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最
初
に
、
少
し
私
事
を
語
る
こ
と
を
許
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
「
淫
欲
研
究
」
第
四
百
三
十
九
號
に
、
武
市
健
人
教
授
の
「
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
學
の
膿
系
と

性
格
」
と
い
う
論
文
が
あ
る
。
私
は
、
こ
の
論
文
か
ら
辮
謹
法
と
い
う
も
の
の
基
本
的
構
造
に
つ
い
て
賢
に
多
く
の
も
の
を
教
え
ら
れ
た
。
そ
の
後
の

私
の
閥
題
は
、
す
べ
て
こ
の
論
文
か
ら
出
て
き
た
も
の
だ
と
さ
え
思
っ
て
い
る
。

　
こ
の
論
文
に
よ
っ
て
辮
誰
法
と
い
う
も
の
を
、
一
驚
、
理
解
で
き
た
つ
も
り
だ
っ
た
が
、
最
近
に
な
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
疑
間
が
生
じ
て
き
た
。
武
市

教
授
と
は
、
総
理
、
ひ
ん
ぱ
ん
に
、
お
響
に
か
か
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
直
接
、
教
え
を
乞
う
の
が
當
然
で
あ
る
が
、
残
り
に
近
い
と
、
か
え
っ
て
そ

う
い
う
機
會
を
も
ち
に
く
い
も
の
で
あ
る
。
摩
稿
は
、
武
市
数
授
の
論
文
に
封
ず
る
私
の
疑
問
と
未
熟
な
私
の
考
え
と
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
「
哲
學
研
究
偏
と
い
う
公
器
に
、
灘
分
の
闘
題
を
掲
載
す
る
こ
と
に
は
賢
覧
を
感
じ
た
が
、
武
市
数
授
の
扱
っ
て
お
ら
れ
る
問
題
は
、
辮
謹
法
の
根

本
問
題
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
黙
で
許
し
て
い
た
だ
け
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

一

7玉9

　
近
枇
初
期
以
來
の
實
謹
主
義
が
近
世
科
學
を
生
み
、
近
世
科
攣
の
成
育
に
つ
れ
て
、
そ
の
母
胎
で
あ
る
護
憲
主
義
が
い
っ
そ
う
そ
の
搾

出
性
へ
の
要
求
を
銚
く
し
て
き
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
現
代
の
哲
學
は
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
い
ず
れ
も
そ
の
底
に
こ
の
欝

欝
鐙
法
の
論
理
的
構
造

ヅ
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哲
一
墨
・
研
究
　
　
傭
弟
㎜
閑
百
六
十
七
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

身
主
義
を
宿
し
て
い
る
。
實
謹
主
義
と
全
く
相
馬
立
す
る
よ
う
な
哲
學
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
封
決
を
通
し
て
影
響
を
受
け
て
い
る
と
云
う

こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
現
代
的
な
實
謹
主
義
の
最
も
尖
鏡
な
形
態
が
論
理
卑
属
主
義
と
か
、
分
析
哲
學
と
か
と
呼
ば
れ
る

も
の
で
あ
る
こ
と
も
知
ら
れ
て
い
る
遽
り
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
マ
ル
ク
ス
主
義
は
、
玉
響
、
少
く
と
も
暫
學
と
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
實
謹
主
義
と
は
、
へ
だ
た
っ
た
と
こ
ろ
に
立
つ
も

の
と
考
え
ら
れ
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。
確
か
に
、
マ
ッ
ハ
の
實
謹
主
義
に
醸
し
て
は
レ
ー
ニ
ン
の
は
げ
し
い
攻
撃
が
あ
り
、
現
代
の
論
理

翰
墨
主
義
や
分
析
哲
學
に
重
し
て
も
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
立
場
か
ら
き
び
し
い
批
鋼
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
批
鋼
ぶ
り
は
、
爾
…
者
の

間
に
、
な
ん
ら
蓮
じ
る
も
の
が
な
い
と
思
わ
せ
る
ほ
ど
の
も
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
、
マ
ル
ク
ス
、
レ
ー
ニ
ン
、
ス
タ
ー
リ
ン
を
通
っ
て
毛
澤
東
に
至
る
ま
で
の
辮
謹

法
哲
學
の
張
展
は
、
辮
鐙
法
と
い
う
形
態
の
中
で
の
實
謹
主
義
の
機
展
史
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
見
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
上
記
の
各
入
の
哲
學
的
立
場
を
明
瞭
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。

　
彼
等
の
哲
學
は
、
決
し
て
軍
な
る
マ
ル
ク
ス
の
租
蓮
で
は
な
く
、
科
學
の
畿
展
に
つ
れ
て
、
辮
謹
法
そ
の
も
の
を
科
學
的
な
も
の
へ
と

験
展
さ
せ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
現
代
の
マ
ル
ク
ス
主
義
が
、
あ
れ
ほ
ど
緊
密
に
、
自
然
科
學
や
呼
号
科
學

と
結
び
つ
き
う
る
の
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
そ
の
も
の
の
な
か
に
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
賢
謹
主
義
的
な
要
因
が
あ
る
か
ら
だ
と
思
う
。

畠

　
マ
ル
ク
ス
は
、
自
分
の
漁
舟
法
的
方
法
を
、
・
ヘ
ー
ゲ
ル
の
辮
忍
法
に
封
立
さ
せ
て
次
の
よ
う
に
云
っ
て
い
る
。

　
「
私
の
辮
謹
法
的
方
法
は
．
そ
の
根
本
に
お
い
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
方
法
と
異
っ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
正
反
封
で
あ
る
。
へ
！
ゲ

ル
に
と
っ
て
は
、
思
推
過
程
が
現
實
的
な
る
も
の
の
造
物
主
で
あ
っ
て
、
現
賢
的
な
る
も
の
は
、
思
惟
過
程
の
外
的
現
象
を
成
す
に
ほ
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
　
デ
　
く

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
彼
は
、
思
惟
過
程
を
、
理
念
と
い
う
名
稽
の
も
と
に
軍
立
の
主
膣
に
鐘
化
す
る
の
で
あ
る
。
私
に
お
い
て
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（
エ
）

は
、
逆
に
．
理
念
的
な
る
も
の
は
人
間
の
御
話
に
韓
移
し
、
礫
謬
さ
れ
た
物
質
的
な
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
。

　
マ
ル
ク
ス
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
辮
謹
法
を
原
理
的
に
逆
倒
し
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は
、
ロ
ゴ
ス
、
精
神
が
原
理
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス

に
お
い
て
は
、
物
質
が
原
理
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
マ
ル
ク
ス
は
明
ら
か
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
辮
謹
法
を
逆
倒
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
も
う
少
し
つ
き
進
ん
で
考
え
る
と
、
原
理
と
な
る
も
の
が
、
精
紳
か
ら
物
質
へ
と
攣
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
直
ち
に
辮

謹
法
の
論
理
的
溝
造
そ
の
も
の
が
愛
え
ら
れ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
も
云
え
る
。

　
そ
の
黙
に
つ
い
て
、
武
市
教
授
は
、
　
「
辮
謹
法
的
唯
物
論
は
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
學
を
逆
倒
し
た
も
の
だ
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
ヘ
ー
ゲ
ル

哲
學
を
自
然
と
封
害
す
る
精
紳
の
哲
學
と
し
、
唯
物
論
は
反
封
に
翼
然
の
哲
學
だ
と
せ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
精
神
の
立
場
に

立
つ
の
と
、
自
然
の
立
場
に
立
つ
の
と
は
正
反
封
で
あ
る
が
、
し
か
し
ヘ
ー
ゲ
ル
の
筆
意
は
軍
に
精
紳
の
哲
學
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ

れ
は
精
瀞
と
霞
然
と
の
根
本
の
原
理
で
あ
る
ロ
ゴ
ス
の
立
場
に
立
つ
も
の
で
あ
る
。
殊
に
そ
の
論
理
學
は
、
こ
の
爾
者
の
根
本
の
原
理
で

あ
る
ロ
ゴ
ス
（
論
理
）
の
原
購
を
叙
述
す
る
哲
學
で
あ
る
。
そ
の
勲
’
で
ば
唯
物
論
も
ロ
ゴ
ス
の
上
に
あ
る
。
そ
れ
故
に
唯
物
論
も
、
そ
れ

が
上
訴
法
的
で
あ
る
か
ぎ
り
で
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
ロ
ゴ
ス
と
薩
じ
ロ
ゴ
ス
の
原
理
の
上
に
立
つ
。
マ
ル
ク
ス
の
唯
物
論
が
辮
謹
法
を
へ
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

ゲ
ル
か
ら
纏
黙
す
る
所
以
が
、
そ
こ
に
あ
る
。
」
と
云
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
精
紳
の
哲
學
（
或
い
は
一
般
に
観
念
論
）
で
あ
れ
、
自
然
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

哲
學
（
ま
た
は
唯
物
論
）
で
あ
れ
、
そ
れ
が
合
理
的
で
あ
る
か
ぎ
り
、
こ
の
ロ
ゴ
ス
の
ワ
ク
内
を
越
え
る
も
の
で
は
な
い
」
と
も
あ
る
。

　
し
か
し
、
原
理
が
精
神
で
あ
る
か
、
物
質
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
、
ロ
ゴ
ス
の
性
格
は
、
や
は
り
大
き
く
攣
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
へ
1
ゲ
ル
に
お
け
る
ロ
ゴ
ス
（
紳
學
的
に
は
紳
）
に
つ
い
て
、
武
市
教
授
は
次
の
よ
う
に
云
わ
れ
て
い
る
。

　
「
そ
れ
故
に
、
　
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
學
の
原
理
が
一
般
に
動
的
で
あ
り
、
辮
謹
法
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
を
一
般
的
に
い
え
ば
、
あ

く
ま
で
も
「
欝
欝
し
が
原
理
で
あ
っ
て
、
そ
の
精
榊
が
そ
れ
自
舞
「
自
然
」
を
中
に
含
む
と
い
う
こ
と
に
よ
る
。
こ
れ
を
宗
教
的
に
い
え

ば
、
次
の
よ
う
に
い
っ
て
よ
い
。
自
然
は
本
馬
、
紳
に
背
く
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
自
然
は
そ
の
ま
ま
紳
の
中
に
い
だ
か
れ
て
い
る
。
霞

然
そ
れ
自
身
は
悪
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
悪
そ
の
も
の
が
そ
の
ま
ま
許
さ
れ
て
紳
の
中
に
統
一
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
む
し
ろ
肉
畜
が
悪

　
　
　
　
鎌
讃
法
の
論
理
的
構
造
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
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哲
學
碍
究
　
　
第
四
百
穴
十
七
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四

で
あ
る
と
い
う
こ
と
そ
の
こ
と
が
、
警
と
し
て
の
神
の
盤
界
の
中
に
含
ま
れ
、
神
の
中
に
統
一
さ
れ
て
い
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。
）
し
か
し
、
そ
の
こ
と

は
賢
は
自
然
そ
れ
自
身
は
や
は
り
悪
そ
の
も
の
と
し
て
善
に
心
立
す
る
も
の
を
も
っ
こ
と
を
葱
幽
す
る
。
し
か
も
、
そ
う
い
う
本
隊
の
封

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

立
を
紳
（
精
神
）
が
統
一
す
る
か
ら
こ
そ
、
淋
ま
た
は
精
紳
が
そ
れ
自
身
、
辮
讃
法
的
な
も
の
な
の
で
あ
る
」
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゐ
　
　
ゆ
　
　
ヤ
　
　
を
　
　
あ

　
「
…
…
へ
！
ゲ
ル
七
浦
の
こ
の
軸
元
（
繧
理
）
が
動
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
結
局
、
混
晶
肝
心
封
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し

て
い
る
。
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
は
ま
た
ク
リ
ス
ト
教
そ
の
も
の
、
そ
の
紳
の
本
命
も
つ
性
格
で
あ
る
と
い
い
得
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

瀞
が
紳
と
し
て
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
生
か
す
も
の
で
あ
り
、
ま
た
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
清
し
つ
く
す
も
の
と
し
て
絶
封
的
な
も
の
で
あ
り
な
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

ら
、
そ
れ
が
そ
の
中
に
自
然
を
封
立
者
と
し
て
も
っ
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
な
お
相
々
的
絶
封
を
脆
し
得
な
い
こ
と
で
は
な
い
の
か
。
」

　
ク
リ
ス
ト
教
の
原
理
を
背
景
に
も
ち
、
そ
れ
自
身
、
哲
學
的
雨
竜
で
あ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
學
に
お
い
て
は
、
確
か
に
、
直
方
で
は
自
然
は

紳
に
曹
く
も
の
で
あ
り
、
他
方
、
精
騨
は
ロ
ゴ
ス
ま
た
は
騨
で
あ
り
、
從
っ
て
そ
れ
繭
身
、
自
足
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
自
足
的
な
も
の

と
し
て
の
ロ
ゴ
ス
ま
た
は
紳
か
ら
、
い
か
に
し
て
鉱
油
に
移
行
し
う
る
か
。
ま
た
何
故
、
自
足
的
な
も
の
と
し
て
の
ロ
ゴ
ス
が
移
行
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
か
。

　
ク
リ
ス
ト
教
の
立
場
を
竪
持
し
よ
う
と
す
る
か
ぎ
り
、
騨
の
外
に
紳
と
封
偏
す
る
原
理
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
紳
に

背
く
も
の
と
し
て
の
宙
然
の
存
在
、
ま
た
罪
の
存
麗
も
否
定
し
え
な
い
の
は
事
實
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
紳
の
外
に
瀞
な
ら

ざ
る
原
理
を
認
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
原
理
（
露
然
）
も
結
燭
、
瀞
の
う
ち
に
あ
る
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
黙
で
、
　
ヘ

ー
ゲ
ル
の
哲
畢
は
、
ご
兀
論
で
あ
っ
て
、
二
元
論
で
あ
り
、
一
ご
兀
論
で
あ
っ
て
．
　
一
元
論
で
あ
る
。
三
元
は
始
元
と
し
て
繕
封
的
な
も
の

で
あ
る
と
と
も
に
悔
そ
の
中
に
自
然
を
封
立
者
と
し
て
も
つ
も
の
で
あ
り
、
從
っ
て
、
統
一
　
（
嘉
元
）
そ
の
も
の
が
動
的
、
過
程
的
で
あ

る
。
こ
こ
に
こ
そ
、
　
へ
…
ゲ
ル
の
辮
鐙
法
の
核
心
が
あ
る
。
こ
の
核
心
を
、
上
記
の
武
市
教
授
の
叙
述
ほ
ど
、
明
確
に
と
り
出
し
た
も
の

を
、
私
は
ほ
か
に
知
ら
な
い
。

　
し
か
し
、
唯
物
論
の
場
合
に
は
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
唯
物
辮
厳
法
も
ま
た
ロ
ゴ
ス
の
原
理
の
上
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。



　
　
　
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は
、
駕
篭
が
紳
で
あ
り
、
從
っ
て
自
足
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
自
足
的
な
紳
が
、
な
お
か
つ
動
的
で
あ
る
の
は
、

　
　
自
ら
の
中
に
自
ら
と
欝
立
す
る
原
理
を
も
つ
か
ら
で
あ
っ
た
。

　
　
　
唯
物
論
に
お
い
て
は
、
織
元
は
霞
然
ま
た
は
物
質
で
あ
る
。
も
し
唯
物
辮
謹
法
も
ヘ
ー
ゲ
ル
の
辮
謹
法
と
同
じ
構
造
を
も
つ
と
す
れ
ば
、

　
　
自
然
ま
た
は
物
質
は
自
足
的
で
あ
り
、
自
足
的
で
あ
り
な
が
ら
、
自
ら
の
中
に
自
ら
と
封
心
す
る
原
理
（
こ
の
場
合
は
ロ
ゴ
ス
）
を
含
む
こ

　
　
と
に
よ
っ
て
動
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
　
　
物
質
は
自
足
的
で
あ
る
か
。
自
足
的
と
か
、
自
足
的
で
な
い
と
か
は
．
ロ
ゴ
ス
に
つ
い
て
、
ま
た
は
紳
に
つ
い
て
云
わ
れ
る
こ
と
で
は

　
　
な
か
ろ
う
か
。
紳
は
十
全
な
も
の
と
し
て
自
足
的
で
あ
ろ
う
。
十
全
な
神
が
、
な
お
か
つ
動
的
な
の
は
、
自
ら
の
中
に
封
立
者
を
も
つ
か

　
　
ら
と
云
う
こ
と
は
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
物
質
に
つ
い
て
十
壼
で
あ
る
と
か
、
自
足
的
で
あ
る
と
か
云
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
更
に
、

　
　
そ
の
自
足
的
な
物
質
が
動
的
で
あ
る
の
は
、
自
ら
の
内
に
封
立
者
と
し
て
の
ロ
ゴ
ス
を
含
む
か
ら
と
云
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
物
質
に
つ
い

　
　
て
自
足
的
と
い
う
こ
と
を
云
お
う
と
す
れ
ば
、
物
質
は
霞
ら
動
く
も
の
と
し
て
自
足
的
と
で
も
云
う
ほ
か
は
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
　
唯
物
論
は
、
紳
で
も
な
く
、
ま
た
紳
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
る
の
で
も
な
い
、
自
ら
動
く
物
質
を
原
理
と
し
て
は
じ
め
て
唯
物
論
と
な
る
の

　
　
で
は
な
か
ろ
う
か
。
唯
物
論
は
、
自
己
の
内
に
で
あ
ろ
う
と
、
外
に
で
あ
ろ
う
と
、
自
己
と
絶
封
に
留
立
す
る
も
の
と
し
て
の
ロ
ゴ
ス
を

　
　
許
さ
な
い
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
が
で
き
る
と
こ
ろ
に
、
紳
、
ロ
ゴ
ス
．
精
紳
を
原
理
と
す
る
観
念
論
と
の
ち
が
い
が
あ
る
の
で

　
　
は
な
か
ろ
う
か
。

　
　
　
武
市
教
授
は
、
他
の
場
所
で
「
唯
物
辮
繋
舟
は
云
う
ま
で
も
な
く
、
ヘ
ー
ゲ
ル
癖
奏
法
が
精
紳
ま
た
は
理
念
を
原
理
と
し
た
の
と
反
勤

　
　
に
、
物
質
ま
た
は
自
然
を
原
理
と
し
、
そ
れ
が
鐸
謹
法
的
蓮
動
を
な
す
と
す
る
辮
製
法
を
云
う
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
に
は
費
際
は
非
常

　
　
に
む
つ
か
し
い
哲
聖
上
の
閾
題
が
伏
在
し
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
煎
羅
遡
に
は
物
質
ま
た
は
自
然
が
重
弁
法
的
駆
動
を
す
る
と
云
え
ば
自

　
　
明
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
る
が
、
物
質
ま
た
は
蔭
然
が
そ
れ
だ
け
で
は
蓮
算
し
な
い
も
の
だ
と
い
う
こ
と
は
哲
學
上
の
根
本
諮
提
だ
か
ら

　
　
　
（
6
）

　
　
で
あ
る
」
と
愛
わ
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

237
　
　
　
　
　
　
欝
謹
法
の
論
理
的
構
造
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
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哲
一
學
研
究
　
　
第
四
百
六
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七
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
穴

　
し
か
し
唯
物
辮
讃
法
が
從
來
の
靴
墨
と
決
定
的
に
違
う
黙
は
、
こ
の
物
質
そ
の
も
の
が
自
己
蓮
動
を
す
る
と
い
う
前
提
に
敢
え
て
立
つ

た
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
自
己
運
動
で
あ
れ
、
何
で
あ
れ
、
蓮
動
ず
る
以
上
は
、
ロ
ゴ
ス
の
原
理
の
上
に
あ
る
と
い
う
の
で

は
、
唯
物
論
の
唯
物
論
と
し
て
の
特
性
を
見
落
す
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
も
っ
と
も
、
唯
物
辮
謹
法
も
、
物
質
の
蓮
動
の
合
理
性
、
法
則
性
を
響
く
。
む
し
ろ
唯
物
辮
製
法
こ
そ
物
質
の
合
理
性
を
明
確
に
強
く

主
張
す
る
立
場
で
あ
る
と
さ
え
云
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
武
市
教
授
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
「
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
蓮
語
の
中
に
原
理
を
見
る
へ
…
ゲ
ル
の
行
き
方
を
批
判
し
、
そ
れ
は
紳
を
述

語
と
し
な
が
ら
、
そ
の
述
語
を
逆
に
主
語
と
し
て
い
る
キ
リ
ス
ト
教
の
原
理
の
哲
學
的
基
礎
づ
け
だ
と
し
て
哲
學
的
紳
學
と
冤
、
元
來
は

主
語
こ
そ
箭
心
の
も
の
で
あ
り
、
本
來
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
若
い
マ
ル
ク
ス
と
エ
ン
ゲ
ル
ス
と
は
、
こ
の
主
張
に
感

激
し
、
　
輔
時
は
熱
心
な
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
徒
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
こ
の
主
語
を
全
く
の
自
然
と
見
、
裸
の
非

合
理
的
自
然
と
晃
た
た
め
に
、
そ
こ
に
は
蓮
動
は
な
く
な
り
、
辮
謹
法
は
な
く
な
っ
た
。
ま
た
歴
史
も
な
い
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
。
そ
こ
で
マ
ル
ク
ス
は
、
こ
の
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
赤
裸
々
な
、
羅
な
る
自
然
の
領
域
か
ら
一
歩
へ
！
ゲ
ル
の
ロ
ゴ
ス
の
蕊
に
遽

却
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
然
、
物
質
そ
の
も
の
が
そ
の
中
に
ロ
ゴ
ス
を
含
む
も
の
と
な
り
、
物
質
と
し
て
の
主
語
そ
の
も
の
が
そ
の
中
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

述
語
を
も
つ
こ
と
に
な
っ
て
、
辮
讃
法
を
も
つ
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
っ
た
。
郎
ち
、
そ
こ
に
唯
物
辮
謹
法
が
生
れ
た
の
で
あ
る
」
と
云

わ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
マ
ル
ク
ス
が
物
質
の
合
理
性
の
立
場
に
立
ち
え
た
の
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
ロ
．
コ
ス
の
薦
に
、
一
歩
邊
却
し
た
と
遵
う
よ
り
は
、

物
質
一
元
の
唯
物
論
の
方
へ
前
進
し
た
と
は
云
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
と
い
う
の
は
、
現
今
の
世
界
が
異
動
し
、
登
漏
し
て
い
る
の
は
疑
い
え
な
い
事
實
で
あ
る
。
こ
の
事
實
を
前
に
し
て
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ

ッ
ハ
が
物
質
を
箪
に
欝
的
な
も
の
と
見
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
蓮
動
の
原
理
を
物
質
の
外
の
ど
こ
か
に
求
め
た
も
の
と
し
て
、
ま
だ
唯
物

論
以
前
の
自
然
主
義
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
マ
ル
ク
ス
は
フ
褄
・
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
自
然
主
義
を
、
蓮
動
ず
る
物
質
そ
の
も
の
の
方
向
へ



　
　
越
え
た
の
で
は
な
い
か
。
即
ち
、
物
質
は
、
物
質
と
戴
立
す
る
ロ
ゴ
ス
を
含
む
か
ら
合
理
的
で
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
物
質
を
認
識
す
る

　
　
頭
騒
も
物
質
で
あ
る
か
ら
合
理
的
な
の
で
あ
る
。
麹
己
蓮
動
ず
る
物
質
の
動
き
方
は
、
同
じ
物
質
で
あ
る
頭
脳
の
働
き
方
と
穣
本
的
に
は

　
　
歩
調
を
一
に
す
る
は
ず
で
あ
る
。
自
己
蓮
動
ず
る
物
質
の
動
き
方
が
、
同
じ
歩
調
で
働
く
頭
脹
に
反
映
さ
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
合
理
的
と

　
　
意
識
さ
れ
る
。
そ
れ
が
唯
物
論
に
お
け
る
合
理
性
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
從
っ
て
、
唯
物
論
に
お
い
て
も
、
ロ
ゴ
ス
と
い
う
こ
と
が
云

　
　
え
る
と
し
て
も
、
そ
の
ロ
ゴ
ス
は
へ
…
ゲ
ル
哲
學
に
お
け
る
よ
う
に
、
自
然
を
越
え
た
も
の
で
は
な
く
、
物
質
一
元
の
申
で
云
わ
れ
る
よ

　
　
う
な
ロ
ゴ
ス
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
、
物
質
の
自
己
蓮
動
と
し
て
と
ら
え
る
と
い
う
こ
の
簡
明
で
、
し
か
も
革
命
的
な
前
提
に
立
つ
と
こ
ろ
に
唯
物
熱
讃

　
　
法
の
、
從
來
の
全
西
洋
哲
學
史
に
醤
す
る
封
決
が
あ
っ
た
と
は
云
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
な
ぜ
物
質
は
語
聾
運
動
す
る
か
。
そ
の
黙
に
つ
い
て
唯
物
論
奢
は
、
も
っ
と
読
明
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
武
市
教
授
の
か
ね
が
ね
の
要

　
　
求
は
も
っ
と
も
で
あ
る
。
し
か
し
、
唯
物
論
者
に
代
っ
て
答
え
る
な
ら
ば
、
恐
ら
く
そ
れ
は
、
も
は
や
翠
に
理
論
的
に
直
明
す
る
こ
と
も
、

　
　
謹
明
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
前
提
で
あ
り
、
い
っ
さ
い
の
理
論
、
い
っ
さ
い
の
哲
學
が
そ
の
上
に
建
て
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
前
提
だ
と
い

　
　
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
箪
な
る
理
論
の
問
題
で
は
な
く
、
画
商
的
に
把
握
さ
る
べ
き
前
提
で
あ
る
。
更
に
、
そ
れ
は
い
つ

　
　
さ
い
の
科
學
言
意
究
の
基
礎
に
置
か
れ
て
い
る
前
提
で
あ
り
、
ま
た
逆
に
科
學
的
研
究
の
成
果
に
よ
っ
て
裏
づ
け
ら
れ
つ
つ
あ
る
前
提
で

　
　
あ
る
。

　
　
　
こ
の
自
己
蓮
動
ず
る
物
質
と
い
う
前
提
が
、
い
っ
さ
い
の
理
論
に
先
立
つ
賢
践
的
な
前
提
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
師
ち
前
提
の
前
提
性

　
　
に
つ
い
て
は
、
マ
ル
ク
ス
宙
身
の
著
作
の
中
に
は
、
明
確
な
記
蓮
が
な
い
。

　
　
　
し
か
し
、
レ
ー
ニ
ン
に
お
い
て
は
．
自
己
蓮
動
ず
る
物
質
と
い
う
概
念
は
、
言
書
的
に
把
握
さ
れ
る
「
物
質
の
哲
學
的
概
念
」
と
し
て

　
　
明
確
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
彼
の
「
唯
物
論
と
繧
験
批
鋼
論
」
の
主
題
は
、
こ
の
よ
う
な
物
質
概
念
か
ら
の
経
験
批
詩
論
批
制
で
あ
る
。

　
　
彼
の
い
わ
ゆ
る
「
物
質
の
哲
學
的
概
念
」
は
、
ル
フ
ェ
ー
ブ
ル
（
鵠
Φ
切
噌
一
　
】
U
③
隔
α
げ
く
H
①
）
も
云
う
よ
う
に
、
公
準
（
℃
＄
銭
亙
）
で
あ
り
、

窺　
　
　
　
　
　
辮
謹
法
の
論
理
的
構
邉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
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哲
墨
・
硯
究
　
　
第
需
四
冨
穴
∴
1
♪
U
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

必
要
に
し
て
謹
明
な
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
科
學
的
な
ら
び
に
哲
學
的
概
念
の
基
礎
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
何
よ
り
も
具
謄
的

に
人
間
の
自
然
に
封
ず
る
カ
を
表
現
し
う
る
も
の
と
し
て
、
人
間
的
生
成
や
認
識
の
金
膿
の
レ
フ
レ
ク
シ
オ
ン
へ
漸
増
的
に
参
入
し
て
く

　
　
　
　
（
9
）

る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
科
學
的
研
究
の
基
礎
に
あ
る
も
の
と
し
て
、
物
質
に
臥
す
る
隠
蟹
的
硯
究
が
ど
の
よ
う
な
成
果
を
あ
げ
よ
う

と
も
．
そ
れ
に
よ
っ
て
害
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
哲
學
的
公
準
で
あ
り
、
科
學
的
研
究
に
よ
っ
て
は
永
久
に
完
全
に
は
明
か
す
こ
と
の
で
き

な
い
欝
標
で
あ
り
、
ま
た
從
っ
て
、
ど
の
時
期
の
科
學
的
研
究
の
成
果
を
も
内
に
含
む
こ
と
が
で
き
、
方
向
を
與
え
る
こ
と
の
で
き
る
も

の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
物
質
の
哲
學
的
概
念
は
、
物
質
の
科
學
的
概
念
で
も
あ
る
。

　
「
ロ
ゴ
ス
」
を
始
一
州
と
す
る
へ
…
ゲ
ル
か
ら
、
自
己
暴
動
す
る
物
質
と
い
う
前
提
に
立
つ
た
マ
ル
ク
ス
を
遽
っ
て
、
そ
の
前
提
を
今
戸

的
公
準
と
し
て
と
ら
え
、
そ
の
哲
學
的
公
準
を
科
學
と
媒
介
さ
せ
た
レ
ー
ニ
ン
に
至
る
辮
謹
製
の
蛮
展
は
、
辮
製
法
と
い
う
形
態
の
中
で

の
賢
鐙
主
義
の
二
上
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
唯
物
論
謹
法
が
、
現
代
科
學
を
内
に
容
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
辮
謹

法
自
身
が
實
艶
態
と
な
り
、
ま
た
逆
に
、
押
字
法
そ
の
も
の
が
實
謹
的
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
っ
そ
う
科
學
と
の
つ
な
が
り
を
密
接

に
し
て
き
た
と
は
云
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

三

　
唯
物
辮
射
法
が
、
科
學
を
容
れ
う
る
も
の
と
な
っ
た
の
は
、
唯
物
論
を
哲
畢
的
公
準
と
し
て
立
て
た
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
い
。

　
武
市
教
授
の
云
わ
れ
る
よ
う
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
學
は
（
ロ
ゴ
ス
ー
自
然
i
精
紳
）
の
構
造
を
も
ち
、
唯
物
論
は
、
（
自
然
！

精
紳
一
物
質
）
の
溝
…
造
を
も
つ
。

　
そ
の
際
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
（
ロ
ゴ
ス
ー
自
然
－
精
神
）
の
中
の
（
自
然
ー
ー
精
紳
）
の
過
程
と
、
唯
物
論
の
中
の
（
自
然
一
精
紳
）

と
の
過
程
と
は
、
現
在
の
自
然
科
學
に
よ
っ
て
、
實
際
の
計
量
史
と
合
致
す
る
こ
と
が
實
謹
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
郎
ち
、
自
然
、
或
い
は
物

質
の
書
展
の
あ
る
竣
階
に
お
い
て
、
生
命
が
、
更
に
は
精
紳
が
登
生
し
た
こ
と
は
、
現
代
の
自
然
科
學
の
成
果
か
ら
見
て
、
今
後
い
っ
そ



　
　
う
詳
細
に
跡
づ
け
ら
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
　
（
自
然
i
精
紳
）
の
過
程
そ
の
も
の
が
罵
倒
さ
れ
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

　
　
　
た
だ
、
　
ヘ
ー
ゲ
ル
の
場
合
は
、
そ
の
（
自
然
一
精
融
）
が
、
（
ロ
ゴ
ス
i
自
然
一
精
紳
）
の
後
段
で
あ
り
、
從
っ
て
、
（
自
然
ー
ー

　
　
精
紳
）
の
登
展
は
、
ロ
ゴ
ス
の
申
に
あ
り
、
ロ
ゴ
ス
そ
の
も
の
の
展
開
で
あ
る
の
に
封
し
て
、
唯
物
論
の
場
合
は
、
上
述
の
よ
う
に
端
的

　
　
に
、
（
自
然
一
1
－
精
紳
）
の
過
程
で
あ
る
。
從
っ
て
唯
物
論
に
お
い
て
は
、
始
元
で
あ
る
「
物
質
し
か
ら
精
榊
へ
の
展
開
は
、
こ
れ
を
科
學

　
　
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
科
學
そ
の
も
の
で
あ
り
、
科
學
以
上
の
も
の
、
形
而
上
學
を
必
要
と
し
な
い
。
唯
物
論
と
い
う
哲
學
的
公
準
は
、

　
　
内
實
か
ら
見
れ
ば
自
然
科
學
で
あ
る
。
唯
物
論
と
い
う
哲
學
は
、
科
學
か
ら
始
ま
り
、
科
學
は
、
唯
物
論
を
基
礎
と
す
る
。

　
　
　
こ
れ
に
封
し
て
、
へ
…
ゲ
ル
に
お
い
て
は
、
そ
の
（
自
然
i
精
藤
）
の
科
學
的
過
程
が
、
ロ
ゴ
ス
の
中
で
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
が
、

　
　
そ
の
（
ロ
ゴ
ス
…
1
幽
一
締
）
の
登
展
は
、
思
数
的
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
上
…
述
の
よ
う
に
自
足
的
な
ロ
ゴ
ス
と
自
然
と
は
絶
封
に
封
立

　
　
す
る
も
の
で
あ
り
、
．
こ
の
よ
う
に
傘
立
す
る
二
元
の
、
ロ
ゴ
ス
に
よ
る
統
一
は
、
も
は
や
科
畢
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
思
辮
に
よ
る
ほ
か

　
　
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
も
っ
と
も
、
こ
こ
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
早
々
の
（
自
然
一
精
紳
）
の
過
程
を
自
然
科
學
的
過
程
と
云
っ
た
が
、
そ
れ
は
決
し
て
、
へ
ー
ゲ

　
　
ル
の
自
然
哲
學
が
自
然
科
學
で
あ
っ
た
と
云
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
ロ
ゴ
ス
を
窯
元
と
す
る
へ
…
ゲ
ル
の
自
然
哲
學
は
、
あ
く
ま
で
も

　
　
霞
然
哲
學
で
あ
っ
て
科
學
で
は
な
い
。
こ
こ
で
云
い
た
い
こ
と
は
、
現
代
の
自
然
科
學
の
成
果
の
上
に
立
ち
、
科
學
的
で
あ
る
こ
と
を
標

　
　
ぼ
う
す
る
現
代
唯
物
論
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
（
霞
然
一
精
憩
）
の
過
程
は
、
自
然
科
學
的
に
解
明
し
う
る
過
程
で
あ
る
と
い
う
こ
と

　
　
で
あ
る
。
逆
に
云
え
ば
、
（
ロ
ゴ
ス
ー
自
然
）
の
過
程
は
、
科
學
的
に
は
無
意
味
で
あ
り
、
思
辮
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
ま
た
、
隔
じ
喉
物
論
で
あ
っ
て
も
、
マ
ル
ク
ス
の
場
合
、
（
自
然
一
精
紳
）
の
過
程
が
、
果
し
て
軍
に
霞
然
科
學
的
過
程
と
し
て
意

　
　
識
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
當
時
の
膚
然
科
畢
の
水
準
か
ら
見
て
、
無
機
物
質
か
ら
有
機
物
質
へ
の
験
展
に
つ
い
て
は
十

　
　
分
な
賢
謹
的
な
裏
づ
け
は
な
か
っ
た
。
少
く
と
も
、
（
霞
然
－
精
紳
）
の
磯
展
過
程
に
つ
い
て
の
嘗
時
の
科
學
的
読
明
の
申
に
は
、
ま

　
　
だ
さ
ま
ざ
ま
な
雰
科
學
的
・
思
辮
的
要
素
が
混
在
し
て
い
た
。
根
本
的
に
は
、
自
然
科
學
的
に
解
明
さ
れ
う
る
過
程
で
あ
る
と
い
う
見
通

剛

　
　
　
　
　
　
辮
謹
法
の
論
理
的
雛
造
九
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〇

し
は
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
マ
ル
ク
ス
の
物
質
概
念
に
は
、
ま
だ
ド
イ
ツ
槻
念
論
の
物
質
概
念
の
名
残
り
を
踏
出
す
こ
と
は
で
き
る
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
例
え
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
マ
ル
ク
ス
の
（
自
然
一
精
紳
）
の
過
程
の
理
解
が
思
辮
的
で
あ
っ
た
か
ら

で
は
な
く
、
嘗
時
の
自
然
科
學
の
水
準
に
由
來
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
エ
ン
ゲ
ル
ス
か
ら
レ
ー
ニ
ン
に
至
る
と
、
（
自
然
一
－
温
麺
）
の
過
程
は
明
瞭
に
自
然
科
學
に
よ
っ
て
實
謹
さ
れ
た
も
の
、
或
い
は
今

後
ま
す
ま
す
詳
細
に
實
謹
さ
れ
て
行
く
に
ち
が
い
な
い
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
霞
然
辮
謹
法
は
自
然
科
學
の
成
果
に
よ
っ
て
樫
威

づ
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
に
し
て
も
、
自
然
細
謹
法
が
自
然
科
學
の
成
果
を
先
取
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
い
っ
そ
う
確
實
な
公
準
に
な
る

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
唯
物
辮
謹
法
は
、
唯
物
論
を
軍
な
る
ド
グ
マ
と
し
て
で
は
な
く
、
費
践
的
な
要
請
と
し
て
、
ま
た
は
科
學
的
な
賢
践
の
公
準
と
し
て
立

て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
わ
ば
科
學
と
岡
じ
畠
登
黙
を
も
ち
、
自
然
科
動
的
な
進
化
の
過
程
を
そ
の
ま
ま
自
己
の
内
に
容
れ
る
こ
と
が
で

き
、
早
世
辮
騒
騒
は
實
質
的
に
は
自
然
科
學
と
一
つ
に
な
っ
た
。
へ
…
ゲ
ル
の
辮
謹
法
の
よ
う
に
、
科
學
的
認
識
を
哲
學
的
認
識
よ
り
も

一
段
ひ
く
い
認
識
と
見
な
し
た
り
、
或
い
は
む
し
ろ
曇
の
認
識
と
晃
な
さ
な
い
立
場
に
く
ら
べ
て
、
唯
物
辮
謹
法
が
き
わ
め
て
實
謹
主
義

的
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

、

　
上
身
の
よ
う
に
唯
物
辮
漁
法
は
「
自
己
蓮
動
ず
る
物
質
」
を
始
元
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
科
學
を
そ
の
ま
ま
容
れ
る
こ
と
の
で
き
る

も
の
と
な
り
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
以
後
の
自
然
辮
鐙
法
は
欝
質
的
に
は
自
然
科
學
そ
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
精
選
を
原
理
と
し
た
ヘ
ー
ゲ
ル

に
封
し
て
、
自
己
蓮
動
ず
る
物
質
を
原
理
と
し
た
唯
物
論
は
、
そ
の
徽
で
暫
學
と
科
學
と
の
閥
に
、
從
來
の
ど
の
哲
學
か
ら
も
望
ま
れ
な

か
っ
た
通
路
を
ひ
ら
い
た
と
云
え
る
。

　
こ
の
よ
う
に
護
照
を
原
理
と
す
る
か
、
物
質
を
原
理
と
す
る
か
と
い
う
始
元
の
問
題
は
、
云
う
ま
で
も
な
く
根
本
的
な
問
題
で
あ
る
が
、



　
　
始
元
の
等
化
は
、
不
可
避
的
に
煮
繭
の
方
法
の
全
膿
に
影
響
を
興
え
る
。
唯
物
辮
謹
法
は
、
へ
…
ゲ
ル
辮
説
法
の
始
元
を
物
質
に
攣
え
た

　
　
こ
と
に
よ
っ
て
、
辮
謹
法
と
い
う
論
理
の
構
造
を
大
き
く
愛
え
た
と
云
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
或
い
は
む
し
ろ
唯
物
辮
解
法
は
へ
一

　
　
ゲ
ル
辮
謹
法
の
渋
塗
を
愛
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
論
理
構
造
を
愛
え
た
か
ら
こ
そ
、
上
…
遮
の
よ
う
に
ヘ
ー
ゲ
ル
辮
尊
長
の
中
に
は
そ
の
ま

　
　
ま
容
れ
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
科
學
を
容
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
　
　
始
元
の
攣
化
に
俘
う
論
理
構
造
の
愛
化
の
第
一
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
辮
謹
法
と
唯
物
辮
謹
法
と
に
お
懸
る
「
襲
爵
の
意
味
」
の
ち
が
い
で
あ

　
　
る
。

　
　
　
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は
、
ロ
ゴ
ス
が
始
元
で
あ
り
、
そ
の
始
元
は
自
足
的
な
も
の
で
あ
る
。
自
然
は
そ
の
よ
う
な
良
足
的
な
始
元
の
封

　
　
立
物
で
あ
る
。
從
っ
て
．
爾
考
は
、
言
葉
の
最
も
蔽
密
な
意
味
に
お
い
て
矛
駕
す
る
。
印
ち
、
全
く
封
費
す
る
爾
者
が
共
に
嘉
元
で
あ
る

　
　
こ
と
を
主
張
す
る
。
爾
者
が
共
に
二
元
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
の
で
な
け
れ
ば
始
冗
の
封
立
物
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
も
へ

　
　
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
惑
者
が
一
方
に
よ
っ
て
、
輿
然
が
ロ
ゴ
ス
に
よ
っ
て
統
一
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
統
一
は
文

　
　
字
通
り
矛
盾
の
統
一
、
絶
封
に
封
立
す
る
も
の
の
統
一
で
あ
る
。

　
　
　
と
こ
ろ
が
、
唯
物
辮
謹
法
に
お
い
て
は
、
「
自
己
蓮
動
ず
る
物
質
」
と
い
う
前
提
が
立
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
始
元
に
お
け
る

　
　
絶
封
的
な
雲
立
は
、
す
で
に
解
濡
さ
れ
て
い
る
と
曇
え
る
の
で
は
な
い
か
。
自
足
的
な
ロ
ゴ
ス
が
始
元
で
あ
れ
ば
、
そ
の
始
部
が
動
的
で

　
　
あ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
と
謝
議
す
る
原
理
が
豫
想
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
．
始
禿
が
始
元
と
し
て
動
的
な
物
質
で
あ
る
な
ら
ば
、
物
質
か
ら

　
　
精
榊
へ
の
移
行
は
、
全
く
物
質
の
中
で
の
、
物
質
そ
の
も
の
の
画
展
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
も
、
ロ
ゴ
ス
が
始

　
　
元
で
あ
り
．
ロ
ゴ
ス
と
自
然
と
の
封
立
も
實
は
ロ
ゴ
ス
の
中
に
お
け
る
雲
立
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
ロ
ゴ
ス
が
、

　
　
そ
の
ロ
ゴ
ス
に
お
け
る
自
然
と
の
封
立
へ
、
ロ
ゴ
ス
そ
の
も
の
と
し
て
は
移
行
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
、
ロ
ゴ
ス
の
否
定
を
媒
介
に
し
な

　
　
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
や
は
り
絶
封
的
な
矛
盾
で
あ
る
。
こ
れ
に
殺
し
て
、
唯
物
辮
謹
法
に
お
い
て
は
、
物
質
は
物
質
の
ま
ま
三
揃

　
　
で
あ
り
、
精
紳
は
精
榊
の
ま
ま
物
質
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
絶
樹
的
な
意
味
で
の
賢
立
は
な
く
、
矛
厨
は
な
い
。
少
く
と
も
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お

㎜　
　
　
　
　
　
辮
鐙
法
の
論
理
的
縫
造
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
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け
る
よ
う
な
矛
厨
は
な
い
。
矛
盾
を
云
う
と
す
れ
ば
．
そ
れ
は
ご
兀
的
な
物
質
の
丙
部
に
お
け
る
矛
隠
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
物
質
の
霞
部

に
お
け
る
物
質
と
物
質
の
封
立
、
ま
た
は
物
質
と
物
質
と
の
差
異
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
唯
物
辮
謹
法
に
お
け
る
矛
薦
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル

辮
讃
法
に
お
け
る
矛
盾
と
根
本
的
に
趣
き
を
異
に
す
る
黙
に
．
唯
物
辮
護
法
が
科
學
を
全
面
的
に
容
れ
る
こ
と
の
で
き
る
も
う
一
つ
の
理

由
が
あ
る
と
思
う
。
こ
こ
で
詳
蓮
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
　
ご
兀
的
な
物
質
の
内
部
で
の
矛
盾
を
原
理
と
す
る
辮
開
法
で
あ
る
な
ら
ば
、

決
し
て
科
學
的
な
合
理
性
と
掘
容
れ
な
い
も
の
で
は
な
い
と
思
う
。

　
そ
れ
で
は
、
何
故
、
こ
れ
ま
で
の
唯
物
論
者
た
ち
は
、
へ
！
ゲ
ル
の
辮
謹
法
と
唯
物
辮
謹
法
と
の
論
理
構
造
の
根
淫
を
明
確
に
主
張
し

な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
矛
盾
の
絶
趨
性
を
、
あ
れ
ほ
ど
張
署
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
絶
封
的
な
軽
羅
、
矛
盾
の
張
扇
が
戦
術
的
に
有

利
だ
と
い
う
こ
と
は
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
、
こ
こ
で
は
問
題
に
し
な
い
こ
と
に
し
て
、
矛
盾
の
強
調
に
は
、
や
は
り
マ
ル
ク
ス
の

強
い
影
響
が
あ
る
と
云
え
る
の
で
は
な
い
か
。

　
マ
ル
ク
ス
に
お
い
て
は
、
唯
物
辮
地
法
が
ヘ
ー
ゲ
ル
辮
讃
法
と
玉
造
上
よ
く
似
た
も
の
に
な
る
理
由
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
マ
ル
ク

ス
の
直
接
の
醐
心
は
、
（
自
然
！
精
紳
）
の
邉
程
で
は
な
く
、
（
丁
丁
－
物
質
）
の
分
析
だ
か
ら
で
あ
り
、
具
騰
的
に
は
経
隈
笹
だ
か

ら
で
あ
る
。
武
市
教
授
が
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
は
そ
の
鏡
い
歴
史
意
識
か
ら
、
あ
く
ま
で
も
近
代
継
會
に
定
位

し
、
近
代
趾
會
の
物
紳
性
、
近
代
人
の
自
己
疎
外
を
合
理
的
、
科
學
的
に
分
析
し
よ
う
と
し
た
。

　
近
代
襲
爵
は
、
物
質
で
は
な
く
て
懸
念
が
、
勢
働
力
で
は
な
く
て
平
筆
が
、
使
用
償
値
で
は
な
く
て
債
値
が
原
理
と
な
っ
て
い
る
瀧
會

で
あ
る
。
少
く
と
も
科
心
的
分
析
の
封
象
と
し
て
の
近
代
最
多
は
、
そ
の
よ
う
な
姿
で
現
象
し
て
い
る
砒
會
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
、
そ

れ
を
見
事
に
科
學
的
に
分
析
し
た
。

　
し
か
し
、
マ
ル
ク
ス
の
分
析
は
、
肇
に
そ
こ
に
止
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
逆
倒
さ
れ
た
世
界
が
、
自
己
矛
盾
の
た
め
に
崩
属
す
る
こ

と
の
必
然
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
観
念
で
は
な
く
て
物
質
が
、
資
本
で
は
な
く
て
勢
望
力
が
、
贋
値
で
は
な
く
て
使
用
償

値
が
、
實
は
原
理
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
武
市
教
授
の
云
わ
れ
る
よ
う
に
、
「
費
本
論
」
の
科
學
的
分
析
の
底
に
は
唯
物
論
が
あ



73王

る
。
し
か
し
費
本
論
が
科
學
で
あ
り
、
し
か
も
近
代
肚
會
に
定
位
す
る
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
費
本
論
は
、
資
本
論
の
底
に
あ
る
唯
物
論

を
、
掛
接
な
ま
の
ま
ま
で
云
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
を
敢
て
す
れ
ば
、
資
本
論
は
科
學
で
は
な
く
、
哲
學
に
な
っ
て
し
ま
う
。
科
學

と
し
て
の
賛
本
論
は
、
近
代
癒
會
に
定
位
す
る
か
ぎ
り
、
近
代
就
會
の
外
に
出
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
贅
本
論
の
底
に
あ
る
唯

物
論
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
い
か
に
近
代
証
會
が
「
償
値
」
を
原
理
と
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
晃
え
て
も
、
指
値
の
根
底
に
は
使
用
償
値

が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
近
代
赴
會
は
．
使
用
煩
値
で
は
な
く
て
便
値
を
原
理
と
す
る
も
の
と
し
て
、
逆
倒
し
た
馳
愈
で
あ
る
。
し
か

し
逆
倒
し
た
毅
會
で
あ
る
近
代
歓
會
そ
の
も
の
に
定
位
し
て
云
え
ば
、
祉
會
の
原
理
は
慣
値
で
あ
る
。
近
代
靴
會
か
ら
兇
れ
ば
、
自
足
的

で
不
動
の
原
理
で
あ
る
は
ず
の
「
便
催
」
は
、
自
己
を
始
元
と
し
て
貫
徹
し
よ
う
と
す
る
と
、
か
え
っ
て
自
己
矛
盾
に
陥
り
、
使
用
脚
立

を
原
理
と
し
て
措
定
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
科
學
と
し
て
の
資
本
論
の
叙
流
…
は
、
　
一
書
は
そ
こ
ま
で
で
あ
る
。
使
用
導
爆
は
倉
皇
、
物

質
の
原
理
の
繧
濟
學
的
表
現
で
あ
り
．
償
値
は
精
紳
の
原
理
の
経
濟
畢
的
表
現
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
以
上
の
資
本
論
の

分
析
は
、
（
精
紳
　
　
物
質
）
の
過
程
の
分
析
で
あ
る
。
こ
の
（
精
紳
l
l
・
物
質
）
の
遇
程
を
、
そ
れ
だ
け
切
り
離
し
て
取
り
上
げ
れ
ば
、

ヘ
ー
ゲ
ル
の
（
ロ
ゴ
ス
…
霞
然
）
の
過
程
と
同
じ
も
の
だ
と
も
云
え
る
。
し
か
も
、
資
本
論
に
お
け
る
精
白
眉
か
ら
物
質
へ
の
移
行
、
邸

ち
財
田
か
ら
使
用
曲
舞
へ
の
移
行
も
、
矛
膚
を
媒
介
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
黙
か
ら
晃
て
も
、
資
本
論
の
辮
盛
砂
は
、
へ

！
ゲ
ル
の
辮
讃
法
と
全
く
同
じ
論
理
構
邊
を
も
つ
と
も
云
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
か
ぎ
り
、
極
書
す
れ
ば
、
科
學
と
し
て
の
資
本
論
は
、

償
値
を
原
理
と
す
る
薩
會
か
ら
使
用
便
追
を
原
理
と
す
る
縫
會
へ
の
必
然
的
移
行
を
云
う
こ
と
は
で
き
て
も
、
共
に
欝
欝
で
あ
る
こ
と
を

主
張
す
る
贋
値
の
原
理
と
使
用
償
値
の
原
理
と
の
う
ち
、
ど
ち
ら
が
翼
の
始
元
で
あ
る
か
を
漸
癒
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
も
去
え
る
。

何
故
な
ら
ば
、
資
本
論
が
分
析
し
た
（
精
紳
一
物
質
）
の
過
程
が
果
し
て
、
（
ロ
ゴ
ス
…
1
－
自
然
－
精
乱
曲
）
の
前
段
で
あ
る
か
、
（
自

然
一
精
紳
・
一
物
質
）
の
後
段
で
あ
る
か
は
、
軍
に
近
代
就
會
に
の
み
定
聾
し
た
の
で
は
決
定
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど
資

本
論
の
方
法
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
辮
談
法
に
酷
似
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
こ
れ
は
極
端
な
辛
い
方
で
あ
っ
て
、
資
本
論
を
あ
ま
り
に
徽
卑
し
て
賢
宰
科
學
と
し
て
見
よ
う
と
す
る
と
、
こ
う
な
る
だ
ろ

　
　
　
　
欝
識
法
の
論
理
的
携
澄
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
瓢



732

　
　
　
　
折
口
墨
・
研
究
　
　
襯
弟
四
｝
霞
論
ハ
十
し
て
號
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四

う
と
い
う
に
過
ぎ
な
い
。
云
う
ま
で
も
な
く
、
資
本
論
に
お
け
る
（
尊
皇
…
一
物
質
）
の
邉
程
は
、
（
自
然
一
…
精
紳
一
物
質
）
の
後
段

で
あ
り
、
精
興
か
ら
物
質
へ
の
移
行
は
、
自
己
蓮
動
ず
る
物
質
の
内
で
の
移
行
で
あ
る
。
資
本
論
の
底
に
は
（
自
然
　
　
精
騎
～
…
…
物
質
）

と
い
う
唯
物
論
が
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
、
元
元
と
し
て
の
物
質
の
惣
己
蓮
動
に
お
い
て
と
ら
え
る
唯
物
論
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
精

紳
の
原
理
の
経
濟
學
的
表
現
で
あ
る
三
値
は
、
使
用
債
値
と
共
に
姶
元
の
位
置
を
憶
い
う
る
も
の
で
は
な
い
。
慣
値
が
使
用
償
値
に
封
し

て
始
元
の
位
置
を
要
求
し
う
る
か
の
よ
う
に
晃
え
る
の
は
、
近
代
証
會
に
定
位
し
、
逆
倒
し
疎
外
さ
れ
た
古
言
か
ら
歴
史
を
見
る
か
ぎ
り

に
お
い
て
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
要
求
は
虞
ら
挫
折
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
使
用
橿
値
を
歯
元
と
す
る
唯
物
論
の
嚢
理
性
を
自
濁
す
る
。

唯
物
論
を
疎
外
さ
れ
た
隷
下
の
側
か
ら
見
れ
ば
、
絶
封
的
な
矛
燈
を
媒
介
と
す
る
藍
蝋
法
的
過
程
で
あ
る
が
、
唯
物
論
そ
の
も
の
の
立
場

か
ら
見
れ
ば
、
も
は
や
絶
封
的
矛
麿
の
介
在
し
え
な
い
膚
己
蓮
動
ず
る
物
質
の
宿
志
の
過
程
で
あ
る
。

　
た
だ
、
く
り
か
え
し
云
う
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
は
近
代
就
會
と
い
う
逆
倒
さ
れ
た
就
愈
の
中
に
あ
っ
て
、
唯
物
論
を
惑
者
云
う
こ
と
を

ひ
か
え
た
。
そ
の
か
ぎ
り
實
識
科
學
の
域
に
と
ど
ま
ろ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
資
本
論
の
分
析
が
、
（
償
値
一

読
薦
償
値
）
の
二
瀬
を
、
（
ロ
ゴ
ス
　
　
酵
母
　

精
紳
　
）
の
前
段
と
し
て
で
は
な
く
て
、
（
自
然
…
精
紳
一
物
質
）
の
後
段
と
し
て

把
握
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
逆
倒
さ
れ
て
い
る
社
叢
の
落
幕
的
分
析
と
い
う
立
場
と
、
逆
倒
さ
れ
て
い
な
い
瀧
會
へ
の
哲
學

的
洞
察
と
い
う
立
場
と
の
二
つ
の
立
場
が
、
常
に
か
ら
み
あ
っ
て
い
る
の
が
費
本
論
で
あ
る
。
前
の
立
場
を
中
心
と
し
て
資
本
論
を
譲
め

ば
、
資
本
論
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
辮
讃
法
と
同
じ
も
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
こ
と
を
．
先
に
云
っ
た
誌
面
的
公
準
と
い
う
言
葉
で
表
現
す
れ
ば
、
マ
ル
ク
ス
は
、
入
間
の
自
然
に
封
ず
る
活
動
を
最
も
具
腱

的
に
表
わ
す
こ
と
の
で
き
る
も
の
と
し
て
唯
物
論
と
い
う
言
言
的
公
準
を
す
で
に
は
っ
き
り
と
實
践
的
に
把
握
し
て
お
り
、
そ
の
公
準
は

資
本
論
の
芳
容
的
分
析
の
基
底
に
お
か
れ
て
い
る
が
、
マ
ル
ク
ス
が
賢
際
に
生
き
た
虚
言
は
、
そ
の
公
準
を
直
接
に
實
謹
し
う
る
よ
う
な

就
愈
で
は
な
か
っ
た
。
少
く
と
も
分
析
を
科
學
の
立
場
に
限
定
す
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
從
っ
て
、
そ
の
立
場
か
ら
、

唯
物
論
を
云
お
う
と
す
れ
ば
、
否
定
の
否
定
と
い
う
へ
！
ゲ
ル
的
辮
叢
叢
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
資
本
論
の
中
で
は
、
哲
學
と
科
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學
と
が
ま
だ
分
離
し
て
い
る
。
分
離
し
た
ま
ま
結
合
し
て
い
る
。

　
從
っ
て
、
も
し
近
代
絞
會
の
逆
倒
が
害
悪
的
に
も
否
定
さ
れ
、
逆
倒
さ
れ
た
な
ら
ば
、
即
ち
資
本
主
義
祉
會
が
否
定
さ
れ
て
、
就
會
主

義
祉
禽
が
賢
現
さ
れ
た
な
ら
ば
、
観
念
で
は
な
く
て
物
質
が
、
謡
本
で
は
な
く
て
勢
働
力
が
、
償
値
で
は
な
く
て
使
糊
嬢
値
が
原
理
と
な

っ
て
い
る
肚
會
が
科
黒
蓋
分
析
の
勢
象
と
な
る
。
そ
こ
で
は
馳
會
の
科
學
的
分
析
が
直
ち
に
唯
物
論
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
唯
物
論
と
い
う

哲
學
的
公
準
は
、
翠
に
科
斗
の
基
礎
に
あ
っ
て
．
科
學
の
方
向
を
示
す
だ
け
で
は
な
く
、
科
學
の
成
果
に
よ
っ
て
裏
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に

な
る
で
あ
ろ
う
。
從
っ
て
、
そ
こ
で
は
上
浜
に
野
立
し
矛
濡
す
る
二
つ
の
康
理
の
統
一
と
い
う
ヘ
ー
ゲ
ル
的
辮
謹
法
は
影
を
ひ
そ
め
る
こ

と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
（
自
然
一
精
神
）
の
過
程
と
國
檬
、
（
精
紳
一
物
質
）
の
過
程
も
、
科
學
そ
の
も
の
に
攣
る
で
あ
ろ
う
。
或
い

は
、
む
し
ろ
自
然
科
學
と
敵
會
科
學
と
が
唯
物
論
そ
の
も
の
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
辮
讃
法
と
唯
物
辮
謹
法
と
は
本
質
的
に
異
っ
た
論
理
構
造
を
も
つ
。
そ
の
こ
と
は
、
ま
た
始
元
の
「
正
」

に
封
ず
る
「
反
」
の
性
絡
か
ら
も
云
え
る
。

　
へ
…
ゲ
ル
の
よ
う
に
、
ロ
ゴ
ス
を
始
元
と
す
れ
ば
、
反
と
し
て
の
自
然
は
い
わ
ば
ロ
ゴ
ス
か
ら
は
み
出
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
自
然
の

ロ
ゴ
ス
に
よ
る
統
一
は
、
上
蓮
の
よ
う
に
懸
橋
を
媒
介
に
す
る
ほ
か
は
な
い
。
し
か
も
、
そ
の
反
と
し
て
の
自
然
は
、
主
騰
性
を
歌
く
も

の
で
あ
る
。
從
っ
て
、
ロ
ゴ
ス
に
よ
る
自
然
の
統
一
は
、
ロ
．
箒
ス
の
側
か
ら
の
、
い
わ
ば
一
方
的
な
統
一
で
あ
る
。
具
騰
的
に
は
、
人
間

精
紳
に
よ
る
観
念
的
な
統
一
で
あ
る
。
自
然
は
自
然
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
自
薯
と
し
て
は
永
久
に
「
反
」
、
ま
た
は
「
否
定
性
」
に
と
ど

ま
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
自
然
は
、
た
だ
そ
の
本
質
を
見
る
入
前
の
精
紳
の
中
で
の
み
ロ
ゴ
ス
に
還
締
す
る
。
も
ち
ろ
ん
人
間
の
精
紳
は
、

自
然
の
蚕
展
の
頂
黙
と
し
て
、
そ
れ
自
身
、
自
然
で
あ
り
、
そ
の
か
ぎ
り
、
人
聞
の
精
紳
に
お
け
る
自
然
の
ロ
ゴ
ス
へ
の
還
漏
は
、
自
然

の
自
己
還
欝
で
あ
る
が
、
そ
の
選
訳
の
観
念
性
は
否
定
で
き
な
い
。
駆
書
す
れ
ば
、
入
間
精
紳
以
外
の
自
然
の
「
否
定
性
」
は
「
否
定
牲
」

の
ま
ま
に
と
ど
ま
る
ほ
か
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
に
封
し
、
唯
物
辮
讃
法
の
場
合
に
は
、
始
元
は
自
然
で
あ
り
、
こ
の
自
然
の
自
己
響
動
の
扁
つ
の
殴
階
と
し
て
精
紳
が
生
じ
る
。

　
　
　
　
辮
謹
法
の
論
理
的
構
邉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五



　
　
　
　
　
　
哲
畢
醗
究
　
　
第
四
百
六
牽
七
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六

鍛7
　
そ
の
精
霊
は
物
質
と
封
立
す
る
よ
う
に
見
え
て
も
，
封
饗
す
る
の
は
疎
外
さ
れ
た
精
華
で
あ
っ
て
、
隠
匿
の
物
質
的
墓
礎
を
自
畳
す
る
こ

　
　
と
に
よ
っ
て
文
字
認
り
自
然
に
還
写
す
る
。
疎
外
す
る
こ
と
の
で
き
る
精
紳
は
自
家
す
る
こ
と
も
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
疎
外
し
た
精
紳

　
　
は
、
自
己
の
所
産
で
あ
る
科
學
に
よ
っ
て
物
質
に
還
蹄
す
る
。

　
　
　
ヘ
ー
ゲ
ル
の
場
合
の
よ
う
に
、
「
否
定
性
篇
で
あ
る
自
然
が
、
自
己
の
信
砂
性
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
霞
然
な
ら
ざ
る
精
紳
の
中
で
だ
け

　
　
観
念
的
に
還
麟
す
る
と
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
主
器
性
そ
の
も
の
で
あ
る
精
紳
が
、
そ
の
主
髄
性
に
お
い
て
物
質
に
還
蹄
す
る
。
從
っ
て
、

　
　
そ
こ
に
は
唯
物
論
か
ら
と
り
残
さ
れ
る
何
物
も
な
い
。

　
　
　
こ
の
よ
う
に
、
自
己
完
結
的
な
「
ロ
ゴ
ス
」
を
始
元
と
し
、
主
膿
性
を
牽
く
「
自
然
」
を
反
と
す
る
了
然
法
と
、
自
己
蓮
動
ず
る
「
物

　
　
質
」
を
始
元
と
し
、
主
騰
性
を
も
つ
「
精
紳
」
を
反
と
す
る
辮
謹
書
と
で
は
．
論
理
構
造
が
ち
が
う
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
敢
え
て
云
う
な
ら
ば
、
唯
物
蓋
棺
法
は
辮
骨
法
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
も
は
や
、
摺
封
立
し
互
い
に
他
を
容
れ
な
い
二

　
　
つ
の
原
理
が
．
共
に
自
ら
を
唯
一
の
原
理
と
し
て
主
張
す
る
と
い
う
本
來
の
矛
盾
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
明
確
に
物
質
ご
兀
の
立
場
が
科

　
　
學
的
に
確
立
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
は
矛
盾
は
な
い
。
矛
贋
と
見
え
る
も
の
は
、
實
は
輩
に
封
立
に
す
ぎ
な
い
。
或
い
は
一
元
の
中
に
お

　
　
け
る
差
異
に
過
ぎ
な
い
。

　
　
　
ス
タ
ー
リ
ン
が
、
辮
語
法
の
根
本
法
則
を
定
式
化
す
る
に
さ
い
し
て
、
從
來
の
「
否
定
の
否
定
の
法
篤
し
を
除
去
し
、
自
然
の
不
断
の

　
　
流
動
と
攣
化
と
を
強
調
し
、
ま
た
現
象
の
蓮
閣
性
を
強
く
主
張
し
て
い
る
理
由
も
そ
こ
に
あ
る
と
思
う
。

　
　
　
毛
諸
学
に
な
る
と
、
明
瞭
に
矛
盾
が
賢
は
封
立
で
あ
る
こ
と
、
更
に
は
差
異
で
あ
る
こ
と
が
云
わ
れ
て
い
る
。
毛
澤
菓
が
、
矛
盾
の
普

　
　
遍
性
と
特
殊
性
と
か
、
ま
た
主
要
な
矛
鷹
と
副
次
的
な
矛
盾
と
か
、
ま
た
主
要
な
矛
盾
と
副
次
的
な
矛
盾
と
の
相
互
轄
換
な
ど
と
い
う
猫

　
　
自
な
矛
盾
論
を
展
開
し
え
た
の
も
、
彼
が
す
で
に
驚
倒
を
逆
倒
し
た
立
場
、
印
ち
唯
物
論
に
定
位
し
、
矛
盾
を
差
異
と
し
て
把
握
し
た
か

　
　
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
　
　
從
っ
て
毛
墨
東
に
お
い
て
は
、
事
態
を
縛
謹
法
的
に
把
握
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
事
態
の
諸
要
因
を
綿
密
に
計
量
し
て
、
そ
の
慢
罵
を



誤
ら
な
い
と
い
う
こ
と
、
或
い
は
三
編
的
に
と
ら
え
る
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
黙
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
辮
謹
法
と
は
論
理

的
性
質
に
お
い
て
非
常
な
差
が
あ
る
。
そ
れ
は
唯
物
論
的
實
謹
主
義
と
呼
ぶ
こ
と
さ
え
で
き
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
も
ち
ろ
ん
、
差
異
と
い
う
意
味
で
、
「
矛
盾
」
と
い
う
言
葉
を
養
い
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
緋
，
謹
法
と
い
う
書
葉
を
用
い
る
こ
と
は
差

し
支
え
な
い
。
し
か
し
現
代
の
唯
物
論
春
が
、
矛
懸
と
い
う
意
葉
や
黙
認
法
と
い
う
書
葉
に
つ
ら
れ
て
、
自
然
科
學
や
就
各
科
學
の
中
に

や
た
ら
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
的
矛
盾
を
兇
出
そ
う
と
す
る
の
は
、
つ
つ
し
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
す
る
と
、
唯
物

論
と
い
う
根
本
的
立
場
が
ぼ
け
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

　
自
然
辮
老
鴬
や
唯
物
史
…
観
ば
、
逆
倒
を
逆
倒
し
た
立
場
に
定
位
す
れ
ば
．
簑
質
的
に
は
自
然
科
學
や
潜
門
科
學
と
同
じ
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
は
、
も
は
や
書
葉
の
巌
密
な
意
味
で
の
矛
震
は
必
要
で
は
な
い
。

　
そ
れ
で
は
自
然
辮
厳
法
や
唯
物
史
観
は
名
ば
か
り
の
も
の
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
そ
う
は
思
わ
な
い
。
現
在
の
科
學
は
、
ほ
と

ん
ど
簑
驚
概
念
を
残
さ
な
い
ほ
ど
数
式
化
、
抽
象
化
さ
れ
て
き
て
い
る
。
今
後
、
そ
の
傾
向
は
い
っ
そ
う
強
く
な
っ
て
行
く
だ
ろ
う
。
自

然
辮
讃
法
や
唯
物
史
観
は
、
こ
の
抽
象
化
さ
れ
た
忌
敵
を
、
礁
物
論
の
立
場
か
ら
、
我
々
の
認
識
と
戴
立
に
存
在
し
灘
己
…
連
動
す
る
物
質

の
数
式
に
よ
る
表
現
と
し
て
把
握
し
直
す
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ま
す
ま
す
抽
象
化
し
て
行
く
科
學
に
と
っ
て
、
き
わ
め
て
重
要
な
こ

と
で
あ
る
し
、
實
際
の
科
學
研
究
の
藪
に
も
大
き
な
貢
献
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
惣

　
　
　
以
上
の
よ
う
に
、
並
物
辮
護
法
は
、
マ
ル
ク
ス
以
後
、
實
謹
主
義
的
な
性
格
を
強
く
し
て
き
て
い
る
。
他
方
、
現
代
の
實
謹
主
義
の
最

　
　
も
尖
鏡
な
形
態
で
あ
る
論
理
實
謹
主
義
は
、
最
初
、
有
意
味
な
命
題
は
、
直
接
的
に
経
験
に
よ
っ
て
盛
業
さ
れ
う
る
命
題
と
分
析
的
命
題

　
　
と
に
限
ら
れ
る
と
い
う
立
場
に
立
っ
て
、
諸
命
題
の
論
理
的
分
析
を
行
な
お
う
と
し
た
が
、
そ
れ
で
は
、
大
忌
有
意
味
と
思
わ
れ
る
よ
う

　
　
な
命
題
を
も
無
意
味
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
現
在
で
は
蜜
語
の
多
様
性
を
認
め
、
例
え
ば
自
然
科
學
的
命
題
に
つ

357　
　
　
　
　
　
辮
謹
法
の
論
理
的
構
遙
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
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誓
墨
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研
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箪
〃
四
百
六
十
七
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八

36
7
　
い
て
も
、
そ
れ
を
自
然
観
の
立
場
か
ら
反
省
し
、
ま
と
め
よ
う
と
す
る
と
き
に
は
、
事
事
論
的
な
言
語
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
認
め
よ
う

　
　
と
し
て
い
る
。

　
　
　
論
理
蟹
識
主
義
と
唯
物
辮
謹
法
と
い
う
全
く
ち
が
っ
た
二
つ
の
立
場
が
、
科
學
を
容
れ
、
科
學
の
現
状
に
適
凝
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に

　
　
よ
っ
て
、
　
一
方
は
實
在
論
的
と
な
り
、
他
方
は
絶
封
に
矛
震
す
る
も
の
の
統
一
と
い
う
思
辮
性
を
捨
て
て
、
爾
者
が
接
近
し
つ
つ
あ
る
こ

　
　
と
は
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
塗
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

マ
ル
ク
ス
叢
嘱
、
向
坂
鶯
陣
「
蜘
貫
太
・
酪
醐
　
第
二
船
ぜ
、
第
一
分
冊
礁
（
岩
波
文
庫
飯
）
八
十
三
頁

武
市
健
人
、
「
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
學
の
髄
系
と
性
格
」
（
竹
簾
研
究
第
四
百
三
十
九
號
）
三
頁

綱
、
二
頁

同
、
十
七
頁

岡
、
十
七
買

武
卍
甲
億
匹
人
編
「
論
理
攣
概
論
」
（
諾
塁
誉
山
山
版
証
）
　
｝
藻
穴
ナ
八
頁

武
市
健
入
編
「
哲
學
概
論
扁
（
三
和
書
房
）
二
冨
十
八
頁

ル
フ
ェ
…
ヴ
ル
著
、
森
本
諜
「
マ
ル
ク
ス
主
義
の
藷
闘
題
」
（
堤
代
思
潮
献
）
否
十
七
頁

周
、
百
十
八
頁

（
筆
者
　
紳
戸
大
學
文
學
部
〔
哲
學
〕
助
教
授
）
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　　As　is　well－lgnown，　＄ince　early　in　the　mociern　Age，　poslt1vism　gave　blrth　to

modeyn　science，　and，　as　the・science　has　developed，　positivism　whlch　is　the

matrix　of　science　has　increa＄ed　its　posithtivity．　Modexn　thoughts，　every　one

◎fthe鶏has　this　p・si伽ity　as． ¥ts　undercurrent．

　　But　dialectic　materialism，　at　least　as　philosophy，　has　been　regarded　to　have

nothing　to　do　with　positivism．

　　In　iny　opinion，　tlae　development　of　dialectics，　beg・inning　with　1｛egel，　K．

Maxx，　F．　Engels，　£hrough　N．　Lenin，　」．　Stalin　on　to　Mao　Ts＆一tung，　may　be

regarded　as　the　growth　of　positivism　as　a　form　of　dialectics．　Frem　this　view－

point，　the　philosophical　ground　of　the　above－mentioned　thinl〈ers　can　be　made

clear．

　　As　the　reasons　why　dialectic　materlalism　came　to　be　compatible　with

夢osi雛v三sm　may　be　poi揃ed　o麗as　follows：

　　1．　Dialectic　materialism，　unlike　ffe．crel，　who　keeps　self－suficient　God　as

“Anfang”，　has　as　“Anfang”　self－movlng　matter．

　　Various　forms　in　wliich　“ABfan．　g”　tal〈es　requires　no　contradiction　in　the

strict　sense　of　the　woz’d．　The　log・　ic　that　contains　no　contradiction　can　be

xegarded　as　obeylng　the　rationality　of　sclence．

　　2．　At　the　present　time　when，　uniike　in　the　clays　ef　Marx，　the　socialistic

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1



society　ex玉sts　as　rea11ty，　the　p漁ciples・f　Marxism　have　bec・瓢e　the

of　positive　science，　not　a　mere　postulate　of　philosophy．

　　Accordingly，　dlalectics　has　been　obllged　to　give　up　its　old　form

重ake　scie簸t1丘。　method　as玉t　is　now　do圭119．

objects

and　to

◎聡蝕恥癬of“Sktw－gy6”（信樂）

by　Yoshikazu　lshida

　　Shinran，　one　of出e　most　outstanding　figures　in　Japanese　Jy6doky6，　G畢土

tw），　displayed　a　religious　logic　of　his　own．　lt　is　neither　rationalistic　nor　so－

called　dialect1c　logic，　but　is　reli．crio－exlstential　logic，　the　foundation　of　which

we　should　find　in　the　Buddhlstic　way　of　thinlcin．cr．

　　The　originality　of　his　logic　is　to　be　pereeived　in　his　initial　worl〈　“Ky6－gy6－

sh三山一sh6”　（教行信謹），　especia］1y童n£erms◎f　the　px◎圭）1e憩of‘‘San－gan－ten－ny食，’

（三願平入）．“San－gan－ten－nyti”des19簸ates　the　spiri撫a夏processes　by　means◎f

which　our　spiritual　life　wll｝　be　exalted　to　the　ultlmate　relig1ous　stage．　We’ve

learned　such　a　problem　ls　studied　in　Hegel’s　“Phanomenologie　des　Geistes．”

“San－gan－ten－nyfi”　can　be　said　to　have　the　phemomenological　construction　in

that　it　represents　the　processes　in　which　the　splrit　will　be　exalted　froin　the

immediate　sta．cre　to　the　u｝eimate　stage．

　　1｛owever，　Hegei　seeins　to　understand　this　spiritual　exaltatlon　te　be　con－

tinuous　and　neglects　the　explanatioR　on　the　moment　of　incontinuity　of　religious

spirit．　“San－gan－ten－nyft”　is　the　way　of　grasping　the　exaltatlon　of　spirit　logically

in　view　ef　the　moment　of　incontlnuity，　considering　the　processes　of　exaltation

on　the　basis　of　the　ultimate　stage．

　　This　logic　is　re阻a癒ably　character三stic　as　the　Buddhistic　logic，　a難d　here

we　want　to　distlngulsli　the　essence　ane　the　orl．ainality　of　Shinran’s　religious

thinking　throu．ah　the　study　of　this　logic．
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