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標
題
に
従
へ
ば
以
下
に
於
て
カ
ン
ト
哲
学
の
教
説
の
一
端
が
叙
述
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
依
っ
て
吾
々
は
、
過
ぎ
去
っ
た

　
　
細
る
一
つ
の
哲
学
に
つ
い
て
、
教
へ
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
で
あ
ら
う
。
こ
の
こ
と
に
は
そ
れ
な
り
の
利
益
が
あ
ら
う
。
併
し
そ
れ
は
勿

　
　
論
、
伝
統
に
対
す
る
感
覚
が
な
ほ
目
覚
め
て
み
る
場
合
、
さ
う
い
ふ
場
含
に
だ
け
で
あ
る
。

　
　
　
然
る
に
、
ま
さ
に
さ
う
い
ふ
こ
と
こ
そ
、
現
状
に
は
殆
ど
当
て
は
ま
ら
ぬ
の
で
あ
り
、
就
中
、
何
時
か
ら
と
な
く
絶
え
ず
如
何
な
る
処

　
　
に
於
て
も
吾
々
人
間
に
関
は
つ
て
み
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
而
も
吾
々
が
殊
更
に
は
注
目
し
な
い
も
の
、
さ
う
い
ふ
も
の
の
伝
統
が
聞
耳

　
　
で
あ
る
場
合
に
は
、
最
も
当
て
は
ま
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
吾
々
は
そ
れ
を
「
有
」
と
い
ふ
語
に
依
っ
て
名
づ
け
て
み
る
。
そ
の
名
は
、
　
「
有
る
」
と
か
「
有
っ
た
の
で
膚
る
」
と
か
「
来
り
つ
つ

　
　
有
る
」
と
吾
々
が
雷
ふ
場
合
に
吾
々
が
意
味
し
て
み
る
彼
の
も
の
を
、
名
づ
け
て
み
る
。
吾
々
の
と
こ
ろ
に
ま
で
届
く
と
と
も
に
吾
々
が

　
　
そ
こ
に
ま
で
届
く
と
こ
ろ
の
も
の
は
す
べ
て
、
口
に
出
し
て
言
は
れ
る
と
否
と
に
不
拘
、
　
「
そ
れ
は
有
る
」
と
い
ふ
こ
と
を
、
通
過
し
て

　
　
行
く
。
事
態
が
そ
の
や
う
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
、
そ
の
こ
と
か
ら
吾
々
は
何
時
如
何
な
る
処
に
於
て
も
決
し
て
逃
れ
て
行
く
こ
と
は
出
来

　
　
な
い
の
で
あ
る
。
　
「
有
る
」
と
い
ふ
こ
と
は
、
そ
れ
が
七
堂
明
白
な
諸
変
化
そ
し
て
又
隠
密
な
諸
変
化
の
す
べ
て
に
亘
っ
て
、
常
に
吾
々
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24
5
　
に
熟
知
さ
れ
て
る
る
。
而
も
そ
れ
に
も
不
拘
、
　
「
有
」
と
い
ふ
こ
の
語
が
吾
々
の
耳
を
打
つ
や
否
や
、
吾
々
は
直
ち
に
次
の
如
く
に
確
乎

　
　
と
し
て
断
言
す
る
の
で
あ
る
、
す
な
は
ち
、
ひ
と
は
そ
の
語
の
下
で
は
自
分
自
身
に
何
も
表
象
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
、
ひ
と
は
そ
の
語

　
　
の
許
で
は
自
分
自
身
に
何
も
思
惟
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
。

　
　
　
恐
ら
く
、
こ
の
性
急
な
確
認
は
正
し
い
で
あ
ら
う
。
そ
の
確
認
は
次
の
こ
と
を
当
然
な
こ
と
と
し
て
正
当
化
す
る
、
す
な
は
ち
そ
れ
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ロ
　
　
　
の

　
　
「
有
」
に
つ
い
て
の
…
雑
談
と
ま
で
は
言
は
な
く
て
も
1
論
議
に
ひ
と
は
煽
癩
を
起
し
、
，
而
も
非
道
く
腹
を
立
て
て
「
有
」
を
嘲
笑

　
　
の
的
に
す
る
、
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
有
に
つ
い
て
些
か
も
追
思
す
る
こ
と
な
く
、
そ
こ
く
有
〉
に
至
る
思
惟
の
道
に
つ
い
て
些
か
も
省

　
　
察
す
る
こ
と
な
し
に
、
ひ
と
は
、
　
「
有
」
と
い
ふ
語
が
果
し
て
も
の
を
言
ふ
か
否
か
を
決
定
す
る
審
議
基
準
た
る
こ
と
を
、
敢
て
自
ら
に

　
　
蓋
果
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
や
う
に
し
て
無
思
慮
が
原
理
に
ま
で
高
め
ら
れ
て
み
る
と
い
ふ
こ
と
、
そ
の
こ
と
に
な
ほ
蹟
き
を
感
じ
る
人

　
　
は
殆
ど
誰
一
人
と
し
て
な
い
。

　
　
　
曽
っ
て
は
吾
々
の
歴
史
的
現
有
の
源
泉
で
あ
っ
た
も
の
、
そ
れ
が
今
で
は
嘲
笑
の
砂
に
理
も
れ
塞
が
れ
て
み
る
と
い
ふ
こ
と
、
そ
の
や

　
　
う
な
と
こ
ろ
に
ま
で
事
態
が
来
て
し
ま
っ
て
み
る
と
す
れ
ば
、
或
る
一
つ
の
単
純
な
熟
慮
に
立
ち
入
る
こ
と
が
、
奨
め
ら
れ
て
然
る
べ
き

　
　
で
あ
ら
う
。

　
　
　
ひ
と
は
「
有
」
と
い
ふ
語
の
許
で
は
自
分
自
身
に
何
も
思
惟
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
　
「
有
」
と
は
何
を
謂
ふ
の
か
、
そ
の
こ
と
に
つ

　
　
い
て
或
る
教
示
を
与
へ
る
こ
と
こ
そ
従
っ
て
諸
々
の
思
想
家
の
任
と
す
る
事
柄
で
あ
ら
う
、
さ
う
い
ふ
推
察
が
成
り
立
つ
の
で
あ
る
が
、

　
　
そ
の
推
察
に
関
し
て
は
一
体
如
何
な
る
事
態
に
な
っ
て
み
る
の
で
あ
ら
う
か
。
も
し
そ
の
や
う
な
教
示
〈
を
与
へ
る
こ
と
〉
で
す
ら
思
想

　
　
家
達
に
と
っ
て
は
十
分
な
程
重
い
こ
と
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
場
合
に
は
少
く
と
も
次
の
こ
と
が
彼
等
の
な
す
べ
き
事
柄
に
留
ま
り
得

　
　
る
で
あ
ら
う
、
す
な
は
ち
そ
れ
は
、
有
を
思
惟
に
値
す
る
も
の
と
し
て
常
に
繰
返
し
示
し
、
而
も
こ
の
思
惟
に
値
す
る
も
の
が
ま
さ
に
か

　
　
く
の
如
き
も
の
と
し
て
人
々
の
視
圏
の
内
に
留
在
す
る
や
う
に
、
示
す
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
吾
々
は
上
に
書
は
れ
た
推
察
に
従
は
う
、
そ
し
て
或
る
一
人
の
思
想
家
に
つ
い
て
、
彼
が
一
体
何
を
有
に
つ
い
て
吾
々
に
書
ふ
べ
き
こ
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ユ
　
　
も

　
　
と
と
し
て
も
っ
て
み
る
か
に
、
傾
聴
す
る
と
し
よ
う
。
習
々
は
カ
ン
ト
の
書
ふ
こ
と
に
聴
か
う
。

　
　
　
〈
併
し
〉
一
体
何
故
に
吾
々
は
、
有
に
つ
い
て
若
千
の
こ
と
を
経
験
す
る
た
め
に
、
カ
ン
ト
の
雷
ふ
こ
と
に
傾
聴
す
る
の
か
。
そ
れ
が

　
　
さ
う
さ
れ
る
の
は
二
つ
の
理
由
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
有
の
所
在
究
明
に
於
て
青
る
一
つ
の
遠
く
に
ま
で
達
す
る
歩
み
を
カ

　
　
ン
ト
が
遂
行
し
た
、
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
カ
ン
ト
の
こ
の
歩
み
が
伝
統
へ
の
忠
実
さ
か
ら
、
と
い
ふ
の
は
同
時
に
伝
統

　
　
と
の
対
決
の
内
で
、
結
果
し
、
そ
の
対
決
を
通
じ
て
伝
統
は
或
る
新
し
い
光
の
内
に
到
達
す
る
、
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
有
に
つ
い
て
の

　
　
カ
ン
ト
の
テ
ー
ゼ
へ
書
及
し
指
示
す
る
こ
と
の
こ
の
両
方
の
理
由
は
、
吾
々
に
省
察
へ
の
或
る
衝
撃
を
与
へ
る
媒
介
と
な
る
。

　
　
　
有
に
つ
い
て
の
カ
ン
ト
の
テ
ー
ゼ
は
、
彼
の
主
著
た
る
「
純
粋
理
性
批
判
」
　
（
一
七
八
一
年
）
の
内
に
於
け
る
そ
の
体
裁
に
従
へ
ば
、

　
　
次
の
如
く
に
書
は
れ
て
る
る
、
す
な
は
ち
、

　
　
　
　
へ

　
　
　
「
有
は
明
ら
か
に
如
何
な
る
レ
ア
ル
な
述
語
で
も
な
く
、
す
な
は
ち
、
一
つ
の
物
の
概
念
に
附
け
加
は
つ
て
来
る
こ
と
の
出
来
る
や
う

　
　
　
な
何
か
挙
る
も
の
、
さ
う
い
ふ
或
る
も
の
の
概
念
で
は
な
い
。
そ
れ
は
単
に
、
一
つ
の
物
を
、
も
し
く
は
一
定
の
諸
規
定
を
、
そ
れ
ら

　
　
　
自
身
に
於
て
定
立
す
る
こ
と
で
あ
る
」
（
》
＄
○
。
矯
じ
d
①
卜
。
①
）
と
。

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
今
田
有
る
も
の
、
す
な
は
ち
有
る
も
の
と
し
て
は
吾
々
を
圧
馨
し
可
能
的
な
る
非
有
と
し
て
は
吾
々
を
脅
迫
す
る
も
の
、
さ
う
い
ふ
も

　
　
の
に
直
濁
し
て
は
、
有
に
つ
い
て
の
カ
ン
ト
の
テ
…
ゼ
は
吾
々
に
は
抽
象
的
に
し
て
乏
し
く
色
奏
せ
た
も
の
の
や
う
に
思
は
れ
る
。
併
し

　
　
乍
ら
、
そ
の
間
に
実
際
ひ
と
は
亦
哲
学
に
次
の
こ
と
を
要
求
し
た
の
で
あ
る
、
す
な
は
ち
そ
れ
は
、
哲
学
は
最
早
、
世
界
を
鰐
釈
し
た
り

　
　
諸
々
の
抽
象
的
な
思
弁
の
内
に
う
ろ
う
ろ
す
る
こ
と
に
満
足
す
べ
き
で
は
な
く
、
世
界
を
実
践
的
に
変
革
す
る
こ
と
が
問
題
で
あ
ら
う
、

　
　
と
い
ふ
要
求
で
あ
る
。
併
し
乍
ら
、
そ
の
や
う
に
思
惟
さ
れ
た
世
界
変
革
は
、
上
に
書
は
れ
た
要
求
の
背
後
に
も
実
際
既
に
思
惟
の
或
る

　
　
変
革
が
存
し
て
み
る
如
く
、
思
惟
が
変
っ
て
行
く
こ
と
を
、
予
め
必
要
と
す
る
。
（
＜
σ
q
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ヘ
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寡
題
§
§
ミ
壽
§
尋
§
再
認
閃
。
器
筈
8
貫
雛
．
．
鱒
「
哲
学
者
達
は
世
界
を
た
だ
様
々
に
解
釈
し
て
き
た
に
過
ぎ
な
い
、
世
界
を
変
革
す

　
　
る
こ
と
が
問
題
で
あ
ら
う
の
に
。
」
）
。
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併
し
、
思
惟
に
値
す
る
も
の
の
内
へ
入
っ
て
行
く
道
、
そ
の
道
へ
思
惟
が
出
立
す
る
の
で
な
い
と
す
れ
ば
、
抑
々
如
何
な
る
仕
方
で
思

惟
は
変
っ
て
行
く
べ
き
で
あ
ら
う
か
。
と
こ
ろ
で
併
し
、
有
が
そ
れ
自
身
を
思
惟
に
値
す
る
も
の
と
し
て
与
へ
る
と
い
ふ
こ
と
、
こ
の
こ

と
は
任
意
的
な
前
提
で
も
な
く
恣
意
的
な
発
案
で
も
な
い
。
そ
れ
は
伝
統
の
箴
言
で
あ
り
、
そ
の
伝
統
は
今
日
で
も
な
ほ
吾
々
を
規
定
し

て
み
る
の
で
あ
り
、
而
も
ひ
と
が
そ
の
こ
と
を
承
認
し
よ
う
と
欲
す
る
よ
り
も
遙
か
に
決
定
的
に
、
吾
々
を
規
定
し
て
み
る
の
で
あ
る
。

　
カ
ン
ト
の
テ
…
ゼ
が
抽
象
的
に
し
て
乏
し
き
テ
ー
ゼ
と
し
て
〈
吾
々
に
〉
他
所
他
所
し
く
思
は
れ
る
の
は
、
た
だ
次
の
場
合
に
だ
け
で

あ
る
、
す
な
は
ち
そ
れ
は
、
こ
の
テ
ー
ゼ
の
解
明
の
た
め
に
カ
ン
ト
は
何
を
言
っ
て
み
る
の
か
、
更
に
彼
は
そ
の
こ
と
を
如
何
に
言
っ
て

み
る
の
か
と
い
ふ
こ
と
を
、
追
思
す
る
こ
と
を
吾
々
が
怠
る
場
合
で
あ
る
。
彼
が
こ
の
テ
ー
ゼ
を
解
明
す
る
道
に
、
吾
々
は
従
っ
て
行
か

ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
内
に
そ
の
道
が
通
っ
て
み
る
と
こ
ろ
の
境
域
を
、
吾
々
は
吾
々
の
眼
前
に
齎
し
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
有
」

と
い
う
名
の
下
で
カ
ン
ト
が
そ
の
所
在
を
究
明
し
て
み
る
事
柄
が
そ
こ
に
こ
そ
適
は
し
く
所
属
し
て
み
る
と
こ
ろ
の
場
所
〈
所
在
〉
を
、

吾
々
は
熟
思
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
そ
の
や
う
な
こ
と
を
吾
々
が
試
み
る
な
ら
ば
、
挙
る
驚
く
べ
き
こ
と
が
そ
れ
自
身
を
示
し
て
く
る
。
す
な
は
ち
そ
れ
は
、
カ
ン
ト
は
彼

の
テ
ー
ゼ
を
寧
ろ
た
だ
「
挿
話
的
」
に
し
か
、
す
な
は
ち
彼
の
諸
々
の
主
要
著
作
に
対
す
る
幾
つ
か
の
挿
入
句
、
註
解
、
附
録
と
い
ふ
形

式
に
於
て
し
か
解
明
し
て
は
み
な
い
、
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
テ
ー
ゼ
は
、
そ
の
実
質
と
そ
の
射
程
と
に
適
は
し
き
仕
方
で
斯
る
一

つ
の
体
系
の
原
始
命
題
と
し
て
挙
立
さ
れ
て
る
る
の
で
は
な
く
、
更
に
一
箇
の
体
系
へ
と
展
開
さ
れ
て
る
る
の
で
も
な
い
。
　
一
見
欠
点
の

如
く
に
見
え
る
こ
の
こ
と
は
、
併
し
乍
ら
次
の
如
き
長
所
を
も
つ
て
み
る
、
す
な
は
ち
そ
の
長
所
と
は
、
様
々
な
挿
話
的
な
箇
処
に
煮
て

そ
の
都
度
カ
ン
ト
の
掌
る
根
源
的
省
察
が
言
葉
に
な
っ
て
現
れ
て
来
て
を
り
、
そ
の
省
察
は
完
結
的
省
察
で
あ
る
と
慮
ら
思
ひ
ご
む
妄
想

に
決
し
て
取
り
つ
か
れ
て
み
な
い
、
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

　
カ
ン
ト
の
そ
の
や
う
な
行
き
方
に
倣
っ
て
以
下
の
叙
述
は
そ
れ
と
桐
等
し
い
行
き
方
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
叙
述
は
次
の
如

き
意
図
に
依
っ
て
導
か
れ
て
み
る
、
す
な
は
ち
そ
の
意
図
と
は
、
カ
ン
ト
の
こ
の
テ
ー
ゼ
は
彼
の
著
作
の
建
築
徳
の
殊
更
に
打
建
て
ら
れ
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た
骨
組
を
形
造
っ
て
み
な
い
と
は
い
へ
、
こ
の
テ
ー
ゼ
の
主
導
思
想
が
、
そ
の
テ
ー
ゼ
に
対
し
て
カ
ン
ト
の
な
し
た
一
切
の
解
，
明
を
貫
い

て
、
と
い
ふ
の
は
彼
の
哲
学
の
根
本
の
立
場
を
貫
い
て
、
到
る
処
で
如
何
に
輝
き
透
っ
て
み
る
か
を
、
繕
え
し
め
る
と
い
ふ
意
図
で
あ
る
。

そ
れ
故
、
こ
こ
で
遵
守
さ
れ
る
〈
叙
述
の
〉
進
め
方
は
次
の
こ
と
を
目
当
て
に
し
て
配
置
さ
れ
て
る
る
、
す
な
は
ち
そ
の
こ
と
と
は
、
幾

つ
か
の
適
当
な
本
文
を
相
互
に
湾
照
せ
し
め
る
こ
と
に
依
っ
て
、
そ
れ
ら
の
本
文
が
交
互
に
照
明
し
合
ふ
や
う
に
し
、
そ
の
こ
と
を
通
し

て
、
直
接
的
に
は
書
ひ
表
さ
れ
得
な
い
彼
の
も
の
が
そ
れ
で
も
な
ほ
表
薪
に
現
れ
て
来
る
や
う
に
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
吾
々
が
こ
の
や
う
な
佳
方
で
カ
ン
ト
の
テ
…
ゼ
を
追
i
恩
嫁
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
時
初
め
て
吾
々
は
、
有
へ
の
問
の
も
つ
困
難
さ
の
全

体
と
併
し
亦
そ
の
悶
の
も
つ
決
定
的
な
点
と
問
に
値
す
る
点
と
を
、
経
験
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
時
初
め
て
次
の
こ
と
へ
の
省
察
が
目

覚
め
る
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
と
は
、
カ
ン
ト
の
テ
ー
ゼ
と
興
る
対
決
を
敢
て
な
す
資
格
が
果
し
て
そ
し
て
亦
如
何
な
る
程
度
に
ま
で
、

現
代
的
思
惟
に
既
に
与
へ
ら
れ
て
る
る
か
、
と
い
ふ
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
場
合
対
決
を
な
す
と
は
、
有
に
つ
い
て
の
カ
ン
ト
の
テ
ー
ゼ
は

一
体
何
処
に
基
づ
い
て
み
る
の
か
、
そ
の
テ
ー
ゼ
は
一
体
如
何
な
る
意
味
に
潤
て
根
拠
づ
け
と
い
ふ
こ
と
を
許
容
す
る
の
か
、
そ
の
テ
ー

ゼ
は
一
体
如
侮
な
る
仕
方
で
そ
の
所
在
が
究
明
さ
れ
得
る
の
か
と
、
問
ふ
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
問
に
依
っ
て
特
色
づ
け
ら
れ
る
思
惟

の
諸
課
題
は
、
暫
定
的
で
あ
る
こ
と
を
免
れ
な
い
最
初
の
叙
述
の
な
し
得
る
諸
々
の
可
能
挫
を
、
踏
み
越
え
て
お
り
、
今
日
な
ほ
行
は
れ

て
る
る
通
例
の
思
惟
の
能
力
を
も
、
踏
み
越
え
て
み
る
。
そ
れ
だ
け
に
一
層
、
伝
統
の
書
ふ
こ
と
に
追
思
し
つ
つ
傾
聴
す
る
こ
と
が
、
依

然
と
し
て
切
要
で
あ
り
、
追
思
し
つ
つ
傾
聴
す
る
こ
と
は
、
過
ぎ
去
っ
た
も
の
の
後
を
追
っ
て
執
着
す
る
の
で
は
な
く
、
現
在
す
る
も
の

を
熟
思
す
る
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
テ
L
ゼ
を
も
う
一
度
繰
返
さ
う
、
す
な
は
ち
、

　
　
へ

　
「
有
は
明
ら
か
に
如
何
な
る
レ
ア
ル
な
述
語
で
も
な
く
、
す
な
は
ち
、
一
つ
の
物
の
概
念
に
附
け
加
は
つ
て
来
る
こ
と
の
出
来
る
や
う

　
な
何
か
掌
る
も
の
、
さ
う
い
ふ
契
る
も
の
の
概
念
で
は
な
い
。
そ
れ
は
単
に
、
　
一
つ
の
物
を
、
も
し
く
は
一
定
の
諸
規
定
を
、
そ
れ
ら

　
自
身
に
於
て
定
立
す
る
こ
と
で
あ
る
。
」

　
カ
ン
ト
の
テ
…
ゼ
は
二
つ
の
陳
述
を
含
ん
で
み
る
。
第
一
の
陳
述
は
否
定
的
陳
述
で
あ
り
、
そ
れ
は
レ
ア
ル
な
述
語
と
い
ふ
子
君
を
有

　
　
　
　
有
に
つ
い
て
の
カ
ン
ト
の
テ
ー
ゼ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
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28
5
　
に
否
認
し
て
み
る
が
、
と
は
い
へ
述
語
一
般
と
い
ふ
性
格
を
否
認
し
て
み
る
の
で
は
決
し
て
な
い
。
従
っ
て
、
そ
の
テ
ー
ゼ
の
そ
れ
に
続

　
　
く
肯
定
的
陳
述
は
有
を
「
単
に
定
立
す
る
こ
と
」
と
し
て
特
色
づ
け
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
テ
…
ゼ
の
内
容
が
そ
の
両
方
の
陳
述
に
配
分
さ
れ
た
今
で
さ
へ
も
、
　
「
有
」
と
い
ふ
語
の
許
で
は
何
も
思
惟
さ
れ
な
い
と
い
ふ
私
見
、

　
　
さ
う
い
ふ
私
見
を
防
ぐ
こ
と
は
融
々
に
は
難
し
い
。
併
し
乍
ら
、
吾
々
が
〈
こ
の
テ
ー
ゼ
の
〉
　
一
層
精
確
な
解
明
を
企
て
る
に
先
立
っ
て
、

　
　
「
純
粋
理
桜
煮
志
し
の
構
成
と
行
程
と
の
内
部
に
於
て
一
体
如
何
な
る
箇
処
で
カ
ン
ト
は
彼
の
テ
ー
ゼ
を
語
り
出
し
て
み
る
の
か
と
い
ふ

　
　
こ
と
、
そ
の
こ
と
に
吾
々
が
注
冒
す
る
な
ら
ば
、
手
の
着
け
様
も
な
い
と
い
ふ
現
在
の
窮
境
は
減
少
し
、
カ
ン
ト
の
テ
ー
ゼ
は
一
層
親
し

　
　
い
も
の
と
な
る
。

　
　
　
こ
こ
で
行
き
ず
り
に
ほ
ん
の
一
寸
と
認
る
一
つ
の
否
認
さ
れ
得
ぬ
出
来
事
を
想
起
し
て
置
か
う
、
す
な
は
ち
そ
れ
は
、
西
洋
的
…
ヨ
ー

　
　
ロ
ッ
パ
的
思
惟
は
「
有
る
も
の
と
は
何
で
有
る
か
」
と
い
ふ
問
に
依
っ
て
導
か
れ
て
み
る
、
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
や
う
な
形
で
そ

　
　
の
思
惟
は
有
を
問
ふ
て
る
る
。
こ
の
思
惟
の
歴
史
の
内
で
カ
ン
ト
は
滑
る
一
つ
の
決
定
的
な
転
回
を
、
而
も
「
純
粋
理
性
批
判
」
を
通
し

　
　
て
、
遂
行
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
関
し
て
吾
々
は
次
の
こ
と
を
期
待
す
る
、
す
な
は
ち
、
カ
ン
ト
は
、
有
の
所
在
究
明
と
彼
の
テ

　
　
ー
ゼ
の
挙
立
と
を
以
っ
て
、
彼
の
主
著
を
導
く
主
導
思
想
を
進
行
の
内
に
齎
し
た
の
で
あ
る
と
。
　
〈
併
し
〉
そ
れ
は
さ
う
で
は
な
か
っ
た

　
　
の
で
あ
る
。
さ
う
で
は
な
く
し
て
、
吾
々
は
「
純
粋
理
性
批
判
」
の
最
後
の
三
分
の
一
の
部
分
に
至
っ
て
初
め
て
上
記
の
テ
ー
ゼ
に
行
き

　
　
当
る
の
で
あ
り
、
而
も
そ
れ
は
「
神
の
存
在
の
有
論
的
証
明
の
不
可
能
性
に
つ
い
て
〕
（
》
窃
ゆ
b
⊃
”
　
H
W
①
鱒
O
）
と
い
ふ
標
題
を
附
せ
ら
れ
て

　
　
み
る
節
の
内
に
於
て
で
あ
る
。

　
　
　
併
し
乍
ら
、
吾
々
は
も
う
一
度
、
西
洋
的
i
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
思
惟
の
歴
史
を
想
起
し
よ
う
、
さ
う
す
る
な
ら
ば
吾
々
は
次
の
こ
と
を
経

　
　
験
す
る
、
す
な
は
ち
そ
れ
は
、
有
へ
の
問
は
有
る
も
の
の
有
へ
の
問
と
し
て
二
形
的
で
あ
る
、
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
第
一
に
次

　
　
の
や
う
に
問
ふ
、
す
な
は
ち
、
有
る
も
の
は
有
る
も
の
と
し
て
一
般
に
何
で
上
る
か
と
。
こ
の
間
の
圏
域
に
属
す
る
諸
考
察
は
哲
学
の
歴

　
　
史
の
経
過
の
内
で
有
論
と
い
ふ
標
題
の
下
に
鋼
達
す
る
。
　
「
有
る
も
の
と
は
何
で
有
る
か
」
と
い
ふ
問
は
三
時
に
次
の
や
う
に
問
ふ
、
す



　
　
な
は
ち
、
膚
る
も
の
は
最
高
の
有
る
も
の
と
い
ふ
意
味
に
於
て
は
如
何
な
る
も
の
で
有
り
、
そ
し
て
又
如
何
に
有
る
か
と
。
そ
れ
は
神
的

　
　
な
る
も
の
と
神
と
へ
の
問
で
あ
る
。
こ
の
問
の
圏
域
は
神
論
と
称
せ
ら
れ
る
。
有
る
も
の
の
有
へ
の
問
の
二
形
性
格
は
、
有
i
神
－
論
と

　
　
い
ふ
標
題
の
内
へ
と
取
纒
め
ら
れ
る
。
有
る
も
の
と
は
何
で
有
る
か
と
い
ふ
二
形
的
な
問
は
、
第
一
に
は
、
　
（
一
般
に
）
有
る
も
の
と
は

　
　
何
で
有
る
か
、
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
間
は
、
更
に
は
、
　
（
端
的
に
）
有
る
も
の
と
は
何
（
如
何
な
る
も
の
）
で
有
る
か
、
と
い
ふ

　
　
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
有
る
も
の
へ
の
問
の
二
形
性
格
は
明
ら
か
に
、
有
る
も
の
の
有
が
そ
れ
自
身
を
示
す
そ
の
示
し
方
に
、
存
し
て
み
る
に
違
ひ
な
い
。
有

　
　
は
そ
れ
自
身
を
吾
々
が
根
拠
と
名
づ
け
て
み
る
も
の
、
さ
う
い
ふ
も
の
の
性
格
に
於
て
、
示
し
て
み
る
。
有
る
も
の
一
般
は
地
盤
と
い
ふ

　
　
意
味
で
の
根
拠
で
あ
り
、
そ
の
地
盤
の
上
で
、
有
る
も
の
の
更
に
立
ち
入
っ
た
如
何
な
る
考
察
も
動
く
の
で
あ
る
。
最
高
の
有
る
も
の
と

　
　
し
て
の
有
る
も
の
は
、
一
切
の
有
る
も
の
を
有
の
内
へ
と
発
源
せ
し
め
る
も
の
と
い
ふ
意
味
で
の
根
拠
で
あ
る
。

　
　
　
有
が
根
拠
と
し
て
規
定
さ
れ
て
る
る
と
い
ふ
こ
と
、
そ
の
こ
と
を
ひ
と
は
今
ま
で
最
も
慮
明
的
な
こ
と
と
見
鼓
し
て
み
る
、
と
は
い
へ

　
　
併
し
そ
れ
は
簸
も
問
に
値
す
る
こ
と
で
あ
る
。
一
体
如
何
な
る
点
に
於
て
有
を
根
拠
と
し
て
規
定
す
る
こ
と
が
出
て
来
る
の
か
、
一
体
何

　
　
処
に
根
拠
の
本
質
は
存
す
る
の
か
、
そ
れ
は
こ
こ
で
は
究
明
さ
れ
得
な
い
。
併
し
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
外
面
的
と
お
も
は
れ
る
考
慮
に
と

　
　
つ
て
さ
へ
も
既
に
、
次
の
如
き
推
察
が
押
し
迫
っ
て
来
る
、
す
な
は
ち
そ
の
推
察
と
は
、
有
を
定
立
と
し
て
規
定
し
た
カ
ン
ト
の
規
定
の

　
　
内
に
は
、
吾
々
が
根
拠
と
名
づ
け
て
み
る
も
の
と
の
或
る
親
縁
性
が
統
べ
て
み
る
、
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
層
○
ω
三
P
℃
o
p
鍵
ゆ
く
定
立
、

　
　
定
立
す
る
〉
と
は
、
　
。
・
⑦
言
の
詳
ω
結
＝
o
詳
冨
伽
Φ
炉
㎞
帯
α
q
Φ
詳
§
鹸
Φ
σ
q
窪
”
爵
臼
○
毎
路
鎚
Φ
謡
。
σ
q
Φ
鋤
く
定
立
す
る
、
立
て
る
、
置
く
、
横

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
は
る
、
前
に
横
は
る
、
根
底
〈
根
拠
〉
に
横
は
る
〉
と
い
ふ
こ
と
を
意
味
す
る
。

　
　
　
有
論
神
論
的
に
問
ふ
こ
と
の
歴
史
の
経
過
の
内
で
次
の
如
き
課
題
が
成
立
す
る
、
す
な
は
ち
そ
れ
は
、
最
高
の
有
る
も
の
が
何
で
有
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
か
を
、
証
示
す
る
の
み
な
ら
ず
、
有
る
も
の
の
中
で
最
も
有
る
も
の
た
る
こ
の
も
の
は
有
る
、
す
な
は
ち
神
は
存
在
す
る
と
い
ふ
こ
と
を
、

　
　
証
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
存
在
、
現
存
在
、
現
実
性
と
い
ふ
こ
れ
ら
の
語
は
、
或
る
一
つ
の
有
り
方
を
名
づ
け
て
み
る
。

295　
　
　
　
　
　
有
に
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い
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カ
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一
七
六
三
年
、
す
な
は
ち
「
純
粋
理
性
批
判
」
の
出
現
に
先
立
つ
殆
ど
二
十
年
も
前
に
、
カ
ン
ト
は
「
神
の
現
存
在
の
証
明
の
た
め
の

唯
一
可
能
な
る
証
明
根
拠
」
と
い
ふ
標
題
の
下
で
一
つ
の
著
作
を
公
刊
し
た
。
こ
の
著
作
の
「
第
一
考
察
」
は
、
「
現
存
在
一
般
」
と
「
有

一
般
」
と
い
ふ
概
念
に
つ
い
て
論
じ
て
み
る
。
吾
々
は
既
に
こ
の
箇
処
に
於
て
有
に
つ
い
て
の
カ
ン
ト
の
テ
ー
ゼ
を
見
出
す
の
で
あ
り
、

而
も
そ
れ
が
亦
否
定
的
陳
述
と
肯
定
的
陳
述
と
い
ふ
二
重
の
形
式
を
取
っ
て
み
る
こ
と
を
も
見
出
す
の
で
あ
る
。
こ
の
両
陳
述
と
い
ふ
体

裁
は
、
　
「
純
粋
理
性
批
判
」
の
内
に
於
け
る
そ
れ
と
、
或
る
仕
方
で
は
合
致
し
て
み
る
。
批
判
以
前
の
時
期
に
属
す
る
こ
の
著
作
の
内
で

は
、
否
定
的
陳
述
は
次
の
如
く
に
言
は
れ
て
る
る
、
す
な
は
ち
「
現
存
在
は
決
し
て
、
何
等
か
の
物
の
述
諾
で
は
な
く
、
或
ひ
は
又
そ
の

物
の
限
定
で
は
な
い
」
と
。
肯
定
的
陳
述
は
次
の
や
う
に
書
は
れ
て
る
る
。
す
な
は
ち
「
定
立
も
し
く
は
措
定
と
い
ふ
概
念
は
全
く
単
純

で
あ
り
、
有
一
般
と
い
ふ
概
念
と
一
様
で
あ
る
」
と
。

　
先
づ
第
一
に
〈
吾
々
に
と
っ
て
は
〉
次
の
こ
と
を
指
示
す
る
こ
と
だ
け
が
必
要
で
あ
、
つ
た
、
す
な
は
ち
そ
れ
は
、
カ
ン
ト
が
そ
の
テ
ー

ゼ
を
言
葉
に
齎
し
た
の
は
哲
学
的
神
論
に
属
す
る
問
の
聖
域
の
内
に
於
て
で
あ
る
、
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
哲
学
的
神
論
は
有
る
も
の
の

有
へ
の
問
の
全
体
を
支
配
し
て
を
り
、
す
な
わ
ち
形
而
上
学
を
そ
の
中
核
内
実
に
於
て
支
配
し
て
み
る
。
そ
こ
か
ら
明
ら
か
に
見
ら
れ
る

こ
と
は
、
有
に
つ
い
て
の
こ
の
テ
ー
ゼ
は
、
そ
の
外
見
上
の
文
宇
に
従
へ
ば
差
当
っ
て
容
易
に
吾
々
が
さ
う
信
じ
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
ふ
が

如
き
、
側
薦
的
に
し
て
抽
象
的
な
る
教
説
の
一
端
で
は
決
し
て
な
い
、
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

　
「
純
粋
理
性
批
覇
」
の
内
で
は
否
定
的
…
防
携
的
陳
述
は
「
明
ら
か
に
」
と
い
ふ
語
に
依
っ
て
導
入
さ
れ
て
く
る
。
従
っ
て
、
そ
の
陳

述
の
書
っ
て
み
る
こ
と
は
、
誰
に
で
も
即
座
に
分
明
に
解
る
筈
で
あ
る
、
す
な
は
ち
、
有
一
「
明
ら
か
に
」
如
何
な
る
レ
ア
ル
な
述
語
で

も
な
い
、
と
い
ふ
こ
と
は
。
　
〈
然
る
に
〉
吾
々
現
代
人
に
と
っ
て
は
そ
の
命
題
は
決
し
て
直
接
的
に
察
知
さ
れ
は
し
な
い
。
有
一
挙
れ
は

併
し
レ
ア
リ
テ
ー
ト
を
意
味
す
る
。
そ
れ
で
は
一
体
如
何
に
し
て
有
は
レ
ア
ル
な
述
語
と
見
な
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
。
併
し
、

カ
ン
ト
に
と
っ
て
は
「
レ
ア
ル
」
と
い
ふ
語
は
な
ほ
そ
の
光
来
の
意
味
を
も
つ
て
み
る
。
そ
れ
は
、
肖
る
一
つ
の
器
。
。
〈
物
〉
に
つ
ま
り

選
る
一
つ
の
事
物
に
つ
ま
り
潤
る
一
つ
の
物
の
事
象
内
実
に
属
す
る
も
の
を
、
意
陳
し
て
み
る
。
レ
ア
ル
な
述
語
す
な
は
ち
事
物
に
属
し



　
　
て
る
る
規
定
と
は
、
例
へ
ば
、
石
に
関
し
て
は
「
重
い
」
と
い
ふ
述
語
で
あ
り
、
そ
の
述
語
は
、
石
が
現
実
的
に
存
在
す
る
か
否
か
に
は
、

　
　
関
は
り
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
カ
ン
ト
の
テ
…
ゼ
の
内
で
は
「
レ
ア
ル
」
と
い
ふ
こ
と
は
、
吾
々
が
諸
々
の
事
実
や
現
実
的
な
も
の
を

　
　
計
算
に
入
れ
る
政
治
の
こ
と
を
レ
ア
ル
ポ
リ
テ
ィ
田
、
ク
と
い
ふ
場
合
に
今
日
吾
々
が
謂
は
ん
と
し
て
み
る
こ
と
を
、
意
味
し
て
は
み
な
い

　
　
の
で
あ
る
。
レ
ア
リ
テ
…
ト
と
は
カ
ン
ト
に
と
っ
て
は
現
実
性
を
意
味
し
て
み
る
の
で
は
な
く
、
事
物
〈
を
箏
物
と
し
て
…
規
定
し
て
み
る

　
　
規
定
〉
性
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
レ
ア
ル
な
述
語
と
は
、
或
る
一
つ
の
物
の
事
象
内
実
に
属
し
て
を
り
従
っ
て
そ
の
物
に
属
す
る
と
言

　
　
ひ
渡
さ
れ
得
る
如
き
も
の
で
あ
る
。
或
る
一
つ
の
物
の
事
象
内
実
を
吾
々
は
そ
の
物
の
概
念
と
い
ふ
仕
方
で
吾
々
自
身
に
表
象
す
る
。

　
　
コ
箇
の
石
」
と
い
ふ
語
が
名
づ
け
て
み
る
も
の
を
、
習
々
は
吾
々
自
身
に
表
象
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
り
、
そ
の
場
合
こ
の
表
象

　
　
さ
れ
た
も
の
は
、
そ
の
都
度
ま
さ
し
く
眼
前
に
横
は
つ
て
み
る
一
箇
の
石
の
や
う
に
、
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
こ
と
は
な
い
の

　
　
で
あ
る
。
存
在
、
環
存
在
、
す
な
は
ち
有
は
、
　
「
明
ら
か
に
如
何
な
る
レ
ア
ル
な
述
語
で
も
な
い
」
の
で
あ
る
と
、
カ
ン
ト
の
テ
ー
ゼ
は

　
　
言
ふ
。
こ
の
否
定
的
陳
述
の
も
つ
明
白
さ
は
、
吾
々
が
「
レ
ア
ル
」
と
い
ふ
語
を
カ
ン
ト
の
い
ふ
意
味
に
於
て
思
惟
す
る
な
ら
ば
、
直
ち

　
　
に
現
れ
て
来
る
。
有
は
如
何
な
る
レ
ア
ル
な
も
の
で
も
な
い
。

　
　
　
だ
が
そ
れ
く
す
な
は
ち
、
有
は
如
何
な
る
レ
ア
ル
な
も
の
で
も
な
い
と
、
い
ふ
こ
と
V
は
一
体
如
何
に
し
て
か
。
と
は
い
へ
吾
々
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
吾
々
の
眼
前
に
横
は
つ
て
み
る
一
箇
の
石
に
つ
い
て
、
そ
れ
す
な
は
ち
こ
こ
の
こ
の
石
は
存
在
す
る
と
、
言
ふ
。
こ
の
石
は
有
る
。
従
っ

　
　
て
、
　
「
有
る
」
す
な
は
ち
有
は
そ
れ
自
身
を
、
さ
き
〈
に
、
如
何
な
る
レ
ア
ル
な
述
語
で
も
な
い
と
書
は
れ
た
場
合
〉
と
薄
様
に
明
白
に
、

　
　
述
語
と
し
て
、
す
な
は
ち
陳
述
の
主
語
と
し
て
の
こ
の
石
に
つ
い
て
の
陳
述
の
内
で
、
示
し
て
み
る
。
カ
ン
ト
は
「
純
粋
理
性
批
糊
」
・
の

　
　
内
に
予
て
も
亦
、
膜
前
に
横
は
つ
て
み
る
一
箇
の
石
に
つ
い
て
豪
球
さ
れ
た
存
在
が
或
る
述
語
で
あ
る
こ
と
を
、
否
認
し
て
は
み
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
併
し
、
　
「
有
る
」
は
レ
ア
ル
な
述
語
で
は
な
い
。
そ
れ
で
は
、
一
体
何
に
つ
い
て
「
有
る
」
は
陳
述
さ
れ
る
の
か
。
明
ら
か
に
、
眼
前
に

　
　
横
は
つ
て
み
る
石
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
　
「
こ
こ
の
石
は
有
る
」
と
い
ふ
陳
述
中
の
こ
の
「
有
る
」
は
一
体
何
を
言
っ
て
み
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
の
か
。
そ
れ
は
、
そ
の
石
が
石
と
し
て
何
で
有
る
か
と
い
ふ
こ
と
に
つ
い
て
は
、
何
も
書
っ
て
は
み
な
い
。
そ
れ
は
併
し
乍
ら
、
石
に
属

315　
　
　
　
　
　
膚
に
つ
い
て
の
カ
ン
ト
の
テ
ー
ゼ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九



53．P一，

　
　
　
　
哲
学
研
究
　
第
四
衝
八
十
九
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

す
る
も
の
が
こ
こ
に
存
在
す
る
、
有
る
、
と
い
ふ
こ
と
を
、
言
っ
て
み
る
。
そ
れ
で
は
有
と
は
一
体
何
を
謂
ふ
の
か
。
カ
ン
ト
は
彼
の
テ

ー
ゼ
の
内
で
肯
定
的
陳
述
に
依
っ
て
答
へ
て
る
る
、
す
な
は
ち
、
有
は
「
単
に
一
つ
の
物
を
、
も
し
く
は
一
定
の
諸
規
定
を
、
そ
れ
ら
自

身
に
於
て
定
立
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
。

　
こ
の
陳
述
の
文
字
は
容
易
に
次
の
や
う
な
私
見
へ
と
誘
．
毒
す
る
、
す
な
は
ち
、
　
「
単
に
一
つ
の
物
の
定
立
」
と
し
て
の
有
は
、
そ
れ
自

身
に
於
け
る
且
そ
れ
自
身
に
と
っ
て
の
物
〈
す
な
は
ち
、
所
謂
「
思
慮
体
」
〉
と
い
ふ
意
味
で
の
物
に
、
関
は
る
と
。
そ
の
テ
ー
ゼ
は
、

そ
れ
が
「
純
粋
理
性
批
判
」
の
内
で
語
り
出
さ
れ
て
み
る
限
り
は
、
こ
の
や
う
な
意
味
を
も
ち
得
な
い
。
物
と
は
こ
こ
で
は
、
或
る
も
の

と
い
ふ
程
の
意
味
で
あ
り
、
或
る
も
の
と
君
ふ
代
り
に
カ
ン
ト
は
亦
、
客
体
と
か
対
象
と
書
っ
て
み
る
。
カ
ン
ト
は
亦
、
定
立
が
、
そ
の

レ
ァ
ル
な
諸
規
定
の
一
切
を
も
つ
た
物
に
関
は
る
と
も
、
書
っ
て
は
み
な
い
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
意
味
さ
れ
て
る
る
こ
と
は
寧
ろ
、
単
に

物
も
し
く
は
一
定
の
諸
規
定
を
そ
れ
ら
惣
身
に
於
て
定
立
す
る
、
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
　
「
も
し
く
は
一
定
の
諸
規
定
」
と
い
ふ
書
廻
し

が
如
何
に
解
釈
さ
れ
る
べ
き
か
は
、
差
当
っ
て
吾
々
は
窒
白
の
ま
ま
に
し
て
置
か
う
。

　
「
そ
れ
ら
自
身
に
於
て
」
と
い
ふ
表
環
は
、
興
る
も
の
「
自
体
」
す
な
は
ち
意
識
へ
関
係
づ
け
ら
れ
ず
に
存
在
す
る
罵
る
も
の
を
、
謂

っ
て
み
る
の
で
は
な
い
。
　
「
そ
れ
ら
霞
身
に
於
て
」
と
い
ふ
こ
と
を
吾
々
は
、
他
の
も
の
へ
関
係
す
る
観
点
内
で
こ
れ
と
か
あ
れ
と
し
て

表
象
さ
れ
る
も
の
、
さ
う
い
ふ
も
の
に
対
立
す
る
反
対
規
定
と
し
て
、
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
「
そ
れ
ら
自
身
に
於
け
る
」
と
い

ふ
こ
と
の
こ
の
意
味
は
既
に
次
の
こ
と
に
依
っ
て
欝
葉
に
現
れ
て
来
て
み
る
、
す
な
は
ち
そ
の
こ
と
と
は
、
有
は
「
単
に
定
立
で
あ
る
」

と
カ
ン
ト
が
雷
っ
て
み
る
、
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
単
に
」
は
、
量
る
制
限
の
や
う
に
聞
え
、
す
な
は
ち
拾
も
定
立
が
レ
ァ
リ
テ

ー
ト
す
な
は
ち
一
つ
の
物
の
事
物
性
に
対
し
て
一
層
些
細
な
或
る
も
の
で
あ
る
か
の
や
う
に
、
聞
え
る
。
併
し
乍
ら
、
　
「
単
に
」
は
次
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

こ
と
を
措
し
て
み
る
の
で
あ
る
、
す
な
は
ち
そ
の
こ
と
と
は
、
或
る
有
る
も
の
が
夫
々
何
で
有
る
か
か
ら
は
、
す
な
は
ち
カ
ン
ト
に
と
っ

て
は
概
念
か
ら
は
、
有
は
決
し
て
解
明
さ
れ
な
い
、
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
　
「
単
に
」
は
、
制
限
し
て
み
る
の
で
は
な
く
し
て
、
そ
こ
か

ら
の
み
蒋
が
純
粋
に
特
色
づ
け
ら
れ
る
べ
き
と
こ
ろ
の
境
域
、
さ
う
い
ふ
境
域
の
内
へ
有
を
指
定
し
入
れ
て
み
る
の
で
あ
る
。
　
「
単
に
」



　
　
は
こ
こ
で
は
、
純
粋
に
と
い
ふ
こ
と
を
、
意
味
し
て
み
る
。
　
「
有
」
と
「
有
る
」
と
は
、
そ
れ
が
も
つ
諸
々
の
意
味
と
変
化
と
の
一
切
と

　
　
と
も
に
、
或
る
一
つ
の
固
有
な
境
域
の
内
へ
と
所
属
し
入
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
如
何
な
る
物
的
な
る
も
の
で
も
な
く
、
す
な
は
ち
カ

　
　
ン
ト
に
と
っ
て
は
如
何
な
る
対
象
的
な
る
も
の
で
も
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
従
っ
て
、
　
「
有
」
と
「
有
る
」
と
を
思
惟
す
る
た
め
に
は
、
或
る
別
な
眼
差
し
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
眼
差
し
は
、
専
ら
諸

　
　
諸
の
物
を
考
察
す
る
こ
と
や
そ
れ
ら
の
物
を
計
算
に
入
れ
て
考
慮
す
る
こ
と
に
依
っ
て
は
、
導
か
れ
な
い
の
で
あ
る
。
吾
々
の
眼
前
に
横

　
　
は
っ
て
み
る
一
箇
の
石
、
そ
れ
は
明
白
に
「
有
る
」
が
、
そ
の
石
を
あ
ら
ゆ
る
方
向
に
向
っ
て
探
索
し
探
究
す
る
こ
と
を
吾
々
が
な
し
得

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
る
に
し
て
も
、
そ
こ
に
吾
々
は
決
し
て
「
有
る
」
を
彫
出
さ
な
い
で
あ
ら
う
。
だ
が
こ
の
石
は
有
る
。

　
　
　
「
有
」
は
一
体
何
に
依
っ
て
「
単
に
定
立
」
と
い
ふ
意
味
を
受
取
る
の
で
あ
る
か
。
　
「
純
粋
な
る
定
立
」
と
い
ふ
標
題
の
意
味
は
一
体

　
　
何
処
か
ら
そ
し
て
亦
如
何
に
し
て
限
界
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
。
有
を
定
立
と
し
て
解
釈
す
る
こ
の
解
釈
は
、
吾
々
に
と
っ
て
依
然
と

　
　
し
て
不
審
し
く
、
の
み
な
ら
ず
恣
意
的
で
さ
へ
あ
り
、
敦
れ
に
し
て
も
多
義
的
で
あ
り
従
っ
て
不
精
確
で
あ
る
こ
と
を
、
免
れ
な
い
の
で

　
　
は
な
い
か
。

　
　
　
カ
ン
ト
自
身
槌
か
に
㌔
o
終
δ
⇔
、
．
〈
定
立
〉
を
ω
①
嘗
償
口
σ
q
〈
定
立
〉
と
譲
訳
し
て
み
る
。
併
し
、
こ
の
こ
と
は
大
し
て
手
助
け
に
な

　
　
ら
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
　
G
Q
①
誌
二
⇔
α
q
〈
定
立
〉
と
い
ふ
吾
々
の
ド
イ
ツ
語
も
ラ
テ
ン
語
の
℃
o
ω
三
〇
〈
定
立
〉
と
同
じ
位
に
多
義
的
で
あ

　
　
る
か
ら
で
あ
る
。
〈
ω
①
鍵
§
σ
q
と
い
ふ
〉
こ
の
語
は
次
の
こ
と
を
意
味
し
得
る
。
す
な
は
ち
、
1
、
定
立
す
る
、
立
て
る
、
置
く
、
と
い

　
　
ふ
働
き
。
2
、
定
立
さ
れ
る
も
の
、
テ
ー
マ
。
3
、
定
立
さ
れ
て
あ
る
こ
と
、
置
か
れ
て
あ
る
こ
と
〈
位
置
、
姿
勢
〉
、
体
制
。
併
し
、

　
　
吾
々
は
亦
勺
。
ω
三
8
と
ω
露
碧
ロ
σ
q
を
更
に
次
の
如
く
、
以
上
の
三
つ
の
意
味
が
統
一
的
に
謂
は
れ
て
る
る
と
い
ふ
風
に
、
理
解
し
得
る
、

　
　
す
な
は
ち
、
或
る
定
立
さ
れ
る
も
の
を
か
か
る
も
の
と
し
て
そ
れ
が
定
立
さ
れ
て
あ
る
こ
と
の
内
に
定
立
す
る
こ
と
と
。

　
　
　
如
何
な
る
場
合
に
於
て
も
、
有
を
定
立
と
し
て
特
色
づ
け
る
こ
と
は
或
る
一
つ
の
多
義
姓
の
内
へ
と
指
し
示
す
の
で
あ
り
、
そ
の
多
義

　
　
姓
は
偶
然
的
で
は
な
く
吾
々
に
も
未
知
な
る
も
の
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
そ
の
多
義
性
は
、
表
象
〈
前
に
立
て
る
〉
作
用
と
し
て
吾

335　
　
　
　
　
　
有
に
つ
い
て
の
カ
ン
ト
の
テ
ー
ゼ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
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5
　
蓋
に
知
ら
れ
て
み
る
と
こ
ろ
の
彼
の
定
立
し
定
置
す
る
こ
と
の
境
域
の
内
で
は
如
何
な
る
処
に
於
て
も
、
活
窪
し
て
る
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
哲
学
に
属
す
る
学
者
用
語
は
表
象
作
用
を
表
す
二
つ
の
性
格
的
な
名
前
を
も
つ
て
み
る
、
す
な
は
ち
、
表
象
作
用
は
、
℃
①
容
ゼ
9
ρ
℃
の
ツ

　
　
8
℃
鋤
。
〈
把
捉
す
る
こ
と
、
把
捉
、
知
覚
〉
で
あ
り
、
す
な
は
ち
或
る
も
の
を
そ
れ
自
身
に
於
て
取
る
こ
と
、
捉
へ
る
こ
と
で
あ
る
、
と

　
　
と
も
に
、
お
鷲
器
ω
の
寡
霞
①
〈
再
現
前
す
る
こ
と
〉
で
あ
り
、
す
な
は
ち
町
分
自
身
に
或
る
も
の
を
対
向
せ
し
め
つ
つ
現
前
に
保
持
す
る
こ

　
　
と
で
あ
る
。
表
象
作
用
の
内
で
吾
々
は
謙
る
も
の
を
吾
々
の
前
に
立
て
る
の
で
あ
り
、
そ
の
謙
る
も
の
は
そ
の
や
う
に
立
て
ら
れ
た
も
の

　
　
（
定
立
さ
れ
た
も
の
）
と
し
て
吾
々
に
対
向
し
て
、
す
な
は
ち
対
象
と
し
て
立
つ
の
で
あ
る
。
定
立
と
し
て
の
有
は
、
定
立
的
表
象
作
期

　
　
の
内
で
労
る
も
の
が
定
立
さ
れ
て
あ
る
こ
と
を
、
謂
っ
て
み
る
。
何
が
そ
し
て
如
何
に
定
立
さ
れ
る
か
に
そ
の
都
度
従
っ
て
、
措
定
、
定

　
　
立
、
膚
は
、
異
な
る
意
味
を
も
つ
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
カ
ン
ト
は
有
に
つ
い
て
の
彼
の
テ
ー
ゼ
を
挙
為
し
た
後
に
「
純
粋
理
性
批
判
“

　
　
の
本
文
の
内
で
次
の
如
く
に
続
け
る
の
で
あ
る
、
す
な
は
ち
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
「
論
理
的
使
矯
に
於
て
は
そ
れ
〔
す
な
は
ち
「
単
に
定
立
」
と
し
て
の
有
〕
は
た
だ
全
く
判
断
の
繋
辞
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
神
は

　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
全
能
で
有
る
と
い
ふ
命
題
は
、
夫
々
そ
の
客
体
を
も
つ
二
つ
の
概
念
、
す
な
は
ち
神
と
全
能
と
い
ふ
概
念
を
、
含
ん
で
み
る
、
有
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
　
い
ふ
小
辞
は
、
更
に
そ
れ
に
加
へ
ら
れ
る
一
つ
の
述
語
で
は
な
く
、
た
だ
単
に
、
述
語
を
主
語
に
向
っ
て
関
係
づ
け
る
と
い
ふ
仕
方
で

　
　
　
定
立
す
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
」
と
。

　
　
　
「
証
明
根
拠
偏
　
〈
と
い
ふ
上
記
の
著
作
〉
の
内
で
は
、
繋
辞
の
「
有
る
」
に
依
っ
て
定
立
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
命
題
の
主
語
と
述
語
と
の

　
　
間
の
関
係
は
、
器
ω
℃
o
o
ε
ω
δ
σ
q
8
¢
ω
〈
論
理
的
関
係
観
点
〉
と
称
さ
れ
て
み
る
。
カ
ン
ト
が
有
の
「
論
理
的
使
用
」
と
い
ふ
こ
と
を
書
つ

　
　
て
る
る
と
い
う
こ
と
は
、
有
の
も
う
一
つ
剛
別
な
使
用
が
更
に
あ
る
こ
と
を
、
推
察
せ
し
め
る
。
そ
れ
と
同
時
に
吾
々
は
こ
の
箇
処
に
於
て

　
　
既
に
、
有
に
つ
い
て
本
質
的
な
る
こ
と
を
経
験
す
る
。
　
〈
そ
れ
は
〉
有
は
費
は
れ
る
と
い
ふ
意
味
に
於
て
「
使
」
は
れ
る
〈
と
い
ふ
こ
と

　
　
で
あ
る
〉
。
そ
の
使
用
を
遂
行
す
る
の
は
悟
性
で
あ
り
、
思
惟
で
あ
る
。

　
　
　
「
論
理
的
」
使
用
以
外
に
㎝
、
有
」
と
「
有
る
」
と
の
一
体
如
何
な
る
別
な
使
用
が
更
に
あ
る
の
で
あ
ら
う
か
。
　
「
神
は
有
る
」
と
い
ふ
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命
題
に
於
て
は
主
語
に
如
何
な
る
実
質
的
な
レ
ア
ル
な
述
語
も
附
加
さ
れ
る
と
い
ふ
仕
方
で
定
立
さ
れ
は
し
な
い
。
寧
ろ
、
主
語
す
な
は

ち
神
は
、
そ
れ
が
も
つ
す
べ
て
の
述
語
と
と
も
に
、
　
「
そ
れ
自
身
に
於
て
」
定
立
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
「
有
る
」
は
今
の
場
合
、
神
は
存

在
す
る
、
神
は
現
に
有
る
と
い
ふ
こ
と
を
、
意
味
す
る
。
　
「
現
存
在
」
す
な
は
ち
「
存
在
」
は
、
樋
か
に
有
を
意
味
し
て
み
る
が
、
併
し

「
有
」
と
「
有
る
」
と
を
、
命
題
の
主
語
と
述
語
と
の
間
の
相
対
関
係
の
定
立
と
い
ふ
意
味
に
於
て
謂
っ
て
み
る
の
で
は
な
い
。
　
「
神
は

有
る
」
と
い
ふ
命
題
に
於
け
る
「
有
る
」
の
定
立
は
、
神
と
い
ふ
概
念
を
超
え
出
て
行
き
、
こ
の
概
念
へ
、
そ
の
物
論
身
ア
な
わ
ち
神
と

い
ふ
客
体
を
現
に
有
る
も
の
と
し
て
、
齎
し
て
く
る
。
有
は
こ
こ
で
は
、
論
理
的
使
溺
と
は
区
別
さ
れ
、
有
る
も
の
と
し
て
の
客
体
そ
れ

自
身
に
関
し
て
使
用
さ
れ
て
る
る
。
従
っ
て
吾
々
は
、
有
の
論
る
も
の
的
使
用
、
　
一
層
適
切
に
は
有
の
客
体
的
使
用
と
い
ふ
こ
と
を
、
語

．
り
得
る
で
あ
ら
う
。
批
判
以
前
の
さ
き
の
著
作
の
内
で
カ
ン
ト
は
次
の
如
く
に
書
い
て
み
る
、
す
な
は
ち
、

　
「
単
に
こ
の
関
係
〔
す
な
は
ち
命
題
の
主
語
と
述
語
と
の
間
の
〕
の
み
な
ら
ず
、
事
物
が
そ
れ
自
身
に
於
て
且
そ
れ
自
身
に
と
っ
て
定

　
立
さ
れ
て
る
る
と
、
観
ら
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
場
合
に
は
こ
の
有
は
現
存
在
と
い
ふ
程
の
こ
と
で
あ
る
臨
と
。

　
そ
し
て
こ
の
節
の
表
題
は
次
の
如
く
に
書
き
始
め
ら
れ
て
み
る
。
す
な
は
ち
、

　
　
「
現
存
在
は
物
の
絶
対
的
定
立
で
あ
る
」
と
。

　
論
る
一
つ
の
日
附
の
な
い
覚
書
（
≦
芝
≧
ハ
銭
・
邑
の
磐
諮
筈
・
×
＜
囲
H
雲
影
①
b
。
♂
）
の
内
で
は
カ
ン
ト
は
、
こ
れ
ま
で
に
論
述
さ
れ

た
こ
と
を
、
簡
短
に
取
纏
め
て
み
る
、
す
な
は
ち
、

　
「
現
存
在
と
い
ふ
述
語
に
依
っ
て
私
は
、
物
に
何
も
の
を
も
附
加
へ
る
の
で
は
な
く
、
物
自
身
を
概
念
に
附
加
へ
る
の
で
あ
る
。
か
く

　
し
て
存
在
命
題
に
於
て
私
は
概
念
を
超
え
出
て
行
く
が
、
そ
の
概
念
の
内
で
思
惟
さ
れ
て
る
た
も
の
と
は
捌
の
搾
る
述
語
へ
行
く
の
で

　
は
な
く
、
、
ま
さ
し
く
以
前
と
同
じ
だ
け
の
、
そ
れ
以
上
で
も
そ
れ
以
下
で
も
な
い
諸
々
の
述
語
を
も
つ
た
そ
の
物
自
身
へ
行
く
の
で
あ

　
る
。
た
だ
そ
の
場
合
に
は
、
相
対
的
定
立
を
超
え
て
更
に
そ
れ
に
加
へ
て
絶
対
的
定
立
が
思
推
さ
れ
て
み
る
」
と
。

　
と
こ
ろ
で
併
し
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
は
次
の
如
き
問
、
す
な
は
ち
、
果
し
て
そ
し
て
又
如
何
に
し
て
そ
し
て
又
如
何
な
る
限
界
の
内
で

　
　
　
　
有
に
つ
い
て
の
カ
ン
ト
の
テ
…
ゼ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
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「
神
は
有
る
扁
と
い
ふ
命
題
は
絶
対
的
定
立
と
し
て
可
能
で
あ
る
の
か
、
と
い
ふ
こ
の
間
が
、
　
「
純
粋
理
性
批
判
」
の
一
切
の
思
惟
を
駆

　
　
り
立
て
る
と
と
も
に
そ
れ
に
続
く
諸
々
の
主
要
著
作
を
動
か
す
秘
め
ら
れ
た
刺
衝
と
な
る
の
で
あ
り
、
而
も
ど
こ
ま
で
も
刺
衝
と
し
て
留

　
　
ま
る
の
で
あ
る
。
論
理
的
定
立
と
し
て
の
相
対
的
定
立
と
区
罰
し
て
絶
対
的
定
立
と
し
て
の
有
と
い
ふ
こ
と
を
雷
ふ
こ
と
は
、
恰
も
絶
対

　
　
的
定
立
の
内
で
は
如
何
な
る
相
対
関
係
も
定
立
さ
れ
な
い
か
の
如
き
外
心
を
、
確
か
に
喚
び
起
す
。
併
し
、
絶
対
的
定
立
に
際
し
て
現
存

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
在
と
か
存
在
と
い
ふ
意
味
で
の
有
の
客
体
的
使
用
が
問
題
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
場
合
に
は
批
判
的
省
察
に
と
っ
て
は
次
の
こ
と
が
明

　
　
瞭
と
な
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
省
察
を
悩
ま
す
こ
と
と
し
て
押
し
迫
っ
て
く
る
、
す
な
は
ち
そ
の
こ
と
と
は
、
こ
こ
に
於
て
も
亦
或
る
一

　
　
つ
の
応
対
関
係
が
定
立
さ
れ
而
も
そ
の
こ
と
に
依
っ
て
「
有
る
」
が
レ
ア
ル
な
述
語
で
は
な
い
に
し
て
も
、
量
る
述
語
と
い
ふ
性
格
を
受

　
　
取
る
、
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

　
　
有
の
論
理
的
使
用
（
a
は
b
で
有
る
）
に
於
て
は
命
題
の
主
語
と
述
語
と
の
問
の
関
係
の
定
立
が
問
題
で
あ
る
。
有
の
有
る
も
の
的
使

　
　
用
ー
ー
こ
の
石
は
有
る
（
「
存
在
す
る
」
）
i
に
於
て
は
我
〈
と
い
ふ
〉
主
体
と
客
体
と
の
聞
の
麗
係
の
定
立
が
問
題
で
あ
る
が
、
併
し

　
　
乍
ら
、
そ
れ
は
、
主
体
一
客
体
一
関
係
に
向
っ
て
い
は
ば
そ
れ
を
横
切
っ
て
主
語
一
述
語
一
関
係
が
そ
の
閥
に
入
り
こ
み
そ
れ
に
接
続
す

　
　
る
、
と
い
ふ
仕
方
に
於
て
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
の
内
に
次
の
こ
と
が
存
し
て
み
る
、
す
な
は
ち
そ
れ
は
、
繋
辞
と
し
て
の
「
有
る
」
は
、

　
　
客
体
的
認
識
を
表
す
陳
述
の
内
で
は
、
単
に
論
理
的
な
意
味
と
は
も
う
一
つ
別
の
而
も
一
層
内
容
豊
富
な
意
味
を
も
つ
て
み
る
、
と
い
ふ

　
　
こ
と
で
あ
る
。
併
し
乍
ら
、
後
に
示
さ
れ
る
如
く
、
カ
ン
ト
は
長
い
省
察
を
経
た
後
に
漸
く
に
し
て
こ
の
洞
察
に
到
達
す
る
の
で
あ
り
、

　
　
そ
の
洞
察
を
実
に
「
純
粋
壌
性
批
判
」
の
第
二
版
に
至
っ
て
初
め
て
語
り
出
す
の
で
あ
る
。
そ
の
第
一
版
か
ら
六
年
置
経
つ
た
後
に
彼
は
、

　
　
「
有
る
」
す
な
は
ち
有
に
関
し
て
は
一
体
如
何
な
る
事
態
で
あ
る
か
を
、
書
ひ
得
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
　
「
純
粋
理
性
批
判
」
が
初
め
て
、

　
定
立
と
し
て
の
有
の
解
釈
の
内
に
、
充
実
と
明
確
な
限
定
性
と
を
齎
す
の
で
あ
る
。

　
　
も
し
誰
人
か
が
カ
ン
ト
に
「
証
明
根
拠
」
に
つ
い
て
の
彼
の
批
判
以
前
の
著
作
を
書
い
て
み
る
時
期
に
、
絶
対
的
定
立
と
い
ふ
意
味
に

　
於
け
る
「
存
在
」
の
下
で
彼
が
理
解
し
て
み
る
こ
と
は
、
抑
々
如
何
に
し
て
一
層
詳
細
に
規
定
さ
れ
得
る
か
と
、
臓
ふ
た
と
ア
れ
ば
、
そ
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の
場
合
カ
ン
ト
は
彼
の
そ
の
著
作
を
見
て
く
れ
る
や
う
に
指
示
し
た
こ
と
で
あ
ら
う
、
そ
こ
に
は
次
の
や
う
に
雪
は
れ
て
る
る
、
す
な
は

ち
、　

「
〔
現
存
在
と
存
在
と
い
ふ
〕
こ
の
概
念
は
、
そ
れ
を
展
開
す
る
た
め
に
何
も
書
は
れ
得
な
い
程
、
単
純
で
あ
る
」
と
。

　
カ
ン
ト
は
更
に
次
の
如
き
原
則
的
な
所
兇
を
含
ん
だ
附
註
さ
へ
添
へ
て
を
り
、
そ
の
附
註
は
「
純
粋
理
性
批
判
」
の
出
現
の
時
以
前
に

於
け
る
彼
の
哲
学
的
立
場
の
内
へ
の
或
る
洞
見
を
吾
々
に
与
へ
る
、
す
な
は
ち
、

　
「
吾
々
の
金
認
識
は
併
し
結
局
の
と
こ
ろ
幾
つ
か
の
分
解
不
可
能
な
る
概
念
に
終
る
こ
と
が
、
洞
察
さ
れ
る
な
ら
ば
、
次
の
こ
と
も
亦

　
把
握
さ
れ
る
の
で
あ
る
、
す
な
は
ち
そ
れ
は
、
殆
ど
分
解
不
可
能
な
諸
概
念
、
す
な
は
ち
そ
こ
で
は
く
そ
れ
ら
の
概
念
の
〉
諸
々
の
微

　
表
が
事
物
霞
身
よ
り
極
め
て
僅
か
し
か
関
蜥
で
は
な
く
索
く
僅
か
し
か
単
純
で
は
な
い
と
こ
ろ
の
諸
概
念
、
さ
う
い
ふ
若
輩
の
諸
概
念

　
が
あ
る
で
あ
ら
う
、
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
存
在
に
つ
い
て
の
吾
々
の
説
明
は
丁
度
こ
の
や
う
な
場
合
で
あ
る
。
そ
の
説
明
に
依
っ
て

　
は
説
明
さ
れ
る
も
の
の
概
念
が
極
め
て
僅
か
な
程
度
し
か
明
瞭
に
な
ら
な
い
こ
と
を
、
私
は
進
ん
で
承
認
す
る
。
併
し
乍
ら
、
吾
々
の

　
悟
性
の
諸
能
力
へ
の
関
係
の
内
に
於
け
る
対
象
の
本
性
が
亦
そ
れ
以
上
高
い
程
度
く
の
明
瞭
化
V
を
許
容
し
な
い
の
で
あ
る
」
と
。

　
「
対
象
の
本
性
」
す
な
は
ち
こ
こ
で
は
有
の
本
質
、
そ
れ
が
一
層
高
い
程
度
の
明
瞭
化
を
諮
属
し
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
不
拘
、

こ
こ
で
は
次
の
一
つ
の
こ
と
は
カ
ン
ト
に
と
っ
て
最
初
か
ら
確
定
し
て
み
る
、
す
な
は
ち
そ
れ
は
、
彼
は
存
在
と
有
と
を
「
吾
々
の
悟
性

の
諸
能
力
へ
の
関
係
の
内
に
於
て
」
思
惟
し
て
み
る
、
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
　
「
純
粋
理
姓
批
判
」
の
内
に
於
て
さ
へ
も
有
は
、
な
ほ
そ

し
て
再
び
、
定
立
と
し
て
規
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
批
判
的
省
察
も
亦
槌
か
に
「
一
層
高
い
程
度
の
明
瞭
化
」
を
、
す
な
わ
ち
諸
概
念
を

説
明
し
分
解
す
る
批
判
以
前
の
遺
り
方
に
従
っ
て
の
明
瞭
化
を
、
達
成
し
て
は
み
な
い
の
で
あ
る
。
併
し
、
　
「
批
判
」
は
、
有
と
そ
の
様

様
な
有
り
方
、
そ
の
様
々
な
有
り
方
と
は
吾
々
が
可
能
的
有
、
現
実
的
有
、
必
然
的
有
と
い
ふ
名
の
下
で
知
っ
て
み
る
有
り
方
で
あ
る
が
、

有
と
さ
う
い
ふ
そ
の
様
々
な
有
り
方
と
の
別
な
種
類
の
解
明
に
到
達
す
る
の
で
あ
る
。

　
一
体
何
が
起
つ
た
の
で
あ
る
か
。
有
に
つ
い
て
の
省
察
が
、
　
「
吾
々
の
悟
姓
の
諸
能
力
へ
」
の
有
の
「
関
係
」
に
つ
い
て
の
省
察
と
し

　
　
　
　
有
に
つ
い
て
の
カ
ン
ト
の
テ
ー
ゼ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
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5
　
て
藩
手
さ
れ
た
場
合
、
純
粋
理
性
の
批
覇
と
い
ふ
こ
と
を
通
し
て
一
体
何
が
起
っ
て
る
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
。
カ
ン
ト
自
身

　
　
が
「
純
粋
理
性
投
判
」
の
内
で
次
の
如
き
確
認
に
依
っ
て
吾
々
に
答
を
与
へ
て
る
る
、
す
な
は
ち
、

　
　
　
「
も
し
ひ
と
が
可
能
性
と
現
存
在
と
必
然
性
と
の
定
義
を
た
だ
全
く
純
粋
悟
性
の
内
か
ら
の
み
汲
取
ら
う
と
す
れ
ば
、
明
白
な
同
語
反

　
　
　
復
に
依
る
の
と
は
別
な
仕
方
で
、
可
能
性
と
現
存
在
と
必
然
性
と
を
説
明
し
得
た
者
は
未
だ
誰
一
人
と
し
て
な
い
の
で
あ
る
」
（
》
b
。
濠
ψ

　
　
　
じ
ご
ω
8
）
と
。

　
　
　
併
し
乍
ら
、
ま
さ
し
く
か
く
の
如
き
説
明
を
カ
ン
ト
自
身
が
彼
の
批
判
以
前
の
時
期
に
於
て
は
試
み
て
み
る
の
で
あ
る
。
併
し
乍
ら
そ

　
　
の
間
に
次
の
如
き
洞
察
が
彼
に
生
じ
た
の
で
あ
る
、
す
な
は
ち
そ
の
洞
察
と
は
、
有
と
諸
々
の
有
り
方
と
を
専
ら
「
吾
々
の
悟
性
の
諸
能

　
　
力
」
へ
だ
け
関
係
づ
け
る
こ
と
は
、
そ
こ
か
ら
有
と
諸
々
の
有
り
方
と
が
そ
れ
ら
自
身
を
解
明
す
る
と
こ
ろ
の
、
と
い
ふ
こ
と
は
今
の
場

　
　
含
は
そ
れ
ら
の
意
味
が
「
証
拠
立
て
」
ら
れ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
が
、
さ
う
い
ふ
仕
方
で
そ
れ
ら
自
身
を
解
明
す
る
と
こ
ろ
の
、
如
何

　
　
な
る
充
分
な
地
平
を
も
授
け
な
い
、
と
い
ふ
洞
察
で
あ
る
。

　
　
　
〈
そ
れ
で
は
〉
一
体
何
が
欠
け
て
み
る
の
か
。
一
体
如
何
な
る
観
方
の
酋
で
吾
々
の
思
惟
は
、
　
〈
有
と
そ
の
諸
様
相
と
の
〉
或
る
充
分

　
　
な
本
質
規
定
に
到
達
す
る
た
め
に
は
、
有
を
そ
の
諸
様
相
を
も
併
せ
て
同
時
に
観
取
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
　
「
純
粋
理
性
批
判
」

　
　
の
第
二
版
中
の
或
る
一
つ
の
追
加
的
な
註
解
の
内
で
（
じ
d
ω
O
b
。
）
次
の
如
く
に
書
は
れ
て
る
る
。
す
な
は
ち
、

　
　
　
可
能
性
と
現
存
在
と
必
然
性
と
は
「
す
べ
て
の
感
性
的
直
観
（
す
な
は
ち
、
吾
々
が
も
つ
唯
一
の
直
観
）
が
取
り
除
か
れ
る
場
合
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
…
何
も
の
に
依
っ
て
も
証
拠
立
て
〔
す
な
は
ち
、
そ
れ
ら
の
意
味
に
関
し
て
証
示
さ
れ
る
と
と
も
に
根
拠
づ
け
〕
ら
れ
な
い
漏
と
。

　
　
　
こ
の
直
観
な
し
に
は
客
体
へ
の
関
係
が
有
の
諸
概
念
に
欠
け
る
の
で
あ
り
、
そ
の
関
係
を
通
し
て
の
み
、
有
の
諸
概
念
に
、
カ
ン
ト
が

　
　
そ
れ
ら
の
「
意
義
」
と
名
づ
け
る
も
の
が
、
属
し
て
来
る
の
で
あ
る
。
　
「
有
」
は
燧
か
に
定
立
を
意
味
し
、
す
な
は
ち
悟
性
の
働
き
と
し

　
　
て
の
恩
惟
に
依
る
定
立
作
用
の
内
に
定
立
さ
れ
て
あ
る
こ
と
を
、
意
味
す
る
。
併
し
、
こ
の
定
立
は
、
そ
の
定
立
に
感
姓
的
直
観
に
依
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
て
、
す
な
は
ち
感
覚
の
触
発
に
依
っ
て
、
定
立
可
能
な
る
も
の
が
与
へ
ら
れ
る
場
合
、
そ
の
場
合
に
の
み
逸
る
も
の
を
客
体
と
し
て
、
す



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
な
は
ち
対
立
に
齎
ら
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
定
立
す
る
こ
と
を
な
し
得
る
の
で
あ
り
、
そ
の
や
う
に
し
て
止
る
も
の
を
対
象
と
し
て
立
つ

　
　
こ
と
へ
齋
ら
す
こ
と
を
な
し
得
る
の
で
あ
る
。
定
立
は
触
発
の
定
立
と
し
て
初
め
て
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
は
有
る
も
の
の
有
が
何
を
意
味

　
　
し
て
み
る
か
を
、
吾
々
に
理
解
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
併
し
、
吾
々
の
感
覚
に
依
る
触
発
の
内
で
は
絶
え
ず
諸
表
象
の
或
る
多
様
性
が
吾
々
に
与
へ
ら
れ
て
る
る
。
そ
の
与
へ
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
た
「
雑
沓
」
す
な
は
ち
こ
の
多
様
な
る
も
の
の
流
が
、
立
ち
止
ま
り
に
来
て
、
か
く
し
て
一
つ
の
対
象
が
そ
れ
自
身
を
示
し
得
る
た
め
に

　
　
は
、
そ
の
多
様
な
る
も
の
が
秩
序
づ
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
す
な
は
ち
結
合
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
結
合
は
併
し
乍
ら
、
決
し
て
感

　
　
覚
に
依
っ
て
生
じ
て
来
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
結
合
作
用
は
す
べ
て
、
カ
ン
ト
に
従
へ
ば
、
醤
性
と
称
せ
ら
れ
る
彼
の
表
象
力
に
由
来
す

　
　
る
。
悟
性
の
根
本
動
性
は
、
綜
合
と
し
て
の
定
立
作
用
で
あ
る
。
そ
の
定
立
〈
℃
O
匂
D
一
嵩
O
路
〉
は
命
題
〈
甲
。
瞬
Ψ
8
達
。
鵠
〉
す
な
は
ち
判
断
と

　
　
い
ふ
性
格
を
も
つ
て
を
り
、
命
題
す
な
は
ち
判
断
に
依
っ
て
直
る
も
の
は
或
る
も
の
と
し
て
前
に
定
立
さ
れ
、
或
る
述
語
が
或
る
主
語
に

　
　
「
有
る
」
を
通
し
て
書
ひ
渡
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
併
し
、
吾
々
に
依
っ
て
盛
る
客
体
が
認
識
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
な
ら
ば
、
定
立
は
そ
れ

　
　
自
身
を
命
題
と
し
て
、
触
発
に
於
け
る
所
与
へ
必
然
的
に
関
係
づ
け
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
場
合
に
は
、
こ
の
こ
と
か
ら
繋
辞
と
し
て
の

　
　
「
有
る
」
は
賜
る
等
し
い
意
味
を
受
取
る
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
こ
の
新
し
い
意
味
を
「
純
粋
理
性
批
判
」
の
第
二
版
（
轡
ρ
b
d
ぱ
○
塗
）

　
　
に
於
て
初
め
て
規
定
す
る
。
彼
は
第
十
九
節
の
始
め
に
次
の
如
く
に
書
い
て
み
る
。
す
な
は
ち
、

　
　
　
「
論
理
学
者
達
が
判
断
一
般
に
つ
い
て
与
へ
て
る
る
説
明
、
す
な
は
ち
輔
断
と
は
、
彼
等
の
書
ふ
と
こ
ろ
に
従
へ
ば
、
二
つ
の
概
念
の

　
　
　
闘
の
或
る
関
係
の
表
象
で
あ
る
、
と
い
ふ
説
明
に
は
、
私
は
決
し
て
満
足
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
」
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も

　
　
　
こ
の
説
明
に
関
し
て
「
一
体
何
処
に
こ
の
関
係
が
存
す
る
の
か
が
、
こ
こ
で
は
規
定
さ
れ
て
る
な
い
こ
と
」
を
、
カ
ン
ト
は
見
出
す
の

　
　
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
、
判
断
の
論
理
学
的
説
明
の
内
に
は
、
主
語
に
対
し
て
述
語
を
定
立
す
る
こ
と
が
其
処
に
基
づ
く
と
こ
ろ
の
も
の
、

　
　
さ
う
い
ふ
も
の
が
無
い
こ
と
に
気
附
く
の
で
あ
る
。
陳
述
の
命
題
i
主
語
は
、
認
識
す
る
我
i
主
体
に
と
っ
て
の
客
体
と
し
て
の
み
、
根

　
　
拠
づ
け
を
な
し
得
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
カ
ン
ト
は
本
文
の
内
で
新
な
る
一
節
を
始
め
つ
つ
次
の
如
く
に
続
け
る
の
で
あ
る
、
す
な
は

鵬　
　
　
　
　
　
有
に
つ
い
て
の
カ
ン
ト
の
テ
ー
ゼ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
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「
併
し
、
私
が
、
如
何
な
る
判
断
の
内
に
も
含
ま
れ
て
み
る
諸
々
の
与
へ
ら
れ
た
認
識
の
関
係
を
一
層
精
確
に
探
究
し
、
そ
の
関
係
を

　
悟
性
に
所
属
す
る
関
係
と
し
て
、
再
生
的
構
想
力
の
諸
法
則
に
従
ふ
関
係
（
そ
れ
〔
そ
の
関
係
〕
は
単
に
主
観
的
妥
当
性
を
も
つ
に
す

　
ぎ
な
い
）
か
ら
区
別
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
場
合
に
は
私
は
次
の
こ
と
を
見
出
す
の
で
あ
る
、
す
な
は
ち
そ
の
こ
と
と
は
、
短
慮
は
、
諸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
諸
の
与
へ
ら
れ
た
認
識
を
統
覚
の
客
体
的
統
一
へ
齎
ら
す
仕
方
に
他
な
ら
な
い
、
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
認
識
の
内
に
存
す

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
る
関
係
小
辞
有
る
は
、
所
与
の
諸
表
象
の
客
体
的
統
一
を
主
観
的
統
一
か
ら
区
別
す
る
た
め
に
、
そ
の
こ
と
〈
統
覚
の
客
体
的
統
一
〉

　
を
目
指
し
て
み
る
の
で
あ
る
」
と
。

　
こ
れ
ら
の
諸
命
題
を
そ
れ
ら
に
適
は
し
い
仕
方
で
追
思
す
る
試
み
に
際
し
て
は
、
吾
々
は
何
よ
り
も
先
づ
次
の
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
、
す
な
は
ち
そ
れ
は
、
今
や
繋
辞
の
「
有
る
」
は
く
さ
き
の
場
合
と
は
〉
別
な
仕
方
で
規
定
さ
れ
て
る
る
の
み
な
ら
ず
、
そ

の
際
、
結
合
作
用
（
集
摂
作
用
）
の
統
一
へ
関
は
る
「
有
る
」
の
関
聯
が
、
明
る
み
に
出
て
来
て
み
る
、
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

　
有
と
統
一
、
す
な
は
ち
伽
含
〈
有
る
も
の
〉
と
轡
〈
一
〉
、
こ
の
両
者
の
相
二
相
属
性
は
そ
れ
自
身
を
西
洋
哲
学
の
偉
大
な
る
元
初
に

於
て
既
に
思
惟
に
示
し
て
み
る
。
今
日
吾
々
に
「
有
」
と
「
統
一
」
と
い
ふ
こ
の
両
標
題
が
安
直
に
挙
げ
ら
れ
て
み
る
と
す
れ
ば
、
両
者

の
相
三
相
属
に
つ
い
て
一
箇
の
充
分
な
る
答
を
与
へ
る
こ
と
、
或
ひ
は
又
、
況
ん
や
こ
の
島
辺
亜
属
の
根
拠
を
観
取
す
る
こ
と
、
さ
う
い

ふ
こ
と
を
な
し
得
る
立
場
に
は
吾
々
は
殆
ど
み
な
い
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
吾
々
は
、
N
身
8
〈
雷
〉
、
の
集
摂
し
つ
つ
1
露
現
す
る
本

質
か
ら
「
統
一
」
と
統
一
す
る
こ
と
を
思
惟
し
て
は
み
な
い
し
、
更
に
亦
吾
々
は
、
そ
れ
自
身
を
露
現
す
る
現
前
と
し
て
「
有
」
を
思
惟

し
て
も
み
な
い
し
、
況
ん
や
既
に
ギ
リ
シ
ャ
人
達
に
依
っ
て
さ
へ
思
惟
さ
れ
な
い
ま
ま
に
さ
れ
て
み
た
両
者
の
相
依
桐
属
を
、
吾
々
は
思

惟
し
て
み
な
い
、
か
ら
で
あ
る
。

　
カ
ン
ト
の
思
惟
の
内
で
有
と
統
一
と
の
相
依
相
属
樵
が
如
何
に
そ
れ
自
身
を
叙
述
し
明
示
し
て
み
る
か
、
更
に
又
そ
の
こ
と
に
依
っ
て

有
に
つ
い
て
の
カ
ン
ト
の
テ
ー
ゼ
が
、
如
何
に
そ
の
一
層
豊
富
に
し
て
而
も
初
め
て
碁
づ
け
を
得
た
内
実
を
、
告
知
し
て
み
る
か
、
そ
の



　
　
こ
と
を
吾
々
が
追
究
す
る
に
先
立
っ
て
、
カ
ン
ト
に
依
っ
て
引
用
さ
れ
て
る
る
例
、
そ
の
例
は
繋
辞
と
し
て
の
「
有
る
」
の
客
体
聖
意
昧

　
　
を
吾
々
に
明
瞭
に
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
例
に
吾
々
は
雷
及
し
て
置
か
う
。
そ
れ
は
次
の
如
く
に
雷
は
れ
て
る
る
、
す
な
は
ち
、

　
　
　
も
し
私
が
譲
表
象
の
継
起
を
単
に
主
体
の
内
に
於
け
る
経
過
と
し
て
聯
想
の
譲
法
則
に
従
っ
て
考
察
す
る
と
し
た
ら
、
そ
の
場
合
に
は

　
　
　
「
私
は
た
だ
次
の
如
く
に
書
ひ
得
る
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ら
う
、
す
な
は
ち
、
私
が
聰
る
一
つ
の
物
体
を
荷
ふ
な
ら
ば
、
そ
の
場
合
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
私
は
重
圧
を
感
じ
る
と
、
併
し
、
そ
れ
は
つ
ま
り
そ
の
物
体
は
重
く
有
る
と
は
、
言
ひ
得
な
い
で
あ
ら
う
。
こ
の
後
者
が
言
は
ん
と
し

　
　
　
て
る
る
の
は
、
大
略
次
の
如
き
こ
と
で
あ
る
、
す
な
は
ち
、
こ
れ
ら
の
両
方
の
表
象
は
客
体
の
内
に
於
て
、
す
な
は
ち
主
体
の
状
態
の

　
　
　
区
瀦
な
し
に
、
結
合
さ
れ
て
を
り
、
単
に
知
覚
（
ど
れ
程
屡
々
そ
の
知
覚
が
反
復
さ
れ
よ
う
と
も
）
の
内
に
嘗
て
一
緒
に
な
っ
て
み
る

　
　
　
だ
け
で
は
な
い
と
」
。

　
　
　
カ
ン
ト
が
な
し
た
「
有
る
」
の
螺
釈
に
従
へ
ば
、
客
体
の
内
に
於
け
る
命
題
の
一
主
語
と
述
語
と
の
或
る
結
合
が
そ
の
内
で
は
く
す
な

　
　
は
ち
「
有
る
」
の
内
で
は
V
語
っ
て
み
る
。
如
何
な
る
結
合
も
そ
れ
自
身
と
と
も
に
或
る
一
つ
の
統
一
を
携
行
し
て
を
り
、
そ
の
結
合
は

　
　
所
与
の
多
様
な
る
も
の
を
そ
の
統
一
に
向
っ
て
、
そ
の
統
一
の
内
へ
と
結
合
す
る
。
併
し
乍
ら
、
結
合
は
つ
ね
に
予
め
そ
の
統
一
へ
と
差

　
　
向
け
ら
れ
て
み
る
が
故
に
、
そ
の
統
一
は
結
合
か
ら
初
め
て
成
立
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
で
は
一
体
何
処
か
ら
そ
の
統

　
　
一
は
出
て
来
る
の
か
。
そ
の
統
一
は
、
カ
ン
ト
に
従
へ
ば
、
　
「
一
層
高
く
に
求
め
ら
れ
」
ね
ば
な
ら
ず
、
す
な
は
ち
悟
性
に
依
る
結
合
的

　
　
定
立
以
上
の
と
こ
ろ
に
、
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
統
一
は
、
如
何
な
る
も
甑
q
お
（
ω
の
§
§
σ
q
）
〈
定
立
V
に
つ
い
て
も
そ
の
一
切

　
　
の
q
警
（
N
器
賠
ヨ
ヨ
①
p
）
〈
合
〉
を
初
め
て
発
源
せ
し
め
る
警
（
雲
隠
①
o
篇
Φ
田
口
ず
Φ
ε
〈
一
に
す
る
一
〉
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
カ
ン
ト
は

　
　
そ
の
統
一
を
「
根
源
的
に
綜
合
的
な
る
統
一
し
と
名
づ
け
る
の
で
あ
る
。
そ
の
統
一
は
一
切
の
表
象
作
用
の
内
に
、
す
な
は
ち
知
覚
く
嚢

　
　
把
捉
、
勺
費
N
Φ
讐
δ
質
V
の
内
に
、
元
来
既
に
そ
こ
に
居
合
せ
て
み
る
（
憂
心
の
簿
）
。
そ
の
統
一
は
統
覚
〈
跨
℃
℃
雲
N
Φ
讐
δ
昌
〉
の
根
源
的
綜
含

　
　
の
統
一
で
あ
る
。
そ
の
統
一
が
有
る
も
の
の
有
を
、
カ
ン
ト
的
に
書
へ
ば
、
客
体
の
客
体
性
を
、
可
能
に
す
る
が
故
に
、
そ
の
統
一
は
一

41

@
層
葛
く
に
存
し
て
を
り
、
す
な
は
ち
客
体
を
超
え
出
て
存
し
て
み
る
。
そ
の
統
一
が
対
i
象
を
対
一
象
と
し
て
可
能
に
す
る
が
故
に
、
そ

5
　
　
　
　
　
　
有
に
つ
い
て
の
カ
ン
ト
の
テ
ー
ゼ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
九
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5
　
の
統
一
は
「
超
越
論
的
統
覚
」
と
称
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
カ
ン
ト
は
第
十
五
節
の
終
り
に
於
て
　
（
じ
ご
H
ω
ド
）
次
の
如
く
に
言
っ
て

　
　
み
る
。
す
な
は
ち
、

　
　
　
超
越
論
的
統
覚
は
「
そ
れ
自
身
、
諸
々
の
判
断
の
内
に
於
け
る
様
々
な
譲
概
念
の
統
一
の
根
拠
を
、
従
っ
て
悟
性
の
可
能
性
の
〔
根
拠

　
　
　
を
〕
、
悟
性
の
論
理
的
使
編
に
於
て
さ
へ
も
含
ん
で
み
る
」
と
。

　
　
　
カ
ン
ト
は
そ
の
批
鞠
以
前
の
著
作
の
内
で
は
な
ほ
次
の
こ
と
に
、
す
な
は
ち
有
と
存
在
と
は
悟
性
能
力
に
対
す
る
そ
れ
ら
の
関
係
に
於

　
　
て
更
に
そ
れ
以
上
は
説
明
さ
れ
得
な
い
と
い
ふ
こ
と
に
、
甘
ん
じ
て
み
た
の
で
あ
る
が
、
彼
は
純
粋
理
性
の
批
判
を
通
じ
て
、
懸
性
の
諸

　
　
能
力
を
殊
更
に
明
ら
か
に
す
る
の
み
な
ら
ず
更
に
悟
馳
そ
れ
際
身
の
可
能
性
〈
す
な
は
ち
、
悟
性
そ
れ
自
身
を
可
能
に
す
る
こ
と
〉
さ
へ

　
　
を
も
そ
の
可
能
性
の
根
拠
か
ら
解
明
す
る
と
こ
ろ
に
ま
で
、
到
達
し
た
の
で
あ
る
。
悟
姓
の
可
能
性
の
場
所
く
す
な
は
ち
悟
性
を
可
能
に

　
　
す
る
場
所
V
の
内
へ
の
こ
の
帰
行
き
に
際
し
て
も
、
批
糊
以
前
の
考
察
か
ら
批
判
的
に
問
ふ
こ
と
の
圏
域
の
内
へ
踏
み
入
る
こ
の
決
定
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ゼ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
な
歩
み
に
際
し
て
も
、
併
し
乍
ら
確
か
に
一
つ
の
こ
と
が
手
を
触
れ
ら
れ
な
い
ま
ま
に
保
持
さ
れ
て
み
る
。
そ
れ
は
、
カ
ン
ト
が
有
に
つ

　
　
い
て
の
彼
の
テ
ー
ゼ
を
受
業
し
解
明
す
る
際
そ
れ
に
し
が
み
齎
い
た
と
こ
ろ
の
導
引
の
締
で
あ
り
、
す
な
は
ち
、
有
と
そ
の
諸
々
の
有
り

　
　
方
と
は
悟
性
に
鴛
す
る
そ
れ
ら
の
関
は
り
合
ひ
か
ら
規
定
さ
れ
る
に
相
違
な
い
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
勿
論
、
悟
性
を
一
層
根
源
的
に
批
判
的
に
規
定
す
る
こ
と
は
今
や
、
有
の
至
る
変
転
し
た
一
層
豊
當
な
解
明
に
対
し
て
も
、
保
証
を
与

　
　
へ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
今
や
諸
々
の
様
思
す
な
は
ち
「
現
存
在
」
の
諸
々
の
有
り
方
と
そ
れ
ら
の
規
定
と
は
、
明
確
に
さ
う
い
ふ
も
の
と

　
　
し
て
カ
ン
ト
的
思
惟
の
群
薄
の
内
へ
劉
達
し
入
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
出
立
し
て
有
る
も
の
の
有
の
規
定
が
進
行
の
内
に
齎
ら
さ
れ

　
　
得
る
と
こ
ろ
の
場
所
、
そ
の
場
所
に
到
達
し
た
と
い
ふ
確
信
の
内
に
、
カ
ン
ト
霞
身
は
生
き
て
み
る
。
こ
の
こ
と
は
更
に
思
置
る
一
つ
の

　
　
註
解
に
依
っ
て
証
拠
立
て
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
註
解
は
「
純
粋
理
性
批
覇
」
の
第
二
版
の
本
文
の
内
で
初
め
て
書
か
れ
た
の
で
あ
る

　
　
（
塑
9
切
お
膳
”
｝
⇔
旨
曾
）
、
す
な
は
ち
、

　
　
　
「
か
く
し
て
統
覚
の
綜
合
豹
統
一
は
最
高
点
で
あ
り
、
そ
の
点
に
ひ
と
は
一
切
の
悟
性
使
翔
を
、
論
理
学
金
体
さ
へ
を
も
、
そ
し
て
そ



　
　
れ
〈
論
理
学
〉
に
従
っ
て
超
越
論
的
一
哲
学
を
、
結
び
着
け
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
、
楚
に
こ
の
能
力
〔
上
に
書
は
れ
た
統
覚
〕
は

　
　
悟
性
そ
れ
自
身
で
あ
る
」
と
。

　
　
統
覚
と
は
次
の
こ
と
を
意
味
す
る
、
す
な
は
ち
そ
れ
は
、
1
、
予
め
一
切
の
表
象
作
用
の
内
に
そ
の
作
用
と
共
に
〈
あ
っ
て
〉
統
一
し

　
　
つ
つ
あ
る
く
働
き
〉
と
し
て
そ
の
場
に
居
合
せ
て
み
る
こ
と
で
あ
り
、
2
、
統
一
の
か
く
の
如
き
先
与
に
際
し
て
同
時
に
触
発
へ
差
向
け

　
ら
れ
て
る
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
や
う
に
理
解
さ
れ
た
る
統
覚
は
「
そ
れ
に
ひ
と
が
…
論
理
学
全
体
を
…
結
び
着
け
ね
ば
な
ら
な
い
と
こ

　
ろ
の
最
高
点
」
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
、
そ
れ
へ
ひ
と
が
結
び
着
け
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
は
言
っ
て
み
な
い
。
も
し
さ
う
言
ふ
と
す
れ
ば
、

　
論
理
学
全
体
は
、
こ
の
「
論
理
学
」
な
し
に
存
立
す
る
挙
る
も
の
へ
、
後
か
ら
追
加
的
な
仕
方
で
初
め
て
附
着
さ
れ
る
と
い
ふ
こ
と
に
な

　
　
る
で
あ
ら
う
。
超
越
論
的
統
覚
は
寧
ろ
「
そ
れ
に
」
論
理
学
全
体
が
論
理
学
と
し
て
既
に
結
び
着
き
依
偉
し
て
る
る
と
こ
ろ
の
「
最
高
点
」

　
　
で
あ
り
、
論
理
学
は
そ
の
点
を
、
論
理
学
の
本
質
全
体
が
超
越
論
的
統
覚
に
依
存
す
る
と
い
ふ
仕
方
で
、
充
た
し
て
み
る
の
で
あ
り
、
そ

　
　
れ
故
に
、
論
理
学
は
こ
の
根
源
か
ら
し
て
而
も
そ
の
や
う
な
仕
方
〈
す
な
は
ち
、
こ
の
根
源
か
ら
し
て
、
と
い
ふ
仕
方
〉
で
の
み
思
椎
さ

　
　
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
そ
れ
で
は
本
文
中
の
「
そ
れ
に
従
っ
て
」
と
い
ふ
こ
の
言
ひ
廻
し
は
一
体
何
を
意
味
し
て
み
る
の
か
。
そ
れ
は
論
理
学
全
体
が
そ
れ
自

　
　
身
だ
け
で
超
越
論
的
一
哲
学
に
秩
序
上
優
先
し
て
み
る
と
い
ふ
こ
と
を
意
味
し
て
み
る
の
で
は
な
く
、
次
の
こ
と
を
書
は
ん
と
し
て
み
る

　
　
の
で
あ
る
、
す
な
は
ち
そ
れ
は
、
論
理
学
全
体
が
超
越
論
的
統
覚
と
い
ふ
場
所
の
内
へ
編
入
さ
れ
て
秩
序
づ
け
ら
れ
て
る
る
場
合
に
初
め

　
　
て
且
そ
の
場
合
に
の
み
、
論
理
学
金
体
は
、
感
性
的
直
観
の
所
与
に
関
係
づ
け
ら
れ
た
批
判
的
有
業
の
内
部
に
於
て
機
能
を
、
す
な
は
ち

　
　
有
る
も
の
の
有
の
諸
概
念
（
諸
声
麟
．
）
と
諸
原
則
と
を
規
定
す
る
た
め
の
手
引
き
と
し
て
の
機
能
を
、
果
し
得
る
の
で
あ
る
、
と
い
ふ
こ

　
　
と
で
あ
る
。
事
態
は
そ
の
や
う
で
あ
る
、
何
故
な
ら
ば
、
　
「
第
一
の
純
粋
な
る
悟
性
認
識
」
　
〔
す
な
は
ち
、
有
る
も
の
の
有
の
基
準
決
定

　
　
的
な
上
刻
〕
は
「
統
覚
の
根
源
的
な
綜
合
的
統
一
の
原
則
」
で
あ
る
、
か
ら
で
あ
る
（
費
飛
し
d
回
。
。
刈
）
。
従
っ
て
、
こ
の
原
則
は
一
に
す
る

　
　
こ
と
の
原
購
で
あ
り
、
　
「
統
こ
は
決
し
て
単
な
る
一
緒
に
と
い
ふ
こ
と
で
は
な
く
、
そ
れ
は
一
に
し
つ
つ
－
集
摂
し
つ
つ
あ
る
の
で

脇　
　
　
　
　
　
膚
に
つ
い
て
の
カ
ン
ト
の
テ
ー
ゼ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
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5
　
あ
り
、
本
源
的
な
意
味
に
於
け
る
ま
実
り
で
あ
る
が
、
と
は
い
へ
そ
の
ま
這
の
は
我
－
主
体
の
上
へ
と
置
き
移
さ
れ
置
き
変
へ
ら
れ
て

　
　
み
る
。
こ
の
ま
な
の
が
そ
れ
自
身
の
下
に
「
論
理
学
全
体
」
を
拘
留
し
て
み
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
カ
ン
ト
は
、
純
粋
理
性
の
批
判
の
結
果
と
し
て
変
転
さ
れ
た
有
論
、
そ
れ
は
有
る
も
の
の
有
を
経
験
の
難
象
の
対
象
性
と
し
て
追
思
す

　
　
る
の
で
あ
る
が
、
さ
う
い
ふ
難
論
を
超
越
論
的
－
哲
学
と
い
ふ
名
前
で
呼
ん
で
み
る
。
そ
れ
〈
す
な
は
ち
超
越
論
的
一
哲
学
と
し
て
の
有

　
　
論
〉
は
論
理
学
に
基
づ
い
て
み
る
。
併
し
、
そ
の
論
理
学
は
最
早
形
式
論
理
学
で
は
な
く
、
超
越
論
的
統
覚
の
根
源
的
な
綜
合
的
統
一
か

　
　
ら
規
定
さ
れ
た
論
理
学
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
論
理
学
に
層
層
は
基
づ
く
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
既
に
書
は
れ
た
こ
と
、
す
な
は
ち
有

　
　
と
存
在
と
は
そ
れ
磨
身
を
悟
性
使
用
へ
の
関
は
り
合
ひ
か
ら
規
定
す
る
と
い
ふ
こ
と
を
、
確
証
す
る
。

　
　
　
有
る
も
の
の
有
の
解
釈
を
導
く
主
導
標
題
は
こ
こ
で
も
な
ほ
次
の
や
う
に
書
は
れ
て
る
る
、
す
な
は
ち
、
有
と
思
惟
と
。
併
し
、
適
正

　
　
な
る
悟
性
使
用
は
次
の
こ
と
に
も
と
づ
い
て
み
る
、
す
な
は
ち
そ
れ
は
、
定
立
し
つ
つ
…
判
断
す
る
表
象
作
用
と
し
て
の
思
惟
、
す
な
は

　
　
ち
定
立
に
し
て
命
題
と
し
て
の
思
惟
は
、
如
何
な
る
場
合
に
於
て
も
超
越
論
的
統
覚
か
ら
規
定
さ
れ
て
る
る
と
と
も
に
感
覚
に
依
る
触
発

　
　
へ
関
係
づ
け
ら
れ
て
る
る
、
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
思
惟
は
、
人
間
の
、
感
性
に
依
っ
て
襲
は
れ
捉
へ
ら
れ
た
る
主
体
性
す
な
は
ち
有
限

　
　
的
主
体
性
の
内
へ
と
、
沈
め
入
れ
ら
れ
て
み
る
の
で
あ
る
。
　
「
我
思
惟
す
」
と
は
次
の
こ
と
を
言
ふ
、
す
な
は
ち
、
我
は
、
諸
表
象
の
感

　
　
性
的
に
与
へ
ら
れ
た
る
繋
る
多
様
性
を
、
統
覚
の
統
一
、
そ
の
統
一
は
諸
々
の
純
粋
悟
性
概
念
す
な
は
ち
玄
馬
瞬
の
明
確
に
限
界
づ
け
ら

　
　
れ
た
多
様
の
内
へ
と
そ
れ
自
身
を
分
節
す
る
の
で
あ
る
が
、
統
覚
の
さ
う
い
ふ
統
一
を
予
め
観
取
し
つ
つ
そ
の
予
観
に
も
と
づ
い
て
、
結

　
　
合
す
る
と
。

　
　
　
悟
性
の
本
質
を
批
判
的
に
展
開
す
る
こ
と
と
一
に
於
て
、
悟
性
の
使
用
の
制
隈
、
す
な
は
ち
、
感
性
的
直
観
と
そ
の
直
観
の
純
粋
轡
形

　
　
式
と
を
通
し
て
与
へ
ら
れ
る
も
の
、
さ
う
い
ふ
も
の
の
限
定
に
悟
性
の
使
糟
を
制
限
す
る
こ
と
が
、
行
は
れ
て
ゆ
く
。
逆
に
、
悟
性
使
用

　
　
を
経
験
に
局
限
す
る
こ
と
は
同
時
に
、
悟
性
そ
れ
自
身
の
一
層
根
源
的
な
本
質
規
定
へ
の
軌
道
を
開
く
。
定
立
の
内
で
定
立
さ
れ
る
も
の

　
　
は
、
弄
る
与
へ
ら
れ
た
も
の
が
定
立
さ
机
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
与
へ
ら
れ
た
も
の
は
そ
れ
自
身
、
か
く
の
如
き
定
立
作
用
と



定
置
作
用
と
に
依
っ
て
そ
の
定
立
作
用
と
定
置
作
用
に
と
っ
て
、
対
置
的
に
立
て
ら
れ
た
も
の
す
な
は
ち
対
象
に
な
り
、
対
向
的
に
投
げ

ら
れ
た
も
の
す
な
は
ち
客
体
に
な
る
の
で
あ
る
。
定
立
さ
れ
て
あ
る
こ
と
（
勺
。
ω
圃
鼠
。
⇔
）
す
な
は
ち
有
は
、
変
じ
て
対
象
性
に
な
る
。
カ

ン
ト
は
「
純
粋
理
性
批
判
」
の
内
で
、
例
へ
ば
、
有
に
つ
い
て
の
彼
の
テ
…
ゼ
の
肯
定
的
陳
述
の
内
に
於
け
る
が
如
く
、
な
ほ
物
と
い
ふ

こ
と
を
語
っ
て
み
る
と
は
い
へ
、
そ
の
場
合
「
物
」
は
つ
ね
に
、
表
象
さ
れ
た
或
る
も
の
つ
ま
り
X
、
と
い
ふ
最
も
広
い
意
味
に
於
け
る

対
－
象
、
客
i
体
を
意
味
し
て
み
る
。
従
っ
て
、
カ
ン
ト
は
「
純
粋
理
性
批
判
」
の
第
二
版
の
序
言
の
内
で
（
し
d
×
×
＜
H
目
）
次
の
如
く
に

言
ふ
の
で
あ
る
、
す
な
は
ち
、
批
判
は

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も

　
「
客
体
を
二
様
の
意
義
に
於
て
解
す
る
こ
と
を
教
へ
る
、
す
な
は
ち
、
現
象
と
し
て
か
、
或
ひ
は
物
自
体
と
し
て
か
」
と
。
　
（
未
完
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
辻
村
公
一
訳
）

　
　
　
こ
こ
に
邦
訳
さ
れ
た
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
教
授
の
寄
稿
論
文
に
つ
い
て
、
訳
者
は
次
の
経
緯
を
報
告
し
て
麗
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
昨
年
十
二
月
、
訳
者

　
　
が
教
授
に
田
辺
先
生
の
御
病
床
の
様
子
、
御
節
表
の
こ
と
、
及
び
『
哲
学
研
究
撫
の
追
悼
記
念
号
の
計
画
に
つ
い
て
書
き
、
何
か
無
識
の
一
文
を
寄

　
　
稿
し
て
下
さ
る
こ
と
を
依
頼
し
た
の
に
対
し
て
、
教
授
は
そ
の
当
時
黄
疸
に
罹
っ
て
を
ら
れ
一
時
は
重
篤
な
る
状
態
に
陥
っ
て
を
ら
れ
た
の
で
あ
る

　
　
が
、
ク
リ
ス
マ
ス
の
臼
に
臥
床
さ
れ
た
ま
ま
薩
ち
に
御
返
事
を
下
さ
れ
、
そ
の
一
節
に
は
次
の
如
く
に
書
か
れ
て
み
た
。
　
「
深
く
尊
敬
す
る
田
辺
教

　
　
授
の
御
病
気
、
御
遊
去
、
御
葬
儀
の
こ
と
に
つ
い
て
知
ら
せ
て
く
だ
さ
っ
て
、
有
難
う
。
遽
悼
記
念
号
の
楼
観
は
大
変
結
構
で
す
。
…
私
に
は
、
鱈

　
　
　
の
書
ふ
の
と
は
別
の
考
へ
が
あ
り
ま
す
、
そ
れ
は
論
文
「
有
に
つ
い
て
の
カ
ン
ト
の
テ
ー
ゼ
」
の
一
部
又
は
全
部
を
、
右
の
記
念
号
へ
の
寄
稿
と
す

　
　
る
と
い
ふ
援
案
で
す
。
こ
の
手
紙
と
同
時
に
飛
行
便
で
右
の
論
文
を
一
冊
君
の
と
こ
ろ
に
送
ら
せ
ま
す
」
と
。
敦
授
自
身
適
悼
文
を
書
く
こ
と
の
不

　
　
可
能
な
状
態
に
を
ら
れ
た
こ
と
、
更
に
亦
思
想
家
と
し
て
の
田
辺
先
生
を
記
念
す
る
た
め
に
は
自
分
自
身
の
思
維
作
品
を
以
て
す
べ
き
で
あ
る
と
い

　
　
ふ
こ
と
、
さ
う
い
ふ
こ
と
か
ら
こ
の
論
文
の
邦
訳
を
寄
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
と
思
は
れ
る
。
そ
の
こ
と
に
対
し
て
、
訳
者
は
田
辺
先
生
の
門
下
の
末

　
　
に
列
な
る
者
と
し
て
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
…
教
授
の
終
始
楡
る
こ
と
な
き
御
好
意
に
深
甚
な
る
感
謝
の
意
を
表
し
て
麗
き
た
い
と
思
ふ
。
尚
こ
の
論
文
は

　
　
カ
ン
ト
に
つ
い
て
の
教
授
の
最
も
新
し
い
思
想
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
　
（
訳
考
）
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