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一　

は
じ
め
に

　

キ
ッ
ト
ラ
ー
学
派
、
ト
ロ
ン
ト
学
派
、
そ
し
て
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
、
こ
れ
ら
三
学
派
の
伝
統
の
な
か
で
育
ま
れ
て
き
た
存
在
論
的

か
つ
決
定
論
的
な
メ
デ
ィ
ア
論
（M

edientheorie

）
が
メ
デ
ィ
ア
に
か
ん
す
る
議
論
を
全
世
界
的
に
席
巻
し
た
結
果
、
ド
イ
ツ
で
は
ご

く
一
般
的
な
「
メ
デ
ィ
ア
哲
学
（M

edienphilosophie

）」
と
い
う
概
念
は
―
―
こ
の
論
文
で
京
都
学
派
の
哲
学
を
例
に
思
想
史
的
に
素

描
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
日
本
に
か
ん
す
る
議
論
を
も
っ
と
も
簡
潔
に
表
す
の
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
「
メ
デ
ィ
ア
哲
学
」
と
い
う
概
念
で

あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
―
―
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
や
日
本
に
お
い
て
は
馴
染
み
の
薄
い
概
念
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る

メ
デ
ィ
ア
論
が
、
個
別
的
な
メ
デ
ィ
ア
存
在
論
や
、
メ
デ
ィ
ア
現
象
を
一
般
的
に
、
あ
る
い
は
批
判
的
、
社
会
学
的
に
分
析
す
る
諸
メ

デ
ィ
ア
の
理
論
に
と
ど
ま
る
の
に
た
い
し
て
、
メ
デ
ィ
ア
哲
学
と
は
何
よ
り
も
ま
ず
、「
メ
デ
ィ
ア
（M

edium

）」
と
い
う
概
念
に
つ
い

て
、
あ
る
い
は
媒
介
的
な
知
覚
や
認
識
を
可
能
に
す
る
認
識
論
的
な
条
件
に
つ
い
て
思
考
す
る
営
み
と
し
て
理
解
さ
れ
る
も
の
だ
。
シ
ュ

テ
フ
ァ
ン
・
ミ
ュ
ン
ク
ラ
ー
は
、
デ
ジ
タ
ル
・
メ
デ
ィ
ア
時
代
に
あ
っ
て
こ
そ
メ
デ
ィ
ア
哲
学
が
必
要
で
あ
る
と
説
く
。
彼
に
よ
れ
ば
、

「
わ
れ
わ
れ
の
生
活
世
界
が
、
全
般
に
わ
た
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
ニ
ュ
ー
メ
デ
ィ
ア
、
す
な
わ
ち
電
子
メ
デ
ィ
ア
や
デ
ジ
タ
ル
・
メ
デ
ィ
ア
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一
四
八

と
の
関
係
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
は
じ
め
て
、
メ
デ
ィ
ア
哲
学
の
よ
う
な
知
の
分
野
が
意
味
を
持
ち
、
ま
た
必
要
不

可
欠
に
」
な
っ
た
（M

ünkler 

二
〇
〇
三
、十
八
頁
）。
と
い
う
の
も
、「
電
子
メ
デ
ィ
ア
や
デ
ジ
タ
ル
・
メ
デ
ィ
ア
の
使
用
、
そ
れ
ら
を

用
い
た
デ
ー
タ
の
処
理
や
加
工
が
結
果
と
し
て
も
た
ら
し
た
概
念
上
の
諸
問
題
を
省
察
す
る
こ
と
」
に
こ
そ
、
メ
デ
ィ
ア
哲
学
の
「
現
代

的
」
な
課
題
が
あ
る
か
ら
だ
（M

ünkler 

二
〇
〇
三
、二
十
頁
）。
一
方
、
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・
レ
ー
ス
ラ
ー
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
メ
デ
ィ

ア
哲
学
と
は
ご
く
一
般
的
に
、「
メ
デ
ィ
ア
と
い
う
概
念
に
注
意
を
払
い
つ
つ
な
さ
れ
る
緒
メ
デ
ィ
ア
に
つ
い
て
の
考
察
、
こ
の
概
念
の

意
味
や
そ
れ
と
関
連
づ
け
ら
れ
る
事
象
の
理
解
を
め
ぐ
る
考
察
、
こ
の
概
念
が
他
の
諸
概
念
に
も
た
ら
す
理
論
的
な
影
響
力
に
つ
い
て

の
考
察
、
こ
の
概
念
を
め
ぐ
っ
て
構
築
さ
れ
た
諸
理
論
の
ス
テ
ー
タ
ス
に
つ
い
て
の
考
察
で
あ
る
」（R

oesler 

二
〇
〇
三
、三
十
五
頁
）。

メ
デ
ィ
ア
概
念
の
意
味
を
確
認
す
る
た
め
に
も
、
ま
ず
は
こ
の
概
念
の
語
源
を
一
瞥
し
て
お
い
た
方
が
い
い
だ
ろ
う
。『
美
学
の
基
本
概

念
（Ä

sthetische G
rundbegriffe

）』
お
よ
び
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
の
当
該
項
目
に
よ
れ
ば
、
十
七
世
紀
以
来
ド
イ
ツ
で
も
使
用
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
ラ
テ
ン
語
のm

edium
も
、
仲
介

0

0

お
よ
び
媒
介

0

0

と
い
う
中
国
語
・
日
本
語
の
概
念
（
ち
な
み
に
媒
介
と
い
う
概
念
は
、

一
二
世
紀
に
は
す
で
に
日
本
語
で
も
使
用
さ
れ
て
お
り
、
と
く
に
結
婚
の
媒
酌
や
争
い
の
仲
裁
を
意
味
す
る
言
葉
と
し
て
用
い
ら
れ
た
）

も
、「
中
間
」
な
い
し
「
中
心
」、「
真
ん
中
に
あ
る
も
の
」
あ
る
い
は
「
間
に
あ
る
も
の
」
を
意
味
す
る
と
同
時
に

0

0

0

、「
媒
介
／
仲
立
ち

（Verm
ittlung

）」
を
意
味
し
て
い
た
。

　

こ
こ
か
ら
、
メ
デ
ィ
ア
の
二
つ
の
意
味
が
区
別
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
一
方
は
、
メ
デ
ィ
ア
概
念
の
「
弱
い
」
意
味
、
す
な
わ
ち
、
メ

デ
ィ
ア
を
物
質
的
な
「
手
段
（M

ittel

）」
と
理
解
し
（
新
聞
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
る
思
考
に
お
い
て
も
、
メ
デ
ィ
ア
は
こ
の
よ
う

に
理
解
さ
れ
て
い
る
）、
伝
え
広
め
る
と
い
う
機
能
に
限
定
し
て
考
え
る
よ
う
な
、
日
常
語
に
お
け
る
狭
義
の
メ
デ
ィ
ア
の
意
味
で
あ
る
。

も
う
一
方
は
、
十
九
世
紀
初
頭
以
来
の
近
代
哲
学
に
お
け
る
メ
デ
ィ
ア
概
念
の
用
法
に
即
し
た
、
メ
デ
ィ
ア
の
「
強
い
」
意
味
だ
。
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「
手
段
」
と
し
て
の
メ
デ
ィ
ア
と
い
う
「
弱
い
」
意
味
は
し
か
し
、
概
念
史
的
に
見
れ
ば
、
遅
く
と
も
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
以
来
、
つ
ね

に
す
で
に
、「
媒
介
／
仲
立
ち
（Verm

ittlung

）」
と
い
う
〔
…
〕
メ
デ
ィ
ア
の
「
強
い
」
意
味
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
、
拡
張
さ
れ

て
き
た
。
ロ
マ
ン
主
義
と
同
様
に
啓
蒙
主
義
哲
学
に
お
い
て
も
、〔
…
〕た
と
え
ば
ヘ
ル
ダ
ー
や
ヘ
ー
ゲ
ル
、あ
る
い
は
ま
た
ノ
ヴ
ァ
ー

リ
ス
や
シ
ュ
ラ
イ
ア
ー
マ
ッ
ハ
ー
に
お
い
て
も
、
中
心
と
な
っ
た
の
は
媒
介
と
し
て
の
メ
デ
ィ
ア
概
念
だ
っ
た
。
人
間
学
に
接
す
る

か
た
ち
で
、
そ
こ
に
は
す
で
に
、
言
語
論
的
・
記
号
理
論
的
な
含
み
を
も
っ
た
媒
介
の
概
念
が
姿
を
現
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
ヘ
ー

ゲ
ル
の
精
神
現
象
学
に
お
い
て
は
、
受
動
的
な
道
具
や
器
具
と
し
て
の
メ
デ
ィ
ア
で
は
な
く
、「
間
（D

azw
ischen

）」
を
構
成
す

る
作
用
と
し
て
の
メ
デ
ィ
ア
概
念
の
端
緒
が
、
言
語
に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ
た
認
識
の
自
己
言
及
性
な
い
し
自
己
関
係
性
を
通
し

て
ほ
の
め
か
さ
れ
て
い
る
。
世
界
そ
れ
自
体
を
表
象
す
る
の
で
は
な
く
、
事
物
の
事
物
性
を
表
象
し
て
現
象
へ
も
た
ら
す
（
現
象
化

す
る
）と
い
う
認
識
の
方
法
が
、「
普
遍
的
な
メ
デ
ィ
ア
」と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。〔
…
〕一
般
に
メ
デ
ィ
ア
論
と
呼
ば
れ
る
理
論（
記

号
論
的
・
語
用
論
的
構
成
主
義
、
シ
ス
テ
ム
理
論
、
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
分
析
、
脱
構
築
な
ど
）
の
最
近
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
互
い
に
ど
れ

ほ
ど
異
な
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
あ
る
い
は
互
い
に
ど
れ
ほ
ど
の
親
和
性
を
も
つ
に
せ
よ
、
そ
れ
ら
に
共
通
す
る
分
母
を
、〈
中
心
〉、

〈
手
段
〉、〈
媒
介
〉、〈
環
境
〉
と
い
っ
た
多
彩
か
つ
多
様
な
意
味
を
内
包
す
る
メ
デ
ィ
ア
概
念
か
ら
抽
出
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

中
心
的
な
定
義
を
い
く
つ
か
―
―
サ
ン
プ
ル
と
し
て
、
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
簡
略
化
し
つ
つ
―
―
考
え
て
み
る
な
ら
ば
、「
メ
デ
ィ
ア

の
も
っ
と
も
基
本
的
な
定
義
」
は
「
間
」〔
…
〕
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。
記
号
や
メ
デ
ィ
ア
は
多
様
な
差

異
を
生
み
出
す
。
メ
デ
ィ
ア
は
異
な
り
を
形
づ
く
る
区
切
り
だ
。
メ
デ
ィ
ア
が
存
在
す
る
と
こ
ろ
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
距
離
が
存
在

し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
メ
デ
ィ
ア
と
は
、
様
々
な
か
た
ち
の
形
成
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
隙
間

0

0

（Spielraum

）
の
こ
と
な

の
で
あ
る
。（Tholen 

二
〇
〇
五
、一
五
一
―
一
五
三
頁
、
強
調
は
引
用
者
）
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つ
ま
り
、
メ
デ
ィ
ア
の
も
っ
と
も
基
本
的
な
特
徴
は
、
哲
学
的
観
点
か
ら
見
れ
ば
、「
伝
播
（Ü

bertragung

）」
と
い
う
意
味
で
の
純
粋

な
情
報
「
伝
達
（Ü

berm
ittlung

）」
よ
り
も
、
む
し
ろ
関
係
性
を
寸
断
し
、
か
つ
つ
く
り
出
す
と
い
う
点
に
こ
そ
存
す
る
。
メ
デ
ィ
ア

哲
学
者
ズ
ィ
ビ
ュ
レ
・
ク
レ
ー
マ
ー
は
述
べ
て
い
る
。「
あ
ら
ゆ
る
伝
達
（M

itteilung

）
は
分
割
（Teilung

）
を
前
提
と
し
て
お
り
、

分
割
さ
れ
た
状
態
で
自
ら
を
成
り
立
た
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
分
裂
や
差
異
や
不
一
致
が
な
け
れ
ば
、
い
か
な
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
も
存
在
し
な
い
」（K

räm
er 

二
〇
〇
八
、七
十
四
頁
）。
一
九
九
〇
年
代
以
降
、
ド
イ
ツ
の
メ
デ
ィ
ア
哲
学
は
、
こ
の
よ
う
な
「
強
い
」、

内
包
的
な
メ
デ
ィ
ア
概
念
の
意
味
を
再
発
見
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
日
本
の
近
代
思
想
に
お
い
て
も
、
一
般
に
は

「
無
」
や
仏
教
的
「
空
」
の
概
念
に
基
づ
く
と
考
え
ら
れ
て
い
る
哲
学
の
な
か
に
、
媒
介
や
間
を
基
盤
に
し
た
メ
デ
ィ
ア
概
念
の
息
吹
を

見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
こ
で
問
題
に
す
る
哲
学
と
は
、
二
十
世
紀
初
頭
、
西
洋
近
代
の
急
速
な
流
入
を
背
景
に
し
て
日
本
版
の
近
代
哲
学
と
し
て
成
立

し
、
一
般
に
は
「
京
都
学
派
」
の
名
で
呼
び
な
ら
わ
さ
れ
て
い
る
思
想
の
こ
と
で
あ
る
。
思
想
家
た
ち
の
う
ち
の
誰
が
こ
の
学
派
に
属

し
、
誰
が
属
し
て
い
な
い
の
か
を
確
定
す
る
に
あ
た
っ
て
、
京
都
学
派
に
つ
い
て
の
思
想
史
的
研
究
は
二
通
り
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
っ
て

き
た
。
広
く
一
般
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
京
都
学
派
の
「
観
念
形
態
（Ideengestalt

）」（
同
学
派
の
「
社
会
形
態

（Sozialgestalt

）」
と
対
立
す
る
）
に
基
づ
く
も
の
だ（

1
）。
こ
の
考
え
方
に
し
た
が
う
な
ら
、
あ
る
知
的
な
精
神
思
潮
や
学
派
は
、
そ
こ

に
属
す
る
思
想
家
た
ち
が
共
通
し
て
用
い
て
い
る
公
理
的
な
術
語
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
う
し
た
立

場
を
代
表
す
る
哲
学
者
の
大
橋
良
介
に
と
っ
て
は
、
ひ
と
つ
の
ま
と
ま
り
と
し
て
の
京
都
学
派
の
形
姿
は
、「
思
想
の
共
有
な
い
し
共
同

形
成
」（
大
橋 

二
〇
〇
四
、九
頁
）
の
う
ち
に
こ
そ
見
出
さ
れ
る
。
大
橋
は
京
都
学
派
を
定
義
し
て
、「〈
無
〉
の
思
想
を
ベ
ー
ス
に
し
て

哲
学
の
諸
分
野
を
形
成
し
た
、
数
世
代
に
わ
た
る
哲
学
者
グ
ル
ー
プ
」（
大
橋 
二
〇
〇
四
、十
頁
、
二
〇
一
一
、十
三
頁
）
で
あ
る
と
述
べ

て
い
る
。
大
橋
に
よ
れ
ば
、「
無
」
あ
る
い
は
「
絶
対
無
」
の
観
念
を
ベ
ー
ス
に
す
る
京
都
学
派
の
哲
学
は
、
存
在
で
は
な
く
無
に
つ
い
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メ
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て
問
い
か
け
る
が
ゆ
え
に
存
在
論
的
で
は
な
く
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
西
洋
哲
学
か
ら
原
理
的
に
区
別
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
厳
密
な
定
義

に
し
た
が
っ
て
、
大
橋
は
京
都
学
派
の
各
世
代
を
次
の
よ
う
に
列
挙
し
て
み
せ
る
（
大
橋 

二
〇
〇
四
、二
〇
一
一
）。

　

第
一
世
代
：
西
田
幾
多
郎
、
田
辺
元

　

第
二
世
代
：
久
松
真
一
、
西
谷
啓
治
、
高
坂
正
顕
、
下
村
寅
太
郎
、
高
山
岩
男
、
鈴
木
成
高

　

第
三
世
代
：
武
内
義
範
、
辻
村
公
一
、
上
田
閑
照
、
木
村
敏

大
橋
は
自
ら
の
京
都
学
派
の
定
義
に
照
ら
し
て
、
哲
学
者
の
和
辻
哲
郎
と
九
鬼
周
造
、
さ
ら
に
い
わ
ゆ
る
左
派
を
代
表
す
る
思
想
家
た
ち

を
、
京
都
学
派
の
中
核
グ
ル
ー
プ
か
ら
除
外
す
る
。
た
と
え
ば
西
田
と
田
辺
の
薫
陶
を
受
け
た
戸
坂
潤
、
三
木
清
の
両
名
は
、「
無
」
あ

る
い
は
「
絶
対
無
」
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
せ
い
ぜ
い
批
判
的
な
か
た
ち
で
（
つ
ま
り
、
そ
れ
に
基
づ
く
理
論
的
展
開
と
い
う
意
味
で
の

生
産
性
が
な
い
と
い
う
こ
と
）
取
り
組
ん
だ
に
す
ぎ
な
い
―
―
大
橋
は
彼
ら
の
除
外
を
こ
の
よ
う
に
根
拠
づ
け
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
た
い
し
て
、
思
想
家
た
ち
の
京
都
学
派
へ
の
帰
属
を
確
認
し
よ
う
と
す
る
も
う
一
方
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
観
念
形
態
で
は
な
く
、

京
都
学
派
の
も
つ
社
会
形
態
か
ら
出
発
す
る
。
こ
の
よ
う
な
見
方
は
、
と
り
わ
け
藤
田
正
勝
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
視
点
、
す
な
わ
ち
、

京
都
学
派
を
西
田
と
田
辺
を
中
心
に
形
成
さ
れ
た
「
知
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
と
見
な
し
、
そ
の
つ
な
が
り
を
、
西
田
・
田
辺
の
両
者
か
ら

「
学
問
的
・
人
格
的
影
響
」
を
受
け
た
思
想
家
た
ち
の
「
相
関
関
係
」
と
し
て
と
ら
え
る
視
点
に
基
づ
い
て
い
る
（
藤
田 

二
〇
〇
一
、
ⅱ
、

二
三
四
―
二
三
五
頁
）。「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
、
個
々
の
（
そ
の
方
法
や
概
念
規
定
の
仕
方
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
に

異
な
っ
た
）
思
想
家
た
ち
の
相
互
関
係
や
知
的
な
相
互
交
流
を
視
野
に
収
め
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
こ
れ
は
た
ん
な

る
用
語
や
概
念
の
一
致
に
基
づ
い
て
「
グ
ル
ー
プ
」
を
排
他
的
に
確
定
し
よ
う
と
し
た
大
橋
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
は
欠
け
て
い
る
側
面
で
あ



日
本
哲
学
史
研
究
　
第
十
四
号

一
五
二

る（
2
）。藤
田
に
よ
れ
ば
、ま
さ
に
こ
の
間
口
の
広
さ
に
こ
そ
、彼
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
利
点
が
あ
る
。藤
田
が
挙
げ
る
京
都
学
派
の
リ
ス
ト
に
、

久
松
真
一
や
西
谷
啓
治
と
並
ん
で
戸
坂
や
三
木
の
名
が
あ
る
の
は
、
し
た
が
っ
て
当
然
の
こ
と
な
の
だ
。

　

い
ず
れ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
も
、
京
都
学
派
に
お
け
る
メ
デ
ィ
ア
哲
学
的
な
思
考
の
端
緒
を
明
ら
か
に
す
る
う
え
で
は
有
益
な
の
で
、
以
下

で
は
上
述
の
二
つ
の
定
義
づ
け
の
試
み
が
統
合
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
が
で
き
る
の
は
、
無
の
概
念
に
焦
点
を

合
わ
せ
る
の
で
は
な
く
、「
弁
証
法
」
お
よ
び
「
媒
介
」
の
概
念
の
導
入
に
伴
っ
て
、
一
九
三
〇
年
代
半
ば
か
ら
京
都
学
派
の
代
表
的
思

想
家
た
ち
の
思
想
に
生
じ
た
あ
る
概
念
的
変
容
を
考
察
す
る
場
合
に
限
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
京
都
学
派
に
お
い
て
は

―
―
少
な
く
と
も
お
よ
そ
五
年
と
い
う
短
い
期
間
―
―
も
っ
ぱ
ら
「
無
の
哲
学
」
だ
け
が
展
開
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
あ
る
種
の

「
媒
介
の
哲
学
」
も
ま
た
た
し
か
に
問
題
に
な
っ
て
い
た
の
だ
と
い
う
こ
と
が
、
正
当
性
を
も
っ
て
主
張
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、

こ
の
よ
う
な
視
角
か
ら
眺
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
京
都
学
派
の
哲
学
を
―
―
弁
証
法
的
媒
介
と
い
う
概
念
を
め
ぐ
っ
て
形
づ
く
ら
れ

た
哲
学
的
試
み
と
い
う
意
味
に
お
い
て
―
―
メ
デ
ィ
ア
哲
学
と
し
て
も
考
察
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
京
都
学

派
研
究
の
な
か
で
は
、
こ
う
し
た
京
都
学
派
の
メ
デ
ィ
ア
哲
学
的
動
向
が
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
そ
の
京
都
学
派
に

お
け
る
メ
デ
ィ
ア
哲
学
的
思
考
は
、
当
時
の
新
聞
学
が
押
し
進
め
て
い
た
よ
う
な
、
も
っ
ぱ
ら
「
手
段
」
と
し
て
の
新
聞
メ
デ
ィ
ア
に
限

定
さ
れ
た
メ
デ
ィ
ア
存
在
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
た
い
す
る
同
時
代
か
ら
の
修
正
と
も
な
っ
て
い
る
。
そ
の
点
に
お
い
て
、
京
都
学
派
に
た

い
す
る
こ
の
新
た
な
視
点
は
独
自
性
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

京
都
学
派
の
概
念
装
置
に
か
ん
す
る
思
想
史
的
考
察
が
「
媒
介
」
概
念
の
周
辺
に
ま
で
拡
大
さ
れ
れ
ば
、
一
九
二
〇
年
代
か
ら
三
〇
年

代
に
か
け
て
極
東
の
島
国
で
す
で
に
成
立
し
て
い
た
こ
の
媒
介
を
め
ぐ
る
思
想
は
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
メ
デ
ィ
ア

哲
学
の
議
論
に
資
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
ど
の
思
想
家
が
京
都
学
派
に
属
す
る
の
か
と
い
う
、
今
日
に
い
た
っ
て
も
な
お
驚
く
ほ
ど
に
活

発
な
帰
属
の
正
当
性
を
め
ぐ
る
議
論
に
も
新
た
な
刺
激
を
与
え
て
く
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
戸
坂
潤
、
三
木
清
、
中



一
五
三

メ
デ
ィ
ア
哲
学
と
し
て
の
京
都
学
派
〔
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
〕

井
正
一
と
い
っ
た
思
想
家
た
ち
は
、
た
と
え
京
都
学
派
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
も
っ
ぱ
ら
個
別
的
、

周
縁
的
現
象
と
し
て
（
い
わ
ゆ
る
左
派
と
し
て
）
し
か
論
及
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
と
り
わ
け
、研
究
の
焦
点
が
（
見
方
に
よ
っ
て
、

観
念
論
的
に
理
解
さ
れ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
秘
教
的
な
も
の
と
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
さ
え
あ
っ
た
）
無
の
概
念
に
絞
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ

て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
的
―
唯
物
論
的
性
格
の
強
い
左
派
の
思
想
は
、
無
の
哲
学
と
は
根
本
的
に
ま
っ
た
く
相
容
れ
な
い
立
場
で
あ
る
と
い

う
印
象
が
強
め
ら
れ
た
。
し
か
し
、
彼
ら
潜
在
的
京
都
学
派
の
思
想
を
、「
絶
対
無
」
と
い
う
哲
学
的
観
念
の
側
か
ら
で
は
な
く
、
弁
証

法
的
「
媒
介
」
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
個
々
の
思
想
家
た
ち
を
結
ぶ
ま
っ
た
く
新
た
な
連
関
が
姿
を
現
し
、
次

に
挙
げ
る
思
想
家
お
よ
び
緒
概
念
を
包
摂
し
た
、
京
都
学
派
に
お
け
る
メ
デ
ィ
ア
哲
学
的
な
思
考
領
域
が
は
っ
き
り
と
浮
か
び
上
が
っ
て

く
る
の
で
あ
る
。

　
　

①　

西
田
幾
多
郎
：「
弁
証
法
的
媒
介
」
あ
る
い
は
「
無
媒
介
的
媒
介
」
と
し
て
の
絶
対
無
の
場
所

　
　

田
辺
元
：「
絶
対
媒
介
」
の
弁
証
法

②　

和
辻
哲
郎
：「
間
柄
」
あ
る
い
は
「
人
間
」

　
　

木
村
敏
：「
人
と
人
の
あ
い
だ
」

③　

中
井
正
一
：「
技
術
と
し
て
の
媒
介
」
と
し
て
の
弁
証
法

　
　

戸
坂
潤
：「
立
体
的
弁
証
法
」

本
論
文
で
は
以
下
、
西
田
、
田
辺
、
戸
坂
、
中
井
の
著
作
に
限
定
し
て
議
論
を
進
め
る
こ
と
に
す
る（

3
）。
そ
れ
は
、
一
九
三
〇
年
代
に
、

こ
の
四
人
の
あ
い
だ
で
世
代
を
超
え
た
生
産
的
な
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
議
論
の
中
心
を
な
し
て
い
た
の
が
、
ま
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四

さ
に
「
弁
証
法
」
と
「
媒
介
」
の
両
概
念
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。
田
辺
と
戸
坂
は
、
師
で
あ
る
西
田
の
哲
学
と
じ
か
に
対
決
す
る
な
か
で
、

師
の
哲
学
に
た
い
し
て
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
批
判
を
行
っ
た
。
彼
ら
の
批
判
を
受
け
た
西
田
は
、
そ
の
思
想
を
根
本
か
ら
修
正
す
る
こ
と
は
な

か
っ
た
も
の
の
、
自
ら
の
思
想
の
さ
ら
な
る
概
念
的
明
確
化
の
試
み
に
着
手
す
る
こ
と
に
な
っ
た（

4
）。
田
辺
は
、
弁
証
法
を
無
媒
介
的

媒
介
と
す
る
西
田
の
理
解
に
た
い
し
て
、
絶
対
媒
介
の
概
念
を
対
置
す
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
戸
坂
は
、
唯
物
論
的
―
立
体
的
な
論
理
に

基
づ
い
た
弁
証
法
と
媒
介
の
考
え
方
を
素
描
し
て
み
せ
る
。
一
方
中
井
は
、「
技
術
」
を
た
ん
に
何
か
の
た
め
の
「
手
段
」
と
見
な
す
の

で
は
な
く
、
人
間
と
環
境
、
あ
る
い
は
主
体
と
客
体
の
あ
い
だ
の
「
媒
介
」
と
し
て
と
ら
え
、
今
日
の
目
か
ら
す
れ
ば
哲
学
的
メ
デ
ィ
ア

論
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
思
考
の
端
緒
を
打
ち
出
し
て
い
る
。
戸
坂
、
中
井
の
両
者
は
、
そ
の
思
想
を
ま
さ
に
彼
ら
の
同
時
代
メ
デ
ィ
ア

で
あ
っ
た
映
画
に
た
い
し
て
も
適
用
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ
の
議
論
に
つ
い
て
は
本
論
文
の
最
後
で
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

二　

西
田
と
田
辺
：〈
無
媒
介
的
〉
媒
介
と
〈
絶
対
的
〉
媒
介

　

西
田
の
思
想
的
展
開
は
―
―
ど
の
観
点
か
ら
見
る
か
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
く
る
が
―
―
通
常
三
つ
か
ら
五
つ
の
段
階
に
区
分
さ
れ
、
そ

れ
ぞ
れ
の
時
期
に
主
導
的
な
役
割
を
演
じ
た
術
語
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
（Elberfeld 

一
九
九
九
、
松
戸 

一
九
九
〇
、 

松
村 

一
九
八
七
を
参
照
）。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
西
田
は
一
九
一
一
年
に
出
さ
れ
た
『
善
の
研
究
』
に
よ
っ
て
そ
の
思
想
の
土
台
を

築
い
た
。
西
田
に
よ
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
認
識
の
端
緒
に
は
、「
体
験
」
な
い
し
「
経
験
」
と
い
う
ア
モ
ル
フ
な
地
平
―
―
こ
の
名
称
は
ウ
ィ

リ
ア
ム
・
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
「
純
粋
経
験
」
に
倣
っ
て
い
る
―
―
が
存
在
し
て
い
る
。
す
べ
て
を
包
み
込
む
こ
の
純
粋
経
験
の
地
平
に
お
い

て
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
無
媒
介
に

0

0

0

0

、
自
己
を
自
己
の
な
か
に
無
限
に
映
し
出
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
そ
こ
に
は
、
知
覚
す
る
主
体
と
知

覚
さ
れ
る
客
体
の
世
界
の
あ
い
だ
の
区
別
も
い
ま
だ
想
定
さ
れ
な
い
（
主
客
未
分
）。
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例
え
ば
、
色
を
見
、
音
を
聞
く
刹
那
、
未
だ
之
が
外
物
の
作
用
で
あ
る
と
か
、
我
が
之
を
感
じ
て
居
る
と
か
い
う
よ
う
な
考
の
な
い

の
み
な
ら
ず
、
此
色
、
此
音
は
何
で
あ
る
と
い
う
判
断
す
ら
加
わ
ら
な
い
前
を
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
純
粋
経
験
は
直
接
経
験
と

同
一
で
あ
る
。
自
己
の
意
識
状
態
を
直
下
に
経
験
し
た
時
、
未
だ
主
も
な
く
客
も
な
い
、
知
識
と
其
対
象
と
が
全
く
合
一
し
て
居
る
。

（
西
田　

一 
、
九
頁
）

こ
の
「
純
粋
経
験
」
の
こ
と
を
、
西
田
は
数
年
後
（
一
九
一
七
年
）
に
「
自
覚
」
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
言
い
換
え
て
い
る
。
西
田
に

と
っ
て
自
覚
と
い
う
概
念
は
、
た
し
か
に
自
己
関
係
的
な
も
の
で
は
あ
る
が
反
省
的
な
も
の
で
は
な
い
。
西
田
は
、
自
覚
と
は
「
自
己

の
中
に
自
己
を
映
す
こ
と
」（
西
田 
四
、二
一
五
頁
）
で
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
は
自
己
意
識
と
い
う
意
味
で
の
デ
カ
ル
ト
的
自
我
の
自

己
反
省
で
は
な
い
。
自
と
い
う
漢
字
は
、
こ
こ
で
は
知
覚
す
る
主
体
を
表
わ
す
の
で
は
な
く
、「
お
の
ず
か
ら
」
と
い
う
自
発
性
を
示

し
て
い
る
。
純
粋
経
験
の
瞬
間
的
な
あ
ら
わ
れ
と
し
て
の
自
覚
は
、
主
体
と
客
体
の
分
離
も
意
識
も
知
ら
な
い
。
思
惟
の
プ
ロ
セ
ス
に

よ
っ
て
は
じ
め
て
「
主
体
と
客
体
が
区
別
」
さ
れ
、「
経
験
か
ら
の
差
異
化
と
展
開
の
プ
ロ
セ
ス
が
開
始
さ
れ
る
」（Pörtner und H

eise 

一
九
九
五
、三
五
〇
頁
）。
認
識
対
象
お
よ
び
概
念
に
ま
つ
わ
る
差
異
や
矛
盾
は
、
す
で
に
こ
の
自
覚
の
な
か
に
根
源
的
な
か
た
ち
で
含
ま

れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
認
識
す
る
こ
と
や
知
る
こ
と
は
自
発
的
な
営
み
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
頃
か
ら
西
田
は
（
同
僚
の
田
辺
や
教
え
子
た
ち
か
ら
の
批
判
に
触
発
さ
れ
て
）、
自
ら
の
哲
学
を
絶
え
ず
概
念
的
に
よ
り
精
緻
な

も
の
に
仕
上
げ
よ
う
と
努
め
る
こ
と
に
な
る
。
一
九
二
七
年
に
は
『
働
く
も
の
か
ら
見
る
も
の
へ
』
が
発
表
さ
れ
、そ
こ
で
は
じ
め
て
「
場

所
の
論
理
」
が
説
か
れ
た
。
こ
こ
に
お
い
て
、
純
粋
経
験
と
自
覚
に
、
ひ
と
つ
の
有
名
な
ト
ポ
ス
が
与
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
、「
絶
対
無
」

の
場
所
（
絶
対
と
は
す
な
わ
ち
相
対
的
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
こ
こ
で
の
無
は
、
存
在
と
の
関
係
性
に
お
け
る
「
非
在
」
の
謂
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い
で
は
な
い
）
と
し
て
考
え
ら
れ
た
（「
形
式
な
き
形
式
」
と
し
て
の
）
場
所
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
基
底
を
な
す
自
覚
の
地
平
と
い
う
意

味
で
の
場
所
で
あ
る
（
こ
れ
に
し
た
が
え
ば
、
デ
カ
ル
ト
的
な
自
我
は
、
こ
の
す
べ
て
を
包
括
す
る
自
覚
か
ら
生
じ
る
個
別
的
な
「
自
己

限
定
」
を
表
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
）。
純
粋
経
験
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
こ
の
「
無
の
場
所
」
に
お
い
て
も
、
あ
る
事
態
は
そ
れ
自

身
を
み
ず
か
ら
の
う
ち
に
無
限
に
映
し
出
す
。「
無
の
場
所
」
は
、
様
々
な
矛
盾
が
生
成
し
、
ま
た
消
滅
す
る
場
所
で
あ
る
。「
真
の
無
の

場
所
と
い
う
の
は
如
何
な
る
意
味
に
於
て
の
有
無
の
対
立
を
も
超
越
し
て
之
を
内
に
成
立
せ
し
め
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」（
西
田 

四
、二
二
〇
頁
）。
西
田
自
身
の
語
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
彼
は
こ
の
よ
う
な
よ
り
普
遍
的
な
規
定
に
よ
っ
て
、
初
期
の
著
作
に
顕
著
だ
っ

た
ジ
ェ
イ
ム
ズ
流
の
「
心
理
主
義
的
な
」
見
方
か
ら
離
れ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

西
田
研
究
者
の
小
林
敏
明
に
よ
れ
ば
、
こ
の
場
所
と
し
て
の
無
と
い
う
観
念
が
成
立
し
え
た
の
は
、
西
田
が
無
と
い
う
も
の
を
、
た
ん

に
す
べ
て
の
事
物
を
消
滅
さ
せ
る
絶
対
的
な
否
定
性
と
見
な
す
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
も
の
と
し
て
、
す
べ
て
を
生
み
出

す
「
根
源
」
と
し
て
も
考
え
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
（
小
林 

二
〇
〇
二
、八
十
一
―
八
十
二
頁
）。
こ
の
こ
と
は
と
り
わ
け
、
こ

の
時
期
の
西
田
の
思
考
の
な
か
に
、
客
観
性
、
主
観
性
と
い
う
概
念
に
代
わ
っ
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
影
響
を
受
け
る
か
た
ち
で
、
ノ
エ
マ

0

0

0

と
ノ
エ
シ
ス

0

0

0

0

と
い
う
概
念
が
導
入
さ
れ
て
い
る
点
に
も
は
っ
き
り
と
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
両
概
念
に
よ
っ
て
西
田
は
、
客
体
と
主
体

（
お
よ
び
こ
の
両
者
の
分
離
）
を
基
礎
づ
け
て
い
る
哲
学
体
系
の
批
判
的
検
討
を
可
能
に
す
る
、
現
象
学
的
な
メ
タ
レ
ベ
ル
の
視
点
を
設

定
し
よ
う
と
し
た
。
西
田
に
と
っ
て
絶
対
無
と
は
、
現
象
学
的
に
見
れ
ば
、
現
実
の
ノ
エ
シ
ス
的
（「
主
体
的
」）
次
元
と
ノ
エ
マ
的
（「
客

体
的
」）
次
元
の
両
方
を
包
摂
し
た
場
所
な
の
で
あ
る
。

　

一
九
二
〇
年
代
終
わ
り
頃
の
―
―
田
辺
と
の
集
中
的
な
や
り
取
り
に
よ
っ
て
も
特
徴
づ
け
ら
れ
る
―
―
思
想
的
展
開
の
第
四
期
、
第
五

期
に
入
る
と
、
西
田
の
思
想
に
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
と
マ
ル
ク
ス
の
思
想
か
ら
取
り
入
れ
た
弁
証
法
の
概
念
が
頻
繁
に
登
場
す
る
よ
う
に

な
る
。
西
田
は
そ
こ
で
、
西
洋
哲
学
の
伝
統
か
ら
す
る
と
か
な
り
奇
抜
な
弁
証
法
理
解
を
展
開
し
て
み
せ
、
一
九
三
七
年
以
降
は
弁
証
法
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を
「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
」
の
概
念
と
も
等
置
す
る
に
至
っ
た
。
絶
対
無
が
弁
証
法
的
だ
と
い
う
の
は
、
そ
れ
が
現
実
に
存
在
す
る
諸

矛
盾
や
概
念
的
諸
矛
盾
（
西
田
は
矛
盾
と
い
う
概
念
を
基
本
的
に
は
互
い
に
排
除
し
合
う
パ
ラ
ド
ク
ス
と
し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
対
照

性
と
し
て
理
解
し
て
い
る
）
を
「
弁
証
法
的
」
に
自
ら
の
内
に
統
合
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。「「
無
」
と
は
も
っ
ぱ
ら
限
定
す
る
こ
と
、

あ
る
い
は
実
体
な
き
限
定
の
運
動
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
限
定
と
は
差
異
化
し
て
そ
こ
に
対
立
を
も
た
ら
す
こ
と
で
あ

り
、
そ
の
運
動
で
あ
る
」（
小
林 

二
〇
〇
二
、九
八
頁
）。
ペ
ル
ト
ナ
ー
と
ハ
イ
ゼ
は
、
一
九
三
〇
年
代
後
半
に
生
じ
た
こ
の
概
念
上
の
新

た
な
位
置
づ
け
を
次
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
。

無
を
場
所
と
し
て
、
場
所
を
無
と
し
て
相
互
に
規
定
す
る
こ
の
考
え
方
は
、
西
田
が
そ
の
後
期
哲
学
の
な
か
で
、
個
別
と
普
遍
、
主

体
と
客
体
と
の
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
と
し
て
と
ら
え
た
現
実
の
概
念
に
対
応
し
て
い
る
。
現
実
が
、
一
で
あ
る
と
同
時
に
多
で
も

あ
る
と
す
れ
ば
、
現
実
を
矛
盾
な
く
描
写
す
る
こ
と
な
ど
不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
西
田
は
、
無
矛
盾
性
と
い
う
形
式
的
義
務
を

課
さ
れ
て
い
る
論
証
の
ロ
ジ
ッ
ク
に
よ
っ
て
は
、現
実
を
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
概
念
で
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
考
え
る
の
だ
。

西
田
は
弁
証
法
に
賭
け
る
。
な
ぜ
な
ら
、
弁
証
法
だ
け
が
矛
盾
を
統
合
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
だ
。〔
…
〕
そ
の
よ
う
な
弁
証
法

に
し
た
が
っ
て
、
存
在
と
は
場
所
へ
の
か
か
わ
り
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
る
。
存
在
が
場
所
か
ら
お
の
れ
の
普
遍
性
を
引
き
出
す
一
方

で
、
場
所
は
存
在
の
な
か
に
お
の
れ
を
具
体
化
さ
せ
る
の
で
あ
る
（Pörtner und H

eise 

一
九
九
五
、三
五
四
頁
）。

一
九
三
二
年
に
西
田
は
論
文
集
『
無
の
自
覚
的
限
定
』
を
発
表
す
る
。
こ
れ
以
降
―
―
集
中
的
な
ヘ
ー
ゲ
ル
と
マ
ル
ク
ス
の
読
解
、
お
よ

び
田
辺
と
の
批
判
的
な
取
り
組
み
を
通
じ
て
導
入
さ
れ
た
―
―
弁
証
法
の
概
念
は
、
西
田
哲
学
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
な
語
彙
の
ひ
と
つ
と
な

る
。
も
っ
と
も
、
弁
証
法
が
確
固
た
る
西
田
哲
学
用
語
に
な
っ
た
と
い
っ
て
も
、
西
田
が
意
図
し
て
い
た
の
は
、「
過
程
的
」
な
弁
証
法
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で
は
な
く
、「
場
所
的
」
な
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
た
弁
証
法
だ
っ
た
。
後
期
の
思
想
に
お
い
て
西
田
は
、（
過
程
的
な
）「
弁
証
法
的
運
動
」

を
、
彼
の
言
う
「
真
の
」（
場
所
的
な
、
あ
ら
ゆ
る
対
立
を
自
ら
の
う
ち
に
統
合
す
る
）
弁
証
法
か
ら
区
別
し
て
い
る
。

　
「
真
の
弁
証
法
」
は
、「
物
が
環
境
に
於
て
あ
り
、
環
境
が
物
を
限
定
し
、
物
が
環
境
を
限
定
す
る
」
と
い
う
「
場
所
的
限
定
」
か
ら
出

発
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
思
考
し
う
る
も
の
と
な
る
。「
物
と
環
境
の
間
に
は
何
等
の
作
用
的
関
係
も
な
く
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。〔
…
〕

物
と
環
境
と
は
互
に
偶
然
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」（
西
田 

六
、三
四
六
―
三
四
七
頁
）。
西
田
は
数
年
後
に
こ
の
思
想
を
さ
ら
に
次
の
よ

う
に
詳
述
し
て
い
る
。

真
の
弁
証
法
的
限
定
と
い
う
べ
き
も
の
は
、
少
く
も
三
つ
の
も
の
の
相
互
限
定
か
ら
考
え
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
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
無
数
の

個
物
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
斯
く
し
て
始
め
て
真
に
相
独
立
す
る
も
の
の
相
互
限
定
、
個
物
と
個
物
と
の
相
互
限

定
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
絶
対
の
非
連
続
の
連
続
と
考
え
ら
れ
る
も
の
は
、
か
か
る
意
味
を
有
っ
た
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
個
物
と
個
物
と
の
媒
介
者
Ｍ
は
場
所
的
限
定
の
意
義
を
有
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
が
弁
証
法
的
一
般
者

の
自
己
限
定
と
し
て
弁
証
法
と
い
う
も
の
を
考
え
る
所
以
で
あ
る
、
過
程
的
限
定
を
基
と
せ
な
い
で
場
所
的
限
定
を
基
と
す
る
と
い

う
所
以
で
あ
る
。
私
の
一
即
多
、
多
即
一
と
い
う
の
も
、
か
か
る
場
所
的
限
定
を
意
味
す
る
に
外
な
ら
な
い
。〔
…
〕
そ
こ
に
何
等

の
意
味
に
於
て
も
内
面
的
連
結
と
い
う
如
き
も
の
が
考
え
ら
れ
て
は
な
ら
ぬ
、
直
線
的
な
る
も
の
、
過
程
的
な
る
も
の
は
否
定
せ
ら

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
然
ら
ざ
れ
ば
、
そ
れ
は
何
処
ま
で
も
観
念
的
弁
証
法
の
立
場
を
脱
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
古
来
、
経
験

論
の
強
味
は
此
に
あ
る
の
で
あ
る
。（
西
田 

七
、三
一
三
―
三
一
四
頁
）
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弁
証
法
と
媒
介
（「
Ｍ
」）、
西
田
は
こ
れ
を
、
彼
の
思
考
に
典
型
的
な
自
己
矛
盾
的
な
概
念
対
を
用
い
て
、「
無
媒
介
的
媒
介
」（
西
田 

六
、

三
八
六
頁
）
と
書
き
換
え
る（

5
）。
西
田
に
よ
れ
ば
、
た
と
え
私
と
汝
と
い
う
主
体
間
の
関
係
で
あ
っ
て
も
、「
真
に
弁
証
法
的
な
」
関
係

に
お
い
て
は
、
い
か
な
る
第
三
者
に
よ
る
媒
介
も
許
さ
れ
な
い
。

由
来
、
弁
証
法
と
い
う
も
、
単
に
過
程
的
に
考
え
ら
れ
そ
の
根
柢
に
場
所
的
限
定
の
あ
る
こ
と
が
注
目
せ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
が
、

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
者
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
自
己
が

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

0

0

か
他
に
媒
介
す
る
者
が
あ
っ
て
、
自
己
が
他
と
な
り
、
他
が
自
己
と
な
る
の
で
な
く

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
自
己
は
自
己
自
身
の
底
を
通
し
て
他
と
な
る

の
で
あ
る
。
何
と
す
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
。
併
し
私
は
汝
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
私
で
あ
り
、
汝

は
私
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
汝
で
あ
る
〔
…
〕（
西
田 

六
、三
八
〇
―
三
八
一
頁
、
強
調
は
引
用
者
）

し
か
し
な
が
ら
、
人
間
（
個
体
と
し
て
の
）
と
他
者
（
潜
在
的
に
は
他
者
同
士
の
結
合
の
総
体
が
一
般
的
な
る
も
の
を
形
成
す
る
）
の
関

係
を
こ
の
よ
う
に
考
え
て
し
ま
う
と
、
次
の
よ
う
な
問
題
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
も
し
す
べ
て
の
自
己
が
そ
れ
ぞ
れ
の
他
者

に
と
っ
て
、
一
切
媒
介
の
可
能
性
が
な
い
、
絶
対
的
な
他
者
な
の
だ
と
す
れ
ば
、
つ
ま
り
、
自
己
は
自
己
自
身
と
し
か
同
一
性
を
も
た
な

い
の
だ
と
す
れ
ば
、
第
三
者
と
の
「
共
同
（com

m
unitas

）」
に
根
差
す
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
理
論
上
決
し
て
成
立
し
え
な
い
。

言
い
換
え
れ
ば
、
こ
こ
に
は
次
の
よ
う
な
疑
問
が
生
じ
る
の
だ
。
こ
れ
が
発
出
論
的
な
思
考
で
は
な
い
と
す
れ
ば
、
一
体
ど
の
よ
う
に
し
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六
〇

て
自
己
と
他
者
の
あ
い
だ
に
真
に
弁
証
法
的
な
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
が
成
立
す
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
？

小
林
敏
明
も
、
今
日
の
視
点
か
ら

見
れ
ば
こ
の
よ
う
な
西
田
の
思
考
か
ら
は
せ
い
ぜ
い「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
行
為
の
前
提
と
し
て
の
差
異
性
と
い
う
よ
う
な
モ
チ
ー
フ
」

し
か
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
。「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
と
い
う
要
素
に
か
ん
し
て
無
頓
着
で
あ
っ
た
西

田
は
、
そ
れ
ゆ
え
「
差
異
の
も
っ
て
い
る
遊
戯
的
可
能
性
な
ど
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
」（
小
林 

二
〇
〇
二
、一
二
六
頁
）
顧
慮
す
る
こ

と
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

一
九
一
八
年
、
こ
の
頃
ま
だ
東
北
帝
国
大
学
で
教
鞭
を
取
っ
て
い
た
田
辺
元
は
、
西
田
の
は
た
ら
き
か
け
に
よ
り
、
助
教
授
待
遇
で
京

都
帝
国
大
学
に
招
か
れ
た
。
そ
れ
以
前
か
ら
西
田
と
活
発
に
意
見
を
交
換
し
合
い
、
上
述
し
た
よ
う
な
西
田
の
思
想
的
展
開
を
熱
心
に
追

い
か
け
て
い
た
田
辺
は
、
翌
年
こ
の
招
聘
を
受
諾
す
る
。
初
期
（
一
九
〇
八
―
一
九
二
二
）
の
田
辺
は
も
っ
ぱ
ら
科
学
哲
学
と
数
理
哲
学

の
諸
問
題
に
没
頭
し
て
い
た
が
、
こ
の
西
田
と
の
交
流
を
通
じ
て
彼
の
思
想
は
そ
の
第
二
期
（
一
九
二
二
―
一
九
二
七
）
を
迎
え
、
西

田
の
勧
め
に
し
た
が
っ
て
、
集
中
的
に
ド
イ
ツ
観
念
論
（
と
く
に
フ
ィ
ヒ
テ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
）
お
よ
び
新
カ
ン
ト
派
の
研
究
に
取
り
組
む

こ
と
に
な
っ
た
。
二
人
の
手
紙
の
や
り
と
り
か
ら
は
、
西
田
が
田
辺
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
論
理
学
』
や
フ
ィ
ヒ
テ
の
『
全
知
識
学
の
基
礎
』

を
貸
し
与
え
て
い
た
こ
と
も
確
認
さ
れ
て
い
る
（
藤
田 

二
〇
一
〇
、四
九
三
―
四
九
四
頁
）。
田
辺
の
思
想
が
第
三
期
（
一
九
二
七
―

一
九
三
四
）
に
差
し
掛
か
る
頃
に
は
、
京
都
着
任
か
ら
す
で
に
か
な
り
の
時
間
が
経
過
し
て
い
る
。
こ
の
時
期
田
辺
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
弁
証

法
の
研
究
を
さ
ら
に
本
格
化
さ
せ
る
か
た
わ
ら
、
唯
物
論
的
な
弁
証
法
の
研
究
に
も
打
ち
込
ん
で
い
た
―
―
そ
の
研
究
成
果
は
一
九
三
二

年
に
発
表
さ
れ
た
『
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
弁
証
法
』
に
結
実
す
る
。
こ
の
『
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
弁
証
法
』
に
収
め
ら
れ
た
論
文
「
ヘ
ー
ゲ
ル

哲
学
と
弁
証
法
」
に
お
い
て
、
こ
れ
以
降
田
辺
が
「
絶
対
弁
証
法
」
と
呼
び
、
そ
の
後
さ
ら
な
る
深
化
を
遂
げ
る
こ
と
に
な
る
普
遍
的
弁

証
法
の
基
盤
が
形
づ
く
ら
れ
た
。
出
発
点
と
な
っ
た
の
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
お
よ
び
マ
ル
ク
ス
の
弁
証
法
概
念
に
た
い
す
る
批
判
で
あ
る
。
田

辺
に
よ
れ
ば
、
彼
が
扱
う
の
は
、
概
念
的
な
も
の
ば
か
り
を
強
調
す
る
非
実
践
的
で
観
念
的
な
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
で
も
、
物
質
的
現
実



一
六
一

メ
デ
ィ
ア
哲
学
と
し
て
の
京
都
学
派
〔
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
〕

に
偏
っ
た
抽
象
的
な
マ
ル
ク
ス
主
義
的
弁
証
法
で
も
な
く
、
両
者
を
綜
合
す
る
「
絶
対
的
な
」
弁
証
法
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
も

マ
ル
ク
ス
の
弁
証
法
も
、
認
識
の
プ
ロ
セ
ス
と
自
己
意
識
と
の
関
係
を
説
明
し
よ
う
と
試
み
て
は
い
る
が
、
方
法
と
し
て
の
自
己
反
省
を

欠
い
て
い
る
と
田
辺
は
い
う
。
と
い
う
の
も
、
彼
ら
の
弁
証
法
は
、
そ
の
論
理
展
開
の
内
部
に
お
い
て
は
確
か
に
弁
証
法
的
で
あ
っ
て
も
、

自
ら
の
立
場
を
「
外
か
ら
」
も
弁
証
法
的
に
と
ら
え
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
か
ら
だ
（
田
辺 

三
、一
七
〇
頁
）。
マ
ル
ク
ス
の
唯
物
論
的

弁
証
法
と
ヘ
ー
ゲ
ル
の
観
念
論
的
弁
証
法
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
や
り
方
で
、
確
か
に
真
の
弁
証
法
の
一
端
に
触
れ
て
は
い
る
。
し
か
し
、
弁

証
法
的
な
矛
盾
の
在
り
処
が
存
在
か
思
惟
の
ど
ち
ら
か
一
方
だ
け
に
局
限
さ
れ
て
し
ま
う
た
め
に
、
彼
ら
の
弁
証
法
は
結
局
の
と
こ
ろ
一

面
的
な
も
の
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
が
実
践
を
、マ
ル
ク
ス
の
弁
証
法
が
理
念
を
否
定
す
る
の
に
た
い
し
て
、

（
田
辺
の
念
頭
に
あ
る
）
自
己
反
省
的
な
「
絶
対
弁
証
法
」
に
お
い
て
は
、事
象
と
概
念
と
が
相
互
に
「
絶
対
的
に
媒
介
さ
れ
」（
田
辺 

三
、

一
六
八
頁
）
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
田
辺
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

精
神
物
質
共
に
絶
対
媒
介
の
契
機
に
外
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
、
絶
対
媒
介
は
観
念
弁
証
法
と
唯
物
弁
証
法
と
の
対
立
を
超
え
、
両
者

を
否
定
的
に
綜
合
す
る
絶
対
弁
証
法
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。（
田
辺 

二
〇
一
〇
、三
七
九
頁
）

し
た
が
っ
て
こ
の
絶
対
媒
介
を
、「
対
立
的
な
る
一
方
の
側
が
他
方
の
側
を
克
服
す
る
」
と
い
う
マ
ル
ク
ス
的
な
い
し
ヘ
ー
ゲ
ル
的
意
味

で
の
綜
合
と
受
け
取
っ
て
は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
絶
対
媒
介
の
は
た
ら
き
は
、「
対
立
緊
張
が
〔
…
〕
相
互
転
換
的
に
全
体
の
内
に
止
揚

せ
ら
れ
る
」（
西
田 

三
、五
〇
〇
頁
、 Laube 

一
九
七
八a

、
二
八
七
頁
）
点
に
存
す
る
。
こ
こ
ま
で
な
ら
ば
、
西
田
も
田
辺
の
立
場
に
賛

同
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
の
よ
う
な
概
念
武
装
を
固
め
た
田
辺
は
、
し
か
し
間
も
な
く
、
同
僚
で
あ
る
西
田
の
哲
学
に
た
い
す
る
批
判
を
開
始
す
る
。
彼



日
本
哲
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究
　
第
十
四
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一
六
二

の
批
判
は
次
の
よ
う
な
も
の
だ
。
西
田
哲
学
は
無
そ
れ
自
体
を
絶
対
媒
介
的
（
絶
対
弁
証
法
的
）
に
と
ら
え
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
無
を

絶
対
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
れ
を
実
体
化
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
西
田
の
思
想
に
お
い
て
、
絶
対
無
に
内
在
す
る
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
は
、

絶
対
無
か
ら
「
発
出
論
的
」
に
生
ま
れ
て
く
る
し
か
な
い（

6
）。
だ
が
そ
の
と
き
、
絶
対
無
は
ひ
と
つ
の
究
極
的
な
、
超
歴
史
的
に
絶
対

的
な
る
も
の
へ
と
変
質
し
て
し
ま
っ
て
い
る（

7
）。
西
田
に
た
い
す
る
田
辺
の
批
判
は
徹
底
し
て
西
田
の
論
文
集
『
一
般
者
の
自
覚
的
体

系
』（
一
九
三
〇
）
に
収
め
ら
れ
た
論
考
に
的
を
絞
っ
て
い
る
が
、
そ
の
批
判
は
西
田
哲
学
の
根
本
問
題
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
基
本

的
に
は
西
田
思
想
の
全
体
に
た
い
し
て
当
て
は
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る（

8
）。
し
か
し
ま
ず
は
、
田
辺
の
批
判
の
個
々
の
論
点
を
確
認

し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
田
辺
は
、
絶
対
無
の
概
念
は
西
田
の
よ
う
な
理
解
の
仕
方
で
は
哲
学
的
体
系
の
原
理
と
は
な
り
え
な
い
と
述

べ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
無
に
た
い
し
て
超
越
的
な
、
ほ
と
ん
ど
神
的
な
位
置
が
与
え
ら
れ
る
た
め
に
、
西
田
の
発
出
論
的
思
想
は
、
哲

学
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
神
学
に
近
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
だ
。
田
辺
の
批
判
に
た
い
し
て
西
田
は
、
た
し
か
に
「
絶
対
無
」
に

は
宗
教
的
次
元
も
含
ま
れ
る
が
、
そ
れ
は
宗
教
的
忘
我
の
ご
と
き
も
の
で
も
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
流
出
論
に
お
け
る
神
的
存
在
者
の
ご

と
き
も
の
で
も
な
い
、
自
分
の
思
想
に
お
け
る
「
絶
対
無
」
と
は
「
有
に
し
て
自
己
自
身
を
限
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
無
に
し
て
自

己
自
身
を
限
定
す
る
も
の
」（
西
田 

六
、一
五
四
頁
）
な
の
だ
と
応
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
反
論
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
西

田
の
思
想
に
お
け
る
絶
対
無
の
場
所
が
、
彼
の
非
弁
証
法
的
な
と
ら
え
方
に
よ
っ
て
、
同
一
哲
学（

9
）
が
も
た
ら
す
存
在
論
化
（eine 

identitätsphilosophische O
ntologisierung

）
を
被
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
に
は
変
わ
り
が
な
い
。
田
辺
は
次
の
よ
う
な
批
判
を
展
開

し
て
い
る
。

〔
…
〕
こ
れ
を
絶
対
無
と
し
て
、
弁
証
法
的
世
界
の
底
面
な
い
し
裏
面
と
し
、
自
己
否
定
的
な
る
存
在
の
お
い
て
あ
る
場
所
と
す

る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
直
接
に
有
る
も
の
と
し
て
定
置
せ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
同
時
に
無
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
味
を
真
実



一
六
三

メ
デ
ィ
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哲
学
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京
都
学
派
〔
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
〕

に
は
失
う
。
か
く
し
て
、
他
の
総
て
の
存
在
は
弁
証
法
的
に
否
定
即
肯
定
と
し
て
否
定
的
に
媒
介
せ
ら
れ
、
無
に
お
い
て
有
る
も

の
と
な
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
を
し
て
無
に
お
い
て
有
る
も
の
た
ら
し
め
る
媒
介
と
し
て
の
無
の
場
所
そ
れ
自
身
は
、
か
え
っ
て
非

弁
証
法
的
に
直
接
に
肯
定
せ
ら
れ
、
絶
対
無
は
有
に
し
て
無
た
る
意
味
を
失
っ
て
直
接
の
有
と
な
る
こ
と
を
免
れ
な
い
。（
田
辺 

二
〇
一
〇
、三
六
五
―
三
六
六
頁
）（
10
）

絶
対
的
な
も
の
が
超
越
的
個
別
存
在
と
し
て
で
は
な
く
、
自
己
自
身
を
否
定
す
る
無
と
し
て
理
解
さ
れ
る
場
合
に
の
み
、
絶
対
的
な
も
の

は
全
体
と
し
て
の
世
界
を
包
括
す
る
こ
と
が
で
き
る
。「
絶
対
無
」
は
そ
れ
ゆ
え
「
否
定
運
動
を
通
じ
て
」（
田
辺 

三
、一
一
一
頁
）
媒
介

さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
包
み
込
む
場
所
と
し
て
理
解
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
大
橋
に
よ
れ
ば
、「
哲

学
的
に
考
え
る
と
い
う
こ
と
は
〔
…
〕
田
辺
に
と
っ
て
、
普
通
な
ら
ば
媒
介
不
可
能
な
か
た
ち
で
現
実
の
な
か
に
見
出
さ
れ
る
対
立
や
矛

盾
を
、
媒
介
に
よ
っ
て

0

0

0

0

0

0

止
揚
さ
れ
る
も
の
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。」（
大
橋 

二
〇
一
一
、三
十
五
頁
、
強
調
は
引
用
者
）

か
く
し
て
、
西
田
の
一
元
論
的
か
つ
静
的
な
「
二
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
一
」
と
田
辺
の
二
元
論
的
（
後
に
は
三
者
的
）
か
つ
弁
証
法

的
な「
一
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
二
」と
が
対
峙
す
る
こ
と
に
な
る（Pörtner und H

eise 

一
九
九
五
、三
六
二
頁
）。
後
に
戸
坂
に
よ
っ

て
「
弁
証
法
概
念
の
解
釈
」
に
す
ぎ
な
い
と
喝
破
さ
れ
る
西
田
の
一
元
論
的
同
一
哲
学
は
、
し
た
が
っ
て
根
本
に
お
い
て
は
弁
証
法
的
思

想
と
は
い
え
な
い
。
絶
対
無
の
内
部
で
は
、
諸
々
の
現
実
的
対
立
や
観
念
的
―
概
念
的
対
立
が
相
互
に
否
定
し
合
い
、
た
し
か
に
「
弁
証

法
的
」
に
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
絶
対
無
そ
れ
自
体
は
、
決
し
て
媒
介
さ
れ
な
い
も
の
と
し
て
、
つ
ま
り
始
原
の
、
あ
る
い
は

究
極
の
「
根
本
原
因
」
と
し
て
、
非
弁
証
法
的
に
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

一
九
三
〇
年
代
に
西
田
に
た
い
す
る
詳
細
な
批
判
を
展
開
し
た
田
辺
は
、
後
に
「
種
の
論
理
」
と
名
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
思
想
の

端
緒
を
手
に
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
表
層
の
み
弁
証
法
的
な
―
―
な
ぜ
な
ら
、
根
本
に
お
い
て
は
同
一
哲
学
的
で
あ
る
か
ら
―
―
西
田
の
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六
四

思
想
に
、
論
理
学
的
か
つ
社
会
哲
学
的
な
立
場
か
ら
構
想
さ
れ
た
対
案
を
ぶ
つ
け
る
試
み
で
、
こ
れ
を
通
じ
て
田
辺
は
、
以
前
か
ら
論
じ

て
は
い
た
も
の
の
、
は
な
は
だ
抽
象
的
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
絶
対
媒
介
の
弁
証
法
を
具
体
化
さ
せ
て
い
っ
た
。
田
辺
に
よ
れ
ば
、

弁
証
法
の
絶
対
性
を
―
―
西
田
の
よ
う
に
―
―
超
歴
史
的
―
静
的
な
、
し
た
が
っ
て
非
弁
証
法
的
な
原
理
と
し
て
実
体
化
し
て
し
ま
わ
な

い
た
め
に
は
、
絶
対
的
な
も
の
（
す
な
わ
ち
絶
対
無
）
そ
れ
自
身
が
、
否
定
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
田
辺
は
、
西
田
の
同
一
哲
学
的
―
自
己
矛
盾
的
な
絶
対
無
の
観
念
に
、
種
の
論
理
と
い
う
三
つ
の
項
か
ら
な
る
弁
証
法
的

観
念
を
対
置
す
る
。

　

種
の
論
理
は
、
類
（G

enus
）
と
個
（Individuum

）
の
あ
い
だ
を
媒
介
す
る
第
三
者
（tertium

）
と
し
て
の
種
（Spezies

）
を
そ

の
基
盤
と
し
て
い
る
。
田
辺
の
社
会
哲
学
に
お
い
て
は
、
類
は
国
家
に
、
種
は
共
同
体
、
家
族
、
種
族
、
あ
る
い
は
民
族
に
対
応
す
る
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
論
理
学
で
は
、
個
の
側
か
ら
見
て
よ
り
高
い
普
遍
性
を
、
類
の
側
か
ら
見
て
よ
り
大
き
な
特
殊
性
を
備
え
て
い
る
の

が
種
で
あ
っ
た
（
そ
れ
ぞ
れ
の
概
念
が
上
位
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
概
念
の
な
か
に
包
含
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、﹇﹇﹇
個
﹈種
﹈類
﹈
で
あ
る
）。
こ

れ
に
た
い
し
て
、
田
辺
に
お
け
る
こ
の
三
者
間
の
関
係
は
、
上
位
概
念
が
下
位
概
念
を
内
に
含
む
と
い
う
た
ん
な
る
包
摂
関
係
で
は
な
く
、

三
つ
の
概
念
そ
れ
ぞ
れ
が
、「
弁
証
法
的
に
互
い
に
互
い
を
否
定
し
か
つ
肯
定
す
る
と
い
う
真
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
」（Laube 

一
九
七
八b

、

一
〇
頁
）
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
（
つ
ま
り
、
個
↕
種
↕
類
）（
11
）。
か
く
し
て
、
類
も
個
も
、
種
に
た
い
し
て
二
重
の
関
係
を
取
り

結
ぶ
こ
と
に
な
る
。

そ
の
自
己
否
定
の
二
重
対
立
構
造
は
、同
時
に
類
（
全
）
と
個
と
を
当
然
に
絶
対
対
立
の
契
機
と
し
て
即
自
的
に
含
む
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
意
味
に
お
い
て
は
種
が
同
時
に
類
に
も
個
に
も
媒
介
せ
ら
れ
る
か
ら
、
当
然
絶
対
媒
介
を
成
立
せ
し
め
、
い
ず
れ
の
一
つ
も
他

の
二
つ
を
媒
介
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。（
田
辺 

二
〇
一
〇
、三
九
三
頁
）



一
六
五

メ
デ
ィ
ア
哲
学
と
し
て
の
京
都
学
派
〔
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
〕

し
か
し
、
こ
の
最
後
の
一
節
は
、
そ
れ
に
先
立
つ
規
定
と
は
相
容
れ
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
と
い
う
の
も
、「
い
ず
れ
の
一
つ
も
他
の
二

つ
を
媒
介
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
の
で
あ
れ
ば
、類
と
種
と
個
と
が
取
り
結
ぶ
関
係
は
三
角
形
を
形
づ
く
る
は
ず
な
の
だ
か
ら
。
田
辺
は
、

過
去
、
現
在
、
未
来
の
三
つ
の
時
制
を
手
が
か
り
に
、
絶
対
媒
介
の
弁
証
法
に
お
い
て
種
に
付
与
さ
れ
た
中
間
位
置
の
特
殊
性
を
詳
述
し

て
い
る
。

〔
…
〕
時
は
過
去
現
在
未
来
の
三
つ
の
様
態
に
由
っ
て
絶
対
的
に
媒
介
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
い
ず
れ
の
一
つ
も
他
の
二
つ
の
媒

介
と
し
て
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
何
人
も
疑
わ
な
い
所
で
あ
ろ
う
。〔
…
〕
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
時
の

成
立
に
現
在
が
媒
介
者
と
し
て
特
に
選
ば
れ
た
る
地
位
に
立
つ
こ
と
も
、
ま
た
同
時
に
否
定
で
き
ま
い
。〔
…
〕
こ
の
現
在
に
立
つ

こ
と
に
依
っ
て
、
時
の
動
性
と
統
一
性
と
が
結
合
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
現
在
の
媒
介
性
は
絶
対
媒
介
性
と
矛
盾
し
な
い
ど
こ
ろ
で

は
な
く
、
か
え
っ
て
こ
れ
を
可
能
に
す
る
の
で
あ
る
。
あ
た
か
も
そ
れ
と
類
似
し
た
意
味
に
お
い
て
、
種
の
論
理
が
絶
対
媒
介
の
論

理
と
両
立
す
る
ば
か
り
で
な
く
、こ
れ
を
可
能
に
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
疑
う
の
は
絶
対
媒
介
の
論
理
を
弁
証
法
的
に
理
解
せ
ず
、

客
観
的
に
形
式
論
理
化
す
る
結
果
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。（
田
辺 

二
〇
一
〇
、三
九
三
―
三
九
四
頁
）

こ
れ
に
よ
っ
て
種
は
二
重
に
媒
介
さ
れ
た
特
殊
な
地
位
を
獲
得
す
る
。
種
は
弁
証
法
的
に
二
重
に
媒
介
さ
れ
、
個
と
類
の
あ
い
だ
の
第
三

項
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
田
辺
に
よ
れ
ば
、
こ
の
中
間
位
置
（
種
＝
第
三
者
）
は
―
―
ち
ょ
う
ど
時
に
お
け
る
現
在
と
同

じ
よ
う
に
―
―
他
の
二
つ
と
取
り
換
え
る
こ
と
も
、
何
か
別
の
も
の
に
よ
っ
て
置
き
換
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
こ
れ
に
た
い
し
て
西
田

は
、「
絶
対
無
」
を
「
根
源
に
お
け
る
矛
盾
の
無
媒
介
的
な
統
一
」
と
考
え
た
た
め
に
、
最
終
的
に
は
、
同
一
哲
学
の
流
儀
で
対
立
す
る
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第
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四
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一
六
六

概
念
対
の
す
べ
て
を
等
置
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

純
粋
に
形
式
論
理
的
に
考
え
れ
ば
、
自
己
自
身
と
同
一
で
あ
り
、
か
つ
相
互
に
矛
盾
し
合
う
複
数
の
実
在
は
、
個
々
の
異
な
り
に
も
か

か
わ
ら
ず
重
な
り
合
う
と
こ
ろ
を
も
つ
場
合
に
の
み
、
同
一
で
あ
る
と
同
時
に
矛
盾
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ら
の
実
在
は
―
―
田

辺
の
こ
の
主
張
は
し
ご
く
も
っ
と
も
で
あ
る
―
―
第
三
項
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
相

互
に
関
連
づ
け
る
と
い
う
意
味
で
の
媒
介
の
特
殊
形
態
で
あ
る
比
較
を
例
に
と
る
と
わ
か
り
や
す
い
。
何
か
と
何
か
を
比
較
す
る
際
、
完

全
に
同
じ
で
は
な
い
二
つ
の
事
物
を
比
較
と
い
う
媒
介
関
係
に
置
く
た
め
に
は
、比
較
の
た
め
の
第
三
項
（tertium

 com
parationis

）（
媒

介
の
場
合
に
はtertium

 m
ediationis

）
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（
12
）。
西
田
の
思
想
と
田
辺
の
思
想
の
相
違
に
引
き
つ
け
て
い
え

ば
、
次
の
よ
う
に
い
え
る
だ
ろ
う
。
田
辺
に
よ
れ
ば
、
絶
対
無
は
そ
れ
自
身

0

0

0

0

が
絶
対
媒
介
な
の
だ
が
、
西
田
に
と
っ
て
の
絶
対
無
は
、
運

動
か
ら
隔
絶
さ
れ
た
、
あ
る
い
は
運
動
の
手
前
に
あ
る
根
源
の
ご
と
き
も
の
で
あ
り
、
根
本
的
に
は
あ
ら
ゆ
る
媒
介
の
外
部

0

0

に
位
置
し
て

い
る
。
そ
れ
ゆ
え
西
田
の
思
想
に
お
い
て
は
、
運
動
性
は
発
出
論
的
に
し
か
生
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
れ
に
た
い
し
て
田
辺
は
、
運

動
性
を
弁
証
法
的
に
（
つ
ま
り
自
己
反
省
的
、
自
己
媒
介
的
に
）
と
ら
え
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
非
発
出
論
的
哲
学
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
変
化
の
引
き
金
と
な
る
外
的
な
要
因
が
必
要
と
な
る
。
こ
の
外
的
要
因
こ
そ
が
、
弁
証

法
的
運
動
を
起
動
さ
せ
、
こ
れ
を
維
持
し
、
西
田
の
絶
対
無
の
な
か
で
時
間
や
歴
史
が
陥
る
「
非
連
続
の
連
続
」
と
い
う
空
転
を
無
力
化

す
る
の
で
あ
る
。
田
辺
は
こ
の
外
的
要
因
を
「
行
為
」
と
名
づ
け
、
西
田
は
―
―
弟
子
た
ち
や
同
僚
た
ち
か
ら
の
批
判
に
影
響
さ
れ
る
か

た
ち
で
―
―
後
期
の
著
作
の
な
か
で
そ
れ
を
「
行
為
的
直
観
」
と
呼
ん
だ
。
と
は
い
え
、
西
田
が
主
張
す
る
と
お
り
に
行
為
的
直
観
を
外

的
で
は
な
い
も
の
と
し
て
受
け
取
っ
て
し
ま
う
と
、
は
た
し
て
西
田
の
場
合
に
は
い
か
な
る
要
因
に
よ
っ
て
非
連
続
の
連
続
が
打
ち
破
ら

れ
、
世
界
を
生
じ
せ
し
め
る
の
か
が
理
解
で
き
な
い
。
別
の
言
葉
で
い
え
ば
、
西
田
の
哲
学
体
系
に
は
実
践
の
理
論
が
欠
如
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
田
辺
の
哲
学
は
実
践
を
カ
バ
ー
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、「
弁
証
法
は
行
為
的
媒
介
の
立
場
に
終
始
し
て
、
全
体
を
綜
合
す



一
六
七

メ
デ
ィ
ア
哲
学
と
し
て
の
京
都
学
派
〔
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
〕

る
永
遠
の
体
系
を
断
念
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」（
田
辺 

二
〇
一
〇
、三
六
九
頁
）
か
ら
で
あ
る
。
西
田
に
お
け
る
歴
史
の
問
題
に
つ
い
て
、

田
辺
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

〔
…
〕
直
接
な
る
絶
対
無
と
し
て
無
方
向
な
る
も
の
が
、
如
何
に
し
て
時
間
的
歴
史
的
現
実
の
方
向
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
。

自
己
疎
外
と
自
己
回
復
と
を
統
一
す
る
絶
対
否
定
の
み
、
自
家
止
往
と
し
て
現
実
の
動
性
と
絶
対
の
静
一
と
を
媒
介
統
一
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
。
絶
対
無
の
自
己
限
定
と
し
て
世
界
を
解
釈
す
る
の
は
、
実
は
弁
証
法
を
超
え
る
立
場
を
弁
証
法
に
被
せ
る
こ

と
で
あ
る
。（
田
辺 

二
〇
一
〇
、三
七
七
頁
）

こ
れ
に
た
い
し
て
、
田
辺
に
お
い
て
は
、
行
為
と
い
う
人
間
的
実
践
に
よ
る
（
歴
史
の
よ
う
な
）
普
遍
的
な
も
の
と
個
と
の
絶
対
媒
介
は
、

媒
介
の
た
め
の
第
三
項
（tertium

 m
ediationis
）
た
る
種
―
―
他
の
項
と
相
互
に
二
重
に
媒
介
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
は
現
在
と
も

比
較
し
う
る
特
異
な
地
位
を
占
め
る
種
―
―
を
介
し
て
、
必
然
的
に
弁
証
法
的
な
相
互
媒
介
の
作
用
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。

す
で
に
統
一
が
実
現
せ
ら
れ
れ
ば
、
自
己
否
定
で
な
く
絶
対
否
定
で
あ
る
。
両
者
は
相
即
す
る
と
い
う
も
、
同
時
に
否
定
的
に
対
立

し
、
行
為
に
依
っ
て
始
め
て
媒
介
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。〔
…
〕
こ
れ
を
単
に
潜
勢
の
現
勢
化
と
し
て
同
一
論
理
の
立
場
﹇
西
田
の

行
為
的
直
観
の
立
場
を
指
す
（
引
用
者
）﹈
か
ら
理
解
せ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
自
己
否
定
的
種
的
基
体
の
絶
対
否
定
的
統
一
的

主
体
化
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。〔
…
〕
そ
れ
だ
か
ら
個
の
主
体
的
行
為
と
い
う
の
は
、
実
は
種
の
自
己
否
定
の
、
絶
対
否
定
た
る

類
へ
の
転
換
で
あ
っ
て
、
個
は
単
に
種
と
対
立
す
る
の
で
な
く
、
か
え
っ
て
種
の
自
己
否
定
に
媒
介
せ
ら
れ
た
類
へ
の
転
換
に
成
立

す
る
も
の
で
あ
る
。
か
く
て
種
と
個
と
は
直
接
に
対
立
す
る
の
で
な
く
、
個
は
種
の
自
己
否
定
に
媒
介
せ
ら
れ
た
絶
対
否
定
に
お
い
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て
成
立
す
る
。（
田
辺 

二
〇
一
〇
、三
八
九
―
三
九
〇
頁
）

弁
証
法
と
媒
介
に
つ
い
て
の
こ
の
理
解
の
違
い
の
な
か
に
、田
辺
の
思
想
と
西
田
の
思
想
の
も
っ
と
も
大
き
な
差
異
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

田
辺
は
、
二
元
論
的
な
主
体
の
哲
学
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
西
田
の
試
み
を
評
価
し
て
は
い
る
。
し
か
し
彼
は
、
主
体
と
客
体
の
二
元
論

を
一
元
論
的
な
無
に
よ
っ
て
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
西
田
の
試
み
が
不
首
尾
に
終
わ
っ
て
い
る
と
い
う
点
に
、西
田
哲
学
の
欠
陥
を
見
る
。

田
辺
に
い
わ
せ
れ
ば
、
絶
対
無
を
一
元
論
的
に
と
ら
え
る
こ
と
は
、
絶
対
無
を
究
極
の
存
在
者
、
比
類
な
き
絶
対
的
存
在
へ
と
物
象
化
す

る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
田
辺
に
と
っ
て
、
絶
対
無
に
お
け
る
諸
々
の
対
立
は
、「
絶
対
否
定
」
を
介
し
て
互
い
に
媒
介
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。
絶
対
否
定
に
お
い
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
二
重
に
否
定
さ
れ
る
。
絶
対
無
も
ま
た
例
外
で
は
な
い
。
絶
対
的
な
も
の
は
絶
対

否
定
と
い
う
か
た
ち
で
常
に
自
己
を
否
定
す
る
。
西
田
の
絶
対
無
が
、
現
実
世
界
の
な
か
で
は
じ
め
て
自
立
化
す
る
実
体
の
ご
と
き
も
の

で
あ
る
の
に
た
い
し
て
、
絶
対
無
に
か
ん
す
る
田
辺
の
思
考
に
お
い
て
問
題
と
な
る
の
は
、
絶
対
否
定
を
介
し
て
無
限
に
媒
介
さ
れ
た
実

践
的
プ
ロ
セ
ス
で
あ
り
、
こ
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
た
え
ず
変
転
し
続
け
る
対
極
に
あ
る
も
の
同
士
の
摩
擦
と
い
う
か
た
ち
で
現
実
の
な
か
に

姿
を
あ
ら
わ
す
。
西
田
の
絶
対
無
が
完
全
、
静
的
か
つ
永
遠
的
な
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
田
辺
に
お
い
て
は
、
何
か
し
ら
不
完
全
で
一

時
的
な
も
の
、
あ
る
い
は
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
活
動
性
や
変
化
、
絶
え
ざ
る
変
転
こ
そ
が
問
題
と
な
る
。
歴
史
の
本
質
は
そ
の
偶
然
性
に
あ

り
、し
た
が
っ
て
そ
こ
に
は
い
か
な
る
究
極
の
真
理
も
（
発
出
論
的
な
真
理
も
）
存
在
し
え
な
い
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
が
、田
辺
を
「
絶

対
批
判
」
の
概
念
へ
と
導
く
こ
と
に
な
る
。
田
辺
は
こ
の
「
絶
対
批
判
」
概
念
に
一
義
的
な
定
義
を
与
え
て
は
い
な
い
が
、
哲
学
の
絶
え

ざ
る
自
己
反
省
と
自
己
修
正
を
あ
ら
わ
す
概
念
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
弁
証
法
に
か
ん
す
る
田
辺
の
思
考
に
も
っ
と

も
近
い
の
は
、
も
し
か
す
る
と
ア
ド
ル
ノ
が
戦
後
に
提
唱
し
た
弁
証
法
の
考
え
方
か
も
し
れ
な
い
。
近
年
刊
行
さ
れ
た
「
弁
証
法
入
門
」

の
講
義
録
の
な
か
で
ア
ド
ル
ノ
は
、
田
辺
と
同
様
、
弁
証
法
を
一
般
的
な
も
の
に
よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
特
殊
を
普
遍
的
に
媒
介
す
る
哲
学
と



一
六
九

メ
デ
ィ
ア
哲
学
と
し
て
の
京
都
学
派
〔
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
〕

見
な
し
て
い
る
。
テ
ー
ゼ
と
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
の
図
式
に
し
た
が
う
弁
証
法
的
思
考
が
ジ
ン
テ
ー
ゼ
に
終
着
点
を
見
い
だ
せ
な
く
な
る
に
つ

れ
て
、
真
理
は
ま
す
ま
す
過
程
的
な
も
の
と
な
り
、
批
判
の
運
動
そ
れ
自
身
に
真
理
が
宿
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
ア
ド
ル
ノ
に
よ
れ

ば
、
弁
証
法
的
思
考
に
孕
ま
れ
る
困
難
は
と
り
わ
け
、
弁
証
法
的
思
考
が
前
提
と
す
る
真
理
概
念
そ
の
も
の
が
、
決
し
て
静
的
な
真
理
概

念
た
り
え
な
い
と
い
う
点
に
存
す
る
の
だ
（A

dorno 

二
〇
一
〇
を
参
照
）。
し
か
し
、西
田
に
お
け
る
絶
対
（
無
媒
介
的
、非
弁
証
法
的
）

無
の
概
念
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
静
的
な
真
理
概
念
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

 

（
未
完　

次
号
に
続
く
）

注（
1
） 「
観
念
形
態
」
お
よ
び
「
社
会
形
態
」
の
概
念
に
つ
い
て
は
、

Averbeck

（
一
九
九
九
、二
〇
〇
八
、二
〇
一
〇
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
2
） 

た
と
え
ば
西
田
と
田
辺
は
、
あ
る
時
期
以
降
互
い
に
口
も
き
か

な
く
な
る
ほ
ど
険
悪
な
関
係
に
な
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
橋

に
と
っ
て
こ
の
二
人
は
や
は
り
同
じ
学
派
に
属
し
て
い
た
こ
と
に
な

る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
西
田
と
、
大
橋
が
京
都
学
派
か
ら
除
外
し
た

戸
坂
と
の
あ
い
だ
に
は
、
知
的
な
立
場
の
違
い
や
、
後
に
表
面
化
す
る

と
り
わ
け
政
治
的
な
立
場
の
決
定
的
な
違
い
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
友
好
的
な
関
係
が
築
か
れ
て
い
た
。

（
3
） 

し
た
が
っ
て
、
西
田
と
和
辻
、
そ
し
て
木
村
の
思
想
の
関
係
に

つ
い
て
の
、「
あ
い
だ
（Zw

ischen

）」
の
概
念
に
焦
点
を
あ
て
た
考

察
は
こ
の
場
で
は
行
わ
な
い
。

（
4
） 

下
村
寅
太
郎
は
こ
の
よ
う
な
見
方
を
し
て
い
る
。
下
村
に
よ
れ

ば
、
西
田
は
場
所
の
論
理
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
思
想
の
論
理
的
発
展
に

終
止
符
を
打
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
後
は
（
次
々
と
新
た
な
概
念
を
持

ち
出
し
な
が
ら
）、
こ
の
場
所
の
論
理
を
歴
史
や
社
会
な
ど
の
領
域
に

拡
大
し
て
適
用
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
下
村
（
一
九
七
七
）
を
参
照
。

（
5
） 
西
田
の
思
考
方
法
の
特
徴
は
、
彼
が
み
ず
か
ら
の
思
想
を
説
明

す
る
際
に
し
ば
し
ば
用
い
た
「
即
」
の
論
理
構
造
に
と
り
わ
け
明
瞭
に

あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
西
田
に
と
っ
て
、
た
と
え
ば
「
生
即
死
」
と
は
、



日
本
哲
学
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研
究
　
第
十
四
号

一
七
〇

た
ん
にa

＝b

（「
生
＝
死
」）
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は

な
く
、
そ
こ
に
あ
る
の
は(a

＝b) ^ ¬ (a

＝b) 

↓ (a

＝b)

と
い
う

構
造
、
す
な
わ
ち
、
生
は
死
で
あ
る
と
同
時
に
生
は
死
で
は
な
く
、
そ

こ
か
ら
さ
ら
に
生
は
死
で
あ
る
と
い
命
題
が
導
き
出
さ
れ
る
、
と
い
う

構
造
で
あ
る
（H

eisig 
二
〇
〇
一
、六
十
五
頁
）。
こ
れ
が
意
味
す
る

の
は
、「
生
は
死
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
と
「
生
は
死
で
は
な
い
」
と

い
う
命
題
と
が
絶
対
無
と
い
う
根
源
に
お
い
て
は
同
時
に
真
で
あ
る
の

だ
と
す
れ
ば
、
双
方
の
命
題
が
等
し
い
真
理
値
を
有
す
る
が
ゆ
え
に
、

形
式
論
理
学
的
に
は
二
つ
の
命
題
は
同
一
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
こ
と
だ
。
だ
が
こ
れ
は
、
田
辺
も
認
識
し
て
い
た
よ
う
に
、
論
理
的

に
は
誤
っ
た
推
論
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
田
辺
は
、
絶
対
無
も
ま
た
論

理
的
に
媒
介
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

（
6
） 

田
辺
は
こ
れ
に
先
立
っ
て
す
で
に
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
た
い
し
て

類
似
し
た
批
判
を
展
開
し
て
い
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
で
は
、
よ
り
高
次

で
よ
り
完
成
度
の
高
い
も
の
か
ら
よ
り
低
次
で
よ
り
不
完
全
な
も
の
が

生
ま
れ
て
く
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
、
し
か
も
そ
の
際
、
す
べ
て
が
そ
こ

か
ら
導
き
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
根
源
的
原
理
そ
の
も
の
は
、
つ
ね
に

変
わ
る
こ
と
の
な
い
、（
神
的
、
自
己
同
一
的
）
統
一
性
を
保
ち
続
け

る
と
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
田
辺
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
も
ま
た
進
化
論
で

は
な
く
発
出
論
に
基
づ
い
て
い
る
と
批
判
し
た
。た
だ
し
こ
の
批
判
は
、

完
全
に
的
確
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
古
代
の
発
出
論

を
自
身
の
思
想
に
取
り
込
ん
だ
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
た
し
か
に
現
実
的
な
も

の
を
根
源
的
一
者
か
ら
発
出
す
る
も
の
と
し
て
記
述
し
た
が
、
田
辺

の
批
判
す
る
よ
う
な
神
的
性
格
に
つ
い
て
は
否
定
し
て
い
る
か
ら
だ
。

ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は
、
世
界
は
神
的
な
も
の
の
流
出
で
は
な
く
、
根

源
的
、「
超
越
的
」
統
一
が
無
限
に
分
割
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
さ

に
こ
の
無
限
の
分
割
こ
そ
が
逆
説
的
に
根
源
的
統
一
の
分
か
た
れ
ざ
る

性
質
を
保
証
す
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
7
） 

と
く
に
戸
坂
や
、
間
接
的
に
は
中
井
に
よ
っ
て
後
に
批
判
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
の
は
、
西
田
の
絶
対
無
の
観
念
が
も
つ
、
こ
の
よ
う
な

静
的
な
超
時
間
性
で
あ
る
。

（
8
） 

こ
の
主
張
は
、
西
田
の
思
想
は
場
所
の
論
理
に
よ
っ
て
そ
の
論

理
的
発
展
を
事
実
上
完
結
さ
せ
た
と
い
う
、
先
に
触
れ
た
下
村
寅
太
郎

の
説
（
下
村 

一
九
七
七
）
に
依
拠
し
て
い
る
。

（
9
） 

こ
の
「
同
一
哲
学
」
と
い
う
名
称
は
、
現
実
的
な
も
の
（
絶
対

的
な
も
の
）
の
根
拠
を
、
物
質
（
自
然
）、
精
神
や
思
考
、
あ
る
い
は

存
在
の
ど
れ
か
ひ
と
つ
だ
け
に
求
め
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
統
一

の
う
ち
に
見
出
そ
う
と
す
る
態
度
、
す
な
わ
ち
、
あ
ら
ゆ
る
対
立
を
生

み
出
す
同
一
的
か
つ
共
通
の
根
源
を
求
め
よ
う
と
す
る
哲
学
的
思
潮
の

す
べ
て
を
指
す
も
の
と
す
る
。



一
七
一

メ
デ
ィ
ア
哲
学
と
し
て
の
京
都
学
派
〔
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
〕

（
10
） 
別
の
箇
所
で
田
辺
は
、
こ
の
批
判
を
次
の
よ
う
に
表
現
し
て
い

る
。「
絶
対
無
も
弁
証
法
的
に
思
惟
せ
ら
れ
る
た
め
に
は
、
そ
の
無
の

否
定
的
媒
介
と
し
て
有
の
対
立
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
ら
ざ

れ
ば
か
え
っ
て
直
接
性
の
故
に
無
で
な
く
有
に
転
化
す
る
。〔
…
〕
絶

対
無
と
は
そ
れ
故
自
己
を
絶
対
的
に
媒
介
す
る
も
の
を
意
味
す
る
。
絶

対
無
と
は
自
己
を
絶
対
的
に
否
定
的
媒
介
す
る
は
た
ら
き
を
い
う
。
こ

れ
絶
対
無
の
真
意
が
絶
対
否
定
に
あ
る
と
い
っ
た
理
由
で
あ
る
。
と
こ

ろ
で
絶
対
否
定
と
は〔
…
〕絶
対
媒
介
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。〔
…
〕

そ
れ
で
は
絶
対
媒
介
と
は
如
何
な
る
こ
と
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
〔
…
〕

媒
介
そ
の
も
の
も
そ
れ
に
お
い
て
は
媒
介
せ
ら
れ
て
、
何
も
の
も
単
に

直
接
与
え
ら
れ
前
提
せ
ら
れ
る
こ
と
な
き
こ
と
を
、
意
味
す
る
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。」（
田
辺 

二
〇
一
〇
、三
七
三
-
三
七
四
頁
）

（
11
） 

こ
の
区
分
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
論
理
学
に
由
来
す
る
。
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
は
類
（
普
遍
）、
種
（
特
殊
）、
個
（
個
別
）
の
三
つ
の
カ

テ
ゴ
リ
ー
を
区
別
し
て
い
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
挙
げ
た
三
段
論
法

に
つ
い
て
の
例
の
う
ち
、
お
そ
ら
く
も
っ
と
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の

が
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
個
、
ギ
リ
シ
ア
人
を
種
、
人
間
を
類
と
す
る
例
で

あ
ろ
う
。

（
12
） Ralph W

eber

の
優
れ
た
論
考 „C

om
parative Philosophy 

and the Tertium
: C

om
paring W

hat w
ith W

hat, and in W
hat 

R
espect? “

（
二
〇
一
四
）
は
、
こ
の
比
較
の
問
題
に
つ
い
て
示
唆
に

富
む
見
解
を
提
示
し
て
い
る
。
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