
神
の
内
な
る
自
然

　
　
　
ー
シ
ェ
リ
ン
グ
哲
学
の
第
二
の
端
緒
と
し
て
一

浅
　
沼
　
光
樹

一

　
一
－
一

　
た
と
え
そ
れ
が
い
か
に
眩
く
と
も
、
ま
た
、
い
か
に
遠
く
に
ま
で
及
ん
で
い
よ
う
と
も
、
ザ
ク
セ
ン
目
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
大
公
国
第
二
の
都

市
イ
ェ
！
ナ
が
、
ド
イ
ツ
の
精
神
的
世
界
の
中
心
と
し
て
光
芒
を
放
っ
て
い
た
の
は
、
ほ
ん
の
束
の
間
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に

一
瞬
に
も
等
し
い
そ
の
眩
螢
の
よ
う
な
焼
尽
の
な
か
に
も
敢
え
て
盛
衰
が
見
分
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
僅
か
ぽ
か
り
の
遺

産
を
手
に
し
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
で
の
家
庭
教
師
の
地
位
を
棄
て
、
か
の
地
へ
と
ヘ
ー
ゲ
ル
が
赴
い
た
と
ぎ
、
そ
れ
は
た
し
か
に
同
時
に
そ

の
衰
滅
の
始
ま
り
の
時
に
も
中
っ
て
い
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
一
八
○
一
年
の
一
月
か
ら
約
六
年
間
、
イ
ェ
！
ナ
に
と
ど
ま
る
こ
と
に
な
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

そ
れ
は
か
の
地
に
お
け
る
i
有
名
な
彼
の
シ
ェ
リ
ン
グ
宛
書
簡
の
言
葉
を
借
用
す
る
な
ら
ぽ
i
洋
①
毒
『
δ
9
會
ω
p
。
器
が
醒
め
て
い
く

に
な
か
に
あ
っ
て
、
し
だ
い
に
彼
の
自
立
し
た
哲
学
者
と
し
て
の
姿
が
現
れ
て
く
る
と
い
う
、
そ
う
し
た
過
程
で
も
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
、

は
た
し
て
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
。
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。
し
か
も
そ
う
で
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
、
こ
の
過
程
が
さ
ら

に
同
時
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
、
自
分
が
そ
の
内
へ
と
登
場
し
み
ず
か
ら
王
と
し
て
君
臨
す
べ
き
舞
台
を
、
す
な
わ
ち
絶
対
的
精
神
の
必
然
的
展

開
と
し
て
の
哲
学
史
と
い
う
舞
台
を
し
つ
ら
え
て
い
く
と
い
う
、
そ
う
し
た
過
程
で
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
彼
の
哲
学
者
と
し
て
の
経

神
の
内
な
る
自
然

八
一
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八
二

歴
の
始
ま
り
を
際
立
っ
て
特
異
な
も
の
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
イ
ェ
ー
ナ
に
お
け
る
最
初
の
仕
事
で
あ
る
ぽ
か
り
か
、
そ
も
そ
も
哲
学
者
と
し
て
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
最
初
の
著
述
で
も
あ
る
『
フ
ィ
ヒ
テ
と

シ
ェ
リ
ン
グ
の
哲
学
体
系
の
差
異
』
の
内
に
、
わ
れ
わ
れ
が
見
出
す
の
は
、
こ
の
二
重
の
企
て
の
発
端
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
こ
の
な

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

か
で
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
当
人
た
ち
も
含
め
て
、
他
の
人
々
が
敢
え
て
指
摘
し
よ
う
と
し
な
い
こ
と
を
、
す
な
わ

ち
ま
さ
に
「
フ
ィ
ヒ
テ
と
シ
ェ
リ
ン
グ
の
哲
学
体
系
の
差
異
」
を
明
る
み
に
も
た
ら
そ
う
と
す
る
。
ー
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
フ
ィ
ヒ
テ

と
シ
ェ
リ
ン
グ
は
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
た
哲
学
革
命
を
継
続
す
る
真
正
の
哲
学
者
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
人
物
と
し
て
処
遇
さ
れ
ね

ぽ
な
ら
な
い
。
し
か
し
両
者
の
問
に
は
看
過
さ
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
差
異
が
存
し
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
カ
ン
ト
に
お
い
て
も
「
主
観
と
客

観
と
の
岡
一
性
」
（
「
同
一
性
と
非
同
一
性
と
の
同
一
性
」
）
と
い
う
原
理
は
見
出
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
全
哲
学
の
原
理
と
し
て
据
え
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

て
い
た
の
で
は
な
い
。
こ
れ
を
果
た
し
た
の
は
他
な
ら
ぬ
フ
ィ
ヒ
テ
で
あ
る
。
彼
の
知
識
学
に
お
い
て
、
純
粋
思
惟
が
「
自
我
目
自
我
」
と

い
う
形
態
に
お
い
て
把
握
さ
れ
、
そ
の
内
に
哲
学
の
原
理
が
看
取
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
「
主
観
と
客
観
と
の
同
｝
性
」
が
哲
学
の
原
理

と
し
て
据
え
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
同
一
性
は
・
門
歯
的
な
そ
れ
に
す
ぎ
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
自
我
は
客
観
的

世
界
と
の
克
服
不
可
能
な
対
立
の
内
に
巻
き
込
ま
れ
、
「
自
我
聾
自
我
」
は
「
自
我
は
自
我
と
等
し
く
あ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
原
理
へ

と
転
化
し
、
自
己
を
貫
徹
し
え
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
一
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
雷
う
の
で
あ
る
が
！
「
主
観
的
な
主
観
－
客
観
に
対
し
、

自
然
哲
学
に
お
い
て
客
観
的
な
主
観
一
客
観
を
対
立
さ
せ
、
両
者
を
主
観
よ
り
高
次
の
も
の
に
お
い
て
結
合
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
提

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

示
」
し
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
体
系
は
フ
ィ
ヒ
テ
の
そ
れ
か
ら
区
立
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
－
し
た
が
っ
て
両
者
の

相
異
を
指
摘
す
る
と
は
言
わ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
こ
に
見
て
取
ら
れ
て
い
る
の
は
、
実
際
に
は
一
方
が
他
方
を
み
ず
か
ら
の
一
つ
の
契
機

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ウ
フ
へ
　
ベ
ン

へ
と
解
消
す
る
こ
と
、
後
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
葉
を
用
い
る
な
ら
ぽ
「
止
　
揚
」
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
フ
ィ
ヒ
テ
と
シ
ェ
リ
ン
グ
の
哲
学
体

系
の
差
異
を
指
摘
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
が
行
っ
て
い
る
の
は
、
両
者
の
単
な
る
区
別
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
カ
ン
ト
以
後
の
ド

イ
ツ
に
お
け
る
混
沌
と
し
た
思
想
状
況
の
内
へ
の
一
つ
の
秩
序
の
、
つ
ま
り
カ
ン
ト
か
ら
フ
ィ
ヒ
テ
を
経
て
シ
ェ
リ
ン
グ
へ
と
至
る
相
次
ぐ



止
揚
の
過
程
と
い
う
秩
序
の
導
入
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
無
論
、
自
立
し
た
哲
学
者
と
し
て
の
彼
が
、
み
ず
か
ら
が
し
つ
ら
え
た
こ
の
舞
台
の
上
に
そ
の
幕
を
ひ
く
最
後
の
入
物
と
し
て
登
場
す
る

た
め
に
は
、
こ
の
企
て
は
着
手
点
で
し
か
な
い
。
イ
ェ
ー
ナ
期
を
締
め
く
く
る
『
精
神
の
現
象
学
』
の
冒
頭
、
い
わ
ば
満
を
持
し
て
ヘ
ー
ゲ

ル
は
シ
ェ
リ
ン
グ
が
、
彼
自
身
が
シ
ェ
リ
ン
グ
の
内
に
認
め
た
と
思
っ
た
企
て
を
完
遂
し
て
い
な
い
こ
と
を
厳
し
く
告
発
す
る
。
彼
は
、
絶

対
者
の
理
解
の
抽
象
性
と
形
式
主
義
と
を
も
っ
て
、
シ
ェ
リ
ン
グ
が
、
時
代
の
要
請
す
る
哲
学
的
使
命
を
見
失
い
、
そ
れ
か
ら
逸
脱
し
て
し

ま
っ
て
い
る
こ
と
の
謹
示
と
し
、
彼
の
い
わ
ゆ
る
「
哲
学
の
必
需
」
を
み
ず
か
ら
満
た
そ
う
と
す
る
。
い
わ
ぽ
へ
！
ゲ
ル
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ

に
一
つ
の
場
所
を
翻
り
当
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
み
ず
か
ら
の
占
め
る
べ
き
場
所
を
開
放
す
る
の
で
あ
る
。

　
【
－
二

　
も
っ
と
も
ヘ
ー
ゲ
ル
の
こ
の
一
八
〇
七
年
の
著
作
は
、
当
時
の
哲
学
状
況
を
一
変
さ
せ
う
る
力
を
そ
の
内
に
蔵
し
て
い
た
と
は
い
え
、
即

座
に
そ
れ
を
発
動
し
え
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
著
作
が
哲
学
に
お
け
る
シ
ェ
リ
ン
グ
の
時
代
を
終
結
さ
せ
、
哲
学
を
全
体
と
し
て
新

し
い
段
階
へ
と
導
く
も
の
で
あ
る
こ
と
が
気
づ
か
れ
る
ま
で
に
は
、
し
ぼ
し
時
を
要
し
た
。
そ
の
た
め
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
興
隆
の
始
ま
り
は
、

奇
し
く
も
シ
ェ
リ
ン
グ
の
『
人
間
的
自
由
の
本
質
』
の
公
刊
と
重
な
り
合
う
こ
と
に
な
る
。
シ
ェ
リ
ン
グ
の
こ
の
著
作
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
な
い

し
は
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
者
た
ち
の
目
に
、
か
つ
て
の
時
代
の
寵
児
が
放
つ
天
才
の
輝
き
の
最
後
の
残
光
の
よ
う
に
映
じ
た
と
し
て
も
、
不
思
議

は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
あ
と
シ
ェ
リ
ン
グ
の
思
索
は
、
ち
ょ
う
ど
フ
ィ
ヒ
テ
の
場
合
と
岡
じ
よ
う
に
、
暗
渠
と
な
っ
て
わ
れ
わ
れ
の

前
か
ら
は
そ
の
姿
を
消
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
か
ら
。

　
そ
う
い
う
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
著
作
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
描
く
哲
学
史
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
か
は
、
あ

ら
か
じ
め
慮
る
程
度
見
当
が
つ
く
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
哲
学
史
を
最
終
的
に
い
か
に
理
解
し
て
い
た
か
は
そ
の
『
哲
学
史
講
義
』
に
明
ら
か
で
あ

る
が
、
ま
さ
に
そ
れ
の
終
わ
り
の
方
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
シ
ェ
リ
ン
グ
哲
学
は
な
お
そ
の
発
展
の
努
力
を
続
け
つ
つ
あ
る
も
の
と
見
ら
れ
、

神
の
内
な
る
自
然

八
三
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い
ま
だ
充
分
成
熟
し
た
成
果
を
結
ば
ざ
る
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
は
い
る
。
だ
が
そ
れ
は
「
そ
の
諸
部
門
に
お
い
て
組
織
化
さ
れ
た
全

体
」
と
な
っ
て
い
る
か
否
か
、
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
言
わ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
シ
ェ
リ
ン
グ
哲
学
の
一
般
的
理
念
に
関
し
て
は
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

発
展
の
余
地
を
認
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
さ
も
な
け
れ
ば
ヘ
ー
ゲ
ル
は
彼
自
身
の
哲
学
に
お
け
る
哲
学
史
の
完
結

に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
シ
ェ
リ
ン
グ
の
『
人
間
的
自
由
の
本
質
臨
に
関
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
が
残
し
て
い

る
の
は
、
た
だ
次
の
数
語
だ
け
で
し
か
な
い
。

　
　
な
る
ほ
ど
シ
ェ
リ
ン
グ
は
後
期
に
な
っ
て
、
深
い
思
弁
を
た
た
え
た
自
由
に
つ
い
て
の
特
別
な
論
考
を
公
に
は
し
た
が
、
そ
れ
は
そ
れ

　
　
だ
け
孤
立
し
て
い
て
、
こ
の
一
点
に
だ
け
関
係
す
る
の
み
に
終
わ
る
。
し
か
し
哲
学
に
お
い
て
は
個
別
的
問
題
だ
け
が
発
展
を
見
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
と
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
単
葉
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
も
は
や
説
明
は
不
要
で
あ
ろ
う
。
こ
の
著
作
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
目
に
と
ま
っ
て
い
た
と
は
い
え
、
彼
の
描

き
出
す
哲
学
史
の
内
に
、
そ
れ
の
占
め
る
べ
き
場
所
は
残
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
い
っ
た
い
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
た
と
え
ぽ
、
一
八
〇
九
年
以
後
の
シ
ェ
リ
ン
グ
の
思

索
が
も
は
や
へ
！
ゲ
ル
の
描
く
哲
学
史
の
内
に
占
め
る
べ
き
場
所
を
も
た
ず
、
そ
こ
か
ら
決
定
的
に
締
め
出
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
よ
う
な

こ
と
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

：二

　
二
⊥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
一
八
〇
九
年
の
『
人
間
的
自
由
の
本
質
幅
の
く
前
書
き
（
＜
o
毎
⑦
匹
①
）
〉
に
お
い
て
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
㎎
精
神
の
現
象
学
』

に
お
い
て
企
て
た
の
と
回
る
意
味
で
岡
じ
こ
と
を
、
つ
ま
り
、
彼
自
身
の
い
わ
ゆ
る
「
同
一
哲
学
」
の
立
場
を
回
顧
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ

と
㎝
八
〇
九
年
の
著
作
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
一
こ
の
立
場
そ
の
も
の
の
創
始
者
の
見
地
か
ら
の
一
反
省
を
試
み
て
い
る
。
し
か
し
反



省
と
言
っ
て
も
、
そ
の
内
実
は
必
ず
し
も
直
ち
に
か
つ
て
の
立
場
に
対
す
る
自
己
批
判
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
彼
が

述
べ
て
い
る
の
は
、
た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
な
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
　
著
者
は
彼
の
体
系
の
最
初
の
一
般
的
叙
述
を
（
思
弁
的
物
理
学
雑
誌
の
内
に
）
公
に
し
た
が
、
そ
の
継
続
は
遺
憾
な
が
ら
種
々
の
外
的

　
　
事
情
に
よ
っ
て
中
断
さ
れ
て
し
ま
い
、
そ
の
後
は
単
に
自
然
哲
学
的
研
究
の
み
に
限
っ
て
き
た
。
ま
た
『
哲
学
と
宗
教
』
の
述
作
に
お

　
　
い
て
端
緒
を
開
い
た
も
の
の
、
そ
の
端
緒
も
叙
述
の
仕
方
の
ま
ず
さ
の
た
め
に
不
明
瞭
で
あ
る
を
免
れ
ず
、
そ
の
後
で
は
今
の
こ
の
論

　
　
文
が
、
著
者
が
哲
学
の
理
的
部
門
に
つ
い
て
の
彼
の
考
え
を
充
分
な
る
明
確
さ
を
も
っ
て
提
示
し
た
最
初
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、

　
　
も
し
あ
の
最
初
の
叙
述
が
若
干
の
重
要
さ
を
も
っ
て
い
た
と
言
え
る
な
ら
ぽ
、
著
者
は
ま
ず
こ
の
論
文
を
そ
の
叙
述
に
並
ぶ
も
の
と
し

　
　
て
そ
れ
に
添
え
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
論
文
は
既
に
そ
の
対
象
の
性
質
か
ら
い
っ
て
当
然
、
体
系
の
全
体
に
対
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
　
す
べ
て
の
い
っ
そ
う
局
部
的
な
叙
述
よ
り
も
よ
り
深
い
開
明
を
含
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
「
彼
の
体
系
の
最
初
の
一
般
的
叙
述
」
と
は
『
私
の
哲
学
体
系
の
叙
述
』
の
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
シ
ェ
リ
ン
グ
は
一
八

〇
九
年
の
著
作
を
、
そ
の
間
に
著
さ
れ
た
膨
大
な
著
作
群
一
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
彼
の
思
惟
の
展
開
に
と
っ
て
有
す
る
重
要
性
と
い
う
観

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

点
か
ら
見
て
、
こ
れ
ら
の
著
作
に
勝
る
と
も
劣
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
諸
著
作
1
を
一
挙
に
跳
び
越
え
、
一
八
〇
一
年
の
『
私
の
哲
学

体
系
の
叙
述
』
に
関
係
づ
け
、
そ
の
叙
述
を
継
続
す
る
も
の
、
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
言
葉
を
そ
の
ま

ま
肯
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
一
一
－
二

　
た
し
か
に
『
私
の
哲
学
体
系
の
叙
述
』
の
叙
述
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
言
う
体
系
の
「
理
的
部
門
」
に
至
る
以
前
に
「
実
的
部
門
」
の
一

つ
ま
り
自
然
哲
学
の
1
ロ
ハ
中
で
中
断
し
て
し
ま
っ
て
い
た
。
ま
た
『
人
間
的
自
由
の
本
質
』
の
叙
述
が
体
系
の
「
理
的
部
門
」
に
ま
で
及

び
、
考
察
の
重
点
が
こ
の
部
門
の
中
核
と
も
言
う
べ
き
人
間
の
道
徳
的
行
為
と
そ
れ
が
織
り
な
す
歴
史
の
世
界
と
に
置
か
れ
て
い
る
、
と
い

神
の
内
な
る
自
然

八
五
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う
の
も
間
違
い
で
は
な
い
。
そ
れ
故
、
な
る
ほ
ど
そ
の
限
り
に
お
い
て
は
、
体
系
の
叙
述
が
一
つ
の
領
域
か
ら
他
の
も
う
一
つ
の
領
域
に
移

行
し
た
だ
け
に
す
ぎ
な
い
、
と
言
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
だ
が
、
こ
の
移
行
は
同
じ
一
つ
の
体
系
の
内
部
で
の
移
行
で
あ
り
、
そ
の
意
味
に
お
け
る
叙
述
の
継
続
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
先
の
引
用
に

お
け
る
シ
ェ
リ
ン
グ
の
口
振
り
で
は
、
そ
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
『
私
の
哲
学
体
系
の
叙
述
』
か
ら
『
人
間
的
自
由
の
本

質
』
へ
と
一
歩
足
を
踏
み
入
れ
る
と
、
あ
た
か
も
全
く
別
の
風
景
の
な
か
に
入
り
込
ん
で
し
ま
っ
た
よ
う
な
印
象
を
う
け
る
。
最
も
根
本
的

な
点
に
関
し
て
両
者
は
低
層
を
き
た
し
て
い
て
、
こ
れ
が
同
じ
一
つ
の
体
系
の
叙
述
の
継
続
で
あ
る
な
ど
と
は
、
信
じ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、

　
実
際
、
わ
れ
わ
れ
が
『
人
間
的
自
由
の
本
質
』
の
く
研
究
a
簿
興
ω
琴
ゴ
琶
ひ
q
）
V
の
壁
頭
に
見
出
す
の
は
、
そ
れ
が
全
体
と
し
て
基
づ
い

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

て
い
る
根
本
的
な
区
別
に
関
す
る
、
彼
の
次
の
よ
う
な
発
言
な
の
で
あ
る
。

　
　
神
の
以
前
、
ま
た
は
、
以
外
に
は
何
も
の
も
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
神
は
そ
の
実
存
の
根
底
を
自
己
自
身
の
内
に
有
し
て
い
な
け
れ
ば

　
　
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
す
べ
て
の
哲
学
の
言
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
彼
ら
が
こ
の
根
底
に
つ
い
て
語
る
の
は
単
な
る
概
念
と
し
て
で
あ

　
　
り
、
こ
れ
を
何
か
実
的
な
現
実
在
的
な
も
の
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
神
の
実
存
の
こ
の
根
底
は
神
が
自
己
の
内
に
有
す
る
も
の
で

　
　
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
絶
対
的
に
見
ら
れ
た
神
、
す
な
わ
ち
実
存
す
る
限
り
の
神
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ぽ
、
そ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
、

　
　
単
に
神
の
実
存
の
根
底
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
自
然
一
す
な
わ
ち
神
の
内
な
る
自
然
で
あ
る
。
神
と
離
し
得
ざ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
　
し
か
も
な
お
区
劉
あ
る
存
在
者
で
あ
る
。

　
こ
の
箇
所
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
『
私
の
哲
学
体
系
の
叙
述
蛎
の
内
容
を
回
顧
し
て
み
る
と
、
こ
の
著
作
は
、
理
性
と
は
主
観
と
客
観
の

無
差
脚
で
あ
る
限
り
に
お
け
る
理
性
、
す
な
わ
ち
絶
対
的
な
理
性
で
あ
る
、
と
い
う
宣
言
で
幕
を
開
け
て
い
た
。
次
い
で
〈
第
二
節
〉
に
至

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

る
と
、
こ
の
理
性
は
端
的
に
絶
対
者
と
言
い
換
え
ら
れ
る
と
と
も
に
、
こ
の
よ
う
な
絶
対
者
の
立
場
に
立
脚
し
な
い
哲
学
は
哲
学
で
な
い
、

　
　
　
　
（
1
0
）

と
告
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
絶
対
者
と
し
て
の
「
理
性
の
他
に
は
何
も
な
く
、
一
切
は
理
性
の
内
に
あ
る
」
と
い
う
命
題
を
間
に
挟
み
、

〈
第
三
節
〉
で
は
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。



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

　
　
§
3
　
理
性
は
端
的
に
一
で
あ
り
、
端
的
に
自
分
自
身
と
等
し
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
理
性
が
端
的
に
一
で
な
い
と
す
る
と
、
理
性
の
存

　
　
在
の
た
め
に
理
性
自
身
と
は
劉
の
根
拠
が
さ
ら
に
存
在
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
と
い
う
の
も
、
理
性
自
身
は
自
分
自
身
の
存
在
の
根

　
　
拠
だ
け
を
含
み
、
隔
る
割
の
理
性
の
存
在
の
根
拠
を
含
ま
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
理
性
は
絶
対
的
で
な
い
、
と
い
う
こ
と

　
　
に
な
ろ
う
が
、
こ
れ
は
前
提
に
反
す
る
。
故
に
、
理
性
は
絶
対
的
な
意
味
に
お
い
て
一
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
第
二
の
部
分
の
反
対
、

　
　
つ
ま
り
、
理
性
は
自
分
自
身
と
不
等
で
あ
る
と
し
よ
う
。
そ
う
す
る
と
、
理
性
を
自
分
自
身
と
不
等
た
ら
し
め
て
い
る
も
の
は
、
理
性

　
　
の
他
に
は
何
も
存
在
し
な
い
以
上
（
§
2
）
、
や
は
り
再
び
理
性
の
内
に
定
立
さ
れ
て
い
な
け
れ
ぽ
な
ら
ず
、
そ
れ
故
、
理
性
の
本
質

　
　
を
表
現
し
て
い
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
し
か
る
に
さ
ら
に
、
一
切
は
、
そ
れ
が
理
性
の
本
質
を
表
現
す
る
も
の
に
よ
っ
て
の
み
、
自
体

　
　
的
な
の
で
あ
る
以
上
（
§
1
）
、
理
性
を
自
分
自
身
と
不
等
た
ら
し
め
て
い
る
も
の
も
自
体
的
に
は
、
つ
ま
り
、
理
性
そ
の
も
の
と
の

　
　
関
係
で
は
、
再
び
理
性
と
等
し
く
、
理
性
と
一
つ
で
あ
ろ
う
。
故
に
、
理
性
は
（
践
①
×
嘗
鋤
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
詫
言
け
茜
に
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
　
あ
る
い
は
）
自
分
自
身
の
内
で
も
、
一
で
あ
り
、
換
言
す
れ
ぽ
、
理
性
は
端
的
に
自
分
自
身
と
等
し
い
。

　
さ
て
後
者
か
ら
前
者
へ
と
至
る
、
つ
ま
り
『
私
の
哲
学
体
系
の
叙
述
』
に
お
け
る
〈
絶
対
者
の
内
的
一
性
の
思
想
〉
か
ら
『
人
間
的
自
由

の
本
質
』
に
お
け
る
〈
絶
対
者
の
内
的
二
元
性
の
思
想
〉
へ
と
至
る
、
ど
の
よ
う
な
連
続
的
な
道
が
考
え
ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

し
か
も
、
こ
れ
ら
の
思
想
は
各
著
作
に
お
い
て
ま
さ
に
そ
の
基
幹
を
形
づ
く
る
も
の
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
も
し
シ
ェ
リ
ン
グ
の
主
張
す
る
よ

う
に
、
『
人
間
的
自
由
の
本
質
』
が
『
私
の
哲
学
体
系
の
叙
述
』
に
お
い
て
提
示
さ
れ
て
い
る
の
と
同
一
の
体
系
の
叙
述
の
継
続
で
あ
る
と

す
る
と
、
こ
れ
ら
を
迂
回
し
、
前
者
か
ら
後
者
へ
と
至
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
絶
対
者
の
内
的
二
元
性
の
思
想
は
、
絶
対

者
の
内
的
一
性
の
思
想
の
、
ま
さ
に
そ
の
内
に
こ
そ
見
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

二
－
三

も
ち
ろ
ん
、

シ
ェ
リ
ン
グ
自
身
は
些
か
の
鷹
躇
い
も
な
し
に
、
そ
の
よ
う
に
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
神
の
内
的
二
元
性
の
思
想
を
語
る
直

神
の
内
な
る
自
然

八
七
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前
に
は
、
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。

　
　
　
わ
れ
わ
れ
の
時
代
の
自
然
哲
学
が
初
め
て
学
の
内
で
、
実
存
す
る
限
り
の
存
在
者
と
単
に
実
存
の
根
底
で
あ
る
限
り
の
存
在
者
と
の

　
　
間
に
区
別
を
立
て
た
。
こ
の
区
点
は
自
然
哲
学
の
最
初
の
学
的
叙
述
が
な
さ
れ
た
時
に
既
に
立
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
自
然
哲
学
が

　
　
最
も
明
確
に
ス
ピ
ノ
ザ
の
道
か
ら
逸
れ
て
い
る
の
は
ま
さ
に
こ
の
点
に
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
し
か
も
ド
イ
ツ
で
は
今
の
時
代
に
な
る

　
　
ま
で
、
そ
の
形
而
上
学
的
諸
原
則
が
ス
ピ
ノ
ザ
の
諸
原
則
と
同
様
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
て
怪
し
ま
れ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
ま
さ
に
こ
の

　
　
区
別
が
、
岡
時
に
自
然
と
神
と
の
最
も
明
確
な
区
別
を
招
致
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
、
そ
ん
な
こ
と
に
は
頓
着
な
く
、
自
然
哲
学
は
神

　
　
を
自
然
と
混
同
す
る
と
い
っ
て
糾
弾
さ
れ
た
。
今
な
し
つ
つ
あ
る
研
究
が
基
づ
い
て
い
る
の
も
、
や
は
り
こ
の
洗
鯉
な
の
で
あ
る
か
ら
、

　
　
こ
の
際
そ
れ
の
解
明
の
た
め
に
、
次
の
こ
と
を
言
っ
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
　
　
神
の
以
前
ま
た
は
以
外
に
は
何
も
の
も
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
…
…

　
こ
の
箇
所
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
次
の
二
つ
の
こ
と
を
、
つ
ま
り
、
（
1
）
シ
ェ
リ
ン
グ
が
「
今
な
し
つ
つ
あ
る
研
究
が
基
づ
い
て
い
る
」
区

別
、
す
な
わ
ち
実
存
す
る
限
り
の
存
在
者
と
単
に
実
存
の
根
底
で
あ
る
限
り
の
存
在
者
と
の
区
別
の
起
源
を
「
自
然
哲
学
の
最
初
の
学
的
叙

述
」
す
な
わ
ち
『
私
の
哲
学
体
系
の
叙
述
隔
の
内
に
求
め
る
と
と
も
に
、
（
2
）
こ
の
笠
懸
が
『
人
間
的
自
由
の
本
質
』
に
お
い
て
絶
対
者
の

内
的
二
元
性
を
招
致
す
る
と
考
え
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
理
解
す
る
。

　
だ
が
、
こ
こ
で
も
わ
れ
わ
れ
は
蹟
か
ざ
る
を
得
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
シ
ェ
リ
ン
グ
が
神
の
内
的
二
元
性
の
思
想
の

起
源
を
『
私
の
哲
学
体
系
の
叙
述
輪
の
内
に
求
め
る
と
き
、
そ
れ
が
、
先
に
わ
れ
わ
れ
が
挙
げ
た
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ポ
テ
ン
ツ

と
い
う
疑
念
が
湧
き
起
こ
る
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
区
別
は
い
わ
ゆ
る
勢
位
の
区
劉
（
観
念
的
な
も
の
と
実
在
的
な
も
の
の

各
々
の
優
勢
）
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
絶
対
的
な
も
の
は
、
こ
の
種
の
区
別
に
基
づ
く
諸
々
の
差
異
が
措
定
さ
れ
な
い
限
り
は
鋤
9
§
琴
興
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

存
在
し
な
い
、
と
言
わ
れ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
こ
れ
ら
の
差
異
は
絶
対
的
な
も
の
そ
の
も
の
に
関
し
て
定
立
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

そ
れ
は
絶
対
的
な
も
の
か
ら
分
離
さ
れ
た
も
の
、
個
別
的
な
も
の
に
関
し
て
措
定
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
場
合
に
も
、
つ
ま
り
、
こ



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

う
し
た
差
異
に
関
係
づ
け
ら
れ
て
見
ら
れ
る
場
合
で
も
、
絶
対
的
な
も
の
は
、
あ
く
ま
で
も
そ
れ
ら
す
べ
て
の
無
差
別
と
し
て
規
定
さ
れ
て

　
　
　
　
　
（
1
4
＞

い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
言
う
よ
う
に
、
実
存
者
と
そ
の
根
底
と
い
う
区
別
は
『
私
の
哲
学
体
系
の
叙
述
』
の
内
に
見

出
さ
れ
る
と
し
て
も
、
さ
ら
に
ま
た
、
こ
の
区
劉
は
、
そ
れ
が
絶
対
的
理
性
に
お
け
る
諸
事
物
の
秩
序
を
言
い
表
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
、

そ
の
限
り
に
お
い
て
、
同
一
哲
学
の
根
本
思
想
の
　
つ
の
柱
を
な
し
て
い
る
と
し
て
も
、
こ
の
区
別
は
、
そ
れ
自
体
は
無
で
あ
る
よ
う
な
区

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

別
に
す
ぎ
ず
、
絶
対
的
理
性
そ
の
も
の
は
あ
く
ま
で
自
己
自
身
と
の
純
粋
な
同
一
性
の
内
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
二
－
四

　
こ
う
し
た
事
態
に
直
面
し
て
、
『
人
間
的
自
由
の
本
質
』
に
お
け
る
シ
ェ
リ
ン
グ
の
言
明
を
、
本
来
は
何
ら
の
一
貫
性
も
存
在
し
な
い
と

こ
ろ
に
そ
れ
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
単
な
る
強
弁
と
見
な
し
、
無
視
す
る
、
と
い
う
態
度
を
と
る
の
は
容
易
い
。
そ
の
場
合
、
そ
う
し
た
態

度
の
背
後
に
あ
っ
て
そ
れ
を
支
え
て
い
る
の
は
周
知
の
《
プ
ロ
テ
ウ
ス
ー
ー
シ
ェ
リ
ソ
グ
》
と
い
う
通
念
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
う
し
た
印
象
を

与
え
か
ね
な
い
シ
ェ
リ
ン
グ
自
身
の
著
作
に
お
け
る
主
題
上
の
目
ま
ぐ
る
し
い
変
転
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
る
に
他
方
で
は
、
こ
れ

ら
の
著
作
を
手
に
と
っ
て
実
際
に
そ
れ
と
取
り
組
ん
で
み
る
と
、
か
く
も
長
き
に
一
昆
っ
て
展
開
さ
れ
て
き
た
思
索
の
内
に
も
何
ら
か
の
一
貫

し
た
も
の
が
感
じ
取
ら
れ
る
、
と
い
う
の
も
事
実
な
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
う
し
た
実
感
に
支
え
ら
れ
、
促
さ
れ
て
、
先
の
よ
う
な
通
念

を
疑
問
視
し
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
思
惟
の
展
開
の
内
に
連
続
性
と
一
貫
性
を
見
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
直
感
に
裏
付
け
を
与
え
よ
う
と
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

る
努
力
が
、
前
世
紀
後
半
以
後
の
シ
ェ
リ
ン
グ
研
究
を
貫
い
て
存
続
し
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。

　
そ
れ
に
相
応
す
る
形
で
、
今
わ
れ
わ
れ
が
問
題
と
し
て
い
る
一
『
私
の
哲
学
体
系
の
叙
述
』
と
『
人
間
的
自
由
の
本
質
』
と
の
間
に
連

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

続
性
を
主
張
す
る
　
　
シ
ェ
リ
ン
グ
の
言
葉
も
無
下
に
は
否
定
さ
れ
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
よ
う
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
そ

の
意
味
を
洞
察
す
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
近
年
こ
の
問
題
に
最
も
深
く
立
ち
入
っ
て
考
察
を

加
え
た
の
は
、
ト
ー
マ
ス
・
ブ
フ
ハ
イ
ム
（
↓
げ
O
讐
9
0
ω
　
じ
d
蟷
O
げ
げ
①
一
ヨ
）
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
彼
に
し
て
も
両
者
の
連
続
性
を
主
張
す
る
シ
ェ

神
の
内
な
る
自
然

八
九
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リ
ン
グ
の
患
側
を
文
字
通
り
に
受
け
止
め
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
疑
問
を
呈
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
で
す
ら
1
実
存
す

る
限
り
の
存
在
者
と
単
に
実
存
の
根
底
で
あ
る
限
り
の
存
在
者
と
の
区
劉
の
起
源
を
『
私
の
哲
学
体
系
の
叙
述
』
の
内
に
求
め
る
と
と
も
に
、

こ
の
区
劉
が
『
人
間
的
自
由
の
本
質
』
に
お
い
て
絶
対
者
の
内
的
二
元
性
を
招
致
す
る
と
主
張
す
る
ー
シ
ェ
リ
ン
グ
の
言
葉
を
文
字
通
り

の
意
味
で
受
け
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
、
シ
ェ
リ
ン
グ
が
語
っ
て
い
る
の
と
は
劉
の
意
味
に
お
い
て
一
つ
ま
り
、
『
私
の
哲
学
体
系

の
叙
述
隠
の
内
に
『
人
間
的
自
由
の
本
質
』
に
お
い
て
成
就
さ
れ
る
〈
世
界
か
ら
の
神
の
切
り
離
し
の
試
み
〉
の
始
ま
り
を
見
る
、
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

よ
う
な
仕
方
で
i
両
者
の
連
続
性
を
確
証
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
こ
れ
で
は
、
そ
の
言
い
回
し
を
い
わ
ば
和
ら
げ
る
よ
う
な
仕
方
で
し
か
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
言
葉
を
理
解
で
き
て
い
な
い
、
と
い
う

こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
む
し
ろ
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
雷
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
を
そ
の
金
幅
の
意
味
に
お
い
て
受
け
取
り
、
『
人
間
的
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

由
の
本
質
』
を
『
私
の
哲
学
体
系
の
叙
述
』
の
中
断
さ
れ
た
叙
述
の
、
文
字
通
り
の
継
続
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
ろ
う

か
。
『
人
間
的
自
由
の
本
質
』
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
が
、
『
私
の
哲
学
体
系
の
叙
述
』
に
お
い
て
呈
示
さ
れ
て
い
た
体
系
に
と
っ
て

単
な
る
周
辺
的
な
問
題
で
あ
る
と
い
う
な
ら
い
ざ
し
ら
ず
、
そ
れ
が
、
こ
の
体
系
に
と
っ
て
枢
要
な
、
中
心
的
な
事
柄
で
あ
る
と
い
う
の
で

あ
れ
ば
一
し
か
も
そ
の
重
要
性
が
よ
り
大
き
け
れ
ば
大
き
い
ほ
ど
一
そ
の
問
題
が
主
題
化
さ
れ
る
に
と
も
な
い
（
ち
ょ
う
ど
詩
や
音
楽

の
場
合
に
、
一
つ
の
重
要
な
詩
句
や
フ
レ
ー
ズ
の
鵡
現
が
そ
う
し
た
効
果
を
及
す
よ
う
に
）
体
系
そ
の
も
の
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
一
切
の
意

味
づ
け
が
変
更
さ
れ
、
そ
れ
の
相
貌
が
一
変
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
も
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
、
充
分
に
あ
り
得
る
こ
と
な
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

三

鐙
⊥

こ
の
よ
う
に
し
て
現
段
階
で
は
、

三
里
の
哲
学
体
系
の
叙
述
』
に
お
け
る
く
絶
対
者
の
内
的
一
性
の
思
想
V
か
ら
『
人
間
的
自
由
の
本
質
舳



に
お
け
る
〈
絶
対
者
の
内
的
二
元
性
の
思
想
〉
へ
と
至
る
通
路
は
、
依
然
と
し
て
見
出
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
だ

が
、
そ
れ
に
し
て
も
何
か
手
懸
か
り
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
シ
ェ
リ
ン
グ
自
身
は
そ
れ
に
つ
い
て
何
も
語
っ
て
い
な
い
の
で
あ
ろ

う
か
。
と
い
う
の
も
、
も
し
シ
ェ
リ
ン
グ
が
彼
の
思
惟
の
道
に
お
け
る
こ
の
著
作
の
重
要
性
に
無
自
覚
で
な
い
な
ら
ぽ
、
そ
の
こ
と
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

て
の
反
省
も
ま
た
、
し
か
る
べ
き
場
所
で
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ぽ
、
わ
れ
わ
れ
は
く
前
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ

き
〉
の
『
人
間
的
自
由
の
本
質
』
に
関
す
る
部
分
を
、
そ
の
よ
う
な
箇
所
の
一
つ
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
精
神
的
な
自
然
存
在
の
本
質
と
し
て
は
、
ま
ず
理
性
と
思
惟
と
認
識
が
数
え
ら
れ
る
か
ら
、
自
然
と
精
神
と
の
対
立
は
初
め
は
当
然

　
　
こ
の
側
面
か
ら
考
察
さ
れ
た
。
単
に
人
間
的
な
る
理
性
に
対
す
る
固
き
信
仰
、
一
切
の
思
惟
や
認
識
は
完
全
に
主
観
的
で
あ
り
、
他
方

　
　
自
然
に
は
全
然
理
性
も
思
想
も
な
い
と
い
う
確
信
、
こ
れ
に
加
う
る
に
、
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
再
び
目
醒
ま
さ
れ
た
力
動
的
な
る
も
の
も
、

　
　
再
び
高
次
の
機
械
的
な
る
も
の
に
移
り
行
く
に
と
ど
ま
り
、
そ
れ
と
精
神
的
な
る
も
の
と
の
同
一
性
に
お
い
て
は
毫
も
認
め
ら
れ
な
か

　
　
つ
た
た
め
に
、
あ
ま
ね
く
支
配
し
て
い
る
機
械
論
的
な
考
え
方
、
こ
れ
ら
の
も
の
は
考
察
の
か
か
る
歩
み
を
正
当
づ
け
る
充
分
の
理
由

　
　
を
与
え
る
。
が
、
今
で
は
対
立
の
か
の
根
は
引
き
抜
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
よ
り
よ
き
認
識
へ
の
一
般
的
進
歩
は
、
よ
り
正
し
い
洞

　
　
察
を
確
保
す
る
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
に
委
せ
て
安
ん
じ
て
よ
い
。

　
　
　
今
や
よ
り
高
い
あ
る
い
は
む
し
ろ
真
の
対
立
が
、
す
な
わ
ち
必
然
と
自
由
と
の
対
立
が
、
現
れ
い
ず
る
べ
き
時
で
あ
る
。
そ
し
て
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

　
　
の
対
立
と
と
も
に
初
め
て
哲
学
の
最
内
奥
の
中
心
点
も
考
察
に
上
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
レ
メ
ン
ト

　
こ
こ
で
は
、
『
人
間
的
自
由
の
本
質
』
の
全
探
求
が
そ
の
内
を
動
い
て
い
る
境
位
、
こ
の
著
作
に
至
っ
て
「
体
系
」
の
根
幹
を
な
す
も
の

と
し
て
初
め
て
導
入
さ
れ
た
、
神
な
い
し
絶
対
者
の
内
的
二
元
性
の
思
想
へ
と
至
る
プ
ロ
セ
ス
が
、
二
段
階
の
対
立
の
出
現
1
と
そ
の
廃

棄
一
と
し
て
園
顧
的
に
語
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
第
一
段
落
で
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
主
観
的
観
念
論
の
立
場
に
対
し
て
、
い
わ
ゆ
る
客
観

的
観
念
論
の
、
さ
ら
に
同
一
哲
学
の
立
場
が
切
り
開
か
れ
て
い
く
過
程
が
「
自
然
と
精
神
の
対
立
」
の
廃
棄
の
過
程
と
し
て
回
顧
さ
れ
て
い

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

る
。
さ
ら
に
第
二
段
落
に
至
る
と
、
そ
の
対
立
の
廃
棄
の
後
に
、
体
系
の
最
内
奥
の
中
心
点
に
か
か
わ
る
新
し
い
対
立
、
こ
の
「
高
次
の
」
、

神
の
内
な
る
自
然

九
一
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「
真
の
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
「
自
由
と
必
然
性
と
の
対
立
」
が
出
現
し
て
い
る
、
と
語
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
さ
て
こ
れ
ら
二
つ
の
プ
ロ
セ
ス
、
こ
の
第
一
の
対
立
の
廃
棄
か
ら
第
二
の
対
立
の
出
現
へ
と
至
る
そ
れ
と
、
『
私
の
哲
学
体
系
の
叙
述
』

に
お
け
る
〈
絶
対
者
の
内
的
一
性
の
思
想
〉
か
ら
『
入
間
的
自
由
の
本
質
』
に
お
け
る
〈
絶
対
者
の
内
的
二
元
性
の
思
想
〉
へ
と
至
る
そ
れ

と
は
、
当
然
、
何
ら
か
の
意
味
で
連
関
を
有
し
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
て
こ
こ
に
お
い
て
前
者
の
プ

ロ
セ
ス
を
軸
と
し
て
後
者
の
プ
ロ
セ
ス
を
理
解
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
、
当
面
の
課
題
と
し
て
わ
れ
わ
れ
の
前
に
立
ち
現
れ
て
く
る
の
で

あ
る
。

　
三
－
二

　
け
れ
ど
も
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
う
し
た
課
題
を
あ
ら
た
め
て
立
て
る
ま
で
も
な
く
、
両
者
の
連
関
に
つ
い
て
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
自
身
が
既
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

説
明
を
与
え
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
魍
人
置
的
自
由
の
本
質
』
の
く
序
言
（
蛍
窓
①
ぎ
轟
）
V
に
相
当
す
る
部
分
で
は
、
お
お
よ
そ
次

の
よ
う
な
こ
と
が
雷
わ
れ
て
い
た
。

　
一
こ
こ
で
新
た
に
問
題
と
さ
れ
て
い
る
〈
自
由
〉
は
、
そ
れ
が
こ
と
さ
ら
に
人
間
的
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
推
察
さ
れ
る
よ
う

に
、
精
神
と
自
然
に
共
通
の
本
質
と
し
て
考
え
ら
れ
た
場
合
の
く
自
由
V
と
は
、
も
は
や
必
ず
し
も
同
一
の
意
味
で
は
な
い
。
先
に
は
、
自

己
を
自
己
自
身
に
よ
っ
て
定
立
す
る
、
と
い
う
意
味
で
の
自
由
、
〈
自
発
性
の
自
由
〉
が
考
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
る
に
こ
こ
で
新
た
に
問

題
と
な
っ
て
い
る
の
は
く
善
と
悪
の
能
力
と
し
て
の
自
由
〉
で
あ
る
。
ま
さ
に
こ
こ
に
お
い
て
こ
の
神
の
善
な
る
意
志
が
、
わ
れ
わ
れ
の
自

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

由
意
志
が
そ
れ
に
従
う
べ
き
で
あ
っ
た
意
志
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
自
由
意
志
に
対
し
て
、
そ
れ
に
対
立
す
る
道
徳
的
な
「
必
然
性
」
と
し

て
姿
を
現
す
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
他
方
に
お
い
て
、
絶
対
者
へ
の
被
制
約
者
の
依
存
と
い
う
意
味
で
の
「
神
へ
の
世
界
の
内
在
」
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ン
チ
イ
ス
　
ム
ス

思
想
、
す
な
わ
ち
「
万
有
在
神
論
」
ー
ー
も
っ
と
も
こ
こ
で
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
唯
一
の
神
の
自
由
意
志
の
下
に
…
幾
多
の
被
造
的
な
自

由
意
志
が
包
摂
さ
れ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
形
態
の
汎
神
論
、
す
な
わ
ち
「
自
由
の
汎
神
論
」
で
あ
る
の
だ
が
一
を
廃
棄
す
る
こ
と
は
で



き
な
い
。
さ
て
あ
ら
ゆ
る
存
在
の
根
源
で
あ
る
神
と
い
う
思
想
を
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
二
元
論
的
な
立
場
を
採
り
え
な
い
と
な
る
と
、

わ
れ
わ
れ
は
い
わ
ゆ
る
「
弁
神
論
」
の
問
題
、
す
な
わ
ち
、
も
し
わ
れ
わ
れ
人
間
に
悪
を
な
し
う
る
自
由
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ぽ
、
い
か
に

し
て
そ
れ
が
最
善
の
神
の
意
志
と
両
立
し
う
る
の
か
、
と
い
う
問
題
に
突
き
当
た
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
う
し
た
困
難
を
前
に
し
て
、
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

を
回
避
し
よ
う
と
す
る
と
、
神
で
あ
り
な
が
ら
も
神
ぞ
の
も
の
で
は
な
い
と
こ
ろ
に
、
わ
れ
わ
れ
の
意
志
の
根
拠
が
求
め
ら
れ
ざ
る
を
え
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

い
。
「
と
い
う
の
も
、
自
由
は
悪
へ
の
能
力
な
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
神
か
ら
独
立
の
根
を
持
つ
の
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
」
。

　
人
間
の
悪
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
が
故
に
、
そ
れ
に
応
じ
て
、
い
わ
ば
そ
れ
が
要
請
す
る
も
の
と
し
て
神
の
内
な
る
二
元
性
と
い
う
思
想

が
導
入
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
と
い
う
、
こ
の
よ
う
な
説
明
に
よ
っ
て
も
く
新
た
な
る
対
立
の
出
現
〉
と
く
神
の
内
的
二
元
性
の
思
想
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

と
の
連
関
が
或
る
程
度
ま
で
理
解
で
き
る
こ
と
は
否
定
し
が
た
い
。
け
れ
ど
も
、
い
っ
た
い
こ
れ
は
先
の
対
立
の
出
現
（
ゴ
Φ
「
く
O
『
け
円
Φ
け
Φ
鄭
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
レ
メ
ン
ト

の
説
明
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
む
し
ろ
、
既
に
『
人
間
的
自
由
の
本
質
』
の
境
論
が
成
立
し
て
し
ま
っ
た
後
で
の
、
対
立
の
出
現
と

神
の
二
元
性
と
の
間
の
論
理
的
な
脈
絡
に
つ
い
て
の
、
い
わ
ば
単
な
る
事
後
的
な
説
明
に
す
ぎ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ

れ
が
求
め
て
い
る
の
は
こ
う
し
た
も
の
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
知
り
た
い
の
は
、
運
動
し
つ
つ
あ
る
シ
ェ
リ
ン
グ
の
思
惟
の
先
端
が
『
入

　
　
　
　
　
　
　
　
エ
レ
メ
ン
ト

間
的
自
由
の
本
質
』
の
境
位
を
切
り
開
い
て
い
く
、
ま
さ
に
そ
の
生
成
の
現
場
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ま
た
当
然
、
精
神
と
自
然
と

の
対
立
と
い
う
第
一
の
廃
棄
の
後
で
人
間
に
お
け
る
善
と
悪
へ
の
自
由
が
問
題
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
は
な
ぜ
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
も
、

わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
説
明
さ
れ
る
べ
き
事
柄
と
な
る
。

三
－
三

ま
ず
は
、
予
備
的
に
次
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
て
み
る
。

既
に
見
た
よ
う
に
、
か
つ
て
『
私
の
哲
学
体
系
の
叙
述
』

神
の
内
な
る
自
然

の
冒
頭
に
お
い
て
、
主
観
的
な
も
の
と
客
観
的
な
も
の
と
の
無
差
別
と
な
っ
た

九
三



哲
学
研
究
　
第
五
百
七
十
置
号

九
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

理
性
は
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
つ
ま
り
、
自
己
に
対
峙
す
る
も
の
を
持
た
な
い
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
、
絶
対
的
理
性
と

呼
ば
れ
て
い
た
。
し
か
る
に
今
、
高
次
の
対
立
が
出
現
す
る
、
と
言
わ
れ
て
い
る
と
き
、
こ
の
理
性
は
自
己
に
対
置
さ
れ
る
何
も
の
か
を
有

し
て
い
る
。
だ
と
す
る
と
、
絶
対
的
と
呼
ば
れ
て
い
た
理
性
は
も
う
前
に
言
わ
れ
て
い
た
の
と
同
じ
解
織
で
無
条
件
に
絶
対
的
で
あ
る
、
と

言
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
理
性
は
、
も
し
そ
れ
が
自
己
に
対
峙
す
る
も
の
を
持
つ
と
す
る
な
ら
ぽ
、
も
は
や
絶
対
者
で
は
な
く
、
む
し
ろ

単
に
｝
つ
の
相
対
蕎
に
す
ぎ
な
い
。

　
も
ち
ろ
ん
こ
の
相
対
者
に
し
て
も
、
全
く
の
無
で
は
あ
り
え
な
い
。
さ
も
な
く
ぼ
「
対
立
」
自
体
が
消
失
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
し

か
し
、
無
で
は
な
い
と
す
る
と
、
そ
れ
は
絶
対
者
に
よ
っ
て
、
そ
れ
の
内
に
存
在
し
て
い
る
の
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
絶

対
者
は
、
そ
れ
が
真
に
絶
対
者
で
あ
る
な
ら
ば
、
あ
ら
ゆ
る
被
制
約
者
が
そ
れ
に
依
存
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
存
在
を
与
え
ら
れ
て
い
る
と
こ

ろ
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
理
性
に
対
し
て
現
れ
て
く
る
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
が
真
の
絶
対
者
で
あ
る
な
ら
、

こ
の
理
性
は
絶
対
者
の
内
で
、
絶
対
者
そ
の
も
の
と
同
じ
意
味
に
お
い
て
は
絶
対
者
で
は
な
い
も
の
に
根
を
有
し
て
い
る
の
で
な
け
れ
ぽ
な

ら
な
い
。

　
し
た
が
っ
て
、
理
性
に
対
し
て
真
の
絶
対
者
が
自
己
に
対
丈
す
る
も
の
と
し
て
現
れ
て
く
る
、
と
い
う
こ
と
は
同
時
に
、
そ
れ
が
そ
れ
に

対
し
て
現
れ
て
く
る
当
の
も
の
の
変
質
を
、
さ
ら
に
絶
対
者
そ
の
も
の
の
構
造
の
変
質
を
も
意
味
し
、
そ
れ
ら
を
必
然
的
に
伴
わ
ざ
る
を
え

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
と
す
る
と
、
わ
れ
わ
れ
は
真
の
絶
対
者
が
出
現
す
る
こ
と
、
理
性
が
真
の
意
味
で
絶
対
的
で
あ
る
こ

と
を
止
め
る
こ
と
、
そ
し
て
絶
対
者
そ
の
も
の
の
構
造
が
変
化
す
る
こ
と
、
こ
れ
ら
の
こ
と
を
一
つ
の
連
動
し
合
っ
た
出
来
事
と
し
て
理
解

し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
し
か
し
、
も
し
こ
れ
ら
が
一
つ
の
連
動
し
合
っ
た
出
来
事
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら

の
ど
の
要
素
が
変
化
し
た
と
し
て
も
、
や
は
り
同
一
の
変
化
が
生
ず
る
の
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。



　
三
－
四

　
そ
れ
故
、
た
し
か
に
先
の
引
用
（
三
－
一
）
を
見
る
限
り
に
お
い
て
は
、
対
立
の
出
現
が
他
の
二
つ
の
出
来
事
に
先
行
す
る
か
の
よ
う
な

の
で
あ
る
が
、
必
ず
し
も
そ
の
よ
う
に
理
解
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
理
性
が
自
「
ロ
を
真
の
絶
対
者
で
は
な
い
と
認

識
す
る
が
故
に
、
自
己
か
ら
区
別
さ
れ
た
も
の
と
し
て
絶
対
者
が
定
立
さ
れ
る
の
だ
、
と
い
う
よ
う
に
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
思
惟
の
、
言
い
換

え
る
と
、
絶
対
的
理
性
の
自
覚
の
変
化
な
い
し
は
深
化
そ
の
も
の
を
、
こ
れ
ら
の
一
連
の
出
来
事
の
起
点
を
な
す
も
の
、
そ
の
根
本
の
動
因

と
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
そ
う
し
た
解
釈
を
支
持
す
る
箇
所
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
次
の
箇
所
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
…
…
そ
れ
は
自
然
－
す
な
わ
ち
神
の
内
な
る
自
然
で
あ
る
。
神
と
離
し
得
ざ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
も
な
お
区
別
あ
る
存
在
者

　
　
で
あ
る
。
こ
の
関
係
は
、
自
然
に
お
け
る
重
力
と
光
と
の
関
係
に
よ
っ
て
類
比
的
に
解
明
さ
れ
得
る
。
重
力
は
光
の
永
遠
に
暗
い
根
底

　
　
1
そ
れ
自
身
現
勢
的
に
は
存
在
し
な
い
と
こ
ろ
の
一
と
し
て
こ
れ
に
先
行
し
、
光
（
実
存
者
）
が
登
れ
ば
夜
の
内
へ
逃
れ
去
る
。

　
　
光
で
す
ら
も
そ
れ
を
閉
じ
籠
め
て
い
る
封
印
を
解
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
ま
さ
に
そ
の
故
に
絶
対
的
同
一
性
の
純
粋
な
る
本
質

　
　
で
も
な
け
れ
ぽ
、
そ
れ
の
現
勢
的
存
在
で
も
な
く
、
そ
れ
の
自
然
か
ら
出
て
く
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
れ
は
有
る

　
　
一
す
な
わ
ち
特
定
の
潜
勢
に
お
い
て
見
れ
ば
。
と
い
う
の
は
、
重
力
と
の
関
係
か
ら
見
て
実
存
す
る
も
の
と
し
て
現
れ
る
も
の
も
、

　
　
や
は
り
ま
た
自
体
的
に
は
再
び
根
底
に
属
し
、
し
た
が
っ
て
自
然
一
般
は
絶
対
的
同
一
性
の
絶
対
的
存
在
の
彼
岸
に
存
す
る
も
の
の
一

　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

　
　
切
で
あ
る
か
ら
。

　
こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、
『
私
の
哲
学
体
系
の
叙
述
』
が
途
中
で
中
断
し
て
し
ま
っ
て
い
た
た
め
に
充
分
に
明
瞭
に
な
っ
て
い
な
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ポ
テ
ン
ツ

つ
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
主
観
と
客
観
と
の
無
差
別
と
な
っ
た
理
性
が
、
自
然
の
最
も
低
次
の
勢
位
か
ら
次
第
に
上
昇
し
て
い
く
と
き
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ポ
テ
ン
ツ

の
プ
ロ
セ
ス
が
当
の
理
性
に
と
っ
て
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
内
実
を
有
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
勢
位
の
上

昇
は
、
絶
対
的
理
性
に
と
っ
て
は
、
自
己
の
及
び
え
な
い
彼
方
に
、
そ
れ
ま
で
は
自
己
と
同
一
視
さ
れ
て
い
た
絶
対
者
、
す
な
わ
ち
「
絶
対

的
同
一
性
の
絶
対
的
存
在
」
が
自
己
自
身
と
は
区
励
さ
れ
た
も
の
と
し
て
析
出
さ
れ
て
く
る
と
い
う
、
そ
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
で
も
あ
る
と

神
の
内
な
る
自
然

九
五
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い
う
こ
と
が
、
こ
こ
で
は
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
裏
を
返
し
て
言
う
と
、
絶
対
的
理
性
が
自
己
を
「
絶
対
的
同

一
性
の
絶
対
的
存
在
」
と
は
区
別
さ
れ
た
も
の
と
し
て
自
己
を
自
覚
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
だ
が
そ
う
す
る
と
、
こ
の
と
き
絶
対

的
理
性
は
み
ず
か
ら
を
い
か
な
る
も
の
と
し
て
自
覚
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
》
窯
書
写
一
三
≧
一
α
Q
①
ヨ
Φ
ぎ
魯
一
ω
け
⊆
9
。
げ
華
麗
＝
Φ
ρ
≦
器

冨
霧
鉱
δ
O
Φ
ω
p
げ
ω
o
一
幕
窪
ω
①
ぎ
ω
鳥
寒
蘭
げ
ω
○
貯
8
昌
崔
＄
け
謬
餌
焦
一
Φ
α
q
繋
と
い
う
言
葉
は
、
そ
う
し
た
自
覚
の
言
葉
と
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

す
な
わ
ち
以
前
、
絶
対
的
理
性
と
呼
ば
れ
て
い
た
の
も
の
は
、
今
や
「
絶
対
的
岡
｝
性
の
絶
対
的
存
在
㎏
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で

も
「
絶
対
的
同
一
性
の
絶
対
的
存
在
の
彼
岸
し
に
と
ど
ま
る
「
自
然
一
般
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
い
わ
ぼ
く
絶
対
的
理
性
の
自
然
性
V

と
で
も
い
う
べ
き
も
の
が
、
理
性
白
身
に
露
わ
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
け
れ
ど
も
絶
対
的
理
性
が
自
己
を
自
然
に
、
す
な
わ
ち
「
神
の
平
な
る
自
然
」
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
真
の
絶

対
者
で
は
な
い
と
自
覚
し
、
そ
し
て
こ
の
こ
と
が
同
時
に
真
の
絶
対
者
を
定
立
す
る
と
と
も
に
、
絶
対
者
の
内
的
二
元
性
と
い
う
構
造
上
の

変
化
を
招
来
す
る
の
だ
と
し
て
も
、
そ
も
そ
も
い
っ
た
い
な
ぜ
、
絶
対
的
理
性
が
自
己
の
自
然
性
を
自
覚
す
る
こ
と
が
、
真
の
絶
対
者
を
定

立
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
あ
る
の
は
、
絶
対
的
理
性
が
全
体
と
し
て
「
自
然
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
何
も
の

か
の
自
然
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
、
と
い
う
論
理
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
も
し
こ
れ
ら
の
問
い
に
即
答
で
き
な
い
の
だ
と
す
る
と
、
お
そ
ら
く
わ
れ
わ
れ
は
、
絶
対
的
理
性
が
自
己
の
自
然
性
を
自
覚
す
る
、
と
い

う
事
態
に
つ
い
て
の
十
全
な
理
解
に
は
、
い
ま
だ
達
し
て
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
こ
と
を
根
本
か
ら
検
討
し
直
そ
う
と
す

る
と
、
わ
れ
わ
れ
は
も
は
や
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
、
い
き
な
り
こ
の
運
動
の
終
端
に
営
を
向
け
る
の
で
は
な
く
、
や
は
り
最
初
に
示
唆
さ
れ

て
い
た
よ
う
に
（
三
－
…
）
、
こ
の
運
動
を
最
初
か
ら
辿
り
直
し
て
み
る
と
い
う
必
要
に
、
つ
ま
り
鴨
私
の
哲
学
体
系
の
叙
述
晦
に
お
け
る

絶
対
的
理
性
の
立
場
の
成
立
の
場
面
に
ま
で
引
き
返
し
、
最
初
の
対
立
の
出
現
と
廃
棄
と
い
う
事
態
か
ら
出
発
し
て
、
そ
こ
か
ら
再
度
こ
の

「
高
次
の
対
立
の
出
現
」
を
考
え
直
し
て
み
る
と
い
う
、
そ
う
し
た
必
要
に
迫
ら
れ
る
の
で
あ
る
。



四

　
四
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だ
が
こ
う
し
た
課
題
を
掲
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
さ
ら
な
る
迂
回
を
、
な
い
し
は
後
退
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
と
い

う
の
も
、
た
っ
た
今
確
認
し
た
よ
う
に
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
思
惟
の
立
場
は
そ
の
根
本
動
向
に
即
し
て
そ
こ
か
ら
動
的
に
捉
え
て
い
く
の
で
な

い
限
り
、
理
解
さ
れ
え
な
い
と
い
う
の
が
、
わ
れ
わ
れ
の
基
本
的
立
場
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
単
に
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
『
私

の
哲
学
体
系
の
叙
述
』
そ
の
も
の
に
は
、
超
越
論
的
哲
学
と
自
然
哲
学
に
関
す
る
そ
れ
以
前
の
著
作
も
ま
た
本
心
的
に
属
し
て
い
る
、
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

う
こ
と
は
、
こ
の
著
作
の
く
○
お
鼠
害
①
聖
経
に
お
い
て
シ
ェ
リ
ン
グ
自
身
が
明
言
し
て
お
り
、
そ
う
し
た
事
情
は
『
人
間
的
自
由
の
本
質
』

と
そ
れ
に
直
接
に
先
行
す
る
諸
著
作
の
関
係
と
は
本
質
的
に
異
な
っ
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
わ
れ
わ
れ
は
、
『
私
の
哲
学
体
系
の
叙
述
』
の
冒
頭
に
お
い
て
人
間
的
理
性
が
い
か
な
る
立
場
に
到
達
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を

理
解
す
る
た
め
に
、
そ
れ
以
前
の
著
作
、
具
体
的
に
は
一
七
九
九
年
に
発
表
さ
れ
た
『
自
然
哲
学
の
体
系
草
稿
へ
の
緒
論
』
に
ま
で
い
っ
た

ん
ひ
き
返
し
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
思
惟
の
歩
み
を
あ
ら
た
め
て
辿
り
直
し
、
そ
の
過
程
の
な
か
で
一
八
○
｝
年
の
著
作
が
い
か
な
る
も
の
と
し

て
現
れ
て
く
る
の
か
を
、
検
討
し
て
い
か
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
シ
ェ
リ
ン
グ
の
自
然
哲
学
的
著
作
は
、
彼
の
イ
ェ
ー
ナ
招
聰
の
き
っ
か
け
と
も
な
っ
た
『
世
界
霊
に
つ
い
て
』
を
始
め
と
し
て
、
そ
れ
以

前
に
も
幾
つ
か
公
に
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
今
こ
こ
で
こ
の
『
自
然
哲
学
の
体
系
草
稿
へ
の
緒
論
』
と
い
う
著
作
が
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て

特
別
に
重
要
な
意
味
を
持
つ
の
は
、
そ
こ
に
お
い
て
初
め
て
明
示
的
に
フ
ィ
ヒ
テ
の
知
識
学
（
「
超
越
論
的
哲
学
」
）
の
立
場
に
対
す
る
自
然

哲
学
の
関
係
が
語
ら
れ
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

　
こ
の
著
作
は
、
次
の
よ
う
に
始
ま
っ
て
い
る
。

　
　
　
知
性
は
、
二
様
に
、
す
な
わ
ち
、
盲
目
的
無
意
識
的
に
産
出
的
で
あ
る
か
、
自
由
に
意
識
的
に
産
出
的
で
あ
る
か
の
い
ず
れ
か
で
あ

神
の
内
な
る
自
然

九
七
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る
。
無
意
識
的
に
産
出
的
で
あ
る
の
は
、
世
界
直
観
の
場
合
で
あ
り
、
意
識
的
に
産
出
的
で
あ
る
の
は
、
理
的
世
界
の
創
造
の
場
合
で

　
　
あ
る
。

　
　
　
哲
学
は
、
無
意
識
的
活
動
を
意
識
的
活
動
と
根
源
的
に
岡
一
と
し
て
、
い
わ
ぽ
意
識
的
活
動
と
同
じ
根
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
と
見
な

　
　
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
対
立
を
廃
棄
す
る
。
…
…

　
　
　
哲
学
は
、
無
意
識
的
・
実
的
活
動
を
意
識
的
・
理
的
活
動
と
同
｝
と
考
え
る
の
で
、
そ
も
そ
も
哲
学
は
、
実
的
な
も
の
を
余
す
と
こ

　
　
ろ
な
く
理
的
な
も
の
へ
と
還
元
す
る
、
と
い
う
傾
向
を
も
つ
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
超
越
論
的
哲
学
が
生
ず
る
。
…
…

　
　
　
こ
の
見
解
に
よ
る
と
、
自
然
は
わ
れ
わ
れ
の
悟
性
の
有
機
的
組
織
が
可
視
的
に
な
っ
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
か
ら
、
自
然
は
規
則
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
目
的
に
適
う
も
の
し
か
産
み
だ
せ
な
い
。
自
然
は
、
そ
う
し
た
も
の
を
産
出
す
る
よ
う
に
強
い
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
自
然
が
規
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
に
語
っ
た
も
の
し
か
産
み
だ
せ
ず
、
し
か
も
必
然
的
に
そ
う
だ
と
す
る
と
、
自
立
的
、
実
的
と
考
え
ら
れ
る
自
然
と
自
然
の
偉
力
の
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
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ヘ
　
　
　
へ

　
　
係
と
の
内
に
も
、
規
則
と
目
的
に
適
つ
た
所
産
の
必
然
的
起
源
が
示
さ
れ
う
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
故
に
、
理
的
な
も
の
は
反
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ヘ
　
　
　
　
ヘ
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対
に
ま
た
、
実
的
な
も
の
か
ら
生
じ
な
け
れ
ぽ
な
ら
ず
、
実
的
な
も
の
か
ら
説
明
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

　
　
　
さ
て
超
越
論
的
哲
学
の
課
題
が
実
的
な
も
の
を
理
的
な
も
の
へ
従
属
さ
せ
る
こ
と
だ
と
す
る
と
、
自
然
哲
学
の
課
題
は
反
対
に
、
実

　
　
的
な
も
の
か
ら
理
的
な
も
の
を
説
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
故
に
、
二
つ
の
学
は
、
課
題
の
方
向
が
反
対
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て

　
　
の
み
相
互
に
区
尉
さ
れ
る
よ
う
な
、
一
つ
の
学
で
あ
る
。
さ
ら
に
二
つ
の
方
向
は
等
し
く
可
能
と
い
う
だ
け
で
な
く
等
し
く
必
然
で
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

　
　
あ
る
の
で
、
両
者
は
知
の
体
系
に
お
い
て
も
等
し
く
必
然
な
の
で
あ
る
。

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

　
自
然
哲
学
の
知
識
学
に
対
す
る
関
係
が
、
こ
こ
で
は
、
知
の
体
系
に
お
け
る
両
者
の
必
然
性
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
言
い
回
し
の
内
に
は
、
次
の
二
つ
の
こ
と
が
含
意
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
ず
第
一
に
、
自
然
哲
学
は
知
識
学
に
完
全
に
知

識
学
の
内
に
解
消
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
、
自
然
哲
学
の
知
識
学
か
ら
の
独
立
性
な
い
し
は
自
立
性
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
こ
の
よ
う
に
言
う
こ
と
は
同
時
に
、
知
識
学
は
そ
れ
だ
け
で
は
知
の
体
系
の
全
領
域
を
カ
ヴ
ァ
ー
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
主



表
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
知
識
学
は
本
来
人
間
的
知
識
の
金
領
域
を
一
絶
対
的
自
我
の
自
己
定
立
と
い
う
1
一
つ
の
根
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

原
理
か
ら
導
出
す
る
、
と
い
う
こ
と
を
標
榜
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
自
然
哲
学
の
知
識
学
か
ら
の
独
立
性
な
い
し
は
自
立

性
と
同
時
に
、
自
然
哲
学
に
よ
る
知
識
学
の
補
完
の
必
要
性
が
、
言
い
換
え
る
と
、
知
識
学
が
自
己
の
掲
げ
る
理
念
を
実
現
す
る
た
め
に
は

決
し
て
自
己
自
身
だ
け
で
は
充
分
で
は
な
く
、
そ
れ
を
補
完
す
る
も
の
と
し
て
自
然
哲
学
を
必
要
と
す
る
、
と
い
う
こ
と
が
、
主
張
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
、
ま
さ
し
く
ヘ
ー
ゲ
ル
の
主
張
す
る
よ
う
に
、
カ
ン
ト
以
後
の
ド
イ
ツ
の
観
念
論
的
思
惟
の
展
開
に
お

け
る
一
つ
の
巨
大
な
変
動
を
意
味
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
今
わ
れ
わ
れ
が
注
視
し
よ
う
と
し
て
い
る
シ
ェ
リ
ン
グ
の
思
惟
の
運
動
に
と
っ
て

は
、
ど
こ
ま
で
も
単
な
る
発
端
に
す
ぎ
な
い
。

　
四
－
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ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
あ
　
　
　
ヘ

　
一
八
○
○
年
の
『
超
越
論
的
観
念
論
の
体
系
』
に
至
る
と
、
知
の
体
系
に
お
け
る
両
者
の
必
然
性
と
い
う
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
の
基
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
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ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

的
主
張
に
変
化
は
な
い
も
の
の
、
そ
こ
に
さ
ら
に
い
っ
そ
う
踏
み
込
ん
だ
規
定
が
付
け
加
わ
る
。
超
越
論
的
哲
学
と
自
然
哲
学
の
、
も
し
く

　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

は
知
性
と
自
然
の
平
行
論
℃
錠
⇔
＝
Φ
囲
一
ω
ヨ
¢
ω
と
い
う
主
張
で
あ
る
。

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

　
こ
の
規
定
が
、
知
の
体
系
に
お
け
る
両
者
の
必
然
性
と
い
う
規
定
よ
り
も
、
さ
ら
に
い
っ
そ
う
踏
み
込
ん
だ
規
定
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
が

知
識
学
か
ら
の
自
然
哲
学
の
独
立
性
・
自
立
性
と
か
、
自
然
哲
学
に
よ
る
知
識
学
の
補
完
の
必
要
性
に
と
ど
ま
ら
ず
、
両
者
の
諸
モ
メ
ン
ト

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

相
互
の
対
応
関
係
が
指
摘
さ
れ
る
こ
と
で
、
そ
れ
ら
が
互
い
に
内
的
に
浸
透
し
合
い
一
現
段
階
で
は
ど
ち
ら
が
ど
ち
ら
へ
と
い
う
こ
と
で

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

は
な
い
け
れ
ど
も
一
一
方
が
他
方
へ
、
他
方
が
一
方
へ
と
相
互
に
流
動
し
合
う
よ
う
に
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　
だ
が
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
よ
う
に
知
性
と
自
然
と
の
間
に
諸
モ
メ
ン
ト
の
対
応
関
係
が
指
摘
さ
れ
、
そ
の
結

果
一
方
の
モ
メ
ン
ト
が
他
方
の
モ
メ
ン
ト
へ
、
逆
に
ま
た
、
他
方
が
一
方
へ
と
、
相
互
に
流
動
し
合
う
よ
う
に
見
え
る
と
し
て
も
、
こ
の
相

神
の
内
な
る
自
然

九
九
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ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ

互
流
動
に
よ
っ
て
目
指
さ
れ
て
い
る
の
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
は
一
方
の
他
方
へ
の
完
全
な
る
還
元
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
態
は
『
超
越
論
的
観
念
論
の
体
系
勧
を
見
る
だ
け
で
は
必
ず
し
も
充
分
に
明
ら
か
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
が
、
そ
れ

に
続
い
て
著
さ
れ
た
『
動
力
学
的
過
程
の
一
般
的
演
繹
』
、
さ
ら
に
『
私
の
哲
学
体
系
の
叙
述
馳
の
直
前
に
公
表
さ
れ
た
噸
自
然
哲
学
の
真

の
概
念
臨
で
は
、
こ
う
し
た
意
図
が
、
超
越
論
哲
学
に
対
す
る
自
然
哲
学
の
、
あ
る
い
は
知
性
に
対
す
る
自
然
の
》
℃
ユ
ヨ
讐
《
の
思
想
と
い

う
形
で
、
は
っ
き
り
と
表
明
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
私
は
、
私
の
『
超
越
論
的
観
念
論
の
体
系
隔
で
、
単
な
る
自
然
学
に
よ
っ
て
も
導
出
さ
れ
う
る
物
質
構
成
の
三
つ
の
モ
メ
ン
ト
に
、

　
　
自
己
意
識
の
歴
史
の
三
つ
の
モ
メ
ン
ト
が
対
応
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
。
私
は
、
た
と
え
ぽ
自
然
で
は
ま
だ
電
気
で
あ
っ

　
　
た
も
の
が
、
知
性
で
は
既
に
感
覚
に
ま
で
進
ん
で
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
、
自
然
で
は
物
質
と
し
て
現
れ
た
も
の
が
知
性
で
は
直
観
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ポ
テ
ン
ツ

　
　
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
。
し
か
し
こ
れ
は
、
単
に
自
然
の
勢
位
の
継
続
的
上
昇
の
結
果
な
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
実
際
既

　
　
に
わ
れ
わ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
死
せ
る
自
然
の
内
に
こ
の
上
昇
の
始
ま
り
を
見
る
か
ら
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ぽ
、
光
は
、
観
念
論
が
全
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ

　
　
で
行
う
よ
う
に
、
直
観
を
解
体
し
、
再
構
成
す
る
全
く
理
的
な
活
動
だ
か
ら
で
あ
る
。
故
に
、
自
然
哲
学
と
は
観
念
論
を
自
然
学
的
に

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
説
明
し
、
ち
ょ
う
ど
わ
れ
わ
れ
が
人
語
の
人
格
の
内
へ
の
観
念
論
の
出
現
を
見
る
よ
う
に
、
自
然
の
限
界
に
は
観
念
論
が
現
れ
な
け
れ

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
ぽ
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
で
も
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ボ
テ
ン
ツ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
へ

　
　
　
哲
学
者
た
る
も
の
が
こ
の
こ
と
を
見
過
ご
し
て
し
ま
う
の
は
、
彼
が
自
分
の
客
体
を
既
に
最
初
か
ら
最
高
の
勢
位
に
お
い
て
自
我
と

　
　
し
て
、
意
識
を
備
え
た
も
の
と
し
て
取
り
上
げ
て
し
ま
う
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
た
だ
自
然
学
者
だ
け
が
、
こ
う
し
た
錯
覚
の
背
後
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

　
　
ま
わ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
哲
学
の
対
立
す
る
、
等
し
く
可
能
な
方
向
で
あ
る
自
然
哲
学
と
超
越
論
的
哲
学
が
話
題
と
な
っ
て
い
る
た
め
に
、
い
っ
た
い
ど
ち
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

に
冊
子
馬
繋
が
あ
る
の
か
、
と
問
う
た
人
が
い
た
。
無
論
、
自
然
哲
学
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
自
然
哲
学
は
観
念
論
の
立
場
そ
の
も



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
2
8
）

　
　
の
を
初
め
て
生
み
だ
し
、
故
に
、
こ
の
立
場
に
確
固
た
る
純
粋
に
理
論
的
な
基
礎
を
与
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
最
初
に
自
然
哲
学
が
知
識
学
に
対
し
て
相
対
的
に
独
立
で
あ
り
、
そ
れ
を
補
完
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
る
。

次
に
、
そ
れ
ら
の
間
に
内
的
な
相
即
性
・
相
関
性
が
指
摘
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
を
介
し
て
最
後
に
は
、
自
然
哲
学
の
方
に
根
源
性
が

認
め
ら
れ
、
そ
れ
に
根
拠
づ
け
ら
れ
る
こ
と
で
初
め
て
超
越
論
的
哲
学
が
成
立
す
る
、
と
主
張
さ
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
こ
に
は
一
つ
の

動
勢
が
見
出
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
だ
が
し
か
し
、
仮
に
も
し
そ
う
し
た
も
の
が
見
出
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
ぽ
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
見
失
わ
な
い
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ぽ
な

ら
な
い
。
自
分
自
身
の
内
に
こ
の
動
勢
を
感
じ
、
そ
れ
が
動
き
出
す
の
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
上
で
前
方
を
、
そ
の
目
指
す
先
を
見

据
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
『
私
の
哲
学
体
系
の
叙
述
』
の
冒
頭
に
お
い
て
語
ら
れ
る
「
思
惟
す
る
者
の
捨
象
」
と
い
う

要
請
の
意
味
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
到
達
さ
れ
る
絶
対
的
理
性
の
立
場
の
内
実
は
、
間
違
い
な
く
、
捉
え
損
ね
ら
れ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

五

　
五
－
一

　
そ
う
す
る
と
わ
れ
わ
れ
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
知
識
学
に
お
い
て
自
己
自
身
を
絶
対
的
自
我
と
し
て
把
捉
し
た
人
間
約
理
性
が
、
こ
こ
で
新
し

い
課
題
に
直
面
し
、
そ
れ
を
遂
行
す
る
よ
う
に
強
い
ら
れ
て
い
る
の
を
見
出
す
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
な
お
も
自
己
を
究
極
的
な
も
の
と

し
て
主
張
す
る
の
で
は
な
く
、
真
に
根
源
的
で
あ
る
も
の
、
自
然
へ
と
、
た
だ
し
対
象
H
非
我
と
し
て
の
そ
れ
で
は
な
く
、
こ
の
自
我
自
身

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

が
か
つ
て
そ
れ
で
あ
っ
た
し
、
今
も
な
お
こ
の
自
我
を
担
い
続
け
て
い
る
自
然
、
要
す
る
に
、
絶
対
的
自
我
の
「
超
越
論
的
過
去
」
と
し
て

の
自
然
へ
と
み
ず
か
ら
を
変
貌
さ
せ
、
そ
う
し
た
次
元
か
ら
自
己
と
世
界
と
を
構
成
的
に
導
出
す
る
、
と
い
う
課
題
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
そ
の
た
め
に
は
思
惟
す
る
者
が
捨
象
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
『
私
の
哲
学
体
系
の
叙
述
』
の
冒
頭
、
そ
の
よ
う
に
シ
ェ
リ

ン
グ
は
言
う
の
で
あ
る
。

神
の
内
な
る
自
然

一
〇
一
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§
1
　
定
義
。
私
は
絶
対
的
理
性
、
つ
ま
り
主
観
的
な
も
の
と
客
観
的
な
も
の
と
の
全
き
無
差
別
と
考
え
ら
れ
る
限
り
で
の
理
性
を

　
　
理
性
と
呼
ぶ
。

　
　
　
こ
う
し
た
理
性
の
語
の
使
用
に
つ
い
て
弁
明
す
べ
き
時
で
は
今
は
な
い
。
と
い
う
の
も
私
が
理
性
の
語
に
結
び
つ
け
よ
う
と
し
て
い

　
　
る
観
念
を
一
般
に
意
識
に
呼
び
覚
ま
す
こ
と
だ
け
が
重
要
だ
か
ら
で
あ
る
。
…
…
し
た
が
っ
て
今
な
す
べ
き
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
ど
う

　
　
し
て
理
性
を
こ
の
よ
う
に
思
惟
す
る
よ
う
に
な
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
簡
潔
に
示
す
こ
と
だ
け
だ
が
、
そ
れ
は
哲
学
に
お
い
て
主
観

　
　
的
な
も
の
と
客
観
的
な
も
の
と
の
間
に
立
て
ら
れ
、
し
た
が
っ
て
明
ら
か
に
両
者
に
対
し
無
差
別
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
よ
う
な
も
の

　
　
に
つ
い
て
の
反
省
に
よ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
理
性
を
思
惟
す
る
こ
と
を
私
は
無
理
に
で
も
す
べ
て
の
人
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら

　
　
な
い
。
理
性
を
絶
対
的
な
も
の
と
し
て
思
惟
す
る
に
は
、
し
た
が
っ
て
私
が
要
求
す
る
立
場
に
至
る
に
は
、
思
惟
す
る
者
を
捨
象
し
な

　
　
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
こ
の
捨
象
を
遂
行
す
る
者
に
と
っ
て
は
理
性
は
直
ち
に
大
抵
の
人
の
思
い
描
《
よ
う
な
主
観
的
な
も
の
で
は
な
く

　
　
な
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
理
性
は
も
は
や
客
観
的
な
も
の
と
も
考
え
ら
れ
え
な
い
。
と
い
う
の
も
客
観
的
な
も
の
、
思
惟
さ
れ
る
も
の
は
、

　
　
思
惟
す
る
も
の
と
の
対
立
に
お
い
て
の
み
可
能
と
な
る
が
、
思
惟
す
る
も
の
は
今
は
完
全
に
捨
象
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

　
　
て
、
か
の
捨
象
に
よ
っ
て
理
性
は
、
ち
ょ
う
ど
・
王
観
的
な
も
の
と
客
観
的
な
も
の
と
の
無
差
別
点
に
位
置
す
る
、
真
の
自
体
と
な
る
。

　
〈
思
惟
す
る
者
の
捨
象
V
と
は
、
そ
れ
故
、
一
つ
の
浄
化
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
通
常
わ
れ
わ
れ
が
信
じ
て
い
る
区
別
一
1
そ
こ

に
含
ま
れ
て
い
る
の
は
何
よ
り
も
ま
ず
、
フ
ィ
ヒ
テ
に
お
い
て
見
ら
れ
る
よ
う
な
自
我
と
非
我
と
い
う
区
別
な
の
だ
が
、
そ
う
し
た
も
の
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ポ
テ
ン
ツ

含
む
す
べ
て
の
区
別
一
の
消
去
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
〈
捨
象
〉
の
遂
行
に
よ
っ
て
、
換
言
す
れ
ば
、
い
っ
た
ん
自
己
の
勢
位
を

零
に
ま
で
降
下
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
つ
て
の
絶
対
的
自
我
は
、
も
は
や
単
な
る
主
観
で
も
客
観
で
も
な
い
両
者
の
無
差
別
と
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

そ
の
限
り
に
お
い
て
そ
れ
は
、
以
前
「
非
我
」
と
し
て
自
己
の
外
部
に
見
出
さ
れ
て
い
た
自
然
を
自
己
自
身
の
内
に
末
分
の
状
態
に
お
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

包
含
し
て
い
る
。
こ
の
も
の
が
み
ず
か
ら
に
対
立
す
る
も
の
を
何
も
持
た
な
い
絶
対
的
な
理
性
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
意
味

に
お
い
て
な
の
で
あ
る
。



　
し
た
が
っ
て
、
の
ち
に
シ
ェ
リ
ン
グ
が
そ
れ
を
絶
対
者
畠
器
》
σ
ω
o
一
更
Φ
と
言
い
換
え
る
こ
と
に
な
る
、
こ
の
絶
対
的
理
性
と
は
、
誤
解

を
恐
れ
ず
に
言
え
ば
、
〈
自
然
V
そ
の
も
の
の
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
絶
対
的
理
性
と
い
う
の
は
、
無
機
的
自
然
と
有
機
的
自
然

の
一
切
の
所
産
を
そ
れ
自
身
の
内
か
ら
産
み
出
し
、
最
後
に
は
知
性
に
ま
で
上
昇
す
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ま
さ
に
こ
れ
ら
の
も

の
の
産
出
者
で
あ
る
が
故
に
、
そ
れ
自
身
は
決
し
て
こ
れ
ら
の
諸
事
物
に
尽
く
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
い
わ
ぽ
そ
れ
ら
と
関
わ
り
な
く
、
自
己

自
身
で
あ
り
続
け
て
い
る
も
の
、
こ
う
し
た
も
の
の
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
伝
統
的
な
言
葉
を
用
い
る
な
ら
ば
、
「
あ
た
か
も
何

も
の
を
も
受
け
容
れ
な
が
ら
そ
れ
自
身
は
何
も
の
で
も
な
い
無
限
の
海
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
あ
る
い
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
育
て
ば
ぐ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

く
み
成
長
さ
せ
な
が
ら
み
ず
か
ら
は
永
遠
に
万
物
の
も
と
に
と
ど
ま
る
母
な
る
大
地
の
ご
と
き
も
の
と
し
て
」
考
え
ら
れ
る
限
り
に
お
け
る

〈
第
一
質
料
〉
、
世
界
の
》
勺
二
琴
嘗
ニ
愚
計
暮
興
芭
Φ
《
に
相
当
す
る
も
の
を
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
で
あ
る
と
言
う
べ
き
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
五
－
二

　
し
か
し
〈
思
惟
す
る
者
の
捨
象
〉
に
よ
っ
て
絶
対
的
理
性
の
立
場
に
到
達
す
る
こ
と
は
、
こ
の
捨
象
を
遂
行
す
る
者
に
と
っ
て
は
単
に
出

発
点
で
し
か
な
い
。
先
の
引
用
に
続
け
て
、
シ
ェ
リ
ン
グ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
哲
学
の
立
場
は
理
性
の
立
場
で
あ
り
、
哲
学
の
認
識
は
自
体
的
に
あ
る
限
り
の
事
物
の
、
換
言
す
れ
ば
、
理
性
に
お
い
て
あ
る
限
り
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

　
　
事
物
の
認
識
で
あ
る
。
哲
学
の
本
性
は
…
…
事
物
の
内
に
そ
れ
が
理
性
を
表
現
し
て
い
る
も
の
だ
け
を
見
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
こ
こ
で
言
わ
れ
る
認
識
は
も
は
や
対
象
の
認
識
で
は
あ
り
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ぽ
、
こ
の
認
識
は
一
と
り
あ
え
ず
同
一
性
の

体
系
の
「
実
的
部
門
」
の
叙
述
に
限
っ
て
言
う
な
ら
ば
1
絶
対
的
理
性
そ
の
も
の
が
原
初
の
混
沌
と
も
言
う
べ
き
状
態
か
ら
自
然
の
所
産

を
産
み
出
し
て
い
く
過
程
を
、
い
わ
ば
そ
れ
自
身
の
内
で
想
起
し
つ
つ
反
復
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
も
し

わ
れ
わ
れ
が
も
つ
ぼ
ら
絶
対
的
理
性
の
所
産
そ
の
も
の
に
の
み
注
目
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
認
識
の
真
の
意
味
は
見
失
わ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。

と
い
う
の
も
、
今
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
絶
対
的
理
性
が
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
、
無
機
的
自
然
や
有
機
的
自
然
ば
か
り
で
な
く
知
性
を
も
そ
の

神
の
内
な
る
自
然

一
〇
三
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〇
四

三
か
ら
産
み
出
す
の
で
あ
る
と
す
る
と
、
知
性
と
い
え
ど
も
そ
れ
自
体
と
し
て
は
こ
の
絶
対
的
理
性
と
別
な
も
の
で
は
な
い
が
、
だ
と
す
る

と
、
フ
ィ
ヒ
テ
的
な
絶
対
的
自
我
を
し
て
自
己
自
身
の
捨
象
へ
と
至
ら
し
め
た
、
か
の
動
勢
一
さ
し
あ
た
っ
て
は
シ
ェ
リ
ン
グ
の
思
推
の

内
に
そ
れ
を
導
く
も
の
と
し
て
現
れ
た
動
勢
－
も
ま
た
、
こ
の
絶
対
的
理
性
そ
の
も
の
の
動
勢
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る

か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
実
際
そ
う
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ぽ
、
無
機
的
自
然
と
有
機
的
自
然
の
一
切
の
所
産
を
そ
れ
自
身

の
内
か
ら
産
み
出
し
、
最
終
的
に
は
知
性
に
ま
で
上
昇
す
る
、
こ
の
絶
対
的
理
性
の
運
動
は
、
そ
れ
を
否
定
す
る
運
動
の
抵
抗
を
前
提
し
て

い
な
い
限
り
、
そ
も
そ
も
何
ら
か
の
所
産
へ
と
達
す
る
こ
と
な
ど
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
能
産
的
自
然
と
も
言
う
べ
き
こ
の

絶
対
的
理
性
は
こ
れ
ら
の
一
切
の
差
瑚
を
否
定
し
、
そ
れ
を
原
初
の
混
沌
に
他
な
ら
な
い
「
無
差
別
」
へ
と
呑
み
込
も
う
と
す
る
動
向
な
い

し
力
の
存
在
の
前
提
の
も
と
で
の
み
、
こ
れ
ら
の
所
産
を
産
み
出
し
、
そ
れ
ら
の
差
異
を
定
立
し
う
る
の
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
事
物
を
「
理
性
に
お
い
て
あ
る
偏
よ
う
に
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
事
物
を
こ
の
絶
対
的
理
性
の
所
産
と
し

て
自
己
自
身
の
内
に
捉
え
て
い
く
と
い
う
こ
と
な
の
で
は
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
、
い
わ
ぽ
重
力
に
も
な
ぞ
ら
え
う
る
よ
う
な
こ
の
否
定
的
な

力
が
、
常
に
感
じ
ら
れ
て
い
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
そ
し
て
ま
た
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
そ
の
つ
ど
の
産
出
的
な
認
識
の
底
に
は
、
い
つ
も

無
差
益
の
次
元
が
開
か
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
ら
は
い
わ
ぽ
こ
の
無
差
別
に
ま
で
届
い
て
い
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
五
－
三

　
と
も
あ
れ
、
こ
の
よ
う
に
し
て
こ
の
絶
対
的
理
性
は
、
体
系
の
「
実
的
部
門
漏
の
叙
述
を
通
し
て
、
自
己
の
内
に
新
し
い
区
別
を
措
定
し

つ
つ
一
⊥
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
は
、
「
非
我
」
と
し
て
自
己
と
の
対
立
の
内
に
捉
え
ら
れ
た
場
合
に
見
出
さ
れ
る
の
と
は
、
全
く
劉
の

秩
序
を
持
つ
も
の
と
し
て
、
自
然
が
捉
え
直
さ
れ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
で
も
あ
る
…
最
終
的
に
は
、
そ
れ
が
自
然
の
全
体
の
上
に
ま
で
揚
げ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
再
び
、
無
制
約
的
な
自
己
措
定
と
い
う
次
元
に
お
い
て
、
自
己
自
身
を
見
出
す
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
〈
再
び
〉
は
、
そ

れ
が
く
再
び
〉
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
単
な
る
反
復
で
は
あ
り
え
な
い
。
む
し
ろ
こ
こ
に
お
い
て
初
め
て
、
無
制
約
的
自
我
の
原
理
が
そ



の
真
実
相
に
お
い
て
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
そ
う
す
る
と
、
思
惟
す
る
者
の
捨
象

に
始
ま
る
、
同
一
性
の
体
系
に
お
け
る
「
実
的
部
門
」
の
叙
述
と
は
、
そ
の
実
質
に
お
い
て
見
ら
れ
る
な
ら
ば
、
フ
ィ
ヒ
テ
に
お
い
て
知
識

学
の
根
本
原
理
と
さ
れ
た
絶
対
的
自
我
が
、
つ
ま
り
自
己
自
身
を
無
制
約
的
に
措
定
す
る
と
雷
わ
れ
て
い
た
自
我
が
、
自
己
自
身
を
変
貌
さ

せ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
の
で
あ
る
。

　
『
人
間
的
自
由
の
本
質
』
は
ま
さ
し
く
こ
の
地
点
か
ら
書
か
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
普
通
一
般
に
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
著
作

は
、
自
由
の
形
式
的
概
念
の
解
明
か
ら
そ
の
実
在
的
概
念
の
解
明
へ
と
論
が
進
展
し
て
い
る
、
と
い
う
よ
う
な
単
純
な
構
造
を
持
っ
て
い
る

の
で
は
な
い
。
そ
の
構
成
が
明
白
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
自
由
の
実
在
的
概
念
が
踏
ま
え
ら
れ
た
上
で
、
自
由
の
形
式
的
概
念
の
新
し
い

解
明
へ
と
論
述
は
展
開
し
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
探
求
の
最
高
点
と
言
わ
れ
て
い
る
「
無
底
q
轟
霊
銭
」
へ
と
収
敏
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
レ
メ
ン
ト

で
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
に
お
い
て
、
そ
の
『
人
間
的
自
由
の
本
質
』
と
い
う
境
位
に
お
い
て
、
理
性
は
自
己
を
い
か
な
る
も
の
と
し
て
見
出

し
た
の
で
あ
る
か
。占IN

　
六
－
一

　
言
う
ま
で
も
な
く
、
絶
対
的
理
性
は
自
己
を
再
び
、
そ
れ
自
体
が
無
制
約
的
な
自
己
定
立
そ
の
も
の
に
他
な
ら
な
い
絶
対
的
自
我
と
し
て
、

シ
ェ
リ
ン
グ
の
言
い
方
で
は
、
同
時
に
悟
性
く
興
ω
β
裁
で
あ
る
よ
う
な
意
志
芝
箪
Φ
と
し
て
見
出
す
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
尽
き
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ポ
テ
ン
ツ

の
で
も
な
い
。
と
い
う
の
も
、
た
し
か
に
絶
対
的
理
性
は
自
然
の
全
階
梯
を
経
歴
し
終
え
た
そ
の
す
え
に
、
さ
ら
に
も
う
一
段
勢
位
を
上
昇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ポ
テ
ン
ツ

さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
〈
悟
性
目
意
志
〉
へ
と
高
ま
る
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
勢
位
の
上
昇
は
、
自
然
が
〈
悟
性
目

意
志
〉
と
し
て
の
知
性
同
簿
Φ
＝
一
α
q
魯
N
へ
と
全
面
的
に
移
行
し
、
そ
れ
に
吸
収
さ
れ
て
し
ま
う
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
産
出
す
る
も
の
（
根
底
）
は
産
出
さ
れ
る
も
の
（
実
存
者
）
よ
り
も
常
に
豊
饒
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
絶
対
的
理

神
の
内
な
る
自
然

㎝
〇
五
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一
〇
六

性
は
自
己
を
再
び
無
制
約
的
な
自
己
定
立
そ
の
も
の
と
し
て
見
出
す
に
し
て
も
、
そ
れ
と
同
時
に
、
そ
れ
は
、
そ
の
底
に
自
然
を
、
ま
さ
に

「
万
物
に
お
い
て
実
在
性
の
不
可
解
な
る
基
底
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
決
し
て
翻
り
切
れ
ぬ
綱
余
で
あ
り
、
最
大
の
努
力
を
以
っ
て
し
て
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

分
解
し
て
悟
性
と
す
る
こ
と
が
で
き
ず
し
て
永
遠
に
根
底
に
残
る
も
の
」
と
し
て
見
出
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
〈
悟
性
一
1
意
志
〉
は
こ
の
よ
う
な
自
然
か
ら
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
た
だ
生
ま
れ
た
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
た
え
ず
産

み
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
こ
の
自
然
は
く
悟
性
目
意
志
V
と
区
別
さ
れ
は
す
る
も
の
の
、
あ
く
ま
で
も
そ
れ
自
身

に
属
す
る
も
の
と
し
て
見
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
換
雷
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
自
然
、
つ
ま
り
、
そ
れ
自
身
の
内
か
ら
く
悟
性
聾
意
志
V
を

産
み
出
す
が
、
完
全
に
〈
悟
性
雛
意
志
〉
へ
と
移
行
し
て
し
ま
う
こ
と
な
く
、
い
わ
ぽ
常
に
そ
れ
よ
り
も
遙
か
に
豊
饒
な
も
の
と
し
て
そ
の

根
底
に
と
ど
ま
る
も
の
に
担
わ
れ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
の
み
、
〈
悟
性
縫
意
志
〉
は
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
存
立
し
う
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
に
し
て
〈
悟
性
目
意
志
〉
に
と
っ
て
自
己
の
根
底
と
し
て
現
れ
る
も
の
、
そ
れ
は
、
そ
れ
の
く
意
欲
芝
。
一
戸
魯
〉
で

あ
る
と
言
わ
れ
る
。
〈
悟
性
目
意
志
V
は
単
に
〈
悟
性
睦
意
志
〉
と
し
て
で
は
な
く
、
い
わ
ば
【
〈
悟
性
ほ
意
志
V
／
〈
意
欲
V
】
と
し
て
存
立

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
【
〈
悟
性
睦
意
志
〉
／
〈
意
欲
〉
】
と
し
て
存
立
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
も
の
に
と
っ
て
、
い
わ
ぽ

あ
っ
て
も
な
く
て
も
よ
い
付
随
的
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
本
質
を
構
成
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
う
し
た
構
造
を
欠
く
な
ら
ぽ
、
絶

対
的
自
我
の
本
質
と
考
え
ら
れ
た
無
丸
煮
的
自
己
定
立
が
そ
も
そ
も
成
立
不
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
か
ら
明
ら
か
と
な
る
。
シ
ェ
リ
ン

グ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
自
我
は
、
と
フ
ィ
ヒ
テ
は
言
っ
た
、
自
我
自
身
の
行
で
あ
る
、
意
識
は
自
己
定
立
で
あ
る
一
し
か
も
自
我
は
こ
れ
と
異
な
っ
た
も
の

　
　
で
は
な
く
し
て
、
ま
さ
に
自
己
定
立
そ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
意
識
は
し
か
し
、
そ
れ
が
単
に
自
我
の
自
己
把
捉
あ
る
い
は
自
己
認
識

　
　
と
し
て
考
え
ら
れ
る
限
り
、
決
し
て
最
初
な
る
も
の
で
は
な
く
し
て
、
す
べ
て
の
単
な
る
認
識
と
岡
様
既
に
本
来
的
な
存
在
を
前
提
し

　
　
て
い
る
。
し
か
し
認
識
以
前
に
想
定
さ
れ
る
こ
の
存
在
は
認
識
で
な
い
か
ら
と
言
っ
て
も
、
存
在
な
の
で
も
な
い
。
そ
れ
は
実
在
的
な

　
　
る
自
己
定
立
（
戦
①
鋤
一
Φ
ω
　
Q
Q
Φ
一
び
ω
酢
ω
Φ
け
N
Φ
譜
）
で
あ
る
。
自
己
自
身
を
化
し
て
或
る
も
の
と
な
り
、
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
本
質
性
の
根
底
で
あ



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

　
　
り
基
底
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
根
元
的
ま
た
根
底
的
意
欲
（
q
『
1
¢
肖
匹
∩
曜
¢
一
画
署
O
瓢
Φ
口
）
で
あ
る
。

　
だ
が
、
こ
の
「
実
在
的
自
己
定
立
」
は
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
、
絶
対
的
自
我
の
無
制
約
的
自
己
定
立
の
基
底
で
あ
る
の
か
。
人
間
の

叡
智
的
本
質
が
あ
ら
ゆ
る
因
果
連
関
の
外
に
あ
っ
て
、
何
ら
か
の
先
行
す
る
も
の
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
て
あ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
ま
さ
に
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

こ
に
自
由
な
行
為
と
い
う
も
の
が
成
立
す
る
、
と
い
う
こ
と
、
こ
う
し
た
こ
と
は
否
定
さ
れ
な
い
。
し
か
し
自
由
な
行
為
は
一
つ
の
限
定
さ

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

れ
た
行
為
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
し
か
る
に
「
絶
対
的
に
無
限
定
な
る
も
の
か
ら
限
定
さ
れ
た
も
の
に
は
、
．
何
ら
の
移
り
行
き
も
存
し
な

〔
3
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
・
　
・
　
・
　
・
　
・
　
…

い
」
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
絶
対
的
自
我
は
既
に
そ
れ
自
身
の
内
で
限
定
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
外
的
な
事

物
に
よ
っ
て
で
は
な
い
。
そ
れ
故
、
叡
智
性
一
般
の
条
件
を
満
た
し
な
が
ら
、
な
お
か
つ
、
自
己
自
身
を
こ
れ
と
い
う
特
殊
的
な
も
の
へ
と

限
定
す
る
作
用
が
絶
対
的
自
我
そ
の
も
の
の
内
に
あ
る
の
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
実
際
、
〈
意
欲
V
は
、
そ
れ
が
絶
対
的
理
性

そ
の
も
の
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
絶
対
的
自
我
の
捨
象
に
よ
っ
て
切
り
開
か
れ
た
原
初
の
混
沌
、
一
切
の
無
差
別
の
次
元
に
ま
で
届
い
て

い
て
そ
こ
か
ら
発
動
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
「
意
欲
が
根
元
存
在
で
あ
る
（
芝
。
一
一
2
馨
d
冨
Φ
ヨ
）
。
そ
し
て
意
欲
に
の
み
根
元
存
在
の
す
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

て
の
述
語
、
す
な
わ
ち
根
底
な
き
こ
と
（
○
畦
§
巳
。
。
。
お
搾
Φ
凶
け
）
、
永
遠
な
る
こ
と
、
時
間
か
ら
の
独
立
、
自
己
肯
定
、
が
妥
当
す
る
」
。
ま
さ

に
〈
意
欲
〉
の
こ
の
よ
う
な
作
用
に
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
【
〈
悟
性
”
意
志
〉
／
〈
意
欲
V
】
は
全
体
と
し
て
「
胃
底
的
」
な
在
り

方
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

六
－
二

し
か
も
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
に
【
〈
悟
性
目
意
志
〉
／
〈
意
欲
V
】
が
全
体
と
し
て
「
無
底
的
」
な
在
り
方
を
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
よ

っ
て
（
い
わ
ぽ
絶
対
的
理
性
が
〈
耳
底
的
意
志
＞
1
1
【
〈
悟
性
1
1
意
志
〉
／
〈
意
欲
〉
】
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
）
　
〈
悟
性
目
意
志
〉
と

く
意
欲
〉
と
の
相
互
の
区
別
が
根
拠
付
け
ら
れ
る
、
と
シ
ェ
リ
ン
グ
は
主
張
す
る
。

　
　
…
…
実
在
的
な
る
も
の
と
観
念
的
な
る
も
の
、
闇
と
光
、
あ
る
い
は
そ
の
ほ
か
こ
の
両
原
理
の
言
い
表
し
方
は
ど
う
で
あ
ろ
う
と
、
と

神
の
内
な
る
自
然

　
〇
七
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ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ

　
　
に
か
く
そ
れ
ら
は
対
立
す
る
も
の
と
し
て
は
、
決
し
て
言
語
に
述
語
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
彼
ら
が
非
対
立
な
る
も
の
と

　
　
し
て
、
す
な
わ
ち
分
立
（
】
Ψ
帥
玖
¢
コ
評
口
O
謎
）
に
お
い
て
、
ま
た
各
自
が
各
自
だ
け
で
、
そ
れ
に
述
語
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
毫
も
差
し

　
　
支
え
な
い
。
し
か
も
そ
の
こ
と
と
と
も
に
、
ま
さ
に
二
元
性
（
原
理
の
現
実
的
な
二
審
）
が
定
立
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
…
…
も
し
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
が
両
者
の
絶
対
的
同
一
性
で
あ
る
と
す
れ
ぽ
、
そ
れ
は
た
だ
同
時
に
両
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
み
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
両

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
者
は
対
立
す
る
も
の
と
し
て
そ
れ
に
述
語
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
ず
、
か
く
し
て
自
身
再
び
　
つ
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
、
「
あ
れ
で
も

　
　
な
い
一
こ
れ
で
も
な
い
」
（
ぐ
く
Φ
α
①
『
　
I
　
Z
O
O
プ
）
か
ら
、
す
な
わ
ち
無
差
別
か
ら
直
接
に
二
元
性
が
生
じ
て
く
る
。
…
…
そ
し
て
無

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

　
　
差
劉
な
く
し
て
は
、
す
な
わ
ち
無
底
な
く
し
て
は
、
原
理
の
二
軍
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
、
人
々
の
言
っ
た
ご
と
く
輪
留
が
区
別

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

　
　
を
再
び
廃
棄
す
る
の
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
こ
れ
を
定
立
し
確
証
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
主
張
さ
れ
て
い
る
の
は
、
絶
対
的
理
性
が
自
己
自
身
を
〈
無
底
的
意
志
〉
昌
【
〈
悟
性
到
意
志
〉
／
〈
意
欲
〉
】
と
し
て
見
出
し
た
こ

と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
は
そ
れ
自
体
無
で
あ
る
よ
う
な
区
劉
と
も
見
え
か
ね
な
か
っ
た
〈
実
存
者
〉
と
く
根
底
〉
と
い
う
区
別
一
般
が
真

な
る
区
劉
と
し
て
確
証
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
点
に
お
い
て
こ
の
言
明
は
既
に
そ
れ
だ
け
で
も
わ
れ
わ
れ
に
と
っ

て
興
味
深
い
も
の
で
は
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
遥
か
に
興
味
深
く
考
慮
に
値
す
る
の
は
、
こ
の
主
張
が
同
時
に
、
〈
無
筆

的
意
志
〉
の
無
底
性
の
、
こ
れ
ま
で
言
及
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
毒
し
い
本
質
規
定
を
与
え
る
も
の
だ
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

〈
無
傷
的
意
志
の
〉
の
無
底
性
の
意
味
と
し
て
、
こ
こ
で
は
「
あ
れ
で
も
な
い
一
こ
れ
で
も
な
い
」
と
い
う
性
格
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
が
、
こ
の
指
摘
に
よ
っ
て
、
こ
の
も
の
の
無
制
約
的
な
自
己
定
立
の
働
き
が
、
こ
の
〈
意
欲
〉
と
く
悟
性
睦
意
志
〉
と
の
関
係
そ
れ
自

体
に
も
及
ん
で
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
、
す
な
わ
ち
、
自
己
自
身
を
限
定
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
両
者
の
関
係
を
そ
の
ま
ま
に
保
つ
か
破
棄

す
る
か
、
と
い
う
そ
の
つ
ど
の
決
断
で
も
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
告
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
子
細
に
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　
〈
悟
性
薩
意
志
〉
が
自
然
全
体
の
上
に
ま
で
揚
げ
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
既
に
述
べ
た
が
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
は
、
い

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

わ
ば
権
利
上
は
こ
の
〈
意
欲
〉
の
次
元
そ
の
も
の
を
自
己
自
身
の
外
に
見
、
そ
れ
を
意
の
ま
ま
に
し
う
る
よ
う
な
、
そ
う
し
た
立
場
に
至
っ



て
い
る
。
意
の
ま
ま
に
し
う
る
と
は
、
具
体
的
に
言
え
ば
、
〈
悟
性
1
一
意
志
V
と
く
意
欲
〉
の
関
係
を
逆
倒
し
う
る
、
と
い
う
そ
う
し
た
自

由
が
与
え
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
シ
ェ
リ
ン
グ
は
こ
う
し
た
在
り
方
を
「
精
神
」
と
呼
ぶ
の
だ
が
、
そ
の
場
合
に
は
、
〈
意

欲
〉
は
特
殊
性
を
意
欲
す
る
も
の
と
し
て
、
我
性
ω
Φ
ぎ
ω
夢
①
犀
と
解
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
〈
悟
性
目
意
志
V
は
普
遍
性
を
意
志
す
る
も

の
と
し
て
、
或
る
意
味
で
神
的
な
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
み
ず
か
ら
を
し
て
普
遍
意
志
に
で
は
な
く
、
特
殊
意
志
に
従
わ
し
め

る
と
こ
ろ
に
、
悪
が
成
立
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
も
既
に
見
た
よ
う
に
〈
意
欲
〉
す
な
わ
ち
我
輩
そ
の
も
の
が
直

ち
に
悪
な
の
で
は
な
い
。
そ
れ
が
な
け
れ
ば
〈
悟
性
1
一
意
志
〉
は
く
悟
性
目
意
志
V
と
し
て
も
存
立
し
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ

は
根
底
に
と
ど
ま
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
も
の
を
実
存
者
の
位
置
へ
据
え
る
、
と
い
う
こ
と
が
悪
な
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
し
か
し
〈
意
欲
〉
を
根
底
と
し
て
い
る
く
悟
性
縫
意
志
V
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
構
造
を
持
っ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
無
底
的

で
あ
り
、
自
由
な
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
自
己
の
こ
う
し
た
構
造
を
破
壊
し
て
し
ま
う
や
否
や
、
根
底
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
自
由
を
も

喪
失
し
て
し
ま
い
、
む
し
ろ
根
底
の
意
志
に
従
属
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
〈
意
欲
〉
を
根
底
と
し
て
い
る
〈
悟
性
睦
意
志
〉
に

課
せ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
自
分
自
身
の
意
志
に
よ
っ
て
実
存
者
と
根
底
の
関
係
を
そ
の
ま
ま
に
維
持
す
る
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
課
題
は
極
め
て
困
難
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
と
い
う
の
も
、
先
に
わ
れ
わ
れ
は
、
〈
悟
性
昌
意
志
V
は

ポ
テ
ン
ツ

勢
位
を
高
め
ら
れ
た
く
意
欲
V
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
。
し
か
し
そ
の
こ
と
は
、
〈
悟
性
ロ
意
志
〉
の
由
来
な
い
し
素
性
が
、
結

局
の
と
こ
ろ
は
く
意
欲
V
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
、
そ
も
そ
も
墨
型
で
あ
る
も
の
が
「
精
神
」
と
い
う
在
り
方
を
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
、

と
い
う
こ
と
を
も
意
味
し
う
る
。
実
際
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
ま
で
絶
対
的
理
性
と
呼
ば
れ
て
い
た
も
の
以
外
の
も
の
と
は
出
会
っ
て
い
な
い

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
く
意
欲
〉
を
根
底
と
す
る
〈
悟
性
H
意
志
〉
と
い
う
在
り
方
を
し
て
い
る
人
間
的
理
性
は
、
そ
れ
自
身
が
く
意
欲
V
で

あ
る
が
故
に
、
そ
れ
を
超
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
を
制
御
す
る
真
の
次
元
を
有
し
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
ま
さ

に
こ
の
こ
と
が
問
題
な
の
は
、
こ
れ
を
制
御
し
、
否
定
す
る
こ
と
が
、
絶
対
的
理
性
に
と
っ
て
は
そ
の
ま
ま
自
己
自
身
を
否
定
す
る
こ
と
に

つ
な
が
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
い
う
わ
け
で
理
性
は
、
根
底
の
意
志
を
常
に
悪
へ
の
促
し
と
感
じ
、
ま
た
そ
れ
に
従
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
要

神
の
内
な
る
自
然

　
〇
九
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す
る
に
、
絶
対
的
理
性
は
権
利
上
は
、
こ
の
〈
意
欲
〉
の
次
元
そ
の
も
の
を
意
の
ま
ま
に
し
う
る
よ
う
な
、
そ
う
し
た
立
場
に
至
っ
て
い
る

わ
け
で
あ
る
が
、
た
と
え
そ
う
だ
と
し
て
も
事
実
上
は
そ
れ
を
遂
行
す
る
こ
と
は
難
し
い
の
で
あ
る
。
こ
の
事
態
を
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
次
の

よ
う
に
言
い
表
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
　
神
の
意
志
は
、
一
切
の
も
の
を
普
遍
化
し
、
光
と
の
統
一
に
ま
で
揚
げ
、
あ
る
い
は
そ
の
内
に
止
め
て
お
く
こ
と
に
あ
る
。
根
底
の
意

　
　
志
は
し
か
し
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
特
殊
化
し
、
ま
た
は
被
造
物
的
と
な
す
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
意
志
は
不
岡
等
性
の
み
を
欲
す
る
。
た

　
　
だ
し
そ
れ
も
、
か
く
し
て
同
等
性
が
そ
れ
み
ず
か
ら
に
、
ま
た
そ
の
意
志
自
身
に
、
感
知
さ
れ
る
も
の
と
な
る
た
め
で
あ
る
。
か
く
し

　
　
て
そ
の
意
志
は
必
然
的
に
、
超
被
造
物
的
な
る
も
の
と
し
て
の
自
由
に
対
し
て
反
作
用
し
、
そ
の
自
由
の
内
に
被
造
物
的
な
る
も
の
へ

　
　
の
嗜
欲
を
呼
び
醒
す
。
あ
た
か
も
、
高
く
そ
そ
り
立
つ
頂
き
の
上
で
目
が
眩
ん
だ
者
に
、
い
わ
ば
或
る
ひ
そ
や
か
な
声
が
顛
落
せ
よ
と

　
　
呼
ぶ
よ
う
に
思
わ
れ
る
ご
と
く
、
あ
る
い
は
、
古
い
物
謳
に
よ
れ
ぽ
堪
え
ら
れ
な
い
サ
イ
レ
ン
の
歌
が
、
通
り
過
ぎ
る
舟
人
を
渦
巻
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

　
　
引
き
込
も
う
と
深
い
底
か
ら
響
い
て
く
る
と
い
う
が
ご
と
く
で
あ
る
。

　
六
⊥
二

　
と
こ
ろ
で
い
ま
わ
れ
わ
れ
は
、
自
己
自
身
を
精
神
と
し
て
見
出
し
た
絶
対
的
理
性
は
、
根
底
の
意
志
を
常
に
悪
へ
の
促
し
と
感
じ
、
ま
た

そ
れ
に
従
わ
ざ
る
を
え
な
い
、
と
述
べ
た
。
し
か
し
「
従
わ
ざ
る
を
え
な
い
」
と
は
い
か
な
る
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
理
性
を
し

て
わ
れ
わ
れ
の
前
に
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
現
出
せ
し
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
の
よ
う
な
問
い
を
発
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
よ
う
や
く
、
先
に
（
三
－
四
）
述
べ
た
、
絶
対
的
理
性
が
自
己
の
〈
自
然
性
〉

を
自
覚
す
る
、
と
い
う
こ
と
が
、
い
っ
た
い
い
か
な
る
事
態
を
意
味
し
て
い
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
、
さ
ら
に
ま
た
、
こ
の
絶
対
的
理
性
が

自
己
の
〈
自
然
性
〉
を
自
覚
す
る
と
い
う
事
態
が
、
な
に
ゆ
え
に
自
己
か
ら
区
別
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
神
と
呼
ば
れ
る
真
の
絶
対
者
を
措

定
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
、
つ
ま
り
、
そ
の
論
理
を
わ
れ
わ
れ
は
理
解
す
る
こ
と
に
な
る
。



　
ま
ず
第
一
の
点
か
ら
始
め
よ
う
。
絶
対
的
理
性
が
、
我
性
が
精
神
で
あ
る
と
い
う
在
り
方
を
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
端
的
に
言
っ

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

て
、
絶
対
的
理
性
が
、
こ
れ
ま
で
自
己
自
身
が
そ
れ
で
あ
っ
た
自
然
よ
り
も
い
っ
そ
う
自
然
で
あ
る
よ
う
な
も
の
と
し
て
自
己
を
見
出
し
て

い
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
絶
対
的
理
性
の
こ
れ
ま
で
の
歩
み
を
回
顧
し
て
み
る
な
ら
ぽ
、
思
惟
す
る
者
の
捨
象
に
よ
っ
て
到

達
さ
れ
た
絶
対
的
理
性
と
い
う
の
は
、
た
し
か
に
〈
自
然
〉
そ
の
も
の
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
く
自
然
〉
そ
の
も
の
と
し
て

は
現
実
に
存
在
し
て
い
た
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
く
思
惟
す
る
者
の
捨
象
V
の
果
て
に
い
わ
ば
一
瞬
垣
間
見
ら
れ
た
だ
け
に
す
ぎ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ポ
テ
ン
ツ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ボ
テ
ン
ツ

い
。
な
ぜ
な
ら
ぽ
、
現
実
に
存
在
し
て
い
る
自
然
は
す
で
に
勢
位
の
規
定
を
う
け
て
お
り
、
ど
れ
ほ
ど
勢
位
の
低
い
段
階
に
あ
ろ
う
と
も
、

何
ら
か
の
程
度
に
お
い
て
克
服
さ
れ
、
す
で
に
実
存
者
に
対
す
る
根
底
の
位
置
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
は
自
然
と
は
根
底
で
あ

っ
た
。
し
か
る
に
、
我
性
が
精
神
と
い
う
在
り
方
を
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
根
底
の
位
置
に
あ
る
べ
き
自
然
は
、
そ
の
も
の
と
し
て
顕

わ
に
な
る
。
そ
れ
は
自
由
の
乱
用
に
よ
っ
て
剥
き
出
し
と
な
り
、
全
く
無
舗
御
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
自
然
の
最
も
奥
底
に
あ
る
、
決
し
て

顕
わ
に
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
姿
で
あ
る
。
1
こ
れ
は
も
は
や
根
底
と
い
う
意
味
の
自
然
で
は
な
い
。

　
し
か
る
に
、
こ
の
よ
う
な
自
然
は
絶
対
的
理
性
と
別
の
も
の
で
は
な
く
、
ま
さ
に
理
性
そ
の
も
の
の
現
在
の
在
り
方
な
の
で
あ
る
。
絶
対

的
理
性
は
、
い
ま
や
こ
の
自
己
自
身
の
力
だ
け
で
は
も
は
や
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
い
、
自
己
自
身
を
凌
駕
し
て
い
る

力
に
よ
っ
て
ひ
た
す
ら
翻
弄
さ
れ
る
だ
け
の
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
絶
対
的
理
性
は
無
制
御
の
ま
ま
に

散
乱
す
る
自
然
そ
の
も
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
こ
の
意
味
に
お
い
て
そ
れ
は
、
そ
れ
が
自
然
の
う
ち
に
あ
っ
た
い
か
な
る
時
に
も
ま
し
て
い
っ

そ
う
深
く
徹
底
的
に
自
然
的
な
の
で
あ
る
。

　
六
－
四

　
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
絶
対
的
理
性
の
自
覚
こ
そ
が
『
人
間
的
自
由
の
本
質
』
の
最
基
層
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
こ
の
自
覚
が
こ
の
著
作
の
境

位
そ
の
も
の
を
、
つ
ま
り
、
か
の
自
然
と
精
神
と
の
対
立
の
廃
棄
の
果
て
に
、
よ
り
高
次
の
対
立
と
し
て
自
由
と
必
然
性
と
の
対
立
を
出
現

神
の
内
な
る
自
然

　
一
一
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さ
せ
る
、
そ
の
境
位
そ
の
も
の
を
切
り
開
く
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
と
い
う
の
も
、
絶
対
的
理
性
が
〈
無
足
的
意
志
〉
と
し
て
お
の
れ
を
自
覚
す
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
今
の
場
合
に
は
、
同
時
に
そ
れ
が
無

条
件
に
は
、
絶
対
的
で
あ
り
え
な
い
こ
と
を
見
出
す
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
絶
対
的
理
性
は
、
そ
れ
が
そ
れ
自

身
か
ら
絶
え
ず
逸
脱
し
、
自
己
自
身
の
本
来
的
な
在
り
方
を
貫
徹
で
き
な
い
と
い
う
、
そ
の
よ
う
な
〈
無
骨
的
意
志
〉
と
し
て
、
自
己
自
身

を
見
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
こ
の
自
覚
そ
の
も
の
が
、
神
を
絶
対
的
理
性
が
そ
う
で
あ
る
べ
き
く
無
底
的
意
志
V
と
し
て
、
絶

対
的
理
性
が
現
に
そ
う
で
あ
る
く
無
底
的
意
志
V
か
ら
区
別
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
そ
れ
自
身
の
外
部
に
措
定
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
と
き

神
と
人
間
的
理
性
は
と
も
に
二
元
的
構
造
を
共
有
し
て
い
る
。
か
く
し
て
人
間
的
理
性
は
神
の
実
存
の
根
底
に
由
来
す
る
も
の
と
し
て
反
省

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
た
し
か
に
今
や
体
系
そ
の
も
の
は
そ
の
相
貌
を
一
変
さ
せ
た
と
夜
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ
の

辿
っ
て
き
た
道
に
は
い
か
な
る
飛
躍
も
断
絶
も
な
か
っ
た
。
あ
る
の
は
た
だ
体
系
の
叙
述
の
進
展
に
伴
う
、
人
間
的
で
あ
る
と
と
も
に
絶
対

的
で
も
あ
る
理
性
の
自
覚
の
深
ま
り
だ
け
で
あ
っ
た
。
こ
の
自
覚
を
貫
い
て
い
る
も
の
を
わ
れ
わ
れ
は
な
ん
と
言
い
表
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
を
一
言
で
言
い
表
す
の
は
極
め
て
難
し
い
が
、
し
か
し
そ
れ
を
い
か
な
る
雷
葉
で
表
現
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
表
現
し
よ
う
と
し
て

い
る
も
の
が
、
わ
れ
わ
れ
の
理
性
の
意
識
的
活
動
の
根
底
に
働
い
て
い
る
〈
自
然
〉
へ
の
ま
な
ざ
し
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
け
は
あ
り

え
な
い
は
ず
で
あ
る
。

　
六
－
五

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
に
『
人
間
的
自
由
の
本
質
』
の
境
域
を
切
り
開
き
、
体
系
の
相
貌
を
一
変
さ
せ
る
人
間
的
理
性
の
自
覚
は
静

止
で
あ
り
、
ま
た
終
着
で
あ
る
よ
う
な
自
覚
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
こ
の
自
覚
は
最
高
度
の
緊
張
を
は
ら
ん
だ
自
覚
で
あ
り
、
そ
の
限

り
に
お
い
て
そ
れ
自
身
の
内
に
と
ど
ま
る
こ
と
の
困
難
な
自
覚
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

　
と
い
う
の
も
、
『
人
間
的
自
由
の
本
質
』
は
（
あ
る
い
は
シ
ェ
リ
ン
グ
の
哲
学
的
思
索
は
そ
の
出
発
点
以
来
）
「
自
由
の
体
系
」
の
構
築
を
目

指
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
今
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
人
間
的
理
性
は
、
そ
れ
が
我
性
が
精
神
と
い
う
在
り
方

に
ま
で
揚
げ
ら
れ
た
く
耳
底
的
意
志
V
と
い
う
本
質
構
造
を
有
し
て
い
る
が
故
に
、
悪
へ
の
傾
斜
を
抜
き
が
た
く
持
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
雷
い
換
え
る
な
ら
ぽ
、
体
系
の
中
心
た
る
べ
ぎ
も
の
が
、
そ
の
中
心
か
ら
周
辺
へ
と
逸
脱
す
る
と
い
う
傾
向
を

絶
え
ず
抱
え
て
お
り
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
不
断
に
自
己
を
不
自
由
へ
と
転
化
さ
せ
ず
に
は
、
自
己
の
存
在
を
維
持
し
得
な
い
、
と
い
う

こ
と
で
あ
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
の
理
性
の
そ
の
つ
ど
の
決
断
に
お
い
て
、
不
断
に
「
自
由
の
体
系
」
が
「
不
自
由
の
体
系
」
へ
と
変
貌
し
て
し

ま
う
と
い
う
、
こ
の
よ
う
な
可
能
性
の
出
現
に
よ
っ
て
シ
ェ
リ
ン
グ
の
哲
学
的
企
図
は
、
そ
の
根
本
か
ら
挫
折
の
危
機
に
晒
さ
れ
て
い
る
。

絶
対
的
理
性
は
、
そ
れ
が
自
己
の
自
然
性
を
自
覚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
哲
学
の
原
理
と
い
う
地
位
を
脅
か
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
人
間
の
理
性
が
こ
の
中
心
に
と
ど
ま
り
、
そ
し
て
神
の
意
志
と
い
う
真
の
中
心
と
一
致
し
う
る
可
能
性
が
全
く
な
い
の
で
あ
れ

ば
、
単
に
そ
れ
ま
で
の
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
こ
の
自
覚
を
し
て
極
度
の
緊
張
を
は
ら
ん
だ
も
の
に
し
て
い
る
の
は
、
こ
う
し
た
可
能

性
が
完
全
に
は
排
除
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
そ
れ
を
実
現
す
る
こ
と
は
一
そ
の
た
め
に
は
、

人
間
の
理
性
は
我
性
を
滅
却
し
、
そ
の
死
を
生
き
抜
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
一
理
性
に
と
っ
て
極
め
て
困
難
で
あ
る
と
し

て
い
る
が
、
そ
の
可
能
性
が
零
で
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
可
能
性
は
人
間
に
閉
ざ
さ
れ
て
は
い
な
い
。
と
い
う
の

も
、
無
底
か
ら
発
動
す
る
入
間
の
叡
智
的
行
は
創
造
の
原
初
に
ま
で
届
い
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
発
現
す
る
は
ず
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
の
で
あ
る
。

　
　
普
遍
的
意
志
と
人
間
の
内
の
特
殊
的
意
志
と
の
結
合
は
、
既
に
そ
れ
自
体
に
お
い
て
一
つ
の
矛
盾
で
あ
り
、
そ
の
矛
盾
を
合
一
す
る
こ

　
　
と
は
不
可
能
で
な
い
ま
で
も
困
難
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
生
そ
の
も
の
の
不
安
が
人
間
を
駆
っ
て
、
彼
が
そ
の
内
へ
創
り
出
さ
れ

　
　
た
そ
の
中
心
を
去
ら
し
め
る
。
な
ん
と
な
れ
ぽ
、
す
べ
て
の
意
志
の
最
も
純
粋
な
本
質
で
あ
る
こ
の
中
心
は
、
あ
ら
ゆ
る
特
殊
雪
意
憲

　
　
に
と
っ
て
は
、
焼
き
滅
ぼ
そ
う
と
す
る
火
で
あ
る
。
そ
の
内
に
生
き
得
る
た
め
に
は
、
人
間
は
す
べ
て
の
我
性
に
死
な
ね
ぽ
な
ら
ぬ
。

神
の
内
な
る
自
然

＝
三
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四

　
　
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
中
心
か
ら
周
辺
へ
歩
み
出
で
、
か
く
し
て
そ
こ
に
自
己
の
我
性
の
安
ら
い
を
求
め
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん

　
　
ど
必
然
的
な
る
企
て
で
あ
る
。
…
…
し
か
も
か
か
る
普
遍
的
必
然
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
悪
は
あ
く
ま
で
も
人
間
が
み
ず
か
ら
進
ん
で

　
　
択
ぶ
も
の
で
あ
る
。
根
底
が
悪
そ
の
も
の
に
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
各
々
の
被
造
物
は
富
み
ず
か
ら
の
替
に
よ
っ
て
堕
落
す
る
の
で

　
　
（
4
0
）

　
　
あ
る
。

　
こ
う
し
て
今
や
理
性
は
、
お
の
れ
が
体
系
の
不
動
の
原
理
た
り
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
淋
、
他
方
で
ど
の
よ
う
に
す
れ

ぽ
、
お
の
れ
が
体
系
の
原
理
と
な
り
う
る
の
か
も
知
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
理
性
は
こ
の
立
場
そ
の
も
の
に
立
脚
し
て
い
る
の
で
は

な
い
。
こ
の
点
に
お
い
て
こ
の
理
性
の
自
覚
は
極
め
て
安
定
を
欠
き
、
理
性
自
身
と
さ
ら
に
一
つ
の
運
動
の
内
へ
と
引
き
込
ま
ざ
る
を
え
な

い
よ
う
に
見
え
る
。
こ
の
こ
と
は
、
喩
え
て
言
え
ば
、
こ
の
自
覚
は
終
わ
る
こ
と
の
で
き
な
い
よ
う
な
仕
方
で
終
わ
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ

と
で
も
あ
る
し
、
よ
り
具
体
的
に
言
え
ば
、
こ
の
自
覚
の
内
に
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
思
惟
が
今
後
辿
る
こ
と
を
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
　
つ

の
道
が
、
い
ま
だ
展
開
さ
れ
ざ
る
嚢
と
し
て
内
包
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

七

　
七
⊥

　
後
世
の
わ
れ
わ
れ
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
が
「
自
由
の
体
系
」
と
い
う
み
ず
か
ら
の
企
図
を
放
棄
し
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
、
つ
ま
り
、

無
底
的
意
志
と
し
て
自
己
を
自
覚
し
た
理
性
が
体
系
の
中
心
に
と
ど
ま
ろ
う
と
し
て
実
際
に
自
己
の
我
性
か
ら
の
脱
却
を
は
か
っ
た
、
と
い

う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
に
お
い
て
く
理
性
の
脱
自
V
と
い
う
形
で
生
起
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
立
場
に
お

い
て
は
、
理
性
は
現
に
自
己
自
身
の
外
に
定
立
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
の
我
意
か
ら
解
き
放
た
れ
、
そ
の
翻
転
の
果
て
に
一
切
を

》
U
窟
。
ゆ
《
の
領
域
の
内
に
見
出
す
。
こ
れ
は
く
脱
自
〉
的
理
性
に
お
け
る
絶
対
的
自
由
の
体
系
の
実
現
を
意
味
し
て
い
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
わ
れ
わ
れ
に
く
脱
自
V
へ
と
至
る
こ
の
よ
う
な
過
程
を
詳
細
に
辿
る
余
裕
な
ど
あ
ろ
う
は
ず
も
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、



こ
こ
で
敢
え
て
そ
れ
に
言
及
し
た
の
は
他
で
も
な
い
。
こ
の
よ
う
に
シ
ェ
リ
ン
グ
の
思
惟
に
お
い
て
理
性
が
〈
脱
自
〉
を
成
し
遂
げ
、
一
切

を
》
U
鋤
ゆ
《
の
領
域
の
内
に
見
出
す
と
き
は
、
同
時
に
ま
た
、
あ
か
ら
さ
ま
な
へ
！
ゲ
ル
批
判
が
開
始
さ
れ
る
と
き
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
こ
の
こ
と
を
興
味
深
い
と
考
え
る
。

　
シ
ェ
リ
ン
グ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
批
判
は
実
際
に
は
多
様
な
論
点
を
含
み
、
決
し
て
一
括
り
に
は
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
と

は
い
え
、
こ
の
批
判
が
開
始
さ
れ
る
時
期
を
考
慮
に
入
れ
る
限
り
、
そ
れ
が
、
シ
ェ
リ
ン
グ
が
苦
闘
の
果
て
に
到
達
し
た
く
層
雲
V
的
理
性

と
い
う
立
場
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
を
入
れ
な
い
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
絶
対
的
精
神
が
〈
脱
自
〉
を
経
験
し
て

お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
事
物
を
》
∪
跳
《
の
領
域
に
お
い
て
把
握
で
き
な
い
、
と
い
う
批
判
が
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
批
判
の
中
核
に

存
し
て
い
る
こ
と
も
ま
た
否
定
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
る
に
、
こ
の
よ
う
な
批
判
の
奥
底
に
は
、
さ
ら
に
そ
の
前
提
と
し
て
、

ヘ
ー
ゲ
ル
の
理
性
が
そ
れ
の
一
わ
れ
わ
れ
が
述
べ
て
き
た
よ
う
な
意
味
に
お
け
る
1
自
然
性
を
自
覚
し
て
い
な
い
、
と
い
う
批
判
が
潜

ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
惟
は
お
の
れ
の
外
部
を
も
た
な
い
も
の
と
し
て
、
現
実
的
な
も
の
の
領
域
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
覆
い
尽
し
、

そ
れ
の
差
別
と
対
立
と
の
内
で
運
動
し
、
そ
れ
ら
の
同
一
性
を
確
証
す
る
。
彼
に
と
っ
て
は
、
こ
の
よ
う
な
思
惟
が
自
由
な
の
で
あ
ろ
う
が
、

そ
れ
は
不
自
由
で
は
な
い
の
か
、
と
シ
ェ
リ
ン
グ
は
言
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
概
念
の
必
然
性
」
に
従
う
思
惟
の
運
動
を
そ
れ
自
体

と
し
て
自
由
で
あ
る
と
誤
解
し
て
い
る
の
は
、
自
己
認
識
の
甘
さ
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
思
惟
は
こ
う
し
た
運
動
へ
と
強
制
さ
れ
、

そ
れ
へ
と
拘
束
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
換
言
す
れ
ぽ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
理
性
が
自
己
の
自
然
性
を
知

ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
の
理
性
は
、
自
己
が
そ
れ
自
体
と
し
て
何
も
の
で
あ
る
の
か
を
、
つ
ま
り
、
そ
れ
が
「
神
の
内
な
る
自

然
」
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
も
そ
こ
か
ら
憩
い
育
っ
た
〈
無
底
的
意
志
〉
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
ミ
ュ
ン
ヒ
ェ
ン
講
義
の
一
つ
で
あ
り
、
彼
の
い
わ
ゆ
る
「
積
極
哲
学
」
の
導
入
の
一
部
を
な
し
て
い
る
『
近
世
哲
学
史
講
義
』
の
へ
ー
ゲ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

ル
批
判
を
『
人
間
的
自
由
の
本
質
』
の
な
か
の
一
節
と
重
ね
合
わ
せ
て
読
む
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
シ
ェ
リ
ン
グ
が
、
そ
れ
自
身
が
神
に
他
な

神
の
内
な
る
自
然

一
一
五
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二
六

ら
な
い
ヘ
ー
ゲ
ル
の
絶
対
的
精
神
の
在
り
方
の
内
に
、
こ
の
よ
う
に
自
己
の
自
然
性
に
無
自
覚
で
あ
る
が
故
に
く
脱
自
V
の
必
要
を
も
感
じ

て
い
な
い
が
、
そ
れ
だ
け
い
っ
そ
う
深
く
自
己
の
自
然
性
に
繋
縛
さ
れ
て
い
る
く
無
底
的
意
志
V
の
在
り
方
を
見
て
取
っ
て
い
る
、
と
い
う

こ
と
を
感
じ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
な
ぜ
な
ら
ば
、
絶
対
的
精
神
は
自
己
自
身
を
世
界
へ
と
外
化
す
る
の
で
あ
り
、
自
己
自
身
が
自
然
の
な
か
で
受
難
す
る
の
で
あ
っ
て
、

　
　
絶
対
的
精
神
が
～
つ
の
過
程
に
自
己
を
ゆ
だ
ね
て
、
も
は
や
そ
れ
か
ら
解
脱
し
え
ず
、
そ
れ
に
対
し
て
い
か
な
る
自
由
も
持
た
ず
、
い

　
　
わ
ぽ
救
い
よ
う
も
な
く
そ
の
な
か
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
神
は
世
界
か
ら
自
由
で
は
な
く
、
世
の
重
荷
を
担
っ
て
い
る
の

　
　
（
4
1
）

　
　
で
す
。

　
　
な
る
ほ
ど
神
は
自
己
を
自
然
へ
と
外
化
す
る
自
由
を
持
っ
て
は
い
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
自
己
の
自
由
を
犠
牲
に

　
　
供
す
る
自
由
な
の
で
す
。
け
だ
し
、
こ
の
自
由
な
外
耳
の
作
用
は
、
他
な
ら
ぬ
神
の
自
由
の
墓
地
だ
か
ら
で
す
。
こ
れ
よ
り
の
ち
神
は

　
　
過
程
の
な
か
に
あ
り
、
も
し
く
は
平
す
な
わ
ち
過
程
な
の
で
す
。
た
し
か
に
そ
れ
は
無
為
な
神
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
…
…
む
し
ろ
そ
れ

　
　
は
永
遠
な
、
い
つ
ま
で
も
続
く
行
い
の
神
で
あ
り
、
安
息
日
を
も
つ
こ
と
な
き
絶
え
ざ
る
不
安
の
神
で
あ
り
、
自
己
が
こ
れ
ま
で
行
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

　
　
て
き
た
こ
と
だ
け
を
行
い
続
け
る
神
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
何
ら
の
薪
し
い
も
の
も
創
造
し
え
ぬ
神
な
の
で
す
。

　
こ
れ
ら
は
㎎
近
世
哲
学
史
講
義
繍
に
お
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
批
判
の
言
葉
で
あ
る
が
、
鯛
入
間
的
自
由
の
本
質
』
で
は
、
次
の
よ
う
に
言
わ
れ

て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　
　
か
く
し
て
罪
の
初
め
は
、
人
間
が
自
身
創
造
す
る
根
底
と
な
ろ
う
と
し
て
、
ま
た
自
己
の
内
に
有
す
る
中
心
の
力
を
も
っ
て
万
物
に
君

　
　
臨
し
ょ
う
と
し
て
、
本
来
の
有
よ
り
非
有
へ
、
真
理
よ
り
虚
偽
へ
、
光
よ
り
闇
へ
、
踏
み
入
る
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
中
心
か

　
　
ら
逸
れ
た
者
に
も
、
彼
が
万
物
で
あ
っ
た
と
い
う
感
情
、
す
な
わ
ち
神
の
な
か
に
ま
た
神
と
と
も
に
あ
っ
た
と
い
う
感
情
が
、
や
は
り

　
　
な
お
残
っ
て
お
り
、
そ
の
故
に
彼
は
再
び
そ
こ
へ
向
か
っ
て
努
力
す
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
も
そ
れ
を
自
分
ひ
と
り
で
す
る
の
で
あ
っ



て
、
彼
が
か
か
る
も
の
た
り
得
べ
き
は
ず
の
と
こ
ろ
、
す
な
わ
ち
神
の
内
に
お
い
て
す
る
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
し
て

我
欲
の
飢
え
ボ
生
ず
る
。
我
欲
は
、
全
体
お
よ
び
統
一
か
ら
み
ず
か
ら
を
引
き
離
す
度
合
に
従
っ
て
、
ま
す
ま
す
乏
し
く
ま
す
ま
す
貧

し
く
な
り
、
し
か
も
ま
さ
に
そ
の
故
に
ま
す
ま
す
欲
は
げ
し
く
、
毒
を
含
み
、
飢
え
て
く
る
の
で
あ
る
。
悪
の
内
に
は
、
自
己
自
身
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

食
み
尽
く
し
ど
こ
ま
で
も
滅
ぼ
そ
う
と
す
る
矛
盾
が
あ
る
。

　
七
－
二

　
先
ほ
ど
わ
れ
わ
れ
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
こ
の
よ
う
な
ヘ
ー
ゲ
ル
批
判
が
興
味
深
い
と
述
べ
た
。
そ
の
意
味
が
分
か
ら
な
い
人
は
、
次
の
よ

う
に
自
問
し
て
み
る
と
よ
い
で
あ
ろ
う
。
i
し
か
し
な
が
ら
、
シ
ェ
リ
ン
グ
が
『
人
間
的
自
由
の
本
質
』
に
お
い
て
到
達
し
、
同
時
に
み

ず
か
ら
の
課
題
と
し
て
受
け
止
め
た
、
こ
の
よ
う
な
自
己
の
、
す
な
わ
ち
絶
対
的
理
性
の
〈
自
然
性
〉
の
自
覚
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
至
ら
な
か

っ
た
の
は
、
い
っ
た
い
な
ぜ
な
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
。

　
も
ち
ろ
ん
い
ま
こ
こ
で
こ
の
間
に
完
全
な
答
え
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
が
問
題
な
の
で
は
な
い
。
し
か
し
仮
に
も
し
誰
か
が
「
ヘ
ー
ゲ
ル

の
理
性
が
自
己
の
自
然
性
を
知
ら
な
い
の
は
、
そ
れ
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
理
性
で
あ
っ
て
シ
ェ
リ
ン
グ
の
理
性
で
は
な
い
か
ら
だ
」
と
答
え
よ
う

と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
人
に
対
し
て
は
次
の
よ
う
に
言
う
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
に
も
、
そ
の
発
言
の
意
味
は
「
ヘ
ー
ゲ
ル
は
ど

こ
ま
で
も
ヘ
ー
ゲ
ル
で
あ
り
、
シ
ェ
リ
ン
グ
は
ど
こ
ま
で
も
シ
ェ
リ
ン
グ
で
あ
っ
て
、
他
人
岡
士
と
い
う
も
の
は
所
詮
理
解
し
合
え
な
い
の

だ
」
と
い
う
よ
う
な
次
元
の
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
と
い
う
の
も
、
シ
ェ
リ
ン
グ
が
フ
ィ
ヒ
テ
の
知
識
学
に
対
し
て
彼
の
自
然
哲
学
を
対

立
さ
せ
、
さ
ら
に
同
」
哲
学
の
立
場
を
切
り
開
い
て
い
く
、
そ
の
過
程
を
ヘ
ー
ゲ
ル
は
あ
た
か
も
熟
知
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
振
る
舞
い
、

そ
れ
ら
か
ら
必
然
的
に
展
開
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
自
己
の
哲
学
体
系
を
提
示
し
て
い
る
の
だ
か
ら
で
あ
る
、
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
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ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　

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

　
し
か
る
に
、
シ
ェ
リ
ン
グ
に
し
て
み
れ
ば
、
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
理
性
は
自
己
の
自
然
性
を
自
覚
し
、
さ
ら
に
脱
自

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

へ
と
至
ら
ざ
る
を
え
な
い
は
ず
な
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ぽ
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
こ
ま
で
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
努
め
て
き
た
よ
う
に
、
『
私
の

神
の
内
な
る
自
然

一
一
七
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哲
学
体
系
の
叙
述
』
と
『
人
間
的
自
由
の
本
質
』
と
の
間
に
は
、
〈
理
性
の
自
然
性
の
自
覚
V
の
深
化
と
い
う
事
態
を
軸
と
し
て
、
一
つ
の

確
固
た
る
連
続
性
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
し
て
『
人
問
的
自
由
の
本
質
』
に
お
け
る
シ
ェ
リ
ン
グ
の
後
期
思
想
の
端
緒
は
、

彼
の
そ
れ
ま
で
の
思
惟
の
動
向
、
こ
と
に
そ
の
「
自
然
哲
学
」
か
ら
「
閾
一
哲
学
」
へ
と
、
そ
の
哲
学
的
立
場
を
切
り
開
い
て
い
っ
た
根
本

動
向
に
由
来
し
、
そ
の
完
遂
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
い
っ
た
い
ど
う
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
理
性
は
自
己
の
自
然
性
を
知
ら
な

い
の
か
、
と
い
う
問
い
に
対
し
、
先
の
よ
う
に
答
え
よ
う
と
す
る
な
ら
ぽ
、
そ
の
意
味
は
「
そ
れ
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
理
性
が
、
フ
ィ
ヒ
テ
の

知
識
学
に
対
し
て
自
然
哲
学
を
対
立
さ
せ
、
そ
し
て
同
一
哲
学
の
立
場
を
切
り
開
い
て
き
た
、
ま
さ
に
そ
の
理
性
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
」

と
い
う
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ぽ
、
あ
の
よ
う
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
哲
学
史
講
義
馳
に
お
い
て
『
人
間
的
自
由
の
本
質
』
が
、
も
は
や
哲

学
史
に
お
け
る
必
然
的
な
固
有
の
契
機
と
し
て
で
は
な
く
、
い
わ
ぽ
周
辺
に
し
か
位
置
づ
け
ら
れ
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
は
、
た
だ
単
に

一
こ
れ
ま
で
し
ぼ
し
ぼ
指
摘
さ
れ
て
き
て
い
る
よ
う
に
ー
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
史
が
『
人
間
的
自
由
の
本
質
恥
以
後
の
シ
ェ
リ
ン
グ
の
思

想
を
、
彼
の
い
わ
ゆ
る
「
後
期
哲
学
」
を
そ
の
内
に
包
括
し
え
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
む
し
ろ
こ
の
こ
と
は
さ
ら
に
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
前
半
期
の
思
想
に
対
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
無
理
解
の
可
能
性
を
も
、
あ
る
い
は
そ
れ
が
言

い
過
ぎ
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
彼
の
描
く
シ
ェ
リ
ン
グ
の
肖
像
が
結
局
は
肖
像
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
可
能
性
を
も
暗
示
し
て
い
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

　
だ
が
、
こ
の
可
能
性
が
単
な
る
可
能
性
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
と
す
る
と
、
結
局
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
。
シ
ェ
リ
ン
グ
の
思
惟

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

の
運
動
は
、
全
体
と
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
描
く
哲
学
史
の
外
側
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
は
決
し
て
把
握
さ
れ
え
な
い
彼
方
で
生
起
し
て
い
る
、
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
モ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
し
て
も
し
わ
れ
わ
れ
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
描
い
て
い
る
の
と
岡
じ
よ
う
な
図
式
の
下
に
シ
ェ
リ
ン

グ
の
前
半
期
の
思
想
を
眺
め
、
何
の
疑
問
も
抱
か
ず
に
一
あ
る
い
は
疑
問
を
抱
い
て
い
た
と
し
て
も
一
そ
の
光
景
の
内
に
安
住
し
て
い

る
限
り
、
そ
れ
は
か
っ
て
の
シ
ェ
リ
ン
グ
の
後
半
期
の
思
想
の
場
合
と
同
様
に
8
塁
矧
ぎ
o
o
α
q
巴
9
と
し
て
手
つ
か
ず
の
ま
ま
放
置
さ
れ
て



い
る
、
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と
い
う
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
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『
人
間
的
自
由
の
本
質
』
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
生
前
に
刊
行
さ
れ
た
初
め
て
の
著
作
集
で
あ
る
『
哲
学
的
著
作
集
』
第
一
巻
（
第
二
巻
以
後
は
未
刊
）

　
の
た
め
に
書
き
下
ろ
さ
れ
、
『
自
我
に
つ
い
て
』
『
哲
学
的
書
簡
』
『
知
識
学
の
観
念
論
の
解
明
聴
『
造
形
芸
術
に
対
す
る
自
然
の
関
係
』
と
と
も
に
、
そ
の
唯

　
｝
未
発
表
の
論
文
と
し
て
収
録
さ
れ
た
。
こ
こ
で
『
人
間
的
自
由
の
本
質
』
の
》
＜
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袋
＆
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と
い
う
の
は
、
こ
の
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著
作
集
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で
あ
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本
語
訳
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西
谷
啓
治
訳
『
人
間
的
自
由
の
本
質
』
岩
波
文
庫
を
参
照
し
た
。

（
7
）
　
た
と
え
ば
、
『
ブ
ル
ー
ノ
』
や
『
学
問
論
騙
、
さ
ら
に
ア
カ
デ
ミ
ー
講
演
の
名
で
知
ら
れ
る
『
造
形
芸
術
に
対
す
る
自
然
の
関
係
』
な
ど
。

（
8
）
　
『
人
間
的
自
由
の
本
質
臨
に
は
本
来
「
章
」
「
節
」
な
ど
の
区
切
り
は
一
切
な
い
。
そ
れ
故
》
田
昆
Φ
謬
旨
ひ
Q
《
や
》
q
馨
興
亜
。
げ
§
α
q
《
と
い
っ
て
も
、
そ

う
し
た
区
分
が
テ
キ
ス
ト
に
明
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
シ
ェ
リ
ン
グ
の
言
葉
か
ら
そ
う
し
た
区
分
を
推
察
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

　
と
は
い
え
、
実
際
に
そ
う
し
た
区
分
を
行
お
う
と
す
る
と
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
人
に
よ
っ
て
微
妙
な
食
い
違
い
が
生
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
。
今
は
b
ご
¢
畠
－

び
Φ
ぎ
の
区
分
に
従
う
。

神
の
内
な
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自
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O
い
「
こ
の
著
作
の
目
的
は
、
超
越
論
的
観
念
論
を
本
来
あ
る
べ
き
姿
へ
、
す

　
な
わ
ち
全
知
識
の
体
系
へ
と
拡
張
す
る
こ
と
、
故
に
、
た
だ
単
に
一
般
的
と
い
う
の
で
は
な
く
、
現
実
の
行
為
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
、
そ
の
原

　
理
を
、
知
の
主
要
な
対
象
に
つ
い
て
の
、
あ
ら
ゆ
る
可
能
な
問
題
へ
と
、
実
際
に
拡
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
体
系
を
証
明
す
る
、
と
い
う
こ
と
に

他
な
ら
な
い
。
…
…
観
念
論
を
完
全
な
広
が
り
に
お
い
て
叙
述
す
る
、
と
い
う
自
分
の
目
的
を
達
成
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
、
著
者
が
と
っ
た
手
段
は
、

哲
学
の
全
部
門
を
一
つ
の
連
続
性
に
お
い
て
、
全
哲
学
を
哲
学
が
そ
う
で
あ
る
も
の
と
し
て
、
つ
ま
り
、
そ
れ
に
と
っ
て
は
経
験
の
内
に
下
に
置
か
れ
る

　
も
の
が
、
い
わ
ば
た
だ
記
念
と
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
と
し
て
の
み
役
立
つ
よ
う
な
、
自
己
意
識
の
進
行
す
る
歴
史
と
し
て
、
述
べ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
…
…
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ポ
テ
ン
ツ

来
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
我
が
最
高
の
勢
位
に
お
け
る
意
識
に
ま
で
み
ず
か
ら
を
高
め
る
よ
う
な
、
諸
直
観
の
段
階
的
発
展
で
あ
る
連
関
の
叙
述
に
、
と

　
り
わ
け
心
を
尽
く
す
よ
う
に
、
著
者
を
主
に
駆
り
立
て
た
も
の
は
、
自
然
と
知
性
と
の
平
行
論
で
あ
っ
た
。
著
者
は
、
ず
い
ぶ
ん
前
か
ら
、
こ
の
考
え
に

導
か
れ
て
い
た
。
ま
た
、
こ
れ
を
完
全
に
叙
述
す
る
こ
と
は
、
超
越
論
的
哲
学
だ
け
に
も
、
自
然
哲
学
だ
け
に
も
、
可
能
で
は
な
く
、
た
だ
二
つ
の
学
閾

　
に
と
っ
て
の
み
可
能
な
の
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
学
問
は
、
ま
さ
に
そ
れ
故
に
、
決
し
て
移
行
し
合
っ
て
一
つ
に
な
り
え
な
い
よ
う
な
、
二
つ
の
永
遠
に

対
立
す
る
学
問
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」
。
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刈
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こ
れ
に
続
け
て
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て

　
い
る
。
「
故
に
、
わ
れ
わ
れ
の
言
い
方
で
は
、
質
と
は
自
然
の
感
覚
で
あ
り
、
物
体
と
は
自
然
の
直
観
で
あ
り
、
自
然
そ
の
も
の
が
い
わ
ば
、
そ
の
あ
ら

　
ゆ
る
感
覚
や
直
観
と
と
も
に
凝
固
し
た
知
性
で
あ
る
、
と
言
え
る
。

　
　
し
た
が
っ
て
、
ひ
と
た
び
こ
の
点
に
達
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
全
く
相
反
す
る
方
向
へ
、
つ
ま
り
自
然
か
ら
わ
れ
わ
れ
へ
、
わ
れ
わ
れ
か
ら
自
然
へ
と

進
む
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
何
に
も
ま
し
て
知
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
者
に
と
っ
て
は
、
真
な
る
方
向
は
自
然
そ
の
も
の
が
と
っ
た
方
向
な
の
で
あ
る
。

　
　
こ
こ
で
初
め
て
完
全
に
述
べ
た
事
柄
を
根
拠
づ
け
る
た
め
の
準
備
を
、
私
は
ず
い
ぶ
ん
前
か
ら
お
こ
な
っ
て
き
た
。
こ
の
根
拠
づ
け
を
な
し
う
る
に
は
、

私
は
、
引
き
合
い
に
出
し
う
る
よ
う
な
完
全
な
観
念
論
的
観
点
か
ら
の
自
己
意
識
の
歴
史
を
、
前
も
っ
て
う
ち
立
て
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
か
っ
た
。
私
の

　
『
超
越
論
的
観
念
論
の
体
系
嚇
は
、
こ
の
根
拠
づ
け
の
た
め
の
も
の
な
の
で
あ
る
」
。

（
2
8
）
　
d
げ
霞
α
Φ
冨
≦
勉
耳
Φ
コ
】
W
罐
ユ
｛
暁
α
興
瓢
践
霞
℃
ゲ
ニ
。
ω
o
燭
蕉
ρ
ω
芝
ど
H
＜
鴇
ω
■
8
■

神
の
内
な
る
自
然

　
二
一



哲
学
研
究
　
第
五
百
七
十
五
号

｝
二
二

nA　t一’N　AAAA“AAA39　38　37　36　35　34　33　32　31　30　29

VV　su　vv　sv．　vv　vt　vv

　
洋
近
世
哲
学
史
懇
話
会
、

研
究
幅

（
4
0
）

（
4
1
）

（
4
2
）

（
4
3
）

　
は
、

　
円
芽
㊦
弓
9
δ
（
興
頒
⑦
ま
霧
ヨ
島
①
錦
9
。
3
α
q
o
門
凶
①
く
。
コ
じ
6
α
ω
①
昼
寄
碧
喜
。
詳
）
㌔
．

（
4
4
）
O
h
Z
o
び
頸
回
し
∴
．
．
冨
9
凶
一
〇
ω
ε
三
Φ
議
譜
×
幽
く
①
、
、
噌
量
湧
一
、
穿
。
閤
［
8
鍛
一
①
坤
雪
＄
一
ω
ρ
×
目
×
’
も
霞
◎
ω
0
9
一
曾
湘
①
凝
断
9
y
℃
霞
断
ρ
G
り
o
o
鄭
仙

　
8
薯
①
濠
9
一
両
琴
旨
δ
℃
鐙
凶
ρ
一
8
メ
お
－
9
山
ミ
回
㊤
－
8
－
ω
■

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
筆
者
　
あ
さ
ぬ
ま
・
こ
う
き
　
龍
谷
大
学
非
常
勤
講
師
／
西
洋
哲
学
史
）

N
賃
O
o
ω
o
窯
。
簿
①
号
＝
日
2
①
「
2
℃
三
一
〇
ω
8
三
ρ
ω
芝
鮒
×
》
ω
』
。
。
．

U
9
。
誘
8
一
ξ
昌
α
q
ヨ
Φ
ヨ
Φ
ω
ω
窃
け
Φ
ヨ
ω
α
曾
℃
ぼ
一
〇
ω
8
露
ρ
吻
．
H
”
ω
甫
酬
H
＜
噌
ω
」
置
h

山
田
晶
「
神
の
内
在
と
超
越
」
『
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
《
エ
ッ
セ
》
研
究
臨
（
昭
和
五
三
年
、
宇
土
社
）
、
五
二
四
頁
。

O
費
ω
8
障
§
ひ
q
ヨ
Φ
ヨ
Φ
ω
ω
器
酔
Φ
ヨ
ω
号
噌
℃
三
H
O
ω
8
三
ρ
㈲
．
ド
ー
ω
名
一
－
H
＜
”
ω
．
に
二

等
Φ
凶
冨
凶
畠
ω
o
訂
捧
”
ω
．
ω
ひ
。
■

一
げ
δ
・
ω
．
㎝
メ

3
茂
．
ω
■
韻
’

H
げ
置
．
ω
噸
b
σ
ら
Q
．

守
一
9
ω
■
刈
○
◎
｛
．

圃
ぼ
9
ω
■
器
幽

こ
の
点
に
聴
し
て
は
、
拙
論
「
シ
ェ
リ
ン
グ
哲
学
の
出
発
点
一
人
間
的
理
性
の
起
源
と
歴
史
の
構
成
一
一
『
近
世
哲
学
研
究
臨
第
六
号
（
京
大
・
西

　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
九
九
年
）
お
よ
び
「
歴
史
的
理
性
の
生
成
ー
シ
ェ
リ
ン
グ
咽
悪
の
起
源
㎞
に
お
け
る
神
話
解
釈
の
意
義
1
」
『
近
世
哲
学

　
第
八
号
（
同
、
二
〇
〇
こ
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

孚
Φ
騨
①
圃
陣
ω
ω
o
響
澤
－
ω
』
ω
h

N
霞
○
⑦
ω
〇
三
〇
簿
①
創
臼
冨
器
『
窪
勺
三
H
o
ω
8
三
ρ
ω
≦
押
×
”
Q
o
■
一
㎝
㊤
■

守
己
■
ω
．
δ
O

司
「
Φ
ぎ
①
騨
ω
ω
O
げ
「
竃
ρ
ω
◆
O
b
O
．
な
お
『
エ
ア
ラ
ン
ゲ
ン
講
義
』
（
ζ
ぴ
韓
感
①
窯
象
戸
肩
住
Φ
『
勺
げ
篇
O
ω
O
燭
謀
①
巴
ω
≦
』
ω
ω
①
昌
ω
O
げ
鋤
噛
ρ
ω
芝
葛
屋
×
鴇
ω
・
卜
。
四
一
）
に

次
の
よ
う
な
文
言
が
見
出
さ
れ
る
。
》
b
興
固
霞
窪
目
∋
凶
ω
脚
部
6
葺
ω
Ω
色
0
7
α
q
巳
賦
α
q
①
。
ワ
”
三
〇
げ
辟
三
〇
ゆ
Φ
「
竃
碧
ぴ
q
Φ
r
ω
o
蝕
①
ヨ
Φ
ぎ
。
＜
①
芽
①
腎
3
①
謬
創
興



　　Finally，　turning　our　eyes　to　the　texts　where　Aquinas　treats　virtues　and　vices，　we

can　see　moral　weakness　in　a　new　perspective．　Aquinas　lists　the　three　functions　of

prudence　：　to　deliberate，　judge，　and　command．　And　he　enumerates　the　vices　or　sins

opposed　to　prudence　in　terms　of　these　three　functions，　and　labels　them　respectively

precipitation，　thoughtlessness，　and　inconstancy．　lt　may　safely　assumed　that　these

vices　correspond　to　the　variations　of　weakness　mentioned　above．

　　In　this　way，　we　find　the　explanation　of　the　phenomenon　which　can　be　called

weal〈ness　of　the　wili　in　the　Aquinas’s　theory　of　virtue　as　well．　lnconstancy　means

that　a　person　has　reached　the　good　judgment　and　election　or　the　right　conclusion

of　the　syllogism，　but　he　doesn’t　step　forward　and　perform　his　action．　Although　we

can　say　that　this　is　weakness　of　the　will　in　the　stricter　sense，　yet　it　is　not　in－

continentla　in　Thomistic　terminology．　The　range　of　incontinentia　understood　by

Aquinas　on　the　authority　of　Aristotle　is　narrower　than　that　of　what　we　call

weakness　of　the　will．　lt　doesn’t　follow，　however，　that　Aquinas　fails　to　understand

the　nature　of　this　phenomenon　；　he　also　thinks　about　moral　weakness　as　a　vice

opposed　to　prudence，　as　already　stated．

　　　　　　　　　　　　　　　　　Natur　in　Gott

Schellings　Denkweg　von　Darstellung　meines　Systems

　der　PhilosoPhie　（1801）　zur　Freiheitsschnft　（1809）

　　　　　　　　　　von

　　　Kouki　AsANuMA

　　Dozent　fUr　Phiiosophie

an　den　Ryukoku　Universitat

　　In　welchem　Verha！tnis　steht　Sche｝lings　FreiheitsschnX7，　die　von　vielen　als　Anfang

seiner　Spatphilosophie　gedeutet　ist，　zu　seinem　Denken　vor　dieser　Schrift，　insbeson－

dere　seiner　Naturphilosophie　und　ldentitatsphilosophie　？

　　Schelling　behauptet，　dass　FreiheitsschnJt7　die　Fortsetzung　der　Darstellung　meines

Systems　der　PhilosoPhie　ist，　die　inmitten　，，des　reellen　Teils　des　Systems，“　d．　h．

Naturphilosophie　als　Darstellung　des　Naturprozesses，　unterbrochen　worden　war．

Diese　Behauptung　allerdings　ist　bisher　nicht　ernst　genommen　worden．　Denn　das

Konzept　des　internen　Dualisrnus　in　Gott，　das　die　ganze　Untersuchung　der　Freiheits－

schn；IS　voraussetzt，　und　die　Auffassung　des　Absoluten　in　der　Darstellung　meines

Systems　der　PhilosoPhie，　das　trotz　aller　seiner　Differenzierung　in　reiner　ldentitat

5



1nit　SiCh　SelbSt　Verharrt　SCheinen　SiCh　auSZuSChlieSSen．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

　　Dennoch　kann　Schellings　Denkweg　von　Da7’stellz〃～g　mei7zes　Systems（ier　P観oso－

phie　zur　F7’ei］～eitsschnft　interpretiert　werden　als　die　Fortsetzung　der　Darstellung

d（）sselben　Syste〃．ls，　in　deren　Verlauf　die　absolute　Vernunft　sich　se玉bst　erfahrt．　Denn

auch　die　Fortsetzung　der　Darstellung　dessel∂en　S｝姶妙πs　1（ann　die　Vertiefung　der

Selbsterkenn敏is　der　absoluten　Vemunft　entstehen　lassen。　Denn　we鷺鷺die　Veran－

deru鳶g　des　Selbstbewusstsein　femer　nicht　oberfltichlich　w註re，　sondem　sogar　ganz

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し　サ
gr甑dlich，　wie　etwa　die　mit　dem　Ubergang　der　Darstellung　des　Systems　von　seinem

reellen　Teil　zum　ideel王e且hervorgebrachte，　mUsste　sie　notwendigerweise　die　Veran－

derung　der　Grundstrul（tur　des　Systems　selbst　Init．sich　bringen。　So　finden　wir　von

diesem　Wege　kei：ie　Abweichu：lg．

　　Nun　wissen　wir，　dass　auch　Hege1，　der　Schelli職gs　Idee　der　Philosophie　des

Absoluten　hoch　sch註tzt，　seine　Philosophie　als　die　notweチzdige　Folge　der　Natur－

philosophie　und王dentitatsph｛losophie　Schellings　proklamiert．　Also　erhebt　s｛ch

folgende　Frage　als　ei鷺e　u登umg銭ngllche：welches　hat　die　Schellingsche　Philosophie

da　hinausgef萱hrt，　wohin　sie　auf　dem　Weg　1hrer　ersten　Darstellung　wirklich　hinaus－

gehen　sollte，　Hege至s　P腋アzo7フ2θηo㎏ゴ6　des　GedStes　oder　Schellings　Freiheitsschrut　？
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