
フ
ッ
サ
…
ル
の
モ
ナ
ド
論

水

野

和

久

こ
の
論
稿
は
四
部
に
わ
か
れ
る
。
の
現
象
學
の
根
本
理
念
、
◎
モ
ナ
ド
論
の
必
要
性
、
㊨
モ
ナ
ド
の
世
界
、
㈱
結
論
で
あ
る
。

961

　
フ
ッ
サ
ー
ル
は
現
象
學
の
根
本
原
理
を
次
の
よ
う
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
「
原
本
的
能
與
的
直
観
融
①
o
江
α
q
ヨ
弩
ひ
q
の
落
部
Φ
》
湧
魯
碧
・

§
α
q
は
す
べ
て
認
識
の
権
利
源
泉
で
あ
る
。
即
ち
、
《
直
観
》
に
よ
っ
て
原
本
的
に
、
い
わ
ば
有
意
的
現
實
性
象
①
莚
嘗
⇔
陵
Φ
≦
巳
良
－

o
巨
（
①
諦
に
お
い
て
、
提
示
さ
れ
る
も
の
は
、
す
べ
て
あ
る
が
ま
ま
に
素
直
に
受
け
と
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
そ
こ
に
あ
る
が

ま
ま
に
と
い
う
限
界
を
越
え
て
は
な
ら
な
い
。
」
（
甲
州
鎧
。
α
ω
①
円
嵩
⇔
謬
窪
　
譲
　
○
り
．
　
α
悼
）
　
こ
の
原
理
は
知
識
の
源
泉
を
明
霊
的
経
験
に
堕
し
て
輿
え

ら
れ
る
現
象
に
か
ぎ
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
フ
ッ
サ
…
ル
は
《
現
象
》
の
背
後
に
統
一
者
と
し
て
何
か
が
存
在
す
る
か
ど
う
か

を
問
題
に
し
な
い
。
少
く
と
も
こ
こ
で
は
存
在
と
は
現
わ
れ
た
限
り
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
最
も
墾
様
の
な
い
仕
方
で
意
識
す
る
の
が

明
前
で
あ
る
。
　
「
明
謹
と
は
、
事
柄
、
事
態
、
普
遍
性
、
贋
擁
な
ど
の
自
己
現
象
、
自
己
提
示
、
自
己
能
輿
と
い
う
全
く
優
れ
た
意
識
の

仕
方
で
あ
り
、
　
《
自
認
が
そ
こ
に
直
接
的
鷹
観
的
に
原
本
的
に
與
え
ら
れ
る
》
　
よ
う
な
究
極
の
様
式
に
お
け
る
意
識
の
仕
方
で
あ
る
。
」

（
一
の
・
8
）
　
《
事
柄
自
艦
へ
》
と
い
う
よ
く
知
ら
れ
た
標
語
は
現
象
學
の
原
理
で
も
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
直
接
の
所
與
を
知
識
の
源
泉
と
す
る
こ
と
は
、
知
識
の
集
積
に
際
し
て
、
必
然
的
に
或
る
根
本
的
な
方
法
を
規
定
す
る
こ

　
　
　
　
フ
ッ
サ
ー
ル
の
モ
ナ
ド
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
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と
に
な
る
。
ま
た
こ
れ
は
、
現
象
論
の
原
理
か
ら
必
然
的
に
規
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
現
象
學
の
根
本
の
方
法
と
み
な
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
《
記
述
》
で
あ
る
こ
と
は
最
早
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
し
か
し
こ
れ
だ
け
で
は
現
象
學
と
耳
管
主
義
と
は
異
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
騒
別
が
明
確
に
な
る
の
は
本
質
と
い
う
も
の
に
暫
し
て

で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
る
と
、
記
蓮
は
事
實
に
卑
し
て
で
は
な
く
、
事
實
の
本
質
に
毒
し
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
は
、

事
實
を
原
本
的
自
膿
性
に
お
い
て
輿
え
る
早
耳
と
同
様
の
直
接
性
を
も
つ
て
、
本
質
を
生
々
と
輿
え
る
直
観
能
力
を
み
と
め
、
こ
れ
を
本

質
の
記
述
の
基
礎
に
お
く
。
《
個
別
…
藏
観
》
に
封
し
て
こ
れ
が
《
本
質
直
島
》
ま
た
は
《
本
質
知
解
》
妻
①
ω
Φ
塁
Φ
誘
。
ぴ
餌
二
電
請
σ
q
と
よ
ば
れ

る
能
力
で
あ
る
。
た
だ
し
、
　
「
本
質
に
つ
い
て
の
原
本
的
前
輿
的
意
識
は
そ
れ
自
身
で
自
蛮
的
意
識
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
感
挫
的

能
輿
的
意
識
に
と
っ
て
は
本
質
的
に
自
蛮
挫
が
な
い
。
」
（
鵠
ω
・
巳
）

　
知
識
の
源
泉
と
な
る
直
槻
の
こ
の
幕
別
に
聴
し
て
、
學
の
厩
別
が
封
翻
し
て
い
る
。
即
ち
、
事
實
學
ま
た
は
経
験
科
學
と
本
質
學
で
あ

る
。
こ
の
適
者
は
軍
に
分
離
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
事
實
學
は
本
質
學
に
依
存
す
る
と
い
う
關
係
が
あ
る
。
そ
の
依
存
の

仕
方
に
形
式
的
と
質
料
的
と
の
二
面
が
あ
る
。

　
そ
こ
で
こ
の
こ
と
と
關
連
し
て
、
本
質
學
自
身
が
形
式
的
本
質
學
と
質
料
的
本
質
學
と
に
薩
洌
さ
れ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
る
と
前
者

に
題
す
る
も
の
と
し
て
、
形
式
論
理
學
、
純
粋
数
學
、
集
合
論
な
ど
が
あ
り
、
後
者
に
謝
す
る
も
の
と
し
て
、
幾
言
下
、
純
輝
運
動
論
、

現
象
學
な
ど
が
あ
る
。
現
象
學
は
こ
の
よ
う
に
本
質
學
の
一
部
に
す
ぎ
な
い
。

　
た
だ
し
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
幾
何
學
と
現
象
學
と
が
共
に
質
料
的
本
質
學
に
寵
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ

れ
で
は
そ
の
差
別
は
ど
こ
に
あ
る
か
。
一
般
に
本
質
は
質
料
的
と
形
式
的
と
に
薫
別
さ
れ
る
。
こ
の
う
ち
質
料
的
な
本
質
こ
そ
《
本
読
的

な
本
質
》
①
凶
σ
q
①
昌
魯
。
げ
霧
芝
Φ
器
詳
で
あ
り
、
形
式
的
本
質
は
い
わ
ば
《
罪
な
る
本
質
形
式
》
①
ぼ
①
露
8
。
。
①
＜
『
霧
①
器
臨
。
冠
歪
な
い
し
は

《
全
く
室
温
な
本
質
》
①
凹
く
O
駐
σ
q
｝
①
禽
Φ
ω
夕
、
．
で
あ
る
。
（
漬
u
り
・
8
塗
）
　
と
こ
ろ
で
い
ま
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
質
料
的
本
質
で

あ
る
か
ら
、
形
式
的
本
質
に
つ
い
て
は
言
及
し
な
い
で
お
く
。
質
料
的
本
質
の
《
類
化
》
Ω
㊦
き
舞
匿
δ
H
毎
茜
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
最
高



　
　
類
は
《
領
域
そ
の
も
の
》
濁
㊦
触
。
づ
ω
o
竃
⑦
o
割
声
島
昌
と
い
わ
れ
る
。
こ
れ
は
大
ま
か
に
二
分
さ
れ
う
る
。
《
領
域
的
な
類
》
器
α
q
冨
峯
δ

　
　
O
節
童
舞
α
q
ま
た
は
《
具
農
的
な
類
》
障
。
謝
罪
Φ
8
ρ
と
、
　
《
こ
の
よ
う
な
〔
具
騰
的
な
〕
類
の
成
素
》
　
凶
○
ヨ
唱
○
濤
簿
2
ω
○
｝
街
角
○
’

　
　
ま
た
は
《
柚
象
的
な
類
》
鋤
運
脚
鋤
簿
o
O
・
と
で
あ
る
。
（
霞
⑦
藁
3
津
）
　
具
膿
的
本
質
に
は
具
膿
的
な
掲
象
が
薦
し
、
抽
象
的
な
本
質

　
　
に
は
抽
象
的
な
封
象
、
例
え
ば
室
間
形
態
、
時
間
形
態
、
妄
動
形
態
な
ど
が
馨
し
て
い
る
。
そ
こ
で
次
の
よ
う
に
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
幾
何
學
は
一
部
の
抽
象
的
本
質
に
か
か
わ
る
の
に
記
し
て
、
現
象
學
は
具
黒
黒
本
質
に
か
か
わ
る
、
と
。
幾
何
學
が
扱
う
本
質
は
概
念
の

　
　
周
邊
が
精
密
に
規
定
さ
れ
て
い
て
、
い
つ
で
も
極
限
の
形
で
示
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
幾
何
學
は
公
理
の
助
け
を
か
り
て
室
問
形
態
と

　
　
そ
の
本
質
關
係
を
も
つ
ば
ら
演
繹
的
に
即
ち
非
記
述
的
に
ひ
き
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
現
象
學
の
か
か
わ
る
本
質
は
概

　
　
念
が
流
動
的
で
、
い
わ
ば
《
形
態
學
的
》
（
営
ω
・
嵩
O
）
で
あ
る
。
現
象
學
は
ま
ず
本
質
渡
観
に
よ
る
記
述
を
方
法
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
學
め
模
範
を
た
と
え
ば
古
賢
の
幾
何
學
な
ど
に
と
る
限
り
で
は
、
記
述
的
本
質
學
で
あ
る
現
象
學
は
お
よ
そ
學
と
は
み
え
な
い
。
し
か
し

　
　
ま
た
反
封
に
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
る
と
、
幾
何
學
や
算
術
の
よ
う
な
學
科
は
記
述
の
可
能
性
に
つ
い
て
は
指
導
力
を
も
た
な
い
。
と
い
う
の

　
　
は
記
蓮
さ
れ
る
本
質
を
と
ら
え
る
能
力
は
薩
概
で
あ
り
、
記
述
は
演
繹
と
い
う
間
接
的
操
作
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
蒼
し
て
幾

　
　
何
學
に
つ
い
て
は
、
公
理
そ
の
も
の
は
本
質
直
観
に
よ
っ
て
と
ら
え
ら
れ
る
と
し
て
も
、
膿
系
全
艦
は
論
理
的
原
則
と
い
う
形
式
的
綱
約

　
　
を
前
提
と
し
て
は
じ
め
て
展
開
さ
れ
る
。
こ
の
意
味
で
現
象
學
は
た
と
え
他
の
す
べ
て
の
本
質
學
が
排
除
さ
れ
て
も
、
猫
立
の
學
と
し
て

　
　
成
立
し
う
る
。
現
象
學
が
扱
う
本
質
は
、
抽
象
的
本
質
が
う
け
る
よ
う
な
、
形
式
的
本
質
か
ら
の
先
天
的
制
約
を
脱
し
て
い
る
か
ら
で
あ

　
　
る
。

　
　
　
と
こ
ろ
が
フ
ッ
サ
ー
ル
は
あ
く
ま
で
《
第
一
理
乱
》
を
求
め
る
。
こ
れ
に
値
す
る
學
は
《
絶
封
的
無
前
提
性
》
の
保
謹
を
も
つ
て
い
な

　
　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
質
的
記
述
學
と
し
て
の
現
象
學
が
す
ぐ
こ
れ
に
該
慰
す
る
と
は
い
え
な
い
。
そ
こ
で
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
直
観
的
所

　
　
與
の
な
か
か
ら
と
く
に
疑
う
こ
と
の
で
き
な
い
現
象
だ
け
を
絶
封
的
な
も
の
と
し
て
ひ
き
だ
そ
う
と
す
る
。
そ
の
た
め
に
は
本
質
直
営
と

　
　
記
述
の
方
法
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
絶
封
的
現
象
を
定
着
す
る
操
作
と
し
て
、
こ
こ
で
新
し
く
《
超
越
論
的
現
象
學
的
還
元
》
が
登

鰯　
　
　
　
　
　
フ
ッ
サ
ー
ル
の
モ
ナ
ド
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一
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六
二

64
9
　
正
し
て
く
る
。
し
か
し
こ
の
加
入
は
、
本
質
直
観
と
い
う
一
般
的
方
法
の
排
除
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
還
元
の
の
ち
に
獲
得
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
《
純
粋
現
象
》
の
記
逡
分
析
は
、
や
は
り
本
質
直
槻
に
よ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
フ
ッ
サ
…
ル
の
現
象
察
す
な
わ
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
詫
1
）

　
　
《
超
越
論
的
環
象
學
》
を
特
徴
づ
け
る
本
甲
的
な
方
法
は
こ
の
還
元
に
あ
る
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
こ
の
還
元
に
は
一
次
的
な
も
の
と
二
次
的
な
も
の
と
が
あ
る
。
そ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
猫
自
の
哲
學
的
機
能
を
果
し
て
い
る
。
薗
者
は

　
　
《
純
粋
現
象
學
》
の
研
究
分
野
を
開
示
し
、
後
者
は
そ
の
《
規
範
》
を
明
ら
か
に
す
る
。

　
　
　
ま
ず
、
第
一
次
的
な
還
元
の
基
本
的
な
要
素
は
、
　
《
超
越
論
的
現
象
蛸
脚
判
断
中
止
》
と
《
現
象
學
的
残
絵
》
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
前

　
　
者
が
純
粋
に
方
法
的
な
操
作
で
あ
り
、
他
は
そ
れ
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
成
果
で
あ
る
。

　
　
　
鋼
断
中
止
は
、
非
存
在
定
立
を
も
含
め
た
お
よ
そ
定
立
と
い
う
こ
と
一
般
…
す
な
わ
ち
《
自
然
的
態
度
の
一
般
定
立
》
を
《
作
用
の

　
　
外
に
お
く
》
⇔
塁
。
。
建
誘
葬
δ
雛
ω
o
護
Φ
ゆ
こ
と
或
い
は
《
俳
慨
す
る
》
磐
湊
。
ゲ
鋒
窪
こ
と
で
あ
る
。
鼻
嵐
定
立
、
疑
問
定
立
、
否
定
定
立

　
　
も
す
べ
て
除
か
れ
る
。
問
題
は
こ
の
操
作
の
繭
後
に
お
い
て
形
様
を
う
け
な
い
領
域
を
と
り
だ
す
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
領
域
は
恣

　
　
意
的
な
定
立
に
驕
係
な
く
必
須
の
存
在
で
あ
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
操
作
に
よ
っ
て
、
超
越
的
な
物
や
《
自
然
的
出
撃
事
の
一
部
》

　
　
と
し
て
身
膿
と
共
に
あ
る
人
間
の
意
識
も
、
そ
の
現
實
的
な
意
味
を
失
う
。
し
か
し
経
験
の
構
造
そ
の
も
の
は
緋
去
の
前
後
に
お
い
て
蔓

　
　
化
を
う
け
な
い
。
こ
の
玉
造
は
な
に
よ
り
も
ま
ず
瀾
係
だ
か
ら
で
あ
る
。
私
が
机
を
晃
て
い
る
と
き
、
机
の
存
在
と
か
人
間
と
し
て
の
私

　
　
の
存
在
が
問
題
に
さ
れ
な
く
て
も
、
見
て
い
る
と
い
う
志
向
的
蓮
關
は
こ
の
知
畳
に
と
っ
て
必
須
條
件
で
あ
る
。
　
《
何
か
に
つ
い
て
の
意

　
　
識
》
と
い
う
本
質
構
造
は
遼
元
以
前
の
経
験
に
お
い
て
も
働
い
て
い
る
が
、
判
断
中
止
に
よ
っ
て
も
驚
響
さ
れ
な
い
と
フ
ッ
サ
ー
ル
は
考

　
　
え
る
。
（
｛
も
り
・
一
お
”
霞
も
つ
・
。
。
P
撃
○
）
　
こ
の
・
．
噺
う
に
「
内
在
的
存
在
領
域
は
輩
に
失
わ
れ
た
ま
ま
で
い
る
の
で
は
な
く
、
判
断
中
止
と
い

　
　
う
攣
更
さ
れ
た
態
度
に
お
い
て
絶
封
的
存
在
領
域
と
い
う
意
味
を
保
持
す
る
。
」
（
臼
○
α
．
謡
）
　
「
並
在
的
存
在
は
、
存
在
の
た
め
に
侮
も
の

　
　
を
も
必
要
と
し
な
い
と
い
う
意
味
で
、
絶
心
的
存
在
で
あ
る
。
」
（
葭
ω
鵡
δ
）
　
残
絵
と
は
こ
の
《
超
越
論
的
意
識
》
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
　
　
次
に
、
第
二
次
的
還
元
は
《
元
の
還
元
の
櫨
張
》
（
筥
ω
・
一
鼠
）
と
よ
ば
れ
て
い
る
。
フ
ッ
サ
…
ル
が
暴
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
還
元



の
擬
張
に
よ
っ
て
さ
ら
に
墨
差
を
う
け
る
べ
き
封
象
は
、
《
慣
値
的
世
界
》
、
《
實
蔑
的
世
界
》
、
《
紳
》
、
《
形
式
的
本
質
學
》
、
《
質
料
的
本

質
畢
》
の
大
部
分
で
あ
る
。

　
こ
の
う
ち
本
質
學
の
排
去
に
つ
い
て
だ
け
書
及
し
よ
う
。
と
い
う
の
は
一
般
的
に
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
至
當
と
思
わ
れ
る
か

ら
で
あ
る
。
學
と
い
う
も
の
は
す
べ
て
封
象
を
も
つ
て
い
る
か
ら
、
封
象
一
般
に
和
す
る
脱
す
な
わ
ち
形
式
的
本
質
學
は
、
い
か
な
る
學

の
研
究
者
に
と
っ
て
も
不
可
歓
で
あ
る
、
と
。
從
っ
て
現
象
學
も
例
外
で
は
あ
り
え
ぬ
、
と
。
し
か
し
現
象
學
が
純
粋
な
記
述
に
よ
っ
て

蓮
蕾
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
演
緯
の
た
め
の
論
理
的
暗
躍
を
使
用
す
る
必
要
が
な
い
、
と
フ
ッ
サ
ー
ル
は
み
る
。
こ
の
意
味
で
形
式
的
本
質
學

も
排
去
さ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
が
質
料
的
本
質
と
そ
の
本
質
學
に
附
し
て
は
携
の
條
件
が
必
要
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
質
料
的
本
質
の
な
か
に
は
《
超
越
論

的
意
識
》
の
本
質
も
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
質
料
的
本
質
は
志
向
的
封
象
の
本
質
津
別
に
慮
じ
て
、
　
《
超
越
的
本
質
》
霞
き
ω
N
魯
－

伽
の
葺
①
ω
ぐ
タ
と
超
越
論
的
本
質
と
に
灘
甥
さ
れ
る
。
後
者
は
純
梓
意
識
の
領
域
に
必
然
的
に
腐
し
て
い
る
本
質
だ
け
で
あ
り
、
前
者
は
そ

れ
以
外
の
す
べ
て
の
質
料
的
本
質
で
あ
る
。
こ
の
な
か
に
は
、
例
え
ば
室
閥
形
態
、
蓮
動
形
態
な
ど
の
《
抽
象
的
本
質
》
や
、
物
の
色
、

魂
、
人
間
、
入
間
の
感
情
、
心
的
騰
験
、
人
格
、
姓
格
な
ど
の
《
具
贈
　
的
本
質
》
も
含
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
純
粋
現
象
學
は
超
越
論
的

本
質
に
の
み
か
か
わ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
超
越
的
本
質
に
愛
す
る
本
質
法
麟
を
た
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
幾
侮
學
、
　
《
理

性
的
心
理
學
、
祉
會
學
》
な
ど
を
含
む
す
べ
て
の
超
越
的
で
質
料
的
な
本
質
學
は
排
去
さ
れ
る
。

　
以
上
に
よ
っ
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
現
象
學
は
、
超
越
論
的
純
粋
意
識
の
分
野
を
純
粋
直
観
に
よ
っ
て
徹
底
的
に
研
究
す
る
純
梓
記
述

的
學
科
で
あ
る
」
（
霞
ω
．
一
禽
）
と
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

965

二

現
象
學
は
學
暴
騰
系
の
な
か
で
本
質
學
の
一
部
を
し
め
る
に
す
ぎ
ぬ
け
れ
ど
も
、
少
く
と
も
フ
ッ
サ
ー
ル
が
決
定
的
と
考
え
た
還
元
と

　
　
　
フ
ッ
サ
ー
ル
の
モ
ナ
ド
諭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
三
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折
口
學
研
究
　
　
第
四
再
六
ゐ
1
九
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

い
う
方
法
の
追
加
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
純
粋
現
象
學
と
な
り
、
　
《
無
前
提
の
》
眞
理
を
立
雷
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
從
っ
て
純
粋
意
識
の

記
蓮
分
析
が
、
　
《
哲
學
の
基
礎
學
》
と
し
て
あ
ら
ゆ
る
學
間
の
最
初
に
來
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
純
粋
意
識
は
、
彼
の
分
析
に
よ
る
と
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
繭
端
に
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
の
《
超
越
的
な
》

霞
鋤
蕊
N
Φ
昌
山
Φ
葺
極
を
も
つ
志
向
労
連
爾
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
純
粋
に
《
超
越
論
的
な
》
骨
三
頭
器
巳
①
艮
鋤
も
の
は
こ
の
連
語
だ
け
で
あ
る
。

そ
れ
故
、
極
と
し
て
立
つ
超
越
者
そ
の
も
の
は
純
粋
意
識
の
分
析
の
分
野
に
入
ら
な
い
。
極
の
一
つ
は
《
内
在
に
お
け
る
超
越
》
と
し
て

の
《
純
粋
我
》
憎
ゆ
置
①
。
。
囲
警
で
あ
り
、
他
の
志
向
的
封
無
極
は
《
封
象
そ
の
も
の
》
○
①
σ
q
①
霧
窪
鼠
。
。
〇
三
①
畠
匪
ぎ
で
あ
る
。
た
だ
し
純

緯
我
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
場
合
あ
く
ま
で
癒
人
的
な
も
の
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
《
コ
ギ
ト
と
い
う
形
式
》
融
①
舅
。
円
諺
仙
①
ω
8
σ
Q
ぎ
の
主
腱

と
し
て
、
甘
言
意
識
か
ら
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
と
い
う
の
は
、
純
粋
我
は
意
識
謄
験
に
封
し
て
《
志
向
的
構
成
》
貯
擬
闘
鋤
。
⇔
巴
。

麟
。
旨
ω
葺
簿
δ
⇒
の
…
機
能
を
果
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
・
一
さ
て
純
梓
意
識
は
、
《
騰
墨
流
》
閃
誌
①
ぴ
駄
ω
ω
霞
。
ヨ
と
そ
れ
を
越
え
た
《
ノ

エ
マ
》
2
0
Φ
ヨ
⇔
と
に
大
携
さ
れ
る

　
騰
験
流
は
た
え
ず
時
間
的
に
移
行
す
る
《
賢
的
》
お
Φ
質
な
領
域
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
さ
ら
に
多
様
な
素
材
す
な
わ
ち
《
感
興
雑
件
》

国
憲
胤
ぎ
仙
§
σ
Q
。
。
α
象
窪
ま
た
は
《
射
影
》
≧
）
8
げ
p
・
汁
窪
⇔
σ
q
①
昌
と
、
そ
れ
ら
を
ノ
エ
マ
的
統
一
へ
構
成
す
る
《
ノ
エ
シ
ス
的
契
機
》
⇔
O
o
勢
。
ぴ
の
ω

］
≦
○
旨
①
無
と
に
臓
別
さ
れ
る
。
純
梓
我
は
こ
の
ノ
エ
シ
ス
の
働
き
の
出
島
鮎
で
あ
る
。

　
ノ
エ
マ
面
は
、
《
貿
的
》
膿
験
流
を
こ
え
た
《
非
實
的
》
冒
溝
Φ
＝
な
客
観
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
霞
我
の
作
用
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
《
意

味
》
O
o
ぎ
⇔
と
そ
の
中
心
に
あ
る
《
意
味
核
》
ω
ぎ
霧
ω
剛
6
諺
と
か
ら
な
る
。
意
味
核
は
、
ノ
エ
マ
的
領
域
を
さ
ら
に
《
實
在
的
》
器
巴
に

超
越
し
た
届
出
そ
の
も
の
の
中
心
と
一
致
し
て
い
る
。
し
か
し
封
象
そ
の
も
の
は
ノ
エ
マ
的
統
一
の
軍
な
る
《
捲
い
手
》
（
霞
ω
・
・
。
日
）
に

す
ぎ
な
い
。
封
象
そ
の
も
の
は
超
越
論
的
領
域
の
う
ち
で
の
み
述
語
的
諸
焼
定
を
も
ち
う
る
の
で
あ
っ
て
、
も
し
意
識
の
志
向
的
指
導
を

度
外
卜
し
て
そ
れ
自
艦
と
し
て
み
れ
ば
、
そ
れ
は
何
も
ゐ
で
も
な
く
、
た
だ
《
す
べ
て
の
細
書
を
捨
象
し
た
場
合
の
純
粋
な
X
》
と
か

《．

ｳ
能
的
賓
辮
の
規
定
可
能
な
主
僻
》
（
譲
ψ
・
。
曽
）
と
よ
ば
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
に
煙
し
て
意
味
核
は
《
規
定
様
相
に
お
け
る
封



　
　
象
》
Ω
Φ
④
①
昌
ω
雛
鯉
口
ヨ
芝
δ
の
Φ
貯
曾
切
①
ω
臨
厳
諺
騨
③
冨
φ
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
意
味
は
、
む
ろ
ん
ノ
エ
マ
と
同
義
に
使
用
さ
れ
る
こ
と

　
　
は
あ
る
が
、
嚴
密
に
は
意
味
核
の
周
章
に
構
成
さ
れ
る
述
語
的
諸
規
定
す
な
わ
ち
規
定
様
相
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
同
一
の
賜
与
に

　
　
つ
い
て
、
意
味
は
様
々
の
《
性
格
づ
け
》
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
う
る
。
た
と
え
ば
知
魔
的
、
回
想
的
、
期
待
的
、
想
像
的
、
或
い
は
ま
た

　
　
信
愚
亭
（
事
象
把
握
的
）
、
情
緒
的
（
償
値
的
）
、
意
志
的
（
實
蹉
的
）
な
ど
。
と
こ
ろ
が
意
味
核
は
同
一
の
封
象
に
つ
い
て
は
い
つ
も
同

　
　
一
で
あ
る
。
封
象
そ
の
も
の
が
同
一
で
あ
る
よ
う
に
。
た
だ
し
意
味
核
も
意
味
も
、
封
象
そ
の
も
の
と
は
逡
っ
て
、
あ
く
ま
で
超
越
論
的

　
　
意
識
現
象
に
属
し
て
い
る
。
意
識
は
い
つ
も
意
味
を
通
し
て
仁
心
そ
の
も
の
に
志
向
的
に
曲
舞
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
さ
て
こ
こ
で
大
切
な
こ
と
は
、
右
の
よ
う
な
意
識
の
志
向
的
構
造
が
ど
ん
な
場
合
に
甥
象
に
つ
い
て
の
展
な
る
認
識
が
成
立
す
る
か
、

　
　
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
封
事
の
員
理
は
な
に
に
あ
る
か
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
と
っ
た
道
が
還
元
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
超
越
論
的
観
念
論
で
あ

　
　
る
か
ぎ
り
、
嬢
理
の
決
定
が
封
象
無
燈
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
意
識
の
志
向
的
連
盟
を
無
期
す
れ
ば
野
壷
自
謄
は
無

　
　
で
あ
る
。
し
か
し
反
心
に
純
粋
意
識
の
構
造
が
示
す
よ
う
に
、
超
越
論
的
な
意
識
の
内
部
で
は
す
べ
て
が
眞
と
な
り
う
る
。
な
ぜ
な
ら
純

　
　
粋
筋
が
感
魔
與
件
を
ノ
エ
マ
的
統
一
へ
構
成
す
る
と
い
う
機
能
は
、
封
象
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
翼
蟹
だ
か
ら
で
あ
る
。
封
象
そ
の
も
の

　
　
は
還
元
に
よ
っ
て
非
決
定
の
状
態
に
お
か
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
は
問
題
に
さ
れ
な
い
。

　
　
　
結
局
フ
ッ
サ
ー
ル
が
提
出
す
る
藁
理
論
は
明
細
と
い
う
経
験
に
つ
き
る
。
明
謹
と
は
、
封
象
の
ノ
エ
マ
が
嘗
該
の
漸
悟
に
よ
っ
て
《
充

　
　
蟹
さ
れ
る
》
尊
霊
　
什
こ
と
で
あ
る
。
從
っ
て
ノ
エ
マ
が
野
象
を
も
ち
え
な
い
と
き
、
そ
の
ノ
エ
マ
は
虚
心
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の

　
　
よ
う
な
《
一
致
巻
町
験
》
魚
蛭
石
ヨ
目
色
①
閃
ほ
鎖
窪
¢
5
σ
q
を
フ
ッ
サ
ー
ル
は
ま
た
《
理
性
の
判
決
》
知
①
o
霞
ω
鷺
ゆ
。
甥
嬬
昌
α
q
偽
説
く
。
屋
爆
質
津

　
　
　
　
（
譲
2
）

　
　
と
よ
ん
だ
。
し
か
し
こ
の
虞
理
論
に
お
い
て
観
念
論
と
買
在
論
の
離
反
が
克
服
さ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
理
性
の
判
決

　
　
を
下
す
主
艦
は
や
は
り
純
樺
我
の
な
か
に
し
か
求
め
る
こ
と
が
で
き
ぬ
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
そ
れ
な
ら
ば
、
理
性
の
判
決
に
も
さ
ま
ざ
ま
の
度
合
を
み
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
理
性
的
な
《
動
機
づ
け
》
ζ
。
堅
く
註
。
口

　
　
の
強
弱
に
慮
じ
て
、
眞
理
の
或
る
騰
系
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
そ
の
最
も
遠
い
端
に
は
盧
儒
が
位
置
す
る
こ
と
に
な
る
で

679　
　
　
　
　
　
フ
ッ
サ
ー
ル
の
モ
ナ
ド
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五
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哲
學
研
究
　
第
四
百
六
十
九
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
六

あ
ろ
う
。
い
ま
假
り
に
、
ノ
エ
シ
ス
が
一
定
の
経
験
に
お
い
て
確
實
性
か
ら
推
定
、
懐
疑
、
否
定
性
へ
移
行
す
る
と
し
よ
う
。
す
る
と
こ

れ
に
封
慮
し
て
、
ノ
エ
マ
も
原
本
的
な
確
實
さ
か
ら
、
蓋
然
的
、
疑
問
的
、
そ
し
て
途
に
虚
儒
と
い
う
性
格
へ
移
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で

も
し
も
最
初
の
端
的
な
自
明
性
が
疑
わ
し
く
な
り
、
遽
に
存
在
性
す
な
わ
ち
翼
理
性
が
否
定
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
ノ
エ
マ
は
ノ
エ
シ

　
　
　
（
註
3
）

ス
の
《
信
愚
》
U
o
奏
を
全
く
失
っ
て
し
ま
う
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
が
そ
う
で
は
な
い
。
否
定
も
や
は
り
純
粋
我
の
定
立

作
用
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
存
在
定
立
作
用
の
う
ち
と
く
に
存
在
性
格
だ
け
を
《
削
除
す
る
》
（
日
G
。
・
ま
回
）
攣
様
で
あ
る
。
否
定
作
用
と
は

創
除
算
定
立
作
用
で
あ
る
。
否
定
作
絹
に
お
い
て
も
、
否
定
さ
れ
た
元
の
性
格
す
な
わ
ち
置
理
性
は
、
《
削
除
さ
れ
た
性
格
》
O
霞
。
熱
誠
㍗

o
ゲ
①
鵠
ゲ
①
淳
と
し
て
潜
在
的
背
景
に
お
い
て
意
識
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
否
定
が
何
の
否
定
で
あ
る
か
分
ら
な
く
な
る
。

　
す
べ
て
の
攣
様
は
こ
の
よ
う
に
し
て
基
底
と
な
る
原
本
的
な
信
葱
に
蹄
催
す
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
の
基
底
的
信
愚
の
ノ
エ
シ
ス
的
性

格
を
、
　
《
原
信
愚
》
d
民
。
×
鶯
と
か
《
信
義
確
轡
ハ
性
》
○
㌶
¢
ぴ
①
霧
α
蔓
Φ
≦
冨
誇
Φ
搾
ま
た
は
《
信
愚
仕
方
の
原
形
式
》
¢
猟
霞
ヨ
釦
禽
○
貯
亭

ぴ
①
霧
毛
Φ
冨
①
と
よ
ん
だ
。
ま
た
こ
れ
に
封
ず
る
ノ
エ
マ
的
挫
格
は
《
す
べ
て
の
存
在
様
態
の
原
形
式
》
d
篤
o
H
ヨ
鋤
＝
興
G
っ
臨
幸
ヨ
。
爵
一
…
讐
窪

　
　
（
註
4
）

と
い
わ
れ
た
。

　
ノ
エ
マ
の
眞
理
が
こ
の
よ
う
に
原
信
愚
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
何
を
意
味
す
る
か
。
い
い
か
え
る
と
、
ノ
エ
マ
の
聖
典
理
が
信
愚
墾

様
の
一
種
に
す
ぎ
ぬ
と
い
う
こ
と
は
、
哲
學
的
に
み
て
ど
う
い
う
意
味
を
も
つ
て
い
る
か
。

　
そ
れ
は
ま
ず
第
一
に
、
ノ
エ
マ
の
述
語
的
諸
規
定
が
形
象
そ
の
も
の
に
属
し
て
い
な
い
で
、
純
粋
意
識
の
領
域
内
で
構
成
さ
れ
る
も
の

に
す
ぎ
ぬ
と
い
う
こ
と
の
再
確
認
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
ノ
エ
マ
は
時
問
的
に
流
動
し
て
い
る
ノ
エ
シ
ス
を
超
越
し
て
い
る
。
し
か
し
ノ
エ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

マ
は
字
義
通
り
《
考
え
ら
れ
た
も
の
》
で
あ
る
。
ノ
エ
マ
の
眞
理
性
は
超
越
論
的
主
観
性
の
原
信
愚
で
あ
る
。
そ
の
眞
理
は
こ
の
主
本
性

を
離
れ
て
成
立
し
え
な
い
。
そ
れ
故
ノ
エ
マ
の
貢
理
性
は
名
山
的
で
あ
る
。
勿
論
そ
の
規
定
が
客
観
性
を
も
つ
こ
と
は
十
分
あ
り
う
る
。

し
か
し
客
観
的
丁
令
性
を
も
つ
こ
と
の
保
謹
は
、
一
個
の
純
粋
主
観
が
與
え
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
純
樺
主

観
は
個
別
的
な
の
で
あ
る
。



　
と
こ
ろ
で
こ
の
こ
と
か
ら
第
二
に
次
の
齢
結
を
ひ
き
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
、
個
尉
的
な
主
観
性
が
信
即
す
る
ノ
エ
マ
の
地
築
に

は
限
り
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
え
ず
覗
向
を
縛
圏
さ
せ
て
新
し
い
経
験
範
園
を
求
め
て
行
っ
て
も
、
そ
れ
は
地
準
の
搬
張
に
は

な
る
が
、
地
挙
そ
の
も
の
の
克
服
に
は
な
ら
な
い
。
経
験
の
多
量
は
全
蔓
性
の
獲
得
で
は
な
い
。
そ
れ
は
地
準
の
層
を
豊
か
に
す
る
だ
け

で
あ
る
。
個
別
的
な
主
観
性
は
重
弁
に
か
ん
す
る
普
遍
的
眞
理
を
保
讃
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
で
き
ぬ
と
し
て
も
、
少

く
と
も
程
度
に
お
い
て
高
い
客
観
性
は
保
平
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
た
し
か
に
経
験
の
増
大
は
役
に
立
つ
。
だ
が
個

別
的
主
槻
の
地
李
ま
た
は
《
環
境
》
d
導
≦
①
犀
の
な
か
だ
け
で
は
、
こ
の
客
槻
性
を
自
分
で
そ
れ
と
み
と
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
純
梓

主
観
の
現
象
學
が
ソ
リ
プ
シ
ズ
ム
を
脱
す
る
た
め
に
は
、
　
《
紳
の
夷
懸
》
や
《
意
識
一
般
》
を
も
ち
だ
さ
ぬ
か
ぎ
り
、
ど
う
し
て
も
他
我

の
経
験
を
重
大
癒
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
他
我
の
経
験
か
ら
、
他
我
と
の
交
り
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
客
観
的
世
界
の
承
認
へ

進
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
に
は
ま
だ
問
題
が
の
こ
っ
て
い
る
。

三

　
　
　
そ
れ
は
、
純
粋
主
観
に
よ
る
他
我
縫
…
成
の
閥
題
で
あ
り
、
さ
ら
に
進
ん
で
、
他
我
と
自
我
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
《
間
主
観
的
世
界
》

　
　
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
構
成
に
は
三
つ
の
段
階
が
あ
る
。
第
一
は
、
純
梓
自
我
が
自
分
を
具
膣
的
自
我
す
な
わ
ち
《
原
モ
ナ
ド
》
d
擁
営
9

　
　
⇔
鼠
①
と
し
て
統
即
す
る
段
階
。
（
困
　
　
o
D
●
　
門
燈
蔭
一
一
Q
Q
o
o
）
第
二
は
、
こ
の
原
モ
ナ
ド
が
他
の
モ
ナ
ド
を
構
成
す
る
段
階
。
（
H
ω
・
冨
。
。
1
一
お
）

　
　
第
三
は
、
《
モ
ナ
ド
の
共
同
化
》
で
あ
る
。
（
H
ψ
一
塗
－
窃
な
。
）

　
　
　
e
　
ま
ず
第
一
の
段
階
は
、
《
主
題
的
携
去
》
①
ぎ
①
讐
①
ヨ
島
島
9
①
》
霧
ω
無
用
開
巷
α
q
と
《
世
界
化
的
自
己
統
魔
》
Φ
冒
Φ
〈
霞
妻
①
三
δ
ゲ
9
・

　
　
瓢
。
ω
Φ
子
ω
鍵
℃
弓
①
憲
Φ
℃
瓜
。
⇒
と
に
よ
っ
て
實
現
さ
れ
る
。

　
　
　
少
く
と
も
い
ま
手
許
に
あ
る
最
も
必
然
的
な
も
の
は
、
方
法
上
か
ら
み
て
、
現
象
學
的
還
元
が
明
ら
か
に
し
た
純
粋
主
走
性
だ
け
で
あ

　
　
る
。
固
持
す
べ
き
も
の
は
差
當
っ
て
、
《
世
界
を
客
観
と
し
て
構
成
す
る
超
越
論
的
自
我
》
だ
け
で
あ
る
。

鰯　
　
　
　
　
　
フ
ッ
サ
ー
ル
の
モ
ナ
ざ
払
購
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
七
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折
皿
學
研
究
　
　
籠
瑠
四
醤
六
十
九
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
八

　
最
初
に
フ
ッ
サ
ー
ル
は
主
題
血
忌
去
を
行
う
。
主
題
と
は
、
《
私
に
固
有
な
も
の
》
　
騨
ω
鼠
洋
書
σ
q
2
①
を
得
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ

に
は
、
規
定
す
る
た
め
に
他
我
の
協
力
を
豫
想
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
よ
う
な
述
語
は
す
べ
て
捨
象
す
べ
き
で
あ
る
。
い
い
か
え
る
と
、

《
他
者
の
精
紳
的
な
も
の
》
及
び
《
誰
に
と
っ
て
も
環
境
を
な
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
》
は
除
く
。

　
こ
の
捨
象
に
よ
っ
て
残
る
も
の
は
、
超
越
論
的
自
我
の
連
績
的
世
界
経
験
の
一
致
的
進
行
に
お
い
て
、
超
越
論
的
舟
倉
者
と
な
る
世
界

現
象
だ
け
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
る
と
、
こ
れ
は
第
一
に
私
が
《
所
有
し
て
い
る
自
然
》
Φ
お
。
導
Φ
竈
8
冨
Z
簿
珪
す
な
わ
ち
《
私

の
身
農
》
ヨ
Φ
黒
い
巴
げ
で
あ
り
、
第
二
に
《
私
の
人
格
的
自
我
》
ヨ
①
汐
需
誘
。
難
既
①
ω
ぽ
び
で
あ
り
、
第
三
に
《
多
様
な
る
私
の
外
を
有

す
る
世
界
の
一
員
と
し
て
の
人
好
自
我
》
誕
①
器
。
げ
①
亭
H
。
ぴ
p
。
『
○
｝
δ
匹
無
二
名
①
ド
影
鉱
山
⑦
ヨ
ヨ
き
鉱
σ
q
h
癖
。
匡
α
q
窪
》
島
器
ワ
き
マ
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

る
。
詳
し
く
い
え
ば
、
ω
私
は
身
膿
自
身
を
直
接
的
に
《
支
配
す
る
》
こ
と
が
で
き
る
。
自
然
の
な
か
で
こ
の
よ
う
に
自
由
に
扱
い
う
る

も
の
は
自
分
の
身
艦
だ
け
で
あ
る
。
身
騰
の
《
器
宮
》
は
《
私
の
能
力
》
臼
①
ぎ
H
o
げ
爵
碧
雛
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
行
動
す
る
と
き
、
身

謄
の
一
器
富
で
あ
る
目
や
手
は
身
膿
自
身
を
知
　
秘
す
る
。
　
「
身
膿
は
蟹
践
的
に
自
己
自
身
に
關
係
す
る
。
」
（
圃
ω
冒
騰
。
。
）
　
㈲
と
こ
ろ
が

身
膿
を
こ
の
よ
う
に
私
の
《
所
有
す
る
自
然
》
と
し
て
構
成
す
る
こ
と
は
、
　
《
私
の
人
格
的
自
我
》
の
う
ち
と
く
に
試
写
と
い
う
部
分
を

明
ら
か
に
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
と
い
う
の
は
私
自
身
の
断
有
爵
の
な
か
で
は
私
は
い
つ
も
《
身
膿
》
い
⑦
ま
で
あ
る
と
同
時
に
《
心
》
ω
①
の
δ

で
あ
り
、
《
心
身
統
一
》
勺
超
。
プ
。
℃
ぴ
楼
。
。
同
ω
o
び
①
澗
営
げ
①
戸
部
と
し
て
自
分
を
見
出
す
か
ら
で
あ
る
。
身
磯
と
心
と
の
特
有
な
關
係
を
私
の
習
慣

的
特
性
の
一
つ
と
し
て
絶
え
ず
維
験
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
心
身
統
一
と
し
て
の
私
を
、
超
越
論
的
自
我
が
韓
成
す
る
の
で
あ
る
。

㈲
こ
の
よ
う
な
内
へ
の
統
畳
の
ほ
か
に
、
超
越
論
的
自
我
は
、
自
己
の
外
に
向
っ
て
も
志
向
す
る
。
そ
こ
に
は
知
魔
的
な
さ
ま
ざ
ま
の

《
私
の
外
》
が
、
私
の
内
と
は
異
っ
た
も
の
と
し
て
見
虚
さ
れ
る
。
《
私
の
外
》
に
暫
し
て
一
致
的
経
験
を
重
ね
る
う
ち
に
、
や
が
て
心

身
統
一
と
し
て
の
私
を
、
そ
れ
ら
の
多
様
な
《
私
の
外
》
を
も
つ
世
界
の
中
の
一
員
と
し
て
構
成
す
る
こ
と
に
な
る
。
具
燈
的
私
は
私
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

と
り
ま
く
私
以
外
の
も
の
の
中
に
存
在
す
る
も
の
と
し
て
構
成
さ
れ
る
。
こ
の
意
味
で
、
こ
の
知
畳
は
私
の
純
粋
自
我
を
《
世
界
化
す
る

自
己
統
畳
》
で
あ
る
。
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以
上
に
よ
っ
て
、
求
め
ら
れ
て
い
た
《
私
に
固
有
な
も
の
》
一
琶
①
践
Φ
尊
げ
お
①
雛
ゲ
①
凶
誘
ω
℃
ゴ
鋒
ρ
O
H
薗
冒
p
。
尻
℃
『
貯
ρ
b
ユ
ヨ
。
壇
鮎
下
前
Φ

乏
①
開
一
の
内
容
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
心
身
統
一
と
し
て
の
人
間
自
我
と
こ
れ
が
實
践
的
に
關
期
す
る
隈
り
で
の
《
私
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

外
》
な
る
環
境
世
界
と
で
あ
る
。
私
の
モ
ナ
ド
は
こ
う
し
た
小
宇
宙
を
な
し
て
い
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
と
く
に
私
の
モ
ナ
ド
を
《
原
モ
ナ

ド
》
d
H
B
9
銭
Φ
と
よ
ん
だ
。
こ
れ
は
、
私
の
モ
ナ
ド
が
構
成
順
序
の
最
初
に
く
る
こ
と
即
ち
他
の
モ
ナ
ド
は
こ
れ
を
基
黙
と
し
て
構
成

さ
れ
る
と
い
う
こ
と
と
、
私
の
モ
ナ
ド
の
中
心
に
は
私
の
超
越
論
的
自
我
が
位
置
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
基
い
て
い
る
。

　
③
　
第
二
段
贈
で
あ
る
他
我
の
構
成
は
《
類
似
化
的
統
　
覚
》
〈
①
感
げ
巳
ざ
げ
⑩
昌
儀
①
》
℃
℃
o
這
①
瞬
δ
P
で
あ
る
。

　
や
は
り
方
法
上
か
ら
み
て
、
い
ま
ま
で
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
も
の
だ
け
か
ら
出
機
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
《
私
の
原
初
的
世

界
》
ヨ
臥
づ
¢
一
）
臨
ヨ
○
氏
凶
塁
δ
を
Φ
一
酔
を
も
つ
た
《
原
モ
ナ
ド
》
で
あ
る
。
こ
の
領
域
で
人
間
を
意
味
し
う
る
も
の
は
、
モ
ナ
ド
の
中
心
に

立
つ
こ
の
私
だ
け
で
あ
る
。
い
い
か
え
る
と
、
こ
こ
で
は
他
の
原
本
的
な
所
輿
は
す
べ
て
《
物
踏
…
》
閉
α
導
㊤
と
し
て
し
か
輿
え
ら
れ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

い
。
《
身
艦
》
ピ
①
騨
を
意
味
す
る
も
の
も
私
の
身
膿
だ
け
で
あ
る
。
他
面
の
身
膿
と
い
え
ど
も
こ
の
領
域
で
は
物
膿
と
し
か
み
え
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゐ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

も
し
こ
こ
で
他
者
の
身
騰
が
嬉
野
的
に
身
膿
と
し
て
輿
え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
私
と
他
者
と
は
隅
一
人
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
い
わ
ば

《
私
の
原
初
的
世
界
》
の
な
か
で
は
モ
ナ
ド
は
窓
を
も
た
な
い
。

　
し
か
し
こ
の
無
窓
性
は
あ
く
ま
で
薄
煙
に
原
本
的
な
層
に
限
ら
れ
て
い
る
。
他
の
物
騰
が
人
間
他
者
と
し
て
輿
え
ら
れ
る
た
め
に
は
、

そ
れ
が
私
の
原
初
的
世
界
の
中
で
物
膿
と
し
て
與
え
ら
れ
る
ほ
か
に
、
さ
ら
に
私
が
何
か
を
こ
ち
ら
か
ら
附
加
す
る
必
要
が
あ
る
。
人
間

他
者
は
《
自
学
》
Φ
ぎ
ω
①
ぴ
ω
掌
留
と
し
て
で
は
な
く
、
《
早
出
》
Φ
ぎ
ζ
解
恥
節
と
し
て
の
み
輿
え
ら
れ
る
。
と
は
い
え
、
い
ま
篭
り
に
他

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

者
が
私
の
覗
革
質
に
入
っ
て
來
だ
と
す
る
と
、
私
は
直
ち
に
そ
れ
を
他
者
と
し
る
。
け
っ
し
て
早
る
推
論
を
行
っ
た
の
ち
に
馨
る
物
膿
を

他
者
の
身
鵬
だ
と
漸
案
ず
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
移
行
の
間
に
は
、
推
論
と
い
う
聞
接
的
連
關
で
は
な
い
よ
う
な
、
も
っ
と
直
槻
的
な
志

向
性
が
あ
る
。
そ
れ
は
他
の
《
物
膿
》
と
私
の
《
十
拳
》
と
の
外
兇
上
の
《
類
似
》
を
一
霞
で
み
て
と
る
志
向
性
で
あ
る
。
即
ち
《
取
る

類
似
化
的
統
畳
》
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
フ
ッ
サ
ー
ル
の
モ
ナ
ド
弘
灘
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
ハ
・
九
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七
〇

　
こ
の
類
似
化
的
な
把
握
に
は
二
つ
の
特
徴
が
あ
る
。
ま
ず
類
似
物
を
《
根
源
的
に
贈
嘉
す
る
原
物
》
畠
ω
霞
の
薮
8
民
Φ
○
甑
σ
q
財
躰
一
一

こ
こ
で
は
《
私
の
猟
男
》
一
は
い
つ
で
も
《
生
々
と
現
前
的
に
》
囲
①
ぴ
霧
岳
α
q
α
q
①
σ
q
窪
≦
町
民
σ
q
餓
ハ
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
次
に
、

類
似
的
に
統
嶽
さ
れ
る
も
の
…
1
こ
こ
で
は
《
他
者
の
六
七
》
　
　
は
、
け
っ
し
て
《
現
前
的
存
在
》
覧
舘
Φ
嵩
に
は
な
ら
な
い
。
他
我

は
必
ず
自
我
と
の
《
根
源
的
双
關
》
霞
ω
箕
諺
笹
8
『
o
℃
基
軸
膨
σ
q
に
お
い
て
與
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
軍
な
る
同
一
化
で
は
な
く
、
む
し
ろ

《
連
想
》
》
ω
ω
o
N
貯
銘
。
ジ
ζ
匿
毛
p
ξ
⇒
⑱
ゲ
ヨ
煽
難
σ
q
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
私
の
身
熱
と
他
者
の
物
騰
と
が
《
封
象
的
意
味
の
上
で
相
互
に

重
な
り
合
っ
て
合
致
す
る
こ
と
》
が
起
っ
て
い
る
。
こ
の
合
致
に
は
そ
の
都
度
《
段
階
》
O
鑓
伍
芝
露
弩
が
あ
り
、
そ
の
極
限
は
《
同
一
》

と
な
る
。
湿
る
も
の
の
意
味
が
他
の
も
の
の
意
味
に
よ
っ
て
移
履
的
に
統
魔
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
《
意
味
の
移
層
》

ω
『
づ
霧
無
げ
Φ
諺
。
ぼ
①
び
二
⇒
σ
q
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
る
新
し
い
意
味
が
、
ど
こ
ま
で
充
實
さ
れ
う
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
つ
ま
り
《
現
前
化
》

》
℃
鷲
鋳
Φ
艮
p
。
汁
ざ
ン
く
興
α
q
①
σ
q
Φ
⇒
≦
鋒
鉱
σ
q
¢
昌
α
q
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ぬ
意
味
客
観
の
存
在
要
當
性
は
、
類
似
し
た
《
原
物
》
の
《
現
前
》

℃
蘇
。
。
①
⇔
3
ま
♪
σ
q
Φ
σ
q
o
⇒
士
長
話
劇
σ
q
①
名
鈴
ぼ
口
①
ゲ
露
¢
跡
α
q
に
よ
っ
て
動
機
づ
け
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
他
者
は
あ
く
ま
で
《
私
自
身
の
志
向

的
愛
様
》
で
あ
る
。
「
他
の
モ
ナ
ド
は
私
の
中
で
現
前
化
的
に
構
成
さ
れ
る
。
」
（
圃
ω
・
一
遺
）

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
と
こ
ろ
が
他
者
の
身
器
よ
り
も
高
次
の
暦
、
す
な
わ
ち
心
持
や
人
格
性
の
構
成
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
乳
量
を
要
す
る
。
富
我
は
、

《
私
に
向
っ
て
周
邊
か
ら
定
位
さ
れ
て
い
る
原
初
的
世
界
の
中
心
》
で
あ
る
。
私
の
モ
ナ
ド
は
こ
の
よ
う
に
《
此
庭
の
内
實
》
○
①
冨
国

鳥
①
。
・
属
一
興
を
も
つ
て
い
る
。
こ
れ
に
着
し
て
他
者
の
身
膿
と
な
る
べ
き
物
禮
は
、
私
の
原
初
的
世
界
の
な
か
で
は
、
《
彼
庭
の
様
態
で
の

物
膿
》
穴
α
ぢ
巽
ぎ
竃
。
費
の
U
。
講
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
人
間
他
者
は
《
彼
庭
の
様
態
で
の
物
詣
》
を
支
配
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
《
機

能
中
心
》
舅
離
巳
ハ
鉱
○
奮
N
Φ
簿
讐
霞
と
し
て
構
成
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
《
此
慮
》
と
《
彼
庭
》
と
は
同
時
に
一
で
あ
る
こ
と
は
で
き
ぬ
か
ら
、

他
者
の
心
懸
は
他
者
の
《
勘
忍
に
あ
ら
わ
れ
る
動
作
》
O
①
げ
9
。
ぴ
①
口
亀
①
頃
い
巨
峯
。
げ
渥
①
詳
を
通
し
て
、
も
し
自
分
が
あ
の
よ
う
な
身
振
り
や

表
情
を
す
る
と
き
に
は
、
貧
富
の
心
は
か
く
か
く
の
状
態
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
み
て
、
そ
う
し
た
自
分
の
感
情
を
他
者

の
身
謄
の
方
へ
移
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
風
成
で
き
な
い
。
い
わ
ゆ
る
《
感
構
移
入
》
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
他
者
の
高
次
居
が
構
成



　
　
さ
れ
る
。

　
　
　
⇔
　
最
後
の
段
階
は
自
我
と
他
我
と
の
共
周
密
で
あ
る
。
正
確
に
い
え
ば
、
原
モ
ナ
ド
と
し
て
の
自
我
と
、
そ
の
自
我
の
中
で
構
成
さ

　
　
れ
る
他
我
と
の
共
岡
化
で
あ
る
。

　
　
　
私
の
原
初
的
世
界
の
中
で
支
配
中
心
を
な
し
て
い
る
の
は
京
童
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
こ
の
世
界
の
な
か
で
現
わ
れ
る
他
者
の
身
膿

　
　
と
を
多
寡
的
に
連
想
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
は
他
の
身
騰
の
中
に
も
他
我
が
支
配
中
心
と
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
統
組
す
る
。
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
か
も
他
我
は
（
他
我
自
身
の
身
謄
が
そ
れ
に
厨
し
て
い
る
）
彼
の
原
初
的
自
然
を
支
配
し
て
い
る
こ
と
を
、
私
は
統
聾
す
る
。
こ
の
統
魔

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
は
、
他
我
の
原
初
的
自
然
と
私
の
そ
れ
と
を
今
一
の
現
わ
れ
方
を
す
る
も
の
と
し
て
構
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。
私
に
と
っ
て
こ
の
自
然

　
　
は
、
絶
封
的
な
此
庭
と
し
て
の
自
我
の
身
膿
に
陶
っ
て
様
々
の
仕
方
で
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
そ
れ
は
自
我
の
中
で
さ
ま
ざ
ま
の

　
　
遠
近
を
も
つ
て
現
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
自
然
の
《
現
象
髄
系
》
目
誘
。
プ
魚
質
葺
謁
ω
屠
巴
お
露
①
は
、
他
我
に
と
っ
て
も
隅
一
で
あ
る
に
ち
が

　
　
い
な
い
と
私
は
繧
験
す
る
。
む
ろ
ん
個
々
の
ノ
エ
マ
的
内
幕
や
知
覧
の
可
能
性
お
よ
び
知
魔
さ
れ
る
諸
豪
象
は
同
一
で
は
あ
り
え
な
い
。

　
　
む
し
ろ
そ
れ
ら
は
他
者
に
と
っ
て
は
他
者
の
七
戸
か
ら
見
ら
れ
る
通
り
に
し
か
み
え
な
い
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
存
在
物
を
含
ん
で
い
る
環

　
　
境
と
し
て
の
原
初
的
自
然
は
、
自
我
に
と
っ
て
も
他
我
に
と
っ
て
も
隅
一
の
現
象
翼
廊
を
示
す
と
い
う
こ
と
を
、
私
は
構
成
す
る
。
自
我

　
　
も
他
我
も
共
に
そ
の
同
一
の
自
然
の
な
か
に
存
在
す
る
こ
と
を
自
我
が
経
験
す
る
。
こ
の
経
験
が
、
他
我
経
験
を
介
し
て
行
わ
れ
る
《
客

　
　
観
的
自
然
》
の
梅
成
で
あ
る
。

　
　
　
し
か
し
な
が
ら
こ
の
自
然
は
、
磨
我
だ
け
の
も
の
で
も
な
く
、
他
我
だ
け
の
も
の
で
も
な
い
と
い
う
意
味
で
、
も
は
や
原
初
的
性
格
を

　
　
こ
え
た
《
間
主
観
性
》
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
自
我
に
熱
し
て
も
他
我
に
熱
し
て
も
、
　
《
現
前
的
》
で
な
く
《
現
前
化
的
》
な
性
格
を

　
　
帯
び
て
い
る
。
從
っ
て
そ
れ
は
等
質
心
室
間
と
か
《
世
界
時
間
》
の
形
式
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
近
づ
き
う
る
自
然
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
他

　
　
我
そ
の
も
の
も
自
我
に
議
し
て
《
現
前
化
的
》
に
し
か
現
わ
れ
な
か
っ
た
。
自
我
に
と
っ
て
《
現
前
的
》
な
現
象
は
自
己
自
身
と
自
己
の

　
　
原
初
的
自
然
の
中
の
物
心
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
他
我
は
他
我
自
身
に
と
っ
て
は
《
現
前
的
》
で
あ
り
う
る
。
こ
れ
に
吊
し
て

粥　
　
　
　
　
　
フ
ッ
サ
ー
ル
の
モ
ナ
ド
弘
醐
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
一
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七
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ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

《
聞
主
観
的
》
自
然
は
、
い
つ
れ
の
主
擬
か
ら
も
《
現
前
的
》
な
も
の
と
し
て
は
構
成
さ
れ
な
い
。
こ
れ
が
、
各
モ
ナ
ド
を
含
む
客
槻
的

臼
然
と
い
わ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

　
け
れ
ど
も
こ
の
よ
う
に
し
て
構
成
さ
れ
る
自
然
の
客
槻
性
は
、
全
く
無
制
約
的
で
あ
る
と
い
え
る
か
。
フ
ッ
サ
ー
ル
も
そ
れ
は
で
き
な

い
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
自
然
の
岡
田
性
が
高
い
二
面
性
に
お
い
て
確
認
で
き
ぬ
と
は
考
え
て
い
な
い
。
な
る
ほ

ど
盲
欝
や
聾
な
ど
の
《
異
常
性
》
が
存
在
す
る
以
上
、
現
象
贈
…
系
は
必
ず
し
も
絶
封
的
に
岡
一
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
異
常

性
が
異
常
性
と
し
て
構
成
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
正
常
性
の
先
導
を
示
し
て
い
る
。
客
観
的
世
界
が
同
一
の
も
の
と
し
て
存
在
し
う
る

の
は
、
経
験
の
進
行
に
つ
れ
て
漸
え
ず
一
致
的
な
確
認
を
績
け
る
こ
と
に
よ
る
。
ま
た
一
致
的
確
認
は
、
正
常
性
と
そ
の
心
様
で
あ
る
異

常
性
と
を
颪
別
し
て
、
統
覧
を
改
め
る
こ
と
に
基
い
て
い
る
。
し
か
し
正
常
的
な
億
葱
を
最
後
ま
で
問
い
つ
め
て
ゆ
け
ば
、
そ
の
根
源
は

原
モ
ナ
ド
で
あ
る
こ
の
私
に
突
き
あ
た
る
。
こ
れ
は
疋
常
性
が
程
度
の
問
題
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
丁
度
、
　
《
理
姓
の
判
決
》
に

程
度
の
差
が
み
と
め
ら
れ
た
よ
う
に
。
そ
れ
ゆ
え
、
馬
主
槻
的
自
然
の
客
槻
性
と
い
え
ど
も
絶
封
的
全
膿
性
で
は
な
い
。

　
さ
ら
に
こ
の
こ
と
は
文
化
的
環
境
の
客
槻
性
に
關
し
て
、
い
っ
そ
う
鮮
明
な
形
を
と
る
。
文
化
の
世
界
は
、
客
観
的
自
然
と
そ
の
室
間

時
間
的
形
式
と
い
う
底
暦
に
基
い
て
構
成
さ
れ
る
。
自
然
的
領
域
の
中
に
お
い
て
は
誰
も
が
岡
一
の
自
然
の
な
か
に
存
在
し
て
い
る
。
と

こ
ろ
が
、
文
化
的
な
上
位
層
に
お
い
て
は
、
番
々
の
集
團
や
個
人
が
た
が
い
に
全
く
連
關
の
な
い
濁
立
の
文
化
圏
を
形
成
す
る
こ
と
も
あ

る
。
或
る
文
化
圏
の
成
員
は
、
自
分
の
文
化
に
つ
い
て
は
、
隠
れ
た
地
縫
に
い
た
る
ま
で
も
根
源
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か

し
他
の
文
化
圏
の
人
に
は
こ
れ
と
同
じ
理
解
を
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
故
こ
こ
で
も
、
モ
ナ
ド
の
構
成
の
場
合
と
同
様
の
方

式
が
み
と
め
ら
れ
る
。
自
己
の
文
化
に
つ
い
て
は
原
初
的
構
成
が
で
き
る
が
、
他
の
文
化
は
そ
の
圏
域
に
住
う
人
以
外
に
は
、
　
一
種
の
他

我
繧
験
す
な
わ
ち
双
醐
的
遮
想
や
感
構
移
入
に
よ
っ
て
近
づ
く
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
他
我
経
験
を
高
く
積
み
重
ね
て

ゆ
き
、
　
《
人
意
的
人
格
的
な
交
り
》
B
①
器
。
E
凱
お
℃
興
ω
8
鉱
①
汽
○
ヨ
ヨ
毎
比
訂
飢
。
⇒
を
撞
宣
す
る
に
し
た
が
っ
て
、
よ
り
普
遍
的
な
文

化
圏
が
構
成
さ
れ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。



　
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
る
モ
ナ
ド
の
構
成
理
論
は
お
よ
そ
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
こ
れ
を
契
機
と
し
て
現
象
學
そ
の
も
の

に
つ
い
て
、
い
く
ら
か
反
省
を
試
み
よ
う
と
思
う
。
モ
ナ
ド
論
は
超
越
論
的
現
象
學
の
必
然
的
展
開
で
あ
っ
た
。
純
粋
現
象
學
の
理
論
は
、

超
越
論
的
意
識
の
分
析
に
は
じ
ま
っ
て
、
ノ
エ
マ
の
構
成
理
論
に
進
み
、
さ
ら
に
モ
ナ
ド
的
世
界
の
構
成
の
問
題
へ
進
ん
だ
。
そ
れ
は
、

ノ
エ
マ
の
貫
理
の
問
題
が
モ
ナ
ド
の
構
成
論
を
必
要
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
進
行
か
ら
み
て
、
モ
ナ
ド
論
へ
の
反
省
は
、
根
本
的
に

は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
學
的
構
成
理
論
の
吟
味
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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e
　
構
成
理
論
は
妻
問
的
登
生
の
歴
史
で
は
な
い
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
學
的
記
蓮
分
析
が
純
糠
意
識
か
ら
は
じ
ま
る
こ
と
は
、
主
観

性
が
時
問
的
に
最
初
の
存
在
で
あ
る
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
純
粋
主
槻
性
が
還
元
の
方
法
に
よ
っ
て
確
實
な
存
在
と
し
て
残
さ
れ
る

こ
と
を
意
味
す
る
だ
け
で
あ
る
。
純
粋
主
観
の
絶
仔
馬
は
意
識
の
自
己
確
儒
に
基
い
て
い
る
。
構
成
理
論
の
本
質
は
、
す
べ
て
の
存
在
領

域
を
こ
の
純
粋
意
識
の
眼
の
中
に
映
し
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
全
農
を
晃
よ
う
と
す
る
純
粋
三
聖
で
あ
る
。
構
成
理
論
の
謄
系
的
展
開
の

た
め
に
は
、
た
だ
土
物
を
映
し
て
い
る
純
粋
意
識
の
記
述
分
析
を
行
え
ば
満
足
す
べ
き
成
果
が
え
ら
れ
る
、
と
フ
ッ
サ
ー
ル
は
考
え
た
。

　
し
か
し
、
も
し
す
べ
て
を
反
映
す
る
純
粋
主
観
の
職
封
性
が
現
象
學
的
判
漸
中
止
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
な
い
と
し
た
ら
、
構
成
理
論
の

龍
系
は
地
盤
を
失
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
れ
ば
、
も
は
や
純
粋
意
識
か
ら
で
は
な
く
、
こ
の
愛
野
的
な
私
つ
ま
り
原
モ
ナ
ド

の
事
實
性
か
ら
出
沖
し
て
も
か
ま
わ
ぬ
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
同
時
に
モ
ナ
ド
の
豊
岡
を
出
場
黙
と
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
の
と
き
は
、

こ
と
さ
ら
モ
ナ
ド
と
い
う
形
而
上
學
的
な
書
葉
を
周
い
る
必
要
す
ら
な
い
か
も
知
れ
な
い
。

　
事
寳
、
こ
の
よ
う
な
観
方
を
支
持
す
る
思
想
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
純
粋
主
槻
を
開
示
す
る
た
め
の
現
象
學
的
還
元

に
お
い
て
、
《
判
断
中
止
》
と
《
残
鯨
》
と
は
果
し
て
《
無
前
提
的
》
に
結
び
つ
く
事
柄
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
疑
念
で
あ
る
。
現
象
學

　
　
　
　
フ
ッ
サ
ー
ル
の
モ
ナ
ド
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
三
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的
判
断
中
止
と
い
う
操
作
そ
の
も
の
は
、
《
態
度
の
愛
更
》
禦
器
田
舞
§
α
q
ω
ぎ
儀
典
§
α
q
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
、
あ
ら
ゆ
る
領
域
に
お
け

る
判
噺
に
封
ず
る
中
神
的
な
態
度
で
あ
る
。
こ
の
申
和
的
観
察
の
態
度
が
、
た
だ
ち
に
意
識
領
域
を
絶
封
的
存
在
と
し
て
見
出
さ
せ
る
必

然
性
を
含
ん
で
い
る
と
は
思
え
な
い
。
な
る
ほ
ど
フ
ッ
サ
ー
ル
の
い
う
よ
う
に
、
意
識
の
隠
事
は
《
必
謹
的
》
ε
○
色
a
ω
o
げ
な
特
権
を

も
つ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
現
象
學
的
エ
ポ
ケ
の
態
度
と
こ
の
登
見
と
の
間
に
は
、
純
粋
に
槻
察
的
態
度
で
な
い
要
素
が
加
わ
っ
て

い
る
は
ず
で
あ
る
。
第
一
に
そ
れ
は
、
歴
史
的
な
直
る
一
黙
に
お
け
る
直
観
か
ら
の
階
示
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
っ
た
い
デ
カ
ル
ト
の
コ

ギ
ト
が
フ
ッ
サ
ー
ル
の
超
越
論
的
意
識
と
同
じ
黒
総
を
も
つ
て
い
る
の
か
ど
う
か
を
知
る
た
め
に
は
、
特
捌
の
研
究
を
要
す
る
で
あ
ろ

う
。
だ
が
そ
れ
を
ま
つ
ま
で
も
な
く
、
こ
の
購
示
が
エ
ポ
ケ
か
ら
残
鯨
へ
の
移
行
を
助
け
て
い
る
と
す
れ
ば
、
純
粋
意
識
は
哲
學
史
的
産

物
で
は
あ
り
え
て
も
、
　
《
無
前
提
的
》
存
在
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
。
ま
た
第
二
に
、
も
し
そ
の
よ
う
な
暗
示
を
み
と
め
ぬ
と
し
て
も
、

事
實
上
、
意
識
の
自
己
確
説
の
蛮
生
地
澱
は
、
純
粋
に
観
察
的
な
態
度
で
は
な
く
、
よ
り
多
く
意
志
的
な
態
度
の
な
か
に
あ
る
。
現
象
學

的
な
括
弧
づ
け
に
よ
る
記
載
槻
察
の
態
度
か
ら
、
主
観
性
の
確
信
へ
進
む
た
め
に
は
、
う
ち
よ
せ
る
印
象
の
波
を
拒
否
し
て
認
識
へ
高
ま

ろ
う
と
す
る
自
己
集
中
の
要
素
が
加
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
が
ん
ら
い
刺
巻
中
止
と
は
こ
の
拒
否
の
楯
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
理
論

を
開
く
た
め
の
こ
の
自
己
集
中
は
、
心
身
統
一
艦
で
あ
る
具
盤
的
な
私
か
ら
は
じ
ま
る
。
も
し
も
私
か
ら
私
を
分
離
す
る
私
の
努
力
を
な

く
せ
ば
、
意
識
の
自
己
確
信
は
保
持
で
き
ぬ
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
こ
こ
で
い
お
う
と
す
る
の
は
、
薩
接
的
に
は
、
受
認
が
思
惟
に
先
立
つ
と
い
う
よ
う
な
議
論
で
は
な
い
。
む
し
ろ
わ
れ
わ
れ
は
、

ま
ず
員
理
論
に
お
い
て
、
直
観
主
義
と
超
越
論
的
主
観
主
義
と
の
方
法
上
の
矛
震
を
解
濡
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
還
元
の
う

ち
残
鯨
の
要
素
を
エ
ポ
ケ
か
ら
分
離
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
直
観
主
義
と
は
、
事
實
直
観
と
本
質
轟
轟
と
に
よ
っ
て
と
ら
え
ら
れ
る
封
象
の
嚢
理
性
を
眞
理
の
基
準
に
す
る
考
え
で
あ
る
。
こ
れ
に

慨
し
て
、
超
越
論
的
主
観
主
義
の
長
理
観
は
、
純
粋
意
識
を
と
ら
え
る
反
省
的
な
謬
論
を
、
あ
ら
ゆ
る
明
愚
直
槻
の
上
位
に
お
く
考
え
で

あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
思
考
は
前
者
か
ら
後
者
へ
の
移
行
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
最
後
は
超
越
論
的
主
観
の
絶
封
性
を
固
持
す
る
。
し



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う

　
　
か
し
、
眞
理
論
を
論
ず
る
と
、
ど
う
し
て
も
右
の
矛
矯
が
表
面
に
畠
て
く
る
。
と
い
う
の
は
、
も
し
純
粋
意
識
が
明
謹
直
槻
に
よ
っ
て
直

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
接
的
に
と
ら
え
ら
れ
る
の
な
ら
ば
、
な
ぜ
こ
の
把
握
に
限
っ
て
と
く
に
還
元
と
い
う
反
省
的
な
操
作
が
必
要
な
の
か
。
し
か
も
よ
し
、
純

　
　
粋
意
識
を
把
握
す
る
薩
観
を
あ
ら
ゆ
る
他
の
明
雪
男
直
観
の
上
に
お
い
て
も
、
還
元
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
意
識
の
記
述
分
析
は
、
や
は
り

　
　
慶
綴
主
義
の
原
理
に
よ
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
果
し
て
ど
ち
ら
の
直
槻
が
一
す
な
わ
ち
純
粋
意
識
を
確
實
だ
と
見
る

　
　
反
省
的
な
直
観
と
、
こ
れ
と
無
早
発
に
一
般
に
明
謹
直
観
が
嚢
理
を
き
め
る
と
い
う
意
味
で
の
直
線
的
な
直
壁
と
一
上
位
で
あ
る
の
か

　
　
と
い
う
問
題
は
ま
だ
の
こ
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
こ
で
分
っ
て
い
る
こ
と
は
、
野
馬
直
観
と
い
う
も
の
が
自
身
の
基
礎
づ
け
を
他

　
　
に
柳
ぐ
こ
と
を
許
さ
ぬ
だ
け
に
、
十
分
こ
れ
を
警
戒
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。

　
　
　
し
か
し
ふ
り
か
え
っ
て
み
る
と
、
純
粋
主
槻
を
開
示
す
る
明
謹
は
、
實
は
直
観
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
實
践
的
内
観
と
い
う
べ
き
も
の

　
　
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
意
識
が
自
分
を
確
信
す
る
の
は
、
封
象
に
幽
す
る
確
實
で
正
し
い
認
識
を
得
る
た
め
に
、
不
確
々
な
印
象
や
意

　
　
見
を
信
用
し
な
い
意
志
的
拒
絶
の
態
度
を
と
る
こ
と
に
…
封
果
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
翠
な
る
下
方
の
愛
更
が
こ
の
革
製
の
基
礎
に
な
る

　
　
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
意
識
の
自
己
確
信
は
、
客
擬
製
に
は
科
學
的
認
識
の
成
立
に
封
糊
す
る
し
、
個
人
的
に
は
認
識
態
度
の
決
定
に
依

　
　
存
す
る
。
意
識
は
欝
畳
め
よ
う
と
決
心
し
て
い
る
そ
の
聞
だ
け
確
實
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
け
っ
し
て
、
無
前
提
的
で
あ
る
と
は
い
え
な

　
　
い
。
逆
に
い
え
ば
、
意
識
の
こ
の
確
信
を
保
つ
た
め
に
は
、
た
え
ず
欝
魔
め
よ
う
と
努
め
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
囲
覧

　
　
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
實
際
に
は
意
識
へ
の
注
覗
か
ら
始
ま
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
封
象
の
員
相
を
見
出
そ
う
と
す
る
探
究
的
繧
験
あ

　
　
る
い
は
限
り
な
き
釣
象
化
の
な
か
で
働
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
意
識
の
純
樺
な
孤
立
化
は
か
え
っ
て
意
識
を
眠
ら
せ
る
こ
と

　
　
で
あ
る
。
こ
れ
は
意
識
の
形
而
上
學
化
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
ま
ず
員
理
論
に
つ
い
て
は
、
超
越
論
的
主
槻
主
義
と
直
観
主
義
と
は
異
質
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

　
　
と
い
う
の
は
、
意
識
の
自
己
確
信
の
把
握
は
、
直
線
的
な
明
謹
に
は
濃
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
把
握
を
同
じ
明

　
　
謹
と
い
う
語
で
示
す
こ
と
は
、
混
同
を
招
く
の
で
は
な
い
か
。

779　
　
　
　
　
　
フ
ッ
サ
ー
ル
の
モ
ナ
ド
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
五
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ヘ
　
　
へ

　
次
に
こ
の
こ
と
と
關
訳
し
て
、
還
元
に
お
い
て
は
、
エ
ポ
ケ
と
残
鯨
と
は
必
然
的
連
結
を
失
う
こ
と
が
わ
か
る
。
と
い
う
の
は
、
霊
獣

の
把
握
は
こ
の
よ
う
に
無
前
提
的
な
明
謹
に
よ
る
の
で
は
な
い
し
、
エ
ポ
ケ
は
晃
方
の
攣
更
に
す
ぎ
ぬ
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
そ
こ
で
、
三
焦
に
比
し
て
は
直
擬
主
義
が
建
認
さ
れ
還
元
に
お
い
て
は
中
和
的
擬
察
の
態
度
が
み
と
め
ら
れ
る
か
に
み
え
る
。
し
か
し

直
観
主
義
が
果
し
て
疑
い
え
ぬ
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
直
槻
と
い
え
ど
も
儒
芝
居
で
は
な
い
か
。
と
は
い
え
、
現
象
學
的
エ
ポ
ケ
に
基
く
直

素
的
記
蓮
は
、
中
稲
化
さ
れ
た
直
擬
主
義
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ま
た
、
超
越
論
的
主
観
主
義
か
ら
こ
れ
を
分
離
す
る
こ
と
は
、
純
粋
環

象
學
だ
け
に
優
位
を
お
か
ず
、
現
象
學
の
概
念
を
さ
ら
に
ひ
ろ
げ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
¢
⇒
　
と
こ
ろ
が
こ
の
よ
う
に
現
象
學
の
概
念
を
鑛
浅
し
て
も
、
ま
だ
現
象
學
そ
の
も
の
に
一
つ
の
困
難
が
疑
出
さ
れ
る
の
で
は
な
い
で

あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
知
識
を
エ
ポ
ケ
に
よ
る
薩
槻
的
記
蓮
の
段
階
に
と
ど
め
る
と
い
う
根
本
的
態
度
の
限
界
で
あ
る
。
前
遮
の
よ
う
に
、

現
象
學
的
エ
ポ
ケ
と
残
量
と
の
必
然
的
な
繋
念
を
み
と
め
ぬ
な
ら
ば
、
す
な
わ
ち
、
エ
ポ
ケ
を
純
粋
に
観
察
的
な
見
方
で
あ
る
と
し
、
残

鯨
と
し
て
の
意
識
の
自
己
確
聞
を
よ
り
多
く
意
志
的
態
度
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
も
の
と
考
え
る
な
ら
ば
、
記
述
的
可
能
性
そ
の
も
の
の

限
界
が
明
ら
か
に
な
る
。

　
た
と
え
ば
、
文
化
環
境
に
坐
す
る
繧
験
を
考
え
て
み
よ
う
。
文
化
的
世
界
の
構
成
に
お
い
て
原
初
的
中
心
を
な
す
も
の
は
、
私
が
上
す

る
文
化
圏
で
あ
る
。
他
の
特
殊
的
文
化
圏
を
も
含
む
一
層
普
遜
的
な
文
化
領
域
の
．
経
験
の
た
め
に
は
、
感
情
移
入
の
よ
う
な
様
々
の
交
流

が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
し
か
に
形
式
的
な
構
造
論
は
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
具
膿
漏
に
交
流
を
し
紀
述
を
す
る
主
戦
の
問
で

は
、
素
材
が
多
い
こ
と
が
客
観
性
へ
の
接
近
を
意
味
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
文
化
の
創
造
者
で
あ
る
人
閥
の
行
動
様
式
は
原
理
的
に
無
制
限

で
あ
る
。
こ
れ
に
饗
し
て
記
述
が
教
え
る
の
は
観
黙
の
轄
回
と
遽
近
に
慮
じ
た
相
貌
で
し
か
な
い
。
詑
越
は
地
卒
に
お
け
る
記
誠
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
記
述
内
容
の
客
観
性
に
つ
い
て
は
、
せ
い
ぜ
い
類
型
の
挙
行
論
で
満
足
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

　
そ
の
う
え
、
記
蓮
の
蓄
積
が
地
墨
性
を
ま
ぬ
が
れ
ぬ
以
上
、
記
蓮
内
容
の
配
列
に
は
擬
黙
と
し
て
な
ん
ら
か
の
前
提
が
必
要
で
あ
る
。
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も
し
配
列
の
た
め
に
意
識
的
に
前
提
を
え
ら
ば
な
け
れ
ば
、
か
え
っ
て
無
寒
期
の
う
ち
に
先
入
屍
が
入
り
込
む
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
そ

の
前
提
の
画
素
を
あ
ら
か
じ
め
至
悪
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
が
で
き
る
の
は
す
で
に
全
艦
を
み
て
し
ま
っ
て
い
る
者
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
が
、
わ
れ
わ
れ
が
持
っ
て
い
る
の
は
地
雷
に
お
け
る
記
遽
だ
け
で
あ
る
。
思
い
き
っ
て
ど
れ
か
を
唯
一
の
前
提
と
す
る
こ
と

は
、
採
用
さ
れ
た
そ
の
前
提
自
身
の
形
而
上
學
的
濁
噺
性
を
露
鍋
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
前
提
を
無
反
省
に
き
め
る
こ
と
が
無
断

に
導
く
の
で
あ
る
か
ら
、
専
断
を
さ
け
る
た
め
に
は
、
前
提
を
探
用
す
る
こ
と
自
身
を
全
面
的
に
差
し
ひ
か
え
る
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
決

定
の
暫
定
性
を
忘
れ
ず
に
決
め
る
か
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
現
象
學
の
態
度
か
ら
す
る
と
、
後
者
へ
の
道
は
閉
さ
れ
て
い
る
。
現
象
學
的
記

述
の
本
來
的
機
能
は
、
混
沌
と
し
て
い
て
も
即
物
的
な
素
材
を
獲
得
す
る
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
思
想
と
は
素
材
の
統
一
化
で
は
な
い
か
。

統
一
の
た
め
に
は
、
槻
察
に
封
ず
る
構
想
の
自
由
す
な
わ
ち
前
提
の
決
定
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
構
想
の
検
讃
が
必
要
に
な
る
。
む
ろ
ん

そ
れ
で
も
、
採
用
さ
れ
た
前
提
の
合
理
は
、
検
謹
さ
れ
う
る
確
り
で
の
暫
定
性
し
か
も
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
思
想
の
形
成
に
は
中
和
的

記
述
の
段
階
を
破
る
も
の
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
は
た
し
か
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）

　
（
藩
王
）
　
い
わ
ゆ
る
《
現
象
學
的
蓬
元
》
の
な
か
に
、
《
形
絹
的
選
元
》
①
箆
。
叶
置
。
ゲ
Φ
刃
①
自
鉦
ハ
賦
。
謬
と
《
自
我
論
的
網
元
》
①
σ
q
◎
｝
○
讐
。
。
o
プ
。
夘
・
と
を
、

　
　
語
論
と
い
う
黙
で
均
等
に
並
置
す
る
の
は
好
ま
し
く
な
い
。
松
本
彦
良
著
《
フ
ッ
サ
ー
ル
超
越
論
的
現
象
學
の
課
題
》
　
（
東
北
大
學
文
學
部
研
究
年

　
　
報
第
四
號
）
に
お
け
る
考
鐙
に
よ
る
と
、
　
一
九
〇
七
年
の
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
の
講
義
で
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
本
質
へ
の
遽
光
と
薫
博
論
へ
の
遣
元
と

　
　
を
優
捌
し
て
い
な
い
が
、
　
《
イ
デ
ー
ン
》
の
一
九
一
三
年
頃
に
は
、
本
質
的
な
も
の
の
把
握
は
も
は
や
遼
元
と
は
い
わ
れ
ず
、
そ
れ
は
現
象
畢
的
還

　
　
元
と
全
く
携
の
直
観
的
方
法
と
き
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
　
《
イ
デ
ー
ン
》
以
後
は
、
現
象
學
的
選
元
と
い
え
ば
す
ぐ
《
自
我
論
的
灘
元
》
を
き
す

　
　
と
み
て
よ
い
。
上
掲
書
は
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。
　
「
フ
ッ
サ
…
ル
の
思
索
機
展
の
全
膿
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
《
形
相
的
墨
引
》
は
、
い
わ
ば
一

　
　
　
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
《
現
象
學
的
還
元
》
の
唯
一
可
能
の
本
質
は
、
説
艦
性
の
根
源
的
層
に
立
ち
還
り
、
そ
れ
を
ど
こ
ま
で
も
深
く

　
　
開
明
し
て
ゆ
く
と
こ
ろ
の
、
《
超
越
論
的
現
象
學
的
遽
元
》
に
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
（
百
十
九
頁
）
　
そ
こ
で
一
般
に
、
現
象
攣
が
現
象

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
の
學
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
直
観
的
記
述
の
方
法
を
鮫
く
こ
と
は
で
き
ぬ
の
で
あ
る
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
《
自
我
論
的
心
元
》
は
と
く
に
、
フ
ッ
サ

　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
　
ー
ル
の
現
象
乱
す
な
わ
ち
超
越
論
的
ま
た
は
純
粋
現
象
學
を
、
可
能
的
な
現
象
學
一
般
か
ら
際
立
た
せ
る
圃
有
の
方
法
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
（
註
2
）
　
こ
こ
で
フ
ッ
サ
…
ル
の
鑑
識
論
を
要
約
す
る
と
、
ま
ず
第
～
に
、
明
謹
の
本
質
的
な
匿
甥
が
問
題
に
な
る
。
次
の
表
は
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。

フ
ッ
サ
ー
ル
の
モ
ナ
ド
論

七
七
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哲
墨
・
研
究
　
　
第
四
百
六
十
九
號

七
八

（
〈
σ
q
ピ
最
ψ
9
。
な
。
匂
。
～
q
。
い
O
）
　
た
だ
し
、
こ
の
表
は
ア
ッ
サ
ー
ル
の
い
う
と
こ
ろ
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

∴
熱
響
雛
装
　
　
　
　
　
談
肇

　
右
の
表
の
中
で
、
本
質
直
観
の
う
ち
原
本
的
な
も
の
郎
ち
《
本
質
知
畳
》
芝
①
ω
Φ
鵠
ω
①
諺
。
守
葺
毎
時
α
q
だ
け
が
巌
密
な
意
味
で
十
全
的
で
あ
る
。
本
質

ま
た
は
本
質
事
態
に
お
い
て
、
な
ぜ
原
本
的
と
非
原
本
的
と
の
塵
別
が
設
け
ら
れ
た
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
、
本
質
を
把
握
す
る
意
識
仕
方
と
の
遽

關
に
お
い
て
、
本
質
を
問
題
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。
本
質
に
關
す
る
意
味
を
そ
れ
魯
膿
と
し
て
み
れ
ば
、
た
と
え
ば
悼
牽
一
ー
ー
一
十
悼
と
い
う
本
質

事
態
は
い
つ
も
《
全
荷
的
に
》
鶏
｝
訂
①
猷
σ
q
把
握
さ
れ
る
し
、
同
一
で
あ
る
。
し
か
し
、
意
識
の
具
髄
相
の
な
か
で
は
、
そ
の
本
質
事
態
の
意
味
が

《
い
ま
》
充
實
さ
れ
て
い
る
の
か
、
《
さ
つ
き
》
充
實
さ
れ
た
の
か
に
よ
っ
て
、
算
え
ら
れ
方
に
原
本
的
な
も
の
と
《
艶
持
的
》
窓
8
摸
陣
9
既
な
も

の
と
を
蕨
溺
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
考
え
を
ひ
ろ
げ
て
い
え
ば
、
論
理
學
や
臼
飾
な
ど
に
お
い
て
そ
の
本
質
事
態
の
眞
理
性
が
現
下
に
《
洞

見
》
①
ぼ
㏄
①
げ
Φ
降
さ
れ
て
い
な
い
場
合
（
た
と
え
ば
演
繹
の
進
行
の
場
合
）
に
は
、
そ
の
藁
理
牲
は
嚴
密
な
意
味
で
は
、
十
全
的
と
は
い
え
な
い
。

し
か
し
、
そ
れ
は
い
つ
で
も
十
全
的
と
な
り
う
る
可
能
牲
を
含
ん
で
い
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
學
と
し
て
成
立
し
え
な
い
。

　
と
こ
ろ
が
、
事
簑
直
観
ま
た
は
個
別
醸
観
に
お
け
る
明
澄
の
不
十
全
性
は
、
こ
れ
と
は
質
的
な
差
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
た
と
え
ば
物
に
嗣
す

る
明
澄
す
な
わ
ち
物
の
知
覧
は
、
い
つ
で
も
《
一
面
的
》
①
ぎ
。
。
魚
鳳
α
q
で
あ
り
、
物
の
他
の
多
く
の
藏
は
無
規
定
の
ま
ま
に
背
景
に
貫
い
て
い
る
。
知

魔
は
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
十
全
的
に
な
り
え
な
い
。

　
し
か
し
ま
た
、
本
質
と
事
實
の
明
謹
の
中
間
ま
た
は
混
合
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
　
《
必
謹
的
》
巷
。
黛
ぎ
同
ω
c
ゲ
に
掘
泣
き
れ
た
本
質
事
態
を

《
賢
然
的
》
霧
ω
①
嵩
。
巴
『
o
げ
に
み
ら
れ
た
事
實
に
適
驚
す
る
場
合
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
定
立
さ
れ
た
個
別
事
態
に
蘭
す
る
《
ω
8
諸
口
の
必
然
性
の
認

識
》
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
繧
瞼
科
學
の
認
識
で
あ
る
。

　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
次
に
、
右
の
表
の
明
認
の
種
類
の
中
に
形
式
的
に
は
含
ま
れ
な
が
ら
、
窟
の
表
に
あ
る
他
の
明
謹
よ
り
も
以
上
の
特
椹
を
も
つ
明
綴
に
つ
い
て
、

フ
ッ
サ
ー
ル
は
の
べ
て
い
る
。
そ
れ
が
、
　
《
超
越
論
的
意
識
》
を
把
握
す
る
直
観
で
あ
る
。
一
般
的
に
み
る
と
、
フ
ッ
サ
…
ル
の
存
在
論
は
震
の
表

の
明
澄
論
に
憂
慮
し
て
い
る
。
《
原
本
的
か
つ
十
全
的
に
》
把
握
さ
れ
た
封
象
が
《
戯
に
存
在
す
る
》
封
象
で
あ
る
。
（
霞
○
り
陰
門
。
ホ
宍
）
　
し
か
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

フ
ッ
サ
ー
ル
は
ま
た
、
《
超
越
論
的
自
己
経
験
》
に
摂
し
て
は
、
「
明
謹
の
十
全
性
諺
鉱
競
ρ
償
象
6
P
と
面
白
性
器
も
。
（
窪
ハ
臨
N
博
愛
と
は
手
を
た
つ
さ
え

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

る
必
要
は
な
い
」
と
い
う
。
（
H
G
Q
．
①
悼
）
　
超
越
論
的
富
己
経
験
は
全
等
的
に
癒
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
ら
不
十
全
で
は
あ
る
が
、
選
元
に
よ
つ
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で
可
熊
に
さ
れ
る
と
い
う
意
瞭
で
必
謹
的
で
あ
る
儒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
な
　
ゑ

　
　
そ
れ
ゆ
え
、
わ
れ
わ
れ
は
明
楽
の
県
別
に
つ
い
て
は
、
超
越
論
的
意
識
以
外
の
存
在
領
域
に
つ
い
て
宕
の
表
の
匿
劉
を
探
用
す
る
の
が
蔓
當
と
考

　
え
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
る
と
、
主
観
性
の
領
域
は
、
存
在
論
的
に
み
る
と
、
あ
ら
ゆ
る
他
の
存
在
一
般
に
關
す
る
明
謹
（
貢
理
）
に
も
優
る
特
擢

　
的
な
存
在
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
…
ル
の
次
の
欝
葉
は
こ
れ
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
　
「
な
る
ほ
ど
私
が
感
情
移
入
の
経
験
に
お
い
て
定
立
す
る
他
人
の
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
識
は
す
べ
て
存
在
せ
ぬ
と
し
て
も
、
背
理
で
は
な
い
。
し
か
し
、
私
の
感
情
移
入
、
私
の
意
識
一
般
は
、
流
れ
る
今
と
し
て
原
本
的
に
絶
封
蝋
に
與

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

　
え
ら
れ
る
。
本
質
国
。
。
器
震
に
關
し
て
も
、
事
實
図
風
。
。
δ
護
に
關
し
て
も
。
」
（
霞
ω
「
一
8
）

　
　
た
だ
し
、
わ
れ
わ
れ
が
本
文
の
當
両
の
篇
所
で
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
特
橿
的
明
謹
で
は
な
い
。
そ
れ
は
還
允
の
と
こ
ろ
で
問
題
に
き
る

　
べ
き
も
の
で
あ
る
。
い
ま
は
、
ノ
エ
マ
の
現
實
性
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
右
の
表
で
十
分
で
あ
る
。

（
註
3
）
　
ド
ク
サ
と
い
う
語
か
ら
す
ぐ
プ
ラ
ト
ン
に
お
け
る
或
る
思
想
を
念
頭
に
お
く
必
要
は
な
い
。
比
較
が
許
さ
れ
る
な
ら
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
ド
ク

　
サ
は
、
む
し
ろ
ヒ
ュ
ー
ム
の
び
①
ぽ
｛
に
近
い
。
　
（
b
σ
段
σ
Q
①
塊
・
ρ
ピ
Φ
○
◎
α
Q
詳
◎
黛
鵠
ω
ド
℃
露
す
ω
o
℃
財
一
①
侮
Φ
誠
。
器
Φ
ユ
や
一
〇
一
）
　
從
っ
て
そ
れ

　
が
訟
。
瓢
。
降
な
る
概
念
と
す
ぐ
に
同
一
で
な
い
と
い
う
黙
で
も
、
ヒ
ュ
ー
ム
に
近
い
。
（
鵠
蝿
B
ρ
国
別
ぬ
9
蔓
ρ
頃
．
¢
■
ω
①
o
島
。
昌
く
幽
℃
鋤
暮
閏
）
　
し

　
か
し
フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
っ
て
は
、
《
虚
儒
》
も
《
僑
愚
》
の
一
墾
襟
で
あ
る
。

（
註
4
）
　
す
べ
て
の
定
立
的
性
格
は
な
ん
ら
か
の
意
味
で
原
町
愚
に
麟
澄
す
る
。
け
れ
ど
も
そ
の
仕
方
に
つ
い
て
、
次
の
二
つ
の
も
の
の
颪
別
を
明
確

　
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
一
は
、
登
録
的
性
格
す
な
わ
ち
《
事
象
把
握
的
牲
格
》
。
・
霧
財
簿
無
h
霧
G
・
窪
瓢
Φ
民
0
7
三
巴
容
Φ
巴
そ
の
も
の
の
層
の
な
か

　
で
の
購
趨
關
係
。
第
二
は
、
い
わ
ゆ
る
《
基
づ
け
》
屑
舘
凱
坤
興
§
σ
Q
の
關
係
で
あ
る
。
第
一
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
本
文
で
の
べ
ら
れ
た
よ
う
な
、

　
推
定
、
懐
疑
、
否
定
、
假
定
な
ど
の
憂
襟
、
お
よ
び
圓
想
や
期
待
な
ど
の
《
現
前
化
的
攣
様
》
〈
臼
α
q
Φ
α
Q
Φ
昌
≦
理
飢
鐙
①
竃
◎
胤
幽
艶
（
舞
6
5
（
灘
ψ
障
ゆ
…

　
謡
①
）
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
事
象
掩
握
的
な
性
格
を
失
わ
ず
、
《
原
儒
愚
》
の
直
心
的
な
製
襟
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
原
信
愚
よ
り

　
も
理
性
的
動
機
づ
け
に
お
い
て
劣
っ
て
い
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。

　
　
こ
れ
に
直
し
て
、
第
二
の
《
基
づ
け
》
（
頃
ω
■
ゆ
。
。
9
。
－
卜
。
り
一
ω
』
駄
i
馳
。
ホ
）
の
關
係
に
お
い
て
は
、
や
は
り
動
機
づ
け
の
關
係
で
は
あ
る
が
、
そ

　
の
關
係
が
事
象
把
握
的
な
暦
に
限
ら
れ
て
い
な
い
。
詳
し
く
い
え
ば
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
分
析
に
よ
る
と
、
志
向
的
定
立
の
牲
格
は
三
つ
の
層
に
分
け

　
ら
れ
る
。
e
事
象
把
握
饗
す
な
わ
ち
償
愚
的
定
立
、
◎
償
傭
把
握
的
定
立
≦
賃
㌶
無
臨
器
u
。
窪
（
δ
ω
象
N
毎
α
q
ま
た
は
情
緒
的
定
立
○
ゆ
導
黛
。
・
。
。
魚
N
§
α
q

　
匂
意
志
的
定
立
≦
巳
魯
ω
し
。
簿
N
鎧
轟
σ
q
で
あ
る
。
こ
れ
に
封
仮
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
層
に
お
い
て
定
立
さ
れ
た
客
槻
の
悪
鬼
が
、
e
理
論
穆
『
o
o
臨
の
ま

　
た
は
億
愚
論
U
o
メ
。
げ
α
q
融
、
◎
儂
憾
論
〉
風
9
◎
喩
。
、
㈱
實
践
論
℃
窮
ご
節
と
な
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
三
層
の
間
に
は
、
事
象
把
握
的
な
層
が
そ

　
の
他
の
上
位
層
を
基
づ
け
て
い
る
と
い
う
關
係
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
三
値
は
い
つ
で
も
事
象
の
横
値
で
あ
る
。
事
象
三
頭
的
な
層
に
お
い
て
問
題

フ
ッ
サ
…
ル
の
モ
ナ
ド
論

七
九
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に
な
る
の
は
存
在
で
あ
る
。
そ
の
存
在
の
上
に
、
舟
倉
意
識
に
よ
っ
て
償
値
と
い
う
新
し
い
ノ
エ
マ
が
付
加
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
．

　
し
た
が
っ
て
、
一
方
で
は
す
べ
て
の
存
在
定
立
的
（
ノ
エ
シ
ス
的
に
は
事
象
把
握
的
）
な
層
に
お
け
る
貫
理
性
が
、
　
《
原
儒
愚
》
に
動
機
づ
け
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
上
位
屠
で
あ
る
償
値
論
的
と
か
實
践
的
翼
理
は
、
こ
れ
ら
を
基
づ
け
て
い
る
事
象
把
握
的
な
暦
の
翼
理
一
く
わ

し
く
い
え
ば
、
と
く
に
論
理
的
な
、
巷
。
℃
げ
暗
調
δ
0
7
な
眞
理
t
に
よ
っ
て
衷
現
さ
れ
、
認
識
の
形
を
と
る
こ
と
は
當
然
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
認

識
と
は
多
く
は
、
論
理
的
な
界
磁
を
示
す
ノ
エ
マ
で
あ
る
が
、
フ
ッ
サ
…
ル
で
は
、
そ
の
他
の
上
位
層
の
無
理
を
も
含
め
た
ノ
エ
マ
で
も
あ
る
。
し

か
し
、
こ
の
よ
う
な
《
基
づ
け
》
に
お
け
る
動
機
づ
け
の
膿
系
を
詳
し
く
研
究
す
る
に
は
、
次
の
二
つ
の
醐
係
を
よ
く
調
べ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
フ

ッ
サ
ー
ル
は
い
う
。
e
信
慧
的
定
立
と
情
緒
的
、
意
志
的
定
立
と
を
結
び
つ
け
て
い
る
本
質
關
係
。
◎
信
愚
誤
聞
を
原
揺
愚
に
遡
元
さ
せ
て
い
る
本

質
蘭
係
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
と
こ
ろ
で
こ
こ
で
別
の
観
鍛
か
ら
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
に
す
べ
て
の
定
立
作
用
は
信
愚
性
格
を
も
つ
て
い
る
け
れ
ど

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

も
、
す
べ
て
の
意
識
作
飛
が
信
愚
性
格
を
も
つ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
償
愚
挙
格
（
ノ
エ
マ
的
に
は
存
在
性
格
）
と
本
質
的

に
別
の
系
列
に
写
す
る
攣
標
が
あ
る
。
《
中
善
戦
横
》
乏
㊦
糞
筍
密
δ
霊
鄭
σ
q
ω
ヨ
○
島
｛
節
象
δ
詳
が
そ
れ
で
あ
る
。
「
中
和
攣
襟
と
は
あ
ら
ゆ
る
能
作

い
。
醇
窪
の
意
識
的
反
封
で
あ
る
。
」
（
臼
ω
』
象
）
　
「
中
涌
化
さ
れ
て
い
な
い
元
の
ノ
エ
シ
ス
は
、
そ
の
本
質
か
ら
い
っ
て
、
《
理
性
の
釧
決
》
に

騰
す
る
が
、
中
和
化
さ
れ
た
ノ
エ
シ
ス
に
と
っ
て
は
理
性
非
理
性
の
問
題
は
意
味
を
も
た
な
い
。
」
（
鎖
φ
圏
①
）
　
フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
っ
て
、
理
性

的
と
い
う
こ
と
は
貢
な
る
存
在
が
異
え
ら
れ
る
仕
方
で
あ
り
、
明
謹
と
一
致
す
る
概
念
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
封
ず
る
中
和
性
は
明
夕
の
蓮
近
を
全

く
脱
し
た
状
態
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
存
在
性
格
に
愛
し
て
そ
の
中
和
攣
様
が
影
の
よ
う
に
挙
行
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
を
よ
り
明
確
に
す
る
た
め
に
、
外
語
に
關
し
て
若
干
、
注
意
を
む
け
る
と
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
《
イ
デ
ー
ン
》
（
一
鎗
も
。
）
の
百
一
三
締
に

お
い
て
、
中
和
化
さ
れ
て
い
な
い
作
用
の
こ
と
を
、
理
性
判
決
に
輿
る
と
い
う
意
味
で
、
つ
ま
り
眞
に
存
在
す
る
か
ど
う
か
が
問
わ
れ
る
と
い
う
意

味
で
、
《
現
實
的
》
≦
三
臼
。
げ
だ
と
い
っ
て
い
る
が
、
翌
年
、
彼
は
こ
の
箇
の
記
述
の
不
明
瞭
さ
と
用
語
の
曖
昧
さ
と
を
自
認
し
て
、
次
の
よ
う
に

注
意
し
て
い
る
。
（
譲
ω
’
継
O
刈
－
心
O
㊤
）
　
《
現
實
的
》
と
い
う
の
は
、
一
方
で
は
こ
の
よ
う
に
《
中
翻
的
》
に
上
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、

他
方
で
は
《
潜
在
的
》
唱
0
8
p
瓜
Φ
臨
に
封
ず
る
《
顯
在
的
》
餌
犀
讐
①
罵
と
い
う
意
味
で
用
い
る
こ
と
も
で
き
る
。
後
者
の
場
合
は
、
い
わ
ゆ
る
《
可
能

的
》
に
封
ず
る
《
境
買
的
》
と
い
う
意
味
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
《
中
和
的
》
に
封
ず
る
《
理
心
的
》
と
い
う
の
と
は
意
味
が
ち
が
う
。

　
な
お
ま
た
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
《
本
署
的
》
o
蒔
①
昌
象
。
プ
と
い
う
語
を
や
は
り
《
現
費
的
》
と
同
じ
二
義
性
を
も
た
せ
て
用
い
て
い
る
。
き
ら
に

《
信
愚
的
》
と
い
う
語
は
、
中
向
性
に
封
慮
し
た
定
立
性
を
意
味
す
る
こ
と
も
多
い
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
基
づ
け
の
三
層
に
お
け
る
根
底
の
層
を
あ

ら
わ
す
の
に
よ
り
多
く
罵
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
し
て
、
む
し
ろ
《
中
涌
的
》
に
封
立
す
る
と
き
に
用
い
ら
れ
る
決
定
的
な
語
は
、
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的
と
い
う
意
味
の
ほ
か
に
、

で
あ
る
。

そ
の
存
在
性
の
把
握
が
主
観
の
内
部
で
行
わ
れ
る
こ
と
を
あ
ら
わ
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
、

《
現
實
的
》
　
《
本
日
的
》
　
《
借
愚
的
》
で
は
な
く
て
、
　
《
措
定
的
》

℃
o
垂
垂
。
挿
①
罵
で
あ
る
Q

　
し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
　
《
現
實
的
》
と
か
《
本
來
的
》
と
い

う
二
義
的
用
語
に
固
執
す
る
よ
り
も
、
上
の
表
の
よ
う
に
用
語
を
一

義
的
に
統
一
す
る
こ
と
が
最
も
漣
當
で
あ
る
と
考
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、

こ
れ
ら
の
用
語
も
フ
ッ
サ
ー
ル
の
使
用
に
か
か
る
も
の
で
あ
る
。

　
た
だ
し
本
文
に
お
い
て
三
悪
的
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
慕
象
把
握
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
く
に
注
意
さ
る
べ
き
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　　The　logic　had　no　separate’　chapter　for　the　problem　of　judgment，　which　was

instead　absorbed　into　perception．　The　fact　is　due　to　the　Naiyayika　idea　that

whatever　is　1〈nown　is　perceived，　and　that　every　name　has　a　reality　corresponding

to　it．　Here　concept　is　as　real　as　a　physical　thing．

　　ln　order　to　substantiate　the　above－said　opinion，　the　present　writer　eluci－

dates　the　Naiyayika　theories　of　perception，　reality，　inference，　demonstrating

syl］ogism　and　so　on．　ln　the　sections　dealing　with　inference　and　syllogism，

he　is　particularly　interested　in　Uddyotakara，　who　denied　necessity　and

validity　of　the　universal　concmitance　of　probans　and　probandum，　asserting

that　validity　of　the　major　premise　cannot　be　proved　by　any　general　principle，

but　by　¢oncrete　facts．　Uddyotal｛ara’s　effort　to　base　inference　only　on　human

experience　repesents　the　typical　trend　of　lndian　logic　in　the　early　stage．

　　　　　＊　For　the　japanese　original　of　this　article，　see　Vol．　XL，　No．　10　＆　No．　I　l

Die　Konsti加重io魏der　Mo難ade駐in　H：usserlscher　Ph琶獄omeRologie

von　Kazuhisa　Mizuno

　　Diese　Abhandlung　legt　die　Schwierigkeit　vor，　die　bei　Husserl　in　seiner

Er6rterung　der　Konstitution　der　Monaden　zum　Vorschein　kommt．

　　Zwar　ist　die　，，Monade“　ein　konl〈retes　（psychophysisches）　Ego，　aber　es　ist

．eigentlich　im　transzendentalen　Bewusstsein　konstituiert．　Das　ist　bei　der

monadischen　（intersubjektiven）　Welt，　d．　h．　bei　der　Gemeinschaft　meines

Ego　mit　der　von　meinem　Ego　1〈onstituierten　Alter－Ego　der　Fall．　Die

Wahrheit　der　intersubjel〈tiv　konstituierten　Gegenstanden　ist　daher　auf　der　vom

transzendentalen　Bewusstsein　gegebenen　，，Evidenz“　begrttndet．　ln　diesem

Slnne　muss　der　Weg　zur　K：onstl加tion　der　Monaden　zu　diesem　transzgnden－

talen　Bewusstsein　zuri’clgkehren．

　　Anclererseits　soll　auch　das　transzendentale　Bewusstsein　die　monadische

Welt　voraussetzen，　um　die　Allgeineinheit　seiner　selbst　herzustellen，　da　es

sonst　der　lndividualitat　nicht　durchaus　entgehen　1〈ann．

　　XVenn　diese　Schwierigl〈eit　sich　auf16sen　soll，　so　muss　die　Selbstbewusstseins－

xegion　entwecler　als　die　transzendentale　，，Absolutheit“　vorausgesetzt，　oder

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3



nur　als　die　empirische　Unverrneidlichkeit　gewahrt　werden．　Das　Selbstbewu－

sstsein　wird，　nach　meiner　Meinung，　weniger　durch　die　ganz　durchsichtige一

，，lntuition“，　als　durch　die　unvermeidliche　Selbsterfahrung　des　Willens．

aufgefasst．　｝lusserl　schltigt　nicht　diesen　Weg　ein，　sondern　setzt　jenen　fort．

Diese　Einstellung　scheint　mir　doch　als　eine　Missdeutung　der　Tatsache　des

Selbsterkennens　zu　sein．
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