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哲
學
醗
究
　
　
榊
弟
匹
百
六
十
號

ラ
シ
コ
、
ナ
リ
ス
ム
の
學
問
理
念

　
　
　
　
！
デ
カ
粥
ト
と
マ
γ
ブ
ラ
ン
シ
ュ

四
品

三
　
嶋

唯
　
義

一
　
序

口

　
十
七
世
紀
の
合
理
論
に
お
い
て
學
問
の
問
題
が
い
か
に
問
わ
れ
、
い
か
に
解
き
示
さ
れ
、
ま
た
い
か
な
る
理
念
が
抱
か
れ
て
い
た
か
を

検
討
し
て
み
た
い
。
哲
學
の
歴
史
的
研
究
に
は
翼
然
の
要
件
で
あ
る
が
、
こ
の
小
論
の
研
究
態
度
も
基
本
的
に
は
實
謹
的
な
そ
れ
に
從
っ

て
い
る
。
部
ち
、
哲
隠
者
の
思
想
の
内
的
な
形
成
過
程
を
出
來
得
る
か
ぎ
り
多
く
の
資
料
に
基
づ
い
て
綿
密
詳
細
に
検
讃
し
、
か
つ
彼
の

主
著
の
解
明
に
よ
っ
て
そ
の
論
理
構
造
を
明
確
に
考
博
す
る
と
い
う
仕
方
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
の
思
想
を
跡
づ
け
る

こ
と
は
未
だ
資
料
的
に
困
難
な
現
状
に
あ
り
、
論
理
的
な
翌
翌
に
重
黙
が
お
か
れ
て
い
る
。
結
果
か
ら
い
う
な
ら
ば
、
こ
の
小
論
の
見
解

は
合
理
論
の
入
問
學
的
解
繹
と
呼
ば
れ
る
で
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
が
営
め
意
圖
さ
れ
或
は
豫
断
と
し
て
揮
え
ら
れ
た
圓
式
で
な
い
こ

と
は
、
勿
論
で
あ
る
。
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『
方
法
叙
勲
』
に
よ
る
と
、
デ
カ
ル
ト
は
「
ま
だ
若
い
頃
か
ら
既
に
」
方
法
の
端
緒
に
め
ぐ
り
逢
い
、
そ
れ
を
徐
々
に
か
つ
擁
ま
ざ
る

努
力
に
よ
っ
て
ひ
と
つ
の
「
方
法
」
に
完
成
し
た
と
い
う
。
同
じ
書
物
に
よ
る
と
、
彼
の
生
涯
を
通
じ
て
の
最
大
の
關
心
は
「
確
固
と
し

て
こ
の
現
徴
を
歩
む
」
（
第
一
部
＋
畏
、
以
下
頁
数
は
A
・
丁
版
全
集
に
よ
る
）
こ
と
に
あ
り
、
そ
の
際
「
よ
く
行
蝕
す
る
た
め
に
は
よ
く
判
断
す

る
こ
と
で
充
分
で
あ
る
」
（
第
三
部
廿
八
頁
）
と
し
て
眞
総
を
臓
別
す
る
方
法
が
探
ね
ら
れ
た
の
だ
と
い
う
。
つ
ま
り
、
彼
の
主
要
な
閣
心

は
ひ
た
す
ら
「
道
徳
」
に
あ
り
、
　
「
方
法
」
や
「
學
間
」
　
（
理
論
）
は
實
騰
を
目
的
と
し
、
か
つ
早
引
的
な
幸
薦
に
役
立
つ
か
ぎ
り
「
生

活
に
有
嗣
な
」
（
第
一
部
四
頁
）
知
識
や
技
術
も
決
し
て
等
閑
り
に
は
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
　
「
方
法
」
に
瀾
す
る
こ
の
書
物
は
同
時
に
彼
の
生
涯
の
忠
實
な
要
約
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
ま
ま
「
人
間
の
本
性
を
そ
の
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ヤ
　
　
へ

最
高
度
の
安
全
性
に
ま
で
高
め
得
べ
き
、
ひ
と
つ
の
普
遍
的
な
學
問
（
蟷
】
P
O
　
ω
O
陣
O
嵩
O
O
　
⊆
⇔
幽
く
O
弓
q
o
O
一
一
〇
）
の
草
案
」
（
エ
ハ
三
六
年
三
月
．
メ
ル

セ
ン
ヌ
宛
書
簡
）
で
あ
る
。
で
は
、
「
普
遍
學
篇
と
は
い
っ
た
い
い
か
な
る
學
問
で
あ
る
か
。
ま
た
そ
れ
は
「
方
法
」
や
「
道
徳
」
と
ど
の

よ
う
な
關
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
（
二
）
櫨
部
屋
ま
で

　
デ
カ
ル
ト
の
「
方
法
」
の
端
緒
は
べ
ー
ク
マ
ン
と
の
選
遍
（
一
六
一
八
年
十
一
月
十
日
）
に
求
め
る
．
の
が
穏
當
な
解
繹
と
思
わ
れ
る
。

元
來
彼
は
と
り
わ
け
て
数
學
に
興
味
を
も
つ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
た
ま
た
ま
こ
の
時
に
数
學
に
渡
す
る
巧
妙
な
骸
明
を
見
せ
ら
れ
」

（『

闍
L
』
一
二
四
頁
）
た
の
に
刺
戟
さ
れ
て
、
翌
十
九
年
三
月
骨
癌
・
「
角
の
等
分
法
と
三
種
の
三
次
方
程
式
に
焦
す
る
論
謹
を
登
児
」
（
岡

二
恩
○
頁
）
し
、
同
氏
六
貨
に
は
「
ル
ル
ス
の
〉
話
ぴ
器
く
置
の
よ
う
な
も
の
で
な
い
、
全
く
新
し
い
語
詞
」
の
公
表
を
企
て
る
に
果
る
の

で
あ
る
。
こ
の
學
問
は
「
連
績
量
感
連
績
量
を
問
わ
ず
い
か
な
る
類
の
量
に
つ
い
て
も
、
提
起
さ
れ
得
る
あ
ら
ゆ
る
閥
題
を
一
般
的
に
解

く
こ
と
が
で
き
る
」
。
だ
か
ら
、
「
数
論
」
（
非
連
綾
量
の
學
問
）
と
「
幾
何
學
」
（
連
績
量
の
學
問
）
を
統
一
す
る
こ
の
珍
問
が
完
成
し
た

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

な
ら
ば
、
「
も
は
や
幾
何
學
に
お
い
て
心
見
さ
る
べ
き
も
の
は
殆
ん
ど
何
も
残
ら
な
い
で
あ
ろ
う
」
。
（
べ
；
ク
マ
ン
宛
書
簡
）
。
四
月
廿
三

　
　
　
　
ラ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ム
の
學
問
理
念
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五
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哲
墨
・
研
究
　
　
癬
塑
四
百
六
十
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
銀
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へ
　
ゐ
　
ギ

B
・
「
も
し
私
が
ど
こ
か
で
滞
在
す
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
早
速
私
の
鼠
。
＄
巳
ρ
二
〇
獅
ち
私
の
幾
何
學
の
準
備
に
着
手
す
る
と
御
約
束
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
へ
　
り

る
」
。
「
他
謄
私
は
そ
れ
を
ひ
と
つ
の
完
成
し
た
直
作
に
仕
上
げ
よ
う
と
思
っ
て
い
る
。
…
…
こ
の
學
問
は
き
っ
と
、
新
し
い
か
つ
二
二
に

ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

値
す
る
學
問
と
な
る
で
あ
ろ
う
」
（
岡
宛
）
。

　
こ
う
し
て
彼
は
、
古
い
概
念
結
合
法
や
数
學
の
鮫
黙
を
縛
れ
て
猫
自
の
原
理
に
基
づ
く
「
全
く
新
し
い
學
問
」
の
形
成
を
心
に
抱
き
、

　
　
　
　
ヘ
　
　
リ

そ
れ
に
「
私
の
幾
何
學
」
と
い
う
名
鑑
を
與
え
る
。
事
實
こ
の
學
閾
は
や
が
て
完
成
さ
れ
て
『
幾
何
學
』
（
　
六
三
七
年
）
と
な
る
の
で
あ

る
が
、
内
容
に
お
い
て
も
こ
の
書
物
は
右
の
書
簡
に
示
さ
れ
た
結
構
と
全
く
一
致
す
る
の
で
あ
る
。
師
ち
、
解
析
幾
何
學
の
構
想
は
、
は

や
く
も
こ
の
時
に
得
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
で
は
そ
の
方
法
お
よ
び
原
理
（
基
礎
）
は
い
か
に
探
ね
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
同
年
十
一
月
十
測
、
デ
カ
ル
ト
は
燈
部
膣
に
在
っ
て
、
「
欝
感
に
充
た
さ
れ
、
驚
く
べ
き
學
閣
の
基
礎
を
蛮
秘
し
て
い
た
」
（
o
霞
⇔
覧
窪
諺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
灘
一
）

8
き
ヨ
図
簿
げ
⊆
臨
霧
ヨ
ρ
2
臼
｝
並
び
瞭
。
・
。
。
息
0
9
猷
。
守
霞
寮
費
。
二
巴
器
℃
窪
騨
。
導
◎
）
。
即
ち
、
「
私
の
幾
何
學
」
の
「
基
礎
」
と
な
る
薫
、

え
に
思
い
到
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
い
っ
た
い
、
　
「
幾
何
學
」
の
完
成
が
か
な
り
の
難
事
業
で
あ
り
彼
が
こ
の
著
作
に
心
血
を
注
い
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

苦
慮
し
て
い
た
様
は
、
　
「
と
う
て
い
解
り
で
で
き
る
仕
事
で
は
な
い
」
と
か
前
途
は
「
濃
い
闇
」
に
つ
つ
ま
れ
て
い
る
と
い
う
告
白
（
前

掲
三
月
廿
六
呂
付
書
簡
・
お
よ
び
『
救
設
』
）
が
山
焼
に
物
語
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
彼
は
い
わ
ば
コ
條
の
光
」
を
頼
り
に
探
究
を
長
め
た
の
で

あ
っ
て
、
そ
れ
だ
け
に
「
幾
何
學
」
の
「
基
礎
」
を
予
見
し
た
誇
り
と
喜
び
は
ひ
と
し
お
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
の
「
基
礎
」

と
は
何
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
再
び
『
叙
読
』
に
よ
る
と
、
彼
は
櫨
部
屋
に
お
い
て
、
多
く
の
人
の
手
に
成
る
よ
り
も
む
し
ろ
「
た
だ
濁
り
の
皮
作
」
（
第
二
部
十
一
頁
）

の
方
に
一
暦
の
完
全
さ
が
あ
る
こ
と
に
思
い
到
り
、
今
ま
で
信
じ
て
受
け
入
れ
て
き
た
一
切
の
意
兇
を
コ
度
は
す
べ
て
棄
て
去
っ
て
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

新
し
い
基
礎
の
上
に
眞
蜜
の
學
問
を
う
ち
た
て
よ
う
と
「
企
て
る
の
が
最
上
の
策
だ
と
確
儒
し
た
」
（
岡
十
三
貰
）
。
．
し
か
し
愼
重
を
期
し
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ヘ
　
　
へ

て
、
　
「
そ
れ
に
先
立
っ
て
、
私
は
現
に
自
分
の
企
て
て
い
た
冬
作
の
草
案
を
つ
く
り
ま
た
薦
饗
の
方
法
を
探
究
す
る
の
に
充
分
の
時
間
を

も
　
　
ヘ
　
　
へ

費
し
た
の
で
あ
る
」
（
嗣
十
七
頁
）
。
こ
の
方
法
は
、
「
私
の
精
紳
に
可
能
な
か
ぎ
り
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
認
識
に
到
蓮
す
る
」
（
随
）
こ
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へ
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ヘ
　
　
マ
　
　
き

と
を
目
的
と
す
る
が
、
事
賢
、
　
一
、
お
よ
そ
人
間
の
認
識
で
き
る
ほ
ど
の
も
の
は
す
べ
て
、
同
一
の
仕
方
で
連
絡
し
合
っ
て
い
る
も
の
な
の

で
あ
る
」
（
岡
＋
九
頁
）
。

　
師
ち
、
デ
カ
ル
ト
は
「
幾
何
學
」
形
成
の
努
力
を
準
じ
て
こ
こ
に
學
問
惣
艦
の
反
省
に
到
り
、
皐
問
の
全
臆
を
全
く
新
た
な
基
礎
の
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
塗
…
）

に
建
設
し
直
そ
う
と
「
企
て
る
」
。
そ
の
際
、
あ
ら
ゆ
る
知
識
は
「
同
一
の
仕
方
で
」
　
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
考
え
を
既
に
も
っ
て
い

た
（
…
影
．
9
〈
鉱
。
糞
創
。
昌
激
o
o
o
霧
δ
降
畠
。
…
註
、
大
過
玄
形
）
の
で
、
す
べ
て
の
學
問
は
同
一
の
方
法
で
貫
か
れ
、
方
法
的
に
統
一
さ
れ

る
と
思
い
當
る
。
學
閥
の
方
法
的
統
一
、
即
ち
「
普
遍
學
」
の
理
念
が
こ
こ
に
得
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
普
遍
學
の
建
設
は
帰

生
の
大
仕
事
で
あ
る
か
ら
、
差
躍
り
ま
ず
「
現
に
自
分
の
企
て
て
い
た
勢
浜
」
印
ち
「
幾
何
學
」
の
発
成
を
急
ぎ
、
同
時
に
諸
學
を
統
一

す
べ
き
「
翼
簑
の
方
法
」
の
探
究
に
全
力
を
集
中
し
た
の
で
あ
る
。
實
際
、
學
問
の
方
法
は
常
に
同
一
で
あ
り
壌
晃
さ
る
べ
き
潰
理
は

「
唯
一
つ
し
か
な
い
」
（
二
部
廿
一
頁
、
お
よ
び
表
題
）
の
な
ら
ば
、
「
幾
何
學
」
と
な
っ
て
結
饗
す
べ
き
「
方
法
」
は
同
時
に
形
而
上
學
や
自

然
畢
を
も
成
立
さ
せ
る
に
遽
い
な
い
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
「
驚
く
べ
き
學
問
」
（
「
私
の
幾
何
學
」
）
の
「
基
礎
」
は
「
普
遍
學
」
の
理

念
で
あ
り
、
こ
れ
が
具
膿
的
に
は
「
四
つ
の
規
則
」
と
し
て
定
式
化
さ
れ
、
更
に
そ
れ
の
「
正
確
な
蓮
守
」
に
よ
っ
て
念
願
の
「
幾
何
學
」

　
　
　
　
　
　
　
（
註
三
）

が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
前
以
て
議
論
の
筋
を
示
し
て
お
く
。
　
「
普
遍
學
」
は
「
幾
何
學
」
形
成
の
努
力
を
逝
じ
い
わ
ば
そ
れ
を
超
え
て
達
せ
ら
れ
た
學

問
理
念
で
あ
る
が
、
い
ま
そ
れ
は
箪
な
る
数
學
の
一
般
的
解
法
の
手
段
で
は
な
く
そ
れ
自
粛
自
己
蔭
的
な
る
ひ
と
つ
の
學
問
理
念
で
あ

る
。
と
こ
ろ
で
「
普
遍
學
」
は
馬
煙
の
方
法
的
統
一
と
い
う
か
た
ち
で
得
ら
れ
た
か
ぎ
り
、
學
問
を
統
一
す
べ
き
「
方
法
」
と
、
こ
の
方

法
に
よ
っ
て
統
一
さ
れ
完
威
さ
る
べ
き
「
學
問
」
と
い
う
二
つ
の
契
機
を
心
す
る
。
そ
し
て
、
　
「
方
法
」
の
完
成
は
夏
時
に
「
學
問
」
の

成
立
を
意
味
し
、
他
方
「
學
閥
」
の
完
成
は
「
方
法
」
の
成
立
を
豫
想
し
て
、
前
者
は
網
互
に
鋼
約
し
合
い
つ
つ
立
時
に
完
成
す
る
。
否

む
し
ろ
、
完
成
さ
れ
た
か
た
ち
に
お
い
て
は
「
方
法
」
と
「
學
問
」
は
全
く
同
一
た
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
て
み
る
と
、
　
「
四
つ

の
規
鋼
」
は
「
普
遍
畢
」
の
方
法
工
具
膿
化
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
規
則
で
あ
り
手
遠
き
と
し
て
の
方
法
で
あ
っ
て
、

　
　
　
　
ラ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ム
の
墨
・
閣
四
理
A
応
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七



124

折
口
墨
・
研
究
　
　
第
四
｝
日
ぬ
ハ
十
號

四
八

デ
カ
ル
ト
の
「
方
法
」
は
こ
れ
に
蓋
き
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
彼
は
「
方
法
」
と
學
問
の
爾
契
機
を
綜
合
す
る
媒
介
を
精
紳
の
統
一
性
に
見
出
し
、
こ
れ
を
「
人
間
的
な
智
慧
」
と
し
て
捉
え

る
。
ま
た
、
學
問
と
し
て
の
「
普
遍
學
」
は
具
膿
的
統
一
的
な
ひ
と
つ
の
眞
理
を
唯
一
不
動
の
基
礎
と
し
て
据
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が
、
こ
の
い
わ
ゆ
る
「
好
発
の
第
一
原
理
」
は
後
に
「
方
法
的
穣
疑
」
を
経
て
同
じ
精
紳
の
統
一
性
に
お
い
て
把
握
さ
れ
る
。
そ
れ
故
、

清
石
直
感
の
研
究
に
は
「
眞
の
認
識
手
段
お
よ
び
全
方
法
が
含
ま
れ
て
い
る
」
（
規
則
八
）
。
と
に
か
く
、
問
題
の
本
質
は
燃
部
屋
で
直
槻

さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
註
一
　
「
驚
く
べ
き
學
問
の
基
礎
哩
　
を
「
驚
く
べ
き
」
「
學
問
の
基
礎
」
と
護
む
の
は
正
し
く
な
い
。
「
驚
く
べ
き
（
輩
数
）
學
問
（
軍
数
）
」
の
「
基

　
　
　
礎
（
複
数
）
」
と
霞
む
べ
き
で
あ
る
。
欝
竃
象
…
《
融
偽
冬
日
§
§
§
融
偶
。
ミ
同
工
§
ミ
窺
§
ミ
爲
ぴ
鳶
》
。
《
㌘
薮
9
旨
。
昌
欝
》
（
営
己
。
露
。
藁
。
・
）
は
複
数

　
　
　
で
用
い
る
の
が
普
逓
で
あ
り
、
デ
カ
ル
ト
も
諸
所
で
こ
の
慣
用
に
從
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
（
例
え
ば
『
建
設
』
第
四
部
胃
頭
）
。
ま
た
、
べ
ー
ク

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ

　
　
　
マ
ン
宛
書
簡
に
示
さ
れ
た
「
全
く
赫
し
い
學
問
」
が
解
析
幾
何
學
に
外
な
ら
な
い
こ
と
は
、
書
簡
・
『
叙
論
』
。
『
幾
何
學
』
の
照
合
に
よ
り
文
献

　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
的
に
も
内
容
的
に
も
決
定
的
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
　
「
普
遍
数
學
」
と
い
う
理
念
は
デ
カ
ル
ト
の
ど
の
時
期
に
も
思
い
抱
か
れ
た
こ
と
は
な
い

　
　
　
の
で
あ
る
。
我
々
は
解
析
幾
何
學
と
「
普
遍
學
」
と
を
混
発
し
て
は
な
ら
な
い
。
事
實
デ
カ
ル
ト
の
「
幾
何
學
」
は
そ
の
ま
ま
一
つ
の
運
動
學
と

　
　
　
し
て
「
自
然
遷
し
に
合
致
し
、
数
學
と
自
然
認
識
と
の
融
合
統
一
つ
ま
り
自
然
の
機
械
論
的
聖
明
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
や
は

　
　
　
り
そ
れ
は
「
幾
何
學
」
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
註
二
　
「
懐
疑
」
の
「
企
て
」
が
こ
の
時
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
一
際
に
果
さ
れ
た
の
は
九
年
後
の
　
穴
二
八
年
冬
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
　
間
「
翼
賢
の
方
法
の
探
究
に
充
分
の
時
間
」
が
費
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
普
遍
學
」
の
「
根
」
（
村
騨
O
一
瓢
O
）
は
「
形
而
上
學
」
に
あ
る
こ

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
と
、
方
法
の
「
四
つ
の
規
則
」
の
定
立
に
は
侮
ら
か
の
形
而
上
學
的
な
自
己
反
省
が
與
っ
て
い
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
（
…
…
「
私
自
身
へ

　
　
　
と
研
究
を
進
め
よ
う
と
の
決
心
し
（
ワ
δ
）
）
。

　
註
三
　
デ
カ
ル
ト
の
方
法
は
数
學
の
方
法
を
模
範
と
し
て
つ
く
ら
れ
た
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
「
幾
何
學
」
に
お
い
て
も
っ
と
も
よ
く
具
髄
化
さ
れ

　
　
　
て
い
る
と
い
う
方
が
適
切
で
あ
る
。
が
、
と
に
か
く
、
数
學
に
お
い
て
最
上
の
典
型
を
見
出
す
べ
き
方
法
が
果
し
て
そ
の
ま
ま
形
而
上
學
に
適
用

　
　
　
さ
れ
得
る
か
は
重
大
な
聞
題
で
あ
ろ
う
。
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（
三
）
學
問
の
基
礎

　
「
普
遍
學
」
と
い
う
學
問
と
方
法
の
基
礎
理
念
が
差
択
り
方
法
的
に
具
膿
化
さ
れ
て
「
四
つ
の
規
則
」
と
な
り
、
こ
れ
の
正
確
な
適
用

遵
守
に
よ
っ
て
「
幾
何
學
」
が
成
立
し
た
。
こ
の
い
き
さ
つ
を
論
理
的
に
考
謹
し
て
み
よ
う
。

　
　
　
ω
　
四
つ
の
規
躍
　
　
「
翼
實
の
方
法
」

　
デ
カ
ル
ト
は
學
院
で
學
ん
だ
形
式
論
理
學
、
幾
何
學
者
の
解
析
、
代
数
學
を
逐
輔
批
判
し
て
、
つ
い
に
「
こ
れ
ら
三
つ
の
長
所
を
含
み
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

か
つ
そ
の
敏
黙
を
至
れ
て
い
る
よ
う
な
、
何
か
他
の
方
法
（
ゆ
漏
⑰
5
漏
。
効
⊆
需
。
彰
傷
費
。
鳥
。
）
を
探
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
し
と
い
う
。

部
ち
、
　
「
轟
簑
の
方
法
し
は
軍
に
嘉
穂
の
一
般
的
解
法
の
た
め
に
考
え
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
形
象
的
お
よ
び
概
念
的
思
惟
の
お
よ
ぶ
か

ぎ
り
の
全
學
問
に
わ
た
る
全
く
普
遍
的
な
方
法
た
る
こ
と
を
騒
的
と
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
方
法
は
具
膿
的
に
は
確
か
に
春
夏
と

論
理
學
の
長
所
を
含
む
が
、
箪
に
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
「
何
か
他
の
」
全
く
新
た
な
一
つ
の
學
問
理
念
を
基
礎
に
置
い
て
い
る
。
否
、
こ

こ
で
は
む
し
ろ
、
方
法
そ
の
も
の
が
一
個
の
學
問
理
念
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
方
が
一
層
適
切
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
「
四
つ
の
規
則
し
は
、
（
i
）
　
明
謹
　
（
…
1
1
）
　
分
析
　
（
漁
）
　
綜
合
（
演
繹
）
　
（
W
）
　
結
言
（
潮
干
）
よ
り
成
る
。
明
謹
性
は
眞
理
の

基
準
で
あ
り
、
岡
，
時
に
員
理
と
は
何
で
あ
る
か
を
教
え
る
。
手
如
き
と
し
て
の
方
法
は
む
し
ろ
（
”
1
1
）
以
下
で
あ
っ
て
、
「
分
析
」
（
碧
禦

ξ
ω
陣
。
。
）
と
「
綜
合
」
（
。
。
望
摸
び
。
ω
菖
は
我
々
を
麟
理
の
蛮
晃
に
導
き
、
「
枚
墨
」
（
o
づ
鶴
ヨ
。
冨
訟
○
）
（
輩
純
枚
屡
、
完
全
蹄
納
）
は
そ
れ
を
検

謹
す
る
に
役
立
っ
。

　
さ
て
、
デ
カ
ル
ト
が
批
判
し
た
幾
何
解
析
つ
ま
り
古
代
人
の
解
析
と
は
、
幾
何
學
の
解
法
に
お
い
て
、
與
え
ら
れ
た
問
題
が
既
に
解
か

れ
た
と
假
為
し
、
補
助
線
を
用
い
て
豫
め
作
薩
を
完
成
す
る
方
法
で
あ
っ
て
、
正
し
く
は
「
分
析
」
で
な
く
暫
定
的
「
綜
合
」
の
方
法
で

あ
る
。
即
ち
、
「
解
析
」
（
三
月
遂
芭
と
「
分
析
」
（
雪
巴
携
坤
。
。
）
と
は
直
ち
に
同
じ
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
解
析
は
、
古
代
の
幾
構
學

者
た
ち
も
、
そ
の
原
理
を
明
確
に
自
斑
し
て
は
い
な
か
っ
た
に
せ
よ
と
に
か
く
實
際
に
用
い
て
い
た
の
で
あ
り
、
ま
た
「
近
代
の
代
数
學
」

　
　
　
　
ラ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ム
の
學
問
理
念
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
九



　
　
　
　
　
　
誓
一
墨
丁
研
究
　
　
山
門
四
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六
∴
1
騨
榊
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
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1
　
も
そ
の
ね
ら
い
は
こ
れ
を
数
に
つ
い
て
實
行
ず
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
幾
何
學
と
代
数
學
（
「
数
論
の
一
種
」
）
を
統
一
す
る
に
は
、

　
　
二
つ
の
學
問
に
共
通
な
解
析
の
方
法
を
検
討
し
、
い
わ
ば
根
源
に
潮
っ
て
「
こ
の
方
法
に
内
在
す
る
原
理
」
を
見
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い

　
　
（
『
規
則
』
四
）
。
そ
れ
は
同
時
に
、
あ
ら
ゆ
る
學
問
の
方
法
と
基
礎
原
理
を
見
出
す
こ
と
で
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て

　
　
彼
は
、
綜
合
は
分
析
を
前
提
し
て
の
み
可
能
で
あ
り
、
逆
に
分
析
は
綜
合
を
霞
揚
し
て
の
み
蕊
に
意
味
を
も
ち
綜
合
に
お
い
て
は
じ
め
て

　
　
完
成
す
る
こ
と
に
思
付
い
た
。
つ
ま
り
は
や
く
い
え
ば
、
「
解
析
」
は
こ
こ
に
分
析
（
分
解
同
窪
○
ご
萬
。
）
と
綜
合
（
複
合
o
o
ヨ
℃
o
。
。
識
○
）

　
　
と
に
分
け
ら
れ
、
解
析
の
方
法
撃
ち
暫
定
的
綜
合
の
方
法
は
、
分
析
的
方
法
に
縛
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
分
析
と
綜
合
は
根
關

　
　
概
念
で
あ
っ
て
決
し
て
反
封
概
念
で
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
形
式
論
理
學
の
批
判
が
デ
カ
ル
ト
の
方
法
の
形
成
に
積
極
的
な
役
割
を
果
し
た
こ
と
は
彼
自
身
の
明
言
す
る
通
り
で
あ
る
。
批
判
の
論

　
　
黙
は
、
第
一
に
、
そ
れ
が
既
知
の
事
を
説
明
す
る
手
段
で
あ
っ
て
軽
し
い
事
象
を
毒
見
す
る
方
法
で
な
い
こ
と
、
つ
ま
り
結
論
は
既
に
何

　
　
ら
か
の
形
で
大
前
提
に
含
蓄
さ
れ
て
い
る
と
い
う
黙
に
あ
る
（
『
規
剛
』
十
、
十
四
、
他
）
。
そ
の
際
、
三
段
論
法
の
論
讃
の
確
實
さ
や
、
普
遍

　
　
的
原
理
を
大
前
提
に
置
く
こ
と
自
筆
は
少
し
も
非
難
さ
れ
る
筋
合
の
も
の
で
は
な
い
。
蟹
際
、
デ
カ
ル
ト
の
論
理
學
も
一
種
の
演
繹
推
理

　
　
の
か
た
ち
を
と
る
か
ぎ
り
、
そ
の
出
機
黙
は
普
遍
的
原
理
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
三
段
論
法
は
そ
の
推
論
つ
ま
り

　
　
判
断
の
颪
な
る
こ
と
の
保
謹
を
形
式
的
に
制
断
そ
の
も
の
の
う
ち
に
有
し
、
知
壷
つ
ま
り
直
観
に
よ
る
保
謹
を
必
ず
し
も
必
要
と
し
な
い
。

　
　
し
か
も
、
そ
の
大
前
提
は
い
わ
ば
思
心
的
公
理
的
命
題
で
あ
る
の
が
普
通
で
あ
る
（
「
規
購
」
＋
）
。
そ
れ
故
、
説
明
の
論
理
で
あ
る
三
段
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ゐ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
法
を
蛮
冤
の
論
理
に
轄
化
す
る
に
は
、
大
前
提
に
蛮
見
の
意
味
を
も
た
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
否
む
し
ろ
、
登
見
さ
れ
得
べ
き
命
題
の
み
を

　
　
大
前
提
と
し
て
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
事
實
、
さ
も
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
結
論
に
よ
っ
て
前
提
（
理
由
）
を
讃
擦
づ
け
る
と
い
う
循
環
に

　
　
陥
る
の
で
あ
る
。
軍
な
る
一
般
原
理
が
特
殊
的
な
も
の
の
耳
擦
と
な
り
得
な
い
こ
と
に
彼
は
充
分
氣
付
い
て
い
た
の
で
あ
る
（
第
二
漸
騰
百

　
　
十
、
十
一
頁
（
九
巻
）
他
）
。
第
三
に
、
三
段
論
法
の
推
論
は
多
く
の
格
式
轄
換
や
雑
多
な
形
式
的
規
躍
に
煩
わ
さ
れ
て
不
便
極
り
な
く
、
せ

　
　
つ
か
く
の
殴
書
を
晃
失
う
お
そ
れ
が
あ
る
（
悶
）
。
我
々
は
精
紳
を
無
尽
に
疲
ら
す
べ
き
で
な
い
か
ら
、
推
論
は
簡
便
容
易
で
あ
ら
ね
ば
な
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ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
冒
し
い
論
理
學
の
構
想
が
浮
び
上
る
。
ま
ず
、
幾
何
學
は
主
と
し
て
想
像
力
を
用
い
、
い
わ
ば
想
像
力
に
よ
っ
て
悟
性
を
指

導
す
る
學
問
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
想
像
力
は
繋
舟
規
則
の
能
力
で
は
な
い
か
ら
、
こ
れ
を
い
か
に
訓
練
し
て
も
確
説
な
推
論
の
指
針
と

は
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
我
々
は
、
謹
明
お
よ
び
蛮
見
に
お
い
て
は
も
つ
ば
ら
純
粋
悟
性
に
頼
る
べ
き
で
あ
る
。
邸
ち
心
像
を
捨
て
て
、
直

観
し
観
念
を
つ
く
り
繊
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、
明
白
な
る
も
の
を
眞
と
し
て
受
け
容
れ
る
の
で
は
な
く
、
瞬
量
的
に
嬢
な
り
と
精

管
が
認
め
ぬ
も
の
は
こ
と
ご
と
く
み
な
破
壌
し
寵
す
の
で
あ
り
、
か
く
て
こ
そ
蜂
理
は
決
断
す
る
勤
評
に
お
い
て
の
み
存
し
か
？
分
析
は

上
騰
即
ち
根
源
的
直
観
と
し
て
終
結
す
る
。
こ
れ
が
「
四
つ
の
規
則
」
（
9
1
）
の
含
意
で
あ
る
。
さ
て
、
観
念
と
は
心
像
と
違
っ
て
決
し

て
封
象
に
梢
似
の
も
の
で
は
な
い
。
事
費
、
直
線
な
る
も
の
は
そ
の
ま
ま
自
然
に
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
物
騰
（
物
質
）
の

本
質
は
延
長
で
あ
る
が
、
こ
の
延
長
と
は
本
質
的
に
外
的
な
る
も
の
、
そ
れ
自
膿
に
お
け
る
絶
封
的
な
存
在
も
内
容
も
全
く
も
た
な
い
も

の
で
あ
る
。
鞭
ち
、
い
わ
ば
絶
封
的
な
相
封
性
、
半
在
性
、
驕
係
性
こ
そ
は
延
長
の
本
性
で
あ
る
。
物
的
世
界
に
お
い
て
絶
封
的
・
根
源

的
從
っ
て
冬
至
的
な
も
の
と
は
外
的
驕
係
と
そ
の
項
で
あ
り
、
こ
れ
を
「
原
因
」
と
し
て
感
畳
的
自
然
（
「
結
果
」
）
は
．
灰
興
す
る
。
そ
し

て
分
析
的
方
法
と
は
「
結
果
が
ど
の
よ
う
に
原
因
に
依
存
し
て
い
る
か
を
示
す
」
（
第
二
答
繋
、
冨
廿
＝
興
（
九
轡
）
）
と
こ
ろ
の
方
法
で
あ

る
か
ら
、
こ
の
方
法
は
自
然
に
鎖
し
て
は
必
然
的
に
数
量
爾
係
に
よ
る
綜
合
墜
ち
方
程
式
の
定
立
を
黙
想
す
る
。
し
か
も
そ
こ
で
認
め
ら

れ
る
關
係
と
は
直
槻
測
量
ち
現
在
的
關
係
の
み
で
あ
る
か
ら
、
自
然
學
は
無
銘
閣
の
學
閥
即
ち
「
幾
何
難
し
と
な
る
。
實
に
「
私
の
全
自

然
學
は
幾
何
學
に
外
な
ら
な
い
」
（
メ
ル
セ
ン
ヌ
宛
一
六
三
八
年
七
月
黒
具
露
）
の
で
あ
る
。

　
三
段
論
法
を
襲
見
の
論
理
に
轄
化
す
る
に
は
、
機
翼
可
能
な
る
命
題
の
み
が
大
前
提
と
し
て
許
さ
れ
る
。
そ
れ
故
、
大
前
提
と
は
嘗
爲

で
は
な
く
存
在
に
關
わ
り
、
そ
れ
自
身
一
つ
の
根
源
的
實
在
的
貢
理
で
あ
り
、
か
つ
韓
理
と
は
形
式
的
に
は
關
鼻
つ
ま
り
命
題
で
あ
る
か

ら
そ
れ
は
綜
合
命
題
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
端
的
に
い
え
ば
、
野
里
の
論
理
學
は
道
徳
に
適
用
さ
れ
ず
、
ま
ず
は
も
つ
ば
ら
物
的
自
然
に

つ
い
て
の
み
成
立
し
得
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
論
理
學
と
数
學
と
の
融
合
が
可
能
と
な
る
。
ま
ず
、
三
段
論
法
で
は
前
提
の
含
む
以

　
　
　
　
ラ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ム
の
學
闘
理
念
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一
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折
獄
墨
∴
燐
究
　
　
門
弟
四
買
六
十
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
二

上
の
も
の
が
結
論
に
含
ま
れ
て
は
な
ら
な
か
っ
た
が
、
實
は
数
學
で
も
そ
の
根
（
結
論
）
は
既
に
方
程
式
（
怨
書
）
に
含
蓄
さ
れ
て
輿
え

ら
れ
て
い
る
。
郎
ち
、
爾
者
は
共
に
分
析
－
綜
合
i
解
明
（
演
繹
）
の
道
と
し
て
そ
の
論
理
愛
馬
は
岡
一
と
な
る
の
で
あ
る
。
と
こ

ろ
で
先
に
数
學
と
自
然
學
の
融
合
が
果
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
こ
に
論
理
學
・
数
學
・
自
然
認
識
は
融
合
一
嘗
と
な
り
、
　
「
方
法
は

あ
ら
ゆ
る
も
の
に
及
ぶ
」
（
某
宛
一
六
一
二
七
年
四
月
廿
七
疑
）
の
で
あ
る
。

　
解
析
的
方
法
が
綜
合
一
解
明
の
道
で
あ
る
の
に
督
し
て
、
狭
意
の
分
析
的
方
法
は
分
析
一
綜
合
の
道
で
あ
る
。
で
は
綜
合
は
い
か

に
し
て
「
分
析
の
後
に
置
か
れ
る
と
有
効
で
あ
る
」
（
第
二
答
辮
百
工
二
頁
（
九
巻
）
）
の
か
。
い
っ
た
い
我
々
は
「
結
果
が
い
か
な
る
も
の

で
あ
る
か
を
探
ね
よ
う
と
す
る
の
な
ら
、
ま
ず
原
因
を
認
識
す
べ
き
で
あ
っ
て
逆
で
は
い
け
な
い
」
（
「
規
則
偏
穴
）
。
そ
れ
故
、
結
果
か
ら

原
因
へ
湖
奇
し
原
因
に
よ
っ
て
理
解
す
る
方
法
即
ち
分
析
的
方
法
が
必
要
と
さ
れ
、
か
く
て
認
識
の
進
歩
は
期
待
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、

我
々
が
求
め
る
の
は
あ
く
ま
で
も
結
果
（
自
然
）
の
認
識
で
あ
り
、
原
因
の
認
識
は
結
果
の
秩
序
あ
る
慰
霊
の
た
め
に
の
み
必
要
な
の
だ

か
ら
、
分
析
的
方
法
の
實
質
的
な
鍵
は
分
析
と
登
見
（
美
観
）
に
在
り
な
が
ら
も
、
そ
の
實
際
皇
継
響
き
か
ら
は
い
わ
ゆ
る
綜
合
つ
ま
り

演
繹
に
重
み
が
か
か
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
う
し
て
問
題
は
大
前
提
に
あ
る
。
既
に
箆
た
よ
う
に
、
登
見
の
論
理
學
に
あ
っ
て
も
、
翼
理
の
實
質
的
な
肇
見
は
大
前
提
師
ち
綜

合
命
題
（
方
程
式
）
の
定
立
に
荷
重
さ
れ
、
以
後
の
過
程
は
検
讃
と
解
明
で
あ
っ
て
認
識
の
進
歩
と
は
無
縁
で
あ
る
。
い
ま
、
我
々
は
こ

の
綜
合
（
解
析
）
が
、
原
理
を
理
解
せ
ず
と
も
営
営
に
は
古
く
か
ら
果
さ
れ
得
た
と
い
う
髪
際
に
注
意
し
よ
う
。
つ
ま
り
分
析
の
過
程
に

は
端
的
に
い
っ
て
一
定
で
固
有
の
順
序
は
實
際
に
は
有
り
得
ず
、
大
前
提
た
る
翠
純
な
綜
合
命
題
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
「
精
紳
の
鏡
敏
さ

（
需
轟
窟
。
碧
二
霧
）
」
に
よ
っ
て
一
書
に
直
観
さ
れ
る
外
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
第
一
に
、
方
法
の
手
績
き
は
「
順
序
を
守
る
こ
と
に
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

る
」
（
「
規
則
」
＋
他
）
が
、
こ
の
「
順
序
」
は
演
繹
の
過
程
の
み
に
は
っ
き
り
限
定
さ
れ
る
。
第
二
に
、
演
繹
の
出
襲
黙
は
輩
純
命
題
で
あ

り
、
直
観
は
命
題
と
し
て
得
ら
れ
る
。
第
三
に
、
分
析
と
直
撃
の
問
に
は
或
る
飛
躍
が
あ
り
、
第
四
に
、
こ
の
軍
純
命
題
（
綜
合
）
の
解

明
が
暫
ち
演
鐸
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
蒜
合
は
前
提
で
あ
り
演
繹
は
そ
の
解
明
と
し
て
爾
者
は
直
ち
に
同
じ
で
は
な
い
。
事
實
、
綜
合
を
解
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い
て
得
ら
れ
る
解
（
根
）
は
必
ず
特
殊
で
あ
り
、
演
繹
は
こ
こ
で
も
一
般
か
ら
特
殊
へ
の
道
な
の
で
あ
る
。

　
解
析
的
方
法
と
は
論
理
的
に
は
、
薫
る
事
象
A
の
眞
な
る
こ
と
を
課
す
る
の
に
「
A
な
ら
ば
B
で
あ
る
」
と
い
う
形
式
の
命
題
を
た
て
、

B
の
眞
な
る
こ
と
を
更
す
る
、
つ
ま
り
A
と
B
と
の
必
然
的
結
合
を
讃
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
逆
に
A
の
貫
な
る
こ
と
を
確
か
め
る
レ
以

下
同
様
に
行
わ
れ
る
－
1
方
法
で
あ
る
。
こ
の
命
題
の
数
學
的
表
現
が
即
ち
方
程
式
に
外
な
ら
な
い
。
さ
て
、
分
析
的
方
法
は
原
因
に
よ

る
理
解
の
方
法
で
あ
る
が
、
こ
の
「
原
因
」
と
は
物
的
自
然
に
あ
っ
て
は
全
き
外
的
關
係
性
そ
の
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
分
析
的
（
解
析

的
）
方
法
の
原
理
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
我
々
は
延
長
を
形
象
的
に
つ
ま
り
心
像
と
解
し
て
推
論
し
て
は
な
ら
な
い
（
「
パ
ツ
ポ
ス
の
問
題
」
に

お
け
る
古
代
人
の
解
析
の
失
敗
を
見
よ
）
。
自
然
に
お
け
る
簑
在
性
と
は
驕
骨
性
で
あ
り
、
員
の
絶
封
性
と
は
實
に
相
黒
甜
に
外
な
ら
な
い
。

こ
の
貢
に
絶
封
的
な
も
の
を
見
極
め
る
こ
と
、
部
ち
延
長
の
藁
の
槻
念
を
自
ら
つ
く
り
出
す
こ
と
に
こ
そ
、
原
理
的
に
は
分
析
の
、
否

「
全
方
法
の
秘
密
は
存
す
る
の
で
あ
る
」
（
「
規
則
」
六
）
。
こ
う
し
て
、
分
析
的
方
法
に
原
理
的
に
合
致
し
た
解
析
的
方
法
に
お
い
て
、
A
、

8
、
C
…
…
と
い
う
項
（
箪
純
本
質
）
の
必
然
的
結
合
の
蓮
鎭
と
し
て
自
然
現
象
は
一
蓮
の
方
程
式
に
よ
っ
て
關
係
的
に
表
現
（
法
弱

化
）
さ
れ
、
か
つ
各
方
程
式
の
定
立
に
は
直
観
部
ち
新
し
い
員
理
の
登
見
が
介
在
す
る
か
ら
認
識
は
實
質
的
に
確
報
か
つ
順
序
正
し
く
鑛

大
進
歩
す
る
。
し
か
も
、
方
程
式
の
解
明
は
い
わ
ば
機
械
的
に
簡
便
容
易
に
な
さ
れ
得
る
し
、
そ
の
解
は
直
ち
に
貫
理
の
検
認
と
い
う
意

味
を
も
つ
。
そ
し
て
、
は
じ
め
絶
封
者
の
見
極
め
の
手
段
と
し
て
原
理
的
意
味
で
の
「
分
析
」
は
、
も
は
や
問
題
（
事
象
）
を
分
け
て
考

え
る
と
い
う
第
二
次
的
な
手
績
き
上
の
意
味
に
轄
化
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
が
デ
カ
ル
ト
の
分
析
的
方
法
で
あ
る
。
そ
れ
は
端
的
に
は
直
観
の
方
法
で
あ
り
、
同
時
に
手
函
に
よ
る
理
解
の
方
法
と
し
て
一
個

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
ゐ
　
　
へ

の
學
問
理
念
を
な
す
。
だ
か
ら
、
こ
の
一
つ
の
普
遍
的
方
法
に
よ
っ
て
統
一
さ
れ
る
全
學
問
は
「
ひ
と
つ
の
普
遍
學
」
と
し
て
「
第
一
原

理
」
な
い
し
「
第
一
原
因
」
か
ら
の
一
貫
し
た
演
繹
的
騰
系
と
な
る
。
即
ち
、
普
遍
學
の
方
法
窮
鼠
癩
が
こ
こ
に
與
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
㈲
　
解
析
幾
何
畢
・
　
「
こ
の
方
法
の
試
論
し
（
叙
読
表
題
）

、
デ
カ
ル
ト
の
方
法
は
、
　
「
数
學
の
問
題
を
解
く
た
め
に
蛮
兇
さ
れ
た
の
で
な
く
、
む
し
ろ
数
學
の
閥
題
は
殆
ん
ど
唯
こ
の
問
題
を
解
く

　
　
　
　
ラ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ム
の
學
問
理
念
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三
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鋼
響
學
研
究
　
　
第
四
｝
臼
由
ハ
十
－
貌
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
四

た
め
に
の
み
學
ば
る
べ
き
で
あ
る
」
（
「
規
購
」
＋
颯
、
頭
四
二
頁
）
。
そ
し
て
、
解
析
幾
何
學
は
「
四
つ
の
規
則
」
の
正
確
な
蓮
守
適
爾
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ゆ
　
　
ヘ
　
　
へ

っ
て
、
つ
ま
り
「
幾
何
解
析
と
代
数
學
の
長
所
を
み
な
取
入
れ
、
し
か
も
敏
黙
は
網
互
に
補
正
し
て
し
（
『
叙
設
』
二
部
廿
頁
）
で
き
上
っ
た

の
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
代
数
學
に
撮
す
る
批
判
は
、
そ
れ
が
あ
ま
り
に
も
抽
象
的
で
非
費
用
的
な
こ
と
、
つ
ま
り
自
然
學
や
機
械
技
衛
な
ど
に
役
立
た

ぬ
こ
と
に
あ
る
。
他
方
、
幾
何
學
へ
の
批
剰
の
論
叢
は
、
そ
れ
が
あ
ま
り
に
も
形
象
的
で
封
象
は
無
形
に
限
ら
れ
、
か
つ
推
論
に
際
し
て

は
想
像
力
に
過
度
の
負
捲
を
か
け
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
幾
何
學
と
代
数
學
の
長
短
を
根
互
に
補
正
せ
し
め
る
時
の
眼
目
は
、

（
一
）
、
過
度
の
抽
象
挫
と
形
象
性
を
緩
署
し
、
（
二
）
、
推
論
を
簡
便
容
易
な
ら
し
め
、
（
三
）
、
實
用
化
を
可
能
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ

れ
に
は
、
第
一
に
一
切
の
量
の
線
分
に
よ
る
表
示
が
、
代
数
學
の
抽
象
性
を
取
除
く
。
量
は
す
べ
て
線
分
化
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
線
分

で
表
示
さ
れ
た
塗
に
い
か
な
る
演
算
を
施
し
て
も
そ
の
結
果
は
依
然
と
し
て
線
分
で
あ
る
。
数
量
や
代
数
量
（
非
蓮
綾
量
）
は
す
べ
て
延

長
量
（
連
績
量
）
に
羅
換
さ
れ
、
延
．
長
量
は
更
に
次
元
差
を
撤
腰
さ
れ
て
全
く
の
一
次
元
量
器
ち
「
線
分
」
に
無
謬
さ
れ
る
。
そ
の
際
、

量
の
形
象
化
に
特
に
線
分
を
用
い
る
の
は
、
　
「
線
分
ほ
ど
軍
純
で
判
明
に
私
の
想
像
力
と
感
魔
に
表
示
さ
れ
る
も
の
は
他
に
見
當
ら
な
い

か
ら
で
あ
る
」
（
『
叙
競
』
二
部
廿
頁
）
。
第
二
、
既
知
と
未
知
と
の
別
に
從
っ
て
線
分
に
記
號
を
附
し
、
線
分
の
長
さ
と
代
数
量
と
の
間
一
7
～

一
封
一
の
封
蝋
を
つ
け
る
。
記
號
は
「
で
き
る
だ
け
簡
便
で
短
い
」
の
が
よ
い
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
は
「
記
億
や
受
認
的
理
解
の
た
め

に
」
必
要
だ
か
ら
。
こ
う
し
て
幾
何
學
は
無
形
の
束
縛
を
全
く
離
れ
、
想
像
力
は
適
度
の
補
助
的
役
割
を
旛
う
こ
と
に
よ
り
、
却
っ
て
悟

性
的
思
惟
を
容
易
で
自
在
な
ら
し
め
る
。
第
三
、
は
じ
め
幾
何
學
的
に
與
え
ら
れ
て
い
た
暫
定
的
綜
合
を
代
数
方
程
式
で
置
き
換
え
、
こ

の
方
程
式
を
解
い
て
根
を
得
る
。
こ
の
三
段
の
手
渡
き
を
維
て
、
い
っ
た
ん
形
象
化
に
徹
底
し
た
思
惟
は
再
び
純
粋
悟
性
的
思
惟
に
韓
換

さ
れ
、
以
後
撫
論
は
軍
に
機
械
的
な
演
弊
に
よ
っ
て
導
か
れ
、
問
題
は
至
極
容
易
に
解
決
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
デ
カ
ル
ト
の
解

析
幾
何
學
は
輩
に
代
数
學
を
幾
何
學
に
適
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
即
ち
幾
何
學
を
代
数
化
し
て
成
立
し
た
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
　
　
も

　
と
こ
ろ
で
解
析
幾
何
學
は
そ
れ
自
身
ひ
と
つ
の
純
粋
な
数
學
で
あ
り
得
る
か
ぎ
り
、
軍
に
幾
何
學
と
代
数
學
の
長
所
を
寄
せ
集
め
た
だ
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け
で
な
く
、
数
學
的
に
類
し
い
或
る
基
礎
概
念
を
根
砥
に
置
い
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
で
は
、
そ
れ
は
い
っ
た
い
何
で
あ
ろ
う
か
。
線
分

は
「
黙
の
羅
綾
的
蓮
動
」
に
よ
っ
て
成
立
す
る
と
い
う
考
え
を
彼
は
早
く
か
ら
も
っ
て
い
た
（
既
掲
腰
気
一
九
年
三
月
昔
六
日
付
書
簡
）
。
　
い

ま
曲
線
の
方
程
式
漕
詳
望
）
1
－
O
に
お
い
て
「
二
つ
の
未
知
量
x
、
y
の
何
れ
か
に
値
を
與
え
る
と
、
い
ま
一
つ
の
値
は
こ
の
方
程
式
に

よ
っ
て
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
」
（
『
幾
侮
學
』
三
八
五
頁
）
。
　
つ
ま
り
未
知
数
X
、
y
は
今
日
で
い
う
攣
数
と
函
数
の
關
係
に
あ
る
と
い
う

の
で
あ
る
。
売
來
、
方
程
式
は
代
数
的
性
格
と
解
析
的
性
格
を
併
有
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
方
程
式
を
用
い
る
「
近
代

の
代
数
學
」
が
解
析
幾
何
學
と
な
り
得
な
い
の
は
、
二
つ
の
學
問
で
方
程
式
の
も
つ
意
殊
に
根
本
的
な
相
差
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
、

前
者
で
は
方
程
式
は
代
数
量
の
問
の
静
的
な
蘭
係
を
表
わ
す
の
に
封
し
、
後
者
で
は
幾
何
學
的
挫
質
を
も
つ
曲
線
が
方
程
式
へ
轄
換
さ

れ
、
か
つ
方
程
式
は
函
数
概
念
に
よ
り
動
的
に
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
解
析
幾
何
學
は
幾
何
解
析
の
方
程
式
に
よ

る
綜
合
或
は
「
座
標
」
概
念
の
導
入
に
よ
っ
て
よ
り
も
、
根
本
的
に
は
函
数
概
念
に
よ
っ
て
成
立
し
た
の
で
あ
る
。

　
連
績
の
考
え
に
よ
る
方
程
式
の
動
的
理
解
は
他
方
で
数
學
の
欝
用
化
を
可
能
に
し
た
。
と
い
う
の
は
方
程
式
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
る
曲

線
は
、
こ
こ
で
は
響
動
の
軌
跡
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
　
「
幾
何
學
」
は
ひ
と
つ
の
驚
動
學
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
繋
累
の
機
械
論
的
理
解
が

實
現
し
、
方
法
は
論
理
學
・
数
學
・
自
然
認
識
の
融
合
統
一
と
い
う
野
里
の
旨
的
を
果
し
た
の
で
あ
る
。

　
註
　
　
「
幾
何
學
」
は
最
初
純
粋
画
面
的
な
濁
心
か
ら
企
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
櫨
部
屋
の
韓
機
（
一
六
一
九
年
冬
）
を
境
と
し
て
も
つ
ば
ら
方
法
的

　
　
　
見
地
か
ら
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
も
、
そ
の
感
心
は
極
め
て
冷
淡
で
あ
り
、
一
六
二
〇
年
「
数
論
の
規
劉
を
全
く
無
硯
」
　
（
バ
イ
エ

　
　
　
『
デ
カ
ル
ト
氏
の
生
涯
』
五
二
頁
（
新
版
）
）
し
、
＝
ハ
一
一
三
年
「
幾
何
學
を
全
く
二
親
す
る
と
断
欝
」
（
メ
ル
セ
ン
ヌ
宛
・
一
六
滋
八
年
三
月
三

　
　
　
十
一
日
。
同
宛
～
六
三
〇
年
四
月
十
五
日
、
参
照
）
、
　
一
六
三
八
年
九
月
「
私
は
正
直
に
そ
れ
に
終
り
を
告
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
」

　
　
　
（
嗣
宛
）
。
そ
の
理
由
は
、
幾
何
學
が
「
理
性
の
鍛
錬
に
し
か
役
立
た
な
い
」
か
ら
だ
と
い
う
（
岡
宛
、
同
年
七
月
廿
七
日
）
。
裏
返
せ
ば
（
i
）
櫨

　
　
　
部
屋
で
既
に
方
法
を
顎
零
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
　
（
髭
）
デ
カ
ル
ト
の
主
要
な
蕩
心
は
、
普
遍
學
、
即
ち
端
的
に
は
精
紳
能
力
を
吟
味
し

　
　
　
「
智
慧
偏
を
探
究
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
㈲
　
普
遍
學
　
　
「
眞
饗
の
學
問
」
（
「
規
則
」
三
七
六
頁
）

　
　
　
　
ラ
シ
冒
ナ
リ
ス
ム
の
學
問
理
念
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
五
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哲
學
研
究
　
　
篤
州
四
百
六
∴
1
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
穴

　
方
法
の
効
用
は
、
「
よ
り
高
い
智
慧
（
o
。
簿
℃
冨
艮
幣
）
の
獲
得
に
と
っ
て
極
め
て
大
き
い
」
（
「
規
則
」
＋
四
、
四
四
二
買
）
。
印
ち
、
方
法
は

「
智
慧
の
探
究
」
（
笛
鍵
山
。
自
。
冨
Q
Q
9
σ
q
o
駿
①
）
を
騒
的
と
し
、
か
く
て
そ
の
ま
ま
「
哲
學
」
（
℃
露
δ
あ
。
℃
『
冨
）
と
一
致
す
る
の
で
あ
る

（『

ｴ
理
』
序
文
ご
頁
、
四
頁
）
。

　
デ
カ
ル
ト
の
智
慧
は
極
め
て
人
間
的
、
現
徴
的
、
蜂
起
的
で
あ
る
。
部
ち
、
そ
れ
は
第
一
に
「
生
活
の
指
導
、
健
康
の
保
持
、
あ
ら
ゆ

る
技
術
の
蛮
明
に
漏
し
人
間
の
知
り
得
る
一
切
の
事
物
の
完
全
な
（
膨
欝
ぎ
）
認
識
」
（
爾
二
頁
）
と
し
て
人
間
の
幸
幅
に
爾
わ
る
。
壱
越

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

に
、
こ
の
認
識
は
完
全
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ら
、
智
慧
と
は
「
第
一
原
因
か
ら
の
眞
理
の
認
識
」
で
あ
り
、
こ
れ
が
彼
の
い
う
人
聞
的

へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

な
「
最
高
善
」
（
一
〇
　
ω
0
9
く
O
弓
9
一
欝
〇
　
搾
り
一
〇
ご
）
で
あ
る
（
同
四
買
）
。
と
こ
ろ
で
、
「
お
よ
そ
人
が
絶
射
的
に
善
と
名
付
け
得
る
唯
一
の
善
と
は

良
識
（
び
。
鐸
。
・
o
霧
）
で
あ
る
」
（
エ
り
ザ
ベ
ー
ト
宛
一
六
四
五
年
六
月
付
）
か
ら
、
智
慧
と
は
第
三
に
最
高
最
完
全
な
る
「
良
識
」
と
同
一
で

あ
る
。
實
に
良
識
と
は
「
普
遍
的
智
慧
」
に
外
な
ら
ず
（
「
規
則
」
一
）
、
智
慧
の
探
究
を
本
質
と
す
べ
き
方
法
は
「
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
及

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

ぶ
」
（
既
掲
）
。
故
に
結
局
、
　
「
あ
ら
ゆ
る
學
問
は
人
間
的
智
慧
に
外
な
ら
な
い
」
只
規
則
」
一
）
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
、
普
遍
學
は
智
慧
の
理
念
を
根
砥
に
据
え
て
成
立
す
る
。
即
ち
、
普
湿
學
と
は
「
人
間
理
性
の
第
一
の
根
祇
（
同
、
∬
創
一
b
P
O
圃
戸
一
繋
）

を
含
み
」
（
「
規
則
」
四
）
、
「
我
々
の
本
性
を
鍛
高
度
の
完
全
性
に
ま
で
高
め
得
べ
き
」
（
既
掲
）
人
間
的
智
慧
の
謂
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
智

慧
の
諸
性
格
は
同
時
に
普
遍
學
の
性
格
で
も
あ
る
。
第
一
に
、
普
遍
學
は
眞
實
在
に
封
ず
る
絶
封
知
の
學
問
で
は
な
く
、
人
徳
の
現
世
的

幸
福
に
役
立
つ
實
鼻
翼
で
あ
り
、
學
問
に
し
て
同
時
に
方
法
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
固
有
の
意
味
で
の
普
遍
妥
當
的
な
學
問
で
は
決

し
て
な
い
。
第
二
、
そ
れ
は
第
一
原
因
に
よ
る
理
解
の
學
で
あ
る
。
第
三
、
「
智
慧
の
最
終
段
階
」
は
「
簸
高
最
完
全
の
道
徳
」
で
あ
り
、

こ
の
道
徳
は
形
而
上
學
、
自
然
學
は
じ
め
「
他
の
諸
學
の
全
知
識
の
上
に
成
立
つ
」
（
『
原
理
』
序
文
十
四
頁
）
の
だ
か
ら
、
普
遍
學
は
「
最

高
善
」
と
し
て
完
成
す
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
最
高
善
と
は
、
今
度
は
我
々
の
幸
幅
の
源
泉
と
し
て
「
自
由
意
志
の
善
き
使
用
」
（
ク
リ
う
ア

ー
ヌ
宛
、
一
六
鷹
七
年
十
一
月
廿
日
）
に
外
な
ら
な
い
か
ら
、
普
遍
學
と
は
「
良
識
、
邸
ち
か
の
普
遍
的
智
慧
」
と
な
る
。
更
に
、
こ
の
良
識

と
は
「
判
断
の
能
力
」
、
蔀
ち
「
需
要
を
判
別
す
る
能
力
」
（
『
毅
設
』
一
部
購
買
）
で
あ
り
、
し
か
も
善
く
行
業
す
る
に
は
良
く
判
断
す
れ
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ば
充
分
で
あ
る
（
河
三
都
）
か
ら
、
理
論
は
實
践
の
た
め
に
の
み
探
ね
ら
れ
、
精
紳
の
完
全
性
に
お
い
て
理
論
と
實
蹉
は
合
致
し
、
知
識

　
（
學
問
）
と
智
慧
は
同
一
と
な
る
。
だ
か
ら
、
普
遍
學
は
手
段
（
方
法
）
に
し
て
同
時
に
自
己
目
的
で
あ
る
。
精
紳
の
完
全
性
即
ち
全
き

充
足
（
満
足
）
は
、
か
く
て
道
徳
に
あ
る
。
實
に
道
徳
こ
そ
は
人
間
に
お
け
る
唯
一
の
自
己
鼠
的
性
で
あ
り
、
最
高
善
即
ち
自
由
意
志
の

善
き
使
矯
は
「
我
々
を
し
て
い
わ
ば
神
と
相
等
た
ら
し
め
る
」
（
前
掲
書
簡
）
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
が
デ
カ
ル
ト
の
普
遍
學
で
あ
る
。
こ
の
學
問
に
し
て
方
法
、
智
慧
の
探
究
に
し
て
智
慧
は
、
こ
う
し
て
そ
の
ま
ま
「
眞
實
の
哲
學
」

（『

ｴ
理
』
序
文
＋
四
頁
）
と
し
て
彼
の
全
騰
系
と
な
っ
て
具
騰
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
（
四
）
　
《
O
Q
鎖
導
巳
ρ
℃
ゲ
臨
○
ω
○
℃
び
鑓
。
》
（
ホ
イ
ヘ
ン
ス
宛
一
六
四
二
年
一
月
轍
～
冒
、
他
）

　
デ
カ
ル
ト
は
自
分
の
「
言
下
の
ス
ム
マ
」
を
統
一
的
な
學
問
の
膿
系
と
し
て
一
本
の
樹
に
讐
え
て
い
る
。
こ
の
「
直
前
の
樹
」
即
ち
普

遍
學
は
形
而
上
學
を
根
、
自
然
學
を
幹
と
し
、
枝
を
な
す
諸
徳
は
馨
學
、
機
械
技
術
、
道
徳
で
あ
る
。
い
っ
た
い
、
普
遍
學
と
は
第
一
原

因
か
ら
の
認
識
で
あ
る
か
ぎ
り
、
翠
な
る
自
然
的
原
因
に
よ
る
理
解
の
學
で
あ
る
自
然
學
は
、
第
一
原
因
を
探
究
す
る
學
問
で
あ
る
形
而

上
學
か
ら
「
そ
の
原
理
を
す
べ
て
借
り
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
『
乱
読
』
ご
特
電
一
頁
）
。
そ
れ
故
、
第
一
原
因
は
直
ち
に
形
而
上
學

の
、
否
、
普
遍
學
の
「
第
一
原
理
」
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
學
問
の
基
礎
で
あ
り
全
演
繹
の
出
登
黙
と
な
る
。
こ
う
し
て
彼
は
決
心
す
る
。

印
ち
、
　
「
何
時
か
私
が
諸
々
の
學
問
に
お
い
て
或
る
確
固
不
動
の
も
の
を
確
立
し
よ
う
と
欲
す
る
な
ら
ば
、
一
生
に
一
度
は
断
じ
て
す
べ

て
を
根
砥
か
ら
覆
え
し
、
第
一
の
基
礎
か
ら
新
た
に
始
め
ね
ば
な
ら
な
い
」
（
「
第
一
省
察
」
胃
頭
、
他
）
。
燧
部
屋
で
「
企
て
」
ら
れ
た
こ
の

徹
底
的
懐
疑
は
（
『
叙
設
』
二
部
十
三
頁
）
、
賢
に
「
九
年
の
歳
月
」
（
三
＋
頁
）
と
い
う
「
充
分
の
時
間
」
（
＋
七
頁
）
を
「
絶
え
ず
方
法
の
練

習
を
怠
り
な
く
」
（
廿
二
頁
）
費
し
て
途
に
一
六
二
八
年
多
に
果
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
ω
　
形
而
上
學
　
　
「
私
の
捉
え
た
基
礎
」
（
『
鮫
設
』
四
部
胃
頭
）

　
形
而
上
學
の
主
要
な
課
題
は
、
第
一
に
「
紳
を
知
り
自
己
自
身
を
知
」
り
（
メ
ル
セ
ン
ヌ
宛
工
一
三
〇
・
匹
・
＋
五
）
、
第
二
に
、
諸
學
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も
　
　
へ
　
　
ぬ

基
礎
と
な
る
べ
き
具
膿
的
で
統
一
的
な
眞
理
を
登
濡
す
る
こ
と
に
あ
る
。
事
業
こ
の
研
究
は
「
全
方
法
」
と
「
認
識
の
諸
原
理
を
含
ん
で

　
　
　
　
ラ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ム
の
學
問
理
念
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七
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折
口
學
研
究
　
　
箪
型
露
百
六
十
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
八

い
る
」
（
「
規
則
」
八
、
『
原
理
』
序
文
＋
四
頁
）
。
卸
ち
、
認
識
論
と
方
法
論
の
存
在
論
的
密
謀
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
彼
の
方
法
が
原
困
に
よ
る
理
解
の
道
と
し
て
既
に
明
確
に
提
示
さ
れ
て
い
る
黙
、
ま
た
『
規
則
論
』
胃
頭
の
智
慧
の
普
遍
性
へ
の
信
仰

か
ら
見
て
、
精
紳
の
統
一
性
の
直
槻
は
櫨
部
麗
に
お
い
て
先
取
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
事
實
彼
の
そ
の
後
の
努
力
は
究
極
に
お
い
て

「
私
自
身
へ
と
研
究
の
歩
を
進
め
る
」
（
『
叙
読
』
十
頁
）
こ
と
を
目
指
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
「
懐
疑
」
と
は
明
断
と
信
じ
て
受
け
容
れ
て
い
る
諸
々
の
考
え
を
揺
り
動
か
し
（
傷
ぴ
噌
9
鄭
囲
O
『
）
、
破
壊
し
よ
う
と
し
て
、
然
る
後

こ
の
試
錬
に
耐
え
て
残
る
と
こ
ろ
の
竪
固
（
。
。
o
一
己
。
）
で
揺
ぎ
な
い
（
密
弓
ヨ
。
）
つ
ま
り
算
学
（
霧
ω
ξ
俸
）
な
も
の
だ
げ
を
虞
と
認
め
る
こ
と

で
あ
る
。
い
う
な
れ
ば
そ
れ
は
心
像
と
郵
亭
、
虚
偽
と
翼
理
を
翻
然
と
判
別
し
選
繹
す
る
、
否
む
し
ろ
そ
の
一
方
を
取
逃
し
覆
え
す
こ
と

で
あ
り
、
そ
の
際
悟
性
と
は
輩
に
知
魔
し
表
象
す
る
機
能
で
あ
る
か
ら
、
精
紳
の
藁
の
能
動
性
即
ち
意
志
が
懐
疑
を
指
導
せ
ね
ば
な
ら
ぬ

の
で
あ
る
。
こ
こ
で
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
軍
な
る
翼
理
で
な
く
、
充
全
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
貫
理
で
あ
る
。
い
い
か
え
る
と
、
輩
な
る

「
蘭
曲
」
で
は
な
く
i
何
故
な
ら
そ
れ
は
そ
れ
自
騰
の
存
在
を
も
た
な
い
一
、
貢
に
絶
饗
的
即
ち
根
源
的
な
事
實
、
否
「
存
在
し
自

謄
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
ま
一
度
方
法
に
立
蹄
っ
て
み
ょ
う
。
ま
ず
懐
疑
は
そ
れ
自
騰
分
析
の
働
き
で
あ
る
。
繰
返
し
て
い

う
が
分
析
に
は
元
來
一
定
で
團
有
の
順
序
は
無
い
の
で
あ
る
。
い
っ
た
い
、
方
法
ま
た
普
遍
學
の
成
立
根
捺
は
人
間
の
弱
さ
に
あ
る
（
「
規

則
」
四
寒
）
。
卸
ち
、
人
聞
は
有
限
で
不
完
全
な
存
在
で
あ
る
か
ら
判
断
に
お
い
て
屡
々
誤
り
、
生
に
あ
っ
て
は
自
己
に
充
足
し
得
な
い
。

そ
こ
で
人
間
は
自
己
に
相
慮
の
完
全
性
に
到
達
し
生
の
至
上
に
與
ら
ん
と
し
て
方
法
を
た
て
、
授
権
の
蓮
動
を
惹
き
起
す
の
で
あ
る
。
だ

が
大
切
な
こ
と
は
、
判
断
に
お
い
て
誤
ら
な
い
こ
と
自
農
で
な
く
て
「
誤
ら
な
い
習
慣
」
の
も
た
ら
す
精
騨
の
確
固
揺
ぎ
な
さ
に
あ
り
、

震
に
「
こ
こ
に
こ
そ
入
間
の
最
大
に
し
て
主
要
な
完
全
性
は
存
す
る
の
で
あ
る
」
（
第
四
省
察
）
。

　
さ
て
、
精
紳
の
不
完
全
性
は
悟
性
の
有
隈
さ
に
あ
り
完
全
性
は
意
志
の
無
限
性
に
あ
る
。
即
ち
、
完
全
性
は
悟
性
を
越
え
、
實
號
は
理

論
を
超
え
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
紳
に
あ
っ
て
は
意
志
と
悟
性
は
ひ
と
つ
で
あ
り
、
爾
者
の
闘
に
は
「
何
ら
の
優
越
も
擾
先
も
無
く
」

（
メ
ル
セ
ン
ヌ
宛
、
一
六
四
四
年
五
月
二
二
）
、
意
志
と
理
解
と
は
「
同
一
の
作
用
で
あ
る
」
（
同
宛
一
六
三
〇
年
五
月
廿
七
節
）
。
し
て
み
る
と
、



精
紳
の
不
完
全
性
は
そ
れ
自
暴
翼
理
の
能
力
で
あ
る
悟
性
に
存
す
る
の
で
は
な
く
、
い
わ
ん
や
紳
と
根
等
の
能
力
で
あ
る
意
志
に
も
な

く
、
圃
一
の
重
藤
に
お
い
て
意
志
と
悟
性
と
い
う
二
つ
の
能
力
が
共
在
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
鷺
に
議
の
る
。
裏
返
せ
ば
、
完
全
性
と
は
精

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
へ

紳
の
統
一
性
に
存
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
濾
部
屋
で
の
直
観
の
意
味
が
明
ら
か
に
な
る
。
鄭
ち
、
そ
れ
は
端
的
に
は
精
紳
の
不
完
全

へ性
の
直
槻
で
あ
り
、
裏
返
せ
ば
人
閥
的
智
慧
の
普
遍
性
へ
の
信
仰
で
あ
る
。

　
こ
れ
が
分
析
的
方
法
の
存
在
論
的
根
擦
で
あ
る
。

　
彼
は
形
而
上
心
的
省
察
に
お
い
て
確
か
に
、
「
も
っ
ぱ
ら
分
析
的
方
法
に
從
っ
て
い
る
」
（
「
第
二
答
辮
」
百
廿
二
頁
（
九
轡
）
）
。
と
い
う
の
は
、

「
分
析
」
と
は
統
一
的
な
精
到
撃
ち
判
下
馴
（
理
性
1
1
「
別
け
る
」
能
力
）
の
能
動
性
の
毅
動
と
し
て
直
ち
に
「
懐
疑
」
と
な
り
、
方
法
の
本
質

に
よ
り
こ
の
懐
疑
に
固
有
の
順
序
師
ち
論
理
は
な
い
。
次
に
、
《
団
σ
q
o
o
o
σ
q
謬
9
0
薦
。
。
。
二
舞
》
（
《
図
σ
q
o
。
。
償
ヨ
”
o
σ
q
o
o
誌
。
。
8
》
（
ζ
巴
●
同
野
｝
●
円
●

＜
訟
。
℃
●
鱒
窃
）
の
定
立
は
「
精
留
の
軍
純
な
直
黒
に
よ
る
」
（
「
第
二
答
辮
」
蒼
十
頁
（
無
謬
）
）
端
的
な
る
「
綜
合
」
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
命

題
の
幽
塾
す
る
論
理
は
、
分
学
的
方
法
の
本
質
よ
り
す
れ
ば
問
う
方
が
誤
っ
て
い
る
。
第
三
、
こ
の
「
綜
合
」
即
ち
「
第
一
原
理
の
解
明
」
と
し

て
の
「
演
繹
」
に
よ
り
、
「
虞
實
の
諸
原
理
し
即
ち
紳
の
存
在
と
物
膿
の
存
在
が
導
き
串
さ
れ
る
　
（
『
原
理
』
序
文
十
頁
参
照
）
。
　
こ
れ
ら
の
原
理

は
何
れ
も
、
方
法
的
に
留
る
か
ぎ
り
「
綜
合
」
と
し
て
の
大
前
提
に
、
い
わ
ば
未
知
項
と
し
て
含
蓄
さ
れ
て
い
る
。
事
實
、
紳
の
存
在
は
賢
に
我

に
お
げ
る
懐
疑
の
存
在
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
物
艦
の
存
在
は
懐
疑
の
否
定
牲
と
し
て
保
澄
せ
ら
れ
て
い
る
。
直
観
的
に

翠
純
で
明
謹
必
然
的
な
命
題
が
論
理
的
に
は
複
雑
豊
當
な
零
容
を
倉
等
し
て
い
る
の
は
方
法
的
に
～
向
さ
し
っ
か
え
な
い
こ
と
で
あ
り
、
む
し
ろ

そ
れ
こ
そ
方
程
式
な
ら
ぬ
聖
誕
的
命
題
の
特
色
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
演
繹
の
大
前
提
と
し
て
こ
の
命
題
が
絶
封
に
輩
純
で
あ
る
の
は
、
統
一

的
な
精
確
に
よ
る
こ
の
岡
じ
精
紳
の
統
一
性
・
完
全
性
卸
ち
存
窃
自
軍
の
薩
観
と
し
て
、
そ
れ
は
端
的
に
精
紳
の
完
成
、
郎
ち
知
識
と
智
慧
の
一

致
の
縄
封
的
鐙
擦
と
な
る
か
ら
で
あ
る
Q

　
　
　
　
　
㈲
　
道
徳
　
　
「
智
慧
の
最
終
段
階
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
レ
　
　
へ

　
　
　
分
析
的
方
法
は
智
慧
の
続
落
を
冒
的
と
し
、
精
紳
の
統
一
性
の
完
成
に
お
い
て
完
結
す
る
。
そ
れ
故
、
道
徳
は
端
的
に
最
高
善
と
し
て

　
　
も
は
や
固
有
の
方
法
を
も
た
ず
、
ま
た
そ
れ
は
學
問
で
す
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
精
紳
の
完
成
は
薩
ち
に
「
完
全
な
る
も
の
（
完
成
せ
る

　
　
も
の
）
」
（
お
ψ
o
o
ヨ
見
①
欝
）
と
し
て
の
昇
騰
我
の
成
立
を
意
味
す
る
（
「
翁
忌
答
辮
」
（
七
轡
）
一
癖
廿
二
頁
）
か
ら
、
道
徳
は
療
理
的
に
は
端

溺　
　
　
　
　
　
　
ラ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ム
の
畢
・
問
理
念
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
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哲
墨
・
研
究
　
　
第
開
四
百
六
ゐ
…
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
G

的
に
形
而
上
學
を
基
礎
と
し
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
邸
ち
、
　
「
哲
學
の
第
一
原
理
」
で
あ
る
「
私
は
思
惟
す
る
・
つ
ま
り
私
は
在
る
」

の
定
立
に
お
い
て
、
道
徳
否
普
遍
學
そ
の
も
の
は
原
理
的
に
は
完
成
し
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
事
實
そ
れ
故
に
こ
そ
、
普
遍
學
ま
た
方
法

は
智
慧
の
前
議
を
撃
墜
と
し
か
つ
そ
れ
自
警
智
慧
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
ま
た
方
法
の
完
成
は
瞬
時
に
學
問
の
成
立
を
意
味

し
、
こ
の
學
問
と
は
軍
な
る
理
論
で
な
く
て
智
慧
そ
の
も
の
で
あ
り
鼠
輩
で
あ
る
と
読
か
れ
る
の
で
あ
る
。

　
デ
カ
ル
ト
の
紳
は
キ
リ
ス
ト
教
哲
學
の
傳
統
に
從
っ
て
何
よ
り
も
ま
ず
唯
一
の
、
絶
封
的
な
る
存
在
自
膿
で
あ
り
、
こ
の
存
在
と
は
直

ち
に
永
遠
絶
封
の
商
神
雌
蕊
で
あ
る
（
メ
ル
セ
ン
ヌ
宛
一
六
三
〇
年
五
月
玉
藍
、
他
）
。
紳
に
あ
っ
て
は
本
質
と
存
在
は
同
一
で
あ
り
、
瀞
は
い

わ
ば
存
在
す
る
完
全
性
に
よ
っ
て
完
全
で
あ
り
從
っ
て
實
墨
隈
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
紳
は
完
全
だ
か
ら
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
存
在
す

る
が
故
に
完
全
で
あ
り
藁
理
な
の
で
あ
る
。
神
が
本
來
「
絶
醤
的
統
一
」
に
お
い
て
あ
る
（
「
第
二
答
辮
」
百
八
頁
（
九
巷
）
）
の
も
こ
の
故
に

で
あ
る
。
さ
て
、
紳
に
課
す
る
い
ま
一
つ
の
重
要
な
概
念
が
あ
る
。
そ
れ
は
紳
に
お
け
る
善
に
封
ず
る
存
在
の
優
越
で
あ
る
。
即
ち
、

「
紳
は
最
高
の
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
故
ま
た
必
然
的
に
最
高
善
で
あ
り
最
高
の
眞
理
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
」
（
岡
津
＋
三
頁
）
。
事
實
、
存

在
に
封
ず
る
善
の
優
越
は
一
方
で
完
全
性
の
概
念
が
有
限
性
の
概
念
を
含
む
こ
と
を
誤
想
す
る
の
だ
か
ら
、
善
に
封
ず
る
存
在
の
優
越
こ

そ
は
實
に
存
在
の
完
全
性
つ
ま
り
完
成
と
實
現
、
お
よ
び
存
在
の
絶
封
的
擾
大
と
し
て
の
無
限
性
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

　
勿
論
こ
の
よ
う
な
神
概
念
は
『
出
エ
ジ
プ
ト
記
』
（
モ
ー
セ
）
以
來
中
世
紳
學
の
傳
統
で
あ
っ
て
三
段
デ
カ
ル
ト
の
夢
見
で
は
な
い
。
け

れ
ど
も
、
デ
カ
ル
ト
の
濁
劇
は
そ
れ
の
人
間
學
側
側
，
繹
に
あ
る
。
準
た
く
い
え
ば
、
か
か
る
紳
概
念
を
裏
返
せ
ば
入
間
存
在
の
概
念
は
ど

う
な
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
否
む
し
ろ
、
神
學
は
有
っ
て
も
固
有
の
意
味
で
の
入
間
學
を
も
た
な
い
中
世
哲
學
の
後
を
受
け
て
最
初

に
人
聞
の
存
在
自
羅
を
主
題
的
に
問
う
た
彼
に
と
っ
て
は
、
紳
と
い
う
傳
統
的
概
念
を
手
掛
り
と
す
る
よ
り
他
に
恰
好
な
道
が
無
か
っ
た

の
で
あ
る
。
實
に
普
遍
學
と
は
財
閥
の
學
で
あ
り
入
間
的
智
慧
で
あ
る
。
櫨
部
屋
の
直
観
が
人
間
精
神
の
統
一
性
（
輩
純
性
）
に
關
わ
り
、

形
購
上
學
が
端
的
に
「
紳
を
知
り
自
己
自
身
を
知
る
」
努
力
と
な
っ
た
の
は
、
決
し
て
故
無
き
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
、
　
「
薦
實
の
半
玉
」
の
「
第
一
原
理
」
と
は
完
成
せ
る
入
間
精
紳
の
存
在
自
陣
で
あ
る
。
も
と
よ
り
我
は
思
惟
す
る
者
で
あ
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る
。
し
か
し
、
第
一
原
因
と
し
て
の
存
在
と
は
自
費
的
思
惟
の
純
粋
練
緯
性
で
は
な
い
。
存
在
は
本
質
を
超
え
、
思
惟
を
超
え
て
い
る
と

披
は
痒
い
て
い
る
（
某
宛
、
＝
ハ
四
五
或
は
穴
年
）
。
實
に
我
は
精
紳
の
統
一
性
に
お
い
て
端
的
に
存
在
自
膿
で
あ
り
か
つ
我
の
存
在
は
絶
封

に
確
實
不
動
の
眞
理
と
し
て
、
我
は
「
紳
に
絹
等
す
る
」
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
我
は
存
在
の
完
全
性
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
の
み
存
恣

す
る
。
だ
か
ら
我
は
そ
の
存
在
に
お
い
て
隈
ら
れ
て
お
り
、
我
の
存
在
は
必
然
的
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
我
は
固
有
の
意
味
に
お
い
て
賢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
モ

腱
な
の
で
は
な
く
實
膿
と
な
る
の
で
あ
り
、
蜜
膿
と
は
實
は
主
管
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
蓮
徳
と
學
閥
の
成
立
根
擦
が
明
ら
か
と
な
る
。

部
ち
、
人
間
と
は
そ
の
存
在
が
善
に
よ
っ
て
優
越
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
唯
一
の
存
在
で
あ
る
。
人
間
に
あ
っ
て
は
善
は
存
在
に
優
越
し
翼
理

を
超
越
す
る
。
何
故
な
ら
、
我
は
一
個
の
精
紳
的
主
髄
と
し
て
絶
封
的
に
存
在
し
自
ら
ひ
と
つ
の
嚢
理
と
な
り
得
て
も
、
我
の
存
在
と
し

て
の
存
在
富
謄
は
決
し
て
善
自
艦
で
は
あ
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
第
一
に
、
存
在
に
封
ず
る
善
の
優
越
は
人
間
に
學
問
と
方
法
を
も
た
ら
す
。
入
間
は
潰
理
と
し
て
の
紳
に
相
等
で
あ
る
か
ら
彼
に
と
っ

て
尋
問
（
知
識
）
は
可
能
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
相
等
は
白
図
的
な
岡
一
で
は
な
い
か
ら
學
問
は
一
定
の
方
法
と
順
序
を
必
要
と
す
る

の
で
あ
る
。
第
二
に
、
無
理
に
封
ず
る
善
の
優
越
は
道
徳
の
成
立
根
緒
と
な
る
。
何
故
な
ら
、
端
的
に
善
な
る
存
在
に
道
徳
は
無
く
、
道

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
譲

徳
と
は
善
の
鵠
約
下
に
あ
る
有
隈
的
存
在
者
に
固
有
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

註

門
々
聞
は
鵠
隈
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
に
は
調
限
せ
ら
れ
た
完
全
性
し
か
絹
慮
し
く
な
い
」
（
「
第
六
省
察
」
八
網
頁
（
七
山
）
。
け
れ

ど
も
、
人
間
は
精
紳
の
統
一
性
に
お
い
て
、
即
ち
精
紳
の
自
由
に
し
て
必
然
的
な
る
決
断
に
お
い
て
自
己
の
存
在
と
行
爲
の
原
因
で
あ
り
う
る
。

こ
こ
に
、
自
由
と
は
意
志
の
、
否
精
紳
そ
の
も
の
の
無
限
性
に
存
し
、
必
然
と
は
悟
性
（
槻
念
、
思
惟
）
の
明
燈
必
然
性
、
否
端
的
に
は
岡
じ
精

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

紳
そ
の
も
の
の
規
則
性
、
限
定
性
に
存
す
る
。
彼
は
善
自
膿
へ
で
な
く
て
人
間
的
現
世
的
な
「
最
高
善
」
へ
の
到
蓮
、
ひ
い
て
は
「
至
編
」
郎
ち

精
紳
の
「
安
ら
い
」
と
「
満
足
漏
の
獲
得
を
求
め
る
（
エ
リ
ザ
ベ
ー
ト
宛
＝
ハ
四
五
年
八
月
十
八
日
、
他
）
。
し
か
も
、
こ
の
至
心
は
物
的
身
髄
的

諸
條
件
に
よ
っ
て
大
い
に
影
響
さ
れ
る
こ
と
に
鑑
み
て
、
自
然
の
支
配
（
技
術
の
脇
明
）
と
健
康
の
保
持
、
情
念
の
克
服
に
論
旨
が
携
わ
れ
た
の

で
あ
る
。
な
お
、
彼
の
紳
概
念
の
猫
密
性
、
即
ち
主
意
性
、
無
原
因
な
ら
ぬ
積
擾
的
麹
蘇
原
臨
性
も
、
か
か
る
貰
聞
概
念
の
反
映
と
し
て
の
み
了

解
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。

　
ラ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ム
の
學
朋
問
理
念
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
穴
一



王38

　
　
　
　
哲
墨
み
嬬
究
　
　
憐
即
四
｝
臼
六
⊥
1
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
二

　
　
　
㈲
　
　
白
門
妖
｛
盟
子
　
　
　
「
審
ハ
際
的
哲
學
」
（
『
叙
設
』
六
部
六
二
胃
災
）

　
自
然
學
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
幾
つ
か
の
重
要
な
性
格
を
指
摘
す
る
に
止
め
た
い
。
ま
ず
第
一
に
、
自
然
學
は
精
紳
の
完
成
に
封
し

　
へ
　
も
　
も

て
原
理
的
に
は
何
の
役
割
も
も
た
な
い
翠
に
一
つ
の
實
際
的
な
素
踊
で
あ
る
。
事
費
道
徳
は
直
接
に
形
而
上
學
を
原
理
的
基
礎
と
し
て
成

立
し
得
る
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
自
然
學
の
効
用
は
ま
さ
に
そ
の
實
際
性
に
あ
る
。
部
ち
そ
れ
は
賞
用
諸
科
學
へ
原
理
を
提
供
し
て
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

聞
の
自
然
支
配
を
可
能
に
し
、
　
「
地
上
の
諸
々
の
産
物
」
を
供
給
し
て
現
世
の
幸
福
を
援
助
し
増
進
す
る
の
で
あ
る
　
（
『
叙
設
』
六
部
六
二

頁
、
『
情
念
論
』
第
十
二
、
他
）
。

　
學
悶
と
し
て
の
自
然
學
は
普
遍
學
の
幹
と
し
て
形
而
上
學
に
原
理
を
置
く
。
そ
の
際
、
自
然
學
の
基
礎
づ
け
は
物
詣
世
界
の
實
在
性
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
一
）

謹
明
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
蜜
は
反
封
に
そ
の
存
在
論
的
な
非
根
源
性
の
謹
明
に
よ
っ
て
果
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
有
力
な
論
理
的
根
擦
は

永
遠
薦
理
創
造
の
読
で
あ
る
。
い
っ
た
い
、
饒
理
は
存
在
論
的
に
見
て
第
一
次
的
に
は
「
存
在
に
あ
り
、
虚
儒
と
は
も
つ
ぼ
ら
非
存
在
に

あ
る
」
（
ク
レ
ル
ス
リ
エ
宛
一
六
四
九
年
四
渥
廿
三
日
）
が
、
第
二
次
的
に
は
そ
れ
は
人
間
の
知
識
の
性
絡
と
し
て
「
思
惟
と
封
象
の
一
致
を

意
味
す
る
」
（
メ
ル
セ
ン
ヌ
宛
＝
ハ
三
九
年
十
月
十
八
膠
）
。
と
こ
ろ
で
、
存
在
即
ち
完
全
性
と
し
て
の
か
か
る
根
源
的
眞
理
に
封
し
て
、
本
質

的
師
ち
不
完
全
性
と
し
て
の
可
能
叢
雨
理
が
あ
る
。
こ
れ
が
印
ち
彼
の
い
う
「
永
遠
醸
理
」
或
は
「
数
粛
粛
学
理
」
で
あ
る
。
　
「
紳
は
被

造
物
の
本
質
お
よ
び
存
在
の
作
者
で
あ
る
。
こ
の
本
質
が
印
ち
か
の
永
遠
諸
藁
理
に
外
な
ら
な
い
し
　
（
メ
ル
セ
ン
ヌ
宛
｝
穴
三
〇
年
五
月
七

蟹
）
。
さ
て
、
全
き
数
量
的
閣
係
と
し
て
の
こ
の
永
遠
難
聴
（
自
然
法
則
）
は
純
粋
な
る
廷
長
世
界
に
お
い
て
の
み
妥
了
す
る
が
、
こ
の

延
長
と
は
全
き
他
在
性
、
梱
封
性
、
い
い
か
え
れ
ば
非
自
己
原
因
性
翻
ち
不
完
全
性
、
非
根
源
牲
の
謂
に
外
な
ら
な
い
。
延
長
と
は
不

完
全
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
自
身
の
根
糠
を
も
つ
て
存
在
し
得
な
い
。
け
れ
ど
も
ま
さ
に
そ
の
故
に
こ
そ
延
長
は
無
隈
な
ら
ぬ
無
際
限

（博

ﾌ
半
価
h
油
⇒
陣
）
な
る
も
の
と
し
て
悟
性
に
内
在
化
さ
れ
観
念
化
さ
れ
可
能
化
さ
れ
、
か
く
て
本
質
化
さ
れ
　
（
某
宛
＝
ハ
四
五
年
或
は
一
六
羅
穴

年
）
、
他
方
そ
れ
は
機
械
化
さ
れ
て
数
量
的
法
麟
の
成
立
を
可
能
に
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
こ
の
本
質
鎮
理
と
し
て
の
永
遠
薦
理

は
「
存
在
す
る
何
物
か
ら
も
引
き
出
さ
れ
ず
」
（
「
第
五
答
霧
（
　
）
」
）
、
「
思
惟
（
悟
性
）
の
外
部
で
は
無
で
あ
る
」
（
凱
、
原
理
』
一
の
黙
黙
）
、
郎
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ち
雪
我
々
の
精
瀞
に
本
有
的
な
も
の
」
（
メ
ル
セ
ン
ヌ
宛
一
六
三
〇
年
四
月
十
五
臼
）
と
な
る
。
だ
か
ら
、
自
然
學
は
原
理
的
に
は
可
能
性
の

學
問
で
あ
っ
て
員
宿
業
に
撮
す
る
絶
慧
知
の
學
問
で
は
な
い
が
、
他
方
存
在
概
念
と
要
嘗
概
念
の
分
離
に
よ
り
本
質
一
般
性
で
の
い
わ
ば

客
観
妥
當
性
は
保
誼
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
自
然
學
は
確
か
に
分
析
的
方
法
に
從
っ
て
い
る
。
鄭
ち
、
そ
の
黙
黙
本
質
は
［
、
原
因
を
結
果
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
結
果
を
療
因
に
よ

つ
て
読
明
す
る
こ
と
に
あ
る
」
（
『
原
理
』
三
の
一
）
、
盈
ち
原
因
に
よ
る
理
解
の
學
に
相
違
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
問
題
は
こ
の
「
原

因
」
に
あ
る
。
宇
宙
創
造
の
論
話
に
お
い
て
、
彼
は
自
然
の
存
在
、
蓮
動
（
作
用
）
、
法
鰯
の
い
わ
ば
形
而
上
學
的
第
一
原
因
鄭
ち
創
造

者
と
し
て
神
を
設
定
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
普
遍
學
に
お
け
る
第
一
原
因
と
は
我
の
存
在
自
騰
で
あ
っ
て
紳
で
は
な
く
、
ま
た
自
然
現
象

の
機
械
的
等
星
的
解
明
に
お
け
る
原
因
と
は
全
き
延
長
そ
の
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
い
っ
た
い
、
デ
カ
ル
ト
の
關
心
は
人
間
に
網
慮
の

學
閥
を
建
設
す
る
こ
と
に
あ
り
、
事
欝
我
は
白
己
原
因
と
し
て
自
ら
愚
問
の
基
礎
た
り
得
る
。
一
方
無
際
隈
不
完
全
な
る
延
長
世
界
は
、

か
か
る
基
礎
の
上
に
立
つ
か
ぎ
り
紳
の
創
造
を
ま
た
ず
と
も
「
私
は
そ
れ
を
無
か
ら
引
き
出
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
私
に
飲
陥
が
あ
る

が
故
に
私
に
内
在
す
る
の
で
あ
る
」
（
『
叙
読
』
熱
心
欝
四
頁
）
。
　
こ
う
し
て
、
我
は
そ
の
嚴
密
な
る
學
的
根
糠
が
問
わ
れ
る
か
ぎ
り
延
長
の

否
全
宇
宙
の
第
一
原
因
で
あ
り
、
紳
と
は
一
つ
の
寓
話
に
お
け
る
假
設
的
第
一
原
因
に
過
ぎ
な
い
。
そ
し
て
、
驕
係
薦
理
は
根
源
的
な
嬢

理
で
は
な
く
、
絶
封
的
な
薦
理
た
り
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
自
然
學
は
演
繹
的
科
學
で
あ
る
。
印
ち
そ
れ
は
言
葉
の
定
義
如
何
で
は
賢
謹
科
學
と
呼
ば
れ
得
る
に
し
て
も
、
い
わ
ゆ
る
経
験
科
學
で

は
決
し
て
な
い
。
何
故
な
ら
、
デ
カ
ル
ト
の
い
う
「
経
験
」
と
は
、
嚴
密
に
は
心
身
未
分
．
離
の
『
規
鋼
』
で
す
ら
端
的
に
は
「
直
槻
」
を

意
味
し
（
「
規
則
着
着
制
限
、
三
六
八
頁
）
、
事
實
、
分
析
的
方
法
は
端
的
に
は
直
観
的
方
法
と
し
て
、
繧
立
科
學
に
固
有
の
軍
純
二
上
な
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
識
二
）

ぬ
蹄
納
的
方
法
と
は
根
本
的
に
異
な
る
方
法
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
誌
一
　
そ
の
文
献
的
高
畠
の
主
な
も
の
は
次
の
遜
り
で
あ
る
。
第
一
、
彫
工
幽
魂
の
中
心
問
題
は
も
つ
ば
ら
紳
と
霊
魂
の
存
在
離
明
に
あ
り
、
他
方
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
　
池
園
物
の
存
在
を
確
画
す
る
根
簸
は
「
形
而
上
學
的
確
費
性
が
聞
題
と
さ
れ
る
か
ぎ
り
」
（
『
叙
設
』
四
都
三
八
頁
）
決
し
て
「
堅
關
で
も
分
明
で

　
　
　
　
ラ
シ
ョ
ナ
ー
ー
ス
ム
の
學
㎜
間
理
念
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

六
三
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折
口
墨
・
碍
究
　
　
簸
叩
瞬
百
六
∴
一
號

六
四

　
　
も
な
い
」
（
『
省
察
』
概
要
）
こ
と
が
示
さ
れ
る
と
い
う
『
叙
読
』
、
『
省
察
』
の
積
極
的
主
張
。
第
二
、
『
食
器
』
に
お
け
る
物
質
の
存
在
謹
明
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
手
甲
。
し
か
も
「
自
然
學
の
一
切
の
根
冠
を
含
む
」
　
（
メ
ル
セ
ン
ヌ
宛
工
ハ
四
一
年
一
月
廿
八
日
）
と
こ
ろ
の
『
省
察
』
第
六
部
の
主
眼
は
「
人

　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
間
の
魂
と
身
騰
の
笹
笛
的
囁
劉
」
、
や
が
て
心
身
の
「
實
嚢
網
」
結
合
の
謹
明
に
あ
っ
て
、
外
的
物
質
界
の
實
在
性
（
根
源
性
）
の
保
讃
で
は
な

　
　
い
。
碧
羅
そ
こ
で
は
、
勢
磯
を
所
有
す
る
現
實
的
串
膿
的
人
闘
に
お
け
る
精
憩
の
主
膿
性
の
確
認
（
道
徳
の
基
礎
）
と
、
純
粋
な
延
長
と
し
て
の

　
　
外
的
物
膿
界
の
霞
己
原
顕
性
の
否
定
（
不
完
全
性
の
主
張
）
に
よ
る
多
脳
の
機
械
化
の
可
能
根
蝶
が
示
さ
れ
、
ま
た
翠
な
る
延
長
と
し
て
の
身
は

　
　
鰹
繋
學
（
生
理
學
）
…
身
膿
の
機
械
論
誤
記
明
1
の
成
立
根
搬
と
な
り
、
同
時
に
か
か
る
謡
講
が
飛
語
と
結
び
つ
い
て
幽
然
支
配
の
道
具
と
な

　
　
つ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
は
や
く
い
え
ば
、
「
良
識
あ
る
入
な
ら
誰
で
も
本
章
で
疑
わ
な
い
」
と
こ
ろ
の
外
界
の
存
在
一
道
徳
に
は
こ
れ
で
充
分

　
　
で
あ
る
一
に
つ
い
て
は
、
「
存
在
」
の
根
源
性
よ
り
も
む
し
ろ
「
本
性
」
の
解
明
に
璽
鮎
が
お
か
れ
（
『
叙
読
』
四
十
一
頁
、
『
省
察
』
全
部
〉
、

　
　
か
く
て
膚
然
學
は
腎
學
、
機
械
技
衛
の
原
理
と
道
徳
（
脚
ち
智
慧
）
の
補
助
手
段
を
提
供
し
て
名
盤
共
に
普
遍
學
の
幹
を
な
す
の
で
あ
る
。
第

　
　
三
、
　
「
幾
何
學
」
へ
の
異
常
な
る
無
踊
心
は
、
　
「
自
然
學
の
諸
原
理
は
数
學
に
お
い
て
も
同
時
に
成
立
つ
も
の
し
か
認
め
な
い
」
（
『
原
理
』
二
の

　
　
六
四
）
彼
に
し
て
は
、
自
然
學
へ
の
そ
れ
と
決
し
て
無
線
で
は
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

註
工
　
い
っ
た
い
蹄
納
法
と
は
、
相
似
す
る
若
干
数
の
特
殊
事
例
の
観
察
経
験
に
基
づ
い
て
悶
類
の
事
象
に
期
す
る
す
べ
て
の
事
例
に
關
す
る
法
則
を

　
　
一
般
化
す
る
手
績
き
を
い
う
。
そ
こ
で
は
類
似
の
二
重
概
念
な
い
し
は
二
重
の
類
化
が
不
可
鉄
で
あ
り
、
か
っ
こ
の
類
似
に
よ
る
既
知
か
ら
未
知

　
　
へ
の
一
般
化
は
自
然
過
程
の
時
塞
的
齊
一
興
を
前
提
し
て
の
み
成
立
し
得
る
。
だ
か
ら
蹄
納
と
は
、
は
や
く
い
え
ば
「
大
前
提
を
伏
せ
た
三
段
論

　
　
法
」
　
（
」
・
S
・
ミ
ル
）
で
あ
る
。
も
と
よ
り
デ
カ
ル
ト
に
あ
っ
て
も
、
　
「
特
殊
的
な
物
の
認
識
か
ら
一
般
命
題
を
立
て
る
の
が
我
々
の
精
紳
の

　
　
特
性
で
あ
る
」
（
「
第
二
答
辮
偏
百
十
～
頁
（
九
巻
）
）
。
け
れ
ど
も
彼
は
数
個
の
問
題
的
概
念
を
含
む
蹄
納
替
手
績
き
を
避
げ
て
直
観
に
よ
る
一
般

　
　
化
の
道
を
選
び
、
「
特
殊
的
一
個
物
を
考
察
す
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
　
（
「
第
二
省
察
」
三
〇
頁
（
七
巻
）
）
直
ち
に
本
質
一
般
性
な
い
し
「
普
遍
」

　
　
を
直
観
す
る
の
で
あ
る
。三

宗
敏
と
科
學

（
ニ
コ
ラ
・
マ
州
プ
ラ
ン
シ
ュ
）



（一

j
　
問

題

　
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
の
哲
學
が
デ
カ
ル
ト
の
そ
れ
に
馨
し
て
い
か
な
る
意
味
で
濁
自
性
を
保
有
し
、
ま
た
ひ
と
つ
の
進
歩
で
あ
り
得
る
か

は
、
容
易
に
は
決
し
難
い
課
題
で
あ
る
。
根
際
、
二
人
の
主
張
が
個
々
の
黙
’
で
は
極
め
て
椙
接
近
し
、
類
似
し
て
い
る
こ
と
は
誰
し
も
認

め
る
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
。
ア
ン
ド
レ
融
父
の
傳
記
に
よ
る
と
、
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
は
一
六
六
四
年
に
デ
カ
ル
ト
の
『
人
撃
墜
』
を
護

ん
で
新
哲
學
へ
の
蘭
心
を
喚
び
醒
さ
れ
、
以
後
「
自
然
の
博
士
」
デ
カ
ル
ト
と
「
恩
寵
の
博
士
」
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
を
「
綜
合
す
る
こ
と

に
よ
り
完
全
な
何
物
か
を
つ
く
り
得
る
で
あ
ろ
う
と
信
じ
た
」
（
A
・
ク
レ
ソ
ン
『
フ
ラ
ン
ス
哲
學
思
想
史
』
第
一
部
三
章
三
節
）
。
つ
ま
り
、
自

然
學
に
お
い
て
彼
は
デ
カ
ル
ト
の
機
械
論
的
諸
原
理
に
難
い
な
が
ら
も
、
形
而
上
學
や
紳
攣
に
あ
っ
て
は
主
と
し
て
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
に

私
淑
し
、
二
人
の
絹
遽
も
い
う
な
れ
ば
か
か
る
事
情
に
華
甲
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
挙
式
的
解
繹
は
果
し
て
正
當
で
あ
ろ

う
か
。

　
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
と
デ
カ
ル
ト
の
考
え
の
主
な
一
致
黙
と
し
て
は
、
眞
理
の
明
謹
読
、
分
析
的
方
法
、
三
種
の
實
膿
の
承
認
と
季
物
二

元
論
（
「
我
思
う
、
故
に
我
在
り
」
）
、
物
質
の
本
質
と
し
て
の
延
長
と
機
械
論
的
自
然
観
、
感
鰍
と
身
膿
保
存
な
ど
が
、
相
違
黙
に
は
槻
念

の
性
質
、
永
遠
男
理
創
造
の
読
、
被
造
物
の
無
力
性
、
ま
た
信
仰
と
理
性
の
生
繭
な
ど
が
纂
げ
ら
れ
る
の
が
普
逓
で
あ
る
。
つ
ま
汐
振
や

く
い
え
ば
、
そ
の
何
れ
の
面
を
重
く
見
る
か
に
よ
っ
て
合
理
論
に
お
け
る
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
の
位
置
づ
け
が
決
っ
て
く
る
の
で
あ
り
、
更

　
　
　
　
　
　
　
ア
プ
リ
オ
ザ

に
、
室
間
表
象
が
先
験
的
必
然
的
に
輿
え
ら
れ
、
根
源
的
に
し
て
無
限
か
つ
一
般
的
で
あ
る
と
い
う
主
張
を
と
っ
て
カ
ン
ト
へ
の
過
渡
的

役
割
を
認
め
る
と
か
、
或
い
は
機
械
原
因
論
を
ヒ
ュ
ー
ム
の
困
果
論
へ
の
先
駆
思
想
と
見
倣
す
こ
と
が
出
來
よ
う
。
と
こ
ろ
で
，
我
々
の

課
題
で
あ
る
「
學
聞
」
の
問
題
に
冠
し
て
は
、
彼
の
思
想
は
い
か
な
る
濁
創
を
含
ん
で
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
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（
二
）
　
観
念
　
　
「
學
問
の
基
礎
漏

ラ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ム
の
學
問
理
念

六
五
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哲
墨
・
研
究
　
　
第
四
葺
六
十
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
六

　
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
．
一
に
あ
っ
て
も
、
「
延
長
と
物
質
（
物
膿
）
と
は
同
一
の
實
髄
に
愚
な
ら
な
い
扁
（
『
形
葡
上
學
封
話
』
一
、
他
）
。
け
れ
ど
も

「
延
長
」
に
は
二
つ
の
秩
序
が
あ
る
。
印
ち
、
「
物
質
（
物
騰
）
的
延
長
」
と
「
叡
智
的
延
長
」
で
あ
る
。
「
物
質
的
延
長
」
は
被
造
物
で

紳
と
全
く
劉
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
甲
山
で
は
認
識
さ
れ
得
な
い
が
、
「
叡
智
的
」
な
い
し
「
イ
デ
ア
的
」
（
鶯
伽
巴
）
。
「
非
物
議
（
物
質
）

的
延
長
」
は
「
紳
の
無
邊
性
」
（
凶
b
P
b
P
O
β
脇
一
轡
価
）
と
し
て
い
わ
ば
「
紳
實
禮
に
外
な
ら
な
い
」
（
『
形
薦
上
學
封
話
』
八
の
八
、
他
）
。
そ
れ
は

　
　
　
　
リ
　
　
へ

「
ひ
と
つ
の
全
話
で
あ
っ
て
、
こ
の
無
限
者
に
お
い
て
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
蜜
在
者
の
す
べ
て
は
見
出
さ
れ
る
」
（
周
八
の
七
）
。
つ
ま
り
延
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
デ
ア

（
室
問
）
の
全
話
的
表
象
は
部
分
表
象
に
先
立
っ
て
根
源
的
必
然
的
に
輿
え
ら
れ
、
物
騰
の
「
原
型
に
し
て
観
念
で
あ
る
」
（
同
二
の
六
）
。

そ
し
て
こ
の
無
限
一
般
な
る
叡
智
的
延
長
の
「
限
定
」
（
一
同
溢
P
陣
轡
声
門
博
O
瓢
）
な
い
し
「
分
筆
」
（
凝
嵐
。
首
碧
δ
ロ
）
と
し
て
あ
ら
ゆ
る
個
物
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

認
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
　
「
叡
智
的
延
長
ほ
ど
明
嚇
な
も
の
は
何
も
な
い
。
物
膿
の
槻
念
ほ
ど
明
晰
な
も
の
は
何
も
無
い
の
で

あ
る
」
（
同
八
の
八
）
。

　
こ
う
し
て
、
　
「
我
々
の
光
…
そ
れ
は
観
念
で
あ
る
。
普
遽
的
理
性
で
あ
る
。
ま
た
擬
念
を
内
包
す
る
叡
智
的
實
髄
で
あ
る
」
（
『
戯
儒

二
念
に
直
す
る
書
物
へ
の
答
辮
』
七
葦
二
郡
）
。
い
ま
、
観
念
と
は
軍
な
る
思
惟
の
様
態
で
な
く
、
事
物
の
存
在
お
よ
び
認
識
の
原
型
と
し
て

そ
れ
自
身
ひ
と
つ
の
豊
里
的
な
「
叡
智
的
海
魚
」
で
あ
り
、
「
普
遍
的
に
し
て
あ
ら
ゆ
る
知
性
に
一
般
的
で
あ
る
」
。
そ
れ
は
「
極
め
て
明

言
で
光
に
充
ち
」
、
「
不
動
」
に
し
て
「
永
遠
・
必
然
的
で
あ
る
」
。
結
局
、
明
晰
な
る
観
念
と
は
「
あ
ら
ゆ
る
學
問
の
基
礎
で
あ
る
と
了

解
さ
れ
る
の
で
あ
る
」
（
『
翼
理
の
探
究
』
四
磐
十
一
章
三
節
）
。

　
い
っ
た
い
、
「
認
識
す
る
」
（
o
o
準
⇒
鉱
主
①
）
こ
と
と
「
感
畳
す
る
」
（
。
。
o
韓
マ
）
こ
と
と
は
全
く
別
の
事
柄
で
あ
る
。
認
識
と
は
「
封
象
の

本
性
に
つ
い
て
明
晰
な
槻
念
を
も
つ
こ
と
」
（
『
形
而
上
強
姦
話
』
。
三
・
七
）
で
あ
る
が
、
槻
念
と
は
す
べ
て
明
晰
で
あ
り
、
曖
昧
混
雑
な
観

念
は
何
一
つ
と
し
て
有
り
得
な
い
。
他
方
、
馬
繋
は
本
節
的
に
曖
昧
で
、
い
か
な
る
観
念
も
我
々
に
與
え
な
い
。
部
ち
、
　
「
観
念
の
光
」

と
「
感
畳
の
疇
さ
し
（
淫
書
二
の
三
）
、
「
至
心
に
知
る
」
と
「
混
雑
に
感
じ
る
」
（
野
鶏
三
の
七
）
と
を
決
し
て
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。
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「
感
畳
」
（
し
。
窪
蔦
B
。
艮
博
器
諺
9
鉱
。
謬
Ψ
℃
窪
8
℃
鉱
§
・
。
窪
。
。
転
職
。
）
印
ち
「
精
巣
の
攣
様
」
に
一
一
種
あ
る
。
即
ち
、
「
外
感
壷
」
と
「
内

感
」
で
あ
る
。
何
れ
も
腰
越
の
保
存
を
本
來
の
目
的
と
し
曖
昧
混
雑
で
あ
る
か
ら
、
我
々
は
感
畳
に
よ
っ
て
物
の
「
本
質
（
本
性
）
」
を

で
な
く
「
輩
に
物
の
身
農
に
封
ず
る
兵
事
を
判
断
せ
ね
ば
な
ら
な
い
」
（
『
薦
理
の
探
究
』
一
轡
五
章
廿
六
頁
）
。
と
こ
ろ
で
い
ま
外
感
魔
を
考

え
て
み
る
に
、
我
々
は
幾
何
學
者
た
ち
が
實
際
に
感
性
的
形
象
を
捲
標
と
し
て
確
實
な
推
論
を
お
こ
な
う
の
を
知
っ
て
い
る
。
い
っ
た
い
、

感
興
が
我
々
を
欺
く
の
は
、
感
茎
蜂
所
思
を
そ
の
封
象
に
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
り
、
煙
嵐
間
の
母
型
さ
れ
た
瀾
係
に
い
わ
ば
離
脱
的
な

歪
み
が
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
「
感
官
」
（
。
・
o
奮
）
と
は
身
騰
の
、
從
っ
て
「
三
校
の
愛
様
を
再
認
す
る
（
鋤
℃
o
誘
。
隣
ご
窃
）

、
　
、
　
　
（
註
一
）

悟
性
で
あ
る
」
（
嗣
書
一
巻
二
章
・
一
節
）
。
そ
れ
故
、
「
観
念
は
決
し
て
感
畳
に
厨
さ
な
い
」
（
『
形
而
上
學
封
話
』
五
・
跨
頭
）
に
し
て
も
、

「
精
紳
を
概
念
に
向
け
そ
れ
に
注
意
さ
せ
る
の
は
感
畳
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
叡
智
的
観
念
が
可
感
的
と
な
る
の
は
感
畳
に
よ
っ
て
で
あ

る
か
ら
」
（
同
）
。
つ
ま
り
、
外
感
宮
は
「
我
々
に
饒
理
を
明
讃
的
に
教
え
得
る
」
（
厳
責
五
の
一
）
の
で
あ
る
。

　
感
畳
は
「
物
騰
の
本
性
」
を
教
え
な
い
に
も
拘
ら
ず
そ
れ
が
「
調
理
」
を
教
え
る
と
い
わ
れ
る
と
き
、
翼
理
と
は
諸
物
農
の
、
よ
り
巌

密
に
は
叡
知
的
延
長
の
諸
部
分
の
間
の
「
關
係
」
に
外
な
ら
な
い
。
我
々
は
物
艦
の
形
・
大
き
さ
・
位
置
（
腹
黒
）
・
運
動
或
い
は
静
止

な
ど
に
つ
い
て
屡
々
誤
っ
た
「
自
然
的
判
断
」
を
下
す
で
も
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
諸
物
髄
を
項
と
す
る
室
間
諸
關
係
に
つ
い
て
は
悟
性

の
「
再
認
」
的
三
篶
な
い
し
「
反
省
」
的
鋼
鰍
に
よ
っ
て
正
確
な
判
断
を
下
し
う
る
の
で
あ
る
。
い
ま
、
　
「
瀾
係
」
に
三
つ
の
種
類
が
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

え
ら
れ
る
。
部
ち
、
（
一
）
槻
念
と
槻
念
、
（
二
）
物
と
槻
念
、
（
三
）
物
と
物
と
の
蘭
係
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
被
造
物
の
存
在
は
偶
然
的

可
攣
的
で
紳
の
恣
意
に
依
存
す
る
か
ら
、
熱
る
「
物
し
の
他
の
「
物
」
お
よ
び
「
観
念
」
に
封
ず
る
「
關
係
」
は
必
然
的
で
な
い
、
郎
ち

薦
理
で
な
い
。
つ
ま
り
、
　
「
永
遠
眞
理
」
と
は
槻
念
の
間
の
關
係
で
あ
る
。

　
「
内
感
」
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
い
ま
「
観
念
」
を
「
廣
い
意
味
に
と
っ
て
お
よ
そ
精
進
に
直
接
現
前
す
る
も
の
と
す
る

と
」
、
「
純
粋
知
魔
」
（
℃
興
8
℃
昌
O
昌
℃
霞
O
）
な
い
し
「
純
粋
知
解
作
用
」
（
℃
ξ
O
ぎ
紳
。
濠
。
臨
O
⇔
）
は
「
い
わ
ば
精
神
に
皮
縮
的
で
あ
る
」

が
、
「
感
性
的
知
魔
」
（
℃
窪
o
o
讐
δ
u
。
。
o
霧
達
ド
）
は
「
精
神
に
む
し
ろ
生
き
生
き
と
透
徹
す
る
」
（
『
醜
理
の
探
究
』
一
巻
一
章
一
笛
）
。
こ
う

　
　
　
　
ラ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ム
の
墨
・
m
間
理
念
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

六
七
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折
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盤
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研
究
　
　
第
四
百
六
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號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
八

し
て
、
内
感
は
「
我
の
存
在
」
を
確
癒
し
、
精
紳
の
「
自
由
」
を
確
認
す
る
。
印
ち
、
「
私
は
思
惟
す
る
・
つ
ま
り
私
は
在
る
」
、
「
私
は

生
來
自
由
で
あ
る
の
を
感
じ
る
」
（
『
形
而
上
學
的
省
察
』
第
一
省
察
）
。
勿
論
、
内
感
は
物
の
本
性
の
認
識
に
は
役
立
た
な
い
の
だ
か
ら
、

　
　
　
　
へ
　
　
ら

「
我
」
の
存
在
は
三
冠
不
可
止
に
し
て
「
全
認
識
の
第
一
に
位
す
る
」
（
『
嵐
理
の
探
究
』
穴
巻
工
部
六
章
）
に
し
て
も
、
我
の
「
本
性
」
が

へ
　
　
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
あ

何
で
あ
る
か
は
「
我
自
身
に
は
全
く
わ
か
ら
な
い
」
（
『
形
全
訳
三
州
話
』
こ
の
十
）
、
即
ち
我
は
我
自
身
の
観
念
を
も
ち
得
な
い
。
岡
様
に
、

我
々
は
「
自
由
の
明
晰
な
観
念
を
も
ち
得
な
い
」
（
『
身
腱
の
前
動
に
間
す
る
反
省
』
八
章
）
、
即
ち
精
々
の
「
學
問
」
は
成
り
立
た
な
い
の
で

あ
る
。

　
し
て
み
る
と
、
我
々
が
「
事
物
を
見
る
仕
方
」
に
は
四
種
が
匠
溺
さ
れ
よ
う
。
第
一
は
事
物
の
直
接
そ
れ
鼠
落
に
よ
る
認
識
、
師
ち

「
直
轄
」
。
第
二
は
「
観
念
」
に
よ
る
認
識
、
翻
ち
學
的
な
、
本
來
の
意
味
で
の
認
識
。
第
三
は
「
意
識
」
即
ち
「
内
感
」
。
第
四
は
「
推

測
」
で
あ
る
。
第
三
は
今
述
べ
た
通
り
我
自
身
の
精
紳
、
精
無
能
力
お
よ
び
愛
様
に
纏
わ
り
、
第
四
は
他
我
の
そ
れ
ら
の
感
知
を
指
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

ど
ち
ら
も
學
的
知
識
と
は
無
縁
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
「
我
々
が
直
接
的
に
見
る
（
く
。
罵
）
と
こ
ろ
の
も
の
は
す
べ
て
、
我
々
が
そ
れ
を
毘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

る
通
り
に
在
る
」
（
『
叔
理
の
探
究
』
一
炊
十
四
章
一
籏
）
と
い
わ
れ
、
し
か
も
「
我
々
が
直
接
無
媒
介
的
に
見
る
の
は
紳
だ
け
し
か
な
い
」

（
同
書
三
巻
二
部
七
章
二
籔
）
と
駄
目
を
押
さ
れ
た
と
き
、
問
題
は
再
び
紳
と
扇
面
の
關
係
に
戻
る
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
こ
こ
で
用
語
を
嚴
密
に
し
て
お
こ
う
。
デ
カ
ル
ト
で
も
そ
う
で
あ
る
が
、
「
見
る
」
能
力
と
は
「
純
粋
悟
性
し
の
謂
で
あ
る
。
「
兇

る
」
こ
と
は
「
虚
構
す
る
」
（
隣
。
節
。
渉
）
す
る
こ
と
で
も
「
想
像
す
る
」
こ
と
で
も
な
い
。
即
ち
、
晃
ら
れ
る
封
象
は
輿
え
ら
れ
る
な
い

し
は
「
由
陣
す
る
」
（
＜
o
鼠
弓
鳥
。
）
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
う
し
て
、
純
粋
悟
性
、
即
ち
「
心
血
と
の
会
費
を
離
れ
て
そ
れ
自
軍
で
在
る

が
ま
ま
の
」
精
紳
（
岡
書
三
巻
一
部
一
章
鳶
頭
）
と
は
「
眞
理
の
純
粋
諸
観
念
を
、
紳
か
ら
愛
撫
す
る
（
器
o
o
〈
9
弓
）
」
能
力
（
岡
ご
部
＋
一
章

結
論
）
に
外
な
ら
ぬ
。
と
こ
ろ
で
「
槻
念
」
と
は
「
光
」
で
あ
る
。
即
ち
そ
れ
は
照
明
の
能
力
を
豫
想
し
、
こ
の
照
明
の
能
力
が
彼
の
い

う
需
要
「
普
遍
的
理
性
」
（
㌶
労
翫
。
。
O
昌
鎧
巳
く
O
議
O
臨
O
）
、
「
酌
な
る
員
理
」
（
『
＜
吟
搾
驚
導
曾
冨
q
弓
）
な
い
し
は
紳
的
「
智
慧
」
（
G
Q
簿
σ
q
塁
。
。
O
）

で
あ
る
。
だ
か
ら
端
的
に
い
え
ば
、
「
紳
だ
げ
が
我
々
の
光
で
あ
る
」
（
『
形
而
上
學
封
語
』
四
の
二
）
。
だ
が
、
「
認
識
」
そ
の
も
の
に
は
精
魂
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ヘ
　
　
へ

の
能
動
と
自
蛮
挫
、
即
ち
「
注
意
」
が
参
輿
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
よ
り
根
源
的
に
は
「
注
意
を
支
配
す
る
能
力
（
℃
O
¢
〈
○
質
）
」
　
（
壁
書
＋
二
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
一
）

た
る
「
自
由
」
一
「
意
志
」
で
は
な
い
一
が
蛮
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
「
注
意
」
こ
そ
は
精
紳
に
「
擬
念
の
現
前
」

を
も
た
ら
す
「
機
會
的
康
然
的
原
因
」
な
の
で
あ
る
（
閑
．
形
而
上
車
幅
話
』
＋
二
の
＋
、
そ
の
他
）
。

　
こ
こ
か
ら
幾
つ
か
の
興
味
深
い
蹄
結
が
引
き
出
さ
れ
る
。
第
一
、
こ
こ
で
も
調
理
は
注
意
せ
る
精
紳
に
よ
っ
て
の
み
把
握
さ
れ
る
が
、

但
し
「
油
意
」
と
は
も
は
や
デ
カ
ル
ト
の
よ
う
に
曖
昧
混
雑
な
黙
念
を
明
晰
判
明
な
ら
し
め
る
働
き
で
は
な
く
、
量
的
な
光
へ
の
「
霞
然

的
な
懲
り
」
（
仁
p
㊦
鷲
節
8
§
葺
神
亀
。
）
と
し
て
有
限
精
神
と
無
限
精
紳
と
の
合
一
を
可
能
に
す
る
。
第
二
、
し
て
み
る
と
瞬
晰
鋼
明
性

と
い
う
虞
理
の
基
準
は
も
は
や
無
辺
で
あ
ろ
う
。
事
貰
彼
に
と
っ
て
は
「
我
自
身
」
の
認
識
ほ
ど
莫
然
た
る
も
の
は
な
い
の
だ
か
ら
、
自

己
意
識
の
襟
帯
性
を
翼
理
の
範
型
と
す
る
こ
と
は
決
し
て
許
さ
れ
な
い
。
つ
ま
り
こ
の
規
購
は
根
掻
を
失
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
第

　
　
　
　
　
　
　
へ

三
に
、
　
「
形
而
上
學
篇
は
成
立
す
る
理
由
が
な
い
。
ま
た
「
道
徳
」
も
學
的
基
礎
を
失
い
、
結
局
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ニ
に
お
い
て
「
歳
實
の

學
問
」
（
一
節
　
く
傷
脱
窒
け
9
一
）
一
〇
　
砿
O
一
〇
降
O
O
）
と
は
「
自
然
學
」
だ
け
な
の
で
あ
る
（
『
翼
理
の
探
究
聾
巻
十
一
章
三
節
）
。
先
に
擬
念
が
「
昼
間
の
基
礎
」

と
い
わ
れ
た
の
も
こ
の
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。

　
註
一
　
デ
カ
ル
ト
の
い
う
《
。
。
o
湧
》
は
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ユ
で
は
食
舘
。
護
餌
葉
山
⊆
o
貧
宴
》
に
氷
る
。
「
感
官
扁
（
硫
。
霧
）
は
「
身
腱
小
宮
」
と
い
わ
ば

　
　
　
「
結
び
つ
い
た
」
（
O
け
弓
O
闇
路
【
O
）
悟
性
を
い
う
（
例
え
ば
口
．
貫
理
の
探
究
』
一
轡
十
三
章
一
節
参
照
）
。
つ
ま
り
、
「
感
覧
」
部
ち
「
精
薬
の
（
一
－

　
　
　
身
膿
器
宮
に
お
け
る
・
な
い
し
二
期
的
な
一
）
無
熱
（
ヨ
。
象
隷
g
剛
。
菖
」
を
「
再
認
す
る
悟
性
」
が
「
感
宮
」
（
。
・
o
諺
）
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
註
二
　
「
意
志
」
と
「
自
由
」
は
全
く
割
の
も
の
で
あ
る
。
「
霞
由
」
と
は
「
鹸
實
の
能
力
」
で
あ
り
、
他
方
「
意
志
」
と
は
動
物
精
霊
の
蓮
動
と
「
封

　
　
　
慮
」
（
o
o
疑
。
超
§
傷
鋤
⇔
o
o
）
即
ち
並
行
す
る
精
紳
の
「
慮
然
的
傾
向
性
」
と
し
て
む
し
ろ
機
械
的
必
然
性
の
支
配
下
に
あ
る
（
後
遠
）
。
つ
ま
り
、

　
　
　
デ
カ
ル
ト
の
「
意
志
偏
は
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ユ
の
「
自
由
し
に
根
當
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
（
註
｝
）

（
三
）
　
自
然
學

「
翼
實
の
學
問
」

マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
が
固
有
の
意
味
で
の
學
問
を
意
識
的
に
自
然
學
に
限
定
し
た
こ
と
は
、
歴
史
的
に
は
十
七
世
紀
合
理
論
の
恐
ら
く
は

　
　
　
ラ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ム
の
學
㎜
問
理
念
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
九
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七
〇

最
も
徹
底
し
た
形
態
と
し
て
彼
の
思
想
を
位
置
づ
け
る
に
充
分
で
あ
る
。

　
さ
て
當
面
の
自
然
學
の
第
一
の
基
礎
は
「
観
念
」
で
あ
る
が
、
こ
の
槻
念
に
は
大
要
三
つ
の
性
格
が
蔽
甥
さ
れ
る
。
第
一
、
そ
れ
は
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
あ

一
次
的
に
は
紳
の
内
な
る
イ
デ
ア
と
し
て
端
的
に
一
つ
の
叡
智
的
産
着
で
あ
り
、
第
二
次
的
に
の
み
人
間
の
知
識
と
な
り
得
る
。
第
二
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
　
へ

こ
の
叡
智
的
イ
デ
ア
は
そ
の
ま
ま
コ
個
の
無
限
な
る
イ
デ
ア
的
鄭
ち
叡
智
的
延
長
」
と
し
て
い
わ
ば
紳
の
本
質
を
な
す
。
第
三
、
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ

イ
デ
ア
的
延
長
は
被
造
物
（
物
鰹
）
の
存
在
、
お
よ
び
人
間
の
物
謄
認
識
の
原
型
と
し
て
紳
の
内
に
在
る
。
げ
れ
ど
も
存
在
の
秩
序
で
の

「
イ
デ
ア
」
と
認
識
の
秩
序
で
の
「
観
念
」
と
が
同
一
で
あ
り
得
る
た
め
に
は
、
認
識
論
の
存
在
論
的
根
管
が
示
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。

　
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
の
イ
デ
ア
説
の
重
大
な
特
色
は
、
そ
れ
が
善
美
等
の
煩
値
的
差
異
を
離
れ
て
い
か
な
る
固
有
の
内
容
も
性
質
も
も
た

ぬ
純
粋
な
量
に
還
元
さ
れ
た
黙
に
あ
る
。
こ
の
量
化
の
徹
底
と
し
て
の
等
質
一
様
な
る
イ
デ
ア
が
外
な
ら
ぬ
彼
の
叡
智
的
延
長
で
あ
る
。

だ
か
ら
叡
智
的
延
長
の
諸
部
分
は
「
ど
れ
も
皆
イ
デ
ア
と
し
て
同
一
の
本
性
で
あ
り
」
（
『
形
・
平
話
』
一
の
十
）
直
ち
に
物
農
の
イ
デ
ア
な

の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
元
來
「
神
の
本
質
と
は
そ
の
絶
封
的
存
在
で
あ
り
」
（
『
廻
田
の
探
究
』
黛
巻
二
部
六
章
）
、
イ
デ
ア
が
神
の
本
質
で

あ
る
の
は
被
造
物
の
可
能
的
欝
欝
の
原
理
郎
ち
原
型
と
し
て
の
み
で
あ
る
か
ら
、
イ
デ
ア
は
創
造
的
本
質
に
封
ず
る
諸
々
の
可
能
的
被
造

物
の
閣
係
の
表
現
と
し
て
ω
、
全
き
相
男
性
・
關
係
性
に
お
い
て
在
り
、
◎
、
唯
一
無
限
に
し
て
岡
時
に
多
数
で
あ
る
。
即
ち
紳
の
内
に

は
可
能
的
つ
ま
り
「
全
く
精
留
的
な
仕
方
で
し
（
購
五
章
）
個
物
の
イ
デ
ア
も
在
る
、
否
、
個
物
の
現
實
性
に
即
し
て
い
う
な
ら
特
に
偲
物

の
イ
デ
ア
が
存
在
す
る
と
い
っ
て
も
よ
い
の
で
あ
る
。

　
イ
デ
ア
の
量
化
は
第
一
に
存
在
論
の
認
識
論
的
愛
容
を
も
た
ら
し
、
第
一
一
に
観
念
と
イ
デ
ア
の
圃
一
化
を
可
能
に
し
た
。
い
っ
た
い
、

イ
デ
ア
を
原
型
と
し
て
現
實
に
存
在
し
得
る
個
物
が
釜
石
に
は
物
言
だ
け
で
あ
る
な
ら
、
我
の
存
在
は
可
能
的
創
造
の
原
理
に
は
含
ま
れ

て
い
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
事
實
そ
の
叢
り
で
あ
る
。
つ
ま
り
彼
は
嚴
密
に
墨
黒
的
な
確
實
な
認
識
は
我
に
内
的
直
接
的
な
精
神
に
つ
い

て
で
は
な
く
、
観
念
を
媒
介
と
す
る
外
な
る
物
的
世
界
に
爾
し
て
の
み
成
立
す
る
と
い
う
一
種
の
逆
読
を
固
執
す
る
の
で
あ
る
。
さ
て
個
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物
の
「
観
念
」
は
、
　
「
紳
鄭
ち
無
限
」
…
…
彼
は
屡
々
爾
者
を
等
超
す
る
一
の
一
般
観
念
（
岡
、
凱
俸
。
σ
q
曾
伽
邑
①
）
の
限
定
と
し
て
、
有

限
で
特
殊
的
（
欝
三
。
慈
酵
。
）
で
あ
る
。
げ
れ
ど
も
こ
れ
ら
特
殊
的
個
劉
的
な
即
ち
無
限
一
般
的
な
ら
ざ
る
観
念
は
、
同
時
に
普
遍
的

（
瓢
賢
一
く
O
鴨
。
ロ
O
圃
囲
0
）
で
必
然
的
で
あ
る
、
師
ち
客
観
的
實
在
性
を
も
ち
得
る
し
事
實
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
と
彼
は
い
う
の
で
あ
る
。
何
故
で
あ

ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
槻
念
と
は
第
一
に
同
質
化
つ
ま
り
量
化
の
徹
底
を
意
味
し
、
第
二
に
そ
れ
は
叡
智
的
延
長
に
お
い
て
在
る
か
ら
で
あ

る
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
い
ま
、
イ
デ
ア
即
ち
叡
智
的
延
長
の
第
一
の
性
格
は
表
現
性
つ
ま
り
閣
雲
煙
に
あ
る
。
部
ち
そ
れ
は
「
諸
々
の
無
封
空
聞
を
表
現
し
、

し
か
も
自
ら
は
如
何
な
る
室
間
も
占
め
ず
」
、
「
諸
々
の
物
騰
を
表
現
し
」
な
が
ら
も
そ
れ
自
身
は
「
い
か
な
る
場
所
も
占
め
な
い
」

（『

`
．
白
話
』
二
の
六
）
。
か
く
て
第
二
に
、
そ
れ
は
非
物
質
的
で
無
限
の
撞
が
り
で
あ
る
。
い
っ
た
い
、
藤
は
自
己
原
因
と
し
て
自
ら
に

よ
っ
て
存
在
し
原
型
を
も
た
な
い
、
或
は
、
彼
は
自
己
自
身
の
原
型
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
　
「
原
型
」
と
は
端
的
に
叡
智
的
イ
デ
ア
的
廷

長
の
他
何
物
も
意
味
し
得
な
い
の
な
ら
ば
、
自
ら
を
原
型
と
す
る
神
は
そ
れ
自
身
一
個
の
無
尽
な
る
廷
長
の
純
粋
現
乱
騰
な
い
し
は
叡
智

的
實
在
性
と
な
る
で
も
あ
ろ
う
。
紳
學
な
ら
ぬ
「
人
間
の
學
」
に
お
い
て
は
そ
の
通
り
で
あ
る
。
「
我
々
は
紳
を
一
個
の
砂
煙
（
イ
デ
ア
）

　
　
　
　
も
　
　
へ

に
よ
っ
て
認
識
す
る
」
、
し
か
し
「
紳
の
観
念
（
イ
デ
ア
）
が
紳
で
し
か
あ
り
得
な
い
の
は
有
限
な
る
何
物
も
無
二
を
表
現
で
き
な
い
か

ら
で
あ
る
」
（
『
ア
ル
ノ
ー
へ
の
答
欝
』
廿
四
章
三
飾
、
『
紳
商
論
』
八
三
頁
他
）
。
こ
う
し
て
、
無
限
と
有
限
、
紳
と
被
造
物
、
否
、
端
的
に
は

イ
デ
ア
粗
互
の
間
に
有
限
的
無
隈
的
な
る
表
現
關
係
が
成
立
す
る
。
し
か
も
イ
デ
ア
と
は
肇
な
る
量
と
し
て
全
く
無
内
容
で
あ
る
か
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

観
念
の
間
の
關
係
は
直
ち
に
数
量
書
係
と
し
て
現
れ
る
の
で
あ
る
。
イ
デ
ア
と
岡
じ
く
観
念
は
無
内
容
で
あ
っ
て
何
物
も
表
象
し
な
い
。

し
か
し
そ
れ
は
自
ら
如
上
の
表
現
關
係
の
項
と
し
て
無
数
の
諸
系
列
に
岡
時
に
属
し
か
く
て
我
々
に
物
騒
「
の
本
質
を
表
現
す
る
」
の
で

（
註
二
）

あ
る
（
『
キ
リ
ス
ト
教
封
誘
』
三
）
。
し
か
も
い
ま
、
「
紳
は
物
騰
に
劣
ら
ず
延
長
し
て
い
る
」
（
『
形
・
出
講
』
八
の
七
）
に
も
か
か
わ
ら
ず
依

然
と
し
て
「
物
灘
で
あ
る
よ
り
は
む
し
ろ
精
義
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
」
（
『
翼
理
』
三
魯
二
部
九
章
）
の
な
ら
ば
、
無
限
と
は
實
に
延
長
性

（
物
髄
）
と
精
神
性
の
統
一
で
あ
り
な
が
ら
し
か
も
な
お
精
神
性
に
止
ま
る
根
源
的
な
存
在
自
髄
に
外
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
、
第
一
に

　
　
　
　
ラ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ム
の
學
問
理
念
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
、
一
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折
ロ
墨
・
研
究
　
　
第
四
百
穴
十
騨
｝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
ニ

ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

無
限
な
る
叡
智
的
延
長
の
有
限
精
強
へ
の
内
在
が
可
能
と
な
り
、
第
二
に
紳
の
世
界
創
造
が
具
髄
的
に
了
解
さ
れ
得
る
。
い
ま
、
　
「
神
は

世
界
の
角
に
在
り
、
か
つ
無
隈
に
超
越
し
て
い
る
」
。
何
故
な
ら
、
「
世
界
が
紳
の
内
に
在
る
か
ら
こ
そ
紳
は
世
界
の
内
に
在
る
」
の
だ
か

ら
（
『
形
・
封
謡
』
八
の
七
）
。
こ
れ
が
マ
ル
プ
ラ
ン
シ
ュ
の
観
念
鼻
聾
論
ひ
い
て
は
自
然
の
機
械
論
の
唯
心
論
的
零
墨
で
あ
る
。
「
憐
れ
な

る
ス
ピ
ノ
ザ
」
（
『
キ
リ
ス
ト
教
的
省
察
』
九
の
＋
三
）
に
封
ず
る
彼
の
學
設
の
優
位
も
い
う
な
れ
ば
こ
の
黙
に
懸
っ
て
い
る
。

　
さ
て
、
自
然
學
の
第
二
の
基
礎
は
知
性
（
営
皆
。
注
σ
q
o
琴
。
）
の
本
質
と
永
遠
嬢
理
の
説
で
あ
る
。
ま
ず
、
紳
の
知
性
と
は
「
智
慧
」
に
存

す
る
。
「
紳
は
軍
に
智
慧
あ
る
の
み
か
智
慧
そ
の
も
の
で
あ
る
。
學
識
あ
る
に
血
ら
ず
端
的
に
學
間
で
あ
る
」
（
『
形
・
封
詣
』
八
の
＋
一
）
。

何
故
な
ら
、
紳
は
そ
の
存
在
に
お
い
て
よ
り
も
む
し
ろ
直
ち
に
「
永
遠
藁
理
で
あ
り
」
（
『
キ
リ
ス
ト
教
的
省
察
曝
四
の
六
他
）
、
「
眞
理
と
は

紳
で
あ
る
」
（
『
戯
事
』
勲
爵
二
部
穴
輩
）
の
だ
か
ら
。
つ
ま
り
、
員
理
は
「
創
造
さ
れ
ず
」
、
夕
立
に
し
て
「
一
切
の
事
物
を
超
越
し
」
、
「
そ

れ
自
身
に
よ
っ
て
蕊
で
あ
る
」
（
岡
上
）
、
託
ち
何
ら
の
基
準
も
必
要
と
し
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
て
掌
理
と
は
紳
の
智
慧
そ
の
も
の
で
あ

る
。
も
と
よ
り
紳
は
自
由
で
あ
る
が
、
し
か
し
紳
の
自
由
と
は
意
憲
の
無
限
性
・
無
調
約
性
に
で
は
な
く
却
っ
て
そ
の
智
慧
に
よ
る
絶
封

山
導
養
性
翻
．
ち
必
然
性
に
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
「
韓
の
智
慧
は
い
わ
ば
彼
を
無
力
た
ら
し
め
る
」
（
『
懲
然
お
よ
び
恩
寵
論
』
二
部
三
八
附

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

詑
）
に
し
て
も
、
し
か
し
か
く
て
こ
そ
學
閾
の
根
擦
は
確
保
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
曇
理
が
紳
の
意
志
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
の
な
ら
ば
、

「
も
は
や
話
本
の
學
問
は
在
り
得
な
い
で
も
あ
ろ
う
」
（
「
第
＋
解
明
」
）
。
さ
て
、
知
性
の
第
二
の
特
色
は
知
性
の
腿
質
化
に
あ
る
。
い
っ

た
い
、
人
闘
は
そ
の
存
在
の
根
抵
を
紳
に
有
す
る
か
ぎ
り
、
そ
の
掻
が
り
の
有
限
さ
を
除
い
て
は
紳
と
同
等
の
知
性
部
ち
認
識
能
力
を
も

ち
、
從
っ
て
紳
と
人
閣
と
で
見
ら
れ
る
員
理
は
全
く
同
一
で
あ
る
。
否
、
詳
密
に
い
う
な
ら
「
紳
が
私
の
晃
る
の
と
正
確
に
同
じ
員
理
を

晃
る
」
の
で
あ
る
（
『
形
・
封
話
』
八
の
＋
一
）
。
し
か
も
、
こ
の
嚢
理
が
直
ち
に
数
量
關
係
と
し
て
人
間
に
與
え
ら
れ
る
の
は
、
入
間
の
、

否
、
神
の
知
性
す
ら
そ
の
本
質
に
お
い
て
室
間
牲
の
能
力
だ
か
ら
で
あ
る
。
事
實
、
可
能
的
創
造
の
原
理
と
し
て
紳
が
駈
る
の
は
イ
デ
ア

の
数
量
的
表
現
醐
係
の
諸
鐙
系
で
あ
り
、
　
「
精
神
へ
の
叡
智
的
延
長
の
檬
々
な
適
用
」
（
同
一
の
十
）
に
よ
っ
て
我
が
見
る
の
も
そ
の
同
じ

諸
増
嵩
な
の
で
あ
る
。
實
在
そ
の
も
の
が
延
長
な
の
で
は
な
く
、
精
糖
的
な
る
地
歴
を
知
性
が
見
る
時
に
そ
れ
は
必
然
的
に
室
間
性
に
お
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ゐ
　
　
み

い
て
表
象
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
被
の
唯
心
論
の
認
識
論
的
傍
讃
で
あ
る
。
關
係
薦
理
は
「
何
ら
實
在
的
で
な
い
」
（
『
条
理
』
三
巻

二
部
六
葉
他
）
と
彼
が
時
に
い
う
の
も
か
か
る
箏
態
へ
の
配
慮
か
ら
と
思
わ
れ
る
。

　
自
然
學
の
第
三
の
基
礎
は
物
聡
論
と
感
魔
論
と
で
あ
る
。
い
っ
た
い
、
「
自
然
は
何
ら
抽
象
的
で
は
な
い
」
（
『
鹸
理
』
三
韓
一
部
四
章
）
。

事
俵
物
騰
は
現
驚
に
色
や
形
を
持
っ
て
存
在
し
、
そ
の
特
性
は
「
不
介
入
性
」
（
ぎ
葱
町
鳶
議
陣
猷
）
に
あ
る
（
『
形
簾
上
學
的
省
察
』
序
論

他
）
。
そ
れ
故
物
膿
は
我
々
の
感
魔
器
官
を
現
饗
に
燭
優
し
、
そ
れ
を
機
會
と
し
て
悟
性
（
知
性
）
は
か
く
て
い
わ
ば
感
性
化
さ
れ
た
「
叡

知
的
イ
デ
ア
」
を
直
観
つ
ま
り
認
識
す
る
。
そ
の
際
「
精
紳
は
無
限
を
完
全
に
認
識
出
來
な
い
」
（
『
醜
理
』
呼
率
】
都
賀
輩
嚇
節
）
、
蔀
ち
論

理
自
艦
の
絶
封
的
把
握
は
不
可
能
な
の
だ
か
ら
、
知
性
は
漸
進
的
ま
た
い
わ
ば
分
析
的
に
曇
理
自
禮
へ
際
限
な
く
近
ず
い
て
行
く
。
か
く

て
第
一
に
學
間
の
進
歩
が
明
確
に
意
味
づ
け
ら
れ
、
弛
方
科
學
的
認
識
の
暫
定
性
假
設
性
が
明
か
と
な
る
。
第
二
に
イ
デ
ア
と
観
念
と
の

微
妙
な
使
い
泣
け
は
科
學
的
世
理
の
登
見
に
お
い
て
は
常
に
鏡
敏
な
る
實
在
直
観
が
分
析
。
實
験
の
根
抵
に
潜
み
む
し
ろ
分
析
を
指
導
せ

ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
教
え
る
。
第
三
に
、
イ
デ
ア
は
原
國
で
あ
り
感
魔
窟
諸
性
質
を
俘
つ
た
現
賢
の
物
詣
は
そ
の
結
果
で
あ
る
か
ら
、
彼

の
學
問
理
念
は
結
果
に
よ
る
理
解
に
存
し
、
そ
の
方
法
は
デ
カ
ル
ト
の
書
葉
を
借
れ
ば
「
結
果
に
よ
っ
て
そ
の
原
因
を
検
討
す
る
」
（
「
第

二
答
辮
「
（
と
こ
ろ
の
綜
合
的
（
解
析
的
）
方
法
で
あ
る
。
そ
し
て
第
縢
に
、
い
わ
ば
素
朴
蟹
在
論
の
物
理
的
實
在
論
へ
の
深
化
は
数
學
的

自
然
學
の
．
成
立
根
擦
と
も
な
る
の
で
あ
る
。

　
第
四
の
基
礎
は
機
會
原
因
論
で
あ
る
。
い
っ
た
い
、
蓮
動
・
衝
突
と
は
物
艦
に
固
有
の
現
象
で
あ
り
、
物
騰
の
存
在
と
運
動
の
「
翼
黄

の
原
譜
」
が
紳
に
湯
立
な
い
こ
と
は
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
「
儒
仰
の
超
自
然
的
啓
示
」
お
よ
び
感
魔
の
「
自
然
的
啓
示
」
に
よ
っ
て
明
白
で

あ
る
。
し
か
し
「
一
切
の
精
密
科
學
は
幾
何
學
に
關
係
づ
け
ら
れ
得
」
ね
ば
な
ら
ず
（
『
貢
理
』
六
巷
一
部
観
照
）
、
し
か
も
な
お
學
の
本
質

は
結
果
の
綜
合
－
但
し
蹄
納
で
は
な
い
一
と
経
験
的
認
識
に
存
す
る
か
ら
、
か
か
る
啓
示
は
學
の
内
容
と
な
り
得
な
い
。
　
「
我
々
は

怠
癖
な
観
念
に
基
づ
い
て
の
み
推
論
せ
ね
ば
な
ら
な
い
」
の
で
あ
る
（
圏
）
。
し
て
み
る
と
、
自
然
學
の
封
象
と
は
も
つ
ば
ら
衝
突
前
後
に

お
け
る
二
紅
燈
の
蓮
強
姦
化
の
み
に
あ
る
。
こ
の
衝
突
が
彼
の
い
う
「
機
會
康
因
」
な
い
し
「
自
然
的
原
因
し
で
あ
り
、
こ
れ
を
機
會
と

　
　
　
　
ラ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ム
の
學
問
理
念
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
三



　
　
　
　
　
　
　
折
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百
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七
四

50
1
　
す
る
物
膿
の
距
離
關
係
の
蔓
立
の
数
的
表
示
が
自
然
法
則
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
蓮
無
法
鋼
に
時
間
が
介
入
す
る
鯨
地
は
な
く
、
固
有
の
意

　
　
味
で
の
力
學
は
成
立
し
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
註
一
　
紛
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ユ
に
は
デ
カ
ル
ト
の
そ
れ
に
比
肩
す
べ
き
濁
自
の
雄
大
な
自
然
暦
の
膿
系
は
無
い
。
從
っ
て
我
々
が
こ
こ
で
取
り
暴
げ
る
の

　
　
　
　
　
も
も
つ
ば
ら
原
理
的
な
問
題
に
關
し
て
の
み
で
あ
る
。
②
彼
に
は
幾
つ
も
の
矛
盾
し
た
開
張
が
有
り
、
揺
り
動
か
す
と
脆
く
も
崩
れ
去
る
部
分
も

　
　
　
　
　
少
く
な
い
。
だ
か
ら
、
巌
密
な
検
讃
に
酎
え
得
る
原
理
だ
け
が
本
辺
以
下
で
論
究
さ
れ
る
。
⑧
今
問
題
の
自
然
學
は
翌
翌
的
自
然
學
、
そ
れ
も
最

　
　
　
　
　
初
は
古
典
幾
何
學
で
後
に
解
析
的
（
解
析
幾
何
學
で
な
く
て
、
む
し
ろ
代
数
的
）
と
な
り
、
そ
れ
に
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
（
一
七
〇
四
年
、
　
「
私
は

　
　
　
　
　
も
は
や
デ
カ
ル
ト
學
徒
で
な
い
」
（
『
人
聞
延
性
新
論
』
第
一
巻
第
一
章
）
）
の
力
學
と
マ
リ
オ
ッ
ト
（
竃
鍵
δ
跨
。
）
夢
魔
の
賢
験
的
蓮
動
學
の
影
響

　
　
　
　
　
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
と
て
も
物
膿
の
衝
突
法
躍
の
改
訂
と
い
う
歴
史
的
興
味
以
上
の
も
の
を
我
々
に
與
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
註
二
　
彼
は
イ
デ
ア
的
一
盧
一
概
的
な
「
数
え
る
数
」
（
昌
O
導
ぴ
『
O
。
。
嵩
O
ヨ
び
圏
鎚
日
＄
）
と
棚
観
念
的
数
量
的
な
「
断
墜
え
ら
れ
る
数
」
（
嵩
O
ヨ
げ
憎
O
。
々
霞
O
ヨ
ぴ
『
詮
）
を
琶

　
　
　
　
　
甥
し
て
救
の
表
現
性
に
沸
す
る
興
味
あ
る
問
題
を
提
供
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
そ
れ
に
立
入
る
餓
裕
の
な
い
の
は
残
念
で
あ
る
。

（
四
）
　
入
間
の
自
由
　
　
門
翼
蟹
の
能
力
」

　
科
學
的
認
識
の
暫
定
性
は
人
間
を
し
て
騨
へ
の
絶
封
的
合
一
へ
と
志
向
せ
し
め
、
科
學
か
ら
宗
教
へ
超
越
す
べ
き
精
神
の
蓮
動
を
惹
き

起
す
機
會
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
宗
教
の
成
立
す
べ
き
理
由
が
あ
る
。
さ
て
、
科
學
と
は
身
畿
を
所
有
す
る
現
世
的
人
間
の
學
問
で

あ
り
、
身
騰
的
人
間
は
自
己
保
存
を
生
活
感
理
と
す
る
。
し
か
し
精
強
性
の
立
場
に
お
い
て
成
立
す
る
形
而
上
學
は
、
身
膿
性
の
脱
却
部

ち
自
己
否
定
の
努
力
と
し
て
宗
教
と
合
致
す
る
と
彼
は
い
う
の
で
あ
る
。
し
て
み
る
と
、
超
越
へ
の
努
力
は
實
は
基
礎
づ
け
へ
の
努
力
で

あ
る
。
し
か
も
そ
の
際
、
自
然
學
は
現
世
の
玄
関
と
歪
曲
を
目
的
と
す
る
首
際
的
な
學
問
で
は
な
く
、
出
來
得
べ
く
ん
ば
奨
畑
谷
の
絶
命

知
に
到
達
せ
ん
と
す
る
際
限
な
い
努
力
で
あ
る
。
こ
う
し
て
人
間
の
自
由
が
問
題
と
な
る
。
い
ま
、
自
然
學
の
究
極
の
基
礎
は
自
由
に
存

す
る
。
そ
れ
が
「
無
限
の
段
階
」
を
容
れ
得
る
こ
と
は
黒
め
注
意
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
（
『
自
然
お
よ
び
恩
寵
論
』
三
巷
一
章
＋
節
）
。

　
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
．
｝
の
主
要
な
蘭
心
が
貿
は
外
な
ら
ぬ
入
間
の
自
由
に
存
し
た
事
を
確
認
す
る
に
は
、
初
期
の
著
作
た
る
《
㌶
象
謬
弩
δ
蕊
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ヨ
簿
愚
び
蕩
5
二
2
》
（
一
六
七
六
年
推
定
）
と
晩
年
最
後
の
《
閃
驚
竃
臨
。
器
。
。
ξ
鑓
℃
竪
琴
。
臨
§
℃
ぴ
毬
5
琴
》
（
一
七
＝
一
年
）
を
参
照
す

れ
ば
よ
い
。
實
に
彼
の
學
的
努
力
は
、
紳
を
漉
す
こ
と
な
く
し
か
も
被
造
物
た
る
人
間
の
自
由
を
い
か
に
し
て
確
保
す
る
か
の
問
題
、
い

い
か
え
れ
ば
「
我
々
自
身
の
認
識
」
と
し
て
の
「
人
間
の
學
問
」
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
（
『
貢
理
』
序
文
）
。

　
さ
て
、
自
由
論
の
核
心
は
自
我
の
自
己
超
越
に
あ
る
。
一
艦
、
自
由
と
は
そ
の
嚴
密
な
意
味
に
お
い
て
、
意
志
の
厩
性
つ
ま
り
ひ
と
つ

の
在
り
方
で
は
決
し
て
な
く
、
か
え
っ
て
身
膿
的
基
礎
を
も
つ
意
志
の
自
然
必
然
性
に
齢
し
自
由
と
は
そ
れ
を
超
克
す
べ
き
ひ
と
つ
の
精

榊
能
力
と
し
て
、
導
者
は
全
く
封
立
す
る
概
念
で
あ
る
。
ま
ず
、
意
志
は
身
膿
性
に
お
い
て
在
る
か
ぎ
り
自
己
保
存
を
閉
的
と
し
、
具
膿

的
に
は
善
印
ち
快
一
般
へ
の
「
自
然
的
傾
向
」
と
し
て
登
動
ず
る
。
そ
れ
は
紳
の
「
不
断
の
刻
印
」
と
し
て
機
械
的
因
果
性
の
支
配
下
に

幽
し
、
原
理
的
に
は
萬
人
に
一
様
で
あ
る
（
『
薩
理
』
重
着
一
章
）
。
し
か
る
に
、
自
由
の
特
色
は
欄
人
差
と
段
贈
性
に
あ
る
（
『
自
然
・
恩
寵

論
』
三
．
一
．
十
）
。
自
由
の
第
一
段
階
は
、
意
志
の
一
般
性
に
基
づ
い
て
二
個
の
等
慣
値
な
る
特
殊
善
の
何
れ
か
一
方
を
「
選
卜
す
る
無

言
」
で
あ
る
（
『
形
蒲
上
學
的
省
察
』
＋
二
末
尾
）
。
い
う
な
れ
ば
そ
れ
は
、
心
身
の
「
紫
黒
」
（
o
o
羅
霧
℃
o
声
嚢
o
o
）
部
ち
並
行
驕
係
に
お
け

る
精
製
の
さ
さ
や
か
な
る
抵
抗
で
あ
る
。
第
二
段
階
は
身
膣
性
へ
の
反
逆
と
し
て
、
意
志
即
ち
「
精
神
の
自
然
的
言
動
」
に
委
し
て
同
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
つ

糟
紳
が
「
そ
の
同
意
を
差
擦
え
或
は
意
え
る
能
力
（
℃
o
鄭
く
9
鴎
）
」
（
『
前
目
論
』
八
）
即
ち
活
炭
の
自
律
で
あ
る
。
第
三
段
階
は
精
紳
の
身
繕

支
配
と
し
て
身
膿
性
の
克
服
を
意
味
す
る
。
即
ち
、
こ
の
「
二
選
的
」
（
『
第
一
解
明
』
）
で
「
内
的
實
在
的
」
な
る
「
翼
欝
の
能
力
」
（
『
車
掌

論
』
照
）
と
は
、
實
に
身
薩
を
所
有
す
る
具
腱
的
現
品
尊
人
閥
の
自
己
犠
牲
の
能
力
で
あ
り
、
か
く
て
こ
そ
入
問
は
騰
貫
主
の
恩
寵
に
よ
っ

て
「
永
遠
の
報
酬
に
輿
る
」
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
（
『
道
徳
論
』
一
部
＋
章
五
諦
）
。
心
身
爾
係
論
に
即
し
て
い
う
な
ら
ば
、
心
身
並
行

は
こ
こ
に
心
身
梱
閣
の
「
相
互
的
可
逆
的
作
用
」
に
超
克
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
同
＋
三
節
）
。

　
以
上
が
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
の
自
由
論
の
大
要
で
あ
る
。
い
ま
や
我
々
は
自
由
は
い
か
に
し
て
雲
間
の
基
礎
で
あ
る
か
を
決
定
せ
ね
ば
な

ら
ぬ
。
ま
ず
我
々
は
、
こ
の
精
紳
の
自
己
完
成
へ
の
蓮
動
が
常
に
身
燈
と
の
帰
詣
に
お
い
て
、
し
か
も
碧
羅
か
ら
の
離
脱
の
方
向
へ
で
は

な
く
逆
に
身
膿
へ
の
積
極
的
能
動
的
な
働
き
か
け
と
し
て
身
艦
支
配
へ
の
努
力
と
な
る
こ
と
に
注
意
し
よ
う
。
事
實
、
恩
寵
の
発
振
た
る

　
　
　
　
ラ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ム
の
學
問
理
念
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
五
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哲
聡
γ
研
究
　
　
櫨
昂
四
｝
細
山
ハ
十
簿
“
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
山
ハ

べ
き
人
間
と
は
純
粋
な
精
紳
で
は
決
し
て
な
く
、
身
腱
を
所
窟
す
る
具
膿
的
で
全
騰
的
な
人
間
で
あ
る
。
復
し
、
身
離
の
奪
厳
は
貰
に
身

禮
性
の
超
克
に
お
い
て
の
み
確
保
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
一
方
、
身
騰
と
は
物
品
で
あ
り
機
械
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
身
重
支
配
は
直

ち
に
技
術
と
結
び
つ
き
こ
こ
に
科
學
が
成
立
す
る
。
存
在
論
的
に
い
う
な
ら
ば
、
暴
騰
的
世
界
印
ち
観
念
の
安
食
的
世
界
は
自
我
の
自
己

超
越
の
一
契
機
と
し
て
、
克
服
さ
れ
精
紳
に
内
在
化
さ
る
べ
き
も
の
と
し
て
存
在
す
る
。
か
か
る
内
在
化
が
軍
扇
性
に
ま
で
高
め
ら
れ
無

隈
性
に
お
い
て
統
一
さ
れ
て
い
る
存
在
者
が
外
な
ら
ぬ
紳
撃
ち
無
隈
精
紳
で
あ
り
、
有
隈
精
紳
の
自
己
完
成
の
運
動
の
臼
的
で
あ
る
。

　
こ
れ
が
聖
女
の
い
わ
ば
形
而
上
學
的
基
礎
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
自
然
學
は
精
紳
の
道
具
で
あ
り
手
段
で
あ
る
。
そ
れ
は
や
が
て
超
越
さ

れ
て
道
徳
を
生
み
、
宗
教
と
な
っ
て
精
紳
は
自
ら
一
個
の
完
全
挫
に
質
す
る
で
あ
ろ
う
。
但
し
、
紳
へ
の
還
蹄
と
合
一
が
現
世
の
事
柄
で

あ
る
か
或
は
彼
岸
へ
の
信
仰
で
あ
る
か
は
亦
自
ら
携
の
問
題
で
あ
る
。

四
　
結

輩P減

　
以
上
の
論
究
に
よ
っ
て
我
々
は
、
學
問
と
方
法
に
節
し
て
二
つ
の
樹
照
的
な
型
の
思
想
を
晃
出
し
た
。
師
ち
、
一
つ
は
デ
カ
ル
ト
に
お

け
る
方
法
の
普
遍
性
の
思
想
で
あ
り
、
他
は
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
に
お
け
る
學
問
の
普
遍
妥
當
性
の
思
想
で
あ
る
。
ま
た
、
一
つ
は
デ
カ
ル

ト
の
分
析
的
方
法
と
原
因
に
よ
る
理
解
の
尋
問
理
念
で
あ
り
、
他
は
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
の
綜
合
的
方
法
と
結
果
に
よ
る
理
解
の
理
念
で
あ

る
。
さ
て
、
デ
カ
ル
ト
の
普
遍
學
の
普
遍
性
と
は
方
法
の
普
遍
性
で
あ
っ
て
も
學
問
の
普
遍
妥
當
性
で
は
決
し
て
な
い
。
他
方
、
マ
ル
ブ

ラ
ン
シ
ュ
に
お
け
る
學
問
の
普
遍
妥
嘗
性
と
は
實
は
自
然
學
の
そ
れ
で
あ
っ
て
學
聞
一
毅
の
そ
れ
で
は
な
く
、
從
っ
て
彼
の
方
法
は
決
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
）

て
普
遍
的
で
は
な
い
。
つ
ま
り
嚴
密
に
い
っ
て
、
何
れ
の
場
合
に
も
學
問
と
方
法
の
普
遍
性
は
購
時
に
果
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
問
題
の
困
難
は
ま
さ
に
こ
こ
に
あ
る
。
か
か
る
事
態
が
方
法
な
り
學
問
な
り
に
固
有
の
翻
約
で
あ
る
か
或
は
そ
の
哲
算
者
に
猫
特
の
性

格
で
あ
る
か
は
改
め
て
考
究
さ
る
べ
き
課
題
で
あ
り
、
そ
れ
は
亦
方
法
や
學
聞
に
よ
っ
て
何
を
意
味
す
る
か
に
も
依
る
の
で
あ
る
。

　
し
て
み
る
と
、
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
．
［
の
主
知
設
が
デ
カ
ル
ト
の
主
意
読
に
煙
し
て
、
果
し
て
ひ
と
つ
の
進
歩
で
あ
り
得
た
か
は
い
ま
な
お



容
易
に
決
し
難
い
問
題
で
あ
り
、
む
し
ろ
我
々
は
合
理
論
の
立
場
の
徹
底
と
い
う
以
上
の
断
案
を
こ
の
人
に
つ
い
て
差
控
え
る
べ
き
と
思

わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
と
に
か
く
、
十
七
浜
弓
の
古
典
的
理
性
の
哲
學
が
数
學
的
自
然
學
に
お
い
て
濁
特
の
成
果
を
繋
げ
な
が
ら
も
、
そ
の
自
然
認
識
が
實
は

道
徳
的
童
心
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
事
實
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
は
や
く
い
え
ば
道
徳
に
よ
っ
て
何
を
理
解
す
る
か
に
よ

っ
て
自
然
學
の
性
格
が
定
ま
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
何
れ
の
場
合
に
も
、
自
然
は
克
服
さ
れ
支
配
さ
る
べ
き
も
の
と
し
て
入
歯
に
與
え
ら

れ
る
こ
と
が
道
徳
理
念
に
よ
っ
て
根
擦
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
近
世
に
お
け
る
人
間
性
の
自
畳
と
い
う
こ
の
あ
ま
り
に
も
陳
腐
な
哲
學
史
の
常
識
の
、
薪
た
な
る
意
味
を
我
々
は
汲
み
取
ら
ね
ば
な
ら

ぬ
の
で
あ
る
。

　
註
　
第
三
の
意
味
の
普
遍
は
端
的
な
る
「
普
遍
」
で
あ
る
。
こ
れ
が
類
・
種
・
種
差
等
の
論
理
的
普
遍
な
ら
ぬ
全
き
量
と
し
て
關
係
の
普
遜
性
に
還
元

　
　
　
さ
れ
た
こ
と
は
既
に
蓮
べ
た
。
延
長
が
延
長
で
あ
る
う
ち
は
未
だ
心
像
で
あ
っ
て
、
そ
れ
の
軍
糧
概
念
は
全
き
關
係
を
内
容
と
す
る
の
で
あ
る
。
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瓦」，idるe　de　璽a　sc藍e！lee　du　】竃atiOMaiisme　au　17e　s豊色。夏e

　　　　　　　　　一Etudes　h1storique　et　critique　de　la　philosophie　de

　　　　　　　　　Descartes　et　de　Malebranche－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Par　Tadayoshi－Mishima．

　　1．．e　but　de　ce　traite　est　de　formuler，　par　1’examen　des　systemes　de　Des－

cartes　et　de　Ma工ebranche，1’id6e　de　la　sdcncc　au　siさcle　ciassi騨。．　Descartes

trouvait　le　fondement　de　sa　〈science　universelle＞　et　de　sa　m6thode　dans

i’unite　m6me　de　1’esprit　humain．　La　r6solution　de　d6trulre　tout　ce　qui　ne

〈se　pr6senteralt　clairement　et　distinctement　h　mon　esprit＞　nous　lmpose　un

effort　de　deuter，　c’est－i－dire，　d’analysex’　le　tout　jusqu’　au　fond．　Par　cet

effort　m6taphysique　nous　parvenons　h　1’unit6　de　1’esprit　d’une　part，　et　h

la　relativit6　de　1’6tendue　d’autre　part．　Sur　ce　base　se　construit　la　science

universelle　en　un　systeme　rationnel　complet．　La　m6thode　de　Descartes・

qui　est　celle　d’invention　se　montre　en　meme　temps　comme　une　m6thode

tout　h　fait　deductive．　Son　id6e　directrice　est　‘1’intelligibilit6　par　la　cause’．

　　Malebranche，　quoiqu’il　6tait　un　cart6s1en，　ne　se’consentit　a　1’6vidence　de

｝a　conscience　et　abandonnait　｝’inn6isme　de　son　ma2tre．　La　v6rit6　rat｛one｝le

ne　se　trouve　pour　lui　que　dans　le　monde　ext6rieur．　Elle　n’est　que　le・

rapport　quantitatif　de　1’6galit6　et　de　1’in6gallt6　entre　les　id6es．　La　sclence

v6rltable　se　restreint　a　la　physigue　proprement　dite，　dont　la　m6thode　est

caracteris6e　par　‘1’intelligibiiite　par　1’effet．’　Ce　n，’est　pas　une　connection

n6cessalre　a　priori　que　la　science　trouve，　mais　seulement　une　reiation

censtante　entre　les　ph6nomenes．
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