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1
　
は
じ
め
に

　
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
ヨ
：
ロ
ッ
パ
近
代
は
分
裂
の
時
代
だ
っ
た
。
個
人
の
自
由
を
保
持
し
た
う
え
で
、
い
か
に
し
て
こ
の
分
裂
を
克
服
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1
）

す
る
か
一
へ
ー
ゲ
ル
哲
学
は
そ
の
根
本
に
お
い
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
の
投
げ
か
け
る
こ
の
聞
題
と
切
り
結
ん
だ
も
の
だ
っ
た
。
こ
の

こ
と
は
、
彼
が
そ
の
著
書
『
論
理
の
学
』
で
展
開
し
た
存
在
論
に
関
し
て
も
当
て
は
ま
る
。
こ
の
書
に
は
実
体
的
合
一
と
自
由
と
の
統
一

と
い
う
問
題
に
対
す
る
考
察
が
含
ま
れ
て
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
が
人
間
に
突
き
つ
け
た
問
に
抄
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
独
自
の
解
答
を
含
む

も
の
と
し
て
、
そ
れ
は
近
代
の
存
在
論
と
呼
ば
れ
う
る
。
私
は
そ
の
こ
と
を
、
『
論
理
の
学
』
第
二
巻
第
三
編
「
現
実
性
」
の
検
討
を
通

し
て
示
し
た
い
と
思
う
。
こ
の
部
分
は
、
自
由
を
原
理
と
す
る
「
概
念
論
」
へ
の
導
入
を
な
す
も
の
と
し
て
、
自
由
の
生
成
を
叙
述
す
る

箇
所
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
承
認
の
構
造
に
お
い
て
そ
れ
が
成
就
さ
れ
る
の
を
見
る
だ
ろ
う
。

　
し
か
し
そ
う
し
た
考
察
に
入
る
ま
え
に
、
当
の
分
裂
が
そ
の
深
み
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
単
な
る
理
論
上
の
問

題
－
例
え
ば
カ
ン
ト
の
哲
学
で
は
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
の
統
一
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
そ
れ
を
補
わ
ね
ぽ
な
ら
な
い
と
い
う
よ
う
な
学

問
上
の
必
要
性
一
で
は
な
く
、
学
の
根
源
に
あ
り
、
学
そ
の
も
の
を
方
向
付
け
る
「
生
」
の
問
題
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
何
よ
り
、
そ

も
そ
も
こ
う
し
た
問
に
答
え
る
そ
の
へ
：
ゲ
ル
論
理
学
と
は
ど
の
よ
う
な
学
問
な
の
か
、
そ
れ
を
ま
ず
最
初
に
考
え
て
み
な
け
れ
ぽ
な
ら
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な
い
。

　
2
　
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学
の
幽
般
的
特
徴

　
周
知
の
よ
う
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
誓
学
体
系
は
論
理
学
、
自
然
毒
学
、
精
神
哲
学
の
三
部
構
成
を
取
る
。
自
然
哲
学
や
精
神
哲
学
と
い
っ
た

具
体
的
対
象
を
扱
う
分
野
に
先
行
し
て
、
論
理
学
は
そ
れ
ら
を
基
礎
づ
け
る
純
粋
な
思
惟
を
扱
う
部
分
だ
と
さ
れ
る
。
こ
こ
か
ら
す
る
と
、

そ
れ
は
カ
ン
ト
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
論
の
課
題
を
引
き
継
い
だ
も
の
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
も
ち
ろ
ん
両
者
の
問
に

は
違
い
も
あ
る
。
そ
の
違
い
を
二
つ
だ
け
挙
げ
て
み
よ
う
。

　
伝
統
的
論
理
学
の
判
断
表
の
中
に
し
か
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
認
め
な
か
っ
た
カ
ン
ト
と
違
い
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
人
聞
の
用
い
る
言
語
の
至
る
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

に
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
る
。
そ
こ
で
彼
の
論
理
学
も
哲
学
史
上
の
諸
概
念
、
さ
ま
ざ
ま
な
学
問
で
用
い
ら
れ
る
カ
テ
ゴ

リ
ー
を
含
む
こ
と
に
な
る
。
へ
1
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
「
物
自
体
」
や
「
絶
対
者
」
さ
え
も
思
惟
の
カ
テ
ゴ
リ
1
の
｝
つ
に
す
ぎ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

あ
る
い
は
、
「
思
惟
の
外
」
と
い
う
規
定
す
ら
思
惟
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
彼
の
考
え
で
は
、
思
惟
の
領
域
は
万
有

を
覆
う
の
で
あ
る
。
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
網
羅
し
、
そ
れ
ら
の
間
の
根
源
細
結
び
つ
き
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
へ
1
ゲ
ル
論
理
学
は
そ
う
し

た
人
間
的
思
惟
の
全
領
野
の
縮
図
た
ら
ん
と
す
る
。
そ
う
し
て
全
体
者
の
表
現
で
あ
ろ
う
と
す
る
。
論
理
学
が
「
自
然
と
一
人
の
有
限
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

精
神
の
創
造
以
前
の
永
遠
の
本
性
に
お
け
る
神
の
叙
述
」
と
呼
ば
れ
る
の
も
、
こ
の
文
脈
に
お
い
て
で
あ
る
。

　
ま
た
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
導
出
の
方
法
に
関
し
て
も
カ
ン
ト
を
批
判
す
る
。
カ
ン
ト
は
伝
統
的
論
理
学
の
判
断
表
か
ら
カ
テ

ゴ
リ
ー
を
導
出
し
た
が
、
こ
れ
で
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
聞
の
意
味
の
つ
な
が
り
は
解
明
さ
れ
ず
、
ま
た
哲
学
の
自
立
性
も
保
障
さ
れ
な
い
。
こ

れ
に
対
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
が
示
し
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
導
出
の
方
法
は
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
使
っ
て
み
る
こ
と
、
実
際
に
思
惟
を
遂
行
し
て
み
る
こ

と
で
あ
る
。
実
際
に
思
惟
を
遂
行
し
て
、
そ
の
カ
テ
．
雛
り
一
で
思
惟
で
き
る
限
界
ま
で
進
む
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
強
い
確
信
に
よ
れ
ば
そ
の
限

界
は
た
だ
の
終
わ
り
で
は
な
く
、
新
た
な
始
ま
り
を
含
む
。
だ
か
ら
、
思
惟
の
遂
行
は
次
の
段
階
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
へ
と
進
ん
で
い
く
こ
と



が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
思
惟
の
遂
行
に
よ
っ
て
次
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
の
つ
な
が
り
が
経
験
さ
れ
る
の
と
同
時
に
、
あ
る
カ
テ
ゴ

リ
ー
の
有
効
性
と
そ
の
限
界
が
解
明
さ
れ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学
は
、
思
惟
の
遂
行
を
通
し
て
思
惟
の
妥
当
性
を
測
り
、
そ
の
こ
と
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

っ
て
実
在
の
諸
相
を
開
示
す
る
、
パ
ー
フ
ォ
…
マ
テ
ィ
ヴ
な
認
識
…
論
で
あ
り
、
存
在
論
な
の
で
あ
る
。

　
考
え
て
み
て
、
行
き
詰
ま
っ
て
、
そ
の
失
敗
か
ら
学
ん
で
新
た
に
ま
た
や
っ
て
み
る
一
へ
ー
ゲ
ル
の
論
理
学
は
こ
う
し
た
思
惟
の
経

験
の
記
録
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
『
精
神
の
現
象
学
』
と
同
様
、
『
論
理
の
学
』
も
ま
た
思
惟
の
ビ
ル
ド
ゥ
ン
グ
ス
ロ
マ
ン
と
い
う
性
格

　
　
　
　
　
（
6
）

を
持
つ
と
言
え
る
。
読
者
は
成
長
し
て
い
く
思
惟
の
経
験
を
追
体
験
す
る
。

　
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学
は
諸
カ
テ
ゴ
リ
ー
か
ら
織
り
な
さ
れ
た
純
粋
な
思
惟
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
読
者
は

こ
の
ネ
ッ
ト
ワ
：
ク
を
隈
無
く
旅
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
根
源
的
な
統
一
を
経
験
し
、
純
粋
相
に
お
け
る
絶
対
者
を
認
識
す
る
。
こ
う
し
た

特
徴
を
持
つ
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学
が
近
代
の
問
と
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
る
の
か
は
必
ず
し
も
自
明
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
カ

テ
ゴ
リ
ー
の
組
織
化
を
通
じ
て
絶
対
者
を
認
識
す
る
と
い
う
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
、
「
絶
薄
雪
が
意
識
に
薄
し
て
構
成
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

（
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

い
」
と
い
う
命
法
を
哲
学
の
課
題
と
し
た
イ
エ
ナ
初
期
の
思
想
を
引
き
継
ぐ
も
の
と
し
て
見
る
な
ら
、
事
情
は
変
わ
っ
て
く
る
。
イ
エ
ナ

初
期
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
近
代
が
提
示
す
る
課
題
を
、
学
以
前
的
で
学
の
根
源
に
存
す
る
「
生
」
の
連
関
に
お
い
て
語
り
、
そ
れ
と
哲
学
の
生

成
と
の
内
的
連
関
を
語
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
も
、
『
論
理
の
学
』
の
テ
キ
ス
ト
の
検
討
に
は
い
る
前
に
、
い
っ
た
ん
そ
の
こ
ろ

に
立
ち
戻
り
、
近
代
問
題
の
内
実
を
押
さ
え
た
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学
が
ま
さ
に
近
代
問
題
そ
の
も
の
の
中
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
こ
と
を

わ
れ
わ
れ
は
知
る
だ
ろ
う
。

　
3
　
分
裂
と
論
理
学
の
課
題

　
『
フ
ィ
ヒ
テ
と
シ
ェ
リ
ン
グ
の
哲
学
体
系
の
差
異
』
に
お
い
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
分
裂
が
哲
学
へ
の
欲
求
の
源
泉
で
あ
る
と
言
う
。
分
裂

の
た
だ
中
に
あ
る
が
ゆ
え
に
、
人
は
失
わ
れ
た
調
和
や
統
一
を
求
め
る
。
哲
学
は
そ
の
要
求
に
応
え
、
調
和
的
な
全
体
性
を
回
復
し
な
け
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九
こ

れ
ぽ
な
ら
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
分
裂
と
は
そ
も
そ
も
い
か
な
る
事
態
な
の
だ
ろ
う
か
。

　
分
裂
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
た
め
に
は
、
分
裂
し
て
い
な
い
状
態
を
思
い
浮
か
べ
る
必
要
が
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
生
命
体
の
よ
う
な
ま
と
ま

り
あ
る
全
体
を
統
一
の
モ
デ
ル
と
し
て
い
る
。
生
き
物
の
部
分
を
切
り
取
れ
ば
、
そ
の
部
分
は
も
は
や
生
き
物
で
は
な
く
死
物
と
化
す
よ

う
に
、
有
機
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
も
の
は
そ
の
連
関
を
離
れ
れ
ば
存
立
で
き
な
い
。
連
関
関
係
が
関
係
項
に
対
し
て
先
行
す
る
よ
う
に

な
っ
て
初
め
て
こ
れ
を
有
機
的
関
連
と
呼
び
う
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
的
・
社
会
的
形
象
が
そ
う
し
た
有
機
的
連
関
を
持
ち
、
互
い
に
結

び
つ
け
ら
れ
て
い
る
な
ら
、
そ
れ
ら
は
全
体
的
調
和
や
統
一
を
体
現
し
て
い
る
と
言
え
る
。
へ
1
ゲ
ル
は
こ
う
し
た
全
体
的
調
和
を
「
絶

対
者
」
と
呼
び
、
そ
れ
を
体
現
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
形
象
を
「
絶
対
者
の
現
象
」
と
呼
ぶ
。

　
と
こ
ろ
が
文
明
の
現
段
階
に
お
い
て
は
、
本
来
絶
対
者
の
現
象
で
あ
る
も
の
が
分
化
・
固
定
化
さ
れ
、
絶
対
者
か
ら
引
き
離
さ
れ
て
し

ま
っ
て
い
る
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
指
摘
す
る
。
本
来
絶
対
者
の
統
一
の
な
か
に
あ
る
は
ず
の
諸
部
分
が
そ
の
統
一
か
ら
解
き
放
た
れ
、
バ
ラ
バ

ラ
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
う
な
っ
て
し
ま
う
と
、
そ
れ
ら
は
、
人
間
と
絶
対
者
の
間
に
横
た
わ
り
、
両
者
の
間
を
遮
る
構
築
物
と

化
す
。
こ
れ
は
単
な
る
学
理
上
の
問
題
で
は
な
く
、
人
間
の
生
そ
の
も
の
の
あ
り
方
に
関
わ
る
事
態
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
態
を

ヘ
ー
ゲ
ル
は
次
の
よ
う
に
言
い
表
し
て
い
る
。

　
　
「
悟
性
の
打
ち
立
て
る
建
造
物
が
堅
固
で
輝
か
し
い
も
の
と
な
れ
ば
な
る
だ
け
、
こ
の
建
造
物
か
ら
抜
け
出
し
自
由
を
求
め
よ
う
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
　
す
る
生
の
努
力
は
活
発
に
な
る
。
生
は
そ
の
建
造
物
の
な
か
に
部
分
と
し
て
囚
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」
。

　
生
は
堅
固
な
講
築
物
の
中
で
自
由
も
な
く
囚
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
堅
固
（
h
Φ
ω
け
）
と
い
う
形
容
詞
こ
そ
、
生
の
い
き
い
き
し
た
連
関
に

対
す
る
こ
こ
で
の
対
立
語
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
固
く
こ
わ
ば
っ
た
状
態
を
生
き
生
き
し
た
運
動
の
中
に
も
た
ら
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
は
生
の
内
か
ら
の
要
求
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
叡
知
界
と
実
在
界
の
既
成
化
し
た
存
在
O
ω
≦
。
幻
惑
ω
①
ぎ
を
生
成
≦
①
凱
雪
と
し
て
捉

　
　
（
1
0
）

え
る
試
み
」
で
あ
る
。
こ
の
試
み
は
絶
対
者
と
い
う
根
源
的
統
一
と
諸
部
分
を
結
び
つ
け
る
と
い
う
形
で
遂
行
さ
れ
る
。
先
に
述
べ
た

「
絶
対
者
が
意
識
に
対
し
て
構
成
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
課
題
は
、
こ
れ
を
定
式
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
わ
れ
お
れ
は
そ
れ
が
生



そ
の
も
の
の
内
奥
の
必
要
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
定
式
さ
れ
た
課
題
に
は
実
は
矛
盾
が
潜
ん
で
い
る
。
絶
対
者
が
意
識
に
対
し
て
構
成
さ
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
意

　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

識
に
対
す
る
も
の
と
な
り
、
定
義
上
絶
対
者
た
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
こ
と
を
十
分
自
覚
し
て
い
る
。
絶
射

老
が
意
識
に
対
し
て
構
成
さ
れ
る
た
め
に
は
、
絶
対
者
が
反
省
的
思
惟
の
対
象
と
な
ら
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
絶
対
者
が
雑
器
者
で

あ
る
か
ら
に
は
こ
の
反
省
的
思
惟
と
絶
対
者
と
の
区
別
自
体
が
そ
の
都
度
廃
棄
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
反
省
は
自
己
を
否
定
す
る
も
の
で

な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
、
反
省
が
揚
棄
さ
れ
た
ま
ま
な
ら
、
そ
れ
は
す
べ
て
の
牛
が
真
っ
黒
と
な
る
暗
闇
よ
ろ
し

く
、
意
識
化
さ
れ
得
な
い
だ
ろ
う
。
反
省
は
や
は
り
必
然
的
な
契
機
な
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
『
差
異
論
文
』
の
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
問
題
に
十
分
な
解
答
を
与
え
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
。
こ
こ
で
は
対
立
の
揚

棄
と
い
う
点
が
中
心
に
据
え
ら
れ
、
対
立
の
再
興
の
側
面
が
な
お
ざ
り
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
課
題
に
『
論
理
の
学
』
の
な
か
で
応
え
て

い
る
部
分
が
、
第
二
巻
第
三
編
「
現
実
性
」
に
他
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
わ
れ
わ
れ
も
こ
の
箇
所
の
検
討
を
し
て
み
よ
う
。
こ
の
自
ら
の
主

著
の
中
で
、
成
熟
し
た
ヘ
ー
ゲ
ル
は
若
き
日
の
宿
題
に
ど
の
よ
う
な
答
え
を
出
す
だ
ろ
う
か
。

　
4
　
「
現
実
性
」
の
「
本
質
論
」
内
部
で
の
位
置

　
ま
ず
、
「
現
実
性
」
と
い
う
部
分
が
第
二
巻
「
本
質
論
」
全
体
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
位
置
を
し
め
る
か
を
見
て
お
き
た
い
。
「
本
質

論
」
は
第
一
編
「
自
己
内
反
省
と
し
て
の
本
質
」
、
第
二
編
「
現
象
」
、
そ
し
て
第
三
編
「
現
実
性
」
と
い
う
構
成
を
取
っ
て
い
る
。
へ
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

ゲ
ル
に
よ
れ
ば
「
本
質
論
」
は
こ
れ
ま
で
の
形
而
上
学
と
諸
科
学
の
概
念
を
扱
う
部
分
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
で
扱
わ

れ
て
い
る
学
問
の
性
質
に
即
し
て
こ
れ
ら
の
編
の
内
容
を
お
さ
え
て
お
こ
う
。

　
第
一
編
「
自
己
内
反
省
と
し
て
の
本
質
」
は
同
一
性
、
差
異
性
、
矛
盾
、
根
拠
と
い
っ
た
概
念
を
扱
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
伝
統
的
論

理
学
が
扱
っ
て
き
た
テ
ー
マ
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
こ
こ
で
論
じ
ら
れ
る
の
は
射
象
を
そ
の
内
的
・
論
理
的
形
式
に
即
し
て
考
察
す
る
反

　
　
　
　
近
代
の
存
在
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
三
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省
的
思
考
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
第
二
編
「
現
象
」
に
お
い
て
は
、
物
、
現
象
、
法
則
と
い
っ
た
概
念
が
扱
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、

所
与
の
事
物
を
前
提
し
、
そ
の
事
物
相
互
の
関
係
の
分
析
を
通
じ
て
法
則
性
を
見
つ
け
よ
う
と
す
る
説
明
科
学
の
思
考
が
対
象
と
さ
れ
る
。

第
一
編
に
お
い
て
は
、
事
物
の
形
式
的
・
内
的
考
察
を
通
し
て
、
そ
の
事
物
の
実
存
可
能
性
が
追
及
さ
れ
る
の
で
、
そ
れ
は
い
わ
ぽ
内
か

ら
外
へ
と
向
か
う
思
惟
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
第
二
編
は
そ
の
逆
で
、
外
的
事
物
か
ら
出
発
し
て
そ
れ
の
内
的
本
質
と
し
て
の
法
則

の
確
定
に
向
か
う
、
外
か
ら
内
へ
の
思
惟
の
運
動
が
考
察
さ
れ
る
。

　
第
三
編
「
現
実
性
」
は
こ
れ
ら
の
両
方
向
の
統
一
と
し
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
、
カ
ン
ト
、
フ
ィ
ヒ
テ
等
の
哲
学
が
考
察
さ
れ
て
い
る
。
現
実

的
な
物
は
直
接
与
え
ら
れ
て
い
る
外
的
事
物
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
同
時
に
内
的
本
質
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
物
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
内

な
る
本
質
の
現
れ
と
し
て
の
外
な
る
物
が
こ
こ
で
は
考
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ヴ
ェ
ル
フ
レ
が
言
う
よ
う
に
、
ゲ
；
テ
の
自
然

観
を
概
念
化
し
た
も
の
だ
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
彼
の
紹
介
す
る
次
の
ゲ
ー
テ
の
言
葉
は
、
た
し
か
に
こ
こ
で
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
考
え
の

表
現
と
し
て
も
そ
の
ま
ま
通
用
す
る
。

　
　
「
最
高
の
こ
と
は
、
事
実
的
な
も
の
が
す
で
に
し
て
理
論
で
あ
る
こ
と
を
把
握
す
る
こ
と
だ
。
空
の
青
さ
は
色
彩
論
の
根
本
法
則
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
　
わ
れ
わ
れ
に
開
示
す
る
。
現
象
の
背
後
に
な
に
か
を
求
め
て
も
何
も
見
い
だ
せ
な
い
。
現
象
そ
れ
事
態
が
学
理
な
の
だ
」
。

　
こ
う
し
た
む
き
出
し
の
リ
ア
リ
テ
ィ
と
で
も
い
っ
た
も
の
が
へ
！
ゲ
ル
の
扱
う
現
実
性
で
あ
る
。
彼
は
「
現
実
性
」
を
三
つ
の
章
に
分

け
て
論
じ
て
い
る
。
「
絶
対
巻
」
、
「
現
実
性
」
、
そ
し
て
「
絶
対
的
相
関
」
の
三
章
で
あ
る
。

　
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
分
析
さ
れ
て
い
る
か
を
見
て
い
こ
う
。

5
　
絶
対
者
の
構
造

内
的
本
質
と
外
的
・
直
接
的
存
在
と
を
力
動
的
に
統
一
し
た
も
の
と
し
て
の
全
体
が
、
こ
こ
で
問
題
と
さ
れ
る
「
絶
対
者
」
で
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ぽ
、
こ
の
絶
対
者
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
実
体
の
概
念
に
対
応
す
る
も
の
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
扱
わ
れ
る
絶



対
者
の
概
念
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
実
体
概
念
の
正
確
な
叙
述
で
は
な
い
。
絶
対
老
の
概
念
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
思
想
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
も
、
ヘ
ー

ゲ
ル
独
自
の
立
揚
か
ら
の
改
変
を
受
け
て
い
る
。
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
改
変
な
の
か
、
実
際
に
絶
対
老
の
概
念
に
関
す
る
叙
述
を
追
っ
て

み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
絶
対
者
と
い
う
こ
と
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
ど
う
い
う
事
態
を
理
解
し
て
い
た
の
か
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
上
で
ヒ
ン
ト
と
な
る
テ
キ
ス
ト

が
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
現
実
性
」
の
章
の
冒
頭
の
部
分
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
絶
対
者
を
捉
え
る
働
き
が
絶
対
者
自
身

に
と
っ
て
外
的
な
反
省
と
い
う
形
態
を
と
る
こ
と
を
振
り
返
り
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
　
「
〔
絶
尉
者
の
〕
開
陳
は
次
の
よ
う
な
外
的
な
反
省
と
し
て
現
れ
た
。
そ
れ
〔
つ
ま
り
外
的
反
省
〕
は
、
自
分
の
側
に
見
出
さ
れ
た

　
　
も
の
と
し
て
直
接
的
な
も
の
を
持
っ
て
い
る
。
同
時
に
そ
れ
は
こ
の
直
接
的
な
も
の
の
絶
対
者
へ
の
運
動
な
い
し
関
係
で
あ
る
。
外

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
　
的
反
省
と
し
て
、
反
省
は
直
接
的
な
も
の
を
絶
対
老
へ
と
連
れ
戻
し
、
単
な
る
様
態
と
し
て
規
定
す
る
」
。

　
こ
こ
で
は
外
的
反
省
が
「
直
接
的
な
も
の
」
を
見
繕
し
、
そ
れ
を
「
絶
対
者
」
へ
と
還
元
す
る
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
基
本

的
に
は
、
直
接
的
な
外
的
事
物
を
そ
の
内
的
本
質
と
し
て
の
絶
尉
者
に
関
係
づ
け
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
絶
対
者
の
本
性
上
、
そ
れ

は
単
な
る
本
質
と
存
在
と
の
関
係
に
は
尽
く
さ
れ
な
い
。

　
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
絶
対
者
と
は
存
在
と
本
質
と
の
統
一
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
絶
対
者
は
た
だ
有
限
な
事
物
と
対
立
す
る
だ
け

で
は
な
く
、
こ
の
有
限
な
事
物
を
含
む
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
様
に
、
有
限
な
事
物
は
絶
対
者
と
関
わ
る
限
り
、
そ
れ
自
体
に

お
い
て
絶
対
者
に
含
ま
れ
て
し
ま
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
換
言
す
れ
ぽ
、
有
限
な
事
物
は
そ
れ
自
体
手
薄
者
の
現
れ
で
な
け
れ
ぽ

な
ら
な
い
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
二
極
的
対
立
は
、
こ
の
よ
う
な
、
対
立
項
の
そ
れ
ぞ
れ
が
相
手
を
含
ん
で
い
る
よ
う
な
傘
立
な
の
で
あ

る
。
そ
れ
で
は
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
う
し
た
関
係
が
ど
の
よ
う
に
成
り
立
つ
と
考
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
そ
れ
を
理
解
す
る
鍵
は
絶
対
者
を
葡
に
し
た
と
き
の
有
限
な
事
物
の
存
在
論
的
ス
テ
ー
タ
ス
に
あ
る
。
有
限
な
事
物
は
す
べ
て
規
定
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

れ
て
お
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は
「
規
定
は
一
般
に
否
定
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
有
限
な
事
物
が
絶
対
者
の
絶
対
的
統
一
に

　
　
　
　
近
代
の
存
在
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
五
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連
れ
戻
さ
れ
る
た
め
に
は
、
こ
の
否
定
が
再
び
否
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
有
限
な
事
物
は
否
定
さ
れ
る
こ
と
で
、
絶
対
者
と
の
関
わ
り

を
示
す
。
絶
対
者
は
す
べ
て
の
規
定
の
否
定
と
し
て
現
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
、
す
べ
て
の
有
限
な
事
物
は
絶
対
者
に
対
し
て
「
仮
象
ω
畠
①
ヨ
」
と
見
な
さ
れ
る
。
こ
の
仮
象
と
い
う
あ
り
方
こ
そ
、
絶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

対
者
と
有
限
な
事
物
の
問
の
不
即
不
離
の
関
係
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
仮
象
で
あ
る
と
は
絶
薄
者
で
な
い
こ
と
に
他
な
ら
な
い
が
、

こ
の
否
定
的
関
係
そ
れ
自
体
が
絶
対
者
と
の
関
わ
り
な
の
で
あ
る
。
否
定
さ
れ
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、
有
限
な
事
物
が
な
け
れ
ぽ
な
ら
な

い
。
た
し
か
に
こ
の
段
階
で
は
絶
対
者
と
有
限
な
事
物
は
区
別
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
絶
対

者
を
か
い
ま
見
せ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
へ
1
ゲ
ル
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
　
「
仮
象
は
、
絶
対
者
が
そ
の
う
ち
で
映
現
す
る
。
・
畠
色
韓
限
り
で
、
仮
象
な
の
で
あ
る
」
。

　
こ
の
否
定
関
係
が
絶
対
者
と
有
限
な
事
物
と
の
不
即
不
離
の
関
係
の
具
体
相
で
あ
る
。
仮
象
と
は
自
分
の
無
を
通
じ
て
絶
対
者
を
示
す

も
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
の
絶
対
者
の
写
し
な
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
、
絶
対
者
は
す
べ
て
の
有
限
な
も
の
を
否
定
し
つ
く
す
絶
対
的
統
一
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
こ
の
規
定
に
注
黙
す
る
限
り
、

す
べ
て
の
規
定
は
こ
の
絶
紺
者
に
と
っ
て
外
的
な
も
の
と
見
え
る
。
こ
の
項
の
冒
頭
で
見
た
よ
う
に
、
有
限
な
事
物
と
の
二
極
的
対
立
関

係
も
、
絶
対
者
そ
れ
自
身
に
と
っ
て
は
外
的
な
も
の
に
蓄
え
る
。
こ
こ
に
は
『
差
異
論
文
』
と
岡
じ
問
題
、
絶
対
者
と
反
省
と
の
関
係
と

い
う
問
題
が
改
め
て
現
れ
て
い
る
。
こ
の
問
題
に
臆
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
ど
の
よ
う
な
解
答
を
与
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
6
　
絶
対
者
と
反
省

　
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
絶
紺
者
は
す
べ
て
の
規
定
を
否
定
し
た
星
章
的
統
｝
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、

絶
対
的
同
一
性
も
そ
れ
自
身
一
つ
の
「
規
定
」
で
あ
る
こ
と
に
注
意
を
促
す
。
彼
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
　
「
単
に
絶
対
的
な
自
己
同
一
性
と
し
て
絶
対
者
は
規
定
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
同
一
的
な
も
の
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
の

こ
う



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
　
し
て
、
絶
対
者
は
反
省
に
よ
っ
て
対
立
な
い
し
多
様
に
対
立
し
て
定
立
さ
れ
て
い
る
」
。

　
こ
こ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
は
同
一
性
自
体
が
一
つ
の
規
定
で
あ
り
、
そ
う
し
た
も
の
と
し
て
、
有
限
な
事
物
に
対
立
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ

と
を
主
張
し
て
い
る
。
こ
れ
は
結
局
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
同
一
性
が
対
立
関
係
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
抽
象
的
な
同
一
性
で
は
な
い
こ
と

を
示
す
も
の
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
絶
対
者
の
持
つ
絶
薄
的
同
一
性
は
、
有
限
な
も
の
ど
も
を
否
定
す
る
と
い
う
動

的
な
あ
り
方
に
お
い
て
初
め
て
実
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
絶
紺
者
は
こ
の
否
定
の
運
動
を
離
れ
た
静
的
な
も
の
と
し
て
存
在
す
る
の

で
は
な
い
。
動
的
な
も
の
と
し
て
の
絶
対
者
は
、
常
に
否
定
さ
れ
る
も
の
と
の
関
わ
り
を
示
す
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
、
絶
対
的
同
一
性
と
し
て
す
べ
て
の
対
立
か
ら
解
放
さ
れ
、
そ
れ
故
い
か
な
る
規
定
も
持
た
な
い
か
に
見
え
た
絶
対
者
は
、

ま
さ
に
そ
の
同
一
性
と
い
う
規
定
の
た
め
に
有
限
な
も
の
と
の
対
立
関
係
に
立
つ
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
こ
こ
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
絶
対
老
と

反
省
と
の
関
係
に
つ
い
て
一
つ
の
洞
察
を
得
る
。
先
に
は
反
省
の
立
て
る
区
劉
は
絶
対
者
に
と
っ
て
外
的
な
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見

え
た
。
し
か
し
、
実
は
そ
う
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
絶
対
者
が
動
的
同
一
性
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
こ
の
区
別
は
絶
対
者
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

も
の
の
中
に
組
み
込
ま
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
絶
対
者
に
と
っ
て
反
省
が
外
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
つ
ま
り
、
絶
対
者
と
反
省
と
の

間
に
区
別
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
区
別
は
実
は
絶
対
者
自
身
の
動
性
に
と
っ
て
必
然
的
構
成
要
素
で
あ
る
。
だ
か

ら
こ
そ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
次
の
よ
う
に
言
い
得
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

　
　
「
反
省
が
絶
対
者
に
と
っ
て
外
的
で
あ
る
ゆ
え
に
、
反
省
は
絶
対
者
に
と
っ
て
内
的
で
あ
る
」
。

　
こ
う
し
て
、
絶
対
老
と
反
省
と
の
関
係
に
関
す
る
困
難
は
一
応
取
り
除
か
れ
る
。
し
か
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
考
察
は
こ
れ
で
は
終
わ
ら
な

い
。
彼
は
、
反
省
の
立
て
る
対
立
関
係
と
同
一
性
の
関
係
を
さ
ら
に
具
体
化
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
対
立
関
係
に
よ
っ
て
規
定
を
受
け
た

絶
対
者
が
次
の
考
察
対
象
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
属
性
〉
件
三
げ
暮
」
で
あ
る
。

近
代
の
存
在
論

九
七
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7
　
属
性
と
様
態

　
前
節
で
見
た
よ
う
に
、
属
性
と
は
あ
る
規
定
に
お
か
れ
た
絶
対
者
の
こ
と
で
あ
る
。
問
題
は
こ
こ
で
言
わ
れ
る
規
定
が
ど
の
よ
う
な
も

の
か
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
考
察
か
ら
私
は
こ
こ
に
二
つ
の
規
定
を
指
摘
で
き
る
と
思
う
。
　
一
つ
は
い
う
ま
で
も
な
く
同
一
性
と
い
う
規

定
で
あ
る
。
そ
し
て
も
う
一
つ
は
多
様
と
い
う
規
定
で
あ
る
。
同
一
性
が
絶
対
者
の
規
定
た
り
う
る
こ
と
に
つ
い
て
は
も
は
や
改
め
て
言

う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
が
、
多
様
も
ま
た
絶
対
者
の
形
式
で
あ
り
得
る
。
前
節
で
の
考
察
で
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
多
様
は
自
分
が
否
定
さ

れ
る
こ
と
を
通
じ
て
絶
対
者
を
か
い
ま
見
せ
る
媒
体
と
し
て
の
働
き
を
持
つ
。
換
言
す
れ
ぽ
、
絶
対
者
は
多
様
の
も
と
に
映
現
す
る
の
で

あ
る
。
こ
う
し
て
、
こ
こ
で
属
性
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
は
、
同
一
性
と
し
て
の
絶
謹
話
と
、
有
限
な
事
物
の
多
様
の
も
と
に
映
現
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

る
絶
鮒
者
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
れ
は
、
絶
対
者
が
多
様
の
否
定
と
し
て
把
握
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
含
意
さ
れ
て
い
た
事
態
だ
と
奮
え
る
。
も
し
絶
鰐
者
が
有
限
な

も
の
の
多
様
を
超
越
し
、
有
限
な
も
の
の
世
界
と
独
立
に
存
在
し
て
い
る
な
ら
ば
、
世
界
が
い
っ
た
ん
超
越
さ
れ
て
し
ま
え
ぽ
、
そ
れ
で

絶
尉
者
へ
と
む
か
う
運
動
は
終
局
す
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
絶
対
者
は
単
純
に
世
界
を
超
越
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た

絶
対
者
が
世
界
に
単
純
に
内
在
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
有
限
な
事
物
の
世
界
は
、
否
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
絶
対
者
を

示
し
て
い
る
。
世
界
は
、
い
わ
ぽ
、
他
性
に
お
け
る
絶
対
老
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
、
属
性
と
は
、
絶
諜
者
自
身
が
示
す
運
動
の
あ
る
局
面
を
取
り
出
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
絶
対
者
は
自
ら

を
有
限
な
事
物
の
世
界
と
の
対
立
へ
と
突
き
放
し
、
こ
の
対
立
を
否
定
し
て
絶
対
的
同
一
性
を
再
興
す
る
。
函
式
化
す
れ
ば
、
こ
こ
で
の

運
動
は
「
一
↓
一
と
多
の
対
立
↓
一
」
と
い
う
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
こ
の
絶
薄
的
同
一
性
こ
そ
が
絶
対
老
の
本
性
で
あ
り
、
こ
れ
に

対
し
て
、
対
立
の
相
は
非
本
質
的
な
否
定
さ
れ
る
べ
き
局
面
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
意
殊
で
へ
！
ゲ
ル
は
次
の
よ
う

に
言
う
。

　
　
「
そ
れ
が
〔
絶
対
老
に
と
っ
て
〕
外
的
な
も
の
で
あ
れ
内
的
な
も
の
で
あ
れ
、
絶
対
者
が
そ
れ
を
通
じ
て
属
性
と
な
る
と
こ
ろ
の
形



　
　
式
は
、
そ
れ
自
体
に
お
い
て
空
虚
な
も
の
と
し
て
、
外
的
な
仮
象
と
し
て
、
あ
る
い
は
単
な
る
あ
り
方
＞
N
け
墨
磨
≦
Φ
奮
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

　
　
定
立
さ
れ
て
い
る
」
。

　
こ
の
よ
う
に
、
対
立
の
相
は
あ
く
ま
で
否
定
さ
れ
る
べ
き
相
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
絶
対
的
同
一
に
と
っ
て
否
定
さ
れ
る
べ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

他
在
で
あ
る
。
こ
れ
を
絶
澱
的
同
一
性
か
ら
切
り
離
し
て
そ
れ
だ
け
単
独
で
見
た
も
の
が
「
様
態
鼠
。
含
ω
」
で
あ
る
。

　
様
態
の
概
念
に
よ
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
が
考
え
て
い
る
も
の
は
有
限
な
も
の
の
多
様
で
あ
る
。
こ
の
様
態
の
概
念
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
定
義
し
た

そ
れ
に
近
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
　
「
様
態
は
、
絶
対
者
の
自
己
外
存
在
〉
三
巴
Q
霞
。
。
甘
ゴ
ω
o
貯
で
あ
る
。
多
様
に
お
い
て
、
絶
対
者
は
存
在
の
変
化
と
偶
然
性
の
内
に
失

　
　
　
　
（
2
2
）

　
　
わ
れ
る
」
。

　
こ
の
よ
う
に
様
態
は
絶
対
者
に
と
っ
て
外
的
な
も
の
と
し
て
語
ら
れ
る
。
し
か
し
、
様
態
は
絶
対
者
に
と
っ
て
外
的
な
も
の
に
と
ど
ま

る
も
の
で
も
な
い
。
こ
れ
ま
で
も
た
び
た
び
見
て
き
た
よ
う
に
、
絶
対
者
の
持
つ
絶
対
的
同
一
性
は
、
多
様
を
否
定
す
る
運
動
に
よ
っ
て

初
め
て
成
立
す
る
動
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
動
性
を
表
現
す
る
た
め
に
、
絶
対
者
は
「
自
己
に
等
し
い
存
在
者
“
霧
ω
ざ
げ
O
或
。
7

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

ω
⑦
ざ
a
。
」
で
は
な
く
、
「
自
己
を
等
し
く
た
て
る
も
の
畠
ω
。
。
凶
島
。
。
g
げ
舞
9
①
凶
。
房
①
§
巳
。
」
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
様

態
は
、
絶
対
者
の
同
等
性
が
成
り
立
つ
た
め
の
不
可
欠
の
要
素
で
あ
る
。

　
そ
し
て
こ
こ
に
は
再
び
反
省
と
絶
対
者
と
の
関
係
を
考
え
る
ヒ
ン
ト
が
あ
る
。
次
に
そ
れ
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。

　
8
　
示
し
と
し
て
の
存
在

　
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
様
態
は
絶
対
者
に
と
っ
て
単
に
外
的
な
も
の
で
は
な
く
、
絶
討
者
そ
の
も
の
で
あ
る
同
一
性
が
生
じ
る
運
動
の

要
素
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
さ
ら
に
、
こ
の
運
動
が
実
は
様
態
の
概
念
そ
れ
自
体
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。

　
様
態
は
幣
串
者
に
と
っ
て
外
的
な
も
の
と
規
定
さ
れ
た
。
様
態
は
偶
然
的
で
、
空
虚
な
も
の
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
実
は
こ
の
空
虚
さ

　
　
　
　
近
代
の
存
在
論
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に
意
味
が
あ
る
。
空
虚
で
あ
る
と
は
そ
こ
に
絶
対
者
が
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
単
な
る
否
定
で
は
な
く

欠
如
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
い
な
い
も
の
と
の
関
係
を
含
ん
で
い
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ぽ
、
様
態
を
空
虚
と
見
な
す
こ
と
自
体
が
意
味
を
失

う
。
そ
れ
は
た
だ
の
存
在
者
に
す
ぎ
な
く
な
る
。
様
態
の
空
虚
さ
は
絶
対
者
を
、
陰
画
が
陽
画
を
問
接
的
に
示
す
よ
う
に
示
す
の
で
あ
る
。

強
い
表
現
を
用
い
る
な
ら
、
様
態
に
お
い
て
絶
対
者
は
不
在
と
い
う
仕
方
で
現
在
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
様
態
は
そ
れ
自
体
に
お
い

て
絶
対
者
を
示
し
て
い
る
。
様
態
は
そ
れ
自
体
、
絶
対
者
の
「
自
己
開
示
魯
ω
ω
一
魯
○
題
雪
冨
3
湊
」
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
の
意
味
を
考
え
る
な
ら
、
そ
れ
は
、
結
局
、
絶
対
者
が
反
省
的
思
考
を
組
み
込
ん
だ
形
で
存
在
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
も
の

だ
と
雪
お
れ
る
。
有
限
な
事
物
を
否
定
し
て
絶
対
者
を
捉
え
よ
う
と
す
る
反
省
的
思
考
の
働
き
は
、
同
時
に
反
省
的
思
考
に
対
し
て
自
己

を
示
す
海
量
者
の
働
き
で
も
あ
り
、
絶
対
者
は
ま
さ
に
こ
の
反
省
的
思
考
に
対
す
る
「
示
し
忌
。
。
N
鉱
σ
q
Φ
p
」
な
い
し
「
顕
現
寓
き
一
鞭
ω
幽

　
（
2
4
）

巨
δ
5
」
と
し
て
の
み
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
顕
現
」
と
し
て
の
存
在
に
は
、
常
に
顕
現
さ
れ
る
も
の
と
し
て
の
思
考
が
含

ま
れ
て
い
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
言
う
な
ら
ば
、
こ
の
「
顕
現
」
と
い
う
存
在
の
仕
方
は
思
考
と
存
在
と
を
統
一
し
た
も
の
な
の
で
あ

る
。　

こ
う
し
て
、
「
意
識
に
対
し
て
絶
対
者
を
構
成
す
る
」
と
い
う
課
題
に
対
し
て
、
自
ら
の
主
著
に
お
け
る
一
応
の
解
答
を
ヘ
ー
ゲ
ル
は

出
し
た
。
イ
エ
ナ
初
期
、
分
裂
を
絶
対
的
統
一
へ
と
も
た
ら
す
こ
と
が
語
ら
れ
た
の
に
薄
し
、
こ
こ
で
は
そ
れ
に
加
え
て
、
統
一
へ
と
も

た
ら
す
こ
と
が
同
時
に
対
立
を
再
興
す
る
と
い
う
構
造
が
構
想
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
の
解
答
は
こ
れ
に
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
。
彼

は
こ
う
し
た
絶
対
者
の
存
立
構
造
を
さ
ら
に
考
察
す
る
の
で
あ
る
。

　
「
絶
鰐
者
」
に
続
く
「
現
実
性
」
の
章
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
様
相
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
顕
現
の
年
号
と
し
て
提
卜
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は

続
く
「
絶
対
的
相
関
」
に
お
い
て
岡
一
性
と
分
裂
と
の
共
在
と
い
う
構
造
を
論
じ
る
た
め
の
前
段
を
な
す
も
の
で
、
そ
の
論
述
の
目
標
は

外
的
存
在
が
そ
れ
自
体
媒
介
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
で
あ
る
。



　
9
　
様
相
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
漏
般

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

　
フ
レ
ー
シ
ュ
マ
ン
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
明
ら
か
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
様
態
護
。
曾
の
」
と
「
様
相
寓
。
α
聾
銭
こ
と
を
関
連
さ
せ
て
い
る
。

8
で
見
た
よ
う
に
、
様
態
と
は
第
一
義
的
に
有
限
で
多
様
な
事
物
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
「
絶
対
者
」
で
の
論
述
が
同
一
性
と
し

て
の
絶
対
者
か
ら
出
発
し
て
多
様
な
る
様
態
へ
と
展
開
し
た
の
に
対
し
、
こ
こ
で
は
外
的
で
多
様
な
事
物
か
ら
出
発
し
て
、
そ
れ
が
い
か

に
内
的
な
統
一
を
示
す
か
が
考
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
現
実
性
と
可
能
性
の
概
念
を
ど
の
よ
う
に
導
入
し
て
い
る
か
を
見
て
み
よ
う
。

　
　
「
現
実
性
は
そ
れ
自
体
、
内
な
る
も
の
と
外
な
る
も
の
と
の
直
接
的
な
形
式
統
一
で
あ
る
の
で
、
自
己
内
反
省
と
い
う
規
定
に
対
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

　
　
し
て
直
接
性
と
い
う
規
定
の
内
に
あ
る
。
あ
る
い
は
現
実
性
は
可
能
性
に
対
立
し
て
現
実
性
な
の
で
あ
る
」
。

　
こ
こ
で
は
、
現
実
性
は
、
直
接
性
と
い
う
規
定
に
お
け
る
、
内
な
る
も
の
と
外
な
る
も
の
と
の
統
一
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ

は
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
れ
ま
で
に
考
察
し
て
き
た
、
そ
れ
自
体
絶
対
老
の
顕
現
で
あ
る
と
こ
ろ
の
様
態
と
い
う
概
念
と
対
応
す
る
と
見
て
い

い
だ
ろ
う
。
現
実
性
は
こ
こ
で
絶
対
者
が
顕
現
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
直
接
的
な
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

　
様
態
が
絶
薄
墨
か
ら
区
別
さ
れ
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
の
現
実
性
も
自
己
内
反
省
と
い
う
規
定
か
ら
区
別
さ
れ
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ

て
い
る
。
自
己
内
反
省
と
は
、
外
的
で
直
接
的
な
多
様
が
統
一
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
聖
な
る
も
の
と
の
関
わ
り
を
示
し
て
い
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
。
こ
の
自
己
内
反
省
と
い
う
概
念
が
可
能
性
と
い
う
概
念
で
置
き
換
え
ら
れ
る
。

　
現
実
性
と
可
能
性
に
対
す
る
こ
こ
で
の
定
義
を
、
顕
現
と
い
う
思
想
を
中
心
に
し
て
ま
と
め
る
な
ら
、
次
の
よ
う
に
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

顕
現
の
作
用
は
二
つ
の
側
面
か
ら
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
顕
現
と
は
内
な
る
も
の
が
自
分
を
外
化
す
る
運
動
で
あ
る
。
こ
の
運
動
は
内

と
い
う
側
面
に
重
点
を
置
い
て
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
外
と
い
う
面
に
重
点
を
置
い
て
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
顕
現
の
運
動
を
、

内
と
い
う
側
面
に
重
点
を
置
い
て
捉
え
た
も
の
を
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
可
能
性
と
呼
び
、
外
と
い
う
側
面
に
お
い
て
捉
え
た
も
の
を
現
実
性
と

　
　
　
　
近
代
の
存
在
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
一
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一
〇
二

呼
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
へ
…
ゲ
ル
の
理
解
で
は
、
現
実
性
と
可
能
性
は
同
じ
顕
現
と
い
う
事
柄
を
二
つ
の
側
面
か
ら
眺
め
た
も
の
に
す

ぎ
な
い
。

　
へ
1
ゲ
ル
は
様
相
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
、
三
つ
の
段
階
に
分
け
て
論
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
偶
然
性
、
あ
る
い
は
形
式
的
現
実
性
、
形
式

的
可
能
性
、
形
式
的
必
然
性
」
と
「
相
対
的
必
然
性
、
あ
る
い
は
実
在
的
可
能
性
、
実
在
的
現
実
性
、
実
在
的
必
然
性
」
、
そ
し
て
「
絶

対
的
必
然
性
」
で
あ
る
。
次
に
、
こ
の
順
番
に
し
た
が
っ
て
、
様
相
カ
テ
ゴ
リ
1
の
分
析
を
追
っ
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　
1
0
　
形
式
的
可
能
性
ま
た
は
偶
然
性

　
へ
…
ゲ
ル
は
現
実
性
を
顕
現
の
構
造
と
し
て
把
握
し
て
い
る
。
彼
は
こ
の
顕
現
の
パ
タ
ー
ン
を
三
つ
に
分
け
て
い
る
。
ま
ず
第
一
に
は
、

直
接
的
な
事
物
を
二
面
同
等
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
る
場
合
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
顕
現
で
あ
る
。
あ
る
事
物
を
慮
己
同
一
な
も
の
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

捉
え
る
の
は
反
省
の
働
き
で
あ
り
、
そ
れ
は
同
時
に
そ
の
事
物
の
自
己
内
反
省
と
し
て
表
現
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
考
え
で
は
、

直
接
的
な
事
物
を
自
己
に
等
し
い
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
、
直
接
的
な
も
の
に
お
い
て
、
内
な
る
も
の
を
捉
え
る
こ
と
で
あ
る
。
こ

れ
は
具
体
的
に
は
あ
る
事
物
が
自
己
矛
盾
を
含
ん
で
い
な
い
こ
と
を
把
握
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
自
己
矛
盾
し
な
い
と
い
う
形
の
可

能
性
を
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
形
式
的
可
能
性
」
と
呼
び
、
形
式
的
可
能
性
し
か
持
た
な
い
現
実
性
を
「
形
式
的
現
実
性
」
と
呼
ぶ
。

　
こ
の
形
式
的
可
能
性
の
捉
え
方
は
、
通
常
わ
れ
わ
れ
が
論
理
的
可
能
性
と
呼
ん
で
い
る
も
の
と
近
い
も
の
だ
と
見
て
い
い
。
通
常
わ
れ

わ
れ
は
、
論
理
的
に
矛
盾
し
て
い
な
い
こ
と
を
論
理
的
可
能
性
の
メ
ル
ク
マ
1
ル
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
形
式
的
可
能
性
と

い
う
概
念
で
扱
っ
て
い
る
も
の
も
、
わ
れ
わ
れ
が
通
常
理
解
す
る
こ
う
し
た
可
能
性
と
重
な
る
。
形
式
的
可
能
性
は
無
矛
盾
性
で
あ
る
。

た
と
え
ぽ
「
目
の
前
に
あ
る
辞
書
は
黒
い
」
と
い
う
事
柄
は
矛
盾
を
し
て
お
ら
ず
、
可
能
的
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
可
能
性
が
現
に
実

現
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
こ
の
も
の
は
現
実
的
で
あ
る
。

　
へ
…
ゲ
ル
は
こ
う
し
た
可
能
性
な
い
し
現
実
性
概
念
は
実
は
偶
然
性
と
異
な
ら
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
彼
の
主
張
の
要
点
は
、
形



式
的
可
能
性
に
お
い
て
は
反
対
の
も
の
の
可
能
性
は
排
除
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
事
物
A
が
形
式
的
に
可
能

で
あ
る
の
は
、
A
が
自
己
自
身
に
同
等
で
あ
り
、
自
己
矛
盾
し
て
い
な
い
こ
と
に
よ
る
。
し
か
し
A
が
自
己
矛
盾
し
て
い
な
い
こ
と
は
非

A
が
自
己
矛
盾
す
る
こ
と
を
全
く
含
意
し
な
い
。
こ
こ
に
は
実
は
非
A
の
形
式
的
可
能
性
が
暗
黙
の
内
に
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

か
く
し
て
、
単
に
形
式
的
に
可
能
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
事
物
A
は
、
反
対
の
も
の
が
可
能
で
あ
る
よ
う
な
も
の
、
必
然
的
で
な
い

も
の
、
偶
然
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

　
へ
！
ゲ
ル
が
こ
う
し
た
主
張
を
す
る
の
は
形
式
的
可
能
性
が
空
虚
な
、
ま
さ
し
く
形
式
的
な
も
の
に
止
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
明
る
み
に

幽
す
た
め
だ
と
思
わ
れ
る
。
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
の
『
論
理
学
・
形
而
上
学
講
義
』
で
彼
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

　
　
「
飛
ぶ
馬
は
不
可
能
で
は
な
い
。
そ
れ
は
思
考
可
能
で
あ
る
。
大
気
と
の
関
係
に
お
い
て
、
馬
が
馬
と
し
て
飛
ぶ
こ
と
は
不
可
能
な

　
　
　
　
（
2
8
）

　
　
の
で
あ
る
」
。

　
馬
が
飛
ぶ
こ
と
は
形
式
的
に
は
可
能
で
あ
る
。
飛
ぶ
と
い
う
こ
と
は
馬
の
概
念
に
矛
盾
す
る
こ
と
で
は
な
い
か
ら
。
現
に
ス
ペ
ー
ス
シ

ャ
ト
ル
で
宇
宙
に
つ
れ
て
い
け
ぽ
、
馬
は
飛
ぶ
だ
ろ
う
。
こ
の
地
上
で
そ
れ
が
現
に
不
可
能
に
な
っ
て
い
る
の
は
空
気
の
比
重
と
の
関
係

で
あ
り
、
も
し
空
気
の
比
重
が
も
っ
と
大
き
け
れ
ば
馬
は
水
に
浮
か
ぶ
よ
う
に
ぷ
か
ぷ
か
浮
く
だ
ろ
う
。
現
実
に
何
か
が
可
能
で
あ
る
か

ど
う
か
は
、
そ
の
も
の
を
取
り
囲
む
様
々
な
事
情
と
の
関
わ
り
を
考
量
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
形
式
的
可
能
性
は
そ
の
点

か
ら
い
え
ば
ま
さ
に
形
式
的
な
も
の
に
止
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
た
だ
の
形
式
的
可
能
性
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
と
き
、
可
能
性
は
「
自
体
的
に
は
存
在
し
な
い
も
の
」
と
な
る
と
さ
れ
る
。

「
自
体
的
に
は
存
在
し
な
い
」
と
は
他
者
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
の
み
存
在
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
可
能
幌
に
と
っ
て
の
他
者
と
は
現

実
性
の
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ぽ
、
黒
い
辞
書
と
い
う
概
念
は
自
己
矛
盾
は
し
て
い
な
い
が
、
こ
の
概
念
を
現
実
の
『
木
村
・
相
良
』
の

辞
書
か
ら
切
り
離
し
て
た
だ
の
形
式
的
可
能
性
と
し
て
だ
け
見
れ
ば
、
黒
い
辞
書
が
実
際
に
存
在
す
る
か
ど
う
か
は
保
証
さ
れ
て
い
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

黒
い
辞
書
と
い
う
可
能
性
が
実
現
さ
れ
る
か
い
な
か
は
現
実
に
よ
っ
て
初
め
て
保
証
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
た
だ
の
可
能
性
と
し
て
可

　
　
　
　
近
代
の
存
在
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
三



　
　
　
　
哲
学
研
究
　
第
五
｝
日
六
十
六
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝
〇
四

能
性
は
「
欠
如
し
た
も
の
。
ぎ
ζ
雪
o
q
皿
ぎ
h
8
ω
で
あ
り
、
現
実
性
と
い
う
他
者
を
指
し
示
し
て
お
り
、
現
実
性
に
お
い
て
補
完
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

も
の
で
あ
る
と
い
う
否
定
的
な
意
味
を
持
つ
」
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
、
こ
う
し
た
偶
然
的
な
も
の
も
現
実
に
あ
る
も
の

で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
な
く
、
現
に
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
そ
れ
は
他
で
は
あ
り
得
な
い
も
の
で
あ
り
、
必
然
的
で
も
あ
る
。
偶
然

的
な
も
の
は
こ
う
し
た
必
然
性
を
持
ち
、
そ
れ
を
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
形
式
的
必
然
性
」
と
呼
ぶ
。

　
こ
の
よ
う
に
、
形
式
的
可
能
性
に
お
い
て
は
、
可
能
性
と
し
て
の
可
能
性
を
現
実
性
か
ら
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
、
そ
の
ゆ
え
に
反
対

の
可
能
性
が
排
除
さ
れ
な
い
こ
と
を
ヘ
ー
ゲ
ル
は
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
も
っ
と
別
の
可
能
性
理
解
が
あ
る
こ
と
を
示
す
。

そ
れ
が
実
在
的
可
能
性
で
あ
る
。

　
1
1
　
実
在
的
可
能
性
－
出
来
事
の
構
造

　
形
式
的
可
能
性
は
、
結
局
、
無
矛
盾
性
に
帰
着
し
た
。
た
し
か
に
自
己
矛
盾
し
て
い
な
い
も
の
は
形
式
的
に
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
そ

う
し
た
可
能
性
を
体
現
す
る
限
り
で
の
現
実
性
が
形
式
的
現
実
性
だ
っ
た
。
こ
れ
に
薄
し
、
へ
：
ゲ
ル
が
「
実
在
的
現
実
性
」
と
い
う
概

念
で
捉
え
て
い
る
現
実
性
は
、
も
っ
と
具
体
的
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
あ
る
事
物
の
現
実
性
は
そ
の
事
物
の
持
つ
活
動
性
に
即
し
て
は
か

ら
れ
る
。
活
動
性
に
そ
の
内
実
を
も
つ
も
の
と
し
て
、
こ
の
実
在
的
現
実
性
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
実
体
の
定
義
を
取
り
入
れ
た
も
の
と
見

な
す
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
へ
1
ゲ
ル
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
玉
3
）

　
　
「
現
実
的
な
も
の
は
作
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
あ
る
も
の
は
、
そ
れ
が
産
み
出
し
た
も
の
を
通
し
て
、
自
ら
の
現
実
性
を
示
す
」
。

　
先
の
形
式
的
現
実
性
が
、
事
物
を
他
か
ら
切
り
離
し
て
単
独
で
捉
え
た
よ
う
な
現
実
性
だ
っ
た
の
に
対
し
、
こ
こ
で
は
そ
の
事
物
が
生

み
出
し
た
他
の
事
物
に
対
す
る
関
係
が
そ
の
事
物
の
現
実
性
の
中
味
で
あ
る
。
そ
う
し
た
実
在
的
現
実
性
に
対
応
す
る
可
能
性
概
念
も
、

他
の
事
物
と
の
関
係
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
。
実
在
的
現
実
性
は
活
動
性
に
お
い
て
成
り
立
つ
が
、
事
物
は
単
独
で
作
用
を
及
ぼ
す
こ

と
が
で
き
る
お
け
で
は
な
い
。
あ
る
事
物
が
作
用
す
る
に
際
し
て
は
、
そ
れ
を
と
り
ま
く
さ
ま
ざ
ま
な
事
物
が
そ
の
作
用
の
た
め
の
条
件



を
提
供
す
る
。
そ
う
し
た
条
件
の
総
体
を
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
実
在
的
可
能
性
」
と
呼
ぶ
。
彼
は
言
う
、
「
あ
る
事
柄
の
実
在
的
可
能
性
と
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

そ
の
事
柄
に
関
係
す
る
現
に
存
在
す
る
多
様
な
事
情
で
あ
る
」
。
先
の
形
式
的
可
能
性
が
無
矛
盾
性
と
い
う
内
的
な
構
造
に
帰
着
し
た
の

と
は
対
照
的
に
、
実
在
的
可
能
性
は
そ
れ
自
体
現
に
存
在
し
て
い
る
諸
条
件
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
あ
る
出
来
事
の
条
件
が
す
べ
て
整
っ
た
な
ら
、
そ
れ
は
別
様
に
生
じ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
は
必
然

的
で
あ
る
。
こ
う
し
た
必
然
性
を
彼
は
「
実
在
的
必
然
性
」
と
よ
ぶ
。

　
こ
れ
が
第
二
段
階
の
様
相
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
概
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
疑
問
も
予
想
さ
れ
る
。
す
べ
て
の
条
件
が
整
っ
た
と
し
て
も
、

あ
る
出
来
事
が
生
じ
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
で
は
な
い
か
、
そ
も
そ
も
作
用
す
る
主
体
、
す
な
わ
ち
実
在
的
に
現
実
的
な
も
の
が
欠
け

て
い
た
ら
、
い
く
ら
条
件
だ
け
整
っ
て
も
何
も
起
こ
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
。
こ
れ
は
、
現
実
的
な
も
の
を
作
用
主
体
、
可
能
性
を

そ
の
作
用
の
条
件
と
果
然
と
分
け
て
考
え
る
限
り
、
当
然
の
疑
問
で
あ
る
。
し
か
し
実
は
、
実
在
的
現
実
性
と
実
在
的
可
能
性
と
の
聞
の

関
係
は
も
っ
と
複
雑
で
あ
り
、
そ
の
複
雑
さ
は
、
出
来
事
の
生
起
と
い
う
こ
と
に
関
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
独
自
の
見
解
を
反
映
し
た
も
の
で
あ

る
。
こ
の
点
を
さ
ら
に
立
ち
入
っ
て
考
察
し
て
み
よ
う
。

　
ま
ず
第
一
に
確
認
す
べ
き
こ
と
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
条
件
の
総
体
と
出
来
事
そ
の
も
の
を
同
一
視
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ぽ
、

あ
る
出
来
事
が
起
こ
る
と
い
う
こ
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
条
件
が
積
み
重
な
っ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
に
他
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
条
件
の

総
体
は
そ
の
出
来
事
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
た
と
え
ぽ
、
カ
エ
サ
ル
が
ル
ビ
コ
ン
川
を
渡
っ
た
と
い
う
出
来
事
を
例
に
取
る
な
ら
、
カ

エ
サ
ル
が
ル
ビ
コ
ン
川
を
渡
る
と
い
う
可
能
性
は
、
神
の
知
性
の
中
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
存
在
し
た
の
で
は
な
い
。
現
実
の
さ
ま
ざ
ま

な
事
象
の
中
に
こ
そ
潜
在
態
と
し
て
の
そ
れ
は
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
が
重
な
り
合
っ
た
こ
と
で
、
そ
れ
は
一
つ
の
出
来
事
へ
と
成

就
し
た
。
ポ
ソ
ペ
イ
ウ
ス
が
元
老
院
に
取
り
込
ま
れ
た
こ
と
や
、
一
7
5
老
院
最
終
勧
告
が
出
さ
れ
た
こ
と
、
あ
る
い
は
カ
エ
サ
ル
の
智
略
と

野
望
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
カ
エ
サ
ル
が
ル
ビ
コ
ン
川
を
渡
る
と
い
う
出
来
事
そ
の
も
の
の
一
部
で
あ
り
、
こ
の
出
来
事
が
実
現
さ
れ
る
過

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

程
を
そ
れ
自
体
で
体
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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一
〇
六

　
甲
が
乙
を
引
き
起
こ
す
と
い
う
関
係
も
、
こ
う
し
た
出
来
事
の
構
造
に
即
し
て
理
解
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
ポ
ソ
ペ
イ
ウ
ス

が
元
老
院
に
取
り
込
ま
れ
た
こ
と
が
ル
ビ
コ
ン
川
渡
り
を
引
き
起
こ
し
た
と
い
う
場
合
、
そ
れ
は
、
そ
れ
が
他
の
さ
ま
ざ
ま
な
事
情
と
結

び
つ
き
ル
ビ
コ
ン
川
渡
り
と
い
う
出
来
事
が
構
成
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
自
分
自
身
の
自
立
性
を
否
定

し
て
、
出
来
事
の
モ
メ
ン
ト
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
何
か
あ
る
出
来
事
の
条
件
と
な
り
、
そ
れ
の
生
成
の
プ
ロ
セ
ス

を
体
現
す
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
「
現
実
的
な
も
の
は
作
用
し
う
る
」
と
さ
れ
た
と
き
の
そ
の
作
用
と
い
う
の
も
、
こ
う
し
た
、

自
分
を
揚
棄
し
て
他
の
現
実
を
生
み
出
す
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
実
在
的
現
実
性
と
は
自
己
を
否
定
し
て
、
他
の
現
実

の
条
件
と
な
る
こ
と
に
お
い
て
成
り
立
つ
現
実
性
な
の
で
あ
る
。
一
言
で
言
え
ば
、
あ
る
事
物
は
他
の
現
実
の
実
在
的
可
能
性
で
あ
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

と
に
お
い
て
、
実
在
的
現
実
性
を
持
つ
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ま
で
の
考
察
に
よ
っ
て
、
実
在
的
可
能
性
、
実
在
的
現
実
性
、
実
在
的
必
然
性
栢
互
の
関
係
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
う
。
あ
る

こ
と
が
ら
は
自
ら
を
否
定
し
て
飽
の
現
実
を
生
み
出
す
こ
と
に
お
い
て
実
在
的
現
実
性
を
示
す
。
自
ら
を
否
定
す
る
と
は
、
他
の
も
の
の

条
件
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
条
件
、
す
な
わ
ち
実
在
的
可
能
性
に
よ
っ
て
可
能
な
ら
し
め
ら
れ
た
も
の
は
も

は
や
別
様
で
は
あ
り
得
ず
、
必
然
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
条
件
と
な
っ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
事
情
そ
れ
自
体
は
、
別
に
必
然
的
な
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

の
で
は
な
く
、
偶
然
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
そ
れ
は
「
偶
然
的
な
も
の
を
そ
の
出
発
点
と
し
て
持
つ
し
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
相
対
的
必
然
性
に
す
ぎ
な
い
。

　
し
か
し
な
が
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
の
相
対
的
必
然
性
の
限
界
を
、
そ
れ
が
偶
然
的
な
も
の
を
前
讃
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
自
体
の
内
に

は
見
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
偶
然
的
な
も
の
が
必
然
的
な
も
の
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
な
い
こ
と
の
内
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

こ
の
様
相
の
限
界
を
見
て
取
っ
て
い
る
。
彼
は
雷
う
、
「
必
然
性
は
ま
だ
自
分
自
身
か
ら
自
分
を
偶
然
性
へ
と
規
定
し
て
い
な
い
」
。
こ
の

欠
陥
を
克
服
し
、
偶
然
的
な
も
の
が
必
然
的
な
も
の
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
こ
と
を
把
握
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
、
続
く
絶
対
的

必
然
性
の
課
題
で
あ
る
。



　
1
2
　
絶
対
的
必
然
性
－
偶
然
性
の
被
媒
介
性

　
絶
対
的
必
然
性
を
叙
述
す
る
テ
キ
ス
ト
は
、
や
は
り
き
わ
め
て
抽
象
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は

案
外
単
純
な
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
絶
対
的
必
然
性
を
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
「
端
的
に
必
然
的
な
も
の
は
た
だ
そ
れ
が
あ
る
が
故
に
あ
る
。
そ
れ
以
外
の
な
ん
の
条
件
も
根
拠
も
持
た
な
い
。
ま
た
そ
れ
は
純
粋

　
　
な
本
質
で
も
あ
る
。
そ
の
存
在
は
、
「
そ
れ
は
あ
る
が
故
に
あ
る
」
と
い
う
自
己
内
反
省
で
あ
る
。
そ
れ
は
反
省
で
あ
る
か
ら
、
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

　
　
件
や
根
拠
を
持
つ
の
だ
が
、
そ
れ
は
た
だ
自
分
自
身
を
根
拠
と
条
件
と
し
て
持
つ
の
で
あ
る
」
。

　
自
己
自
身
を
自
分
の
本
質
と
す
る
存
在
、
自
己
原
因
で
あ
る
存
在
、
そ
れ
が
ヘ
ー
ゲ
ル
が
絶
対
的
必
然
性
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
捉
え

て
い
た
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
絶
対
者
に
つ
い
て
の
論
述
で
登
場
し
た
「
示
し
」
と
し
て
の
存
在
の
構
造
と
一
致
す
る
。
様
相

の
諸
概
念
の
考
察
を
通
じ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
絶
対
者
に
つ
い
て
の
論
述
で
た
ど
り
着
い
た
の
と
同
じ
事
態
を
み
ち
び
こ
う
と
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

　
必
然
性
に
と
っ
て
偶
然
性
は
端
的
な
他
で
あ
る
。
先
の
実
在
的
可
能
性
の
段
階
で
は
所
与
の
条
件
と
し
て
偶
然
的
な
も
の
が
前
提
さ
れ

て
い
た
。
つ
ま
り
偶
然
的
な
も
の
は
所
与
的
な
も
の
に
止
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
う
し
た
偶
然
性
も
必
然
性
の
運
動
そ
の
も
の

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
そ
れ
が
言
え
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
偶
然
性
の
持
っ
て
い
た
必
然
性
に
対
す
る
外
面

性
を
破
棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
実
在
的
必
然
性
に
対
す
る
考
察
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
出
来
事
を
条
件
を
含
め
た
全
体
と
し
て
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
出

来
事
を
必
然
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
必
然
性
を
持
っ
た
現
実
が
「
絶
対
的
現
実
性
」
と
呼
ば
れ
る
。
ヘ

ー
ゲ
ル
は
こ
の
絶
紺
的
現
実
が
同
時
に
偶
然
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る
。
テ
ク
ス
ト
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
　
「
し
か
し
、
こ
う
し
て
こ
の
現
実
性
は
絶
対
者
と
し
て
、
つ
ま
り
そ
れ
自
身
可
能
性
と
現
実
性
と
の
統
】
と
し
て
定
立
さ
れ
て
い
る

　
　
　
　
近
代
の
存
在
論
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の
で
、
こ
の
現
実
性
は
空
虚
な
規
定
で
あ
る
。
あ
る
い
は
そ
れ
は
偶
然
性
で
あ
る
」
。

　
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
の
核
心
は
、
絶
対
的
現
実
性
が
現
実
性
と
可
能
性
と
の
統
一
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
は
偶
然
性
で
あ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
ど
う
し
て
そ
ん
な
こ
と
が
言
え
る
の
か
。
そ
の
秘
密
は
「
統
こ
と
い
う
概
念
に
あ
る
。

　
へ
…
ゲ
ル
に
よ
れ
ぽ
、
あ
る
事
物
が
必
然
的
で
あ
る
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
は
、
そ
の
事
物
自
体
に
そ
れ
の
可
能
性
が
含
ま
れ
て
い
る

と
き
で
あ
る
。
必
然
性
は
現
実
性
と
可
能
性
と
の
統
一
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
に
は
様
相
構
造
の
持
つ
パ
ラ
ド
ク
シ
カ
ル
な
一
章
が
顔
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

の
ぞ
か
せ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
現
実
性
と
可
能
性
の
統
一
と
い
う
側
面
が
前
面
に
出
る
こ
と
で
、
現
実
性
が
可
能
性
に
よ
っ
て
媒
介

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
態
は
か
え
っ
て
背
景
に
退
い
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
可
能
性
が
現
実
性
と
匿
別
さ
れ
て
初
め
て
、

両
老
の
間
の
媒
介
関
係
は
成
立
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
他
と
の
媒
介
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
も
の
も
、
そ
れ
自
体
と
し
て
単
独
に
見
れ
ば
そ
こ
に
は
媒
介
の
痕
跡
は
な
い
。
そ
う
い
っ
た
、
事
物

を
そ
れ
自
体
と
し
て
単
独
に
眺
め
る
視
点
に
、
必
然
性
と
い
う
様
相
は
困
ず
か
ら
み
ち
び
い
て
し
ま
う
。
偶
然
的
な
も
の
は
必
然
的
な
も

の
を
別
の
視
点
で
眺
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
視
点
の
転
換
は
必
然
性
と
い
う
様
相
の
内
的
構
造
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。　

こ
う
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
偶
然
性
と
い
う
も
の
が
様
相
関
係
に
と
っ
て
外
的
な
も
の
で
は
な
く
、
必
然
性
の
様
相
か
ら
導
出
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
外
的
な
事
物
の
考
察
か
ら
始
ま
っ
た
様
相
論
は
終
着
点
に
達
し
た
。
そ
れ
は
、
偶
然
的

な
も
の
と
い
う
直
接
的
な
も
の
が
実
は
媒
介
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
実
在
の
構
造
が
結
局
、
存
在
と
本
質
と
の
相
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
絶
対
的
必
然
性
は
反
省
と
し
て
の
端
的
な
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
は
栢
関
で
あ
る
」
。

　
こ
う
し
て
論
述
は
「
本
質
論
」
最
後
の
章
で
あ
る
「
絶
対
的
相
関
」
へ
と
移
っ
て
い
く
。
絶
対
的
相
関
に
お
い
て
は
存
在
と
反
省
と
の

統
一
が
考
察
さ
れ
る
。
反
省
の
立
て
る
分
裂
が
い
か
に
し
て
同
一
性
と
並
び
立
つ
か
が
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
様
相
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
つ
い
て
の
へ
：
ゲ
ル
の
論
述
は
、
個
々
の
点
で
は
興
味
深
い
点
も
あ
る
も
の
の
、
絶
対
者
の
存
立
構
造
の
分
析



と
い
う
主
題
か
ら
い
え
ば
一
つ
の
脇
道
だ
っ
た
と
言
え
る
も
の
だ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
、
様
相
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

は
様
態
の
分
析
に
接
続
し
、
絶
対
者
に
と
っ
て
外
的
な
も
の
の
分
析
を
旨
と
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
続
く
絶
対
的
相
関

の
カ
テ
ゴ
リ
ー
群
は
絶
対
老
の
存
立
構
造
に
対
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
見
解
の
進
展
を
見
せ
て
く
れ
る
。
こ
れ
以
降
の
展
開
は
、
分
裂
と
統
一

と
の
総
合
と
し
て
、
承
認
的
構
造
が
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
に
見
せ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。

　
絶
対
的
相
関
は
実
体
性
の
相
関
、
因
果
性
の
相
関
、
交
互
作
用
の
三
段
階
に
分
か
れ
る
。
大
ま
か
に
言
っ
て
、
実
体
性
は
同
一
性
に
重

点
が
置
か
れ
た
関
係
で
あ
り
、
因
果
性
は
分
裂
に
重
点
が
置
か
れ
、
交
互
作
用
が
両
者
の
統
一
と
い
う
構
図
に
な
っ
て
い
る
。
以
下
そ
の

順
序
に
従
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
叙
述
を
追
っ
て
い
こ
う
。

　
1
3
　
実
体
性
の
相
関

　
実
体
性
の
相
関
と
呼
ば
れ
る
の
は
実
体
と
偶
有
性
と
の
相
関
関
係
で
あ
る
。
内
容
的
に
は
、
そ
れ
は
絶
対
者
で
扱
わ
れ
た
対
象
と
ほ
ぼ

同
じ
で
あ
る
。
絶
対
者
に
対
応
す
る
の
が
実
体
で
、
有
限
な
様
態
に
対
応
す
る
の
が
偶
有
性
で
あ
る
。
絶
対
老
が
有
限
な
様
態
を
否
定
し

つ
く
す
深
淵
と
し
て
語
ら
れ
た
の
と
同
様
、
こ
こ
で
も
実
体
は
偶
有
性
に
お
い
て
現
在
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

　
た
だ
し
、
絶
対
者
に
お
い
て
は
様
態
は
も
っ
ぱ
ら
否
定
さ
れ
る
と
い
う
仕
方
で
絶
対
者
と
か
か
わ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
実
体

と
偶
有
性
と
の
関
係
は
違
う
。
す
で
に
絶
対
者
の
叙
述
の
最
終
局
面
に
お
い
て
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
ま
た
様
相
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
お
い
て

常
に
前
提
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
様
態
は
単
に
否
定
さ
れ
る
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
積
極
的
存
在
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
の

成
果
が
生
き
て
お
り
、
偶
有
性
は
積
極
的
に
存
在
す
る
。
実
体
と
偶
有
性
と
が
そ
れ
ぞ
れ
一
定
程
度
積
極
性
を
持
つ
こ
と
で
、
二
つ
の
相

関
項
の
問
に
は
区
別
が
成
り
立
つ
。
こ
の
区
別
が
成
り
立
っ
て
こ
そ
、
こ
こ
で
は
絶
対
者
は
相
関
と
い
う
存
在
様
態
を
取
り
得
る
の
で
あ

る
。
テ
キ
ス
ト
で
は
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。

　
　
「
実
体
は
可
能
的
な
も
の
を
内
容
あ
る
現
実
性
へ
と
移
し
、
ま
た
、
現
実
的
な
も
の
を
可
能
性
へ
と
還
流
せ
し
む
る
。
実
体
は
、
そ

　
　
　
　
近
代
の
存
在
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
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（
4
1
）

　
　
の
現
実
性
を
通
し
て
自
ら
を
創
造
的
威
力
と
し
て
示
し
、
そ
の
可
能
性
を
通
し
て
破
壊
的
威
力
と
し
て
自
ら
を
示
す
」
。

　
こ
こ
に
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
実
体
は
す
で
に
す
べ
て
の
有
限
者
を
飲
み
尽
く
す
深
淵
で
は
な
く
、
生
み
出
す
力
で
も
あ
る
。
偶
有

性
は
内
容
あ
る
現
実
性
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
（
威
力
（
竃
碧
匿
）
に
関
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
は
っ
き
り
と
し
た
定
義
を
与
え
て
い
な
い
が
、

文
脈
か
ら
し
て
、
可
能
と
現
実
と
の
、
内
的
統
一
と
外
的
多
様
と
の
動
的
関
係
を
表
現
す
る
概
念
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
実
体
が
そ

う
し
た
威
力
と
し
て
定
義
さ
れ
て
い
る
の
は
、
実
体
が
物
の
よ
う
に
把
握
さ
れ
る
こ
と
を
防
ぎ
、
あ
く
ま
で
も
実
体
・
偶
有
性
の
関
係
が

基
本
単
位
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
）

　
こ
の
よ
う
に
、
実
体
性
の
根
関
で
は
偶
有
性
に
も
積
極
的
な
存
在
が
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
二
つ
の
相
関
項
は
十

分
な
自
立
性
を
持
っ
て
い
な
い
。
実
体
が
威
力
と
し
て
規
定
さ
れ
た
こ
と
と
も
関
連
す
る
が
、
両
者
の
問
の
統
一
性
に
重
点
が
置
か
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

分
裂
が
十
分
に
顧
慮
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
三
昧
で
こ
の
相
関
は
一
面
的
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
一
面
性
は
、
偶
有
性
が
そ
れ
自
体
実
体
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
自
立
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
こ
と
で
解
消
さ
れ
る
。

そ
し
て
実
を
い
え
ば
、
こ
の
課
題
は
潜
在
的
に
は
す
で
に
果
た
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
そ
も
そ
も
実
体
は
偶
有
性
に
お
い
て
現
れ
て

い
る
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
、
「
絶
対
者
」
の
章
に
お
け
る
二
つ
の
属
性
の
関
係
が
、
同
一
性
と
し
て
の
絶
尉
者

と
多
様
に
お
け
る
絶
対
老
と
い
う
よ
う
に
表
現
で
き
た
の
と
類
同
的
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
実
体
と
し
て
の
実
体
と
、
偶
有
性
に
現
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

限
り
で
の
実
体
と
い
う
、
実
体
の
二
重
化
を
指
摘
で
き
る
。

　
実
体
と
、
そ
れ
自
体
実
体
性
を
も
っ
た
も
の
と
し
て
の
偶
有
性
と
の
関
係
、
そ
れ
は
、
甲
も
乙
も
そ
れ
ぞ
れ
自
立
的
で
あ
り
積
極
的
に

存
在
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
乙
の
存
在
は
甲
に
全
く
依
存
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
関
係
を
実

現
し
て
い
る
例
と
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
が
選
ん
だ
の
が
因
果
関
係
で
あ
る
。
因
果
関
係
に
お
い
て
は
、
結
果
の
存
在
は
原
因
に
依
存
す
る
と
考

え
ら
れ
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
結
果
が
原
因
の
中
に
解
消
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
は
な
い
。
因
果
関
係
は
実
体
性
の
相
関
が
持
っ
て
い
た

一
面
性
を
克
服
し
て
い
る
関
係
で
あ
る
。



因
果
関
係
を
ヘ
ー
ゲ
ル
は
三
つ
に
分
け
て
論
じ
て
い
る
。
形
式
的
因
果
性
と
、
規
定
さ
れ
た
因
果
性
と
、
作
用
・
反
作
用
で
あ
る
。

　
1
4
　
形
式
的
因
果
性

　
最
初
の
因
果
性
で
あ
る
形
式
的
因
果
性
は
、
実
際
に
は
実
体
性
の
相
関
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
を
持
つ
。
違
い
は
、
偶
有
性
の
場
合
と
は
異

な
り
、
こ
こ
で
の
結
果
は
自
立
性
を
持
っ
て
い
る
点
に
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
形
式
的
因
果
性
に
お
い
て
は
な
お
、
原
因
と
結
果
と

の
同
一
性
が
強
調
さ
れ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
　
「
し
た
が
っ
て
、
結
果
は
原
因
が
含
ん
で
い
な
い
も
の
は
何
も
含
ま
な
い
。
逆
に
、
原
因
は
結
果
に
含
ま
れ
て
い
な
い
よ
う
な
も
の

　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

　
　
は
何
も
含
ま
な
い
」
。

　
こ
う
し
た
関
係
の
具
体
的
例
と
し
て
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
け
る
神
と
自
然
と
の
間
の
関
係
を
考
え
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
神
は
自
然
の
内

在
的
原
因
で
あ
り
、
自
然
の
外
に
神
が
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
し
て
神
の
中
に
あ
る
も
の
は
す
べ
て
現
実
化
さ
れ
、
表
出
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
意
昧
で
、
原
因
の
中
に
な
い
も
の
は
結
果
の
中
に
も
な
い
し
、
結
果
の
中
に
な
い
も
の
は
原
賄
の
中
に
も
な
い
。
原
因
で
あ
る
神
と

結
果
で
あ
る
自
然
と
は
そ
の
意
味
で
同
一
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
同
一
性
が
強
調
さ
れ
れ
ぽ
、
因
果
関
係
は
消
失
し
て
し
ま
う
。
原
因
は
何
か
の
原
因
で
あ
っ
て
初
め
て
原
因
な

の
で
あ
ゲ
、
結
果
も
原
因
を
持
て
ば
こ
そ
の
結
果
で
あ
る
。
つ
ま
り
両
者
の
間
の
分
裂
が
あ
れ
ば
こ
そ
の
因
果
関
係
な
の
で
あ
る
。
と
こ

ろ
が
形
式
的
因
果
関
係
で
は
原
因
と
結
果
と
の
同
一
性
が
強
調
さ
れ
る
た
め
、
そ
れ
は
原
國
で
も
結
果
で
も
な
い
た
だ
の
存
在
と
な
っ
て

し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
限
界
を
突
破
す
る
に
は
原
因
と
結
果
が
そ
れ
ぞ
れ
自
立
し
た
実
体
で
あ
る
よ
う
な
関
係
の
考
察
に
す
す
ま

ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
規
定
さ
れ
た
因
果
性
と
呼
ば
れ
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
。

近
代
の
存
在
論

一
二
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一
5
　
規
定
さ
れ
た
因
果
性
i
自
己
を
前
提
す
る
因
果
関
係

　
規
定
さ
れ
た
因
果
性
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
ヘ
ー
ゲ
ル
が
扱
う
の
は
直
接
的
で
有
限
な
事
物
の
間
で
生
じ
る
因
果
関
係
で
あ
る
。
有
限

な
実
体
の
間
の
関
係
と
し
て
、
存
在
と
反
省
と
の
関
係
、
す
な
わ
ち
同
一
性
と
分
裂
と
の
関
係
は
具
体
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル

は
こ
の
因
果
関
係
を
二
段
に
分
け
て
論
じ
て
い
る
。
原
因
と
結
果
と
が
同
じ
内
容
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
場
合
ω
と
、
原
因
と
結
果
と
が

別
々
の
内
容
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
場
合
②
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
も
そ
の
順
序
に
従
っ
て
彼
の
叙
述
を
追
っ
て
い
こ
う
。

　
ω
　
前
者
の
例
と
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
が
挙
げ
て
い
る
の
は
雨
が
湿
気
の
原
因
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。
雨
が
降
っ
た
結
果
湿

つ
ぼ
く
な
っ
た
と
い
う
場
合
、
原
因
で
あ
る
雨
も
結
果
で
あ
る
湿
気
も
実
質
は
同
じ
水
で
あ
る
。
あ
る
こ
と
の
原
因
を
挙
げ
る
に
際
し
、

そ
の
も
の
と
同
じ
実
体
を
別
の
形
式
で
表
現
し
た
も
の
を
述
べ
立
て
る
と
い
う
の
が
こ
の
因
果
性
の
特
徴
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
次
の
よ

う
に
言
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

　
　
「
雨
が
湿
気
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
の
は
分
析
命
題
で
あ
る
。
雨
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
同
じ
水
が
湿
り
気
な
の
で
あ
る
」
。

　
こ
う
し
た
主
張
に
よ
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
が
言
い
た
い
こ
と
に
は
さ
し
あ
た
り
二
つ
の
こ
と
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
に
は
、
当
時
の

学
問
の
方
法
へ
の
批
判
で
あ
る
。
色
の
原
因
と
し
て
色
素
を
挙
げ
る
よ
う
な
説
明
を
同
語
反
復
に
す
ぎ
な
い
と
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
繰
り
返
し

批
判
す
る
。
彼
に
言
わ
せ
れ
ば
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
引
力
と
い
う
概
念
す
ら
そ
の
例
外
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
こ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
が
言
い
た
い
こ
と
は
そ
う
し
た
批
判
に
は
尽
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
に
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
独
自
の

関
係
中
心
の
存
在
観
の
表
現
が
認
め
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
先
の
例
で
は
、
同
じ
水
と
い
う
実
体
が
時
に
雨
と
い
う
姿
を
取
り
、

時
に
湿
り
気
と
い
う
姿
を
取
る
と
言
わ
れ
た
。
こ
の
言
い
方
を
そ
の
ま
ま
受
け
取
れ
ば
、
こ
の
水
と
い
う
実
体
は
因
果
関
係
と
は
さ
し
あ

た
り
独
立
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
本
当
の
意
図
は
そ
う
し
た
同
一
の
実
体
な
る
も

の
が
因
果
関
係
の
結
節
点
と
し
て
の
み
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
こ
と
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
考
え
ら
れ
る
理
由
は
、
こ
こ

で
へ
！
ゲ
ル
が
「
内
容
ぎ
匿
三
と
い
う
概
念
を
用
い
て
こ
の
同
じ
実
体
を
定
義
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。



　
「
内
容
」
と
は
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学
に
お
い
て
は
根
拠
論
の
中
で
定
義
を
受
け
た
テ
ク
ニ
カ
ル
タ
ー
ム
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
根
拠
と
根
拠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

づ
け
ら
れ
た
も
の
と
の
連
関
が
実
体
化
さ
れ
た
も
の
と
し
て
内
容
は
定
義
さ
れ
た
。
こ
こ
で
も
や
は
り
、
「
同
じ
内
容
」
と
は
原
因
と
結

果
と
の
連
関
そ
の
も
の
を
示
す
概
念
だ
と
か
ん
が
え
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
水
と
い
う
同
一
的
な
実
体
は
、
雨
が
湿
り
気
に
成
る
と
い
う
こ
の

連
関
を
離
れ
て
は
存
在
し
な
い
。
そ
う
し
た
因
果
的
継
起
の
連
続
性
が
ま
ず
あ
っ
て
、
そ
れ
が
実
体
化
さ
れ
た
像
が
同
一
的
実
体
な
る
も

の
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
因
果
関
係
と
い
う
区
別
に
対
し
、
両
目
の
同
一
性
を
同
一
的
内
容
と
い
う
姿
で
取
り
出
し
た
も
の
な
の
で
あ

る
。　

ま
た
因
果
関
係
の
結
節
点
と
し
て
の
実
体
は
無
垢
な
存
在
で
は
な
い
。
雨
、
湿
り
気
、
露
等
々
と
い
っ
た
系
列
に
お
け
る
連
続
性
の
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

体
化
が
水
と
い
う
実
体
に
な
っ
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
因
果
系
列
に
対
応
し
た
性
質
を
帯
び
て
い
る
。
こ
う
し
て
こ
こ
に
、
因

果
関
係
と
、
そ
の
結
節
点
と
し
て
の
実
体
と
い
う
二
つ
の
構
成
要
素
が
登
場
し
た
。
そ
れ
ら
の
間
の
関
係
を
へ
！
ゲ
ル
は
さ
ら
に
考
察
し

て
い
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

　
②
　
次
に
ヘ
ー
ゲ
ル
が
取
り
上
げ
る
の
は
、
原
因
と
結
果
と
が
別
々
の
内
容
を
持
つ
よ
う
な
因
果
性
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
内
容
は
実
体

的
同
一
性
を
意
味
す
る
か
ら
、
こ
こ
で
扱
わ
れ
る
因
果
関
係
は
二
つ
の
実
体
の
間
で
生
じ
る
よ
う
な
そ
れ
で
あ
る
。
た
と
え
ぽ
球
1
が
球

2
に
衝
突
し
、
球
1
の
動
き
が
球
2
に
伝
わ
る
よ
う
な
場
合
を
考
え
れ
ば
よ
い
。
こ
の
場
合
球
1
が
原
因
で
、
衝
突
に
よ
っ
て
引
き
起
こ

さ
れ
た
疎
2
の
動
き
が
そ
の
結
果
で
あ
る
。
球
1
に
と
っ
て
原
因
と
い
う
存
在
様
態
、
つ
ま
り
今
の
場
合
運
動
し
て
い
る
と
い
う
存
在
様

態
は
そ
れ
自
体
他
の
も
の
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
あ
り
方
で
あ
る
。
こ
れ
を
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
被
定
立
存
在
O
①
ω
皿
暮
器
ぎ
」
と
呼
ぶ
。

原
因
の
作
用
は
、
こ
の
定
立
さ
れ
た
あ
り
方
を
否
定
し
、
も
と
の
あ
り
方
を
回
復
す
る
こ
と
と
し
て
表
現
さ
れ
る
。
球
1
が
球
2
に
動
き

を
伝
え
て
静
止
す
る
こ
と
が
、
球
1
の
原
因
と
し
て
の
作
用
の
実
質
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
困
果
性
理
解
か
ら
因
果
系
列
の
無
限
進
行
と
い
っ
た
考
え
が
生
じ
る
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
言
う
。
た
と
え
ば
、
球
1
が
原
因
と

し
て
作
用
す
る
と
き
球
1
を
原
因
た
ら
し
め
た
球
0
が
更
な
る
原
因
と
し
て
求
め
ら
れ
る
。
さ
ら
に
球
0
を
原
因
た
ら
し
め
た
球
↓
が
求

　
　
　
　
近
代
の
存
在
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
三
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一
四
［

め
ら
れ
る
と
い
う
よ
う
に
、
こ
の
系
列
は
無
限
に
続
く
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
悪
果
系
列
の
無
限
進
行
と
い
う
考
え
に
は
、
因
果
関
係
に
含
ま
れ
る
あ
る
重
要
な
要
素
の
屈
折
し
た
表
現
が
認
め
ら
れ
る

と
へ
…
ゲ
ル
は
言
う
。
そ
れ
は
、
原
因
の
作
用
が
作
用
を
受
け
る
実
体
を
前
提
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
議
論
の
ポ
イ

ン
ト
は
、
前
提
さ
れ
る
実
体
の
性
質
で
あ
る
。
球
1
の
働
き
を
受
け
得
る
た
め
に
は
球
2
は
力
学
的
作
用
を
受
容
で
き
る
よ
う
な
実
体
で

な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
力
学
的
因
果
連
関
の
結
節
点
た
り
う
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
因
果
作
用

を
及
ぼ
す
実
体
の
方
も
、
そ
の
因
果
連
関
の
結
節
点
に
他
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
、
あ
る
実
体
が
因
果
作
用
を
及
ぼ
す
に
は
、
そ
の
実
体

と
親
和
的
な
実
体
を
前
提
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
同
じ
も
の
は
同
じ
も
の
に
の
み
作
用
し
う
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
、
規
定
さ
れ
た
因
果
性
は
自
分
を
前
提
に
す
る
循
環
的
関
係
で
あ
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
が
時
間
系
列
の
中
に
投
影
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

た
像
が
因
果
の
無
限
進
行
な
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
お
い
て
、
因
果
関
係
と
い
う
分
裂
対
立
と
同
一
子
実
体
と
の
関
係
が
主
題
化
さ
れ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
　
「
反
省
は
こ
れ
ま
で
同
一
的
な
も
の
（
実
体
）
に
対
し
て
外
的
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
今
や
こ
の
同
一
的
な
も
の
と
の
相
関
の
内
に

　
　
（
5
0
）

　
　
あ
る
」
。

　
そ
れ
で
は
、
因
果
と
い
う
分
裂
関
係
と
、
実
体
と
い
う
同
一
的
な
も
の
と
が
い
か
に
し
て
並
び
立
つ
の
か
。
こ
の
間
に
答
え
る
の
が
続

く
作
用
と
反
作
用
の
叙
述
な
の
で
あ
る
。

　
1
6
　
作
用
と
反
作
用
一
承
認
構
造
の
登
場

　
作
用
と
反
作
用
と
題
さ
れ
た
箇
概
で
論
じ
ら
れ
る
の
は
、
能
動
的
実
体
と
受
動
的
実
体
と
の
間
の
関
係
で
あ
る
。
能
動
的
実
体
は
受
動

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

的
実
体
に
作
用
す
る
原
因
で
あ
り
、
こ
の
受
動
的
実
体
の
上
に
何
ら
か
の
結
果
を
引
き
起
こ
す
。
一
見
す
る
と
こ
の
関
係
は
力
学
的
な
も

の
に
と
ど
ま
る
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
私
は
、
こ
の
関
係
は
承
認
構
造
の
分
析
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
る
。



　
承
認
は
精
神
哲
学
的
テ
ー
マ
で
あ
り
、
論
理
学
の
中
で
は
表
だ
っ
て
は
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
に
は
明
ら
か
に
承
認
構

造
と
対
応
す
る
も
の
が
あ
る
。
『
精
神
の
現
象
学
』
で
与
え
ら
れ
た
承
認
の
概
念
を
手
が
か
り
に
こ
の
こ
と
を
確
認
し
た
い
。
そ
こ
で
は

次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。

　
　
「
自
己
意
識
は
、
そ
れ
が
他
の
自
己
意
識
に
対
し
て
即
且
っ
対
自
的
に
あ
る
と
き
、
つ
ま
り
承
認
さ
れ
た
も
の
と
し
て
あ
る
と
き
、

　
　
ま
た
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
即
且
つ
対
自
的
で
あ
る
。
こ
れ
は
自
己
意
識
が
二
重
化
し
つ
つ
そ
の
中
で
統
一
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

　
　
り
、
自
己
意
識
に
お
い
て
現
実
化
さ
れ
た
無
限
姓
で
あ
る
。
こ
の
概
念
は
多
様
で
多
義
的
に
錯
綜
し
て
い
る
」
。

　
自
己
意
識
の
二
重
化
と
は
二
人
の
自
己
意
識
が
対
峙
し
あ
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
中
で
統
一
さ
れ
て
い
る
と
は
、
そ
れ
で
も
な
お
共
同

性
が
失
わ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
承
認
が
複
雑
な
構
造
を
持
つ
こ
と
を
引
用
部
は
告
げ
て
い
る
。
し
か
し
あ
え
て
そ
の
要
点
だ
け

を
取
り
出
す
と
、
以
下
の
三
つ
の
要
素
を
指
摘
で
き
る
。

　
ま
ず
第
一
に
は
自
己
意
識
に
対
し
て
、
他
の
自
己
意
識
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
点
に
は
二
つ
の
側
面
が
あ
る
。
第

二
の
自
己
意
識
は
第
一
の
自
己
意
識
に
と
っ
て
、
露
な
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
面
と
、
自
分
と
同
じ
自
己
意
識
で
あ
る
と
い
う
面
で
あ
る
。

第
二
は
こ
の
他
性
の
廃
棄
で
あ
る
。
そ
れ
は
例
え
ば
、
第
二
の
自
己
意
識
が
第
一
の
自
己
意
識
に
奉
仕
す
る
も
の
と
な
り
、
そ
の
こ
と
で

第
一
の
自
己
意
識
が
自
己
確
信
を
得
る
と
い
う
よ
う
な
形
で
遂
行
さ
れ
る
。
第
一
の
点
の
持
つ
二
面
性
と
連
動
し
て
、
こ
の
他
性
の
廃
棄

に
も
二
面
が
あ
る
。
こ
の
廃
棄
に
よ
っ
て
自
己
意
識
は
自
己
確
信
を
得
る
が
、
こ
の
廃
棄
は
自
分
と
同
じ
自
己
意
識
を
廃
棄
す
る
こ
と
に

な
り
、
自
己
否
定
と
い
う
側
面
も
持
つ
の
で
あ
る
。
第
三
に
、
他
の
廃
棄
を
通
じ
た
自
己
確
立
で
あ
る
。
こ
の
自
己
確
立
に
も
二
面
が
あ

り
、
第
一
の
自
己
の
自
己
確
立
は
そ
の
自
己
が
自
己
完
結
し
た
自
己
満
足
を
得
た
結
果
、
第
二
の
自
己
意
識
も
放
免
さ
れ
て
自
立
性
を
回

　
　
　
　
　
（
5
3
）

復
す
る
の
で
あ
る
。

　
作
用
・
反
作
用
関
係
に
お
け
る
能
動
的
実
体
と
受
動
的
実
体
は
、
承
認
論
に
お
け
る
二
つ
の
自
己
意
識
の
振
る
舞
い
方
を
表
現
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
第
一
に
、
承
認
関
係
に
お
け
る
第
二
の
自
己
意
識
が
第
一
の
自
己
意
識
に
と
っ
て
「
他
」
の
「
自
己
意
識
」
と

　
　
　
　
近
代
の
存
在
論
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一
｝
山
男

い
う
、
他
性
と
同
質
性
を
合
わ
せ
持
つ
存
在
だ
っ
た
の
と
同
様
に
、
受
動
的
実
体
は
能
動
的
実
体
に
と
っ
て
同
質
性
と
他
性
と
を
合
わ
せ

持
つ
存
在
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
　
「
受
動
的
実
体
そ
れ
自
体
二
重
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
自
立
し
た
他
老
で
あ
り
、
同
時
に
（
能
動
的
実
体
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）

　
　
っ
て
）
前
提
さ
れ
た
も
の
、
即
自
的
に
は
す
で
に
能
動
的
実
体
と
同
一
的
な
も
の
で
あ
る
」
。

　
こ
の
よ
う
に
受
動
的
実
体
が
両
義
的
な
も
の
で
あ
る
の
で
、
能
動
的
実
体
が
受
動
的
実
体
に
及
ぼ
す
作
用
も
二
重
の
意
味
を
持
つ
。
能

動
的
実
体
が
受
動
的
実
体
に
作
用
す
る
こ
と
は
、
受
動
的
実
体
に
お
い
て
自
ら
の
作
用
の
結
果
を
立
て
る
こ
と
で
あ
り
、
受
動
的
実
体
の

持
っ
て
い
た
自
分
に
対
す
る
他
性
を
廃
棄
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
受
動
的
実
体
は
や
は
り
他
な
る
も
の
な
の
で
、
他
と
し
て
保
持

　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

さ
れ
も
す
る
の
で
あ
る
。

　
能
動
的
実
体
と
受
動
的
実
体
は
、
作
用
を
及
ぼ
す
関
係
に
あ
る
も
の
と
し
て
、
最
初
か
ら
互
い
に
同
質
的
な
存
在
で
あ
る
。
同
じ
も
の

は
同
じ
も
の
に
よ
っ
て
作
用
を
受
け
る
の
で
あ
る
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ぽ
、
こ
の
二
つ
の
実
体
は
こ
の
特
定
の
作
用
連
関
内
の
項
と
し

て
存
在
し
て
い
る
。
同
時
に
、
こ
の
二
つ
の
実
体
は
自
立
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
こ
の
こ
つ
の
実
体
の
問
の
分
裂
は
消
え
去
る
こ
と
は

な
い
。
確
か
に
一
方
か
ら
他
方
へ
の
作
用
に
お
い
て
二
つ
の
実
体
の
間
の
他
性
が
廃
棄
さ
れ
も
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
無
差
別
的
な
同

一
性
へ
と
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
く
、
す
ぐ
さ
ま
分
裂
は
再
興
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
作
用
・
反
作
用
の
関
係
は
承
認
の
関
係
と
尉
応
ず
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
だ
け
で
は
な
お
承
認
の
構
造
を
尽

く
し
た
と
は
言
え
な
い
。
こ
れ
ま
で
考
察
さ
れ
た
関
係
は
、
受
動
的
実
体
が
能
動
的
実
体
に
よ
る
強
制
力
を
被
る
と
い
う
も
の
に
す
ぎ
な

か
っ
た
。
強
制
関
係
を
脱
し
、
自
由
な
関
係
に
進
む
た
め
に
は
何
が
必
要
だ
と
へ
：
ゲ
ル
は
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

17

@
強
剃
と
自
由

こ
れ
ま
で
考
察
し
た
限
り
で
は
、

作
用
・
反
作
用
関
係
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

「
受
動
的
実
体
が
強
制
力
を
受
け
る
」

と
い
う
関
係
だ
っ
た
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は



言
う
。
し
か
し
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
受
動
的
実
体
に
と
っ
て
能
動
的
実
体
の
及
ぼ
す
作
用
は
単
な
る
外
か
ら
の
働
き
か
け
で
は

な
い
。
受
動
的
実
体
は
そ
の
作
用
を
受
け
う
る
よ
う
な
実
体
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
で
な
け
れ
ぽ
そ
も
そ
も
力
を
受
け
る
こ
と
す
ら
で
き

な
い
。
実
際
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

　
　
「
他
者
に
強
制
力
を
持
つ
も
の
は
、
そ
れ
が
他
者
自
身
の
威
力
で
あ
る
が
故
に
の
み
、
そ
の
強
記
力
を
持
つ
の
で
あ
る
。
そ
の
威
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
）

　
　
は
、
そ
こ
に
お
い
て
自
分
と
こ
の
他
者
と
を
開
示
す
る
の
で
あ
る
」
。

　
こ
こ
に
語
ら
れ
る
よ
う
に
、
外
か
ら
強
制
さ
れ
た
結
果
と
見
え
る
こ
と
は
実
は
自
分
自
身
の
働
き
で
あ
る
。
例
え
ば
、
主
人
と
奴
隷
と

の
関
係
に
お
い
て
、
奴
隷
が
無
理
矢
理
屈
服
さ
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
も
、
実
際
屈
服
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
は
奴
隷
自
身
な
の

で
あ
っ
て
、
奴
隷
が
屈
服
し
て
い
る
こ
と
が
相
手
を
主
人
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
他
者
に
強
制
さ
れ
て
や
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
こ

と
で
も
、
自
分
が
そ
の
強
制
を
受
け
入
れ
る
と
い
う
隠
れ
た
協
力
を
し
な
け
れ
ば
そ
の
強
制
は
成
り
立
た
な
い
。
こ
の
意
味
で
受
動
も
一

　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
）

つ
の
能
動
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
強
制
関
係
も
一
種
の
協
力
で
あ
る
。
本
当
は
両
者
の
協
働
で
あ
る
も
の
が
外
か
ら
の
力
と
感
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
一
体
何
が
こ
う
し
た
関
係
に
強
制
と
い
う
特
徴
を
与
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
考
え
に
よ
る
と
、
そ
れ
は
二
つ
の

実
体
の
間
の
関
係
が
外
的
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
こ
こ
で
は
ま
だ
二
つ
の
実
体
は
相
互
に
他
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
一
方
か
ら
他
方

へ
の
働
き
か
け
に
強
制
と
い
う
色
合
い
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
こ
の
二
つ
の
実
体
の
問
の
関
係
性
が
変
更
さ
れ
れ
ば
、
協

働
が
協
働
と
し
て
立
ち
現
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
遂
行
し
た
も
の
が
交
互
作
用
論
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
交
互
作
用
論
で
指
摘
さ
れ
る
こ
と
は
、
実
は
す
で
に
作
用
・
反
作
用
の
関
係
で
生
じ
て
い
た
こ
と
の
お
さ
ら
い
に
す
ぎ
な
い
。

そ
の
要
点
は
作
用
・
反
作
用
の
間
の
一
方
向
的
作
用
の
関
係
が
実
は
も
う
止
揚
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
も
そ
も
二
つ
の
実
体
が
相
互
に
他
な
る
も
の
で
あ
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
能
動
受
動
の
関
係
が
一
方
向
的
で
あ
る
た
め
で

あ
る
。
能
動
的
実
体
に
と
っ
て
受
動
的
実
体
は
作
用
を
及
ぼ
す
対
象
で
し
か
な
い
。
こ
の
関
係
の
主
体
は
あ
く
ま
で
能
動
的
実
体
で
あ
り
、

　
　
　
　
近
代
の
存
在
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
七
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一
一
八

そ
の
た
め
に
受
動
的
実
体
は
こ
の
関
係
を
離
れ
て
も
存
在
し
う
る
直
接
的
存
在
と
い
う
性
格
を
持
つ
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
二
つ
の
実
体

の
間
に
存
在
す
る
他
性
の
内
実
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
受
動
的
実
体
が
作
用
を
受
け
る
と
い
う
働
き
自
体
、
実
は
こ
の
受
動
的
実
体
の
能
動
的
な
働
き
で

あ
る
。
こ
の
点
か
ら
言
え
ば
、
能
動
的
実
体
は
こ
の
受
動
的
実
体
の
作
用
を
受
け
て
い
る
。
能
動
的
に
支
配
し
て
い
た
つ
も
り
の
主
人
が
、

実
は
奴
隷
に
よ
る
隷
属
す
る
と
い
う
働
き
を
受
け
て
い
る
受
け
身
の
存
在
で
あ
る
よ
う
に
。
こ
こ
か
ら
、
当
初
単
に
作
用
を
受
け
る
受
け

手
に
す
ぎ
な
い
と
思
わ
れ
て
い
た
も
の
、
受
動
す
る
だ
け
の
直
接
的
な
存
在
だ
と
思
わ
れ
て
い
た
も
の
が
能
動
的
な
作
用
主
体
で
あ
る
こ

と
が
明
ら
か
に
な
る
。
そ
れ
は
能
動
的
実
体
の
持
つ
受
動
性
の
相
関
者
で
あ
り
、
こ
の
二
つ
の
実
体
の
関
係
は
一
方
向
的
な
も
の
で
な
く

相
互
的
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
両
者
が
と
も
に
主
体
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
が
交
互
作
用
の
メ
ル
ク
マ
…
ル
で
あ
る
。

　
能
動
的
実
体
は
そ
の
能
動
の
作
用
に
お
い
て
相
手
の
働
き
を
受
け
、
受
動
的
実
体
は
そ
の
受
動
に
お
い
て
相
手
に
働
き
か
け
る
。
両
罰

は
全
く
相
関
的
で
あ
り
、
鏡
に
映
っ
た
も
う
一
つ
の
自
分
と
対
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
相
互
性
に
お
い
て
、
承
認
の

構
造
は
完
結
す
る
。
こ
こ
に
、
「
他
意
に
お
い
て
自
己
の
も
と
に
あ
る
」
と
い
う
へ
1
ゲ
ル
的
自
由
の
概
念
の
登
場
を
認
め
る
こ
と
が
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
9
）

き
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
一
方
的
な
強
鰯
の
関
係
で
は
な
く
、
自
由
な
協
働
関
係
と
し
て
実
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
近
代
文
化
の
持
つ
分
裂
溝
造
克
服
の
揚
と
し
て
の
承
認
壁
構
造
が
提
示
さ
れ
た
。
そ
れ
は
「
野
薄
者
を
意
識
に
諒
し
て
構
成

す
る
」
と
い
う
課
題
に
渇
す
る
応
答
で
あ
る
。
今
や
絶
薄
笑
は
す
べ
て
を
否
定
し
つ
く
す
絶
対
的
統
｝
と
し
て
で
な
く
、
分
裂
を
そ
の
う

ち
に
は
ら
ん
だ
承
認
関
係
と
し
て
構
成
さ
れ
る
。
分
裂
を
無
差
甥
的
同
一
性
に
お
い
て
克
服
す
る
の
で
は
な
く
、
分
裂
の
存
在
を
認
め
つ

つ
、
自
立
し
た
実
体
陽
士
が
相
互
的
に
関
係
を
取
り
結
ぶ
。
こ
こ
で
は
分
裂
を
単
に
克
服
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
分
裂
を
生
き
る
生

の
あ
り
方
が
模
索
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。



　
1
8
　
お
わ
り
に

　
わ
れ
わ
れ
は
近
代
の
分
裂
に
対
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
取
り
組
み
を
、
彼
の
形
而
上
学
の
領
域
で
の
主
著
『
論
理
の
学
』
第
二
巻
数
三
編

「
現
実
性
」
の
な
か
に
求
め
て
き
た
。
確
か
に
そ
こ
に
は
、
『
差
異
論
文
』
以
来
の
、
「
意
識
に
嘉
し
て
絶
対
者
を
構
成
す
る
」
と
い
う
課

題
の
遂
行
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
、
そ
こ
に
は
『
差
異
論
文
』
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
い
く
つ
も
の
展
開
も
含
ま
れ
て
い
た
。

そ
れ
ら
の
論
点
に
は
今
後
さ
ら
に
考
え
る
べ
き
多
く
の
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
。
絶
対
者
と
反
省
と
の
関
係
と
い
う
問
題
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル

哲
学
が
絶
対
者
を
対
象
と
す
る
哲
学
で
あ
る
こ
と
を
標
呈
す
る
以
上
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
全
体
の
方
法
論
的
問
題
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
同
一
性
と
分
裂
と
を
承
認
構
造
に
お
い
て
総
合
す
る
と
い
う
構
想
は
共
同
主
観
性
の
存
在
論
へ
の
多
く
の
示
唆
を
与
え
る
も
の
だ

（
6
0
）

ろ
う
。

　
と
も
か
く
わ
れ
わ
れ
は
「
絶
対
者
を
意
識
に
対
し
て
構
成
す
る
」
と
い
う
課
題
が
「
近
代
」
と
い
う
生
が
突
き
つ
け
て
き
た
課
題
で
あ

る
こ
と
を
見
た
。
そ
し
て
、
こ
の
若
き
日
の
宿
題
が
『
論
理
の
学
』
の
な
か
で
な
お
生
き
続
け
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
こ
の
宿
題
を
解
く
た
め
に

悪
戦
苦
闘
し
て
い
る
様
を
見
た
。
そ
の
悪
戦
苦
闘
が
と
き
に
強
引
に
流
れ
、
と
き
に
言
葉
足
ら
ず
の
叙
述
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
否
め
な

い
。
そ
れ
は
そ
れ
だ
け
こ
の
宿
題
が
難
し
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
近
代
の
陰
の
も
と
に
生
き
る
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
、

そ
れ
は
あ
な
が
ち
他
人
事
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。

（
1
）
　
こ
の
点
に
関
し
て
は
以
下
の
拙
論
参
照
。
「
ヘ
ー
ゲ
ル
と
ヴ
ェ
ー
バ
ー
ー
近
代
の
運
命
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
理
想
』
六
六
〇
号
、
一
九
九
七
年
）
。

（
2
）
ρ
≦
．
男
頃
。
鳴
斜
O
①
都
ヨ
ヨ
。
一
冨
≦
①
鱒
9
u
d
9
卜
。
ド
。
。
」
ρ
（
以
下
、
ρ
≦
．
と
略
記
。
）

（
3
）
　
反
省
論
の
「
外
的
反
省
」
が
そ
の
こ
と
の
証
明
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
の
拙
論
参
照
。
「
仮
象
と
反
省
一
へ
ー
ゲ
ル
の
矛
盾

　
概
念
の
理
解
の
た
め
に
」
（
『
近
世
哲
学
研
究
』
一
号
、
一
九
九
五
年
、
京
大
・
西
洋
近
世
哲
学
史
懇
話
会
編
）
。

（
4
）
　
O
・
≦
・
匂
ご
戯
・
b
o
ド
o
Q
幽
ω
心
●

　
　
　
近
代
の
存
在
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
九
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一
二
〇

（
5
）
　
比
喩
を
使
う
な
ら
、
カ
ン
ト
が
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
い
う
絵
筆
の
使
い
方
説
明
書
を
残
し
た
の
に
対
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
実
際
に
そ
れ
を
使
っ
て
絵
を

　
描
く
こ
と
で
、
そ
の
絵
筆
の
長
所
短
所
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

（
6
）
　
ヘ
ー
ゲ
ル
は
『
精
神
の
現
象
学
』
と
『
論
理
の
学
』
と
の
方
法
が
同
じ
で
あ
る
と
明
言
し
て
い
る
。
○
腎
≦
’
ゆ
◎
一
一
・
ψ
卜
。
伊

（
7
）
ρ
≦
・
田
・
避
ω
」
①
．

（
8
）
　
も
ち
ろ
ん
私
は
、
両
者
の
問
を
隔
て
る
十
余
年
の
問
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
想
的
変
遷
を
過
小
に
評
価
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、

　
両
者
を
貫
く
根
本
的
精
神
の
一
貫
性
に
注
昌
し
た
い
。

（
9
）

（
1
0
）

（
1
1
）

（
1
2
）

（
1
3
）

O
・
≦
●
ゆ
鳥
．
蒔
■
Q
Q
陰
一
ω
．

O
．
〈
『
・
⇔
σ
9
叔
．
ω
．
一
野

O
。
芝
の
自
国
⑦
α
q
Φ
お
国
5
塁
巴
8
覆
博
①
留
『
℃
三
ざ
ω
o
豊
凶
ω
9
2
を
一
ω
ω
g
ω
o
音
無
窪
一
日
O
毎
＆
『
一
ω
ω
o
（
一
Q
。
ω
O
）
”
誕
9
ヨ
ぴ
母
σ
q
一
㊤
切
O
噂
伽
＝
旺
電

O
．
竃
卿
≦
α
ヨ
。
噛
U
一
Φ
≦
o
ω
雲
ω
】
o
ひ
q
障
貯
鵠
①
ぴ
q
①
『
≦
凶
ω
ω
o
霧
。
冨
津
ユ
興
ピ
。
ぴ
q
弾
噸
ω
梓
簿
白
鍵
7
b
づ
巴
O
”
つ
づ
ω
窟
言
一
8
き
Q
Q
◎
ω
◎
。
メ

O
●
≦
．
切
9
二
ω
●
ω
○
。
ρ
た
だ
し
、
こ
の
箇
所
の
後
で
は
外
的
反
省
と
見
え
て
い
た
も
の
が
実
は
絶
対
者
自
体
に
内
的
な
も
の
だ
っ
た
こ
と
が

　
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
1
4
）
　
○
・
〈
∫
ω
α
・
一
一
．
ω
●
刈
9

（
1
5
）
　
9
≦
．
ω
飢
．
揖
．
9
ω
§
●

（
1
6
）
　
○
．
≦
●
じ
d
α
’
＝
．
ω
●
ω
諺
’

（
1
7
）
　
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
「
α
q
Φ
ω
。
9
こ
を
「
想
定
さ
れ
た
し
と
訳
す
べ
き
だ
と
す
る
加
藤
尚
武
氏
の
主
張
に
触
れ
て
お
き
た
い
（
加
藤
尚
武
「
へ
一

　
ゲ
ル
論
理
学
の
な
か
の
く
実
体
〉
と
く
因
果
〉
」
、
千
葉
大
学
『
入
文
研
究
』
二
三
号
、
　
一
九
九
四
年
）
。
私
は
、
「
ひ
q
Φ
ω
簿
N
こ
の
基
本
的
意
味
は
他

　
と
の
関
係
に
お
い
て
あ
る
あ
り
方
で
あ
る
と
思
う
。
そ
の
テ
ク
ス
ト
上
の
根
拠
は
次
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
発
言
で
あ
る
。
「
（
肯
定
的
な
も
の
も
否
定
的
な

　
も
の
も
）
ど
ち
ら
も
他
者
を
通
じ
て
の
み
、
自
分
の
否
定
を
通
じ
て
の
み
、
そ
れ
が
そ
れ
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
単
に
定
立
さ
れ

　
た
存
在
で
あ
る
」
（
○
・
ぐ
∫
　
】
W
山
’
一
一
．
ω
．
b
o
刈
駆
）
。
こ
れ
は
結
局
、
他
者
と
の
区
別
対
立
関
係
に
お
か
れ
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
論
理
学
に
お
い
て
区
別
対
立
を
立
て
る
働
き
は
反
省
的
思
考
で
あ
り
、
そ
の
た
め
「
ひ
q
o
ω
①
欝
こ
に
反
省
的
思
考
に
よ
っ
て
「
想
定
さ
れ
た
」



　
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
は
私
も
加
藤
氏
の
見
解
に
同
意
す
る
。
し
か
し
、
反
省
の
主
観
的
側
面
を
強
調
し
、
反
省
に

　
よ
る
定
立
を
「
主
観
的
で
一
面
的
な
見
立
て
」
と
す
る
点
は
行
き
す
ぎ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
文
中
で
論
じ
た
よ
う
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学
に
お

　
い
て
は
反
省
は
絶
対
者
に
い
わ
ば
組
み
込
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
客
観
的
な
も
の
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

（
1
8
）
　
ρ
≦
●
じ
d
9
一
一
6
0
Q
・
Q
。
お
’

（
1
9
）
　
属
性
概
念
の
理
解
に
つ
い
て
の
以
下
の
書
物
参
照
。
ρ
ヨ
．
≦
α
田
ρ
U
8
≦
o
ω
Φ
器
ざ
σ
q
算
貯
口
①
吟
且
ω
≦
♂
器
霧
。
冨
津
α
窪
ピ
。
α
q
ぎ
ρ

　
心
ω
O
塗

（
2
0
）
　
ρ
≦
●
し
d
鳥
．
一
一
．
o
Q
・
ω
課
・

（
2
1
）
　
テ
キ
ス
ト
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
「
属
性
は
、
第
一
に
単
純
な
同
一
性
に
お
け
る
も
の
と
し
て
の
絶
対
者
で
あ
る
。
第
二
に
は
、
属
性

　
は
否
定
で
あ
る
。
否
定
と
し
て
の
否
定
は
形
式
的
な
自
己
内
反
省
で
あ
る
」
（
o
Q
．
ω
凝
）
。
属
性
の
第
一
の
側
面
に
つ
い
て
は
、
も
は
や
説
明
を
要
し

　
な
い
だ
ろ
う
。
第
二
の
側
面
は
表
面
的
に
は
わ
か
り
に
く
い
が
、
有
限
な
事
物
の
多
様
に
対
応
す
る
と
み
て
い
い
。
多
様
性
は
否
定
さ
れ
る
こ
と
で
、

　
絶
対
者
を
か
い
ま
見
せ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
否
定
は
絶
対
者
と
い
う
絶
対
的
同
一
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
多
様
は
、
否
定
さ
れ

　
て
あ
る
と
い
う
資
格
に
お
い
て
、
自
己
内
反
省
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
2
2
）
　
O
．
を
．
b
ご
9
一
一
・
ψ
ω
温
点
な
ぜ
多
様
と
い
う
規
定
だ
け
が
様
態
と
し
て
あ
げ
ら
れ
、
同
一
性
と
い
う
規
定
の
方
は
は
ず
さ
れ
た
の
か
。
こ
れ

　
は
結
局
、
同
じ
く
形
式
と
言
っ
て
も
同
一
性
と
多
様
と
で
は
、
絶
対
者
と
の
関
わ
り
方
が
違
う
こ
と
に
帰
着
す
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
も
そ
も
絶
対
者

　
は
絶
対
的
な
同
「
性
と
し
て
定
義
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
絶
対
的
同
「
性
そ
れ
自
体
が
「
つ
の
「
規
定
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
は
、
絶
対

　
的
同
一
性
が
多
様
に
対
し
て
対
立
関
係
に
立
つ
か
ら
で
あ
っ
た
。
絶
対
的
同
一
性
は
多
様
を
否
定
す
る
運
動
に
よ
っ
て
初
め
て
成
立
す
る
も
の
で
あ

　
る
が
ゆ
え
に
、
こ
の
対
立
関
係
は
避
け
ら
れ
な
い
も
の
だ
っ
た
。
こ
う
し
た
動
的
構
造
に
留
目
す
る
な
ら
、
同
一
性
は
確
か
に
そ
れ
自
体
対
立
関
係

　
に
立
つ
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
規
定
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
同
一
性
は
対
立
関
係
を
否
定
す
る
こ
と
で
成
り
立
つ
よ
う
な
も
の
で
あ
る
こ
と
、
し

　
た
が
っ
て
、
規
定
で
あ
る
こ
と
を
自
ら
否
定
す
る
よ
う
な
規
定
で
あ
る
こ
と
が
解
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
同
一
性
と
い
う
形
式
を
様
態
の
概
念
の
も
と
に

　
含
ま
せ
な
か
っ
た
こ
と
も
、
同
一
性
が
本
来
規
定
な
ら
ざ
る
規
定
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
2
3
）
　
O
・
≦
．
し
d
典
一
一
●
φ
ω
瞬
．

　
　
　
近
代
の
存
在
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
＝



　
　
　
哲
櫛
†
研
究
　
四
二
五
百
六
十
・
六
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
二

（
2
4
）
　
O
・
≦
・
し
d
山
・
一
一
陰
Q
Q
．
ω
胡
・

（
2
5
）
　
¢
国
。
圃
ω
9
ヨ
塁
翌
ピ
p
。
ω
9
0
嵩
8
鐸
乱
く
。
二
巴
o
o
賃
訂
ざ
α
q
凶
ρ
器
伽
⑦
躍
Φ
ぴ
q
o
ド
℃
m
ユ
ω
一
白
。
。
■
ψ
b
。
ミ
●

（
2
6
）
　
O
・
乏
・
b
d
典
一
一
．
ω
・
ω
o
。
一
．

（
2
7
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
以
下
の
拙
稿
参
照
。
「
有
限
な
事
物
の
本
性
と
し
て
の
矛
盾
一
へ
：
ゲ
ル
『
論
理
の
学
』
反
省
規
定
論
注
解
」
（
『
へ
！

　
ゲ
ル
論
理
学
研
究
』
第
二
号
、
一
九
九
六
年
、
へ
；
ゲ
ル
〈
論
理
学
〉
研
究
会
編
）
。

（
2
8
）
　
O
・
≦
．
男
頃
①
ひ
q
鼻
く
〇
二
①
も
。
§
o
q
雪
目
鮮
い
。
σ
q
弾
§
画
蚕
簿
岩
菖
ω
葺
属
£
。
ヨ
9
霞
一
⑩
⑩
ひ
。
矯
Q
Q
」
ω
ρ

（
2
9
）
　
テ
キ
ス
ト
で
は
次
の
よ
う
に
表
競
さ
れ
る
。
「
し
か
し
、
可
能
的
な
も
の
は
単
な
る
同
一
命
題
以
上
の
も
の
を
倉
ん
で
い
る
。
可
能
的
な
も
の

　
は
、
反
省
さ
れ
た
自
己
内
反
省
し
た
存
在
で
あ
る
。
あ
る
い
は
同
一
的
な
も
の
は
端
的
に
統
体
性
の
モ
メ
ン
ト
と
し
て
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ

　
は
自
体
的
に
は
存
在
し
て
い
な
い
も
の
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
可
能
的
な
も
の
は
〔
同
一
性
と
い
う
第
一
の
規
定
の
他
に
〕
単
に
可
能
的
な
も

　
の
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
第
二
の
規
定
と
、
形
式
の
統
体
性
〔
つ
ま
り
現
実
性
と
可
能
性
の
総
合
さ
れ
た
も
の
に
な
る
べ
し
と
い
う
〕
当
為
を
持
つ
」

　
（
（
甲
’
〈
『
●
】
W
瓢
●
一
一
．
ω
●
ω
Q
Q
い
。
）
。
こ
の
引
用
文
の
中
心
と
な
る
の
は
第
二
文
の
「
反
省
さ
れ
た
、
自
己
内
に
反
省
し
た
存
在
」
と
い
う
語
句
で
あ
る
。

　
先
述
し
た
よ
う
に
、
あ
る
事
物
の
可
能
性
を
捉
え
る
と
は
そ
こ
に
顕
境
し
て
い
る
内
な
る
も
の
を
捉
え
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
考
察
し
て
き
た

　
よ
う
に
、
内
な
る
も
の
が
顕
現
し
て
い
る
も
の
と
し
て
事
物
を
捉
え
る
こ
と
が
そ
の
事
物
の
競
実
性
を
捉
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
、
あ
る
事
物
の

　
可
能
性
を
捉
え
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
う
す
る
こ
と
で
そ
の
畜
物
の
現
実
性
を
も
捉
え
て
い
る
。
そ
こ
に
お
い
て
、
境
実
性
と
可
能
性
と
は
総
合

　
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
と
き
可
能
性
は
そ
の
湧
物
の
「
自
己
内
に
反
省
し
た
存
在
」
と
呼
ば
れ
る
。
問
題
の
語
句
で
は
、
こ
の
「
慮
己
内
に
反
省
し
た

　
存
在
」
に
さ
ら
に
限
定
的
に
「
反
省
さ
れ
た
し
と
い
う
形
容
句
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
現
実
性
と
総
合
さ
れ
た
可
能
性
の
あ
り
方
か
ら
区

　
別
し
て
、
内
蒲
化
さ
れ
た
あ
り
方
に
お
け
る
可
能
性
、
つ
ま
り
現
実
挫
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
た
だ
の
毎
能
性
を
意
味
す
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
引
用
箇
飯
の
解
釈
に
つ
い
て
は
以
下
の
研
究
に
多
く
を
負
う
。
見
照
石
介
『
ヘ
ー
ゲ
ル
大
論
理
学
研
究
』
大
月
書
店
。
解
釈
の
異
同
は
瑚
に
し

　
て
、
見
田
氏
の
研
究
か
ら
は
こ
こ
以
外
の
箇
所
　
で
も
多
く
の
教
示
を
受
け
た
。

（
3
0
）
　
O
．
芝
・
じ
d
9
一
一
●
ω
。
ω
。
。
鱒
旨
切
．
エ
ル
ト
マ
ソ
の
報
告
に
よ
る
と
、
ヴ
ォ
ル
フ
に
お
い
て
は
境
実
性
が
可
能
性
に
対
す
る
補
完
（
8
ヨ
質
出
ヨ
魯
ε
∋

　
℃
o
ω
の
課
緊
舞
置
）
と
し
て
整
え
ら
れ
て
い
た
。
累
層
’
蝉
α
ヨ
雪
炉
○
等
質
費
お
ユ
自
門
。
ぴ
身
鐸
¢
二
α
寓
簿
呂
冨
ω
幹
矯
澱
些
ω
δ
爵
”
ω
．
。
。
④
．



（
3
5
）

（
3
6
）

（
3
7
）

（
3
8
）

（
3
9
）

（
4
0
）

（
3
1
）
　
O
．
≦
．
ω
9
一
μ
．
ω
ω
。
。
α
h
．
そ
う
し
た
作
用
連
関
と
し
て
存
在
す
る
現
実
性
と
し
て
、
実
在
的
現
実
性
は
状
態
的
で
は
な
く
プ
ロ
セ
ス
的
で
あ

　
る
と
す
る
ビ
ア
ー
ル
達
の
見
解
は
当
を
得
た
も
の
だ
と
い
え
る
。
卵
ゆ
一
碧
鼻
離
・
自
・
‘
ぎ
霞
0
9
。
下
竜
。
づ
妙
冨
ぽ
9
年
。
号
凄
い
。
ぴ
q
一
ρ
器
号
臨
①
α
q
Φ
ド

　
い
四
α
0
9
ニ
コ
。
畠
Φ
一
．
⑦
。
。
ω
o
”
o
ρ
℃
⇔
ユ
。
。
一
⑩
c
◎
G
Q
．

（
3
2
）
　
ρ
芝
●
ゆ
鳥
。
一
一
．
ω
●
ω
Q
。
①
．

（
3
3
）
　
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
の
『
論
理
学
・
形
葡
上
学
講
義
』
で
は
簡
明
に
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。
「
こ
れ
こ
れ
の
条
件
が
整
わ
な
か
っ
た
な
ら
、

　
こ
れ
は
生
起
し
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
言
う
の
は
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
、
こ
れ
が
生
起
し
な
か
っ
た
な
ら
、
こ
れ
は
生
起
し
な

　
か
っ
た
だ
ろ
う
と
言
っ
て
い
る
に
等
し
い
か
ら
。
と
い
う
の
は
諸
条
件
こ
そ
は
、
〔
出
来
事
の
〕
生
起
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
か
ら
」
。
O
’
≦
・
問

　
頃
。
ぴ
q
o
♂
＜
〇
二
Φ
讐
誹
σ
貸
①
離
H
ど
い
o
o
q
障
口
降
α
竃
。
冨
”
ゴ
矯
ω
凶
ぎ
o
Q
．
一
認
・

（
3
4
）
　
こ
こ
の
テ
キ
ス
ト
は
難
解
で
、
い
く
ら
な
ん
で
も
説
明
不
足
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
「
直
接
的
な
実
在
的
現
実
性
は
、
直
接
的
な
る
が
ゆ
え

　
に
、
そ
の
可
能
性
に
対
立
し
て
（
α
q
①
σ
q
8
）
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
規
定
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
し
た
が
っ
て
反
省
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
そ
れ

　
は
実
在
的
可
能
性
で
あ
る
」
（
∩
甲
。
ぐ
く
●
田
W
鳥
●
　
一
μ
・
ω
・
　
ω
o
Q
①
）
。
最
初
の
可
能
性
は
、
引
き
起
こ
さ
れ
る
べ
き
可
能
性
、
つ
ま
り
未
だ
実
現
さ
れ
て
い
な

　
い
萌
芽
と
し
て
の
そ
れ
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
現
実
の
存
在
と
内
的
な
可
能
性
と
が
対
立
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
対
立
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
、

　
こ
の
直
接
的
な
現
実
が
減
び
い
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
含
意
す
る
。
そ
れ
は
実
現
さ
る
べ
き
姿
と
の
ず
れ
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
今
の
現
実
の

　
崩
壊
は
新
た
な
現
実
の
生
起
で
あ
り
、
崩
壊
す
べ
き
も
の
と
い
う
規
定
を
受
け
た
現
実
は
、
新
た
な
現
実
の
た
め
の
条
件
と
な
る
の
で
あ
る
。
お
そ

　
ら
く
へ
！
ゲ
ル
の
言
い
た
い
こ
と
は
こ
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

　
　
　
O
●
≦
・
b
d
山
・
同
ド
ω
．
ω
α
o
Q
・

O
●
≦
●
切
阜
μ
一
’
o
Q
．
ω
c
Q
⑩
●

O
．
≦
．
切
9
一
一
●
ω
．
ω
Φ
H
●

O
・
≦
●
切
鳥
・
一
一
．
Q
Q
．
ω
c
Q
㊤
層

O
・
≦
’
し
d
9
一
一
・
ω
・
ω
O
ω
．

し
か
し
、
マ
ク
タ
ガ
ー
ト
の
よ
う
に
様
相
論
が
余
分
だ
っ
た
と
ま
で
は
思
わ
な
い
。

近
代
の
存
在
論

様
相
論
は
、

絶
対
者
に
と

っ

て

外
的

で
偶
然
的
な
も

の
と



　
　
　
哲
学
研
究
　
　
繭
弟
五
百
六
十
六
口
万
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
一
四

　
見
え
て
い
た
も
の
が
実
は
絶
対
者
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
も
の
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
す
と
い
う
重
要
な
役
割
を
負
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
＜
α
q
一
回
・
］
≦
・
晦
』
≦
o
↓
餌
ひ
q
α
q
費
仲
、
＞
8
ヨ
ヨ
魯
3
曼
8
躍
①
ウ
q
o
一
ω
δ
ぴ
q
卿
。
”
0
9
ヨ
び
ユ
轟
①
一
Φ
一
〇
ω
．
H
O
b
o
．

（
4
1
）
　
ρ
≦
・
ゆ
住
・
一
一
Q
Q
・
ω
り
α
●

（
4
2
）
　
「
一
方
の
モ
メ
ン
ト
の
み
が
、
つ
ま
り
否
定
的
な
も
の
、
区
別
の
み
が
す
ぐ
さ
ま
消
え
去
り
、
も
う
一
方
の
同
一
的
な
も
の
は
消
え
玄
ら
な
い
」

　
（
ρ
≦
●
し
d
瓢
．
臣
．
ω
辱
ω
Φ
①
）
。

（
4
3
）
　
テ
キ
ス
ト
で
は
以
下
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。
「
こ
の
相
関
は
生
成
と
し
て
の
映
現
す
る
統
体
性
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
同
様
に
反
省
で
あ

　
る
」
。
相
関
項
が
自
立
性
を
持
た
ず
、
す
ぐ
に
他
者
に
転
化
し
て
し
ま
う
こ
と
が
、
こ
こ
で
は
「
生
成
を
。
a
魯
」
の
概
念
で
表
示
さ
れ
る
。
し
か

　
し
、
こ
の
生
成
が
反
省
で
も
あ
る
こ
と
に
注
意
が
促
さ
れ
る
。
こ
の
、
生
成
と
反
省
と
の
対
比
は
反
省
論
冒
頭
で
使
わ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
際
反
雀

　
は
生
成
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
自
己
の
内
に
と
ど
ま
る
生
成
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
た
（
∩
Ψ
會
　
ゼ
く
．
　
切
α
．
　
一
一
　
〇
Q
。
　
壁
土
⑩
）
。
そ
れ
を
こ
こ
で
の
議

　
論
に
適
用
す
る
な
ら
ば
、
実
体
が
偶
有
性
に
転
じ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
単
な
る
他
者
へ
の
移
行
で
は
な
く
、
自
己
自
身
の
も
と
に
と
ど
ま
っ
て
い

　
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
へ
！
ゲ
ル
は
意
味
し
た
い
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
故
に
、
こ
の
引
用
部
に
続
け
て
彼
は
次
の
よ
う
に
言
い
得
た
の
だ
ろ

　
う
。
「
郎
自
的
に
実
体
で
あ
る
偶
有
性
は
、
ま
さ
に
そ
れ
故
に
、
実
体
と
し
て
定
立
さ
れ
る
」
（
O
．
≦
．
し
d
二
●
一
一
．
ω
．
ω
¢
O
）
。

（
4
4
）
　
O
・
芝
●
b
d
鐸
嵩
．
Q
Q
曾
G
。
Φ
○
。
り

（
4
5
）
　
O
．
乏
．
じ
d
9
一
一
・
ω
．
ω
8
．

（
4
6
）
　
よ
り
正
確
に
は
質
料
が
そ
う
し
た
も
の
と
し
て
定
義
さ
れ
、
内
容
は
形
式
化
さ
れ
た
質
料
と
し
て
定
義
さ
れ
て
い
る
．
し
か
し
、
内
容
も
二
つ

　
の
形
式
規
定
の
間
の
む
す
び
つ
き
を
実
体
化
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

（
4
7
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
見
田
石
介
氏
前
掲
書
二
五
九
頁
参
照
。

（
4
8
）
　
第
一
段
階
か
ら
第
二
段
階
へ
の
移
行
は
か
な
り
ア
ク
ロ
バ
チ
ッ
ク
な
も
の
で
あ
る
。
原
因
と
結
果
と
い
う
形
式
規
定
が
先
の
第
一
段
階
で
は
内

　
容
に
と
っ
て
外
的
と
さ
れ
た
の
だ
が
、
そ
う
し
た
形
式
規
定
自
体
が
内
容
規
定
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
で
二
つ
の
些
々
の
内
容
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
テ
キ
ス
ト
は
次
の
よ
う
に
語
る
。
「
形
式
規
定
は
ま
た
内
容
規
定
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
絹
関
の
両
面
を
な
す
原
園
と
結
果
は
他
の
内
容
で
あ

　
る
」
（
〔
Ψ
●
♂
く
幽
】
W
α
噸
　
一
一
　
ψ
幽
O
一
）
。
こ
れ
は
、
根
拠
論
に
お
い
て
実
在
的
根
拠
が
導
出
さ
れ
る
と
き
と
同
じ
論
法
で
あ
る
。
内
容
と
は
原
因
と
結



　
果
と
の
同
一
性
を
実
体
化
し
た
も
の
だ
っ
た
の
だ
が
、
原
因
が
そ
れ
自
体
に
お
い
て
結
果
と
の
同
一
牲
を
示
し
、
結
果
が
そ
れ
自
体
に
お
い
て
原
因

　
と
の
同
一
性
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
が
固
有
の
内
容
を
持
つ
こ
と
の
意
味
で
あ
る
。

（
4
9
）
　
テ
キ
ス
ト
は
次
の
よ
う
に
語
る
。
「
規
定
さ
れ
た
因
果
性
の
運
動
を
通
し
て
以
下
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
形
式
的
因
果
性
で
は
原
因
は

　
結
果
に
お
い
て
消
失
し
、
そ
の
結
果
、
結
果
も
消
失
し
て
し
ま
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
原
因
は
消
失
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
消
失
に
お
い
て
、
そ
の

　
結
果
に
お
い
て
同
時
に
生
成
し
て
い
る
。
（
中
略
）
し
た
が
っ
て
、
因
果
性
は
自
己
自
身
を
前
提
し
て
い
る
」
（
○
．
≦
．
じ
σ
P
一
一
．
ω
．
心
O
恥
）
。
原
因

　
が
結
果
に
お
い
て
消
失
す
る
だ
け
で
な
く
生
成
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
ヘ
ー
ゲ
ル
が
考
え
て
い
る
の
は
、
球
1
の
動
き
が
球
2
に
伝
わ
る
こ
と
で
、

　
球
2
が
新
た
な
運
動
の
原
因
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
球
2
の
原
因
性
は
球
1
の
原
因
性
を
前
提
し
て
い
る
。
こ
こ
で
、
因
果
性
が

　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
因
果
性
に
お
い
て
生
成
す
る
と
い
う
事
態
が
見
て
取
ら
れ
る
。
こ
こ
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
は
因
果
関
係
の
自
己
前
提
性
を
言
う
わ
け
だ
が
、
テ
キ
ス
ト
で

　
は
こ
れ
ま
で
球
1
の
原
因
性
と
球
2
の
原
因
性
が
別
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
き
た
わ
け
だ
か
ら
、
こ
こ
の
論
述
は
か
な
り
強
引
な
も
の
と
な
っ
て

　
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
寺
沢
恒
信
氏
も
最
初
の
原
因
と
二
番
目
の
原
因
を
原
因
で
あ
る
と
い
う
点
で
同
一
視
し
な
い
と
こ
う
い
う
展
開
は
で

　
き
な
い
と
し
て
い
る
（
同
氏
邦
訳
書
四
三
四
頁
注
5
8
）
。
た
だ
し
本
文
中
で
も
確
認
し
た
よ
う
に
、
球
1
の
作
用
を
受
け
る
球
2
が
こ
の
因
果
性
と

　
親
和
的
な
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
球
2
の
及
ぼ
す
因
果
作
用
も
最
初
の
因
果
作
用
と
同
種
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
理
解
で
き
る
。
お
そ
ら
く

　
こ
の
こ
と
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
念
頭
に
は
あ
り
、
こ
う
し
た
論
述
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
5
0
）
　
ρ
≦
・
切
血
・
一
一
．
o
Q
●
お
鮮

（
5
1
）
　
こ
の
二
つ
の
実
体
に
関
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
叙
述
は
言
葉
足
ら
ず
で
、
実
は
こ
こ
で
登
場
す
る
の
が
二
つ
の
実
体
な
の
か
、
一
つ
の
実
体
の
自
己

　
関
係
の
二
つ
の
側
面
な
の
か
す
ら
判
然
と
し
な
い
。
私
は
二
つ
の
実
体
の
問
の
関
係
と
し
て
理
解
し
た
。
交
互
作
用
論
の
冒
頭
で
ヘ
ー
ゲ
ル
が
次
の

　
よ
う
に
振
り
返
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
有
限
な
因
果
性
に
お
い
て
相
互
に
作
用
し
つ
つ
関
係
す
る
の
は
諸
実
体
（
ω
口
げ
ω
飾
馬
嵩
N
①
鵠
）
で
あ
っ
た
」

　
（
O
．
　
ぐ
く
．
　
一
W
α
・
　
H
μ
．
　
o
◎
●
　
膳
O
“
）
。
こ
こ
で
実
体
が
複
数
形
で
語
ら
れ
る
こ
と
の
意
味
を
重
く
見
た
の
で
あ
る
。
『
精
神
の
現
象
学
』
承
認
論
で
も
、
二

　
つ
の
自
己
意
識
が
対
峙
し
て
い
る
こ
と
を
自
己
意
識
の
二
重
化
と
呼
ん
で
い
る
が
、
そ
れ
と
同
じ
調
子
の
叙
述
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
5
2
）
　
O
●
乏
・
b
d
g
O
．
ω
・
一
8
胃

（
5
3
）
　
承
認
の
問
題
に
つ
い
て
は
以
下
の
論
文
の
明
快
な
分
析
か
ら
教
示
を
受
け
た
。
石
田
あ
ゆ
み
「
未
済
の
人
倫
i
『
精
神
の
現
象
学
』
主
－
奴

　
　
　
近
代
の
存
在
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
五



　
　
　
折
H
学
研
究
　
牌
弟
五
百
六
十
六
聞
写
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
六

　
論
の
一
解
釈
i
」
（
『
近
世
哲
学
研
究
』
贈
号
、
一
九
九
六
年
、
京
大
・
西
洋
近
世
哲
学
史
懇
話
会
編
）
。

（
5
4
）
　
ρ
≦
●
し
d
鮮
一
一
．
Q
Q
．
腿
8
’

（
5
5
）
　
テ
キ
ス
ト
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
原
因
の
（
自
分
の
細
身
と
し
て
）
規
定
さ
れ
た
存
在
、
す
な
わ
ち
条
件
を
止
揚
す
る
こ
と
、
言
い
換
え
れ

　
ば
受
動
的
実
体
の
自
立
性
を
止
揚
す
る
こ
と
。
そ
し
て
原
因
が
受
動
的
実
体
と
の
同
一
性
を
止
揚
し
、
宙
己
を
前
提
す
る
こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば
自

　
己
を
他
老
と
し
て
定
立
す
る
こ
と
。
（
原
因
の
作
用
は
）
同
時
に
こ
の
二
つ
の
働
き
で
あ
る
」
（
O
．
≦
甲
b
u
鳥
．
μ
一
．
o
っ
．
A
O
㎝
．
）
。
前
半
は
受
動
的
実
体

　
の
自
立
性
を
否
定
す
る
働
き
、
後
半
は
受
動
的
実
体
を
定
立
す
る
働
き
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
5
6
）
　
ρ
≦
●
ゆ
岱
●
二
．
ψ
お
伊

（
5
7
）
　
ρ
≦
．
ω
q
．
二
．
ω
。
戯
8
零

（
5
8
）
　
こ
れ
が
ヘ
ー
ゲ
ル
が
反
作
用
と
呼
ぶ
働
き
の
根
本
で
あ
る
。

（
5
9
）
　
「
現
実
性
」
の
章
が
哲
学
史
的
に
何
を
モ
デ
ル
と
し
た
も
の
か
に
つ
い
て
は
意
見
が
分
か
れ
て
い
る
。
例
え
ば
フ
レ
ー
シ
ュ
マ
ン
は
そ
れ
が
全

　
体
と
し
て
ス
ピ
ノ
ザ
哲
学
を
対
象
と
し
て
い
る
と
し
て
い
る
し
、
ミ
ュ
ア
は
「
絶
対
的
相
関
」
は
カ
ン
ト
を
モ
デ
ル
に
し
た
も
の
だ
と
し
て
い
る
．

　
ま
た
四
日
谷
敬
子
氏
は
フ
レ
ー
シ
ュ
マ
ソ
を
批
判
し
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
だ
け
で
な
く
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
も
銚
判
的
叙
述
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
と
見
て
い

　
る
（
じ
尊
’
二
時
ω
島
ヨ
β
・
コ
P
U
冨
≦
一
戦
ζ
ざ
算
①
搾
ぎ
譲
①
暇
O
『
い
O
ぴ
q
一
ぎ
嵐
①
①
コ
ぴ
q
①
ω
〇
三
〇
7
集
魯
O
ゆ
ω
臥
①
欝
嵩
ぴ
q
建
Q
Q
豆
コ
O
N
9
」
P
”
N
気
持
6
訂
簿

　
慈
心
勺
三
ざ
ω
8
三
ω
。
冨
男
。
『
。
。
畠
§
瞬
一
。
。
…
O
・
図
．
ρ
冨
農
ρ
》
ω
ε
畠
o
h
国
⑦
ぴ
q
包
、
の
ピ
。
α
q
剛
ρ
○
×
h
o
乙
お
①
S
四
臼
谷
敬
子
『
存
在
・
思
惟
・

　
僧
体
性
』
世
界
書
院
）
。
し
か
し
、
こ
こ
で
の
交
互
作
用
に
関
す
る
議
論
に
つ
い
て
言
え
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
念
頭
に
あ
る
の
は
明
ら
か
に
フ
ィ
ヒ
テ

　
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
も
ま
た
交
互
作
用
を
自
由
の
関
係
と
し
て
描
き
出
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
『
知
識
学
へ
の
第
二
序
論
』
の

　
な
か
で
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
自
由
な
存
在
者
の
聞
の
相
闘
関
係
は
、
自
由
に
よ
る
交
互
作
用
で
あ
る
。
機
械
的
に
作
用
す
る
力
に
よ
る
因
果
性
で

　
は
な
い
」
Q
・
O
．
麟
。
簿
や
く
①
議
g
津
。
ぎ
鐙
頴
2
①
部
U
鷺
ω
欝
＝
§
ぴ
q
血
醇
≦
冨
ω
①
房
。
び
β
ユ
坤
巴
①
茸
ρ
踏
跨
ヨ
σ
壷
口
6
G
。
ト
ω
．
⑩
O
）
。

（
6
0
）
　
し
た
が
っ
て
私
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学
に
は
共
同
主
観
性
を
基
礎
づ
け
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
存
在
し
な
い
と
い
う
V
・
へ
ー
ス
レ
の
主
張
に
反
対

　
す
る
（
＜
●
漆
α
巴
や
螢
。
α
q
色
ω
Q
Q
誘
8
β
頴
鋤
禦
げ
環
お
℃
δ
c
。
刈
）
。
そ
も
そ
も
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学
が
基
本
的
に
番
線
的
に
進
行
し
、
そ
れ
が
エ
ン
チ
ュ

　
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
体
系
の
は
じ
め
か
ら
主
観
的
精
神
の
と
こ
ろ
ま
で
に
対
応
し
て
い
る
と
い
う
彼
の
理
解
に
は
無
理
が
あ
る
。
概
念
が
存
在
と
本
質
と



の
統
一
で
あ
る
と
い
う
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
葉
を
も
っ
と
重
く
受
け
と
め
た
方
が
い
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学
の
体
系
構
成
に
つ
い
て
は
以
下
の
拙
論
参
照
。

「
学
の
論
理
ー
ヘ
ー
ゲ
ル
『
論
理
の
学
』
の
研
究
序
説
」
（
『
密
教
文
化
』
一
九
一
号
、
一
九
九
五
年
、
密
教
研
究
会
編
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
筆
者
　
や
ま
わ
き
・
ま
さ
お
　
高
野
山
大
学
文
学
部
〔
哲
学
〕
講
師
）

近
代
の
存
在
論

一
二
七



necessary　to　make　the　diMculties　clear．

Ontologie　der　Moderne－eine　lnterpretation　des

Abschnitts　．Wirklichkeit“　in　der　Wissenschaft

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　der　Logik　Hegels

von　Masao　YAMAWAKI

Dozent　fur　die　abendlandische　Philosophie

an　der　Universitat　Koyasan

　　In。D哲；erenz　4θS翫配θSC乃醜und　Sche〃ing’schen　S：yste〃2S　4θγPhilOSO－

phie“behauptet　Hege1，　da3　die　Aufgabe　der　Philosoph呈e　in　der　Konstruktion

des　Absoluten　f嚢rs　BewuBtsein　besteht．　Im　Hintergrund　dieser　Behauptung

　　　　　　　　　　　の　り
steht　seille　Uberzeugung，　daB　die　Iebendige　Harmonie　des　menschI量chen

Lebens　in　der　modernen　Zeit　verlorengegangen　und　dle　Wiederherstellung

derselben　das　dringende　BedUrfnis　der　Zeit　geworden　ist．　Da　jene　Formulie。

rung　der　Aufgabe　der　Philosophie　nichts　anders　als　ein　Ausdruck　d至eses

BedUrfnisses　ist，　kann　man　wohl　sagen，　daB　die　Haupta簸gelegenhe量t　seiner

Philosophle　in　der　Auseinandersetzung　mlt　dem　Problem　der　Moderne

Iiegt．

　　Aber　ln　der　Differenzschrift　konn重e　er　dieses　Problem　nicht　genug

beantworten。　Um　das　Absolute　zu　konstruieren，　muB　die　En重zweiung　von

Absolutem　und　BewuBtsein　vemich電et　werden，　weil　das　Absolute　eine

alles　ln　sich　umfassende，　absolute　Identit装t　ist．　Damit　es　aberノ寵7　das

Bewuβtsein　se玉n　k6nne，　ist　d呈e　Entzweiung　von　be量den　auch　notwendig，

denn　sonst　wurde　das　BewuBtsei簸三n　dem　Absoluten　absorbiert　bleiben

und　das　Absolute　nicht　begreifen　k6nnen，　In　der　Differenzschrift　wurde

d量ese　Unentbehrl量chke至t　der　Entzweiung　nicht　genug　berUcksichtigt．

　　Der　Abschnitt。Wirklichkeit“der。Wissenschaft　der　Logile“kann　nun

als　e三ne　Fortsetzung　der　Auseinandersetzung　mit　diesem　Problem　gelten．

Hegel　behandelt　darin　die　logische　Bestlmmung　des　Absoluten　wieder．　Aber
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es鶏uB　hier　darauf　a鷲fmerksam　gemacht　werden，　daB　auch　die　absolute

Identitat　e三ne　Bestimmthei士ist　und　lmmer　eine　Entzweiung　voraussetzt，

da　eine　Bestimmthe量t　nur　durch　de簸Gegensatz　zu　elner　kontraren　m6glich

wird，　Daraus　folgt，　daB　die　Reflexion　deln　Absoluten圭mmanent　ist　und　die

Entzweiung　der　Refiexion　eln　in　die　absolute　Identitat　selbst　elngefUgte，

notwendige　Strukt縫rmome猷lst．　So　konn重e　Hegel　ftir　jenes　Prob1em　e三ne

bessere　Antwort　geben　als　in　der　Di狂erenzschrlft。

　　Ide！ltitat　uロd　Entzwelung　slnd　umzertrennlich　und　gle圭chursprUnglich．

D至eweltere£rδrterung　dieses　Verh琶ltnlsses　findet　sich　im　Kapitel”das
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absolute　Verhaltn圭s“，　besonders　in　der　Uberlegu蹴g　vom　Verh註ltnis　der

Wechselwlrkung．　Darln　lst　die　Wechselwirkung　konzipiert　als　ein　Verhalt・

nis　zwischen　zwei　mitelnander　rdentls¢hen　Substanzen．　Ma無kann　dleses

als　ei澱e】ogische　Formulierung　der　Struktur　der　Anerkennung　ansehen，

wie　sie　i簸der。Phdnomenologie　des　Geistes‘‘erδrtert　war，　weil　es　ei無e

Verhaltensweise　der　freien　Wesen　zu　einander三st．　Durch　diese　Iogische

Er6rterung　der　Struktur　der　Anerkennung　wird　jene　Aufgabe　erfullt，　das

Absolute　fUrs　BewuBtse童n　zu　konstruieren，　Das　Absolute　stellt　slch　h量er

nicht　als　die　abso】．ute　Identitat，　sondern　als　das　die　Entzwe量ung至n　s圭ch

enthal重ende，　dynamische　Verhtiltnls　des　Anerkennens　dar．

f
）


