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前
節
に
、
古
代
に
於
け
る
存
在
の
問
題
の
興
起
と
発
展
と
を
述
べ
た
が
、
そ
れ
は
凡
そ
二
つ
の
途
を
た
ど
っ
た
こ
と
を
学
ん
だ
。
一
は

　
　
存
在
か
ら
本
質
へ
の
発
展
で
あ
り
、
二
は
存
在
か
ら
実
存
へ
の
途
で
あ
る
。
実
存
（
①
×
一
ω
酔
①
湿
け
一
⇔
）
の
概
念
は
も
ち
ろ
ん
現
代
と
は
同
一
視

　
　
し
得
な
い
が
、
そ
の
発
展
に
於
い
て
特
に
注
意
せ
ら
る
べ
き
は
、
存
在
の
（
①
×
）
的
な
性
格
に
つ
い
て
で
あ
る
。
実
存
と
は
単
に
そ
こ
に

　
　
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
何
ら
か
か
ら
生
成
し
た
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
も
の
が
そ
こ
に
あ
る
の
は
何
も
の
か
か
ら
で
あ
り
、
単
に
そ
こ

　
　
に
投
げ
す
て
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
、
た
だ
現
に
そ
こ
に
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
も
の
の
存
在
に
は
、
よ
っ
て

　
　
来
た
る
と
こ
ろ
が
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
も
の
の
生
成
に
は
よ
っ
て
以
っ
て
来
た
る
と
こ
ろ
の
根
拠
が
あ
る
、
と
い
う
思
想
で
あ
る
。
そ
う

　
　
で
な
け
れ
ば
、
物
は
勿
論
、
凡
て
の
も
の
は
た
だ
浮
き
草
で
あ
り
、
根
な
し
草
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
　
　
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
存
在
の
根
拠
は
ど
こ
に
あ
る
か
、
さ
ら
に
そ
の
根
拠
が
如
何
よ
う
に
働
く
か
、
そ
れ
が
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ

　
　
い
て
先
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
、
存
在
が
単
な
る
・
ω
。
・
⑦
で
な
く
鼠
。
・
け
聲
欝
で
あ
る
か
ぎ
り
、
何
も
の
か
か
ら
生
じ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

　
　
る
。
物
の
生
成
に
は
第
一
に
原
因
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
花
が
美
し
く
咲
く
の
は
既
に
蒔
か
れ
て
あ
っ
た
種
子
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
種
子
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2
　
は
明
ら
か
に
そ
の
原
因
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
原
因
か
ら
し
て
開
花
す
る
の
は
如
何
に
し
て
で
あ
っ
た
か
。
そ
れ
は
種
子
か
む
花
が
咲

　
　
く
、
親
か
ら
子
が
生
れ
る
と
い
っ
た
仕
方
で
あ
る
。
そ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
因
果
関
係
で
あ
る
。
し
か
し
「
よ
っ
て
」
と
い
う
こ
と
は
、

　
　
「
因
っ
て
」
を
唯
一
の
関
係
と
す
る
の
で
は
な
い
。
「
よ
っ
て
」
と
い
う
こ
と
に
は
種
々
な
る
意
味
が
あ
り
、
多
く
の
関
係
の
仕
方
が
あ
る

　
　
こ
と
を
思
わ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
こ
の
関
係
の
仕
方
は
多
様
で
あ
る
が
、
大
別
し
て
次
の
三
つ
に
要
約
し
得
る
。
一
は
「
因
っ
て
」
で
あ
り
、

　
　
二
は
「
依
っ
て
」
で
あ
り
、
三
は
「
由
っ
て
」
で
あ
る
。
こ
の
三
者
は
共
に
「
よ
っ
て
」
で
あ
る
が
、
そ
の
意
味
と
仕
方
と
を
同
一
に
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
な
い
。
「
因
っ
て
」
は
「
そ
れ
の
原
因
」
と
し
て
あ
り
、
「
そ
れ
か
ら
」
生
成
す
る
、
と
い
う
関
係
の
仕
方
で
あ
る
。
学
問
は
こ
の
関
係
を

　
　
究
明
せ
ん
と
す
る
も
の
と
し
て
、
既
に
古
く
か
ら
着
属
せ
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
「
よ
っ
て
」
と
い
う
関
係
は
こ
の
関
係
（
因
果
の
）

　
　
に
限
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
ま
た
実
際
に
も
限
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
他
に
、
第
二
に
「
依
っ
て
」
の
関
係
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
主
と

　
　
し
て
東
洋
的
な
、
殊
に
イ
ン
ド
に
於
け
る
思
考
方
式
と
し
て
、
第
一
の
酉
欧
的
な
そ
れ
と
は
著
し
い
区
劉
に
立
つ
。
「
依
っ
て
」
と
は
拠

　
　
っ
て
の
一
種
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
っ
て
立
つ
と
こ
ろ
は
「
縁
っ
て
」
で
あ
り
、
「
相
依
り
相
待
っ
て
」
で
あ
る
。
兄
は
弟
に
依
っ
て
、
そ

　
　
れ
に
対
し
て
兄
で
あ
り
、
弟
な
き
場
合
に
は
兄
と
は
い
え
な
い
。
夫
婦
の
関
係
も
亦
そ
の
如
く
で
あ
ろ
う
。
独
身
者
は
夫
で
な
く
、
寡
婦

　
　
は
夫
人
と
は
言
え
な
い
。
夫
を
失
っ
た
夫
人
は
未
亡
人
と
名
付
け
ら
れ
る
。
未
亡
の
婦
人
は
夫
を
も
ち
、
夫
に
対
し
て
の
み
妻
で
あ
り
う

　
　
る
。
管
子
に
は
「
分
敬
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
そ
れ
は
失
婦
が
真
に
「
敬
」
を
分
つ
こ
と
で
あ
っ
た
。
妻
は
夫
を
敬
い
、
夫
は
妻
を
敬

　
　
い
、
互
い
に
敬
を
分
つ
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
真
の
夫
婦
の
関
係
を
完
う
し
う
る
の
で
あ
る
。
第
二
の
場
合
は
即
ち
縁
起
の
関
係
で
あ
っ

　
　
た
。

　
　
　
「
よ
っ
て
」
あ
る
関
係
は
し
か
し
、
以
上
の
二
つ
に
限
ら
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
第
三
に
、
「
由
っ
て
」
あ
る
関
係
を
加
え
ね
ば
な
ら

　
　
ぬ
。
そ
れ
は
存
在
の
根
拠
を
、
他
に
因
っ
て
で
も
な
く
、
他
を
待
っ
て
で
も
な
く
、
ひ
た
す
ら
に
そ
れ
自
ら
に
よ
っ
て
得
ん
と
す
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
で
あ
る
。
そ
れ
は
原
因
か
ら
生
ず
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
自
ら
に
於
い
て
、
そ
れ
自
ら
に
得
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
自
ら
に
と

　
　
は
、
そ
れ
自
ら
に
於
い
て
そ
れ
自
ら
と
し
て
あ
り
、
他
に
よ
っ
て
又
は
他
か
ら
生
ず
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
根
拠
を
そ
れ
自
ら
に
於
い



　
　
て
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
そ
れ
故
に
、
そ
れ
自
ら
に
よ
っ
て
有
り
、
そ
れ
自
ら
と
し
て
あ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ

　
　
は
そ
れ
故
に
、
「
自
由
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
自
由
」
と
は
ま
ず
「
自
ら
に
由
っ
て
」
で
あ
り
、
他
か
ら
し
て
で
は
な
く
、
ま
た
他

　
　
に
依
っ
て
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
専
ら
自
ら
に
よ
っ
て
、
自
ら
に
於
い
て
、
あ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
自
由
の
概
念
が
い
つ
頃
か
ら
生
じ
た
か
、
ま
た
い
ず
こ
に
初
め
て
発
見
せ
ら
れ
た
か
、
歴
史
的
に
不
明
で
あ
る
が
、
こ
の
概
念
の
確
立

　
　
こ
そ
は
ま
さ
に
人
間
存
在
の
発
端
で
あ
り
、
ま
た
単
な
る
物
と
し
て
で
は
な
く
、
ま
さ
に
者
の
存
在
を
確
立
す
る
所
以
で
あ
っ
た
。
こ
の

　
　
概
念
の
発
見
に
よ
っ
て
、
人
間
は
も
の
（
物
）
で
は
な
く
、
況
ん
や
選
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
さ
に
者
で
あ
り
、
ま
さ
し
く
有
る
老
と
な

　
　
り
得
た
の
で
あ
る
。
こ
の
基
礎
概
念
な
し
に
は
、
人
閲
は
物
で
あ
っ
て
、
者
で
な
く
、
人
格
す
な
わ
ち
人
と
し
て
の
資
格
を
も
っ
こ
と
は

　
　
で
き
な
い
。
善
は
も
ち
ろ
ん
、
悪
も
根
源
を
こ
こ
に
も
つ
こ
と
な
し
に
は
、
悪
徳
と
は
な
ら
ぬ
。
な
ぜ
な
ら
、
自
ら
に
於
い
て
で
は
な

　
　
く
、
他
に
依
っ
て
あ
る
も
の
は
、
徳
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
我
々
は
そ
の
存
在
の
責
め
を
負
う
理
由
を
失
う
か
ら
で
あ
る
。

　
　
「
自
然
」
に
は
善
悪
は
な
い
。
雨
は
た
だ
降
る
が
故
に
降
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
喜
び
又
は
悲
し
む
の
は
人
間
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
自
然
の

　
　
あ
ず
か
り
知
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る
。
人
間
は
親
か
ら
生
れ
る
、
そ
の
限
り
に
於
い
て
、
人
間
は
自
然
の
も
の
で
あ
っ
た
。
人
間
が
人
間
た

　
　
る
所
以
の
も
の
は
、
自
然
か
ら
得
ら
れ
る
の
で
な
く
、
人
間
自
ら
に
よ
っ
て
一
自
ら
に
於
い
て
、
見
出
さ
れ
る
よ
り
外
に
は
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
そ
の
限
り
に
於
い
て
の
み
、
人
間
は
人
と
し
て
の
存
在
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
に
は
何
も
の
で
も
な
く
、
た
だ
単
な
る
生
き
も
の
で
あ
る
に

　
　
す
ぎ
な
い
。
生
滅
変
化
す
る
こ
と
に
於
い
て
物
性
は
あ
っ
て
も
、
生
死
す
る
人
間
の
資
格
は
い
ず
こ
に
得
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
自
然
は
因

　
　
果
の
法
則
に
よ
っ
て
支
配
せ
ら
れ
る
。
人
間
も
自
然
で
あ
る
限
り
、
そ
の
鵬
絆
を
脱
す
る
に
由
な
い
が
、
に
も
拘
ら
ず
人
間
は
人
間
と
し

　
　
て
生
き
ん
と
す
る
。
そ
れ
が
即
ち
者
で
あ
っ
た
。
物
で
は
な
く
人
で
あ
っ
た
。

　
　
　
こ
の
人
格
は
何
で
あ
り
、
何
処
か
ら
得
ら
れ
る
か
。
人
間
は
そ
れ
を
、
他
に
於
い
て
、
他
に
依
っ
て
、
他
か
ら
し
て
、
得
る
こ
と
は
で

　
　
き
な
い
。
そ
れ
は
入
間
自
ら
に
於
い
て
、
そ
れ
自
ら
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
よ
り
外
に
仕
方
が
な
い
。
自
由
と
は
放
矯
で
な
い
こ
と
は
勿
論
、

　
　
ま
さ
に
人
間
の
存
在
と
尊
厳
と
を
確
定
す
る
も
の
で
あ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
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ひ
と
え

　
自
然
科
学
者
は
偏
に
自
然
の
存
在
と
生
成
と
を
探
究
せ
ん
と
す
る
。
自
然
を
支
配
す
る
も
の
は
因
果
関
係
で
あ
る
か
ら
し
て
、
何
を

措
い
て
も
因
果
の
法
則
は
尊
ぼ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
因
果
の
法
則
に
は
避
く
べ
か
ら
ざ
る
難
関
が
あ
る
。
そ
れ
も
一
つ

で
な
く
し
て
二
つ
あ
る
。
一
は
原
因
と
結
果
と
の
関
係
の
問
題
で
あ
る
。
因
果
と
は
因
か
ら
果
の
生
ず
る
手
続
き
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ

れ
が
如
何
に
し
て
可
能
で
あ
る
か
、
そ
れ
が
果
し
て
可
能
で
あ
る
か
ど
う
か
が
先
ず
問
題
と
な
る
。
因
と
果
と
が
全
く
異
質
的
で
あ
る
な

ら
ぽ
、
因
か
ら
果
は
生
じ
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
し
こ
の
両
者
が
同
一
の
も
の
な
ら
ば
、
因
か
ら
果
が
生
ず
る
必
要
が
な
い
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
故
、
因
と
果
と
が
同
一
で
あ
っ
て
も
、
或
い
は
異
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
敦
れ
の
場
合
に
も
因
果
の
関
係
は
成
立
し
え
な
い
こ
と

と
な
る
。
さ
ら
に
ヒ
ュ
ー
ム
が
鋭
く
論
じ
た
よ
う
に
、
我
々
は
因
を
経
験
し
、
果
を
経
験
し
得
る
が
、
こ
の
両
者
の
関
係
そ
の
も
の
を
経

験
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
因
果
の
関
係
は
、
果
が
因
に
次
い
で
続
出
す
る
と
い
う
関
係
の
み
で
は
足
ら
ぬ
。
こ
の
関
係
が
必
然
で
な
け

れ
ぽ
な
ら
な
い
。
し
か
し
こ
の
必
然
性
は
何
か
ら
、
何
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
。
ヒ
ュ
ー
ム
の
よ
う
な
徹
底
し
た
経
験
論
者
か

ら
い
え
ば
、
我
々
は
因
を
経
験
し
果
を
経
験
し
得
て
も
、
因
果
の
関
係
を
経
験
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
況
や
そ
の
必
然
性
を
経
験
す
る

こ
と
は
で
き
ぬ
。
た
だ
因
に
果
が
伴
う
と
い
う
こ
と
し
か
経
験
し
得
な
い
。
そ
れ
は
習
慣
の
齎
す
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
必
然
性
に
よ
っ
て

証
明
せ
ら
れ
う
る
こ
と
で
は
な
い
。
ヒ
ュ
ー
ム
の
疑
っ
た
点
は
主
と
し
て
こ
の
こ
と
で
あ
り
、
之
を
救
わ
ん
と
し
て
カ
ン
ト
の
努
力
し
た

の
も
こ
の
点
で
あ
っ
た
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ぽ
、
因
果
の
法
則
は
経
験
か
ら
帰
納
し
得
る
も
の
で
は
な
く
、
経
験
に
先
だ
っ
て
ア
プ
リ
ナ
リ

に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
経
験
的
知
識
は
こ
の
形
式
に
よ
っ
て
成
立
す
る
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
そ
の
逆
で
は
な
い
。
所
謂
先
験
的
論
理
学

と
は
、
そ
う
し
た
考
え
方
で
あ
っ
た
。
カ
ン
ト
の
哲
学
の
意
図
は
、
実
に
ヒ
ュ
ー
ム
の
懐
疑
に
答
え
、
或
い
は
そ
れ
を
救
護
せ
ん
と
す
る

所
に
あ
っ
た
。

　
し
か
し
私
は
、
因
果
律
の
難
点
は
、
た
だ
こ
の
一
つ
の
点
に
止
ら
な
い
、
む
し
ろ
次
の
第
二
の
点
に
あ
る
と
思
う
。
因
果
律
は
そ
の
法

則
的
性
格
上
、
結
果
に
対
し
て
（
徹
底
的
に
）
原
因
を
索
究
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
一
つ
の
結
果
に
は
必
ず
一
定
の
原
因
が
な
け
れ

ぽ
な
ら
ぬ
。
も
し
そ
う
な
ら
ば
、
そ
の
原
因
は
さ
ら
に
そ
の
原
因
を
も
た
ね
ぽ
な
ら
ぬ
。
子
は
親
か
ら
生
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
父
母
に
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は
さ
ら
に
そ
の
父
母
（
祖
父
母
）
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
人
間
は
猿
か
ら
進
化
し
た
と
す
れ
ば
、
猿
は
ど
こ
か
ら
進
化
し
た
の
か
、
そ
の

祖
先
を
た
ず
ね
て
ア
ミ
ー
バ
に
到
っ
て
も
、
さ
ら
に
ア
ミ
ー
バ
は
ど
こ
か
ら
生
れ
た
か
。
因
果
の
連
鎖
は
原
因
の
原
因
を
求
め
て
止
ま
る

こ
と
を
知
ら
ぬ
。
そ
れ
は
結
果
の
行
く
へ
を
知
ら
ぬ
と
と
も
に
、
原
因
の
原
因
を
索
短
し
得
ぬ
こ
と
も
同
様
で
あ
る
。
そ
れ
は
遂
に
「
無

限
の
湖
源
」
（
お
σ
q
凪
¢
。
。
。
・
器
ヨ
言
津
ぎ
ヨ
）
の
ア
ポ
リ
ア
に
陥
る
。
そ
れ
は
は
て
し
な
き
逆
行
（
嵩
σ
q
H
Φ
ω
ω
器
量
一
島
巳
ε
日
）
に
終
ら
ざ
る
を

得
な
い
。
自
然
科
学
者
は
、
こ
の
無
限
の
論
理
を
き
ら
っ
て
、
好
ん
で
限
界
概
念
を
用
い
る
。
経
験
又
は
実
験
の
限
界
を
認
め
、
そ
れ
以

上
は
惜
し
み
な
く
切
り
棄
て
て
し
ま
う
。
し
か
し
限
界
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
界
線
を
越
え
て
さ
ら
に
何
も
の
か
が
あ
る
べ
き
こ
と
を
主

張
す
る
。
論
理
か
ら
い
え
ば
、
限
界
が
あ
る
こ
と
は
、
限
界
を
越
え
て
更
に
何
も
の
か
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
証
す
る
。
限
界
と
は

要
す
る
に
、
二
つ
の
象
面
の
接
点
で
あ
る
に
す
ぎ
ぬ
か
ら
で
あ
る
。

　
i
さ
ら
に
以
上
の
講
論
と
し
て
、
次
の
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
因
果
の
法
則
は
原
因
か
ら
結
果
が
生
ず
る
関
係
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

そ
れ
は
「
か
ら
」
（
①
×
）
の
論
理
で
あ
り
、
単
な
る
存
在
の
で
は
な
く
、
「
か
ら
の
存
在
」
の
法
則
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
・
×
酵
窪
辞
が

①
5
。
器
と
異
る
点
が
実
に
こ
の
点
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
既
述
の
如
く
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
因
果
法
則
は
無
限
の
索
源
で
あ
る
か
ら
、

原
因
の
原
因
、
さ
ら
に
そ
の
原
因
を
求
め
て
や
ま
ぬ
。
原
因
の
原
因
は
「
さ
ま
よ
え
る
原
因
」
と
な
る
。
因
果
の
彼
方
に
は
、
遂
に
原
因

の
影
を
さ
え
見
失
う
に
到
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
遂
に
、
原
因
な
き
原
因
の
形
を
と
る
。
こ
の
法
則
を
支
え
る
も
の
は
、
遂
に
有
で
な
く

し
て
無
と
な
っ
て
し
ま
う
。
結
果
は
原
因
か
ら
生
じ
、
原
因
は
さ
ら
に
そ
の
原
因
か
ら
生
ず
る
な
ら
ば
、
存
在
は
遂
に
存
在
の
存
在
か
ら

生
ず
る
こ
と
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
は
要
す
る
に
、
反
復
の
空
語
で
あ
る
か
、
ア
ポ
リ
ア
の
空
転
に
終
ら
ざ
る
を
得
ぬ
で
あ
ろ
う
。

こ
の
究
極
的
存
在
は
果
し
て
何
で
あ
る
か
。
そ
れ
が
単
な
る
同
語
反
復
に
あ
ら
ざ
る
限
り
、
存
在
は
遂
に
存
在
な
ら
ざ
る
も
の
に
没
入
し
、

有
は
無
か
ら
生
ず
る
こ
と
と
な
る
。
無
か
ら
の
創
造
（
O
M
⑦
⑳
蝕
一
〇
　
①
×
　
b
簡
ぴ
鵠
O
）
と
い
う
考
え
方
が
こ
こ
か
ら
発
祥
す
る
。
創
造
と
は
無
か
ら

有
が
生
ず
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
創
造
の
思
想
が
氾
濫
す
る
の
は
、
実
に
こ
こ
に
於
い
て
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
自
然
科
学
の
立
場
に
於
い
て
は
、
無
か
ら
有
は
生
じ
な
い
。
有
は
有
か
ら
し
て
の
み
生
ず
る
と
い
う
の
が
、
彼
ら
の
原
則
で
あ

　
　
　
　
随
眠
と
帰
属
の
理
論
（
承
前
。
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五



　
　
　
　
　
　
哲
学
研
究
　
第
五
百
四
十
五
号

942　
　
つ
た
。
無
か
ら
の
創
造
と
は
た
だ
神
学
老
の
言
う
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、

　
　
と
宗
教
と
の
乖
離
は
、
た
え
ず
こ
の
点
か
ら
出
端
す
る
の
で
あ
る
。

自

然
科
学

象
理
で

里
美
禦
禽

券
霧
ゑ

自

然
科
学

六

七

　
妓
に
於
い
て
我
々
は
、
我
々
の
論
点
を
一
転
せ
し
め
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
は
斯
う
で
あ
っ
た
。
ト
マ
ス
に
於
い
て
は
存
在

は
本
質
と
密
着
せ
ら
れ
、
存
在
と
は
在
り
て
在
る
者
と
し
て
把
握
せ
ら
れ
た
が
、
プ
ラ
ト
ン
以
後
中
世
の
初
期
に
於
い
て
は
、
混
沌
た
る

存
在
は
定
形
を
と
ど
め
ず
、
た
だ
イ
デ
ア
を
原
型
と
し
て
何
も
の
か
に
よ
っ
て
（
恐
ら
く
は
デ
ミ
ウ
ル
ゴ
ス
に
よ
っ
て
）
作
り
出
さ
れ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
、
従
っ
て
そ
れ
は
単
な
る
存
在
で
は
な
く
、
何
も
の
か
か
ら
生
成
し
た
Φ
×
鼓
⑦
馨
冨
と
し
て
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
し
か
し
プ
ラ
ト
ン
に
於
い
て
は
、
そ
れ
が
何
か
ら
、
如
何
に
し
て
生
ず
る
か
は
不
明
で
あ
り
、
少
く
と
も
適
確
な
る
説
明
は
彼
の
派

の
人
々
か
ら
は
得
ら
れ
な
い
。
そ
れ
を
一
挙
に
開
明
し
た
の
は
宗
教
家
で
あ
り
、
そ
れ
を
論
明
せ
ん
と
し
た
人
々
は
中
世
初
期
の
神
学
者

達
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
が
「
創
造
」
（
O
円
O
⇔
菖
O
）
の
思
想
で
あ
る
こ
と
は
、
あ
ま
り
に
も
周
知
の
こ
と
に
属
す
る
で
あ
ろ
う
。
神
は
万

物
の
創
造
老
で
あ
り
、
凡
ゆ
る
存
在
は
神
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
の
で
あ
る
一
こ
れ
ほ
ど
①
麟
馨
魯
欝
の
性
格
を
明
確
に
、
し
か
も
断

定
的
に
書
明
し
た
も
の
は
、
ユ
ダ
ヤ
の
神
学
老
の
外
に
い
ず
こ
に
も
見
出
さ
れ
得
ぬ
ほ
ど
で
あ
る
。
①
×
韓
窪
薮
と
し
て
は
、
前
章
に
も

や
や
詳
述
せ
ら
れ
た
よ
う
に
、
凡
て
の
存
在
は
何
も
の
か
に
よ
っ
て
何
か
か
ら
創
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
創
造
者
は
勿
論
神
で
あ

る
が
、
何
故
に
、
如
何
に
し
て
、
創
ら
れ
た
か
は
、
あ
ま
り
に
少
く
説
か
れ
、
又
は
あ
ま
り
に
も
多
く
説
か
れ
す
ぎ
て
い
る
。
基
督
者
以

外
の
も
の
に
と
っ
て
は
、
こ
れ
を
素
直
に
理
解
し
信
仰
す
る
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
殊
に
、
創
造
に
つ
い
て
最
大
な

る
蹟
き
の
石
と
な
る
の
は
、
そ
の
舞
の
性
格
で
あ
る
Q
そ
の
性
格
と
は
、
何
ら
か
か
ら
生
ぜ
し
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
い

ず
れ
に
せ
よ
、
そ
れ
は
神
以
前
に
も
神
以
後
に
も
神
の
外
な
る
い
ず
く
に
於
い
て
も
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
言
葉
通
り
に
、
無
か
ら
の
創
造

で
あ
っ
た
。
無
か
ら
万
有
の
離
せ
ら
れ
る
奇
蹟
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
無
か
ら
有
が
生
じ
な
い
こ
と
が
自
然
科
学
者
の
信
条
で
あ
る
と
す



　
　
れ
ば
、
こ
れ
ほ
ど
不
可
解
の
大
な
る
も
の
は
な
く
、
そ
れ
が
可
能
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ほ
ど
の
神
秘
は
な
い
筈
で
あ
ろ
う
。
無
か
ら

　
　
の
創
造
と
は
自
己
矛
盾
で
あ
る
。
存
在
は
存
在
か
ら
生
じ
、
少
く
と
も
存
在
は
何
ら
か
存
在
的
な
る
も
の
を
原
因
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
　
原
因
か
ら
結
果
が
生
ず
る
な
ら
ぽ
、
存
在
の
原
因
は
必
ず
存
在
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
ぬ
。
存
在
し
な
い
原
因
か
ら
如
何
に
し
て
結
果
が
生
じ

　
　
得
る
か
。
原
因
と
は
そ
こ
か
ら
結
果
が
生
ず
べ
き
因
で
あ
り
、
原
因
と
い
え
ど
も
亦
必
ず
何
ら
か
の
も
の
を
原
因
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
　
世
に
こ
れ
ほ
ど
明
白
な
る
真
実
は
他
に
な
い
で
あ
ろ
う
、
と
さ
え
人
は
言
う
。

　
　
　
し
か
し
翻
っ
て
思
え
ば
、
因
果
の
関
係
は
存
在
か
ら
存
在
が
生
ず
る
こ
と
だ
と
分
っ
て
も
、
如
何
に
し
て
存
在
が
存
在
の
原
因
と
な
る

　
　
か
、
存
在
か
ら
存
在
が
生
ず
る
と
言
っ
て
も
、
如
何
に
し
て
原
因
は
結
果
を
生
ぜ
し
め
る
の
か
、
こ
れ
も
亦
創
造
説
に
増
し
て
も
劣
ら
ぬ

　
　
難
解
の
問
題
で
あ
る
。
原
因
と
し
て
の
存
在
を
我
々
が
明
知
し
、
結
果
的
存
在
も
馬
事
識
し
て
も
、
原
因
か
ら
結
果
が
如
何
に
生
成
す
る

　
　
か
を
我
々
は
知
ら
ぬ
。
こ
の
二
老
の
関
係
を
習
慣
に
よ
っ
て
知
悉
し
て
い
て
も
、
そ
の
然
る
べ
き
所
以
と
必
然
性
を
経
験
す
る
こ
と
は
で

　
　
き
な
い
。
た
だ
経
験
を
繰
り
返
し
、
実
験
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
両
者
が
密
接
な
関
係
に
あ
る
こ
と
を
知
る
の
み
で
あ
る
Q
た
と
え

　
　
謙
虚
な
自
然
科
学
者
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
「
真
理
」
を
で
は
な
く
、
真
理
ら
し
い
も
の
を
主
張
し
て
も
未
だ
し
で
あ
る
。
そ
し
て
真
理
ら

　
　
し
さ
が
、
真
理
と
共
に
真
理
ら
し
か
ら
ぬ
も
の
を
ふ
く
む
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　
　
　
再
び
言
う
。
蝕
に
於
い
て
我
々
は
立
場
を
一
転
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
の
は
、
我
々
は
創
造
の
神
秘
と
と
も
に
、
自
然
科
学
の
独
断

　
　
を
も
安
易
に
受
納
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
「
在
り
て
在
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
｛
方
に
単
に
在
る
こ
と
を

　
　
原
因
と
す
る
の
で
も
な
く
、
ま
た
在
ら
ざ
る
こ
と
を
原
因
と
す
る
も
の
で
も
な
い
。
存
在
は
必
ず
し
も
巽
－
。
。
圃
。
。
8
艮
で
は
な
く
、
存
在
は

　
　
存
在
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
存
在
は
在
り
て
在
る
も
の
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
他
か
ら
し
て
在
ら
し
め
ら
れ
た
も
の
で
も
な
く
、
ま
た
他

　
　
に
依
っ
て
あ
る
も
の
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
存
在
は
存
在
に
於
い
て
在
り
、
そ
れ
自
ら
に
於
い
て
あ
り
、
そ
れ
自
ら
と
し
て
在

　
　
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
お
よ
そ
他
か
ら
（
O
図
）
生
成
せ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
自
ら
と
し
て
存
在
し
、

　
　
そ
れ
自
ら
に
よ
っ
て
在
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
（
0
昌
ω
　
℃
①
叫
　
ω
⑦
り
　
μ
口
　
o
o
⑦
）
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
そ
れ
を
、
「
嘗
て
あ
っ
た
も
の
が
現
に

952　
　
　
　
　
　
随
眠
と
帰
属
の
理
論
（
承
前
・
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
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折
口
学
研
究
驚
が
五
百
四
十
五
口
万
難

あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
L
（
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
の
　
　
　
　
　
　
の
N
O
　
醜
へ
　
唱
℃
　
m
馬
℃
袋
馬
）
と
し
て
表
現
し
た
が
、
そ
れ
は
未
だ
十
分
で
な
い
。
た
だ
か
つ
て
在
り
、
現
に
あ
る
も
の
は
、

必
ず
し
も
未
来
に
も
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
存
在
は
思
う
に
そ
の
よ
う
に
時
間
に
よ
っ
て
規
定
せ
ら
れ
、
乃
至
は
限
定
せ
ら
れ
る
も
の
で

は
な
い
。
そ
れ
は
ト
マ
ス
の
定
義
し
た
よ
う
に
、
た
だ
「
在
り
て
在
る
」
も
の
で
あ
り
、
在
る
こ
と
を
原
因
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
在

ら
ざ
る
こ
と
を
原
因
と
す
る
の
で
も
な
い
。
我
は
我
で
あ
る
か
ら
し
て
我
と
し
て
在
る
も
の
（
①
α
q
O
　
o
ゆ
償
ヨ
　
ρ
口
H
　
ω
躍
ヨ
）
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
。
こ
の
命
題
は
決
し
て
言
葉
の
重
複
又
は
繰
返
し
で
は
な
い
。
ま
た
そ
う
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
然
し
、
近
代
的
に
「
我

惟
う
、
故
に
我
存
在
す
る
」
の
で
も
な
い
。
我
の
思
う
こ
と
が
、
決
し
て
我
の
存
在
の
原
因
で
は
な
い
。
思
う
こ
と
が
原
因
と
な
っ
て
、

我
の
存
在
が
証
明
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
思
う
と
は
我
が
思
う
こ
と
で
は
な
く
、
存
在
が
存
在
を
思
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
も
し
こ
こ
に
も
原
因
が
あ
り
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
む
し
ろ
ス
ピ
ノ
ザ
の
「
自
己
原
因
」
。
窪
。
。
鋤
ω
艮
で
あ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ス
ピ
ノ

ザ
に
於
い
て
は
、
原
因
を
自
己
に
於
い
て
、
そ
れ
自
ら
に
於
い
て
有
つ
。
因
果
は
外
な
る
原
因
か
ら
し
て
生
ず
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
自

ら
に
於
い
て
、
そ
れ
自
ら
と
し
て
二
つ
の
で
あ
る
。
外
な
る
原
因
は
、
つ
ま
り
は
「
さ
迷
え
る
原
因
」
で
あ
っ
て
、
何
ら
定
か
な
る
も
の

で
は
な
く
、
何
ら
か
の
定
め
ら
れ
た
も
の
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
原
因
か
ら
結
果
を
生
ず
る
の
は
、
所
謂
遣
伝
と
し
て
、
一

つ
の
も
の
を
、
等
し
い
も
の
を
残
す
べ
き
で
あ
る
が
、
し
か
し
両
者
が
同
一
の
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
依
然
と
し
て
一
つ
の
も
の
で
あ
っ

て
、
生
成
と
は
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
「
か
ら
し
（
の
属
）
生
ず
る
も
の
は
、
一
な
る
も
の
と
異
な
る
も
の
と
を
共
に
有
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ

ら
を
共
に
す
る
こ
と
に
於
い
て
、
同
時
に
し
て
異
時
で
な
け
れ
ぼ
な
ら
ぬ
。
同
時
に
し
て
雲
上
で
あ
る
こ
と
は
、
外
な
る
も
の
に
於
い
て

で
は
な
く
、
自
ら
に
於
い
て
、
自
ら
な
る
も
の
と
し
て
の
み
可
能
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
因
果
関
係
は
、
原
因
か
ら
結
果
が
生
ず
る
必

然
性
を
探
究
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
原
因
の
原
因
を
求
め
て
止
ま
な
い
無
眼
棚
雲
に
終
り
、
結
果
の
次
に
結
果
を
望
む
無

限
の
過
程
を
追
う
の
み
で
あ
っ
て
、
い
ず
こ
に
終
る
べ
き
か
を
知
ら
な
い
。
こ
の
無
限
性
こ
そ
は
、
あ
た
か
も
因
果
関
係
の
論
理
で
あ
っ

た
。
果
し
て
そ
う
な
ら
ば
、
原
因
は
結
果
の
原
因
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
存
在
性
の
根
拠
と
な
り
得
な
い
筈
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
原
因
と
根

拠
と
は
全
く
別
の
も
の
で
あ
り
、
た
と
え
原
因
で
あ
り
得
て
も
、
根
拠
と
は
な
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
根
拠
と
な
り
得
て
も
、



　
　
さ
ら
に
そ
の
根
拠
が
求
め
ら
れ
ね
ぽ
な
ら
ぬ
筈
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
原
因
に
は
更
に
原
因
が
求
め
ら
れ
た
よ
う
に
、
根
拠

　
　
は
無
限
に
そ
の
根
拠
を
索
及
せ
ざ
る
を
得
ぬ
で
あ
ろ
う
か
。
根
拠
は
単
な
る
原
因
で
な
く
、
ま
さ
に
存
在
そ
の
も
の
の
直
接
な
る
根
抵
で

　
　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
根
拠
が
さ
ら
に
根
拠
を
要
す
る
な
ら
ぽ
、
そ
れ
は
存
在
の
根
抵
た
る
こ
と
を
得
な
い
、
そ
れ
は
原
因
で
あ
っ
て
も
、

　
　
必
ず
し
も
根
拠
と
な
る
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
し
か
る
に
、
人
間
存
在
の
根
拠
は
無
限
の
湖
行
を
ゆ
る
さ
な
い
。
そ
れ
は
そ
れ
自
ら
に
於
い
て
あ
り
、
そ
れ
自
ら
に
由
る
も
の
で
な
け

　
　
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
理
由
か
ら
、
そ
れ
は
ま
さ
に
8
房
。
。
の
三
で
あ
っ
て
、
単
な
る
。
き
鴇
で
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
し
て

　
　
＄
器
餌
。
・
巳
は
自
ら
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
断
じ
て
他
か
ら
得
た
も
の
で
は
あ
り
得
ぬ
。
自
ら
に
由
る
も
の
に
し
て
初
め
て
自
由
で
あ

　
　
り
、
自
由
（
閏
H
Φ
一
ゲ
①
一
け
）
は
こ
の
意
味
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
文
字
通
り
に
「
自
由
」
で
あ
り
得
、
そ
れ
自
ら
を
完
了
す
る
の
で
あ

　
　
る
。
根
拠
は
そ
れ
自
ら
が
そ
れ
自
ら
に
由
る
も
の
で
あ
っ
て
、
他
に
依
る
も
の
で
は
な
く
、
他
か
ら
得
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
絶
対
に
自
ら
に
由
る
も
の
で
あ
っ
て
、
他
に
依
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
勿
論
、
他
に
因
る
も
の
、
他
か
ら
生
ず
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　
　
　
蝕
に
於
い
て
次
の
如
く
の
べ
ら
れ
る
。
i
次
の
よ
う
に
言
わ
ざ
る
を
得
ぬ
の
で
あ
る
。
存
在
を
根
拠
づ
け
る
の
は
再
び
存
在
で
は
な

　
　
い
、
む
し
ろ
非
存
在
で
あ
り
無
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
ぬ
。
な
ぜ
な
ら
ぽ
、
存
在
を
基
礎
づ
け
る
も
の
が
存
在
で
あ
る
な
ら
ぽ
、
我
々
は
そ
の

　
　
存
在
の
存
在
を
更
に
求
め
ね
ば
止
ま
ぬ
、
恰
も
原
因
に
は
さ
ら
に
そ
の
原
因
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
よ
う
に
。
存
在
の
根
拠
は
存
在

　
　
で
は
な
い
。
根
拠
の
根
拠
は
も
は
や
い
ず
こ
に
か
求
め
ら
る
べ
き
で
な
く
、
又
求
め
て
得
ら
る
べ
き
で
も
な
く
、
そ
れ
自
ら
に
於
い
て
そ

　
　
れ
自
ら
に
よ
っ
て
の
み
見
出
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
自
由
」
で
あ
っ
た
、
自
由
の
真
の
意
味
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
存
在

　
　
を
根
拠
づ
け
る
も
の
は
再
び
存
在
で
は
な
い
。
存
在
で
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
。
存
在
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
に
し

　
　
て
初
め
て
、
存
在
の
根
拠
が
見
出
さ
れ
ん
と
す
る
。
し
か
し
そ
う
い
う
も
の
は
果
し
て
あ
り
う
る
か
。
あ
る
と
し
て
も
何
で
あ
る
か
。
第

　
　
一
に
存
在
な
ら
ぬ
も
の
が
根
拠
で
あ
り
得
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
在
る
限
り
既
に
有
で
あ
っ
て
、
無
で
は
あ
り
得
ぬ
。
そ
れ
は
従
っ
て
要
す

　
　
る
に
無
い
も
の
で
あ
り
、
い
か
な
る
意
味
に
於
い
て
も
有
で
な
く
、
無
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
無
い
も
の
が
ど
う
し

972　
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一
〇

て
有
る
と
言
い
う
る
か
。
此
ん
や
無
が
有
の
根
拠
で
あ
る
と
ど
う
し
て
言
え
る
か
。
こ
れ
ほ
ど
論
理
的
に
大
な
る
錯
誤
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

驚
く
べ
き
錯
誤
で
あ
り
、
あ
き
れ
果
て
た
南
画
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

　
し
か
し
我
々
は
少
し
も
驚
か
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
を
驚
く
こ
と
を
驚
く
の
で
あ
る
。
読
老
よ
、
我
々
は
こ
こ
に
一
つ
の
注
意
を
乞
う
。

我
々
の
言
わ
ん
と
す
る
の
は
以
上
の
如
き
所
言
の
理
由
で
は
な
く
、
我
々
は
存
在
の
根
拠
を
求
め
て
こ
の
問
に
達
し
た
。
そ
れ
は
存
在
の

由
っ
て
来
る
と
こ
ろ
、
「
根
拠
」
で
あ
る
よ
り
も
、
そ
の
理
由
で
あ
っ
た
。
存
在
が
何
で
あ
る
か
よ
り
も
、
存
在
が
何
故
に
存
在
す
る
か

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
を
問
う
こ
と
は
、
存
在
の
原
因
を
問
う
こ
と
で
は
な
い
の
は
勿
論
、
そ
の
因
っ
て
来
る
所
を
、
で

も
な
か
っ
た
。
ひ
た
す
ら
に
存
在
の
由
っ
て
在
る
と
こ
ろ
の
根
拠
を
問
う
こ
と
が
、
我
々
の
立
場
で
あ
る
。
そ
れ
は
存
在
の
「
由
来
」
を

問
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
出
自
を
探
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
花
は
種
子
を
原
因
と
し
て
生
ず
る
が
、
我
々
の
問
わ
ん
と
す
る
の
は
そ

の
こ
と
で
は
な
く
、
花
は
何
故
に
そ
こ
に
あ
る
か
、
花
は
何
故
に
赤
く
あ
る
か
、
花
は
何
の
故
に
美
し
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
間

が
何
か
ら
生
れ
た
か
を
問
う
こ
と
は
進
化
論
者
の
間
題
で
あ
る
が
、
我
々
の
問
わ
ん
と
す
る
の
は
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
人
聞
の
由

来
で
あ
り
、
人
間
の
来
歴
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
人
の
人
間
が
名
門
の
出
で
あ
る
か
最
下
層
身
分
の
出
生
で
あ
る
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で

は
な
い
。
人
間
が
人
間
と
し
て
何
の
故
に
あ
る
か
。
人
間
が
動
物
と
は
区
別
せ
ら
れ
て
、
人
格
を
も
つ
者
と
し
て
あ
る
の
は
何
の
理
由
に

よ
る
か
。
我
々
の
熱
心
に
探
索
す
る
の
は
、
人
間
の
存
在
で
は
な
く
、
そ
の
意
義
で
あ
る
。
し
か
も
存
在
を
根
拠
づ
け
る
も
の
は
、
再
び

存
在
で
は
な
く
、
そ
の
意
味
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
し
か
し
残
念
な
こ
と
に
は
、
我
々
は
こ
の
「
意
味
」
を
知
ら
な
い
Q
意
味
と
は
何
で
あ
り
、
如
何
に
し
て
そ
れ
が
存
在
を
基
礎
づ
け
る

か
、
さ
ら
に
根
拠
づ
け
得
る
か
を
知
ら
な
い
。
た
だ
存
在
す
る
が
故
に
存
在
す
る
と
し
か
知
ら
な
い
。
花
は
何
故
に
美
し
い
か
、
美
し
い

か
ら
美
し
い
と
い
う
こ
と
よ
り
外
に
何
も
知
ら
な
い
。
ト
マ
ス
が
存
在
と
は
「
在
り
て
在
る
も
の
」
で
あ
る
と
言
っ
た
の
は
、
何
の
意
味

で
あ
っ
た
か
。
存
在
の
根
拠
は
再
び
存
在
で
は
あ
り
得
な
い
。
そ
れ
で
は
存
在
と
は
異
る
意
味
で
あ
る
か
。
一
見
そ
の
よ
う
に
も
見
え
る

が
、
逆
に
意
味
の
根
拠
は
存
在
に
あ
る
と
も
考
え
得
よ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
存
在
の
根
拠
は
再
び
存
在
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
し



　
　
そ
う
な
ら
ば
、
徒
ら
に
存
在
の
因
っ
て
来
る
処
を
明
ら
か
に
す
る
に
す
ぎ
ず
、
決
し
て
根
拠
の
何
た
る
か
を
確
か
め
う
る
所
以
で
は
な
い

　
　
か
ら
で
あ
る
Q

　
　
　
こ
の
由
来
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
は
、
魯
房
鋤
で
は
な
く
し
て
げ
8
窪
。
。
⑦
で
あ
っ
た
。
単
な
る
原
因
で
な
く
し
て
「
理
由
」
で
あ
り
、

　
　
「
故
」
の
論
理
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
今
B
、
げ
9
ρ
。
房
。
と
し
て
一
般
に
常
用
さ
れ
て
い
る
語
で
あ
る
が
、
そ
の
語
源
は
明
ら
か
に
。
鍵
器

　
　
か
ら
来
て
い
る
。
カ
ウ
サ
は
科
学
的
用
語
で
あ
る
が
、
冨
8
¢
器
は
日
常
的
に
、
も
の
の
由
っ
て
来
る
と
こ
ろ
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
も

　
　
の
の
原
因
で
は
な
く
し
て
、
そ
の
理
由
で
あ
る
。
「
何
故
に
」
と
問
わ
れ
て
、
「
な
ぜ
な
ら
ば
」
と
答
え
る
。
そ
れ
は
存
在
の
理
由
を
明
ら

　
　
か
に
せ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
敢
え
て
之
を
「
因
」
と
呼
ば
ず
に
「
故
」
と
名
づ
け
る
所
以
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
驚
く
べ
き
こ
と

　
　
に
は
、
げ
9
量
器
が
さ
ら
に
。
剛
8
霞
器
と
な
っ
た
と
き
、
そ
れ
は
「
勿
論
」
と
な
り
、
「
理
由
な
し
に
」
又
は
「
理
由
を
要
せ
ず
し
て
」

　
　
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
一
見
不
合
理
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
そ
の
理
由
が
問
わ
れ
て
、
そ
れ
に
答
え

　
　
る
必
要
も
な
い
ほ
ど
当
然
で
あ
り
必
然
で
あ
る
な
ら
ば
、
「
勿
論
」
と
答
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
「
勿
論
」
と
は
、
「
何
故
」
に
対
す
る
明

　
　
白
に
し
て
卒
直
な
答
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
そ
の
問
い
に
対
し
て
答
え
る
要
も
な
い
ほ
ど
に
明
晰
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
「
理
由
」
を
さ
え

　
　
無
用
に
帰
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
こ
の
よ
う
に
見
れ
ば
、
我
々
は
安
ん
じ
て
次
の
如
く
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
存
在
の
理
由
は
そ
の
原
因
と
同
一
で
は
な
い
。

　
　
理
由
と
し
て
再
び
他
の
存
在
を
前
提
す
る
必
要
は
な
い
。
む
し
ろ
理
由
な
き
理
由
が
「
勿
論
」
で
あ
る
の
だ
か
ら
。
我
々
は
さ
き
に
、
存

　
　
在
の
理
由
は
理
由
な
き
こ
と
を
ま
さ
に
理
由
と
す
る
、
と
し
た
。
も
し
そ
こ
に
何
ら
か
の
理
由
を
述
ぶ
べ
き
で
あ
る
な
ら
ぽ
、
未
だ
徹
底

　
　
し
た
理
由
と
は
い
え
な
い
。
存
在
を
根
拠
づ
け
る
理
由
は
、
究
極
的
に
は
む
し
ろ
、
「
理
由
な
き
理
由
」
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
れ
が

　
　
即
ち
「
勿
論
」
で
あ
り
、
無
8
霞
。
・
・
で
あ
っ
た
。
「
カ
ウ
サ
」
（
O
p
o
雌
u
な
Q
）
を
問
う
て
そ
の
必
要
な
き
こ
と
が
「
勿
論
」
で
あ
り
、
そ
こ
に

　
　
は
理
由
の
な
い
こ
と
が
理
由
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
あ
り
、
当
然
で
あ
り
、
必
然
で
さ
え
あ
る
こ
と
が
、
「
も
ち
ろ
ん
」
で
あ
る
。

　
　
そ
れ
は
別
の
方
面
か
ら
い
え
ぽ
、
「
理
由
」
が
他
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
そ
れ
自
ら
に
よ
っ
て
あ
り
、
そ
れ
自
ら
と
し
て
理
由
づ
け
ら
れ

㎜　
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一
こ

う
る
こ
と
を
言
い
表
わ
し
て
い
る
。
子
は
親
か
ら
生
れ
、
親
を
原
因
と
す
る
が
、
親
と
錐
も
子
の
外
に
あ
る
。
存
在
の
原
因
は
、
存
在
と

は
別
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
然
る
に
、
存
在
の
理
由
は
存
在
の
外
に
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
存
在
と
そ
し
て
理
由
と
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

る
の
で
は
な
く
、
存
在
の
理
由
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
存
在
は
根
拠
と
し
て
在
り
う
る
。
存
在
の
理
由
は
決
し
て
存
在
の
原
因
で

は
な
か
っ
た
。
「
故
」
の
論
理
に
し
て
始
め
て
存
在
を
根
拠
づ
け
う
る
の
で
あ
っ
て
、
原
因
は
そ
の
音
心
血
に
於
い
て
存
在
の
根
拠
た
り
得

ぬ
の
で
あ
る
。

　
だ
が
こ
の
こ
と
は
、
後
に
論
ず
る
よ
う
に
、
物
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
者
に
つ
い
て
、
最
も
強
調
せ
ら
る
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。
人
間

の
存
在
は
決
し
て
事
物
の
存
在
と
同
一
で
は
な
い
。
同
様
で
さ
え
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
言
っ
た
よ
う
に
、
人
間
は
人

間
を
生
む
。
決
し
て
物
が
人
を
生
む
の
で
は
な
い
。
人
間
に
と
っ
て
人
間
ほ
ど
尊
い
も
の
は
な
い
。
我
々
が
そ
う
い
う
の
は
、
決
し
て
人

間
中
心
主
義
を
呼
称
せ
ん
と
す
る
の
で
は
な
く
、
存
在
の
正
当
な
る
理
由
を
正
し
く
そ
し
て
確
か
に
見
出
さ
ん
と
す
る
た
め
で
あ
る
。
人

間
の
存
在
は
、
他
に
因
っ
て
、
又
は
何
か
他
か
ら
し
て
有
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
自
ら
に
於
い
て
、
そ
れ
自
ら
に
由
っ
て
あ
る
べ
き
も

の
で
あ
る
。
そ
れ
が
即
ち
「
自
由
」
で
あ
っ
た
。
自
由
な
く
し
て
人
間
の
存
在
は
な
い
。
物
は
因
果
の
連
鎖
に
束
縛
せ
ら
れ
て
い
る
が
、

者
は
「
自
由
」
に
由
っ
て
生
き
る
。
自
由
な
し
に
は
老
の
存
在
は
あ
り
え
ぬ
の
み
で
は
な
く
、
考
え
も
及
ば
ぬ
の
で
あ
る
。
自
由
と
は
、

原
義
的
に
存
在
の
根
拠
を
意
味
す
る
。
人
間
は
単
に
そ
こ
に
あ
り
、
現
に
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
存
在
す
る
の
で
は
な
い
。
た
だ
投
げ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
へ

棄
て
ら
れ
て
そ
こ
に
横
た
わ
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
れ
が
在
り
て
在
る
も
の
と
呼
ば
れ
る
の
は
、
単
に
そ
こ
に
あ
る
故
に
で
は

な
く
、
ま
さ
に
在
る
べ
く
し
て
在
り
、
常
に
在
る
が
故
に
、
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
我
々
は
こ
こ
に
翻
っ
て
、
在
る
こ
と
の
何
た
る
か
を
、
有
る
と
は
何
を
意
味
す
る
か
を
、
知
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
有
る
こ
と
が
真
に

根
拠
を
も
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
在
る
こ
と
が
、
有
る
こ
と
そ
の
こ
と
に
由
っ
て
在
り
う
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
有
る
者
が
、

真
に
自
由
を
得
た
こ
と
で
あ
る
。
自
由
と
は
存
在
が
自
製
で
あ
り
、
そ
れ
自
ら
の
う
ち
に
自
ら
の
根
拠
を
も
つ
こ
と
で
あ
る
。
自
由
に
よ

っ
て
こ
そ
自
有
に
あ
り
う
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
。



　
　
　
し
か
し
以
上
の
よ
う
な
見
解
に
対
し
て
、
一
つ
の
恐
る
べ
き
疑
い
が
あ
る
。
1
存
在
の
根
拠
が
他
の
い
ず
こ
に
も
な
く
、
定
ん
で
そ
れ

　
　
自
ら
の
う
ち
に
あ
る
と
す
れ
ぽ
、
そ
れ
は
果
し
て
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
。
は
っ
き
り
言
え
ば
、
根
拠
が
そ
れ
自
ら
と
し
て
で
は
な
く
、

　
　
た
だ
存
在
の
根
拠
と
し
て
あ
る
限
り
、
そ
れ
は
ど
こ
に
も
な
い
。
存
在
を
根
拠
づ
け
る
も
の
は
要
す
る
に
い
ず
こ
に
も
な
い
と
い
う
こ
と

　
　
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
我
々
は
こ
の
反
駁
に
対
し
て
は
次
の
如
く
答
え
る
。
一
ま
こ
と
に
そ
う
で
あ
り
、
そ
の
通
り
で
あ
る
。
そ
れ

　
　
は
存
在
の
根
拠
を
再
び
存
在
に
求
め
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
非
存
在
に
、
又
は
「
無
し
に
求
め
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
一
し
か

　
　
し
そ
れ
は
存
在
を
根
拠
づ
け
る
こ
と
で
は
な
く
、
逆
に
之
を
破
壊
せ
ん
と
す
る
も
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
こ
の
疑
問
に
対
し
て
は
、
容

　
　
易
に
承
服
し
得
ぬ
も
の
が
あ
る
。
む
し
ろ
、
存
在
の
根
拠
は
無
に
あ
り
、
又
は
無
に
於
い
て
の
み
求
め
う
る
、
と
我
々
は
言
わ
ん
と
す
る

　
　
の
で
あ
る
。
存
在
の
根
拠
が
無
に
あ
る
と
い
う
の
は
、
存
在
の
根
拠
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
無
い
と
い
う
こ
と
が
そ
れ
自
ら
根

　
　
拠
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
無
そ
の
も
の
が
ま
さ
に
有
の
根
抵
を
な
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
Q
そ
れ
は
根
拠
が
な
い
と
い

　
　
う
の
で
は
な
く
、
そ
の
こ
と
自
ら
が
根
拠
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
於
い
て
、
無
が
無
で
な
く
、
有
と
な
る
。
そ
れ

　
　
は
矛
盾
で
は
な
い
か
。
！
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
存
在
を
無
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ん
と
す
る
の
は
、
表
面
的
に
は
、
そ
の
よ
う
な
グ

　
　
ル
ソ
ト
が
な
い
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
が
、
断
じ
て
そ
う
で
は
な
い
。
存
在
が
存
在
を
原
因
と
す
る
と
い
う
の
で
は
、
徒
ら
に
無
限

　
　
の
棚
行
を
も
た
ら
す
か
、
又
は
同
語
反
復
に
終
る
。
し
か
し
存
在
を
無
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ん
と
す
る
の
は
、
単
に
そ
の
よ
う
な
無
が
ど

　
　
こ
に
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
無
い
と
い
う
こ
と
が
そ
こ
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
ぞ
う
す
れ
ば
、
非
存
在
が
存
在
と
な
つ

　
　
て
、
救
う
べ
か
ら
ざ
る
矛
盾
に
陥
る
。
無
き
も
の
は
ど
こ
ま
で
も
無
く
、
同
上
に
有
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
し
か
し
我
々
の
言
わ
ん
と

　
　
す
る
の
は
そ
う
で
は
な
い
。
無
は
そ
こ
に
或
る
も
の
と
し
て
有
る
の
で
は
な
く
、
無
き
も
の
と
し
て
あ
る
の
で
あ
る
。
無
は
あ
く
ま
で
も

　
　
無
で
あ
っ
て
、
存
在
が
無
で
あ
る
限
り
、
ど
こ
に
も
あ
り
得
な
い
。
に
も
拘
ら
ず
存
在
を
基
礎
づ
け
る
も
の
と
し
て
そ
こ
に
あ
る
。
あ
ら

　
　
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
そ
れ
自
ら
無
で
あ
り
な
が
ら
、
有
を
根
拠
づ
け
る
も
の
と
し
て
そ
こ
に
あ
る
。
そ
れ
が
あ
る
と
い
う

　
　
の
は
、
存
在
と
し
て
で
は
な
く
、
専
ら
根
拠
と
し
て
で
あ
っ
た
。
そ
う
考
え
れ
ば
、
無
は
無
で
あ
り
な
が
ら
あ
り
う
る
理
由
が
氷
解
せ
ら

蹴　
　
　
　
　
　
随
眠
と
帰
属
の
理
論
（
承
前
・
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
ご
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る
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
さ
ら
に
重
大
な
こ
と
は
、
こ
の
無
は
決
し
て
β
ゴ
ス
と
し
て
の
無
で
は
な
く
、
レ
ソ
マ
と
し
て
の
無
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
我

　
　
々
が
こ
こ
に
考
え
て
い
る
の
は
、
決
し
て
ロ
ゴ
ス
的
な
も
の
で
は
な
く
、
偏
に
レ
ソ
マ
と
し
て
の
無
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

　
　
点
は
従
来
あ
ま
り
論
明
せ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
や
や
詳
細
に
縷
述
し
て
お
こ
う
。
拙
著
『
ロ
ゴ
ス
と
レ
ン
マ
』
に
於
い
て

　
　
展
開
し
た
よ
う
に
、
東
洋
的
無
は
決
し
て
ロ
ゴ
ス
の
立
場
に
立
つ
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
ロ
ゴ
ス
的
に
肯
定
に
対
立
す
る
否
定
で
は
な

　
　
く
、
肯
定
を
否
定
す
る
と
と
も
に
、
否
定
を
も
否
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
肯
定
で
な
い
と
共
に
ま
た
否
定
で
も
あ
り
得
な
い
。

　
　
そ
れ
故
に
即
ち
、
否
定
で
あ
り
同
時
に
肯
定
で
も
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
然
ら
ば
そ
れ
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
。
竜
樹
は
そ
こ
か
ら
「
中
論
し
を
展
開
し
た
が
、
我
々
は
そ
う
一
足
と
び
に
中
間
的
な
る
も

　
　
の
を
ひ
き
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
前
に
、
こ
の
論
理
が
如
何
な
る
性
格
を
有
す
る
か
を
、
と
く
と
反
省
し
て
見
な
け
れ
ぽ
な
ら
ぬ
。

　
　
　
東
洋
的
無
は
単
な
る
否
定
で
は
な
い
Q
肯
定
で
な
い
こ
と
は
勿
論
、
否
定
で
さ
え
も
な
か
っ
た
。
西
洋
面
素
は
、
た
だ
肯
定
に
対
す
る

　
　
否
定
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
東
洋
的
無
は
、
そ
れ
と
同
時
に
否
定
を
も
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
肯
定
に
対
す
る
否
定
で
あ
る
の
み
な
ら

　
　
ず
、
否
定
を
も
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
約
言
す
れ
ぽ
、
そ
れ
は
相
対
的
否
定
で
は
な
く
、
絶
対
的
否
定
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
我
々

　
　
は
そ
れ
を
第
三
レ
ソ
マ
の
否
定
と
い
う
。
そ
の
立
場
に
於
い
て
は
、
肯
定
も
否
定
も
共
に
否
定
せ
ら
れ
、
残
る
は
肯
否
敦
れ
で
も
な
い
或

　
　
る
も
の
の
み
。
こ
の
両
者
を
共
に
否
定
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
又
は
そ
れ
故
に
、
絶
対
的
否
定
と
言
わ
れ
う
る
。
そ
れ
は
肯
定
に
反
す
る

　
　
も
の
で
あ
る
と
共
に
否
定
を
も
否
定
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
以
上
の
こ
と
は
、
第
三
の
レ
ソ
マ
か
ら
第
四
の
そ
れ
に
移
る
プ
ロ
セ
ス
に
於
い
て
、
さ
ら
に
明
ら
か
な
ら
し
め
得
る
で
あ
ろ
う
。
第
四

　
　
の
レ
ン
マ
は
肯
定
で
も
あ
り
否
定
で
も
あ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
が
徒
ら
な
混
在
で
な
く
し
て
、
却
っ
て
現
実
存
在
の
論
理
で
あ

　
　
り
う
る
の
は
、
何
に
よ
っ
て
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
全
く
第
四
が
第
三
の
レ
ソ
マ
を
根
拠
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
な
し

　
　
に
第
四
の
レ
ソ
マ
は
な
り
立
た
な
い
。
現
実
の
存
在
は
種
々
な
る
も
の
で
あ
り
、
様
々
な
る
形
態
を
も
ち
、
異
っ
た
音
心
匠
に
よ
っ
て
装
わ
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れ
て
い
る
。
一
樹
の
木
葉
さ
え
同
一
な
る
も
の
と
て
は
な
い
。
物
と
は
そ
れ
ほ
ど
に
多
様
で
あ
り
多
彩
で
あ
る
。
周
礼
に
「
物
と
は
色
な

り
」
と
あ
っ
て
、
鄭
玄
は
之
に
註
し
て
、
何
ら
か
の
色
を
も
つ
も
の
が
物
で
あ
る
、
と
言
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
我
国
に
お
い
て

も
、
物
は
必
ず
色
を
も
つ
、
形
は
色
を
異
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
定
ま
る
、
と
さ
れ
る
。
い
ろ
い
ろ
（
色
々
）
と
は
種
々
な
る
も
の
を
指

す
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、
こ
の
故
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
様
々
な
る
も
の
を
肯
定
的
と
否
定
的
と
に
匿
別
す
る
の
は
論
理
で
あ
っ
て
、

存
在
の
実
態
で
な
い
。
一
つ
の
事
物
は
他
の
事
物
と
異
る
。
諸
物
が
異
る
の
は
9
〈
銭
。
の
世
界
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
に

唱
H
ぎ
8
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
勾
円
ぎ
お
は
奪
い
と
る
こ
と
で
あ
り
、
一
が
あ
っ
て
も
他
に
欠
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
物
と
物
と

は
先
ず
こ
の
「
差
異
し
に
よ
っ
て
区
逸
せ
ら
れ
、
そ
し
て
多
様
の
世
界
を
表
現
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
多
様
な
る
現
実
を
肯
否
に
峻
別
す

る
の
は
論
理
で
あ
っ
て
、
存
在
で
は
な
か
っ
た
。
物
を
規
定
す
る
第
一
の
様
式
は
穂
別
性
で
あ
り
、
第
二
は
対
立
性
で
あ
り
、
第
三
は
矛

盾
性
が
こ
れ
ら
に
つ
づ
く
。
凡
て
を
矛
盾
性
に
よ
っ
て
規
定
せ
ん
と
す
る
弁
証
法
は
、
決
し
て
唯
一
の
存
在
の
方
式
で
は
な
か
っ
た
。
個

物
は
そ
れ
ぞ
れ
に
異
り
な
が
ら
、
ま
た
相
互
に
対
応
す
る
が
、
こ
の
対
立
は
必
ず
常
に
逆
対
応
す
る
か
ど
う
か
は
、
尚
問
題
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
少
し
く
論
述
が
わ
き
道
に
そ
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
序
な
が
ら
次
の
こ
と
も
誌
し
て
お
こ
う
。
そ
れ
は
、
「
即
」
の
論
理
も
決
し

て
ロ
ゴ
ス
の
論
理
で
な
く
し
て
、
レ
ン
マ
の
立
場
に
於
い
て
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
即
の
論
理
が
即
非
の
意
に
解
せ
ら

れ
る
と
き
、
そ
の
非
は
決
し
て
単
な
る
否
定
で
は
な
く
、
肯
否
を
絶
し
た
否
定
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
よ
う
に
、
「
即
」
の
論
理
は
、
徹
底

し
た
レ
ン
マ
の
立
場
に
於
い
て
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
し
て
の
み
、
即
が
単
な
る
論
理
的
な
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
直
観
的
で

あ
る
べ
き
こ
と
も
明
証
せ
ら
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
問
題
は
重
要
な
る
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
軽
々
に
論
ぜ
ら
れ

う
る
も
の
で
な
く
、
ま
た
別
の
機
会
を
ま
つ
こ
と
に
し
て
、
当
面
の
問
題
に
立
ち
帰
ろ
う
。

．八

最
近
井
上
靖
民
の
『
本
覚
坊
遺
文
』
を
感
銘
深
く
読
ん
だ
。
そ
の
第
二
章
に
次
の
よ
う
な
実
録
が
あ
る
。
本
覚
坊
が
利
休
に
侍
す
る
よ

　
　
　
随
眠
と
帰
属
の
理
論
（
承
前
・
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
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一
山
ハ

う
に
な
っ
て
か
ら
ま
だ
数
年
の
若
き
日
の
こ
と
、
山
崎
の
妙
霊
堂
に
茶
会
が
あ
っ
た
。
本
覚
坊
は
襖
を
隔
て
て
用
役
を
承
る
の
み
で
あ
っ

た
が
、
暮
六
ツ
（
午
後
六
時
）
に
点
っ
た
茶
事
は
一
向
終
る
気
配
も
な
く
、
静
か
に
続
い
た
。
突
然
烈
し
い
声
が
あ
り
、
「
無
と
書
い
た

軸
を
掛
け
て
も
何
も
無
く
な
ら
ぬ
。
死
と
書
い
た
軸
の
場
合
は
何
も
か
も
な
く
な
る
。
無
で
は
な
く
な
ら
ん
。
死
で
は
な
く
な
る
」
と
聞

こ
え
た
。
そ
れ
が
誰
の
声
で
あ
る
か
は
分
り
か
ね
た
が
、
何
も
の
か
に
挑
む
よ
う
な
烈
し
い
口
調
で
あ
っ
た
。
茶
室
か
ら
は
そ
れ
だ
け
聞

こ
え
て
、
そ
の
あ
と
は
ま
た
何
も
聞
こ
え
な
か
っ
た
。
や
が
て
、
こ
ん
ど
は
低
い
ず
っ
し
り
と
し
た
声
が
聞
こ
え
て
来
た
が
、
そ
れ
は
明

ら
か
に
師
利
休
の
声
で
あ
っ
た
。
丁
度
そ
の
時
、
母
屋
の
方
に
人
の
訪
れ
が
あ
り
、
立
ち
上
っ
て
行
か
ね
ぽ
な
ら
な
か
っ
た
の
で
、
利
休

が
い
か
な
る
こ
と
を
話
さ
れ
た
か
を
聞
く
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
あ
の
烈
し
い
叫
ぶ
よ
う
な
声
は
、
だ
か
ら
同
席
の
山
上
宗
二
さ
ん
に

ち
が
い
な
い
。
山
上
宗
二
は
利
休
の
弟
子
と
し
て
頗
る
異
色
あ
る
人
物
で
あ
っ
た
。
日
常
の
行
事
が
そ
う
で
あ
っ
た
の
み
で
な
く
、
そ
の

容
姿
が
既
に
異
相
で
あ
っ
て
、
極
め
て
強
直
な
人
物
で
あ
る
。
小
闘
原
の
北
条
氏
に
仕
え
て
宗
匠
と
し
て
あ
っ
た
が
、
北
条
滅
亡
の
戦
の

際
に
は
、
秀
吉
の
軍
営
に
師
利
休
が
あ
り
、
北
条
の
陣
営
に
は
宗
二
が
あ
っ
て
、
師
弟
対
立
す
る
か
の
よ
う
な
態
勢
に
お
か
れ
た
人
で
あ

る
。
小
田
漂
城
割
落
後
は
出
で
て
秀
吉
に
会
っ
た
が
、
何
か
激
越
な
言
葉
を
の
べ
て
不
興
を
買
い
切
腹
を
命
ぜ
ら
れ
た
。
利
休
も
や
が
て

太
閤
と
の
不
和
の
故
に
自
刃
し
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
二
人
に
と
っ
て
茶
事
は
遊
び
で
は
な
く
、
閑
葛
藤
で
さ
え
も
な
か

っ
た
。
恐
ら
く
利
休
が
言
っ
た
よ
う
に
、
ま
さ
に
刀
な
き
戦
い
の
日
々
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
無
で
は
足
り
な
い
、
無
と
い
う
だ
け
で

は
何
も
な
く
な
ら
な
い
。
凡
て
が
無
と
な
る
は
死
の
故
で
あ
る
。
死
に
よ
っ
て
の
み
無
と
な
る
。
一
そ
の
覚
悟
に
生
き
た
二
人
で
あ
っ

た
。
利
休
の
茶
は
古
田
織
部
に
到
っ
て
㎝
蓋
し
た
と
い
う
。
た
し
か
に
古
織
の
茶
は
世
に
も
豊
か
な
栄
え
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
利
休

及
び
宗
二
の
よ
う
な
烈
し
さ
は
な
か
っ
た
。
こ
の
二
人
に
と
っ
て
は
佗
の
世
界
に
加
え
て
死
が
あ
り
、
た
と
え
予
感
と
し
て
で
あ
っ
て
も
、

生
は
た
え
ず
死
に
よ
っ
て
脅
か
さ
れ
て
い
た
。
死
は
生
に
続
く
が
、
生
は
常
に
死
に
よ
っ
て
迫
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
茶
湯
者
の
生
を

支
配
す
る
も
の
は
死
で
あ
っ
て
無
で
は
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
死
は
凡
て
を
無
に
す
る
が
、
無
は
凡
て
の
も
の
を
無
に
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
そ
れ
が
如
何
に
沈
痛
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
凡
て
を
無
に
帰
せ
し
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
「
無
」
の
軸
を
眺
め
な
が
ら
突
き
立



っ
て
い
た
宗
二
は
、
恰
も
蔭
武
者
の
如
く
み
え
、
恰
も
多
面
多
膏
の
明
王
の
如
く
、
す
さ
ま
じ
く
見
え
た
と
本
覚
坊
は
誌
し
て
い
る
。
宗

二
は
恐
ら
く
利
休
よ
り
も
激
越
の
性
格
者
で
あ
り
、
無
で
は
満
足
し
得
な
い
人
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
利
休
が
戦
国
の
茶
人
で
あ
る
と
す

れ
ば
、
宗
二
は
戦
場
の
茶
湯
老
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
人
々
の
生
に
は
死
が
常
に
支
配
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
申
し
開
き
さ
え
ず
れ
ば
恐
ら

く
許
さ
れ
も
し
た
で
あ
ろ
う
利
休
は
、
　
一
言
の
弁
解
も
な
く
静
か
に
死
に
つ
い
た
の
も
こ
の
故
で
あ
り
、
こ
れ
を
措
い
て
外
に
考
え
よ
う

も
な
い
。
織
田
有
楽
（
信
長
の
弟
）
は
さ
す
が
に
主
筋
に
あ
た
り
「
茶
人
が
茶
人
と
飲
ん
で
も
何
が
面
白
い
」
と
言
っ
て
、
大
阪
城
落
城

の
前
に
既
に
抜
け
出
で
た
人
で
あ
る
。
本
覚
坊
に
向
っ
て
「
心
配
し
な
い
で
も
い
い
、
わ
し
は
腹
は
切
ら
ん
、
腹
を
切
ら
ん
で
も
わ
し
は

茶
人
だ
よ
」
と
い
う
人
で
あ
っ
た
。
有
楽
に
と
っ
て
は
無
と
死
と
の
匿
別
は
な
か
っ
た
が
、
利
休
、
宗
二
、
織
部
ら
に
と
っ
て
は
死
は
無

を
こ
え
て
遙
か
に
高
き
に
あ
っ
た
。

　
し
か
し
死
は
凡
て
の
も
の
を
否
定
す
る
が
、
無
は
そ
れ
自
ら
を
否
定
す
る
。
死
の
否
定
す
る
も
の
は
生
で
あ
る
が
、
無
の
否
定
す
る
の

は
無
そ
の
も
の
で
あ
る
。
無
は
有
を
否
定
す
る
よ
り
も
無
そ
の
も
の
を
否
定
せ
ん
と
す
る
Q
死
は
生
を
断
つ
が
、
無
は
有
を
否
定
す
る
の

み
で
な
く
無
自
ら
を
も
否
定
す
る
。
生
死
を
越
え
る
も
の
は
、
死
で
な
く
無
で
あ
る
と
考
え
得
ぬ
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
意
味
の
無
は
、
有

の
否
定
で
あ
る
の
み
で
な
く
、
無
の
否
定
で
さ
え
も
あ
っ
た
。
有
無
を
越
え
る
も
の
は
死
で
な
く
無
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
無
に
し
て

初
め
て
生
死
を
越
え
得
る
と
す
れ
ぽ
、
宗
二
の
叫
び
は
尚
不
徹
底
で
あ
り
不
当
で
あ
る
と
い
わ
ね
ぽ
な
ら
ぬ
。
茶
人
は
佗
に
徹
し
て
死
に

至
っ
た
が
、
真
人
は
無
を
通
し
て
有
に
か
え
ら
ん
と
す
る
。
茶
人
は
死
に
よ
っ
て
佗
を
大
成
し
よ
う
と
し
た
が
、
禅
匠
は
無
に
徹
し
て
生

き
ん
と
す
る
。
暦
を
折
っ
て
も
尚
生
き
ん
と
し
、
無
に
よ
っ
て
も
有
を
得
ん
と
す
る
の
が
、
達
磨
の
弟
子
で
あ
り
釈
迦
の
末
孫
で
あ
っ
た
。
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THE　OUTLINES　OF　THE　MAIN

　　　ART工C：LES　IN　THIS　ISSUE

7■he　outlineのぐ5Zκんan　al”ti（；16α5　aPPearsゴフ2刀107弓θthan　OηθnUl？めer（ゾthis

magaxine　is　to　be　given　together　with　the　last　instalment　of　the　article．

AnuSaya　und　die　Theorie　der　Zurechnung

won　Tokuryu　Yamauchi

Professor　emeritus　der

Philosophie　an　der

Universitat　Kyoto

　　1）　Mit　dlesem　Aufsatz　und　mit　den　anderen　langjahrigen　Arbeiten

versucht　der　Verfasser，　das　6st1iche　Denken　als　die　Lernma－Methode

（eine　intuitive，　konkrete　Auffassung）　zu　charakterisieren，　und　daraufhin

dieses　vom　westlichen　Logos　zu　unterscheiden．　Wie　hat　aber　dann　dag．

westliche　Denken　seinerseits　fttr　sich　entwickelt？

　　2）　Das　Logos－Denken　hat　als　seine　Stadien　die　Philosophien　nach－

einander　herausgearbeitet，　die　auf　drei　ihm　selbst　immanenten，　1ogischen

Prinzipien　und　deren　Kritiken　gegrtindet　sind；　（i）　Zeno　von　Elea　hat

den　．Satz　der　ldentittit“　（A　ist　A），　den　sein　Lehrer　Parmenides　aufge－

stellt　hatte，　noch　bis　zum　．Satz　des　Widerspruchs“（A　ist　nicht　non－A）

ausgefUhrt，　und　zwar　wegen　der　Verteidigung・　des　．Satzes　der　ldenti－

ttit“　selbst．　（li）　Aber　Kant　hat　dagegen　eingewandt，　indem　er　nach　der

M6glichkeit　des　．synthetischen　Urtei！s　a　priori“，　also　nach　der　M6gli－

chkeit　des　Satzes　．A　ist　B“，　in　seiner　Transzendentalphilosophie　gefragt

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1



hat．　（iii）　Hegel　hat　dann　durch　seine　Dialektik　den　．Satz　des　Wider－

spruchs“　umgekehrt　bis　in　die　These：　．A　ist　zwar　nicht　non－A，　aber

ist　doch　zugleich　auch　non－A“．（iv）　Allerdings　hat　bisher　noch　niemand

im　westlichen　Denken　versucht，　den　．Satz　vom　ausgeschlossenen　Drit－

ten“（A　ist　nur　entweder　B　oder　non－B）　in　die　Lemma－Methode　umzu－

kehren，　womk　man　．Sowohl　A　als　B“　und　ganz　zugleich　．Weder　A

noch　B“　auffassen　k6nnte．　lm　6stlichen　Denken　war　diese　Methode　des

Lemma－Denkens　schon　vo亘Nagarjuna（龍樹）erforscht，　obwohi　dieses

Lemma－Denken　als　solches　bisher　leider　noch　nicht　vervollkommnet

worden　ist．

　　・3）　Der　Verfasser　hat　von　daher　die　Absicht，　auf　solche　Grundrich－

tung　auf　das　Lemma－Denken　noch　konkreter　einzugehen，　dann　diese

noch　genauer　aufzuzeigen，　und　sch！ieBlich　ttber　das　Prob｝em　des　．Grun－

des　des　Seins“　nachzudenken，　．Sein“　bedeutet　hierbel　b！oB　．Sein　als

solches“，　das　schlechth1nnige　Sein，　das　nur　in　sich　selbst，　durch　sich

seibst，　und　von　sich　selbst　aus　ist．　．Sein“　ist　demnach　．Frei－Sein“，　da

solches　．Sein“　auf　Anderes　keine　Beziehung　hat．　．Grund“　bedeutet　keine

Ursache　im　Gegensatz　zu　seiner　Wirkung，　sondern　vielmehr　einen　nicht’

grifndenden　Grund　des　．Seins“．

　　4）　Als　Ausgang　fifr　seine　Er6rterung　von　dieser　Lemma－Methode，

nimmt　der　Verfasser　den　Begr圭鉦”anu6aya“（随眠〔zui瓜en〕：weltliche

Sorgen：　wie　．klega“）　auf．

Wenn　wir　dann　als　eine　Hypothese　das　sanskritische　Prafix　．anu“　im

Begriff　．anugaya“　mit　dem　griechischen　Prtifix　．dvdv“　etymologisch

gleichsetzen　dUrfen，　k6nnten　wir　．anugaya“　eigentlich　nicht　als　Substanz．

bzw．　Wesen　der　weltlichen　．Sorgen“，　sondern　vielmehr　als　deren　Grund．

und　zwar　im　Sinne　des　．nichtgrtindenden　Grundes　des　Seins“　begrelfen．

　　5）　Der　Verfasser　wird　darauffolgend　als　seinen　nachsten　Plan　die

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2



Denkrichtung　auf　das　Lemma－Denken　noch

der　．Zurechnung“．　d．h．　des　．Wesens　der

erproben．

hinsichtlich　des　Problems

wirtschaftlichen　Werte“

　　　　　　Some　Theoretical　Problems　of　‘Communityness’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　in　Community　Studies

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by　Hisao　Naka

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Professor　of　Sociology，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Faculty　of　Letters，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kyoto　University

　　Sociologists　who　study　communities　do　not　agree　on　how　observa－

tions　about　community　phenomena　are　to　be　incorporated　into　socio－

logical　theory．　This　laek　of　agreement　is　the　raison　d’etre　for　this　pa－

per．

　　By　the　term　‘community’　（Gemeinschaft）　we　would　designate　here

that　aspect　of　concrete　social　collectivity　which　is　predominantly　refer－

able　to　common　ties　of　peop！e　as　a　focus　for　social　cohesion．　Based

on　this　definition，　it　is　assumed　that　the　sociological　approach　to　com－

munity　is　main！y　divided　into　two　ways．　We　shall　call　them　as　the

social　property　approach　and　the　social　formation　approach．　ln　the　real

sense　these　two　converge　and　represent　on1y　differences　in　emphasis．

The　former　takes　as　its　major　focus　those　e！ements　of　community　life

which　make　it　as　a　distinctive　mode　of　communa1　cohesion　（commu－

nityness）　in　any　collectivity　of　people．　A　central　problem　of　the　latter

approach　is　that　of　discovery　of　how　variation　in　socia1　or　group
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t

formations　affects　the　communal　relationships　under　investigation．
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