
同
一
性
の
う
ち
に
「
固
有
0

0

の
そ
し
て
自
由
な

0

0

0

定
有
」
を

も
つ
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
で
は
ま
だ
直
接
的

0

0

0

で
、
ま
だ
否
定
的

0

0

0

で
な
い
0

0

自
由
で
あ
る
。
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概
念
論

「
事
柄
0

0

と
一
つ
だ
と
い
う
の
で
は
、
概
念
は
事
柄
に
沈
潜
し
て
い
る

0

0

0

0

0

0

」
の
で
あ
る
。
と
い
う

の
は
、
概
念
の
諸
々
の
区
別
は
諸
々
の
客
観
的
実
存
た
る
に
あ
る
、
そ
れ
ら
実
存
の
中
で
は

概
念
は
依
然
と
し
て
内
な
る
も
の

0

0

0

0

0

に
と
ど
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。「
そ
こ
で
、
概
念
は

客
観
的
定
有
の
魂
と
し
て
主
観
性

0

0

0

の
形
式
を
自
分
に
与
え
ね
ば
な
ら
な
い
」。
勿
論
こ
の
主

観
性
の
形
式
は
概
念

0

0

0

0

0

が
形
式
的
概
念
と
し
て
直
接
的
に
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に

し
て
「
概
念
は
、
自
分
が
客
観
性
に
お
い
て
は
ま
だ
も
っ
て
い
な
か
っ
た
自
由
な
も
の
の
形0

式
を
と
っ
て

0

0

0

0

0

客
観
性
に
対
し
て
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
、
そ
し
て
か
く
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

客
観
性
と
の
同
一
性
を
措
定
さ
れ
た

0

0

0

0

0

客
観
性
に
す
る
の
で
あ
る
」「
こ
の
如
き
完
成
、
す
な

わ
ち
概
念
が
自
分
の
客
観
性
に
お
い
て
自
由
の
形
式
を
有
す
る
と
い
う
か
よ
う
な
完
成
に
お

い
て
は
、
絶
対
的
概
念

0

0

0

0

0

は
理
念
0

0

で
あ
る
」
。
さ
て
、
こ
の
理
念
の
領
域
が
つ
ま
り
理
性
0

0

な
の

で
あ
る
。「
理
性
は
自
分
自
身
に
顕
に
さ
れ
た
真
理

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
こ
の
真
理
に
お
い
て
は
概
念

は
全
く
自
分
に
適
合
し
た
実
現
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
概
念
が
こ
の
自
分
の
客
観
的
世
界
を

自
分
の
主
観
性
の
う
ち
に
、
そ
し
て
自
分
の
主
観
性
を
自
分
の
客
観
性
の
う
ち
に
認
識
す
る

限
り
、
概
念
は
自
由
な
の
で
あ
る
」

以
上
の
叙
述
で
は
（
１
）
と
（
２
）
し
か
な
い
が
、（
２
）
と
あ
る
叙
述
の
な
か
ほ
ど
か
ら
、

（
３
）
が
、
つ
ま
り
理
念
0

0

が
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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概
念
論

一
般
に
お
け
る
概
念
に
つ
い
て

（
こ
の
節
を
読
む
前
に
「
区
分
一
」【
こ
の
前
頁
に

挿
入
し
た
注
解
を
指
す
】
を
先
に
読
ん
で
お
い

て
も
ら
い
た
い
。
そ
の
区
分
も
ヘ
ー
ゲ
ル
の
叙

述
を
圧
縮
し
た
も
の
で
あ
る
。）

概
念
0

0

は
一
応
は
、
有0

と
本
質
（
換
言
す
れ
ば
直
接
的
な

0

0

0

0

も
の
0

0

と
反
省
0

0

）に
対
す
る
第
三
の
も
の
と
見
ら
れ
て
よ
い
。

そ
う
見
た
と
き
、「
有
と
本
質
は
概
念
の
成0

の
諸
契
機
な

の
で
あ
る
二
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
同
時

に
こ
う
も
い
え
る
の
で
あ
る
、「
概
念
は
有
及
び
本
質
三

の
基
礎
で
あ
り
真
理
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
有
及
び
本
質

が
そ
の
う
ち
に
沈
み
、
且
つ
そ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
同

一
性
四
と
し
て
の
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
に
有
と
本

質
が
、
概
念
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
は
、
概

念
は
有
と
本
質
の
運
動
の
成
果
0

0

五
で
あ
る
か
ら
な
の
で
あ

こ
の
文
はSein und W

esen sind inosofern die M
om

ente 

seines W
erdens

と
い
う
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
在
る

こ
と
と
本
当
に
在
る
こ
と
と
は
、
本
当
に
把
握
さ
れ
て
あ

る
こ
と
の
成
立
し
て
ゆ
く
そ
の
諸
々
の
契
機
〔
生
き
た
諸

要
素
〕
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
に
く
だ
い
て
解
釈
し
て
み

る
と
、
ま
た
よ
く
理
解
さ
れ
る
と
思
う
。「
在
る
」
で
は

ま
だ
何
と
し
て
も
抽
象
的
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
本
当
に
在

る
」
と
い
う
一
歩
真
実
性
（
具
体
性
）
へ
と
発
展
す
る
。

し
か
し
、
そ
れ
で
も
本
当
に
「
在
る
」
と
い
う
の
で
は
、

ど
こ
か
ま
だ
眺
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
抽
象
性
が
の
こ
っ

て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
ザ
イ
ン
と
ヴ
ェ
ー
ゼ
ン
を
一
括
し

て
、
こ
れ
を
ベ
グ
リ
ッ
フ
に
対
置
す
る
こ
と
を
し
ば
し
ば

し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
前
二
者
が
「
在
る
」
に
属
す
る
と

い
う
点
で
一
括
さ
れ
る
の
で
当
然
だ
と
思
う
。
そ
こ
で
本

当
に
「
把
握
さ
れ
」
て
あ
る
と
い
う
に
至
っ
て
右
の
抽
象

性
か
ら
脱
し
て
、
ほ
ん
と
う
に
具
体
性
そ
の
も
の
へ
と
な

り
切
る
こ
と
に
な
る
。
か
く
解
釈
さ
れ
る
以
上
、
ザ
イ
ン

二
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概
念
論

る
。
し
か
し
、
勿
論
そ
う
し
た
場
合
は
も
は
や
唯
の
有0

と

し
て
で
も
な
け
れ
ば
本
質
0

0

と
し
て
で
も
な
い
。
有
が
た
だ

有
と
し
て
の
、
本
質
が
た
だ
本
質
と
し
て
の
規
定
は
、
そ

れ
ら
が
ま
だ
か
か
る
統
一
の
う
ち
に
戻
っ
て
来
て
い
な
い

限
り
に
お
い
て
、
な
り
立
つ
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
有
及
び
本
質
と
概
念
と
が
考
え
ら
れ

る
な
ら
ば
、「
有0

及
び
本
質
0

0

を
考
察
す
る
客
観
的
論
理
学

0

0

0

0

0

0

は
、
そ
れ
故
に
概
念
の
生
成
的
開
展

0

0

0

0

0

0

0

0

に
相
当
す
る
」
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
。
だ
か
ら
本
質
論
の
最
後
に
お
い
て
現

実
性
は
実
体
と
し
て
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で

あ
る
が
、
あ
の
実
体
は
す
で
に
単
な
る
本
質
で
は
な
く
、

「
実
在
的
な
本
質

0

0

0

0

0

0

な
の
で
あ
る
六
」。
換
言
す
れ
ば
「
実
体

は
、本
質
が
有
と
一
つ
の
も
の
と
な
り
、現
実
性
に
は
い
っ

て
い
る
限
り
で
本
質
な
の
で
あ
る
七
」。
だ
か
ら
、「
概
念

は
実
体
を
そ
れ
の
直
接
的
な
前
提
と
し
て
い
る
八
。
実
体

は
明
示
0

0

九
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
概
念
と
え
ら
ぶ
こ
と
の

な
い
も
の
で
あ
る
、
但
し
た
だ
そ
れ
が
即
自
的

0

0

0

一
〇
な
の

と
ヴ
ェ
ー
ゼ
ン
と
は
ベ
グ
リ
ッ
フ
成
立
0

0

の
モ
メ
ン
テ
な
の

で
あ
る
。
だ
か
ら
、

在
る
（
ザ
イ
ン
）
お
よ
び
本
当
に
在
る
（
ヴ
ェ
ー
ゼ
ン
）

が
把
握
さ
れ
て
あ
る
（
ベ
グ
リ
ッ
フ
）
に
至
っ
て
却
っ
て

そ
の
真
意
義
を
獲
得
し
た
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
生
き
た

こ
と
に
な
る
。

だ
か
ら
概
ベ
グ
リ
ッ
フ
念
と
は
ザ
イ
ン
や
ヴ
ェ
ー
ゼ
ン
が
そ
こ
で
は
姿

を
没
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
「
と

こ
ろ
の
も
の
」
と
い
う
の
を
「
同
一
性
」
と
押
え
た
の
だ

な
と
一
応
見
て
ゆ
く
と
わ
か
り
易
い
。
そ
の
上
で
、
同
一

性
と
は
或
る
も
の
が
そ
れ
自
身
と
同
一
で
あ
る
こ
と
を
い

う
の
で
あ
る
こ
と
、
だ
か
ら
早
く
い
え
ば
確
立
せ
る
も
の

と
い
う
意
味
で
あ
る
こ
と
を
理
解
す
れ
ば
よ
い
。
こ
こ
で

ベ
グ
リ
ッ
フ
と
は
正
に
か
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。「
沈
み
」

と
い
う
の
は
ヘ
ー
ゲ
ル
がuntergehen

と
い
っ
た
の
を
訳

語
し
た
の
で
没
す
る
で
も
よ
い
。

「
運
動
の
成
果
」と
い
う
こ
の
表
現
は
大
切
で
あ
る
。
ヘ
ー

三四五
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で
あ
る
。
そ
れ
故
、
実
体
0

0

の
因
果
性
と
交
互
影
響
と
を
通

じ
て
の
弁
証
法
的
運
動

0

0

0

0

0

0

は
、
概
念
0

0

の
直
接
的
な
生ゲ
ネ
シ
ス成
で
あ

る
。
概
念
の
成
ヴ
ェ
ル
デ
ンは

こ
の
生
成
を
通
し
て
呈
示
さ
れ
る
の

で
あ
る
」

さ
て
、そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、「
実
体
の
真
相（
真
理
）、

こ
れ
が
つ
ま
り
概
念
」
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
実
体

の
規
定
的
関
繋
の
仕
方
は
必
然
性
で
あ
る
か
ら
、
自
由
0

0

は

必
然
性

0

0

0

の
真
相
0

0

（
真
理
）
と
し
て
示
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

換
言
す
れ
ば
、
概
念
の
関
け
い

0

0

0

0

0

0

と
し
て
の
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
も
ま
た
、
関
け
い

0

0

0

（Verhältnis
）
と
い
う
こ
と

が
よ
く
理
解
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

「
実
体
は
、
必
然
的
に
進
ん
で
規
定
さ
れ
て
ゆ
く
も
の

で
あ
る
が
、
そ
れ
は
外
で
も
な
く
、
や
は
り
、
即
自
か
つ

0

0

0

0

向
自
的

0

0

0

で
有
る
も
の
の
措
定
さ
れ
る

0

0

0

0

0

こ
と
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
概
念
は
有0

と
反
省
0

0

の
次
の
よ
う
な
絶
対
的
統
一

態
で
あ
る
。す
な
わ
ち
即
自
か
つ
向
自
的
有

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
の
は
、

即
自
か
つ
向
自
的
有

0

0

0

0

0

0

0

0

が
同
様
に
反
省
0

0

も
し
く
は
措
定
有

0

0

0

で

ゲ
ル
に
は
後
で
「
概
念
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
は
、
概
念

は
概
念
の
具
体
的
生
成
が
実
の
如
く
に
示
さ
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
あ
き
ら
か
に
な
る
も
の
で
あ
る
」
と
言
っ
て
い

る
。

das reale W
esen

と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
実

在
的
（
レ
ア
ー
ル
）
と
は
ど
う
い
う
意
味
か
。
こ
れ
は
前

に
問
題
と
し
て
残
し
て
置
い
た
「
ズ
ブ
ス
タ
ン
ツ
」
と
関

れ
ん
し
て
く
る
。
差
し
む
き
、
こ
こ
の
本
文
で
ヘ
ー
ゲ
ル

が
レ
ア
ー
ル
な
本
質
と
し
て
考
え
て
い
る
も
の
は
、
本
質

が
有
と
一
つ
の
も
の
と
な
り
現
実
性
に
は
い
っ
て
い
る
、

そ
う
い
う
も
の
が
レ
ア
ー
ル
な
本
質
で
あ
る
、
実
体
は
そ

う
い
う
も
の
だ
と
言
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
「
本
質
が
有
と

一
つ
の
も
の
と
な
り
現
実
性
に
は
い
っ
て
い
る
」
と
は
ど

う
い
う
こ
と
か
。
い
っ
た
い
、「
あ
る
」
（
ザ
イ
ン
）
と
い

う
こ
と
と
「
本
当
に
あ
る
こ
と
」（
ヴ
ェ
ー
ゼ
ン
）
と
い

う
こ
と
と
は
ど
こ
が
違
う
か
。ザ
イ
ン
は
何
と
し
て
も「
あ

る
」
こ
と
（
存
在
）
で
あ
る
が
、
ヴ
ェ
ー
ゼ
ン
は
「
本
当

六
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あ
り
、
そ
し
て
ま
た
は
措
定
有

0

0

0

は
即
自
か
つ
向
自
的
有

0

0

0

0

0

0

0

0

で

あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
」

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
絶
対
的
な
成
果
は
、
概
念
の
具
体

的
な
生
成
が
示
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
瞭
と
な
る
の
で

あ
る
。

こ
こ
に
実
体
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
て
い
る
が
、「
実

体
と
は
絶
対
的
な
も
の
で
あ
る
、
即
自
的
に
、
か
つ
向
自

的
に
有
る
と
こ
ろ
の
現
実
的
な
も
の
で
あ
る
」。
即
自
的

0

0

0

と
い
う
の
は
、
可
能
性
と
現
実
性
の
同
一
性
が
ま
だ
単
純

だ
か
ら
で
あ
る
。
絶
対
的
と
い
う
の
は
、
そ
れ
が
す
べ
て

の
現
実
性
と
可
能
性
と
を
自
分
の

0

0

0

う
ち
に
含
ん
で
い
る
本

質
だ
か
ら
で
あ
る
。
向
自
的

0

0

0

と
い
う
の
は
、
右
の
同
一
性

が
絶
対
的
な
偉
力
と
し
て
の
も
の
、
又
は
自
分
に
関
係
す

る
否
定
性
と
し
て
の
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

概
念
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
は
、
概
念
は
概
念
の
具
体

的
生
成
が
如
実
に
示
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
き
ら
か

に
な
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

に
あ
る
こ
と
」
と
い
う
こ
と
0

0

に
意
味
が
置
か
れ
て
あ
る
の

が
見
の
が
せ
な
い
。「
存
在
」
が
問
題
で
あ
る
の
と
、
存

在
が
「
本
当
で
あ
る
こ
と
」
が
問
題
で
あ
る
の
と
は
、
大

い
に
意
味
が
違
う
。
ヴ
ェ
ー
ゼ
ン
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
う
如

く
ザ
イ
ン
の
分
詞
形
が
ヴ
ェ
ー
ゼ
ン
か
ら
来
て
い
る
も
の

で
あ
る
に
し
て
も
、
ザ
イ
ン
で
は
な
い
。
ザ
イ
ン
は
率
直

に
存
在
を
意
味
す
る
が
、
ヴ
ェ
ー
ゼ
ン
は
存
在
へ
の
反
省

の
と
こ
ろ
に
意
味
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
説
明

の
仕
方
す
な
わ
ち
「
実
体
（Substanz

）
は
レ
ア
ー
ル
な

ヴ
ェ
ー
ゼ
ン
で
あ
る
、
換
言
す
れ
ば
、
有
と
一
つ
の
も
の

と
な
り
現
実
性
に
は
い
っ
て
い
る
か
ぎ
り
で
の
ヴ
ェ
ー
ゼ

ン
で
あ
る
」
と
い
う
説
明
で
あ
る
が
、
実
体
は
ヴ
ェ
ー

ゼ
ン
だ
と
い
っ
て
は
尽
せ
な
い
。
存
在
と
一
つ
の
も
の
と

な
っ
た
ヴ
ェ
ー
ゼ
ン
。
も
う
「
本
質
」
に
あ
っ
た
あ
の
「
本

当
に
」
と
い
う
反
省
は
揚
棄
さ
れ
て
し
ま
っ
て
こ
こ
に
念

入
り
の
、
だ
か
らunm

ittelbar

で
な
く
てM

ittel

の
入
っ

た
ザ
イ
ン
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
存
在
そ
れ
が
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実
体
だ
と
説
明
し
、
そ
れ
で
ま
だ
足
り
な
い
の
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
現
実

性
（W

irklichkeit

）
に
は
い
っ
て
い
る
ヴ
ェ
ー
ゼ
ン
だ
」
と
更
に
規
定
し

て
い
る
の
で
あ
る
。W

irklichkeit

と
は
カ
ン
ト
以
来
、
い
や
殊
に
ヘ
ー
ゲ

ル
以
来
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
た
ち
が
し
ば
し
ば
用
い
る
用
語
で
あ
る
が
、
こ
ち

ら
へ
何
と
し
て
もw

irken

す
る
、
す
な
わ
ち
働
き
か
け
て
く
る
と
こ
ろ
の

affirm
ativ

なpositiv

な
も
の
を
指
し
て
い
る
。
邦
訳
し
て
「
現
実
性
」
と

し
ま
た
は
「
現
実
」
と
し
、
な
お
ま
た
「
実
在
」
と
し
た
り
す
る
と
こ
ろ
の

も
の
で
あ
るreal

（realis

）
のres

が
「
物
」
を
さ
し
、real

が
「
物
的
な
」

ま
た
は
「
事
物
的
な
」、
な
お
ま
た
「
事
実
的
」
な
と
い
う
意
味
に
と
ら
え

来
て
い
る
、
そ
の
事
実
的
・
実
在
的
と
ま
た
通
ず
る
意
義
の
も
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
理
解
す
る
と
き
、
こ
こ
の
簡
処
は
明
瞭
と
な
る
と
思
う
。

右
の
（
六
）
で
す
で
に
解
釈
さ
れ
た
と
思
う
。

実
体
と
は
か
よ
う
な
も
の
と
す
れ
ば
、
実
体
は
も
は
や
単
な
る
有
で
な
く
ま

た
単
な
る
本
質
で
な
い
。本
質
が
有
と
一
つ
と
な
れ
る
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。

本
質
が
有
と
一
つ
と
成
る

0

0

0

0

0

（
＝
生
成
的
発
展
）、
実
に
そ
こ
の
重
要
な
と
こ

ろ
、そ
こ
に
あ
る
内
意
（Innerlichkeit

）
そ
れ
こ
そ
が
「
把
握
さ
れ
て
在
る
」

な
る
在
る
0

0

＝B
egriff

な
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
概
念
」
と
呼
ぶ
の
は
仕
来

七八
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り
と
は
い
え
、
不
便
で
あ
る
が
致
し
方
が
な
い
。「
実
体
」
と
い
う
と
、
何

と
し
て
も
先
のreal

のres

の
意
味
が
勝
つ
。
そ
の
よ
う
な
も
の
が
把
握
有

（B
egriff

）
で
は
な
い
。
言
っ
て
み
れ
ば
「B

egriff

」
は
実
体
を
そ
れ
の
直

接
的
なunm

ittelbar

な
前
提
と
し
て
い
る
」
、
そ
う
言
い
表
せ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
更
に
実
体
（Substanz

）
を
言
い
表
そ
う
と
し
て
い
る
。
彼
は

M
anifestierte

（
明
示
さ
れ
た
も
の
）
と
い
う
語
を
用
い
た
。
こ
の
よ
う
な

言
い
方
は
ヘ
ー
ゲ
ル
が
『
精
神
の
現
象
学
』
の
終
り
で
展
開
し
て
い
る
「
精

神
の
現
出
存
在
（O

ffenbarsein

）
」
の
思
想
に
基
づ
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

精
神
（G

eist

）
と
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
う
如
く
現
れ
出
る
も
の
、
実
現
さ
れ

ゆ
く
も
の
で
あ
る
。
現
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
私
た
ち
人
間
に
お
い
て
は
意

識
に
お
い
て
ほ
ど
確
実
で
手
近
か
な
も
の
は
な
い
。
意
識
す
る
と
は
私
が
私

に
現
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
現
れ
と
い
う
こ
と
、
現
象
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

ヘ
ー
ゲ
ル
に
限
ら
な
く
と
も
意
識
の
科
学
に
と
っ
て
全
面
的
に
問
題
と
な
る

も
の
で
あ
る
。
そ
の
現
れ
る
（erscheinen

）
こ
と
は
ま
た
出
て
く
る
こ
と
、

示
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。offenbar

の
も
の
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
も
と
よ

りoffenbar

な
も
の
に
な
っ
た
も
の
とM

anifestierte

と
は
同
じ
意
味
の
も

の
で
は
な
い
。
後
者
はoffenbar
で
あ
る
が
、
な
お
そ
の
上
に
露
わ
に
明
示

九
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さ
れ
て
い
る
も
の
、
こ
れ
がM

anifstierte

の
意
味
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
実

体
（Substanz

）
はB

egriff

だ
と
は
言
え
ぬ
。
言
う
な
ら
、
実
体
は
「
マ
ニ

フ
ェ
ス
テ
ィ
ー
レ
ン
さ
れ
た
も
の
と
し
て
のB

egriff

だ
」
と
言
い
表
さ
れ

る
。「
把
ベ
グ
リ
ッ
フ
握
さ
れ
て
い
る
」
自
体
と
は
い
え
な
い
の
で
、

即
自
的
（an sich

）
な
の
で
あ
る
。
ザ
イ
ン
的
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
以

上
の
意
味
の
消
息
を
つ
か
ん
で
い
う
と
、
「
実
体
の
因
果
性
と
交
互
影
響
と

を
通
じ
て
の
弁
証
法
的
運
動
、
そ
れ
がB

egriff

の
直
接
的
な
生
成（G

enesis

）

で
あ
る
」
と
な
る
。
因
果
性
と
か
交
互
作
用
と
か
い
え
る
の
は
、
実
体
的
な

も
の
に
お
い
て
で
あ
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。
そ
う
い
う
実
体
の
弁
証
法
的

運
動
、
そ
れ
が
概
念
に
と
っ
て
大
切
な
肝
要
な
生
成
だ
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
明
言

し
て
い
る
。こ
の
生
成
の
こ
と
は
レ
ー
ニ
ン
が
『
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
の
科
学
ノ
ー

ト
』
の
中
で
（
一
七
七
ペ
ー
ジ
）
大
い
に
関
心
を
よ
せ
た
と
こ
ろ
の
も
の
で

あ
る
。

一
〇
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概
念
論　

第
一
編

第
一
編

主
観
性

概
念
の
区
分
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
第
一
0

0

の
と

こ
ろ
で
、「
こ
の
層
の
概
念
は
主
観
性

0

0

0

を
な
し
て
い
る
」

と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
こ
の
編
で
は
、

主
観
性
と
し
て
の
概
念
が
出
て
来
べ
き
な
の
で
あ
る
。（
概

念
の
区
分
は
三
七
七
頁
に
あ
る
【
第
三
巻
冒
頭
「
区
分
注
解
」】）

（
一
）「
最
初
0

0

に
は
、
概
念
は
形
式
的
な
概
念
で
あ
る
。

即
ち
端
緒
に
お
け
る
概
念
で
あ
る
」。
す
な
わ
ち
直
接
的

統
一
に
お
い
て
あ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
概
念
の
も

つ
区
別
と
い
う
の
は
、「
単
純
で
か
つ
た
だ
仮
象
で
あ
る
」。

だ
か
ら
、
区
別
の
諸
契
機
は
直
接
的
一
に
概
念
の
全
体
性

と
な
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
状
態
の
も
の
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
単
に
「
概
念
そ
の
も
の

0

0

0

0

0

0

」
で
あ
る
。

（
二
）
第
二
に

0

0

0

、「
概
念
は
絶
対
的
否
定
性
二
で
あ
る
か

ら
別
々
に
分
れ
る
」
も
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、「
概

主
観
性<

注
解>

「
直
接
に
」。
概
念
（
＝
把
握
さ
れ
て
あ
る
0

0

）
の
全
体
性
だ

と
い
う
も
の
の
、
そ
れ
は
直
接
的
に

0

0

0

0

な
の
で
あ
る
。
た
と

え
ば
「
国
家
」
な
る
ベ
グ
リ
ッ
フ
（
＝
把
握
さ
れ
て
在
る
0

0

）

が
こ
こ
に
あ
り
と
す
る
。
こ
れ
が
も
し
い
わ
ゆ
る
「
が
い
0

0

ね
ん
0

0

そ
の
も
の
」
に
過
ぎ
な
い
な
ら
、
そ
れ
は
「
形
式
的

な
概
念
」
で
あ
る
。
そ
の
概
念
を
考
え
て
い
る
個
人
の

も
の
で
あ
る
こ
と
を
免
れ
ず
、
「
こ
の
層
の
概
念
で
は
主

観
性
を
な
し
て
い
る
」
。
そ
う
理
解
し
つ
つ
、
こ
の
（
一
）

を
な
お
も
う
一
度
読
ま
れ
る
と
よ
い
。
こ
れ
で
「
区
分
」

に
出
て
い
た
第
一
が
わ
か
る
こ
と
と
な
る
。

概
念
は
否
定
性
で
あ
る
こ
と
は
、「
区
分
」（
三
七
七
頁
）

の
と
こ
ろ
に
出
て
い
る
よ
う
に
「
概
念
が
有
の
第
二
の
否

定
」
で
あ
る
こ
と
を
す
で
に
知
っ
て
い
る
私
た
ち
に
は
少

し
も
平
明
で
は
な
い
。
概
念
に
お
い
て
は「
有
」
と「
本
質
」

と
は
区
別
が
と
れ
て
、
俗
語
で
い
え
ば
ぐ
ち
ゃ
ぐ
ち
ゃ
に

一二
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念
は
自
分
を
否
定
的
な
も
の

0

0

0

0

0

0

と
し
て
、
も
し
く
は
自
分
自

身
の
他
者
0

0

と
し
て
措
定
す
る
」
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た

と
こ
ろ
で
、
概
念
は
「
最
初
は
や
は
り
直
接
的

0

0

0

な
も
の
で

あ
る
か
ら
」、
概
念
の
か
よ
う
な
措
定
に
し
ろ
区
別
作
用

に
し
ろ
、
次
の
よ
う
な
規
定
を
有
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で

も
な
い
。

即
ち
「
諸
契
機
が
互
い
に
無
頓
着

0

0

0

で
あ
り
、
そ
し
て
諸

契
機
の
そ
れ
ぞ
れ
が
向
自
的
で
あ
る
。
そ
こ
に
統
一
の
あ

る
は
勿
論
で
あ
る
が
、
そ
の
統
一
は
か
よ
う
に
分
れ
る
こ

0

0

0

0

と0

（
即
ち
分
割
）
に
お
い
て
そ
の
関
係
が
外
的
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
「
根
本
的
な
分
割
」
で
あ
る
。
根
本
的
な
又
は

原
始
的
な
（U

r

）
分
割
（teilung

三
）
で
あ
る
。
論
理
学

の
普
通
の
用
語
で
い
う
と
判
断
で
あ
る
。

（
三
）
第
三
に

0

0

0

、
判
断
と
い
う
も
の
は
、「
概
念
の
独
立

的
な
諸
契
機
の
う
ち
に
自
分
を
失
っ
て
い
る
概
念
、
そ
う

い
う
概
念
の
統
一
」
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
統
一

は
ま
だ
措
定
0

0

さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。「
こ
の
統
一
は

な
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、「
充
実
し
た
独
立
性
と
規
定
」

と
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
、
そ
れ
で
あ
り
な
が
ら
（
い

や
、
む
し
ろ
そ
の
た
め
に
）
独
立
性
と
規
定
と
を
相
互
融

入
的
に
か
ち
得
て
い
る
、
そ
う
い
う
「
実
体
的
関
け
い
0

0

の

真
相
」、
そ
れ
をB

egriff

と
い
う
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

そ
の
区
別
が
「
無
限
な
る
媒
介
お
よ
び
否
定
性
」
に
お
い

て
あ
る
の
で
あ
る
。
「
無
限
な
る
」
と
は
、
相
互
融
入
的

に
し
か
も
同
じ
有
（
こ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
ベ
グ
リ
ッ

フ
で
あ
る
）
の
う
ち
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
言
う
の

で
あ
る
。か
か
る
無
限
な
る
否
定
性
を
ば
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
絶

対
的
」
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。

U
rteilung

と
い
う
か
ら
一
応
「
原
始
分
割
」
と
文
字
通

り
読
む
が
、
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
判
断
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル

はB
egriff

の
意
味
を
分
析
し
つ
つ
、
在
来
の
論
理
学
の

中
の
材
料
す
な
わ
ち
（
概
念
、
判
断
、
推
理
、
範
疇
な
ど
）

を
巧
み
に
使
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
読
者
は
第
二
版
の
序

文
で
ヘ
ー
ゲ
ル
が
「
従
来
の
論
理
学
の
既
得
の
材
料
、
つ

三



177

第
三
巻　

概
念
論　

第
一
編

判
断
の
弁
証
法
的
運
動
に
よ
っ
て
十
分
に
措
定
さ
れ
た
概

念
に
な
る
」
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
判
断
は
つ
ま
り
推
論
0

0

で
あ
る
。
そ
れ
は
形
式
的
な
推
論
で
あ
る
が
、
こ
の
推
論

に
お
い
て
は
相
扞か
ん
か
く格

す
る
関
繋
が
不
可
避
で
あ
る
。
し
か

し
こ
の
矛
盾
す
る
関
繋
は
や
は
り
揚
棄
さ
れ
る
の
で
、
こ

こ
に
概
念
の
完
成
0

0

が
成
り
た
つ
。「
概
念
の
完
成
は
全
体

性
の
統
一
へ
と
移
行
す
る
」
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
れ

が
、「
概
念
の
主
観
性

0

0

0

が
そ
れ
の
客
観
性

0

0

0

に
移
行
す
る
」

こ
と
で
あ
る
。

ま
り
思
惟
の
形
式
を
つ
か
わ
ぬ
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
」
と

言
っ
た
の
を
想
い
起
さ
れ
る
と
よ
い
。
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第
二
編

客
観
性

客
観
的
論
理
学
の
第
一
巻
（
有
論
）
で
は
抽
象
的
な
有0

は
、
定
有
0

0

へ
移
行
す
る
も
の
と
し
て
、
だ
が
し
か
し
そ
れ

は
ま
た
本
質
0

0

へ
と
戻
っ
て
く
る
も
の
と
し
て
、
叙
述
せ
ら

れ
た
。
第
二
巻
（
本
質
論
）
で
は
、
本
質
は
根
拠
0

0

へ
と
規

定
せ
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
実
存
0

0

と
な
り
、
ま
た
実
体
0

0

に

実
現
さ
れ
る
こ
と
が
、
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
概
念
に
つ

い
て
は
、
ま
ず
最
初
、
概
念
は
規
定
さ
れ
て
客
観
性

0

0

0

と
な

る
こ
と
が
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

客
観
性
が
何
か
と
い
う
こ
と
が
明
瞭
に
理
解
さ
れ
る
に

は
、
何
よ
り
も
直
接
性
と
い
う
こ
と
が
想
い
起
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
。
こ
れ
ま
で
直
接
性
に
つ
い
て
の
多
く
の
形
式

が
あ
ら
わ
れ
出
た
の
で
あ
っ
た
。
有
の
領
域

0

0

0

0

で
は
「
有
そ

の
も
の
及
び
定
有
が
直
接
性
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ

客
観
性<

注
解>



179

第
三
巻　

概
念
論　

第
二
編

れ
か
ら
ま
た
、
本
質
の
領
域
で
は
「
実
存
が
、
更
に
ま
た

現
実
性
と
実
体
性
が
直
接
性
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
最

後
に
概
念
の
領
域
で
は
、「
抽
象
的
な
一
般
性
と
し
て
の

直
接
性
の
外
に
、
客
観
性
が
一
」
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
だ
か
ら
今
客
観
性
が
示
さ
れ
よ
う
と
し
て
い

る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
ま
ず
0

0

直
接
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と

を
知
っ
て
置
か
ね
ば
な
ら
な
い
。「
有0

は
一
般
に
最
初
の

0

0

0

直
接
性
で
あ
る
、
そ
し
て
定
有
0

0

は
同
じ
く
直
接
性
で
あ
る

が
、
最
初
の
規
定
性
を
伴
っ
た
直
接
性
で
あ
る
。
次
に
、

物
を
伴
っ
て
い
る
実
存
0

0

も
ま
た
直
接
性
で
あ
る
、
但
し
こ

れ
は
根
拠
か
ら
出
て
く
る
と
こ
ろ
の
直
接
性
で
あ
る
、
換

言
す
れ
ば
本
質
の
単
純
な
る
反
省
に
お
け
る
自
分
を
揚
棄

す
る
媒
介
か
ら
出
て
く
る
直
接
性
で
あ
る
。
現
実
性

0

0

0

及
び

実
体
性

0

0

0

の
如
き
も
や
は
り
直
接
性
で
あ
る
。勿
論
そ
れ
は
、

現
象
及
び
そ
れ
の
本
質
性
と
し
て
の
・
ま
だ
非
本
質
的
な

実
存
の
揚
棄
せ
ら
れ
た
区
別
・
こ
の
区
別
か
ら
出
て
来
た

直
接
性
で
あ
る
」。
さ
て
、
概
念
の
領
域
で
の
直
接
性
に

客
観
性
が
何
で
あ
る
か
に
つ
い
て
示
す
前
に
、
ヘ
ー
ゲ

ル
は
直
接
性
（u

n
m
ittelb

ark
eit

）
の
こ
と
を
考
え
よ
、

と
言
う
。
解
り
易
く
す
る
た
め
に
、
こ
れ
ま
で
私
た
ち
が

経
歴
し
来
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
直
接
性
と
い
わ
れ
る
べ
き
も

の
を
拾
っ
て
見
せ
て
い
る
。
有
、
定
有
、
実
存
（
ま
た
は

実
有
）
す
な
わ
ちExistenz

、
そ
れ
か
ら
現
実
性
（
ま
た

は
実
在
）
、
更
に
実
体
、
あ
げ
来
る
と
こ
れ
ら
は
と
に
か

く
悉
く
が
人
々
の
普
通
に
い
う
存
在
ま
た
は
存
在
す
る
も

の
に
相
当
す
る
。
し
か
し
、私
た
ち
が
そ
れ
を
経
歴
し
来
っ

た
も
の
に
は
右
の
も
の
ら
の
外
に
、
規
定
性
、
無
、
成
、

向
自
有
、
質
、
量
、
反
撥
、
牽
引
、
度
合
、
本
質
、
本
質

性
、
反
省
、
現
象
、
そ
の
他
が
幾
つ
も
あ
っ
た
。
ヘ
ー
ゲ

ル
は
そ
れ
ら
を
ば
直
接
性
の
例
に
は
あ
げ
て
な
い
。
そ
こ

で
ヘ
ー
ゲ
ル
が
直
接
性
と
い
っ
て
い
る
も
の
が
だ
い
た
い

一
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相
当
す
る
も
の
が
、
今
問
題
と
な
っ
て
い
る
客
観
性
で
あ

る
。
こ
れ
は
「
概
念
が
そ
れ
へ
と
自
分
の
抽
象
と
媒
介
の

揚
棄
を
通
じ
て
自
分
を
規
定
す
る
直
接
性
」
で
あ
る
。

客
観
性

0

0

0

に
は
二
重
の
意
味
が
あ
る
。「
そ
の
一
つ
は
独

立
せ
る
概
念
に
対
し
て

0

0

0

0

0

0

存
し
て
い
る
」も
の
と
い
う
意
味
。

も
う
一
つ
は
、「
即
自
的
に
か
つ
向
自
的
に
有
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

よ
う
に

存
す
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

前
者
の
場
合
だ
と
、客
観
性
と
は
（
一
例
を
あ
げ
れ
ば
）

「
主
観
の
何
か
の
関
心
や
活
動
に
対
し
て
の
対
象
一
般
」

と
い
う
よ
う
な
意
味
に
な
る
。

後
者
の
場
合
で
は
、
客
観
性
と
は
「
そ
こ
に
は
局
限
さ

れ
る
こ
と
も
対
立
も
な
い
と
こ
ろ
の
即
自
的
か
つ
向
自
的

0

0

0

0

0

0

0

0

に
有
る
も
の

0

0

0

0

0

」
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
「
理
性

的
原
理
と
か
完
全
な
芸
術
作
品
と
か
は
、
そ
れ
が
自
由

で
、
か
つ
あ
ら
ゆ
る
偶
然
性
を
う
ち
越
え
て
い
る
限
り
、

客
観
的

0

0

0

だ
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
勿
論
、
理
性
的
な
理

論
的
な
、
も
し
く
は
人
倫
的
な
諸
原
理
は
、
た
だ
主
観
的

解
る
と
思
う
。
こ
う
考
え
て
く
る
と
、
普
通
の
人
は
素
朴

に
認
識
の
こ
と
を
い
う
時
は
大
抵
、
直
接
性
、
す
な
わ

ち
「
在
る
」
と
い
う
肯
定
的
な
も
の
に
の
み
眼
を
く
ら
ま

さ
れ
て
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
手
が
こ
ま
ず
お

粗
末
で
あ
る
（unm

ittelbar

直
接
的
と
は
こ
の
こ
と
で
あ

る
）
。
し
か
し
、
常
識
の
世
界
で
第
一
に
重
要
視
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
ま
た
哲
学
的
に
考
え
る
と
き
で
も

重
要
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
「
直
接
性
」、「
在
る
の
だ
と

言
い
得
る
も
の
、
こ
れ
を
客
観
性
（O

bjektivität

）
と
し

て
呼
び
、
そ
れ
を
明
ら
か
に
せ
ん
と
し
て
い
る
。
さ
て
、

そ
れ
は
、
そ
の
二
重
の
意
味
を
分
析
し
て
次
に
な
し
と
げ

ら
れ
て
い
る
。
私
た
ち
は
熟
読
し
よ
う
。
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な
も
の
に
、
意
識
に
従
属
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
の
即
自

的
か
つ
向
自
的
な
有
は
な
ん
と
し
て
も
客
観
的
と
名
づ
け

ら
れ
る
。
真
理
の
認
識
は
、
客
観
を
、
そ
れ
が
客
観
と
し

て
主
観
的
な
反
省
の
付
加
物
か
ら
自
由
な
も
の
で
あ
る
よ

う
に
、
認
識
す
る
よ
う
に
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
も
の

で
あ
る
」。
そ
う
し
た
真
理
の
認
識
と
は
、「
客
観
的
諸
法

則
を
遵
奉
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
正
当
の
行
わ
れ
る
事
で
あ

る
」。
勿
論
そ
の
客
観
的
諸
法
則
は
、「
主
観
的
起も

と原
な
ぞ

な
い
も
の
で
、
か
つ
如
何
な
る
恣
意
も
、
更
に
ま
た
法
則

の
必
然
性
を
曲
げ
る
如
何
な
る
処
理
を
も
、
容
れ
る
こ
と

の
な
い
よ
う
な
も
の
」で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

か
よ
う
に
し
て
、
吾
々
が
概
念
論
の
こ
の
位
置
に
今

立
っ
て
い
る
立
場
か
ら
す
れ
ば
、「
客
観
性
は
、
概
念
の

即
自
的
か
つ
向
自
的
に
あ
る
有

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
意
味
を
も
つ
」
も
の
で

あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
い
う
と
こ
ろ
の
概
念
と

は
、「
自
分
の

0

0

0

自
己
規
定
に
よ
っ
て
措
定
さ
れ
た
媒
介
0

0

を
、

自
分
自
身
へ
の
直
接
的

0

0

0

関
係
に
ま
で
揚
棄
し
た
と
こ
ろ
の
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概
念
」で
あ
る
。
吾
々
が
今
問
題
と
し
て
い
る
客
観
性
は
、

そ
う
い
う
概
念
の
即
自
的
か
つ
向
自
的

0

0

0

0

0

0

0

0

に
あ
る
有0

の
こ
と

で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
客
観
性
は
直
接
性
で
は
あ
る
が

「
こ
の
直
接
性
は
、
そ
れ
自
身
直
接
的
に
且
つ
ま
っ
た
く

概
念
に
よ
っ
て
貫
徹
さ
れ
て
い
る
」。
だ
か
ら
、
概
念
の

全
体
性
が
直
接
的
に
概
念
の
有
と
同
一
で
あ
る
と
い
う
よ

う
に
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、「
概
念
は
進
ん
で
自
分
の
主
観
性
の
自
由
な

る
向
自
有
を
回
復
せ
ね
ば
な
ら
な
い
二
の
で
、
目
的
0

0

三
と

し
て
ひ
と
つ
の
関
け
い
0

0

（Verhältnis
）
が
こ
こ
に
入
っ

て
く
る
」。
こ
の
関
け
い
0

0

に
お
い
て
は
じ
め
て
、
客
観
性

の
も
つ
直
接
性
は
「
概
念
に
対
し
て
否
定
的
な
、
従
っ
て

概
念
の
活
動
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
」
と
な
る

の
で
あ
る
。
そ
う
な
っ
て
く
る
と
、「
客
観
性
の
直
接
性

は
こ
こ
に
違
っ
た
意
味
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
、
即
ち
概

念
に
対
峙
し
て
い
る
以
上
、
即
自
的
か
つ
向
自
的
な
非
的
0

0

な
も
の

0

0

0

四
で
あ
る
と
い
う
様
な
意
味
を
有
す
る
こ
と
に
な

「
進
ん
で
…
…
回
復
せ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
は
ど
う
い
う

こ
と
か
。
一
つ
に
は
「
論
理
の
科
学
」
と
い
う
体
系
に
お

い
て
今
こ
う
し
た
発
展
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か

ら
、
進
ん
で
は
概
念
は
…
…
を
回
復
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い

う
よ
う
に
言
い
表
す
の
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
そ
れ
と
共

に
、
じ
っ
さ
い
に
（
と
い
う
の
は
論
理
の
科
学
の
中
の
発

展
で
な
く
て
、
あ
る
概
念
が
深
ま
り
具
体
化
し
て
ゆ
く
場

合
、
た
と
え
ば
私
た
ち
が
一
つ
の
組
合
に
対
し
て
単
に
知

0

0

0

識
を
も
っ
て
い
た

0

0

0

0

0

0

0

時
か
ら
漸
次
進
ん
で
、
そ
れ
が
実
体
と

し
て
眼
前
に
あ
る
よ
う
な
具
体
的
知
識
に
深
ま
り
、
更
に

そ
の
実
体
が
実
体
と
し
て
眺
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
も
の

で
は
も
う
な
く
な
り
、
そ
れ
自
身
（
組
合
自
身
）
に
な
り

き
る
と
い
う
ほ
ど
組
合
の
認
識
が
把
握
さ
れ
切
る
と
い
う

よ
う
に
深
ま
り
ゆ
く
、
そ
う
し
た
こ
と
を
考
え
て
み
ら
れ

る
と
よ
い
）
概
念
す
な
わ
ち
把
握
が
深
ま
っ
て
ゆ
く
こ
と

0

0

0

0

は
、
私
た
ち
の
常
に
体
験
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
そ

う
い
う
場
合
で
も
「
漸
次
進
ん
で
」
と
か
「
更
に
深
ま
っ

て
」
と
か
い
い
得
る
の
で
あ
る
。
さ
て
、
そ
う
し
た
時
に

は
（
右
の
一
つ
の
組
合
を
認
識
す
る
場
合
を
考
え
て
も
ら

二
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る
の
で
あ
る
」

（
一
五
）「
客
観
性
は
最
初
は
そ
れ
の
直
接
性
に
お
い
て

あ
る
」
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
の
諸
契
機
は
独
立
の

無
関
心
性
を
な
し
て
諸
々
の
客
観
0

0

と
し
て
相
互
外
的
に
存

立
し
て
い
る
。
し
か
し
て
そ
れ
は
却
っ
て
す
べ
て
の
諸
契

機
の
全
体
性
を
得
ん
た
め
な
の
で
あ
る
。
諸
契
機
は
か
よ

う
な
関
け
い
0

0

（Verhältnis
）
に
あ
る
た
め
、
概
念
の
主0

観
的
統
一
態

0

0

0

0

0

を
ば
た
だ
内
的
な
又
は
外
的
な

0

0

0

0

0

0

0

0

統
一
態
と
し

て
も
っ
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
力
学
性

0

0

0

六
で

あ
る
。

（
二
）
し
か
し
第
二
に

0

0

0

、
概
念
に
お
い
て
は
「
右
の
統

一
は
諸
々
の
客
観
そ
の
も
の
の
内
面
的

0

0

0

法
則
と
し
て
示
さ

れ
る
の
で
、
諸
契
機
の
関
け
い
は
そ
れ
の
法
則
に
よ
っ
て

基
礎
づ
け
ら
れ
た
特
有
の

0

0

0

差
別
相
と
な
っ
て
く
る
七
」
の

で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に「
ひ
と
っ
の
関
係（B

eziehung

）

が
成
立
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
諸
契
機
の
一
定
の
独
立
性
は

揚
棄
せ
ら
れ
る
」
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
化
学
性

0

0

0

八
で
あ

い
た
い
）
実
体
と
し
て
の
、
物も
の

的
存
在
と
し
て
の
、
つ

ま
り
客
観
性
と
し
て
の
組
合
は
、
自
分
が
そ
れ
自
身
（
組

合
自
身
）
に
な
り
切
る
と
い
う
と
き
、
む
し
ろ
自
分
の
も

つ
組
合
概
念
に
対
し
て
否
定
的
な
役
割
を
も
つ
も
の
と
な

る
。
言
い
換
え
れ
ば
、直
接
性
と
し
て
の
そ
の
客
観
性
は
、

概
念
（
把
握
）
の
発
展
活
動
に
よ
っ
て
規
定
さ
る
べ
き
で

0

0

0

あ
る
0

0

と
い
う
よ
う
な
状
態
の
も
の
と
な
る
。
そ
こ
の
と
こ

ろ
を
考
え
て
み
る
と
、

目
的
（Zw

eck

）
と
い
っ
て
い
い
も
の
が
こ
こ
に
あ
る
こ

と
に
な
る
。
そ
の
こ
と
は
右
の
処
で
組
合
把
握
の
実
例
を

あ
げ
た
と
こ
ろ
に
出
て
い
る
よ
う
に
、
冷
く
眺
め
て
い
た

と
き
の
知
識
と
、
進
ん
で
そ
れ
の
実
体
（
客
観
性
）
把
握

を
通
じ
て
、
こ
れ
ま
で
の
知
識
態
度
と
は
異
な
っ
た
も
の

が
そ
こ
に
出
て
き
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
の
で
あ
る
。
目

的
と
い
っ
て
い
い
も
の
が
こ
こ
に
あ
る
と
は
そ
れ
で
あ

る
。
す
る
と
、
そ
れ
ま
で
目
前
に
あ
り
注
目
を
ひ
い
て
い

た
客
観
性
は
、
そ
れ
の
（
客
観
性
の
）
直
接
性
を
失
い
は

じ
め
る
。
す
な
わ
ち
、

そ
う
で
は
な
い
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

（N
ichtige

非
定
な
も
の
）
で
あ
る

三四
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る
。（

三
）
第
三
に

0

0

0

、「
諸
々
の
客
観
の
以
上
の
よ
う
な
本
質

的
統
一
態
は
、
そ
れ
ら
の
独
立
性
と
は
区
別
さ
れ
た
も
の

と
し
て
措
定
さ
れ
て
い
る
」。
か
よ
う
に
し
て
、こ
の
「
本

質
的
統
一
は
、
主
観
的
概
念
で
あ
る
が
、
即
自
的
か
つ
向

自
的
に
客
観
性
へ
関
係
さ
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
措

定
さ
れ
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
目
的
0

0

と
し
て

措
定
さ
れ
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
目
的
性

0

0

0

九
で
あ

る
。「

目
的
と
は
、
概
念
そ
れ
自
身
に
お
い
て
客
観
性
に
関

係
し
、
そ
し
て
も
っ
て
主
観
的
で
あ
る
と
い
う
欠
如
を
自

分
を
通
じ
て
揚
棄
す
る
も
の
と
し
て
措
定
さ
れ
て
い
る
と

こ
ろ
の
概
念
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
何
よ
り
も
ま
ず
外
的
な

0

0

0

目
的
性
が
目
的
の
実
現
に
よ
っ
て
内
的
0

0

な
も
の
に
、
そ
し

て
理
念
0

0

一
〇
に
な
る
」
の
で
あ
る
。

と
い
う
よ
う
な
意
義
の
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
三
項
目
（（
一
）
、（
二
）
、（
三
））
に
分
け
て
、
客

観
性
の
内
容
を
説
明
す
る
の
で
あ
る
。
力き
か
い
て
き

学
的
な
も
の
か

ら
有
機
的
な
も
の
へ
、
そ
れ
か
ら
目
的
的
な
も
の
へ
と
い

う
よ
う
に
、
存
在
す
る
一
切
の
物
を
と
ら
え
て
、
こ
こ
で

言
い
表
そ
う
と
す
る
。

M
echanism

us

の
訳
語
で
あ
る
。
私
た
ち
が
「
機
械
的
」
と

か
「
メ
カ
ニ
ッ
ク
」
と
か
言
っ
て
い
る
と
き
の
把
握
内
容
（
概

念
内
容
）
を
と
ら
え
て
分
析
し
て
み
る
と
、
そ
こ
で
は
「
諸

契
機
が
独
立
の
無
関
心
性
を
な
し
て
い
て
、
諸
々
の
客オ
ペ
ク
ト観
と

し
て
相
互
に
外
的
な
」
関
け
い
を
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る

の
で
あ
る
。
力
学
性
と
は
そ
れ
を
い
う
の
で
あ
る
。

右
の
よ
う
に
諸
契
機
は
独
立
的
で
無
関
心
性
を
示
し
て
い

る
が
、そ
れ
は
力
学
性
の
段
階
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、

い
っ
た
い
把
握
さ
れ
て
あ
る
こ
と
（
概
念
）
に
お
い
て
は
、

主
体
的
に
統
一
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
も
と
も
と
特

徴
な
の
で
あ
る
。
把
握
な
る
統
一
と
は
何
か
と
い
え
ば
、

右
の
諸
々
の
客
観
の
内
面
的
法
則
に
ほ
か
な
ら
ぬ
の
で
あ

五六七
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第
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る
。
か
か
る
内
面
的

0

0

0

法
則
と
い
う
こ
と
を
強
く
考
え
て
み
る
と
、
す
な
わ
ち
一

つ
一
つ
の
物
オ
ペ
ク
トの
内
面
性
と
い
う
こ
と
を
、
例
を
挙
げ
れ
ば
、
水
と
い
う
物
質
の

圧
力
や
温
度
や
を
の
み
対
象
と
せ
ず
、
水
な
る
も
の
の
諸
契
機
の
内
面
性
に
立

ち
入
っ
て
、把
握
す
る
と
す
れ
ば
、そ
こ
に
そ
れ
ぞ
れ
の
特
有
の
差
別
相
が
（
水

に
つ
い
て
言
え
ば
、酸
素
と
か
水
素
と
い
う
元
素
的
な
差
別
相
が
）問
題
と
な
っ

て
く
る
。
そ
う
理
解
さ
れ
る
と
き
、

化
学
性
（chem

ism
us

）
の
こ
と
は
容
易
に
解
っ
て
く
る
。

目
的
性
（Teleologie

）
は
三
、四
、五
の
と
こ
ろ
で
説
明
さ
れ
得
た
と
思
う
。

把
握
態
（
す
な
わ
ち
概
念
）
が
深
ま
れ
ば
、
直
接
性
と
し
て
の
客
観
性
が
否
定

さ
れ
る
、
す
る
と
こ
の
否
定
に
よ
っ
て
、
概
念
は
そ
れ
の
外
面
性
そ
れ
の
直
接

性
に
わ
ず
ら
わ
さ
れ
な
く
な
る
。
す
な
わ
ち
自
由
と
な
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、

そ
れ
自
身
わ
ず
ら
わ
さ
れ
ざ
る
独
立
的
な
も
の
と
な
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
そ
こ
を

抑
え
て
、
そ
れ
自
身
独
立
的
な
も
の
と
し
て
措
定
さ
れ
る
の
を
「
目
的
と
し
て

措
定
さ
れ
る
」と
言
い
表
し
て
い
る
。（『
エ
ン
チ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』の
二
〇
三
節
）

目
的
は
果
し
と
げ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
遂
げ
ら
れ
ぬ
、
眺
め
て
い
ら
れ

る
目
的
は
「
外
的
な
目
的
性
」
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
が
実
現
さ

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
内
的
な
も
の
に
な
る
」
。
こ
の
こ
と
は
注
目
す
べ
き
こ

と
で
あ
る
。
ふ
り
か
え
っ
て
み
て
、
単
に
主
観
的
な
概
念
が
客
観
性
あ
る
概
念

八九一
〇
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と
な
り
、
そ
の
客
観
性
が
も
は
や
邪
魔
や
煩
い
と
な
ら
ぬ
も
の
と
な
り
、
自

由
な
も
の
と
な
り
、
目
的
の
実
現
に
よ
っ
て
、
こ
こ
に
内
的
な
も
の

0

0

0

0

0

と
な
っ

て
い
る
。
そ
う
し
た
も
の
を
何
と
呼
ぶ
か
。
ヘ
ー
ゲ
ル
はIdee

（
イ
デ
ー
）

と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。「
理
念
と
は
充
足
せ
る
概
念
で
あ
る
」
と
ヘ
ー
ゲ
ル

は
言
い
表
す
。
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理
念

理
念
と
は
「
充
足
せ
る
概
念

0

0

0

0

0

0

で
あ
り
、
客
観
的
な
真
な
0

0

る
も
の

0

0

0

」
で
あ
る
。
或
い
は
「
真
な
る
も
の
そ
の
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で

あ
る
」
と
い
っ
て
も
い
い
の
で
あ
る
。
何
か
或
る
も
の
が

真
理
を
も
つ
時
、
そ
れ
は
そ
の
理
念
に
依
っ
て
も
つ
の
で

あ
る
。
或
い
は
、「
或
る
も
の
は
唯
そ
れ
が
理
念
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

限
り
に
お
い
て
の
み
真
理
を
も
つ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。
理
念
0

0

と
い
う
表
現
は
、
こ
れ
ま
で
哲
学
に

お
い
て
も
日
常
生
活
に
お
い
て
も
、
屡
々
概
念
0

0

の
代
り
に

使
用
せ
ら
れ
て
き
て
い
る
。
更
に
単
な
る
表
象
0

0

の
代
り
に

さ
え
使
用
せ
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、「
私
は

未
だ
こ
の
訴
訟
、
こ
の
建
物
、
こ
の
地
方
に
つ
い
て
何
の

理
念
も
持
た
ぬ
」
と
い
う
よ
う
な
言
葉
は
、
表
象
0

0

以
上
の

何
も
の
を
も
表
現
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

理
念<

注
解>
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理
念
と
い
う
表
現
は
、「
客
観
的
或
い
は
実
在
的
な
概

念
に
対
し
て
留
保
さ
る
」べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
る
。「
概

念
そ
の
も
の
か
ら
も
、
ま
し
て
や
単
な
る
表
象
か
ら
も
区

別
さ
れ
る
」
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、「
理
念
を
何
ら
か

単
な
る
非
現
実
的
な
も
の
と
考
え
る
」
よ
う
な
評
価
や
、

「
真
な
る
諸
々
の
思
想
に
つ
い
て
そ
れ
ら
は
単
に
理
念

0

0

0

0

0

0

0

0

で

あ
る
と
語
ら
れ
る
」
よ
う
な
理
念
評
価
は
、
も
ち
ろ
ん
棄

て
去
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

「
理
念
は
概
念
と
客
観
性
と
の
統
一
で
あ
り
、
真
な
る

も
の
で
あ
る
」。
こ
う
い
う
成
果
が
得
ら
れ
た
以
上
、
理

念
を
も
っ
て
単
に
、「
段
々
と
そ
れ
に
向
っ
て
近
づ
い
て

ゆ
く
が
し
か
し
そ
れ
自
身
は
つ
ね
に
一
種
の
彼
岸
の
ま
ま

で
い
る
よ
う
な
目
標
0

0

」
と
見
做
す
可
き
で
は
な
い
。
む
し

ろ
、「
い
っ
さ
い
の
現
実
的
な
も
の
は
、
唯
そ
れ
ら
が
理

念
を
自
己
の
中
に
持
ち
か
つ
そ
れ
を
表
現
す
る
限
り
に
お

い
て
の
み
、
存
在
す
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
理
念
は
見
ら

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
対
象
、
す
な
わ
ち
客
観
的
世
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概
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界
と
主
観
的
世
界
と
は
一
般
に
単
に
理
念
と
一
致
す
べ
き

0

0

0

0

0

だ0

と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
は
そ
れ
自
身

概
念
と
実
在
性
と
の
一
致
な
の
で
あ
る
。
概
念
に
対
応
し

な
い
よ
う
な
実
在
性
は
単
な
る
現
象
0

0

、
主
観
的
な
も
の
、

偶
然
的
な
も
の
、
恣
意
的
な
も
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
真
理

で
は
な
い
」。
経
験
の
中
に
理
念
0

0

と
ま
っ
た
く
一
致
す
る

対
象
は
全
然
見
ら
れ
ぬ
と
言
わ
れ
る
場
合
、
そ
の
理
念
0

0

は

主
観
的
な
標
尺
と
し
て
現
実
的
な
も
の
に
対
立
せ
し
め
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
一
つ
の
現
実
的
な
も
の
が
そ
の
中
に
己
れ
の
概

念
を
も
た
ず
又
そ
の
客
観
性
が
全
く
こ
の
概
念
に
適
応
せ

ぬ
場
合
、
こ
の
現
実
的
な
も
の
一
は
真
理
で
あ
る
と
は
い

え
な
い
。
何
故
な
ら
そ
ん
な
も
の
は
何
で
も
無
い
も
の
で

あ
ろ
う
か
ら
。
確
か
に
国
家
の
よ
う
な
教
会
の
よ
う
な
全

体
的
な
も
の
は
、
も
し
そ
れ
ら
の
概
念
と
実
在
性
と
の
統

一
が
解
消
し
て
し
ま
え
ば
、
実
存
す
る
こ
と
を
止
め
る
。

人
間
と
い
う
生
き
た
者
も
、
霊
魂
と
肉
体
と
が
そ
の
中
で

こ
こ
に
い
う
「
現
実
的
な
も
の
」
と
い
う
の
を
、
や
や
卑

近
の
実
例
に
つ
い
て
言
っ
て
み
よ
う
。
私
た
ち
は
日
本
に

今
（
一
九
四
七
年
）
農
業
会
と
い
う
客
観
的
な
一
つ
の
団

体
の
あ
る
の
を
知
っ
て
い
る
。
新
聞
に
記
事
と
し
て
出
て

来
、
本
部
が
あ
り
支
部
が
全
国
に
あ
り
、
か
よ
う
に
し
て

と
に
か
く
現
実
的
な
も
の
（ein W

irkliches

）
と
し
て
現

存
し
て
い
る
。
客
観
的
に
存
在
し
て
は
い
る
。
し
か
る
に
、

そ
の
「
客
観
性
が
全
く
こ
の
概
念
（
＝
農
業
会
の
概
念
は
、

農
民
の
た
め
に
な
り
農
産
物
消
費
者
の
た
め
に
な
る
と
い

う
真
実
性
に
よ
っ
て
な
っ
て
い
る
べ
き
も
の
で
あ
る
）
に

適
応
せ
ぬ
」
な
ら
ば
、
こ
の
現
実
的
な
も
の
は
本
当
の
も

の
、
真
理
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。「
そ
ん
な

も
の
は
何
で
も
無
い
も
の
で
あ
る
か
ら
」

一
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分
離
し
て
し
ま
え
ば
、
死
せ
る
者
と
な
る
。
死
せ
る
自
然

（
即
ち
力
学
的
及
び
化
学
的
世
界
は
、
死
せ
る
者
が
無
機

的
世
界
と
考
え
ら
れ
る
時
、
そ
う
呼
ば
れ
る
。
ま
た
そ
う

呼
ば
れ
ね
ば
こ
の
死
せ
る
者
は
何
等
積
極
的
な
意
味
を
持

た
な
い
）
は
、
も
し
そ
の
概
念
と
実
在
性
が
分
離
さ
れ
る

な
ら
ば
、
一
つ
の
考
え
ら
れ
た
形
式
と
一
つ
の
没
形
式
的

な
物
質
と
い
う
主
観
的
な
抽
象
物
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。「
理
念
を
、
即
ち
概
念
自
身
の
自
己
と
の
統
一
を
も

た
ぬ
よ
う
な
精
神
、
換
言
す
れ
ば
、
概
念
自
身
を
そ
の
実

在
性
に
も
た
ぬ
よ
う
な
概
念
は
、
死
せ
る
、
没
精
神
的
な

精
神
で
あ
り
、
一
つ
の
物
質
的
な
対
象
で
あ
る
」
と
い
わ

ね
ば
な
ら
な
い
。

「
有0

が
真
理
0

0

の
意
味
を
獲
得
し
て
い
る
の
は
、
理
念
が

概
念
と
実
在
性
と
の
統
一
で
あ
る
為
で
あ
る
二
」。
だ
か

ら
有
は
実
に
「
理
念
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
」
に
外
な
ら

な
い
。「
有
限
的
な
諸
事
物
が
有
限
的
で
あ
る
所
以
は
、

そ
れ
ら
が
己
れ
の
概
念
の
実
在
性
を
全
く
己
れ
に
即お

い
て

こ
の
と
こ
ろ
で
も
解
る
よ
う
に
、
有
（
あ
る
）
の
外
に
本

質
（
本
当
に
あ
る
）
や
概
念
（
把
握
さ
れ
て
あ
る
）
の
領

域
が
あ
る
の
で
は
な
い
。「
真
理
の
意
味
を
獲
得
し
た
」

有
は
、
実
に
「
理
念
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
」
に
外
な
ら

ぬ
の
で
あ
る
。
こ
の
本
の
四
〇
七
頁
に
出
て
い
る
図
示【
研

究
編
の
末
】
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
は
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

二
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も
た
ず
、
そ
れ
を
も
つ
為
に
は
他
の
も
の
を
必
要
と
す
る

か
ら
で
あ
る
。
或
い
は
逆
に
い
っ
て
、
そ
れ
ら
が
対
象
と

し
て
前
提
さ
れ
、
従
っ
て
概
念
を
一
つ
の
外
的
な
規
定
と

し
て
己
れ
に
即
し
て
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ら

が
上
の
よ
う
な
有
限
性
の
側
面
に
従
っ
て
到
達
し
得
る
最

高
の
も
の
は
外
的
な
合
目
的
性
で
あ
る
。
諸
々
の
現
実
的

な
事
物
が
理
念
と
一
致
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
有

限
性
、非
真
理
性
の
側
面
を
表
し
て
い
る
。
こ
の
有
限
性
、

非
真
理
性
の
側
面
に
従
っ
て
、
こ
れ
ら
の
事
物
は
諸
々
の

0

0

0

客
観
物

0

0

0

で
あ
り
、
各
々
は
そ
の
種
々
な
領
域
に
従
っ
て
、

ま
た
客
観
性
の
諸
々
の
関
係
に
お
い
て
力
学
的
、
化
学
的

と
規
定
さ
れ
、
或
い
は
一
つ
の
外
的
な
目
的
に
従
っ
て
規

定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
理
念
が
そ
れ
の
実
在
性
を
完

全
に
作
為
し
終
え
ず
に
、
不
完
全
に
概
念
に
依
属
せ
し
め

る
と
い
う
こ
と
は
、
理
念
そ
の
も
の
が
一
つ
の
制
限
さ
れ

0

0

0

0

た
内
容

0

0

0

を
持
つ
と
い
う
こ
と
、
即
ち
理
念
が
本
質
的
に
概

念
と
実
在
性
と
の
統
一
で
あ
る
が
、
同
じ
く
ま
た
本
質
的
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に
そ
れ
ら
の
区
別
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
依
っ
て
可
能
な

の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
客
観
物
の
み
が
直
接
的
な
、
言
い

換
え
れ
ば
た
だ
即
自
的

0

0

0

に
存
在
す
る
統
一
で
あ
る
か
ら
で

あ
る
。
一
つ
の
対
象
、
例
え
ば
国
家
が
そ
の
理
念
と
全
然
0

0

適
応
せ
ぬ
場
合
、
換
言
す
れ
ば
、
む
し
ろ
全
然
国
家
の
理

念
で
は
な
い
よ
う
な
場
合
、
更
に
言
い
換
え
れ
ば
、
自
己

意
識
せ
る
諸
々
の
個
体
で
あ
る
そ
の
実
在
性
が
概
念
と
全

然
一
致
せ
ぬ
場
合
に
は
、
そ
の
時
そ
の
霊
魂
と
肉
体
は
相

互
に
分
離
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
そ
の
霊
魂
は
遊
離

さ
れ
た
思
想
の
領
野
へ
飛
去
り
、
肉
体
は
個
々
の
個
体
の

中
に
散
り
去
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
国

家
の
概
念
は
本
質
的
に
諸
々
の
個
体
の
本
性
を
形
成
し
て

い
る
の
で
、
こ
の
概
念
は
こ
れ
ら
の
個
体
の
中
に
非
常
に

強
い
衝
動
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
れ
ら
の
個

体
は
、
た
と
え
外
的
な
合
目
的
性
の
形
式
に
お
い
て
で
あ

ろ
う
と
も
、
こ
の
概
念
を
実
在
性
に
入
れ
込
む
か
、
或
い

は
概
念
を
承
認
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
、
さ
も
な
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け
れ
ば
彼
等
は
滅
び
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
実

在
性
が
概
念
に
適
応
す
る
こ
と
も
最
も
少
な
き
最
悪
の
国

家
で
も
、
そ
れ
が
な
お
実
存
す
る
か
ぎ
り
は
、
な
お
理
念

で
あ
り
、
個
体
は
偉
力
を
持
つ
概
念
に
服
従
し
て
い
る
の

で
あ
る
」

し
か
し
理
念
は
単
に
、「
真
な
る
有

0

0

0

0

、
即
ち
概
念
0

0

と
実0

在
性
0

0

と
の
統
一
と
い
う
一
般
的
な
意
味
を
持
つ
の
み
な
ら

ず
、
主
観
的
概
念

0

0

0

0

0

と
客
観
性

0

0

0

と
の
規
定
さ
れ
た
意
味
を

持
っ
て
い
る
。
概
念
そ
の
も
の
は
、
既
に
そ
れ
自
身
自
己

と
実
在
性

0

0

0

と
の
同
一
性
で
あ
る
。
何
故
な
ら
実
在
性
と
い

う
非
規
定
的
な
表
現
は
一
般
に
規
定
さ
れ
た
有

0

0

0

0

0

0

以
外
の
も

の
を
意
味
し
な
い
。
だ
が
概
念
は
こ
の
規
定
さ
れ
た
有
を

自
己
の
特
殊
性
と
個
別
性
に
お
い
て
持
っ
て
い
る
。
更
に

ま
た
、
客
観
性

0

0

0

は
そ
の
規
定
性
か
ら
同
一
性

0

0

0

へ
、
己
れ
と

共
に
進
ん
で
行
っ
た
総
体
的
な
概
念
0

0

で
あ
る
。
か
の
主
観

性
に
お
い
て
は
、
概
念
の
規
定
性
或
い
は
区
別
は
、
直
接

的
に
揚
棄
さ
れ
向
自
的
有
或
い
は
否
定
的
統
一
の
中
に
退



194

い
て
い
る
仮
象
0

0

で
あ
り
、
付
着
せ
る

0

0

0

0

客
語
で
あ
る
。
し

か
し
こ
の
客
観
性
に
お
い
て
は
、
規
定
性
は
直
接
的
な

総ト
ー
タ
リ
テ
ー
ト

体
と
い
う
、
外
的
な
全
体
と
し
て
措
定
さ
れ
て
い

る
。
理
念
は
、
今
や
直
接
性
―
―
概
念
は
客
観
と
し
て
は

こ
の
直
接
性
の
中
に
沈
ん
で
い
る
―
―
か
ら
再
び
そ
の
主

観
性
へ
と
解
放
さ
れ
た
概
念
と
し
て
己
れ
を
示
し
た
。
こ

の
解
放
さ
れ
た
概
念
は
そ
の
客
観
性
か
ら
己
れ
を
区
別
す

る
が
、
し
か
し
こ
の
客
観
性
は
ま
た
こ
の
概
念
に
依
っ
て

規
定
さ
れ
、
そ
の
実
体
性
を
唯
こ
の
概
念
に
お
い
て
の
み

持
つ
の
で
あ
る
」。
そ
こ
で
か
よ
う
な
同
一
性
は
「
主
観
0

0

＝
客
観
0

0

」
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
い
。
即
ち
、そ
れ
は
「
形

式
的
な
或
い
は
主
観
的
な
概
念
で
あ
る
と
共
に
0

0

客
観
そ
の

も
の
で
も
あ
る
」
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
も
っ

と
立
ち
入
っ
て
把
握
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
概
念
は
真
に

そ
の
実
在
性
を
獲
得
し
た
と
な
る
と
、
そ
れ
は
次
の
よ
う

な
絶
対
的
な
判
断
で
あ
る
。
即
ち
、
そ
の
「
主
観
0

0

は
自
己

に
関
係
す
る
否
定
的
統
一
と
し
て
そ
の
客
観
性
か
ら
自
己
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を
区
別
し
、
か
く
て
こ
の
客
観
性
の
即
自
か
つ
向
自
的
存

在
で
あ
る
。
し
か
し
本
質
的
に
は
自
己
自
身
を
通
じ
て
客

観
性
に
関
係
す
る
の
で
あ
り
、
つ
ま
り
自
己
目
的

0

0

0

0

で
あ
り

衝
動
0

0

で
あ
る
。
し
か
し
主
観
は
そ
れ
故
に
こ
そ
客
観
性
を

直
接
的
に
自
己
に
即お

い
て
持
つ
の
で
は
な
い
（
こ
う
い
う

主
観
は
客
観
性
の
中
に
失
わ
れ
た
客
観
の
総
体
そ
の
も
の

で
あ
ろ
う
）、
む
し
ろ
客
観
性
と
は
目
的
の
実
現
で
あ
り
、

目
的
の
活
動
に
依
っ
て
指
定
さ
れ
た

0

0

0

0

0

客
観
性
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
客
観
性
は
措
定
さ
れ
た
有

0

0

0

0

0

0

と
し
て
そ
の
存
続
と

形
式
と
を
唯
そ
の
主
観
に
依
っ
て
貫
ぬ
か
れ
た
も
の
と
し

て
の
み
持
つ
の
で
あ
る
。
客
観
性
と
し
て
は
、
そ
れ
は
概

念
の
外
面
性

0

0

0

の
契
機
を
自
己
に
即お

い
て
持
っ
て
お
り
、
し

た
が
っ
て
一
般
に
有
限
性
、
可
変
性
、
現
象
の
側
面
で
あ

る
。
も
と
よ
り
こ
の
側
面
は
概
念
の
否
定
的
な
統
一
の
中

に
退
く
と
い
う
点
に
そ
の
没
落
を
持
っ
て
い
る
。
客
観
性

の
無
関
心
な
相
互
外
存
在
が
自
己
を
非
本
質
的
な
も
の
、

措
定
さ
れ
た
も
の
と
し
て
示
す
の
は
、
否
定
性
を
通
じ
て
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で
あ
る
、
こ
の
否
定
性
が
概
念
そ
の
も
の
で
あ
る
」。
し

た
が
っ
て
理
念
は
、
こ
の
客
観
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
絶

対
に
単
純
0

0

で
非
物
質
的

0

0

0

0

」
で
あ
る
。
何
故
な
ら
外
面
性
は

た
だ
概
念
に
依
っ
て
規
定
さ
れ
、
概
念
の
否
定
的
な
統
一

の
中
に
受
容
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
み
あ
る
か
ら
で
あ

る
。
外
面
性
が
無
関
心
な
外
面
性
と
し
て
存
す
る
限
り
、

そ
れ
は
一
般
に
単
に
力
学
性
に
委
棄
さ
れ
て
い
る
の
み
な

ら
ず
、
た
だ
消
滅
す
可
き
も
の
で
異
な
ら
ざ
る
も
の
と
し

て
の
み
あ
る
の
で
あ
る
。「
だ
か
ら
た
と
え
理
念
が
そ
の

実
在
性
を
或
る
一
つ
の
物
質
態
に
お
い
て
持
っ
て
い
る
と

し
て
も
、
こ
の
物
質
態
は
抽
象
的
な
、
概
念
に
対
し
て
自

立
的
に
存
続
す
る
有
で
は
な
く
、
概
念
の
単
純
な
る
規
定

性
た
る
無
関
心
的
な
有
の
否
定
性
に
依
る
生
成
0

0

と
し
て
の

み
あ
る
の
で
あ
る
」

以
上
述
べ
た
こ
と
か
ら
次
の
よ
う
な
理
念
の
詳
細
な
規

定
が
得
ら
れ
る
。
即
ち
理
念
は
、
ま
ず
0

0

「
単
純
な
三
真
理

で
あ
り
、
概
念
と
客
観
性
と
の
（
普
遍
的
な
も
の

0

0

0

0

0

0

と
し
て

三
「
単
純
な
」
と
い
う
と
、
そ
の
意
味
が
出
に
く
い
か
も
知

れ
な
い
。
い
ち
ず
（
一
途
）
、
ひ
た
す
ら
に
真
理
で
あ
る

こ
と
の
み
で
あ
る
、
そ
れ
が
理
念
だ
と
い
う
意
味
。
そ
れ

は
理
念
の
第
一
の
意
味
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
終
る
も
の
で

な
く
、
理
念
は
第
二
に
、
次
の
よ
う
な
意
味
の
も
の
と
な
っ

て
い
る
。【「
次
」
と
は
、
注
解
四
に
続
く
と
い
う
意
。】
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の
）
同
一
性
」
で
あ
る
。
こ
の
普
遍
的
な
も
の
に
お
い
て

は
、
特
殊
的
な
も
の
の
対
立
と
存
続
は
そ
の
自
己
と
の
同

一
的
な
否
定
性
の
中
に
解
消
さ
れ
て
お
り
、
自
己
自
身
と

の
同
等
性
と
し
て
あ
る
の
で
あ
る
。
次
に
0

0

理
念
は
「
単
純

な
る
概
念
の
向
自
的
に
あ
る
主
観
性
と
そ
れ
か
ら
区
別
さ

0

0

0

れ
た
0

0

概
念
の
客
観
性
と
の
関
係
0

0

四
」
で
あ
る
。
前
者
の
主

観
性
は
「
こ
の
分
離
を
揚
棄
し
よ
う
と
す
る
衝
動
0

0

五
」
で

あ
り
、後
者
の
客
観
性
は
「
無
関
心
な
被
措
定
有
で
あ
り
、

即
自
か
つ
向
自
的
な
無
効
な
る
存
続
」
で
あ
る
。
こ
の
関

係
と
し
て
は
、
理
念
は
「
自
己
を
個
体
性
と
そ
の
無
機
的

な
自
然
と
に
分
け
隔
て
、
そ
し
て
再
び
主
観
の
強ゲ
ヴ
ァ
ル
ト力の

下

に
こ
れ
ら
を
取
戻
し
、
最
初
の
単
純
な
普
遍
性
に
還
る
過0

程0

」
の
こ
と
で
あ
る
。「
理
念
の
自
己
自
身
と
の
同
一
性

0

0

0

と
は
、
過
程
0

0

と
全
く
同
一
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
現
実
性

を
目
的
な
き
可
変
性
か
ら
解
放
し
て
理
念
0

0

へ
と
醇
化
す
る

思
想
は
、
こ
の
現
実
性
の
真
理
を
死
せ
る
静
止
物
と
し
た

り
、
衝
動
と
運
動
を
欠
い
た
生
気
な
き
単
な
る
映
像
と
し

す
な
わ
ち
、
右
の
よ
う
に
「
ひ
た
す
ら
な
る
概
念
の
向

自
性
の
と
こ
ろ
に
あ
る
主
観
性
」
と
「
そ
れ
と
は
区
別

さ
れ
て
い
る
概
念
の
客
観
性
と
が
関
係
し
て
い
る
こ
と

（B
eziehung

）、
こ
の
こ
と
が
、
理
念
の
第
二
の
意
味
で

あ
る
。
こ
こ
の
関
け
い
0

0

と
い
う
語
はB

eziehung

の
こ
と

で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
弁
証
法
的
関
け
い
0

0

の
意
味
で
い
つ

も
用
い
るVerhältnis

の
語
が
こ
こ
で
は
用
い
ら
れ
て
な

い
。
こ
こ
の
と
こ
ろ
を
わ
か
り
易
く
読
め
ば
、
主
観
性

が
客
観
性
へ
と
「
関
け
い
0

0

し
て
い
る
こ
と
」
と
い
う
よ

う
に
と
る
と
よ
い
。
カ
ン
ト
が
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
本

文
の
冒
頭
で
認
識
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
言
わ
ん
と
す

る
と
こ
ろ
で
、
「
認
識
が
対
象
にbeziehen

す
る
」
と
言

い
、
そ
こ
で
はB

eziehung

（
関
係
）
は
言
う
が
決
し
て

Verhältnis

（
関
け
い
0

0

）
は
言
わ
な
い
こ
と
が
、
想
い
出

さ
れ
る
。
カ
ン
ト
も
統
覚
と
内
感
と
の
両
者
の
か
ん
け
い

と
な
る
と
、常
に
そ
し
て
曖
昧
な
くVerhältnis

（
関
け
い
0

0

）

を
用
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
も
ま
た
今
や
「
向
自
的
に
あ
る
概

四
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た
り
、
或
い
は
精
と
し
て
或
い
は
数
と
し
て
或
い
は
抽
象

的
な
思
想
と
し
て
表
象
し
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
。
理
念

は
、
概
念
が
理
念
に
お
い
て
獲
得
し
た
自
由
の
為
に
ま
た

最
も
強
固
な
対
立

0

0

0

0

0

0

0

を
そ
の
中
に
持
っ
て
い
る
。
理
念
の
安

静
は
、
理
念
が
こ
の
対
立
を
永
遠
に
産
み
出
し
永
遠
に
克

服
し
、
そ
の
中
で
自
己
自
身
と
合
同
す
る
そ
の
確
実
性
、

そ
の
確
定
性
に
あ
る
の
で
あ
る
」。
し
か
し
理
念
は
さ
し

当
っ
て
は
先
ず
、
単
に
直
接
的

0

0

0

で
あ
る
。
或
い
は
唯
そ
の

概
念
0

0

に
お
い
て
の
み
あ
る
。
そ
う
し
た
と
き
は
客
観
的
実

在
性
は
確
か
に
概
念
に
適
応
し
て
い
る
が
、
し
か
し
未
だ

概
念
に
ま
で
解
放
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
概
念
は
概
念
0

0

と
し
て

0

0

0

向
自
的
に
実
存
し
て
い
な
い
。
そ
こ
で
概
念
は
魂0

で
は
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
魂
は
直
接
的
な
も
の

0

0

0

0

0

0

の
仕
方

に
お
い
て
あ
る
。
即
ち
そ
の
規
定
性
は
魂
自
身
と
し
て
あ

る
の
で
は
な
い
。
魂
は
自
己
を
魂
と
し
て
把
握
し
て
は
い

ず
、
そ
の
客
観
的
な
実
在
性
を
自
己
自
身
に
お
い
て
も
っ

て
い
な
い
。（
要
約
す
れ
ば
）
概
念
は
未
だ
魂
に
充
ち

0

0

0

0

て

念
の
主
観
性
」
と
「
そ
れ
と
は
区
別
さ
れ
て
い
る
〔
概
念

の
〕
客
観
性
」
と
の
関
け
い
0

0

をB
eziehung

と
し
て
と
っ

て
い
る
。
こ
の
語
は
間
隔
を
広
げ
て
綴
り
（gesperrt

）

注
意
を
喚
起
さ
れ
て
い
る
。
私
た
ち
の
主
観
が
主
観
の
思

念
に
と
ど
ま
ら
ず
客
観
と
の
関
け
い
0

0

を
得
て
客
観
性
を
獲

得
し
よ
う
と
す
る
、
そ
れ
が
私
の
知
識
の
す
が
た
で
あ

る
。
そ
の
「
獲
得
し
よ
う
」
と
す
る
の
を
動
物
が
外
界
に

食
物
で
も
獲
得
す
る
と
い
う
よ
う
に
と
ら
ず
、
関
係
す
る

（beziehen

）
す
る
と
と
り
、
か
よ
う
に
言
い
表
し
た
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
こ
で
思
い
切
っ
て
一

つ
の
表
現
を
用
い
る
こ
と
を
敢
て
し
た
。
そ
れ
が
、

衝
動
と
い
う
用
語
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
現
代
哲
学
に
属
す

る
ヘ
ル
マ
ン
・
コ
ー
ヘ
ン
が
、
こ
の
如
くTrieb

と
い
う

如
き
言
葉
を
ヘ
ー
ゲ
ル
が
論
理
学
の
中
へ
し
の
ば
せ
た
こ

と
を
ひ
ど
く
非
難
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
ほ
ど

に
い
っ
さ
い
の
も
の
を
純
粋
に
論
理
学
的
な
言
葉
で
叙
述

し
て
ゆ
き
、
時
に
珍
し
く
も
右
の
よ
う
に
「
衝
動
」
と
い

五
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い
ぬ
一
つ
の
魂
と
し
て
あ
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
理
念
は
先
ず
第
一
に

0

0

0

0

0

「
生
命
0

0

」
で
あ
る
六
。
即

ち
「
自
己
の
客
観
性
か
ら
区
別
さ
れ
単
純
に
自
己
に
お
い

て
そ
の
客
観
性
を
飽
和
し
、
自
己
目
的
と
し
て
こ
の
客
観

性
に
即お

い
て
手
段
を
持
ち
、
そ
れ
を
自
己
の
手
段
と
し
て

措
定
す
る
が
、
し
か
し
こ
の
手
段
の
中
に
内
在
的
で
あ
っ

て
、
ま
た
そ
の
点
で
実
現
さ
れ
た
・
自
己
と
同
一
な
・
目

的
で
あ
る
よ
う
な
概
念
」
で
あ
る
。
こ
う
い
う
理
念
は
そ

の
直
接
性
の
為
に「
個
別
性

0

0

0

」を
そ
の
実
存
の
形
式
に
持
っ

て
い
る
。「
し
か
し
そ
の
絶
対
的
過
程
の
自
己
自
身
へ
の

反
省
は
こ
の
直
接
的
な
個
別
性
の
揚
棄
で
あ
る
。
そ
れ
に

依
っ
て
、
こ
の
個
別
性
の
中
で
普
遍
性
と
し
て
内
的
な
も

0

0

0

0

の0

で
あ
る
概
念
は
外
面
性
を
普
遍
性
に
成
す
、
或
い
は
、

そ
の
客
観
性
を
自
己
自
身
と
の
同
等
性
と
し
て
措
定
す
る

の
で
あ
る
」

そ
れ
故
に
理
念
は
第
二
に
は

0

0

0

0

、「
認
識
0

0

と
意
欲
0

0

と
し
て

の
、
真
な
る
も
の

0

0

0

0

0

と
善
な
る
も
の

0

0

0

0

0

の
理
念
で
あ
る
」。
さ

う
如
き
語
を
用
い
る
こ
と
は
、ゆ
る
さ
れ
て
い
い
と
思
う
。

カ
ン
ト
や
ヘ
ー
ゲ
ル
がbeziehen

と
い
う
こ
と
を
い
う

処
に
、
私
た
ち
が
屡
々
「
心
が
外
界
に
向
う
」
と
か
「
認

識
が
対
象
に
向
う
」
と
か
い
う
時
の
向
う
と
い
う
素
朴
的

な
関
け
い
を
、
私
は
考
え
取
る
。
ド
イ
ツ
・
イ
デ
ア
リ
ス

ム
ス
（
特
に
カ
ン
ト
や
ヘ
ー
ゲ
ル
）
に
お
い
て
は
、
右
の

如
き
素
朴
実
在
論
が
ど
こ
ま
で
も
残
っ
て
ゆ
く
こ
と
に
こ

そ
、
私
た
ち
は
関
心
を
寄
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が

カ
ン
ト
や
ヘ
ー
ゲ
ル
の
特
徴
で
あ
り
、
後
に
唯
物
弁
証
法

の
立
場
か
ら
つ
ね
に
顧
み
ら
れ
る
所
以
だ
と
思
う
。

こ
こ
で
、
理
念
の
意
義
が
三
段
階
に
分
け
て
述
べ
ら
れ
る
。

も
は
や
、
一
語
一
語
の
説
明
は
要
な
き
と
こ
ろ
へ
来
て
い

る
。
と
い
う
の
は
、
ど
の
用
語
も
す
で
に
読
者
は
理
解
済

み
の
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
至
っ
て
は
、次
の「
絶

対
的
理
念
」
の
と
こ
ろ
と
同
様
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
行
き
届

い
た
思
索
の
進
み
ゆ
き
に
従
い
、
入
念
に
読
ま
れ
る
こ
と

が
要
求
せ
ら
れ
る
。

六
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し
あ
た
っ
て
先
ず
そ
れ
は
「
有
限
的
な
認
識
及
び
有
限
的

な
意
欲
」
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
な
お
未
だ
真
な
る
も
の

と
善
な
る
も
の
と
は
区
別
さ
れ
て
お
り
、両
者
は
た
だ「
目0

標0

」
と
し
て
の
み
存
す
る
。
概
念
は
先
ず
最
初
自
己
0

0

を
自

己
自
身
に
ま
で
解
放
し
、
自
己
に
た
だ
「
抽
象
的
な
客
観

0

0

0

0

0

0

性0

」
を
実
在
性
と
し
て
与
え
て
い
る
の
み
で
あ
る
。「
し

か
し
な
が
ら
こ
の
有
限
的
認
識
と
有
限
的
行
為
の
過
程
は

何
よ
り
も
先
ず
抽
象
的
な
普
遍
性
を
総
体
性
に
成
し
、
そ

れ
に
依
っ
て
こ
の
普
遍
性
は
完
全
な
客
観
性

0

0

0

0

0

0

と
な
る
」。

或
い
は
他
面
か
ら
見
れ
ば
、「
有
限
的
精
神
、
即
ち
主
観

的
精
神
は
、
ち
ょ
う
ど
生
命
が
客
観
的
世
界
の
前
提
を
持

0

0

0

0

つ0

よ
う
に
、
こ
の
前
提
を
己
れ
に
作
る
0

0

の
で
あ
る
。
し
か

し
そ
の
活
動
は
、
こ
の
前
提
を
揚
棄
し
て
そ
れ
を
一
つ
の

措
定
さ
れ
た
存
在
に
し
よ
う
と
す
る
に
あ
る
。
そ
れ
故
、

こ
の
精
神
の
実
在
性
は
彼
に
と
っ
て
は
客
観
的
な
世
界
で

あ
る
。
或
い
は
逆
に
客
観
的
世
界
は
彼
が
そ
の
中
で
自
己

自
身
を
認
識
す
る
観
念
性
で
あ
る
」
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第
三
に

0

0

0

精
神
は
理
念
を「
己
れ
の
絶
対
的
真
理

0

0

0

0

0

0

0

0

と
し
て
、

即
ち
即
自
か
つ
向
自
的
で
あ
る
真
理
」と
し
て
認
識
す
る
。

こ
れ
は
即
ち
、「
認
識
と
行
為
と
が
均
一
化
さ
れ
た
無
限

的
理
念
で
あ
る
、
こ
の
理
念
は
自
己
自
身
の
絶
対
知
識

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で

あ
る
」
の
で
あ
る
。
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絶
対
的
理
念
一

「
絶
対
的
理
念
は
理
論
的
理
念
と
実
践
的
理
念
二
と
の

同
一
性
で
あ
る
」。
こ
れ
ら
二
つ
の
理
念
は
独
立
的
で
な

お
一
面
的
で
あ
り
、
理
念
自
身
を
単
に
一
つ
の
求
め
ら
れ

た
彼
岸
と
し
て
、
同
時
に
ま
た
到
達
し
得
ら
れ
ぬ
目
標
と

し
て
自
己
の
中
に
持
っ
て
い
る
。
従
っ
て
各
々
の
理
念
は

「
努
力
の
総
合

0

0

0

0

0

」
で
あ
り
、
理
念
を
己
れ
の
中
に
持
っ
て

も
い
る
し
持
っ
て
も
い
な
い
、
そ
し
て
一
方
か
ら
他
方
へ

移
行
は
す
る
が
、
し
か
し
両
思
想
を
合
一
せ
ず
、
そ
れ
ら

の
矛
盾
の
中
に
立
っ
た
ま
ま
で
い
る
。「
絶
対
的
理
念
」は
、

そ
の
実
在
性
に
お
い
て
た
だ
自
己
自
身
と
同
行
す
る
理
性

的
概
念
と
し
て
は
、
そ
の
客
観
的
な
同
一
性
と
い
う
か
か

る
直
接
性
の
為
に
、一
方
で
は
生
命
0

0

へ
戻
る
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
絶
対
的
理
念
は
こ
の
直
接
性
の
形
式
と
自
己
内
の

一

絶
対
的
理
念<

注
解>

人
々
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
を
か
れ
こ
れ
い
う
と
き
、
容
易

に
「
絶
対
的
理
念
」
と
い
う
こ
と
と
「
絶
対
的
精
神
」
と

い
う
こ
と
を
な
ら
べ
て
言
う
。
こ
こ
で
見
ら
れ
る
如
く
、

ヘ
ー
ゲ
ル
は
精
神
（G

eist

）
に
つ
い
て
は
語
ら
ぬ
。
論

理
の
科
学
が
問
題
と
す
る
の
は
ど
こ
ま
で
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル

の
言
葉
で
い
う
と
、
「
論
理
的
本
性
を
意
識
に
も
た
ら
す

こ
と
」
で
あ
る
。
論
理
的
本
性
と
い
う
の
は
、
私
た
ち

の
い
う
認
識
の
「
諸
々
の
対
象
の
最
内
部
、
そ
れ
の
単

純
な
る
生
命
の
脈
動
た
る
と
こ
ろ
の
純
粋
な
る
把
握
有

（B
egriff

）」
の
こ
と
に
外
な
ら
な
い
（
第
二
版
「
序
文
」
）。

そ
う
い
う
「
論
理
的
本
性
を
意
識
に
も
た
ら
す
こ
と
が
論

理
の
科
学
の
任
務
と
す
る
と
こ
ろ
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
論
理
的
本
性
の
思
惟
せ
ら
れ
る
世
界
、
す
な
わ
ち
論

理
の
科
学
に
お
い
て
「
理
念
」
と
い
う
概
念
は
処
を
得
て

用
い
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
精
神
は
直
ち
に
理
念
の
よ
う

な
も
の
で
は
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
そ
れ
の
真
理
性
に
お
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最
高
の
対
立
を
揚
棄
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
概
念
は
単
に

魂
で
は
な
く
、
向
自
的
に
存
し
そ
れ
故
に
人
格
0

0

を
持
つ
自

由
な
主
観
的
概
念
で
あ
る
。
即
ち
、
実
践
的
な
、
即
自
か

つ
向
自
的
に
規
定
さ
れ
た
客
観
的
な
概
念
で
あ
り
、
人
格

と
し
て
浸
透
さ
れ
得
ぬ
ア
ト
ム
的
な
主
観
性
で
あ
る
。
し

か
し
同
時
に
ま
た
、
排
他
的
な
個
別
性
で
は
な
く
、
向
自

的
に
普
遍
性

0

0

0

と
認
識
0

0

で
あ
り
、
己
れ
の
他
者
に
お
い
て
自0

己
自
身
の
客
観
性

0

0

0

0

0

0

0

を
対
象
と
し
て
持
つ
よ
う
な
概
念
で
あ

る
。
こ
れ
以
外
の
一
切
の
も
の
は
誤
謬
で
あ
り
、
混
濁
で

あ
り
、
私
見
で
あ
り
、
勢
力
で
あ
り
、
恣
意
で
あ
り
、
そ

の
場
限
り
の
も
の
で
あ
る
。
絶
対
的
理
念
の
み
が
有0

で
あ

り
、
滅
び
ざ
る
生
命
0

0

で
あ
り
、
自
己
を
知
る
真
理

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
り
、

そ
し
て
一
切
の
真
理

0

0

0

0

0

で
あ
る
」

「
絶
対
的
理
念
は
哲
学
の
唯
一
の
対
象
で
あ
り
内
容
で

あ
る
。
そ
れ
は
一
切
の
規
定
性

0

0

0

0

0

0

を
自
己
の
中
に
包
含
し
て

お
り
、
又
、
そ
の
本
質
は
自
己
規
定
或
い
は
特
殊
化
を
通

じ
て
自
己
に
戻
る
に
あ
る
、
だ
か
ら
そ
れ
は
種
々
な
る
形

け
る
精
神
は
生
け
る
人
倫
的
（
ま
た
は
人
間
的
）
世
界
」

（der G
eist in seiner W

ahrheit ist die lebendige sittliche 

W
elt.

）
と
い
う
よ
う
に
言
う
こ
と
も
あ
る
く
ら
い
で
あ

る
。
人
間
と
い
え
ば
、
何
と
し
て
も
肉
体
が
、
す
な
わ
ち

自
然
的
生
存
体
が
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
い
わ
ゆ
る

自
然
な
る
も
の
が
何
と
し
て
も
先
ず
考
え
ら
れ
る
。
理
念

は
そ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
精
神
は

私
た
ち
に
と
っ
て
は
自
然
を
そ
れ
の
前
提
に
も
つ
」
（『
精

神
の
哲
学
』
の
三
八
一
節
）
と
い
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
こ
と
は
理
念
に
つ
い
て
は
言
わ
れ
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は

「
精
神
は
知
性
的
理
性
だ
の
理
性
的
知
性
だ
の
と
い
う
も

の
よ
り
も
も
っ
と
高
い
も
の
で
あ
る
。
精
神
は
弁
証
法
的

理
性
の
質
（Q

ualität

）
を
な
す
も
の
で
あ
る
」
と
言
っ

て
い
る
。
早
く
わ
か
る
よ
う
に
言
え
ば
、
も
は
や
論
理
の

科
学
の
領
域
で
の
最
適
の
用
語
「
イ
デ
ー
」
を
も
っ
て
は

表
現
さ
れ
ぬ
も
の
、
そ
れ
の
発
展
の
土
台
で
あ
る
よ
う
な

も
の
、
そ
れ
を
「
ガ
イ
ス
ト
」
と
呼
ん
で
い
る
。
ま
た
、「
精
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態
を
持
っ
て
お
る
。
哲
学
の
仕
事
は
こ
れ
ら
の
形
態
に
お

い
て
絶
対
的
理
念
を
認
識
す
る
こ
と
に
あ
る
。
自
然
と
精

神
と
は
一
般
に
、
こ
の
理
念
の
定
有

0

0

0

0

0

を
呈
示
す
る
為
の
区

別
さ
れ
た
仕
方
で
あ
り
、
芸
術
と
宗
教
は
、
こ
の
理
念
が

自
己
を
捉
え
自
己
に
適
応
せ
る
定
有
を
与
え
る
為
の
種
々

な
る
仕
方
で
あ
る
。
哲
学
は
芸
術
及
び
宗
教
と
同
一
の
内

容
と
同
一
の
目
的
を
持
つ
。
し
か
し
哲
学
は
絶
対
的
理
念

を
把
え
る
最
高
の
仕
方
で
あ
る
。
何
故
な
ら
そ
の
仕
方
は

最
高
の
仕
方
、
即
ち
概
念
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
哲
学
は

そ
れ
故
に
か
の
実レ
ア
ー
レ

在
的
及
び
観イ
デ
ア
レ

念
的
有
限
性
の
諸
形
態
並

び
に
無
限
性
と
神
聖
の
諸
形
態
を
自
己
の
中
に
捉
え
、
そ

れ
ら
と
、
及
び
自
己
自
身
を
把
握
す
る
。
こ
れ
ら
の
特
殊

な
仕
方
の
導
出
と
認
識
は
、
特
殊
な
哲
学
的
諸
科
学
の
立

ち
入
っ
た
仕
事
で
あ
る
。
絶
対
的
理
念
の
論
理
的
な
も
の

0

0

0

0

0

0

も
ま
た
こ
の
理
念
の
一
の
仕
方
0

0

と
呼
ぶ
こ
と
が
出
来
る
。

し
か
し
仕
方
0

0

と
は
一
の
特
殊
な

0

0

0

0

0

様
式
、
形
式
の
一
の
規
定
0

0

性0

を
表
す
の
だ
が
、
論
理
的
な
も
の
は
そ
の
反
対
に
、
一

神
の
認
識
は
最
も
具
体
的
な
、
そ
れ
故
に
こ
そ
、
最
高
の

そ
し
て
最
困
難
な
も
の
だ
」（
三
七
七
）と
も
言
う
。
な
お
、

「
精
神
の
本
質
は
法
式
的
に
〔
言
っ
て
〕
自
由
に
外
な
ら

ぬ
」
と
も
言
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
なG

eist

「
こ
れ
を

生
か
す
も
の
は
先
の
論
理
的
本
性
」
で
あ
る
。
と
い
っ
て
、

ま
た
こ
の
論
理
的
本
性
は
「G

eist

を
俟
っ
て
動
き
働
く
」

も
の
で
あ
る
。
精
神
は
人
類
の
発
展
と
共
に
自
由
と
真
理

へ
と
高
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
か
く
高
め
ら
れ
る
も
の

が
精
神
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
精
神
を
自
由
と
真
理
へ

と
高
め
る
こ
と
、
論
理
の
科
学
に
お
け
る
諸
々
の
範
疇
を

純
化
し
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
精
神
を
高
め
る
、
こ

れ
が
実
に
「
論
理
の
科
学
が
従
事
す
る
高
邁
な
業
績
で
あ

る
」（
第
二
版
「
序
文
」
末
尾
）
と
言
っ
て
い
る
。
い
う

ま
で
も
な
く
、
論
理
的
本
性
の
よ
う
な
論
理
の
科
学
に
属

す
る
も
の
の
最
高
の
概
念
は
実
に
絶
対
的
理
念
な
の
で
あ

る
。
以
上
の
よ
う
に
し
て
、
絶
対
的
理
念
の
意
義
が
や
や

理
解
さ
れ
て
く
る
と
思
う
。
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切
の
特
殊
な
も
の
が
そ
の
な
か
で
揚
棄
さ
れ
包
摂
さ
れ
て

い
る
よ
う
な
一
般
的
な
仕
方
な
の
で
あ
る
。
論
理
的
理
念

は
そ
の
純
粋
な
本
質
に
お
け
る
理
念
そ
の
も
の
で
あ
る
。

即
ち
単
純
な
同
一
性
に
お
い
て
そ
の
概
念
の
中
に
包
み
込

ま
れ
、
未
だ
形
式
規
定
性
に
お
け
る
現
出
0

0

へ
登
場
し
て
い

な
い
よ
う
な
理
念
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
論
理
学
は
絶
対
的

理
念
の
自
己
運
動
を
た
だ
根
源
的
な
言
葉
0

0

と
し
て
叙
述
す

る
。
こ
の
言
葉
は
一
の
吐
露
0

0

で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
が

存
す
る
こ
と
に
依
り
外
的
な
も
の
と
し
て
、
す
ぐ
に
ま
た

消
滅
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
故
に
理
念
は
唯
自
己
を

0

0

0

認
知
せ
ん
と
す
る
自
己
規
定

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
う
ち
に
あ
る
。
そ
れ
は
純0

粋
な
思
想

0

0

0

0

に
お
い
て
あ
る
。
こ
の
思
想
に
お
い
て
は
区
別

は
未
だ
決
し
て
他
ア
ン
デ
ル
ス
ザ
イ
ン
在
で
は
な
く
、
完
全
に
自
己
に
対
し

透
明
で
あ
り
、
ま
た
透
明
の
ま
ま
で
い
る
」

「
絶
対
的
理
念
自
身
は
、
た
だ
形
式
規
定
が
そ
れ
自
身

の
完
成
さ
れ
た
総
体
性
で
あ
り
純
粋
概
念
で
あ
る
と
い
う

こ
と
を
、
そ
の
内
容
と
し
て
持
つ
。
と
こ
ろ
で
理
念
の
規0

理
念
に
至
っ
て
は
じ
め
て
「
実
践
的
」
な
も
の
が
問
題
に

な
っ
て
き
て
い
る
の
に
注
意
し
よ
う
。
こ
れ
は
突
如
出
て

来
た
の
で
は
な
い
。
第
三
編
「
理
念
」
の
と
こ
ろ
で
実
在

性
が
論
じ
ら
れ
、そ
れ
は
生
命
（
一
）
意
欲
（
二
）
行
為
（
三
）

の
三
段
階
に
お
い
て
そ
の
意
味
が
展
開
せ
ざ
る
を
得
ぬ
も

の
で
あ
っ
た
。
そ
の
ま
た
（
第
三
編
の
）
実
在
性
は
、
第

二
編
に
お
い
て
出
た
客
観
性
の
意
味
の
徹
底
さ
れ
る
こ
と

よ
り
出
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
。
と
に
か
く
に
、
私
た
ち

は
今
や
実
践
的
理
念
を
思
索
す
る
と
こ
ろ
へ
来
て
い
る
。

私
た
ち
は
イ
デ
ー
（
理
念
）
と
い
え
ば
如
何
に
も
純
粋
に

理
論
的
な
、
冷
徹
な
も
の
の
よ
う
に
受
け
と
り
が
ち
で
あ

る
が
、
そ
う
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は

こ
れ
ま
で
の
ど
の
論
理
的
な
範
疇
よ
り
も
ま
し
て
、
否
、

比
較
を
越
え
て
、
客
観
性
と
、
実
在
性
と
、
生
命
・
意
欲
・

行
為
を
経
て
完
全
な
把
握
（
概
念
）
に
到
達
す
る
実
践
性

と
を
、
不
可
欠
な
内
容
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が

デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ー
ク
の
特
質
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で

二
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定
性
0

0

と
こ
の
規
定
性
の
全
経
過
が
論
理
学
の
対
象
を
な
し

た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
経
過
か
ら
絶
対
的
理
念
自

身
が
向
自
的

0

0

0

に
出
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
理
念

は
向
自
的
に
己
れ
を
次
の
よ
う
に
示
し
た
、
即
ち
規
定
性

は
内
容
0

0

の
形
態
を
持
た
ず
、
絶
対
に
形
式
0

0

と
し
て
あ
り
、

従
っ
て
理
念
は
絶
対
に
普
遍
的
な
理
念

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
と
い
う
よ

う
に
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
な
お
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

も
の
は
、
内
容
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
こ
の
内
容
の
形
式

の
普
通
的
な
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
0

0

三
は
方
法
で
あ

る
」方

法
0

0

と
は
外
で
も
な
く
、「
全
体
の
発
展
」
の
こ
と
で

あ
る
。

次
に
、
そ
う
い
う
方
法
0

0

の
諸
契
機
が
示
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
が
、
そ
れ
を
一
応
（
Ａ
）（
Ｂ
）（
Ｃ
）
に
分
け
て
叙

述
す
る
と
、
は
じ
め
は
端
緒
で
あ
る
。

（
Ａ
）
端
緒
0

0

の
こ
れ
は
有0

も
し
く
は
直
接
的
な
る
も
の

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
し
か
し
「
思
弁
的
理
念
か
ら
す
れ
ば
、
有
は
、

三
も
な
い
。

こ
こ
に
至
っ
て
「
方
法
」
が
私
た
ち
の
前
に
現
れ
た
。
絶

対
的
理
念
が
何
で
あ
る
か
を
理
解
す
る
に
は
、「
内
容
と

い
う
も
の
の
形
式
の
普
遍
的
な
も
の
」
を
し
っ
か
り
と
つ

か
む
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
こ
に
眼
を

つ
け
た
。
眼
を
つ
け
ら
れ
た
も
の
は
実
にM

ethode

な

の
で
あ
る
。
そ
の
ま
た
方
法
と
は
何
か
と
い
え
ば
「
全
体

の
発
展
」
の
こ
と
で
あ
る
。
人
は
発
展
と
い
え
ば
わ
か
る

よ
う
に
思
う
が
、
全
体
の
発
展
と
い
う
こ
と
を
つ
か
む
の

は
や
さ
し
く
な
い
。（
Ａ
）
（
Ｂ
）
（
Ｃ
）
の
三
項
目
を
繰

り
返
し
繰
り
返
し
読
ま
れ
る
と
い
う
努
力
を
お
勧
め
し
た

い
。
こ
の
努
力
が
、
読
者
に
「
哲
学
は
絶
対
的
理
念
を
把

え
る
最
高
の
仕
方
で
あ
る
」
こ
と
の
理
解
を
も
た
ら
す
の

で
あ
る
。
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概
念
の
絶
対
的
否
定
性
も
し
く
は
運
動
と
し
て
判
断
0

0

〔
原

始
分
割
〕
し
、
而
し
て
自
分
自
身
の
否
定
的
な
も
の
と
し

て
自
己
を
措
定
す
る
と
こ
ろ
の
、
理
念
の
自
己
規
定

0

0

0

0

で
あ

る
」。
そ
れ
故
、「
端
緒
そ
の
も
の
に
と
っ
て
抽
象
的
肯
定

と
し
て
現
れ
る
有0

は
、
寧
ろ
否
定
0

0

で
あ
り
、
措
定
さ
れ
た

0

0

0

0

0

る
有
で
あ
り
、
媒
介
さ
れ
た
る
有

0

0

0

0

0

0

0

一
般
で
あ
り
、
前
提
さ0

れ
た
0

0

る
有
で
あ
る
」

と
こ
ろ
が
も
し
、
有0

が
概
念
の
否
定
と
し
て
見
ら
れ
な

い
と
な
る
と
、「
有
は
、概
念
と
し
て
措
定
さ
れ
ざ
る
概
念
、

も
し
く
は
即
自
的
概
念
で
あ
る
」。
と
い
う
の
は
、
概
念

は
そ
れ
の
他
有
に
お
い
て
も
全
然
自
分
と
同
一
で
あ
る
か

ら
で
あ
る
。
そ
う
い
う
わ
け
だ
か
ら
「
こ
の
有
は
、
未
だ

規
定
さ
れ
ざ
る
、
即
ち
単
に
即
自
的
に
、
も
し
く
は
直
接

的
に
規
定
さ
れ
た
る
概
念
と
し
て
、
同
様
に
ま
た
一
般
的

0

0

0

な
る
も
の

0

0

0

0

」
な
の
で
あ
る
。

端
緒
に
つ
い
て
は
以
上
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
が
、

吾
々
の
次
の
問
題
は
進
行
で
あ
る
。
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（
Ｂ
）
進
行
0

0

と
は
つ
ま
り
理
念
の
措
定
さ
れ
た
判
断
0

0

で

あ
る
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
。「
直
接
的
な
る
一
般
的
な

も
の
は
、
即
自
的
概
念
と
し
て
、
概
念
そ
れ
自
身
に
即お

い

て
概
念
の
直
接
性
と
一
般
性
を
ひ
と
つ
の
契
機
に
ひ
き
貶さ

げ
る
と
こ
ろ
の
、弁
証
法
で
あ
る
」。
か
よ
う
に
し
て
「
端

緒
の
否
定
的
な
も
の

0

0

0

0

0

0

が
、
も
し
く
は
そ
れ
の
規
定
性
に
お

け
る
最
初
の
も
の
が
、
措
定
さ
れ
る
」
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
即
ち
「
反
省
の
契
機

0

0

0

0

0

で
あ
る
」

な
お
こ
の
進
行
と
い
う
こ
と
は
他
の
言
葉
で
説
明
さ
れ

る
と
、
次
の
よ
う
に
い
う
こ
と
が
で
き
る
。「
進
行
は
、

内
在
的
弁
証
法
に
よ
っ
て
直
接
的
な
概
念
の
中
に
含
ま
れ

て
い
る
も
の
の
み
が
措
定
さ
れ
る
も
の
だ
か
ら
、
そ
の
点

で
分
析
的

0

0

0

で
あ
る
。
―
―
と
共
に
こ
の
概
念
中
に
は
ま
だ

か
の
区
別
が
定
立
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
点
で
総
合
的

0

0

0

で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

さ
て
、こ
こ
で
進
行
の
抽
象
的
形
態
を
い
っ
て
み
る
と
、

「
有0

に
あ
っ
て
は
他
の
も
の

0

0

0

0

及
び
他
の
も
の
へ
の
移
行
作

0

0

0
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用0

こ
れ
が
進
行
で
あ
る
。
本
質
0

0

に
あ
っ
て
は
対
立
せ
る
も

0

0

0

0

0

の
に
お
け
る
映
出
作
用

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
こ
れ
が
進
行
で
あ
る
。
概
念
0

0

に

あ
っ
て
は
個
別
0

0

的
な
も
の
の
普
遍
性

0

0

0

か
ら
の
区
別
性
、
こ

れ
が
進
行
で
あ
る
。
勿
論
こ
の
普
遍
性
は
か
か
る
も
の
と

し
て
そ
れ
か
ら
区
別
さ
れ
た
る
も
の
に
続
行
し

0

0

0

、
そ
し
て

個
別
的
な
も
の
と
の
同
一
性

0

0

0

と
し
て
の
も
の
で
あ
る
こ
と

い
う
ま
で
も
な
い
」

第
二
の
領
域
（
即
ち
進
行
）
に
お
い
て
、「
最
初
に
即0

自
的
0

0

に
存
在
す
る
概
念
が
映
出
作
用

0

0

0

0

に
達
す
る
、
か
く
て

そ
れ
は
即
自
的
に
既
に
理
念
で
あ
る
。
―
―
第
一
領
域
の

発
展
は
第
二
の
そ
れ
へ
の
移
行
で
あ
る
が
、
こ
の
領
域
の

発
展
は
第
一
の
領
域
へ
の
還
行
と
な
る
」。
か
よ
う
な
二

重
の
運
動
を
通
じ
て
は
じ
め
て
、
区
別
は
そ
の
正
し
さ
を

保
有
す
る
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
区
別
さ
れ
た
る
両
者
の

各
々
は
そ
れ
自
身
に
即
し
て
考
察
さ
れ
る
と
全
体
性
と
し

て
完
結
す
る
が
、
か
く
て
こ
そ
他
者
と
の
統
一
を
遂
行
す

る
か
ら
で
あ
る
。「
両
者
の
一
面
性
が
そ
れ
自
身

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
即お

い
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て
自
己
揚
棄
さ
れ
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
こ
れ
の
み
が
よ
く
統
一
を
一

面
的
な
ら
し
め
な
い
の
で
あ
る
」

（
Ｃ
）「
第
二
の
領
域
は
区
別
さ
れ
た
も
の
の
関
係
を
発

展
せ
し
め
て
、
そ
れ
が
先
ず
最
初
に
あ
る
と
こ
ろ
の
も

の
、
即
ち
そ
れ
自
身
に
お
け
る
矛
盾
0

0

に
達
す
る
」。
が
こ

の
矛
盾
は
、
差
別
的
な
も
の
が
畢
竟
は
概
念
中
に
あ
る
と

こ
ろ
の
も
の
と
し
て
措
定
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
に
、
終
極
0

0

へ
と
解
け
る
の
で
あ
る
。
終
極
と
は
最
初
の
も
の
の
否
定

で
あ
る
、
而
し
て
最
初
の
も
の
と
の
同
一
性
と
し
て
は
そ

れ
自
身
の
否
定
性
で
あ
る
。
だ
か
ら
、「
終
極
と
は
か
か

る
二
つ
の
最
初
が
そ
の
中
で
観
念
的
な
も
の
か
つ
契
機
と

し
て
・
揚
棄
さ
れ
た
も
の
と
し
て
・
即
ち
同
時
に
保
存
さ

れ
た
も
の
と
し
て
あ
る
と
こ
ろ
の
統
一
で
あ
る
」。
概
念

は
か
よ
う
に
そ
れ
の
即
自
的
有

0

0

0

0

か
ら
そ
れ
の
差
別
及
び
こ

れ
が
揚
棄
を
経
て
自
分
自
身
と
結
合
す
る
、
こ
れ
が
「
実0

現
さ
れ
た
る

0

0

0

0

0

概
念
」
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
の
諸

規
定
の
措
定
さ
れ
た
る
有

0

0

0

0

0

0

0

を
そ
れ
の
向
自
有

0

0

0

の
中
に
含
む
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概
念
で
あ
る
、
―
―
即
ち
理
念
0

0

で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て

は
、
こ
の
終
極
は
、
理
念
に
と
っ
て
は
同
時
に
絶
対
的
最

初
（
方
法
に
お
け
る
）
と
し
て
、
あ
た
か
も
端
緒
は
直
接

的
な
る
も
の
で
あ
っ
て
理
念
は
成
果
で
も
あ
る
か
の
よ
う

な
仮
象
の
消
失

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
―
―
即
ち
理
念
は
ひ
と
つ
の
総

体
性
で
あ
る
、
と
い
う
認
識
で
あ
る
。

方
法
は
か
く
の
如
く
に
し
て
外
的
形
式
で
は
な
く
、
内

容
の
魂
で
あ
り
概
念
で
あ
る
。
内
容
と
形
式
と
が
区
別
さ

れ
て
あ
る
の
は
、
概
念
の
諸
契
機
が
そ
れ
ら
自
身
に

0

0

0

0

0

0

即お

い0

て0

そ
れ
ら
の
規
定
性

0

0

0

に
お
い
て
概
念
の
総
体
性
と
し
て
現

れ
る
こ
と
に
な
る
が
た
め
で
あ
る
。
こ
の
規
定
性
も
し
く

は
内
容
は
、
形
式
を
と
も
な
っ
て
理
念
に
還
る
か
ら
、「
理

念
は
体
系
的

0

0

0

総
体
性
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
、
即
ち
唯
一
の

0

0

0

理
念
で
あ
る
。
も
と
よ
り
こ
の
理
念
の
特
殊
諸
契
機
は
即0

自
的
0

0

に
は
諸
契
機
で
あ
る
、
と
共
に
こ
の
諸
契
機
は
概
念

の
弁
証
法
に
よ
っ
て
理
念
の
単
純
な
る
向
自
有
を
産
出
す

る
」
わ
け
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
「
科
学
は
、
そ
れ
自
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っ
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結
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る
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の
で
あ

る
。
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ヘ
ー
ゲ
ル
の
生
涯
と
思
想

ヘ
ー
ゲ
ル
の
生
涯

ゲ
オ
ル
ク
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ヘ
ー
ゲ
ル
は
一
七
七
〇
年
八
月
二
十
七
日
に
生
れ
た
。
彼
の
家
は

宗
教
は
旧
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
で
あ
っ
た
。
彼
の
父
は
こ
の
街
の
公
爵
領
の
官
吏
で
あ
っ
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
一
七
八
八
年

の
秋
、
テ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
の
大
学
の
神
学
科
に
入
っ
た
。
こ
こ
で
一
七
九
〇
年
ま
で
哲
学
を
研
究
し
、
引
き
続
き
九
三

年
ま
で
神
学
を
研
究
し
た
。
こ
の
地
で
彼
の
将
来
に
と
っ
て
重
要
で
あ
っ
た
事
柄
は
、
彼
と
同
じ
歳
の
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン

及
び
五
歳
下
の
シ
ェ
リ
ン
グ
と
の
友
情
が
結
ば
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
一
七
九
三
年
に
は
家
庭
教
師
と
し
て
ベ
ル
ン
に

赴
い
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
こ
で
、
ス
イ
ス
の
上
流
社
会
と
そ
の
政
治
事
情
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
頃
、
シ
ェ

リ
ン
グ
と
の
手
紙
の
往
復
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
。
一
七
九
七
年
に
彼
は
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
・
ア
ン
・
マ
イ
ン
に
家
庭
教

師
の
地
位
を
得
た
。
こ
こ
で
再
び
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
と
交
わ
り
親
密
の
度
を
加
え
た
。
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
と
同
様
、
歳
下
の

シ
ェ
リ
ン
グ
も
当
時
す
で
に
世
に
知
ら
れ
て
い
た
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
宗
教
史
的
・
宗
教
哲
学
的
及
び
政
治
学
的
性
質
の

諸
論
文
を
公
け
に
し
て
い
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
の
年
よ
り
は
キ
リ
ス
ト
教
の
精
神
に
関
す
る
大
著
を
、
更

に
ま
た
、
彼
の
学
説
の
最
初
の
発
表
を
世
に
示
す
こ
と
が
で
き
た
。
一
八
〇
一
年
に
は
イ
エ
ナ
大
学
で
講
述
す
る
地
位

を
得
た
。
こ
こ
で
は
同
一
哲
学
の
体
系
の
学
説
の
た
め
に
、
シ
ェ
リ
ン
グ
と
協
同
の
仕
事
に
従
事
し
た
。
シ
ェ
リ
ン
グ



214

研
究
編

と
共
に
『
哲
学
批
評
雑
誌
』
を
発
行
し
た
の
は
、
こ
の
頃
（
一
八
〇
二
―
三
年
）
で
あ
っ
た
。
一
八
〇
二
年
の
こ
と
で

あ
っ
た
が
、『
第
一
体
系
』
と
い
う
表
題
の
浩
翰
な
原
稿
が
印
刷
に
付
せ
ら
れ
た
。
し
か
し
こ
れ
は
後
に
遺
稿
と
し
て

発
見
さ
れ
て
、
は
じ
め
て
公
刊
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
イ
エ
ナ
時
代
に
書
か
れ
た
遺
稿
で
、
後
に
公
刊
さ
れ
た
も
の
は
少

な
く
な
い
。
右
の
原
稿
に
は
「
論
理
学
」「
形
而
上
学
」「
自
然
哲
学
」
が
主
な
る
も
の
と
し
て
含
ま
れ
て
い
る
。
が
、

こ
の
同
じ
頃
に
、
精
神
の
哲
学
は"System

 der Sittlichkeit"

と
し
て
論
究
さ
れ
て
い
た
。
一
八
〇
六
年
に
は
『
精
神

の
現
象
学
』
が
出
版
さ
れ
た
。
こ
の
年
の
秋
十
月
に
は
イ
エ
ナ
に
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
軍
隊
が
進
撃
し
て
来
た
こ
と
は
周
知

の
如
く
で
あ
る
。
ゲ
ー
テ
が
イ
エ
ナ
の
友
人
た
ち
（
そ
の
中
に
勿
論
ヘ
ー
ゲ
ル
も
い
た
が
）
の
安
否
を
た
ず
ね
回
章
を

廻
し
、
幾
ば
く
か
の
救
援
の
金
が
送
ら
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
戦
争
の
為
で
も
あ
り
ま
た
自
分
の
財
政
上
の
心
遣
い
か

ら
、
彼
は
バ
ン
ベ
ル
ク
新
聞
の
編
輯
者
の
位
置
に
つ
く
こ
と
に
な
っ
た
。
一
八
〇
八
年
の
十
一
月
に
は
ニ
ュ
ー
ル
ン
ベ

ル
ク
の
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
の
校
長
の
職
に
つ
い
た
。
一
八
一
六
年
ま
で
彼
は
こ
こ
で
活
動
し
た
。『
哲プ
ロ
ペ
ド
イ
テ
ィ
ー
ク

学
入
門
』
が
こ
こ

で
ま
ず
出
来
た
こ
と
は
自
然
で
あ
る
。『
論
理
の
科
学
』
は
こ
こ
で
一
応
完
成
し
た
の
で
あ
る
。
一
八
一
六
年
の
秋
に

は
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
に
移
り
大
学
の
哲
学
教
授
に
な
っ
た
。
こ
の
地
で
『
エ
ン
チ
ク
ロ
ベ
デ
ィ
ー
』
が
書
か
れ
公
刊
さ

れ
た
。
そ
れ
は
一
八
一
七
年
で
あ
る
。
翌
年
一
八
一
八
年
に
は
招
か
れ
て
ベ
ル
リ
ン
大
学
に
赴
い
た
。
こ
こ
で
『
法
の

哲
学
』
が
書
か
れ
、
大
学
で
は
、
美
学
・
宗
教
哲
学
・
哲
学
史
・
歴
史
哲
学
等
の
講
義
が
な
さ
れ
た
が
、
そ
れ
ら
は
そ

れ
ぞ
れ
後
に
公
刊
さ
れ
た
。
一
八
三
一
年
の
十
一
月
十
四
日
、
多
分
コ
レ
ラ
病
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
、
遂
に
彼
の
生

涯
は
閉
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
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ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
は
ど
う
い
う
哲
学
な
の
で
あ
る
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
大
体
の
こ
と
は
知
れ
亙
っ
て
い
る
の
で

あ
る
か
ら
、
改
め
て
こ
こ
で
叙
述
す
る
こ
と
は
や
め
よ
う
。
簡
単
な
説
明
で
彼
の
哲
学
思
想
を
片
づ
け
る
こ
と
は
控
え

た
方
が
い
い
。
よ
し
、簡
単
に
書
い
て
置
く
に
し
て
も
、そ
れ
だ
け
の
時
間
で
も
あ
れ
ば
、こ
の
『
大
論
理
学
』
の
「
序

文
」
や
「
序
論
」
の
と
こ
ろ
を
く
り
返
し
読
ん
で
も
ら
っ
た
方
が
い
い
。

し
か
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
学
を
よ
く
理
解
す
る
に
は
、
彼
の
学
問
の
特
質
の
大
要
を
知
っ
て
置
く
こ
と
が
必
要
で

あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
観
念
論
者
と
し
て
鳴
り
ひ
び
い
て
い
る
。
そ
の
通
り
、
彼
は
純
然
た
る
実
に
純
然
た
る
観
念
論
者

で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、ヘ
ー
ゲ
ル
は
ひ
と
通
り
の

0

0

0

0

0

、言
葉
を
か
え
て
い
え
ば
（
そ
し
て
彼
の
用
語
で
い
え
ば
）、

即
自
的

0

0

0

な
観
念
論
者
で
は
な
い
。「
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
は
逆
さ
か
さ
まに
な
っ
て
い
る
唯
物
論
で
あ
る
」（
エ
ン
ゲ
ル
ス
）
と
批
評
せ

ら
れ
た
こ
と
は
、
意
味
が
な
い
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
意
味
が
な
い
の
は
、
日
本
に
流は

や行
っ
た
マ
ル
ク
ス
主
義
的
ヘ
ー

ゲ
ル
批
評
で
あ
る
。
日
本
で
は
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
逆
立
ち

0

0

0

」
し
て
い
る
も
の
と
し
て
知
れ
わ
た
っ
た
。
こ
の
言
葉
は
頭
で

歩
い
て
い
る
よ
う
な
意
、し
た
が
っ
て
滑
稽
な
物
笑
い
的
な
意
味
を
感
じ
さ
せ
る
。
し
か
し
、エ
ン
ゲ
ル
ス
は
逆
に
な
っ

て
い
る（auf den K

opf stellen

）と
い
っ
た
が
、さ
か
だ
ち

0

0

0

0（Sich auf den K
opf stellen

）し
て
い
る
と
は
言
わ
な
か
っ
た
。

「
逆
に
な
っ
て
い
る
」
と
言
う
と
き
は
、
上
が
下
に
下
が
上
に
、
又
は
右
が
左
に
左
が
右
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

彼
は
あ
べ
こ
べ
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
言
っ
た
の
で
、
順
序
こ
そ
違
え
、
も
の
0

0

は
ひ
と
つ
の
も
の
0

0

で
あ
っ
て
、
別
の
も
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の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
先
ず
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
日
本
で
は
さ
か
だ
ち
し
て
い
る
と
い
う
物
笑
い
的
な
意

味
が
先
ず
さ
き
で
あ
っ
た
。
こ
う
い
う
こ
と
は
ヘ
ー
ゲ
ル
が
、正
解
さ
れ
な
か
っ
た
例
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
れ
で
、ヘ
ー

ゲ
ル
の
学
問
の
特
質
を
少
し
で
も
知
っ
て
置
く
た
め
に
、
次
の
こ
と
を
注
意
し
て
置
こ
う
。

一
八
〇
〇
年
十
一
月
二
日
の
日
付
で
ヘ
ー
ゲ
ル
は
シ
ェ
リ
ン
グ
に
次
の
よ
う
な
手
紙
を
書
い
て
い
る
。

「
僕
の
学
問
的
教
養
は
比
較
的
卑
し
む
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
所
の
人
間
の
生
活
需
要
か
ら
は
じ
め
発
足
し
た
も

の
で
あ
っ
た
が
、
僕
は
そ
こ
に
た
た
ず
ん
で
い
る
中
に
い
わ
ゆ
る
学
問
的
な
る
も
の
へ
と
追
立
て
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
の
だ
。
而
し
て
若
か
り
し
日
の
理
想
は
か
の
思
考
の
形
式
へ
と
転
落
し
、
同
時
に
一
つ
の
学
説
組
織
へ
と
変

化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

僕
は
な
お
、
未
だ
こ
の
学
説
組
織
に
没
頭
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
人
間
の
生
活
体
験
へ
の
如
何
な
る
復
帰
が
見
出

さ
れ
る
の
で
あ
る
か
、
今
こ
こ
で
我
自
ら
に
た
ず
ね
る
も
の
で
あ
る
」

私
は
こ
の
手
紙
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
書
い
た
こ
と
が
あ
る
―
―
こ
の
手
紙
の
要
点
を
注
意
し
て
み
る
と
、

（
一
）
ヘ
ー
ゲ
ル
が
自
分
の
「
学
問
的
教
養
は
比
較
的
卑
し
む
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
所
の
人
間
の
生
活
需
要
か

ら
発
足
し
た
」
と
言
っ
て
い
る
こ
と
に
、
最
も
注
意
を
向
け
た
い
と
思
う
。
こ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
学
的
出
発
点
は
彼
の
生

涯
の
学
的
労
作
を
そ
の
基
底
に
お
い
て
支
配
し
て
い
る
。
ド
イ
ツ
・
イ
デ
ア
リ
ス
ム
ス
の
主
調
音
で
あ
る
「
理
性
」
を

単
に
理
性
と
し
て
受
け
と
ら
な
い
で
、
理
性
に
対
す
る
彼
の
い
わ
ゆ
る
知
性
を
、「
理
性
」
を
把
え
る
ハ
ン
ド
ル
に
し

た
こ
と
は
、
右
の
出
発
点
に
本
質
的
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。
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（
二
）「
僕
は
そ
こ
に
た
た
ず
ん
で
い
る
中
に
い
わ
ゆ
る
学
問
な
る
も
の
へ
と
追
立
て
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。

而
し
て
若
か
り
し
日
の
理
想
は
か
の
思
考
の
形
式
へ
と
転
身
し
、
同
時
に
一
つ
の
学
説
組
織
へ
と
変
化
し
な
け
れ
ば
な

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ら
な
か
っ
た

0

0

0

0

0

」。
こ
の
告
白
は
ま
だ
こ
れ
と
い
う
ほ
ど
の
著
書
も
出
来
上
っ
て
い
な
い
若
い
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
葉
で
あ
る

が
、
そ
れ
は
ま
た
彼
の
全
学
的
活
動
を
簡
潔
に
言
い
表
し
て
い
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
の
生
い
立
ち
は
、
そ
こ
に
た
た
ず
ん
で
い
る
中
に
い
わ
ゆ
る
学
問
な
る
も
の
へ
と
追
立
て
ら
れ
る
よ
う
に

出
来
て
い
た
。
ロ
ー
ゼ
ン
ク
ラ
ン
ツ
（"G

. W
. F. H

egels' Leben"

）
は
そ
う
い
う
ヘ
ー
ゲ
ル
を
よ
く
描
い
た
。
人
間

生
活
の
種
々
相
の
報
告
を
受
け
容
れ
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
、
そ
れ
ら
の
も
の
を
或
る
間
隔
を
置
い
て
眺
め
る
こ
と
が

で
き
た
こ
と
、
こ
う
い
う
こ
と
が
ヘ
ー
ゲ
ル
に
は
恵
ま
れ
た
。

彼
は
種
々
な
る
知
識
（W

issen
）
か
ら
あ
ら
ゆ
る
科
学
（W

issenschaft

）
へ
と
追
立
て
ら
れ
て
行
っ
た
。
そ
し
て
、

彼
が
ド
イ
ツ
・
イ
デ
ア
リ
ス
ム
ス
の
中
に
育
っ
た
限
り
、
先
ず
「
思
想
の
形
式
へ
と
転
落
」
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

そ
し
て
更
に
学
的
衝
動
は
彼
を
し
て
そ
れ
を
科
学
的
体
系
の
構
成
へ
と
駆
り
た
て
た
の
で
あ
っ
た
。

「
あ
ら
ゆ
る
人
間
生
活
の
全
領
域
に
亙
る
」
知
識
へ
の
着
眼
0

0

と
、人
間
的
な
も
の
の
人
間
性
を
成
就
す
る
（erw

irken

）

思
惟
」（『
エ
ン
チ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』「
序
論
」
第
二
節
）
と
し
て
の
知
性
の
洞
察
。
こ
れ
ら

0

0

0

は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
優
れ
た
点

で
あ
る
。
だ
が
、
こ
れ
だ
け
が
ヘ
ー
ゲ
ル
で
は
な
か
っ
た
。
彼
は
い
つ
か
漸
次
に
哲
学
の
体
系
の
構
成
へ
と
「
変
化
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
」。
そ
し
て
、
ド
イ
ツ
・
イ
デ
ア
リ
ス
ム
ス
の
統
一
的
美
を
完
了
す
る
栄
誉
を
担
っ
た
。
し

か
し
、
こ
れ
は
先
の
着
眼
と
洞
察
が
な
か
っ
た
ら
出
来
な
か
っ
た
事
業
で
あ
る
。
そ
れ
が
ヘ
ー
ゲ
ル
的
で
あ
っ
て
、
弁

証
法
的
な
の
で
あ
る
。
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ひ
た
す
ら
な
る
体
系
の
構
成
は
、実
は
人
間
生
活
の
直
接
的
知
識
の
死
で
あ
る
。ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
こ
と
を
よ
く
知
っ

て
い
た
。
け
れ
ど
も
彼
自
身
こ
の
陥
穴
へ
落
ち
て
し
ま
っ
た
。
か
よ
う
に
し
て
、彼
は
純
粋
な
る

0

0

0

0

観
念
論
者
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
偉
大
な
る
観
念
論
者
で
あ
っ
た
。

ヘ
ー
ゲ
ル
の
著
述
活
動
に
お
け
る
『
大
論
理
学
』
の
位
置

「
序
文
」
や
「
序
論
」
を
読
め
ば
解
る
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
思
想
が
ほ
ん
と
う
に
そ
の
基
礎
を
得
た
の
は
『
精
神

の
現
象
学
』
に
よ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
労
作
で
も
っ
て
、
彼
は
思
索
し
抜
い
て
、
知
識
そ
の
も
の
が
真
に
活
動
し
て
い

る
そ
の
実
状
の
諸
々
の
形
態
を
、
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
知
識
と
い
う
の
は
、
知
っ
て
積

み
か
さ
ね
ら
れ
た
も
の
を
い
う
の
で
な
く
、
知
識
す
る
そ
の
こ
と
を
指
す
の
で
あ
る
。
知
識
す
る
こ
と
ほ
ど
哲
学
で
根

本
問
題
は
な
い
と
い
っ
て
も
言
い
過
ぎ
で
は
な
い
。
こ
の
知
識
そ
の
も
の
、
即
ち
「
純
粋
知
識
」
の
そ
れ
自
身
の
発
展

は
何
に
よ
る
か
と
い
え
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
い
わ
ゆ
る
「
純
粋
な
諸
々
の
本
質
性

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
に
よ
っ
て
然
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に

つ
い
て
も
読
者
は
「
序
文
」
や
「
序
論
」
を
注
意
し
て
読
ま
れ
た
い
。
純
粋
知
識
そ
れ
自
身
が
動
く
と
か
発
展
す
る
と

か
い
っ
て
も
、
決
し
て
純
粋
知
識
の
み
が
単
独
で
働
い
て
い
る
の
で
は
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
論
理
学
は
純
粋
科
学
で

あ
る
。
即
ち
そ
の
発
展
の
全
体

0

0

0

0

0

の
領
域
に
お
け
る
純
粋
知
識
で
あ
る
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
す
で
に
こ
の
言
葉
が
明
示
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著
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し
て
い
る
よ
う
に
、
知
識
の
ひ
ろ
が
り
の
全
範
囲
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
そ
う
い
う
広
大
な
領
域
が
人
間
生

活
の
総
体
を
除
い
て
外
の
ど
こ
か
に
あ
る
の
で
は
決
し
て
な
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
お
よ
そ
人
間
生
活
に
関
係
す
る
一
切

の
も
の
を
含
む
範
囲
に
お
い
て
働
い
て
い
る
知
識
、
し
か
も
そ
の
純
粋
活
動
こ
そ
が
、
論
理
学
の
問
題
と
な
る
の
で
あ

る
。
右
の
「
論
理
学
は
純
粋
0

0

科
学
で
あ
る
云
々
」
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
主
張
は
、
あ
ら
ゆ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
研
究
者
、
ヘ
ー
ゲ
ル

批
判
者
か
ら
卓
抜
の
見
解
と
し
て
、
評
価
さ
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。

か
よ
う
な
純
粋
科
学
と
し
て
の
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
真
に
科
学
の
方
法
を
明
示
す
る
も
の
で

あ
る
。
こ
の
方
法
が
確
立
し
て
こ
そ
、
自
然
に
つ
い
て
の
哲
学
も
、
精
神
に
つ
い
て
の
哲
学
も
、
更
に
精
神
哲
学
の
中

で
も
『
法
の
哲
学
』
の
よ
う
な
極
め
て
人
間
の
現
実
生
活
に
近
い
哲
学
も
、
は
じ
め
て
科
学
的
研
究
と
し
て
遂
行
さ
れ

る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

論
理
学
が
か
よ
う
な
科
学
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
そ
の
生
涯
に
お
い
て
最
も
こ
の
哲
学
部
門
に
力
を
注
い
だ

と
い
え
る
。
今
残
っ
て
い
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
遺
稿
で
み
る
と
、
イ
エ
ナ
時
代
に
書
い
た
『
論
理
学
』
を
は
じ
め
と
し
て
、

一
八
〇
八
年
に
書
い
た
『
哲
学
入
門
』
の
中
の
二
個
の
小
論
理
学
、
吾
々
が
今
読
も
う
と
し
て
い
る
一
八
一
二
―
一
六

年
の
間
に
書
い
た
『
論
理
の
科
学
』（
二
巻
）（
こ
れ
は
『
大
論
理
学
』
と
も
呼
ば
れ
て
来
て
い
る
）、
一
八
一
七
年
の

第
一
版
の
『
エ
ン
チ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』
の
中
の
「
論
理
の
科
学
」、一
八
二
七
年
の
第
二
版
の
『
エ
ン
チ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』

の
中
の
「
論
理
の
科
学
」、
そ
し
て
最
後
ま
で
ヘ
ー
ゲ
ル
が
こ
の
上
の
完
成
を
念
じ
て
死
の
七
日
前
に
こ
の
『
大
論
理

学
』
の
改
版
の
序
文
を
新
た
に
書
い
た
こ
と
、
か
よ
う
に
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
が
、
論
理
学
の
諸
労
作
に
ま
た
し
て
も
還
っ

て
行
っ
た
こ
と
を
吾
々
は
考
え
て
み
た
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、「
吾
々
近
代
人
は
、
往
昔
の
哲
学
研
究
者
と
は
違
っ
て
、
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一
層
深
い
原
理
、
一
層
困
難
な
対
象
、
一
層
豊
富
な
範
囲
の
材
料
を
も
っ
て
い
る
も
の
故
、
七
七
度
の
推
敲
が
重
ね
ら

れ
る
閑
暇
が
保
証
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
っ
た
が
、こ
れ
が
『
大
論
理
学
』
の
第
二
版
の
「
序
文
」（
第
二
版
の
「
序

文
」
の
と
こ
ろ
で
は
そ
の
箇
所
を
再
び
挙
げ
る
こ
と
を
せ
ず
、
こ
の
本
の
抄
の
と
こ
ろ
で
は
省
い
た
）
の
中
に
記
さ
れ

て
い
る
こ
と
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
如
何
に
死
に
近
づ
い
た
頃
に
至
っ
て
も
、
論
理
学
の
こ
の
上
の
完
成
を
考
え
て
い
た
か

が
察
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
読
者
は
私
の
以
上
の
叙
述
の
中
に
、「
論
理
学
」
と
い
う
用
語
と
「
論
理
の
科
学
」
と
い
う
用
語
の
出
て
い

る
の
を
い
ぶ
か
し
く
思
わ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
日
本
で
は
多
く
の
人
は
簡
便
を
思
っ
て
か
、
一
様
に
「
論
理
学
」
と

し
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、ヘ
ー
ゲ
ル
は
表
題
と
か
内
容
の
区
分
と
か
そ
の
他
厳
密
に
い
う
べ
き
と
き
は
、い
つ
で
も
（
但

し
『
精
神
の
現
象
学
』
を
経
た
以
後
に
お
い
て
特
に
）「
論
理
の
科
学
」
と
し
て
一
つ
一
つ
丁
寧
に
言
い
表
し
て
い
る
。

こ
れ
は
何
で
も
な
い
こ
と
で
な
く
、
論
理
学
は
一
つ
の
科
学
と
し
て
、
だ
か
ら
、
独
立
の
体
系
を
な
し
て
い
る
も
の
と

い
う
こ
と
を
、
特
に
示
さ
ん
た
め
と
解
せ
ら
れ
る
。
論
理
学
は
「
影
の
く
に
0

0

」
と
す
ら
い
わ
れ
て
い
る
ほ
ど
に
そ
の
も

の
と
し
て
は
現
実
か
ら
遊
離
し
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に
他
の
何
も
の
に
も
煩
わ
さ
れ
ず
絶
対
に
純
粋
0

0

な
論
理
自
身
の
序

列
か
ら
成
る
体
系
を
つ
く
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
知
っ
て
置
く
な
ら
、
論
理
学
の
中
に
如
何
に
観
念
論
的
な
こ
と
が

遂
行
さ
れ
て
も
、
驚
か
な
い
で
済
む
。
郷
に
入
っ
て
は
郷
に
な
ら
え
、
と
は
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学
の
中
で
ま
ず
遵
守
さ
る

べ
き
格
言
で
あ
る
。
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論
理
学
理
解
の
第
一
歩
に
つ
い
て

も
し
神
様
が
人
間
に
向
っ
て
、「
人
間
の
作
っ
た
書
物
の
中
で
ま
き
返
し
く
り
返
し

0

0

0

0

0

0

0

0

同
じ
よ
う
な
こ
と
を
熱
心
に
叙

述
し
て
い
る
も
の
が
あ
っ
た
ら
、
持
っ
て
来
い
」
と
、
言
わ
れ
た
ら
、
何
は
措
い
て
も
人
は
早
速
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
論
理

学
』
を
捧
げ
た
ら
、
神
様
は
き
っ
と
満
足
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
そ
れ
ほ
ど
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
学
は
、
単
調

で
抽
象
的
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

そ
れ
な
の
に
多
く
の
思
想
的
に
秀
れ
た
人
た
ち
が
、
何
度
繰
り
返
し
て
こ
の
書
の
中
の
叙
述
を
「
天
才
的
」
だ
と
呼

ん
だ
か
わ
か
ら
な
い
。
或
る
一
定
数
の
概
念
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
ま
き
返
し
く
り
返
し
出
て
来
て
、
そ
こ
に
大
き
な
生

命
の
よ
う
な
う
ね
り
が
で
き
て
い
る
点
で
、
音
楽
に
比
し
た
ら
よ
い
の
か
も
知
れ
な
い
。

さ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
学
を
称
歎
す
る
人
た
ち
に
は
、
こ
の
論
理
学
を
高
壮
無
比
な
大
建
薬
物
で
あ
る
よ
う
に
見

る
人
と
、
こ
の
建
築
物
の
中
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら

0

0

0

0

0

0

に
あ
る
力
学
的
構
造
の
天
才
的
な
の
を
取
る
人
と
が
あ
る
。
一
つ
の
解

釈
書
を
書
い
た
レ
ー
ニ
ン
な
ぞ
さ
し
ず
め
後
者
で
あ
る
。
さ
て
し
か
し
そ
の
ど
ち
ら
の
側
か
ら
見
て
も
、
こ
の
論
理
学

は
大
き
い
意
義
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
私
は
そ
の
ど
ち
ら
の
立
場
の
主
張
も
顧
慮
す
る
が
、
し
か
し
、
そ
の
い
ず

れ
に
も
見
落
さ
れ
が
ち
な
大
き
い
意
義
を
こ
れ
か
ら
述
べ
て
見
よ
う
と
思
う
。

こ
の
論
理
学
は
第
一
領
域
の
有
と
・
第
二
領
域
の
本
質
と
・
第
三
領
域
の
概
念
と
を
含
ん
で
い
る
。
こ
の
三
つ
を
別
々

な
世
界
の
よ
う
に
見
る
解
釈
は
昔
か
ら
あ
る
が
、
こ
れ
は
全
く
間
違
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
こ
の
本
の
中
の
ヘ
ー
ゲ
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ル
の
言
葉
と
し
て
引
用
し
て
あ
る
と
こ
ろ
に
、
よ
く
出
て
い
る
。
有
も
本
質
も
概
念
も
同
じ
一
つ
の
世
界
の
こ
と
で
あ

る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
の
で
あ
る
。

さ
て
、
そ
の
有
で
あ
る
が
そ
こ
の
と
こ
ろ
を
読
者
が
読
み
は
じ
め
ら
れ
る
と
、
い
っ
た
い
こ
れ
は
如
何
な
る
世
界
の

こ
と
を
描
い
た
も
の
か
、
そ
の
判
断
に
途
方
に
く
れ
る
人
が
少
な
く
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
た
と
え
そ
う
感

じ
ら
れ
て
も
や
は
り
読
ま
れ
る
よ
り
外
に
仕
方
が
な
い
。
こ
れ
は
日
本
語
で
書
い
て
な
い
も
の
を
無
理
に
日
本
語
に
書

い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
一
層
面
倒
に
な
っ
て
い
る
と
思
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
で
あ
っ
た
ら
、
日
本
人
で
あ
る
三

浦
梅
園
の
大
冊
の
『
玄
語
』
を
読
ん
で
み
ら
れ
る
と
、
こ
こ
に
も
ド
イ
ツ
人
と
思
惟
に
お
い
て
変
る
と
こ
ろ
の
な
い
ひ

と
り
の
、
し
か
も
す
ぐ
れ
た
論
理
学
者
を
見
出
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
落
ち
つ
い
て
読
み
考
え
る
こ
と
の
み
が
必
要

で
あ
る
。
思
惟
の
又
は
思
想
の
訓
練
に
と
っ
て
は
、
低
調
の
感
激
は
禁
物
で
あ
る
。
た
だ
く
り
返
し
ま
き
返
し
一
応
こ

の
偉
大
な
論
理
学
に
つ
い
て
ゆ
く
よ
り
外
は
な
い
。

し
か
し
、
行
け
ど
も
行
け
ど
も
灰
色
の
抽
象
的
な
言
葉
が
つ
ら
ね
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
中

に
、
現
実
の
心
臓
が
つ
か
れ
る
よ
う
に
、
人
間
と
自
然
の
世
界
の
最
も
燃
焼
的
な
部
分
が
、
見
せ
つ
け
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
論
理
学
全
体
は
大
き
な
独
特
な
秩
序
を
も
っ
て
出
来
上
っ
て
い
る
。

さ
て
、
そ
う
す
る
と
そ
れ
は
何
の
益
に
た
つ
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
疑
問
が
出
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。
実
際
の
と

こ
ろ
、
こ
の
論
理
学
の
難
解
な
と
こ
ろ
は
、
こ
の
秩
序
を
整
備
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
く
る
の
が
多
い
の
で

あ
る
。
層
か
ら
層
へ
の
、
側
面
か
ら
側
面
へ
の
移
行
は
、
全
く
い
つ
も
リ
ア
リ
ス
ト
と
し
て
の
人
を
悩
ま
す
で
あ
ろ
う

と
思
う
。
け
れ
ど
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学
の
こ
の
内
容
の
秩
序
づ
け
を
と
り
の
け
た
ら
、
こ
の
論
理
学
の
独
創
性
の
大
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解
の
第
一
歩
に
つ
い
て

部
分
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
と
も
思
わ
れ
る
、
か
の
有
か
ら
本
質
へ
の
、
本
質
か
ら
概
念
へ
の
秩
序
は
、
実
に

人
間
に
と
っ
て
の
現
実
世
界
の
構
造
な
の
で
あ
る
。
何
度
繰
り
返
し
て
も
主
張
し
た
い
の
は
、
有
か
ら
0

0

本
質
へ0

と
発
展

す
る
と
い
っ
て
も
そ
れ
は
、
有
を
後あ
と

に
し
て
、
即
ち
お
別
れ
し
て
本
質
へ
移
る
こ
と
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
人
間
は

空
間
的
な
秩
序
づ
け
に
慣
れ
て
い
る
の
で
、
又
し
て
も
又
し
て
も
こ
の
常
識
的
な
考
え
方
が
擡
頭
す
る
の
で
あ
る
。
こ

れ
を
ヘ
ー
ゲ
ル
は
人
間
の
知
性
0

0

の
ゆ
え
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

よ
し
そ
れ
ほ
ど
に
し
つ
っ
こ
く
擡
頭
し
て
く
る
も
の
な
ら
、
こ
れ
は
黙
殺
し
て
は
い
け
な
い
。
い
け
な
い
ど
こ
ろ
で

は
な
く
、
論
理
学
の
中
に
と
り
入
れ
ね
ば
い
け
な
い
。
そ
う
ヘ
ー
ゲ
ル
は
考
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
が
ど
の
哲
学
者

の
論
理
学
と
比
べ
て
も
無
比
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。
読
者
は
到
る
と
こ
ろ
で
、
向
っ
て

0

0

0

い
る
と
か
、
対
し
て

0

0

0

い
る
と
か
、

区
別
が
あ
る
と
か
、
対
峙
し
て
い
る
と
か
、
関
け
い
が
あ
る
・
措
定
さ
れ
て
い
る
等
々
の
言
い
方
に
ぶ
つ
か
ら
れ
る
で

あ
ろ
う
。
こ
れ
は
つ
ま
り
は
人
の
知
性
が
も
の
を
き
め
つ
け
て

0

0

0

0

0

ゆ
く
こ
と
に
そ
の
根
底
が
あ
る
の
で
あ
る
。
物
ご
と
を

き
め
つ
け
て

0

0

0

0

0

ゆ
く
人
で
な
い
と
、
よ
い
頭
の
人
で
も
な
く
実
行
家
で
も
な
い
よ
う
に
、
人
間
の
活
動
す
べ
て
そ
の
半
分
0

0

は
規
定
し
ゆ
く
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
知
性
の
き
め
つ
け

0

0

0

0

は
全
論
理
学
の
中
に
働
い
て
い
る
。
そ
れ
は
現

実
が
す
で
に
そ
う
だ
か
ら
で
あ
る
。

人
は
、
そ
う
い
う
知
性
の
立
場
の
み
で
な
く
、
事
物
を
解
釈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
否
実
行
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

有
か
ら
本
質
へ
と
、
又
は
本
質
か
ら
概
念
へ
と
移
る
と
い
わ
れ
る
の
を
聞
く
と
き
は
、
知
性
的
立
場
で
解
釈
し
、
そ
の

真
意
が
汲
め
な
く
と
も
、
現
実
に
は
人
は
い
つ
も
知
性
的
立
場
で
な
く
0

0

（
実
は
「
で
な
く
」
で
な
く
知
性
的
立
場
を
通0

す
か
ら

0

0

0

な
の
で
あ
る
が
）
思
想
し
行
動
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
は
憎
む
（
こ
れ
は
否
定
で
あ
る
）
と
い
っ
て
、
一
層
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愛
し
て（
こ
れ
は
肯
定
で
あ
る
）い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
言
わ
な
い（
否
定
）と
い
っ
て
す
で
に
人
は
言
う（
肯
定
）

て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
あ
の
人
と
交
わ
る
の
は
止
め
て
（
否
定
）
と
言
い
な
が
ら
又
そ
う
し
な
が
ら
、
却
っ
て

一
層
結
ば
れ
（
肯
定
）
て
い
る
の
が
現
実
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
、
有0

を
や
め
て
本
質
0

0

に
行
く
か
ら
と
い
っ
て
、
有0

と
無

関
係
に
な
っ
た
の
で
は
な
く
、
実
は
有0

を
や
め
る
ど
こ
ろ
で
は
な
く
一
層
有0

を
強
調
し
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
人
は
意
識
し
た
り
分ふ
ん
べ
つ別

す
る
時
は
知
性
的
立
場
で
あ
る
こ
と
が
多
く
、
実
際
に
一
心
に
（
又
は
無
心
に
）
行

動
し
て
い
る
時
は
、
知
性
で
な
く
（
ヘ
ー
ゲ
ル
流
に
い
え
ば
）
理
性
の
立
場
で
や
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
有0

を
や
め
て

（
又
は
有
で
は
い
け
な
か
っ
た
と
か
、
有0

で
は
単
純
す
ぎ
る
と
か
、
不
都
合
だ
と
か
、
色
々
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
と
に

か
く
有
を
や
め
て
）
本
質
を
求
め
て
ゆ
く
と
し
て
、
さ
て
、
そ
の
有
を
や
め
て
本
質
に
つ
く
と
い
う
こ
と
は
、
二
つ
の

0

0

0

も
の
0

0

が
つ
な
が
れ
る
現
象
で
は
な
く
、
実
は
真
実
に
つ
く
一
箇
の
働
き

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
概
念
と
は
む
し
ろ
そ
の
一
つ
の
世
界

を
つ
か
ま
え
て
い
っ
た
言
い
方
な
の
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
有
と
本
質
と
概
念
と
三
つ
あ
る
の
で
は
な
く
、
有
と
本
質

と
が
真
に
あ
る
の
は
概
念
の
た
め
な
の
で
あ
る
。こ
れ
を
簡
単
に
い
っ
て
し
ま
う
と
き
は
、「
概
念
は
有
と
本
質
を
含
む
」

と
い
う
よ
う
に
言
う
の
で
あ
る
。
い
つ
も
私
た
ち
は
言
葉
に
ひ
っ
か
か
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

次
に
、
有
か
ら
本
質
へ
移
行
す
る
と
き
、
又
は
有
の
中
で
い
う
と
純
粋
有
か
ら
定
有
へ
移
行
す
る
と
き
、
又
は
有
限

か
ら
無
限
へ
移
行
す
る
と
き
、
ま
だ
移
る
べ
き
も
の
へ
移
っ
て
は
い
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

事
態
の
真
相
、
即
ち
真
理
か
ら
い
え
ば
移
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
読
者
は
、
こ
の
本
の
本
文
中
の
有
限
か
ら
無

限
へ
移
る
と
こ
ろ
を
見
ら
れ
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
ま
だ
移
ら
ず
有
限
の
と
こ
ろ
を
叙
し
て
い
る
の
に
、
す
で
に
移
行

は
は
じ
ま
り
、
も
し
く
は
完
了
し
て
い
る
の
を
見
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
人
は
こ
の
こ
と
を
現
実
に
お
い
て
如
何
に



225

論
理
学
理
解
の
第
一
歩
に
つ
い
て

度
々
、
如
何
に
本
質
的
に
見
出
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
人
間
は
も
の
0

0

を
言
わ
な
い
う
ち
に
も
う
言
っ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
。
人
間
の
さ
も
し
さ

0

0

0

0

で
あ
る
が
、
刀
を
抜
か
な
い
う
ち
に
も
う
抜
い
て
か
か
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
。
冬
の

う
ち
に
も
春
が
用
意
さ
れ
て
あ
る
と
い
っ
た
よ
う
な
自
然
界
の
移
行
は
、
人
間
的
な
も
の
の
世
界
で
の
移
行
に
比
す
れ

ば
幼
稚
で
あ
る
。
Ａ
か
ら
Ｂ
へ
の
移
行
に
あ
っ
て
、
Ａ
の
中
に
も
う
Ｂ
が
は
じ
ま
っ
て
い
る
と
い
う
と
、
Ａ

―
―
―	

　

Ｂ
―
―
―

と	 i

い

う
よ
う
に
ダ
ブ
ッ
た
と
こ
ろ
が
で
き
て
い
る
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
も
ま
た
移
行
の
真
意
で
は

な
い
。
た
と
え
ば
、
有
で
あ
り
な
が
ら
（
と
は
つ
ま
り
、
有
が
有
と
し
て
通
っ
て
い
る
こ
と
、
有
が
有
と
し
て
徹
底
さ

れ
て
あ
る
こ
と
で
あ
る
が
）
す
で
に
本
質
に
移
行
し
て
い
る
と
い
う
の
は
、
有
の
終
り
か
け
の
と
こ
ろ
と
本
質
の
は
じ

ま
り
か
け
の
と
こ
ろ
が
す
れ
違
い
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
は
な
い
。
有
の
と
こ
ろ
が
す
っ
か
り
本
質
な
の
で
あ
る
。
先

の
実
例
で
い
う
と
、
人
間
が
も
の
を
言
わ
な
い
う
ち
に
も
う
言
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
場
合
、
常
識
的
に
は
ま
だ

言
っ
て
は
い
な
い
と
い
う
段
で
も
う
言
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
方
が
、あ
ら
わ
に
口
を
き
っ
た
方
よ
り
も
、実
は
真
に
言
っ

て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
「
真
に
」
が
つ
ま
り
移
行
完
了
の
あ
か
つ
き
の
本
質
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
精

神
を
汲
ん
だ
（
そ
う
で
あ
る
！　

ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
学
は
精
神
の
精
神
を
、魂
の
魂
を
言
わ
ん
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
人
が
イ
ン
ナ
ー
リ
ヒ
カ
イ
トInnerlichkeit
と
言
っ
て
い
る
）
も
の
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
論
理
学
の
秩
序
や
構
造
の
こ
と
で
は
な
い
が
、「
定
有
」
の
と
こ
ろ
で
、
或
る
も
の

0

0

0

0

と
他
の
も
の

0

0

0

0

と
の
関

け
い
0

0

（
何
故
、
関
け
い

0

0

0

と
書
く
か
と
い
う
に
、
屡
々
注
意
し
た
よ
う
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
学
は
関
係
（B

eziehung

）

と
関
繋（Verhältnis

）と
の
問
題
を
提
示
し
て
い
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
前
者
は
も
の
0

0

の
引
き
合
う
と
い
う
統
一
を
、

i　

底
本
で
は
、
Ａ—

—

と
Ｂ—

—

と
は
、
ほ
ぼ
同
じ
長
さ
で
、
Ａ—

—

が
上
に
一
文
字
分
ず
れ
て
あ
る
。
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後
者
は
も
の
0

0

と
も
の
0

0

と
の
対
立
の
有
る
0

0

こ
と
を
言
い
表
し
て
い
る
）
を
精
し
く
分
析
し
て
い
る
が
、
こ
の
両
者
の
交
錯

ほ
ど
面
白
い
も
の
は
な
い
。
人
間
は
何
か
を
（
即
ち
或
る
も
の

0

0

0

0

を
）
言
う
と
い
っ
て
、
何
と
多
く
他
の
も
の

0

0

0

0

を
表
現
し

て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
人
は
立
っ
て
い
て
、
坐
っ
て
い
て
、
歩
い
て
い
て
、
し
ゃ
べ
っ
て
い
て
、
何
と
多
く
他
の
も

0

0

0

の0

を
言
い
つ
つ
自
分
の
何
か
を
も
ら
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
人
間
的
な
も
の
は
或
る
も
の

0

0

0

0

と
他
の
も
の

0

0

0

0

と
の
論
理

的
か
ん
け
い

0

0

0

0

の
間
に
躍
如
と
し
て
出
て
い
る
の
で
あ
る
。
今
日
の
国
際
関
係
の
如
き
何
と
実
例
を
多
く
提
供
し
て
い
る

こ
と
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
、
有
と
本
質
と
概
念
と
の
三
つ
の
領
域
を
、
学
問
上
に
如
実
に
見
せ
た
も
の
と
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
法
の

哲
学
』
を
注
意
し
て
置
き
た
い
。
い
っ
た
い
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
学
に
精
通
す
る
に
は
、彼
の
『
宗
教
哲
学
』
と
こ
の
『
法

の
哲
学
』
と
の
読
ま
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。『
法
の
哲
学
』
は
、第
一
が
「
抽
象
法
」、第
二
が
「
道
徳
」」
第
三
が
「
人

倫
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
三
つ
は
だ
い
た
い
有
・
本
質
・
概
念
の
三
つ
に
あ
て
て
み
て
よ
い
。
第
一
で
は
所
有
の
法

が
ご
く
抽
象
的
に
説
か
れ
て
い
る
。
第
二
で
は
道
徳
が
説
か
れ
て
い
る
（
本
質
は
反
省
の
領
域
で
も
あ
る
と
い
わ
れ
て

い
る
の
で
あ
っ
て
、
本
質
が
道
徳
の
領
域
に
当
る
の
は
当
然
で
あ
る
）。
第
三
で
は
人
間
の
経
済
生
活
と
家
庭
と
国
家

が
説
か
れ
る
の
で
あ
る
。
国
家
と
い
い
経
済
と
い
い
家
庭
と
い
い
、
道
徳
の
環わ

か
ら
は
ず
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
と
共

に
、
そ
れ
は
抽
象
的
な
（
有0

に
相
当
す
る
）
抽
象
法
の
環
を
外
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
抽
象
法
の
は
じ
め
、
す
な
わ
ち

端
緒
の
有
に
当
る
と
こ
ろ
に
、
所
有
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
い
っ
た
い
所
有
と
い
う
こ
と
以
外
に
人
は
出
ら
れ
ぬ
こ

と
も
一
つ
の
真
理
で
あ
る
。
持
つ
も
の
と
持
た
ぬ
も
の
と
の
関
け
い

0

0

0

が
今
日
や
か
ま
し
い
よ
う
に
、
如
何
な
る
意
味
に

せ
よ
、
持
つ
0

0

と
い
う
こ
と
は
根
本
的
な
問
題
で
あ
る
。
そ
の
立
て
方
が
よ
い
に
し
ろ
悪
い
に
し
ろ
、
人
間
を
赤
裸
に
こ
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れ
を
観
察
す
る
と
き
、
こ
の
法
の
哲
学
の
は
じ
め
方
は
人
間
そ
の
も
の
を
把
握
す
る
科
学
的
方
法
の
必
然
で
あ
る
よ
う

に
思
え
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
学
は
「
影
の
国
」
と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
も
の
と
し
て
は

0

0

0

0

0

0

0

0

現
実
か
ら
遠
い
。

だ
か
ら
「
論
理
の
科
学
」
と
い
っ
て
、
こ
れ
は
現
実
の
こ
と
で
な
い
科
学
の
、
従
っ
て
科
学
の
順
序
を
ふ
ん
で
い
る
独

立
の
世
界
で
あ
る
こ
と
を
、
明
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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ー
ゲ
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論
理
学
』
の
研
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１　

三
枝
博
音
著
『
ヘ
ー
ゲ
ル
・
論
理
の
科
学
―
―
そ
の
把
握
の
た
め
に
』（
刀
江
書
院
）
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２　

松
村
一
人
著
『
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学
研
究
』（
北
隆
館
）

３　

武
市
健
人
著
『
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学
の
世
界
』（
福
村
書
店
）

ヘ
ー
ゲ
ル
『
論
理
学
』
の
邦
訳
書

１　

鈴
木
権
三
郎
訳　

ヘ
ー
ゲ
ル
『
大
論
理
学
』
上
、
中
巻
（
岩
波
書
店
）

２　

速
水
敬
二
訳　

ヘ
ー
ゲ
ル
『
論
理
学
』（
鉄
塔
書
院
）

３　

岩
崎
勉
訳　

ヘ
ー
ゲ
ル
『
論
理
学
』（『
世
界
大
思
想
全
集
』
収
載
。
春
秋
社
）

４　

真
下
信
一
・
脇
坂
光
次
訳
『
ヘ
ー
ゲ
ル
小
論
理
学
』（
岩
波
害
店
）

（
１
）
の
下
巻
（「
概
念
論
」）
は
（
当
時
）
未
完
成
、（
２
）
と
（
３
）
と
（
４
）
は
『
エ
ン
チ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』

の
中
の
『
論
理
の
科
学
』
の
翻
訳
。

５　

松
村
一
人
訳　

ヘ
ー
ゲ
ル
『
小
論
理
学
』（
北
隆
館
）
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