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G
・
W
・
F
・
ヘ
ー
ゲ
ル
体
系
以
前
期
に
お
け
る
思
想
形
成
の
内
面
的
展
開
（
完
）

l
i
へ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
《
理
念
》
と
《
現
実
》
一

　
　
三
　
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
時
代
後
期

　
　
　
　
一
《
理
想
》
の
構
想
か
ら
《
現
実
》
の
認
識
へ
一

　
ヘ
ー
ゲ
ル
は
再
び
《
理
想
》
を
、
「
愛
」
の
《
理
想
》
を
構
想
し
た
。

そ
し
て
テ
ユ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
・
ベ
ル
ン
時
代
と
岡
じ
よ
う
に
、
そ
れ
を
ま
さ

に
《
理
想
》
と
し
て
自
ら
の
（
世
界
の
）
《
規
実
》
に
対
遣
し
た
。
し
か
し

な
が
ら
、
そ
の
《
理
想
》
の
実
悪
に
向
け
て
、
積
極
的
に
更
に
《
現
実
》

の
変
革
へ
と
も
は
や
志
向
し
は
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
テ
ユ
ー
ビ
ン
ゲ

ソ
・
ベ
ル
ン
時
代
の
《
理
想
》
実
現
1
1
《
現
実
》
変
革
の
志
向
の
挫
折
が

経
験
と
し
て
強
く
作
用
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
時
代

後
期
の
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
前
期
の
こ
の
よ
う
な
態
度
を
受
け
て
、
そ
う
し
た

《
理
想
》
実
現
1
1
《
境
実
》
変
革
の
志
向
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
冷
静
に
、

客
観
的
に
反
省
し
て
み
よ
う
と
し
て
い
る
。

　
　
ω
　
《
理
想
》
実
現
1
1
《
現
巽
》
変
革
の
志
向
そ
の
も
の
の
反
省

　
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
時
代
前
期
の
へ
…
ゲ
ル
の
《
理
想
》
論
は
、
少
な
く

と
も
叙
述
の
形
式
と
し
て
は
、
イ
エ
ス
が
構
想
す
る
《
理
想
》
の
紹
介
と

い
う
形
…
を
と
っ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
を
受
け
て
、
　
へ
…
ゲ
ル
は
次
に
、
イ

エ
ス
を
し
て
そ
の
《
理
想
》
i
へ
…
ゲ
ル
自
身
の
《
理
想
》
で
も
あ
る

一
を
彼
の
《
現
実
》
陛
ユ
ダ
ヤ
嶽
界
に
対
決
せ
し
め
た
。
自
ら
の
《
理

安
　
彦
　
一
　
恵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

想
》
の
実
現
に
向
け
て
《
現
実
》
の
変
革
を
志
向
す
る
実
践
家
と
し
て
の

イ
エ
ス
の
生
の
軌
跡
が
辿
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
1
一
「
イ
エ
ス
自
身

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

は
ユ
ダ
ヤ
の
運
命
を
越
え
て
い
た
。
」
「
ユ
ダ
ヤ
の
運
命
」
と
は
そ
の
世
界

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ

の
非
生
動
性
で
あ
る
。
そ
う
し
た
運
命
を
イ
エ
ス
は
理
論
的
に
越
え
て
い

た
Q
す
な
わ
ち
、
ユ
ダ
ヤ
の
死
せ
る
世
界
を
止
揚
す
る
（
「
愛
」
の
）
生

け
る
世
界
を
《
理
想
》
と
し
て
自
ら
の
う
ち
に
構
想
し
て
い
た
。
し
か
し
、

《
理
想
》
の
構
想
は
ま
だ
《
理
想
》
の
実
現
で
は
な
い
。
ま
だ
ユ
ダ
ヤ
の

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
し

死
せ
る
世
界
が
現
実
に
生
け
る
世
界
へ
と
止
揚
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
イ
エ
ス
は
、
更
に
実
践
家
と
な
っ
て
、
ユ
ダ
ヤ
の
人
々
に
生

け
る
世
界
へ
の
止
揚
を
説
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
イ
エ
ス
は
、
自

ら
の
構
想
し
た
癒
憾
》
を
提
示
し
、
履
の
援
に
そ
の
運
命
を
整

さ
せ
よ
う
と
試
み
た
。
」
イ
エ
ス
の
教
説
活
動
は
や
が
て
弟
子
達
を
獲
得
し
、

彼
の
廻
り
に
小
さ
な
集
隙
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
。
だ
が
、
そ
れ
は
ま
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

一
つ
の
（
民
族
）
「
世
界
」
で
は
な
い
。
新
た
な
世
界
を
翻
り
だ
す
た
め

に
イ
エ
ス
は
更
に
説
き
続
け
た
。

　
し
か
し
、
イ
エ
ス
の
教
説
活
動
に
ユ
ダ
ヤ
の
人
々
は
「
冷
淡
」
を
も
っ

て
応
え
た
。
そ
し
て
、
「
冷
淡
は
や
が
て
イ
エ
ス
に
対
す
る
憎
悪
に
変
じ

（
3
）

た
。
」
ユ
ダ
ヤ
の
人
々
か
ら
の
、
あ
る
い
は
ユ
ダ
ヤ
世
界
か
ら
の
こ
の
よ

う
な
否
定
的
反
応
に
出
会
っ
て
は
、
イ
エ
ス
は
そ
の
教
説
活
動
を
も
は
や
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続
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
イ
エ
ス
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
「
彼
の
民
族
を
見
捨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

て
…
…
彼
の
国
民
の
運
命
を
手
を
触
れ
ず
に
放
置
す
る
」
よ
う
に
な
っ
た
Q

社
会
と
の
　
切
の
積
極
的
関
わ
り
を
捨
て
、
そ
れ
に
対
し
て
は
た
だ
「
受

け
身
の
態
度
扁
を
取
る
だ
け
と
な
っ
た
。
そ
し
て
「
世
界
〔
社
会
〕
か
ら

の
分
離
」
の
な
か
で
、
た
だ
心
の
う
ち
に
の
み
「
彼
の
姜
、
神
的
な
る
も

　
　
　
　
（
5
）

の
と
の
連
関
」
を
保
持
す
る
の
で
あ
っ
た
。
「
こ
の
よ
う
に
、
イ
エ
ス
の
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

存
は
世
界
か
ら
の
分
離
で
あ
り
、
世
界
か
ら
天
国
へ
の
逃
避
で
あ
っ
た
。
」

し
か
し
、
生
活
の
こ
の
よ
う
な
祇
会
逃
避
的
在
り
方
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
否
定

す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
そ
れ
ゆ
え
イ
エ
ス
を
次
の
よ
う
に

批
判
す
る
。
「
国
家
〔
社
会
〕
へ
の
こ
の
関
係
〔
逃
避
的
関
係
〕
を
も
っ

て
、
す
で
に
、
生
け
る
合
一
の
一
つ
の
大
き
な
側
薗
、
神
の
国
の
成
員
に

と
っ
て
一
つ
の
重
要
な
紐
帯
で
あ
る
も
の
が
断
ち
切
ら
れ
、
自
慮
の
、
す

な
わ
ち
美
の
絆
の
消
極
的
性
格
の
一
部
分
、
　
　
連
の
活
動
的
諸
関
係
、
一

違
の
生
け
る
諸
関
係
が
失
わ
れ
て
い
る
。
神
の
瞬
の
帯
斑
達
は
、
敵
意

あ
る
国
家
〔
祉
会
〕
に
対
立
し
、
そ
こ
か
ら
融
分
達
を
締
め
出
す
私
人
と

（
7
）

な
る
。
」
確
か
に
ユ
ダ
ヤ
の
「
屡
蒙
」
（
社
会
）
は
法
律
関
係
が
支
配
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

お
り
、
そ
し
て
そ
れ
は
「
不
純
化
」
さ
れ
た
「
生
の
関
係
」
で
あ
る
。
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
へ

が
、
不
純
佑
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
「
生
」
の
何
ら
か
の
関

係
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
れ
が
不
純
で
あ
る
と
し
て
社
会
に
対
し
て
受
動

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

的
と
な
る
こ
と
は
、
「
生
の
制
限
」
で
あ
る
。

　
だ
が
、
こ
の
「
生
の
鋼
限
」
に
イ
エ
ス
自
身
も
決
し
て
満
足
で
は
な
か

っ
た
。
制
謂
限
な
き
金
き
生
の
亭
受
へ
の
臨
独
い
渇
墾
が
在
っ
た
Q
生
の
総
体

を
、
か
つ
純
粋
牲
に
お
い
て
享
受
す
る
た
め
に
、
イ
エ
ス
は
不
純
な
も
の

（
祉
会
）
を
純
粋
化
す
べ
く
ユ
ダ
ヤ
没
界
と
の
「
闘
争
」
に
入
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
。
だ
が
、
単
な
る
教
説
活
動
に
さ
え
憎
悪
を
も
っ
て
亦

え
る
ユ
ダ
ヤ
の
人
々
の
な
か
に
あ
っ
て
、
ユ
ダ
ヤ
世
界
を
変
革
し
よ
う
と

い
う
イ
エ
ス
の
闘
争
は
絶
対
に
成
功
し
得
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
。
イ
エ
ス
は

再
び
自
己
の
う
ち
に
引
き
寵
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
「
世
界
に
対
す
る
イ
エ
ス
の
関
係
は
、
｝
部
は
逃
避
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

り
、
　
一
部
は
反
作
用
つ
ま
り
世
界
と
の
闘
争
で
あ
っ
た
。
」
そ
れ
ゆ
え
イ

エ
ス
の
闘
争
は
決
し
て
徹
底
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
だ
が
、
そ
れ
で

も
、
ユ
ダ
ヤ
世
界
か
ら
手
痛
い
反
撃
を
受
け
、
遂
に
は
「
犯
罪
者
と
し
て

（
1
1
）

の
死
」
を
も
っ
て
終
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
「
イ
エ
ス
は
、
ユ
ダ
ヤ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

の
人
々
と
共
に
生
活
す
る
こ
と
を
恥
と
し
た
が
、
同
時
に
窃
己
の
理
想
を

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

も
っ
て
常
に
彼
ら
の
現
実
と
闘
っ
た
が
ゆ
え
に
、
免
れ
る
こ
と
な
く
現
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
招
）

の
下
に
打
ち
倒
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
扁
！
へ
ー
ゲ
ル
は
こ
こ
で
、

自
己
の
《
理
想
》
を
実
現
し
よ
う
と
し
て
《
現
実
》
（
ユ
ダ
ヤ
世
界
）
と

闘
い
、
し
か
し
な
が
ら
そ
の
変
革
を
達
成
す
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
ど
こ
ろ

か
逆
に
《
現
実
》
の
前
に
敗
退
し
て
い
っ
た
実
践
家
イ
エ
ス
の
生
の
筆
跡
、

「
イ
エ
ス
の
運
命
扁
を
確
認
し
て
い
る
。

　
へ
…
ゲ
ル
は
、
こ
う
し
た
「
イ
エ
ス
の
運
命
」
を
、
単
に
イ
エ
ス
と
い

う
一
憂
人
の
場
合
の
、
あ
る
い
は
ま
た
「
愛
」
の
《
理
想
》
と
い
う
特
定

の
《
理
想
》
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
場
合
の
「
運
命
」
と
し
て
の
み
捉
え

た
の
で
は
な
く
て
、
お
よ
そ
《
理
想
》
実
現
h
《
現
実
》
変
革
の
志
向
と

い
う
も
の
が
一
般
的
に
た
ど
る
運
命
の
端
的
な
現
わ
れ
と
し
て
捉
え
た
。

『
ド
イ
ツ
憲
法
懸
隔
第
二
序
文
で
は
、
そ
れ
ゆ
え
一
般
論
と
し
て
こ
う
語

ら
れ
て
い
る
。
「
本
性
か
ら
見
れ
ば
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
で
あ
る
が
意
志
か
ら
見

れ
ば
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
で
あ
る
も
の
〔
理
論
的
に
は
否
定
さ
る
べ
き
と
認
識
さ

G
・
W
・
F
・
ヘ
ー
ゲ
ル
体
系
以
前
期
に
お
け
る
思
想
形
成
の
内
薗
的
展
開
（
完
）

五
九
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れ
て
も
現
に
実
際
に
存
続
し
続
け
て
い
る
も
の
〕
の
廃
棄
は
、
人
が
自
分

で
露
分
の
運
命
に
加
え
る
暴
力
に
よ
っ
て
も
、
外
榔
か
ら
加
え
ら
れ
る
暴

力
に
よ
っ
て
も
実
現
さ
れ
は
し
な
い
。
い
ず
れ
の
場
合
に
も
現
存
の
運
命
、

つ
ま
り
被
規
定
性
は
残
存
す
る
。
1
…
暴
力
に
よ
っ
て
制
限
が
生
か
ら
取

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

り
除
か
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
」

　
諸
個
人
あ
る
い
は
集
団
が
《
現
実
》
を
変
革
し
て
そ
の
《
理
想
》
を
実

現
す
る
こ
と
は
、
お
よ
そ
不
可
能
な
事
で
あ
る
。
そ
こ
に
「
歴
史
」
と
い

う
も
の
が
在
る
。
諸
個
人
が
い
く
ら
美
し
い
《
理
想
》
を
構
想
し
、
そ
の

実
現
を
志
向
し
よ
う
と
も
、
歴
史
の
絶
対
性
の
前
に
は
し
ょ
せ
ん
無
益
な

努
力
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
－
こ
う
し
た
《
理
想
》
実
翼
1
1
《
現
実
》

変
革
の
一
般
的
不
可
能
性
の
認
識
は
、
へ
…
ゲ
ル
の
生
き
方
そ
の
も
の
に

大
き
な
影
響
を
及
ぼ
さ
ず
に
は
お
か
な
っ
た
。
認
識
は
、
単
な
る
事
実
的

認
識
で
は
な
く
、
テ
ユ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
・
ベ
ル
ン
時
代
に
窪
ら
体
験
し
た
こ

と
、
そ
し
て
「
愛
」
の
《
理
想
》
を
実
現
し
よ
う
と
し
て
自
ら
再
び
体
験

し
た
か
も
し
れ
ぬ
こ
と
へ
の
、
言
い
換
え
れ
ば
い
ま
ま
で
の
自
ら
の
生
き

方
の
も
の
へ
の
客
観
的
霞
組
総
酎
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
そ
の
影
響
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
見
る
ま
え
に
、
こ

の
時
期
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
索
の
い
ま
～
つ
の
重
要
な
展
開
を
フ
ォ
ロ
ー
し

て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
②
　
問
題
性
と
し
て
の
電
三
野
会
の
認
識

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
　
ァ
　
リ
　
ス
　
ト

　
へ
…
ゲ
ル
は
、
ま
た
同
時
に
詩
人
な
ら
ぬ
現
実
の
思
索
家
と
し
て
、

「
愛
」
の
「
あ
ま
り
に
も
美
し
す
ぎ
る
」
《
理
想
》
に
《
理
想
》
そ
の
も
の

と
し
て
も
反
省
の
手
を
加
え
、
そ
し
て
そ
の
帰
結
と
し
て
、
こ
の
臼
ら
構

想
し
た
《
理
想
》
の
非
現
実
性
を
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
す

六
〇

で
に
「
神
の
国
」
論
は
こ
う
結
ば
れ
て
い
た
。
「
神
の
国
と
い
う
理
念

〔
れ
愛
の
《
理
想
》
〕
の
う
ち
に
も
、
な
お
、
運
命
の
威
力
を
免
れ
得
ぬ
と

い
う
或
る
不
完
全
さ
が
在
る
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
〔
そ
う
だ
と
す

る
な
ら
、
〕
こ
の
運
命
は
、
あ
ま
り
に
も
美
し
す
ぎ
る
努
力
に
対
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

自
然
か
ら
の
跳
躍
に
対
し
て
怒
り
狂
う
ネ
メ
シ
ス
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
」

1
一
「
愛
」
の
《
理
想
》
は
一
つ
の
不
完
全
な
も
の
、
よ
り
正
確
に
は
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

間
性
の
「
自
然
」
に
対
し
て
コ
つ
の
超
完
全
な
も
の
」
で
あ
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
と
い
う
、
す
で
に
あ
っ
た
こ
の
疑
念
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
い
ま

や
、
「
愛
」
の
《
理
想
》
は
ま
さ
に
人
間
性
の
「
自
然
」
を
越
え
た
も
の

で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
現
実
性
を
も
た
な
い
も
の
で
あ
る
、
と
答
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
具
体
的
に
見
る
な
ら
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
。
！
へ
ー
ゲ
ル
は
草
稿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

『
愛
』
に
お
い
て
す
で
に
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
。
フ
ィ
ジ
カ
ル
に
生

き
る
た
め
に
は
「
窟
の
所
有
」
は
必
然
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
「
所
有
」
は
、

（
地
上
世
界
誌
人
聞
性
の
「
霞
然
」
の
う
ち
で
は
）
私
的
所
有
（
語
の
広

い
意
味
で
）
銭
愈
愈
に
よ
る
竃
の
「
排
他
的
支
配
」
で
し
か
あ
り
得
な
い
。

従
っ
て
「
愛
し
禽
う
者
達
し
も
、
根
手
が
こ
の
所
有
に
関
わ
っ
て
い
る
の

を
見
る
か
ぎ
り
、
そ
こ
で
相
手
の
う
ち
に
絶
対
に
自
分
と
は
一
つ
に
な
っ

て
い
な
い
も
の
、
「
特
殊
性
」
を
感
知
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
し
て
、
そ

れ
は
必
然
的
に
「
愛
」
の
廃
棄
と
な
る
。
一
こ
の
よ
う
な
、
「
愛
」
と

「
所
有
」
と
の
絶
対
的
矛
盾
性
に
再
び
注
視
し
な
が
ら
、
か
つ
、
よ
り
深

刻
に
反
省
し
な
が
ら
、
へ
！
ゲ
ル
は
い
ま
や
こ
う
考
え
る
に
至
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
へ

「
愛
」
の
《
理
想
》
は
「
愛
」
を
原
理
と
し
た
一
つ
の
旧
世
界
扁
の
《
理
想
》

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
人
問
（
の
生
活
）
の
一
切
の
諸
関
係
、
従
っ
て
「
駈
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有
」
に
関
わ
る
関
係
を
も
包
摂
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
「
所
有
」

に
関
わ
る
愚
問
関
係
は
絶
対
に
「
愛
の
関
係
」
と
は
な
り
得
な
い
。
従
っ

て
「
愛
」
の
《
理
想
》
は
、
絶
対
に
門
愛
の
関
係
」
と
な
り
得
ぬ
も
の
を

「
愛
の
関
係
」
と
し
て
前
提
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
1
こ
う
考
え
る

な
ら
、
「
愛
」
の
《
理
想
》
の
非
現
実
性
は
絶
対
の
自
明
で
あ
る
。
ヘ
ー

ゲ
ル
は
い
ま
や
、
絶
対
に
死
せ
る
も
の
と
し
て
の
「
断
有
」
の
存
在
の
ゆ

え
に
「
愛
扁
の
《
理
想
》
は
現
実
性
を
も
ち
得
な
い
、
と
認
識
し
な
け
れ

ぽ
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
ヘ
ー
ゲ
ル
は
原
理
的
に
は
こ
こ
で
始
め
て
「
飯
有
」
の
陶
題
に
直
面
す

る
。
（
そ
れ
ま
で
は
、
《
理
想
》
の
構
想
に
お
い
て
「
所
有
扁
の
問
題
性
は

原
理
的
に
は
無
視
さ
れ
て
き
て
い
た
。
ま
た
、
そ
れ
ゆ
え
に
「
愛
」
の

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

《
理
想
》
を
一
つ
の
「
世
界
偏
の
《
理
想
》
と
し
て
構
想
し
得
た
の
で
あ

る
。
）
「
所
有
」
の
問
題
性
は
言
い
換
え
れ
ば
「
市
民
社
会
」
の
問
題
性
で

あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
こ
の
薪
た
な
認
識
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
彼
を
市
民
社
会

の
研
究
へ
と
駆
り
た
て
た
。
「
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
の
国
家
経
済
学
扁
の
研
究

が
す
な
わ
ち
そ
れ
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
研
究
が
な
さ
れ
た
の
か
は
今
日

で
は
（
ノ
ー
ト
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
ゆ
え
）
も
は
や
直
接
的
に
知

る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
口
…
ゼ
ン
ク
ラ
ン
ツ
に
よ
れ
ば
ヘ
ー
ゲ
ル
の
市

勢
社
会
観
は
こ
こ
で
す
で
に
そ
の
基
礎
を
形
成
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

　
（
貯
）

あ
る
。

　
「
市
民
社
会
」
－
こ
の
絶
対
に
「
愛
の
関
係
」
と
は
な
り
得
ぬ
領
域

の
存
在
を
原
理
的
に
前
提
す
る
な
ら
、
生
け
る
心
界
は
ま
た
別
の
形
で
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
全
き
合
一
艮
全
き
愛
の
世
界
と
い
う
も
の

は
（
人
間
性
の
「
自
然
」
の
う
ち
で
は
）
お
よ
そ
存
在
し
得
ぬ
も
の
で
あ

る
。
『
キ
リ
ス
ト
教
の
精
神
に
関
す
る
基
本
草
稿
』
の
な
か
で
、
ヘ
ー
ゲ

ル
は
す
で
に
次
の
よ
う
な
言
葉
を
さ
し
は
さ
ん
で
い
た
。
「
少
数
の
人
々

の
最
も
生
け
る
倉
一
の
下
に
お
い
て
も
、
な
お
或
る
分
離
が
存
在
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

…
…
こ
れ
は
人
聞
性
の
定
め
で
あ
る
。
」
最
高
に
生
動
的
な
世
界
に
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

も
、
そ
こ
に
お
け
る
人
闘
の
「
生
（
活
）
」
が
で
き
る
か
ぎ
り
含
一
し
て

　
　
　
、
、
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

い
る
（
「
で
き
る
か
ぎ
り
わ
ず
か
し
か
分
裂
し
て
い
な
い
」
）
、
と
い
う
形

で
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
正
確
に
需
い
換
え
て
…
何
ら
か
の
合
一
は
常

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

に
存
在
す
る
か
ら
…
人
間
の
門
生
」
が
で
き
る
か
ぎ
り
生
動
的
に
合
一

し
て
い
る
と
い
う
形
で
し
か
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
具
体

的
に
は
、
生
け
る
世
界
と
は
、
死
せ
る
世
界
に
お
い
て
は
人
間
の
生
が
一

切
「
所
有
」
を
廻
っ
て
営
ま
れ
る
の
に
対
し
て
、
こ
う
し
た
「
所
有
」
に

関
わ
る
も
の
が
生
の
一
定
の
部
分
に
限
定
さ
れ
、
そ
し
て
生
の
そ
れ
以
外

に
お
い
て
、
し
か
し
な
が
ら
や
は
り
一
定
の
部
分
と
し
て
「
愛
川
が
享
受

さ
れ
る
よ
う
な
世
界
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
生
け
る
世
界
が
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
「
生
」
の
あ
る
不
完
全
姓
を

も
た
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
更
に
、
門
宗
教
」
を
そ
の
世
界
の

本
質
的
構
成
要
素
と
し
て
内
在
化
さ
ぜ
る
こ
と
を
帰
結
し
た
。
「
愛
」
の

《
理
想
》
の
構
想
に
お
い
て
は
、
「
宗
教
」
は
、
人
々
に
可
能
性
と
し
て
導

き
愛
の
「
理
想
」
を
認
識
さ
縢
、
そ
の
こ
と
を
力
と
し
て
親
実
の
世
界
を

全
き
愛
の
世
界
へ
と
変
革
さ
せ
る
た
め
の
、
い
わ
ば
手
段
と
し
て
考
え
ら

れ
て
い
た
。
実
現
さ
れ
た
全
き
愛
の
世
界
1
1
「
神
の
国
」
そ
の
も
の
で
は

「
宗
教
」
ほ
不
要
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
い
ま
や
全
き
愛
の
憶
界
は
非

現
実
の
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
「
宗
教
」
は
も
は
や
単
な
る
手

段
で
は
な
く
て
、
そ
れ
堂
上
藏
的
と
し
て
意
味
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

G
・
W
・
F
・
へ
…
ゲ
ル
体
系
以
前
期
に
お
け
る
思
想
形
成
の
内
面
酌
展
開
（
完
）

山
企
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す
な
わ
ち
、
そ
こ
に
お
い
て
人
間
が
不
完
全
な
合
一
性
の
（
日
常
的
）
「
生
」

を
逃
れ
、
全
き
愛
の
「
理
想
」
を
認
識
し
、
か
つ
、
そ
の
認
識
と
し
て
全

き
合
一
性
を
享
受
す
る
非
日
常
的
晴
間
、
と
い
う
意
味
を
与
え
ら
れ
る
よ

う
に
な
る
。
こ
こ
に
は
「
宥
和
」
と
し
て
の
「
宗
教
」
が
現
わ
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
ま
だ
日
常
的
生
の
不
完
全
さ
を
（
あ
る
究
極
的
見
地
か
ら
は
実
は

必
然
的
な
も
の
で
あ
る
と
）
弁
明
す
る
も
の
と
し
て
の
「
宥
和
」
で
は
な

い
。
だ
が
、
そ
う
し
た
臼
常
的
生
の
不
完
全
さ
を
い
わ
ば
補
償
す
る
も
の

と
し
て
、
す
で
に
「
宥
和
」
で
あ
る
。
そ
し
て
生
け
る
世
界
は
、
こ
の
よ

う
な
「
宥
和
」
と
し
て
「
宗
教
扁
を
輿
己
の
本
質
的
構
成
要
素
と
す
る
こ

と
と
な
る
の
で
あ
っ
た
。

　
『
キ
リ
ス
ト
教
の
精
神
と
そ
の
運
命
』
の
最
後
の
部
分
ロ
第
五
章
「
キ

リ
ス
ト
教
団
の
運
命
」
は
、
（
門
神
の
国
」
を
基
準
と
し
て
で
は
な
く
て
、

む
し
ろ
）
こ
の
よ
う
な
、
で
き
る
か
ぎ
り
生
勤
的
に
合
一
さ
れ
た
撤
界
を

墓
準
と
し
て
、
「
キ
リ
ス
ト
教
団
」
難
キ
リ
ス
ト
教
世
界
に
つ
い
て
論
じ

て
い
る
。
そ
の
結
論
的
部
分
で
ヘ
ー
ゲ
ル
は
（
我
々
の
説
囲
も
加
え
て
）

お
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
一
1
「
キ
リ
ス
ト
教
団
」
は
、
イ

エ
ス
の
「
愛
」
の
教
え
に
基
づ
い
て
、
（
門
神
の
国
」
莉
全
き
愛
の
世
界
を

実
説
さ
せ
る
こ
と
は
「
人
間
性
の
定
め
」
か
ら
不
可
能
で
あ
る
が
、
）
少

な
く
と
も
「
生
（
濡
と
の
～
言
分
を
「
愛
の
関
係
」
と
し
て
形
成
す
べ

き
で
あ
っ
た
の
に
、
事
実
は
そ
う
は
な
ら
ず
、
「
生
」
の
一
切
が
死
せ
る

関
係
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
る
に
、
「
キ
リ
ス
ト
教
団
」
は
イ

エ
ス
の
教
え
を
「
キ
リ
ス
ト
教
」
と
し
て
受
容
し
て
い
て
、
そ
こ
に
「
愛
」

の
「
宗
教
」
が
存
在
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
「
キ
リ
ス
ト
教
団
」
の
う
ち

に
は
、
「
愛
」
の
「
宗
教
」
に
お
け
る
「
理
事
」
と
し
て
の
コ
愛
」
（
の
完

六
二

全
性
）
の
認
識
、
及
び
、
そ
う
い
う
認
識
と
し
て
の
生
け
る
合
一
の
享
受

と
、
愛
の
な
い
死
せ
る
「
貌
実
」
の
「
生
」
の
営
み
と
の
聞
の
、
設
い
換

え
れ
ば
「
教
会
」
と
「
国
家
〔
社
会
〕
」
と
の
間
の
（
絶
対
的
）
「
分
裂
」

が
在
る
。
「
教
会
と
国
家
と
が
、
神
事
と
生
（
活
）
と
が
…
…
決
し
て
一
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

に
融
合
し
得
な
い
こ
と
が
、
キ
リ
ス
ト
教
会
〔
教
団
〕
の
運
命
で
あ
る
。
」

ー
ー
こ
う
し
た
「
教
会
」
と
「
国
家
」
と
の
「
分
裂
」
は
、
同
時
に
、
こ

の
時
期
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
《
現
実
》
認
識
で
も
あ
っ
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
こ
で
「
キ
リ
ス
ト
教
団
」
を
で
き
る

か
ぎ
り
生
動
的
に
合
一
さ
れ
た
黒
黒
－
具
体
的
に
は
ギ
リ
シ
ア
世
界
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

し
て
蓑
象
さ
れ
て
い
た
一
か
ら
批
判
し
、
そ
し
て
同
蒔
に
こ
う
し
た
で

き
る
か
ぎ
り
生
動
曲
に
合
一
さ
れ
た
世
界
を
（
薪
た
に
人
間
性
の
「
熱
然
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

の
下
で
可
能
な
も
の
と
し
て
）
再
び
《
理
想
》
と
し
て
構
想
し
よ
う
と
は

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

も
は
や
絶
対
に
し
な
か
っ
た
。
す
で
に
「
運
命
」
と
い
う
用
語
法
で
も
っ

て
暗
示
さ
れ
て
い
る
が
、
「
キ
リ
ス
ト
教
団
」
に
お
け
る
門
分
裂
」
は
歴

史
の
必
然
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
『
体
系
断
片
』
で
は
、
そ
れ
ゆ
え
一
般

論
と
し
て
次
の
よ
う
に
雷
わ
れ
る
。
「
人
聞
の
或
る
種
族
の
一
定
の
本
性

が
対
立
と
A
且
と
の
い
か
な
る
段
階
に
と
ど
ま
る
か
は
、
無
規
定
な
本
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

の
晃
地
か
ら
は
偶
然
で
あ
る
。
」
無
規
定
な
本
盤
の
見
地
か
ら
は
偶
然
で

あ
っ
て
、
歴
史
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
直
接
に
は

「
宗
教
」
に
関
し
て
言
わ
れ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
宗
教
の
取
る
諸
形

態
は
「
民
族
の
生
（
活
と
の
諸
形
態
の
　
種
の
反
映
と
し
て
規
定
さ
れ

て
い
る
ゆ
え
、
論
理
の
当
然
と
し
て
、
「
民
族
の
生
」
を
含
め
た
民
族
「
世

界
」
総
体
が
い
か
な
る
形
態
を
と
る
か
は
歴
史
の
定
め
る
所
で
あ
る
、
と

い
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
「
世
界
」
が
い
か
な
る
世
界
で
あ
る
の
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か
は
歴
史
の
必
然
な
の
で
あ
る
。

　
　
㈲
決
定
的
転
回

　
歴
史
の
必
然
性
の
前
に
は
《
理
想
》
実
…
規
一
1
《
現
実
》
変
革
の
士
心
向
は

お
よ
そ
無
力
で
あ
る
一
…
こ
の
冷
厳
な
認
識
は
、
自
ら
の
生
き
方
そ
の
も

の
の
決
定
的
な
転
國
を
決
意
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
。

　
古
代
共
和
国
再
興
の
志
向
の
挫
折
か
ら
へ
…
ゲ
ル
は
「
ヒ
ポ
コ
ン
デ
リ

ー
」
に
附
っ
て
い
た
。
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
時
代
前
期
の
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
消

極
的
で
は
あ
っ
て
も
少
な
く
と
も
方
向
性
と
し
て
は
、
新
た
な
《
理
想
》

を
構
想
し
、
そ
の
実
現
を
志
向
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
脱
出
し

よ
う
と
し
て
い
た
。
だ
が
、
い
ま
や
こ
の
認
識
の
下
で
は
、
《
理
想
》
を

新
た
に
構
想
し
直
し
、
そ
し
て
再
び
《
現
実
》
変
革
を
志
向
す
る
、
と
い

う
こ
と
に
よ
っ
て
ヒ
ポ
コ
ン
デ
リ
ー
を
脱
出
す
る
こ
と
は
絶
対
に
不
可
能

と
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
ヘ
ー
ゲ
ル
は
ヒ
ポ
コ
ン

デ
リ
ー
か
ら
絶
対
に
脱
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、

「
ヒ
ポ
コ
ン
デ
リ
…
の
う
ち
で
は
人
は
…
…
紹
対
的
無
力
の
状
態
に
在
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

そ
し
て
こ
の
発
馬
的
無
力
は
容
易
に
本
読
の
無
力
と
な
る
」
か
ら
で
あ
る
。

一
こ
の
絶
対
的
矛
盾
…
に
｛
戯
面
し
て
、
　
へ
…
ゲ
ル
は
生
き
ぬ
カ
そ
の
も
の
の

　
　
　
　
べ
ソ
ド
ウ
ソ
グ
（
2
3
）

決
定
的
な
「
転
魍
」
を
決
意
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
へ
！
ゲ
ル
は
い
ま
や
こ
う
考
え
る
に
至
っ
た
。
《
理
想
》
の
実
現
を
求

め
て
《
現
実
》
の
変
革
を
志
向
す
る
ゆ
え
に
、
そ
の
挫
折
か
ら
自
分
は
ヒ

ポ
コ
ン
デ
リ
…
に
陥
っ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
ヒ
ポ
コ
ン
デ
リ
ー
か
ら

脱
出
し
得
る
唯
一
の
道
は
、
も
は
や
《
理
想
》
実
現
匿
《
境
実
》
変
革
の

志
向
を
放
棄
し
、
《
現
実
》
が
与
え
て
く
れ
る
生
活
を
生
き
る
こ
と
で
あ
る
。

「
〔
ヒ
ポ
コ
ン
デ
リ
…
の
進
行
に
よ
っ
て
〕
駄
属
に
な
り
た
く
な
い
の
で
あ

れ
ば
、
人
は
世
界
を
自
立
的
な
も
の
、
本
質
的
に
は
出
来
上
っ
た
も
の
と

し
て
承
認
し
、
批
界
に
よ
っ
て
自
分
に
与
え
ら
れ
た
諸
条
件
を
受
容
し
、

自
分
自
身
の
た
め
に
欲
し
い
と
思
う
当
の
も
の
を
こ
の
冷
厳
な
世
界
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
題
）

選
び
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

　
青
年
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
は
、
《
現
実
》
（
の
生
活
）
は
、
そ
の
社
会
生

活
は
筆
生
動
的
で
あ
り
、
た
だ
心
入
的
森
然
だ
け
が
猛
動
的
で
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
い
ま
《
現
実
》
が
与
え
て
く
れ
る
生
活
を
生
き
る
と
は
、

例
え
ば
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
よ
う
に
種
会
生
活
か
ら
逃
避
し
、
鰯
人
的
生
活

に
の
み
自
ら
の
生
理
を
限
定
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
決
し
て
な
い
。
ま
た

ロ
マ
ン
主
義
老
達
の
よ
う
に
、
個
人
的
生
活
に
の
み
重
き
を
置
き
、
社
会

　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ヒ
ト
　
エ
ル
ン
ス
ト

に
は
た
だ
消
極
的
、
ふ
ま
じ
め
に
の
み
関
わ
る
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
。

そ
う
で
は
な
く
て
へ
…
ゲ
ル
に
と
っ
て
《
現
実
》
の
生
活
を
生
き
る
と
は
、

そ
の
総
体
を
、
そ
し
て
と
り
わ
け
社
会
生
活
を
生
き
る
、
か
つ
積
極
的
、

ヰ
ル
ソ
ス
ト

ま
じ
め
に
生
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
酒
代
前
期
の

ヘ
ー
ゲ
ル
に
は
確
か
に
社
会
逃
避
的
な
傾
向
が
在
っ
た
。
し
か
し
、
社
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ヒ
ト
　
ニ
ル
ソ
ス
ト

を
逃
避
し
続
け
る
こ
と
、
あ
る
い
は
社
会
に
詳
略
的
、
ふ
ま
じ
め
に
関
わ

り
続
け
る
こ
と
は
、
へ
…
ゲ
ル
の
決
し
て
で
き
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る
。
な
ぜ

な
ら
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
何
よ
り
も
先
ず
「
人
倫
的
性
格
」
の
人
間
で
あ
る
か

ら
で
あ
る
。
i
し
か
し
な
が
ら
、
《
現
実
》
の
社
会
生
活
を
も
積
極
的
、

エ
ル
ン
ス
ト

ま
じ
め
に
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
い
ま
ま
で
最
も
主
要
な
変
革
の
対
象

で
あ
っ
た
も
の
を
承
認
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
ヘ
ー

ゲ
ル
が
い
ま
決
意
し
て
い
る
の
は
ま
さ
に
決
定
的
な
転
圓
な
の
で
あ
る
。

　
だ
が
、
《
現
実
》
（
の
社
会
）
を
承
認
し
、
か
つ
同
隠
に
そ
れ
を
い
ま
ま

で
の
よ
う
に
非
生
動
的
と
見
な
す
こ
と
は
、
一
つ
の
自
己
矛
盾
で
あ
る
。

G
・
W
・
F
・
ヘ
ー
ゲ
ル
体
系
以
前
期
に
お
け
る
思
想
形
成
の
内
面
的
展
開
（
完
）

六
霊
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菖
三
十
八
号

そ
れ
ゆ
え
ヘ
ー
ゲ
ル
は
い
ま
や
こ
う
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
ま
ま

で
《
現
実
》
は
非
生
動
的
で
あ
る
と
、
計
い
換
え
れ
ば
《
境
実
》
の
う
ち

に
は
《
理
念
》
は
存
在
し
な
い
と
言
っ
て
き
た
が
、
そ
う
で
は
な
い
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
《
現
実
》
の
う
ち
に
は
す
で
に
《
理
念
》
が
存
在
し
て
い

る
の
で
は
な
い
の
か
。
自
分
は
た
だ
そ
れ
を
認
識
し
て
い
な
い
だ
け
で
は

な
い
の
か
。
－
こ
の
よ
う
に
し
て
、
《
理
念
》
と
《
現
実
》
と
の
《
内

面
的
弁
証
法
》
は
、
テ
ユ
ー
ピ
ソ
ゲ
ソ
・
ベ
ル
ン
時
代
及
び
フ
ラ
ン
ク
フ

ル
ト
時
代
酋
期
の
現
実
否
定
的
構
造
か
ら
、
い
ま
や
、
《
現
実
》
の
う
ち

に
《
理
念
》
を
見
い
だ
そ
う
と
す
る
現
実
肯
定
酌
構
造
へ
と
転
換
す
る
。

そ
し
て
《
内
薗
的
弁
証
法
》
の
こ
う
し
た
転
換
の
下
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思

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

索
活
動
は
、
《
理
想
》
を
構
想
す
る
こ
と
か
ら
、
い
ま
や
《
現
実
》
を
認

へ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

識
す
る
こ
と
へ
と
転
要
す
る
。
「
哲
学
す
る
こ
と
」
（
「
体
系
」
を
構
築
す

る
こ
と
）
と
は
ま
さ
に
そ
れ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
一
八
○
○
年
十
一
月
付

け
の
シ
ェ
リ
ン
グ
宛
て
の
手
紙
は
こ
う
明
雷
し
て
い
る
。
「
私
の
学
問
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

形
成
に
お
い
て
…
…
青
年
期
の
理
想
は
反
省
形
式
へ
と
、
芝
露
に
一
つ
の

、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
お
）
（
2
6
）

体
系
へ
と
変
ら
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
で
し
た
。
」

　
　
　
ミ
．
卜
’
ω
■
巳
。
褐
臓
〉
「
こ
ω
・
昏
。
①
榊
．

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
1
0
）

ミ
・
㍉
こ
ω
●
ω
織
目
≧
ご
ω
亀
じ
，
黛
■

運
．
㌧
こ
ω
’
ω
り
G
。
艮
≧
こ
G
Q
．
ω
b
の
①
．

ミ
．
㌧
こ
ω
．
も
。
8
1
1
≧
こ
ω
．
ω
ミ
，

藁
’
、
こ
ω
．
ら
ド
薩
宅
こ
9
器
G
◎
愚

ミ
．
㌧
｛
ω
■
幽
8
1
ー
ン
N
こ
Q
D
七
二
ρ

嶺
■
卜
、
幹
ω
Φ
O
艶
翻
」
＜
．
、
ω
・
ら
。
ミ
’

ミ
■
」
ζ
ω
噸
き
轡
翻
＞
N
こ
ω
．
ら
。
b
。
c
。
魯

曼
こ
㌧
こ
ω
9
き
O
睡
〉
「
こ
ρ
G
。
b
。
唖
’

〉
♂
幹
ら
。
8
’

六
四

（
1
1
）
　
ミ
。
k
喪
自
こ
ω
●
亦
。
8
■

（
1
2
）
　
ミ
●
N
こ
ω
．
心
8
目
≧
こ
o
Q
・
ω
ω
ド
凸

（
1
3
）
　
霜
●
卜
、
ω
．
ま
。
。
・

（
1
4
）
　
餐
．
㌧
こ
ω
．
ω
震
睦
≧
こ
ω
噛
紹
幹

（
1
5
）
　
〉
．
8
ゆ
．
勺
。
罵
『
黛
ぎ
ト
鴨
、
§
謡
恥
気
相
ミ
ミ
貯
ミ
鴇
§
ミ
。
触
ミ
馬
寒

　
　
ミ
ミ
ミ
辞
這
8
サ
唄
さ
σ
ド
。
。
。

（
1
6
）
　
ミ
．
㌧
こ
ω
．
漣
Φ
眺
●
目
≧
こ
ω
．
ω
G
。
H
出
こ

（
1
7
）
　
肉
題
こ
Q
α
．
。
。
Φ
薩
b
簿
こ
ω
・
ひ
。
。
。
O
・

（
1
8
）
　
ミ
ゆ
、
二
ω
．
ω
8
腔
≧
こ
ω
。
ω
c
。
ρ

（
1
9
）
　
ミ
．
、
こ
ω
■
曲
①
騰
≧
㌧
ω
．
。
。
G
。
ρ

（
2
0
）
　
ミ
陰
㌧
・
、
ω
●
念
。
。
翻
≧
ζ
ω
。
ら
。
お
’

（
2
1
）
　
ミ
●
、
こ
ω
盲
お
Φ
1
1
≧
こ
O
Q
■
ω
8
．

（
2
2
）
　
巡
◎
k
こ
ψ
c
。
群

（
2
3
）
切
3
卜
㌧
ω
．
Q
◎
竃
．
　
こ
こ
で
へ
！
ゲ
ル
弱
身
、
「
ヒ
ポ
コ
ン
デ
リ
ー
」
は

　
「
人
生
に
お
け
る
転
圓
点
」
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。

（
2
4
）
　
藁
・
k
こ
ψ
。
。
蒔
　
こ
の
点
を
見
逃
す
な
ら
、
楽
天
的
な
環
実
肯
定
港
へ

　
　
ー
ゲ
ル
と
い
う
虚
像
を
作
り
あ
げ
る
こ
と
に
な
る
。

（
2
5
）
　
切
メ
ト
㌧
ω
・
＄

（
2
6
）
思
索
活
動
の
こ
の
転
園
は
、
先
ず
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
時
代
に
お
い
て
は

　
　
（
「
実
定
性
」
概
念
の
変
更
に
示
さ
れ
て
い
る
）
歴
史
主
義
の
形
成
と
し
て

　
　
表
わ
れ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
鰯
愛
す
る
。

四
、

イ
エ
ナ
時
代
前
期

～
《
現
実
》
の
認
識

1

　
「
青
年
期
」
を
了
え
「
大
人
し
と
な
っ
た
イ
エ
ナ
時
代
の
ヘ
ー
ゲ
ル
に

と
っ
て
、
そ
の
思
索
活
動
の
課
題
は
、
《
理
念
》
と
《
現
実
》
と
の
《
内

面
的
弁
証
法
》
の
現
爽
肯
定
的
携
造
の
下
で
《
現
実
》
を
認
識
す
る
こ
と

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
認
識
活
動
は
、
単
な
る
《
現
実
》
記
述
的
な
そ

れ
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
て
、
《
現
実
》
を
《
理
念
》
の
存
在
態
と
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し
て
見
い
だ
し
て
ゆ
く
よ
う
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
し
か
し
な
が
ら
、
イ
エ
ナ
時
代
の
前
期
に
お
い
て
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

う
し
た
認
識
活
動
は
一
つ
の
特
殊
な
形
を
と
っ
た
。
《
翼
実
》
に
対
し
て

こ
の
晴
期
の
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
そ
れ
は
二
つ
の
転
回
の
時
、
決
定
約
再
生

（
三
）

の
縛
」
で
あ
る
、
一
つ
の
嘗
い
時
代
の
終
末
期
で
あ
り
、
そ
の
な
か
に
は

す
で
に
来
た
る
べ
き
新
し
い
寸
感
が
崩
芽
と
し
て
含
ま
れ
て
い
る
、
と
い

う
墓
本
的
了
解
を
も
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
基
本
的
了
解
の

下
に
、
自
ら
の
な
す
べ
き
認
識
活
動
を
次
の
よ
う
に
規
定
し
た
。
す
な
わ

ち
、
《
現
実
》
を
、
も
は
や
過
ぎ
去
ろ
う
と
し
て
い
る
時
代
の
局
画
か
ら

の
み
捉
え
、
そ
の
過
ぎ
去
ろ
う
と
し
て
い
る
時
代
の
古
い
《
理
念
》
の
存

在
態
と
し
て
認
識
し
て
み
て
も
無
意
味
で
あ
る
。
《
規
実
》
を
認
識
す
る

と
は
、
む
し
ろ
、
す
で
に
蕊
芽
と
し
て
存
在
し
て
い
る
画
し
い
疇
代
を
新

し
い
《
理
念
》
の
存
在
態
と
し
て
先
取
り
的
に
認
識
す
る
こ
と
で
あ
り
、

ま
た
そ
れ
と
共
に
、
過
ぎ
謬
ろ
う
と
し
て
い
る
隠
代
を
、
そ
の
画
し
い
時

代
と
の
関
係
に
お
い
て
、
そ
の
新
し
い
畦
代
へ
の
形
成
的
段
階
と
し
て
認

識
す
る
こ
と
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
ヘ
ー
ゲ
ル
が
《
現
実
》
を
認
識
す
る
こ
と
を
こ
の
よ
う
に
規
定
し
た
こ

と
は
、
「
青
年
期
」
の
立
場
に
戻
っ
た
こ
と
を
決
し
て
意
味
し
な
い
。
ヘ

ー
ゲ
ル
の
意
図
と
し
て
は
、
来
た
る
べ
き
．
瞬
代
の
認
識
は
、
も
は
や
《
理

想
》
を
構
想
す
る
こ
と
で
は
決
し
て
な
く
て
、
あ
く
ま
で
一
つ
の
客
観
的

認
識
で
あ
り
、
ま
た
過
ぎ
去
ろ
う
と
し
て
い
る
時
代
を
形
成
的
段
階
と
し

て
認
識
す
る
こ
と
も
、
も
は
や
撹
乱
す
る
こ
と
で
は
決
し
て
な
く
て
、
同

様
に
一
つ
の
難
解
的
認
識
で
あ
っ
た
。

　
だ
が
、
そ
う
し
た
（
意
麟
と
し
て
は
）
客
観
的
な
認
識
の
簡
提
と
な
っ

た
上
述
の
基
本
的
対
《
現
実
》
了
解
は
、
事
実
と
は
網
心
す
る
も
の
で
あ
っ

た
一
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
基
本
的
了
解
は
イ
エ
ナ
時
代
後
期
に
は
放
棄
さ
れ

て
い
る
一
。
イ
エ
ナ
時
代
前
期
に
お
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
索
活
動
は
、
そ

れ
ゆ
え
、
一
つ
の
失
敗
に
終
っ
た
《
現
実
》
認
識
と
し
て
（
前
も
っ
て
）
す

で
に
総
揺
す
る
こ
と
が
で
き
る
Q
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
総
熱
す
る
こ
と
を

も
っ
て
イ
ユ
ナ
時
代
前
期
に
お
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
索
を
汲
み
尽
す
こ
と
は

で
き
な
い
。
我
々
は
、
否
定
的
総
撰
を
あ
ら
か
じ
め
前
提
と
し
て
、
次
に
、

こ
の
降
期
に
お
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
、
上
に
雷
及
し
た
特
殊
な
モ
チ
ー
フ
に
よ

っ
て
規
定
さ
れ
た
思
索
活
動
の
展
開
の
鋳
を
、
他
の
賭
期
に
お
け
る
そ
れ
と

岡
様
に
た
ど
っ
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
自
D
「
思
弁
」
論
（
「
知
的
薩
観
」
へ
）

こ
の
時
期
の
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
恩
索
す
る
こ
と
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
多
く
を

論
じ
、
そ
の
な
か
で
自
ら
の
思
索
的
立
場
を
「
思
弁
」
と
し
て
提
示
し
て
い

る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
以
後
、
一
貫
し
て
自
ら
の
思
索
酌
立
場
を
「
思
弁
」
と
し

て
提
示
し
て
ゆ
く
の
だ
が
、
そ
こ
に
は
か
な
り
の
変
化
が
在
る
Q
こ
の
章
で

我
々
が
「
思
弁
扁
と
欝
う
と
き
は
、
と
り
わ
け
て
イ
エ
ナ
時
代
前
期
に
お
け

る
意
味
で
の
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
限
定
を
附
し
て
お
い
て
、
さ
て
、
「
思

弁
漏
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。

　
思
弁
の
立
楊
は
際
し
い
立
揚
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
成
立
に
お
い
て
、
フ
ラ

ン
ク
フ
ル
ト
時
代
の
思
索
の
一
つ
の
総
括
の
意
味
を
も
つ
い
わ
ゆ
る
『
体
系

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

．
断
片
』
に
お
け
る
次
の
よ
う
な
思
想
を
手
提
と
し
て
い
た
Q
　
Q
O
　
「
生
」
は

「
単
一
性
」
（
一
疋
の
全
体
性
）
で
あ
る
と
共
に
「
多
様
性
」
（
諸
外
分
の
集

合
性
）
で
あ
る
。
　
②
　
門
生
扁
を
対
立
に
お
い
て
外
部
か
ら
対
象
約
に
「
観

察
す
る
者
」
は
、
「
悟
性
」
の
「
反
省
」
に
お
い
て
、
こ
の
二
つ
の
契
機
の

G
・
W
・
F
・
ヘ
ー
ゲ
ル
体
系
以
前
期
に
お
け
る
思
想
形
成
の
内
面
酌
展
開
（
完
）

六
五
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「
対
立
態
」
と
し
て
そ
れ
を
措
定
す
る
。
生
は
「
自
然
」
と
な
る
。
　
③

「
観
察
す
る
者
」
は
、
次
に
「
理
性
扁
を
も
っ
て
、
鐵
ら
の
対
立
的
在
り

方
の
一
面
性
を
認
識
し
な
が
ら
、
彼
岸
の
事
柄
と
し
て
、
「
単
一
性
」
と

「
多
様
性
」
と
の
「
舎
一
廓
」
で
あ
る
「
無
限
な
る
生
」
を
措
定
す
る
。

そ
し
て
、
そ
れ
を
「
神
と
呼
ぶ
」
。
　
ω
　
人
間
は
、
対
立
的
在
り
方
を
廃

棄
し
、
窪
ら
を
も
「
無
限
な
る
生
」
へ
高
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
生

の
合
一
態
に
い
わ
ば
参
加
す
る
（
「
神
を
崇
拝
す
る
」
）
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
合
一
態
一
そ
れ
は
「
精
神
」
と
呼
ば
れ
る
一
へ
の
参
加
聾
「
宗

教
」
に
お
い
て
、
そ
の
（
宗
教
的
）
体
験
の
自
己
了
解
と
し
て
、
も
は
や

対
象
的
な
観
察
と
し
て
で
は
な
く
て
い
わ
ば
内
的
な
る
洞
察
と
し
て
、
生

が
一
切
の
対
立
な
し
に
捉
え
ら
れ
る
。
生
は
、
そ
れ
臼
【
身
で
あ
る
「
全
体
」

と
そ
の
「
器
官
」
で
あ
る
「
部
分
」
と
の
有
機
的
統
一
態
と
し
て
直
観
的

に
把
握
さ
れ
る
。
　
㈲
　
「
し
か
し
な
が
ら
、
生
は
合
一
態
と
の
み
考
え
ら

れ
得
る
の
で
は
な
く
、
同
時
に
対
立
態
と
も
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
」
　
⑥
　
生
の
合
一
的
把
握
は
、
反
省
を
手
段
と
す
る
「
哲
学
」
に
は

不
可
能
で
あ
り
、
専
有
的
に
「
宗
教
」
の
事
柄
で
あ
る
。
一
i
こ
の
『
体

系
断
片
』
で
は
も
っ
ぱ
ら
人
間
の
生
の
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
、
ま
た
存

在
論
的
と
認
識
論
的
と
の
こ
様
の
含
み
を
も
っ
て
語
っ
て
い
る
が
、
イ
エ

ナ
時
代
前
期
の
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
れ
を
（
先
ず
）
　
一
般
論
的
に
、
か
つ
認
識

論
的
に
限
定
し
て
捉
え
返
し
、
そ
の
上
で
「
宗
教
」
の
も
の
で
の
み
あ
っ

た
生
の
合
一
的
掘
握
を
「
誓
学
」
の
事
柄
で
も
あ
る
と
し
た
。
そ
し
て
、

そ
の
「
哲
学
」
に
お
い
て
生
を
合
一
態
と
し
て
心
え
て
ゆ
く
こ
と
が
「
思

弁
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
哲
学
に
お
い
て
「
生
」
を
合
一
態
と
し
て
捉
え
て
ゆ
く
と
は
ど
う
い
う

六
六

こ
と
か
。
ヘ
ー
ゲ
ル
最
初
の
公
蓑
論
文
『
哲
学
の
フ
ィ
ヒ
テ
的
体
系
と
シ

ェ
リ
ン
グ
的
体
系
と
の
相
違
』
は
、
時
代
の
諸
々
の
暫
学
的
立
場
を
南
無

的
に
論
じ
な
が
ら
、
こ
の
こ
と
を
具
体
的
に
語
っ
て
い
る
「
0
0
　
か
つ

て
人
々
は
（
経
験
的
）
直
観
知
に
お
い
て
「
生
」
を
合
一
的
に
、
す
な
わ
ち

「
絶
対
者
」
と
「
世
界
」
と
の
統
一
態
と
し
て
捉
え
て
い
た
。
だ
が
、
そ

れ
は
素
潜
な
も
の
で
あ
っ
た
。
後
の
『
誓
学
史
講
義
』
の
雷
撃
を
使
っ
て

　
　
　
　
ベ
ヵ
ソ
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　

エ
ア
カ
ン
ト

言
え
ば
、
「
知
ら
れ
た
偏
も
の
で
は
あ
っ
て
も
「
認
識
さ
れ
た
し
も
の
で

は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
「
教
養
」
が
「
悟
性
」
を
も
っ
て
そ
の
直
観
知
に

門
反
省
」
を
加
え
る
こ
と
に
な
る
。
生
に
は
明
確
な
「
規
定
」
が
与
え
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

れ
る
（
「
隠
事
の
本
質
は
徹
底
的
な
親
定
作
用
に
向
け
ら
れ
て
い
る
」
）
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
嗣
時
に
「
意
識
」
に
「
分
裂
」
が

も
た
ら
さ
れ
る
Q
す
な
わ
ち
、
直
観
知
の
素
朴
な
統
一
性
は
引
ぎ
裂
か
れ
、

反
省
知
に
お
い
て
生
が
対
立
態
と
し
て
、
絶
対
者
と
世
界
と
の
「
分
裂
態
」

と
し
て
推
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
分
裂
偏
が
現
在
の
本
質
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

状
況
で
あ
る
。
こ
こ
に
分
裂
の
止
揚
と
し
て
哲
学
が
要
請
さ
れ
る
断
以
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

在
る
。
「
分
裂
が
才
学
の
欲
求
の
源
泉
な
の
で
あ
る
。
㎏
　
ω
　
「
健
金
人
問

悟
性
」
（
常
識
）
は
か
っ
て
の
素
朴
な
統
一
性
を
保
糾
し
て
い
る
。
だ
が
、

そ
れ
は
、
も
は
や
直
観
の
明
る
さ
を
失
っ
て
お
り
、
「
あ
い
ま
い
な
、
感

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

情
と
し
て
存
在
す
る
総
体
性
〔
統
一
性
〕
」
と
し
て
で
し
か
な
い
。
そ
れ

は
お
よ
そ
認
識
で
は
な
く
、
単
に
門
無
意
識
的
な
も
の
扁
で
し
か
な
い
。

健
全
人
戸
善
性
も
、
現
在
の
本
質
酌
境
位
ロ
認
識
に
定
位
す
る
な
ら
、
詞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

様
に
意
識
の
分
裂
に
陥
る
。
こ
こ
に
分
裂
の
止
揚
と
し
て
哲
学
が
要
請
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
へ

れ
る
所
以
が
在
る
。
認
識
と
し
て
生
の
合
一
的
把
握
を
め
ざ
す
哲
学
こ
そ

が
、
分
裂
を
本
影
に
止
揚
し
得
る
の
で
あ
る
。
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紛
と
こ
ろ
で
『
埜
兼
断
片
』
に
よ
れ
ば
、
哲
学
と
は
〔
，
反
省
」
を
手

段
と
す
る
思
索
で
あ
っ
た
。
『
体
系
断
片
』
で
は
門
生
偏
を
対
立
的
に
し

か
害
え
得
ぬ
も
の
と
簡
単
に
斥
け
て
し
ま
っ
た
が
、
こ
の
反
省
に
へ
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

ゲ
ル
は
こ
こ
で
は
「
暫
学
的
思
索
の
道
具
」
と
し
て
更
に
検
討
を
舶
え

て
み
よ
う
と
し
て
い
る
。
意
識
に
分
裂
を
も
た
ら
す
当
の
反
省
を
「
道

具
」
と
す
る
「
哲
学
的
思
索
」
と
は
成
程
「
矛
盾
」
で
あ
る
。
だ
が
へ

…
ゲ
ル
は
、
「
こ
う
し
た
矛
盾
を
媒
介
と
す
る
こ
と
が
蟹
学
的
反
劣
で
あ

（
7
）

る
」
と
考
え
つ
つ
、
そ
し
て
念
～
的
認
識
を
志
向
す
る
か
ぎ
り
で
反
省
も

「
思
弁
的
な
も
の
」
を
も
っ
と
考
え
つ
つ
、
そ
の
「
思
弁
と
し
て
の
仕
事

に
お
い
て
反
省
は
ど
こ
ま
で
〔
宗
教
の
〕
絶
対
的
直
観
と
綜
合
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

必
然
性
と
可
能
挫
と
を
も
っ
て
い
る
の
か
』
を
問
う
て
み
よ
う
と
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
f
こ
の
恥
い
の
下
に
反
省
の
諸
段
階
に
考
察
が
加
え

ら
れ
て
い
る
。
　
ω
　
い
ま
反
省
も
「
思
弁
的
な
も
の
扁
を
も
つ
と
言
っ

た
が
、
そ
れ
は
、
反
雀
に
対
し
て
生
の
端
的
な
合
…
的
寒
心
の
能
力
で
あ

る
「
理
性
」
一
こ
の
理
性
は
『
体
系
断
片
』
の
（
否
定
的
）
理
性
よ
り

も
い
わ
ば
高
次
の
も
の
で
あ
る
一
が
関
与
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

反
省
の
諸
段
階
と
は
、
こ
の
理
性
の
関
与
の
諸
段
階
で
も
あ
る
。
反
省

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ブ
イ
ア
　
ジ
ツ
ヒ

は
先
ず
、
こ
の
関
与
が
ゼ
ロ
で
あ
る
愈
存
的
反
省
、
「
反
省
と
し
て
の

反
省
」
で
あ
る
。
「
反
省
と
し
て
の
反
省
一
の
有
す
る
「
知
漏
は
「
経
験

知
」
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
は
、
諸
々
の
際
限
さ
れ
た
知
が
そ
れ
ら

の
個
適
性
の
ま
ま
に
妥
当
と
さ
れ
、
生
は
諸
部
分
の
単
な
る
集
合
態
と

し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
理
性
の
立
場
か
ら
見
る
な
ら
、

世
界
が
絶
対
者
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
髭
勝
的
に
人
間
学
的
に
完
結
し
た

世
界
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が

ま
さ
に
「
分
裂
」
な
の
で
あ
る
σ
　
紛
　
そ
こ
で
次
に
漸
反
省
に
理
性
が

関
与
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
「
理
性
と
し
て
の
反
省
」
は
第
一
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

「
啓
蒙
主
義
し
で
あ
る
。
啓
蒙
主
義
は
門
反
省
と
し
て
の
反
省
」
の
完
全

へ性
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
理
性
に
よ
っ
て
駆
り
立
て
ら
れ
て
、
制
限
さ
れ
た

知
を
無
限
に
採
り
集
め
る
（
菖
科
全
書
）
。
そ
こ
に
一
つ
の
「
総
体
性
」

が
構
成
さ
れ
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
「
制
限
さ
れ
た
も
の
〔
の
総

　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

和
と
し
て
〕
の
総
体
性
」
に
す
ぎ
な
い
。
こ
こ
で
は
単
な
る
虜
存
的
世
界

が
そ
の
ま
ま
に
、
た
だ
完
全
に
認
識
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
世
界
と
絶
対

者
と
の
統
一
が
、
す
な
わ
ち
生
の
合
一
態
が
認
識
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。

分
裂
は
止
揚
さ
れ
な
い
。
　
⑥
　
「
理
性
と
し
て
の
反
省
」
は
第
二
に
は
二

様
の
「
独
断
論
し
で
あ
る
。
独
．
断
論
に
お
い
て
は
、
先
ず
理
性
が
門
否
定

的
活
動
」
と
し
て
関
与
し
て
、
一
切
の
制
限
さ
れ
た
知
が
否
定
さ
れ
る
。

次
い
で
理
性
が
肯
定
的
に
働
き
か
け
て
、
無
限
さ
れ
た
知
の
経
験
知
の
彼

簿
に
　
　
そ
れ
ゆ
え
意
識
さ
れ
ざ
る
「
夜
」
と
し
て
、
従
っ
て
ま
た
「
無

規
喜
平
」
と
し
て
一
、
無
制
限
な
る
も
の
が
二
様
の
形
で
、
「
独
断
的

観
念
論
」
に
お
い
て
は
「
自
我
」
と
し
て
、
「
独
断
的
実
在
論
」
に
お
い

て
は
「
物
質
」
（
「
物
自
体
扁
、
「
非
我
偏
）
と
し
て
措
定
さ
れ
る
Q
し
か
し
、

こ
れ
ら
「
自
我
扁
、
「
物
質
」
が
「
絶
対
者
偏
と
筆
下
さ
れ
る
に
し
て
も
、
そ
の

ま
ま
で
は
全
く
の
抽
象
的
認
識
で
あ
る
。
そ
こ
で
更
に
、
経
験
知
か
ら
「
形

式
扁
と
「
内
容
」
と
i
…
形
式
は
「
思
惟
篇
の
単
一
性
（
普
遍
）
と
し
て
、

内
容
は
「
直
観
」
の
多
様
性
（
特
殊
）
と
し
て
意
識
さ
れ
る
一
を
そ
れ

ぞ
れ
一
方
の
み
を
抽
出
し
、
観
念
論
は
そ
の
諸
形
式
を
自
我
の
諸
規
定
と

し
て
演
繹
し
、
案
在
論
は
そ
の
諸
内
容
を
物
質
の
諸
規
定
と
し
て
演
繹
し

て
、
そ
こ
に
そ
れ
ぞ
れ
「
総
体
性
」
を
構
亡
し
よ
う
と
す
る
。
つ
ま
り
、

G
・
W
・
F
・
ヘ
ー
ゲ
ル
体
系
以
前
期
に
お
け
る
思
想
形
成
の
内
薗
的
展
開
（
完
）

六
七
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「
生
」
の
諸
規
定
を
、
書
い
換
え
て
絶
対
者
の
世
界
へ
の
展
開
を
構
成
し

よ
う
と
す
る
。
だ
が
、
そ
れ
ら
は
共
に
経
験
知
の
一
部
分
の
み
の
抽
出
で

あ
っ
て
、
互
い
に
自
分
に
欠
け
た
も
の
と
し
て
他
を
必
要
と
し
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
両
者
共
結
局
は
、
他
を
外
的
に
取
り
込
ん
で
「
二
元
論
」
と

な
っ
て
し
ま
う
Q
分
裂
は
な
お
止
揚
さ
れ
な
い
。
　
⑦
　
「
理
性
と
し
て
の

反
省
し
は
第
三
に
は
「
超
越
論
的
観
念
論
」
で
あ
る
。
超
越
論
的
観
念
論

は
、
理
性
の
最
大
な
る
関
与
の
下
に
、
生
を
、
独
断
論
に
お
け
る
よ
う
に

霞
我
1
1
主
観
あ
る
い
は
物
質
難
客
観
と
い
う
一
五
的
な
形
で
で
は
な
く
て
、

ま
さ
に
「
主
観
と
客
観
と
の
（
絶
対
的
）
嗣
一
姓
」
と
い
う
真
塗
の
形
で

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

描
遇
す
る
。
「
原
理
」
と
し
て
は
そ
う
措
定
す
る
。
だ
が
、
超
越
論
的
観

念
論
も
、
そ
の
莫
正
の
生
（
そ
の
も
の
1
1
絶
対
者
）
に
規
定
（
撚
界
）
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

与
え
る
と
き
、
換
諾
す
れ
ば
門
体
系
扁
を
形
成
す
る
と
き
は
、
独
断
論
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

二
つ
の
一
雨
的
総
体
性
を
し
か
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
ま

た
、
生
が
真
正
の
形
で
措
定
さ
れ
て
い
る
以
上
、
両
独
断
論
の
よ
う
に
単

な
る
「
二
元
論
」
に
留
ま
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
こ
に
両
総
体
性
聞
の

「
二
葉
背
反
」
を
帰
結
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
真
正
の
総
体
性
を

自
ら
の
彼
翠
に
「
理
念
偏
と
し
て
「
要
請
し
」
、
弱
時
に
、
そ
れ
が
彼
崇

に
留
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
無
力
か
ら
寝
ら
に
「
自
己
解
体
」
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

「
最
高
法
則
」
を
課
す
る
こ
と
に
な
る
。
か
く
て
分
裂
は
依
然
と
し
て
止

揚
さ
れ
な
い
。
　
⑧
　
し
か
し
な
が
ら
、
反
省
に
お
い
て
は
、
こ
の
二
律

背
反
及
び
理
念
の
要
請
と
い
う
こ
と
が
到
達
し
得
る
最
高
点
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
は
結
局
、
「
反
省
」
に
よ
っ
て
は
「
生
」
が
合
一
約
に
認
識
さ
れ

得
な
い
、
従
っ
て
「
分
裂
」
は
止
揚
さ
れ
得
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

へ
！
ゲ
ル
は
こ
こ
で
、
盗
ら
に
立
て
た
愁
い
に
否
定
を
も
っ
て
答
え
て
い

六
八

る
の
で
あ
る
。

　
⑨
そ
れ
で
は
、
い
か
に
し
て
「
生
」
は
含
一
的
に
認
識
さ
れ
、
分

裂
は
止
揚
さ
れ
得
る
の
か
。
ー
ー
へ
ー
ゲ
ル
は
、
反
省
に
よ
る
知
を
「
知

の
消
麺
的
側
爾
」
と
呼
び
、
そ
れ
に
対
し
て
（
経
験
的
）
直
観
に
よ
る
知

を
「
積
極
酌
側
面
」
と
呼
ん
で
い
る
。
直
観
知
に
は
生
の
合
一
的
把
握

が
在
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
反
省
知
が
「
認
識
」
で
あ
る
の
に
対
し

て
腹
観
知
は
索
朴
な
も
の
と
し
て
認
識
以
前
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
生

が
合
一
的
に
か
つ
認
識
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
を
も
っ

て
分
裂
が
止
揚
さ
れ
る
た
め
に
は
、
直
観
と
反
省
と
を
綜
合
し
た
よ
う
な

も
の
が
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
⑯
　
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
理
性
が
（
も

は
や
反
省
を
統
鯛
す
る
も
の
と
し
て
で
は
な
く
て
）
そ
の
も
の
と
し
て
絶

対
酌
に
働
く
と
き
、
そ
う
し
た
直
観
と
反
省
と
の
箆
台
、
言
っ
て
み
れ
ば

「
知
的
薩
観
」
ー
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
こ
で
は
「
超
越
論
的
直
観
」
と
も
呼

ん
で
い
る
　
　
が
与
え
ら
れ
る
と
考
え
て
い
る
。
こ
れ
を
「
反
省
」
の
止

揚
と
い
う
観
点
か
ら
言
う
な
ら
、
反
省
に
と
っ
て
は
捉
え
る
こ
と
の
で
き

ぬ
も
の
で
あ
っ
た
「
（
形
式
的
）
同
　
性
」
（
「
形
式
扁
1
一
「
形
式
」
、
あ
る

い
は
「
思
隆
㎏
1
1
「
無
縫
」
、
「
A
1
1
A
」
）
と
「
雰
岡
～
性
」
（
「
形
式
」
キ

　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

「
内
容
篇
、
あ
る
い
は
「
思
惟
偏
キ
「
直
観
扁
、
「
A
1
1
B
扁
）
と
の
「
隅
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

性
」
、
「
濁
一
性
と
隠
詞
一
性
と
の
詞
一
性
篇
が
把
握
さ
れ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
「
踊
～
性
」
は
換
言
す
れ
ば
「
主
観
と
客
観
と
の
同
一
性
」

で
あ
り
、
す
で
に
「
超
越
論
的
観
念
論
」
が
こ
れ
を
獲
得
し
て
い
た
。
傍

え
ば
カ
ン
ト
の
「
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
演
繹
」
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
「
自
我
籠
自
我
」

の
論
が
そ
う
で
あ
る
。
超
越
論
的
観
念
論
は
す
で
に
「
知
的
直
観
」
を
原

　
　
　
　
　
（
1
4
）

理
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
名
越
論
的
観
念
論
は
、
そ
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れ
を
、
主
観
醜
な
」
も
の
に
歪
曲
し
て
し
ま
ウ
て
い
る
。
知
飽
直
観
を

「
原
理
」
と
し
て
提
え
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
「
体
系
」
へ
と
貫
徹
し
得
て

い
な
い
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
こ
こ
で
改
め
て
「
知
的
礁

観
」
を
早
う
の
は
、
こ
れ
に
対
し
て
知
的
直
観
を
ま
さ
に
「
純
腔
に
」
保

持
し
、
そ
し
て
そ
の
上
で
知
的
直
観
を
体
系
へ
と
展
開
す
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
知
的
直
観
漏
を
主
張
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
　
⑪
　
こ
う
し
た
「
知
酌
直
観
」
に
お
い
て
、
認
識
と

し
て
統
一
性
が
甦
っ
て
来
る
。
超
越
論
的
観
念
論
で
は
「
理
念
」
に
留
ま

っ
た
も
の
が
「
存
在
」
と
な
り
、
「
生
」
は
絶
美
噺
の
世
界
へ
の
葭
己
展

開
と
し
て
ま
さ
に
欠
け
る
と
こ
ろ
な
き
「
絶
対
的
総
体
性
」
と
し
て
構
成

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
お
い
て
、
「
分
裂
」
は
真
に
止
揚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ソ
　
ジ
ツ
ヒ

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
㈱
　
「
生
」
は
、
盗
体
的
に
は
、
「
絶
鰐
者
」
の
懲

己
展
翻
ほ
認
識
の
過
程
、
絶
対
者
が
邊
己
（
主
観
）
を
激
界
（
客
観
）
へ

と
展
開
し
て
同
隠
に
自
己
を
認
識
す
る
過
程
で
あ
る
。
へ
…
ゲ
ル
は
陶
時

に
、
（
人
間
の
）
知
的
直
観
と
は
、
こ
の
絶
対
的
過
程
そ
の
も
の
に
い
わ

ば
盗
難
否
定
的
に
参
撫
し
、
い
わ
ば
絶
対
者
に
お
い
て
生
を
捉
え
る
こ
と

で
あ
る
、
と
考
え
て
い
る
。
一
へ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
端
的
な
慧
味
で

「
思
弁
」
と
は
、
こ
う
し
た
「
知
的
直
観
扁
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
㈱
　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
「
知
的
薩
観
」
は
「
宗
教
」
の
「
絶

対
的
直
観
」
と
ど
れ
ほ
ど
違
う
の
か
。
ど
れ
ほ
ど
の
違
い
に
お
い
て
「
宗

教
」
に
対
す
る
「
思
弁
」
（
哲
学
）
な
の
か
。
へ
…
ゲ
ル
が
「
〔
真
の
〕
複

学
に
達
す
る
」
道
、
す
な
わ
ち
反
省
か
ら
知
的
薩
観
へ
の
道
を
「
一
思
い

　
　
　
　
　
（
1
5
）

に
飛
び
込
む
こ
と
」
と
し
て
語
る
と
き
、
我
々
は
、
『
体
系
断
片
無
に
お
け

る
「
有
限
な
る
生
か
ら
無
眼
な
る
生
へ
の
上
昇
扁
と
し
て
の
「
観
察
扁
か

ら
、
宗
教
」
へ
の
飛
躍
の
こ
と
を
想
起
し
て
し
ま
う
。
ヘ
ー
ゲ
ル
ば
い
ま
．

か
つ
て
宗
教
と
呼
ん
だ
も
の
を
た
だ
呼
び
方
だ
け
を
変
え
て
思
弁
と
言
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
の
か
。
　
⑭
　
こ
の
こ
と
に
関
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身

も
動
揺
し
て
い
る
。
　
一
方
で
は
知
的
直
観
そ
の
も
の
を
思
弁
と
し
な
が
ら

も
、
他
方
で
は
思
弁
を
や
は
り
「
反
省
扁
の
事
柄
と
考
え
て
い
る
。
明
瞭

に
は
語
っ
て
い
な
い
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
更
に
、
「
生
」
を
先
ず
知
的
直
観

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

に
お
い
て
、
し
か
し
拙
象
的
に
の
み
自
体
性
に
お
い
て
長
握
し
て
お
い
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

そ
の
前
提
の
う
え
で
次
に
、
反
省
の
呉
体
的
規
定
を
与
え
て
ゆ
く
こ
と
を
、

「
思
弁
酌
反
省
」
と
し
て
提
示
し
て
い
る
。
　
鱒
　
思
弁
的
反
省
は
、
反
省

と
し
て
は
再
び
悟
性
的
規
定
二
期
に
よ
る
「
分
裂
」
を
も
ち
込
む
こ
と
で

あ
る
が
、
生
の
宿
体
性
の
抽
象
的
把
握
の
前
提
に
お
い
て
は
生
を
合
一
的

に
認
識
す
る
こ
と
で
あ
る
。
「
通
俗
的
反
省
」
（
最
初
に
先
ず
批
判
さ
れ
た

未
完
成
の
反
省
）
の
止
揚
と
し
て
漸
う
な
ら
、
「
分
裂
を
絶
対
者
の
う
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

に
、
絶
対
考
の
現
象
と
し
て
…
…
措
定
す
る
こ
と
」
で
あ
る
。
愚
弁
駒
反

省
も
、
そ
の
諸
規
定
に
関
し
て
は
「
鯛
限
さ
れ
た
も
の
〔
黒
眼
知
〕
か
ら

制
限
さ
れ
た
も
の
へ
と
進
む
」
と
い
う
点
に
お
い
て
、
他
の
諸
俗
学
と
購

じ
次
元
に
在
る
。
だ
が
、
そ
れ
ら
と
異
な
っ
て
、
詞
華
に
こ
れ
ら
「
制
限

さ
れ
た
も
の
」
に
「
体
系
的
連
関
」
を
与
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
ま
さ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

こ
の
体
系
的
連
関
に
お
い
て
制
限
知
も
真
の
知
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
「
思
弁
的
反
省
」
と
し
て
、
反
省
も
「
生
山
を
合
一
的
に
認
識
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
、
最
初
に
立
て
ら
れ
た
問
い
に
今
度
は
肯
定

的
に
囲
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
　
⑯
　
し
か
し
な
が
ら
、
全
体
と
し
て

は
、
「
思
弁
的
反
省
」
は
副
次
的
な
も
の
に
押
し
留
め
ら
れ
て
い
る
。
そ

し
て
十
分
に
展
醐
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
知
的
直
観
の
立
場
に
よ
っ
て
再
規

G
・
W
・
F
・
ヘ
ー
ゲ
ル
体
系
以
前
期
に
お
げ
る
思
想
形
成
の
内
面
的
展
開
（
完
）

六
九
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定
さ
れ
て
い
る
。
先
述
の
二
間
の
ま
ま
に
「
知
的
直
観
」
が
中
心
に
置
か

れ
、
そ
し
て
「
思
弁
的
反
省
」
は
、
知
的
欝
欝
の
「
絶
対
的
総
体
性
」
に

対
し
て
単
に
「
相
対
的
総
体
性
」
を
構
成
し
得
る
に
留
ま
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　
　
②
　
「
体
系
」
プ
ラ
ン
ω

　
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
以
上
の
よ
う
な
二
つ
の
履
を
も
っ
た
「
思
弁
」
の
立
場

に
立
っ
て
、
次
に
自
ら
の
「
体
系
」
を
構
想
し
て
い
る
。

　
イ
エ
ナ
時
代
前
期
の
体
系
は
次
の
よ
う
な
形
で
、
す
な
わ
ち
、
ω
「
論

理
学
お
よ
び
形
而
上
学
」
、
②
「
自
然
の
暫
学
制
、
㈲
門
知
性
の
哲
学
偏
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

ω
「
絶
対
的
無
差
別
点
の
暫
学
」
の
四
都
か
ら
成
る
も
の
と
し
て
考
え
ら

れ
て
い
る
。
簡
単
に
需
う
な
ら
、
G
の
は
全
体
と
し
て
体
系
の
「
基
礎
」
と

な
る
部
分
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
「
論
理
学
砧
は
「
有
限
な
認
識
」
の
自
己

　
　
　
　
　
　
ア
イ
ソ
ヲ
イ
ト
ゆ
ソ
グ

止
揚
と
し
て
の
「
序
論
」
、
門
形
蔀
上
学
」
は
「
無
限
な
認
識
』
と
し
て
の

「
理
念
そ
の
も
の
の
学
」
で
あ
り
、
ま
た
か
か
る
も
の
と
し
て
他
の
三
部
分

の
展
照
の
「
原
理
」
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
②
③
は
「
思
弁
的
反
省
」
に

対
応
す
る
、
す
な
わ
ち
「
生
」
を
「
密
然
」
及
び
「
自
我
」
と
し
て
措
定

し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
「
相
対
的
総
体
性
」
を
構
成
す
る
「
二
つ
の
学
」

で
あ
る
。
㈲
は
「
知
的
直
観
」
、
厳
密
に
は
「
純
粋
な
知
的
直
観
」
に
対
応

す
る
、
す
な
わ
ち
、
「
自
然
」
、
「
自
我
」
を
越
え
た
「
絶
対
的
な
趨
己
密

　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

身
を
直
観
す
る
理
性
」
そ
の
も
の
の
「
絶
薄
的
総
体
性
」
の
学
で
あ
る
。

　
こ
の
体
系
構
懇
の
特
質
に
つ
い
て
は
、
最
大
限
に
要
約
し
て
言
え
ば
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

下
の
よ
う
に
煮
え
る
。
①
体
系
期
で
は
門
論
理
学
」
即
「
形
而
上
学
」
で

あ
る
が
、
こ
の
体
系
構
想
で
は
、
「
思
人
へ
の
序
論
（
導
入
）
」
と
し
て
の

　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
へ

論
理
学
お
よ
び
「
本
来
的
哲
学
」
と
し
て
の
形
舘
上
学
、
と
い
う
考
え
方

を
し
て
い
る
。
②
「
形
衛
上
学
」
は
ス
ピ
ノ
ザ
豹
な
「
絶
対
釣
実
体
」
を

七
〇

結
論
と
し
て
い
る
。
③
「
自
然
の
重
心
」
、
「
知
性
の
哲
学
」
に
お
い
て
は
、

先
ず
「
生
け
る
猛
然
」
の
直
観
の
下
に
門
嶽
然
」
を
有
機
体
論
的
に
論
じ
、

次
い
で
（
知
性
固
有
の
原
理
か
ら
で
は
な
く
て
）
こ
の
有
機
体
的
懲
然
を

モ
デ
ル
に
し
て
、
「
知
性
」
（
精
神
）
の
領
域
、
具
体
的
に
は
人
倫
世
界
を

論
じ
て
い
る
。
④
「
絶
対
的
無
差
別
点
の
暫
学
」
は
イ
エ
ナ
時
代
前
期
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

團
有
の
考
え
で
あ
る
。
人
間
は
宗
教
（
と
い
う
場
）
に
お
い
て
絶
対
者
そ

の
も
の
と
一
体
化
す
る
が
、
門
絶
対
的
無
差
別
点
の
誓
学
」
と
は
、
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

一
体
化
の
な
か
で
「
絶
対
者
の
自
己
構
成
扁
を
い
わ
ば
共
に
行
う
こ
と
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

あ
る
。
ロ
ー
ゼ
ン
ク
ラ
ン
ツ
が
伝
え
る
と
こ
ろ
で
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

ゆ
え
こ
の
体
系
の
第
四
部
を
、
そ
の
誓
学
事
思
索
の
場
の
観
点
か
ら
「
宗

教
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
第
灘
部
は
実
際
に
展
闘
さ
れ
て

は
い
な
い
。

　
　
㈲
　
人
倫
握
界
論
へ
来
た
る
べ
き
時
代
の
人
倫
世
界
の
論
）

　
思
索
の
基
礎
的
な
細
分
を
確
認
し
て
、
さ
て
次
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
一
貫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

し
て
最
重
要
の
テ
…
マ
で
あ
る
人
倫
世
界
が
イ
エ
ナ
聴
代
前
期
で
は
ど
の

よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
か
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
へ
…
ゲ
ル
は
、
遺
編
警
及
し
た
基
本
約
対
《
現
実
》
了
解
の
下
に
、
　
一

つ
の
先
取
り
的
認
識
と
し
て
、
来
た
る
べ
き
新
た
な
時
代
の
人
倫
世
界
の

構
造
を
論
じ
て
い
る
。
こ
の
縫
子
の
人
倫
世
界
論
の
主
論
文
で
あ
る
『
自

然
法
の
学
問
的
取
り
扱
い
方
に
つ
い
て
』
、
『
人
倫
の
体
系
吐
は
、
共
に
原

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ

理
論
（
人
倫
世
界
一
般
の
論
）
の
形
式
の
下
に
論
じ
て
い
る
が
、
内
容
的
に

へは
や
は
り
来
た
る
べ
き
時
代
の
人
倫
世
界
の
論
で
あ
る
。
で
は
、
そ
の
来

た
る
べ
き
時
代
の
も
の
と
し
て
滋
の
両
論
文
闘
人
倫
世
界
を
ど
の
よ
う
に

論
じ
て
い
る
か
。
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す
で
に
言
及
し
た
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
自
然
」
を
モ

デ
ル
と
し
て
人
倫
世
界
を
論
じ
て
い
る
。
自
然
に
お
け
る
全
体
と
個
と
の

有
機
的
統
一
性
へ
の
高
い
評
価
の
下
に
、
人
倫
世
界
を
も
そ
の
痘
然
の
統

一
性
を
原
理
と
し
て
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
単
に
人
倫

世
界
を
も
一
種
の
留
然
的
統
一
態
と
し
て
論
じ
る
に
留
ま
る
も
の
で
は
な

か
っ
た
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
時
代
後
期
に
お
い
て
、
そ
う
し
た
自
然
の
統

一
性
1
1
生
け
る
統
一
性
の
不
在
態
と
し
て
の
分
裂
性
あ
る
い
は
死
せ
る
統

一
性
の
「
市
民
社
会
」
の
存
在
が
確
認
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
認
識
は
こ

こ
で
も
無
視
さ
れ
て
は
い
な
い
。
人
倫
世
界
は
、
こ
の
死
せ
る
統
一
性
の

布
昆
社
会
の
存
在
を
射
程
に
入
れ
て
、
そ
の
雰
生
動
性
を
止
揚
し
て
い
か

に
し
て
自
然
の
統
一
性
を
再
建
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
軸
に
し
て
、
い

わ
ば
静
態
論
的
に
で
は
な
く
て
動
態
論
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
論
は
次

の
三
点
を
廻
っ
て
進
め
ら
れ
て
い
る
。
①
死
せ
る
統
一
性
と
し
て
の
市
民

社
会
（
「
相
対
的
人
倫
」
）
、
②
帯
昆
社
会
の
雰
生
動
性
を
い
わ
ば
実
在
的

に
止
揚
し
て
、
実
在
的
に
統
一
性
を
再
建
す
る
「
絶
対
的
人
倫
」
、
③
市

民
社
会
の
非
生
動
性
を
い
わ
ば
観
念
的
に
止
揚
し
て
、
観
念
的
に
統
一
性

を
再
建
す
る
「
宗
教
」
。

　
論
は
「
南
民
栓
会
」
か
ら
始
め
ら
れ
て
い
る
。
市
民
社
会
に
お
け
る
人

間
は
「
欲
求
」
の
主
体
で
あ
る
。
諸
尋
人
は
「
労
働
」
に
よ
っ
て
（
物
理
）

的
対
象
を
加
工
し
、
そ
の
加
工
さ
れ
た
対
象
（
生
産
物
）
の
「
享
受
」

に
よ
っ
て
己
れ
の
「
欲
求
」
に
満
足
を
与
え
る
。
こ
の
過
程
は
、
し
か
し

現
実
に
は
、
諸
欄
人
の
相
互
関
係
の
な
か
で
行
な
わ
れ
る
。
諸
個
人
は
、

直
嬢
に
自
ら
の
生
産
物
を
享
受
す
る
の
で
は
な
く
て
、
他
の
諸
個
人
の
生

産
物
を
享
受
し
、
ま
た
逆
に
自
ら
の
生
産
物
を
他
の
諸
半
人
に
よ
る
享
受

に
供
す
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
欲
求
一
労
働
－
享
受
の
「
一
般
的
な
相

　
　
　
　
　
（
2
3
）

互
依
存
の
体
系
」
が
存
在
し
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
「
体
系
」
は
そ
の
ま

ま
で
は
全
く
の
無
秩
序
状
態
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ス
の
雷
う
「
万
人
の
万
人

に
対
す
る
戦
争
状
態
」
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
体
系
の
う
ち
に
一
つ
の

秩
序
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
「
法
」
の
秩
序
で
あ
る
。
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ベ
ジ
ッ
ツ

の
法
に
よ
っ
て
、
諸
個
人
の
労
働
対
象
お
よ
び
生
産
物
は
（
「
占
有
扁
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
イ
ゲ
ソ
ト
ゥ
　
ム

ら
）
一
般
的
に
承
認
さ
れ
た
「
所
有
（
物
）
」
と
な
り
、
他
の
諸
偲
人
に

よ
る
掠
奪
か
ら
保
護
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
互
い
に
生
塵
物
を
享
受
し
合
う

と
い
う
諸
個
人
の
糟
互
関
係
は
（
生
産
物
の
一
般
的
「
働
値
」
付
け
に
基

く
、
ル
…
ル
を
も
っ
た
）
「
交
換
」
の
関
係
と
な
る
。
こ
こ
に
諸
個
人
は

「
無
差
別
」
の
う
ち
に
措
定
さ
れ
、
全
体
と
個
と
の
統
一
が
鼠
走
さ
れ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
統
一
は
桐
対
的
統
一
！
そ
れ
ゆ
え
「
市
民
社

　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

会
」
は
「
栢
対
的
人
倫
」
と
呼
ば
れ
る
…
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

こ
で
は
干
鰯
人
は
「
人
格
」
と
い
う
「
形
式
」
盤
の
抽
象
態
で
あ
り
、
そ

の
無
差
別
は
門
形
式
的
無
差
別
」
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
％
）

諸
個
人
の
具
体
性
は
「
掴
圧
さ
れ
て
し
い
る
。
こ
う
し
た
抽
象
性
に
対
し

て
諸
欄
人
が
そ
の
呉
体
性
に
お
い
て
惣
己
を
主
張
す
れ
ば
、
糟
対
的
統
一

は
無
効
と
な
る
。
再
び
無
秩
序
状
態
に
陥
る
。
そ
し
て
、
諸
個
人
は
己
れ

の
具
体
性
の
貫
徹
を
か
け
て
互
い
に
他
の
も
の
の
具
体
性
を
抹
殺
し
合
う

に
至
る
。
他
の
も
の
の
具
体
性
の
抹
殺
は
端
的
に
は
「
殺
人
」
で
あ
る
。

「
殺
人
」
は
（
「
家
族
」
の
存
在
を
前
提
と
し
て
）
「
復
讐
」
を
結
果
し
、

「
決
闘
」
へ
と
至
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
状
態
を
人
倫
世
界
展
開
の
第
二

段
階
と
し
、
全
体
と
し
て
「
犯
罪
」
と
名
付
け
て
い
る
。

　
「
犯
罪
」
の
段
階
は
止
揚
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、
い
か
に

G
・
W
・
F
・
ヘ
ー
ゲ
ル
体
系
以
前
期
に
お
け
る
思
想
形
成
の
内
薗
的
展
開
（
完
）

七
憎
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し
て
止
揚
さ
れ
る
の
か
。
再
び
抽
象
性
の
統
～
に
戻
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
こ
で
、
い
わ
ば
「
民
族
」
全
体
の
犯
罪
で
あ
る
門
戦
争
扁

に
注
渇
す
る
Q
戦
争
に
お
い
て
は
、
相
対
立
し
合
う
具
体
性
は
民
族
の
具

体
性
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
れ
が
重
要
な
点
な
の
だ
が
、
人
影
人
自
身
の
呉

体
性
は
放
棄
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
諸
個
人
は
慮
ら
の
具
体
性
を
貫

徹
し
よ
う
と
す
る
こ
と
を
も
は
や
止
め
、
畏
族
金
体
の
具
体
姓
の
貫
徹
の

た
め
に
臼
ら
の
「
生
命
そ
の
も
の
」
を
も
犠
牲
に
供
し
て
い
る
。
だ
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゲ
　
ツ
　
ヴ
　
ン
　
プ
　
ン

こ
こ
で
は
、
諸
島
人
の
具
体
姓
は
も
は
や
「
抑
圧
さ
れ
て
」
い
る
の
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ペ
ツ
ヴ
ソ
〆
ソ
　
　
（
6
2
）

な
い
。
そ
れ
は
、
自
発
釣
放
棄
と
し
て
「
抑
制
さ
れ
て
扁
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
ま
さ
に
戦
争
に
お
け
る
犠
魅
の
行
為
の
う
ち
に
、
「
絶
対
的
無

差
別
」
が
、
従
っ
て
全
体
と
欄
と
の
絶
対
的
統
一
が
措
定
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
「
戦
争
扁
を
廉
理
と
し
て
、
民
族
（
全
体
）
を
二

つ
の
個
体
性
」
と
し
諸
盛
人
を
そ
の
門
諸
心
覚
」
と
す
る
一
つ
の
有
機
的

関
係
態
が
措
定
さ
れ
る
。
そ
れ
が
す
な
わ
ち
「
絶
島
的
人
倫
」
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
う
し
た
「
諸
寄
人
が
そ
の
諸
器
官
で
あ
る
よ
う
な
絶
対
的
人

　
（
2
7
）

倫
」
の
う
ち
に
、
露
然
の
有
機
的
統
一
性
が
再
建
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
へ
！
ゲ
ル
は
こ
の
「
絶
対
的
人
倫
扁
を
美
し
く
描
き
だ
し
て
い
る
。

「
〔
絶
対
的
〕
人
倫
に
お
い
て
は
…
…
諸
個
人
は
一
つ
の
永
遠
な
仕
方
で
存

棄
す
る
。
そ
の
経
験
的
存
在
、
行
為
は
端
的
に
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る
。

諸
個
人
〔
そ
の
も
の
〕
で
は
な
く
て
、
諸
個
人
の
う
ち
の
普
遍
的
な
絶
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
認
）

的
精
神
が
行
為
す
る
か
ら
で
あ
る
。
扁
「
絶
対
的
人
倫
は
絶
対
的
真
理
で
あ

る
。
…
…
絶
対
的
形
成
で
あ
る
。
…
…
絶
対
的
無
私
で
あ
る
Q
…
…
穀
高

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

の
慮
由
で
あ
り
美
で
あ
る
。
』
し
か
し
な
が
ら
、
へ
…
ゲ
ル
の
「
絶
対
的

人
倫
」
の
概
念
は
多
義
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
①
有
機
的
統
一
性
と
し
て

七
二

ケ
月
民
族
」
（
全
体
）
を
示
す
も
の
と
し
て
、
②
端
的
に
は
戦
闘
行
為
の
、

そ
し
て
更
に
統
治
行
為
の
門
普
遍
的
労
働
扁
の
体
系
と
し
て
の
（
本
来
的
）

「
国
家
」
を
示
す
も
の
と
し
て
、
③
特
定
の
「
身
分
」
、
「
癬
由
人
の
身
分
」

を
示
す
も
の
と
し
て
、
三
つ
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
我
々
の

理
解
で
は
②
が
黒
質
的
な
も
の
で
あ
る
。
②
と
し
て
了
解
す
れ
ば
、
正
対

鶏
人
倫
1
1
市
艮
社
会
、
絶
対
的
人
倫
目
国
家
と
し
て
、
人
倫
の
二
つ
の
形

が
瞬
一
次
元
の
も
の
と
な
る
。
こ
の
②
と
①
と
は
矛
心
す
る
ゆ
え
、
①
の

意
味
は
無
視
す
る
こ
と
に
す
る
。
し
か
し
、
②
と
③
と
は
一
つ
に
結
び
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

け
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
門
普
遍
的
労
働
」
の
場
と
し
て
「
国
家
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

が
在
り
、
そ
の
普
遍
約
労
働
の
唯
一
の
、
排
勉
的
な
主
体
と
し
て
「
唐
由

人
の
身
分
」
が
在
る
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
「
絶
対
的
人
倫
偏
が
こ
の
よ
う
に
国
家
を
意
味
し
、
か

つ
そ
れ
が
特
定
の
身
分
の
も
の
と
限
箆
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
れ
ば
、
嶺
然

そ
こ
か
ら
排
除
さ
れ
る
人
々
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル

は
、
「
不
霞
由
の
身
分
し
が
存
在
し
て
、
そ
れ
は
絶
対
的
に
「
絶
対
的
人

倫
」
の
外
に
在
り
、
た
だ
「
相
対
的
人
倫
」
を
の
み
語
う
、
と
考
え
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
（
こ
の
ま
ま
で
は
）
趨
然
の
統
一
性
は
全
て
の
人
間
に

お
い
て
再
建
さ
れ
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
れ
が
錦
蔦
で
あ

り
、
人
倫
磁
界
の
宿
命
で
あ
る
。
人
倫
世
界
は
、
物
理
的
慮
然
の
よ
う
な

完
全
な
「
有
機
体
漏
で
は
あ
り
得
ず
、
欝
ら
の
う
ち
に
「
有
機
的
自
然
」

の
他
に
「
非
腐
機
酌
自
然
」
を
も
も
た
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
状
態
は
止
揚
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
具
体

的
に
は
、
「
不
当
由
の
身
分
」
の
入
々
の
う
ち
に
も
何
ら
か
の
意
味
で
虜

然
の
統
一
性
が
再
建
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
で
は
ど
の
よ
う
に
し
て
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か
。
i
「
不
自
由
の
身
分
」
は
、
絶
魁
的
人
倫
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
る
。

絶
対
的
人
倫
に
お
け
る
生
け
る
統
一
に
対
し
て
は
、
そ
れ
を
疎
遠
な
る
も

の
と
し
て
、
そ
れ
に
三
従
す
る
（
統
治
さ
れ
る
）
と
い
う
形
で
し
か
関
わ

り
得
な
い
。
だ
が
、
「
実
在
的
に
扁
は
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
「
観
念
的
に
」

は
こ
れ
を
止
揚
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
に
「
宗
教
」
が

在
る
の
で
あ
る
。
不
自
由
の
身
分
の
者
も
、
宗
教
に
お
い
て
観
念
的
に
生

け
る
統
一
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
「
少
数
の
者
は
、
人
倫
そ

の
も
の
の
生
け
る
精
神
、
絶
対
的
意
識
…
…
で
あ
る
が
、
他
の
進
達
は
、

そ
の
生
け
る
精
神
の
身
体
的
及
び
可
死
闘
魂
で
あ
り
、
そ
の
生
け
る
精
神

の
経
験
的
意
識
で
あ
る
。
こ
の
意
識
は
、
自
ら
の
絶
対
帥
形
式
と
内
的
本

質
と
を
完
全
に
A
三
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
絶

対
的
直
観
を
｝
つ
の
い
わ
ば
自
分
に
疎
遠
な
も
の
と
し
て
享
受
す
る
。
そ

　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

し
て
、
案
在
的
意
識
に
と
っ
て
は
、
畏
怖
と
信
頼
に
よ
っ
て
、
並
び
に
服

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

従
に
よ
っ
て
あ
の
生
け
る
精
神
と
一
つ
で
あ
る
が
、
観
念
的
意
識
に
と
っ

て
は
、
宗
教
に
お
い
て
、
つ
ま
り
共
綱
の
神
と
こ
の
神
に
対
す
る
奉
仕
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鋤
）

に
お
い
て
、
生
け
る
精
神
と
完
全
に
ム
£
す
る
。
」

　
こ
の
「
宗
教
」
が
体
系
期
の
「
絶
離
的
精
神
」
に
展
開
し
て
ゆ
く
の
で

あ
る
が
、
こ
の
時
期
の
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
は
、
「
宗
教
」
は
あ
く
ま
で

「
絶
対
的
人
倫
偏
の
下
位
に
在
る
も
の
で
あ
っ
た
。
あ
る
草
稿
で
は
統
一

性
は
「
宥
和
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
宗
教
の
鴬
野
は
市
民
社
会
の
非
生

動
性
の
「
運
命
」
を
実
際
に
は
何
ら
変
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
こ
れ
に
対

し
て
「
運
命
と
の
戦
い
の
ニ
ネ
ル
ギ
…
漏
（
絶
対
的
人
倫
）
だ
け
が
勝
運

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
3
）

命
と
の
〔
真
の
〕
膚
和
の
可
能
性
」
で
あ
る
、
と
語
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、

「
知
性
し
（
精
神
）
の
誓
学
と
し
て
、
人
倫
琶
界
論
に
お
い
て
も
「
精
神
」

（門

F
識
す
る
こ
と
」
）
が
問
題
と
さ
れ
、
あ
る
箇
所
で
は
「
精
神
は
自
然

　
　
　
　
（
3
2
）

よ
り
も
高
い
」
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
ま
だ
人
倫
世
界
論

全
体
の
原
理
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
そ
し
て
、
「
宗
教
」
は
い
わ
ば
（
精

神
が
自
然
か
ら
離
脱
し
た
）
純
粋
な
精
神
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
「
絶
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

門
人
論
」
は
精
神
（
統
一
性
を
認
識
す
る
こ
と
）
に
し
て
序
章
に
更
に
自

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

然
（
統
一
雛
で
在
る
こ
と
）
で
あ
り
、
そ
の
麟
然
性
の
ゆ
え
に
宗
教
よ
り

上
位
に
位
凝
す
る
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

こ
こ
で
は
体
系
期
と
は
逆
に
、
体
系
期
で
は
門
客
観
的
精
神
」
に
留
ま
る

も
の
で
あ
る
「
絶
対
的
人
倫
扁
の
方
が
、
そ
し
て
そ
れ
の
み
が
「
絶
対
的

精
神
漏
と
さ
れ
て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
論
文
『
自
然
法
』
の
結
び
で
こ
う

述
べ
て
い
る
。
「
〔
絶
対
的
人
倫
の
実
現
態
で
あ
る
〕
個
体
性
に
お
い
て
、

精
神
は
、
そ
の
形
態
に
お
い
て
自
分
懲
身
を
完
全
に
客
観
的
に
直
観
し
、

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

直
観
か
ら
儲
分
へ
と
帰
還
す
る
こ
と
な
し
に
鷹
接
的
に
こ
の
億
観
そ
の
も

の
を
筆
塚
自
身
と
し
て
認
識
す
る
。
そ
し
て
ま
さ
に
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

絶
紺
的
精
神
で
あ
る
。
し

　
こ
の
よ
う
な
「
絹
対
的
人
倫
」
1
「
絶
対
的
入
漁
」
…
「
宗
教
」
の
有

機
的
構
造
態
と
し
て
、
従
っ
て
我
々
の
タ
ー
ム
で
雷
っ
て
《
理
念
》
の
存

在
態
と
し
て
、
へ
…
ゲ
ル
は
来
た
る
べ
き
織
代
の
人
倫
世
界
を
先
取
り
的

に
認
識
す
る
の
で
あ
っ
た
。

　
㈲
　
喜
界
史
論
（
「
近
代
陛
中
問
段
階
」
論
）

　
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
嗣
時
に
世
界
史
論
を
展
闘
し
、
右
に
紹
介
し
た
有
機
的

構
造
態
の
来
た
る
べ
き
世
界
を
ま
さ
に
世
界
史
の
最
高
段
階
と
捉
え
、
そ

し
て
、
過
ぎ
贈
ろ
う
と
し
て
い
る
世
界
を
「
近
代
」
と
し
て
原
理
的
に
掘

締
す
る
と
共
に
、
こ
の
最
高
段
階
を
準
備
す
る
一
つ
の
中
間
段
階
と
捉
え

G
・
W
・
F
・
ヘ
ー
ゲ
ル
体
系
以
前
期
に
お
け
る
思
想
形
成
の
内
面
的
展
開
（
完
）

七
三
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哲
学
研
究
　
第
五
百
三
十
八
号

て
い
る
。
一
こ
れ
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
近
代
論
」
（
『
倫
理

学
研
究
』
第
六
集
）
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

　
㈲
　
「
主
観
性
の
反
省
哲
学
」
批
判

　
新
た
な
世
界
の
現
成
は
歴
史
の
必
然
で
あ
る
。
青
年
期
に
お
け
る
よ
う

な
変
革
的
努
力
の
事
柄
で
は
も
は
や
な
い
。
そ
れ
は
、
い
わ
ば
放
っ
て
お

い
て
も
自
ら
そ
う
な
る
も
の
で
あ
る
Q
し
か
し
な
が
ら
、
歴
史
の
動
き
を

た
だ
把
握
す
る
だ
け
に
自
足
す
べ
き
で
は
な
い
一
1
こ
う
考
え
て
、
ヘ
ー

ゲ
ル
は
一
つ
の
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
壷
金
を
も
行
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

《
現
実
》
の
う
ち
に
崩
芽
と
し
て
す
で
に
在
る
新
た
な
世
界
に
気
づ
く
こ

と
な
く
、
《
貌
実
》
の
古
い
部
分
（
近
代
）
に
の
み
囚
わ
れ
て
い
る
、
い
わ

ば
近
代
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
「
主
観
性
の
反
省
哲
学
」
を
批
判
す

る
こ
と
で
あ
っ
た
。
シ
ェ
リ
ン
グ
と
の
共
共
に
よ
る
『
暫
学
批
判
雑
誌
』

発
行
の
試
み
は
、
ま
さ
に
そ
れ
で
あ
っ
た
。

　
再
び
手
短
に
紹
介
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
雑
誌
の
主
論
文

『
億
と
知
』
で
は
次
の
よ
う
な
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
。
「
主
観
性
の
反
省

古
学
」
は
「
近
代
」
の
「
主
観
性
扁
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
。
そ
の
立
場

か
ら
す
れ
ば
、
世
界
は
「
分
裂
態
」
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
反
省
哲
学
」

は
、
　
一
方
で
は
、
こ
の
世
界
を
越
え
て
「
彼
爆
」
に
生
け
る
世
界
を
「
理

念
偏
と
し
て
措
定
し
て
い
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
「
彼
岸
偏
と
し
て
ま
さ
に

「
掘
握
し
得
ぬ
扁
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
れ
は
門
信
仰
」
の
事
柄
と

な
る
。
「
反
省
哲
学
」
は
自
ら
の
う
ち
に
自
ら
を
否
定
す
る
「
儒
仰
」
を

措
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
「
反
省
誓
言
」
は
「
哲
学
」
と
し
て

「
認
識
〔
知
〕
」
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
他
方
で
は
、
「
把
握
し
得
る
」
も
の

と
し
て
残
っ
て
い
る
も
の
、
す
な
わ
ち
分
裂
の
世
界
を
認
識
の
対
象
と
し

七
四

て
い
る
。
「
反
省
暫
学
」
は
、
分
裂
の
世
界
を
、
そ
の
「
客
観
」
を
「
有

限
性
」
と
し
て
、
そ
の
「
主
観
」
を
「
無
限
性
」
と
し
て
捨
罪
す
る
。
だ

が
、
主
観
の
無
限
盤
は
「
理
念
」
で
は
な
く
、
単
な
る
「
概
念
」
の
形
式

的
無
限
に
す
ぎ
な
い
。
主
観
の
無
限
性
だ
け
で
は
空
虚
な
認
識
し
か
与
え

ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
客
観
の
有
限
性
を
「
内
容
扁
と
し
て
、
こ
の
概
念
の

「
形
式
」
を
満
た
そ
う
と
す
る
。
従
っ
て
、
両
者
の
統
…
と
い
う
こ
と
が

問
題
と
な
る
。
だ
が
、
「
理
念
」
を
認
識
の
外
に
措
建
し
た
ま
ま
で
は
、

真
の
統
　
は
与
え
ら
れ
る
は
ず
も
な
い
。
統
一
は
結
局
は
相
対
的
統
一
に

留
ま
っ
て
し
ま
う
。
カ
ン
ト
は
（
「
先
天
的
綜
合
判
断
」
の
翼
の
基
礎
で

あ
る
）
「
生
産
的
構
想
力
」
論
に
お
い
て
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
「
自
我
匪
自
我
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

論
に
お
い
て
、
真
の
統
一
へ
の
努
力
は
し
て
い
る
が
、
結
局
は
相
対
的
統

一
に
留
ま
っ
て
い
る
。
ヤ
コ
ビ
に
盃
っ
て
は
、
縮
対
的
統
　
そ
の
も
の
を

己
れ
の
「
〔
個
別
的
〕
主
観
の
神
化
」
に
お
い
て
「
理
想
的
に
捉
え
」
、
勝

手
に
真
の
統
一
と
断
諄
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
相
対
的
統
一
に
留
ま
る
と
い
う
こ
と
は
、
「
幸
福
主
義
」

の
「
経
験
的
丸
和
」
の
立
場
を
混
入
さ
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
れ
は
「
近
代
」
に
自
足
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
へ

：
ゲ
ル
は
、
こ
れ
に
対
し
て
、
「
主
観
性
の
反
省
哲
学
」
は
む
し
ろ
「
主

観
性
」
を
徹
底
し
、
「
分
裂
」
か
ら
世
界
全
体
へ
の
否
定
へ
と
徹
底
し
、

し
か
し
岡
暗
に
そ
の
否
定
の
「
無
」
を
「
思
弁
的
聖
金
曜
摂
」
と
受
け
と

め
、
そ
し
て
臨
ら
を
止
揚
す
る
こ
と
に
お
い
て
哲
学
の
真
の
立
場
“
「
思

弁
」
の
立
場
へ
と
至
る
べ
き
で
あ
る
、
と
批
判
す
る
。
「
思
弁
」
に
お
い

て
、
門
反
省
哲
学
」
が
「
彼
岸
」
へ
と
追
い
や
っ
た
「
理
念
翫
は
認
識
の

う
ち
へ
と
8
1
き
戻
さ
れ
、
そ
し
て
そ
の
う
ち
に
真
理
が
、
な
か
ん
ず
く
来
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た
る
べ
き
賭
代
の
人
倫
世
界
の
構
造
が
明
ら
か
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
頴
■
2
0
昂
需
塊
》
鋤
。
ρ
○
こ
ω
●
轡
Q
。
し
。
●

　
（
2
）
　
以
下
は
、
巡
．
、
⊂
ψ
無
㌣
蕗
ω
翻
≧
㌧
ω
．
c
。
禽
－
鍵
G
。
の
要
約
で
あ
る
。

　
（
3
）
　
翼
．
謡
こ
ω
’
b
。
8

　
（
4
）
　
嶺
．
自
ご
幹
節
ρ

　
（
5
）
葺
」
、
こ
ω
◎
ω
ゲ

　
（
6
）
　
ミ
．
無
こ
G
o
，
ト
っ
9

　
（
7
）
ミ
．
気
こ
ω
』
α
・

　
（
8
）
　
曼
．
鳶
こ
ω
■
b
Ω
繰
。

　
（
9
）
噸
㍊
柚
‘
ω
』
ρ

　
（
1
0
）
　
く
奪
Q
r
帯
●
㌧
、
こ
ψ
偽
り
．

　
（
1
1
）
　
く
σ
委
r
ミ
’
㌧
＼
；
も
Q
●
薩
監
．

　
（
1
2
）
　
こ
れ
は
門
A
キ
B
」
の
こ
と
で
あ
る
。

　
（
1
3
）
　
ミ
．
謡
こ
ω
・
り
9

　
（
1
4
）
　
＜
σ
Q
r
ミ
噛
幾
こ
ω
■
P

　
（
1
5
）
　
遷
．
鳶
こ
ω
’
ち
・

　
（
1
6
）
　
運
■
幾
こ
ω
噸
島
Q
9

　
（
1
7
）
　
＜
σ
q
　
．
》
遷
’
幾
こ
ω
．
ド
ミ
・

　
（
1
8
）
　
こ
の
㈹
に
つ
い
て
は
、
「
絶
対
的
無
差
鶏
点
の
暫
学
』
と
い
う
衰
現
そ
の

　
　
　
も
の
は
、
蛮
。
閑
営
語
。
篇
。
”
b
霧
勺
、
＆
貯
鳩
遷
駄
ミ
》
竪
喚
鴨
魯
ミ
Q
舘
§
勘
偽
籍

　
　
　
匙
禽
b
ミ
誌
ミ
嵩
、
ド
リ
↓
ρ
　
の
も
の
で
、
　
ヘ
ー
ゲ
ル
虜
身
が
書
い
た
も
の
の

　
　
　
う
ち
に
は
見
当
た
ら
な
い
。
な
お
、
こ
の
節
の
叙
述
は
、
全
体
と
し
て
キ

　
　
　
ム
メ
ル
ン
の
こ
の
書
に
多
く
を
負
う
て
い
る
。

　
（
1
9
）
　
譲
．
電
；
ω
浄
浅
．

　
（
2
0
）
　
遷
．
、
ト
悔
ω
。
に
把

　
（
2
1
）
　
霜
題
こ
ω
●
ミ
リ
薩
b
o
瀞
こ
ω
．
ω
⊆
。
α
・

　
（
2
2
）
　
体
系
期
の
用
諮
法
で
言
っ
て
門
客
観
的
精
神
」
と
「
絶
対
的
精
神
」
と

　
　
　
を
合
わ
せ
た
も
の
を
、
こ
こ
で
仮
に
“
入
穿
泄
界
”
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

　
（
2
3
）
　
ミ
．
嵐
．
b
ω
恩
G
Q
搾

　
（
2
4
）
　
＜
σ
q
♂
堕
猟
的
こ
ω
噸
Q
◇
ω
．

　
（
2
5
）
　
ミ
・
㌧
㌧
こ
ω
．
ミ
ρ

A　　A　　A　　A　　A　　A　　A　　A
33　32　31　30　29　28　27　26
Vl　V　V　V，　Vl　k一　W　VI

ミ
脅
自
こ
　
ω
，
駆
刈
P

運
■
自
こ
ω
含
蒔
Q
Q
㊤
◆

ψ
鉢
⑦
■
㌧
ω
．
q
Q
◎
’

⑦
．
鉢
⑦
こ
ω
●
α
“
．

ミ
●
霞
．
、
G
Q
ぴ
O
ρ

物
O
勉
こ
ω
●
睡
Q
◎
α
§
b
O
神
こ
ω
◆

ミ
．
寒
こ
ω
．
q
O
Q
σ
・

ミ
「
幾
こ
ω
．
α
ω
ρ

GQ
ﾂ
h
．

五
　
イ
エ
ナ
時
代
後
期
1
《
現
実
》
の
認
識
∬
1

　
へ
！
ゲ
ル
の
イ
エ
ナ
時
代
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
と
の
共
同
活
動
の
中
断
を

も
っ
て
前
期
と
後
期
と
に
分
け
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
単
な
る
外
面
的
な
も

の
に
は
留
ま
ら
な
い
。
こ
の
前
期
と
後
期
と
で
は
、
思
索
の
形
式
も
内
容

も
は
っ
き
り
と
異
な
っ
て
い
る
。
何
よ
り
も
先
ず
、
《
現
実
》
に
対
す
る

基
本
的
な
立
場
と
し
て
、
荊
期
で
は
《
現
実
》
が
変
り
つ
つ
あ
る
と
い
う

基
本
了
解
を
も
っ
て
い
た
の
に
離
し
て
、
後
期
で
は
、
そ
れ
を
放
棄
し
、

《
現
実
》
を
冷
徹
に
、
「
近
代
」
か
ら
新
た
な
時
代
へ
の
「
移
行
期
扁
と
し

て
で
は
な
く
て
、
ま
さ
に
「
近
代
」
そ
の
も
の
と
し
て
見
据
え
て
い
る
。

前
期
で
は
（
《
現
実
》
は
変
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
誤
っ
た
了
解
の
下
に
）

結
果
と
し
て
は
、
《
現
実
》
を
認
識
す
る
と
い
う
自
ら
に
立
て
た
格
率
か

ら
外
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
後
期
で
は
全
き
意
味
で
《
現
実
》
を
認
識
し
て

い
る
。
イ
エ
ナ
時
代
後
期
に
お
い
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
本
来
的
な
意
味
で
は
始

め
て
《
現
実
》
の
思
想
家
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
　
ω
　
門
思
弁
」
再
論
（
門
歯
的
直
観
」
か
ら
「
概
念
的
摺
握
」
へ
）

　
前
期
と
同
様
に
後
難
に
お
い
て
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
自
ら
の
思
索
的
立
場

を
「
思
弁
」
と
し
て
提
示
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
瞬
じ
「
思
弁
」

G
．
W
。
F
．
ヘ
ー
ゲ
ル
体
系
以
前
期
に
お
け
る
思
想
形
成
の
内
面
荊
…
展
調
（
完
）

七
五
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哲
学
研
究
第
五
百
三
十
八
弩

で
あ
っ
て
も
内
容
的
に
は
か
な
り
変
化
し
て
い
る
。
決
定
的
な
点
は
、
繭

期
で
は
最
高
の
も
の
で
あ
っ
た
門
知
的
讃
観
」
の
立
笏
が
放
棄
さ
れ
、
新

　
　
　
パ
　
グ
　
ラ
　
イ
　
フ
　
ェ
　
ン

た
に
「
概
念
的
把
握
」
の
立
場
が
主
張
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
「
知
的
直
観
」
は
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
踏
代
に
お
け
る
宗
劇
的
直
観
に

対
応
す
べ
く
、
暫
学
の
新
た
な
オ
ル
ガ
ノ
ン
と
し
て
堤
示
さ
れ
た
も
の
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
宗
教
の
「
絶
対
的
薩
観
扁

と
ど
う
違
っ
て
い
る
の
か
明
ら
か
で
は
な
か
っ
た
。
「
知
的
直
観
縣
は
本

当
に
哲
学
知
を
与
え
得
る
も
の
な
の
か
。
褥
学
の
真
の
オ
ル
ガ
ノ
ン
で
あ

る
の
か
i
後
期
の
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
の
問
い
の
下
に
「
知
的
直
観
」
の

立
場
に
批
判
を
加
え
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
前
期
の
立
場
へ
の

批
判
は
、
触
接
的
な
懲
己
批
判
と
い
う
形
で
ぱ
な
く
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の

「
知
的
直
観
偏
の
立
揚
－
～
厳
密
に
は
、
い
わ
ゆ
る
「
岡
一
説
学
蝉
騒
の

「
知
的
召
命
」
の
立
場
一
へ
の
批
判
と
い
う
形
を
と
っ
た
。

　
シ
ェ
リ
ン
グ
の
門
知
的
直
観
」
の
立
場
へ
の
批
判
は
三
つ
の
論
点
を
も

っ
て
い
る
。
第
一
点
は
、
そ
の
「
天
才
性
」
（
秘
教
挫
）
に
薄
す
る
も
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

あ
る
。
f
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
哲
学
す
る
た
め
に
は
、
先
ず
前
提
と
し
て

「
絶
対
的
瞬
一
性
」
を
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
し
て
そ
れ
は
「
知

約
直
観
」
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
、
と
主
．
張
し
て
い
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
そ
れ
は
結
局
は
哲
学
を
一
部
の
者
に
限
定
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な

る
。
「
諸
個
人
が
こ
う
し
た
岡
～
性
の
直
接
約
な
直
観
を
も
っ
と
い
う
こ

と
が
誓
学
の
前
提
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
暫
学
は
幸
運
児
だ
け
が
も
ち

得
る
か
の
よ
う
な
｝
つ
の
古
徳
的
才
能
や
天
才
と
し
て
諸
個
人
の
問
で
現

　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
」
羅
漢
と
し
て
知
的
直
観
を
も
ち
得
な
い
考
は
、

そ
の
こ
と
を
も
っ
て
直
ち
に
哲
学
か
ら
排
除
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ

七
穴

と
は
、
凡
俗
な
大
衆
と
一
疋
の
精
神
的
エ
リ
ー
ト
、
と
い
う
対
立
構
隣
を

も
つ
p
マ
ン
虫
義
者
達
に
と
っ
て
は
、
何
ら
問
題
で
は
な
く
、
む
し
ろ
遜

然
の
事
柄
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
は
「
葱
学
は
そ
の
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

性
上
、
万
入
に
対
し
て
在
る
し
も
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
シ
ェ
リ
ン
グ

流
の
立
揚
は
到
底
認
め
得
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
そ

の
よ
う
な
先
ず
「
絶
対
的
同
　
性
」
の
麹
握
を
葡
提
と
す
る
立
場
を
、

「
ピ
ス
ト
ル
か
ら
発
射
さ
れ
で
も
す
る
よ
う
に
直
接
に
絶
対
知
か
ら
始
め

（
3
）

る
」
も
の
と
難
じ
っ
っ
、
そ
れ
に
鳴
し
て
、
絶
対
的
圓
　
性
を
前
提
と
す

る
の
で
は
な
く
て
、
そ
れ
へ
と
人
々
を
導
く
こ
と
を
主
張
す
る
。
絶
魁
的

同
一
性
へ
の
「
梯
子
扁
を
先
ず
も
っ
て
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主

張
す
る
。
こ
こ
に
、
「
自
然
的
意
識
」
を
「
学
の
立
場
」
へ
導
く
と
い
う

獅．

ｸ
神
翼
象
学
』
の
テ
…
マ
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。

　
第
二
の
批
判
点
は
、
そ
の
無
証
明
性
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
ー
シ
ェ

リ
ン
グ
は
、
「
知
的
直
観
」
に
訴
え
る
こ
と
に
お
い
て
、
絶
入
的
同
一
性
を

「
証
明
扁
な
し
に
放
繁
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
「
知
的
藏
観
を
も
っ
て
始

め
ら
れ
る
な
ら
、
そ
こ
に
は
断
言
、
紳
託
が
在
る
こ
と
に
な
る
。
知
的
に

直
観
す
べ
し
と
い
う
要
求
が
な
さ
れ
て
い
る
ゆ
え
に
、
人
は
そ
れ
を
甘
受

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
？
こ

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
」
『
超
越
論
的
観
念
論
の
体
系
臨
に
お

い
て
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
は
な
る
ほ
ど
証
明
の
必
要
性
を
感
じ
と
っ
て
、

「
こ
の
直
観
は
一
体
何
に
よ
っ
て
い
ま
や
再
び
客
観
的
に
欝
定
さ
れ
縛
る

の
か
」
と
問
い
、
そ
の
答
え
と
し
て
「
芸
術
〔
作
品
〕
」
を
提
示
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

る
（
「
知
的
藏
観
の
客
観
挫
は
芸
徳
で
あ
る
」
）
。
し
か
し
な
が
ら
、
ヘ
ー

ゲ
ル
に
と
っ
て
は
、
「
芸
術
」
は
真
理
を
袈
現
す
る
に
相
応
し
い
も
の

で
は
な
い
。
真
理
を
本
嶺
に
表
現
し
得
る
の
は
「
思
想
」
（
概
念
的
把
握
の
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体
系
）
で
あ
る
。
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
安
易
に
芸
術
を
も
ち
出
す
こ
と
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

っ
て
結
局
は
「
証
明
」
を
放
棄
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　
第
三
の
批
判
点
は
、
「
知
的
直
観
し
の
立
場
か
ら
絶
薄
的
同
一
盤
を
「
絶

対
約
無
差
測
」
と
し
て
蝿
示
す
る
こ
と
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は

最
重
要
の
も
の
で
あ
る
。
一
…
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
「
絶
対
的
弼
一
性
に
関
し

て
は
い
か
な
る
慰
書
差
別
も
考
え
ら
れ
な
い
。
…
…
量
的
差
別
は
絶
愛
的

同
一
挫
の
外
に
お
い
て
の
み
可
能
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
…
…
絶
対
的
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

一
性
は
量
的
無
差
溺
の
形
式
の
下
で
の
み
在
る
編
と
語
っ
て
、
絶
紺
的
同

一
性
か
ら
一
切
の
下
船
一
性
を
排
除
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
れ

は
「
絶
対
岩
を
、
そ
の
な
か
で
は
全
て
の
牛
が
黒
く
あ
る
夜
と
し
て
し
ま

（
8
）

う
」
こ
と
で
あ
る
Q
す
な
わ
ち
、
絶
対
岩
か
ら
一
切
の
規
定
を
奪
い
取
り
、

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

た
だ
絶
対
老
が
存
在
す
る
と
言
う
に
留
ま
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
た
抽

象
的
認
識
は
お
よ
そ
暫
学
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
シ
ェ
リ
ン
グ
は
他
方
で

は
、
そ
の
差
別
な
き
絶
対
的
隣
一
性
を
諸
差
別
へ
と
展
開
し
て
い
る
。
だ

が
、
そ
の
展
開
は
「
空
虚
な
形
式
主
義
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
必
然

性
」
を
も
っ
て
進
め
ら
れ
て
ゆ
く
の
で
は
な
く
て
、
門
ポ
テ
ン
ツ
襯
と
い

う
、
お
よ
そ
概
念
で
は
な
く
単
な
る
「
公
式
」
に
す
ぎ
ぬ
も
の
の
下
に
経

験
知
が
取
り
集
め
ら
れ
て
ゆ
く
に
す
ぎ
な
い
。
「
質
料
と
極
と
か
ら
成
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ
ソ
ロ
じ
り
ミ

形
式
主
義
を
も
っ
た
最
も
粗
野
な
経
験
知
が
、
理
性
な
き
類
推
と
泥
恥
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

た
ひ
ら
め
き
を
も
っ
て
飾
り
た
て
て
い
る
」
に
す
ぎ
な
い
。
「
前
進
は
、

思
弁
的
理
念
か
ら
の
内
在
的
な
漫
開
で
は
な
く
、
外
的
な
反
省
の
仕
方
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

従
っ
て
生
じ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
」

　
こ
の
こ
と
は
結
局
は
「
知
的
直
観
」
の
立
易
に
園
る
も
の
で
あ
る
。
知

的
直
観
は
や
は
り
直
観
で
あ
る
。
そ
し
て
直
観
と
し
て
、
そ
れ
が
捉
え
た

も
の
を
表
現
す
る
と
き
は
、
そ
の
薩
接
性
の
ゆ
え
に
抽
象
的
な
も
の
に
留

ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
「
絶
対
的
嗣
一
性
脳
は
木
来
は
「
思
惟
的
考
察
の

結
果
」
で
あ
り
、
従
っ
て
、
「
結
果
」
に
聚
る
「
媒
介
」
の
門
過
程
」
を

含
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
に
お
い
て
諸
規
定
を
獲
得
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
知
的
灘
観
は
こ
の
過
程
を
握
え
得
ず
、
結
果
を
結
果
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

の
み
、
藏
接
的
真
理
と
し
て
の
み
捉
え
得
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　
晶
腿
纈
馴
に
お
い
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
絶
痛
的
騨
一
性
偏
の
働
き
と
、
し
て
「
知
的

鷺
観
」
を
提
示
し
た
が
、
い
ま
シ
ェ
リ
ン
グ
の
立
場
に
お
い
て
明
ら
か
な

の
は
、
そ
う
し
た
「
絶
態
的
理
性
」
は
「
悟
性
扁
を
一
切
否
定
し
去
っ
た
、

い
わ
ば
純
粋
な
、
そ
し
て
そ
の
意
味
で
空
虚
な
「
理
性
扁
で
あ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
「
知
的
直
観
」
は
そ
う
し
た
空
虚
な
理
雛
、
い
わ
ば
「
無
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

で
あ
る
よ
う
な
理
盤
1
「
悟
性
な
し
の
理
姓
は
無
で
あ
る
」
一
の
働

き
な
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
の
よ
う
な
「
知
的
直
観
」
の
立
場
を

否
定
し
な
が
ら
、
次
に
そ
う
し
た
「
鷺
性
」
を
｝
切
否
定
す
る
立
揚
に
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ベ
グ
フ
イ
フ
エ
ン

し
て
、
悟
性
を
包
摂
す
る
よ
う
な
理
性
の
「
思
惟
」
“
「
概
念
的
艶
握
偏

の
立
場
を
主
張
す
る
。
単
純
に
悟
姓
を
否
定
し
て
理
性
に
訴
え
る
の
で
は

な
く
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
い
ま
や
、
悟
性
の
規
定
性
を
与
え
る
働
き
（
反
省
）

を
理
性
に
よ
っ
て
　
つ
の
貌
一
へ
と
も
た
ら
す
こ
と
…
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鶏
）

れ
を
「
理
性
の
内
的
組
織
付
け
」
と
も
雷
っ
て
い
る
一
を
主
張
す
る
の

で
あ
る
。

　
し
か
し
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
翻
っ
て
考
え
る
に
、
「
悟
性
」

は
（
人
間
）
「
主
観
」
の
働
き
で
あ
る
。
シ
諜
リ
ン
グ
は
、
こ
れ
に
対
し
て
、

（
先
ず
）
理
性
を
「
絶
対
的
理
性
扁
と
し
て
「
絶
対
者
」
の
働
き
と
し
て
、

（
次
い
で
）
「
主
観
」
は
た
だ
麹
ら
を
否
定
す
る
こ
と
に
お
い
て
こ
の
働
き

心
・
W
・
F
・
ヘ
ー
ゲ
ル
体
系
以
薄
期
に
お
赫
る
思
想
形
成
の
内
面
的
展
欄
（
完
）

七
七
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に
い
わ
ば
参
与
し
得
る
一
「
理
性
を
絶
対
酌
と
考
え
る
た
め
に
は
、
そ

れ
ゆ
え
私
が
要
求
す
る
立
揚
に
到
達
す
る
た
め
に
は
、
思
惟
し
て
い
る
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
圭
）

が
捨
象
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
扁
1
一
、
そ
し
て
そ
こ
に
お
い
て
「
絶

対
知
」
が
与
え
ら
れ
る
と
、
客
観
主
義
的
に
考
え
て
い
る
。
シ
ェ
リ
ン
グ

で
は
、
そ
れ
ゆ
え
に
悟
性
の
働
き
と
理
性
の
働
き
と
は
無
関
係
の
も
の
と

な
っ
て
い
る
。
こ
の
シ
ェ
リ
ン
グ
の
立
場
に
対
し
て
、
イ
エ
ナ
時
代
後
期

の
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
明
確
な
霞
覚
の
下
に
カ
ン
ト
、
フ
ィ
ヒ
テ
（
及
び
初
期

シ
ェ
リ
ン
グ
）
の
「
超
越
論
的
観
念
論
」
の
流
れ
に
自
ら
を
置
き
、
理
性

を
「
主
観
」
そ
の
も
の
の
働
き
、
だ
が
そ
れ
だ
け
で
は
空
虚
な
働
き
i

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

カ
ン
ト
の
「
我
奪
う
」
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
門
知
的
直
観
」
、
へ
…
ゲ
ル
自
身
の

表
現
で
は
「
主
観
が
、
　
～
切
の
所
与
的
規
定
性
か
ら
の
抽
象
に
よ
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

自
分
を
自
己
意
識
的
窒
虚
へ
と
成
す
こ
と
」
一
と
考
え
、
そ
こ
か
ら
同

じ
主
観
の
働
き
で
あ
る
惜
性
を
組
織
付
け
、
統
一
を
与
え
て
ゆ
く
こ
と
を

主
張
す
る
。
理
性
と
悟
性
と
を
共
に
主
観
の
働
き
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

両
者
の
統
　
を
可
能
と
し
、
ひ
い
て
は
（
理
性
に
よ
る
）
岡
一
性
と
（
悟

性
に
よ
る
）
非
岡
一
性
と
の
統
一
を
可
能
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
い
ま
や
「
超
越
論
的
観
念
論
」
の
流
れ
に

身
を
遣
い
で
い
る
が
、
だ
が
、
そ
れ
は
批
判
的
継
承
の
立
場
か
ら
で
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
は
、
カ
ン
ト
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
や
は
り
「
意
識
の
立
場
」

の
限
罪
性
を
も
っ
て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
自
分
と
は
朋
の
客
観
主
義
的

立
場
か
ら
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
「
絶
対
知
」
に
よ
る

「
意
識
の
立
場
」
の
止
揚
を
受
け
と
め
て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
更
に
、

図
式
的
に
雷
っ
て
、
カ
ン
ト
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
門
意
識
」
の
「
主
観
」
の
立

場
と
、
シ
ニ
リ
ン
グ
の
（
主
観
）
趨
越
的
な
「
絶
対
知
」
の
立
場
と
の
綜

七
八

含
と
し
て
、
「
絶
対
酌
主
観
扁
の
立
場
へ
と
進
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
「
絶

対
的
主
観
」
の
立
場
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
。
フ
ィ
ヒ
テ
で

は
諸
規
定
は
意
識
に
お
い
て
与
え
ら
れ
、
意
識
と
し
て
常
に
外
（
「
非
我
」
）

に
つ
き
ま
と
わ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
限
り
で
統
一
は
三
惑
為
し
に

留
ま
っ
て
成
就
さ
れ
得
な
か
っ
た
。
統
一
が
成
就
さ
れ
る
た
め
に
は
外
が

止
揚
さ
れ
、
完
全
な
内
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ

こ
で
シ
ェ
リ
ン
グ
の
立
込
、
絶
対
老
へ
の
脱
自
知
参
入
に
お
い
て
全
て
を

内
と
す
る
立
脇
に
就
き
は
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
な
る
ほ
ど
内
で
は
あ
っ

て
も
窒
虚
な
内
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
別
の
形
で
内
を
求
め
る
。
そ
れ
は

「
想
起
」
と
い
う
形
で
あ
る
。
「
意
識
」
が
外
に
つ
き
ま
と
わ
れ
て
「
経
験
」

と
し
て
捉
え
た
も
の
を
、
そ
の
規
定
性
を
そ
っ
く
り
保
存
し
な
が
ら
、

エ
ァ
イ
ソ
ネ
ル
ン
グ

「
想
起
〔
二
化
〕
」
と
し
て
外
を
廃
棄
し
て
ゆ
く
、
と
い
う
形
で
あ
る
。
い

わ
ば
全
き
内
の
（
絶
対
知
の
）
「
体
系
」
と
し
て
『
論
理
学
』
が
在
る
と

し
て
、
「
意
識
の
経
験
」
の
記
述
で
あ
る
『
精
神
現
象
学
』
は
、
そ
の
「
学
」

（
論
理
学
）
へ
の
緒
論
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
経
験
を
見
て
い
る
「
我

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

々
」
に
と
っ
て
は
「
す
で
に
学
で
あ
る
」
と
い
う
早
い
方
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル

の
こ
の
「
絶
対
的
主
観
」
の
立
場
を
よ
く
表
わ
し
て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、

シ
ェ
リ
ン
グ
批
判
に
お
い
て
前
期
の
自
ら
の
立
場
を
否
定
し
、
そ
の
「
知
一

的
直
観
扁
の
立
場
に
代
え
て
、
い
ま
や
、
こ
う
し
た
「
絶
対
的
主
観
」

の
「
思
推
」
の
立
場
を
新
た
な
「
患
弁
偏
と
す
る
の
で
あ
っ
た
Q

　
　
②
　
「
体
系
」
プ
ラ
ン
偶

　
新
た
な
門
思
弁
」
の
立
場
に
立
っ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
体
系
」
を
考
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
エ
ノ
メ
ノ
ヨ
ン
カ
　
メ
ン
テ
ィ
ス

直
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
「
体
系
」
は
、
（
「
精
神
現
象
学
」
4
）
「
思
弁

叛
学
あ
る
い
は
論
理
学
」
一
「
自
然
暫
学
」
i
「
精
神
暫
学
」
の
形
で
考
え
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ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
す
で
に
体
系
期
の
も
の
と
同
じ
形
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
も
最
大
限
に
要
約
し
て
、
前
期
の
体
系
構
想
と
の
縮
違
点
に
つ

い
て
以
下
に
述
べ
る
に
留
め
た
い
。
①
「
論
理
学
」
と
「
形
諏
上
学
」
と

は
、
も
は
や
別
の
も
の
と
は
さ
れ
ず
、
ま
さ
に
論
理
学
が
即
形
而
上
学
と

　
　
　
　
（
1
8
）

な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
「
官
学
へ
の
緒
論
」
と
し
て
は
、
論
理
学
に
代
え

て
新
た
に
「
精
神
現
象
学
」
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
②
「
形
而
上
学
」
は

も
は
や
ス
ピ
ノ
ザ
的
な
「
絶
対
的
実
体
」
を
も
っ
て
結
論
と
し
て
は
い
な

い
。
前
期
と
後
期
と
の
中
聞
的
な
も
の
で
あ
る
現
存
の
『
イ
エ
ナ
形
面
上

学
』
に
お
い
て
も
、
す
で
に
、
そ
の
ス
ピ
ノ
ザ
的
な
「
客
観
性
の
形
而
上

学
」
に
続
け
て
（
フ
ィ
ヒ
テ
を
踏
ま
え
た
）
「
主
観
性
の
形
面
上
学
」
が

鷹
か
れ
て
い
る
。
③
門
自
然
尊
志
」
と
「
精
神
難
壁
漏
の
「
実
在
哲
学
」

に
関
し
て
は
、
前
期
と
で
は
倉
皇
付
け
が
逆
転
し
て
、
精
神
熱
学
に
優
位

が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
岡
時
に
、
そ
の
精
神
暫
学
は
戸
惑
の
原
理
か
ら
考

え
ら
れ
て
い
る
。
④
「
知
的
謹
観
」
に
対
応
す
る
「
絶
対
的
無
差
別
点
の

哲
学
」
は
、
「
知
的
磁
観
扁
そ
の
も
の
の
否
定
と
共
に
放
棄
さ
れ
て
い
る
。

内
容
的
に
は
精
神
哲
学
の
う
ち
に
「
芸
術
、
宗
教
、
学
問
」
（
後
に
い
う

「
絶
対
的
精
神
」
）
論
へ
と
止
揚
さ
れ
て
い
る
。

　
我
々
の
論
点
か
ら
は
③
が
重
要
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
前
期
の
、
モ

デ
ル
と
し
て
の
密
然
と
そ
れ
を
再
建
す
べ
き
精
神
と
い
う
、
自
然
優
位
の

考
え
方
を
完
全
に
否
定
し
て
い
る
Q
い
ま
や
全
く
逆
に
、
「
自
然
は
理
念

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

の
他
在
で
あ
り
、
そ
の
他
在
を
精
神
が
止
揚
す
る
の
で
あ
る
。
」
そ
し
て
、

人
倫
世
界
に
関
し
て
も
、
そ
の
自
由
は
も
は
や
自
然
の
統
一
性
の
回
復
の

う
ち
に
で
は
な
く
、
岡
様
に
全
く
逆
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
「
諸
個
人
は
、

虜
然
を
軽
蔑
す
る
こ
と
が
大
き
け
れ
ば
大
き
い
ほ
ど
、
そ
れ
だ
け
宿
由
も

　
　
　
（
2
ひ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

大
き
く
な
る
。
」
従
っ
て
、
「
人
倫
的
導
体
は
凄
然
の
外
で
現
わ
れ
る
。
」

人
倫
数
界
の
原
理
は
い
ま
や
自
然
と
は
完
全
に
別
の
と
こ
ろ
に
在
る
の
で

あ
る
。

　
で
は
入
倫
世
界
の
新
た
な
原
理
、
自
由
の
新
た
な
原
理
は
ど
こ
に
在
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

の
か
。
へ
…
ゲ
ル
は
、
そ
れ
を
「
自
分
自
身
へ
と
帰
還
し
」
て
在
る
こ
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

「
自
分
の
う
ち
に
在
る
こ
と
」
に
見
て
い
る
。
こ
こ
に
言
う
門
自
分
」
、

門
自
己
」
と
は
「
知
」
で
あ
る
。
存
在
す
る
こ
と
嫉
「
撫
然
」
に
対
す
る
知

る
こ
と
（
認
識
す
る
こ
と
）
疑
「
精
神
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
期
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

十
分
に
評
価
さ
れ
な
か
っ
た
「
精
神
」
で
あ
る
こ
と
H
「
知
で
あ
る
こ
と
」

が
、
新
た
な
自
由
の
原
理
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
　
③
　
人
倫
世
界
再
論
（
「
近
代
」
の
人
倫
世
界
の
論
）

　
「
知
で
あ
る
こ
と
漏
を
新
た
な
原
理
と
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
『
イ
エ
ナ

突
在
哲
学
第
二
巻
馳
に
お
い
て
人
倫
世
界
を
論
じ
て
い
る
。
論
は
、
前
期

の
よ
う
な
来
た
る
べ
き
時
代
の
人
倫
批
界
の
論
で
は
も
は
や
な
く
て
、
《

現
実
》
に
対
す
る
冷
徹
な
視
の
下
に
、
ま
さ
し
く
「
近
代
」
の
人
倫
世
界

の
論
で
あ
る
。

　
　
ロ
ソ
ス
テ
ィ
ト
ゥ
ツ
ィ
オ
　
ソ

　
「
国
家
〔
社
会
〕
体
欄
」
の
標
題
の
下
に
、
次
の
枠
組
み
に
従
っ
て
論

じ
ら
れ
て
い
る
。
①
双
手
の
「
自
然
」
（
「
存
在
」
、
実
在
性
）
と
し
て
の

　
　
　
　
　
　
オ
ル
か
み
ザ
ツ
ィ
ず
　
ソ
　
　
　
　
　
　
　
ァ
イ
ソ
　
ゲ
ヴ
ブ
イ
デ

「
外
的
な
固
定
的
有
機
組
織
体
及
び
そ
の
諸
内
臓
器
官
〔
諸
分
肢
〕
」
②
畏

族
の
「
自
然
の
精
神
性
〔
観
念
性
〕
偏
1
1
「
心
情
」
と
し
て
の
、
a
「
諸
分

肢
」
の
自
ら
欝
身
に
つ
い
て
の
「
知
」
に
「
人
倫
性
」
、
b
「
諸
分
肢
」
の

自
ら
自
身
を
越
え
て
属
族
金
体
に
関
わ
る
「
知
」
1
1
「
道
徳
性
」
③
「
自

然
」
か
ら
の
完
全
な
離
脱
、
端
的
な
「
精
神
」
に
お
け
る
「
窪
し
1
1
「
宗
教

　
（
2
5
）

〔
広
義
〕
」
一
こ
の
枠
組
み
に
従
っ
て
、
①
と
②
一
a
と
を
一
つ
に
し
て
、

G
・
W
・
F
・
へ
…
ゲ
ル
体
系
以
慾
期
に
お
け
る
思
想
形
成
の
内
薗
的
展
開
（
完
）

七
九
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「
諸
身
分
あ
る
い
は
自
分
自
身
の
う
ち
で
欝
分
を
分
節
化
す
る
精
紳
の
自

然
］
が
、
②
…
b
か
ら
「
統
治
、
あ
る
い
は
自
然
の
自
分
自
身
を
意
識
す

る
精
神
」
が
、
そ
し
て
③
か
ら
、
（
広
義
の
）
門
宗
教
偏
を
下
位
区
分
し
て

「
芸
術
、
宗
教
〔
狭
義
〕
、
学
問
」
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

　
次
に
内
容
的
に
見
て
ゆ
く
。
「
身
分
扁
は
大
別
す
れ
ば
「
よ
り
低
位
の

諸
身
分
漏
（
特
殊
性
の
身
分
）
と
「
普
遍
性
の
身
分
」
に
分
け
ら
れ
る
。

具
体
的
に
は
、
前
者
は
「
農
民
」
、
「
自
民
〔
職
入
ぱ
、
「
商
人
」
で
あ
り
、

後
春
は
「
官
吏
」
、
「
学
者
」
、
「
軍
人
」
で
あ
る
。
両
者
の
区
別
は
、
前
期

の
「
不
宙
由
の
身
分
」
と
「
自
由
の
身
分
し
と
の
区
別
に
（
大
体
）
そ
れ

ぞ
れ
対
応
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
は
前
期
と
は
違
っ
て
、
程
度

の
差
は
あ
っ
て
も
両
者
と
も
共
に
一
つ
の
門
身
分
扁
と
し
て
特
殊
的
で
あ

る
と
さ
れ
て
い
る
。
門
普
遍
性
の
身
分
」
も
、
や
は
り
身
分
と
い
う
限
定
を

負
う
て
お
り
、
自
ら
の
「
懲
然
扁
（
存
在
、
行
為
の
外
面
性
）
に
お
い
て
直

ち
に
個
と
全
体
（
民
族
）
と
の
統
一
を
体
現
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。
蔚
期
の
考
え
方
と
は
違
っ
て
、
諸
個
人
は
そ
の
「
自

然
」
（
存
在
）
に
お
い
て
普
遍
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
諸

個
人
は
自
然
と
し
て
は
あ
く
ま
で
特
殊
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
諸
個
人

（「

舶
ｪ
肢
」
）
が
自
ら
の
こ
う
し
た
特
殊
な
霞
然
を
特
殊
と
し
て
知
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

こ
ろ
に
「
人
倫
姓
」
が
在
る
。

　
し
か
し
、
こ
こ
に
一
つ
の
鯛
外
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
外
的
に
、

そ
の
自
然
に
お
い
て
端
的
に
普
遍
で
あ
る
者
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

こ
に
「
身
網
」
の
存
在
の
必
然
性
が
在
る
。
そ
し
て
、
こ
の
霧
主
は
、
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

然
性
（
連
接
性
）
と
い
う
こ
と
か
ら
「
世
襲
留
主
」
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
「
君
主
」
の
普
遍
性
は
恣
意
約
な
も
の
で
あ
る
。
そ

八
○

ゆ
え
、
そ
れ
に
対
し
て
諸
身
分
の
特
殊
性
が
絶
対
的
に
対
立
す
る
こ
と
に

な
る
。
こ
の
対
立
は
止
揚
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
、
両
潜
を

統
一
す
る
も
の
と
し
て
「
世
論
」
が
必
然
と
な
る
。
門
世
論
」
は
、
「
精
神

　
　
（
聡
）

的
紐
帯
漏
と
し
て
、
一
方
で
は
設
主
の
二
面
的
普
遍
性
を
「
空
虚
な
結
節

点
」
と
い
う
「
形
式
」
に
押
し
留
め
、
他
方
で
は
諸
身
分
の
特
殊
性
を
、

そ
の
「
形
式
」
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
「
民
族
の
綱
体
性
」
へ
と
一
致
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

し
め
る
。
こ
の
「
世
論
」
は
ま
た
「
自
由
な
る
精
神
偏
一
も
っ
と
先
の

　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

箇
所
で
は
「
民
族
精
神
」
1
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
真
の
普

遜
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
素
論
の
存
在
を
も
っ
て
、
「
君
主
制
」
は
「
専

政
鰯
」
か
ら
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
讐
自
由
な
る
精
神
」
は
、
換
糊
す
れ
ば
、
「
道
徳
性
」
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
漁
ら
の
特
殊
的
行
為
の
う
ち
で
、
だ
が
そ
の
特
殊
性
に
埋
没

し
て
し
ま
う
こ
と
な
く
常
に
起
訴
萱
葺
を
思
っ
て
い
る
こ
と
、
「
普
遍
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

な
も
の
の
た
め
に
何
か
〔
特
殊
酌
行
為
〕
を
為
す
」
と
い
う
「
心
情
」
で

あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
「
道
徳
性
」
と
し
て
の
「
適
期
な
る
精

神
」
に
よ
る
普
遍
と
特
殊
と
の
統
　
が
門
統
治
」
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、

「
統
治
」
を
あ
る
箇
所
で
は
「
統
治
者
」
（
普
遍
性
の
身
分
）
の
統
治
と
述

べ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
は
や
は
り
特
殊
に
な
っ
て
し
ま
う
。
む
し
ろ
、
統

治
者
、
被
統
治
者
に
共
通
の
も
の
、
す
な
わ
ち
「
二
郎
な
る
精
神
」
が

「
統
治
」
の
真
の
主
体
で
あ
る
、
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

　
箭
期
で
は
「
絶
対
的
人
倫
螺
の
行
為
の
外
懸
性
に
お
い
て
体
現
さ
れ
て

い
た
統
一
性
は
、
こ
こ
で
は
「
心
情
扁
の
事
柄
と
し
て
内
画
化
さ
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
み

る
。
諸
偲
入
は
、
行
為
の
外
面
性
に
お
い
て
統
酬
性
で
在
る
の
で
は
な
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

て
、
行
為
の
内
顧
性
に
お
い
て
統
一
性
を
思
う
の
で
あ
る
。
「
誌
個
人
は
、
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、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

そ
の
思
惟
に
お
い
て
自
ら
全
体
な
の
で
あ
る
。
」
統
一
性
は
「
存
在
」
か

ら
「
知
」
へ
と
座
を
移
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
同
時
に
、

統
一
性
の
体
現
は
、
絶
対
的
人
倫
の
「
嶽
由
の
身
分
」
と
い
う
一
部
の
者

か
ら
、
艮
族
の
全
て
の
構
成
員
へ
と
開
放
さ
れ
て
い
る
。

　
「
自
由
な
る
精
神
」
の
「
統
治
」
に
お
い
て
、
「
全
体
」
が
意
識
さ
れ
る
。

だ
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
そ
の
「
自
然
の
自
分
下
身
を
意
識
す
る
精

（
3
3
）

神
山
は
ま
だ
制
限
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
「
統
治
」
は
「
絶
対
的
精
神
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

と
呼
ば
れ
て
一
…
門
存
在
す
る
絶
対
的
精
神
と
し
て
の
民
族
精
神
」
l
l

は
い
る
が
、
世
界
史
全
体
か
ら
見
れ
ば
「
民
族
扁
と
い
う
や
は
り
特
殊
に

囚
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
「
〔
こ
の
よ
う
に
〕
絶
対
的
精
神
は
最
初
は
民
族

一
般
の
生
活
で
あ
る
。
〔
だ
が
、
次
に
〕
こ
こ
か
ら
膚
ら
を
解
放
し
な
け

　
　
　
　
　
（
3
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

れ
ば
な
ら
な
い
。
」
そ
し
て
、
「
～
つ
の
別
の
世
界
」
、
自
然
か
ら
解
放
さ

れ
た
純
粋
な
精
神
の
世
界
を
創
り
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に

「
芸
術
、
宗
教
、
学
問
」
が
必
然
と
な
る
。

　
「
芸
術
、
宗
教
、
学
問
」
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
何
度
も
論
じ
ら
れ
て

い
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
時
期
に
特
徴
的
な
点
を
紹
介
す
る
に
留
め
る
。

こ
の
時
期
に
特
微
的
な
点
は
、
い
ま
ま
で
ず
っ
と
高
い
評
価
を
与
え
ら
れ

て
い
た
「
芸
術
」
が
極
端
に
低
く
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ヘ
ー

ゲ
ル
は
、
「
美
は
絶
対
的
生
動
雛
を
欺
く
も
の
で
あ
る
」
門
美
は
真
理
を
．
覆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

う
べ
…
ル
で
あ
る
」
と
ま
で
言
っ
て
い
る
。
芸
術
は
「
直
観
と
い
う
有
限

性
の
媒
体
」
を
胴
い
る
も
の
で
あ
る
ゆ
え
、
お
よ
そ
「
真
理
を
握
む
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
扁
こ
れ
に
対
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
こ
こ
で
高
く

評
働
す
る
の
は
、
「
思
惟
」
（
概
念
的
組
握
）
に
よ
る
「
学
問
」
封
「
誓
学
」

で
あ
る
。
「
芸
術
」
は
「
表
象
す
る
精
神
偏
と
し
て
の
「
宗
教
」
に
よ
っ

て
止
揚
さ
れ
る
が
、
「
哲
学
」
は
そ
の
「
宗
教
」
を
更
に
止
揚
す
る
も
の

で
あ
る
。
「
宗
教
偏
と
「
哲
学
」
と
は
内
容
を
隅
じ
く
し
て
い
る
が
、
宗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

教
で
は
「
真
理
で
あ
る
こ
と
は
洞
察
な
し
の
確
欝
で
あ
る
」
の
に
対
し
て
、

哲
学
は
更
に
こ
の
「
洞
察
漏
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
「
統
治
扁
羅
「
絶
対
的
精
神
」
と
「
芸
術
、
宗
教
、
学
問
」
難

「
絶
対
的
精
神
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
。
両
者
の
関
係
は
箭
期
の
「
絶
鮒

的
人
倫
」
と
「
宗
教
」
と
の
関
係
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
掛
雛
で
は
「
絶
対
的
人
倫
』
の
方
が
「
宗
教
」
よ
り
高
い
と
さ
れ

た
の
に
対
し
て
、
こ
こ
で
は
考
え
方
が
全
く
変
っ
て
、
「
絶
対
的
人
倫
扁

に
対
応
す
る
「
統
治
漏
よ
り
も
、
「
宗
教
」
に
対
応
す
る
「
芸
徳
、
宗
教
、

学
閥
」
の
方
が
高
い
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
前
期
で
は
「
自
然
」
が

原
理
と
さ
れ
て
、
実
在
性
の
絶
対
的
人
倫
の
方
が
観
念
性
の
宗
教
よ
り
も

そ
の
自
然
に
近
い
と
考
え
ら
れ
た
の
に
対
し
て
、
こ
こ
で
は
全
く
逆
の
自

然
か
ら
の
解
放
が
原
理
と
さ
れ
て
、
そ
の
点
で
は
「
芸
術
、
宗
教
、
掌
問
」

の
方
が
完
全
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、

い
ま
や
存
在
（
実
在
性
）
よ
り
も
認
識
（
観
念
性
）
に
価
値
を
認
め
、
そ

の
認
識
の
世
界
と
し
て
の
「
芸
術
、
宗
教
、
学
識
」
、
と
り
わ
け
そ
の
「
学

問
」
器
「
哲
学
」
に
人
倫
憶
界
の
最
高
の
領
域
を
見
る
の
で
あ
る
。

　
ω
　
世
界
史
再
論
（
「
近
代
1
1
最
高
段
階
」
論
）

　
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
同
時
に
、
人
倫
鍬
界
の
ギ
リ
シ
ア
的
原
理
と
の
比
較
に

お
い
て
、
「
近
代
」
の
人
倫
世
界
の
凍
理
を
明
確
化
し
、
か
つ
、
そ
れ
資

最
大
限
の
肯
定
的
画
工
を
与
え
て
い
る
。
－
こ
れ
に
つ
い
て
は
地
謡
拙

稿
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

　
㈲
　
《
理
念
》
の
存
在
態
と
し
て
の
《
現
実
》
の
認
識
（
「
霜
民
社
会
」

G
．
W
．
F
・
ヘ
ー
ゲ
ル
体
系
以
蔚
期
に
お
け
る
思
想
形
成
の
内
面
的
展
翻
（
完
）

八
一
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弁
明
）

　
《
理
念
》
の
存
在
態
と
し
て
《
現
実
》
を
認
識
す
る
こ
と
が
、
「
大
人
」

と
し
て
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
課
題
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
《
理
念
》
の
存

在
と
は
、
大
ま
か
に
論
え
ば
《
個
人
的
難
由
》
と
《
社
会
的
寵
由
》
と
の

存
在
で
あ
っ
た
。

　
《
個
人
的
自
由
》
の
存
在
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
最
初
か
ら
自
明
の

も
の
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
内
面
性
に
お
け
る
神
と
の
合
一
の
享
受
と
し

て
疑
い
な
き
も
の
で
あ
っ
た
。
イ
エ
ナ
蒔
代
後
期
の
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
の

《
個
人
的
自
慮
》
は
本
質
的
に
は
純
粋
な
知
の
自
由
、
そ
し
て
端
的
に
は

「
漁
戸
」
（
に
お
け
る
絶
対
者
と
の
合
一
）
の
自
由
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
問
題
な
の
は
《
社
会
的
授
爵
》
の
方
で
あ
っ
た
。
ヘ

ー
ゲ
ル
の
冷
徹
な
認
識
に
と
っ
て
、
《
現
実
》
翻
「
近
代
」
の
社
会
は
、

諸
観
入
が
「
存
在
」
と
し
て
全
体
と
合
一
す
る
こ
と
が
な
い
社
会
、
そ
う

し
た
合
一
は
た
だ
「
知
」
の
う
ち
に
し
か
な
い
社
会
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、

換
言
す
れ
ば
、
（
本
来
的
）
「
国
家
」
を
た
だ
人
々
の
内
面
の
う
ち
に
の
み

も
ち
、
外
的
領
域
は
も
っ
ぱ
ら
「
衛
民
社
会
偏
で
の
み
あ
る
よ
う
な
被
会

で
あ
る
。
こ
こ
に
《
社
会
駒
懲
由
》
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、

「
甫
民
社
会
」
そ
の
も
の
に
自
由
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い

ま
ま
で
た
だ
否
定
の
韓
象
で
の
み
あ
っ
た
市
民
祉
会
に
何
ら
か
の
自
由
が

見
い
だ
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
だ
が
、
ど
の
よ
う
な
形
で

で
あ
る
か
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
大
体
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。

　
入
間
の
最
高
の
自
由
は
（
《
個
人
的
自
由
》
と
し
て
在
る
）
純
粋
な
「
知
」

の
自
由
、
換
試
す
れ
ば
門
精
神
」
の
自
由
で
あ
る
。
精
神
の
自
由
は
「
分

裂
」
を
、
つ
ま
り
「
自
然
」
か
ら
の
解
放
を
前
提
と
し
て
い
た
。
そ
し
て
、

八
二

こ
の
畠
然
か
ら
の
解
放
は
「
芸
術
、
宗
教
、
学
問
」
論
に
お
い
て
す
で
に

人
倫
約
自
然
1
1
縫
会
（
全
体
）
か
ら
の
解
放
と
し
て
述
べ
ら
れ
た
。
だ
が
、

そ
れ
は
、
人
倫
的
自
然
か
ら
の
解
放
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
同
暗
に
端

的
な
自
然
一
1
物
理
的
粛
然
（
の
必
然
性
）
か
ら
の
解
放
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
（
物
理
酌
）
自
然
か
ら
の
解
放
は
、
人
間
（
精
神
）
が
逆
に
自
然
を

支
配
す
る
と
こ
ろ
に
始
め
て
可
能
と
な
る
。
い
ま
少
し
具
体
的
に
諾
う
な

ら
、
（
科
学
）
技
術
を
も
っ
て
、
自
然
の
財
力
の
運
動
法
鋼
を
（
計
算
）

合
理
的
に
認
識
し
、
自
然
を
も
っ
て
自
然
を
二
郷
す
る
と
こ
ろ
に
お
い
て
、

始
め
て
可
能
と
な
る
。
G
・
ロ
ー
ル
モ
…
ザ
ー
は
、
こ
の
融
然
支
配
の
技

術
に
関
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
考
え
方
と
し
て
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

「
技
徳
及
び
そ
の
発
展
は
、
へ
…
ゲ
ル
に
と
っ
て
人
間
的
本
性
の
理
性
性

に
基
礎
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
…
…
窪
己
意
識
的
精
神
を
欝
然
の
必

然
性
か
ら
解
放
す
る
た
め
の
器
宮
と
し
て
弁
明
さ
れ
て
い
る
。
…
…
技
術

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

は
自
由
の
実
現
の
一
つ
の
仕
方
で
あ
る
。
翫
「
市
民
社
会
」
と
は
、
何
よ
り

も
先
ず
、
人
間
の
こ
う
し
た
自
然
支
配
の
活
勤
の
体
系
で
あ
る
。
そ
れ
即

身
積
極
的
な
自
由
の
場
で
は
な
い
が
、
積
極
的
白
甲
田
（
「
精
神
」
の
自
由
）

を
保
証
し
て
㊧
く
重
要
な
活
動
の
領
域
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
限
り

で
一
つ
の
《
社
会
的
虜
由
》
の
存
在
態
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
「
市
民
祉
会
」
は
生
成
し
た
も
の
と
し
て
は
「
自
然
」

で
あ
る
。
物
理
酌
自
然
で
は
な
い
が
、
人
闘
自
身
の
自
然
の
支
配
の
下
に

あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
人
面
粗
互
の
関
係
の
自
然
発
生
性
と
い
う
「
自
然

状
態
」
（
無
政
府
状
態
）
の
う
ち
に
あ
る
。
葡
罠
社
会
は
、
こ
の
自
然
性

を
克
服
す
る
一
つ
の
秩
序
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
「
法
」

の
必
然
性
が
在
る
。
前
期
で
は
「
法
」
は
相
対
的
統
一
と
し
て
低
く
評
備
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さ
れ
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は
、
何
よ
り
も
先
ず
、
人
間
関
係
の
霞
然
性
を

克
服
す
る
精
神
的
な
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
「
法
は
純
粋
な
人
格
、

純
粋
な
被
承
認
有
を
倉
ん
で
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
諸
膚
人
は
、
自
然
状
態

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

に
在
る
の
で
は
な
く
、
…
…
そ
の
概
念
の
う
ち
に
在
る
。
」
そ
し
て
、
こ

の
「
法
」
の
秩
序
の
下
で
、
人
々
に
保
護
が
与
え
ら
れ
、
人
々
の
《
個
人

的
自
由
》
に
現
実
性
が
与
え
ら
れ
る
。
先
に
引
評
し
た
ロ
…
ル
モ
…
ザ
…

は
、
神
学
的
立
場
か
ら
《
個
人
的
自
由
》
を
「
信
仰
」
に
限
定
し
て
考
え

て
い
る
が
、
次
の
よ
う
に
君
っ
て
い
る
。
「
法
状
態
の
普
遍
的
支
配
は
…

…
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
、
信
仰
の
撒
俗
約
存
在
の
一
つ
の
絶
対
必
要
な
前

　
　
　
（
岨
）

提
で
あ
る
。
」
こ
こ
に
は
、
「
悟
性
顯
家
」
と
い
う
側
薗
か
ら
の
「
布
民
社

会
」
の
弁
明
が
在
る
。

　
「
哲
学
」
と
し
て
捉
え
直
さ
れ
た
内
面
に
お
け
る
神
と
の
合
一
の
自
由
、

そ
う
い
う
《
個
入
的
自
由
》
を
人
々
に
与
え
て
い
る
蒔
代
と
し
て
《
現
実
》

が
把
握
さ
れ
る
と
共
に
、
終
始
聞
題
の
対
象
で
あ
っ
た
《
現
実
》
の
社
会

も
、
そ
う
い
う
《
個
人
的
霞
由
》
を
物
理
的
に
保
証
し
て
ゆ
く
活
動
の
領

域
と
し
て
、
そ
れ
ゆ
え
一
つ
の
《
社
会
的
自
慮
》
の
領
域
と
し
て
、
い
ま

や
肯
定
的
に
掘
握
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
《
現
実
》
が
ま
さ
に
《
理
念
》

の
存
在
態
と
し
て
網
握
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
イ
エ
ナ
時
代
後
期
に
お
い
て
、
《
現
実
》
を
《
理
念
》
の

存
在
態
と
し
て
認
識
す
る
と
い
う
課
題
が
溝
た
さ
れ
た
。
《
現
実
》
は
も

は
や
若
き
へ
…
ゲ
ル
が
《
理
想
》
と
し
た
「
美
し
い
世
界
漏
で
は
な
か
っ
た
。

そ
こ
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
至
る
悲
哀
の
悪
摺
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
だ

が
、
同
時
に
「
フ
モ
ー
ル
」
を
も
っ
て
歴
史
を
眺
め
、
そ
の
必
然
と
し
て

の
《
現
実
》
に
承
認
の
言
葉
を
与
え
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
を
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
で

っ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
想
形
成
は
内
憂
的
に
は
完
了
す
る
の
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
ミ
・
巽
・
、
ω
●
蒔
b
）
Q
Q
噸
な
お
、
こ
の
引
用
は
（
体
系
期
の
も
の
で
あ
る
）

　
　
　
現
存
の
『
誓
学
史
講
義
』
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は

　
　
　
H
G
。
8
＼
①
年
冬
挙
期
に
お
け
る
「
暫
学
史
扁
の
講
義
の
箪
稿
が
（
ミ
ヘ
レ
ッ

　
　
　
ト
に
よ
っ
て
）
そ
の
ま
ま
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
シ
ェ
リ
ン

　
　
　
グ
哲
学
に
対
す
る
評
栖
は
全
体
と
し
て
こ
の
ド
G
◎
O
q
＼
①
年
冬
学
期
の
講
義
に

　
　
　
お
い
て
方
商
が
定
ま
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
現
存
の
『
哲
学
史
講
義
勧
の

　
　
　
叙
述
を
イ
エ
ナ
時
代
後
期
に
お
け
る
シ
ェ
リ
ン
グ
批
判
と
し
て
引
用
し
て

　
　
　
も
か
ま
わ
な
い
、
と
考
え
る
Q
＜
α
q
r
鵠
■
切
昏
醜
導
暑
㌍
ω
畠
亀
剛
口
α
q
信
薮

　
　
　
鵠
①
σ
q
Φ
ポ
貯
”
笥
遷
．
ト
警
ぎ
ミ
博
丸
心
窃
誌
爵
ミ
ミ
b
幕
ミ
謹
鵠
執
鷺

　
　
　
切
ミ
ミ
ト
塔
8
り
ω
⇒
8
ド
瞥

　
（
2
）
　
b
幕
こ
ω
亀
ω
島
・

　
（
3
）
、
書
こ
ω
』
9

　
（
4
）
攣
鎚
こ
ω
諏
ω
9

　
（
5
）
　
＜
ぴ
q
r
ミ
．
誕
●
、
ω
．
蕊
Q
。
．

　
（
6
）
　
く
α
Q
ご
ミ
卿
湊
ご
ω
．
お
軒

　
（
7
）
蝿
・
強
こ
ω
．
濠
磨

　
（
8
）
　
㌔
医
心
こ
ω
’
硲
’

　
（
9
）
b
罫
こ
ω
噸
。
。
c
。
α
．

　
（
1
0
）
　
ミ
．
霞
；
も
。
．
濠
9

　
（
1
1
）
　
＜
g
Q
r
逼
噸
美
■
、
ω
’
き
①
■

　
（
1
2
）
　
b
簿
ζ
ω
．
ω
鶏
’

　
（
1
3
）
　
b
審
ご
ω
●
○
。
蒔
。
。
・
な
お
、
こ
れ
は
前
期
の
「
思
弁
的
反
省
」
の
延
長
線

　
　
　
上
に
あ
る
と
骨
口
え
る
。

　
（
1
4
）
　
警
ぎ
ミ
濤
鷺
怨
ミ
ミ
ら
蔚
偽
ミ
ミ
ぎ
（
溶
　
鳴
．
〉
噂
ω
蝕
。
厳
二
二
q
編
y

　
　
　
句
タ
㌧
く
こ
ω
・
洋
A
．

　
（
1
5
）
　
こ
の
場
合
の
「
知
的
直
観
」
は
「
富
我
の
絶
対
的
自
a
響
動
の
蔵
観
扁

　
　
　
（
ミ
“
ミ
塁
嘩
ミ
ぎ
℃
H
・
¢
．
驚
。
『
8
編
”
鳴
鈍
角
ω
．
浴
証
曾
）
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
キ
あ
ソ
テ
ィ
ア
イ
ン
ト
ウ
イ
テ
ィ
ヴ
ア

　
　
　
シ
ェ
ジ
ソ
グ
の
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
門
薗
　
観
　
知
偏
的
な
P
知
的
直
観
扁
と

　
　
　
は
別
の
も
の
で
あ
る
。

　
（
1
6
）
　
b
簿
4
ω
。
ω
ホ
●

G
・
W
・
F
・
ヘ
ー
ゲ
ル
体
系
以
前
期
に
お
け
る
思
想
形
成
の
内
面
的
展
開
（
完
）

八
三
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ミ

ミ
鷺
ぴ

寧
§
≦ミ，

幕
ミ
ぎ

翁

謬
革

タ

魯

’t8
P　pt

P

p
p
e

B
幽

豊町騨舞醜§野選瞭騨§
な

ミ　　　　　　　　　　　 ω幹
お　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ

ミ　　　　　　　　　　　　 b。Ns．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　σ1　bコ
ミ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　れ　ゆ
ぐらロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ

ミ　　　　　　　　　　鵠の
ご　　　　　　　　　　N第
ミ　　　　　　　　　　　　の一
院　　　　　　　　　　 雪虫
磯　　　　　　　　　　　 下落
ミ　　　　　　　　　　　での
ミ　　　　　　　　　　 あ要

亮　　　　　　　　る約
勘　　　　　　　　　　　　　　oで
昏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　φ
謎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の
ミ　　　　　　　　　　　　　る
薦　　　　　　　　　　　。
お

2

ぼお　　の
ニ　きへ

響形馨こ睾
雲

壌

藻

八
四

堕
猟
的
◆
…
…
魯
無
§
願
叙
偽
、
鵯
ミ
静
寒
無
さ
訂
ω
σ
q
・
く
●
ρ
い
霧
。
・
象
（
℃
7
・
c
d
．
）

℃
建
．
…
…
℃
蒙
楠
§
ミ
稿
さ
ご
触
恥
§
動
O
職
無
題
、
窪
ω
σ
Q
・
く
・
｝
．
瓢
。
騎
ヨ
①
馨
霧

　
（
霧
こ
こ
ご
Q
）
．

ト
≧
自
■
…
…
、
§
ミ
、
鵠
偽
亀
奪
ミ
、
含
魯
ミ
魯
訂
ω
α
Q
．
く
■
｝
．
出
。
庸
ヨ
鉱
。
・
§

　
（
℃
劉
切
●
）
り
切
猟
自
こ

　
　
他
は
五
三
【
号
参
照
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
完
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
筆
者
　
種
智
院
大
学
〔
倫
理
学
〕
非
常
勤
講
師
）

会

告

　
京
都
暫
学
会
前
委
員
、
京
都
大
学
元
教
授
、
蓮
実
重
康
先
生
は

か
ね
て
か
ら
病
気
御
療
養
中
の
と
こ
ろ
、
本
年
一
月
十
一
日
午
後

十
　
一
時
四
十
分
、
腎
臓
腫
瘍
の
た
め
東
京
大
学
付
属
病
院
に
お
い

て
逝
張
さ
れ
ま
し
た
。
享
年
七
十
三
歳
。

　
先
生
は
昭
和
三
十
二
年
に
新
設
さ
れ
た
美
学
美
術
史
学
第
二
講

座
の
初
代
教
窟
と
し
て
赴
任
さ
れ
て
よ
り
昭
和
闘
十
二
年
ま
で
十

一
年
に
わ
た
っ
て
同
講
座
を
抵
当
さ
れ
、
独
自
な
学
風
の
形
成
と

研
究
者
の
養
成
に
尽
力
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
間
、
京
都
哲
学
会
委
員
と
し
て
学
会
の
維
持
発
展
の
為
に

意
を
用
い
ら
れ
ま
し
た
が
、
昭
和
三
十
三
年
に
は
「
室
町
時
代
初

期
に
於
け
る
、
爾
僧
如
拙
の
存
在
意
義
」
（
四
五
照
号
）
、
昭
和
四
十

一
年
に
は
「
縄
文
文
化
の
時
代
の
土
偶
彫
刻
に
お
け
る
抽
象
と
具

象
の
芸
術
的
意
味
」
（
五
〇
〇
号
）
と
題
す
る
二
篇
の
論
文
を
本

誌
上
に
発
褒
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
謹
ん
で
先
盗
に
哀
惜
の
念

を
捧
げ
る
と
と
も
に
、
御
冥
福
を
心
よ
り
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

　
昭
和
五
十
四
年
五
月
二
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
京
都
哲
学
会



dynamlquement　les　derniers，　alnsi　que　1’analyse　Gueroult．　Nous　avons，

pourtant　ajoute　que，　selon　nous，　le　foss6　entre　les　deux　est　trop　large

pour　）a　d6termination　parfaite．　Mais，　Descartes，　pour　sa　part，　a　essay6　de

surmonter　le　decalage，　au　rnoins　dans　ses　actions　de　la　vie，　par　la　volont6，

Cela　dit，　nous　avons　conclu　que　ie　rationalisme　de　Descartes　est　moins

邑tro圭t　qu’on　ne　茎）e捻se，　et　qu’ii　peu七ξi之re　apPe11壱　茎e　rational至sme　dual圭ste

〈lu玉co鳳porte　e澄　霊ui　une　te捻s三〇n　de　la　ra圭son　et　de　正a　vo韮。捻艶．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（fin）

　　Die　inlterlicke　Entwicklung　der　Gedanken　Hegels　in　seiner

　　　　　　　　　　　　　　　　　v’orph装臓。搬eno豆091ische簸Zeit

　　　　　　　　　　　　　　　　＜＜ldee＞＞　und　＜＜Wirklichkeit＞＞　bei　Hegel

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　won　Kazuyoshi　Abiko

　　Die　vorliegende　Abhandlung　zieit，　vom　BiidungsprozeB　der　Gedanken

Hege玉s　i煎　se圭ner　vorph盗no狐e訟ol◎9圭sche登　Zeit　handelnd，　darauf，　1hre

innerliche　EntwlckluRg　ordnend　zu　verfolgen．　Und　dabei　ist　dieselbe

inneriiche　Entwicklung　durch　〈innerliche　Dialektik＞＞　von　der　〈：ldee＞＞　一，

die　Hegel　in　sich　hat，一und　der　〈Wirklichkeit＞＞一，　die　ihm　gegenttbersteht，

一bestimmt．

　　Hegels　vorpha’nomenoioglsche　Zeit　lst　in　fo｝gende　£imf　Perioden　eln－

zuteilen：　1．　Tttbingen－Berner　Periode，　2．　frUhere　Frankfurter　Periode，　3．

spatere　Frankfurter　Periode，　4．　frifhere　Jenenser　Periode，　5．　spatere

Jenenser　Periode．　ln　den　ersten　beiden　Perioden　hat　Hege｝　＜＜Wirklichkelt＞＞

fur　Abwesenheit　der　＜＜ldee＞＞　gehalten　und　verneint，　und　sich　die　Welt，　wo

＜＜ldee＞＞　anwesend　ist，　als　＜＜ldeal＞＞　vergestellt：in　der　ersten　als　＜＜ldeal＞＞

von　der　“rnoraiischen　Freiheit”　und　in　der　zweiten　als　＜＜ldeai＞＞　von　der

“Liebe”．　ln　der　dritten　Periode　hat　sich　die　Struktur　der　＜＜innerliehen．

Dialek蔽》von　der《Wirklichkeit》一verneinenden　zu　der《W］rklichkeit》

一be3ahenden　gewandt，　und　dabei　haben　＄ich　Hegels　Gedanken　nickt

mehr　darauf　gerichtet，　〈ldeal＞）　vorzustellen，　sondern　darauf，　〈Wirkiichkeit＞
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zu　erkennen．　ln　den　vierten　und　fttnften　Perioden　hat　er　＜＜Wlrk1ichkeit＞＞

als　eine　Erscheinungsform　der　＜＜ldee＞＞　zu　erkennen　versucht．　ln　der　vierten

aber　ist　der　Versuch　ihm　miBlungen，　erst　in　fUnften　ist　er　ihrri　gelungen・

　　E［e．crels　Gedanken　in　der　ftinrrten　Periode，　in　denen　sich　zugleich　die

ursprttngliche　Form　des　Gedankens　der　systematischer　Zeit　gebi！det　hat，

haben　sich，　im　Grunde　genommen，　darauf　gerichtet，　der　＜＜Wirkliehkeit＞＞

一mit　anderem　Wort　“der　Neuzeit“　一ein　zu　bi！ligendes　Wort　zu　geben．
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