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理
想
型
の
理
論

第
五
十
巻

第
五
椀

ノミ

O 

六
回

理

型

0) 

理

論

想

出

窺

口

勇

絡

言

水

さ
き
に
規
定
さ
れ
る
と
と
ろ
が
あ
っ
た
方
法
論
史
の
研
究
の
意
義
に
従
っ
て
今
や
存
々
の
行
ム
ベ
雪
と
と
が
ら
は
、
却
想
現
の
却
一

論
が
一
般
に
如
何
な
る
方
法
的
意
識
に
基
い
て
ゐ
る
か
を
検
討
す
る
と
と
に
あ
る
。
存
々
は
近

mの
科
事
の
特
色
を
概
説
す
る
E
と

か
ら
始
め
よ
う
。

ζ

の
自
明
と
考
へ
ら
れ
常
識
に
化
し
て
ゐ
る
と
と
ろ
の
も
の
を
改
め
て
反
省
す
る
と
と
が
現
代
の
科
壊
の
た
め
に

必
要
注
の
で
あ
る
か
ら
。
凡
そ
経
験
科
墜
と
し
て
の
文
化
科
皐
の
認
識
の
課
題
は
、
ウ
ェ

l
パ
ー
に
よ
れ
ば
.
「
粧
験
的
資
在
の
思
惟

的
整
序
し
と
云
ふ
と
と
で
あ
り
、
そ
の
目
標
は
「
賃
在
を
そ
の
丈
化
意
義
沿
上
刊
日
間
保
聯
闘
に
於
い
て
認
識
す
る
と
と
L

で
あ
る

J
引

か
か
る
課
題

E
捨
び
此
目
棋
を
目
指
し
て
認
識
を
遂
げ
る
丈
化
利
率
は
そ
れ
の
個
有
口
先
験
的
前
提
に
立
っ
て
ゐ
る
。
と
の
先
験
的

前
提
を
明
か
に
す
る
と
と
に
よ
っ
て
、
と
の
科
撃
の
認
識
の
構
造
は
把
へ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
だ
か
ら
普
々
は
問
題
を
と
と
か
ら
展

関
し
て
現
想
型
白
川
明
論
に
幣
入
し
よ
う
。
さ
て
、
す
べ
て
認
識
の
構
迭
は
認
識
針
象
と
認
識
主
観
と
が
剥
立
し
て
そ
れ
ら
の
聞
に
認

識
的
交
渉
が
皆
ま
れ
る
と
云
ム
形
態
を
取
る
。
丈
化
科
躍
に
於
い
て
は
此
構
浩
が
如
何
に
し
て
可
能
な
の
で
あ
ら
う
か
。

ウ

L
I
パ

I
忙
従
っ
て
苦
々
は
先
づ
と
の
問
k
t口
へ
在
け
れ
ば
友
ら
左
い
。

拙稿Lマゆクス・ウエーパ働時と十九世胞の方法的意識吋本誌前競所載)のーを

善照。
ii;:x.-Weber: Gesammelte Aufsatze zur Wlssenschaftslehre (以下に於いては
WL.) S. 150， S. 174 (邦課L貴士宮科串方法論汁 岩波文庫版-p.16， p. 47) 
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認
識
調
象
と
認
識
主
税

経
験
的
寅
在
あ
る
ひ
は
客
慨
は
人
間
D
賢
践
的
行
動
に
よ
っ
て
外
旧
作
に
創
り
あ
ら
は
さ
れ
た
る
丈
化
現
象
口
鳩
山
醍
で
あ
る
。
と
と

ろ
で
ウ
ェ

1
パ
ー
に
よ
れ
ば
、
『
文
化
』
と
は
歴
史
的
で
あ
っ
て
、
「
世
界
生
起
の
意
味
の
在
い
無
限

ZHOE--。誌
C
R
E
F
r
r
u
r
u

垣
内
】
向

mebvFEU)
の
な
か
か
ち
人
聞
の
立
場
か
ら
し
て
意
味
と
意
義

(ω
自

国

国

E
H
W
E
E
Z
D巴
と
を
以
て
考
慮
さ
れ
た
有
限
友
る
一
片
」

で
あ
る
。
と
云
ふ
と
と
は
丈
化
は
常
に
或
「
問
題
の
定
立
」
を
提
供
し
て
ゐ
て
、
そ
れ
に
向
っ
て
五
口
々
が
闘
心
を
持
っ
と
云
ム
と
と
で

あ
る
。
之
は
ウ
ェ

l
ハ
ー
に
於
け
る
文
化
の
概
念
と
し
て
強
め
記
憶
さ
る
べ
秀
で
あ
る
。
と
の
や
う
に
丈
化
が
瑚
併
せ
ら
れ
る
と
云
ふ

己
と
は
、
科
事
の
封
象
が
客
惜
そ
れ
自
四
四
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
却
っ
て
人
聞
の
立
場
か
ら
し
て
提
起
さ
れ
た
問
題
に
つ
い
て
「
意

味
と
意
義
」
と
を
以
て
つ
〈
ら
れ
ね
ば
左
ら
白
と
云
ふ
己
と
を
意
味
し
て
ゐ
る
。
此
叫
制
象
の
構
成
を
可
能
在
ら
し
め
ろ
も
の
が
「
文

化
慣
値
L

に
他
友
ら
な
い
。
而
も
文
化
慣
値
一
般
で
は
友
〈
し
て
特
殊
法
一
つ
の
文
化
傾
値
で
た
〈
て
は
左
ら
由
。
卸
ち
経
済
問
中
白

針
象
は
経
済
償
値
と
云
ム
債
値
理
念
(
唱

E
E官
。
)
に
基
〈
経
済
的
文
化
意
義
の
慎
値
観
掛
か
ら
そ
れ
に
闘
は
り
を
も
つ
も
の
と
し
て

賞
在
か
ら
抽
出
す
る
と
と
に
よ
っ
て
成
わ
立
つ
。
而
し
て
そ
の
丈
化
意
義
と
の
闘
は
り
の
程
度
に
臆
ビ
て
、
耳
口
々
は
か
く
抽
出
さ
れ

た
も
の
を
「
艇
神
的
現
象
L

「
経
済
に
閥
係
あ
る
現
象
」
「
粧
怖
に
制
約
さ
れ
た
現
象
L

と
名
づ
け
る
の
で
あ
る
叫

か
〈
形
式
的
に
規
定
さ
れ
た
認
識
の
針
象
白
内
容
に
つ
い
て
見
る
友
ら
ぽ
、
そ
れ
が
例
へ
ぽ
経
済
慣
値
忙
闘
は
り
を
持
つ
人
問
。

行
震
に
土
っ
て
歴
史
的
寅
在
白
世

A
K
生
み
出
さ
れ
た
も
白
と
し
て
、
ア
ト
ム
た
ら
ぬ
個
性
的
現
象
。
豊
富
な
る
綿
耀
で
あ
る
と
と

が
、
第
一
に
気
付
か
れ
る
。
「
世
界
生
起
の
意
味
の
な
い
無
限
」
の
泣
か
か
ら
抽
出
さ
れ
た
コ
断
片
L

で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
個
性

理
想
型
由
理
論

鐸
五
十
巻

六
O
三

第
五
腕

六
五

WL. S. 180. (同書 p.58.) 
WL.' SS. 206， 207 (同書 pp.96-98) 
GW. 5S. 162， 163 (同書 pp・32-.14)

)
)
)
 

2
骨

b

a守



哩
想
型
白
理
論

俸
五
十
巻

第
五
鵠

六
O
四

穴
式

的
具
髄
的
な
事
象
の
集
積
で
あ
る
。
第
二
に
モ
れ
は
時
間
的
空
間
的
友
る
制
約
に
於
い
て
あ
る
現
象
の
線
開
で
あ
る
。
認
識
の
針
象

は
或
時
代
に
屈
し
或
場
所
に
生
起
し
て
或
文
化
問
題
に
闘
は
っ
て
ゐ
る
と
云
ム
性
格
を
脱
す
る
と
と
が
で
青
な
い
。

E

D
封
象
白
個

別
抗
・
時
間
性
・
空
間
性
・
問
題
性
は
歴
史
主
義
の
貫
叫
か
ら
生
宇
る
首
然
の
師
結
で
あ
る
。

認
識
の
主
観
は
上
に
規
定
さ
れ
た
針
象
に
封
臆
し
て
生
や
る
。
或
は
む
し
る
自
ら
針
象
を
規
定
し
針
象
が
規
定
さ
れ
る
と
共
に
自

ち
を
確
立
す
る
と
い
っ
て
上
い
。
最
も
具
悌
的
危
る
認
識
の
主
剛
閣
は
そ
れ
が
経
験
的
賞
在
の
中
に
生
み
出
き
れ
之
と
賓
践
的
交
渉
を

遂
げ
つ
h
あ
る
姿
に
於
い
て
把
へ
ら
れ
一
な
け
れ
ば
友
ら
印
刷
で
あ
ら
う
。
行
潟
的
認
識
的
友
る
主
幽
闘
が
民
の
認
識
の
主
観
た
る
べ
き
で

あ
ら
う
。
併
し
ウ
ヱ

1
バ
ー
が
擦
り
所
と
し
た
西
南
事
訴
の
認
識
論
に
基
〈
科
皐
の
概
念
で
は
か
か
る
王
翻
を
考
へ
た
い
。

行
時
抽
の

主
梢
は
単
に
認
識
を
遂
げ
る
も
の
で
は
な
〈
、
情
感
し
意
慾
す
る
と
と
ろ
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
以
て
認
識
の
主
翻
と
す
る
己
と
は

で
き
在
い
と
云
は
れ
る
。
却
っ
て
、
文
化
科
撃
の
規
定
に
興
っ
た
と
等
し
い
原
理
が
主
視
の
規
定
に
作
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

即
ち
針
象
が
文
化
意
義
に
よ
っ
て
州
出
苫
れ
た
と
恰
も
等
し
〈
、
主
税
は
行
偽
の
主
惜
か
ら
一
、
認
識
作
川
町
ち
民
理
慣
値
(
垣
島
?

E
Z
1
5
を
追
求
す
る
認
識
の
作
用
を
皆
む
限
り
の
も
の
と
し
て
抽
出
さ
れ
構
成
さ
れ
な
〈
て
は
友
ら
ぬ
と
云
は
れ
る
。
事
同
一
践
的
閥

心
宇
一
持
つ
主
憾
は
認
識
関
心

(
F
r
E
E
E
8
5
2
0
)
を
の
み
所
有
す
る
主
制
叫
に
時
ぜ
じ
め
ら
れ
ね
ば
左
ら
な
い
の
で
あ
る
。
之
は
経

験
科
塾
の
先
験
的
前
提
で
あ
る
。
そ
と
で
経
桝
撃
の
認
識
の
主
制
は
、
先
に
規
定
さ
れ
た
終
験
的
資
在
の
「
一
断
片
」
に
向
っ
て
認

識
的
に
交
渉
す
る
。
而
し
て
経
済
的
文
化
を
評
糾
明
し
た
り
そ
れ
に
つ
い
て
何
等
か
の
意
慾
を
懐
い
た
り
勝
又
そ
の
意
慾
を
賃
現
し
た

り
す
る
者
で
は
あ
っ
て
は
友
ら
友
く
な
っ
て
来
る
。
印
ち
賓
践
的
活
動
と
無
線
の
も
の
で
た
け
れ
ば
在
ら
な
く
な
っ
て
来
る
。
と
の

医
別
い
友
峻
別
は
「
串
間
的
自
制
の
最
初
の
義
務
で
あ
る
と
と
も
忙
、
協
耐
を
防
止
す
る
唯
一
の
子
氏
」
と
も
し
て
主
翻
に
要
請
さ

WL. S. 200 (同書 p.87) 5) 



れ
る
。
此
要
請
を
ウ
ェ
1
パ
ー
に
可
能
に
す
る
理
論
が
リ
ッ
ケ
ル

T

D

「
理
論
的
慣
値
閥
係
U
」

I
C

寸
寅
践
的
評
債
」
と
の
席
別
で
あ
る

こ
と
は
断
る
ま
で
も
友
い
で
あ
ら
う
。
か
〈
し
て
認
識
の
主
税
は
「
意
慾
す
る
人
間
」
で
は
な
く
し
て
「
思
惟
す
る
研
究
者
」
で
あ

り
ま
た
さ
う
で
怠
け
れ
ば
た
ら
ね
。
さ
ら
に
主
観
に
羽
し
で
は
、
或
世
界
観
の
所
有
者
で
あ
っ
て
は
友
ら
ぬ
と
一
五
ム
要
請
が
伴
っ
て

来
る
o

何
故
た
ら
、
世
界
観
は

「決

L
て
準
歩
し
ゅ
〈
経
験
的
知
識
の
産
物
で
は
あ
り
え
十
」
寸
弄
h

を
最
も
力
強
〈
動
か
す
と
と

ろ
の
ど
ん
友
最
高
山
肌
怨
と
雌
も
、
恒
に
他
の
抑
相
γー
ー
他
白
人
々
忙
と
っ
て
は
五
日
々
の
理
想
が
主
口
々
に
と
っ
て
榊
聖
で
あ
る
や
う

に
彼
等
の
訓
想
が
榊
拍
車
な
の
で
あ
る
か
ら
i
ー
と
の
闘
争
に
於
い
て
賓
現
さ
れ
る
」
も
の
で
あ
る
か
ら
し
て
、
か
か
る
も
の
の
経
験

科
感
へ
の
介
入
は
客
観
的
認
識
の
否
定
に
導
か
ざ
る
を
得
な
く
た
る
か
ら
で
あ
る
。
主
槻
の
此
規
定
に
於
い
て
つ
淡
偵
個
性
L

D

妥

求
が
作
川
し

τ
ゐ
る
こ
と
を
、
吾
々
は
先
に
研
究
し
た
。
五
日
々
は
此
作
川
を
寸
淀
川
間
位
性
明
論
」
の
形
式
的
或
は
第
一
次
的
作
間
と

呼
び
た
い
と
忠
ふ
。
而
し
て
此
瑚
論
の
貫
質
的
内
容
は
瑚
想
型
の
迎
論
を
侯
つ
て
の
ち
に
興
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

か
〈
形
式
的
に
規
定
さ
れ
る
認
識
の
主
観
は
、
認
識
の
一
割
象
に
つ
い
て
云
は
れ
る
と
等
し
〈
、
質
質
的
に
は
個
別
性
・
歴
史
性
・

空
間
性
・
問
題
性
の
局
牲
を
有
た
泣
〈
て
は
た
ら
唱
。
そ
れ
は
際
史
的
友
る
、
或
丈
化
問
題
に
闘
心
を
も
ち
、
或
民
族
に
泌
す
る
、

或
階
級
の
、
或
峨
業
に
従
事
寸
る
、
或
個
人
で
し
か
な
い
で
あ
ら
う
。
従
っ
て
そ
の
認
識
闘
心
は
と
の
事
情
に
肱
ヒ
て
或
特
異
た
る

岡
山
似
翻
制
…
(
君
主
同
P
R
F
R
W
官
E
E
)
に
於
い
て
行
は
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
左
ら
在
い
で
あ
ら
う
。
と
れ
認
識
の
主
視
の
主
税
た
る
川
以
で

あ
る
。
け
れ
ど
も
主
観
は
以
上
白
脇
佳
を
有
し
た
が
ら
も
資
質
的
に
一
様
た
る
認
識
倒
心
を
所
有
す
る
も
の
と
し
て
更
に
限
定
さ
れ

な
〈
て
は
た
ら
由
。
自
然
科
皐
に
於
い
て
の
や
う
に
意
識
一
般
と
し
て
そ
れ
は
規
定
し
え
ら
れ
な
い
c

し
か
ら
ば
蜘
何
に
し
て
そ
れ

此
限
定
は
ウ
ェ
1
パ
ー
に
よ
れ
ば
主
制
が
文
化
人
の
主
視
で
あ
る
と
さ
れ
る
と
と
忙
よ
っ
て
可
能
で
あ
る
。

は
可
能
で
あ
る
の
か
。

理
想
型
の
理
論

博
五
十
巻

ノ、

七

六

O
五

停
五
披

W L. S. 154 (同書 p.22) 

拙稿，i免倒位性理論白成立'(本誌昭和十四年七月号虎)参照。
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理
想
型
由
理
論

第
五
十
巻

ハ
O
六

第
五
蹴

ノ、
J又

寸
一
切
の
丈
化
科
事
口
先
験
的
前
提
は
、

4

ロ
々
が
一
定
の
あ
る
ぴ
は
一
般
に
た
に
か
或
『
文
化
』
を
ぽ
侭
値
あ
り
と
認

め
る
と
云
ふ
と
と
で
は
決
し
て
友
い
の
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
吾
々
が
意
識
的
に
世
田
作
に
針
し
て
態
皮
を
と
り

E
っ
と
れ
に
或
意
味
を

8
 

興
へ
る
能
力
と
意
士
山
と
を
具
へ
た
文
化
人
で
あ
る
、
と
云
ふ
と
と
で
あ
る
」
か
ら
。
此
限
定
は
組
め
て
京
市
宮
で
あ
る
。
歴
史
的
批
舎

何
故
友
ら
、

的
に
個
別
者
で
あ
る
主
概
は
か
く
し
て
一
般
化
さ
れ
る

U

印
ち
文
化
の
或
償
他
理
念
に
基
〈
債
依
規
則
が
時
代
と
共
に
縫
化
し
場
所

の
異
な
る
に
応
じ
て
特
殊
的
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
中
に
あ
っ
て
、

文
化
人
の

|
l更
に
明
瞭
に
て
ム
ふ
た
ら
ば
近
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
口

1
1償
値
観
馳
は
、
近
山
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
情
況
、
そ
れ
に
上
っ
て
提
出
さ
れ
る
「
丈
化
問
題
L

の
一
様
牲
に
よ
っ
て
、
白
づ
と

回
伊
ヴ
オ
ル
ヂ
h
J
d
T

イ

ν

一
枚
化
さ
れ
で
来
る
。
質
問
目
的
に
之
を
一
古
へ
ば
、
例
へ
ぽ
枇
品
目
経
術
撃
の
部
識
の
主
槻
は
歴
史
的
に
典
へ
ら
れ
た
既
成
態
と
し
て
の

資
本
主
義
あ
る
ひ
は
貨
幣
粧
品
川
の
丈
化
伝
義
に
扮
し
て
一
様
の
認
識
側
、
心
主
布
ず
る
も
の
左
規
定
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る

J
P

か
く
主
制

が
資
質
的
に
規
定
さ
れ
る
と
と
は
、
ま
た
割
前
現
の
規
定
に
も
特
質
を
胤
(
へ
可
?
に
は
沿
か
泣
い
で
あ
ら
う
。
だ
が
と
れ
は
王
日
々
の
後
に

取
扱
ふ
べ
雪
問
題
で
あ
る
@
こ
と
で
は
時
々
ヤ
土
慨
が
丈
化
人
の
、
賓
践
的
闘
心

E
去
り
ま
た
世
界
湖
か
ら
遊
離
し
た
と
と
ろ
の
、
認

識
闘
心
と
し
て
規
定
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
池
べ
る
だ
付
で
満
足
し
な
け
れ
ば
た
ら
た
い
。

認
識
の
針
象
と
主
観
と
は
一
般
に
以
上
の
や
う
に
規
定
さ
れ
乙
と
ん
が
で
き
る
。

「
主
観
化
的
科
事
」
と
名
づ
け
ヲ
刊
の
は
、
以

K
の
先
験
的
諸
前
提
に
由
っ
て
で
あ
る
。

而
し
て
ウ
ェ

1
パ
ー
が
或
所
で
丈
化
科
撃
を

図

果

ta. 

1成

認
識
の
針
象
と
主
観
と
が
交
渉
す
る
と
と
ら
、
そ
と
に
科
撃
的
認
識
は
遂
げ
ら
れ
る
。
科
接
的
認
識
に
劃
し
て
掲
げ
ら
れ
る
要
請

WL. S. 180 (同書 p.59) 
VgJ. WL. S. 174， 176 (同番 p.49， p. 51) 
WI勾 S.71. 
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は
云
ム
圭
で
も
な
く
そ
れ
が
買
理
慣
位
。
賃
現
と
じ
て
客
観
的
受
賞
性
を
有
す
る
と
一
疋
ム
己
と
で
あ
る
。
針
象
に
つ
い
て
の
科
撃
的

立
首
は
つ
毘
却
を
欲
す
る
す
べ
て
の
人
(
印
ち
先
に
規
定
せ
ら
れ
た
文
化
人
|
|
間
口
)
に
吊
克
也
ず
る
己
と
や
一
欲
し
て
ゐ
る
じ
も
の
で
友
け

れ
ば
な
ら
左
い
。
そ
れ
は
支
那
人
忙
到
し
で
も
、
そ
の
人
が
文
化
人
で
あ
品
限
り
に
於
い
て
は
受
誌
で
友
け
れ
ば
友
ち
た
い
。
し
か

ち
ぽ
此
要
請
は
如
何
に
し
て
費
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
。

意
味
に
於
い
て
囚
県
認
識
で
あ
る
。
と
ず
れ
ば
、
こ
の
も
の
の
緋
治
を
見
分
付
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
五
日
々
の
疑
問
を
解
〈
手
懸
り
は

ウ
ェ

I
パ

l
忙
従
へ
ば
、
女
化
料
開
申
の
認
識
は
自
然
科
撃
と
全
く
等
し
い

輿
へ
ら
れ
る
は
づ
で
あ
る
。

草
川
常
う
て
阿
果
特
の
範
時
一
般
の
窓
昧
を
ウ
エ

1
パ
?
に
問
点
々
ら
ば
次
円
牌
容
が
奥
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
「
閃
果
性
の
範
轄
の
充
分
な
云
は
い
ゐ
『
本

源
的
な
る
』
意
味
は
二
輔
の
思
想
を
合
ん
で
ゐ
る
。
即
ち
一
方
で
は
そ
れ
は
交
互
に
質
的
に
異
っ
た
荷
現
象
の
間
目
、
あ
る
一
耳
は
ピ
カ
串
的
な
知
帯
と

し
て
の
ド
『
作
用
』
(
耳
目
ユ
お
ロ
)
主
一
耳
ふ
思
想
を
、
他
方
で
は
〔
そ
れ
ら
の
現
象
が
U

『
規
則
』
(
列
品
。
E
)
に
結
び
つ
い
て
ゐ
る
正
一
耳
λ
思
想
を
、
合
ん

で
ゐ
る
。
」
こ
の
こ
つ
の
思
想
に
若
干
の
説
明
を
附
加
す
る
な
ら
ば
次
の
苧
う
に
な
る
。
『
作
用
』
と
は
「
運
動
向
時
間
的
鱗
超
円
規
則
(
列
品
川
H
E
=

]-nroロ
〉
ロ

F
E
E
-仏
2
E
m
ω
E
d
Eロ
出
。
毛
。
唱
B
m叩
g
)
&
一
Z
L
意
味
の
み
を
、
而
か
も
そ
の
斑
則
が
本
質

l
永
久
に
等
し
い
も
の
の
メ
タ
モ
ル
フ
オ

1

ぜ
の
表
現
と
し
て
見
倣
さ
れ
る
と
云
ふ
意
味
だ
け
に
於
け
る
姐
則
自
意
味
山
を
持
っ
て
ゐ
る
。
『
規
別
』
と
は
或
刊
用
が
絶
劃
的
に
一
度
だ
け
し
か
起
、
b

な
か
づ
た
と
一
両
ふ
の
で
は
吐
〈
し
て
、
「
あ
ら
ゆ
る
時
聞
の
挽
彼
量
に
於
け
る
端
的
に
『
新
し
い
も
の
』
が
『
過
ぎ
去
り
て
了
っ
た
も
の
』
か
ら

E
に
か

〈
か
く
に
し
て
そ
れ
以
外
白
仕
方
に
で
は
な
〈
成
立
せ
ね
ば
『
な
ら
な
か
っ
た
』
と
一
耳
ふ
意
味
で
の
『
作
用
を
受
け
た
と
云
ふ
こ
と
』
(
国

2
2
F
Z
O邑
E
ど

を
、
一
耳
ひ
か
九
れ
ば
「
そ
の
新
し
い
も
の
は
そ
の
時
聞
の
掛
微
量
に
於
け
る
『
今
』
の
な
か
で
は
把
封
的
な
る
唯
一
性
に
於
い
で
、
而
品
も
連
続
的
な

る
生
起
に
於
い
て
『
成
立
し
た
』
と
一
式
ム
事
費
一
一
を
指

L
示
L
て
ゐ
る
。
そ
の
場
合
時
間
的
瞬
起
に
於
い
て
先
立
つ
も
の
が
原
凶
と
呼
ば
れ
、
後
鱗
ナ

る
現
象
が
結
果
と
名
づ
け
ら
れ
否
と
&
は
云
ふ
ま
で
も
な
い
で
あ
ら
う
。

と
と
る
で
此
範
曜
は
文
化
科
単
に
品
川
い
」
」
は
如
何
に
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
。
出
向
も
時
文
化
科
輔
の
認
識
の
割
象
主
主
翻
と
の
特
質
か
ら
切
か

に
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
文
化
科
畢
の
劃
象
は
、
既
に
且
た
や
う
に
、
個
性
的
な
る
現
象
の
世
界
で
あ
る
。
何
が
ゆ
ゑ
に
個
性
的
現
車
白

理
想
型
的
理
論

岨
p
i
十
巻

六

O
七

第
五
擁

六
九

日) WL. s. ，84 (同書 p.64) 
ロ) WL. S5. 155， I56 cr同書 pp.23， 24) 
13) WL. S. 181 (同者 p.61) 
14) WL. S5. J34. 135 
15) 16) ebenda. 



理
想
型
白
理
論

第
五
十
巻

六
O
凡

第
五
親

七
O 

世
界
で
る
る
白
か
L

三
五
へ
ば
、
割
象
界
が
人
聞
の
行
活
に
よ
っ
て
生
起
し
た
も
白
か
ら
成
り
立
つ
と
云
ふ
事
情
か
ら
と
答
へ
ら
る
べ
き
で
る
る
。
主
化

科
畢
の
封
象
界
は
自
然
科
串
白
そ
れ
具
、
具
っ
て
、
人
聞
の
文
化
創
趨
的
意
志
が
自
然
の
客
抑
的
法
則
と
協
力
し
て
あ
る
ひ
は
そ
打
仰
を
支
配
す
る
こ
L
E

に

よ
っ
て
自
ら
を
自
融
界
に
喰
ひ
こ
ま
せ
つ

L
形
成
し
た
世
界
、
人
聞
の
自
由
な
る
意
志
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
る
世
界
で
な
け
札
ば
な
ら
な
い
。
と
の
事

-
在
一
)

態
は
「
臆
且
主
義
」
白
人
々
か
ら
弧
〈
主
張
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
と
と
ろ
で
、
と
の
こ
と
は
、
囚
果
性
副
文
化
科
串
的
認
識
に
封
し
で
は
適
用
さ
れ
え

な
い
と
云
ふ
と
主
を
示
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
で
あ
ら
う
か
。
何
故
と
な
か
ば
、
文
化
科
畢
白
調
象
白
特
色
を
そ
れ
が
人
間
の
意
志
の
白
向
の
象
徴
と

し
て
の
非
計
算
可
能
性

(
5
Z
2
0
5
Z
E
c
-
-之
は
凶
果
認
識
が
禁
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
と
一
三
意
味
で
あ
る
|
l
会
ふ
意
味
に
於
い
て
「
非
合

理
性
」
之
名
づ
け
る
な
ら
ば
、
こ
の
非
合
理
性
こ
そ
文
化
科
串
に
特
有
の
も
の
で
な
〈
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
非
合
理
性
は
凶
果
聯
闘
左
は
逝
の
聯
閥
、

目
的
論
的
聯
臓
が
人
聞
の
行
錯
白
構
造
聯
闘
の
な
か
に
這
入
り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
と
す
れ
ば
文
化
科
串
に
於
い
て

閃
果
認
識
を
行
ふ
こ
と
は
封
象
の
性
質
か

b
云
っ
て
不
可
能
で
あ
り
、
世
た
詐
さ
る
一
~
き
こ
と
で
は
な
い
の
で
は
な
ド
ト
。
と
の
宇
ろ
に
息
は
れ
も

L

「
苛
仙
ニ
)

ょ
う
。
し
か
し
な
が
ら
ウ

Z
1
パ
ー
は
、
文
化
科
即
時
中
の
針
象
界
に
且
ら
れ
る
と
と
る
の
、
回
町
民
主
義
白
人
々
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
事
態
を
肯
定
す
る

と
同
様
に
強
〈
、
上
白
疑
惑
を
否
定
的
に
解
決
し
た
。
彼
に
土
れ
ば
劃
象
界
に
人
間
の
目
的
論
的
聯
闘
が
這
入
り
込
ん
で
ゐ
る
と
一
五
ふ
こ
止
は
、
閃
呆

的
認
識
を
ば
阻
む
志
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
人
聞
の
行
熔
が
目
的
主
手
段
と
の
範
暗
に
結
び
つ
い
て
ゐ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
行

錦
は
艇
臓
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
法
則
的
知
識
(
国
O
E
O
-
o四
z
n
v
担
当
官

E
)
に
基
い
で
、
目
的
表
象
を
ば
結
果
と
し
て
驚
ず
や
う
な
原
凶
を
ば
手
段
と

、.、、

す
る
と
と
に
よ
っ
て
そ
の

H
的
を
究
現
す
る
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
「
『
目
的
』
と
は
」
と
ウ
エ

l
バ
ー
は
脊
い
て
ゐ
る
、
「
脊
々
の
考
暑
に
L
円
ワ

、

‘

.

、

、

て
は
或
結
果
の
表
象
で
或
行
錦
町
原
困
と
な
る
と
こ
ろ
の
も
白
(
〈
。

Z巳」
5
m
g
z
u
F
E官
3
4
E
O宮
町
ヨ
凶
n
v
o
o
E
2
国
自
己

E
向

E
E
)
で
あ

7
 

U

ご
と
。
又
彼
は
告
の
や
う
に
も
書
い
て
ゐ
る
。
「
『
目
的
』
主
『
手
段
』
の
範
曜
と
一
再
ふ
も
の
は
|
|
こ
れ
な
〈
し
で
は
目
的
論
的
『
思
惟
』
一
般
は

存
在
し
な
い
の
で
あ
る
が
|
|
こ
れ
を
用
ひ
て
科
皐
的
に
操
作
が
行
は
れ
る
や
否
や
、
思
想
的
に
作

b
b
た
る
法
則
的
知
識
(
D
A
g
己。
mM切
れ

r
E
君
"
以

、
、
、

目
ロ
)
を
、
帥
ち
従
っ
て
凶
刷
用
性
円
範
曜
を
刑
ひ
て
民
閲
さ
れ
た
る
概
念
や
法
則
を
合
ん
で
ゐ
る
。
何
と
h

は
れ
ば
白
的
論
の
な
い
国
果
的
結
骨
と
一
耳
ふ
も

8
 

の
は
碓
恥
に
非
殺
す
る
け
れ

rも
、
凶
呆
法
則
(
何
回
E
包
括
問
。

E
)
の
な
い
目
的
論
的
概
念
と
一
耳
ふ
も
の
は
存
者
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
」
そ
恥
ゆ
ゑ
に

目
的
的
聯
闘
が
因
果
的
聯
闘
を
頭
越
す
る
も
の
で
あ
る
限
り
に
於
て
|
|
ウ
エ

1
パ
ー
の
目
的
論
に
関
す
る
吾
々
由
時
時
は
後
の
た
め
に
保
留
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
|
|
行
錯
白
世
界
に
も
本
因
果
聯
闘
が
紹
除
法
則
と
し
て
働
い
て
ゐ
る
と
云
は
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
限
り
に
於
い
て
文
化
科
皐
に
困

呆
性
白
範
慌
を
週
間
し
え
な
い
と
の
疑
惑
は
一
掃
さ
札
な
〈
で
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
G

成
程
人
聞
の
行
錯
に
封
し
て
凶
果
的
認
識
が
古
分
に
仔
は
れ

、、

え
な
い
こ
と
は
る
ら
う
。
げ
れ
ど
も
か
(
一
目
(
ば
自
然
現
象
に
就
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
自
訴
現
象
と
い
へ

E
も
、
「
具
惜
的
な
個
別
唱
象
白
説
明
監

WL. S. 183 (同書 p.63) 
WL. SS. 85， 86 
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完
位
三
』

依
す
る
」
場
合
に
は
、
徹
底
的
に
因
果
的
に
抱
へ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
場
合
が
多
い
で
あ
ら
う
。
に
も
拘
ら
ず
吾
々
は
品
込
る
理
由
で
以
て
自
掠
科
串
白

岡
呆
法
別
白
妥
常
性
を
疑
ひ
は
し
な
い
。
「
隆
史
に
閥
博
晶
る
人
間
の
行
盛
を
困
呆
的
に
遡
及
す
る
棚
倉
」
は
上
記
の
凶
呆
聯
聞
と
同
様
に
複
雑
で
あ

ηJ
、
桐
性
的
で
あ
り
、
一
居
多
〈
の
要
素
を
合
む
だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
て
.
本
質
的
に
南
者
の
聞
に
差
異
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
ス
円
。

(
詰
一
)
例
へ
ば
ク
一
一

1
ス
は
喜
い
て
ゐ
る
、
「
人
聞
の
臨
史
的
生
命
の
考
察
と
一
許
債
と
が
行
は
れ
る
場
合
に
は
、
一
方

σは
自
由
の
結
果
と
し
て
現
れ

る
後
民
契
榔
と
他
方
で
は
必
然
の
結
果
と
し
て
現
れ
る
後
展
契
捕
と
の
謝
立
が
従
っ
て
主
た
そ
の
協
働
が
一
市
さ
れ
て
ゐ
る
」

ξ
。
而

L
て
彼
は
前
者

を
同

on-q
吋

m
r
Z町
役
者
を
旬
。
『
E
E
-官
明
、
長
宮
司
と
名
づ
け
て
ゐ
る
。
旬
、
人
間
円
行
局
は
自
然
怯
則
を

E
H
E
E
Z白
色

HEM-Sロ
ョ
し
う
る
の
み

と
一
耳
は
れ
て
ゐ
る
。
(
〈
也
関
同
E
F
-
巴
百
回
日

ν
]
E
2
7
0
C
O】吉田。
g
お
吉
田
町
E
O
Y
E
Z
-
E昂
ロ
由
自
己
官
民
M
r
z
p∞
∞
同
)
切
出
♂

m
M
M小
)

(
註
ニ
)
尤
も
こ
の
疑
惑
は
雄
見
の
理
論
家
建
か
ら
提
出
さ
和
た
も
の
で
あ
っ
て
、
タ
ユ

T

ス
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
「
或
料
開
現
離
の
法
則
性
は
、

も

L
も
そ
れ
の
要
素
す
な
は
ち
『
何
回
]
な
要
素
と
宮
古
吉
科
目
な
要
素
と
が
そ
の
現
象
の
本
質
に
於
い
て
作
用
す
る
原
因
と
し
て
確
か
め
ら
れ
て
ゐ

る
な
ら
ば
、
確
註
さ
れ
て
ゐ
る
。
」
と
書
い
て
ゐ
る
市
み
で
あ
る
。
(
戸
同
E
2
-
F
E
m
主
吋
)

(
性
三
)
忠
弘
る
場
合
に
は
吾
々
は
唱
象
が
吾
々
白
法
則
定
立
的
知
識
左
前
接
に
矛
盾
す
る
も
り
を
合
ん
で
ゐ
な
い
と
一
耳
ふ
こ
と
で
満
足
す
る
。
そ
由

理
由
は
、
そ
れ
が
永
久
に
苦
々
の
畑
り
え
な
い
た
め
で
あ
る
か
、
或
は
そ
れ
以
上
に
、
吾
々
の
知
識
慾
を
そ
L
ら
な
い
か
の
た
め
で
あ
る
。
(
垣
「

団目

A
U
R
凶

)

だ
が
此
等
の
科
撃
に
於
い
て
因
果
認
識
が
異
な
る

D
は
突
口
二
つ
の
賠
に
於
い
て
で
あ
る
。

吾
々
の
閃
果
的
要
求
は
文
化
科
皐
に
於
い
で
は
、
自
然
科
勝
一
-
に
於
け
る
と
質
的
忙
昼
べ
っ
た
満
足
を
見
い
だ

f
E
と
が
で
き

( 

一) 

る
。
自
然
科
皐
は
現
象
主
一
般
法
則
白
下
に
把
へ
る
と
と
を
意
闘
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
別
現
象
の
つ
計
算
可
能
性
」

明

は
敢
へ
て
聞
は
れ
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
と
と
ら
が
人
事
現
象
を
解
離
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
解
楳
が
「
単
に
吾
々
の
法
則
的
知
識

と
一
致
す
る
と
云
ム
意
味
に
於
い
て
『
可
能
』
で
あ
る
と
し
て
『
把
へ
』
る
に
と
ど
空
ら
や
、
更
に
そ
の
解
樺
を
『
理
解
ナ
る
L

(
高
司
切
符

YS)
と
と
、
云
ひ
か
へ
れ
ば
、
『
内
的
に
」
『
遁
世
験
で
き
る
』
具
値
的
な
る
一
つ
の
「
動
機
』
(
冨
。
件
当
)
あ
る
ひ
は
か
か
る
動

理
想
現
の
理
論

停
五
十
巻

俸
五
擁

七

六
O
九

VlL. SS_ 64-67・
前段f宜主主〕善照。
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却〉



理
想
型
自
理
論

第
五
掠

-b 

機
の
複
合
物
を
禁
見
し
て
、
己
の
動
機
に
:

大
一

O

そ
の
解
鶴
を
腕
属
ナ
る
(
N
a
B
n
r
E
と
と
と
〕
が
意
附
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
印
ち
現

構
五
十
巻

象
の
解
揮
は
法
則
を
可
能
に
す
る
以
上
に
、
さ
ら
に
具
髄
的
個
性
的
た
る
因
果
聯
闘
を
示
す
と
と
が
で
昔
品
。
だ
か
ら
人
事
現
象
は

そ
れ
の
解
樺
が
具
間
的
危
る
動
機
に
蹄
属
せ
し
め
ら
れ
う
る
限
り
に
於
い
て
は
、
個
別
的
在
る
自
然
現
象
上
り
も
一
層
非
合
理
的
で

友
い
も
の
と
一
ム
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
ロ
そ
己
で
人
間
の
行
筋
は
、
そ
れ
が
遁
確
に
閃
旧
市
闘
係
忙
賀
さ
れ
る
(
E
2
c
m
m
話
E
a
m
n
v
g
)

子
と
、
一
五
ひ
か
へ
れ
ば
、
そ
の
人
の
特
定
の
目
的
と
洞
察
と
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
合
理
的
投
る
行
鴻
と
を
前
提
ず
る
岨
割
合

に
充
分
に
動
機
づ
け
ら
れ
る
(
詰
E
n
v
E
-
E
。

Z
2
5
2
)
己
主
が
可
能
で
あ
る
限
り
、
目
的
論
的
に
合
迎
的
官
庁
。
ゲ
事
n
v
g
R
H
O
E
S
で

、
、
、
、
、

あ
る
と
云
は
れ
ね
ば
な
ら
左
ヤ
邸
ち
歴
史
の
理
論
家
の
主
張
、
と
は
逆
に
、
人
事
現
象
は
人
聞
の
意
志
が
そ
の
左
か
に
這
入
り
と
ん

で
ゐ
る
が
ゆ
主
に
却
つ

τ
そ
れ
だ
け
因
果
的
社
計
算
可
能
性
に
宵
ん
で
ゐ
る
の
で
あ
る
。

人
事
現
象
の
分
析
に
針
す
る
図
川
市
的
慾
望
は
‘
人
聞
の
行
震
が
、
単
に
経
験
的
に
考
察
さ
れ
た
と
と
る
の
、
生
超
の
法
則

〆ヘ

) 

(
m
o
m
己
宮
の
n
o
v
o
r
g
m
)
1
1
そ
れ
が
い
か
忙
巌
務
で
あ
ら
う
と
も
|
|
陀
闘
係
せ
し
め
ら
れ
る
と
一
古
ふ
と
と
だ
け
で
満
足
す
呂
も

の
で
は
な
い
。
吾
々
は
そ
の
行
潟
の
意
味
を
了
解
す
る
己
と
を
願
ふ
の
で
あ
る
。
己
己
に
意
味
2
3
3
)

と
は
康
〈
行
活
者
に
よ
っ
て

主
観
的
に
忠
念
さ
れ
た
(
E
吾
Z
4
向
。
ョ
2
5
3

と
己

b
の
も
の
で
あ
っ
て
、
客
観
的
に
正
し
い
2
n
r
z
包
と
h
形
而
上
壊
的
に
基
礎
づ

叩

け
ち
れ
て
買
理
で

(
5
5
あ
る
と
か
云
ふ
意
味
で
は
た
い
。
文
化
科
離
の
認
識
は
皐
覚
と
の
意
味
の
了
解
1

1
∞5
z
o
E
E
同
で
あ

る
。
と
と
ろ
で
意
味
了
解
は
行
筋
が
粧
駁
的
統
計
的
に
説
明
さ
れ
る
に
と
ど
士
ら
宇
、
更
に
進
ん
で
認
識
の
主
閣
が
そ
の
行
局
を
迫

形
成
(
自
の
F
E
E
S
)
す
る
と
こ
る
に
成
り
玄
つ
。

ウ
ェ

l
パ
ー
に
よ
れ
ば
、
と
の
と
と
は
|
1
i
先
の
引
用
伺
が
既
に
示
し
て
ゐ
る
や

う
に
ー
ー
そ
の
行
筋
E
喚
起
し
た
動
機
が
主
観
に
よ
っ
て
迫
形
成
さ
れ
る
と
と
、
云
ひ
か
へ
れ
ば
認
識
の
主
視
が
そ
の
行
怨
を
E
Z
a

9
 

6
 

7
3
 

7
6
0
 

r

b

p

、
qu 

s
s
s
 

L
L
L
 

w
w
w
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町
一
自
書
す
る
と
と
に
よ
っ
て
可
能
で
ち
る
。
か
く
し
て
意
味
了
解
は
主
視
の
動
機
づ

r(富。
z
E
5
5
忙
他
た
ら
泣
い
円
。
E
E
か
ち
し

て
了
解
D
主
腕
的
性
格
が
明
瞭
と
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
了
解
が
と
の
や
う
に
主
観
的
性
格
を
有
つ
が
ゆ
主
に
こ
そ
、
認
識
に
は
明

詮

2
1骨
宮
)
が
奥
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
と
と
は
注
意
さ
れ
左
〈
て
は
左
ら
な
い
。

卸
ち
主
観
の
意
識
に
於
け
る
直
観
的
明
確
さ
の
己
と
で
あ
2

旬。

と
と
に
明
詮
と
は
「
意
識
現
象
の
内
的
直
視
性
亡

文
化
科
撃
に
於
け
る
因
果
認
識
と
は
上
述
の
如
き
内
容
を
有
つ
。
認
識
に
於
け
る
主
観
の
粧
験
的
左
呂
遁
形
成
と
云
ふ
黙
に
於
い

て
そ
れ
は
著
し
い
特
色
主
持
つ
。
然
ら
ば
と
の
特
色
は
何
忙
基
雪
ま
た
如
何
忙
し
て
可
能
左
の
で
あ
ら
う
か
。
己
の
事
は
更
忙
説
明

さ
れ
る
こ
と
が
必
裂
で
あ
る
。

-

l
既
に
見
た
中
う
に
文
化
科
皐
に
於
い
て
は
封
象
は
人
聞
の
行
潟
土
り
成
っ
て
ゐ
る
と
云
ム
こ
と

か
ら
、
而
し
て
E
の
行
震
は
主
制
闘
の
終
験
的
左
右
知
識
と
内
問
的
忙
蹄
闘
争
持
っ
て
お

Z
K
云
ム
E
L
L
か
ら
、
品
仇
事
熊
は
説
明
さ
れ

た
け
れ
ば
在
ら
む
。
人
間
の
行
矯
は
合
目
的
的
で
あ
り
、
「
主
翻
に
思
念
さ
れ
た
意
味
」
白
賓
現
が
志
幽
さ
れ
て
ゐ
る
。
闘
も
1
吾
々
が

具
棋
的
に
何
か
を
意
慾
す
る
の
は
「
そ
の
も
の
自
慌
の
慣
値
の
た
め
』
か
若
し
く
は
境
極
に
於
h
て
意
慾
さ
れ
た
も
の
に
役
立
つ
手

段
と
し
て
で
あ
る
d

」
ウ
ェ

1
バ

1
の
他
の
表
現
で
云
へ
ば
、
意
味
を
も
っ
た
人
聞
の
行
筋
は

5
号
E
E
E一
か
N

若
男
r
z
z。
ロ
己
か

D
何
れ
か
で
あ
る
。
ゆ
ゑ
に
か
か
る
行
鴻
の
要
素
に
つ
い
て
の
知
的
省
察
は
取
敢
へ
+
目
的
と
手
段
と
の
範
鳴
に
結
ぴ
っ
か
友
け
れ

ば
左
ら
由
。
「
し
か
る
に
先
づ
疑
ひ
友
〈
科
壊
的
(
白
ち
組
験
科
皐
的
|
1
m
口
)
考
察
の
針
象
〉
一
た
り
う
る
の
は
輿
へ
ら
れ
た
目
的
に
於

け
る
手
段
の
溜
用
性
と
云
ム
問
題
で
あ
る
L

と
彼
は
云
ふ
。

す
た
は
ち
行
嬬
が
経
験
科
撃
に
於
い
て
取
扱
は
れ
る
の
は
、

そ
れ
が

2
0
d
r『喜
S
主
で
あ
る
限
り
に
於
い
て
で
あ
る
、
と
云
は
れ
る
o

何
故
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
貨
に
そ
と
に
於
い
て
の
み
行
錆
と
経
験

的
知
識
と
白
内
的
聯
闘
が
横
は
っ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
行
潟
に
於
け
る
目
的
と
手
段
と
が
そ
れ
ぞ
れ
粧
験
的
在
る
因
果
的
認
識
に

理
想
型
の
現
論

揮
五
十
巻

第
五
就

六

七

WL. SS. 69. 70. 2C) WL. S. 122 
WL. S. 115 Amnerk. VgL S. 504 
WL. S. '49 (問書 p.14) 
、NLrt~chaft und GeseUschaft S. 12 
WL. S"49 (問書 p.'4)傍里占は間口のも白。
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理
想
型
由
理
論

第
五
十
番

六

構
孟
鵠

七
回

於
い
て
知
ら
れ
て
み
る
結
果
と
同
期
悶
と
に
附
'
臆
す
る
と
己
ら
に
、
ー

l
目
的
が
「
或
結
川
市
の
表
象
で
あ
り
或
行
偽
の
原
閃
左
な
る
と

こ
る
の
も
の
」
(
前
田
)
で
あ
り

手
段
が
行
鴻
の
内
容
で
あ
り
或
原
悶
の
表
象
と
合
致
ず
る
と
こ
ら
に
、
経
験
的
認
識
は
成
り
立
つ

と
云
は
ね
ば
友
ら
由
。
主
視
の
迫
形
成
の
可
能
性
は
と
こ
に
於
い
て
又
己
己
に
於
い
て
の
み
開
か
れ
て
ゐ
る
。
ゆ
ゑ
に
認
識
は
い
七
視

に
知
ら
れ
て
ゐ
る
囚
川
市
聯
闘
の
経
験
的
知
識
を
、

ウェ
l
パ
ー
の
一
言
葉
で
云
へ
ば
、
法
則
定
立
的
知
識

(
E
2
5宮
Y
E
君
主
E
)
あ

る
ひ
は
経
験
の
規
則
(
同
品
巴
n
a
E
F
Pげ
ヨ
ロ
向
。
品
開

b
f
g申
5
1
3
)
を
ば
、
勤
象
に
就
い
て
の
存
在
論
的
知
識

(
0
ロ件。
H

品
a
n
y
E

A

誌
己

主
訟
の
ロ
)
の
中
に
惜
押
し
入
れ
る
と
こ
ろ
に
認
識
白
操
作
の
本
質
が
あ
る
。
之
を
他
而
よ
り
云
ふ
な
ら
ば
、
叫
別
相
棋
の

Frz切の
r-Z
出
回
ロ

Lord
を
主
観
的
忙
構
成
さ
れ
た

z
g
z一S
E
E
-
d
L
0
7
と
制
服
さ
せ
、
前
者
を
後
者
を
子
懸
り
と
し
で
開
明
す
る
と
と
を
意
味
す

る
。
換
言
す
れ
ば
認
識
の
操
作
は
先
づ
針
象
白
目
的
論
的
合
叫
化
(
件
。
HOG-。
m
z
v
o
F
E
E
-
H
5
5品
目
ぬ
)

か
ら
初
ま
る
の
で
あ
る
。
而
し

て
此
操
作
の
認
識
上
の
安
能
性
は
ど
E
で
保
註
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
と
云
ム
友
ら
ば
、

ウェ
l
パ
I
は
上
の
意
味
に
於
け
る
目
的
怠

識
的
な
る
行
矯
剖
ち

2
2
w
E
E
E一
方
行
震
が
経
験
的
責
ホ
に
於
い
て
穀
著
た
る
資
際
上
の
草
要
性

(
0
2
E
E
O
『pfmzoZMWEE目

を
有
し
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
と
云
ム
注
目
す
べ
き
解
答
を
苦
々
に
提
供
し
て
ゐ
2

向。

Z
3間
)

此
解
答
が
如
何
友
ろ
意
義
に
於
い
て
承

認
を
得
る
か
と
云
ふ
己
と
も
亦
五
口
々
白
後
の
批
判
に
於
い
て
倹
討
さ
れ
る
管
で
あ
る
。

と
と
で
は
と
に
か
〈
ウ
ェ
1
パ
1
の
意
闘
に

中
川
賞
で
怠
け
れ
ば
た
ら
由
。
而
し
て
若
し
針
象
白
目
的
論
的
合
現
化
に
基
い
で
針
象
の
構
遣
が
主
視
の
経
験
的
知
識
に
上
っ
て
充
分

〔
註
一
二

に
開
明
さ
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
了
解
は
合
成
的
了
解
〔
E
Z
E
F
F
E巴
と
云
は
れ
る
の
で
あ
る
。

主主

者
「

ω
ω
'
N
1
N
可
『
法
則
定
宜
的
知
識
と
は
「
自
分
自
身
の
生
活
費
踏
ん
他
人
円
行
動
に
闘
ず
る
知
識
と
か
ら
創
ら
れ
た
る
、
苦
々
の
法

則
的
な
る
輯
除
知
」
で
あ
り
、
存
在
論
的
知
識
と
は
「
費
料
的
に
諸
明
で
き
、
降
車
的
情
況
に
属
す
る
と
と
る
の
或
事
買
に
欄
ず
る
知
識
」
円
意
味

、高lL.SS. 129， 130， 30) 



で
あ
る
。
ゥ
ェ

l
パ
ー
が
と
λ

で
語
っ
て
ゐ
る
り
は
挺
史
的
認
識
に
つ
し
v
て
V
あ
る
。
し
か
し
迄
は
康
(
丈
他
科
問
中
白
認
識
に
つ
い

c
一I
L
こ
司
と
が

で
き
る
。
主
の
節
を
見
よ
。

(
間
二
)
当
F

E
匂
合
理
的
了
解
は
時
件
つ
き
の
品
然
性
判
断
(
】

ν
E
z
q
t
z
z
d室内
EMmZMU戸
】
阿
古
口
)
の
形
を
取
る
。
即
ち
岡
式
的
に
一
耳
へ
ば
「
興

へ
ら
れ
た
意
圃
(
問
。
m
m旬。げ

O
E
〉
F
R
7
4
h
が
あ
る
場
合
に
、
知
ら
れ
て
ゐ
る
生
起
の
法
則
に
従
へ
ば
、
行
儒
者
は
そ
の
意
圏
在
賞
現
ナ
る
弁
め

に
は
可
と
茸
ふ
手
段
を
印
有
一

w
w
J、
、
、
と
一
百
ふ
手
段
目
一
つ
を
選
ば
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
」
と
一
耳
-
山
形
を
。

を
ほ
文
化
科
撃
の
一
認
識
の
主
視
に
針
し
て
強
め
前
提
せ
ら
れ
、
そ
れ
D
作
別
に
基
い
て
認
識
が
遂
げ
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
此
経
験
的

知
識
は
、
貨
は
先
忙
先
験
的
に
規
定
さ
れ
た
と
と
ろ
の
認
識
の
主
視
に
於
い
て
、
印
ち
ぷ
化
人
に
於
い
て
初
め
て
漏
た
さ
る
べ
き
僚

件
?
あ
る
と
と
を
、
吾
L
R

は
後
の
た
め
に
注
意
し
て
沿
舎
た
い
。

四

了
解
園
式

i
l
理
想
型
の
構
成

上
活
白
悶
川
未
認
識
は
次
の
二
様
。
仕
方
で
途
げ
ら
れ
る
。

「
文
化
科
闘
争
は
現
買
の
快
態
と
岨
由
化
と
を
『
作
用
を
受
け
た
も
の
』
と
『
作
用
ナ
る
も
の
』
と
し
て
考
察
す
る
。
而

L
て
一
方
で
は
具
且
樟
匝
的
な
る
諦
聯

踊
ιか
凶
ら
抽
象
に
依
つ
て
『
凶
果
L

白
『
規
則
』

(9》刷閃仰何占m巴《会仏骨肉
q吋品》〈。
E
臼
凶
宮ο

閥
を
ぼ
『
規
則
』
に
閥
係
さ
せ
て
『
詑
明
』
(
官
晶
Eロ耳円呂β島v
回。
2N自戸国晶同£肉肉一ロ
E伊

r
ヨぬ

E
崎
}
阿
伺
凶
伶
品m唱伺
E
戸

Gザ
σ2同Fr巴】冨抑
5
ロ《
c
)
Lよ
う
lξζ

力
品

U

臼引。

ι』

ア
し
の
第
一
の
も
の
が
理
論
的
認
識
で
あ
り
第
二
の
も
の
が
歴
史
的
認
識
で
あ
る
己
と
は
云
ム
を
要
し
な
い
で
あ
ら
う
。
前
者
は
現

拍
車
を
そ
れ
が
大
量
的
に
現
れ
る
限
り
に
於
い
て
一
般
的
法
則
的
に
抱
へ
よ
う
と
し
、
後
者
は
そ
の
閃
果
法
一
則
に
基
い
て
現
象
の
伺
別

性
ー
ー
歴
史
的
個
館
ー
ー
を
閃
某
的
に
防
属
す
る
と
と
を
求
め
る
。
と
こ
ろ
で
理
諭
的
認
識
に
於
い
て
意
凶
さ
れ
る
法
則
も
歴
史
的

認
識
に
於
い
て
と
の
法
則
に
基
い
て
途
げ
ら
れ
る
具
時
的
囚
呆
聯
闘
も
如
何
在
る
意
味
を
持
ち
ま
た
如
何
に
し
て
可
能
で
あ
る
の
だ

理
想
型
の
理
論

第
五
十
巻

ノ、

第
五
擁

七
五

WL. SS. 135， 136 31) 



理
想
型
白
理
論

第
五
十
巻

六

位身

第
五
雄

七
六

ら
う
か
。
乙
の
悶
に
向
つ
て
の
解
答
が
文
化
科
曲
学
白
認
識
の
締
法

E
最
後
的
に
開
示
す
る
も
の
で
な
〈
で
は
な
ら
在
い
。

先
に
見
た
や
う
に
、
文
化
利
息
・
忙
於
日
る
悶
果
的
認
識
の
特
色
は
、
文
化
問
題
の
興
へ
ら
れ
た
欣
況
に
於
い
て
、
主
視
の
経
験
的

知
識
・
法
則
定
志
的
知
識
が
針
象
の
存
夜
論
的
知
識
に
穿
興
す
る
と
と
る
に
成
り
立
つ
と
云
ふ
と
と
で
あ
っ
た
。
主
視
の
法
則
的
知

識
が
自
ら
を
、
想
論
的
認
識
の
揚
合
に
は
一
般
的
法
則
的
危
形
に
於
い
て
、
股
史
的
認
識
の
揚
合
に
は
上
の
一
般
的
在
形
に
媒
介
さ

れ
た
伺
別
的
左
形
に
於
い
で
、
認
識
の
目
標

l
i
田
口
邑

2
E認
の
た
め
に
針
象
の
同
じ
く
一
般
的
ゐ
ょ
が
個
別
的
在
る
存
布
論
的

知
識
に
針
隠
す
る
こ
と
が
で
き
る
や
う
に
合
時
的
に
創
り

k
げ
る
E
と
、
云
ひ
か
べ
れ
ば
主
視
の

HUE-EZ
忙
よ
っ
て
経
験
的
知

識
か
ら
了
解
同
式

(
F
E
E
m
v
B
Z
E
)
と
云
ム
一
う
の
忠
想
像
(
の

zsrzE)
が
つ
く
り
出
さ
れ
る
と
と
、
己
れ
が
認
識
に
針
す

毛
主
蹴
の
参
興
の
仕
方
で
た
け
れ
ば
た
ち
た
か
っ
た
。
己
の
悲
興
が
一
つ
の
思
想
像
で
あ
る
限
り
、
ぞ
れ
は
飽
ぐ
ま
で
司
F
E
P
で

で
あ
っ
て
、
直
ち
に
劉
象
同
舟
に
受
賞
す
る
と
は
断
じ
て
五
ム
己
と
が
で
き
な
い
。
に
も
拘
ら
や
己
の
思
想
像
を
以
て

針
象
に
臨
む
の
で
な
叫
り
れ
ば
、
経
験
的
に
安
歯
す
る
認
識
の
成
立
す
る
地
盤
は
喪
は
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
主
観
の
粧
験
的
知
識
に
基

経
験
的
認
識
の
た
め
に
避
け
る
と
と
の
で
き
ぬ
此
手
段
と
し
て
の
思
想
像
が
ウ
ェ

l
パ
l
の
珂
想
型
に
外
在
ら
な
い

あ
り
同
日
百
官
。

い
て
成
立
し
、

の
で
あ
る
。
而
し
て
理
想
型
が
先
づ
以
て
合
理
的
た
る
性
格
を
有
す
べ
き
こ
と
は
、
以
上
の
所
論
か
ら
今
中
自
明
の
と
と
で
託
け
れ

ば
在
ら
た
い
。

尚
一
つ
の
重
要
な
る
問
題
が
残
さ
れ
て
ゐ
る
。
開
銀
型
は
十
主
観
の
経
験
的
知
識
に
基
〈
と
と
ろ
の
主
視
的
た
柿
成
物
で
あ
る
。
と

す
れ
ば
と
の
も
の
は
主
観
の

を

-=r=ュ
-nr
な
形
成
に
委
ね
ら
れ
て
ゐ
る
と
云
ム
と
と
も
一
一
際
考
へ
ら
れ
は
し
よ
う
。
と
と
ろ
が
宛

も
と
の
も
の
に
つ
い
て
針
象
の
容
槻
的
友
知
識
印
ち
「
的
確
在
る
凶
旧
式
性
」
の
知
識
が
可
能
と
た
る
や
う
左
客
観
性
が
要
求
さ
れ
た



け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
剖
ち
主
観
的
旭
源
を
有
つ
に
も
拘
ら
や
客
観
的
怠
る
事
物
ま
た
は
事
態
を
示
し
て
ゐ
る
己
と
が
現
想

型
の
構
成
に
は
要
求
さ
れ
て
ゐ
る
。
借
に
漣
べ
た
と
と
ろ
の

同
S
《一0
3
N

を
主
槻
に
於
い
て
有
ず
る
此
思
畑
山
像
は
、
針
象
に
つ
い
て

。。
-E認
を
も
つ
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
n

理
想
型
の
構
成
は
ゆ
ゑ
に
主
制
闘
の
当

==2『
に
ま
か
さ
れ
て
は
左
ら
左
い
。
而

か
も
此
要
求
は
、
ウ
ェ

1
パ
ー
の
立
場
に
従
っ
て
、

純
経
験
的
に
ま
た
論
現
的
に
満
た
さ
れ
た
〈
て
は
左
ら
友
い
。
己
己
に
於
い
て

伎
が
と
の
要
求
を
論
畑
一
的
に
満
た
す
も
の
と
し
て
提
山
川
す
る
も
の
が
、
ヨ
ハ
ネ
ス
・

v
・
ク
リ

1
ス
に
依
っ
て
論
ぜ
ら
れ
た
と
己
る

〔
註
乙

で
あ
っ
た
。
ク
リ
ー
ス
に
山
れ
ば
、
此
範
時
は
確
率
計
算
の

の
「
客
相
的
可
能
性
の
範
暗

L
a
n志向。
E
骨
同
。

fE40n
冨

srDYE-)

原
理
主
援
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
経
験
的
に
獲
得
さ
れ
る
。
そ
と
で
ウ
ェ

l
パ
ー
に
於
い
て
も
亦
、

主
観
的
に
構
成
さ
れ
る
現
忽
却

が
客
観
的
友
内
容
を
包
蔵
す
る
と
云
ム
保
詮
が
輿
へ
ら
れ
る
の
は
、
確
率
計
算
E
F
一
の
類
比
忙
於
い
て
、
純
経
験
的
に
で
し
か
左
い
と

主
三

主
張
さ
れ
る
。

{
註
一
)
】
『
各
自
E
m
d
関
コ

g
u
口
岳
町
骨
コ
】
日
om己
R
L
O
司。
y
。rzd滝
口

冨

o
m】戸。
v
r
2
2
5白
E
E唱
〉
国
賓
OPLHHgmmD
骨弘
E
F
何
回
(
阿
∞
∞
∞
)
存
醐
的

可
能
性
円
意
味
に
つ
い
て
、
こ
の
毒
物
に
は
哉
の
様
に
脅
か
れ
て
ゐ
る
。
「
正
確
に
規
定
さ
れ
て
を
ら
な
い
或
事
情
の
下
で
一
つ
の
出
来
事
が
生
起

す
る
と
し
て
、
若
し
も
そ
の
出
来
事
を
ぽ
事
費
上
安
市
ず
る
生
起
の
法
則

(
F♀
2
r
官
]
【
宮
骨
凸
向
指
向
N

伶
臼
何
回
目
2
岳
mzgω)
に
従
っ
て
ひ
き
起
す

宇
ろ
な
此
事
情
の
規
定
と
一
耳
ふ
も
の
が
思
惟
さ
れ
う
る
な
ら
ば
、
そ
の
時
そ
の
出
車
事
の
生
起
は
非
翻
的
に
可
能
で
あ
る
主
名
づ
け
ら
れ
る
o」

(
F
E回
目

小

)

(
龍
一
一
)
確
唱
の
客
観
性
が
充
分
な
繰
返
し
に
よ
っ
て
抑
臓
的
に
侍
ら
れ
る
で
つ
に
、
理
想
型
的
概
念
構
成
も
非
そ
れ
を
貫
諾
す
る
宇
う
な
事
例
を
多

く
求
め
て
料
臓
的
に
非
現
的
可
能
性
を
保
請
す
る
。
南
者
の
問
に
は

l
l例
へ
ば
一
つ
の
サ
イ
コ
ロ
tc
或
時
史
的
事
件
と
の
聞
に
は
、
絶
封
的
偶
然

の
有
無
と
起
m
リ
う
る
事
象
円
数
量
が
規
定
さ
れ
う
る
か
否
か
と
に
つ
い
て
、
同
日
に
論
ピ
が
た
き
も
の
を
有
つ
で
ゐ
る
。
に
も
拘
ら
ず
、
寄
々
は
此

論
理
的
操
作
を
貫
際
行
，
っ
て
ゐ
る
白

e
あ
る
。
な
ほ
同
者
は
穣
質
性
の
度
告
を
許
す
黙
に
於
い
て
も
同
一
で
あ
る
。
(
耳
円
切
回

N
∞M
l
N舗
小
)

五

理

想

型

的

認

識

哩
調
型
白
割
前

悌
五
十
巻

ずミ

百五

第
五
競

-[1 
七



理
想
型
回
理
論

第
五
十
巻

第
五
擁

七
八

六

理
想
却
の
構
成
の
手
続
き
は
以
上
に
於
い
て
明
か
に
友
っ
た
。
吾
々
は
、
今
一
度
亡
の
思
想
像
の
認
識
に
到
す
る
意
義
を
省
み
よ

う
o

Z
口
々
が
経
験
科
胸
中
に
於
い
て
主
観
的
に
合
一
四
的
な
「
非
現
賓
的
た
る
閃
川
市
琳
嗣

L
E構
成
す
る
目
的
は
「
現
質
的
友
凶
某
聯
闘

a
 

E
透
察
す
る
己
と
」
で
あ
り
、

「
経
験
的
危
る
現
貰
を
そ
れ
と
比
校
し
そ
れ
と
の
現
貨
の
針
附
た
り
現
賓
の
そ
れ
か
ら
の
距
離
在
り

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

現
賓
と
そ
れ
と
の
相
封
的
危
泣
か
よ
り
左
り
を
確
か
め
、
か
く
し
て
現
賓
を
ば
で
き
る
だ
け
一
義
的
に
了
解
さ
れ
る
概
念
で
以
て
絞

叫
叫

述
し
、
悶
果
的
に
師
脇
せ
し
め
つ
つ
了
解
し
ま
た
説
明
し
う
る
L

と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
。
か
か
る
意
味
に
於
い
て
文
化
科
皐
の
認
識

は
四
想
型
的
認
識
で
あ
り
理
想
型
は
認
識
の
手
段
で
あ
る
。
然
ら
ば
こ
の
こ
と
か
ら
理
想
型
に
は
如
何
な
る
魁
佐
が
あ
る
と
考
へ
ら

れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
。
そ
れ
に
は
如
何
在
る
種
類
が
あ
る
の
で
あ
る
か
。
従
っ
て
叉
理
想
型
的
認
識
の
特
徴
は
何
庭
に
あ
る
で
あ
ら

う
か
。理

想
型
概
念
由
属
性

i
l第
一
に
理
想
型
は
イ
デ
ー
で
は
な
い
。
存
在
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
と
白
と
と
は
、
理
想
型
が
上
症
の
紹
噛
科
串
の
先

験
的
前
提
に
基
い
て
認
識
の
主
翻
が
論
理
的
に
構
成
す
る
と
と
る
の
思
相
像
で
ち
る
と
云
ふ
と
I
F
一
か
ら
の
市
恭
の
腸
結
で
あ
っ
て
、
若
し
も
そ
れ
が
イ

デ
ー
で
あ
る
こ
と
を
要
求
す
る
な
ら
ば
そ
れ
は
自
然
主
義
的
一
一
克
諭
か
ら
生
ず
る
妄
怨
で
あ
っ
て
、
組
関
科
串
に
於
け
る
存
在
開
向
を
喪
央

L
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
第
二
に
理
想
型
は
類
概
念
で
は
な
い
。
何
主
な
れ
ば
、
そ
れ
の
構
成
主
化
現
象
円
相
的
普
遍
性
を
求
め
て
い
ゐ
は
な
〈
、
そ
の
特
性
を
了

杭

牌
す
る
と
と
を
目
指
し
て
行
は
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
皆
互
に
.
か
ξ

一
再
っ
て
理
想
型
は
文
化
現
象
の
本
質
を
一
市
す
概
念
で
も
な
い
。
そ
れ
は
飽
〈
含
で

或
文
化
問
題
の
も
つ
文
化
意
義
に
よ
っ
て
抽
出
さ
れ
た
と
こ
る
白
非
現
費
的
な
る
主
翻
の
構
成
帽
で
あ
っ
て
、
そ
れ
で
以
て
隆
史
的
責
在
白
本
曜
の
内

容
や
本
質
が
回
定
さ
れ
た
と
か
、
臆
見
白
な
か
で
賃
現
さ
れ
る
現
賓
の
力
が
そ
こ
に
「
究
樺
化
L

さ
れ
て
ゐ
る
と
札
仙
寺
へ
る
の
は
、
之
ま
た
自
然
主
義

m
M
 

的
偏
見
よ
り
出
づ
る
説
帥
で
な
け
れ
ば
な
、
匂
な
い
。
そ
札
刊
の
安
情
性
に
は
常
に
限
界
が
伴
っ
て
ゐ
る
。
第
四
に
、
従
っ
て
、
そ
れ
は
歴
史
主
義
の
正
し

い
主
張
に
服
し
て
極
史
的
性
格
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
由
。
そ
恥
は
常
に
何
時
か
は
同
日
ゆ
〈
も
の
で
あ
ム
ロ
け
れ

rも
こ
の
こ
と
は
展
史
的
棉
割
主

義
に
陥
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
そ
れ
は
握
民
的
で
は
あ

p
な
が
ら
料
臨
白
規
則
に
於
い
て
確
乎
た
る
地
盤
を
持
っ
て
構
成
さ
れ
、
ぞ
れ
自
身
町
内
に

完
結
世
を
も
ワ
て
ゐ
旬
。
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理
翻
型
自
覆
煽
|
|
理
想
型
は
先
づ
第
一
に
認
識
闘
心
が
一
般
性
に
向
ふ
か
個
別
性
に
闘
は
る
か
に
よ
っ
で
、
即
ち
理
論
的
関
心
と
歴
史
的
閥
心
と

の
差
別
に
臨
ビ
て
、
一
般
的
性
絡
を
も
つ
も
の
と
桐
別
的
性
椅
を
も
う
も
の
と
に
分
け
ら
れ
る
。
例
へ
ば
抽
象
的
岡
民
経
済
串
に
於
け
る
「
交
換
鯉
済
」

と
か
「
法
則
」
と
か
は
前
者
白
、
「

;
7ドリヒ・
7

と
:
回
世
の
政
治
ー
は
後
者
長
例
で
あ
旬
。
理
想
型
は
上
越
の
語
り
類
概
念
で
は

な
い
。
け
れ

E
も
翻
的
な
る
理
想
型
と
云
ふ
も
の
は
存
北
ず
る
。
一
般
的
性
格
を
も
っ
理
論
の
理
想
型
が
そ
れ
で
あ
ス
円
。
第
二
に
理
想
裂
は
そ
の
封
象

が
思
想
で
あ
る
か
祉
曾
現
象
で
あ
る
か
に
よ
っ
で
思
想
の
理
想
型
と
事
柏
町
思
想
型
と
に
匝
別
す
る
と
と
が
包
き
る
。
唯
物
史
祖
や
費
本
主
義
白
精
神

は
前
者
に
、
資
本
主
義
組
済
宇
都
市
経
済
は
後
者
に
属
し
て
ゐ
る
。
第
三
に
吾
々
は
今
一
円
一
円
種
類
を
|
|
獲
展
の
理
想
型
益
事
げ
な
〈
で
は
な
ら
な

い
。
と

L

に
は
ゆ
エ
バ

1
自
身
が
書
い
て
ゐ
る
衰
展
の
珊
想
型
白
一
つ
を
示

L
て
お
き
た
い
。
彼
は
『
古
代
町
農
業
献
態
』
あ
る
ひ
は
む
し
ろ
古
代
鯉

椅
史
に
於
い
て
都
市
的
愛
展
を
遂
げ
た
古
代
諸
民
族
に
つ
い
て
は
或
「
相
織
段
階
」
が
繰
逗
へ
さ
れ
た
も
の
と
明
瞭
に
認
識
で
一
段
、
る
&
書
い
て
ゐ
る
。

師
ち
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
古
代
民
族
は
第
一
に
農
業
共
同
膿

(
F
5
3
m
mヨ
2
2
2
5ロ
)
第
二
に
城
廓
王
困
(
回
出
品

E
E
E雪
国
民
回
)
第
三
に
貴
族
ポ
リ
λ

(
〉
骨
T
官
官
)
第
四
に
件
同
僚
的
都
市
王
岡
(
困

Z
E
E
-
s
z
v
n
v
E
Z
E苦
E
問

Z
E
)
悼
五
に
構
成
的
街
役
岡
一
本
{
〉

t
Z
Z
M
Z円

Z

E晶
局
VEE)
帯
六

に
重
甲
兵
ポ
リ
九
(
司

eZHET--ι
第
七
に
民
主
主
義
的
市
民
ポ
ヲ
ス

(
F
Z
E
E
E
冒
需
品
。

g
i
l
Tる
殻
展
段
階
を
騨
過
し
て
都

市
国
家
を
崩
壊
せ
し
め
た
と
一
耳
は
れ
て
ゐ

h
。
帽
、
と
ミ
で
ゆ

z
t
バ
ー
が
構
成
し
た
と
の
発
展
的
問
想
却
は
、
古
代
純
桝
史
が
政
措
史
主
離
す
べ
か

ら
ざ
る
闘
係
に
あ
る
と
云
ふ
事
情
に
基
い
て
、
「
軍
事
円
全
樫
を
完
全
に
委
任
十
る
人
々
」
(
百
四
回
目

E
Sユ
呂
官
同

S
E
E
E自
国
)
を
標
準
と
し
て
つ

〈
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
彼
自
ら
の
語
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
と
を
出
意
し
て
お
〈
ペ
き
で
あ
ら
旬
。

理
想
型
の
報
担
は
、
認
識
闘
心
よ
り
生
ず
る
部
一
の
も
の
き
封
喪
主

m
生
ず
る
上
回
一
一
一
つ
の
匝
別
と
が
そ
れ
ぞ
れ
結
び
つ
〈
こ
唱
と
に
よ
っ
て
、
骨
せ

て
六
つ
の
積
類
を
生
ぜ
し
め
る
。

理
組
型
的
認
識
白
特
質
1
|
理
想
型
帥
認
誠
は
、
理
想
型
の
上
越
の
諦
属
性
か
ら
明
か
で
あ
る
干
う
に
、
組
験
的
安
門
川
性
を
有
た
な
い
。
睦
史
的
認

識
で
あ
れ
、
理
論
的
認
識
で
あ
れ
封
象
は
理
想
割
を
用
ひ
て
「
的
確
な
る
凶
果
聯
開
」
に
於
い
で
認
識
さ
恥
る
ー
と
は
一
耳
へ
、
そ
の
悶
果
聯
関
が
或
文
化

ー
一
情
値
の
灘
貼
に
闘
っ
て
ゐ
る
限
り
、
印
ち
限
定
さ
れ
V

た
問
題
か
ら
生
ず
る
限
定
さ
れ
た
認
識
闘
心
の
下
に
認
識
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
而

L
て

又
、
主
制
悼
の
艇
験
的
知
識
に
基
い
て
割
象
に
臨
む
限
り
、
謝
象
そ
の
も
の
ミ
本
質
に
迫
り
え
た
と
云
ふ
保
置
は
興
へ
ら
れ
て
ゐ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ

れ
は
認
識
が
未
熟
で
あ
る
た
め
に
起
る
の

C
は
な
い
。
寧
ろ
自
然
主
義
的
偏
見
に
よ
り
て
認
識
が
直
ち
に
針
象
の
本
質
を
額
は
に

L
粧
験
的
安
常
性
を

有
す
る
と
云
ふ
考
へ
が
誤
謬
を
気
付
か
し
め
ら
れ
て
、
押
験
的
安
情
性
を
も
た
由
理
想
械
的
認
識
が
自
費
さ
れ
燕
た
る
こ
と
が
、

E
に
科
畢
の
成
品
開
を

意
味
し
て
ゐ

h
。
そ
れ
の
み
で
は
な
い
ロ
酌
想
却
が
認
識
に
封
ず
る
論
理
的
役
割
を
は
た
す
四
は
、
却
っ
て
「
E
に
自
己
み
づ
か
ら
の
非
現
質
性
を
表

理
想
型
の
理
論

第
五
十
巻

第
五
就

-b 
九

六
一
七

WL. SS. 208， 209 (同書 pp.99. 100) 、NL.s. 130 
WL. SS. 201，却2(同書 pp.88--90) 
Max Weber: Ge抽 mmelte-Aufsatze zur Soual-und Wirtschafts氏"eschichteS5. 
35-42. 42) ibid. S. 34， S. 44-

38) 
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揮
五
十
巻

第
五
競

理
想
型
白
理
論

理
ご
と
に
よ
っ
て
判
で
あ
る
と
一
再
は
な
け
れ
ば
な
品
。

Z
1
7が
霊
法
別
企
合
理
的
理
却
す
賞
し
て
前
者
を

2
6
H
i
n
向。】
I

‘，

huり4
 

宮
白
色
何
回
。
同
色

E
R
唱。巴ぬ同
s
t
u
n
-
w
z
-
E
E口
問
主
-
Z
ひ
、
後
者
を
巴
E
Z
E四
自
覚
官
。
-wF吉
芸
品

ro『

24-u-『

E
r
q
ロ巴
E
コ
問
主
名
づ
け
る
所
以

は
、
こ
L
に
明
瞭
と
な
る
で
あ
ら
う
。
従
う
て
又
、
開
祖
型
的
認
識
に
於
け
る
「
法
則
」
の
有
ナ
る
特
異
な
る
意
義
が
了
榊
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
の
「
法

則
」
は
自
然
科
単
に
於
け
る
と
具
な
り
訟
識
の
目
的
で
は
な
く
し
で
手
段
で
あ
り
、
『
一
般
的
』
即
ち
拍
車
的
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
そ
の
致
用
は

“
 

小
さ
い
の
で
あ
る
己
資
晶
の
理
組
制
叫
が
は
ち
に
陪
史
円
資
展
地
桂
そ
の
一
も
の
を
表
現
し
て
は
ゐ
な
い
と
一
一
品
ふ
重
要
な
る
主
援
も
、
今
』
γ

苦
々
に
取
っ
て

『
持
此
)

は
緯
晶
さ
れ
る
を
要
し
な
い
明
白
な
事
態
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。

(
註
)
し
か
ら
ば
理
想
曜
の
一
品
識
に
劃
す
る
放
用
と
は
何
で
あ
る
か
。
ゥ
ェ
ー
バ
ー
の
論
謹
に
よ
っ
て
之
に
到
す
る
解
答
を
整
理
す
る
な
ら
ば
、
故
の

四
種
目
款
用
が
柑
示
さ
れ
て
ゐ
る
の
を
見
い
だ
す
で
あ
ら
う
。
|
|
(
一
)
術
語
的
(
時
O
E
M
S
]品
E
E
)、
(
ニ
)
分
制
的

(
E
E
M
E
E
5
2
7
)、
(
三
)

世
果
的

(4UPO自
己
主
三
、
(
凹
)
輩
出
的

(
F
E
E
t色
町
)
、
情
値
。
〈
mH
国

HMmm芯
守
口
町
】
T
i
Z
E
E
E
m
E
S
E
E
E宮
m
令
官
関
)
印
-
E可
そ
こ

に
は
各
・
々
に
つ
い
て
詳
細
に
回

E
W
が
罰
さ
れ
て
あ
る
。

六
一
八

J¥ 

O 

枇
舎
利
率
の
認
識
は
か
か
る
迎
想
型
的
認
識
と
し
て
の
み
客
観
的
安
首
性
を
持
。
。
し
か
ら
ば
と
の
科
串
の
歴
史
は
如
何
に
把
握

さ
れ
る
の
で
あ
る
か
。
叉
と
の
科
問
中
に
於
け
る
進
歩
と
は
一
叫
闘
い
か
た
る
事
態
を
指
す
の
で
あ
ら
う
か
。
王
町
々
は
訟
の
づ
と
と
の
疑

問
を
懐
か
せ
ら
れ
る
。
け
れ
ど
も
此
疑
問
は
現
想
裂
の
有
す
る
上
速
の
歴
史
的
性
格
よ
り
解
か
れ
る
は
づ
で
あ
る
。
'
即
ち
常
に
或
文

化
問
題
を
持
ち
或
特
定
の
翻
離
の
上
で
構
成
さ
れ
た
現
想
型
|
|
「
そ
の
時
時
の
吾
々
の
知
識
般
態
と
吾
々
が
そ
の
時
時
に
使
用
し

う
る
概
念
的
形
成
惜
」

l
ー
を
用
ひ
て
現
賓
の
混
沌
た
る
一
断
片
即
ち
或
文
化
に
秩
序
を
輿
へ
上
う
、
と
す
る
或
思
想
鰐
系
は
、
新
し

い
文
化
問
題
を
捲
っ
た
新
し
い
視
結
に
立
つ
認
識
闘
山
に
よ
っ
て
批
判
を
受
け
る
。
そ
の
批
判
は
先
の
髄
系
の
「
概
念
構
成
の
批
判
」

ム
」
云
ふ
形
を
取
る
で
あ
ら
う
。
而
し
て
新
し
い
視
結
に
立
つ
認
識
は
新
し
い
理
畑
山
型
的
認
識
に
ま
で
成
熟
す
る
で
あ
ら
う
。

「
だ
品
、
b
枇
曾
生
活
を
取
扱
山
科
壌
の
臆
車
は
、
い
つ
で
も
、
概
念
構
成
に
よ
っ
て
事
貨
を
思
想
的
に
整
序
し
よ
う
と
す
る
企
て
ー
ー
か
く
し
て
獲
ら

れ
た
思
却
益
円
、
科
国
申
的
躍
の
披
大
お
よ
び
樺
行
に
よ
る
解
消

l
|而
し
て
か
〈
塑
化
し
た
基
礎
円
上
で
の
概
念
の
新
構
成
1
l
l
r一
円
結
え
ざ
る
交

替
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
叫
」

WL. S. 206 (同主宰 p.96) 
WT.. S. 203 (同署 p_92) 
WL. S. 130. 
WL. S. 178 (同書 p.56) 
WL. S. 203 (同書 p.92) 
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縫
っ
て
此
科
皐
に
於
け
る
進
歩
も
亦
、
新
し
い
三
へ
な
る
文
化
問
題
の
光
明
が
貼
ぜ
ら
れ
L

而
し
ナ
一
科
事
が
そ
の
立
場
と
概
念
装

別

世
と
を
代
へ
て
事
責
に
向
ム
時
忙
達
せ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
四
叫
怨
型
的
認
識
が
歴
史
皐
源
一
般
に
つ
い
て
難
ぜ
ら
れ
る
と
と
る
の

認
識
の
相
針
主
義
と
一
膝
は
銃
〈
樹
立
す
る
も
の
で
あ
る
己
と
が
、
と
と
で
承
認
せ

ιれ
ね
ば
左
ら
由
。
此
認
識
は
歴
史
的
性
格
を

持
ち
左
が
ら
而
か
も
協
に
銃
く
論
域
的
に
構
成
さ
れ
た
忠
恕
像
の
中
で
遂
げ
ら
れ
る
以
ヒ
、
常
忙
完
結
性
を
有
し
て
ゐ
る
。
そ
れ
は

同
一
の
概
念
閥
系
の
内
部
で
認
識
内
容
の
増
加
に
よ
っ
て
い
つ
か
は
完
結
し
た
思
想
閥
系
に
ま
で
高
め
ら
れ
よ
う
と
考
へ
る
相
封
主

義
で
は
た
い
。
而
し
て
此
相
具
は
賀
花
模
沼
説
と
批
判
主
義
と
の
認
識
諭
上
の
立
場
の
同
受
の
相
具
忙
基
〈
も
の
で
あ
ふ
。

さ
で
苦
々
は
珂
想
川
引
の
明
論
の
特
質
主
略
を
書
き
終
へ
た
か
と
忠
ふ
。
最
後
に
惑
っ
た
問
題
は
此
現
論
に
上
る
歴
史
・
理
論
・
政

策
の
三
部
門
の
認
識
の
構
造
聯
闘
を
見
究
め
る
己
と
で
な
け
れ
ば
左
ら
泣
い
。
謄
史
認
識
と
現
論
認
識
と
が
針
象
の
具
惜
的
櫛
闘
か

ら
個
別
性
と
一
般
牲
と
K
浸
償
侃
的
に
着
目
す
る
と
こ
ろ
に
分
化
す
る
己
と
は
、
既
に
先
忙
示
さ
れ
た
。
と
と
ろ
で
政
策
的
認
識
は

1
|
之
も
亦
経
験
科
皐
と
レ
て
は
淡
偵
他
的
に
の
み
期
想
型
的
に
の
み
存
立
し
号
私
。
先
忙
没
倒
値
性
理
論
の
第
一
吹
的
作
用
と
し

て
述
べ
た
先
験
的
前
提
は
と
こ
で
内
容
的
に
限
定
さ
れ
て
経
験
科
皐
の
内
に
這
入
っ
て
来
る
。

ウ
ェ

1
パ
l
の
方
法
論
は
か
く
し
て

波
慣
値
性
川
崎
論
と
迎
想
型
現
論
と
の
相
互
補
完
的
左
作
用
に
基
い
て
三
つ
の
認
識
部
門
の
椛
治
聯
闘
を
特
異
友
る
形
態
に
於
い
で
可

能
に
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
而
か
も
己
の
締
法
聯
闘
を
根
抵
よ
り
支
へ
て
ゐ
る
契
機
が
此
科
瞳
干
の
先
験
的
前
提
|
|
認
識
主
観
に
封

ナ
る
賓
践
性
の
喪
失
と
世
田
外
相
附
か
ら
の
白
巾
の
要
請
に
他
左
ら
在
か
っ
た
と
と
は
今
や
明
か
で
あ
ら
う
。
自
然
主
義
に
於
け
る
一
一
部

門
の
統
一
が
寅
践
的
な
る
認
識
主
視
の
自
覚
に
よ
っ
て
途
げ
ら
れ
て
ゐ
た
の
に
針
し
で
、
と
と
で
は
そ
の
同
じ
統
一
が
主
観
に
封
し

て
要
請
せ
ら
れ
る
寅
践
性
の
喪
失
に
基
い
て
特
典
な
形
態
に
於
い
て
可
能
に
な
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
三
つ
の
認
識
部
門
に
統
一
を

奥
へ
る
も
の
が
寅
に
認
識
の
主
畑
明
記
自
発
・
方
法
的
意
識
に
他
な
ら
左
い
の
で
あ
る
己
と
を
了
解
さ
せ
る
此
事
態
に
封
し
て
、
吾
々

は
深
〈
注
目
す
る
と
こ
ろ
が
左
く
℃
は
注
ら
な
い
。

理
想
型
白
理
論

第
五
親

月、

策
五
十
巷
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