
西
田
幾
多
郎
と
田
辺
元
の
間
で
、
激
し
い
論
争
が
な
さ
れ
た
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
本
論
文
で
は
、
こ
の
論
争
の
中
で
田
辺
元
が

提
唱
し
た
「
種
の
論
理
」
が
、
西
田
哲
学
批
判
と
し
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
田
辺
元
は
、
論
文
「
西

田
先
生
の
教
を
仰
ぐ
」
（
一
九
三
○
年
）
に
お
い
て
は
じ
め
て
西
田
哲
学
を
批
判
し
た
後
、
一
時
的
に
西
田
哲
学
へ
の
歩
み
寄
り
を
示
し
つ

つ
も
（
１
）
、
「
社
会
存
在
の
論
理
」
（
一
九
三
四
’
三
五
年
）
を
発
表
す
る
や
、
西
田
哲
学
へ
の
批
判
を
激
し
く
再
開
し
た
。
一
方
、
こ
の
時

期
、
後
に
『
哲
学
論
文
集
第
二
』
（
一
九
三
七
年
）
に
収
め
ら
れ
る
諸
論
文
を
執
筆
し
て
い
た
西
田
幾
多
郎
も
、
「
論
理
と
生
命
」
（
一
九
三
六

年
）
を
雑
誌
『
思
想
』
に
発
表
し
た
際
、
田
辺
の
名
を
挙
げ
て
批
判
を
行
っ
た
。
以
降
、
批
判
の
応
酬
が
な
さ
れ
、
両
者
の
間
で
和
解
が
成

立
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
両
者
の
対
立
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
西
田
哲
学
と
田
辺
哲
学
は
多
く
の
点
で
相
通
ず
る
も
の

を
持
っ
て
い
る
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
て
き
て
い
る
。

例
え
ば
西
谷
啓
治
は
、
田
辺
の
西
田
批
判
に
は
西
田
へ
の
誤
解
と
思
わ
れ
る
も
の
が
多
い
と
し
て
、
「
そ
れ
ら
の
批
判
で
問
題
に
な
っ
て

い
る
事
柄
に
つ
い
て
西
田
哲
学
が
語
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
探
っ
て
ゆ
け
ば
、
多
く
の
場
合
、
田
辺
哲
学
が
説
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
と
案
外
接
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こ
う
し
た
西
谷
の
見
解
は
、
多
く
の
支
持
を
受
け
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
（
６
）
。
確
か
に
西
谷
の
言
う
よ
う
に
、
西
田
も
田
辺
も
晩
年
に

は
絶
対
無
を
軸
と
し
て
自
ら
の
思
想
を
語
っ
て
お
り
、
そ
の
点
で
両
者
は
結
果
的
に
は
多
く
の
共
通
点
を
持
つ
に
至
っ
た
と
言
え
よ
う
。
と

は
い
え
、
両
者
の
論
争
の
意
義
を
考
察
す
る
場
合
に
は
、
そ
う
し
た
結
果
か
ら
の
み
評
価
を
下
す
の
は
適
当
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
そ
う

し
た
場
合
、
批
判
を
開
始
し
た
側
で
あ
る
田
辺
の
西
田
哲
学
批
判
の
意
味
が
見
落
と
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
情
か

ら
、
西
谷
の
見
解
に
基
本
的
に
同
意
し
つ
つ
も
、
西
田
哲
学
と
田
辺
哲
学
の
相
違
に
改
め
て
光
を
あ
て
る
こ
と
は
、
意
義
あ
る
こ
と
と
思
わ

れ
る
。
そ
れ
を
通
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
哲
学
の
独
自
な
意
義
を
よ
り
一
層
明
瞭
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
場

合
特
に
、
論
争
の
中
で
と
り
わ
け
激
し
い
対
立
点
と
な
っ
た
「
種
」
を
め
ぐ
る
論
争
の
意
味
を
探
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
（
７
）

そ
の
た
め
に
本
論
文
で
は
、
特
に
批
判
を
始
め
た
側
で
あ
る
田
辺
が
、
ど
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
も
と
づ
い
て
「
種
の
論
理
」
を
提
唱
し
た

の
か
、
西
田
哲
学
批
判
と
し
て
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
持
つ
の
か
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
「
種
の
論
理
」
が
は
じ
め
て
論

近
し
て
く
る
の
で
は
な
い
か
」
（
２
）
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
田
辺
に
関
し
て
は
『
餓
悔
道
と
し
て
の
哲
学
』
（
一
九
四
六
年
）
以
降
を
、

西
田
に
関
し
て
は
後
期
の
「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
ご
の
哲
学
を
そ
れ
ぞ
れ
分
析
し
、
「
こ
れ
ら
二
つ
の
立
場
は
、
絶
対
無
を
軸
に
し
た
「
自

己
な
ら
ぬ
自
己
」
の
立
場
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
に
お
い
て
根
本
的
に
は
殆
ど
お
な
じ
で
あ
る
」
（
３
）
と
結
論
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
西
谷
は
、

両
者
の
相
違
点
を
、
「
自
己
な
ら
ぬ
自
己
」
へ
と
至
る
ア
プ
ロ
ー
チ
の
違
い
の
中
に
見
出
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
西
田
の
言
う
自
覚
と
田
辺

の
言
う
餓
悔
と
の
違
い
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
哲
学
す
る
立
場
の
違
い
で
あ
る
。
「
物
と
な
っ
て
考
へ
、
物
と
な
っ
て
行
ふ
」
（
４
）
こ
と
を
モ
ッ

ト
ー
と
す
る
西
田
哲
学
が
、
哲
学
す
る
こ
と
に
な
り
き
る
立
場
に
立
つ
の
に
対
し
て
、
田
辺
哲
学
は
こ
の
よ
う
な
立
場
を
「
賢
者
智
者
の
立

場
」
（
５
）
と
し
て
否
定
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
よ
う
な
立
場
の
限
界
を
、
凡
愚
の
立
場
に
お
い
て
自
覚
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
、
と
い
う

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
西
谷
は
、
絶
対
無
を
軸
と
す
る
点
で
、
両
哲
学
の
思
想
的
な
近
さ
を
見
出
す
と
と
も
に
、
そ
こ
へ
至
る
立
場
の
違

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
一

い
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
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じ
ら
れ
た
「
社
会
存
在
の
論
理
」
を
中
心
に
、
「
種
の
論
理
」
形
成
期
の
田
辺
の
思
想
を
検
討
し
た
い
。

田
辺
の
種
の
論
理
は
一
挙
に
現
れ
た
の
で
は
な
く
、
「
社
会
存
在
の
論
理
」
か
ら
「
種
の
論
理
の
意
味
を
明
に
す
」
二
九
三
七
年
）
に
至

る
ま
で
、
様
々
な
修
正
を
経
て
形
成
さ
れ
た
。
最
も
総
括
的
に
そ
の
内
容
を
表
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
後
者
の
論
文
に
お
い
て
、
田
辺
は
種

の
論
理
を
提
唱
す
る
に
至
っ
た
動
機
を
、
実
践
的
動
機
と
論
理
的
動
機
と
に
分
け
て
述
べ
て
い
る
。
実
践
的
動
機
と
は
、
「
個
人
に
対
す
る

国
家
社
会
の
統
制
の
根
拠
理
由
を
求
め
、
之
に
処
す
る
我
々
の
態
度
を
理
性
的
に
確
立
せ
ん
と
す
る
実
践
的
要
求
」
（
田
辺
六
・
四
六
六
）
（
８
）

に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
個
人
に
対
す
る
国
家
的
統
制
が
強
ま
っ
て
い
た
当
時
の
状
況
の
中
で
、
田
辺
は
、
自
由
た

る
べ
き
個
人
が
ど
の
よ
う
に
社
会
へ
関
わ
り
う
る
か
を
追
求
す
る
必
要
性
を
意
識
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
動
機
に
も
と
づ
い

た
探
求
の
中
で
、
単
な
る
実
践
的
意
味
を
超
え
た
哲
学
の
方
法
に
関
わ
る
「
純
粋
に
論
理
的
な
る
思
索
動
機
」
（
同
所
）
が
形
成
さ
れ
て
い
っ

た
。
そ
こ
か
ら
生
み
出
さ
れ
て
い
っ
た
の
が
、
い
わ
ゆ
る
絶
対
媒
介
の
論
理
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
田
辺
の
説
明
に
よ
る
な
ら
ば
、
種
の
論
理
は
二
つ
の
動
機
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
種
の
論
理
は
、
社
会
理
論

に
お
い
て
人
類
的
国
家
と
個
人
と
を
媒
介
す
る
社
会
に
関
す
る
論
理
と
い
う
側
面
と
、
論
理
学
の
推
論
形
式
に
お
け
る
普
遍
・
特
殊
・
個
別

の
独
特
な
媒
介
の
論
理
と
い
う
側
面
と
を
同
時
に
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
両
側
面
は
、
切
り
放
し
が
た
く
密
接
に
重

な
り
合
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
本
論
文
で
は
さ
し
あ
た
り
、
種
の
論
理
を
そ
の
実
践
的
側
面
と
、
そ
の
論
理
的
側
面
と
に
分
け
て
検
討
し
、

種
の
論
理
が
何
で
あ
る
か
を
明
確
化
し
た
い
。
そ
し
て
次
に
、
種
の
論
理
が
西
田
哲
学
批
判
と
し
て
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か

に
す
る
た
め
に
、
西
田
哲
学
の
論
理
構
造
を
概
観
し
、
そ
の
上
で
種
の
論
理
の
西
田
哲
学
批
判
と
し
て
の
特
色
を
検
討
し
た
い
。
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「
社
会
存
在
の
論
理
」
に
お
い
て
田
辺
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
人
間
は
社
会
に
於
て
、
人
間
存
在
は
社
会
存
在
に
於
て
、
始
め
て

具
体
的
た
り
得
る
。
社
会
存
在
の
哲
学
こ
そ
今
日
の
哲
学
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
哲
学
的
人
間
学
で
な
く
し
て
、
哲
学
的
社
会
学
が
今
日
の

要
求
で
あ
ら
う
」
（
田
辺
六
・
五
三
）
。
こ
こ
に
端
的
に
、
種
の
論
理
を
提
唱
す
る
田
辺
の
問
題
意
識
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
個
人
に
強
制

力
を
も
っ
て
対
す
る
国
家
と
、
自
由
た
る
べ
き
個
人
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
と
い
う
実
践
的
課
題
に
応
え
る
に
あ
た
っ
て
、
田

辺
が
考
え
た
の
が
、
社
会
存
在
の
論
理
な
の
で
あ
る
。
人
間
を
単
な
る
個
人
と
し
て
扱
う
の
で
な
く
、
種
的
社
会
に
お
い
て
あ
る
も
の
と
し

て
扱
お
う
と
す
る
こ
の
論
理
の
探
求
こ
そ
が
、
「
現
代
哲
学
の
中
心
課
題
を
な
す
」
（
同
所
）
と
い
う
位
置
づ
け
を
田
辺
は
行
っ
て
い
る
。

田
辺
は
こ
の
種
の
論
理
の
実
践
的
側
面
に
関
し
て
、
実
際
に
は
、
国
家
と
個
人
と
の
矛
盾
の
問
題
に
直
接
答
え
る
と
い
う
よ
り
は
、
主
に

従
来
の
社
会
理
論
を
批
判
す
る
と
い
う
形
で
論
じ
て
い
る
。
社
会
契
約
説
な
ど
の
従
来
の
社
会
理
論
に
よ
っ
て
は
、
国
家
と
個
人
と
の
矛
盾

に
関
す
る
現
代
的
課
題
を
解
決
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
自
然
法
理
論
に
も
と
づ
く
国
家
論
や
社
会
契
約
説

な
ど
に
お
い
て
は
、
個
体
は
特
殊
の
特
殊
化
の
極
限
で
あ
り
、
普
遍
は
特
殊
の
普
遍
化
の
極
限
と
し
て
の
人
類
全
体
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
こ
れ
で
は
全
体
と
個
体
と
の
対
立
は
、
普
遍
と
特
殊
と
の
関
係
に
帰
せ
ら
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
結
果
、
「
全
体
に
対
し
て
も
個
体
に

対
し
て
も
、
真
に
具
体
的
な
る
媒
介
の
役
目
を
果
す
も
の
と
し
て
の
「
特
殊
」
の
、
固
有
な
る
機
能
は
見
失
は
れ
ざ
る
を
得
な
い
」
（
田
辺

六
・
五
四
）
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
自
由
で
独
立
し
た
個
人
が
、
単
な
る
人
類
全
体
の
特
殊
な
一
部
分
と
し
て
の
み
考
え
ら
れ
、
ま
た
人
類
全
体

が
そ
の
よ
う
な
部
分
の
集
ま
り
と
し
て
の
み
考
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
田
辺
に
よ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
思
惟
に
止
ま
る
限
り
、

「
実
は
個
人
も
人
類
も
単
に
観
念
的
構
成
の
産
物
た
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
実
在
性
を
有
す
る
存
在
と
し
て
思
惟
せ
ら
れ
る
こ
と
は
出
来
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ぬ
」
（
田
辺
六
・
五
六
）
の
で
あ
る
。

田
辺
に
よ
れ
ば
、
自
然
法
理
論
に
も
と
づ
く
社
会
契
約
説
は
、
「
原
理
的
に
は
人
類
の
全
体
に
及
ぶ
全
と
、
そ
れ
の
特
殊
な
る
成
員
と
し

て
の
個
と
の
、
平
等
一
様
化
の
上
に
立
つ
個
人
主
義
の
理
論
」
（
田
辺
六
・
六
○
）
に
ほ
か
な
ら
ず
、
．
理
性
人
間
」
の
形
成
す
る
人
類
社
会

の
範
型
を
示
す
」
（
同
所
）
に
す
ぎ
な
い
。
「
理
性
人
間
」
と
は
、
個
体
存
在
を
「
単
に
普
遍
的
な
る
も
の
の
特
殊
化
の
極
限
と
し
て
、
常
に

普
遍
的
な
る
も
の
に
従
属
し
、
そ
れ
の
秩
序
に
従
っ
て
相
協
和
す
る
も
の
」
（
田
辺
六
・
五
八
）
と
み
な
す
時
に
考
え
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。

平
等
に
一
様
化
さ
れ
自
ら
契
約
し
て
国
家
社
会
を
形
成
す
る
よ
う
な
理
性
的
個
人
は
、
も
は
や
契
約
を
必
要
と
し
な
い
し
、
ま
た
反
対
に
、

契
約
を
必
要
と
す
る
よ
う
な
非
合
理
的
個
人
に
よ
っ
て
は
自
由
契
約
は
成
立
し
な
い
。
こ
こ
に
社
会
契
約
説
は
根
本
的
な
矛
盾
を
有
す
る
の

平
等
一
様
化
さ
れ
た
理
性
的
個
人
は
、
単
に
観
念
的
に
考
え
ら
れ
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、
そ
こ
か
ら
現
実
的
な
社
会
を
導
き
出
す
こ
と
は
で

き
な
い
。
普
遍
の
単
な
る
特
殊
化
の
極
限
と
し
て
の
個
は
、
現
実
的
な
個
人
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
考
え
に
も
と
づ
い
た

類
的
な
全
体
も
ま
た
抽
象
物
に
す
ぎ
ず
、
個
も
全
も
本
当
の
意
味
で
は
成
立
し
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
観
念
的
、
抽
象
的
な
個
人
主
義
を
の
り
こ
え
る
た
め
に
、
個
人
を
私
と
汝
の
相
関
と
い
う
観
点
か
ら
捉
え
、
個
人
の
実
在
性

を
回
復
す
る
と
共
に
、
そ
の
相
関
か
ら
社
会
関
係
を
論
じ
よ
う
と
す
る
試
み
も
存
在
す
る
（
９
）
。
個
物
を
平
等
に
一
様
化
し
、
孤
立
化
し
た

も
の
と
し
て
捉
え
る
個
人
主
義
と
比
較
す
れ
ば
、
そ
れ
は
確
か
に
、
よ
り
具
体
的
な
理
論
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
田
辺
は

こ
う
し
た
試
み
を
も
、
「
他
に
於
い
て
自
己
を
見
出
す
と
い
ふ
交
互
性
だ
け
で
は
、
自
と
他
と
を
そ
の
限
定
と
し
て
含
む
全
体
は
単
に
自
他

の
相
関
に
予
想
せ
ら
れ
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
た
だ
そ
の
根
底
に
即
自
的
に
含
蓄
せ
ら
れ
る
に
止
ま
り
、
全
体
と
し
て
の
存
在
を
対
自
的
に
顕

は
す
こ
と
が
無
い
」
（
田
辺
六
・
六
三
）
と
批
判
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
私
と
汝
と
の
相
関
関
係
は
確
か
に
社
会
性
の
最
も
抽
象
的
な
形
態
で

は
あ
る
が
、
そ
れ
は
直
ち
に
社
会
の
具
体
的
構
造
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
社
会
そ
の
も
の
は
そ
れ
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
は
な
ら
な
い
の
で

で
あ
る
。
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さ
て
、
社
会
契
約
説
や
私
と
汝
の
相
関
説
が
、
種
的
社
会
の
意
義
を
論
ず
る
こ
と
が
で
き
ず
、
抽
象
的
な
理
論
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
は
、

田
辺
に
よ
れ
ば
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
の
論
理
が
有
す
る
限
界
に
そ
の
根
拠
を
持
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
論
理
に
お

い
て
も
確
か
に
普
遍
・
特
殊
・
個
別
の
関
係
が
論
じ
ら
れ
る
が
、
し
か
し
そ
の
特
殊
は
、
普
遍
よ
り
は
特
殊
的
で
あ
り
個
別
よ
り
は
普
遍
的

な
中
間
者
た
る
に
止
ま
り
、
特
殊
的
な
も
の
の
論
理
的
意
義
が
実
際
に
は
没
却
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
類
と
個
に
対
し
て
両
者
を
媒

介
す
る
べ
き
特
殊
的
な
も
の
と
し
て
の
種
は
、
そ
の
固
有
な
原
理
を
失
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
欠
点
を
の
り
こ
え
る
も
の
と
し
て
提
起
さ
れ

る
の
が
、
絶
対
媒
介
の
論
理
に
外
な
ら
な
い
。

田
辺
は
、
論
理
の
本
質
を
推
論
に
見
出
し
、
そ
れ
を
成
立
さ
せ
て
い
る
「
媒
介
」
こ
そ
論
理
の
枢
軸
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
さ
ら
に
「
一

を
立
す
る
に
他
を
媒
介
と
せ
ざ
る
こ
と
な
き
」
（
田
辺
六
・
五
九
）
こ
と
、
つ
ま
り
「
絶
対
媒
介
」
こ
そ
が
論
理
の
本
質
で
あ
る
こ
と
を
主
張

す
る
。
田
辺
の
理
解
で
は
、
相
対
的
な
関
係
を
超
え
た
絶
対
的
な
も
の
さ
え
、
媒
介
な
し
に
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
絶
対
媒
介
の
論
理
に
の
っ
と
っ
て
田
辺
は
、
類
・
種
・
個
の
関
係
を
次
の
よ
う
に
考
え
る
。
ま
ず
、
種
的
な
共
同
体
の
典
型
を
田
辺

は
い
わ
ゆ
る
原
始
的
ト
ー
テ
ム
社
会
の
中
に
見
出
す
。
ト
ー
テ
ム
社
会
に
お
い
て
は
、
各
成
員
は
ト
ー
テ
ム
を
通
じ
て
氏
族
と
自
己
と
を
同

一
視
す
る
。
こ
の
よ
う
に
氏
族
と
成
員
と
を
同
一
化
す
る
構
造
を
、
田
辺
は
レ
ヴ
ィ
・
ブ
リ
ュ
ー
ル
に
な
ら
っ
て
、
「
分
有
法
則
」
と
い
う

言
葉
で
言
い
表
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
部
分
が
全
体
を
分
有
す
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
田
辺
が
主
張
す
る
「
種
の
論
理
」
は
、
相

互
に
区
別
さ
れ
る
特
殊
的
な
も
の
が
普
遍
と
対
立
し
な
が
ら
、
同
時
に
普
遍
の
同
一
を
分
有
す
る
論
理
と
し
て
、
「
分
有
の
論
理
」
（
田
辺

あ
る
（
四
・

西
田
哲
学
批
判
と
し
て
の
「
種
の
論
理
」
の
意
義
〔
守
津
〕
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定
態
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。

さ
て
、
共
に
有
限
で
あ
り
相
対
的
で
あ
る
種
と
個
と
を
総
合
統
一
す
る
絶
対
的
全
体
が
類
で
あ
る
。
類
は
通
常
、
比
較
的
普
遍
的
な
特
殊

を
指
す
も
の
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
類
は
真
に
種
や
個
に
対
す
る
類
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
ず
種
が
個
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
種
的
共
同
体
の
即
自
的
な
統
一
が
、
こ
れ
に
対
す
る
個
的
主
体
の
分
立
に
よ
る
否
定
に
よ
っ
て
対
自
的
と
な
ら

ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
否
定
を
も
即
且
対
自
的
に
統
一
す
る
の
が
類
な
の
で
あ
る
。
そ
の
故
に
類
は
、
個
に
よ
る
否
定
を
も
超
え
た
絶
対
否

な
る
の
で
あ
る
。

六
・
一
○
二
）
と
し
て
特
色
づ
け
ら
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
個
の
特
色
は
、
「
種
の
分
有
的
限
定
を
逆
に
翻
し
て
、
そ
の
受
け
る
限
定
を
、
自
己
の
随
意
に
選
ぶ
所
の
自
発
性
の
媒
介

に
転
ず
る
所
に
あ
る
」
（
田
辺
六
・
一
二
）
。
先
に
見
た
よ
う
に
田
辺
に
よ
れ
ば
、
普
遍
の
特
殊
化
の
極
限
と
し
て
考
え
ら
れ
る
個
は
、
観

念
的
抽
象
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
個
体
は
全
体
な
い
し
種
的
社
会
に
単
に
従
属
す
る
の
で
な
く
、
そ
れ
に
反
抗
す
る
自
発
性
を
持
っ
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
田
辺
は
「
分
立
の
論
理
」
と
名
付
け
て
い
る
。
こ
の
個
の
「
分
立
の
論
理
」
は
、
種
の
「
分
有
の
論
理
」
に

よ
っ
て
す
で
に
予
想
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
分
有
は
、
分
有
さ
れ
る
全
体
の
一
と
分
有
す
る
個
体
の
多
と
の
対
立
を
前
提
と
し
て
は

じ
め
て
成
り
立
つ
か
ら
で
あ
る
。
種
の
「
分
有
の
論
理
」
と
個
の
「
分
立
の
論
理
」
と
は
、
表
面
的
に
は
相
反
す
る
が
、
じ
っ
さ
い
は
互
い

こ
の
よ
う
に
個
が
分
立
す
る
根
拠
を
田
辺
は
「
権
力
意
志
」
に
求
め
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
ニ
ー
チ
ェ
か
ら
想
を
得
た
も
の
で
あ
る
が
、
ニ
ー

チ
ェ
の
権
力
意
志
が
単
に
他
を
自
己
に
服
従
せ
し
め
る
意
志
と
さ
れ
る
の
に
対
し
、
田
辺
は
「
権
力
意
志
」
を
、
種
全
体
を
自
己
に
独
占
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
を
自
己
の
手
段
と
す
る
も
の
と
捉
え
て
い
る
。
種
を
め
ぐ
る
権
力
意
志
的
対
立
に
よ
っ
て
私
は
汝
に
対
立
し
、
個
と

に
前
提
し
合
う
の
で
あ
る
。

絶
対
否
定
態
に
つ
い
て
、
田
辺
は
次
の
よ
う
に
言
い
表
し
て
い
る
。
「
絶
対
否
定
態
は
、
い
ふ
ま
で
も
な
く
、
静
的
に
存
在
す
る
直
接
の
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統
一
で
な
く
し
て
、
此
直
接
の
統
一
を
破
る
否
定
の
運
動
を
更
に
否
定
し
て
、
動
即
静
の
統
一
、
有
を
否
定
す
る
無
の
否
定
と
し
て
の
絶
対

無
即
ち
空
の
統
一
に
外
な
ら
な
い
」
（
田
辺
六
・
一
三
一
）
。
つ
ま
り
、
直
接
的
な
有
と
し
て
存
在
す
る
種
的
な
共
同
体
の
統
一
を
個
体
が
反

抗
し
て
破
る
時
、
そ
の
否
定
を
更
に
否
定
す
る
絶
対
否
定
と
し
て
の
絶
対
無
が
類
な
の
で
あ
る
。
「
空
の
統
一
」
と
い
う
表
現
は
、
最
初
の

無
の
否
定
作
用
を
否
定
し
、
否
定
さ
れ
た
有
を
空
と
し
て
生
か
す
否
定
即
肯
定
的
な
統
一
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
類
の
具
体
化
を
田
辺
は
国
家
、
よ
り
詳
し
く
言
え
ば
、
人
類
的
国
家
の
う
ち
に
見
て
い
る
。
こ
の
人
類
的
国
家
と
し
て
の
類
は
、

現
に
あ
る
特
殊
的
国
家
の
よ
う
に
実
体
的
な
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
絶
対
無
で
あ
り
空
の
統
一
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
類
・
種
・
個
が
相
互
に
媒
介
関
係
に
あ
り
、
い
ず
れ
も
無
媒
介
な
直
接
態
と
さ
れ
な
い
所
に
絶
対
媒
介
と
言
わ
れ
る
所
以

が
あ
る
。
現
に
あ
る
種
的
共
同
体
の
統
一
は
個
体
の
反
抗
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
ま
た
個
体
の
私
と
汝
の
対
立
は
種
的
共

同
体
を
媒
介
と
し
て
類
的
全
体
へ
止
揚
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
絶
対
無
と
し
て
の
類
も
存
在
と
し
て
は
種
の
統
一
を
媒
介
と
し
、

種
的
統
一
の
個
体
に
よ
る
否
定
を
媒
介
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
類
と
個
を
種
が
媒
介
し
、
個
と
種
を
類
が
媒
介
し
、
種
と
類
を

個
が
媒
介
す
る
、
と
い
う
推
論
的
媒
介
関
係
の
徹
底
化
が
絶
対
媒
介
の
論
理
の
構
造
を
な
す
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
田
辺
の
種
の
論
理
の
提
唱
は
、
同
時
に
西
田
哲
学
に
対
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
を
提
起
す
る
と
い
う
問
題
意
識
に
も

と
づ
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
絶
対
媒
介
を
理
論
的
特
色
と
す
る
種
の
論
理
の
内
容
は
、
そ
の
ま
ま
西
田
哲
学
批
判
と
し

て
妥
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
に
、
田
辺
が
種
の
論
理
を
提
唱
す
る
際
に
批
判
の
対
象
と
し
た
と
思
わ
れ
る
『
哲
学

の
根
本
問
題
』
（
一
九
三
三
年
）
お
よ
び
『
哲
学
の
根
本
問
題
続
編
』
（
一
九
三
四
年
）
以
降
の
西
田
哲
学
の
論
理
構
造
を
概
観
し
、
そ
の
上

で
種
の
論
理
が
そ
れ
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
批
判
を
展
開
し
た
の
か
を
見
る
こ
と
に
し
た
い
。

西
田
哲
学
批
判
と
し
て
の
「
種
の
論
理
」
の
意
義
〔
守
津
〕
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西
田
の
『
哲
学
の
根
本
問
題
』
の
時
期
に
お
け
る
最
も
ま
と
ま
っ
た
論
文
は
「
弁
証
法
的
一
般
者
と
し
て
の
世
界
」
（
一
九
三
四
年
）
で

あ
ろ
う
。
そ
の
冒
頭
で
西
田
は
、
「
我
々
に
現
実
の
世
界
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
は
、
個
物
の
世
界
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
西
田
七
・
三
○
五
）

と
述
べ
、
ま
ず
さ
し
あ
た
り
、
現
実
の
世
界
を
個
物
の
世
界
と
し
て
考
察
を
始
め
て
い
る
。
そ
の
場
合
、
西
田
も
田
辺
と
同
様
に
、
自
発
性

を
持
っ
て
行
為
す
る
個
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
。
す
な
わ
ち
、
個
物
は
普
通
、
一
般
者
に
種
差
を
加
え
て
い
っ
た
極
限
点
と
考
え
ら
れ

て
い
る
が
、
し
か
し
一
般
者
に
限
定
さ
れ
る
と
い
う
側
か
ら
の
み
考
え
ら
れ
た
個
物
と
い
う
も
の
は
、
単
な
る
一
般
者
の
部
分
と
い
う
意
義

し
か
持
た
ず
、
真
の
個
物
す
な
わ
ち
行
為
す
る
人
格
的
自
己
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
「
絶
対
に
他
か
ら
限
定
せ
ら
れ

な
い
而
も
他
を
限
定
す
る
も
の
が
、
真
の
個
物
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
（
西
田
七
・
三
○
七
）
と
い
う
よ
う
に
、
西
田
に
と
っ
て
行
為
す

る
真
の
個
物
と
は
、
絶
対
に
他
か
ら
限
定
さ
れ
ず
、
自
己
自
身
を
自
ら
限
定
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
唯
一
つ
の
個
物

な
る
も
の
は
あ
り
え
な
い
。
個
物
は
個
物
に
対
し
て
個
物
た
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
現
実
の
世
界
は
個
物
と
個
物
の
相
互
限
定
の
世
界
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
絶
対
に
独
立
な
個
物
と
個
物
と
が
相
互
に
限
定
し
合
う
た
め
に
は
、
そ
こ
に
並
列
的
空
間
的
関
係
が
、
言
い

換
え
れ
ば
媒
介
者
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
媒
介
者
と
し
て
考
え
ら
れ
る
も
の
が
、
「
弁
証
法
的
一
般
者
」
で
あ
る
。
そ
の
特

徴
を
西
田
は
次
の
よ
う
に
言
い
表
し
て
い
る
。
「
私
の
弁
証
法
的
一
般
者
と
い
ふ
の
は
、
一
般
者
と
云
っ
て
も
、
個
物
的
限
定
に
反
し
、
個

物
を
否
定
す
る
も
の
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
、
個
物
と
個
物
と
の
相
互
限
定
の
媒
介
者
と
い
ふ
意
味
を
有
っ
て
居
る
の
で
あ
る
」
（
西
田

七
・
三
一
五
）
。
ま
た
こ
の
個
物
の
限
定
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
個
物
が
自
己
自
身
を
限
定
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
個
物

が
一
般
と
し
て
自
己
自
身
を
限
定
す
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
故
に
具
体
的
論
理
に
於
て
は
、
個
物
が
一
般
で
あ
る
、
主
語
が
述
語
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で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
る
」
（
西
田
七
・
三
二
こ
。
こ
こ
で
個
物
間
の
相
互
限
定
、
す
な
わ
ち
個
物
の
自
己
限
定
と
い
う
こ
と
は
、
個
物
が
自

己
を
一
般
と
し
て
限
定
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
同
時
に
、
一
般
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
一
般
が
個
物
と
し
て
自
己
を

限
定
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
の
個
物
的
限
定
即
一
般
的
限
定
、
一
般
的
限
定
即
個
物
的
限
定
と
い
う
事
態
を
可
能
に
す
る
媒
介
者
が
弁
証

法
的
一
般
者
に
他
な
ら
な
い
。
個
物
と
一
般
と
い
う
矛
盾
対
立
す
る
も
の
が
媒
介
者
Ｍ
と
し
て
の
弁
証
法
的
一
般
者
に
於
い
て
同
一
で
あ
る

と
い
う
こ
と
が
、
「
個
物
が
一
般
で
あ
る
、
主
語
が
述
語
で
あ
る
」
と
い
う
判
断
の
内
で
言
い
表
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
判
断

に
お
い
て
弁
証
法
的
一
般
者
は
、
個
物
Ｅ
が
一
般
Ａ
で
あ
る
と
い
う
判
断
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
繋
辞
の
意
義
を
持
っ
て
い
る
。
弁
証
法
的

一
般
者
は
、
そ
れ
に
於
い
て
個
物
的
多
と
一
般
的
一
と
が
相
即
す
る
「
場
所
」
で
あ
り
、
ま
た
絶
対
に
独
立
な
個
物
と
個
物
、
個
物
と
一
般

と
を
結
合
す
る
も
の
と
し
て
「
非
連
続
の
連
続
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
個
物
と
一
般
、
多
と
一
、
非
連
続
と
連
続
と
い
っ
た
矛
盾
対
立
す

る
も
の
を
統
一
す
る
も
の
と
し
て
、
真
に
自
己
同
一
な
も
の
と
言
わ
れ
て
い
る
。

ま
た
「
現
実
の
世
界
」
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
次
の
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
「
現
実
の
世
界
と
い
ふ
の
は
、
個
物
と
個
物
と
の
相
互
限

定
の
世
界
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
媒
介
者
Ｍ
の
自
己
限
定
の
世
界
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
弁

証
法
的
一
般
者
の
自
己
限
定
の
世
界
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
之
に
於
て
あ
る
も
の
は
、
何
処
ま
で
も
個
物
的
に
自
己

自
身
を
限
定
す
る
と
共
に
、
何
処
ま
で
も
一
般
的
に
限
定
せ
ら
れ
る
と
考
へ
ら
れ
る
」
（
西
田
七
・
三
一
七
）
。
真
に
自
己
同
一
的
な
も
の
と

し
て
の
弁
証
法
的
一
般
者
の
自
己
限
定
と
し
て
、
「
現
実
の
世
界
」
が
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
、
こ
こ
か
ら
明
瞭
に
読
み
取
る
こ
と
が
で

き
る
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
弁
証
法
的
一
般
者
が
「
無
」
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
。
「
真
に
自
己
同
一
な
る
も
の
は
単
な
る
一
般
者
Ａ

と
し
て
考
へ
る
こ
と
も
で
き
な
い
、
単
な
る
個
物
ｅ
と
し
て
考
へ
る
こ
と
も
で
き
な
い
」
、
「
そ
れ
は
絶
対
に
無
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」
（
西
田
七
・
三
二
三
）
。
弁
証
法
的
一
般
者
は
、
個
物
Ｅ
と
一
般
Ａ
と
を
媒
介
す
る
も
の
と
し
て
、
単
な
る
一
般
や
個
物
で

西
田
哲
学
批
判
と
し
て
の
「
種
の
総
理
」
の
意
義
〔
守
津
〕
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田
辺
は
直
接
に
は
次
の
よ
う
に
西
田
を
批
判
し
て
い
る
。
「
無
の
場
所
は
い
ふ
ま
で
も
な
く
個
体
共
存
の
場
面
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
如
何

な
る
種
も
其
限
定
を
失
ふ
」
（
田
辺
六
・
二
○
一
）
。
「
無
の
場
所
は
個
体
と
個
体
と
相
対
し
て
互
に
媒
介
し
合
ふ
媒
介
無
き
媒
介
で
あ
る
と
思

惟
す
る
も
の
な
る
こ
と
疑
は
れ
な
い
。
そ
れ
が
種
を
無
視
す
る
個
の
立
場
な
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
」
（
田
辺
六
・
二
○
二
）
。
こ
の
よ
う
に

田
辺
は
、
西
田
の
無
の
場
所
の
論
理
を
、
個
体
の
存
在
を
基
礎
付
け
る
こ
と
を
意
図
し
た
論
理
で
あ
っ
て
、
ど
こ
ま
で
も
個
の
立
場
に
立
つ

先
に
見
た
よ
う
に
種
の
論
理
は
、
類
や
個
に
解
消
さ
れ
ず
し
て
こ
の
両
者
を
媒
介
す
る
種
独
自
の
理
論
的
意
義
を
明
確
に
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
既
存
の
社
会
理
論
を
批
判
し
、
現
実
の
社
会
存
在
に
肉
薄
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
種
独
自
の
意
義
を
明
確
に
す
る

と
い
う
こ
と
が
、
種
の
論
理
が
西
田
哲
学
批
判
と
し
て
持
つ
第
一
の
特
質
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
西
田
は
田
辺
と
同
様

に
、
個
物
が
自
発
性
を
持
つ
こ
と
を
強
調
し
、
た
だ
一
般
か
ら
限
定
さ
れ
る
だ
け
の
個
物
は
真
の
個
物
で
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
『
哲

学
の
根
本
問
題
』
以
降
は
、
「
現
実
の
世
界
」
、
「
歴
史
の
世
界
」
が
主
題
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
疑
い
が
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
弁
証
法

的
一
般
者
と
し
て
の
世
界
の
構
造
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
個
物
的
限
定
即
一
般
的
限
定
と
言
い
表
さ
れ
て
い
る
。
個
物
や
一
般
に
対
す
る
特

殊
的
な
も
の
に
は
、
ま
だ
十
分
に
目
が
向
け
ら
れ
て
い
な
い
。
種
と
い
う
特
殊
的
な
も
の
が
有
す
る
独
自
な
意
義
に
つ
い
て
の
考
察
が
そ
こ

殊
的
な
も
の
に
は
、
ま
だ
十
ハ

で
は
ま
だ
な
さ
れ
て
い
な
い
。

さ
て
、
田
辺
の
種
の
論
理
は
、
封

点
に
わ
た
っ
て
検
討
し
て
み
た
い
。
以

は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
を
可
能
に
す
る
「
絶
対
無
の
場
所
」
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
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。
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も
の
だ
と
批
判
す
る
の
で
あ
る
。
特
に
、
歴
史
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
種
が
没
却
さ
れ
て
い
る
点
を
田
辺
は
指
摘
し
て
い
る
。
「
歴
史
の
基

体
と
し
て
個
人
に
対
立
す
る
も
の
は
正
に
種
と
し
て
の
民
族
で
あ
る
。
種
こ
そ
歴
史
の
基
体
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
単
な
る
個
人
は
歴
史

の
主
体
と
し
て
基
体
の
媒
介
を
欠
く
」
（
同
所
）
。
つ
ま
り
、
個
人
は
そ
の
ま
ま
で
は
歴
史
に
参
与
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
常
に
種
的
共
同
体

を
媒
介
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
歴
史
的
な
主
体
と
な
り
う
る
の
で
あ
る
。
田
辺
の
理
解
で
は
、
個
体
間
の
相
互
関
係
は
、
歴
史
の
基
体

と
し
て
の
種
を
媒
介
と
し
て
は
じ
め
て
成
立
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
、
無
媒
介
な
他
者
と
の
同
一
を
考
え
る
立
場
を
批
判

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
西
田
が
言
う
「
非
連
続
の
連
続
」
に
対
し
て
も
批
判
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
田
辺
の
理
解
で
は
、
歴
史
の
基
体

命
号
胃
萬
）
で
あ
る
種
は
、
連
続
す
る
直
接
的
な
有
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
直
接
態
と
し
て
の
連
続
的
基
体
が
主
体
（
普
晉
廓
）
で
あ
る

個
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
は
じ
め
て
非
連
続
が
成
立
す
る
。
そ
し
て
個
に
よ
っ
て
種
が
否
定
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、

「
種
と
し
て
の
連
続
な
く
し
て
非
連
続
的
な
る
個
体
を
考
へ
る
こ
と
は
出
来
ぬ
」
（
田
辺
六
・
一
九
三
）
と
い
う
よ
う
に
、
個
が
主
体
た
る
た

め
に
は
連
続
的
な
有
と
し
て
の
種
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
西
田
の
場
合
に
は
、
弁
証
法
的
一
般
者
と
し

て
の
世
界
が
自
己
を
限
定
す
る
あ
り
よ
う
と
し
て
非
連
続
の
連
続
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
種
が
媒
介
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
な
い

た
め
、
媒
介
と
無
関
係
に
私
と
汝
の
対
立
が
与
え
ら
れ
、
媒
介
は
た
だ
対
立
を
包
む
も
の
に
止
ま
っ
て
い
る
。
真
の
意
味
で
非
連
続
が
考
え

ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
田
辺
は
批
判
す
る
の
で
あ
る
。

し
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
田
辺
が
問
題
に
す
る
の
は
、
西
田
の
「
無
の
場
所
」
に
つ
い
て
の
理
解
で
あ
る
。
そ
の
点
に
関
し
て
田
辺
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て

西
田
哲
学
批
判
と
し
て
の
「
種
の
論
理
」
の
意
義
〔
守
津
〕
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い
る
。
「
述
語
の
論
理
は
一
般
者
の
包
摂
を
論
理
の
本
質
と
す
る
。
其
故
一
般
者
は
常
に
無
媒
介
に
残
る
。
之
を
無
の
場
所
ま
で
拡
大
し
一

般
化
す
る
も
、
猶
一
般
者
た
る
こ
と
を
失
は
な
い
。
之
を
無
の
媒
介
と
い
ふ
も
、
そ
れ
自
身
は
無
媒
介
で
あ
る
。
其
故
無
の
場
所
も
そ
の
論

理
的
性
格
に
於
て
は
述
語
的
一
般
者
と
し
て
の
類
に
外
な
ら
な
い
。
然
る
に
斯
か
る
類
は
そ
の
存
在
性
に
於
て
実
は
比
較
的
一
般
的
な
る
種

に
過
ぎ
な
い
」
（
田
辺
六
・
二
○
八
）
。
要
す
る
に
田
辺
は
、
西
田
の
論
理
が
根
本
に
お
い
て
包
摂
の
論
理
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
、
「
無
の
場

所
」
が
述
語
的
一
般
者
を
極
限
に
ま
で
拡
大
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
批
判
す
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
西
田
の
思
索
の
中
で
も
「
特
殊
」
に
対
し
て
一
定
の
意
味
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
「
特
殊
」
に
対
し
て
、
田
辺
は

次
の
よ
う
な
批
判
を
加
え
る
。
「
単
に
無
記
無
差
別
の
特
殊
が
一
般
の
限
定
と
し
て
挿
入
せ
ら
る
る
に
止
ま
り
、
着
眼
は
専
ら
個
の
自
己
否

定
を
無
の
媒
介
に
由
っ
て
定
立
す
る
に
存
す
る
」
（
田
辺
六
・
二
○
三
）
。
つ
ま
り
、
有
と
し
て
の
種
そ
れ
自
身
の
論
理
的
意
義
が
明
確
に
さ

れ
て
い
な
い
た
め
に
、
特
殊
が
無
媒
介
に
、
し
か
も
無
規
定
な
も
の
と
し
て
挿
入
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
批
判
す
る
の
で
あ
る
。

個
も
ま
た
そ
こ
で
は
、
直
接
に
置
か
れ
た
も
の
と
し
て
「
我
性
」
を
持
た
な
い
。
そ
の
よ
う
な
個
は
た
だ
種
的
に
区
別
さ
れ
る
に
止
ま
り
、

種
の
縮
小
の
極
限
た
る
に
過
ぎ
な
い
。
他
方
で
場
所
た
る
一
般
者
も
、
比
較
的
に
一
般
的
な
種
を
対
立
な
き
極
限
に
ま
で
拡
大
し
た
も
の
に

止
ま
り
、
真
に
絶
対
否
定
の
意
味
を
持
た
ず
、
述
語
的
一
般
者
を
無
の
場
所
に
ま
で
拡
大
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
弁
証
法
的
一
般
者
と
呼

ば
れ
て
は
い
る
が
、
田
辺
の
理
解
で
は
、
そ
の
根
底
に
あ
る
の
は
、
非
弁
証
法
的
な
同
一
性
の
論
理
に
す
ぎ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
田
辺
は
、
種
の
媒
介
を
欠
い
た
西
田
の
無
の
場
所
が
、
判
断
に
お
け
る
述
語
の
包
摂
論
理
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
、
そ
の
た

め
に
無
の
場
所
は
比
較
的
一
般
的
な
特
殊
の
極
限
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
西
田
は
弁
証
法
的
一
般
者
と
し
て
の

世
界
を
Ｅ
・
Ａ
・
Ｍ
、
つ
ま
り
個
と
一
般
者
、
そ
し
て
媒
介
者
か
ら
な
る
構
造
に
よ
っ
て
説
明
し
、
個
物
が
一
般
で
あ
る
と
い
う
判
断
の
繋

辞
と
し
て
無
の
場
所
を
考
え
て
い
た
。
媒
介
者
は
単
に
述
語
的
一
般
者
の
極
限
と
考
え
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
で
は
田
辺
の
批

判
は
単
な
る
誤
解
な
い
し
曲
解
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に
、
西
田
哲
学
を
単
な
る
述
語
論
理
と
断
じ
て
い
る
点
で
は
田
辺
は
西
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田
哲
学
を
誤
解
し
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
西
田
の
無
の
論
理
の
根
底
に
あ
る
の
は
、
一
即
多
、
多
即
一
と
い
う
絶
対
矛
盾
的

自
己
同
一
の
構
造
で
あ
る
。
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
の
論
理
に
お
い
て
は
、
特
殊
の
論
理
的
意
義
が
希
薄
で
あ
る
た
め
、
個
物
と
そ
れ
が
於

い
て
あ
る
場
所
か
ら
の
み
世
界
が
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
は
す
べ
て
が
包
摂
関
係
と
し
て
理
解
さ
れ
る
可
能
性
が
生
ま
れ
る
。

田
辺
の
批
判
は
そ
の
よ
う
な
可
能
性
を
指
摘
し
た
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
田
辺
の
批
判
に
対
し
て
、
西
田
も
積
極
的
に
応
じ
て
い
る
。
何
よ
り
も
、
西
田
自
身
が
種
概
念
を
導
入
し
て
歴
史
的
世
界
の
論

理
的
構
造
を
論
じ
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
「
行
為
的
直
観
の
立
場
」
（
一
九
三
五
年
）
で
は
、
西
田
は
初
め
て
種
概
念
を
導
入
し
て
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。
「
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
い
ふ
の
は
、
歴
史
的
生
命
に
よ
っ
て
構
成
せ
ら
れ
た
歴
史
的
世
界
の
種
と
い
ふ
べ
き
も
の
で
あ

る
（
テ
ン
ニ
ー
ス
の
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
即
ち
社
会
的
有
機
体
）
。
生
物
が
種
に
於
い
て
あ
り
、
類
に
於
い
て
あ
る
と
考
へ
ら
れ
る
如
く
、
我
々

は
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
於
い
て
あ
り
、
更
に
世
代
に
於
い
て
あ
る
と
も
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
（
西
田
八
・
一
八
一
）
。
こ
こ
で
は
、
行

為
す
る
人
格
は
、
生
物
が
種
に
於
い
て
あ
る
の
と
同
様
に
、
種
と
し
て
の
共
同
体
に
於
い
て
も
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、

種
概
念
の
導
入
は
、
田
辺
の
批
判
を
全
面
的
に
受
け
入
れ
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
そ
れ
以
後
に
、
具
体
的
に
は
「
論
理
と
生
命
」
（
一
九
三
六

年
）
が
執
筆
さ
れ
た
時
期
に
、
む
し
ろ
両
者
の
論
争
は
本
格
化
し
、
激
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
西
田
が
種
概
念
を
導
入
し
て
以
降
、
両

者
の
論
争
が
激
化
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
西
田
の
言
う
種
が
田
辺
の
言
う
種
と
内
容
の
上
で
異
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い

る
。
そ
れ
を
見
る
た
め
に
は
、
西
田
の
側
の
田
辺
批
判
を
含
め
た
詳
細
な
検
討
が
必
要
で
あ
り
、
別
稿
に
譲
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

以
上
、
種
の
論
理
が
西
田
哲
学
批
判
と
し
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
か
を
検
討
し
て
き
た
が
、
そ
れ
は
結
局
、
種
の
独
自
な
論
理
的
意

義
を
指
摘
す
る
も
の
、
言
い
換
え
れ
ば
、
種
的
基
体
に
よ
る
個
と
類
の
媒
介
の
必
要
性
を
指
摘
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る

で
あ
ろ
う
。西

田
哲
学
批
判
と
し
て
の
「
種
の
論
理
」
の
意
義
〔
守
津
〕

九
五



注（
１
）
『
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
と
弁
証
法
』
（
一
九
三
二
年
）
序
文
で
田
辺
は
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
私
自
身
は
西
田
先
生
の
深
き
思
想
を
十
分
に

理
解
す
る
能
は
ず
し
て
、
其
為
め
に
懐
い
た
疑
問
を
自
己
の
前
に
展
開
し

見
る
こ
と
に
由
っ
て
、
却
っ
て
自
己
の
不
徹
底
な
る
点
に
気
付
く
こ
と
が

出
来
、
先
生
の
思
想
に
一
歩
を
近
づ
け
る
結
果
を
得
た
の
で
あ
る
」
（
田

辺
三
・
八
○
）
。

（
２
）
『
西
谷
啓
治
著
作
集
第
九
巻
』
一
九
八
七
年
創
文
社
二
二
五
頁
。

（
３
）
西
谷
前
掲
書
二
三
八
頁
。

（
４
）
西
谷
前
掲
書
二
四
三
頁
。

（
５
）
同
所
。

（
６
）
例
え
ば
、
上
田
閑
照
「
田
辺
哲
学
と
西
田
哲
学
」
（
『
田
辺
元
思
想

と
回
想
』
一
九
九
一
年
筑
摩
書
房
）
や
、
川
村
永
子
「
西
田
哲
学
と
田

辺
哲
学
ｌ
”
表
現
“
と
”
絶
対
無
“
を
め
ぐ
っ
て
Ｉ
ｌ
Ｊ
（
『
没
後
五
○

周
年
記
念
論
文
集
西
田
哲
学
』
一
九
九
四
年
創
文
社
）
な
ど
。

（
７
）
種
概
念
を
め
ぐ
る
西
田
と
田
辺
と
の
論
争
に
つ
い
て
は
、
杉
本
耕

一
氏
が
既
に
論
じ
て
い
る
（
杉
本
耕
一
「
田
辺
元
の
「
種
の
論
理
」
と
西

田
哲
学
」
『
日
本
の
哲
学
』
第
三
号
二
○
○
二
年
昭
和
堂
）
。

日
本
哲
学
史
研
究
第
五
号

（
８
）
西
田
幾
多
郎
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
『
西
田
幾
多
郎
全
集
』

（
一
九
七
八
’
一
九
八
○
年
岩
波
書
店
）
か
ら
、
田
辺
元
の
著
作
か
ら

の
引
用
は
『
田
辺
元
全
集
』
（
一
九
六
三
’
一
九
六
四
年
筑
摩
書
房
）

か
ら
行
い
、
本
文
中
に
巻
数
と
頁
数
と
を
記
し
た
。

（
９
）
田
辺
は
、
そ
の
よ
う
な
傾
向
と
し
て
弓
胃
８
日
目
言
の

冒
島
く
菖
巨
目
目
邑
。
①
ョ
§
⑫
呂
島
団
．
Ｑ
・
瀞
号
富
農
這
思
を
挙
げ
て
い
る
。
ま

た
田
辺
は
触
れ
て
い
な
い
が
、
同
様
の
試
み
と
し
て
富
．
国
号
閏
を
挙
げ

ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
ま
た
、
田
辺
は
西
田
を
も
そ
う
し
た
傾
向
の
中
に

数
え
入
れ
て
い
る
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
皿
）
更
に
私
と
汝
の
関
係
に
「
彼
」
の
概
念
を
持
ち
込
む
巨
茸
の
見
解

に
対
し
て
、
田
辺
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
「
彼
」
に
由
っ
て
我

と
汝
と
を
互
に
他
な
る
も
の
と
し
て
隔
て
た
な
ら
ば
、
如
何
に
し
て
我
と

汝
と
の
相
互
依
存
は
保
障
せ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
か
。
全
く
他
と
し
て
無
差

別
化
せ
ら
れ
た
な
ら
ば
、
我
と
汝
と
は
水
平
化
せ
ら
れ
て
単
な
る
個
と
な

り
、
他
を
認
め
る
事
に
よ
っ
て
自
が
自
と
な
る
と
い
ふ
意
味
を
失
ふ
」
（
田

辺
六
・
六
七
）
の
で
あ
り
、
無
差
別
化
・
水
平
化
さ
れ
た
個
の
関
係
は
全

て
が
彼
の
集
合
と
な
っ
て
、
自
他
の
相
互
関
係
は
見
失
わ
れ
る
の
で
あ

る
。
こ
れ
も
ま
た
、
同
時
期
に
「
彼
」
概
念
を
使
用
し
て
い
た
西
田
を

意
識
し
た
主
張
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

九
六


