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一
六

西
田
の
「
個
物
と
個
物
と
の
相
互
限
定
」
を
め
ぐ
っ
て

氣

多

 

雅

子

は
じ
め
に

　

本
稿
で
は
、西
田
の
後
期
の
思
惟
に
迫
る
た
め
に「
個
物
」に
的
を
絞
る
。西
田
は
、実
在
の
世
界
は
個
物
の
世
界
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、

繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
論
文
「
弁
証
法
的
一
般
者
と
し
て
の
世
界
」（
一
九
三
四
年
）
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
。
一
般
的
な
る
も
の
は
、単
に
可
能
的
な
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
」﹇
七
│
三
〇
五
﹈（
１
）

と
い
う
文
章
で
始
ま
る
。
た
だ
し
西
田
の
場
合
、
そ
の
後
す
ぐ
に
「
併
し
個
物
的
な
る
も
の
を
限
定
す
る
一
般
者
と
は
如
何
な
る
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
」
と
続
く
。
つ
ま
り
、〝
個
物
の
世
界
と
は
如
何
な
る
も
の
か
〞
と
い
う
問
い
は
、
直
ち
に
〝
個
物
的
な
も
の
を

限
定
す
る
一
般
者
と
は
如
何
な
る
も
の
か
〞
と
い
う
問
い
と
な
る
。
何
故
そ
う
な
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
本
稿
の
な
か
で
明
ら
か
に
な

る
は
ず
で
あ
る
が
、
西
田
に
お
い
て
は
、
個
物
を
問
題
に
す
る
こ
と
は
常
に
一
般
者
を
問
題
に
す
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
後
期
に
な

る
と
、
一
般
者
と
個
物
の
関
係
に
お
け
る
個
物
の
重
み
は
い
っ
そ
う
大
き
く
な
る
。
現
実
の
世
界
は
個
物
の
世
界
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の

意
味
も
、
い
っ
そ
う
深
く
な
る
。
そ
こ
に
、
本
稿
の
考
察
の
足
場
を
据
え
た
い
と
思
う
。



一
七

西
田
の
「
個
物
と
個
物
と
の
相
互
限
定
」
を
め
ぐ
っ
て
〔
氣
多
〕

一
、
私
と
汝

　

で
は
、「
個
物
」
に
つ
い
て
の
考
察
を
ど
こ
か
ら
始
め
た
ら
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。

　

西
田
は
、『
無
の
自
覚
的
限
定
』（
一
九
三
二
年
）
に
お
い
て
絶
対
無
の
自
覚
と
い
う
考
え
方
を
確
立
し
た
後
、
ま
た
新
た
な
思
索
を
展

開
さ
せ
て
ゆ
く
。『
哲
学
の
根
本
問
題
（
行
為
の
世
界
）』（
一
九
三
三
年
）
の
序
で
は
、「
此
書
に
於
て
は
、
前
の
『
無
の
自
覚
的
限
定
』

特
に
そ
の
「
私
と
汝
」
に
於
て
述
べ
た
如
き
考
を
論
理
的
に
基
礎
附
け
、
そ
の
不
備
を
補
ひ
、
多
少
と
も
体
系
化
す
る
こ
と
が
で
き
た
か

と
思
ふ
」﹇
七
│
三
﹈
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、『
哲
学
の
根
本
問
題 

続
編
（
弁
証
法
的
世
界
）』（
一
九
三
四
年
）
で
は
、「
前
書

﹇『
哲
学
の
根
本
問
題
（
行
為
の
世
界
）』
―
注
氣
多
﹈
の
「
私
と
世
界
」
に
於
て
は
尚
自
己
か
ら
世
界
を
見
る
と
い
ふ
立
場
が
主
と
な
っ

て
ゐ
た
と
思
ふ
。
従
っ
て
客
観
的
限
定
と
い
ふ
も
の
を
明
に
す
る
の
が
不
十
分
で
あ
っ
た
」﹇
七
│
二
〇
三
﹈
と
自
己
批
判
し
、
世
界
か

ら
個
物
を
見
る
と
い
う
立
場
を
徹
底
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
一
連
の
展
開
が
、
論
文
「
私
と
汝
」
の
考
え
方
を
起
点
と
し
て
、
そ
れ
を
錬

磨
し
補
填
す
る
方
向
で
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。

　

私
と
汝
は
実
在
の
世
界
に
お
け
る
個
の
関
係
と
し
て
取
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
西
田
は
私
と
汝
と
が
絶
対
に
他
な
る
も
の
で
あ

る
こ
と
を
強
調
す
る
。
私
に
と
っ
て
汝
は
私
の
「
外
」
に
あ
る
も
の
で
あ
り
、
私
か
ら
ま
っ
た
く
独
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
以
下
の
文
章

に
は
、
私
と
絶
対
に
他
な
る
も
の
と
が
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
集
約
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

…
…
絶
対
の
死
即
生
で
あ
る
絶
対
否
定
の
弁
証
法
に
於
て
は
、
一
と
他
と
の
間
に
何
等
の
媒
介
す
る
も
の
が
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
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、

自
己
が
自
己
の
中
に
絶
対
の
他
を
含
ん
で
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
自
己
が
自
己
の
中
に
絶
対
の
否
定
を
含
ん
で
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
、
何
等
か
他
に
媒
介
す
る
も
の
が
あ
つ
て
、
自
己
が
他
と
な
り
、
他
が
自
己
と
な
る
の
で
な
く
、
自
己
は
自
己
自
身
の
底
を
通
し
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一
八

て
他
と
な
る
の
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
自
己
自
身
の
存
在
の
底
に
他
が
あ
り
、
他
の
存
在
の
底
に
自
己
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
私
と

汝
と
は
絶
対
に
他
な
る
も
の
で
あ
る
。
私
と
汝
と
を
包
摂
す
る
何
等
の
一
般
者
も
な
い
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。
併
し
私
は
汝
を
認
め
る
こ
と
に
よ
つ
て
私

で
あ
り
、
汝
は
私
を
認
め
る
こ
と
に
よ
つ
て
汝
で
あ
る
、
私
の
底
に
汝
が
あ
り
、
汝
の
底
に
私
が
あ
る
、
私
は
私
の
底
を
通
じ
て
汝

へ
、汝
は
汝
の
底
を
通
じ
て
私
へ
結
合
す
る
の
で
あ
る
、絶
対
に
他
な
る
が
故
に
内
的
に
結
合
す
る
の
で
あ
る
。﹇
六
│
三
八
一
〜
二
、

傍
点
氣
多
﹈

ま
ず
押
さ
え
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
私
は
汝
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
私
と
し
て
成
立
し
、
汝
は
私
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
汝
と
し
て

成
立
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
単
に
私
と
汝
と
が
向
か
い
合
っ
て
関
係
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
こ
の
関
係
が
「
私
の
底

に
汝
が
あ
り
、
汝
の
底
に
私
が
あ
る
」
と
ま
で
言
わ
れ
る
の
は
何
故
か
。
自
己
が
自
己
の
底
に
絶
対
の
他
を
見
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
己

が
無
と
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
私
は
絶
対
の
他
に
お
い
て
私
自
身
を
失
う
の
で
あ
る
。
私
が
汝
を
汝
と
認
め
る
と
い
う
こ

と
に
お
い
て
、
真
の
無
の
自
覚
が
成
立
す
る
。
こ
の
私
と
汝
と
の
関
係
を
、
西
田
は
「
社
会
的
限
定
」
と
呼
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、
私
の

汝
に
対
す
る
関
係
は
汝
の
私
に
対
す
る
関
係
に
同
様
に
当
て
嵌
ま
る
。「
私
を
私
と
し
て
限
定
す
る
も
の
は
、
汝
を
汝
と
し
て
限
定
す
る

も
の
で
あ
る
」﹇
六
│
三
四
八
﹈
と
見
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

西
田
で
は
、
私
と
汝
と
は
一
貫
し
て
対
称
的
に
考
え
ら
れ
て
い
る
の
が
特
徴
的
で
あ
る
。
こ
の
関
係
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
他
者
が
自
己

と
ま
っ
た
く
非
対
称
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
根
本
的
に
異
な
っ
て
お
り
、ま
た
ブ
ー
バ
ー
の
我
と
汝
の
関
係
と
も
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。

西
田
に
お
け
る
私
と
汝
の
対
称
性
が
指
し
示
す
の
は
、
私
と
汝
と
が
取
り
替
え
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
私
が
汝
を
認
め
る

こ
と
と
汝
が
私
を
認
め
る
こ
と
と
は
徹
底
的
に
呼
応
し
合
う
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。そ
れ
で
も
、西
田
が「
私
の
底
に
汝
が
あ
り
、

汝
の
底
に
私
が
あ
る
」
故
に
、
私
と
汝
と
は
「
内
的
に
結
合
す
る
」
と
い
う
言
い
方
、
ま
た
別
の
箇
所
で
「
私
が
内
的
に
他
に
移
り
行
き
、



一
九

西
田
の
「
個
物
と
個
物
と
の
相
互
限
定
」
を
め
ぐ
っ
て
〔
氣
多
〕

他
が
内
的
に
私
に
移
り
行
く
」﹇
六
│
三
九
一
﹈
と
ま
で
い
う
言
い
方
は
、
所
謂
他
者
論
の
文
脈
で
西
田
の
私
と
汝
を
理
解
し
よ
う
と
す

る
と
き
、
厳
し
い
批
判
の
対
象
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
他
者
を
自
己
同
化
す
る
典
型
的
な
考
え
方
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
か
ら
で

あ
る
。
し
か
し
後
で
述
べ
る
よ
う
に
、
西
田
は
行
為
主
体
と
し
て
の
個
人
的
自
己
を
出
発
点
と
し
て
考
え
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
よ

う
な
個
人
的
自
己
の
成
立
の
手
前
で
思
惟
し
て
い
る
。
そ
れ
故
、
西
田
の
考
え
る
個
人
的
自
己
は
、
あ
え
て
言
え
ば
、
そ
れ
自
身
の
内
に

絶
対
の
他
者
を
抱
え
込
ん
で
初
め
て
成
立
す
る
逆
説
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
西
田
の
私
と
汝
の
関
係
は
、
そ
も
そ
も
通
常
の
他
者
論

の
文
脈
か
ら
か
な
り
は
ず
れ
た
と
こ
ろ
で
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

と
は
い
え
、
絶
対
に
他
な
る
も
の
が
内
的
に
結
合
す
る
と
い
う
西
田
の
言
い
方
は
、
簡
単
に
納
得
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
。
こ
の
言
い

方
に
お
い
て
、
絶
対
に
他
な
る
も
の
と
い
う
方
面
を
示
す
の
が
、
私
と
汝
と
の
間
に
媒
介
者
が
な
い
と
い
う
こ
と
、
私
と
汝
と
を
包
摂
す

る
一
般
者
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
内
的
に
結
合
す
る
と
い
う
方
面
は
ど
う
や
っ
て
示
さ
れ
る
の
か
。
西
田
の
こ
れ
ま
で

の
考
え
方
は
、
一
般
者
の
自
己
限
定
と
い
う
仕
方
で
、
相
対
立
す
る
も
の
の
関
係
性
を
説
明
す
る
と
い
う
形
を
と
っ
て
き
た
。
媒
介
者
や

一
般
者
が
な
い
と
し
た
ら
、
ど
う
や
っ
て
絶
対
に
相
反
す
る
も
の
の
関
係
を
語
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
生
ぜ
ざ
る
を
得

な
い
。

　

そ
の
一
方
で
、
論
文
「
私
と
汝
」
に
は
、
全
く
反
対
に
、
一
般
者
及
び
媒
介
者
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
箇
所
も
幾
つ
か

あ
る
。
た
と
え
ば
以
下
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。

私
と
汝
と
の
間
に
は
、
同
一
の
一
般
者
に
於
て
あ
る
も
の
と
し
て
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、
色
が
色
に
干
渉
し
、
音
が
音
に
干
渉
す
る
意
味
が
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
私
と
汝
と
は
共
に
弁
証
法
的
限
定
に
よ
つ
て
限
定
せ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
、
私
と
汝
と
は
絶
対
の
否
定
に
よ
っ
て
媒
介
せ

ら
れ
て
あ
る
と
考
へ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
斯
く
絶
対
否
定
の
媒
介
と
い
ふ
こ
と
が
私
と
汝
と
の
間
に
物
質
界
と
い
ふ
も
の
を
考
へ
る
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二
〇

こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
か
か
る
絶
対
の
否
定
面
と
い
ふ
も
の
は
私
と
汝
と
を
切
断
す
る
も
の
で
は
な
く
し
て
、
私
と
汝
と
を
媒
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介
す
べ
く
置
か
れ
た
も
の
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0

で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。﹇
六
│
三
七
二
、
傍
点
氣
多
﹈

果
し
て
私
と
汝
と
を
包
摂
す
る
一
般
者
は
あ
る
の
か
無
い
の
か
、
媒
介
者
は
あ
る
の
か
無
い
の
か
、
判
断
に
苦
し
む
と
こ
ろ
で
あ
る
。
明

確
な
語
り
方
が
な
さ
れ
な
い
の
は
、
私
と
汝
と
の
関
係
に
つ
い
て
こ
の
時
期
の
西
田
の
思
惟
に
確
定
し
な
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
こ
と
を
示

し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

た
だ
し
、
私
と
汝
と
が
如
何
に
し
て
相
知
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
西
田
の
考
え
は
一
貫
し
て
い
る
。「
私
は
汝
が
私
に
応

答
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
汝
を
知
り
、
汝
は
私
が
汝
に
応
答
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
私
を
知
る
の
で
あ
る
。
私
の
作
用
と
汝
の
作
用
と
が
合
一

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
私
が
汝
を
知
り
汝
が
私
を
知
る
の
で
は
な
く
、
互
に
相
対
立
し
相
応
答
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
相
知
る
の
で
あ
る
。
そ

こ
に
は
い
つ
も
作
用
と
反
動
と
の
如
き
関
係
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
所
謂
直
覚
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
と
は
全
然
異
な
っ
た
意
味
が
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
」﹇
六
│
三
九
二
﹈。
こ
の
互
い
の
知
り
方
は
、
一
言
で
云
え
ば
言
え
ば
、「
行
為
と
行
為
と
の
応
答
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
互
い
の
知
り
方
に
は
、
や
が
て
「
行
為
的
直
観
」
と
い
う
言
葉
に
術
語
化
さ
れ
る
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
行
為
と
行
為
と
の

応
答
が
所
謂
自
他
合
一
で
は
な
く
、
共
感
や
同
感
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
西
田
は
強
調
し
て
い
る
。「
…
…
私
は
汝
と
同
感
す
る
こ

と
に
よ
つ
て
汝
を
知
る
よ
り
も
、
寧
ろ
汝
と
相
争
ふ
こ
と
に
よ
つ
て
一
層
よ
く
汝
を
知
る
と
云
ふ
こ
と
が
で
き
る
」﹇
六
│
三
九
二
﹈。
先

の
、
私
と
汝
と
が
内
的
に
結
合
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
決
し
て
私
と
汝
と
の
間
に
無
条
件
的
な
相
互
交
通
が
前
提
さ
れ
る
な
ど
と
い
う
こ

と
を
意
味
し
な
い
。

　

し
か
し
、
こ
の
行
為
と
行
為
と
の
応
答
と
い
う
知
り
方
が
ど
う
し
て
成
り
立
つ
か
は
、
論
文
「
私
と
汝
」
で
は
十
分
に
説
明
さ
れ
て
い

な
い
。
そ
れ
は
一
般
者
の
自
己
限
定
と
い
う
考
え
方
の
も
と
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
私
と
汝
と
い
う
絶
対
に
他
な
る
も
の



二
一

西
田
の
「
個
物
と
個
物
と
の
相
互
限
定
」
を
め
ぐ
っ
て
〔
氣
多
〕

と
の
関
係
は
、
そ
れ
ま
で
の
西
田
の
一
般
者
の
概
念
で
は
包
摂
で
き
な
い
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
私
と
汝
と
の
対
立
は
場
所

と
場
所
と
の
対
立
だ
か
ら
で
あ
る
﹇
六
│
二
一
〇
﹈。
世
界
と
世
界
、
一
般
者
と
一
般
者
と
の
対
立
だ
と
言
っ
て
も
よ
い
。

　

私
と
汝
と
が
〝
そ
こ
に
於
て
あ
る
〞
と
こ
ろ
の
も
の
を
考
え
る
の
は
、
世
界
の
問
題
を
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
世
界
は
い
わ
ば
自

乗
さ
れ
た
世
界
で
あ
る
。
世
界
と
は
、
そ
も
そ
も
累
乗
さ
れ
た
も
の
だ
と
言
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。『
無
の
自
覚
的
限
定
』
で
は
考
え
き
れ

な
か
っ
た
問
題
と
は
、
世
界
の
問
題
で
あ
る
。
個
物
と
世
界
と
は
い
わ
ば
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
西
田
の
思
惟
の
な
か
で
次
第
に
形
を
取
っ
て

ゆ
く
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
私
と
汝
の
関
係
を
個
物
と
個
物
の
関
係
と
し
て
考
え
直
し
て
ゆ
く
な
か
で
世
界
と
い
う
こ
と
を
浮
か
び

上
が
ら
せ
る
と
い
う
道
筋
で
、
西
田
の
歩
み
を
追
究
し
て
ゆ
き
た
い
。

二
、
私
と
汝
と
の
関
係
の
特
質

　

私
と
汝
の
関
係
が
ど
の
よ
う
に
受
け
取
り
直
さ
れ
た
か
と
い
う
こ
と
を
見
て
ゆ
く
前
に
、
西
田
の
私
と
汝
の
関
係
の
考
え
方
の
特
徴
を

明
ら
か
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
通
常
、
私
と
汝
の
関
係
と
し
て
想
像
さ
れ
る
の
は
、
私
と
い
う
個
人
的
自
己
と
他
の
個
人
的

自
己
と
の
関
係
で
あ
る
が
、
西
田
の
場
合
は
単
純
に
そ
う
で
は
な
い
。

　

現
在
の
私
は
昨
日
の
私
を
汝
と
見
做
す
こ
と
に
よ
つ
て
、
逆
に
明
日
の
私
を
汝
と
見
做
す
こ
と
に
よ
つ
て
、
否
、
一
瞬
前
の
私
、
一

瞬
後
の
私
も
互
に
斯
く
見
做
す
こ
と
に
よ
つ
て
、
我
々
の
個
人
的
自
己
の
人
格
的
統
一
と
い
ふ
も
の
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
我
々

は
各
々
の
瞬
間
に
於
て
独
立
自
由
と
し
て
、
過
去
か
ら
の
限
定
を
も
、
未
来
か
ら
の
要
求
を
も
否
定
し
、
未
来
を
限
定
す
る
の
み
な

ら
ず
過
去
の
意
義
を
も
変
ず
る
と
云
ふ
意
味
を
有
つ
て
居
る
の
で
あ
る
。﹇
七
│
二
十
三
﹈
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こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
現
在
の
私
」
は
個
人
的
自
己
で
は
な
い
。
私
と
汝
と
は
個
人
的
自
己
よ
り
い
わ
ば
手
前
に
あ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
個

人
的
自
己
の
人
格
的
統
一
を
成
立
さ
せ
る
と
こ
ろ
の
関
係
構
造
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
。

　

西
田
に
お
け
る
私
と
汝
の
関
係
の
探
究
は
、自
己
の
人
格
的
統
一
が
如
何
に
し
て
成
り
立
つ
か
と
い
う
こ
と
の
探
究
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

現
在
の
私
は
、
昨
日
の
私
に
よ
る
限
定
か
ら
独
立
し
て
お
り
、
昨
日
の
私
の
意
味
を
変
容
す
る
こ
と
の
で
き
る
自
由
を
も
つ
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
自
由
な
現
在
の
私
か
ら
昨
日
の
私
、
そ
し
て
過
去
の
す
べ
て
の
私
、
未
来
の
す
べ
て
の
私
が
汝
と
見
做
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現

在
の
一
点
に
お
い
て
統
一
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
同
時
に
、
絶
対
に
独
立
し
た
今
日
の
私
が
昨
日
の
私
、
明
日
の
私
を
限
定
し
尽

す
こ
と
は
で
き
な
い
。
今
日
の
私
は
、
昨
日
の
私
も
昨
日
の
現
在
に
お
い
て
す
べ
て
の
過
去
と
未
来
を
統
一
す
る
自
由
を
も
つ
こ
と
に
出

会
う
。
今
日
の
私
の
自
由
は
昨
日
の
私
の
自
由
を
否
定
す
る
が
、
今
日
の
私
の
自
由
は
明
日
の
私
の
自
由
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
る
。
こ
の

こ
と
は
通
常
は
、
現
在
の
私
の
自
由
が
相
対
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な

考
え
方
は
今
日
の
私
と
昨
日
の
私
と
を
統
一
的
な
私
の
一
つ
一
つ
の
相
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
の
で
あ
っ
て
、
西
田
の
場
合

は
そ
う
で
は
な
い
。
今
日
の
私
の
自
由
は
今
日
の
私
に
お
い
て

0

0

0

0

0

0

0

0

昨
日
の
私
の
自
由
を
否
定
す
る
が
、
昨
日
の
私
の
自
由
は
昨
日
の
私
に
お

0

0

0

0

0

0

い
て
は

0

0

0

ど
こ
ま
で
も
否
定
さ
れ
な
い
。
昨
日
の
私
は
今
日
の
私
に
対
し
て
絶
対
に
独
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
絶
対
の
独
立
と
い
う
こ
と

を
言
う
た
め
に
は
、
昨
日
の
私
、
現
在
の
私
、
明
日
の
私
、
そ
れ
ぞ
れ
が
絶
対
に
自
由
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
私

に
と
っ
て
、
他
の
す
べ
て
の
私
が
汝
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

こ
の
昨
日
の
私
、
現
在
の
私
、
明
日
の
私
は
一
瞬
前
の
私
、
現
瞬
間
の
私
、
一
瞬
後
の
私
と
言
い
換
え
ら
れ
得
る
が
、
そ
れ
は
絶
対
独

立
の
私
の
成
立
が
「
瞬
間
」
の
成
立
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
私
の
成
立
は
そ
れ
ぞ
れ
の
瞬
間
の
成
立
で
あ
る
が
、
こ
の
瞬
間
は
永

遠
の
契
機
と
い
う
意
味
を
も
っ
た
も
の
で
あ
り
、
永
遠
の
今
の
自
己
限
定
と
し
て
成
立
す
る
。
つ
ま
り
、
瞬
間
と
い
う
の
は
一
方
向
に
流



二
三

西
田
の
「
個
物
と
個
物
と
の
相
互
限
定
」
を
め
ぐ
っ
て
〔
氣
多
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れ
る
直
線
的
時
間
を
切
り
取
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
瞬
間
か
ら
次
の
瞬
間
に
移
る
と
い
う
こ
と
は
時
が
消
滅
し
て
ま
た
誕
生
す
る
と
い
う

こ
と
で
あ
り
、
こ
の
生
成
と
消
滅
と
い
う
時
の
成
立
の
仕
方
を
「
非
連
続
の
連
続
」
と
西
田
は
呼
ん
で
い
る
。「
非
連
続
の
連
続
」
と
い

う
こ
の
時
の
限
定
は
、
私
が
瞬
間
瞬
間
に
絶
対
の
他
と
し
て
自
分
自
身
を
限
定
す
る
も
の
を
認
め
る
こ
と
と
し
て
、「
私
」
の
人
格
的
な

限
定
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る﹇
七
│
六
十
二
﹈。「
私
が
私
の
底
に
汝
を
見
、汝
が
汝
の
底
に
私
を
見
る
」と
い
う
私
と
汝
と
を「
結

合
」
す
る
仕
方
が
ま
た
、「
非
連
続
の
連
続
」
で
あ
る
﹇
六
│
四
一
五
﹈。
そ
し
て
こ
れ
が
真
の
自
覚
の
仕
方
で
あ
り
、
個
人
的
自
己
の
人

格
的
統
一
の
成
立
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
西
田
は
絶
対
無
の
自
己
限
定
に
は
二
つ
の
仕
方
が
あ
る
と
し
て
、
そ
れ
を
直
線
的
限
定
（
過
程
的
限
定
）
と
円
環
的
限
定
（
場

所
的
限
定
）
と
呼
ん
で
い
る
が
、
永
遠
の
今
の
自
己
限
定
は
円
環
的
限
定
と
い
う
仕
方
で
な
さ
れ
る
と
考
え
て
い
る（
２
）。『
無
の
自
覚
的

限
定
』
に
お
い
て
絶
対
無
の
自
己
限
定
を
「
至
る
所
が
中
心
と
な
る
無
限
大
の
円
」
に
、
円
環
的
限
定
を
「
中
心
を
有
つ
無
限
大
の
円
」

に
喩
え
て
、
こ
の
中
心
の
成
立
を
個
人
的
自
己
の
成
立
と
し
て
説
明
し
て
い
る
﹇
六
│
二
〇
三
﹈。
中
心
を
有
つ
円
と
い
う
の
は
一
つ
の

内
的
統
一
の
譬
喩
で
あ
る
。
昨
日
の
私
、
現
在
の
私
、
明
日
の
私
と
い
う
こ
と
で
言
う
な
ら
ば
、
絶
対
独
立
の
現
在
か
ら
時
間
的
方
向
に

「
前
後
を
包
む
一
つ
の
円
環
的
限
定
が
成
立
す
る
」﹇
七
│
二
十
一
﹈
こ
と
が
人
格
的
統
一
の
成
立
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。

　

だ
が
、
個
人
的
自
己
の
統
一
の
成
立
の
仕
方
に
関
し
て
、
こ
の
段
階
の
西
田
の
説
明
に
は
ま
だ
明
瞭
で
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
れ
は
、

「
非
連
続
の
連
続
」
と
い
う
こ
と
が
、
私
と
汝
と
を
包
摂
す
る
一
般
者
の
問
題
と
結
び
付
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。「
非
連
続
の
連
続
」
の

「
連
続
」
の
面
に
つ
い
て
の
説
明
が
、
こ
の
時
期
に
は
不
十
分
な
ま
ま
で
あ
る
。

　

と
は
い
え
、
現
在
の
私
は
昨
日
の
私
を
汝
と
見
る
と
い
う
考
え
方
は
、
私
と
汝
の
関
係
は
個
が
個
と
し
て
立
ち
上
が
る
構
造
で
あ
る
と

い
う
こ
と
を
鮮
明
に
す
る
。
私
が
私
の
底
に
絶
対
の
他
と
し
て
の
汝
を
見
る
と
言
わ
れ
る
と
き
、
私
の
底
と
い
う
の
は
絶
対
の
他
に
出
会

う
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
も
は
や
私
で
は
な
い
。「
底
」
と
は
私
が
私
自
身
で
あ
る
と
思
っ
て
い
た
も
の
が
破
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
私
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が
無
と
な
る
と
こ
ろ
、
私
が
死
ぬ

0

0

と
こ
ろ
で
あ
る
。
同
時
に
そ
こ
は
、
汝
と
出
会
う
と
こ
ろ
、
汝
が
生
ま
れ
る

0

0

0

0

と
こ
ろ
で
あ
る
。
汝
が
生

ま
れ
る
こ
と
で
、
私
が
私
と
し
て
成
立
す
る
。
そ
の
私
は
死
ん
で
蘇
っ
た
私
で
あ
り
、
絶
対
の
無
に
接
し
た
私
で
あ
る
。
個
が
個
と
し
て

立
ち
上
が
る
と
い
う
の
は
絶
対
の
無
に
接
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
個
の
非
連
続
の
連
続
と
し
て
個
人
的
自
覚
は
成
立
す

る
。
一
瞬
一
瞬
の
私
が
絶
対
の
無
に
接
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
私
が
私
と
し
て
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
西
田
の
言
い
方
だ
と
、
私
が

私
自
身
を
限
定
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る﹇
六
│
三
九
一
﹈。ま
た
、汝
が
汝
自
身
の
底
に
私
を
認
め
、汝
と
し
て
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

汝
が
汝
自
身
を
限
定
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

付
言
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
私
と
汝
は
人
格
的
な
個
人
的
自
己
を
成
立
さ
せ
る
関
係
構
造
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
個
人
的
自
己

が
他
の
個
人
的
自
己
と
出
会
う
関
係
構
造
で
も
あ
る
。
と
い
う
よ
り
、
西
田
に
お
い
て
も
や
は
り
私
と
汝
と
い
う
関
係
は
、
個
人
的
自
己

相
互
の
間
に
典
型
的
な
仕
方
で
成
立
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
私
が
行
為
主
体
と
し
て
成
立
す
る

た
め
に
は
、
私
が
私
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
「
内
界
」
に
お
い
て
成
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
共
に
、「
外
界
」
に
お
い
て
も
成
立
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
外
を
内
と
な
し
内
を
外
と
な
す
と
い
う
、
行
為
と
表
現
の
関

係
か
ら
、
こ
の
両
者
は
別
々
の
事
柄
で
は
な
い
。
今
の
私
に
と
っ
て
昨
日
の
私
も
汝
で
あ
り
、
面
前
の
他
の
個
人
も
汝
で
あ
り
、
そ
こ
に

成
立
す
る
私
と
汝
の
関
係
そ
の
も
の
は
基
本
的
に
は
同
じ
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
個
人
的
自
己
を
成
立
さ
せ
る
統
一
と
、
そ
の
個
人
的
自

己
が
他
の
個
人
的
自
己
と
の
間
に
紡
ぎ
出
す
統
一
と
は
、
統
一
の
仕
方
が
異
な
る
の
で
あ
っ
て
、
私
と
汝
と
の
社
会
的
限
定
を
基
礎
と
し

て
い
る
点
で
は
共
通
し
て
い
る
と
解
さ
れ
う
る（
３
）。

　

内
的
統
一
成
立
の
自
由
さ
は
、
私
と
汝
と
の
関
係
を
物0

に
対
し
て
も
認
め
る
と
い
う
仕
方
で
も
現
れ
て
い
る
。「
物
」
が
真
に
問
題
と

な
る
の
は
行
為
の
世
界
が
問
題
と
な
る
と
き
で
あ
り
、「
私
に
対
す
る
も
の
は
、
す
べ
て
汝
の
意
味
を
有
つ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

…
… 

我
々
の
自
己
が
絶
対
の
否
定
即
肯
定
面
に
於
て
あ
る
も
の
と
し
て
、
絶
対
否
定
を
隔
て
て
相
見
る
時
、
私
に
対
す
る
も
の
は
、
山
も
、



二
五

西
田
の
「
個
物
と
個
物
と
の
相
互
限
定
」
を
め
ぐ
っ
て
〔
氣
多
〕

川
も
、
木
も
、
石
も
、
す
べ
て
汝
の
意
味
を
有
つ
の
で
あ
る
」﹇
七
│
五
十
九
﹈
と
言
わ
れ
る
の
は
そ
の
段
階
に
な
っ
て
で
あ
る
。
し
か

し
こ
の
引
用
に
あ
る
よ
う
に
、
私
と
汝
の
関
係
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
の
は
絶
対
否
定
を
介
し
て
向
か
い
合
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の

で
あ
り
、
対
峙
の
相
手
が
人
か
物
か
と
い
う
こ
と
は
問
題
で
は
な
い
。

　

も
う
ひ
と
つ
こ
の
考
え
方
の
広
が
り
を
指
摘
し
て
お
く
と
、
今
日
の
私
が
昨
日
の
私
を
汝
と
見
做
す
こ
と
で
人
格
的
統
一
が
成
立
す
る

と
い
う
こ
と
は
、
私
と
汝
の
関
係
を
時
間
的
方
向
に
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
私
が
過
去
を
「
過
ぎ
去
つ
た

汝
」と
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、絶
対
無
を
介
す
る
仕
方
で
歴
史
が
成
立
す
る
。
こ
れ
が
西
田
に
お
い
て
真
の
歴
史
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。「
単

に
過
ぎ
去
つ
た
も
の
が
歴
史
で
は
な
く
、
歴
史
に
於
て
は
い
つ
も
過
ぎ
去
つ
た
汝
と
現
在
の
私
と
が
相
逢
ふ
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
絶
対
無

の
自
覚
的
限
定
と
し
て
の
歴
史
の
実
在
性
が
あ
る
の
で
あ
る
」﹇
六
│
四
一
八
﹈。
私
と
汝
と
が
出
会
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
歴
史
性
が
成
立

す
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
私
と
汝
の
関
係
は
社
会
的
・
歴
史
的
世
界
の
成
立
の
根
本
に
存
す
る
こ
と
だ
と
言
え
る
。
た
だ
し
そ
れ
だ
け
で
は
、

社
会
的
・
歴
史
的
世
界
の
成
立
は
萌
芽
的
な
も
の
に
止
ま
る
。
こ
の
関
係
が
現
実
の
社
会
的
・
歴
史
的
世
界
の
成
立
を
説
明
す
る
原
理
と

な
り
得
る
た
め
に
は
、
新
し
い
契
機
が
必
要
と
な
る
。

三
、
彼
と
個
物

　

如
何
な
る
契
機
が
必
要
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
手
掛
か
り
と
な
る
の
は
、「
…
…
単
に
私
と
汝
と
の
関
係
だ
け
で
は
真
に
非
連
続
の

連
続
と
い
ふ
も
の
は
考
へ
ら
れ
な
い
。
真
に
非
連
続
の
連
続
と
い
ふ
も
の
が
考
へ
ら
れ
る
に
は
彼0

と
い
ふ
も
の
が
入
つ
て
来
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」﹇
七
│
二
十
、
傍
点
氣
多
﹈
と
い
う
『
哲
学
の
根
本
問
題
続
編
（
弁
証
法
的
世
界
）』
の
序
の
一
節
で
あ
る
。
我
々
の
現
実
の
世
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界
が
私
と
汝
と
の
関
係
だ
け
で
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
な
い
と
い
う
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
で
は
、「
彼
」
は
私
と
汝
の
関
係
に
ど
う
い

う
仕
方
で
入
っ
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

た
と
え
ば
、
私
が
私
で
あ
り
汝
が
汝
で
あ
る
と
こ
ろ
に
彼
が
第
三
者
と
し
て
闖
入
し
て
く
る
と
い
う
事
態
を
思
い
浮
か
べ
て
み
よ
う
。

そ
の
場
合
に
世
界
は
ど
の
よ
う
に
変
質
す
る
か
、
そ
こ
で
な
お
私
は
私
で
あ
る
こ
と
を
維
持
で
き
る
か
、
等
々
が
そ
こ
で
の
問
い
と
な
る

で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
西
田
に
そ
う
い
う
事
態
へ
の
関
心
は
見
出
さ
れ
な
い
。
西
田
の
私
と
汝
と
の
関
係
は
二
人
だ
け
の
閉
じ
た
宇
宙
を
形

成
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
そ
こ
に
第
三
者
が
闖
入
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
考
え
る
必
要
の
な
い
も
の
だ
か
ら
で

あ
る
。
今
日
の
私
に
と
っ
て
昨
日
の
私
も
汝
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
で
は
、
無
数
の
私
と
汝
の
関
係
が
成
立
す
る
。
そ
こ
で
問
題
に
な
る

の
は
、
ど
う
や
っ
て
閉
鎖
性
を
脱
す
る
か
で
は
な
く
、
ど
う
や
っ
て
統
一
を
形
成
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
「
彼
」
に
つ
い
て
の
西
田
の
記
述
を
探
し
て
み
る
と
、
重
要
だ
と
見
な
さ
れ
る
割
に
は
語
ら
れ
る
箇
所
は
わ
ず
か
で
、
そ
の
説
明
も
簡

単
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
た
と
え
ば
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。

　

　

右
に
云
つ
た
様
に
、
主
客
対
立
の
如
く
如
何
に
相
反
す
る
も
の
と
云
つ
て
も
、
唯
二
つ
の
も
の
の
相
互
限
定
か
ら
真
の
弁
証
法
的

限
定
と
い
ふ
も
の
は
考
へ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
真
の
弁
証
法
的
限
定
と
い
ふ
べ
き
も
の
は
、
少
く
も
三
つ
の
も
の
の
相
互
限
定
か

ら
考
へ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
甲
が
乙
に
対
す
る
と
同
じ
く
丙
に
も
対
す
る
。
乙
が
甲
丙
に
対
し
、
丙
が
甲
乙
に
対
す
る
も
同
様
で

あ
る
。
私
が
汝
に
対
す
る
如
く
彼
に
対
す
る
。
汝
が
私
に
対
し
、
彼
が
私
や
汝
に
対
す
る
も
同
様
で
あ
る
。
斯
く
三
つ
の
も
の
の
相

互
関
係
を
斯
く
考
へ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
無
数
の
個
物
を
考
へ
る
と
い
ふ
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。﹇
七
│
三
一
三
〜
四
﹈

「
彼
」
は
一
人
称
二
人
称
の
世
界
に
対
す
る
三
人
称
の
世
界
を
示
す
言
葉
で
あ
る
が
、
西
田
は
「
彼
」
を
非
人
称
と
呼
ん
で
お
り
、
私
と



二
七

西
田
の
「
個
物
と
個
物
と
の
相
互
限
定
」
を
め
ぐ
っ
て
〔
氣
多
〕

汝
の
関
係
に
彼
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
称
性
を
喪
っ
た
甲
乙
丙
…
…
と
い
う
記
号
で
並
列
的
に
示
さ
れ
る
多
数
者
の
世
界
を
考
え

て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
多
数
者
が
「
個
物
」
と
呼
ば
れ
る
。
別
の
箇
所
で
「
個
物
と
い
ふ
も
の
が
考
へ
ら
れ
る
に
は
、
甲
が
乙
の
関
係
に

於
て
立
つ
如
く
丙
の
関
係
に
於
て
立
つ
と
い
ふ
こ
と
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」﹇
七
│
一
〇
八
﹈
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
多
数
で
あ
る
こ

と
は
西
田
の
「
個
物
」
の
概
念
の
本
質
に
含
ま
れ
て
い
る
。

　

だ
が
何
故
、
多
数
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
西
田
の
「
彼
」
へ
の
関
心
は
、「
真
の
弁
証
法
的
限
定
」
が
三
者
以
上
を
必
要
と
す

る
と
い
う
こ
と
か
ら
来
て
い
る
。
西
田
が
「
真
の
弁
証
法
」
と
言
う
の
は
、
彼
の
場
所
的
弁
証
法
を
指
す
。「
真
の
弁
証
法
的
限
定
」
が

三
者
以
上
を
必
要
と
す
る
と
い
う
こ
と
が
何
を
意
味
す
る
か
は
、
次
の
箇
所
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
な
お
こ
の
引
用
箇
所
が
、
個
物
と
弁

証
法
的
世
界
の
関
係
が
既
に
確
立
さ
れ
た
時
期
の
『
哲
学
論
文
集 

第
一
』
の
中
の
論
文
「
世
界
の
自
己
同
一
と
連
続
」（
一
九
三
五
年
）

の
一
節
で
あ
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

無
数
の
個
物
の
相
互
限
定
に
於
て
個
物
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
は
、
彼
と
い
ふ
も
の
で
あ
る
。
唯
二
つ
の
個
物
の
間
に
は
世
界
と
い
ふ

も
の
は
な
い
。
歴
史
的
世
界
に
於
て
あ
る
も
の
と
し
て
の
彼
と
彼
と
が
弁
証
法
的
に
相
対
す
る
時
、
私
と
汝
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
我
々
が
意
識
的
自
己
を
否
定
し
て
行
為
的
自
己
の
立
場
に
立
つ
と
い
ふ
こ
と
は
、
私
が
彼
の
立
場
に
立
つ
こ
と
で
あ
る
、
私
が

彼
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
我
々
の
主
観
を
客
観
化
す
る
と
い
ふ
場
合
、
か
か
る
意
味
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
（
彼
と
い
ふ
の
は
単
に
私

と
汝
と
の
分
離
の
原
理
た
る
の
み
な
ら
ず
又
客
観
化
の
原
理
で
あ
る
）。
我
々
は
彼
の
立
場
に
於
て
主
観
的
・
客
観
的
に
物
を
見
る

の
で
あ
る
。
私
が
働
く
と
い
ふ
こ
と
は
、
私
が
彼
の
立
場
に
立
つ
こ
と
で
あ
る
。
汝
が
働
く
と
い
ふ
こ
と
も
同
様
で
あ
る
、
汝
が
働

く
と
い
ふ
こ
と
は
、
汝
が
彼
の
立
場
に
立
つ
こ
と
で
あ
る
。
斯
く
し
て
私
と
汝
と
は
彼
の
世
界
を
通
じ
て
相
交
は
る
、
非
連
続
の
連

続
の
媒
介
者
に
よ
っ
て
相
限
定
す
る
と
考
へ
ら
れ
る
、
主
観
的
・
客
観
的
な
る
物
の
世
界
に
於
て
相
限
定
す
る
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
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あ
る
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│
五
十
六
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七
﹈

　

二
者
の
間
に
は
成
立
せ
ず
、
三
者
以
上
の
も
の
の
間
に
成
立
す
る
の
は
「
世
界
」
で
あ
る
。
別
の
箇
所
で
「
唯
二
つ
の
物
の
間
に
相
互

限
定
と
い
ふ
も
の
を
考
へ
る
な
ら
ば
、
そ
の
間
に
媒
介
作
用
と
い
ふ
も
の
を
考
へ
る
だ
け
で
も
足
る
か
も
知
れ
な
い
。
併
し
単
に
爾
考
へ

る
な
ら
ば
、
個
物
と
個
物
と
の
相
互
限
定
と
い
ふ
こ
と
は
考
へ
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
一
つ
の
も
の
の
自
己
分
裂
と
考
へ
て
も
よ
い
」﹇
七

│
一
〇
八
﹈
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
二
つ
の
も
の
の
関
係
は
単
純
な
媒
介
作
用
に
よ
っ
て
説
明
し
う
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
一
つ

の
も
の
の
過
程
的
変
化
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
真
の
弁
証
法
的
限
定
で
は
な
く
、
そ
こ
で
は
「
世
界
」
と
い
う
こ
と
は

考
え
ら
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

こ
こ
で
「
彼
」
は
、「
私
と
汝
」
と
い
う
あ
り
方
か
ら
個
物
と
い
う
あ
り
方
へ
と
橋
渡
し
を
す
る
言
葉
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
個
物

の
多
数
性
は
既
に
述
べ
た
よ
う
な
私
と
汝
の
多
数
性
と
共
通
し
て
い
る
が
、
私
と
汝
と
い
う
言
い
方
は
元
来
多
数
性
を
否
定
す
る
も
の
で

あ
っ
て
、そ
の
否
定
性
は
私
と
汝
と
い
う
関
係
に
や
は
り
浸
透
し
て
い
る
。
私
が
相
対
す
る
汝
は
そ
の
都
度
そ
の
都
度
唯
一
の
汝
で
あ
り
、

そ
の
汝
に
対
す
る
私
は
そ
の
都
度
そ
の
都
度
唯
一
の
私
で
あ
る
。「
私
が
彼
と
な
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
私
が
そ
の
よ
う
な
唯
一
性
を
脱

し
て
多
数
者
と
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
汝
も
ま
た
同
様
に
彼
と
な
り
、
多
数
者
と
な
る
。
多
数
者
の
世
界
が
個
物
の
世
界
で
あ
る
。
個

物
甲
は
個
物
乙
に
対
す
る
の
と
同
じ
関
係
を
個
物
丙
に
対
し
て
も
も
つ
と
い
う
特
性
を
有
す
る
。
し
た
が
っ
て
「
個
物
と
個
物
と
の
相
互

限
定
」
と
い
う
言
い
方
も
、
二
つ
の
個
物
同
士
が
限
定
し
合
う
関
係
を
指
す
の
で
は
な
く
、
多
数
の
個
物
が
互
い
に
限
定
し
合
う
関
係
を

術
語
化
し
た
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

私
と
汝
の
個
と
し
て
の
性
格
は
私
と
汝
の
相
関
関
係
か
ら
離
れ
ら
れ
な
い
が
、
個
物
の
個
と
し
て
の
性
格
は
そ
の
よ
う
な
相
関
関
係
か

ら
解
き
放
た
れ
て
い
る
。「
彼
」が「
私
と
汝
と
の
分
離
の
原
理
」で
あ
る
と
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
そ
し
て「
彼
」が「
客
観
化
の
原
理
」

で
あ
る
と
い
う
の
は
、
私
と
汝
と
い
う
こ
と
が
免
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
主
観
性
の
立
場
を
脱
却
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。「
彼
」
は
客
観



二
九

西
田
の
「
個
物
と
個
物
と
の
相
互
限
定
」
を
め
ぐ
っ
て
〔
氣
多
〕

的
世
界
、
つ
ま
り
表
現
の
世
界
に
属
す
る
。
な
お
、
こ
こ
で
言
わ
れ
る
主
観
と
客
観
は
認
識
の
場
面
に
お
け
る
も
の
で
は
な
く
、
行
為
の

場
面
に
お
け
る
も
の
だ
と
解
さ
れ
る
。

　
「
私
が
彼
と
な
る
」
と
い
う
こ
と
は
、「
私
」
が
表
現
の
世
界
に
お
け
る
物
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
、
即
ち
、

多
数
性
、
私
と
汝
と
い
う
相
関
関
係
か
ら
の
分
離
、
主
観
性
の
立
場
か
ら
の
脱
却
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
す
べ
て
、
個
物
と
個
物
と
が
於
て

0

0

あ
る

0

0

と
こ
ろ
の
「
世
界
」
を
指
し
示
す
。
真
の
弁
証
法
的
限
定
と
は
「
世
界
」
の
場
所
的
限
定
を
意
味
し
、こ
の
世
界
は
「
弁
証
法
的
世
界
」

で
あ
る
。「
世
界
」
に
「
於
て
あ
る
も
の
」
は
「
彼
」
で
あ
り
、「
個
物
」
で
あ
る
。
西
田
は
、「
個
物
」
を
明
確
な
術
語
と
し
て
確
立
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
、
言
い
換
え
れ
ば
私
と
汝
と
の
関
係
を
個
物
と
個
物
と
の
関
係
と
し
て
捉
え
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
、
真

に
歴
史
的
世
界
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
歴
史
的
世
界
と
は
こ
こ
で
「
主
観
的
・
客
観
的
な
る
物
の
世
界
」
と
言
わ

れ
る
も
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、論
文「
永
遠
の
今
の
自
己
限
定
」で「
真
に
対
象
界
を
自
己
の
内
に
見
る
時
、対
象
界
が
自
己
の
中
に
没
す
る
と
考
へ
ら
れ
る
時
、

さ
ら
に
自
己
に
対
す
る
も
の
は
も
は
や
物
で
は
な
く
汝
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」﹇
六
│
二
一
〇
﹈
と
言
わ
れ
た
よ
う
に
、
対
象
界
に
お
け

る
も
の
の
現
れ
方
と
し
て
の
「
物
」
を
打
破
し
た
と
こ
ろ
に
現
れ
る
の
が
「
汝
」
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。「
汝
」
は
ど
う
し
て
再
び
「
物
」

と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
。「
彼
」
は
行
為
的
自
己
の
ノ
エ
マ
的
限
定
の
方
向
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、「
汝
」
は
ノ
エ

シ
ス
的
限
定
の
方
向
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
私
と
汝
と
は
行
為
的
一
般
者
の
自
己
限
定
を
ノ
エ
シ
ス
的
方
向
に
徹
底
し
た
と
こ
ろ
に

立
ち
現
れ
る
相
互
的
な
個
の
あ
り
方
で
あ
る
。
見
る
も
の
な
く
し
て
見
る
と
い
う
こ
と
の
追
求
は
、
今
日
の
私
は
昨
日
の
私
を
汝
と
見
做

す
と
い
う
よ
う
な
個
に
ま
で
行
き
着
い
た
わ
け
で
あ
る
。
汝
は
決
し
て
ノ
エ
マ
的
に
見
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
私
は
決
し
て
ノ
エ
マ
的

な
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
。
そ
こ
で
こ
そ
、
絶
対
の
他
に
相
対
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
絶
対
に
独
立
自
由
な
個
と
な
る
と
い
う
こ
と
が
成
立

す
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
そ
人
格
的
統
一
が
成
立
す
る
は
ず
で
あ
る（
４
）。



日
本
哲
学
史
研
究
　
第
十
二
号

三
〇

　

し
か
し
、
そ
こ
で
西
田
が
直
面
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
身
体
の
問
題
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
西
田
は
初
め
か
ら
「
無
の

自
覚
と
し
て
真
の
自
己
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
は
身
体
的
自
己
と
い
ふ
こ
と
が
で
き
る
」﹇
六
│
二
六
六
﹈
と
考
え
て
い
る
。
だ
が
結
局
、「
時

を
包
み
時
を
限
定
す
る
我
々
の
自
己
は
、
瞬
間
が
瞬
間
自
身
を
限
定
す
る
と
考
へ
ら
れ
る
底
に
於
て
、
自
己
自
身
を
失
ふ
と
考
へ
ら
れ
ね

ば
な
ら
ぬ
。
そ
こ
に
我
々
は
身
体
を
離
れ
た
自
己

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
ふ
も
の
を
考
へ
る
、
無
自
身
の
限
定
と
し
て
飛
躍
的
に
点
か
ら
点
に
移
る
意
味
に

於
て
自
由
意
志
的
自
己
と
い
ふ
も
の
を
考
へ
る
こ
と
が
で
き
る
、而
し
て
そ
れ
が
真
の
自
己
と
い
ふ
べ
き
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」﹇
六

│
二
六
七
、傍
点
氣
多
﹈と
言
わ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
絶
対
の
他
と
し
て
の
汝
に
相
対
す
る
私
は
、身
体
を
も
た
な
い
自
己
で
あ
る
。
も
っ

と
も
、
西
田
は
こ
の
真
の
自
己
が
超
身
体
的
で
は
な
い
と
し
て
、
人
格
を
「
昇
華
せ
ら
れ
た
身
体
」
で
あ
る
と
主
張
し
よ
う
と
す
る
﹇
六

│
二
六
八
﹈。
し
か
し
そ
の
議
論
は
空
疎
に
終
わ
っ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
昇
華
せ
ら
れ
た
身
体
で
は
、
十
全
な
仕
方
で
、
歴

史
的
世
界
を
生
き
る
行
為
主
体
に
は
な
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
段
階
で
の
身
体
の
概
念
の
貧
し
さ
は
、後
の
論
文
「
論
理
と
生
命
」

に
お
け
る
身
体
論
の
格
段
の
豊
か
さ
と
比
較
す
れ
ば
、
よ
く
わ
か
る
。

　

身
体
は
見
る
も
の
で
あ
る
と
共
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
特
徴
と
す
る
。
私
と
汝
と
は
、
身
体
を
も
つ
た
め
に
は
彼
と
な
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
と
な
る
こ
と
で
、
個
物
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
と
汝
と
が
個
物
と
個
物
と
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
身
体

を
も
つ
個
を
扱
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
際
に
、
個
人
で
は
な
く
個
物
と
い
う
言
葉
が
採
用
さ

れ
た
こ
と
に
、
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
山
や
川
や
木
も
汝
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
を
思
い
起
こ
す
な
ら
、
私
と
汝
が
個
物
と
な
る
こ
と

は
容
易
に
納
得
で
き
る
。
確
か
に
一
方
で
、
人
格
的
な
個
人
が
個
物
の
典
型
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も

拘
ら
ず
、
個
人
や
自
己
に
つ
い
て
独
立
の
個
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
と
き
に
は
、「
個
物
的
な
る
個
人
」
と
か
「
個
物
的
自
己
」
と

い
う
よ
う
な
言
い
方
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
個
物
と
い
う
言
葉
が
採
用
さ
れ
た
と
き
、「
物
」
は
も
は
や
対
象
界
に
お
け
る

も
の
の
あ
り
方
を
指
す
の
で
は
な
く
な
る
。「
物
」
と
い
う
概
念
の
受
け
取
り
直
し
が
行
な
わ
れ
て
ゆ
き
、「
物
」
は
「
客
観
的
・
主
観
的
」



三
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ぐ
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〔
氣
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も
の
と
な
る
。

　

な
お
私
は
先
に
、
私
と
汝
と
の
関
係
が
個
物
と
個
物
と
の
関
係
に
変
容
し
た
と
述
べ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
個
物
と
個
物
と
の
関
係

が
私
と
汝
と
の
関
係
に
取
っ
て
代
わ
っ
た
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
先
の
引
用
で
、
私
が
彼
の
立
場
に
立
つ
、
汝
が
彼
の
立
場
に
立
つ
、

と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
裏
面
に
は
、
彼
が
私
の
立
場
に
立
つ
、
彼
が
汝
の
立
場
に
立
つ
、
と
い
う
こ
と
が
あ
る
は
ず
で

あ
る
。
個
物
と
個
物
と
の
関
係
が
見
て
取
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
私
と
汝
の
関
係
に
新
し
く
彼
の
世
界
が
開
か
れ
、
私

と
汝
と
の
相
互
限
定
に
物
の
世
界
に
お
け
る
相
互
限
定
が
重
ね
合
わ
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る（
５
）。
個
物
と
個
物
と

の
相
互
限
定
の
世
界
は
、
私
と
汝
と
の
関
係
を
含
み
込
ん
で
成
立
し
て
い
る
が
、
私
と
汝
と
の
関
係
は
個
物
と
個
物
と
の
関
係
の
な
か
に

解
消
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
私
と
汝
と
の
関
係
は
、
絶
対
の
他
に
相
対
す
る
と
い
う
こ
と
の
純
粋
な
局
面
で
あ
る
と
い
う
意
義
を
も
ち

続
け
る
の
で
あ
る
。

四
、
弁
証
法
的
一
般
者

　

そ
れ
で
は
、「
主
観
的
・
客
観
的
な
る
物
の
世
界
」
と
は
ど
う
い
う
世
界
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
論
文
「
弁
証
法
的
一
般
者
と
し
て
の
世
界
」

で
は
、
個
物
と
個
物
と
の
媒
介
者
と
い
う
こ
と
か
ら
世
界
の
考
察
が
行
な
わ
れ
る
。
先
に
は
二
つ
の
物
の
間
の
媒
介
作
用
に
つ
い
て
西
田

の
言
葉
を
引
用
し
た
が
、
こ
こ
で
問
題
に
な
る
媒
介
者
は
多
数
の
個
物
の
間
を
媒
介
す
る
も
の
の
だ
と
い
う
こ
と
に
、
注
意
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
媒
介
は
単
に
二
つ
の
も
の
を
接
合
す
る
の
で
は
な
く
、
場
所
的
限
定
の
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
る
﹇
七

│
三
一
四
﹈。
西
田
の
媒
介
に
は
、
過
程
的
な
媒
介
と
場
所
的
な
媒
介
の
二
種
類
が
あ
る
と
考
え
て
も
よ
か
ろ
う
。

　

西
田
は
ま
ず
物
理
現
象
に
お
け
る
媒
介
を
問
題
に
し
て
、
物
と
物
と
は
空
間
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
る
と
述
べ
る
。
し
か
し
そ
の
場
合
、
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媒
介
さ
れ
る
も
の
は
媒
介
す
る
も
の
の
様
相
に
な
っ
て
し
ま
い
、
個
物
で
あ
る
こ
と
を
維
持
で
き
な
い
と
主
張
す
る
。
さ
ら
に
、
意
識
現

象
に
お
い
て
個
々
の
意
識
相
互
が
内
的
に
自
己
自
身
を
限
定
す
る
と
い
う
関
係
を
扱
っ
て
、
こ
の
内
的
統
一
の
よ
う
な
も
の

0

0

0

0

0

0

を
媒
介
者
と

見
做
し
う
る
か
、
考
察
す
る
。
し
か
し
そ
の
場
合
、
意
識
が
実
在
で
あ
る
こ
と
を
維
持
し
つ
つ
、
個
物
で
あ
る
こ
と
を
維
持
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
と
考
え
る
。
そ
こ
か
ら
、個
物
と
個
物
と
の
媒
介
者
Ｍ
は
外
的
統
一
と
し
て
も
内
的
統
一
と
し
て
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
、

ま
た
こ
れ
ら
を
動
的
に
考
え
た
統
一
で
も
な
い
、
と
い
う
結
論
を
引
き
出
す
。
こ
の
よ
う
な
考
察
に
よ
っ
て
西
田
が
追
究
す
る
の
は
、
個

物
と
個
物
と
い
う
ど
こ
ま
で
も
互
い
に
相
独
立
す
る
も
の
が
そ
の
独
立
を
維
持
し
な
が
ら
ど
の
よ
う
な
統
一
を
も
ち
う
る
か
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
西
田
の
考
察
を
辿
る
と
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
媒
介
者
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
が
、
同
時
に
西
田
の
媒
介
者
に
は
、
そ
れ
と
基
本
的

に
違
う
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
『
精
神
現
象
学
』
の
知
覚
を
論
ず
る
箇
所
で
、
媒
介
者
を
説
明
す
る
た
め
に
、

塩
を
例
に
挙
げ
る
。「〈
こ
の
〉
塩
は
一
様
の
此
処
で
あ
り
な
が
ら
、同
時
に
多
様
で
も
あ
っ
て
、白
く
あ
る
と
共
に
辛
く
も
ま
た
あ
り
、〔
結

晶
に
お
い
て
〕
立
方
体
で
も
ま
た
あ
り
、
一
定
の
比
重
の
も
の
で
も
ま
た
あ
る
等
々
で
あ
る
」（
６
）
と
述
べ
て
、「
白
い
」「
辛
い
」「
立
方

体
で
あ
る
」「
一
定
の
比
重
で
あ
る
」
と
い
っ
た
諸
性
質
は
相
互
に
影
響
し
合
う
こ
と
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
ま
っ
た
く
独
立
し
て
い
る
と

指
摘
す
る
。「
白
い
」
と
「
辛
い
」
と
は
互
い
に
没
交
渉
で
あ
り
、「
白
い
」
は
「
白
い
」
自
身
に
、「
辛
い
」
は
「
辛
い
」
自
身
に
単
純

に
関
係
す
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
性
質
は
い
ず
れ
も
一
つ
の
単
純
な
「
こ
こ
」
に
於
て
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
関
係
し
て
お
り
、
そ

れ
ら
は
た
だ
「
も
ま
た
（A

uch

）」
を
通
じ
て
互
い
に
関
係
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
性
質
に
対
し
て
没
交
渉
で
分
け

隔
て
を
す
る
こ
と
な
く
諸
性
質
を
接
合
す
る
こ
の
「
も
ま
た
」
が
、純
粋
に
一
般
的
な
も
の
そ
の
も
の
で
あ
り
、媒
介
者
で
あ
る
と
、ヘ
ー

ゲ
ル
は
言
う
。

　

西
田
の
個
物
と
個
物
の
思
惟
に
お
い
て
媒
介
者
と
な
る
の
は
「
も
ま
た
」
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
あ
る
い
は
（O

der

）」
で
は
な
い
か



三
三

西
田
の
「
個
物
と
個
物
と
の
相
互
限
定
」
を
め
ぐ
っ
て
〔
氣
多
〕

と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
西
田
が
と
り
わ
け
強
調
す
る
の
は
媒
介
さ
れ
る
も
の
の
独
立
で
あ
り
、
そ
の
独
立
性
は
媒
介
さ
れ
る
も
の

相
互
が
単
に
没
交
渉
で
あ
る
と
い
う
の
と
は
む
し
ろ
逆
だ
か
ら
で
あ
る
。
媒
介
さ
れ
る
も
の
は
、
媒
介
す
る
も
の
に
よ
っ
て
相
互
に
対
立

せ
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
対
立
せ
し
め
る
と
い
う
仕
方
で
交
渉
せ
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
﹇
七
│
十
六
﹈。
そ
れ
故
、
媒
介
さ
れ
る
も

の
相
互
は
対
立
せ
し
め
ら
れ
る
と
共
に
統
一
せ
し
め
ら
れ
る
、
と
い
う
考
え
方
が
出
て
く
る
。「
あ
る
い
は
」
と
い
う
こ
と
か
ら
媒
介
を

考
え
る
考
え
方
で
は
、
媒
介
と
い
う
こ
と
は
「
一
般
者
の
自
己
限
定
」
と
い
う
発
想
と
直
ち
に
結
び
付
く
。

　

西
田
は
、
個
物
と
個
物
と
の
媒
介
者
Ｍ
を
次
の
よ
う
に
考
え
る
に
至
る
。

…
…
上
に
云
つ
た
如
き
媒
介
者
Ｍ
は
、
そ
れ
が
個
物
と
個
物
と
を
媒
介
す
る
と
考
へ
ら
れ
る
か
ぎ
り
、
非
連
続
の
連
続
と
い
ふ
意
味

を
有
つ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
個
物
に
対
し
絶
対
の
否
定
た
る
と
共
に
絶
対
の
肯
定
の
意
味
を
有
つ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
、
無
な
る
と
共
に
有
の
意
味
を
有
っ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
そ
れ
は
弁
証
法
的
限
定
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
ノ
エ
マ
的
に
一
般
者
Ａ
と
し
て
個
物
を
限
定
す
る
と
考
へ
ら
れ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
絶
対
の
否
定
と
考
へ
ら

れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
而
も
そ
れ
が
内
的
統
一
と
し
て
ノ
エ
シ
ス
的
に
個
物
を
限
定
す
る
と
考
へ
ら
れ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
絶
対
に
個

物
を
肯
定
す
る
と
考
へ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。﹇
七
│
三
一
〇
﹈

こ
の
一
節
を
理
解
す
る
に
は
、
個
物
と
一
般
者
Ａ
と
の
関
係
か
ら
説
明
し
た
方
が
よ
い
。
西
田
は
、
個
物
は
一
般
者
Ａ
の
限
定
で
あ
る
と

考
え
る
が
、
そ
の
場
合
の
個
物
は
一
般
と
特
殊
の
関
係
を
越
え
る
と
こ
ろ
ま
で
一
般
者
Ａ
の
限
定
を
推
し
進
め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ

う
な
個
物
は
真
に
独
立
自
由
な
個
物
で
は
あ
り
得
な
い
。
そ
の
よ
う
な
個
物
は
一
般
者
Ａ
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
る
だ
け
で
あ
り
、
一
般
者

Ａ
を
限
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
結
局
、
個
物
が
個
物
自
身
を
限
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
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で
あ
る
。
個
物
が
個
物
自
身
を
限
定
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
真
に
独
立
自
由
な
個
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
一
方
で
、

個
物
は
個
物
に
相
対
し
て
個
物
で
あ
る
が
、
個
物
と
個
物
と
が
相
対
す
る
に
は
相
対
す
る
場
所
を
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
個
物
と
個
物
と

は
、
一
般
者
を
相
互
限
定
の
場
所
と
す
る
。
そ
こ
で
西
田
は
、
個
物
の
独
立
を
保
持
し
つ
つ
一
般
者
と
関
係
づ
け
よ
う
と
し
て
、
真
に
独

立
し
た
個
物
は
一
般
者
Ａ
が
個
物
を
限
定
す
る
と
い
う
こ
と
の
極
限
に
お
い
て
、
逆
に
一
般
者
Ａ
を
限
定
す
る
と
考
え
る
。

　

西
田
の
弁
証
法
の
構
造
か
ら
言
え
ば
、
一
般
者
Ａ
の
限
定
の
極
限
と
い
う
こ
と
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
過
程
的
弁
証
法
を
そ
の
発
端
ま
で

も
包
み
込
ん
だ
場
所
的
弁
証
法
へ
と
超
出
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
が（
７
）、
西
田
が
こ
こ
で
考
え
て
い
る
の
は
お
そ
ら
く
、
行
為
の
主
体

が
歴
史
的
世
界
に
お
け
る
自
ら
の
被
投
性
を
引
き
受
け
て
自
由
に
行
為
す
る
と
い
う
よ
う
な
事
態
で
あ
ろ
う
。
個
物
と
個
物
と
が
相
互
限

定
す
る
と
い
う
形
を
と
っ
て
、
個
物
は
一
般
者
Ａ
を
限
定
す
る
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
実
は
一
般
者
Ａ
を
空
疎
な
も
の

に
す
る
。
一
般
者
Ａ
は
一
般
者
と
し
て
個
物
の
独
立
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
が
、個
物
と
個
物
と
の
相
互
限
定
に
お
い
て
、

一
般
者
Ａ
は
自
己
か
ら
見
ら
れ
た
一
般
者
に
過
ぎ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
一
般
者
Ａ
は
個
物
と
個
物
と
の
相
互
限
定
の
場
所
と
は

な
り
得
な
い
。
相
互
限
定
の
場
所
と
な
り
う
る
の
は
、
ど
こ
ま
で
も
ノ
エ
シ
ス
的
に
一
般
者
が
個
物
を
限
定
す
る
と
い
う
こ
と
で
し
か
な

い
。
そ
の
よ
う
な
一
般
者
の
限
定
こ
そ
、
西
田
が
真
に
無
の
一
般
者
の
限
定
と
見
做
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
一
般
者
は
一
般
者
Ａ
の
絶
対

的
な
自
己
否
定
を
媒
介
と
す
る
こ
と
で
自
己
自
身
を
限
定
す
る
の
で
あ
り
﹇
七
│
十
七
﹈、
そ
の
意
味
で
こ
の
一
般
者
は
媒
介
者
Ｍ
と
呼

ば
れ
る
と
解
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
媒
介
者
Ｍ
は
、
個
物
と
個
物
と
を
媒
介
す
る
何
も
の
か

0

0

0

0

と
し
て
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
個
物
と
個
物

と
の
媒
介
は
場
所
的
で
あ
り
、
媒
介
者
Ｍ
は
真
の
意
味
で
無
の
場
所
な
の
で
あ
る
。
媒
介
者
Ｍ
は
単
な
る
一
般
者
Ａ
で
は
な
く
、「
一
般

者
の
一
般
者
」
と
し
て
弁
証
法
的
一
般
者
と
呼
ば
れ
る
。「
一
般
者
の
一
般
者
」
と
は
、
一
般
者
と
一
般
者
を
さ
ら
に
包
摂
す
る
高
次
の

一
般
者
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
一
般
者
を
自
己
否
定
し
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
自
身
を
限
定
す
る
一
般
者
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
解

さ
れ
る
。



三
五

西
田
の
「
個
物
と
個
物
と
の
相
互
限
定
」
を
め
ぐ
っ
て
〔
氣
多
〕

　

先
ほ
ど
の
引
用
に
お
い
て
、
媒
介
者
Ｍ
は
個
物
に
対
し
て
絶
対
の
否
定
で
あ
る
と
共
に
絶
対
の
肯
定
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
た
。
こ
れ

は
個
物
の
側
か
ら
言
え
ば
、
個
物
は
個
物
と
の
相
互
限
定
に
お
い
て
一
般
者
か
ら
限
定
さ
れ
る
と
共
に
、
個
物
と
の
相
互
限
定
に
お
い
て

一
般
者
を
限
定
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
個
物
が
一
般
者
か
ら
限
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
媒
介
者
Ｍ
が
個
物
の
独
立
自
由
を

絶
対
否
定
す
る
面
で
あ
り
、
個
物
が
一
般
者
を
限
定
す
る
こ
と
は
媒
介
者
Ｍ
が
個
物
の
独
立
自
由
を
絶
対
肯
定
す
る
面
で
あ
る
。
こ
の
媒

介
に
お
い
て
、
個
物
が
絶
対
に
独
立
で
あ
り
決
し
て
他
の
個
物
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
な
い
と
い
う
個
物
の
あ
り
方
は
こ
の
媒
介
の
非
連
続

面
で
あ
り
、
多
数
の
個
物
の
相
互
限
定
が
弁
証
法
的
一
般
者
の
自
己
限
定
と
し
て
内
的
な
統
一
を
も
つ
と
い
う
こ
と
は
こ
の
媒
介
の
連
続

面
で
あ
る
。「
内
的
統
一
」
と
い
う
言
い
方
は
誤
解
を
招
き
や
す
い
も
の
で
あ
る
が
、
断
絶
が
ば
ら
ば
ら
に
す
る
の
で
は
な
く
断
絶
が
一

つ
に
結
び
つ
け
る
と
い
う
よ
う
な
逆
説
的
な
連
関
、
何
も
の
か
が
外
か
ら
統
一
す
る
と
い
う
よ
う
な
性
格
が
ま
っ
た
く
な
い
よ
う
な
仕
方

の
連
関
を
、
言
い
表
そ
う
と
し
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
媒
介
者
Ｍ
と
は
、
絶
対
否
定
と
絶
対
肯
定
、
非
連
続
性
と
連
続
性
と
い
う
絶
対
に

矛
盾
し
た
関
係
そ
の
も
の
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
来
た
と
き
、
論
文
「
私
と
汝
」
の
な
か
に
、
私
と
汝
と
を
包
摂
す
る
一
般
者
が
あ
る
と
解
さ
れ
る
箇
所
と
一
般
者
は

な
い
と
言
わ
れ
る
箇
所
が
あ
っ
た
こ
と
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
。
弁
証
法
的
限
定
と
い
う
こ
と
の
意
味
が
明
ら
か
に
な
る
な
ら
ば
、「
私
と

汝
と
を
包
摂
す
る
何
等
の
一
般
者
も
な
い
。
併
し
…
…
私
は
私
の
底
を
通
じ
て
汝
へ
、汝
は
汝
の
底
を
通
じ
て
私
へ
結
合
す
る
の
で
あ
る
、

絶
対
に
他
な
る
が
故
に
内
的
に
結
合
す
る
の
で
あ
る
」﹇
六
│
三
八
一
〜
二
﹈
と
い
う
文
章
に
お
け
る
一
般
者
は
一
般
者
Ａ
を
指
す
に
す

ぎ
な
か
っ
た
と
わ
か
る
。
ま
た
、「
絶
対
の
死
即
生
で
あ
る
絶
対
否
定
の
弁
証
法
に
於
て
は
、
一
と
他
と
の
間
に
何
等
の
媒
介
す
る
も
の

が
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
、
自
己
が
自
己
の
中
に
絶
対
の
他
を
含
ん
で
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
自
己
が
自
己
の
中
に
絶
対
の
否
定
を
含
ん
で

ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」﹇
六
│
三
八
〇
﹈
と
い
う
文
章
と
、「
私
と
汝
と
は
絶
対
の
否
定
に
よ
つ
て
媒
介
せ
ら
れ
て
あ
る
と
考
へ
ら
れ
ね
ば

な
ら
ぬ
」﹇
六
│
三
七
二
﹈
と
い
う
文
章
と
は
、
何
ら
齟
齬
を
き
た
し
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
こ
で
語
ら
れ
て
い
た
内
容
は
、
後
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期
の
思
想
に
お
い
て
よ
り
明
確
に
、
よ
り
徹
底
し
て
展
開
さ
れ
て
ゆ
く
が
、
同
じ
事
柄
が
考
え
続
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
本
稿
の
は
じ
め
に
、
西
田
が
論
文
「
弁
証
法
的
一
般
者
と
し
て
の
世
界
」
で
、〝
個
物
の
世
界
と
は
如
何
な
る
も
の
か
〞
と

い
う
こ
と
を
〝
個
物
的
な
も
の
を
限
定
す
る
一
般
者
と
は
如
何
な
る
も
の
か
〞
を
解
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い

る
と
述
べ
た
が
、
何
故
こ
う
い
う
問
い
方
に
な
る
の
か
と
い
う
こ
と
も
、
こ
こ
で
鮮
明
に
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　

弁
証
法
的
限
定
と
し
て
語
ら
れ
た
事
態
は
、「
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
言
い
方
で
表
わ

さ
れ
る
﹇
七
│
三
一
一
﹈。
個
物
的
限
定
と
一
般
的
限
定
と
は
ど
こ
ま
で
も
相
反
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
両
者
は
ど
こ
ま
で

も
切
り
離
せ
な
い
。
こ
の
「
即
」
は
絶
対
に
相
反
す
る
も
の
が
同
一
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
、
や
が
て
「
矛
盾
的
自
己
同
一
」
と

い
う
術
語
に
仕
上
げ
ら
れ
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
。
個
物
が
自
己
自
身
を
限
定
す
る
と
い
う
自
立
し
た
個
物
の
あ
り
方
と
、一
般
者
（
世
界
）

が
自
己
自
身
を
限
定
す
る
と
い
う
世
界
の
独
立
し
た
あ
り
方
と
が
、
即
で
結
ば
れ
る
。
即
で
結
ば
れ
る
二
つ
の
も
の
は
絶
対
の
自
己
否
定

に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
媒
介
は
、
個
物
の
方
か
ら
世
界
へ
、
世
界
の
方
か
ら
個
物
へ
と
い
う
二
重
の
方
向
を
も
つ
。

こ
れ
が
弁
証
法
的
一
般
者
の
自
己
限
定
と
見
做
さ
れ
る
事
態
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
の
西
田
の
意
図
は
、
世
界
に
対
し
て
個
物
的
自
己
の
独
立
が
確
保
さ
れ
、
し
か
も
個
物
的
自
己
の
自
由
な
行
為
が
歴
史
的
世
界

の
進
行
と
内
的
な
連
関
を
も
つ
こ
と
が
成
り
立
つ
よ
う
な
考
え
方
を
提
示
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
個
物
の
絶
対
の
独
立
と
い

う
こ
と
は
、
西
田
が
ど
う
し
て
も
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
個
物
が
絶
対
に
独
立
自
由
で
あ
る
と
い
う
こ

と
は
、
個
物
と
個
物
と
は
絶
対
に
相
対
立
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
西
田
の
矛
盾
的
自
己
同
一
と
い
う
発
想
に
対
し
て
多
く
の
論
者
が

イ
メ
ー
ジ
す
る
よ
う
な
宥
和
的
、
予
定
調
和
的
な
も
の
で
は
な
い
。
個
物
と
個
物
と
の
相
互
限
定
と
い
う
こ
と
は
、
互
い
に
相
手
を
滅
ぼ

す
か
自
分
が
滅
ぼ
さ
れ
る
か
と
い
う
争
い
に
な
る
。



三
七

西
田
の
「
個
物
と
個
物
と
の
相
互
限
定
」
を
め
ぐ
っ
て
〔
氣
多
〕

弁
証
法
的
一
般
者
の
自
己
限
定
と
し
て
、
個
物
が
個
物
自
身
を
限
定
す
る
と
い
ふ
意
味
に
於
て
、
我
々
は
我
々
の
行
為
的
自
己
の
底

に
、
何
処
ま
で
も
自
己
自
身
を
限
定
す
る
暗
い
も
の
、
衝
動
的
な
る
も
の
を
見
る
と
共
に
、
同
じ
一
般
者
の
一
般
者
が
一
般
者
自
身

を
限
定
す
る
、
現
在
が
現
在
自
身
を
限
定
す
る
意
味
に
於
て
、
我
々
は
一
面
に
何
処
ま
で
も
当
為
に
よ
つ
て
支
配
せ
ら
れ
る
と
考
へ

ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
斯
く
し
て
我
々
は
我
々
の
存
在
自
身
の
中
に
矛
盾
を
含
ん
で
居
る
の
で
あ
る
。
我
々
の
自
己
は
弁
証
法
的
存
在

と
考
へ
ら
れ
る
所
以
で
あ
る
。﹇
七
│
一
三
八
〜
九
﹈

西
田
の
弁
証
法
的
世
界
は
、
矛
盾
を
含
ん
だ
存
在
で
あ
る
我
々
が
厳
し
い
当
為
に
直
面
し
続
け
る
世
界
な
の
で
あ
る
。

五
、一
即
多
多
即
一

　

弁
証
法
的
一
般
者
の
自
己
限
定
は
ま
た
「
一
即
多
多
即
一
」
と
も
表
現
さ
れ
る（
８
）。
本
稿
で
追
究
し
て
き
た
個
物
の
多
数
性
に
関
わ

る
こ
と
で
あ
る
の
で
、
触
れ
て
お
き
た
い
。

　

西
田
は
「
一
即
多
多
即
一
」
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
弁
証
法
的
一
般
者
が
自
己
自
身
を
限
定
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
一
般
者
が
自

己
自
身
を
否
定
し
て
自
己
な
ら
ざ
る
も
の
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
﹇
七
│
二
五
七
﹈。
そ
れ
は
一
な
る
一
般
者
が
多
な
る
も
の
に
な

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
多
数
の
個
物
の
世
界
が
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
個
物
は
た
だ
個
物
に
対
す
る
こ
と

で
個
物
で
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
個
物
が
自
己
自
身
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
個
物
と
な
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
個
物
が
自
己

自
身
を
否
定
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
個
物
が
一
般
化
す
る
こ
と
で
あ
り
、
つ
ま
り
一
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
西
田
の
説
明
は
、
一
が
多
と
な
る
と
い
う
面
は
理
解
し
や
す
い
の
に
対
し
て
、
多
が
一
に
な
る
と
い
う
面
は
少
し
わ
か
り
に
く
い
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か
も
し
れ
な
い
。
要
す
る
に
、
多
が
一
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
個
物
が
他
の
個
物
と
結
合
す
る
と
い
う
こ
と
に
帰
着
す
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
結
合
は
、
私
が
私
の
底
に
汝
を
見
、
汝
が
汝
の
底
に
私
を
見
る
と
い
う
仕
方
で
の
私
と
汝
と
の
結
合
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り

非
連
続
の
連
続
と
い
う
こ
と
の
連
続
面
に
外
な
ら
な
い
。

　

こ
の
説
明
を
見
て
わ
か
る
よ
う
に
、「
一
即
多
多
即
一
」
は
「
個
物
的
限
定
即
一
般
的
限
定
、
一
般
的
限
定
即
個
物
的
限
定
」
と
同
じ

事
柄
を
、
一
般
者
の
一
性
と
個
物
の
多
性
に
照
明
を
当
て
て
語
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
照
明
を
当
て
る
こ
と
で
浮
か
び
上
が
っ
て
く

る
の
は
、
自
己
同
一
の
問
題
で
あ
る
。
西
田
は
、「
真
に
自
己
自
身
に
同
一
な
る
も
の
は
、
一
に
し
て
多
な
る
も
の
、
多
に
し
て
一
な
る

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」﹇
七
│
三
二
二
﹈
と
述
べ
る
。

　

自
己
同
一
と
い
う
こ
と
は
哲
学
史
上
で
は
、「
Ａ
は
Ａ
で
あ
る
」
と
い
う
同
一
律
の
問
題
と
し
て
議
論
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
ヘ
ー
ゲ

ル
は
同
一
律
が
単
な
る
思
惟
法
則
で
は
な
い
と
見
做
し
、「
真
理
は
同
一
性
と
差
異
性
と
の
統
一
の
中
で
の
み
完
全
で
あ
り
、
し
た
が
っ

て
た
だ
こ
の
統
一
の
中
に
お
い
て
の
み
成
立
す
る
」（
９
）
と
主
張
す
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
も
ま
た
、
プ
ラ
ト
ン
の
『
ソ
フ
ィ
ス
ト
』
の
一

節
を
引
い
て
、
同
一
性
の
命
題
の
真
意
は
「
各
々
の
Ａ
は
そ
れ
自
体
で
自
己
自
身
と
同
一
で
あ
る （Jedes A

 ist selber m
it ihm

 selbst 
dasselbe.

）」
と
い
う
こ
と
だ
と
読
み
解
い
て
い
く（
10
）。
つ
ま
り
、「
Ａ
は
Ａ
で
あ
る
」
は
単
な
る
同
語
反
復
で
は
な
く
、
自
己
自
身
と

の
媒
介
関
係
が
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
西
田
の
「
真
に
自
己
自
身
に
同
一
な
る
も
の
」
と
い
う
言
い
方
に
も
、
何

ら
か
の
統
一
の
契
機
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
「
真
に
自
己
自
身
に
同
一
な
る
も
の
は
、
一
に
し
て
多
な
る
も
の
、
多
に
し
て
一
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
は
、

真
に
自
己
同
一
な
る
も
の
は
個
物
ｅ
で
も
、単
な
る
一
般
者
Ａ
で
も
な
く
、個
物
と
個
物
と
の
媒
介
者
Ｍ
だ
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
﹇
七

│
三
二
三
﹈。
何
故
な
ら
、
個
物
ｅ
に
お
い
て
成
立
す
る
の
は
単
純
な
「
多
は
多
で
あ
る
」
で
あ
り
、
一
般
者
Ａ
に
お
い
て
成
立
す
る
の

は
単
純
な
「
一
は
一
で
あ
る
」
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
真
の
自
己
同
一
で
あ
る
に
は
、「
多
は
多
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
潜
む
統



三
九

西
田
の
「
個
物
と
個
物
と
の
相
互
限
定
」
を
め
ぐ
っ
て
〔
氣
多
〕

一
で
は
不
十
分
で
あ
っ
て
、「
多
は
一
で
あ
る
」
な
い
し
「
一
は
多
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
成
り
立
た
せ
る
統
一
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
、
相
反
す
る
も
の
の
自
己
同
一
が
真
の
自
己
同
一
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
こ
と
が
意
味
す
る
の
は
、
個
物
が
真
に
自
己
同
一
的
で
あ
る
た
め
に
は
、「
多
は
多
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
の
な
か
に
「
多
は
一

で
あ
り
、一
は
多
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
が
収
め
込
ま
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。「
多
は
多
で
あ
る
」
は
「
多

は
一
で
あ
る
」
へ
と
出
て
行
く
こ
と
が
で
き
ね
ば
な
ら
な
い
。
あ
る
い
は
こ
う
い
う
言
い
方
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
、
自
己
は
自
己
で

あ
る
と
い
う
こ
と
が
真
に
成
り
立
つ
に
は
弁
証
法
的
一
般
者
の
性
質
を
受
け
取
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と（
11
）。

　

自
己
同
一
性
に
関
し
て
、
さ
ら
に
注
意
す
べ
き
言
及
が
あ
る
。

…
…
自
己
自
身
に
同
一
な
る
も
の
が
、
一
に
し
て
多
、
多
に
し
て
一
な
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
真
に
自
己
自
身
に
同
一
な
る
も
の
、

真
に
自
己
自
身
を
限
定
す
る
も
の
、
真
に
自
覚
的
な
る
も
の
に
於
て
は
、
そ
の
多
は
真
の
多
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
絶
対
に
相
対

立
す
る
も
の
の
多
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
無
数
の
個
物
の
意
味
を
有
つ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
真
に
自
己
同
一
な
る
も

の
は
、
個
物
と
個
物
と
の
媒
介
者
Ｍ
の
意
味
を
有
つ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
私
の
所
謂
弁
証
法
的
一
般
者
の
意
味
を
有
つ

て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
場
所
的
限
定
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。﹇
七
│
三
二
三
﹈

こ
こ
で
西
田
は
、「
多
」
が
無
数
の
個
物
の
意
味
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
特
に
強
く
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
何
を
指

し
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
推
測
す
る
に
そ
れ
は
、
真
に
、
自
己
は
自
己
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
個
は
個
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
世

界
は
世
界
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
成
立
す
る
の
は
、
独
立
せ
る
無
数
の
個
物
が
相
対
す
る
社
会
的
・
歴
史
的
世
界
に
お
い
て
で
あ
る
と
い

う
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
真
の
自
己
同
一
を
成
り
立
た
せ
る
統
一
は
、独
立
せ
る
無
数
の
個
物
が
相
対
立
す
る
と
こ
ろ
に
お
い
て
、
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い
わ
ば
そ
の
対
立
の
多
性
と
そ
の
対
立
そ
の
も
の
の
は
ら
む
逆
説
性
と
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
よ
う
な
統
一
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ

し
て
そ
の
統
一
が
当
為
を
含
み
込
ん
だ
実
在
の
世
界
に
お
け
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
西
田
の
立
ち
向
か
っ
た
問
題
の
大
き
さ
と

難
し
さ
を
考
え
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

注（
1
）
西
田
か
ら
の
引
用
は
『
西
田
幾
多
郎
全
集
』
全
十
九
巻
（
安
倍

能
成
他
編
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
八
〜
一
九
八
〇
年
）
に
よ
り
、﹇
巻

数
│
頁
数
﹈
を
示
す
。

（
2
）
参
照
、
拙
論
「
無
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
」（『
西
田
哲
学
会
年
報
』

第
十
号
、
二
〇
一
三
年
）。

（
3
）
も
っ
と
も
、
こ
の
時
期
の
著
作
で
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
明
確
に

は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
場
所
の
思
想
を
確
立
す
る
以
前
、
フ
ィ
ヒ
テ

の
絶
対
自
我
の
影
響
下
に
あ
っ
た
頃
の
西
田
の
論
文
に
は
、「
…
…
独

立
の
人
格
的
実
在
と
し
て
人
と
我
と
を
区
別
す
る
も
の
は
、
自
他
の
意

識
は
同
時
的
に
対
立
し
、
自
己
の
意
識
は
時
間
的
に
連
結
す
る
と
い
ふ

如
き
こ
と
で
は
な
く
し
て
、
或
理
想
的
内
容
の
実
現
の
可
能
の
範
囲
で

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」﹇
三
│
四
〇
一
﹈
と
い
う
考
え
が
示
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
現
在
の
私
は
過
去
の
私
を
自
由
に
動
か
す
こ
と
は
で
き
な
い

が
、
他
人
に
道
徳
的
示
唆
を
与
え
て
他
人
の
自
己
を
内
面
的
に
動
か
す

こ
と
は
で
き
る
。
そ
の
と
き
、
人
格
的
結
合
は
、
現
在
の
私
と
過
去
の

私
と
の
間
に
成
り
立
つ
の
で
は
な
く
、
私
と
他
人
と
の
間
に
成
り
立
つ

わ
け
で
あ
る
。
個
人
的
自
己
の
内
面
的
統
一
を
凌
駕
す
る
人
格
的
統
一

が
個
人
的
自
己
相
互
の
間
に
も
自
由
な
仕
方
で
成
立
し
得
る
と
い
う
考

え
方
は
、
西
田
に
お
い
て
一
貫
し
て
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
私
に
は
思

わ
れ
る
。
さ
ら
に
遡
っ
て
『
善
の
研
究
』
に
も
「
意
識
の
範
囲
は
決
し

て
所
謂
個
人
の
中
に
限
ら
れ
て
居
ら
ぬ
、
個
人
と
は
意
識
の
中
の
一
小

体
系
に
す
ぎ
な
い
。
我
々
は
普
通
に
肉
体
生
存
を
核
と
せ
る
小
体
系
を

中
心
と
し
て
居
る
が
、
若
し
、
更
に
大
な
る
意
識
体
系
を
中
軸
と
し
て

考
へ
て
見
れ
ば
、
此
の
大
な
る
体
系
が
自
己
で
あ
り
、
其
の
発
展
が

自
己
の
意
志
実
現
で
あ
る
」﹇
一
│
三
十
九
﹈
と
い
う
記
述
が
あ
る
が
、

こ
の
考
え
方
も
個
人
的
自
己
を
単
位
と
し
て
考
え
な
い
と
い
う
点
で
共

通
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

（
4
）「
私
が
私
と
汝
と
の
相
互
限
定
の
人
格
的
世
界
と
い
ふ
も
の

は
、
右
の
如
き
意
味
に
於
て
自
己
自
身
を
限
定
す
る
世
界
の
ノ
エ
シ

ス
的
限
定
の
方
向
に
見
ら
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」﹇
七
│



四
一

西
田
の
「
個
物
と
個
物
と
の
相
互
限
定
」
を
め
ぐ
っ
て
〔
氣
多
〕

一
九
三
﹈。

（
5
）「
個
物
と
個
物
と
の
世
界
が
自
己
自
身
を
限
定
す
る
と
い
ふ
こ
と

は
、
彼
の
世
界
が
自
己
自
身
を
限
定
す
る
こ
と
で
あ
り
、
彼
の
世
界
が

自
己
自
身
を
限
定
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
私
と
汝
と
が
相
対
し
相
限
定

す
る
こ
と
で
あ
る
。
逆
に
私
が
働
く
と
い
ふ
こ
と
は
私
と
汝
と
が
相
対

し
相
限
定
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
彼
と
な
る
こ
と
で
あ
る
」﹇
八

│
五
十
七
﹈。

（
6
） H

egel, G
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