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精
神
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の
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立
史
（
完
）

へ
ー
ゲ
〃
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神
現
象
學
の
研
究
、

米

倉

守

四
　
現
象
静
的
危
機

　
以
上
ヘ
ー
リ
ン
グ
と
ホ
フ
マ
イ
ス
タ
ー
と
の
所
読
の
線
に
沿
ふ
て
、
大

筋
に
於
て
は
そ
れ
を
肯
定
し
な
が
ら
、
私
の
鰯
れ
得
る
隈
り
の
資
料
に
基

づ
い
て
、
現
象
學
の
成
立
の
跡
を
尋
ね
て
來
た
。
こ
こ
ま
で
は
今
鷹
一
般

に
ヘ
ー
ゲ
ル
研
究
家
た
ち
に
よ
っ
て
賛
岡
さ
れ
て
る
る
、
ヘ
ー
リ
ン
グ
の

成
立
史
に
腐
し
て
か
な
り
批
鋼
的
な
グ
ロ
ッ
ク
ナ
ー
も
、
こ
＼
ま
で
は
敢

て
反
射
し
な
い
。
た
穿
ヘ
ー
リ
ン
グ
の
現
象
學
の
成
立
史
を
讃
む
と
、
そ

れ
が
始
め
か
ら
計
・
出
藍
に
著
作
さ
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
の

鯨
り
、
現
象
學
が
如
何
に
も
一
八
〇
六
年
の
夏
突
如
と
し
て
恰
も
瓢
箆
か

ら
駒
で
も
出
る
や
う
に
生
ま
れ
鵬
た
も
の
で
あ
る
か
の
や
う
な
邸
象
を
受

け
る
。
こ
の
黙
に
賛
し
て
グ
ロ
ッ
ク
ナ
…
は
少
し
く
遽
つ
た
見
解
を
持

つ
。
彼
は
現
象
學
の
成
立
を
次
の
や
う
に
解
す
る
、
　
『
職
争
の
や
う
な
出

來
事
が
あ
っ
た
に
も
關
は
ら
ず
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
約
束
を
果
す
こ
と
が
出
來

た
。
彼
は
自
分
の
著
作
力
を
詣
揮
し
た
、
一
が
石
亀
の
哲
蟻
蚕
細
引
を

指
揮
し
得
な
か
っ
た
。
彼
の
著
作
は
成
長
し
て
浩
漸
な
も
の
に
な
っ
た
。

章
節
の
匿
分
や
衰
題
や
（
現
は
れ
な
か
っ
た
）
第
二
部
に
封
ず
る
m
關
孫
は

攣
更
さ
れ
た
。
が
さ
う
云
ふ
攣
化
は
有
機
的
で
あ
る
。
さ
う
云
ふ
攣
化
の

行
は
れ
な
い
の
は
、
た
穿
或
書
物
が
豫
め
縞
密
に
確
定
さ
れ
た
六
識
に
基

づ
い
て
著
作
さ
れ
る
場
合
に
限
る
。
プ
ラ
ト
ン
の
ポ
リ
テ
ェ
イ
ア
に
せ

よ
、
カ
ン
ト
の
理
性
批
判
に
せ
よ
、
轟
繊
は
そ
の
他
の
世
界
的
な
哲
墨
・
文
献

の
天
才
的
な
著
作
に
し
て
も
、
さ
う
云
ふ
風
に
細
部
に
ま
で
亙
っ
て
確
定

さ
れ
た
考
案
計
叢
に
基
づ
い
て
著
作
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
が
併
し
そ

れ
だ
か
ら
と
鍛
っ
て
、
そ
れ
ら
は
決
し
て
「
ひ
そ
か
に
」
、
「
無
計
憲
的
に
」
、

「
偶
然
に
」
生
じ
た
の
で
は
な
い
漏
と
（
頃
轟
鼻
H
U
ω
．
念
①
）
。
こ
の
文
颪

か
ら
知
ら
れ
る
や
う
に
、
章
蟹
の
麗
分
や
衷
題
に
攣
更
の
あ
っ
た
こ
と
、

鍛
初
は
論
理
學
を
主
内
容
と
す
る
害
物
を
書
か
う
と
し
て
そ
の
入
門
的
序

設
の
部
分
を
書
い
て
み
る
う
ち
に
、
そ
れ
が
ひ
と
り
で
に
大
き
く
な
っ
て

そ
れ
だ
け
で
濁
立
し
た
一
巻
の
書
物
に
な
り
、
論
理
攣
が
そ
れ
か
ら
押
出

さ
れ
た
こ
と
等
に
糊
し
て
は
、
グ
ロ
ッ
ク
ナ
ー
も
へ
…
リ
ン
グ
と
勲
等
そ

れ
を
認
め
て
み
る
、
彼
は
言
ふ
、
　
『
ヘ
ー
ゲ
ル
が
そ
の
論
…
運
を
長
い
照
岡
後

為
し
に
し
て
る
た
騰
系
の
そ
の
部
分
を
、
今
や
入
門
的
な
第
一
部
と
し
て
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全
燈
の
前
に
鷺
か
れ
る
や
う
に
な
っ
た
一
釜
の
歯
応
の
著
作
に
脹
れ
あ
が

ら
せ
る
と
云
ふ
こ
と
は
、
最
初
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
の
意
圃
の
中
に
は
な
か
っ

た
騒
と
（
篤
Φ
σ
q
①
r
H
囲
。
ψ
匂
。
8
）
、
と
こ
ろ
が
そ
れ
が
書
か
れ
て
み
る
う
ち

に
、
そ
れ
は
コ
巻
の
濁
自
の
著
作
に
脹
れ
あ
が
ら
せ
ら
れ
て
、
今
や
入

門
的
な
第
一
部
と
し
て
出
帆
の
前
に
欝
か
れ
る
や
う
に
な
っ
た
」
の
で
あ

る
、
そ
れ
で
へ
ー
リ
ン
グ
が
明
か
に
し
た
「
精
紳
現
象
畢
の
威
立
華
」
は

グ
ロ
ッ
ナ
凄
も
こ
れ
を
認
め
る
わ
け
で
あ
る
。
た
だ
そ
れ
を
ヘ
ー
リ
ン
グ

は
「
有
機
的
で
な
い
、
」
「
無
必
読
的
で
あ
る
、
」
「
偶
然
的
で
あ
る
、
」
と
解

す
る
の
に
慰
し
て
、
グ
ロ
ッ
ク
ナ
ー
は
、
　
「
さ
う
云
ふ
風
化
は
有
機
的
で

あ
る
。
扁
と
解
す
る
（
頃
①
σ
q
Φ
ポ
囲
囲
●
ω
●
禽
①
）
。
ど
う
し
て
か
と
云
へ
ば
、

そ
れ
は
、
ヘ
ー
リ
ン
グ
が
た
穿
諸
々
の
歴
史
的
資
料
に
基
づ
い
て
「
現
象

學
の
外
的
成
立
史
」
を
語
る
だ
け
で
あ
る
の
に
繁
し
て
（
瓢
②
σ
Q
。
r
囲
U
ω
．

巴
①
）
、
グ
ロ
ッ
ク
ナ
ー
は
そ
の
外
的
歴
史
の
根
抵
に
内
面
的
な
哲
學
思
想

の
攣
鋤
を
見
る
か
ら
で
あ
る
、
現
象
學
の
著
作
途
上
に
於
け
る
構
想
計
鐵

の
霜
葉
は
、
こ
め
や
う
な
思
想
的
攣
動
の
外
的
雌
蕊
に
露
な
ら
な
い
、
と

解
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
現
象
學
著
作
の
根
抵
に
晃
ら
れ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
暫
學
思
想
の
愛
動

を
、
グ
ロ
ッ
ク
ナ
ー
は
ロ
ー
ゼ
ン
ク
ラ
ン
ツ
に
倣
っ
て
「
髄
系
の
現
象
學

的
危
機
」
と
謂
ふ
（
頻
Φ
σ
⇒
O
｝
り
H
轡
ψ
Q
◎
8
一
照
門
）
。
こ
れ
は
、
ロ
ー
ゼ
ン

ク
ラ
ン
ツ
が
そ
の
「
ヘ
ー
ゲ
ル
傳
」
の
中
で
始
め
て
書
ひ
出
し
た
こ
と
で

あ
る
。
彼
は
こ
の
書
物
の
申
で
、
　
コ
八
〇
七
年
ま
で
の
膿
系
の
現
象
學

的
忌
寸
し
と
云
ふ
表
題
の
下
に
現
象
學
の
威
立
の
事
情
と
そ
の
思
想
内
容

と
を
進
軍
に
紹
介
し
て
み
る
（
瓢
£
⑦
『
い
9
Φ
♪
G
。
凸
o
T
ゆ
一
q
）
。
「
一
八

〇
七
年
ま
で
の
膿
系
の
現
象
學
的
危
機
」
と
云
ふ
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ

精
紳
現
象
學
の
成
立
史

は
偏
移
へ
…
ゲ
ル
自
身
が
環
象
墨
・
の
完
成
さ
れ
た
一
八
〇
七
年
ま
で
そ
れ

を
籔
ざ
し
て
哲
質
し
て
來
た
彼
自
身
の
燈
系
の
危
機
を
意
味
す
る
の
で
あ

ら
う
と
解
さ
れ
る
が
、
そ
の
や
う
な
意
味
は
ロ
ー
ゼ
ン
ク
ラ
ン
ツ
の
叙
蓮

の
中
に
は
十
分
説
き
明
か
さ
れ
て
み
な
い
。
そ
こ
に
は
た
亨
、
現
象
學
が

そ
れ
ま
で
ヘ
ー
ゲ
ル
が
同
調
し
て
顧
た
シ
ェ
リ
ン
グ
哲
學
か
ら
の
完
全
な

る
離
腕
濁
立
で
あ
る
こ
と
（
頃
①
σ
q
o
置
ピ
。
び
①
詳
ω
．
博
O
一
一
坤
8
）
、
そ
し
て

そ
れ
は
同
時
に
も
っ
と
普
遍
的
な
世
界
史
無
意
義
を
持
っ
て
る
て
、
　
『
現

象
學
は
二
つ
の
哲
學
の
境
界
を
縄
封
的
に
劉
す
る
も
の
で
あ
る
ば
か
り
で

な
く
、
同
時
に
一
般
に
二
つ
の
蓮
つ
た
世
界
観
の
境
界
を
劃
す
る
も
の
で

も
あ
る
』
（
瓢
。
σ
Q
臨
ω
い
の
げ
Φ
詳
ω
・
ゆ
O
①
）
、
現
象
學
は
そ
の
や
う
な
世
界
史

的
危
機
意
識
を
背
後
地
難
に
し
て
著
作
さ
れ
た
、
と
云
ふ
意
味
の
こ
と
が

岸
べ
ら
れ
て
る
る
だ
け
で
あ
る
。
だ
か
ら
ロ
…
ゼ
ン
ク
ラ
ン
ツ
が
「
現
象

學
的
危
機
」
と
云
ふ
の
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
の
そ
れ
ま
で
の
哲
學
思
想
の

内
面
的
危
機
と
云
ふ
よ
り
か
、
寧
ろ
現
象
學
の
ヘ
ー
ゲ
ル
に
翻
る
ま
で
の

全
哲
學
の
歴
史
の
危
機
で
あ
る
、
内
に
饗
す
る
危
機
で
あ
る
よ
り
か
、
外

に
封
ず
る
危
機
で
あ
る
、
へ
：
ゲ
ル
自
身
の
危
機
と
云
ふ
よ
り
か
、
寧
ろ

人
間
歴
史
の
危
機
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
グ
ロ
ッ
ク
ナ
ー
の
言
ふ
「
現
象
學

的
危
機
」
と
は
、
そ
の
や
う
な
外
に
封
ず
る
危
機
で
は
な
く
し
て
、
箪
ろ

ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
の
内
縢
的
な
億
機
で
あ
る
、
　
「
計
鑑
的
に
山
系
を
目
ざ
し

て
舵
取
り
…
遜
ん
で
來
た
し
へ
…
ゲ
ル
の
暫
學
的
思
惟
が
、
現
象
學
に
於
て

「
一
つ
の
危
機
酌
轄
向
上
を
持
つ
た
と
去
ふ
の
で
あ
る
（
篤
。
α
q
鼻
H
固
・
ω
●

器
も
。
）
。
そ
れ
は
ど
う
云
ふ
こ
と
か
と
云
へ
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
イ
ェ
ナ
に
來

た
蒔
（
一
八
〇
一
年
一
月
）
、
　
彼
は
既
に
難
平
な
紅
顔
を
身
に
着
け
て
み

た
、
彼
の
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
時
代
（
一
七
九
七
年
一
網
i
一
八
〇
一
年
一

四
七
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月
）
は
、
彼
の
内
薗
的
成
熟
期
と
書
は
れ
る
、
そ
の
時
代
の
彼
の
深
い
研

究
は
、
周
知
の
や
う
に
今
日
ノ
ー
ル
に
よ
っ
て
纒
め
ら
れ
て
「
ヘ
ー
ゲ
ル

の
若
い
時
代
の
紳
學
的
論
文
集
」
と
し
て
公
刊
さ
れ
て
る
る
、
が
そ
の
外

に
も
な
ほ
政
治
學
や
繧
濟
學
等
に
關
す
る
無
い
鮭
會
暴
説
的
な
研
究
も
あ

っ
た
ら
し
い
，
（
○
①
O
茜
ピ
多
識
0
9
d
震
冒
詳
α
q
Φ
国
①
α
q
O
ポ
ω
・
ミ
メ
慈
O
）
、

そ
し
て
こ
れ
ら
の
研
究
成
果
は
、
後
の
精
紳
現
象
學
や
精
瀞
哲
學
の
貴
重

な
素
材
に
な
っ
て
、
そ
の
中
に
織
り
一
込
ま
れ
て
み
る
。
が
フ
ラ
ン
ク
フ
ル

ト
時
代
の
へ
；
ゲ
ル
は
ま
だ
醸
欝
醜
醸
の
中
に
あ
っ
て
、
彼
の
學
問
は
ま

だ
論
理
的
に
整
齊
さ
れ
、
膿
系
的
に
秩
序
づ
け
ら
れ
て
る
な
い
、
深
遠
該

博
で
は
あ
る
が
、
ま
だ
晦
澁
に
し
て
不
透
明
で
あ
る
、
そ
れ
が
論
理
的
に

精
錬
さ
れ
、
膿
系
的
に
組
織
づ
け
ら
れ
て
、
イ
ェ
ナ
時
代
彼
が
娃
ん
で
用

み
た
言
葉
を
以
て
言
へ
ば
、
　
「
精
紳
の
エ
ー
テ
ル
と
し
て
の
認
識
の
透
明

性
」
を
得
て
來
る
の
は
イ
ェ
ナ
時
代
で
あ
る
（
幻
。
器
コ
可
雪
囲
口
①
σ
q
⑦
騨

い
①
び
①
P
ψ
嵩
㊤
）
。
尤
も
こ
の
膿
系
的
完
成
の
仕
事
は
、
イ
ェ
ナ
時
代
で

は
ま
だ
漸
く
そ
の
諸
に
つ
い
た
だ
け
で
、
そ
れ
が
成
就
さ
れ
る
の
は
次
の

ニ
ュ
ー
ル
ン
ベ
ル
ク
時
代
を
繧
て
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
時
代
に
至
っ
て
で
あ

る
。
そ
れ
で
イ
ェ
ナ
時
代
は
ち
や
う
ど
そ
の
中
間
的
過
渡
期
に
な
る
わ
け

で
あ
る
。
こ
の
や
う
な
事
由
か
ら
、
イ
エ
ナ
に
託
て
か
ら
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の

研
究
は
、
そ
の
各
學
期
毎
の
講
義
表
か
ら
も
知
ら
れ
る
や
う
に
、
始
め
か

ら
絡
り
ま
で
、
い
つ
も
「
論
理
學
と
形
而
上
學
」
郎
ち
「
思
事
長
蛇
」
の

膿
系
と
、
そ
れ
を
基
礎
に
し
て
展
開
さ
れ
る
「
自
然
哲
學
と
精
神
笹
野
」

と
の
二
つ
の
「
費
三
哲
學
」
の
髄
系
と
を
包
ん
だ
「
全
哲
學
の
膿
系
」
に

向
け
ら
れ
て
み
る
、
簡
翠
に
雷
へ
ば
、
論
理
學
と
そ
れ
を
基
礎
に
し
た
全

哲
學
の
膿
系
と
が
彼
の
主
峯
標
で
あ
る
、
彼
の
著
書
に
關
係
さ
せ
て
書
へ

照
八

ば
、
こ
れ
は
二
重
ー
ル
ン
ベ
ル
ク
時
代
の
大
論
理
學
と
、
次
の
ハ
イ
デ
ル

ベ
ル
ク
時
代
の
哲
學
総
論
と
に
繋
が
る
線
で
あ
る
、
こ
れ
が
イ
ェ
ナ
に
來

て
か
ら
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
思
索
の
本
筋
で
あ
る
。
グ
ロ
ッ
ク
ナ
…
が

「
騰
系
の
現
象
學
的
危
機
」
と
言
ふ
の
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
思
索
の
こ
の
線
か

ら
の
韓
向
で
あ
る
、
現
象
學
は
「
論
理
學
一
哲
學
総
論
」
の
線
に
封
ず
る

「
危
機
的
轄
向
」
の
産
物
で
あ
る
、
と
云
ふ
の
で
あ
る
（
O
δ
。
写
Φ
が
嵩
ゆ

αQ
X
旨
ω
●
q
。
ゆ
な
。
）
。

　
ど
う
し
て
こ
の
や
う
な
こ
と
が
起
つ
た
か
。
、
外
的
事
情
と
し
て
は
、
シ

ェ
り
ン
グ
が
イ
ェ
ナ
を
去
っ
て
か
ら
（
一
八
〇
三
年
五
月
）
遠
慮
な
く
シ

ェ
リ
ン
グ
哲
學
に
封
し
て
拭
判
的
な
態
度
を
取
る
こ
と
が
出
來
る
や
う
に

な
っ
た
こ
と
や
、
薪
に
哲
學
史
の
研
究
を
し
た
こ
と
（
一
八
〇
五
か
ら
六

年
に
か
け
て
の
疑
点
期
に
は
講
義
表
の
上
に
も
出
さ
れ
て
み
る
）
等
も
そ

れ
に
與
っ
て
み
る
と
考
へ
ら
れ
る
が
、
一
番
璽
斜
な
こ
と
は
や
は
り
ヘ
ー

ゲ
ル
自
身
の
凝
議
態
度
或
は
哲
學
の
性
格
で
あ
る
。
既
に
ベ
ル
ン
時
代
か

ら
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
時
代
を
通
じ
て
、
へ
…
ゲ
ル
の
哲
學
思
索
の
封
象

は
、
い
つ
も
宗
教
と
か
道
徳
と
か
政
治
と
か
嵐
窓
と
か
歴
史
と
云
ふ
や
う

な
、
人
間
の
具
膿
的
な
現
蟹
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
た
、
　
「
具
艦
的
な
る

も
の
へ
の
衝
動
」
が
へ
t
ゲ
ル
哲
學
の
基
調
を
な
し
て
み
る
（
O
ざ
。
ぎ
Φ
さ

類
Φ
σ
q
鼻
H
H
’
ω
●
。
。
霧
）
。
と
こ
ろ
で
こ
の
具
膿
的
な
る
人
間
の
現
實
は
、
挙

愚
な
る
…
惜
性
の
論
理
の
届
か
な
い
深
み
を
持
つ
、
非
合
理
的
な
る
も
の
を

持
つ
。
そ
の
た
め
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
一
時
紳
秘
主
義
に
も
心
を
惹
か
れ
た
こ

と
が
あ
る
、
周
知
の
や
う
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
は
後
年
透
明
な
辮
謹

法
の
論
理
を
得
て
か
ら
で
も
、
「
紳
秘
的
」
は
「
理
霊
的
」
や
「
思
草
的
」

と
同
義
で
あ
っ
た
（
ω
異
舞
再
興
℃
臣
。
8
郊
幕
》
H
・
ω
・
導
↓
⑩
。
。
）
。
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が
融
胴
雲
斗
．
義
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
主
に
古
代
の
東
洋
的
紳
藤
輩
義
と
、
近
世

で
は
や
コ
ブ
・
べ
ー
メ
の
そ
れ
を
考
へ
て
る
た
や
う
で
あ
る
が
、
そ
の
紳

秘
主
義
は
、
「
感
情
と
声
問
と
の
間
の
濾
濁
し
た
中
聞
物
」
で
し
か
な
い
、

「
想
像
と
撃
茎
と
か
ら
離
遷
す
る
こ
と
も
出
銭
な
い
が
、
ま
た
最
早
た
だ

の
想
像
や
風
脚
で
も
な
い
思
量
的
感
情
で
し
か
な
い
、
そ
れ
は
、
　
「
葭
分

の
内
で
醗
酵
し
て
み
て
白
溝
の
明
る
み
に
出
る
こ
と
の
出
來
な
い
、
欝
分

の
無
能
力
を
痛
々
し
く
感
じ
て
、
絡
に
何
等
の
決
定
に
も
到
逡
す
る
こ
と

の
出
挙
な
い
痙
攣
の
中
に
の
た
う
ち
廻
る
酌
な
る
も
の
の
職
ひ
」
で
し
か

な
い
（
○
δ
o
犀
鄭
。
さ
ぼ
。
σ
q
鼻
囲
轡
ω
●
8
①
－
烏
翻
り
ご
図
。
。
・
①
艮
窪
p
口
斜
譲
⑦
σ
q
o
圃
ω

ピ
ゆ
げ
㊦
詳
ω
◎
一
。
。
ゆ
～
一
。
。
頓
）
。
と
こ
ろ
が
學
に
は
透
明
な
る
論
理
が
必
要
で

あ
る
。
『
邊
明
な
る
元
素
は
普
遍
的
な
る
も
の
で
あ
る
、
脩
も
の
も
覆
ひ

隠
さ
な
い
額
現
の
中
に
廣
が
り
な
が
ら
同
様
に
深
く
も
あ
る
所
の
概
念
で

あ
る
』
（
閃
。
篇
・
o
鉢
讐
5
湿
Φ
鷺
圃
ω
富
び
⑦
p
ω
な
。
。
な
。
）
、
こ
の
や
う
な
概
念

が
學
の
存
在
す
る
一
丁
素
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
へ
…
ゲ
ル
は
悟
性
的
思
惟
の

一
二
性
を
捲
難
し
な
が
ら
、
同
製
に
そ
の
正
當
な
る
鍵
盤
と
必
然
性
と
を

強
調
し
も
し
た
。
具
全
的
な
る
現
勢
を
概
念
的
に
勢
署
す
る
、
　
「
純
輝
な

る
生
を
論
理
的
に
思
惟
す
る
、
」
こ
の
や
う
な
風
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
自
分
の
哲

學
悶
題
を
捕
へ
た
。
こ
の
や
う
な
問
題
の
捕
へ
方
が
、
　
一
方
で
は
絶
封
的

論
理
學
を
以
て
始
ま
る
哲
學
練
論
の
燈
系
に
彼
を
導
い
た
の
で
あ
る
が
、

他
方
に
於
て
は
ま
た
現
象
學
の
提
示
す
る
重
し
い
慧
識
論
の
哲
理
に
も
彼

を
導
い
た
の
で
あ
る
（
○
δ
o
搾
器
炉
灘
①
σ
q
鼻
鯛
H
・
も
。
襲
＄
）
。
そ
し
て
ヘ
ー

ゲ
ル
に
こ
の
や
う
な
現
象
學
の
道
を
思
ひ
っ
か
せ
た
の
は
、
彼
が
置
か
れ

て
み
た
醤
學
史
的
位
鷺
で
あ
る
、
カ
ン
ト
以
來
の
ド
イ
ツ
擬
念
論
に
封
ず

る
新
し
い
認
識
で
あ
る
。
　
『
我
々
が
今
縫
「
ド
イ
ツ
概
念
論
偏
と
呼
ぶ
所

精
紳
現
象
學
の
成
立
吏

の
も
の
、
或
は
「
ド
イ
ツ
的
蓮
動
」
と
呼
ぶ
所
の
も
の
一
そ
れ
は
カ
ン

ト
に
よ
っ
て
全
方
面
的
に
切
り
開
か
れ
、
フ
ィ
ヒ
テ
に
よ
っ
て
力
強
く
績

行
さ
れ
、
シ
ル
ラ
ー
と
シ
ェ
リ
ン
グ
と
に
よ
っ
て
天
才
的
に
生
々
と
講
遽

さ
れ
、
そ
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
碧
雲
に
於
て
頂
勲
を
極
め
た
あ
の
理
念
の
聯
礫

で
あ
る
一
そ
の
理
念
聯
關
が
ち
や
う
ど
こ
の
頃
始
め
て
全
膿
と
し
て
へ

…
ゲ
ル
の
眼
前
に
環
は
れ
て
來
た
。
こ
の
理
念
筆
墨
の
総
懸
的
概
観
が
侮

よ
り
も
膿
系
の
現
象
學
的
危
機
を
呼
び
起
し
た
所
の
も
の
で
あ
る
』
（
○
憎

O
o
犀
郎
Φ
が
頴
Φ
α
q
Φ
r
畷
．
ω
？
。
。
ゆ
。
。
）
。
と
云
ふ
の
は
、
近
世
行
平
は
デ
カ
ル
ト

の
コ
ギ
タ
テ
ィ
オ
の
暫
學
か
ら
始
ま
っ
た
、
意
識
の
方
法
的
考
察
が
近
世

哲
學
の
出
螢
袋
を
な
し
て
み
る
、
カ
ン
ト
の
理
性
批
判
も
意
識
論
の
惣
學

で
あ
る
、
そ
こ
で
は
我
々
に
と
っ
て
直
接
的
な
感
畳
的
繧
験
的
な
意
識
で

な
い
先
験
的
普
遍
的
な
意
識
が
螢
見
さ
れ
た
。
が
カ
ン
ト
や
フ
ィ
ヒ
テ
の

先
験
的
意
識
の
後
端
は
原
理
上
二
元
論
の
上
に
建
て
ら
れ
て
み
る
、
そ
こ

で
は
二
種
の
意
識
は
た
ず
維
封
的
に
騒
別
さ
れ
た
だ
け
で
あ
る
、
シ
ェ
リ

ン
グ
の
蜀
一
性
哲
畢
は
そ
れ
を
越
え
て
、
縄
封
的
な
無
差
別
岡
一
が
絶
封

的
な
貢
理
で
あ
る
こ
と
を
説
い
た
。
が
併
し
シ
ェ
リ
ン
グ
の
絶
封
的
構
一

性
は
ま
だ
た
穿
の
噂
艮
理
自
膿
」
で
し
か
な
い
、
「
意
識
の
概
念
」
で
し
か

な
い
、
そ
こ
で
は
た
望
窪
然
的
意
識
と
絶
望
的
意
識
と
が
羅
純
に
、
薩
接

無
媒
介
的
に
岡
一
と
な
さ
れ
た
だ
け
で
あ
る
。
　
『
こ
の
意
識
の
概
念
を
あ

ら
ゆ
る
段
矯
を
貫
ぬ
い
て
意
識
の
現
實
と
媒
介
し
、
過
者
を
絶
封
的
に
相

卸
す
る
こ
と
、
「
自
已
意
識
」
の
岡
一
性
が
遣
接
的
に
（
蔭
艦
的
に
）
そ
れ

を
示
し
、
そ
し
て
（
先
づ
最
初
に
は
「
封
自
的
に
」
認
識
せ
ら
れ
た
）
「
絶

饗
的
知
識
の
理
念
」
が
「
即
自
封
自
的
に
」
そ
れ
を
要
求
す
る
や
う
に
、

爾
者
を
絶
霊
的
に
下
郎
す
る
こ
と
、
働
こ
の
こ
と
が
新
に
「
麗
」
倒
的
な
る

四
九
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明
瞭
性
」
を
以
て
ヘ
ー
ゲ
ル
に
解
決
を
迫
っ
て
來
た
。
そ
し
て
其
れ
は
ち

や
う
ど
、
『
へ
…
ゲ
ル
自
身
も
そ
の
哲
學
総
論
の
作
成
に
於
て
こ
の
意
識
の

概
念
に
到
熱
し
た
そ
の
瞬
聞
に
、
こ
の
や
う
な
折
返
し
（
¢
昌
蕊
や
§
σ
q
）

の
可
能
性
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
必
然
性
を
も
彼
は
始
め
て
認
識
し
た
、

と
さ
う
私
は
想
像
し
た
い
、
』
と
こ
の
や
う
に
グ
ロ
ッ
ク
ナ
…
は
語
っ
て
み

る
（
頃
①
餉
⑦
押
H
磨
ω
．
麟
O
O
）
。

　
そ
れ
で
、
中
豊
現
象
學
は
論
理
學
一
哲
學
纏
論
の
線
と
は
違
っ
た
別
の

哲
學
の
道
で
あ
る
。
論
理
學
一
哲
學
総
論
の
線
は
プ
ラ
ト
ン
ー
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
に
繋
が
る
西
洋
哲
學
の
長
い
傳
統
で
あ
る
、
そ
の
考
へ
方
は
存
在

學
的
・
形
蒲
上
學
的
で
あ
る
。
こ
れ
に
遇
し
て
現
象
學
の
道
は
デ
カ
ル
ト

に
始
ま
る
近
世
哲
學
の
道
で
あ
る
、
そ
の
考
へ
方
は
意
識
論
的
・
現
象
學

的
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
我
々
は
繭
巻
に
於
て
屡
々
問
じ
封
象
が
取
扱
は
れ

て
る
る
の
に
出
會
ふ
、
が
併
し
半
者
は
そ
の
封
象
の
出
現
す
る
「
元
素
」

（
曵
①
営
。
緊
）
を
異
に
す
る
、
論
理
學
－
哲
學
総
論
の
禮
系
は
概
念
の
元
素

に
於
て
内
容
洋
燈
の
登
展
と
し
て
露
髄
さ
れ
る
が
、
現
象
學
の
磯
系
は
意

識
の
元
素
に
託
て
意
識
の
自
已
経
験
の
運
動
と
し
て
展
開
さ
れ
る
。
が
併

し
こ
の
意
識
は
、
哲
學
総
論
の
騰
系
の
中
に
も
固
有
の
位
置
を
持
つ
、
精

紳
現
象
學
は
そ
こ
か
ら
「
折
返
へ
し
て
」
意
識
自
身
の
道
を
進
み
、
意
識

の
元
素
に
締
て
、
意
識
の
蓮
動
を
媒
介
に
し
て
同
じ
虞
理
に
、
筒
じ
絶
封

的
知
識
に
劉
零
す
る
の
で
あ
る
。
が
併
し
若
し
さ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ

の
や
う
な
「
折
返
し
」
は
意
識
の
契
機
に
於
て
だ
け
で
は
な
く
し
て
、
腱

系
の
何
れ
の
翼
機
に
於
て
も
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
と
云
ふ
の
は
、

『
暴
理
は
唯
一
に
し
て
た
望
全
膿
の
膿
系
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る
』
。
そ
れ
が

ど
う
し
て
意
識
に
於
て
だ
け
行
は
れ
て
、
他
の
契
機
に
於
て
は
行
は
れ
な

五
〇

か
っ
た
か
。
こ
れ
に
就
て
グ
ロ
ッ
ク
ナ
ー
は
次
の
や
う
に
答
へ
る
。
　
『
へ

…
ゲ
ル
の
全
謄
系
の
中
で
、
今
一
度
全
艦
を
そ
の
も
の
に
結
び
つ
け
、
そ

れ
か
ら
展
開
さ
す
べ
く
、
意
識
程
高
度
に
こ
の
こ
と
に
誘
ふ
第
二
の
黙
は

な
か
っ
た
、
と
云
ふ
こ
と
は
す
ぐ
了
解
さ
れ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
且
つ
ま

た
ヘ
ー
ゲ
ル
が
カ
ン
ト
の
後
纈
者
と
し
て
置
か
れ
て
み
た
位
躍
の
中
に
も

根
擦
づ
け
ら
れ
て
る
る
こ
と
で
あ
る
』
と
（
置
⑦
α
Q
①
ポ
H
H
9
劇
O
O
）
。
そ
れ

で
、
『
ヘ
ー
ゲ
ル
は
決
心
し
た
、
意
識
を
こ
の
や
う
な
中
間
者
に
し
て
、
全

廃
の
蕊
理
を
ム
エ
度
こ
、
で
描
き
示
さ
う
と
、
賑
が
併
し
、
『
嘗
ふ
ま
で
も

な
く
人
は
こ
の
決
心
を
、
或
定
ま
っ
た
日
に
な
さ
れ
た
精
確
な
決
意
と
考

へ
な
く
て
も
よ
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
著
作
申
に
姶
め
て
自
分
の
企
て
て
み
る

事
柄
の
意
義
と
財
嚢
と
が
十
分
は
つ
き
り
分
っ
て
來
た
と
云
ふ
こ
と
は
、

絶
封
に
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
り
、
否
寧
ろ
確
に
さ
う
ら
し
く
思
は
れ
る
こ

と
で
す
ら
あ
る
』
（
瓢
㊦
鎖
鼻
H
H
．
Q
o
．
念
一
）
、
否
、
『
へ
…
ゲ
ル
は
、
自
分
の

「
機
見
の
族
」
を
終
ら
な
い
う
ち
に
は
、
自
分
惣
身
に
も
自
分
の
護
者
に

も
、
自
分
の
臼
標
に
…
薄
し
て
論
明
を
輿
へ
る
こ
と
が
出
鉱
な
か
っ
た
。
現

象
學
自
身
の
中
で
は
彼
は
夢
遊
病
者
的
な
確
さ
を
以
て
行
動
し
て
み
る
。

彼
は
ま
だ
自
分
の
道
を
全
然
見
通
し
て
み
な
い
、
と
さ
う
云
ふ
感
じ
を
我

々
は
持
つ
、
』
彼
が
こ
の
自
分
の
著
作
の
概
念
を
、
そ
の
意
義
を
始
め
て
十

分
に
認
識
し
た
の
は
、
彼
が
こ
の
著
作
の
本
文
を
書
き
終
っ
て
か
ら
最
後

に
書
い
た
「
序
文
」
の
中
に
於
て
で
あ
る
、
と
そ
の
や
う
に
ま
で
グ
ロ
ッ

ク
ナ
…
は
述
べ
て
み
る
（
頃
①
㈹
魯
H
り
ω
・
禽
①
）
。
こ
＼
ま
で
穿
れ
ば
、
も

う
グ
ロ
ッ
ク
ナ
ー
と
へ
ー
サ
ン
グ
と
の
隔
り
は
な
く
な
る
、
風
巻
の
違
ひ

は
た
y
、
現
象
學
の
成
立
が
「
有
機
的
」
で
あ
っ
た
か
否
か
の
一
嵩
に
蹄

す
る
。
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こ
の
黙
に
關
…
し
て
は
、
私
は
グ
ロ
ッ
ク
ナ
ー
の
見
解
を
敢
り
た
い
と
思

ふ
。
精
紳
現
象
學
は
、
へ
ー
リ
ン
グ
が
言
ふ
や
う
に
、
　
「
内
外
の
塵
邊
の

下
に
」
鯨
難
な
く
心
に
も
な
い
も
の
が
、
「
無
姦
濫
的
に
、
」
　
「
偶
然
に
」

書
か
れ
た
の
で
は
な
く
し
て
、
こ
れ
も
や
は
り
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
索
の
中
か

ら
正
當
に
生
ま
る
べ
く
し
て
生
ま
れ
出
た
も
の
で
あ
る
、
こ
の
瀦
に
於
て

は
後
の
論
理
學
や
哲
學
総
論
と
少
し
も
詣
り
は
な
い
。
た
亨
先
に
イ
ェ
ナ

大
學
の
講
義
衰
や
書
簡
等
を
資
料
に
し
て
明
か
に
し
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
著
作

計
蓋
か
ら
知
ら
れ
る
や
う
に
、
論
理
學
や
築
上
継
論
に
は
十
数
年
に
亙
る

長
い
思
索
推
敲
の
期
間
が
あ
る
、
そ
の
間
繰
返
し
捲
返
し
同
じ
封
象
が
幾

度
も
考
へ
藏
さ
れ
、
練
り
薩
さ
れ
て
、
後
の
大
論
理
學
や
哲
學
総
論
の
大

著
に
完
成
さ
れ
て
行
く
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
男
盛
現
象
學
に
は
そ
の
や

う
な
長
い
念
入
り
な
彫
琢
の
期
闘
が
な
い
、
そ
れ
が
始
め
て
珈
衣
に
名
前
を

表
は
す
の
も
、
そ
れ
が
書
か
れ
て
み
る
貫
最
中
の
一
八
〇
六
年
の
夏
で
あ

る
、
そ
れ
ま
で
は
一
度
も
精
製
現
象
學
と
云
ふ
名
機
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
講
義

の
中
に
も
著
作
計
識
の
中
に
も
出
て
來
な
い
、
上
告
さ
れ
る
著
作
は
い
つ

も
「
論
理
學
と
形
而
上
學
」
か
「
全
三
三
の
膿
系
」
か
で
あ
る
、
師
ち
後

の
論
理
學
と
哲
學
総
論
と
に
蓮
な
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
論
理

學
や
哲
學
纏
論
の
完
成
は
後
廻
し
に
さ
れ
て
、
一
度
も
豫
告
さ
れ
な
か
っ

た
精
紳
現
象
學
が
突
然
に
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
外
的
に
は
如
何
に

も
精
好
現
象
學
の
出
現
は
無
計
鐵
的
偶
然
的
で
あ
っ
た
や
う
に
見
え
る
、

部
ち
ヘ
ー
リ
ン
グ
の
雷
ふ
や
う
に
、
そ
れ
は
「
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
て
念
入
り

に
熟
考
さ
れ
、
長
い
間
胸
中
に
抱
か
れ
て
み
た
計
鑑
に
基
づ
い
て
、
彼
の

そ
れ
ま
で
の
薮
展
か
ら
有
機
的
に
生
じ
た
も
の
で
は
な
い
し
か
の
や
う
な

印
象
を
受
け
る
（
＜
①
浮
§
＆
§
α
q
o
コ
藪
田
O
触
簾
⑦
群
誕
。
σ
q
の
詳
§
α
Q
諾
鈎

精
紳
現
象
學
の
戒
立
旋

O
Q
．
濃
⑩
）
。
が
そ
れ
は
た
掌
裏
面
だ
け
の
こ
と
で
、
郎
ち
表
面
は
偶
然
的

で
あ
る
や
う
に
調
え
て
も
、
内
懐
的
に
は
必
然
的
な
る
も
の
が
あ
る
、
へ

…
ゲ
ル
自
身
の
思
想
張
展
の
上
か
ら
見
れ
ば
、
精
紳
現
象
墨
・
へ
の
聖
誕
は

必
然
的
で
あ
る
（
黛
。
。
ぎ
⑩
び
頃
Φ
σ
q
鼻
｛
炉
ω
・
。
。
8
）
、
『
こ
の
天
才
附
の
理

念
は
、
か
の
整
然
と
哲
學
総
論
に
向
っ
て
舵
取
り
進
む
講
義
草
稿
の
筆
法

で
は
展
開
さ
れ
る
こ
と
が
出
來
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
が
、
－

自
然
哲
學
か
ら
は
前
進
的
に
、
人
倫
の
膿
系
か
ら
は
後
量
的
に
同
時
に
仕

事
を
進
め
な
が
ら
、
一
i
意
識
の
中
間
者
に
ま
で
推
し
並
ん
で
端
た
時

に
、
突
然
ヘ
ー
ゲ
ル
に
現
は
れ
た
も
の
に
相
麗
な
い
。
こ
れ
は
文
獄
學

的
。
史
賢
的
に
は
謹
明
さ
れ
な
い
、
こ
れ
は
た
穿
試
製
的
に
理
解
さ
れ
る

だ
け
で
あ
る
、
』
と
こ
の
や
う
に
グ
ロ
ッ
ク
ナ
ー
は
解
繹
す
る
（
躍
Φ
σ
q
①
r
囲
り

ω
．
《
ま
）
。
と
す
れ
ば
、
彼
の
書
ふ
現
象
學
的
危
機
と
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲

學
思
索
の
中
に
於
け
る
純
粋
に
内
面
的
な
出
來
事
で
、
外
面
的
に
そ
れ
を

讃
明
す
る
賓
料
は
精
紳
現
象
學
そ
の
も
の
よ
り
外
に
は
な
い
と
云
ふ
こ
と

で
あ
る
。
と
云
ふ
こ
と
は
、
そ
れ
は
た
Ψ
精
紳
現
象
學
の
後
か
ら
の
解
繹

と
し
て
の
み
成
立
す
る
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
可
能
で
あ
る
、
出

來
上
っ
た
今
露
の
沖
融
旧
現
象
學
を
論
理
學
や
哲
學
総
論
と
封
照
し
て
見
れ

ば
、
そ
れ
は
確
に
論
理
學
－
哲
學
総
論
の
道
と
は
違
っ
た
別
の
道
で
あ
る

こ
と
を
示
し
て
み
る
。
が
併
し
そ
れ
が
、
グ
ロ
ッ
ク
ナ
ー
が
力
ん
で
需
ふ

や
う
に
、
　
『
こ
の
知
見
が
艦
系
の
烈
し
い
危
機
を
意
味
し
た
こ
と
は
明
か

で
あ
る
。
へ
…
ゲ
ル
の
や
う
に
強
い
精
紳
の
人
で
な
い
な
ら
ば
、
こ
＼
で

絶
望
に
捕
へ
ら
れ
た
に
愚
闇
な
い
。
精
管
現
象
學
の
創
作
に
導
い
た
認
識

は
、
生
死
を
か
け
た
認
識
で
あ
っ
た
』
（
鵠
⑦
α
q
①
ど
回
H
り
ω
添
9
）
、
と
云
ふ

や
う
に
、
賓
際
へ
：
ゲ
ル
自
身
に
そ
の
や
う
に
深
刻
に
自
製
さ
れ
て
る
た

五
一
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も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
そ
れ
に
就
い
て
は
ヘ
ー
ゲ
ル
嶺
身
は
何
事
も

語
っ
て
み
な
い
。
現
象
學
を
書
く
ヘ
ー
ゲ
ル
に
一
種
の
危
機
的
意
識
の
あ

っ
た
こ
と
は
否
定
さ
れ
な
い
、
そ
れ
は
環
象
學
自
身
の
序
文
の
中
に
も
表

明
さ
れ
て
み
る
、
　
『
我
々
の
時
代
が
誕
生
の
時
代
で
あ
り
．
縛
し
い
時
代

へ
の
移
り
行
き
の
．
時
娚
で
あ
る
こ
と
を
漁
る
の
は
困
難
で
は
な
い
。
精
紳

は
今
ま
で
の
定
在
と
野
営
の
世
界
か
ら
溺
れ
て
、
そ
れ
を
邉
去
に
葬
り
去

ら
う
と
し
て
る
る
。
自
分
霞
身
を
攣
撰
す
る
作
業
の
中
に
あ
る
』
と
（
ω
・

一
。
。
）
。
同
じ
や
う
な
危
機
的
意
識
は
、
そ
の
頃
へ
…
ゲ
ル
が
折
に
撚
れ
て
表

明
し
た
も
の
ら
し
く
、
現
象
學
が
書
き
出
さ
れ
た
一
八
〇
五
年
か
ら
六
年

に
か
け
て
の
冬
學
期
、
へ
…
ゲ
ル
は
始
め
て
暫
學
史
の
講
義
を
し
た
が
、

そ
れ
は
次
の
や
ヶ
な
言
漿
で
結
ば
れ
た
、
　
『
新
し
い
時
代
が
鍵
界
に
生
じ

て
み
る
。
世
界
精
紳
は
今
や
す
べ
て
の
外
的
な
る
洞
窟
象
的
存
在
を
惣
分
か

ら
取
宏
っ
て
、
終
に
は
自
分
を
帆
船
的
精
齢
と
し
て
捕
へ
、
自
分
に
と
っ

て
封
象
的
に
な
る
所
の
も
の
を
自
分
の
内
か
ら
産
出
し
、
そ
れ
に
封
し
て

落
ち
つ
き
を
以
て
そ
れ
を
自
分
の
支
配
力
の
中
に
保
持
す
る
こ
と
に
成
功

し
た
や
う
で
あ
る
。
有
隈
な
る
自
已
意
識
と
そ
れ
に
と
っ
て
そ
の
外
に
現

は
れ
る
絶
念
的
な
る
自
認
意
識
と
の
職
ひ
は
止
ん
だ
、
黛
々
』
と
（
男
？

も。

純
ﾓ
岸
増
鋤
β
斜
寓
Φ
α
q
⑦
『
U
Φ
び
①
止
り
ω
．
ト
ひ
黛
一
鱒
O
鱒
）
。
ま
た
へ
；
ゲ
ル
は
一
八

〇
六
年
の
夏
學
期
始
め
て
精
紳
現
象
學
の
講
義
を
し
た
、
先
に
明
か
に
し

た
や
う
に
、
そ
の
頃
は
既
に
現
象
學
の
繭
傘
は
印
欄
さ
れ
始
め
て
み
て
、

そ
の
印
制
さ
れ
た
部
分
は
未
申
7
5
成
の
ま
＼
聴
講
毒
忌
た
ち
に
も
配
第
さ
れ

で
講
義
に
使
用
さ
れ
た
や
う
で
あ
る
、
そ
し
ず
、
こ
の
夏
号
期
の
講
義
が
イ

ェ
ナ
に
於
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
最
後
の
講
義
に
な
っ
た
、
一
八
〇
六
年
九
月

十
八
日
、
そ
の
思
辮
哲
學
の
講
義
を
陰
る
に
當
っ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
畢
生

五
工

た
ち
に
次
の
や
う
に
告
げ
た
、
　
『
諸
欝
、
こ
れ
が
そ
れ
の
作
成
に
於
て
私

の
到
淫
し
た
限
り
の
思
辮
密
學
で
あ
る
。
諸
鱈
は
こ
れ
を
哲
學
思
索
の
始

め
に
し
て
、
密
分
で
更
に
思
索
を
績
け
て
行
か
れ
た
い
。
我
々
は
今
露
大

な
る
時
期
に
際
号
し
て
み
る
、
精
紳
が
衝
き
鋤
か
さ
れ
て
今
ま
で
の
形
態

を
乗
り
越
え
、
新
し
い
形
態
を
得
る
醗
酵
の
中
に
立
っ
て
る
る
。
今
ま
で

の
表
象
や
概
念
の
全
燈
は
、
世
界
の
薄
粥
は
分
解
し
て
、
夢
幻
の
や
う
に

崩
奇
し
た
。
精
紳
の
新
し
い
出
現
が
行
は
れ
て
る
る
。
哲
攣
は
特
に
精
紳

の
顧
現
を
歎
繁
し
、
精
紳
を
承
認
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
、
が
他
の
も
の
は

精
紳
に
愛
し
て
無
力
に
反
抗
し
、
過
ぎ
玄
つ
た
も
の
に
執
着
し
、
そ
し
て

大
多
数
の
も
の
は
無
意
識
的
に
大
き
く
塊
り
に
な
っ
て
精
神
の
襲
現
を
な

し
て
み
る
。
が
併
し
馬
繋
は
精
鉱
を
語
勢
な
る
も
の
と
し
て
認
識
し
、
そ

れ
に
敬
意
を
難
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
諸
潜
の
温
い
思
い
串
に
携
れ
を
岱
げ
つ

、
、
諸
君
の
篤
し
き
休
暇
を
所
る
』
と
（
菊
。
ω
①
鉱
農
p
質
N
”
驚
Φ
α
q
鉦
の
び
Φ
ぴ
§
い

ω
・
群
口
一
発
U
）
。
　
こ
の
や
う
に
、
現
象
學
を
書
く
ヘ
ー
ゲ
ル
は
始
め
か
ら

終
り
ま
で
激
し
い
危
機
的
意
識
の
中
に
あ
る
。
が
こ
れ
は
、
そ
れ
ま
で
彼

が
確
信
を
以
て
遽
っ
て
來
た
論
理
學
…
哲
畢
総
論
の
線
に
封
ず
る
も
の
で

は
な
く
し
て
、
時
代
海
馬
の
歴
史
岩
燕
的
認
識
に
繋
が
る
も
の
で
あ
る
、

へ
…
ゲ
ル
自
身
の
内
薗
的
な
思
想
的
轄
向
に
由
來
す
る
も
の
で
は
な
く
し

て
、
岡
時
代
の
暫
學
全
鵬
に
封
ず
る
宣
職
布
告
に
律
ふ
も
の
で
あ
る
、
今

ま
で
手
を
携
へ
て
來
た
シ
ェ
リ
ン
グ
哲
學
を
も
含
め
て
、
，
當
代
の
暫
畢
の

す
べ
て
を
寄
留
學
と
し
て
過
去
に
葬
り
ま
ら
う
と
す
る
峻
烈
な
る
哲
學
的

審
剰
に
源
す
る
も
の
で
あ
る
。
グ
ロ
ッ
ク
ナ
ー
が
へ
…
ゲ
ル
の
現
象
學
的

危
機
を
パ
ト
ス
的
に
も
謹
明
す
る
も
の
と
し
て
引
用
し
た
イ
ェ
ナ
時
代
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

哲
畢
ノ
ー
ト
の
中
に
書
残
さ
れ
て
み
る
短
文
の
中
に
讃
み
取
ら
れ
る
危
機
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晦
笹
分
も
、
す
べ
て
こ
の
や
う
な
時
代
無
害
に
關
は
る
も
の
で
あ
る
。
そ

し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
が
、
・
先
に
引
用
し
た
現
象
學
の
序
文
や
二
つ
の
閉
講
の
欝

の
中
で
、
精
紳
の
「
議
し
い
時
代
」
が
來
て
る
る
と
か
、
夢
心
眉
の
「
新
し

い
世
界
」
と
か
、
「
新
し
い
形
態
」
と
か
、
「
香
し
い
由
現
し
と
か
「
顯
現
」

な
ど
と
言
っ
て
み
る
の
は
、
「
學
」
の
こ
と
で
あ
る
（
箪
幾
8
奪
⑦
誰
2
0
α
q
置

ω
。
一
。
。
i
お
）
。
暫
學
は
長
い
間
「
知
識
へ
の
愛
」
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
「
知

識
へ
の
愛
」
と
云
ふ
寺
塔
を
脱
ぎ
棄
て
て
、
今
ま
さ
に
「
現
数
の
知
識
偏

に
な
ら
う
と
し
て
み
る
、
　
「
無
意
を
學
に
高
め
る
こ
と
が
今
正
に
そ
の
時

で
あ
る
し
（
男
ぴ
餌
ゆ
。
鑓
窪
。
ぴ
盲
q
貫
ω
ワ
一
か
）
、
精
製
現
象
學
は
こ
の
や
う
な

軒
昂
た
る
歴
史
丸
環
的
時
代
認
識
の
下
に
、
時
正
に
熟
し
て
み
る
盤
界
晶

晶
の
最
高
の
事
業
を
遽
行
ず
る
と
云
ふ
氣
負
ひ
立
つ
た
精
興
を
以
て
著
作

さ
れ
た
。
ロ
：
ゼ
ン
ク
ラ
ン
ツ
は
そ
の
「
ヘ
ー
ゲ
ル
傳
」
の
「
現
象
學
的

危
機
」
の
章
で
、
『
現
象
學
は
絶
封
的
に
二
つ
の
哲
學
の
境
界
を
劃
す
る
も

の
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
岡
時
に
ま
た
一
般
に
二
つ
の
遽
つ
た
世
界
擬

の
境
界
を
劃
一
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
こ
れ
は
へ
…
ゲ
ル
膚
身
が
力
強
く
、

特
に
改
ま
っ
た
儀
式
的
な
庸
や
、
閉
講
の
蹉
や
、
教
授
獣
姦
の
講
演
や
、

序
文
の
中
な
ど
で
袈
明
し
た
意
識
で
あ
る
。
人
類
の
欝
欝
は
こ
の
著
作
の

中
で
一
瞬
問
立
ち
停
ま
っ
て
、
そ
れ
ま
で
に
自
分
が
自
分
の
概
念
に
封
し

て
一
膿
何
に
な
っ
て
み
る
か
を
論
詰
す
る
。
精
紳
は
自
分
の
全
課
張
を
一

々
精
査
し
、
　
ヘ
ー
ゲ
ル
を
葉
分
の
哲
心
的
ダ
ン
テ
に
仕
立
て
て
、
意
識
を

自
然
挫
の
地
獄
か
ら
、
人
購
の
人
倫
的
行
器
の
煉
獄
を
遽
り
抜
け
て
、
宗

教
的
和
解
と
畢
的
霞
由
と
の
篤
学
に
ま
で
導
き
上
げ
た
、
駈
と
雷
っ
て
み
る

が
（
罵
㊦
α
q
Φ
騨
ピ
9
0
ジ
ω
●
爬
8
一
爬
O
刈
）
、
　
こ
れ
は
明
か
に
精
紳
現
象
學

が
全
精
紳
史
の
輩
展
に
一
時
期
を
劃
し
た
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
、
精
紳
が

精
紳
現
象
摯
の
成
立
史

そ
の
概
念
に
嘗
て
あ
る
所
の
も
の
に
、
學
に
な
っ
て
み
る
こ
と
を
惣
ら
認

識
し
た
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
な
ら
ば
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
も
さ
う
雷
っ

て
み
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
現
象
學
の
叙
遽
も
實
際
さ
う
な
っ
て
み
る
の

で
あ
る
か
ら
、
我
々
に
も
首
肯
さ
れ
る
。
が
現
象
學
が
、
イ
．
一
ナ
誌
代
を

涌｝

ｶ
て
へ
…
ゲ
ル
が
辿
っ
て
行
っ
た
論
理
學
一
哲
學
総
論
の
綜
に
封
ず
る

危
機
的
轄
向
か
ら
書
か
れ
た
と
云
ふ
こ
と
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
は
ど
こ
に

も
…
運
べ
て
み
な
い
。
グ
ロ
ッ
ク
ナ
ー
は
先
に
も
引
用
し
た
や
う
に
、
『
ヘ

ー
ゲ
ル
は
そ
の
平
野
綜
論
の
作
成
中
意
識
の
概
念
に
鼠
子
し
た
そ
の
瞬
間

に
、
こ
の
や
う
な
折
返
し
の
可
能
性
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
必
然
性
を
も
認

識
し
た
』
と
言
っ
て
み
る
が
（
譲
⑦
α
q
①
測
H
轡
O
Q
●
＄
O
）
、
併
し
現
象
學
の
書

か
れ
る
喪
具
、
鞭
ち
一
八
〇
五
年
か
ら
穴
年
に
か
け
て
彼
が
講
思
し
た
精

紳
暫
學
の
群
系
は
、
後
の
精
工
暫
學
の
そ
れ
と
は
か
な
り
隔
り
の
あ
る
も

の
で
、
且
つ
ま
た
そ
こ
で
は
意
識
は
ま
だ
精
紳
の
主
要
契
機
と
し
て
取
出

さ
れ
て
も
み
な
い
、
そ
れ
が
始
め
て
精
紳
の
現
象
形
態
と
し
て
規
定
さ
れ

る
の
は
、
寧
ろ
精
紳
現
象
學
二
身
に
於
て
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
哲
學
緯
論

の
作
成
が
意
識
ま
で
…
遜
ん
で
來
た
時
に
、
こ
の
や
う
な
門
折
返
し
」
の
可

能
性
と
必
然
性
と
が
認
識
さ
れ
、
そ
れ
が
蜜
行
さ
る
べ
く
決
意
さ
れ
た
と

云
ふ
こ
と
に
就
て
は
、
私
と
し
て
は
確
信
を
持
ち
得
な
い
。
イ
ポ
リ
ッ
ト

も
そ
の
詳
細
な
る
現
象
學
の
研
究
に
於
て
、
無
論
ロ
ー
ゼ
ン
ク
ラ
ン
ツ
の

「
へ
…
ゲ
ル
傳
」
も
グ
ロ
ッ
ナ
ー
の
「
ヘ
ー
ゲ
ル
」
も
目
を
樋
し
て
み
る

や
う
で
あ
る
が
、
　
「
髄
系
の
現
象
攣
的
危
機
篇
と
云
ふ
や
う
な
こ
と
に
は

ご
畜
も
燭
れ
て
る
な
い
。
グ
ロ
ッ
ク
ナ
…
は
先
に
も
引
期
し
た
や
う
に
、

㎜、

ｱ
れ
は
文
職
畢
的
・
史
賢
的
に
は
簗
瀬
さ
れ
な
い
。
そ
れ
は
た
雪
風
攣
的

に
理
解
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
』
と
書
っ
て
み
る
が
（
¢
①
σ
Q
鼻
H
H
G
ω
噸
愈
q
）

五
三
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旧
館
史
的
解
繹
に
は
や
は
り
そ
れ
を
裏
づ
け
る
「
男
惚
學
的
・
史
興
的
五

明
」
も
あ
っ
て
ほ
し
い
。

　
（
一
）
　
こ
れ
は
泓
取
総
門
ー
ゼ
ン
ク
ラ
ン
ツ
の
「
ヘ
ー
ゲ
ル
傳
」
の
中
に

　
　
攻
録
さ
れ
て
い
た
が
、
今
臼
は
ホ
フ
マ
イ
ス
タ
ー
の
編
輯
に
か
か
る

　
　
「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
薮
畳
の
村
会
」
の
中
に
載
録
さ
れ
て
い
る
。
ロ
ー
ゼ

　
　
ン
ク
ラ
ン
ツ
は
こ
の
ノ
ー
ト
の
原
物
を
知
っ
て
い
た
ら
し
い
が
、
そ

　
　
れ
は
今
臼
は
傳
は
ら
な
い
。

　
か
う
云
ふ
わ
け
で
、
私
は
グ
ロ
ッ
ク
ナ
…
の
現
象
學
的
危
機
の
考
へ
に

封
し
て
は
肯
定
的
の
態
度
を
取
り
か
ね
る
。
が
併
し
若
し
そ
れ
を
次
の
や

う
に
解
慣
し
没
し
て
よ
い
な
ら
ば
、
私
は
そ
れ
を
認
め
て
よ
い
と
思
ふ
。

精
紳
現
象
學
の
道
は
偲
と
発
っ
て
も
論
理
學
一
哲
學
総
論
の
線
と
は
三
つ

た
別
の
哲
學
の
道
で
あ
る
。
そ
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
が
イ
ェ
ナ
に
來
て
か
ら
始

め
か
ら
終
り
ま
で
辿
っ
た
道
は
論
理
學
…
芝
露
総
論
の
線
で
あ
る
。
精
紳

現
象
學
は
こ
の
線
に
封
し
て
は
確
に
途
中
か
ら
の
「
折
返
し
」
で
あ
る
、

も
う
一
度
始
め
に
戻
っ
て
そ
こ
か
ら
出
直
す
こ
と
で
あ
る
、
論
理
的
の
始

め
そ
の
も
の
を
固
め
漉
す
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
な
ら
ば
蜜
際
ヘ
ー
ゲ
ル
が

言
行
し
て
み
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
彼
が
現
象
學
の
序
文
や
序
論
や
そ
の

他
の
箇
所
に
於
て
も
は
っ
き
り
雷
明
し
て
み
る
こ
と
で
も
あ
る
か
ら
、
十

分
了
解
す
る
こ
と
が
出
謝
る
。
そ
し
て
こ
の
や
う
な
現
象
畢
へ
の
ヘ
ー
ゲ

ル
の
思
惟
の
登
展
は
、
　
「
偶
然
的
」
と
か
「
非
有
機
的
」
な
ど
と
書
は
る

べ
き
性
質
の
も
の
で
は
な
い
と
同
署
に
、
そ
れ
は
ま
た
論
理
學
一
哲
學
総

論
の
線
に
坐
し
て
も
「
危
機
的
男
向
」
な
ど
と
雷
は
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
性
質

の
も
の
で
も
な
い
で
あ
ら
う
。
と
云
ふ
の
は
、
論
理
學
－
哲
學
総
論
は
始

め
か
ら
思
惑
的
思
惟
の
地
盤
の
上
に
立
っ
て
理
性
の
羅
糞
溜
暴
理
の
器
系

五
四

と
し
て
展
開
さ
れ
る
。
が
そ
れ
は
我
々
の
晋
常
的
思
惟
に
と
っ
て
は
遠
い

彼
岸
的
遠
方
で
し
か
な
い
、
我
々
の
日
常
的
思
惟
は
直
撲
聴
感
魔
的
な
自

然
的
意
識
の
立
場
で
働
い
て
み
る
、
そ
の
論
理
は
抽
象
的
な
悟
性
の
論
理

で
あ
る
。
だ
か
ら
思
辮
哲
轟
と
日
常
的
思
惟
と
で
は
そ
の
立
場
も
論
理
も

異
な
る
、
現
象
學
膚
身
の
中
で
用
ゐ
ら
れ
て
る
る
雷
堅
し
方
で
書
へ
ば
、

富
者
に
於
て
は
三
野
が
「
顛
倒
」
（
〈
費
犀
。
訂
窪
）
す
る
（
勺
菰
野
。
ヨ
窪
9

δ
σ
q
昼
ω
●
込
。
ゆ
）
。
そ
の
や
う
な
日
常
的
思
惟
に
号
し
て
哲
畢
は
如
何
に
し

て
自
分
の
潰
理
性
を
羅
明
し
、
そ
れ
を
臼
常
的
思
惟
に
も
了
解
さ
せ
る
こ

と
が
出
來
る
か
、
ま
た
日
常
的
思
惟
は
如
偲
に
し
て
哲
學
的
知
識
の
醜
理

陸
を
教
へ
ら
れ
、
そ
れ
に
ま
で
導
き
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
出
塁
る
か
、
そ

し
て
こ
の
ご
つ
の
事
柄
が
偶
然
的
非
學
的
な
道
に
よ
っ
て
で
は
な
く
し

て
、
必
然
的
な
學
の
道
に
よ
っ
て
成
就
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
こ
れ
が
糟
紳

現
象
學
に
負
は
さ
れ
た
課
題
で
あ
る
。
こ
の
課
題
が
果
さ
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
論
理
學
…
哲
學
総
論
の
立
場
が
田
幡
的
思
椎
に
封
し
て
も
學
的
に
、

そ
し
て
同
時
に
ま
た
教
育
的
に
も
固
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
現
象

學
の
著
作
が
一
時
論
理
學
i
哲
學
評
論
の
線
を
中
断
し
た
と
云
ふ
こ
と
は

あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
駕
し
て
「
危
機
的
韓
向
」
を
意
味
し
た
な
ど

と
は
考
へ
に
く
い
、
寧
ろ
誓
學
を
暴
賢
の
學
に
高
め
る
、
長
い
賢
哲
學
の

名
繕
で
あ
っ
た
「
知
識
へ
の
愛
」
を
「
七
賢
の
知
識
」
に
す
る
、
と
云
ふ

強
靱
な
る
素
的
哲
學
へ
の
意
志
が
、
　
一
時
論
理
學
一
哲
學
総
論
の
線
を
中

断
し
て
、
先
づ
そ
の
立
場
を
學
的
教
育
的
に
固
め
る
精
霊
現
象
學
を
書
か

し
め
た
の
で
あ
ら
う
。
さ
う
す
る
と
、
こ
れ
は
論
理
合
一
寒
詣
総
論
を
始

め
か
ら
支
配
し
て
み
た
學
的
黙
思
へ
の
意
志
の
自
壁
と
自
警
学
賞
と
し

て
、
雨
者
は
同
じ
哲
學
的
精
紳
に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
み
る
と
見
る
こ
と
が



133

出
登
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
や
う
な
精
紳
現
象
學
へ
の
準
備
が
へ
…
ゲ
ル
に
於
て
爲
さ
れ
始
め

た
の
は
、
大
戦
甥
八
○
購
年
頃
か
ら
の
こ
と
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
こ
れ
に

点
て
ロ
ー
ゼ
ン
ク
ラ
ン
ツ
は
次
の
や
う
に
報
籍
し
て
み
る
、
　
『
近
世
哲
學

は
全
艦
と
し
て
膚
已
意
識
の
概
念
か
ら
生
じ
た
。
豫
感
に
満
ち
た
確
信
を

以
て
シ
エ
リ
ン
グ
は
主
観
的
観
念
論
に
客
観
的
観
念
論
を
附
け
加
へ
た
。

が
併
し
主
観
と
客
観
と
の
統
一
は
彼
に
於
て
は
た
望
假
定
で
し
が
な
か
っ

た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
自
已
意
識
の
概
念
を
絶
封
事
の
概
念
の
中
ば
か
り
で
な

く
、
或
は
一
般
に
理
性
の
概
念
の
中
ば
か
り
で
な
く
、
精
一
の
概
念
の
中

で
も
箪
な
る
契
機
と
し
て
止
揚
し
た
。
併
し
岡
様
に
ま
た
彼
は
、
い
ろ
い

ろ
な
形
態
の
下
に
い
つ
も
自
已
意
識
の
綱
限
と
し
て
繰
返
し
現
は
れ
て
下

る
實
騰
性
の
概
念
に
亡
し
て
も
同
じ
こ
と
を
善
し
た
。
そ
れ
で
彼
は
、
先

づ
そ
の
論
理
畢
と
形
而
上
學
と
へ
の
打
設
の
中
で
、
意
識
が
職
分
霞
身
に

つ
い
て
爲
す
経
験
の
概
念
を
展
開
し
た
。
そ
こ
か
ら
一
八
○
照
年
以
來
現

象
學
の
基
礎
が
生
じ
た
、
が
彼
は
そ
の
中
に
上
掛
彼
が
持
っ
て
る
た
極
め

て
費
質
に
冨
ん
だ
研
究
成
果
を
堆
積
さ
せ
た
臨
と
（
譲
①
σ
Q
①
♂
U
Φ
び
Φ
P
ω
●

・。

W
）
。
　
「
意
識
が
自
分
自
身
に
つ
い
て
爲
す
繧
験
の
概
念
を
展
開
す
る
」

の
は
正
し
く
「
意
識
の
糎
験
の
學
」
で
あ
る
、
さ
う
す
る
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は

そ
れ
を
一
八
〇
四
年
頃
か
ら
講
義
の
中
で
論
理
型
へ
の
入
門
的
序
設
と
し

て
設
い
て
る
た
わ
け
で
あ
る
。
が
ヘ
ー
リ
ン
グ
は
更
に
湖
っ
て
、
こ
の
や

う
な
序
説
へ
の
道
は
イ
ェ
ナ
時
代
の
始
め
か
ら
描
き
示
さ
れ
て
み
た
こ
と

を
設
い
て
る
る
、
そ
し
て
そ
の
讃
美
と
し
て
彼
は
「
初
期
の
イ
ェ
ナ
の
膿

系
偏
の
中
か
ら
次
の
や
う
な
一
文
を
引
い
て
み
る
、
　
『
非
哲
學
的
な
思
惟

は
先
づ
直
観
か
ら
出
て
、
即
ち
多
な
る
も
の
が
た
だ
ひ
と
り
無
關
係
に

精
紳
現
象
學
の
成
立
史

（
α
q
一
①
一
〇
ぴ
σ
q
曽
一
瓢
α
q
）
あ
る
と
云
ふ
こ
と
か
ら
歩
み
出
て
、
多
な
る
も
の
は
そ

れ
蜜
身
に
於
て
は
全
く
た
ず
反
転
の
も
の
へ
の
雲
斎
に
於
て
の
み
存
在
す

る
、
相
互
の
差
別
と
し
て
の
み
あ
る
、
と
云
ふ
こ
と
の
認
識
に
登
ら
ね
ば

な
ら
ぬ
』
と
（
＜
⑦
讐
p
・
づ
蝕
〆
5
伽
2
N
螺
諺
O
暁
一
零
魯
団
£
O
野
9
お
お
炉
ω
．

冨
蔭
）
。
な
る
ほ
ど
こ
＼
に
は
非
哲
學
的
思
惟
か
ら
哲
學
的
認
識
へ
の
向
上

が
設
か
れ
て
る
る
、
こ
れ
は
正
し
く
精
嚢
現
象
學
が
描
き
示
し
た
道
で
あ

る
。
さ
う
す
る
と
精
紳
現
象
學
と
云
ふ
概
念
や
名
稔
が
固
ま
っ
た
の
は
一

八
〇
六
年
の
熱
砂
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
理
念
は
、
そ
れ
に
到
る
思

想
的
素
地
は
、
既
に
イ
エ
ナ
時
代
の
始
め
か
ら
準
備
さ
れ
か
け
て
み
た
わ

け
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
れ
は
一
八
〇
六
年
哲
學
総
論
の
作
成
が
ち
や
う

ど
意
識
の
段
階
に
ま
で
來
た
時
に
、
突
然
内
面
的
な
思
想
的
危
機
と
し
て

電
光
の
や
う
に
閃
き
出
た
や
う
な
も
の
で
は
な
い
。

五
　
糟
…
紳
現
象
學
の
完
成

　
出
版
轡
雛
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
と
の
紛
争
と
そ
の
解
決
、
後
孚
の
部
分
の
原

稿
の
慌
だ
し
い
仕
上
げ
と
そ
の
途
芝
繋
に
発
し
て
は
既
に
越
べ
た
が
、
そ

れ
に
閥
幽
し
て
な
ほ
一
二
補
足
す
れ
ば
、
印
刷
の
逞
延
に
關
し
て
は
ヘ
ー

ゲ
ル
の
方
に
も
一
部
そ
の
責
が
あ
り
は
し
な
か
っ
た
か
。
前
に
蓮
べ
た
や

う
に
、
龍
孚
の
部
分
の
印
欄
は
復
活
祭
ま
で
に
仕
上
げ
る
と
云
ふ
約
束
で

あ
っ
た
の
に
、
そ
れ
が
八
摺
頃
に
な
っ
て
も
ま
だ
出
具
な
い
の
で
、
ヘ
ー

ゲ
ル
は
切
り
に
ゲ
：
プ
ハ
ル
ト
の
不
信
を
諮
り
、
そ
の
態
度
の
不
都
合
な

る
こ
と
を
訴
へ
て
る
る
が
（
一
八
〇
六
年
八
月
六
日
附
二
…
ト
ハ
ン
マ
ー

宛
の
手
紙
）
、
そ
れ
に
就
て
へ
ー
リ
ン
グ
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
方
で
も
復
活

祭
ま
で
に
印
劉
出
血
る
や
う
に
原
稿
を
邊
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、

五
五
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と
云
ふ
の
は
、
ゲ
…
プ
ハ
ル
ト
と
の
間
に
出
版
の
契
約
が
結
ば
れ
た
の
は

一
八
〇
五
年
の
終
り
か
ら
翌
六
年
の
始
め
に
か
け
て
の
こ
と
＼
推
定
さ
れ

る
が
、
そ
の
學
期
の
講
義
名
告
の
中
に
は
著
書
公
刊
の
こ
と
が
全
然
語
ら

れ
て
み
な
い
所
か
ら
察
す
る
と
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
ま
だ
出
版
契
約
成
立
の
頃

に
は
離
年
の
原
稿
を
完
成
し
て
み
な
い
で
、
多
分
そ
の
冬
學
期
の
講
義
が

終
っ
て
か
ら
起
稿
の
暇
を
得
て
書
き
上
げ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
、
さ
う

す
る
と
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
の
手
に
渡
さ
れ
た
の
は
早
く
て
次
の
（
一
八
〇
六

年
の
）
夏
陰
期
の
始
ま
る
前
、
從
っ
て
復
潜
祭
の
後
で
は
な
か
っ
た
か
、

と
云
ふ
や
う
な
推
測
を
し
て
み
る
（
く
巽
｝
属
欝
黛
償
謎
σ
Q
o
詳
尽
日
⇔
軍
陣
δ
質

灘
⑦
ぴ
q
①
節
8
σ
q
器
炉
ψ
話
。
。
）
。
が
こ
の
推
測
を
疑
は
し
く
す
る
や
う
な
資

料
も
あ
る
、
と
云
ふ
の
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
例
の
～
八
月
六
年
八
月
六
臼
附

の
二
！
ト
ハ
ン
マ
ー
宛
の
手
紙
の
中
で
、
　
『
印
構
は
二
月
に
始
め
ら
れ
て

み
る
、
。
そ
し
て
最
初
の
契
約
に
よ
れ
ば
こ
の
部
分
は
復
活
祭
ま
で
に
出
來

土
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
、
僕
は
そ
れ
か
ら
講
義
の
姶
ま
る
ま
で
譲
っ
て

や
っ
た
、
…
が
こ
れ
も
亦
履
行
さ
れ
な
か
っ
た
…
…
』
と
零
し
て
み
る
、

さ
う
す
る
と
原
稿
は
大
潔
癖
當
な
時
期
に
渡
さ
れ
て
み
た
も
の
と
推
測
さ

れ
る
。
ま
た
ホ
フ
マ
イ
ス
タ
ー
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
　
八
〇
五
年
の
夏
學
期

の
始
・
め
「
急
ぐ
仕
事
」
の
た
め
に
講
義
を
一
週
問
つ
つ
二
園
延
ば
し
た
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ご

と
を
學
生
た
ち
に
傳
へ
た
掲
示
文
の
下
書
が
残
っ
て
み
る
が
、
こ
の
「
急

ぐ
猛
事
扁
も
、
ま
た
そ
の
頃
フ
ォ
ス
に
煮
て
た
手
紙
の
下
書
の
中
に
あ
る
、

『
研
究
成
果
を
秋
に
は
哲
學
騰
系
と
し
て
出
す
や
う
に
な
り
ま
せ
う
』
と

云
ふ
そ
の
、
「
研
究
の
成
果
」
も
、
何
れ
も
現
象
學
の
前
孚
の
部
分
の
著
作

に
關
適
し
て
み
る
、
從
っ
て
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
と
の
問
に
出
版
の
契
約
が
成

立
し
た
頃
に
は
、
原
稿
の
作
成
は
も
う
相
當
に
遙
聴
し
て
み
た
と
云
ふ
ご

五
六

と
が
、
「
確
實
と
見
な
さ
れ
得
る
」
と
雷
っ
て
み
る
が
（
や
弓
貯
嵐
紳
§
ぴ
q
恥
＄

譲
賃
拶
器
α
q
①
び
興
ω
”
ω
●
×
×
×
回
・
）
、
こ
れ
・
も
推
測
で
あ
る
か
ら
、
す
ぐ
さ
ま

さ
う
と
極
め
る
こ
と
も
脚
愚
な
い
。
が
少
く
と
も
一
八
〇
六
年
の
八
月
に

は
ま
だ
後
端
の
原
稿
が
出
馬
て
る
な
か
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
、
こ
れ

は
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
と
の
熟
れ
が
片
づ
い
て
か
ら
、
原
稿
邊
蓬
の
嚴
し
い
期

限
が
定
め
ら
れ
、
そ
れ
に
聞
に
合
ふ
や
う
に
起
稿
を
急
い
で
、
そ
の
後
三

圓
に
分
け
て
原
稿
を
逡
っ
て
み
る
こ
と
が
、
二
ー
ト
ハ
ン
マ
t
宛
の
手
紙

で
は
っ
き
り
し
て
み
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
ま
だ
執
筆
中
の
後
孚
の
原

稿
が
ど
れ
位
の
も
の
に
な
る
か
、
そ
れ
を
ヘ
ー
ゲ
ル
の
方
で
も
は
っ
き
り

示
す
こ
と
の
出
來
な
か
っ
た
の
も
無
理
は
な
い
（
＜
②
穏
ぴ
獅
ゆ
儀
ご
昌
α
q
三
春
ヨ

O
ユ
露
。
嵩
国
ゆ
鷺
節
8
σ
q
冨
ゆ
．
ω
．
誌
。
。
）
、
が
こ
れ
で
は
ど
こ
ま
で
が
孚
分

で
あ
る
か
分
か
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
先
づ
後
孚
の
原
稿
を
渡
し
て

も
ら
ひ
た
い
、
で
な
け
れ
ば
約
束
の
原
稿
料
は
支
彿
へ
な
い
、
と
云
ふ
ゲ

ー
プ
ハ
ル
ト
の
雷
雨
に
も
無
理
か
ら
ぬ
も
の
が
あ
る
。
こ
の
維
緯
か
ら
推

し
て
、
印
構
の
遽
廼
に
つ
い
て
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
も
一
部
そ
の
責
が
あ
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
が
ゲ
ー
ブ
ハ
ル
ト
の
方
も
、
　
『
彼
は
僕

が
手
紙
を
や
っ
て
も
、
い
つ
も
返
事
も
よ
こ
さ
な
い
で
其
れ
を
無
視
し
、

自
分
の
好
き
勝
手
に
振
舞
ふ
と
云
ふ
不
都
合
な
仕
打
を
す
る
、
』
と
ヘ
ー

ゲ
ル
が
ニ
ー
ト
ハ
ン
マ
ー
に
訴
へ
て
る
る
こ
と
か
ら
（
一
八
〇
六
年
八
月

六
臼
附
二
…
ト
ハ
ン
マ
ー
宛
書
翰
）
、
ま
た
ニ
ー
ト
ハ
ン
マ
…
も
ヘ
ー
ゲ

ル
に
當
て
た
手
紙
（
一
八
〇
六
年
九
月
十
二
B
附
）
の
中
で
、
ゲ
…
プ
ハ

ル
ト
の
手
紙
を
「
費
に
無
禮
な
手
紙
」
と
怒
り
、
彼
自
身
を
「
な
ら
ず

者
」
と
ま
で
呼
ん
で
み
る
こ
と
か
ら
察
す
る
と
、
あ
ま
り
紳
士
的
な
態
度

は
取
っ
て
み
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
（
驚
。
映
讐
魚
隠
Φ
凝
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瞭
巳
①
犀
§
α
q
恥
Φ
ω
置
費
建
。
。
σ
窺
。
げ
。
詳
ω
●
×
×
×
＜
囲
）
蟻

　
（
一
）
　
こ
の
掲
示
文
の
下
説
は
、
フ
ォ
ス
宛
の
書
翰
の
三
つ
の
草
稿
の

　
　
う
ち
ホ
フ
マ
イ
ス
タ
…
が
「
主
稿
」
と
呼
ん
で
い
る
も
の
の
一
部
の

　
　
轡
か
れ
て
い
る
紙
の
裏
測
に
書
か
れ
て
い
る
（
類
。
訟
鑓
Φ
貯
。
き
し
d
瓢
。
諭

　
　
く
◎
洋
〆
5
傷
鑓
同
頴
農
Φ
ポ
轡
ω
．
心
心
）
。

　
も
う
一
つ
、
イ
ェ
ナ
會
職
と
の
闘
…
係
◎
現
象
學
の
成
立
に
慌
し
て
古
く

か
ら
一
つ
の
傳
設
が
傳
へ
ら
れ
て
る
る
、
そ
れ
は
、
　
『
へ
…
ゲ
ル
は
イ
ェ

ナ
會
職
の
砲
聲
の
轟
く
中
に
そ
の
二
二
現
象
學
を
書
き
上
げ
た
瞼
と
云
ふ

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
傳
論
の
源
は
、
エ
ド
ゥ
ア
ル
ト
・
ガ
ン
ス
が
プ
ロ
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ソ

ヤ
の
官
報
に
載
せ
る
た
め
に
書
い
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
ネ
ク
ロ
ロ
…
グ
で
あ

る
。
が
こ
の
文
章
が
虚
器
で
あ
る
こ
と
は
既
に
そ
の
頃
か
ら
知
ら
れ
て
み

た
ら
し
く
、
そ
の
後
聞
も
な
く
（
一
八
三
五
年
）
に
幽
さ
れ
た
フ
リ
ー
ド

り
ッ
ヒ
・
カ
ッ
プ
の
「
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
の
校
長
と
し
て
の
ゲ
オ
ル
グ
・
ヴ

ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
ヘ
ー
ゲ
ル
偏
と
云
ふ
小
さ
な
避
子

も
次
の
や
う
な
書
藥
で
書
き
出
さ
れ
て
み
る
さ
う
で
あ
る
。
　
『
イ
ェ
ナ
愈

職
の
砲
聲
の
轟
く
中
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
そ
の
精
紳
現
象
學
を
書
き
上
げ
た
。

．
度
々
繰
返
し
て
語
ら
れ
た
こ
の
事
誤
の
報
告
を
、
人
は
虚
飾
さ
れ
た
も
の

と
考
へ
た
。
が
我
々
は
こ
の
報
欝
を
以
て
我
々
の
織
蓮
を
始
め
る
』
と

（
麟
戸
慈
O
鶯
ω
o
訂
が
鍛
。
σ
窺
Φ
討
H
・
ω
十
一
）
Q
が
『
こ
の
度
々
繰
返
し
語
ら
れ

た
報
告
は
、
虚
飾
さ
れ
て
る
る
だ
け
で
は
な
く
誤
っ
て
も
み
る
、
』
と
ク

ー
ノ
…
。
フ
ィ
ッ
シ
ャ
…
も
言
ふ
や
う
に
（
譲
O
σ
Q
①
γ
層
・
ψ
誠
）
、
こ
れ
は

ヘ
ー
ゲ
ル
繭
身
が
二
i
ト
ハ
ン
マ
…
や
シ
ェ
リ
ン
グ
に
當
て
た
手
紙
の
中

に
書
い
て
み
る
こ
と
と
も
一
致
し
な
い
。
イ
ェ
ナ
禽
職
は
十
月
十
四
鐵
の

こ
と
で
あ
る
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
現
象
學
の
最
後
の
幾
頁
か
を
書
き
上
げ
た

精
紳
現
象
學
の
成
立
史

の
は
そ
の
前
夜
の
こ
と
で
あ
っ
た
α
こ
の
こ
と
が
は
っ
き
り
語
ら
れ
て
み

る
の
は
、
環
象
學
が
完
成
し
て
か
ら
そ
れ
の
鰍
本
を
贈
呈
す
る
に
つ
い
て

シ
ェ
リ
ン
グ
に
途
つ
た
手
紙
（
一
八
〇
七
年
五
月
一
日
附
）
の
中
だ
け
で

あ
る
。
そ
こ
に
は
か
う
書
か
れ
て
み
る
、
　
『
僕
は
縦
稿
の
作
骸
を
ど
う
に

か
イ
ェ
ナ
會
職
の
前
夜
孚
に
終
っ
た
』
と
、
イ
ェ
ナ
會
職
の
前
夜
孚
は
十

月
十
三
賑
の
露
霜
で
あ
る
。
が
隅
夜
十
一
時
頃
に
書
き
終
ら
れ
た
ニ
ー
｝

ハ
ン
マ
ー
宛
の
手
紙
に
は
現
象
學
脱
稿
の
こ
と
は
全
然
謀
れ
ら
れ
て
る
な

い
。
数
日
し
て
十
月
十
八
厨
附
の
ニ
ー
ト
ハ
ン
マ
ー
宛
の
手
紙
に
は
か
う

記
さ
れ
て
み
る
、
　
『
月
曜
（
十
月
二
十
日
に
な
る
）
に
ま
た
最
初
の
郵
便

が
晦
ま
す
、
馬
車
の
便
も
馬
の
硬
も
。
だ
か
ら
そ
れ
で
最
後
の
数
ボ
ー
ゲ

ン
を
繋
り
ま
す
。
僕
は
そ
れ
を
あ
の
大
火
の
爲
の
恐
ろ
し
い
夜
書
い
た
手

紙
と
一
緒
に
そ
れ
以
揮
い
つ
も
ポ
ケ
ッ
ト
に
入
れ
て
持
ち
廻
っ
て
ゐ
ま

す
』
と
。
　
「
大
火
の
爲
の
恐
ろ
し
い
夜
」
と
云
ふ
の
は
、
イ
ェ
ナ
が
焼
か

れ
た
十
月
十
三
R
の
夜
の
こ
と
で
あ
ら
う
。
こ
、
に
も
現
象
學
の
股
稿
に

つ
い
て
は
何
事
も
語
ら
れ
て
み
な
い
が
、
そ
の
最
後
の
数
ボ
ー
ゲ
ン
の
原

稿
を
岡
じ
ナ
三
日
の
夜
書
い
た
製
紙
と
一
半
に
ポ
ケ
ッ
ト
に
入
れ
て
持
ち

廻
っ
て
み
る
と
雷
っ
て
み
る
の
で
あ
る
か
ら
、
先
に
引
用
し
た
シ
ェ
リ
ン

グ
宛
の
手
紙
（
｝
八
〇
七
年
五
月
】
臼
附
）
と
も
照
ら
し
合
せ
て
、
現
象

學
の
最
後
の
股
稿
は
曳
く
と
も
イ
ェ
ナ
即
戦
の
前
夜
の
こ
と
で
あ
っ
て
、

決
し
て
イ
ェ
ナ
射
幸
の
砲
盤
の
灘
く
中
に
書
き
上
げ
ら
れ
た
の
で
な
い
こ

と
だ
け
は
明
か
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
關
す
る
才
子
な
簿
詑
が
始
め
て
印

捌
さ
れ
た
轡
物
の
中
に
載
せ
ら
れ
た
の
は
、
一
八
二
七
年
に
繊
さ
れ
た
ブ

ロ
ッ
ク
ハ
ウ
ス
蒼
科
誹
典
の
第
五
書
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
や
は
り
、
へ

…
ゲ
ル
は
『
イ
ェ
ナ
難
戦
の
爆
撃
に
原
稿
の
最
後
の
幾
頁
か
を
書
き
上
げ

五
七



136

哲
學
研
究
　
第
四
酉
七
十
二
號

た
、
』
と
記
さ
れ
て
み
る
さ
う
で
あ
る
（
譲
。
矯
日
。
葺
①
ぴ
鰻
巳
①
諦
煽
φ
⑫
q
乱
離

訟
①
養
霧
微
①
び
興
。
。
・
ω
・
×
×
×
＜
H
）
、
こ
れ
は
右
に
3
1
用
し
た
二
つ
の
書
翰

に
於
け
る
へ
…
ゲ
ル
緯
距
の
報
告
と
も
一
致
す
る
。
ガ
ン
ス
の
ネ
ク
ロ
ロ

ー
グ
の
中
の
文
句
は
多
分
こ
れ
を
「
ジ
ァ
…
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
潤
蝕
し

た
」
も
の
で
あ
ら
う
、
と
ホ
フ
マ
イ
ス
タ
ー
は
言
っ
て
み
る
（
雲
巳
①
7

春
望
σ
q
号
ω
口
⑦
審
¢
。
。
守
q
①
び
。
錺
》
ω
’
×
×
×
＜
｛
）
。

　
（
一
）
　
こ
れ
は
そ
の
後
ガ
ン
ス
の
文
集
（
一
八
三
四
年
）
第
二
轡
、
二
四

　
二
頁
一
二
五
二
頁
に
再
録
さ
れ
て
い
る
（
菊
。
。
。
o
議
泊
篤
羅
”
瓢
。
σ
q
o
冨
び
？

　
び
①
P
ω
●
×
）
。

　
そ
れ
で
、
へ
…
ゲ
ル
は
イ
ェ
ナ
補
職
の
さ
中
に
冷
然
と
し
て
現
象
學
の

筆
を
走
ら
せ
た
の
で
は
な
い
、
現
象
學
は
そ
の
短
夜
に
脱
稿
さ
れ
て
る
た

の
で
あ
る
。
が
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
プ
ロ
シ
ャ
の
最
後
通
諜
を
受
取
つ
た
の
が

十
月
七
摂
で
、
師
日
彼
は
バ
ン
ベ
ル
ク
か
ら
全
軍
に
開
戦
の
衛
告
を
麗
し

て
る
る
（
踏
◎
臨
ヨ
①
ぼ
Φ
び
切
ユ
駄
Φ
＜
o
昌
億
郎
餌
§
缶
①
σ
q
鼻
H
．
ω
ゆ
劇
＄
い

囚
鎮
山
岡
①
σ
q
鼻
し
d
臨
鉱
⑦
〈
§
鎧
β
鳥
き
鵠
。
σ
q
㊦
訓
り
ω
●
9
）
Q
だ
か
ら
野
鼠

の
轟
く
中
で
書
き
上
げ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
が
、
職
雲
た
亨
な
ら
ぬ
慌
だ

し
い
空
氣
の
中
で
、
一
方
で
は
き
び
し
い
原
稿
逡
付
の
最
後
の
予
想
（
十

月
十
八
日
）
の
切
迫
に
苛
立
ち
な
が
ら
、
他
方
で
は
極
度
の
経
濟
的
窮
乏

に
耐
へ
な
が
ら
、
努
力
を
振
り
絞
っ
て
書
き
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
は
想
像
さ
れ
る
。
も
う
一
つ
へ
…
ゲ
ル
が
氣
遣
っ
た
の
は
、
職
争
の
た

め
に
郵
便
業
務
が
観
れ
て
、
原
稿
が
腰
輿
ひ
な
く
早
く
か
ど
う
か
と
云
ふ

こ
と
で
あ
っ
た
。
十
月
十
三
難
の
二
i
ト
ハ
ン
マ
…
宛
の
手
紙
は
次
の
や

う
な
言
葉
で
書
き
始
め
ら
れ
て
み
る
馬
『
先
に
前
週
の
水
曜
（
十
月
八
日
）

と
金
紫
（
十
月
十
日
）
と
に
薮
遽
し
た
原
稿
の
こ
と
を
僕
が
ど
ん
な
に
心

五
八

配
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
、
日
附
か
ら
お
察
し
い
た
撃
き
た
い
』
と
。
ま

た
同
じ
手
紙
の
中
程
で
も
も
う
一
度
繰
返
し
て
、
　
『
全
膿
の
外
的
構
況
か

ら
推
し
て
、
水
曜
と
金
畷
と
に
薮
卑
し
た
僕
の
原
稿
が
着
い
た
か
ど
う

か
、
僕
は
疑
は
ず
に
は
み
ら
れ
な
い
』
と
。
ま
た
當
時
ヘ
ー
ゲ
ル
が
金
に

窮
し
て
み
た
こ
と
に
就
て
は
、
ゲ
…
テ
や
グ
リ
…
ス
等
も
語
っ
て
み
る

が
、
殊
に
ゲ
t
テ
は
そ
の
た
め
に
心
配
も
し
て
や
っ
て
み
る
が
（
寓
◎
融
－

巨
魚
ω
搭
び
し
⇔
瓢
㊦
｛
①
〈
o
二
郎
獅
傷
鋤
嵩
瓢
。
α
q
o
r
H
．
ω
”
禽
心
）
、
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身

も
や
は
り
二
！
ト
ハ
ン
マ
ー
に
當
て
た
手
紙
の
中
で
幾
度
も
こ
の
黙
に
燗

れ
て
、
こ
の
親
切
な
友
人
の
配
慮
を
乞
ふ
て
る
る
。
例
の
十
月
十
三
譲
附

の
手
紙
の
中
で
は
、
　
『
ど
う
か
し
て
僕
に
い
く
ら
か
の
金
を
迭
る
こ
と
の

出
來
る
方
法
を
お
聞
き
に
な
っ
た
ら
、
ど
う
か
す
ぐ
さ
う
し
て
い
た
ゴ
く

や
う
に
、
切
に
お
願
ひ
す
る
、
僕
は
間
も
な
く
そ
れ
が
ど
う
し
て
も
入
用

に
な
り
ま
せ
う
』
と
書
ひ
、
ま
た
十
月
十
八
日
附
の
ニ
ー
ト
ハ
ン
マ
ー
宛

の
手
紙
の
中
で
も
、
　
『
が
併
し
僕
は
貴
兄
に
ど
う
し
て
も
一
つ
お
願
ひ
を

申
し
上
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
ど
う
か
ぜ
ひ
金
を
迭
っ
て
い
た
団
き
た
い
、
僕

は
焦
眉
の
必
要
の
中
に
あ
る
。
…
…
結
果
は
や
は
り
貴
兄
に
お
金
を
お
願

ひ
す
る
と
云
ふ
こ
と
で
す
、
た
と
ひ
た
ぜ
の
六
カ
ロ
リ
ン
か
八
カ
ロ
リ
ン

で
も
、
ど
う
か
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
の
方
の
量
込
み
が
な
く
て
も
、
僕
は
そ
の

方
は
確
か
だ
と
思
ふ
が
、
ど
う
か
こ
の
好
意
を
僕
の
た
め
に
持
っ
て
い
た

だ
く
や
う
に
お
願
ひ
申
し
上
げ
る
、
』
と
書
い
て
み
る
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
當
時

如
何
に
金
に
窮
し
て
み
た
か
が
想
像
さ
れ
る
。
ま
た
精
嚢
現
象
學
の
著
作

に
は
直
接
關
係
は
な
い
が
、
現
象
學
を
書
く
ヘ
ー
ゲ
ル
に
聖
代
の
英
雄
ナ

ポ
レ
オ
ン
が
ど
の
や
う
に
険
っ
て
み
た
か
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
岡
じ
霧
海
十
三

臼
鮒
の
二
i
築
ハ
ン
マ
ー
宛
の
手
紙
の
巾
で
そ
れ
に
欄
れ
て
る
る
か
ら
、
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序
に
引
用
し
て
置
く
。
　
『
皇
帝
が
一
こ
の
世
界
鐙
魂
が
1
偵
察
の
た

め
に
乗
馬
で
市
中
を
通
っ
て
行
く
の
を
射
た
、
－
こ
の
や
う
な
個
人
を
、

こ
＼
の
一
黙
に
集
中
し
て
、
馬
上
に
跨
が
っ
て
、
世
界
を
覆
ひ
世
界
を
支

配
す
る
こ
の
や
う
な
半
人
を
漏
る
の
は
、
實
に
不
思
議
な
感
じ
で
す
。

・
…
－
が
併
し
木
曜
（
十
月
九
臼
）
か
ら
月
曜
（
十
月
十
三
臼
）
ま
で
に
こ

の
や
う
な
進
展
を
見
せ
る
こ
と
は
、
た
穿
こ
の
や
う
な
異
常
な
る
人
間
に

の
み
出
塁
る
こ
と
で
、
こ
う
や
う
な
人
間
を
讃
嘆
し
な
い
と
云
ふ
こ
と
は

出
來
な
い
』
と
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
中
に
禮
國
の
侵
略
者
を
憎
み
、
こ
の
戦

齪
の
最
大
の
責
任
者
を
非
難
す
る
こ
と
も
忘
れ
て
、
　
「
世
界
を
支
配
す
る

世
界
欝
魂
」
を
、
「
異
常
な
る
人
物
」
を
讃
嘆
し
て
み
る
。

　
と
も
か
く
こ
の
や
う
な
異
常
な
る
構
況
の
中
で
精
紳
現
象
學
の
最
後
は

書
き
上
げ
ら
れ
た
。
が
先
に
も
述
べ
た
や
う
に
、
職
争
の
た
め
に
郵
便
が

杜
絶
し
て
す
ぐ
量
る
こ
と
が
出
來
な
い
の
で
、
瞬
夜
書
い
た
こ
i
ト
ハ
ン

マ
ー
宛
の
手
紙
と
一
緒
に
ポ
ケ
ッ
ト
に
入
れ
て
戦
禍
を
避
け
、
十
月
二
十

日
に
蛮
転
送
｝
し
て
み
る
（
十
－
月
十
八
日
附
…
ニ
ー
ト
ハ
ン
マ
ー
宛
幽
幽
簡
）
。
耽
て

し
て
翌
十
一
月
の
中
頃
ヘ
ー
ゲ
ル
は
自
分
で
バ
ン
ベ
ル
ク
に
行
っ
て
現
場

で
印
刷
の
校
正
を
し
て
み
る
。
．
年
が
開
け
る
と
ま
た
す
ぐ
イ
ェ
ナ
に
麟
っ

て
、
一
月
三
日
附
シ
ェ
リ
ン
グ
に
絶
て
て
、
　
『
僕
は
随
分
前
か
ら
…
既

に
ま
年
の
復
活
祭
に
も
、
貴
兄
に
僕
の
研
究
成
果
の
一
部
を
お
穿
り
す
る

こ
と
が
出
撃
る
や
う
に
希
望
し
た
一
そ
し
て
そ
れ
が
ま
た
僕
が
長
い
間

御
無
沙
汰
し
た
こ
と
の
原
因
で
も
あ
っ
た
一
が
併
し
今
僕
は
と
う
一

印
刷
の
終
る
の
を
待
っ
て
る
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
一
そ
れ
は
ま
だ
ほ
ん

の
始
め
で
し
か
な
い
が
、
尤
も
始
め
と
し
て
は
随
分
部
厚
な
も
の
で
あ

る
が
、
i
そ
れ
を
今
度
の
復
活
祭
に
は
貴
兄
に
お
逡
り
す
る
こ
と
が
出

精
紳
現
象
學
の
成
立
史

來
ま
せ
う
、
』
と
書
き
塗
っ
て
み
る
。
が
ま
だ
序
文
が
残
っ
て
み
る
、
そ

れ
が
書
き
上
げ
ら
れ
て
干
与
さ
れ
た
の
は
一
月
の
十
日
中
あ
る
。
こ
の
黙

へ
：
リ
ン
グ
は
誤
っ
て
ゐ
は
し
な
い
か
、
彼
は
か
う
書
っ
て
み
る
、
　
『
績

い
て
序
文
の
原
稿
も
や
っ
と
一
八
〇
七
年
一
月
十
六
臼
に
薮
逡
さ
れ
た
、

そ
し
て
そ
れ
以
前
に
は
恐
ら
く
書
き
上
げ
ら
れ
て
も
み
な
か
っ
た
』
と

（
＜
⑦
婆
§
色
聴
σ
Q
露
謡
ヨ
U
簿
件
窪
頃
。
α
q
鑑
8
零
話
炉
ω
二
Q
。
O
）
Q
へ
…

リ
ン
グ
は
何
に
基
づ
い
て
か
う
書
ふ
の
か
、
そ
の
根
捺
に
な
る
費
料
を
示

し
て
み
な
い
が
、
若
し
そ
れ
が
一
八
〇
七
年
醐
月
十
六
日
附
の
ニ
ー
ト
ハ

ン
マ
ー
宛
の
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
の
手
紙
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
こ
の
手
紙

の
讃
み
違
ひ
で
は
な
い
か
。
と
云
ふ
の
は
、
こ
の
手
紙
に
は
か
う
書
か
れ

て
み
る
、
　
『
襲
職
の
こ
の
前
の
お
手
紙
は
、
親
愛
な
る
友
よ
、
そ
の
宛
名

の
上
に
記
さ
れ
た
書
留
の
故
に
、
僕
は
そ
れ
を
土
曜
日
の
正
午
受
取
る
べ

き
と
こ
ろ
を
朝
受
取
り
ま
し
た
、
そ
れ
に
報
い
て
、
僕
は
同
等
序
文
の
原

稿
を
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
宛
に
重
り
ま
し
た
』
と
。
こ
の
「
土
曜
8
」
は
一
月

十
日
に
な
る
、
そ
の
朝
に
二
f
ト
ハ
ン
マ
ー
か
ら
の
書
留
郵
便
を
受
取
っ

て
、
　
「
岡
日
」
序
文
の
原
稿
を
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
に
邊
っ
て
そ
れ
に
報
い
た

と
云
ふ
の
で
あ
る
か
ら
、
明
か
に
一
月
十
臼
に
迭
っ
て
み
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
遽
べ
た
後
で
ヘ
ー
ゲ
ル
は
書
き
上
げ
ら
れ
た
現
象
學
に
間
し

て
次
の
や
う
な
感
想
を
漏
ら
し
て
み
る
、
　
『
誤
植
を
直
す
た
め
に
最
後
の

通
讃
を
し
な
が
ら
、
僕
は
無
論
こ
＼
そ
こ
で
も
っ
と
底
荷
を
降
ろ
し
て
、

船
を
輕
快
に
す
る
こ
と
が
出
來
た
ら
と
云
ふ
願
望
を
持
ち
ま
し
た
。
；
…

が
間
も
な
く
出
る
で
あ
ら
う
第
二
版
に
調
て
、
－
1
若
し
翌
々
の
御
心
に

適
ふ
な
ら
ば
、
何
も
か
も
よ
く
し
た
い
、
そ
れ
を
當
に
し
て
僕
は
自
ら
慰

め
、
他
の
方
々
も
そ
れ
に
希
望
を
繋
い
で
い
た
だ
き
た
い
、
』
と
へ
ー
ゲ

五
九



i38

哲
畢
研
究
　
第
西
百
七
十
二
號

ル
は
出
來
上
っ
た
精
紳
現
象
學
に
十
分
目
満
足
は
表
明
し
て
み
な
い
が
、

と
も
か
く
多
年
の
研
究
成
果
を
宏
管
の
書
物
に
纏
め
て
公
刊
し
、
猫
施
し

た
露
分
の
禮
系
の
全
展
望
を
示
し
得
た
の
で
あ
る
か
ら
、
内
心
決
し
て
不

満
足
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
、
と
も
か
く
彼
は
こ
れ
で
宿
願
を
果
し

て
、
こ
の
数
年
來
愈
頭
を
離
れ
な
か
っ
た
重
荷
を
降
ろ
し
得
た
の
で
あ

る
。
そ
の
後
序
文
の
校
正
を
二
i
ト
ハ
ン
マ
…
に
頼
ん
だ
ら
し
い
が
、
ニ

ー
ト
ハ
ン
マ
ー
は
そ
れ
を
断
わ
っ
た
、
そ
れ
に
就
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
二
月
二

十
日
附
の
手
紙
で
次
の
や
う
に
需
っ
て
み
る
、
　
『
貴
兄
が
序
文
の
校
正
を

断
わ
っ
た
こ
と
は
不
思
議
に
は
思
は
な
い
、
何
し
ろ
こ
の
印
刷
に
關
…
は
る

こ
と
は
あ
き
要
す
る
こ
と
だ
か
ら
』
と
。
そ
れ
で
へ
…
ゲ
ル
は
三
月
に

な
っ
て
霞
分
で
バ
ン
ベ
ル
ク
に
行
っ
て
序
文
の
校
正
を
し
て
み
る
。
そ
し

て
翌
四
薄
に
い
ろ
ノ
＼
な
園
難
の
あ
っ
た
精
紳
現
象
學
は
や
っ
と
賑
の
§

を
晃
た
の
で
あ
る
。
四
月
七
撚
附
ニ
ー
ト
ハ
ン
マ
ー
に
當
て
た
手
紙
の
中

で
善
本
贈
呈
の
こ
と
を
次
の
や
う
に
依
頼
し
て
み
る
、
　
『
何
よ
り
も
先
づ

撲
は
貴
兄
が
親
切
に
も
持
っ
て
行
っ
て
下
さ
っ
た
鰍
本
の
精
し
い
庭
理
に

つ
い
て
椀
も
申
し
上
げ
て
み
な
か
っ
た
、
そ
れ
を
今
こ
、
で
申
し
上
げ
た

い
。
導
管
さ
れ
た
三
醗
の
う
ち
、
羊
皮
紙
の
一
擬
は
ゲ
…
テ
に
、
蚕
簿
紙

の
分
は
橿
密
顧
問
官
フ
ォ
イ
ク
ト
に
、
も
う
一
箪
の
羊
皮
紙
の
分
は
嚢
虫

に
嘗
て
て
あ
り
ま
す
。
假
綴
さ
れ
て
る
な
い
三
管
の
う
ち
、
一
購
は
ど
う

か
フ
ロ
ン
マ
ン
に
遽
っ
て
い
た
穿
き
た
い
、
御
承
知
の
や
う
に
假
綴
さ
せ

る
暇
が
、
製
本
さ
せ
る
絵
裕
が
な
か
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
製
本
さ
れ

て
る
な
い
あ
と
の
二
懸
は
ど
う
か
も
う
一
度
お
返
し
し
て
い
た
Ψ
き
た

い
、
そ
の
代
り
に
ご
＼
に
フ
ロ
ン
マ
ン
に
當
て
た
二
樹
の
指
岡
書
を
岡
篤

し
て
澱
き
ま
す
、
そ
れ
は
今
田
中
に
も
ゲ
…
プ
ハ
ル
ト
か
ら
僕
の
方
に
邊

六
〇

つ
て
く
れ
ま
せ
う
。
そ
の
う
ち
一
鮒
は
ク
ネ
ー
ベ
ル
少
佐
に
、
他
の
一
坐

は
ゼ
ー
ベ
ッ
ク
に
届
け
さ
せ
て
い
た
薄
き
た
い
』
と
。
そ
れ
か
ら
少
し
後

れ
て
五
月
一
日
附
の
手
紙
で
シ
ェ
リ
ン
グ
に
も
、
門
僕
の
著
書
が
と
う
一

出
番
上
り
ま
し
た
」
と
断
っ
て
一
部
塗
っ
て
み
る
。
そ
の
手
紙
の
中
で
現

象
論
に
つ
い
て
次
の
や
う
に
述
べ
て
み
る
、
　
『
こ
の
第
一
部
の
考
へ
に
つ

い
て
、
こ
れ
は
ま
だ
本
町
に
入
門
で
あ
る
が
、
一
と
云
ふ
の
は
入
門
を

越
え
て
中
心
都
に
は
僕
は
ま
だ
逡
入
っ
て
み
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の

第
一
部
の
考
へ
に
つ
い
て
貴
兄
が
構
と
言
は
れ
る
か
、
僕
は
そ
れ
が
伺
ひ

た
い
、
』
と
先
づ
シ
ェ
リ
ン
グ
の
批
評
を
求
め
、
次
い
で
敏
謹
の
急
劇
に

移
っ
て
、
　
『
細
霞
に
亙
っ
て
論
呈
し
た
こ
と
が
、
薄
霧
の
概
槻
を
妨
げ
た

や
う
に
僕
は
感
ず
る
が
、
併
し
そ
の
全
膿
は
そ
の
本
性
上
極
め
て
錯
綜
し

た
迂
鹸
曲
折
を
持
っ
て
る
て
、
そ
れ
を
一
層
よ
く
際
立
た
せ
よ
う
と
す
れ

ば
、
そ
れ
が
一
層
明
確
に
な
さ
れ
、
一
層
よ
く
仕
上
げ
ら
れ
る
ま
で
に
は
、

な
ほ
多
く
の
時
間
を
要
す
る
で
あ
ら
う
。
・
一
個
々
の
部
分
も
ま
た
そ
れ

を
征
服
す
る
に
は
、
な
ほ
い
ろ
一
な
継
か
な
研
究
を
必
要
と
す
る
こ
と

は
申
し
上
げ
る
ま
で
も
な
い
、
』
と
全
腱
に
つ
い
て
も
部
分
に
つ
い
て
も

な
ほ
至
ら
ぬ
鮎
の
あ
る
こ
と
を
語
り
、
殊
に
、
『
最
後
の
部
分
の
甚
だ
し
い

不
畠
來
は
、
ど
う
か
費
兄
の
寛
容
さ
で
、
僕
が
原
稿
の
作
成
を
ど
う
に
か

イ
ェ
ナ
會
戦
の
麟
夜
掌
に
三
つ
た
と
云
ふ
こ
と
で
大
喜
に
見
て
い
た
穿
き

た
い
、
』
と
窟
分
で
も
そ
の
「
甚
だ
し
い
不
出
來
」
を
認
め
て
み
る
。
謡
い

て
、
序
文
の
中
で
シ
ェ
リ
ン
グ
哲
攣
に
加
へ
た
あ
の
無
遽
慮
な
批
評
は
さ

す
が
に
薦
分
で
も
氣
に
か
か
っ
た
と
晃
え
て
、
鱒
．
序
文
の
中
で
貴
兄
は
、
特

に
嚢
兄
の
諸
形
式
に
關
し
て
甚
だ
し
い
鰍
暴
な
取
扱
ひ
を
し
、
貨
兄
の
學

を
空
虚
な
形
式
叢
義
に
陥
れ
た
あ
の
凡
庸
さ
に
算
し
て
、
僕
が
要
り
に
ひ
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ど
い
こ
と
を
し
た
と
は
お
考
へ
に
な
ら
な
い
で
せ
う
、
』
と
そ
れ
が
シ
ェ
リ

ン
グ
惣
身
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
を
断
わ
っ
て
み
る
。
そ
し
て

最
後
に
は
ま
た
辮
を
低
う
し
て
、
　
『
な
ほ
ま
た
、
発
膿
の
そ
こ
ば
く
の
面

が
貴
兄
に
是
認
し
て
い
た
だ
け
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
僕
に
と
っ
て
は
他
の

人
々
が
全
膿
に
満
足
で
あ
る
よ
り
以
上
に
、
或
は
企
膿
に
不
満
で
あ
る
よ

り
以
上
に
露
店
で
あ
る
、
と
云
ふ
こ
と
は
貴
兄
に
申
し
上
げ
る
ま
で
も
な

い
こ
と
で
す
。
岡
襟
に
ま
た
僕
は
こ
の
暑
が
誰
に
よ
っ
て
よ
り
も
貴
兄
に

よ
っ
て
世
間
に
紹
介
さ
れ
、
こ
の
書
に
つ
い
て
の
慧
見
が
貴
兄
か
ら
輿
へ

ら
れ
る
の
を
望
む
よ
り
以
上
に
、
さ
う
し
て
い
た
噴
き
た
い
人
を
僕
は
知

ら
な
い
、
臨
と
霊
ね
て
シ
ェ
リ
ン
グ
の
批
評
を
乞
ふ
て
る
る
が
、
こ
の
手
紙

に
封
ず
る
シ
ェ
リ
ン
グ
の
返
事
は
な
か
一
に
出
さ
れ
な
い
で
、
ち
や
う

ど
停
年
の
問
そ
の
ま
＼
に
放
置
さ
れ
て
、
十
一
月
二
撰
附
で
シ
ェ
リ
ン
グ

は
や
っ
と
こ
の
手
紙
に
答
へ
て
る
る
、
蒲
も
そ
れ
ま
で
に
シ
ェ
リ
ン
グ
は

こ
の
書
物
を
呼
ん
で
も
み
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
先
に
ヘ
ー
ゲ
ル
が
現
象

學
の
印
町
中
で
あ
る
こ
と
を
告
げ
た
一
月
三
珊
附
の
手
紙
に
澄
し
て
は
、

折
返
し
十
～
澱
附
で
、
　
『
と
う
／
＼
出
る
こ
と
に
な
っ
た
貴
兄
の
著
作
に

回
し
て
僕
は
緊
張
し
た
期
待
に
満
た
さ
れ
て
み
る
。
貴
兄
の
成
熟
が
な
ほ

そ
の
果
賢
を
成
熟
さ
せ
る
時
間
を
得
る
な
ら
ば
、
さ
ぞ
か
し
素
晴
ら
し
い

も
の
が
生
ず
る
に
枳
蓮
な
い
。
僕
は
か
く
ま
で
に
藁
懐
あ
る
、
欝
は
ず
時

流
を
越
え
た
著
作
を
完
成
す
る
た
め
に
、
こ
の
上
と
も
更
に
貴
兄
の
た
め

に
安
ら
か
な
る
状
態
と
閑
暇
と
を
新
る
、
』
と
ま
で
雷
ひ
逡
つ
た
シ
ザ
ー
リ
ン

グ
で
あ
っ
た
が
。
　
『
貴
兄
の
本
を
受
取
っ
て
か
ら
、
毅
兄
に
返
事
を
書
ぐ

前
に
、
僕
は
そ
れ
を
讃
み
た
い
と
思
っ
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
夏
は
い
ろ
い

ろ
な
差
支
へ
が
あ
っ
た
り
、
う
さ
晴
ら
し
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
、
こ
の
や

精
紳
現
象
學
の
成
立
史

う
な
著
作
の
勉
強
に
必
要
な
織
部
も
落
ち
つ
き
も
得
る
こ
と
が
出
來
な
か

っ
た
。
そ
の
た
め
に
僕
は
ま
だ
今
臼
ま
で
に
序
文
だ
け
し
か
黒
ん
で
み
な

い
、
撫
と
い
き
な
り
興
醒
め
た
氣
持
を
弁
明
し
、
『
貴
兄
自
身
序
文
の
攻
撃

的
な
都
分
に
つ
い
て
ど
ん
な
に
遽
べ
よ
う
と
、
僕
は
僕
欝
身
に
つ
い
て
の

僕
の
考
へ
の
正
し
い
物
詣
に
点
て
て
、
そ
の
攻
撃
を
僕
自
身
に
向
け
ら
れ

て
み
る
も
の
と
す
る
に
は
、
僕
は
僕
自
身
を
熱
り
に
も
小
さ
く
考
へ
ね
ば

な
ら
ぬ
で
あ
ら
う
。
だ
か
ら
そ
れ
は
、
貴
兄
が
僕
に
當
て
た
手
紙
の
中
で

遽
べ
て
る
る
や
う
に
、
た
三
蔵
の
形
式
を
濫
用
す
る
者
や
僕
の
憂
虞
似
し

て
喋
る
者
に
の
み
向
け
ら
れ
て
み
る
の
か
も
知
れ
な
い
、
尤
も
こ
の
爾
甥

は
こ
の
著
婁
膚
身
の
中
で
は
爲
さ
れ
て
る
な
い
が
、
』
と
當
て
つ
け
、
『
我

々
が
實
際
ど
う
云
ふ
黙
に
於
て
信
念
や
意
見
を
異
に
す
る
か
は
、
我
々
の

間
で
は
和
解
な
く
し
て
も
簡
軍
に
、
明
瞭
に
魚
見
さ
れ
、
解
決
さ
れ
る
で

あ
ら
う
、
と
鷺
ふ
の
は
、
た
窒
一
つ
の
こ
と
を
除
け
ば
、
す
べ
て
の
こ
と

が
諏
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
』
と
ど
う
し
て
も
一
つ
の
こ
と
だ
け
は
和

解
出
撃
な
い
こ
と
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
そ
れ
が
何
で
あ
っ
た
か
は
無
論
知

り
や
う
も
な
い
が
、
イ
ポ
リ
ッ
ト
は
そ
の
現
象
學
の
醸
謬
に
附
け
ら
れ
た

註
認
め
中
で
、
こ
れ
を
、
へ
…
ゲ
ル
が
現
象
學
の
序
文
の
中
で
、
　
『
病
氣

に
は
無
力
病
と
強
力
病
と
云
誤
無
力
病
と
が
あ
っ
て
、
同
様
に
ま
た
そ
れ

だ
け
の
治
療
法
が
あ
る
、
と
云
ふ
理
論
が
四
分
の
一
隠
間
の
う
ち
に
教
へ

込
ま
れ
な
い
や
う
な
頭
は
、
そ
し
て
こ
れ
だ
け
の
授
業
を
受
く
れ
ば
こ
の

間
ま
で
は
理
論
的
富
者
に
な
る
の
に
十
分
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ

の
僅
か
な
熱
闘
…
の
う
ち
に
た
ぼ
の
繧
験
家
か
ら
理
論
的
愛
欲
に
な
り
攣
ハ
は

れ
な
い
や
う
な
頚
は
、
絵
扇
心
密
で
あ
る
に
霧
違
な
い
、
』
と
需
っ
て
み
る

箇
所
に
留
置
さ
せ
て
る
る
（
瓢
£
鼻
鎧
難
嵩
。
田
霧
£
o
ひ
q
…
ρ
ω
’
ミ
…
餐
一

六
一
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瓢
《
唱
娼
O
節
ρ
℃
び
俸
昌
O
ヨ
傷
口
O
ざ
α
Q
冨
飯
O
一
、
じ
弓
ω
℃
誌
絆
ε
白
●
轡
や
心
恥
）
。
こ
の

病
理
學
的
理
論
は
、
そ
の
頃
少
し
前
一
七
八
○
年
に
イ
ギ
リ
ス
の
馨
學
者

ジ
ョ
ン
・
ブ
ラ
ウ
ン
が
「
馨
學
原
論
」
の
中
で
登
表
し
た
も
の
で
、
シ
ェ

リ
ン
グ
は
こ
れ
を
一
七
九
九
年
に
出
し
た
自
分
の
「
自
然
暫
學
燈
影
の
第

一
考
案
」
の
中
で
採
用
し
て
み
る
。
へ
…
ゲ
ル
の
毒
香
が
若
し
こ
の
こ
と

に
隅
係
す
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
も
う
學
読
や
思
想
の
批
評
の
限

界
を
越
え
て
入
身
攻
撃
に
な
っ
て
み
る
、
シ
ェ
リ
ン
グ
が
治
ま
り
か
ね
た

の
も
無
理
は
な
い
。
最
後
に
二
人
の
考
へ
の
分
か
れ
る
根
本
的
な
瀦
に
燭

れ
て
、
　
『
貴
兄
が
概
念
を
直
観
に
封
立
さ
せ
る
意
味
を
僕
は
今
田
ま
で
ま

だ
理
解
し
て
み
な
い
、
と
云
ふ
こ
と
を
僕
は
認
め
る
。
が
そ
の
概
念
の
下

に
、
貴
兄
は
貴
兄
と
僕
と
が
理
念
（
H
＾
δ
①
）
と
呼
ん
で
來
た
所
の
も
の
以

外
の
何
も
の
を
も
意
味
す
る
こ
と
は
出
撃
な
い
、
理
念
の
本
性
は
正
に
概

念
で
あ
る
一
面
と
直
観
で
あ
る
一
萄
と
を
持
つ
と
云
ふ
こ
と
だ
か
ら
で
あ

る
、
』
と
詰
寄
っ
て
み
る
。
が
こ
の
手
紙
に
封
し
て
は
も
う
へ
…
ゲ
ル
の

方
か
ら
は
再
度
何
も
答
へ
ら
れ
な
か
っ
た
、
精
紳
現
象
攣
は
こ
人
の
哲
學

の
分
離
と
な
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
二
人
の
交
友
閥
係
の
断
乎
と
も

な
っ
た
。

六
　
精
神
現
象
學
が
出
て
か
ら

　
現
象
學
が
出
て
か
ら
孚
年
遷
し
て
、
一
八
〇
七
年
十
月
二
十
八
日
の

「
イ
ェ
ナ
一
般
文
學
新
聞
」
の
廣
告
紙
上
に
、
現
象
學
に
属
す
る
ヘ
ー
ゲ

ル
霞
身
の
蜜
家
贋
告
が
出
さ
れ
た
。
こ
れ
は
現
象
学
の
課
題
や
性
格
を
簡

潔
に
要
約
し
て
み
て
、
現
象
學
の
理
解
に
資
す
る
も
の
を
持
つ
か
ら
、
こ

こ
に
ホ
フ
マ
イ
ス
タ
ー
が
そ
の
編
輯
に
か
㌧
る
現
象
學
の
警
護
に
附
し
た

六
二

解
題
の
中
に
再
録
し
て
み
る
も
の
か
ら
課
出
し
て
置
く
。

　
『
新
講
書
の
廣
告
。

　
バ
ン
ベ
ル
ク
と
ヴ
ェ
ツ
ブ
ル
ク
の
ヨ
ゼ
フ
・
ア
ン
ト
ン
・
ゲ
…
プ
ハ
ル

ト
書
店
の
出
版
の
中
に
、
ゲ
オ
ル
グ
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
フ
ー
3
…
ド
リ
ッ

ヒ
・
ヘ
ー
ゲ
ル
の
鍛
・
の
騰
系
、
第
一
巻
、
精
紳
の
現
象
學
を
含
む
、
大
八

つ
折
鋼
、
一
八
〇
七
年
、
定
償
六
フ
ロ
リ
ン
、
が
出
さ
れ
て
、
す
べ
て
の

よ
き
書
店
に
邊
ら
れ
て
る
る
。

　
こ
の
欝
は
生
成
し
つ
＼
あ
る
知
識
を
描
出
す
る
。
慢
罵
め
現
象
學
は
知

識
の
根
櫨
づ
け
に
關
…
す
る
心
理
學
聡
慧
萌
や
、
或
は
ま
た
そ
れ
に
刑
す
る

よ
り
抽
象
的
な
る
論
議
に
も
代
は
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
學
へ
の

準
備
を
、
そ
れ
自
身
一
つ
の
新
し
い
興
味
あ
る
學
で
あ
り
、
哲
學
の
第
一

の
學
で
あ
る
や
う
な
一
つ
の
観
黙
か
ら
考
察
す
る
。
そ
れ
は
翌
翌
の
い
ろ

い
ろ
な
形
態
を
、
精
紳
が
そ
れ
を
通
っ
て
純
粋
な
る
知
識
に
な
る
、
或
は

絶
封
的
な
る
精
紳
に
な
る
遽
の
宿
騨
と
し
て
自
分
の
内
に
包
む
。
だ
か
ら

こ
の
學
の
大
き
な
斑
分
の
中
で
は
、
そ
れ
は
ま
た
多
く
の
小
さ
な
野
分
に

分
か
れ
る
が
、
そ
こ
で
は
意
識
と
自
已
意
識
と
観
察
的
理
性
と
行
動
的
理

性
と
精
紳
自
身
と
が
、
人
倫
的
精
紳
と
教
養
的
精
紳
と
道
徳
約
精
紳
と
し

て
の
、
そ
し
て
最
後
に
は
ま
た
宗
教
的
精
紳
と
し
て
の
精
紳
自
身
と
が
、

そ
の
種
々
の
形
態
に
於
て
考
察
さ
れ
る
。
始
め
て
見
る
臼
に
は
混
沌
と
し

て
現
は
れ
る
豊
人
な
る
精
紳
の
現
象
が
、
　
一
つ
の
學
的
秩
序
の
中
に
齋
ら

さ
れ
る
、
現
象
學
は
そ
れ
を
そ
の
必
然
性
に
從
っ
て
叙
述
す
る
の
で
あ
る

が
、
そ
の
中
で
不
完
全
な
現
象
は
解
漁
し
て
、
そ
れ
の
す
ぐ
次
の
藁
理
で

あ
る
よ
り
高
い
環
象
に
移
っ
て
行
く
。
そ
し
て
そ
の
最
後
の
掌
理
を
、
こ

れ
ら
の
精
義
現
象
は
先
づ
宗
教
の
中
に
見
出
し
、
次
に
全
膿
の
結
果
と
し
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て
の
學
の
中
に
見
出
す
Q

　
序
文
の
中
で
は
、
著
者
は
、
哲
學
の
現
在
の
立
場
に
於
て
哲
學
の
要
求

は
著
者
に
と
っ
て
何
で
あ
る
や
う
に
見
え
る
か
と
云
ふ
黙
に
面
し
て
、
更

に
現
在
哲
學
の
権
滅
を
失
墜
さ
せ
て
る
る
諸
々
の
哲
學
襟
式
の
思
ひ
上
り

や
不
法
に
諾
し
て
、
ま
た
一
般
に
素
点
や
哲
學
の
研
究
に
於
て
重
要
な
る

黙
に
關
し
て
、
自
分
の
晃
解
を
蓑
畷
し
て
み
る
。

　
第
二
巻
は
、
思
書
論
學
と
し
て
の
論
理
學
の
膿
系
と
、
哲
學
の
残
り
の

二
つ
の
部
門
の
膿
系
、
霞
然
の
學
と
精
紳
の
學
と
を
含
む
で
あ
ら
う
。
』

　
ヘ
ー
ゲ
ル
は
二
分
の
精
紳
現
象
學
を
こ
の
や
う
に
理
解
し
て
み
た
の
で

あ
る
。
こ
の
自
家
贋
告
文
か
ら
、
現
象
學
に
轟
い
て
出
さ
る
べ
き
で
あ
っ

た
、
そ
し
て
途
に
出
さ
れ
な
か
っ
た
「
第
二
釜
」
は
、
そ
の
内
容
の
上
か

ら
見
て
正
に
後
の
「
哲
畢
纏
論
」
に
な
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
知

ら
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
精
紳
現
象
學
を
書
い
た
頃
の
へ
：
ゲ
ル
は
、
精
紳

現
象
學
を
第
一
部
と
し
、
後
の
哲
學
総
論
を
第
二
部
と
す
る
や
う
な
哲
學

膿
系
を
構
想
し
て
み
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
晩
年
現
象
學
の
改
訂
を
企

て
た
時
、
こ
れ
は
周
知
の
や
う
に
彼
の
急
逝
の
た
め
に
序
文
の
途
中
ま
で

で
止
め
ら
れ
た
が
、
へ
：
ゲ
ル
は
最
初
精
紳
現
象
學
に
附
け
ら
れ
て
み
た

「
學
の
膿
系
の
第
一
部
」
と
云
ふ
隈
定
語
を
搦
つ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
彼

が
現
象
學
起
稿
當
時
持
っ
て
る
た
燈
系
構
想
を
改
め
て
み
た
と
云
ふ
こ
と

を
意
味
す
る
。
現
象
學
は
い
つ
の
頃
か
ら
か
騰
系
の
外
に
出
さ
れ
て
、
哲

學
総
論
だ
け
で
哲
學
の
全
波
系
を
な
す
や
う
に
改
め
ら
れ
て
み
た
の
で
あ

る
。　

現
象
學
の
批
評
も
な
か
一
現
は
れ
な
か
っ
た
、
　
『
常
…
海
亀
に
盛
ん
で

あ
っ
た
批
評
界
も
こ
の
著
作
の
前
に
は
殆
ん
ど
完
全
に
口
が
利
け
な
か
つ

精
紳
現
象
學
の
成
立
史

た
、
』
と
ホ
フ
マ
イ
ス
タ
ー
は
書
っ
て
み
る
が
、
批
評
界
も
簡
翠
に
片
づ
け

る
こ
と
の
出
來
な
か
っ
た
有
機
が
想
像
さ
れ
る
（
踏
。
融
き
飢
ω
8
び
臼
巴
。
憎

陣
§
σ
q
号
。
。
団
①
養
霧
α
q
①
び
の
諺
》
ψ
×
×
×
囲
×
）
。
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
友
人
た
ち

や
知
人
た
ち
が
漏
ら
し
た
感
想
は
一
致
し
て
、
　
『
思
想
の
深
さ
に
は
感
嘆

す
る
が
、
併
し
黒
黒
に
理
解
し
よ
さ
と
判
明
性
と
の
鋤
け
て
み
る
の
を
憾

む
』
と
云
ふ
こ
と
で
あ
っ
た
（
鵠
。
獣
欝
Φ
韓
。
さ
磁
巳
①
翻
§
α
q
山
霧
麟
。
乍

欝
の
ぴ
q
①
び
興
ω
》
Q
o
。
×
×
×
H
誕
）
。
そ
の
代
表
的
な
る
も
の
と
し
て
こ
＼
に
ク

ネ
ー
ベ
ル
が
へ
…
ゲ
ル
に
當
て
た
手
紙
（
一
八
〇
七
年
九
月
十
一
日
附
）
の

中
で
漏
ら
し
て
み
る
感
想
を
紹
介
し
て
開
く
、
　
『
さ
て
貴
君
の
方
の
こ
と

で
、
貴
君
の
最
近
出
さ
れ
た
哲
學
に
つ
い
て
語
り
た
い
が
、
1
若
し
私

が
そ
れ
を
呼
ん
で
み
た
な
ら
ば
。
そ
の
序
文
は
ゼ
ー
ベ
ッ
ク
か
ら
も
ら
っ

た
、
私
は
貴
鱈
の
深
い
思
惟
す
る
精
瀞
に
は
驚
嘆
し
た
。
こ
の
上
の
私
の

願
ひ
と
し
て
は
、
そ
し
て
こ
れ
は
恐
ら
く
幾
人
か
の
友
人
た
ち
に
と
っ
て

も
周
じ
で
あ
ら
う
と
思
ふ
が
、
貴
君
の
細
密
な
思
想
の
網
を
、
そ
れ
は
所

に
よ
っ
て
は
極
め
て
明
快
に
氣
拷
よ
く
輝
き
出
る
所
も
あ
る
が
、
そ
れ
を

我
々
の
弱
硯
の
眼
に
も
も
っ
と
感
畳
的
に
分
か
り
よ
く
書
い
て
置
い
て
も

ら
っ
た
ら
、
と
云
ふ
願
望
が
残
る
。
翼
實
我
々
は
貴
君
を
南
流
第
一
級
の

思
想
家
と
思
っ
て
み
る
、
が
併
し
我
々
は
、
貴
君
が
そ
の
精
神
的
な
力
に

も
っ
と
具
髄
的
な
形
態
を
輿
へ
て
置
い
て
く
れ
た
ら
と
望
ん
だ
廓
と
。
シ

ェ
リ
ン
グ
が
現
象
學
の
へ
…
ゲ
ル
を
快
く
思
は
な
か
っ
た
こ
と
に
就
て
は

既
に
蓮
べ
た
が
、
彼
は
一
八
○
八
年
七
月
三
十
日
ヴ
ィ
ン
デ
ィ
ッ
シ
．
一
マ

ン
に
當
て
た
手
紙
の
中
で
、
　
『
貴
兄
が
ヘ
ー
ゲ
ル
を
ど
の
や
う
に
扱
っ
て

み
る
か
知
り
た
い
、
あ
の
糾
破
滅
の
も
つ
れ
髪
を
貴
兄
が
ど
ん
な
風
に
解

き
ほ
ぐ
し
て
み
る
か
冤
た
い
、
望
む
ら
く
は
貴
兄
が
こ
の
料
急
病
を
敬
紳

六
三
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的
な
面
か
ら
取
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
、
岡
様
に
彼
が
密
男
の
欄
人
的
挫
格

に
合
ひ
、
そ
れ
に
許
さ
れ
て
み
る
こ
と
を
、
一
般
的
な
標
準
に
し
ょ
う
と

す
る
あ
の
や
り
方
を
見
の
が
す
こ
と
も
よ
く
な
い
、
』
と
注
慧
し
て
、
現
象

學
の
へ
…
ゲ
ル
を
「
糾
無
病
の
も
つ
れ
髪
」
（
妻
臥
。
霧
。
訂
。
烹
）
に
し
て
る

る
（
譲
O
融
毒
魚
㏄
8
戯
じ
ご
誌
臥
。
く
O
三
二
艀
当
物
郎
嵩
。
鍛
Φ
四
囲
ψ
ミ
織
）
。
こ
の

ヴ
ィ
ン
デ
ィ
ッ
シ
ュ
マ
ン
に
よ
っ
て
始
め
て
、
そ
れ
も
現
象
學
が
慮
ザ
、
か

ら
殆
ん
ど
こ
隼
近
く
も
た
っ
た
一
八
〇
九
年
二
月
に
な
っ
て
、
始
め
て
現

象
學
に
冒
す
る
本
営
的
な
書
評
が
、
　
「
イ
ェ
ナ
一
毅
文
學
新
聞
」
紙
上
に

（
二
三
七
日
－
十
渥
）
験
表
さ
れ
た
。
そ
の
結
び
の
部
分
が
、
ホ
フ
マ
イ

ス
タ
…
の
現
象
學
解
題
の
中
に
、
ま
た
や
は
り
隣
践
に
よ
っ
て
編
瞬
さ
れ

た
ヘ
ー
ゲ
ル
書
聖
集
の
ウ
ィ
ン
デ
ィ
ッ
シ
．
一
マ
ン
か
ら
へ
…
ゲ
ル
に
當
て

た
手
紙
（
一
八
一
〇
年
四
月
二
十
七
賑
附
）
の
蟻
蚕
の
申
に
引
用
さ
れ
て
る

る
か
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
内
容
の
一
蠕
を
窺
へ
ば
、
　
『
我
々
が
ヘ
ー

ゲ
ル
氏
を
完
全
に
理
解
し
た
か
ど
う
か
、
そ
れ
は
へ
…
ゲ
ル
琉
自
身
の
判

定
に
任
せ
る
、
我
々
と
し
て
は
我
々
自
身
を
理
解
し
た
、
が
併
し
こ
れ
が

正
に
こ
の
著
悸
に
於
け
る
こ
の
著
看
の
最
深
の
意
圓
で
あ
る
。
が
著
者
の

論
逡
の
仕
方
に
關
し
て
言
へ
ば
、
我
々
は
そ
こ
に
屡
r
々
ど
の
契
機
の
考
察

に
於
て
も
我
々
の
心
の
琴
線
に
燭
れ
る
や
う
な
種
類
の
必
然
姓
の
無
い
の

を
感
じ
た
。
こ
の
著
者
の
論
述
の
仕
方
は
屡
々
硬
く
て
無
味
乾
燥
で
、
封

象
を
克
服
す
る
よ
り
・
以
上
に
克
服
し
に
く
い
。
且
つ
ま
た
か
う
云
ふ
研
究

の
始
め
に
於
て
は
十
分
理
解
し
得
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
こ
の
論
蓮
の
仕

方
は
封
象
の
周
り
を
確
儒
な
く
動
き
廻
り
不
安
げ
に
た
め
ら
ひ
な
が
ら
、

最
後
に
や
っ
と
封
象
に
確
賢
に
命
中
す
る
と
云
ふ
こ
と
も
稀
で
な
い
。
果

貸
は
ま
こ
と
に
立
派
で
あ
る
、
葵
は
熟
す
れ
ば
自
ら
落
ち
る
、
』
と
蓮
べ
て

六
四

み
る
。
こ
れ
だ
け
の
文
面
か
ら
察
し
て
も
、
こ
の
書
評
は
決
し
て
現
象
學

に
点
し
て
理
解
あ
る
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
、
ホ
フ
マ
イ

ス
タ
ー
の
批
評
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
「
極
め
て
冗
漫
な
、
才
芸
走
っ
た
、

饒
雷
的
な
」
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
（
鵠
。
頴
導
。
裂
鶏
》
じ
づ
ユ
鉱
㊦
く
。
謬
讐
藁

碧
¢
o
σ
q
Φ
回
も
ω
。
塗
①
…
饒
巳
Φ
障
§
ぴ
q
鳥
霧
瓢
Φ
猿
霧
磯
9
0
夙
。
・
あ
●
×
×
×
｛
図
）
。

次
に
述
べ
る
バ
ッ
ハ
マ
ン
は
そ
の
現
象
學
紹
介
の
中
で
曙
に
ヴ
ィ
ン
デ
ィ

ッ
シ
ュ
マ
ン
を
嫁
し
て
、
「
シ
ェ
リ
ン
グ
に
追
随
す
る
形
式
主
義
者
」
と
評

し
て
み
る
さ
う
で
あ
る
が
（
誠
。
融
岩
館
ω
8
び
じ
d
臨
亀
①
＜
o
p
ぱ
謎
篇
§
瓢
Φ
晦
鼻

野
ω
．
劇
⑩
◎
o
…
図
一
巳
Φ
謬
償
欝
α
Q
鳥
①
ω
緊
【
Φ
居
鋤
麗
Q
。
α
q
Φ
び
Φ
賢
。
。
降
O
Q
．
図
×
罎
H
×
）
、
　
シ
ェ

リ
ン
グ
誓
學
が
そ
の
農
学
者
た
ち
に
於
て
陥
っ
て
行
っ
た
そ
の
形
式
主
義

こ
そ
、
へ
…
ゲ
ル
が
そ
の
現
象
學
の
序
文
の
中
で
欝
欝
し
く
攻
撃
し
て
み

る
所
の
も
の
で
あ
る
。
が
「
ど
の
契
機
の
考
察
に
於
て
も
我
々
の
心
の
琴

線
に
黙
れ
る
や
う
な
種
類
の
必
然
性
の
無
い
の
を
感
ず
る
」
と
云
ふ
こ
と

は
、
ヴ
ィ
ン
デ
ィ
ッ
シ
ュ
マ
ン
だ
け
で
な
く
、
外
に
も
な
ほ
同
機
な
感
じ

を
縛
っ
た
者
が
あ
っ
た
や
う
で
、
例
へ
ば
フ
ァ
ン
・
ゲ
！
ル
ト
は
へ
…
ゲ

ル
に
賞
て
た
手
紙
（
一
八
一
〇
年
九
月
二
十
一
罠
附
）
の
中
で
、
ハ
イ
デ
ル

ベ
ル
ク
の
學
生
か
ら
聞
い
た
と
し
て
、
　
『
シ
エ
ル
ヴ
ァ
ー
で
さ
へ
も
、
尤

も
私
は
そ
れ
を
容
易
に
信
ず
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
が
、
貴
兄
の
現
象
學

を
理
解
し
な
い
ば
か
り
か
、
そ
れ
に
は
學
的
秩
序
が
避
け
て
み
る
や
う
に

感
ず
る
、
と
彼
に
公
書
し
た
さ
う
で
す
、
』
と
知
ら
せ
て
や
っ
て
み
る
。
現

象
學
の
紹
介
と
し
て
一
番
重
要
な
の
は
バ
ッ
ハ
マ
ン
の
そ
れ
で
あ
る
、
彼

は
イ
ェ
ナ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
の
講
義
を
聴
い
た
學
生
の
一
人
で
あ
る
が
、
彼
は

一
八
一
〇
薙
の
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
年
報
の
第
一
分
澱
の
中
に
始
め
て
詳
し

い
現
象
學
の
紹
介
を
出
し
た
、
ホ
フ
マ
イ
ス
タ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
そ
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れ
以
後
今
臼
ま
で
ヘ
ー
ゲ
ル
の
評
償
に
画
し
て
雷
は
窟
「
ミ
ト
ス
を
作
る

も
の
」
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
（
寓
。
ぬ
資
。
彰
②
び
観
三
線
臨
本
σ
q
皆
。
。
駁
興
・

拶
蕊
σ
Q
Φ
げ
鶏
ρ
ω
畳
×
い
）
。
私
と
し
て
は
無
論
原
文
を
見
る
こ
と
は
出
來
な
い

が
、
そ
の
主
要
部
分
が
ホ
フ
マ
イ
ス
タ
ー
の
現
象
學
解
題
と
や
は
り
同
疑

の
編
輯
に
か
、
る
ヘ
ー
ゲ
ル
書
翰
集
の
ヴ
ノ
、
ン
デ
ィ
ッ
シ
ュ
マ
ン
か
ら
ヘ

ー
ゲ
ル
に
當
て
た
手
紙
（
一
八
一
〇
年
騰
月
二
十
七
購
附
）
の
註
繹
の
中

に
抜
粋
さ
れ
て
る
る
か
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
内
容
を
窺
ふ
こ
と
に
す

る
。
バ
ッ
ハ
マ
ン
は
先
づ
シ
ェ
リ
ン
グ
と
ヘ
ー
ゲ
ル
と
の
結
び
つ
き
か
ら

暴
き
起
し
て
、
『
シ
ェ
リ
ン
グ
は
今
日
力
斎
く
、
且
つ
本
窯
に
熱
狂
的
に
、

あ
の
古
い
遷
幸
な
、
が
併
し
今
撰
は
も
う
細
く
忘
れ
虫
ら
れ
て
る
る
、
虜

然
の
紳
的
性
質
や
物
の
生
命
に
つ
い
て
の
教
設
を
響
き
、
そ
れ
を
時
代
精

神
の
思
ひ
上
り
に
蟻
封
し
て
盛
ん
に
し
ょ
う
と
努
め
た
人
で
あ
っ
た
。
彼

と
結
ん
で
、
そ
し
て
同
じ
理
念
に
魂
づ
け
ら
れ
て
、
深
遽
な
る
ヘ
ー
ゲ
ル

が
登
場
し
た
、
が
併
し
シ
ェ
リ
ン
グ
が
名
聲
を
博
し
て
新
し
い
學
派
の
創

始
者
に
な
り
、
指
導
者
に
な
っ
た
の
に
饗
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
は
講
義
の

巧
み
さ
が
な
か
っ
た
た
め
に
、
輿
ら
譲
っ
て
快
く
友
人
の
氣
に
入
っ
た
機

關
に
な
り
な
が
ら
、
静
か
に
よ
り
大
い
な
る
も
の
を
思
惟
し
て
行
っ
た
。

が
併
し
少
数
の
嚢
だ
け
は
、
そ
の
頃
で
も
シ
ェ
リ
ン
グ
が
如
何
に
多
く
の

も
の
を
へ
…
ゲ
ル
に
負
ふ
て
る
た
か
を
知
っ
て
み
る
、
脹
と
盤
面
は
ヘ
ー

ゲ
ル
が
シ
ェ
リ
ン
グ
に
縄
飛
し
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
「
氣
に
い
っ
た
機
閥
」

に
甘
ん
じ
て
み
た
時
で
も
、
内
層
的
に
は
既
に
シ
ェ
リ
ン
グ
か
ら
猫
立
し

た
も
の
を
持
っ
て
る
た
こ
と
を
…
運
べ
、
次
い
で
縁
者
の
性
格
の
梱
遽
に
移

っ
て
、
　
『
若
し
人
が
、
こ
の
二
入
の
春
が
協
力
し
て
登
行
し
た
哲
學
批
評

雑
誌
の
中
の
爾
者
の
論
文
を
も
つ
と
仔
緬
に
検
討
す
る
な
ら
ば
、
人
は
當

精
紳
境
象
學
の
成
立
史

時
既
に
二
人
の
蓮
つ
た
性
格
を
敬
翻
す
る
で
あ
ら
う
、
そ
れ
が
今
や
學
の

灘
系
が
幽
版
さ
れ
て
か
ら
は
、
殆
ん
ど
完
全
な
封
立
を
な
す
や
う
に
な
っ

た
、
』
と
現
象
畢
の
刊
行
が
二
人
の
肉
畜
的
の
封
立
を
あ
か
ら
さ
ま
に
し

た
こ
と
を
述
べ
、
潔
い
て
繭
玉
の
性
格
の
賢
際
の
蓮
ひ
に
設
き
及
ん
で
、

『
シ
ェ
リ
ン
グ
に
着
て
は
想
像
力
が
優
勢
で
、
快
適
な
、
人
を
魅
了
し
張

る
こ
と
も
稀
で
な
い
講
義
振
り
は
、
履
々
講
義
さ
れ
る
も
の
を
犠
牲
に
し

て
そ
の
や
う
に
行
は
れ
た
、
否
そ
の
講
義
振
り
は
、
或
は
こ
れ
に
反
封
ず

る
人
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
嚴
密
に
學
的
な
帆
風
の
場
合
に
は
、
有

利
で
な
い
や
う
に
す
ら
見
え
る
、
こ
の
提
雷
は
、
彼
の
こ
の
種
の
試
論
に

於
て
（
携
へ
ば
思
辮
的
物
理
學
雑
誌
の
中
の
）
…
…
十
分
に
は
つ
き
り
と

謹
示
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。
そ
れ
に
加
へ
て
、
彼
の
著
作
は
一
般
に
攻
撃
的

な
傾
向
に
よ
っ
て
、
或
は
彼
が
戦
ひ
を
交
へ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
時
代
精

紳
に
向
ふ
こ
と
に
よ
っ
て
、
内
需
に
於
て
失
ふ
所
が
甚
だ
多
か
っ
た
、
』
と

先
づ
シ
ェ
リ
ン
グ
の
學
風
を
述
べ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
に
移
り
、
　
『
と
こ
ろ
が
へ

…
ゲ
ル
に
は
そ
の
や
う
な
も
の
は
全
然
無
い
、
彼
に
於
て
は
軍
ろ
理
牲
が

そ
の
全
き
強
さ
に
於
て
現
は
れ
る
、
そ
し
て
既
に
彼
の
初
期
の
批
評
も
、

（
例
へ
ば
反
省
暫
學
の
投
評
、
）
偶
然
的
な
る
も
の
を
差
早
い
て
ま
っ
す
ぐ

に
本
質
的
な
る
も
の
へ
の
方
向
を
取
り
、
本
質
的
な
る
も
の
を
し
て
宙
已

を
固
守
さ
せ
る
、
と
云
ふ
こ
と
に
よ
っ
て
注
園
さ
れ
る
も
の
を
持
つ
、
然

り
、
彼
の
全
騰
の
努
力
は
、
哲
學
に
巌
密
な
る
學
の
形
態
を
異
へ
る
と
云

ふ
こ
と
を
園
ざ
す
、
か
く
て
賑
々
の
契
機
は
何
れ
も
必
然
的
な
笥
約
さ
れ

た
も
の
と
し
て
現
は
れ
る
、
或
は
哲
學
は
膿
系
に
な
る
、
』
と
シ
ェ
リ
ン

グ
に
封
照
さ
せ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
理
牲
の
哲
墨
二
を
、
　
「
嚴
密
な
る
學
の

膿
系
と
し
て
の
哲
學
」
を
際
立
た
せ
、
一
更
に
詳
し
く
ヘ
ー
ゲ
ル
の
性
格
に

六
五
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立
入
っ
て
、
　
『
が
併
し
そ
れ
に
は
、
一
つ
に
は
、
一
切
の
思
辮
的
な
る
も

の
の
關
は
る
唯
一
最
高
の
も
の
を
凝
然
と
注
号
す
る
た
め
の
大
い
な
る
深

さ
が
必
要
で
あ
り
、
次
に
は
、
個
々
の
も
の
を
窮
め
解
明
す
る
た
め
の
非

凡
な
る
暁
察
力
が
要
求
さ
れ
る
、
そ
し
て
最
後
に
は
、
叙
…
迎
は
た
穿
本
質

的
な
る
も
の
に
の
み
向
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
外
的
の
絢
欄

さ
を
無
睨
し
て
、
た
穿
そ
の
翼
理
性
に
よ
っ
て
の
み
人
の
心
を
惹
き
つ
け

よ
う
と
す
る
、
そ
の
た
め
に
は
匿
い
、
硬
い
と
晃
え
る
危
瞼
を
毒
し
て
も
、

そ
の
や
う
な
外
型
が
要
求
さ
れ
る
、
一
簡
箪
に
書
へ
ば
、
へ
！
ゲ
ル
が

樋
な
る
程
度
に
持
っ
て
る
る
あ
の
性
質
が
、
そ
の
性
質
の
故
に
、
悪
し
人

が
シ
ェ
リ
ン
グ
を
現
代
の
プ
ラ
ト
ン
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
よ
り

大
い
な
る
正
紺
性
を
以
て
鍔
イ
ツ
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
呼
ぶ
こ
と
が
膿

貼
る
で
あ
ら
う
、
あ
の
性
質
が
要
求
さ
れ
る
、
』
と
二
人
を
プ
ラ
ト
ン
と

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
に
比
較
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
學
的
事
業
を
直
ち
に
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
そ
れ
に
結
び
つ
け
、
『
そ
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
糟
紳

に
完
成
を
與
へ
る
、
即
ち
そ
れ
に
蝉
脱
形
態
を
與
へ
る
、
と
云
ふ
最
後
の

こ
と
が
今
暁
ま
だ
導
け
て
み
る
、
こ
の
こ
と
は
既
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
も

努
力
し
た
こ
と
で
あ
る
が
、
今
や
過
虫
と
現
在
と
の
極
め
て
多
方
面
的
な

経
験
と
大
い
な
る
冨
と
が
蓄
積
さ
れ
た
後
に
於
て
は
、
こ
の
こ
と
は
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
の
當
時
よ
り
も
な
ほ
一
層
可
能
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
こ
そ
、

ヘ
ー
ゲ
ル
が
今
我
々
の
繭
に
出
さ
れ
て
み
る
こ
の
著
作
の
中
で
始
め
た
こ

と
で
あ
り
、
從
っ
て
哲
學
の
歴
史
の
中
に
一
つ
の
薪
し
い
時
期
を
調
す
る

所
の
も
の
、
そ
れ
が
発
戒
さ
れ
た
騰
に
は
、
正
に
思
辮
の
誇
り
と
呼
ば
れ

て
よ
い
所
の
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
か
と
云
へ
ば
、
そ
の
時
に
は
哲
學
は
プ

ィ
ロ
ソ
プ
ィ
ア
で
あ
る
の
で
は
な
く
な
っ
て
、
翼
實
に
ソ
プ
ィ
ア
に
、
或

六
六

は
知
識
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ら
う
か
ら
、
そ
し
て
こ
の
こ
と
に
貢
献

す
る
こ
と
が
、
或
は
寧
ろ
、
　
「
哲
學
が
知
識
へ
の
愛
で
あ
る
と
云
ふ
名
稔

に
思
い
て
竜
野
の
知
識
に
な
る
た
め
に
、
哲
學
は
ど
の
や
う
に
し
て
こ
の

名
稽
を
脱
却
す
る
こ
と
が
出
曇
る
か
、
」
そ
れ
を
示
す
こ
と
が
、
こ
の
著

作
の
高
遠
な
る
潔
的
で
あ
る
、
こ
れ
は
雷
ひ
璽
ふ
ま
で
も
な
く
、
こ
の
名

稔
が
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
に
よ
っ
て
用
ゐ
ら
れ
て
以
來
の
最
大
の
企
て
で
あ
る
恥

と
現
象
學
の
序
文
の
中
の
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
の
書
算
を
引
用
し
な
が
ら
、
現

象
學
の
「
高
蓮
な
る
覇
的
」
を
紹
介
し
、
そ
れ
は
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
以
來
の
長

い
哲
學
の
歴
史
に
最
後
の
完
成
を
與
へ
よ
う
と
す
る
哲
學
史
始
ま
つ
て
以

上
の
「
最
大
の
壌
業
」
で
あ
る
と
稽
害
し
て
み
る
。
　
一
方
で
は
こ
の
や
う

な
理
解
あ
る
讃
彫
に
迎
へ
ら
れ
な
が
ら
現
象
學
は
慰
書
界
に
出
て
行
っ

た
、
そ
れ
は
そ
の
異
常
な
る
難
解
さ
の
故
に
讃
書
入
に
「
分
か
り
に
く

い
偏
と
卿
た
れ
な
が
ら
、
そ
の
異
常
な
る
「
深
さ
」
の
故
に
不
思
議
に
讃

書
人
の
心
を
惹
き
つ
け
た
。
こ
の
こ
と
は
そ
れ
が
出
版
さ
れ
て
か
ら
｝
毒

紀
孚
を
維
過
し
た
今
日
に
鞭
て
も
攣
は
ら
な
い
。
　
（
完
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
筆
者
　
佐
賀
大
鰐
文
理
鞍
部
〔
堅
塁
〕
教
授
）



And　the　transcending　of　time　is．done　by　the　love　for　truth．　For　augustinian

love　（caritas）　has　always　the　mental　faculties　lntending　for　and　participating

1n　truth．　The　intending　movement　includes，　at　the　same　time，　the　participating

trend．　But　there　is　the　rnoving　conversion　of　love．　Seen　from　the　intellectual

side，　this　love　has　two　characteristics；　the　active　thinl〈ing　which　asks　truth

and　the　passive　one　which　answers　the　revelation　of　truth．　We　cannot

separate　t．hese　two　characteristics，　but　only　fipd　distinction　between　them

correlating　to　the　objective　charaeters　of　truth．　So　also　is　to　be　given

distinction　and　not　separation　between　reason　and　faith．

　　Further，　participation　in　truth　based　on　love　leads　to　the　systematization

of　all　beings　as　the　ontology　of　love．　And　ultimately　the　union　of　God　the

Truth　itself　and　human　mind　is　£o　be　found　in　the　trinitarian　mysti¢ism．

From　this　point　of　view　1　want　to　examine　the　problems　of　reason　and

faith　in　the　theology　of　Augustine．

　コ　　

＊｛Jber　die　更：】r詫stehu廻9　der　，，PhlinomeltolO9量e　des　Ge三stes‘‘

von　Mamoru　Yonekura

　　In　betreff　der　Umstande　der　Entstehung　der　，，Phanomenologie　des　Geistes“

k6nnen　wir　das　Ergebnis　der　Untersuchungen　Haerlngs　（in　selner　，，Entste－

hungsgesehichte“）　als　allgemein　anerl〈annt　ansehen．　Es　b｝eibt　jedoch　nech

einige　Fragen　Ubrig．　Sie　gehen　die　folgenden　Punl〈te　an．

　　1．　Der　Ursprung　der　Untersuchung．　Man　merkt　es　woh｝，　daS　die

，，Phangmenologie　des　Geistes“　an　der　auSeren　Form　eine　merkwttrdige

Unvollkomrnenheit　und　auch　inhaltlich　elne　lnkonsequenz　zeigt．　Der　bekannte

Streit　Hegels　mit　dem　Verleger　hangt　damit　zusammen．　Aus　diese　Tatsache

gehen　meine　Untersuchungen　aus．

　　2．　Der　Beweggrund　der　Verfassung．　Hege！　hatte　schon　ip　Jena，　von

Schellings　glanzenden　T5tlgl〈eiten　angeregt，　eine　Absicht，　sein　elgenes　System

iR　elner　abgeschlossenen　Gestalt　zu　ver6ffent12chen．　Seine　Abslcht　wurde

bekanntlieh　in　seiner　，，Phanomenologle　des　Geistes“　verwirklicht．　lch　ver一

．suchte　hier，　hauptsatzlich　auf　seinen　damaligen　Vorlesungsverzeichnissen

und　Brlefwechseln　beruhend，　die　Verhttltnisse，　welche　darin　ftihrten，　1〈larzu一
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’machen．

　　3．　Der　ProzeS　der　Verfassung．　Es　ist　leicht　zu　sehen，　daB　die　Darstel－

lung　der　，，Phanomenologie　des　Geistes“　eine　Scheidung　in　zwei　ungleiche

Htilften　verrttt，　nEmlich　zwischen　，，C．　（AA．）　Vernunft“　und　，，（BB．）　der

’Geist“；　hier　unterbrach　auch　Hegel　einige　Zeit　lang　seine　Absicht．　Dies6r

Umstand　htingt　mit　einem　Streit　mit　seinem　Verleger，　Joseph　Anton　G6b－

hardt，　zusammen，　zugleich　aber　enthUlt　er　ein　Problem　in　sich，　das，　wie

Haering　meint，　die　Komposition　der　，，Phtinomenologie“　selbst　und　darum

auch　ihre　Auslegung　angeht，　Auch　der　Titel　，，Phanomenologie　des　Geistes“

wurde　aller　Wahrscheinlichl〈eit　nach　an　dieser　Zeit　festgesetzt．　Diese　Ver－

haltnisse　habe　ich　einlgermaSen　au｛zuklaren　versucht．

　　4．　Gegen　｝laerings　，，Entstehungsgeschichte“　verfechtete　H．　Glockner　，，die

phanomenologische　1〈risis“　als　die　Grundlage　der　Verfassttng　der’　，，Phano－

menologie“．　lch　habe　seine　These　im　Zusammenhang　mit　der　Ansicht

Haerings　beurteilt．

　　5．　Zuletzt　sind　ttber　die　Vollendung　der　，，Phanomenologie“，　die　Sagen

dartiber，　die　Bearbeitung　der　Vorrede，　die　Ver6ffentlichung　des　Werkes

und　die　Beurteilung　des　damaligen　Publikums　erzahlt．

　　　＊　For　the　Japanese　original　of　this　agticle，　see　Vol．　XLI，　No．　1，　＆　No．　2．

（》簸Ckr玉s奮ian　Wo燈’s　Theoでy　of　Be撫i重三．

一A　Study　of　the　Philosophy　of　Wolff，　No．　2一

b2　Tadasu　｝losokawa

　　We　have　already　seen　that　Wolff　to　think　fundamental　notions　as　to　be

’clear　and　distinct　faces　us　to　the　didicult　conclusion：　，，notions　must　be

proved“．　（See　my　argument　at　The　Journal　of　Philosophical　Studies，　VolL

XXX・IX　No．　4　P．　74．）

　　Our　argumentS，　thenl　tire　as’follows．

　　i）　When　the　notions　c6nsistlng　the　£oundation　of　Ontologia　artifi¢ialis

must　be　proved，　without　th6　proof－needless　basie　notions，　the　inore　we　will

prove　any　notions　the　rnore　we　sha｝1　need　the　mote　basic　notion’ 刀@forever‘

’Now　we　must　find　out　the　viciou’ 刀@circie　in　the　defihitioh　itself．
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