
ヘ
ー
ゲ
ル
『
精
神
現
象
学
』
に
於
け
る
「
自
意
識
」
の
研
究
序
説
　
三

ヘ
ー
ゲ
ル
『
精
神
現
象
学
』
に
於
け
る
「
主
と
奴
」
の
弁
証
法
に
つ
い
て

一
推
論
と
判
断
一

稲

葉

稔

四

　
　
　
「
主
と
賦
し
或
は
「
支
配
と
隷
属
」
の
弁
証
法
は
、
相
互
承
認
で
は
な
く
一
方
的
承
認
と
い
う
相
の
中
で
の
、
「
自
意
識
し
（
独
存
存
在
）

　
　
の
「
真
網
的
真
理
」
を
鋤
ず
浮
Φ
津
に
関
す
る
、
従
っ
て
「
自
意
識
」
の
真
網
的
述
語
に
関
す
る
、
判
断
的
ロ
ゴ
ス
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
自

　
　
立
憲
意
識
」
睦
「
奴
的
意
識
」
、
「
奴
的
独
存
存
在
」
耽
「
自
立
的
対
象
的
鴨
O
N
ヨ
」
と
い
う
判
断
で
あ
っ
た
。
一
方
的
不
平
等
的
承
認
と

　
　
い
う
関
係
の
中
で
、
夫
々
の
「
自
意
識
扁
の
「
真
相
」
を
見
よ
う
と
す
る
ロ
ゴ
ス
で
あ
っ
た
。
簡
単
に
雷
え
ば
、
相
互
承
認
で
は
な
く
一

　
　
方
的
承
認
と
い
う
も
の
が
ど
う
い
う
も
の
に
な
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
で
こ
の
「
自
意
識
」
の
「
真
相
的
真
理
」
と
い
う
こ
と
を
、

　
　
一
「
自
意
識
」
で
は
な
く
階
級
或
は
国
家
と
い
う
共
同
体
に
ま
で
拡
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
々
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
主
と
奴
」
の
弁
証

　
　
法
の
中
に
、
所
謂
歴
史
変
革
の
論
理
を
見
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
し
か
し
な
が
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
が
「
主
と
奴
隔
の
弁
証
法
の
終
り
に
於
い
て
叙
述
し
た
よ
う
に
、
「
千
丁
独
楽
存
在
」
一
1
「
慮
立
的
対
象
的

　
　
閃
。
巴
鶯
」
の
判
断
に
於
い
て
、
奴
的
意
識
の
対
自
的
相
で
あ
る
》
舅
霞
ヨ
《
は
、
む
し
ろ
「
限
定
さ
れ
た
」
と
こ
ろ
の
》
閃
。
同
ヨ
《
で
あ
り
、

236　
　
　
　
　
　
ヘ
ー
ゲ
ル
『
精
神
現
象
学
』
に
於
け
る
「
自
意
識
」
の
研
究
序
説
　
三
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
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従
っ
て
物
の
純
粋
な
享
受
に
於
け
る
が
如
き
「
否
定
性
そ
れ
自
体
」
で
は
な
い
、
即
ち
意
識
と
し
て
の
意
識
が
持
つ
否
定
性
で
は
な
い
。

奴
的
意
識
の
対
自
相
で
あ
る
こ
の
》
鰹
①
お
『
Φ
閃
霞
露
《
に
は
、
他
一
般
を
限
定
し
否
定
し
得
る
「
否
定
性
」
が
な
い
。
こ
の
「
純
粋

な
頃
○
同
輩
」
は
「
否
定
性
」
の
働
き
を
そ
れ
自
身
と
し
て
は
持
っ
て
い
な
い
G
否
、
却
っ
て
そ
れ
は
、
主
の
推
論
の
最
終
述
語
と
し
て
、

（「

蛛
@
　
奴
ー
ー
物
の
純
粋
な
閃
O
種
麹
」
）
、
主
の
欲
求
的
享
受
に
よ
っ
て
欲
求
的
に
否
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
個
別
的
な
》
閃
霧
ヨ
《
に
過

ぎ
な
い
。
従
っ
て
奴
的
意
識
自
身
の
対
自
的
相
で
あ
る
こ
の
》
象
Φ
器
ぎ
①
男
。
樋
ヨ
《
は
、
催
別
の
否
定
と
し
て
普
遍
で
あ
る
と
こ
ろ
の

》
繰
①
器
一
器
閃
霞
目
《
で
は
な
い
、
意
識
と
し
て
自
ら
否
定
性
そ
の
も
の
で
あ
る
「
否
定
性
そ
れ
自
体
」
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
奴
的

導
入
存
在
の
述
語
で
あ
る
こ
の
》
黛
①
器
ぎ
。
閃
o
H
旨
《
は
、
主
語
に
薄
し
て
》
留
ω
♂
＜
甜
窪
《
（
生
き
た
「
否
定
性
そ
れ
自
体
」
）
た
る

意
識
を
与
え
得
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
e
「
奴
田
草
存
存
在
」
目
「
自
立
的
対
象
的
舅
◎
触
ヨ
」
と
い
う
判
断
は
形
成
せ
ら
れ
た
の
で

あ
る
が
、
⇔
こ
の
「
自
立
的
対
象
」
が
罵
時
に
膚
発
的
な
「
否
定
性
そ
れ
自
体
」
と
し
て
意
識
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
奴
的

意
識
は
こ
れ
を
外
に
主
に
於
い
て
兇
る
ぽ
か
り
で
あ
る
。
こ
の
e
及
び
⇔
の
二
つ
の
契
機
は
奴
的
意
識
自
身
に
と
っ
て
は
二
つ
に
分
裂
し

た
ま
ま
で
あ
り
、
従
っ
て
一
つ
の
意
識
の
中
へ
と
根
本
的
に
統
一
せ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
事
態
の
困
難
さ
を
ヘ
ー
ゲ
ル
は
余
す
と
こ
ろ

な
く
羅
ゴ
ス
的
に
見
て
と
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
何
等
感
傷
的
な
甘
さ
は
な
い
◎
ロ
ゴ
ス
の
的
確
さ
が
あ
る
ば
か
り
で
あ
る
。

そ
れ
故
に
こ
そ
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
『
精
神
現
象
学
』
に
於
い
て
「
主
と
奴
」
に
続
い
て
、
「
妓
嬬
と
「
主
」
と
の
、
正
確
に
言
え
ば
右
の
e
と

◎
の
契
機
の
、
一
「
自
意
識
」
に
於
け
る
統
一
と
し
て
、
「
ス
ト
ア
主
義
」
、
（
「
ス
ト
ア
主
義
が
》
｛
貯
。
。
一
〇
ズ
に
な
っ
た
も
の
と
し
て
）

「
懐
疑
主
義
」
、
及
び
（
こ
の
前
二
者
の
統
一
と
し
て
）
「
不
幸
な
る
意
識
」
を
問
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
一
般
に

下
剋
上
と
は
い
っ
て
も
、
問
題
は
そ
れ
程
簡
単
で
は
な
い
。
単
に
下
が
上
と
な
り
、
上
が
下
と
な
る
だ
け
で
あ
る
と
す
れ
ぽ
、
そ
れ
は
単

な
る
繰
り
返
し
、
或
は
位
置
の
交
代
に
過
ぎ
な
い
。
下
が
か
っ
て
の
上
以
上
に
な
ら
な
け
れ
ぽ
、
従
っ
て
ま
た
そ
れ
と
一
つ
に
、
上
も
か

つ
て
の
上
で
は
な
く
な
る
の
で
な
け
れ
ば
、
本
当
の
意
味
は
な
い
筈
で
あ
る
。



　
　
　
以
上
の
こ
と
を
念
頭
に
遣
い
た
上
で
、
「
主
と
奴
」
の
弁
証
法
的
叙
述
の
結
末
を
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
寮
ゴ
ス
に
即
し
つ
つ
而
も
ヘ
ー
ゲ
ル
と

　
　
は
別
個
に
、
今
工
度
要
約
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
ヴ
エ
ヒ
ゼ
ソ

　
　
　
主
の
「
本
質
」
は
推
論
で
あ
る
。
即
ち
主
は
、
自
己
と
「
物
の
自
立
性
」
と
の
間
へ
奴
的
意
識
を
評
語
と
し
て
揺
堕
し
、
「
物
の
自
立
性

　
　
の
側
面
」
は
こ
と
ご
と
く
奴
的
意
識
に
割
り
当
て
る
。
奴
的
意
識
は
物
の
自
立
性
、
更
に
的
確
に
言
え
ば
、
対
立
的
に
存
在
し
て
い
る
直

　
　
接
的
》
閾
。
同
ヨ
《
に
苦
し
め
ら
れ
な
が
ら
、
汗
の
労
働
に
よ
っ
て
こ
れ
を
否
定
的
に
止
揚
し
、
以
て
「
欲
求
」
（
主
）
の
欲
す
る
》
象
Φ

　
　
器
冒
Φ
哨
o
H
導
《
　
を
形
成
的
に
取
り
出
す
。
と
こ
ろ
で
、
主
は
労
働
す
る
主
語
で
は
な
く
、
享
受
た
る
「
本
質
」
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
で

　
　
は
物
は
、
形
成
さ
れ
た
》
頃
。
触
葺
《
と
し
て
の
自
立
性
に
於
い
て
現
わ
れ
ず
、
欲
求
の
対
象
と
し
て
加
工
さ
れ
た
物
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。

　
　
主
は
「
欲
求
」
で
あ
り
、
欲
求
の
抑
綱
を
必
然
的
に
要
求
せ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
「
労
働
」
で
は
な
い
が
故
に
、
か
か
る
意
味
の
自
立

　
　
的
》
燗
。
同
誌
《
を
自
立
的
》
国
。
罵
湧
《
と
し
て
見
る
こ
と
が
な
い
。
主
は
か
か
る
》
閏
。
騰
導
《
を
見
な
い
と
い
う
意
味
で
「
欲
求
」
で
あ
り
、

　
　
欲
求
の
対
象
の
享
受
的
否
定
と
し
て
推
論
的
「
本
質
」
で
あ
る
。
こ
の
推
論
の
主
語
は
最
終
述
語
と
し
て
実
は
》
象
。
器
ぎ
Φ
舅
。
村
ヨ
《

　
　
を
所
有
し
な
が
ら
、
こ
の
》
閃
寒
葵
《
を
見
な
い
と
い
う
意
味
で
そ
れ
を
欲
求
的
に
否
定
す
る
力
で
あ
る
、
「
否
定
性
そ
れ
自
体
偏
で
あ
る
。

　
　
享
受
的
推
論
は
こ
の
》
閃
。
種
白
《
を
見
な
い
と
い
う
仕
方
で
こ
の
限
定
さ
れ
た
個
別
的
》
男
o
H
露
《
を
否
定
し
得
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、

　
　
か
か
る
「
限
定
さ
れ
た
（
個
別
的
）
存
在
」
（
区
別
）
を
否
定
し
自
己
同
一
（
普
遍
）
に
還
帰
し
得
る
「
欲
求
」
の
大
き
さ
、
主
の
推
論
の

　
　
大
き
さ
が
あ
る
。
主
が
髭
量
器
σ
q
無
守
③
壽
。
。
魯
《
或
は
「
否
定
性
そ
れ
自
体
馬
と
這
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。

　
　
　
が
し
か
し
他
方
、
主
は
物
の
形
i
成
的
》
司
。
同
旨
《
を
そ
れ
と
し
て
見
て
は
い
な
い
と
い
う
仕
方
で
こ
の
物
を
否
定
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、

　
　
そ
れ
の
否
定
は
盲
芭
約
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
限
定
さ
れ
た
個
別
的
》
男
陰
日
《
を
》
団
。
婦
導
《
と
し
て
見
た
上
で
の
、
そ
れ
の
止
揚
で
は

　
　
な
い
。
享
受
は
形
－
成
的
》
閃
o
H
ヨ
《
を
見
る
こ
と
の
出
来
ぬ
盲
撃
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
》
象
。
冨
ぎ
①
閏
。
憎
ヨ
《
こ
そ
実
は
薄
象
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
レ
メ
ン
ト

　
　
相
と
な
っ
た
奴
自
身
の
内
的
聯
繋
存
在
で
あ
り
、
奴
的
意
識
の
「
本
領
」
で
あ
る
が
故
に
、
こ
こ
に
主
は
奴
的
意
識
の
「
本
領
」
を
見
逃

　
　
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
主
は
弾
雨
意
識
を
主
語
と
す
る
「
判
断
」
の
内
容
を
、
即
ち
こ
の
「
判
断
」
の
「
固
有
の
意
味
」
を
理
解
す
る
こ

256　
　
　
　
　
　
へ
…
ゲ
ル
『
繕
神
現
象
学
』
に
於
け
る
「
自
意
識
」
の
研
究
序
説
　
三
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
四
三



626

哲
学
研
究
　
第
五
酉
十
八
号

贋
四

と
が
繊
来
な
い
。
し
か
も
こ
の
判
断
こ
そ
推
論
の
後
半
を
形
成
し
て
い
る
判
断
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
推
論
は
、
推
論
形
成
の
真
の

内
容
を
自
覚
し
な
い
形
式
的
連
結
と
な
り
、
推
論
形
成
の
過
程
の
力
強
さ
を
失
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
労
せ
ざ
る
固
定
的
既
成
的
推
論
と
な

り
、
従
っ
て
そ
れ
自
身
一
つ
の
限
定
さ
れ
た
形
或
は
形
式
と
な
る
。
鍵
論
的
享
受
は
形
成
的
》
切
霞
露
《
を
見
ず
、
そ
れ
の
欲
求
的
盲
呂

的
否
定
と
し
て
「
存
立
」
を
持
た
な
い
「
消
滅
」
で
あ
る
が
故
に
、
却
っ
て
逆
に
固
定
的
既
成
的
な
形
…
そ
れ
は
ま
た
一
つ
の
閃
。
触
簿

で
あ
ろ
う
一
と
し
て
、
絶
え
ず
自
ら
を
維
持
し
支
え
ね
ぽ
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
、
そ
れ
は
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
。
主
は
限
定
さ
れ
た
緬
別
的
》
男
梅
津
《
　
（
区
別
）
を
享
受
的
に
即
ち
》
閃
窪
ヨ
《
と
し
て

見
な
い
仕
方
で
否
定
し
て
自
己
岡
一
（
普
遍
）
に
里
帰
す
る
と
こ
ろ
の
》
審
ω
≦
＄
Φ
奥
で
は
あ
る
。
し
か
し
こ
の
個
別
の
止
揚
と
し
て

の
普
遍
は
、
享
受
と
し
て
「
紺
象
的
側
面
即
ち
自
立
的
存
在
」
を
持
た
な
い
故
に
、
更
に
向
上
的
に
自
己
を
》
窯
鼠
Φ
口
《
し
て
ゆ
く
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

は
な
い
、
即
ち
自
己
自
身
を
普
遍
的
対
象
的
相
に
於
い
て
見
て
ゆ
く
と
こ
ろ
の
普
遍
と
は
な
ら
な
い
。
推
論
の
主
語
は
、
享
受
と
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

「
対
象
的
側
面
即
ち
自
立
的
存
在
」
を
持
た
な
い
故
に
、
自
己
の
述
語
を
対
自
的
に
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
Q
こ
の
主
語
は
、
対
象
的
で

あ
る
べ
き
述
語
と
し
て
は
「
奴
的
意
識
」
し
か
な
い
で
あ
ろ
う
、
従
っ
て
ま
た
後
巻
の
形
成
的
》
閏
。
民
欝
《
し
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ

ろ
が
そ
れ
は
主
語
に
と
っ
て
自
己
の
述
語
と
は
な
ら
な
い
、
そ
れ
故
に
こ
そ
主
語
は
、
そ
れ
を
自
己
の
述
語
で
は
な
い
と
享
受
的
に
否
定

し
て
ゆ
く
。
が
結
局
の
と
こ
ろ
、
主
語
に
と
っ
て
、
対
象
的
述
語
と
し
て
は
そ
の
述
語
し
か
次
に
ま
た
出
て
来
な
い
。
即
ち
、
こ
の
普
遍

　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

は
述
語
的
に
絶
え
ず
個
別
的
》
閃
霞
ヨ
《
に
脱
落
す
る
普
遍
で
あ
り
、
産
別
の
止
揚
が
述
語
的
に
は
再
び
個
別
な
の
で
あ
る
、
個
別
と
し

て
反
復
的
に
現
わ
れ
て
来
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
そ
う
い
う
止
揚
な
の
で
あ
る
。
享
受
的
推
論
は
、
か
く
て
固
定
的
反
復
約
推
論
と
し
て
、

最
終
述
語
的
に
絶
え
ず
個
別
（
鰻
定
さ
れ
た
》
閃
。
村
ヨ
《
）
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
享
受
的
推
論
の
主
語
は
、
か
く
し
て
備
別
的
述
語
に
、

従
っ
て
奴
的
意
識
の
「
本
領
」
に
、
実
は
徹
底
的
に
限
定
せ
ら
れ
て
お
り
、
主
語
は
絶
え
ず
最
終
述
語
的
に
、
限
定
さ
れ
た
　
》
閃
。
頃
ヨ
《

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

そ
の
も
の
と
推
論
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
主
の
普
遍
た
る
「
本
質
」
は
皮
網
に
過
ぎ
ず
、
享
受
的
推
論
の
主
語
の
「
真
相
」
は
、
最
終
述

へ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

語
的
に
、
個
別
的
》
屑
O
H
導
《
に
他
な
ら
な
い
。
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否
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
こ
の
享
受
的
推
論
の
主
語
は
、
霞
己
自
身
が
最
終
述
語
的
に
「
限
定
さ
れ
た
閃
。
鴎
ヨ
」
で
あ
る
こ
と
を
決

し
て
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
既
に
上
述
の
よ
う
に
、
欲
求
的
享
受
は
欲
求
の
抑
制
で
は
な
い
が
故
に
、
一
般
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

》
舅
o
H
ヨ
《
を
見
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
享
受
的
推
論
の
主
語
の
「
真
盛
」
は
、
こ
の
述
語
網
の
主
語
内

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

還
帰
に
よ
り
、
宮
己
が
一
つ
の
限
定
さ
れ
た
》
閃
塁
壁
《
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
得
な
い
と
こ
ろ
の
》
国
。
酎
ヨ
《
、
即
ち
》
○
ぎ
ぴ
Q
げ
Φ
騨
《

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

に
他
な
ら
な
い
Q
と
こ
ろ
で
》
U
ヨ
ぴ
q
『
①
冨
《
こ
そ
》
じ
d
①
≦
柳
窪
ω
Φ
冒
ぎ
低
興
○
Φ
。
・
欝
詳
餌
興
U
冒
σ
q
冨
津
《
に
於
い
て
「
奴
的
意
識
を
特

徴
づ
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
「
自
立
的
意
識
の
真
相
は
奴
的
意
識
な
の
で
あ
る
」
。

　
（
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
は
、
自
主
自
立
的
意
識
が
如
何
に
し
て
依
存
的
非
自
立
的
意
識
、
或
は
「
物
と
い
う
形
態
に
於
け
る
意
識
」
に
堕
し

て
ゆ
く
か
の
弁
証
法
的
過
程
を
、
過
程
と
し
て
、
詳
細
に
叙
述
し
て
い
な
い
。
少
な
く
と
も
、
奴
的
意
識
が
主
と
の
関
係
か
ら
の
み
見
ら

れ
て
来
た
在
り
方
か
ら
離
れ
て
、
》
鴛
§
傷
暁
曾
。
。
凶
。
び
ω
鮎
げ
纂
《
な
在
り
方
に
於
い
て
、
「
紺
自
的
に
独
存
存
在
」
鵠
H
巴
。
プ
撫
子
。
・
計

弾
器
閏
貯
既
。
び
ω
①
ぼ
と
な
り
、
同
時
に
自
己
の
内
に
還
帰
し
て
「
自
己
固
有
の
意
殊
」
Φ
卿
σ
q
⇒
禽
ω
ぎ
離
と
な
る
と
い
う
判
断
的
過
程
を
彼

が
叙
述
し
て
来
た
の
と
相
応
ず
る
よ
う
な
仕
方
で
は
、
そ
れ
は
書
及
さ
れ
て
は
い
な
い
。
そ
れ
に
は
多
く
の
理
由
が
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、

そ
の
理
由
の
一
つ
は
、
『
精
神
現
象
学
』
は
何
処
ま
で
も
意
識
自
身
の
向
上
的
》
じ
d
嬬
裏
面
《
の
過
程
の
叙
述
で
あ
っ
て
、
向
下
的
で
あ

る
よ
う
な
、
云
わ
ぽ
》
団
韓
ぼ
崔
§
σ
q
《
の
過
程
の
そ
れ
で
は
決
し
て
な
い
こ
と
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。
後
者
の
如
き
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
念
頭
に

は
全
く
な
い
。
　
『
精
神
現
象
学
』
は
向
上
的
に
云
わ
ぽ
全
く
前
向
き
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
た
と
い
後
を
振
り
向
く
場
合
で
も
、
そ
れ
は

後
に
残
さ
れ
て
い
る
も
の
を
》
磐
ま
Φ
≦
鋤
年
①
口
《
す
る
た
め
で
あ
っ
て
、
決
し
て
後
に
は
進
ま
な
い
、
即
ち
退
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
）

　
　
　
　
　
　
　
　
ヴ
エ
　
ゼ
ソ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
レ
メ
ソ
ト

　
自
立
的
意
識
の
「
本
質
」
が
享
受
的
推
論
に
あ
れ
ぽ
、
奴
的
意
識
の
「
本
領
し
は
形
i
成
的
判
断
に
あ
る
。
し
か
も
実
に
、
こ
の
形
一
成

的
判
断
の
主
語
は
漸
時
に
、
推
論
を
推
進
し
形
成
す
る
媒
語
と
し
て
こ
の
推
論
中
に
包
摂
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
我
々
は
両
春

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

を
単
に
並
列
的
乃
至
は
序
列
的
に
並
べ
て
お
い
て
す
ま
す
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
両
者
は
一
つ
の
推
論
の
中
で
、
即
ち
奴
的
意
識
を
密
語

　
　
　
　
　
　
　
　
へ

と
す
る
盆
的
推
論
の
中
で
、
相
対
決
さ
れ
相
合
わ
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q

ヘ
ー
ゲ
ル
『
精
神
現
象
学
』
に
於
け
る
「
自
意
識
」
の
研
究
序
説
　
一
工

四
五



　
　
　
　
　
　
折
目
学
研
究
　
　
第
五
菅
門
十
八
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
悶
ニ
ハ

286　
　
　
こ
の
こ
と
は
、
上
述
の
我
々
の
分
析
に
於
い
て
既
に
半
ば
な
さ
れ
て
い
る
。
我
々
の
分
析
の
結
果
は
こ
う
で
あ
っ
た
。
享
受
的
推
論
の

　
　
主
語
は
、
多
重
意
識
の
「
本
領
」
で
あ
る
形
一
成
的
》
舅
鶏
ヨ
《
を
見
得
な
い
と
い
う
仕
方
で
こ
れ
を
欲
求
享
受
的
に
否
定
す
る
こ
と
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
り
、
却
っ
て
逆
に
絶
え
ず
、
即
ち
存
続
的
に
個
別
的
》
男
。
同
B
《
に
於
い
て
自
己
を
維
持
す
る
の
愚
な
く
、
か
く
て
こ
の
推
論
的
主
語
は

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

　
　
最
終
述
語
的
に
即
ち
個
別
的
》
閃
。
冠
ヨ
《
で
あ
る
よ
り
他
な
か
っ
た
。
こ
こ
に
於
い
て
主
的
意
識
は
述
語
的
に
は
即
ち
存
続
的
対
象
的
真

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

　
　
相
に
於
い
て
は
、
奴
的
意
識
と
全
く
同
じ
で
あ
る
。
し
か
も
こ
こ
で
主
的
意
識
は
「
欲
求
」
と
し
て
こ
の
個
別
的
》
閃
。
塊
ヨ
《
を
》
男
霞
曄
《

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
と
し
て
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
空
語
の
「
真
相
」
は
、
こ
の
述
語
絹
の
主
語
内
還
帰
に
よ
り
、
自
己
が
一
つ
の
限

　
　
定
さ
れ
た
》
頃
◎
肖
ヨ
《
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
得
ぬ
と
こ
ろ
の
限
定
さ
れ
た
》
囑
。
同
歯
《
、
即
ち
》
U
ヨ
σ
q
げ
鼠
其
で
あ
る
。
そ
れ
が
云
わ
ば

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
こ
の
享
受
的
推
論
の
「
固
有
の
意
味
」
で
あ
る
。
「
主
的
意
識
」
擁
「
限
定
さ
れ
た
舅
o
H
ヨ
し
と
い
う
判
断
は
、
形
一
成
的
判
断
で
は
な
く
、

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

　
　
享
受
的
推
論
の
完
了
態
で
あ
る
故
に
、
こ
の
判
断
全
体
は
こ
の
判
断
の
中
の
主
語
に
話
し
て
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
る
に
奴
筆
意

　
識
は
、
「
奴
的
意
識
」
1
1
「
限
定
さ
れ
た
司
o
H
§
」
と
い
う
形
一
成
的
判
断
に
於
い
て
、
判
断
の
述
語
が
主
語
に
対
し
て
ま
さ
し
く
主
語
の
述

　
　
語
と
し
て
明
示
さ
れ
て
い
る
が
故
に
、
主
語
は
「
対
自
的
に
独
存
存
在
扁
と
な
る
、
独
存
存
在
で
あ
る
こ
と
を
知
る
。
労
働
的
主
語
は
云

　
　
わ
ぽ
「
物
」
に
よ
っ
て
承
認
せ
ら
れ
て
い
る
、
が
享
受
的
主
語
は
そ
う
で
は
な
い
。
こ
こ
に
於
い
て
即
ち
右
の
二
つ
の
判
断
の
内
容
に
於

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

　
　
い
て
、
享
受
的
主
語
は
遂
に
労
働
的
主
語
に
及
ば
な
い
。
即
ち
形
－
成
的
判
断
の
「
固
有
の
意
味
」
の
方
が
享
受
的
推
論
の
最
終
述
語
（
従

　
　
っ
て
こ
の
推
論
の
主
語
が
真
に
見
る
こ
と
の
出
来
な
い
最
終
述
語
）
よ
り
強
い
の
で
あ
る
。
が
し
か
し
こ
の
形
－
成
的
判
断
は
推
論
の
中
に

　
包
摂
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
矛
唇
で
あ
る
。
こ
の
推
論
は
自
己
矛
盾
的
推
論
で
あ
る
。
即
ち
、
こ
の
推
論
（
連
結
）
は

　
破
ら
れ
分
裂
す
る
可
能
性
を
持
つ
。
主
的
意
識
と
奴
的
意
識
と
が
相
互
に
逆
転
し
得
る
論
理
的
所
以
で
あ
る
。

　
　
我
々
は
こ
こ
に
両
者
が
相
互
に
規
定
性
を
交
換
し
合
い
な
が
ら
、
反
対
の
も
の
に
移
行
し
得
る
の
を
見
る
。
そ
れ
は
以
上
の
論
述
に
よ

　
　
っ
て
明
ら
か
で
あ
ろ
う
が
、
単
純
な
形
に
直
し
て
言
え
ば
、
そ
れ
は
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
、
主
は
奴
的
意
識
に
対
し
「
絶
対
恐
怖
」
を

　
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
奴
的
意
識
に
「
即
自
的
独
存
存
在
し
を
与
え
、
更
に
彼
に
対
し
強
制
的
に
「
労
働
」
を
賦
す
こ
と
に
よ
り
、
彼
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に
対
し
更
に
「
自
己
（
温
存
存
在
）
を
対
自
的
糧
に
於
い
て
見
る
」
こ
と
を
与
え
る
。
換
言
す
れ
ば
、
主
は
物
の
「
自
立
性
」
を
こ
と
ご

と
く
奴
的
意
識
に
罪
し
つ
け
る
こ
と
に
よ
り
、
結
局
「
意
識
」
に
「
自
立
性
」
を
押
し
つ
け
、
奴
等
意
識
は
「
自
立
的
意
識
」
と
な
る
O

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

主
は
結
局
自
己
自
身
を
他
の
意
識
に
与
え
た
の
で
あ
る
。
逆
に
ま
た
奴
的
意
識
は
、
主
の
享
受
の
た
め
に
、
主
に
は
見
え
な
い
と
こ
ろ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

限
定
さ
れ
た
》
閃
o
H
ヨ
《
を
主
に
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
見
え
な
い
う
ち
に
主
に
限
定
さ
れ
た
》
男
。
同
ヨ
《
を
与
え
て
い
る
。
本
来
的
に

見
れ
ば
、
両
春
は
互
に
自
己
の
も
の
を
他
者
に
押
し
つ
け
合
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
両
者
は
互
に
自
己
を
他
者
の
真
碁
客
述
語
と
し
て
提

供
し
合
い
、
そ
の
真
相
的
述
語
を
互
に
交
換
し
合
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
た
だ
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
真
相
的
述
語
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
で
あ
る
G
主
が
奴
的
意
識
に
比
し
て
強
制

的
に
「
労
働
」
を
賦
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
云
わ
ば
単
な
る
「
外
」
の
こ
と
で
あ
り
な
が
ら
、
こ
の
「
外
」
は
奴
的
意
識
に
薄
し
「
自
己

を
自
立
的
対
象
的
相
に
於
い
て
見
る
」
こ
と
を
与
え
、
従
っ
て
こ
の
述
語
掘
は
主
語
内
に
還
帰
し
て
主
語
そ
の
も
の
の
「
叢
叢
」
と
な
る
。

奴
的
意
識
が
主
の
享
受
の
た
め
に
、
限
定
さ
れ
た
　
》
閃
o
H
欝
《
を
主
に
見
え
な
い
ま
ま
に
主
に
供
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
全
く
「
外
」
の

こ
と
で
あ
り
な
が
ら
、
こ
の
「
外
篇
は
見
え
な
い
ま
ま
に
主
自
身
の
「
内
」
に
な
る
。
述
語
梢
は
主
語
内
に
里
帰
し
て
主
語
そ
の
も
の
の

「
真
相
」
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
が
判
断
的
獄
ゴ
ス
の
力
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
（
私
が
真
相
的
述
語
と
言
う
所
以
で
あ
る
）
。
　
一
団

に
し
て
言
え
ば
、
そ
れ
は
「
外
」
の
恐
し
さ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
「
外
」
で
起
っ
て
い
る
こ
と
は
絶
対
に
「
内
」
で
起
る
の
で
あ
り
、

逆
に
「
内
」
で
起
る
こ
と
は
絶
対
に
「
外
」
で
起
る
と
い
う
、
ご
ま
か
し
の
き
か
な
い
、
油
断
も
隙
も
な
ら
ぬ
事
柄
に
外
な
ら
な
い
Q
そ
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し
て
こ
の
こ
と
こ
そ
、
『
精
神
現
象
学
』
の
「
自
意
識
」
と
い
う
場
に
於
い
て
単
純
に
言
い
表
わ
し
た
時
の
、
弁
証
法
の
核
心
で
あ
る
。
弁

証
法
と
は
、
こ
の
場
面
で
は
、
定
立
、
反
定
立
、
更
に
両
者
の
糟
互
否
定
的
止
揚
と
し
て
の
統
㎞
、
と
い
う
よ
う
な
、
断
謂
平
滑
的
な
数

式
的
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
る
。

五

ヘ
ー
ゲ
ル
『
精
神
現
象
学
』
に
於
け
る
「
富
意
識
」
の
研
究
序
説
　
三
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推
論
の
主
語
は
欲
求
的
享
受
と
し
て
、
奴
的
意
識
を
媒
語
と
し
て
所
有
し
、
そ
れ
を
媒
介
と
し
て
欲
求
の
対
象
を
述
語
と
し
て
所
有
す

る
。
形
成
的
判
断
の
主
語
は
》
象
①
お
ぎ
①
閃
。
瞳
ヨ
《
を
述
語
と
し
て
有
つ
。
主
語
は
述
語
を
所
有
す
る
。
或
は
逆
に
考
え
れ
ば
、
主
語
1
1

述
語
、
》
ω
一
ω
紳
℃
《
に
於
い
て
、
主
語
は
述
語
に
従
属
す
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
で
も
、
「
所
有
す
る
」
と
い
う
こ
と
を
広
い
意
味
で
考

え
る
と
す
れ
ぽ
、
主
語
が
述
語
に
従
属
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
主
語
が
述
語
に
所
有
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
従

っ
て
一
般
に
》
ω
貯
唱
《
に
於
い
て
、
そ
の
判
断
的
》
或
《
は
い
ず
れ
に
せ
よ
「
所
有
」
の
問
題
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
。
「
欲
求
」

は
い
ざ
知
ら
ず
、
「
妨
げ
ら
れ
た
欲
求
」
或
は
「
欲
求
の
停
止
し
と
し
て
の
労
働
的
形
成
的
主
語
に
於
い
て
す
ら
、
否
こ
こ
に
於
い
て
こ
そ
、

判
断
と
し
て
述
語
を
所
有
せ
ざ
る
を
得
な
い
G
我
々
は
こ
こ
に
、
一
般
に
判
断
が
従
っ
て
ま
た
推
論
が
－
一
般
に
広
義
の
認
識
或
は
知

そ
の
も
の
が
一
如
何
に
所
有
の
論
理
、
所
有
の
問
題
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
か
を
改
め
て
見
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
こ
の
こ
と

は
、
『
精
神
現
象
学
』
に
於
い
て
「
支
配
と
隷
属
扁
（
「
主
と
奴
」
）
の
叙
述
に
直
接
続
く
と
こ
ろ
の
「
ス
ト
ア
主
義
」
ω
8
霞
。
・
ヨ
器
、
「
懐

疑
主
義
扁
o
D
犀
⑦
讐
曵
。
・
ヨ
器
と
の
連
関
か
ら
考
え
て
み
る
時
、
一
層
明
ら
か
と
な
る
筈
で
あ
る
。

　
特
に
こ
こ
で
「
ス
ト
ア
主
義
」
を
取
り
上
げ
て
　
雇
う
な
ら
ば
、
ス
ト
ア
主
義
と
は
、
ま
ま
な
ら
ぬ
世
の
単
子
、
徴
の
浮
き
沈
み
か
ら
身

を
引
き
、
従
っ
て
ま
た
「
支
配
」
と
「
隷
属
」
と
の
い
ず
れ
か
ら
も
身
を
引
い
て
、
窃
ら
は
外
に
働
き
か
け
る
こ
と
も
な
く
、
又
外
か
ら

の
限
定
を
も
否
定
し
て
、
純
粋
に
主
体
の
内
面
に
沈
潜
し
、
こ
の
単
一
な
る
純
粋
な
盆
体
内
で
の
自
由
に
生
き
る
立
場
で
あ
っ
た
。
従
っ

て
そ
れ
は
、
緬
別
的
な
感
覚
性
に
限
定
さ
れ
ぬ
不
動
心
で
あ
り
、
外
な
る
「
限
定
さ
れ
た
存
在
」
一
般
に
、
（
形
成
）
判
断
的
に
も
（
享
受
）

推
論
的
に
も
関
わ
る
こ
と
か
ら
霞
覚
的
に
身
を
引
い
た
と
こ
ろ
の
、
主
体
内
で
の
普
遍
性
、
即
ち
自
由
と
し
て
の
思
惟
で
あ
る
。
こ
の
主

体
内
で
の
普
遍
性
郡
ち
自
由
と
し
て
の
思
惟
と
し
て
、
そ
れ
は
歴
史
的
に
は
、
個
別
的
崩
壊
的
な
ポ
リ
ス
を
超
え
た
普
遍
的
な
コ
ス
モ
ポ

リ
テ
ィ
ッ
ク
な
場
を
内
的
主
体
的
に
開
い
た
立
場
で
も
あ
っ
た
。
で
こ
の
純
粋
な
「
内
」
即
ち
普
遍
の
た
め
に
は
、
如
何
な
る
外
の
（
偶

然
的
）
個
別
も
必
要
で
は
な
い
、
否
、
そ
れ
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
普
遍
は
再
び
個
別
に
脱
落
し
て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

従
っ
て
ス
ト
ア
主
義
は
、
純
粋
に
「
内
」
を
守
る
た
め
に
如
何
な
る
「
外
」
を
も
有
た
な
い
濤
貧
の
立
場
で
あ
る
Q
そ
れ
は
、
純
粋
な
内
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的
普
遍
と
し
て
の
主
語
の
み
の
立
場
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
清
貧
（
虜
有
の
否
定
）
の
立
場
は
、
「
ス
ト
ア
主
義
」
の
簿
霞
的
に
な
っ
た
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形
態
で
あ
る
と
さ
れ
る
「
懐
疑
主
義
」
に
於
い
て
、
「
判
断
停
止
」
と
い
う
形
で
根
本
的
に
現
わ
に
な
る
。
何
故
な
ら
、
若
し
判
断
す
れ
ば
、

そ
れ
は
「
外
し
を
所
有
す
る
こ
と
、
或
は
「
外
」
に
所
有
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
っ
た
。
　
「
外
」
の
怖
し
さ
の
自
覚
の

故
で
あ
る
。
郡
ち
、
判
断
は
主
語
が
述
語
を
所
有
す
る
こ
と
、
或
は
述
語
に
所
有
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
つ
き
つ
め
た
実
存
に
於
い
て
は
、
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判
断
の
主
体
は
同
階
に
判
断
の
憲
語
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　
単
に
対
象
的
認
識
に
終
始
す
る
立
場
に
於
い
て
は
、
判
断
の
主
体
が
判
断
の
主
語
で
あ
る
と
い
う
が
如
き
は
全
く
の
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ

り
、
荒
唐
無
稽
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
判
断
す
る
主
体
は
、
判
断
の
中
の
主
語
或
は
述
語
と
は
別
の
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
な
く

て
は
な
ら
な
い
。
両
者
が
混
合
し
て
は
対
象
認
識
的
判
断
そ
の
も
の
が
は
じ
め
か
ら
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
が
し
か
し
実
存
の
立
場
に
於
い

て
は
、
対
象
認
識
的
判
断
そ
の
も
の
も
実
存
の
一
つ
の
有
り
方
に
他
な
ら
ず
、
実
存
の
有
り
方
を
示
す
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
即
ち
実
存

は
対
象
認
識
的
判
断
に
於
い
て
は
判
断
す
る
「
主
体
」
と
し
て
、
先
づ
判
断
の
「
主
語
」
を
所
有
す
る
の
で
あ
る
、
「
所
有
す
る
」
と
言
う

の
が
悪
け
れ
ば
、
そ
れ
に
関
係
す
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
判
断
の
主
語
は
必
然
的
に
述
語
と
の
関
係
で
あ
り
、
述
語
を
述
語
と
し
て
所
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有
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
推
論
が
実
存
の
一
つ
の
有
り
方
と
し
て
成
立
す
る
。
即
ち
、
薄
象
認
識
的
判
断
の
主
体
（
実
存
）
は
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こ
の
推
論
の
主
語
で
あ
り
、
対
象
認
識
的
判
断
の
主
語
は
こ
の
推
難
中
の
媒
語
に
他
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
と
我
々
は
こ
こ
に
論
理
的
に
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は
、
さ
き
に
「
支
配
と
隷
属
」
の
弁
証
法
に
於
い
て
見
た
「
自
立
的
意
識
」
の
欲
求
享
受
的
推
論
と
全
く
同
じ
も
の
を
見
る
。
換
欝
す
れ

ば
、
我
々
の
実
存
の
立
場
に
於
け
る
判
断
一
般
（
認
識
一
般
）
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
、
我
々
は
こ
こ
に
、
恰
も
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ

な
絵
巻
を
見
る
が
如
く
に
、
さ
き
の
欲
求
享
受
的
推
論
に
於
い
て
対
象
的
な
姿
に
於
い
て
見
て
と
る
こ
と
が
出
来
る
。
即
ち
こ
こ
に
、
対

象
的
判
断
一
般
は
推
論
（
実
存
）
中
の
「
形
成
的
判
断
」
で
あ
る
。
実
存
は
「
推
論
扁
で
あ
り
、
自
己
の
内
に
形
成
的
判
断
を
有
つ
。
全

く
の
対
象
認
識
的
な
判
断
も
実
存
に
於
い
て
は
推
論
の
中
に
包
摂
せ
ら
れ
、
実
存
は
推
論
の
・
王
語
と
し
て
そ
の
述
語
を
有
つ
の
で
あ
る
。
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判
断
す
る
こ
と
は
実
存
に
於
い
て
は
必
然
的
に
推
論
な
の
で
あ
る
。
我
々
は
こ
こ
に
判
断
一
般
、
即
ち
一
般
に
認
識
と
い
う
こ
と
が
、
実

631
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存
の
場
に
於
い
て
は
如
何
に
所
有
の
問
題
と
深
く
連
結
し
て
い
る
か
を
見
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
認
識
は
実
存
の
場
に
於
い
て
は
一
面
何
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処
ま
で
も
》
ゆ
。
σ
q
δ
鼠
Φ
《
或
は
》
≦
博
嵩
Φ
《
で
あ
り
、
》
陣
場
U
①
ロ
犀
①
奥
は
》
畠
。
。
を
9
冨
⇒
《
で
あ
る
。
形
成
的
判
断
で
す
ら
欲
求
享
受

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

　
　
的
推
論
と
な
る
絶
対
の
危
機
を
、
実
存
は
負
わ
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
危
機
が
更
に
尖
鋭
化
す
れ
ぽ
、
そ
れ
は
「
判
断
」
と
「
推
論
」
と
の

　
　
分
裂
抗
争
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
逆
に
「
判
断
の
固
有
の
意
味
篇
に
よ
っ
て
「
推
論
」
の
連
結
が
打
ち
破
ら
れ
、
「
判
断
の
固
有
の
意
味
」
の

　
　
力
に
「
推
論
の
主
体
」
（
実
存
）
が
隷
属
す
る
に
到
る
。
こ
の
こ
と
は
、
現
代
と
い
う
科
学
機
械
技
術
の
時
代
を
思
う
時
、
如
何
ん
と
も
し

　
　
が
た
い
事
実
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
の
小
論
の
最
後
に
今
一
度
言
及
し
た
い
と
思
う
。

　
　
　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
「
判
断
」
一
般
論
は
一
般
に
「
判
断
す
る
こ
と
扁
は
、
実
存
の
場
に
於
い
て
は
必
然
的
に
「
推
論
」
と
な
り
、
従
っ
て

　
　
か
か
る
享
受
即
絶
対
危
機
を
負
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
実
存
に
於
い
て
は
「
判
断
」
は
即
ち
「
推
論
」
と
な
る
が
故
に
、
実
存
は
、

　
　
広
義
に
於
け
る
「
支
配
」
と
「
隷
属
」
の
抗
争
の
渦
中
に
引
き
ず
り
込
ま
れ
る
危
機
を
絶
対
に
負
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
　
「
支
配
」
と
「
隷

　
　
属
」
、
世
の
煩
環
、
浮
き
沈
み
の
、
個
別
的
偶
然
性
の
い
ず
れ
も
か
ら
自
覚
的
に
身
を
引
い
て
、
自
己
内
の
み
の
純
粋
な
普
遍
、
即
ち
自
由

　
　
と
し
て
の
思
惟
に
生
き
る
「
ス
ト
ア
主
義
」
が
、
即
ち
こ
の
普
遍
と
し
て
の
「
内
」
を
純
粋
に
守
る
た
め
に
如
何
な
る
「
外
」
を
も
有
た

　
　
ぬ
清
貧
の
立
場
が
、
所
有
の
否
定
と
し
て
、
そ
れ
の
対
自
的
に
な
っ
た
形
態
（
「
懐
疑
主
義
」
）
に
於
い
て
、
「
判
断
停
止
」
た
ら
ざ
る
を
得

　
　
な
い
厨
以
で
あ
る
。
　
「
判
断
」
を
す
れ
ぽ
、
何
ん
ら
か
の
意
味
に
於
い
て
も
の
を
所
着
す
る
こ
と
に
な
る
、
或
は
も
の
に
所
有
せ
ら
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
Q

　
　
　
声
瞬
膚
の
論
理
が
「
判
断
一
般
」
と
、
従
っ
て
ま
た
所
有
の
否
定
と
し
て
の
ス
ト
ア
の
情
工
の
立
場
が
「
判
断
淳
止
」
と
、
如
何
に
深
く
連
結
し
て

　
　
　
　
い
る
か
に
つ
い
て
、
私
は
武
内
義
範
先
生
か
ら
教
え
ら
れ
た
。

　
か
く
し
て
、
『
精
神
現
象
学
』
の
「
主
的
意
識
」
と
「
奴
的
意
識
」
に
於
け
る
享
受
的
危
機
的
推
論
と
形
成
的
判
断
の
弁
証
法
は
、
単
に

外
な
る
「
主
的
意
識
」
と
「
奴
的
意
識
」
の
問
題
だ
け
で
は
な
く
、
我
々
自
身
の
推
論
的
実
存
に
於
け
る
判
断
一
般
（
認
識
　
般
）
の
持

つ
問
題
を
、
云
わ
ぽ
投
射
図
の
如
く
対
象
的
な
姿
に
於
い
て
、
嫌
と
雷
う
程
見
せ
つ
け
る
。
二
つ
の
形
態
に
於
い
て
「
外
」
で
起
っ
て
い



る
こ
と
は
、
絶
対
に
一
つ
の
、
内
し
で
起
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
り
、
「
外
」
は
、
外
」
で
は
な
い
。
「
外
」
は
見
え
ぬ
「
内
」
を
映
し

出
し
て
い
る
鏡
で
あ
る
Q
我
々
は
そ
こ
に
何
階
も
弁
証
法
と
い
う
も
の
の
怖
し
さ
を
見
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぷ

　
「
あ
ま
り
に
も
長
く
奴
隷
と
僻
主
と
が
女
の
内
に
隠
さ
れ
て
い
た
」
。
こ
れ
は
》
ツ
ア
ラ
ッ
ス
ト
ラ
《
の
ニ
イ
チ
ェ
の
言
葉
で
あ
る
G
欝

う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
「
女
」
と
は
男
か
ら
区
別
さ
れ
た
女
で
は
な
い
、
そ
れ
は
我
々
自
身
の
実
存
に
他
な
ら
な
い
Q

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

へ
ー
ゲ
ル
『
精
神
現
象
学
』
の
「
支
配
と
隷
属
」
に
於
い
て
は
、
「
主
的
意
識
」
と
「
奴
的
意
識
」
と
は
二
つ
の
意
識
形
態
と
し
て
現
象
す

る
。
が
し
か
し
上
述
の
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
の
よ
う
に
、
我
々
は
そ
れ
を
何
時
ま
で
も
二
つ
の
意
識
形
態
と
し
て
我
々
の
外
に
対
象
的
に

見
て
い
て
よ
い
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
で
あ
ろ
う
。
事
実
こ
れ
に
続
く
『
精
神
現
象
学
』
の
「
懐
疑
主
義
」
に
於
い
て
、
今
迄
「
自
立
的

意
識
」
及
び
「
奴
的
意
識
」
の
二
つ
の
意
識
形
態
に
分
た
れ
て
い
た
二
重
化
は
、
同
一
意
識
内
の
二
重
化
と
な
っ
て
、
懐
疑
論
そ
の
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

の
自
己
分
裂
と
し
て
即
自
的
な
姿
で
現
象
し
、
更
に
「
不
幸
な
る
意
識
偏
に
到
っ
て
、
同
一
意
識
そ
の
も
の
が
絶
対
に
二
つ
に
分
裂
し
矛

盾
し
合
う
こ
と
を
、
対
自
的
に
は
っ
き
り
と
明
（
諦
）
ら
め
ざ
る
を
得
な
い
即
ち
意
識
せ
ざ
る
を
得
な
い
「
不
幸
」
に
撞
着
す
る
。
そ
れ

は
、
天
上
の
「
毒
し
と
地
上
の
「
僕
」
と
の
間
の
、
同
一
意
識
内
で
の
癒
や
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
不
断
の
分
裂
の
意
識
で
あ
る
。
二
つ
に

引
き
穿
れ
て
い
る
一
つ
の
意
識
で
あ
る
Q
自
己
が
絶
尉
に
分
裂
し
て
お
り
、
そ
の
こ
と
を
意
識
せ
ざ
る
を
得
な
い
意
識
で
あ
る
。
こ
の
自

己
分
裂
を
対
膚
的
に
意
識
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
更
に
自
己
内
へ
分
裂
を
深
め
て
ゆ
く
意
識
で
あ
る
。
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Z
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こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
き
、
即
ち
、
実
存
に
於
け
る
判
断
（
認
識
）
の
問
題
を
通
し
て
、
更
に
宗
教
的
な
「
不
幸
な
る
意
識
漏
に

　
　
考
え
及
ぶ
と
き
、
我
々
は
、
「
主
的
意
識
」
と
「
奴
的
意
識
」
、
或
は
欲
求
約
推
論
と
形
成
的
判
断
の
問
題
を
、
単
に
並
列
的
に
我
々
の
「
外
」

㈹　
　
　
　
　
　
ヘ
ー
ゲ
ル
『
絡
…
神
現
象
学
』
に
於
け
る
「
浅
出
思
識
」
の
研
究
序
説
　
三
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一
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な
る
二
つ
の
事
柄
と
し
て
対
象
的
に
学
ぶ
と
い
う
の
み
で
は
許
さ
れ
な
い
も
の
が
あ
る
こ
と
を
、
知
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
推
論
的
実
存
に

於
け
る
判
断
の
問
題
、
即
ち
欲
求
的
形
成
的
所
有
の
問
題
は
、
推
論
と
判
断
の
分
裂
と
な
り
、
こ
れ
に
よ
り
「
判
断
の
停
止
」
従
っ
て
ま

た
所
有
の
否
定
を
通
し
て
、
遂
に
は
実
存
が
自
己
内
に
絶
対
的
に
分
裂
し
て
い
る
と
い
う
宗
教
的
問
い
に
ま
で
進
ま
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
、

恰
も
『
精
神
現
象
学
』
の
「
ス
ト
ア
主
義
し
、
「
懐
疑
主
義
」
、
「
不
幸
な
る
意
識
」
に
於
け
る
が
如
く
で
あ
る
Q
こ
の
よ
う
に
我
々
は
、
「
主

と
奴
」
の
弁
証
法
を
宗
教
的
問
い
の
立
場
か
ら
す
ら
読
む
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
が
単
に
我
々
の
主
観
的
恣
意
で
は
な
い
こ
と

は
、
精
神
の
現
象
を
よ
り
緊
密
に
一
に
空
し
て
ゆ
く
と
こ
ろ
の
ロ
ゴ
ス
、
即
ち
『
精
神
現
象
学
』
に
よ
っ
て
、
特
に
そ
の
門
不
幸
な
る
意

識
」
に
於
い
て
、
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
欲
求
的
推
論
と
形
成
的
判
断
、
主
的
意
識
と
奴
的
意
識
の
弁
証
法
は
、
我
々
自
身
の
「
内
」
を
対

象
的
な
姿
に
於
い
て
云
わ
ば
投
射
し
出
し
た
も
の
で
も
あ
っ
て
、
決
し
て
我
々
膚
身
と
別
な
も
の
で
は
な
い
。

山ノ、

　
最
後
に
我
々
は
、
「
支
配
と
隷
属
」
の
弁
証
法
を
現
代
の
問
題
に
即
し
て
考
え
て
見
た
い
。
そ
れ
は
こ
こ
で
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
聞
え

ぽ
、
今
迄
「
主
一
奴
i
物
」
の
推
論
と
し
て
考
え
ら
れ
て
来
た
と
こ
ろ
へ
、
現
代
を
決
定
す
る
契
機
「
機
械
」
が
現
れ
て
来
た
こ
と

に
よ
っ
て
、
「
主
一
奴
　
　
磯
械
i
物
」
と
い
う
更
に
大
き
い
推
論
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
弁
証

法
の
契
機
が
三
つ
か
ら
四
つ
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
諸
契
機
間
の
関
係
は
実
に
複
雑
と
な
る
が
、
そ
の
中
か
ら
我
々
は
当
面

の
課
題
と
し
て
先
ず
次
の
諸
関
係
を
撰
ぽ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。

　
e
「
主
一
奴
一
機
械
一
物
」
　
（
大
推
論
）

　
口
　
　
　
　
「
奴
…
機
械
－
物
し
　
（
推
論
）

　
鱒
　
　
　
　
　
　
「
機
械
…
物
」
　
（
判
断
）

　
そ
し
て
叙
述
の
都
合
上
、
我
々
は
差
し
当
た
り
⇔
か
ら
考
察
を
進
め
る
こ
と
に
し
よ
う
。



　
　
　
「
奴
一
機
械
－
物
」
の
推
論
は
、
e
の
大
推
論
か
ら
「
霊
」
の
契
機
を
一
先
ず
取
り
去
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
と
し
て
見

　
　
れ
ば
、
さ
き
の
欲
求
享
受
的
危
機
的
推
論
「
主
i
奴
－
物
」
と
そ
の
論
理
的
構
造
に
於
い
て
異
な
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
　
「
奴
一
機

　
　
械
一
物
」
に
於
い
て
、
「
奴
」
は
「
主
偏
と
の
関
係
か
ら
離
れ
て
、
同
蒔
に
推
論
の
主
語
で
あ
り
、
「
機
械
」
を
媒
語
と
し
て
使
用
す
る
。

　
　
こ
こ
に
於
い
て
「
奴
」
は
皮
網
的
推
論
の
主
語
と
し
て
亜
流
の
主
で
あ
り
、
低
次
の
主
で
あ
る
。
し
か
し
「
馬
偏
は
「
物
扁
を
全
面
的
に

　
　
享
受
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
故
に
、
こ
の
推
論
は
単
に
欲
求
享
受
的
で
は
な
く
、
形
成
的
で
は
あ
る
。
が
し
か
し
「
奴
」
は
亜
流
の
主
と

　
　
し
て
、
「
物
」
の
自
立
性
の
側
面
を
こ
と
ご
と
く
「
機
械
」
に
押
し
つ
け
る
こ
と
に
よ
り
、
「
物
の
霞
立
性
」
に
真
に
撞
着
す
る
こ
と
が
出

　
　
来
ず
、
「
物
の
自
立
性
扁
の
エ
レ
メ
ン
ト
の
中
へ
参
入
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
即
ち
「
物
」
に
つ
い
て
の
形
成
的
判
断
の
憲
語
の
立
場
を
、

　
　
「
奴
扁
は
「
機
械
し
に
委
せ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
機
械
一
物
」
と
い
う
判
断
は
如
何
な
る
判
断
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
判
断
の
「
圃
有
の
意
味
し
は
何
で
あ
り
、
ど

　
　
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
「
機
械
」
は
先
ず
e
の
大
推
論
及
び
⇔
の
推
論
の
中
の
ま
が
う
か
た
な
き
媒
語
と
し
て
、
全
く
の
形
成
的
中

　
　
間
的
手
段
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
そ
れ
は
、
「
機
械
一
物
し
と
し
て
判
断
の
主
語
で
あ
る
Q
が
し
か
し
こ
の
主
語
は
最
早
決
し
て
「
意

　
　
識
」
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
物
」
で
あ
る
。
他
の
契
機
と
の
関
係
を
離
れ
た
「
機
械
一
…
物
」
の
判
断
に
於
い
て
は
、
「
機
械
」
は
全
く

　
　
「
物
」
に
属
し
、
「
物
」
の
一
部
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ぽ
、
こ
の
「
機
械
－
物
」
と
い
う
判
断
は
如
何
な
る
内
容
の
判
断
を
な

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

　
　
す
の
か
。
外
で
も
な
い
。
そ
こ
で
は
「
機
械
」
と
「
物
」
と
は
同
一
の
エ
レ
メ
ン
ト
で
あ
る
か
ら
、
物
が
物
自
身
に
対
し
て
否
定
を
加
え

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

　
　
な
が
ら
而
も
そ
こ
に
於
い
て
物
と
し
て
自
立
的
で
あ
る
、
と
い
う
判
断
で
あ
る
。
　
「
機
械
」
も
「
物
」
も
共
に
物
一
般
と
し
て
相
互
に
否

　
　
定
を
加
え
な
が
ら
而
も
共
に
自
立
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
即
ち
「
物
の
二
重
化
に
於
け
る
物
の
統
一
」
と
い
う
判
断
で
あ
る
。
「
機
械
」

　
　
は
こ
の
判
断
の
主
語
と
し
て
、
現
代
に
於
い
て
は
》
ω
鷲
舘
朗
①
《
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
「
物
が
物
自
身
に
対
し
て
否
定
を
加
え
な
が
ら
而

　
　
も
そ
こ
に
於
い
て
自
立
的
で
あ
る
」
と
賑
う
こ
と
は
、
さ
き
に
ま
さ
し
く
ヘ
ー
ゲ
ル
が
「
欲
求
」
ゆ
Φ
α
q
8
巳
Φ
の
叙
述
に
於
い
て
示
し
た

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

　
　
と
こ
ろ
の
「
自
意
識
」
の
規
定
そ
の
も
の
に
他
な
ら
な
い
で
は
な
い
か
。
即
ち
、
「
欲
求
聾
自
意
識
」
は
欲
求
の
紺
象
の
自
立
性
の
故
に
、

鰯　
　
　
　
　
　
へ
！
ゲ
ル
『
精
神
現
象
学
』
に
於
け
る
「
自
意
識
し
の
研
究
序
説
　
三
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三



636

　
　
　
　
哲
学
研
究
　
第
五
否
十
八
弩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
四

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

欲
求
の
求
の
赴
く
と
こ
ろ
、
「
自
立
的
で
あ
り
な
が
ら
而
も
自
己
否
定
を
な
す
と
こ
ろ
の
対
象
」
（
従
っ
て
こ
の
自
立
的
野
象
の
存
続
的
霞

　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

己
否
定
面
、
即
ち
身
体
）
を
求
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
ほ
か
な
ら
ず
他
者
と
し
て
の
「
自
意
識
」
で
あ
っ
た
。
欲
求

的
自
我
は
そ
の
求
の
故
に
他
者
を
ま
た
自
我
（
「
自
意
識
」
）
に
触
発
し
、
そ
そ
の
か
し
、
う
な
が
さ
ず
に
は
措
か
な
い
と
い
う
、
欲
求
的

「
自
意
識
の
二
重
化
し
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
「
機
械
…
物
」
の
判
断
は
、
「
機
械
」
も
「
物
」
も
共
に
自
立
的
で
あ
る
と
い
う
仕
方
で
、
即
ち
一
物
の
二
重
化
し
と
い
う
仕
方
で
、

「
物
が
自
立
的
で
あ
り
な
が
ら
而
も
そ
こ
に
於
い
て
物
の
二
重
化
に
よ
り
物
自
身
に
対
し
て
否
定
を
加
え
る
」
と
言
う
こ
と
で
あ
り
、
そ

れ
が
ま
さ
し
く
「
欲
求
」
（
こ
こ
で
は
「
主
美
意
識
」
及
び
「
奴
的
意
識
」
）
の
欲
求
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
即
ち
「
主
的
意
識
」
は
「
奴

的
意
識
偏
を
通
し
て
「
機
械
…
物
」
の
判
断
を
判
断
せ
し
め
る
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
は
、
つ
ま
り
大
推
論
に
連
結
せ
ら
れ
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

判
断
と
し
て
は
、
こ
の
判
断
は
、
「
物
」
を
自
立
的
と
認
め
、
そ
こ
で
「
物
を
二
重
化
」
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
「
物
の
自
立
性
」
を
「
物

の
自
立
性
」
を
以
て
否
定
せ
し
め
る
、
即
ち
「
物
を
し
て
物
自
身
に
対
し
て
否
定
を
加
え
し
め
る
」
こ
と
で
あ
る
。
　
「
欲
求
」
は
「
自
意

識
の
二
重
化
」
（
即
ち
こ
こ
で
は
「
主
的
意
識
」
と
「
奴
的
意
識
」
）
を
う
な
が
す
と
共
に
、
「
物
の
二
重
化
」
（
「
機
械
」
と
「
物
」
）
を
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

な
が
し
、
浮
す
る
の
で
あ
る
。
　
「
欲
求
」
の
求
は
、
現
代
に
於
い
て
は
「
自
意
識
の
二
重
化
」
と
一
つ
に
「
物
の
二
重
化
」
を
求
す
る
と

い
う
仕
方
で
、
一
層
そ
の
連
結
的
構
造
を
大
き
く
し
て
来
て
い
る
。
　
「
欲
求
」
は
「
物
の
自
立
性
扁
の
故
に
、
た
や
す
く
は
且
つ
大
き
な

規
模
で
は
「
物
」
の
享
受
に
到
達
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
こ
の
欝
立
性
に
撞
着
す
る
「
欲
求
」
は
、
逆
に
こ
の
自
立
性
を
利
嘉
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
物
」
を
「
自
立
的
な
二
つ
の
物
」
に
二
重
化
し
、
こ
れ
に
よ
り
「
物
を
し
て
物
自
身
に
対
し
て
否
定
を
加
え
し
め
」
、

決
定
的
に
大
規
模
な
充
足
に
劉
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
上
述
の
如
く
、
「
二
重
化
さ
れ
た
物
」
は
共
に
自
立
的
で
あ
り
、
従
っ
て
「
機
械
」
も
自
立
的
で
あ
る
。
（
「
機
械
」
と
「
道
具
」

と
の
根
本
的
差
異
に
つ
い
て
は
屡
々
論
究
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
差
異
の
一
つ
は
、
「
機
械
」
が
そ
れ
自
身
の
内
へ
と
完
結
し

て
お
り
、
そ
れ
自
身
と
し
て
霞
立
的
・
自
動
的
で
あ
る
の
に
対
し
、
「
道
具
」
は
む
し
ろ
身
体
の
一
部
或
は
身
体
の
延
長
で
あ
り
、
身
体
に
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従
っ
て
ま
た
「
意
識
」
に
連
結
せ
ら
れ
る
限
り
に
於
い
て
の
み
身
体
の
延
長
と
し
て
の
機
能
を
発
揮
し
得
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
だ
け
と

し
て
は
決
し
て
か
か
る
自
己
愛
完
結
性
と
自
立
性
と
を
持
っ
て
い
な
い
こ
と
に
あ
る
。
論
理
的
に
要
約
す
れ
ぽ
、
「
機
械
」
は
媒
語
的
で
あ

る
と
共
に
、
自
己
内
完
結
的
自
立
性
と
し
て
主
語
的
で
あ
り
得
る
の
に
対
し
、
「
道
具
」
は
徹
底
的
に
つ
つ
ま
し
く
蛮
語
的
で
あ
り
、
被
推

論
的
・
被
連
結
的
で
あ
る
。
）
で
「
機
械
」
は
単
に
耳
語
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
同
時
に
判
断
の
主
語
と
し
て
自
己
内
完
結
的
霞
立
性
で
あ

る
か
ら
、
こ
の
「
機
械
一
物
」
の
判
断
は
、
推
論
中
の
判
断
と
し
て
は
「
物
を
自
立
的
と
認
め
、
物
を
二
重
化
し
、
物
を
し
て
物
毫
髪

に
対
し
て
否
定
を
加
え
し
め
る
篇
こ
と
で
あ
る
と
共
に
、
隅
時
に
そ
れ
と
全
く
一
つ
に
、
そ
れ
自
身
の
独
立
判
断
と
し
て
は
「
物
が
物
自

身
に
対
し
て
否
定
を
加
え
な
が
ら
而
も
そ
こ
に
於
い
て
自
立
的
で
あ
る
」
と
言
う
判
断
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
後
者
の
判
断
内
容

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

は
、
上
述
の
如
く
、
「
霞
意
識
」
の
規
定
と
合
致
し
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
一
体
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
こ
の
判
断
の
「
固
唾
の
意
味
」
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ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
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ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

亀
讐
ミ
9
§
は
何
な
の
か
。
外
で
も
な
い
。
そ
れ
は
「
物
偏
が
「
物
の
二
重
化
」
に
於
い
て
「
自
意
識
」
化
す
る
こ
と
、
主
体
化
す
る
こ

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

と
で
あ
る
。
半
群
す
れ
ぽ
、
「
物
」
が
「
物
自
身
扁
の
側
か
ら
「
欲
求
」
的
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
「
物
」
の
底
か
ら
「
欲
求
」
が
出
て
来

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

た
の
で
あ
り
、
求
が
単
に
「
意
識
」
或
は
「
レ
ー
ベ
ソ
砿
ピ
①
げ
9
と
し
て
の
求
で
は
最
早
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
「
物
自
身
」
が
主
体
的
に
な
る
と
か
「
欲
求
扁
的
に
な
る
と
か
言
え
ば
、
直
ち
に
、
単
な
る
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
比
喩
で
あ
る
か
或

は
擬
人
主
義
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
が
し
か
し
若
し
事
態
が
そ
う
い
う
枇
判
に
よ
っ
て
簡
単
に
す
ま
さ
れ
る
よ
う
な
も
の

で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
事
態
は
実
に
幸
い
で
あ
る
。
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へ

　
「
欲
求
」
は
か
く
て
、
対
象
の
自
立
性
の
故
に
対
象
的
他
者
を
「
自
意
識
」
i
欲
求
的
自
我
i
に
う
な
が
し
求
す
る
と
共
に
、
「
物
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

を
も
「
欲
求
」
的
な
物
に
そ
そ
の
か
し
強
要
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
　
「
機
械
」
を
糞
蝿
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
推
論
的
「
欲

求
砿
は
そ
の
規
模
を
決
定
的
に
大
に
し
且
つ
深
め
、
「
物
の
二
璽
化
」
を
通
し
て
「
物
鼠
の
極
に
於
い
て
遂
に
「
欲
求
」
を
見
る
ま
で
に
到

る
。
　
「
物
」
の
底
か
ら
「
欲
求
」
が
出
て
来
る
の
で
あ
る
。
求
が
単
に
「
意
識
」
或
は
「
レ
ー
ベ
ン
し
と
し
て
の
求
で
は
な
く
な
っ
た
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
自
意
識
」
の
底
の
欲
求
は
［
物
」
の
底
の
求
と
相
連
な
る
と
い
う
大
推
論
即
ち
大
き
な
構
造
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ

ヘ
ー
ゲ
ル
『
精
神
現
象
学
』
に
於
け
る
「
自
意
識
偏
の
研
究
序
説
　
三

五
五
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て
「
欲
求
」
は
最
早
単
な
る
一
自
意
識
と
し
て
の
、
黒
人
闘
的
生
命
一
般
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
る
こ
と
を
脱
し
て
、
そ
の
規
模
に
於
い
て

も
ま
た
そ
の
質
に
於
い
て
も
、
全
く
異
な
っ
た
も
の
と
し
て
現
わ
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
意
識
」
の
底
か
ら
と
共
に

「
物
」
の
底
か
ら
出
て
来
る
と
こ
ろ
の
「
欲
求
」
一
し
か
も
両
老
が
単
に
並
列
的
に
出
て
来
る
の
で
は
な
く
、
上
述
の
よ
う
に
大
推
論
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ヘ
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的
に
雷
獣
な
り
掘
思
し
合
う
仕
方
で
一
つ
に
蒸
せ
ら
れ
て
嵐
て
来
る
「
欲
求
」
！
で
あ
る
。
即
ち
世
界
の
底
か
ら
鵬
て
来
る
欲
求
で
あ

る
。
世
界
と
し
て
の
業
的
求
で
あ
る
。

　
我
々
は
こ
こ
に
於
い
て
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
狂
う
が
如
き
》
頃
銭
⇔
話
｛
o
鑑
興
§
σ
Q
《
に
撞
着
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
　
「
機
械
し
－
雷
う

ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
「
機
械
」
と
は
、
科
学
・
技
術
、
及
び
機
械
論
的
（
非
目
的
論
的
）
思
惟
～
般
を
も
代
表
し
て
い
る

一
は
、
「
欲
求
」
の
従
っ
て
ま
た
「
自
意
識
」
の
問
題
を
今
迄
と
は
全
く
質
的
に
異
な
っ
た
と
こ
ろ
へ
と
連
れ
去
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

偶
語
且
つ
判
断
主
語
で
あ
る
「
機
械
」
に
よ
っ
て
、
「
欲
求
」
の
構
造
が
そ
の
規
模
に
於
い
て
且
つ
そ
の
質
に
於
い
て
決
定
的
根
本
的
に
異

な
っ
た
も
の
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
は
、
上
述
に
よ
り
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
「
機
械
－
物
」
の
判
断
は
「
物
の
二
重
化
愉
に
於
い
て
「
物
が
物
空
身
に
尉
し
て
否
定
を
加
え
な
が
ら
購
も
そ
こ
に
於
い
て
自
立
酌

で
あ
る
砿
と
言
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
物
」
が
主
体
化
す
る
こ
と
、
「
物
」
自
身
が
「
欲
求
」
的
と
な
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
で
は
そ
の

こ
と
に
よ
っ
て
一
体
何
が
生
起
し
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
Q
　
「
物
」
は
、
そ
れ
が
徹
底
的
に
対
象
的
に
立
て
ら
れ
註
文
づ
け
ら
れ
た
物
と
し

て
専
ら
人
間
的
存
在
に
よ
っ
て
強
要
ぜ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
右
の
大
推
論
の
真
中
で
、
而
も
そ
の
こ
と
と
一
つ
に
、
「
欲
求
曲
物
」
と
し
て

む
し
ろ
却
っ
て
人
士
的
存
在
を
拒
否
し
、
そ
れ
に
反
抗
す
る
の
で
あ
る
。
否
、
そ
れ
の
み
で
は
な
い
。
大
推
論
「
主
　
　
奴
…
…
機
械
I

l
物
」
に
於
い
て
「
機
械
篇
は
現
代
を
媒
介
す
る
絶
対
不
可
欠
の
識
語
で
あ
る
が
故
に
、
「
機
械
一
物
」
の
判
断
内
容
は
「
欲
求
的
物
」
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と
し
て
主
体
化
し
、
そ
れ
は
逆
に
こ
の
同
じ
媒
語
を
人
間
的
存
在
に
と
っ
て
絶
対
不
可
避
の
点
語
と
し
て
動
か
し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、

「
主
的
意
識
」
を
も
「
奴
的
意
識
」
を
も
一
般
に
支
配
す
る
に
鋼
る
と
い
う
、
逆
転
の
弁
証
法
が
生
起
し
得
る
か
ら
で
あ
る
。

　
「
機
械
－
物
」
の
判
断
内
容
は
「
欲
求
的
物
」
で
あ
る
、
或
は
「
物
の
底
か
ら
出
て
来
る
求
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
附
し
て
「
主
的
意



　
　
識
」
即
ち
「
欲
求
」
は
．
「
自
意
識
」
と
し
て
の
コ
欲
求
」
で
あ
り
、
云
わ
ば
「
意
識
の
底
か
ら
出
て
来
る
欲
求
」
で
あ
る
。
前
巻
は
「
物

　
　
の
二
重
化
し
と
し
て
「
機
械
」
と
「
物
」
で
あ
り
、
後
者
は
「
自
意
識
の
二
重
化
」
と
し
て
「
主
的
意
識
」
と
「
奴
的
意
識
」
で
あ
る
。

　
　
こ
こ
に
於
い
て
「
主
一
奴
一
機
械
…
物
し
の
大
推
論
は
、
「
意
識
の
底
か
ら
の
欲
求
」
と
「
物
の
底
か
ら
の
求
」
と
に
分
た
れ
る
。

　
　
　
e
　
両
者
は
最
初
無
論
相
互
対
立
的
に
は
現
わ
れ
な
い
。
何
故
な
ら
、
「
意
識
の
底
か
ら
の
欲
求
」
が
そ
も
そ
も
「
物
」
を
決
定
的
且
つ

　
　
大
規
模
に
享
受
す
る
た
め
に
「
物
を
二
重
化
」
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
は
じ
め
て
且
つ
必
然
的
に
一
1
し
か
し
「
意
識
」
の
意
図
を

　
　
全
く
離
脱
し
た
仕
方
で
一
「
物
の
底
か
ら
の
求
」
が
出
現
し
て
来
た
か
ら
で
あ
る
。
換
給
す
れ
ば
、
「
物
の
底
か
ら
の
求
」
が
出
現
し
て

　
　
来
る
た
め
に
は
、
そ
れ
は
最
初
先
ず
「
意
識
の
底
か
ら
の
欲
求
」
を
侯
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
後
者
の
推
論
（
目
的
）

　
　
の
た
め
に
「
物
の
二
重
化
」
が
そ
の
真
相
を
隠
さ
れ
た
仕
方
で
先
ず
強
要
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
「
物
の
底
か
ら
の
求
」
は
そ
れ
と

　
　
し
て
は
じ
め
て
成
立
し
得
た
の
で
あ
る
。
「
物
の
底
か
ら
の
求
」
は
「
意
識
の
底
か
ら
の
欲
求
」
を
要
求
し
、
「
意
識
の
底
か
ら
の
欲
求
」

　
　
は
「
物
の
二
重
化
」
を
一
そ
れ
が
「
物
の
底
か
ら
の
求
」
（
密
立
判
断
）
と
は
な
る
べ
き
で
は
な
い
仕
方
で
の
み
…
一
強
要
す
る
。
従
っ

　
　
て
こ
こ
で
は
既
に
両
者
の
問
に
く
い
違
い
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
両
者
は
最
初
先
ず
、
こ
の
く
い
違
い
が
隠
さ
れ
た
ま
ま
の
仕
方
で
目
的
論

　
　
的
に
相
求
し
合
い
、
　
一
つ
に
集
せ
ら
れ
て
成
立
す
る
。
即
ち
大
推
論
は
成
立
し
得
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
◎
　
し
か
し
こ
の
く
い
違
い
は
現
わ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
　
「
意
識
の
底
か
ら
の
欲
求
」
は
そ
の
求
の
故
に
「
物
の
二
重
化
」
を
実

　
　
現
し
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
「
物
の
二
重
化
」
が
「
物
の
底
か
ら
の
求
」
に
転
換
す
る
こ
と
を
予
知
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
　
「
物
の
二
重
化
」
は
、
凡
そ
「
意
識
の
底
か
ら
の
欲
求
」
が
欲
し
た
と
こ
ろ
が
ら
全
く
離
脱
し
て
、
独
立
判
断
と
し
て
の
「
固
有
の
意
味
」

　
　
に
於
い
て
「
物
の
底
か
ら
の
求
扁
に
転
換
し
、
「
意
識
の
底
か
ら
の
欲
求
」
と
矛
盾
鰐
立
的
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
意
識
」
は
こ
の
く

　
　
い
違
い
を
知
ら
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
に
な
る
。
何
故
な
ら
、
「
機
械
i
物
」
と
い
う
「
物
の
二
重
化
し
に
於
い
て
、
面
長
で
あ
る
「
機
械
」
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は
、
薄
濁
に
自
己
愛
完
結
性
を
有
す
る
が
故
に
全
く
自
立
的
で
あ
り
、
推
論
の
連
結
性
に
対
し
て
自
ら
を
切
断
し
得
る
か
ら
で
あ
る
。
即

　
　
ち
「
機
械
し
は
自
ら
独
自
の
主
語
と
し
て
「
機
械
－
物
偏
の
判
断
を
独
自
に
遂
行
し
得
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
於
い
て
「
意
識
の
底

鰯　
　
　
　
　
　
へ
1
ゲ
ル
『
精
…
糠
日
現
蝕
齢
灘
ず
』
に
於
牒
り
る
「
臼
瓢
葱
蹴
蹴
」
の
研
一
究
序
説
　
一
一
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七
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か
ら
の
欲
求
」
と
「
物
の
底
か
ら
の
求
」
と
は
対
立
し
分
裂
す
る
に
到
る
。
広
義
に
於
け
る
求
と
求
と
が
対
立
す
る
。
し
か
も
こ
の
対
立

　
　
に
於
い
て
、
葉
者
は
対
立
的
に
分
裂
し
た
ま
ま
云
わ
ぽ
夫
々
の
領
域
で
別
々
に
並
存
的
に
存
続
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
出
来
な
い
の

　
　
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
上
述
e
の
分
析
か
ら
し
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
即
ち
両
者
は
椙
互
に
求
し
合
わ
ざ
る
を
得
な
い
仕
方
で
而
も
く
い
違

　
　
い
分
裂
す
る
の
で
あ
る
。
換
零
す
れ
ば
、
現
代
に
於
い
て
「
機
械
」
は
最
早
絶
対
に
捨
象
す
る
こ
と
の
幽
来
な
い
絶
対
不
可
欠
の
「
耳
語
砿

　
　
象
⑦
冨
葺
の
で
あ
っ
て
、
ま
さ
し
く
こ
の
》
ζ
圃
葺
Φ
《
を
中
心
に
し
て
両
者
は
梢
互
に
求
し
合
い
つ
つ
而
も
分
裂
に
入
る
の
で
あ
る
。
両

　
　
者
が
相
互
に
求
し
「
合
う
」
と
こ
ろ
が
媒
語
た
る
「
機
械
」
に
他
な
ら
ず
、
し
か
も
そ
う
い
う
仕
方
で
両
老
が
矛
盾
分
裂
し
「
会
う
」
場

　
　
所
が
「
機
械
」
に
他
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
於
い
て
「
媒
語
砿
の
有
り
方
が
質
的
に
決
定
的
に
変
化
し
た
の
で
あ
る
G

　
　
　
「
意
識
の
底
か
ら
の
欲
求
」
は
「
物
の
底
か
ら
の
求
」
に
推
論
的
に
連
な
る
と
共
に
、
推
論
の
「
媒
語
」
の
有
り
方
の
決
定
的
変
化
に

　
　
よ
り
、
推
論
は
分
裂
し
、
目
的
論
的
連
結
は
破
ら
れ
る
。
そ
れ
は
本
来
的
…
に
　
蕎
え
ぽ
、
「
欲
求
」
が
単
に
「
意
識
の
底
か
ら
の
欲
求
」
で
は

　
　
な
く
な
っ
て
、
「
世
界
の
底
か
ら
の
求
」
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
し
て
実
は
「
意
識
と
し
て
の
欲
求
」
も
「
物
の
底
か

　
　
ら
の
求
」
も
臨
て
来
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
世
界
の
底
か
ら
の
求
砿
が
自
己
分
裂
し
、
世
界
を
争
う
と
い
う
規
模
の
も

　
　
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
我
々
自
身
「
欲
す
る
扁
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
有
無
を
言
わ
さ
ず
、
こ
の
「
世
界
の
底
か
ら
の
求
」
の
分
裂
の
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真
中
に
投
げ
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
推
論
一
般
は
破
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
意
識
」
の
「
欲
求
」
か
ら
は

　
　
一
一
般
に
意
識
の
立
場
か
ら
は
…
如
何
ん
と
も
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
「
世
界
の
底
か
ら
の
求
」
、
即
ち
云
わ
ぽ
世
界
業
が
、
歴
史
的

　
　
世
界
と
し
て
娼
て
来
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
を
阻
止
せ
ん
と
す
る
「
意
識
」
的
「
営
為
」
す
ら
逆
に
こ
の
業
中
の
単
な
る
一
契
機

　
　
と
し
て
使
用
せ
ら
れ
る
に
到
る
と
い
う
事
態
で
あ
る
。
推
論
一
般
が
破
れ
た
と
い
う
の
は
そ
の
意
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
ま
た
「
意
識
」
の

　
　
立
場
か
ら
の
目
的
論
一
般
が
決
定
的
に
破
綻
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

　
　
　
「
世
界
の
底
か
ら
の
求
」
は
、
「
意
識
の
底
か
ら
の
欲
求
」
と
「
物
の
底
か
ら
の
求
」
と
に
自
己
分
裂
す
る
こ
と
に
於
い
て
而
も
梢
求
し

　
　
合
い
一
つ
に
集
せ
ら
れ
て
、
更
に
求
を
業
的
に
深
め
る
。
そ
れ
は
、
求
が
単
に
「
レ
：
ベ
ン
」
と
し
て
の
、
或
は
門
意
識
」
の
求
で
は
な



く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
我
々
は
今
一
度
、
そ
れ
を
分
裂
の
梢
を
中
心
と
し
て
見
て
み
よ
う
。

　
「
意
識
の
底
か
ら
の
欲
求
扁
と
「
物
の
底
か
ら
の
求
」
と
の
矛
盾
対
立
は
、
両
者
が
共
に
求
で
あ
る
が
故
に
、
求
と
し
て
そ
の
カ
に
於

い
て
世
界
を
場
と
し
て
か
ち
合
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
　
（
そ
れ
は
思
惟
の
場
で
は
、
囲
的
論
一
般
と
、
昌
的
論
一
般
を
絶
対
に
否
定
す
る
冷

厳
な
機
械
論
と
の
分
裂
で
も
あ
る
。
）
こ
の
二
つ
の
求
の
か
ち
合
わ
せ
ば
、
恰
も
『
精
神
現
象
学
』
に
於
い
て
、
主
的
「
独
存
存
在
」
伽
器

閃
口
誘
8
ゲ
。
。
鉱
鄭
或
は
「
支
配
」
を
目
ざ
し
て
、
「
生
死
の
遠
い
」
を
闘
う
二
つ
の
「
欲
求
匪
霞
意
識
し
の
如
く
、
何
処
ま
で
も
そ
の
求
を
貫

か
ず
に
は
措
か
な
い
。
事
実
こ
の
二
つ
の
求
の
か
ち
合
わ
せ
ば
死
の
矛
盾
抗
争
で
あ
る
。
こ
こ
に
於
い
て
我
々
は
、
「
意
識
の
底
か
ら
の
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欲
求
」
と
「
物
の
底
か
ら
の
求
」
と
の
死
の
矛
盾
対
立
に
於
い
て
後
者
の
絶
対
に
有
利
な
こ
と
を
見
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
理
由
は
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ヘ
　
　
　
へ

単
純
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
「
物
の
底
か
ら
の
求
」
は
「
意
識
」
で
は
な
い
が
故
に
、
こ
の
広
い
意
味
に
於
け
る
求
と
求
と
の
闘
い
に
於
い

て
た
と
い
破
れ
た
と
し
て
も
死
は
な
い
の
に
対
し
、
「
意
識
の
底
か
ら
の
欲
求
篇
は
そ
の
時
「
意
識
」
の
死
と
し
て
絶
対
に
死
な
ね
ぽ
な
ら

な
い
か
ら
で
あ
る
。
一
方
は
死
が
は
じ
め
か
ら
問
題
と
な
ら
な
い
求
、
死
な
な
い
求
で
あ
り
、
死
を
も
無
意
味
と
す
る
底
の
冷
厳
な
求
で

　
　
　
　
　
レ
ヨ
ペ
ソ

あ
る
Q
そ
れ
は
生
で
は
な
い
求
と
し
て
、
は
じ
め
か
ら
云
わ
ぽ
死
と
し
て
の
求
で
あ
る
。
他
方
と
の
関
係
か
ら
需
え
ば
、
そ
れ
は
何
処
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
じ
ペ
ソ

で
も
死
の
方
向
に
、
し
か
も
死
を
も
無
意
味
化
し
て
成
立
つ
求
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
他
方
は
、
生
と
し
て
の
求
で
あ
る
。

　
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
と
は
思
う
け
れ
ど
も
、
我
々
は
こ
こ
で
所
謂
意
識
と
物
と
の
関
係
に
於
け
る
後
者
の
優
位
を
主
張
す
る
の
で
は

な
い
、
唯
物
論
約
見
地
に
於
け
る
所
謂
存
在
の
意
識
に
対
す
る
基
礎
的
優
位
を
主
張
す
る
の
で
は
な
い
Q
そ
う
で
は
な
く
、
こ
こ
で
は
、

現
代
を
媒
介
す
る
絶
対
不
可
欠
的
媒
語
「
機
械
」
を
通
し
て
「
意
識
の
底
か
ら
の
欲
求
」
と
「
物
の
底
か
ら
の
求
」
と
が
椙
通
じ
分
量
的

に
照
応
す
る
と
い
う
「
世
界
の
底
か
ら
の
業
的
求
」
と
し
て
、
事
態
は
む
し
ろ
徹
底
的
に
宗
教
的
な
の
で
あ
る
。
事
態
は
そ
の
よ
う
に
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
「
機
械
偏
の
問
題
を
、
従
っ
て
ま
た
推
論
的
厨
的
論
一
般
が
不
可
能
に
な
っ
た
と
い
う
事
態
を
、
現
代
の
宗
教
は

絶
対
に
圓
避
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
こ
れ
を
自
己
固
有
の
問
題
と
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
所
以
で
あ
る
。
　
「
意
識
の
底
か
ら
の
欲
求
」
は
脱

自
的
に
「
物
の
底
か
ら
の
求
」
を
触
発
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
求
は
世
界
の
底
か
ら
の
、
世
界
を
場
と
し
て
の
求
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
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た
Q
事
態
は
あ
く
ま
で
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
盤
界
と
し
て
の
求
の
広
さ
と
深
さ
を
知
ら
ぬ
蕨
謂
唯
物
論
は
、
ま

た
当
然
の
こ
と
な
が
ら
こ
の
「
物
の
底
か
ら
の
求
」
を
知
る
こ
と
が
な
い
。
こ
の
こ
と
は
次
に
於
い
て
更
に
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
「
物
の
底
か
ら
の
求
」
は
今
や
「
意
識
の
底
か
ら
の
欲
求
扁
を
死
に
脅
か
す
冷
厳
な
判
断
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
「
意
識
と
し
て
の

欲
求
」
の
対
抗
し
得
る
道
は
唯
一
つ
、
即
ち
媒
語
た
る
「
機
械
」
を
絶
蒐
に
捨
象
し
去
る
こ
と
の
み
で
あ
る
。
　
「
意
識
」
は
そ
の
こ
と
に

よ
っ
て
の
み
こ
の
「
判
断
を
停
止
」
せ
し
め
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
今
や
そ
れ
は
歴
史
的
に
絶
対
に
不
可
能
と
な
っ
て

来
て
い
る
。
侮
故
な
ら
、
こ
の
媒
語
は
今
や
現
代
を
媒
介
す
る
絶
鮒
不
可
欠
の
露
語
と
な
り
、
そ
れ
自
身
と
し
て
良
己
内
完
結
的
自
立
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
換
淫
す
れ
ば
「
欲
求
・
自
意
識
」
は
そ
の
求
の
根
の
故
に
こ
の
「
激
語
」
を
捨
象
す
る
こ
と
が
そ
も
そ
も
不
可
能

な
の
で
あ
る
。
こ
の
求
の
根
の
深
さ
と
い
う
こ
と
が
外
に
対
象
的
な
姿
と
な
っ
て
現
わ
れ
れ
ば
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
事
態
で
も
あ
ろ
う
Q

即
ち
、
若
し
「
意
識
」
が
こ
の
「
媒
語
」
を
捨
象
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ぽ
、
そ
の
捨
象
作
用
の
た
め
に
「
意
識
」
は
更
に
今
一
つ
の
「
媒

語
」
（
「
機
械
」
）
を
必
要
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
、
そ
う
し
な
け
れ
ば
こ
の
存
続
的
自
立
自
動
的
「
媒
語
し
を
除
去
す
る
こ
と
は
不

可
能
で
あ
ろ
う
。
が
し
か
し
こ
れ
は
、
ま
さ
し
く
悪
無
限
悪
循
環
に
他
な
ら
ず
、
ま
さ
し
く
こ
の
「
媒
語
」
の
絶
対
不
可
欠
性
、
自
立
性

を
証
し
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
「
意
識
の
底
か
ら
の
欲
求
」
は
こ
の
よ
う
な
悪
無
限
的
推
論
と
し
て
、
「
物
の
底
か
ら
の
求
」
即
ち
「
機

械
一
物
」
の
判
断
に
対
し
て
遂
に
無
力
で
あ
る
。
本
来
的
に
言
え
ば
、
推
論
一
般
は
破
れ
た
の
で
あ
る
。
　
「
意
識
」
の
立
場
は
こ
の
判

断
の
前
に
最
早
不
可
能
に
な
っ
た
と
欝
わ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
Q

　
我
々
は
こ
こ
に
「
主
…
奴
…
機
械
…
無
配
の
大
推
論
が
破
れ
、
逆
立
せ
ら
れ
る
の
を
見
る
。
そ
れ
は
「
機
械
一
物
」
の
判
断

が
「
固
有
の
意
味
し
と
な
っ
て
、
云
わ
ば
「
主
偏
の
位
置
に
立
ち
、
「
主
…
奴
」
を
～
団
に
ひ
っ
く
る
め
て
決
定
的
に
「
奴
的
意
識
」
一

般
と
な
す
が
如
き
逆
倒
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
貴
し
を
も
「
奴
」
を
も
本
質
的
に
「
奴
的
意
識
砿
一
般
と
化
し
て
し
ま
う
意
味
に
於
い
て
、

両
者
の
差
別
を
一
従
っ
て
ま
た
両
者
の
平
均
的
無
差
別
を
も
i
決
定
的
に
無
意
味
に
し
て
し
ま
う
底
の
も
の
で
あ
る
。
現
代
の
政
治

的
世
界
に
即
し
て
言
え
ば
、
燐
謂
資
本
主
義
筏
会
も
共
産
主
義
社
会
も
本
質
的
な
意
味
に
於
い
て
青
く
同
一
化
し
て
し
ま
う
底
の
も
の
で
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あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
両
者
の
差
別
を
全
く
非
本
質
的
派
生
的
な
区
別
と
し
て
否
定
し
去
る
底
の
普
遍
的
「
求
肥
で
あ
る
。
決
定
的
に
分

裂
矛
盾
す
る
と
見
え
る
も
の
す
ら
、
そ
こ
か
ら
見
れ
ば
全
く
意
味
を
失
う
程
小
さ
く
且
つ
同
一
的
に
見
え
る
と
こ
ろ
の
「
底
」
で
あ
る
。

従
っ
て
そ
れ
は
、
大
推
論
「
主
－
一
躍
i
機
械
i
物
」
を
「
奴
的
意
識
一
般
i
機
械
一
物
」
へ
と
決
定
的
に
単
純
化
し
得
る
力

で
あ
り
、
し
か
も
逆
倒
的
に
「
物
一
…
機
械
i
奴
的
意
識
一
般
」
と
す
る
求
で
あ
る
。

　
否
、
そ
れ
の
み
で
は
な
い
。
　
「
意
識
の
底
か
ら
の
欲
求
」
は
そ
の
求
の
故
に
「
自
意
識
の
二
重
化
」
を
う
な
が
し
、
更
に
そ
の
求
の
赴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

く
と
こ
ろ
「
物
の
二
重
化
」
を
強
要
し
た
。
と
こ
ろ
で
逆
に
そ
の
よ
う
に
（
し
か
も
そ
れ
と
不
可
分
に
一
つ
に
）
、
「
物
の
底
か
ら
の
求
」

は
「
物
を
二
重
化
」
し
、
こ
の
二
重
化
の
結
果
た
る
「
難
語
」
の
、
更
に
二
重
的
存
在
性
格
を
通
し
て
、
「
意
識
」
を
今
や
独
自
の
仕
方
で

「
二
重
化
」
す
る
。
「
蜜
語
」
（
「
機
械
」
）
の
二
重
的
存
在
性
格
と
は
、
e
目
的
論
一
般
を
絶
対
に
否
定
し
、
そ
れ
を
無
意
味
に
化
す
と
こ

ろ
の
冷
厳
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
、
死
の
方
向
に
成
り
立
つ
「
物
の
底
か
ら
の
求
」
（
「
物
－
機
械
」
）
の
述
語
的
且
つ
媒
語
的
契
機
で
あ

る
と
共
に
、
⇔
こ
の
死
の
方
向
に
成
り
立
つ
「
黙
し
は
己
れ
の
成
立
の
機
縁
と
し
て
他
面
何
処
ま
で
も
「
意
識
の
底
か
ら
の
欲
求
」
を
要

求
す
る
故
に
、
「
単
語
」
を
通
し
て
後
者
を
徹
底
的
に
許
す
の
み
な
ら
ず
、
「
意
識
」
の
推
論
を
自
己
の
支
配
下
に
於
い
て
絶
え
ず
一
層
「
欲

求
」
的
に
尖
鋭
に
う
な
が
す
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
換
蓄
す
れ
ば
、
こ
の
「
弾
語
」
は
、
e
死
の
方
向
に
成
り
立
つ
「
求
職
の
た
め
に
、

◎
「
意
識
」
（
生
）
を
ま
す
ま
す
「
欲
求
」
的
に
う
な
が
す
。
即
ち
、
何
処
ま
で
も
死
へ
の
大
き
な
方
向
の
中
で
、
「
媒
語
」
自
身
が
死
と

生
の
方
向
に
分
裂
し
て
い
る
。
そ
れ
が
「
物
i
機
械
」
に
於
い
て
述
語
で
あ
る
と
共
に
、
「
物
－
機
械
…
奴
的
意
識
醐
般
」
に
於
い

て
丁
張
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
霊
的
意
識
」
を
も
「
奴
的
意
識
」
を
も
本
質
的
に
同
一
化
し
去
っ
た
底
に
於
い
て
、
「
物
一
機

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

械
…
…
奴
輩
意
識
一
般
」
の
逆
倒
推
論
は
、
「
媒
語
し
の
分
裂
的
二
重
存
在
性
格
に
よ
り
、
分
裂
翻
倒
推
論
と
な
る
。
即
ち
、
「
意
識
」
は
何

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

処
ま
で
も
死
へ
の
大
き
な
方
向
の
中
で
死
と
生
と
の
二
方
向
に
末
法
的
に
分
裂
「
二
重
化
扁
さ
れ
る
。
換
署
す
れ
ば
、
こ
の
推
論
は
最
終

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

述
語
を
分
裂
的
に
二
つ
有
つ
分
裂
的
逆
倒
推
論
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
目
的
論
的
で
は
な
く
、
目
的
論
一
般
を
絶
対
に
否
定
す
る
も
の
で
あ

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
逆
倒
推
論
が
必
然
的
に
分
裂
的
逆
飼
推
論
で
あ
ら
ざ
る
を
得
な
い
所
以
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
、
「
自
意
識
」
が
何
処
ま
で
も
死
へ
の
大
き
な
方
向
の
中
で
死
と
生
の
二
方
晦
に
末
法
的
に
分
裂
「
二
重
化
し
さ
れ
る
こ
と
は
、

「
自
意
識
」
が
こ
の
分
裂
の
中
で
且
つ
分
裂
と
し
て
、
ま
さ
し
く
分
裂
の
故
に
末
法
的
に
ま
す
ま
す
尖
鋭
に
「
欲
求
」
的
に
な
る
こ
と
で

あ
る
。
そ
し
て
か
く
ま
す
ま
す
「
欲
求
」
的
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
す
ま
す
更
に
分
裂
的
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
自
意
識

の
分
裂
的
二
重
化
」
と
い
う
悪
無
限
判
断
で
あ
る
。
　
「
物
の
二
重
化
」
に
於
け
る
「
物
－
機
械
」
の
判
断
は
こ
の
悪
無
限
的
分
裂
判
断

に
遵
な
る
。
つ
ま
り
、
「
欲
求
自
意
識
」
は
欲
求
の
対
象
の
農
立
性
の
故
に
必
然
的
に
且
つ
ま
た
エ
ロ
ー
ス
的
に
「
自
意
識
の
二
重
化
」
を

求
し
た
が
、
そ
の
求
は
更
に
「
物
の
二
重
化
」
に
到
っ
て
遂
に
逆
転
し
、
「
物
の
一
一
重
化
」
が
逆
に
主
語
的
「
求
」
と
な
り
、
こ
れ
が
却
っ

て
逆
に
「
自
意
識
」
を
分
裂
「
二
重
化
」
し
て
、
「
自
意
識
」
を
更
に
決
定
的
に
尖
鋭
に
「
欲
求
」
的
と
す
る
。
そ
う
し
て
、
こ
の
末
法
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

「
欲
求
自
意
識
」
自
身
は
、
更
に
尖
鋭
に
「
媒
語
」
的
推
論
の
主
語
と
な
る
。
（
従
っ
て
、
「
意
識
」
の
立
場
か
ら
の
推
論
一
般
が
根
本
的

へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

に
不
可
能
に
な
っ
た
と
い
っ
て
も
、
「
意
識
」
は
皮
相
的
に
は
却
っ
て
ま
す
ま
す
推
論
的
と
な
る
の
で
あ
る
。
）
か
く
し
て
そ
れ
は
、
一
三

何
処
ま
で
も
自
己
か
ら
出
て
自
己
に
還
っ
て
来
る
と
こ
ろ
の
一
大
円
環
的
な
業
で
あ
る
。
推
論
逆
倒
的
に
連
な
る
業
で
あ
る
。
業
は
業
と

し
て
徹
底
的
に
集
す
る
。

　
「
自
意
識
」
が
、
何
処
ま
で
も
「
物
の
底
か
ら
の
求
」
の
中
で
、
「
媒
語
」
を
通
し
て
死
と
生
の
両
方
向
に
末
法
的
に
分
裂
二
重
化
さ
れ
、

こ
の
分
裂
の
故
に
更
に
尖
鋭
に
「
欲
求
」
的
と
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
「
自
意
識
」
と
「
欝
意
識
」
と
が
一
般
に
外
に
専
ら
「
露
語
」
的
に

連
結
分
裂
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
更
に
こ
の
外
は
同
時
に
ま
た
内
に
議
せ
ら
れ
て
い
る
故
に
、
同
一
「
自
意
識
」
そ
の
も
の
の

統
一
・
分
裂
も
「
露
語
」
的
た
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
　
「
物
…
機
械
」
の
判
断
は
、
従
っ
て
ま
た
、
二
曲
的

「
機
械
」
一
般
の
問
題
は
、
「
自
意
識
偏
そ
の
も
の
の
構
造
を
も
質
的
に
変
化
さ
せ
ず
に
は
措
か
な
い
。
円
滑
な
推
論
と
し
て
の
「
自
意
識
」

の
》
妻
⑦
ω
①
昌
《
は
破
綻
し
た
の
で
あ
る
。
　
「
自
意
識
」
を
主
語
と
す
る
立
場
か
ら
す
れ
ぽ
、
何
処
ま
で
も
「
媒
語
」
が
自
立
的
自
動
的
に

存
続
す
る
故
に
、
窮
極
に
於
い
て
こ
の
「
媒
語
」
が
却
っ
て
主
語
の
述
語
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
業
と
は
普
通
に
は
、
人
馬
的
存
在
者
の
自
由
を
許
さ
ぬ
必
然
性
の
鎖
と
し
て
、
云
わ
ば
機
械
的
決
定
論
因
果
性
に
於
い
て
考
え
ら
れ
勝
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ち
で
あ
る
Q
或
は
、
「
意
識
の
底
か
ら
の
欲
求
」
が
業
的
で
あ
る
と
誘
わ
れ
る
G
が
し
か
し
単
に
そ
う
で
は
な
い
こ
ζ
は
、
上
述
の
分
析
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

よ
っ
て
決
定
的
に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
業
は
人
間
的
存
在
者
の
自
由
を
許
さ
ぬ
機
械
的
因
果
性
の
鎖
で
は
な
く
、
「
機
械
し
を
も
「
媒
語
」

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

と
し
て
推
論
的
－
逆
倒
分
裂
推
論
的
に
使
用
す
る
底
の
も
の
で
あ
る
。
若
し
業
が
機
械
的
必
然
的
因
果
性
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ぽ
、
文
字
通

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

り
「
機
械
」
は
（
業
の
）
「
述
語
」
で
あ
ろ
う
。
が
し
か
し
そ
う
で
は
な
く
、
「
機
械
」
は
絶
対
「
下
貼
」
な
の
で
あ
る
。
単
に
「
意
識
の

底
か
ら
の
欲
求
」
が
業
的
で
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
業
は
「
意
識
の
底
か
ら
の
欲
求
」
を
、
従
っ
て
ま
た
人
間
的
存
在
者
の
膚
由
を

徹
底
的
に
許
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
却
っ
て
深
く
業
的
な
の
で
あ
る
、
騨
ち
「
物
の
工
重
化
」
に
於
い
て
「
物
の
底
か
ら
の
求
」
を
連
結
的

に
生
起
せ
し
め
、
「
世
界
の
底
か
ら
の
求
」
と
な
る
。
単
に
意
識
か
ら
で
も
な
く
、
単
に
物
か
ら
で
も
な
い
「
世
界
の
底
か
ら
の
求
」
と
な

る
の
で
あ
る
。

　
以
上
大
変
図
式
的
に
で
は
あ
っ
た
が
、
「
機
械
扁
を
絶
対
「
媒
語
」
と
す
る
現
代
の
問
題
を
共
に
入
れ
て
考
え
て
来
た
時
、
我
々
は
、
『
精

神
現
象
学
』
に
於
い
て
「
支
配
と
隷
属
」
の
次
に
続
く
「
ス
ト
ア
主
義
」
、
「
懐
疑
主
義
」
、
「
不
潔
な
る
意
識
」
が
、
奴
何
に
現
在
の
我
々

の
身
に
迫
っ
て
来
る
か
を
感
ぜ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
即
ち
、
「
ス
ト
ア
主
義
し
に
対
し
て
は
、
「
物
　
　
機
械
i
自
意
識
」
の
分
裂
逆

蓮
推
論
か
ら
皮
相
的
に
身
を
引
き
、
唯
所
謂
自
己
の
領
域
に
こ
も
っ
て
そ
こ
で
の
み
自
ら
の
安
静
と
窟
由
と
普
遍
性
を
保
持
せ
ん
と
す
る
、

現
代
の
一
般
の
宗
教
の
立
場
を
見
る
こ
と
が
出
来
、
更
に
こ
の
「
ス
ト
ア
主
義
」
が
対
欝
的
に
実
現
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
「
懐
疑
主
義
」

に
対
し
て
は
、
そ
う
い
う
宗
教
の
立
場
が
自
覚
的
に
裏
返
し
に
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
現
代
の
エ
ヒ
リ
ズ
ム
或
は
無
神
論
を
見
る
こ
と
も

出
来
る
で
あ
ろ
う
。
現
代
の
宗
教
に
つ
い
て
雷
え
ぽ
、
判
断
停
止
　
　
判
断
は
上
述
の
よ
う
に
具
体
的
実
存
の
場
に
於
い
て
は
推
論
と
な

る
が
故
に
、
実
存
の
具
体
性
に
於
い
て
は
そ
れ
は
推
論
停
止
　
　
は
今
や
電
蓄
に
不
可
能
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
繰
り
返
す
こ
と
に
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

が
、
媒
語
は
最
學
「
意
識
」
で
は
な
く
、
絶
対
不
可
欠
且
つ
不
可
避
の
「
媒
語
」
と
し
て
自
立
的
自
動
的
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て

所
謂
推
論
停
止
そ
の
も
の
が
即
自
的
に
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
な
る
。
業
的
「
媒
語
砿
が
最
早
「
意
識
」
で
は
な
い
が
故
に
、
「
意
識
」
の
立
場
か

ら
の
宗
教
的
主
語
も
根
本
的
に
は
最
早
不
可
能
に
な
っ
た
と
縫
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q

ヘ
ー
ゲ
ル
『
精
神
現
象
学
』
に
於
け
る
「
自
意
識
し
の
研
究
序
説
　
三

六
三
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「
支
配
と
隷
属
」
に
於
け
る
「
主
－
奴
…
物
扁
の
弁
証
法
的
推
論
に
於
い
て
は
、
媒
語
は
「
意
識
」
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
故

に
こ
そ
こ
の
媒
語
は
、
推
論
の
主
語
と
の
関
係
か
ら
離
れ
て
、
そ
れ
の
》
鎚
§
恥
幽
貯
ω
一
〇
ズ
の
有
り
方
に
於
い
て
、
現
わ
に
な
る
こ

と
が
鷹
来
た
。
ま
さ
し
く
そ
れ
が
「
意
識
」
で
あ
れ
ぽ
こ
そ
、
そ
れ
の
》
磐
⊆
滋
蜜
裡
巴
。
貰
、
従
っ
て
ま
た
》
｛
貯
臨
。
げ
《
と
い
う
有

り
方
も
可
能
で
あ
り
、
意
味
を
持
つ
こ
と
が
出
来
た
。
即
ち
そ
こ
で
は
主
語
そ
れ
自
身
が
》
霊
同
。
。
國
。
烹
に
、
自
己
自
身
に
照
し
て
腿
ら
め

得
ら
れ
た
め
で
あ
る
。
し
か
る
に
今
や
「
嘉
事
」
は
絶
鰐
に
「
意
識
」
で
は
な
い
こ
と
に
よ
り
、
「
毒
忌
」
愚
身
の
》
仙
霧
鋤
郎
忽
。
び
Q
Q
①
ぎ
《

が
卑
語
自
身
に
対
し
て
明
ら
か
に
な
る
と
い
う
》
α
p
。
ω
き
¢
注
｛
貯
ω
ぢ
財
ω
臥
⇒
《
は
不
可
能
で
あ
る
Q
即
ち
》
器
二
雛
μ
｛
翼
壁
。
げ
《

と
い
う
有
り
方
に
於
い
て
は
こ
の
7
媒
語
L
は
絶
対
に
明
ら
め
ら
れ
得
な
い
。
　
「
媒
語
」
の
本
質
、
換
言
す
れ
ぽ
「
技
術
の
本
質
漏
は
、

こ
の
よ
う
な
仕
方
で
即
ち
ヘ
ー
ゲ
ル
墨
形
蒲
上
学
的
に
、
隠
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
　
「
意
識
」
の
対
自
化
、
即

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

ち
「
自
意
識
」
の
立
場
か
ら
は
一
～
毅
に
「
意
識
の
本
質
」
か
ら
は
一
「
技
術
の
本
質
」
を
見
る
こ
と
は
嵐
来
な
い
。
そ
れ
は
な
お

未
だ
隠
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
上
述
の
推
論
一
般
は
逆
罪
分
裂
推
論
（
ユ
ヒ
リ
ズ
ム
）
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
我
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
ゴ
　
ス

は
こ
こ
に
於
い
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
根
本
の
立
場
、
》
霞
鵡
巳
｛
霞
ω
一
〇
げ
《
の
論
理
が
、
こ
の
「
重
語
」
に
対
し
て
如
何
ん
と
も
し
難
い
の

を
、
は
っ
き
り
と
見
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

　
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ヤ
は
、
現
代
に
於
い
て
こ
の
》
象
①
ζ
葺
①
《
、
「
媒
概
念
」
と
ま
で
な
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
は
作
ら
れ
た

》
象
①
竃
一
躍
Φ
《
で
あ
る
。
が
こ
の
「
媒
概
念
砿
は
何
処
ま
で
も
否
定
さ
れ
ず
に
残
り
、
「
欲
求
霞
意
識
」
を
離
れ
て
自
立
的
存
続
的
で
あ

る
の
み
な
ら
ず
、
存
在
一
般
を
限
定
し
来
た
る
普
遍
と
な
っ
て
い
る
。
す
べ
て
が
こ
の
》
象
⑦
ζ
一
拳
Φ
《
　
に
連
結
せ
ら
れ
、
こ
れ
を
分
有

し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
分
有
の
否
定
、
推
論
停
血
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
う
し
て
現
代
は
現
代
自
身
を
媒
介
す
る
こ
の
》
象
①
ζ
葺
Φ
《

を
、
そ
れ
の
自
体
的
な
有
り
方
に
於
い
て
真
に
見
る
こ
と
が
呂
来
な
い
。
我
々
の
思
惟
に
は
そ
れ
は
な
お
金
縛
ま
で
も
許
さ
れ
て
い
な
い

の
で
あ
ろ
う
か
。
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He　very　often　criticised　decisions　of　the　court，　encouraged　a　new　sense　of

justlce，　and　thus　undermined　the　established　value　system．

　　The　logic　peculiar　to　Teng　hsi，　commonlY　called　l“sophism”，　was　an

indispensable　weapon　for　his　legal　activltie．stAnd　／1　take　the　doctrine　of

‘‘ モ盾窒窒?ｃｔｉｎｇ　the　na卑e”（正名）held　by　K’ung　ch’i琶to　be　no　other　than　a

direct　attack　on　the　logic　of　the　legaiist．

What　is　logic？

by　Masao　Yamashita

　　A　partially　ordered　set　is　represented　by　a　Hasse’s　diagram．　A　lattice，

a　kind　of　a　partially　ordeyed　set　is　represented　by　it　too．

　　In　this　paper，　（1）　classlcal　propositional　logic，　modal　logic，　many－valued

logic，　and　quantification　logic　is　represented　by　a　Hasse’s，diagram　as　a

complemented　distributive　lattice（a　Boolea難la宅tice），（2）i醜itio箪istic　l・9量c

is　represented　by　it　as　a　pseudo－complemented　distributive　lattlce　with　a

minimum，　a＃d　（3）　Minimal－Logik　is　represented　by　it　as　a　pseudQ－com－

Ple斑ented　distr三もutive　lattice　without．a謡nimum，　The　logic　of　clas．ses，

Plato’s　diairesis，　Kant’s　analytic　judgement，　the　theory　of　classification，

Aristotle’s　sylloglstic，　Leibniz’s　logical　calculus，　analysis　and　synthesis　in

the　Pert－Royal　logic，　Lull’s・　ars　combinatoria，　Leibniz’s　combinatory　art，

Plato’s　theory．　o£　“anaiogia”，　the　theory　of　Polarity，　the　theory　of・1’一

Ching，　Piaget’s　group　are　represented　as　a　Boolean．　lattice　or　a　truRcated

part　of　it．　At　last　the　mystical．．logic　is　discussed．

Studien　zur　Phdinomenologie　des　Geistes

von　Minoru　lllaba

・ln　den　drei　Abhandlungen　hat　der　Verfasser　versucht，　die．erste　Htilfte

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2



des　Abschnitts　SelbstbenvttStsein，　d．　h．　die　〈SelbstEndigkeit　und　Unselbstandig－

keit　des　Selbstbewu6tseins，　Herrschaft　und　Knechtschaft＞　zu　interpretieren．

Dabei　ist　besonders　beabsichtigt，　die　hier　verborgenen　logisehen　Ztige

herauszuarbeiten．

　　　　　　　　　　　Das　Problem　des　B6sen　bei　Leibniz

unter　besonderer　Berifcksichtigung　des　Problems　der　“Spontaneitljt”

von　Yoshiaki　lkeda

　　Das　Problem　des　B6sen　bei　Leibniz　ist　in　der　traditionellen　Metaphysik，

z．　B．　bel　Schelling　nur　als　“Privatlon”　er6rtert　worden．　Trotzclem　gibt

die　radikale　Seite　im　B6sen　einen　Denkansatz；　diese　Seite　des　B6sens　hat

I．’e量bn三呂三n　se三ner　Hypo亡hese　vo窺der　Spontane圭亡tit　erfasst．　Ich　untersuche

in　meiney　Abhandlung　das　Problem　des　Bdsens　in　Leibniz’　Phi！osophie

von　dem　aktiven　Gesichtspunkt　der　Spontaneifa’t　her．
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