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六

真
矛
盾
主
義
的
一
元
論

　
　
　
！
後
期
西
谷
哲
学
の
再
編
成
一

（
上
）

出
　
口
　
康
　
夫

一
　
は
じ
め
に

　
本
論
は
、
晩
年
の
論
文
『
空
と
即
隔
（
一
九
八
二
）
で
展
開
さ
れ
た
西
谷
啓
治
の
美
学
と
宗
教
哲
学
に
矛
盾
許
容
型
論
理
（
冨
類
8
口
ω
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
↓

器
品
一
〇
α
q
画
。
）
を
組
み
込
む
こ
と
で
、
そ
れ
を
真
矛
盾
主
義
的
一
元
論
（
寸
簡
押
回
Φ
臨
監
O
一
6
誉
O
郎
簡
ω
】
露
）
へ
と
再
編
成
す
る
試
み
で
あ
る
。
そ
の
上

で
、
こ
の
真
矛
盾
主
義
的
～
元
論
へ
と
換
骨
奪
胎
さ
れ
た
後
期
西
谷
哲
学
i
い
わ
ば
「
ネ
オ
西
谷
主
義
」
一
の
立
場
か
ら
、
彼
が
残
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

た
課
題
に
答
え
る
と
と
も
に
、
芸
術
と
宗
教
に
対
し
て
よ
り
多
元
的
な
見
方
を
提
示
し
た
い
。

　
西
谷
は
『
空
と
即
瞼
で
中
立
的
～
元
論
（
器
葺
巴
巴
∋
o
鼠
。
。
彗
）
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
マ
ッ
ハ
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
、
（
一
九
一
九
年
以
降

の
）
ラ
ッ
セ
ル
、
一
翼
の
研
究
艶
に
お
け
る
西
田
幾
多
郎
ら
の
立
場
と
し
て
知
ら
れ
る
中
立
的
一
元
論
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
は
様
々

な
疑
念
や
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
中
で
も
代
表
的
な
も
の
は
次
の
こ
点
で
あ
る
。

　
（
一
）
　
い
か
に
し
て
中
立
的
一
元
論
は
、
現
象
論
（
喜
象
。
ヨ
①
墨
房
ヨ
）
や
汎
心
論
（
鴇
呂
超
〇
三
ω
露
）
や
二
側
面
説
（
匹
〇
二
三
㊦
器
幕
9

　
　
臼
⑦
o
身
）
な
ど
の
他
の
タ
イ
プ
の
一
元
論
と
の
差
異
化
を
は
か
る
の
か
。

　
（
二
）
　
な
ぜ
一
元
的
で
中
立
的
な
存
在
者
な
い
し
出
来
事
（
ま
と
め
て
「
事
物
」
と
呼
ぼ
う
）
か
ら
な
る
世
界
、
即
ち
一
元
的
な
世
界
は
、

　
　
心
的
事
物
と
物
的
事
物
と
か
ら
な
る
二
元
的
な
世
界
よ
り
も
根
源
的
で
、
前
者
が
後
者
を
可
能
に
す
る
と
言
え
る
の
か
。
よ
り
具
体
的



　
　
に
奮
え
ば
、
中
立
的
一
元
論
者
は
、
い
か
に
し
て
＝
兀
的
な
事
物
か
ら
二
元
的
な
事
物
を
構
成
（
な
い
し
は
後
者
を
前
者
へ
還
元
）
す

　
　
る
の
か
。

中
立
的
一
元
論
者
た
る
後
期
西
谷
も
こ
れ
ら
の
問
題
に
答
え
る
責
任
を
負
っ
て
い
る
。
だ
が
、
私
の
見
る
と
こ
ろ
、
彼
は
そ
の
責
任
を
果
た

し
て
い
な
い
。
そ
し
て
ネ
オ
西
谷
主
義
が
取
り
組
む
の
は
こ
れ
ら
の
問
題
で
あ
る
。

　
さ
て
、
真
矛
盾
主
義
（
儀
帥
今
一
①
什
げ
Φ
一
ω
5
P
）
と
は
「
真
な
る
矛
盾
命
題
（
け
毎
①
o
o
暮
轟
鰹
。
鉱
9
ω
o
目
蹴
貯
貯
ミ
無
禽
）
」
を
認
め
る
哲
学
的
立
場
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

近
年
、
プ
リ
ー
ス
ト
ら
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
こ
で
言
う
真
矛
盾
主
義
的
】
元
論
の
中
心
的
な
テ
ー
ゼ
は
「
中
立
的
で
＝
兀

的
な
事
物
に
つ
い
て
、
か
つ
そ
れ
に
つ
い
て
の
み
真
な
る
矛
盾
命
題
が
成
り
立
つ
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
換
言
す
る
と
、
「
矛
盾
命
題
を

真
と
す
る
と
い
う
点
で
、
中
立
的
で
一
元
的
な
世
界
は
、
そ
う
で
は
な
い
心
的
な
い
し
物
的
な
世
界
と
は
決
定
的
に
異
な
っ
て
い
る
」
と
な

る
。　

矛
盾
許
容
型
論
理
、
中
立
的
＝
兀
論
、
真
矛
盾
主
義
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
そ
の
中
で
西
谷
の
哲
学
が
育
ま
れ
、
ま
た
読
ま
れ
て
き
た

（
ド
イ
ツ
神
秘
主
義
、
ド
イ
ツ
観
念
論
、
二
！
チ
ェ
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
連
な
る
）
知
的
伝
統
と
は
多
少
な
り
と
も
縁
遠
い
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
、
本
論
は
、
後
期
西
谷
の
思
想
を
、
あ
え
て
異
な
る
知
的
空
間
に
移
植
し
、
そ
こ
に
お
け
る
有
効
性
と
射
程
を
見
定
め
る
試
み

で
も
あ
る
。

二
　
中
立
的
一
元
論
者
と
し
て
の
後
期
西
谷

　
一
口
に
中
立
的
一
元
論
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
に
は
様
々
な
バ
ー
ジ
ョ
ン
が
存
在
す
る
。
と
は
い
え
、
代
表
的
な
論
者
た
ち
に
共
通
す
る
い

く
つ
か
の
主
張
を
取
り
出
す
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
こ
こ
で
列
挙
し
て
み
よ
う
。
「
心
的
な
も
の
と
、
物
的
な
も
の
。
認
識
の
主

体
と
対
象
。
こ
れ
ら
の
二
項
対
立
に
対
し
て
中
立
的
な
（
言
い
換
え
る
と
、
こ
れ
ら
の
二
元
的
な
区
分
を
許
さ
な
い
）
事
物
が
存
在
す
る
」
。

「
二
元
的
な
事
物
は
、
一
元
的
な
事
物
に
還
元
さ
れ
る
。
な
い
し
は
、
前
者
は
後
者
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
例
え
ば
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
一

真
矛
盾
主
義
的
　
元
論

三
七
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三
八

元
的
な
事
物
の
方
が
二
元
的
な
そ
れ
よ
り
も
根
源
的
で
あ
る
」
。
「
と
は
い
え
、
二
元
的
な
事
物
は
「
元
的
な
事
物
へ
と
回
収
さ
れ
る
形
で
消

去
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
心
や
物
と
い
っ
た
二
元
的
な
事
物
も
確
か
に
存
在
す
る
」
。
「
我
々
は
中
立
的
で
一
元
的
な
事
物
を
「
直
接
経

験
」
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
」
。

　
西
谷
も
『
空
と
即
』
で
こ
の
よ
う
な
考
え
を
述
べ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
芭
蕉
一
門
に
よ
る
連
歌
の
発
句
（
芭
蕉
の
門
人
、
内
藤
丈
草
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
ぞ
れ

作
）
「
さ
び
し
さ
の
底
ぬ
け
て
降
る
鍵
哉
」
が
引
用
さ
れ
た
後
、
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
要
す
る
に
そ
の
句
に
は
、
心
の
気
分
と
外
の
出
来
事
と
が
二
つ
の
事
柄
で
あ
る
以
前
の
と
こ
ろ
で
の
事
態
が
語
り
出
さ
れ
て
い
る
。
或

　
　
は
、
そ
う
い
う
「
場
」
が
開
示
さ
れ
て
い
る
。
（
中
略
）
こ
う
い
う
事
態
は
、
直
接
経
験
の
端
的
な
表
現
と
も
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
そ
う
い
う
場
は
、
そ
れ
自
身
と
し
て
は
、
単
に
主
観
約
で
も
単
に
客
観
的
で
も
な
い
。
む
し
ろ
、
主
観
的
感
情
と
見
倣
さ
れ
る
も
の
も
、

　
　
客
観
的
事
実
と
か
そ
の
形
容
と
見
倣
さ
れ
る
も
の
も
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
初
め
て
可
能
に
さ
れ
て
く
る
よ
う
な
　
層
根
源
的
な
も
の
で

　
　
あ
り
、
こ
こ
の
「
さ
び
し
さ
」
と
は
そ
う
い
う
「
場
」
を
表
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
〔
仮
名
使
い
、
漢
字
は
適
宜
変
更
し
た
。
〕
（
西

　
　
谷
、
一
九
八
二
、
～
二
〇
一
一
）

こ
こ
で
は
、
例
え
ば
「
心
の
気
分
」
と
い
っ
た
心
的
な
い
し
主
観
的
な
事
物
で
も
な
く
、
「
外
の
出
来
事
」
と
い
う
物
的
な
い
し
客
観
的
な

事
物
で
も
な
い
中
立
的
な
「
事
態
」
な
い
し
「
場
」
が
想
定
さ
れ
、
そ
れ
が
前
二
者
に
先
立
ち
、
そ
れ
ら
を
可
能
に
す
る
、
よ
り
「
根
源

的
」
な
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
我
々
は
、
「
直
接
経
験
」
に
よ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
「
事
態
」
な
い
し
「
場
」
を
知
る
こ
と

が
で
き
る
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
。
上
述
の
「
共
通
の
・
王
張
」
に
照
ら
せ
ば
、
後
期
西
谷
は
明
ら
か
に
中
立
的
一
元
論
者
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
三
　
「
中
立
性
」
の
定
義

　
中
立
的
一
元
論
に
は
、
こ
れ
ま
で
様
々
な
批
覇
や
疑
念
が
投
げ
か
け
ら
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
「
中
立
的
な
事
物
や
世
界
な
ど
、
本
当
に

存
在
す
る
の
か
」
。
「
も
し
存
在
す
る
と
し
て
、
我
々
は
、
そ
れ
ら
の
あ
り
方
を
い
か
に
し
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
」
。
「
そ
れ
ら
に
つ
い



て
十
分
な
情
報
を
与
え
て
く
れ
る
「
直
接
経
験
」

と
並
ぶ
厳
し
い
問
い
か
け
な
の
で
あ
る
。

を
我
々
は
本
当
に
持
て
る
の
か
」
な
ど
な
ど
。
冒
頭
に
掲
げ
た
二
つ
の
疑
念
も
、
こ
れ
ら

　
三
・
一
　
心
理
主
義
と
二
側
面
説
の
疑
い

　
問
題
（
一
）
は
、
「
中
立
的
な
事
物
の
正
体
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
心
的
な
事
物
か
、
な
い
し
は
我
々
に
と
っ
て
不
可
知
な
も
の
に
す
ぎ

な
い
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
疑
念
と
し
て
捉
え
直
せ
る
。
も
し
中
立
的
な
事
物
が
実
は
心
的
な
事
物
に
他
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
中
立
的

一
元
論
は
、
現
象
論
に
せ
よ
、
汎
心
理
主
義
に
せ
よ
、
心
理
主
義
の
一
種
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
も
し
中
立
的
な
事
物
が
不

可
知
だ
っ
た
場
合
、
中
立
的
一
元
論
は
二
側
面
説
の
一
変
種
と
な
っ
て
し
ま
う
。

　
ラ
ッ
セ
ル
の
中
立
的
一
元
論
に
対
し
て
も
、
「
そ
れ
は
偽
装
さ
れ
た
心
理
主
義
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
疑
い
が
し
ぼ
し
ぽ

か
け
ら
れ
て
き
た
。
ラ
ッ
セ
ル
は
『
心
の
分
析
』
（
一
九
二
…
）
で
、
感
覚
や
イ
メ
ー
ジ
を
、
心
的
か
つ
物
的
な
も
の
、
な
い
し
は
「
心
と

物
質
の
交
わ
り
部
分
」
と
見
な
し
た
上
で
、
そ
れ
ら
を
中
立
的
な
事
物
と
同
一
視
し
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
主
張
に
反
し
て
、
『
心

の
分
析
』
に
お
け
る
感
覚
や
イ
メ
ー
ジ
を
単
な
る
心
的
な
事
物
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
論
者
も
多
い
。
ラ
ッ
セ
ル
の
言
う
中
立
的
な
事
物
は
心

的
存
在
老
に
他
な
ら
な
い
と
し
た
上
で
、
G
・
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
が
ラ
ッ
セ
ル
の
中
立
的
一
元
論
を
「
現
象
論
」
と
、
ま
た
D
・
チ
ャ
ル
マ
ー

ズ
が
「
汎
心
論
」
な
い
し
は
「
観
念
論
の
】
種
」
と
評
し
た
こ
と
も
記
憶
に
新
し
い
（
ω
窪
効
≦
ω
o
コ
6
潔
⑩
メ
○
げ
p
。
一
葦
臼
ω
一
8
①
頴
か
嶺
㎝
）
。

こ
こ
で
雷
わ
れ
る
「
現
象
論
」
も
「
汎
心
論
」
も
共
に
、
心
的
＝
兀
論
（
ヨ
①
簿
普
ω
け
8
ヨ
。
巳
ω
ヨ
）
の
一
種
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
現
象
論

も
汎
心
論
も
、
物
質
は
心
に
還
元
可
能
だ
と
考
え
る
が
、
物
質
が
実
在
的
で
あ
る
こ
と
は
否
定
し
な
い
。
両
者
と
も
、
中
立
的
一
元
論
と
同

様
、
物
質
に
関
す
る
非
消
虫
主
義
的
な
還
元
論
の
立
場
に
立
つ
の
で
あ
る
。
他
方
、
中
立
的
一
元
論
と
異
な
り
、
現
象
論
は
、
そ
れ
が
措
定

す
る
基
礎
的
で
一
元
的
な
事
物
を
「
心
的
な
も
の
」
と
見
な
し
、
汎
心
論
は
、
そ
れ
を
心
的
か
つ
物
的
な
も
の
、
な
い
し
は
「
心
理
一
物
理

的
な
（
鴇
団
畠
。
壱
ξ
陰
。
巴
」
も
の
と
捉
え
る
（
Ω
・
ω
ε
σ
Φ
コ
げ
巽
α
q
N
O
O
α
）
。

真
矛
盾
主
義
的
一
元
論

三
九
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他
方
、
中
立
的
一
元
論
は
二
側
面
説
に
陥
る
危
険
性
も
か
か
え
て
い
る
。
究
極
の
実
在
な
る
も
の
の
本
性
は
、
我
々
に
と
っ
て
不
可
知
だ

が
、
そ
れ
は
我
々
に
対
し
て
は
心
的
な
い
し
物
的
と
い
う
二
つ
の
側
面
を
持
つ
も
の
と
し
て
現
れ
る
。
こ
れ
が
二
側
面
説
の
考
え
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
二
側
面
説
に
対
し
て
、
マ
ッ
ハ
や
ジ
ェ
ー
ム
ズ
と
い
っ
た
中
立
的
一
元
論
者
は
、
意
識
的
に
一
線
を
画
そ
う
と
し
て
い
た

（
寓
p
9
お
＄
O
ど
冨
ヨ
①
ω
お
お
H
ミ
）
。
だ
が
他
方
、
彼
ら
も
、
自
ら
が
想
定
し
た
中
立
的
な
事
物
を
、
「
心
的
で
も
物
的
で
も
な
い
」
と
か

「
客
観
で
も
主
観
で
も
な
い
」
と
い
う
否
定
的
な
仕
方
で
し
か
特
徴
づ
け
て
い
な
い
。
例
え
ば
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
次
の
文
章
を
見
て
み
よ
う
。

　
　
瞬
問
と
し
て
の
現
在
は
、
私
が
「
純
粋
」
経
験
と
呼
ぶ
も
の
に
と
ど
ま
り
続
け
る
。
そ
れ
は
、
い
ま
の
と
こ
ろ
は
、
単
に
潜
勢
的
な
い

　
　
し
可
能
的
に
、
客
観
な
い
し
主
観
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
さ
し
あ
た
っ
て
は
、
そ
れ
は
い
わ
ぽ
無
地
で
、
一
切
の
弓
弦
が
加
わ
っ
て
い

　
　
な
い
現
実
性
な
い
し
は
実
在
、
純
然
た
る
「
そ
れ
」
（
餌
ω
ぎ
互
Φ
ミ
ミ
）
で
あ
る
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
る
。
（
冨
ヨ
①
ω
δ
お
［
お
8
〕
卜
。
ω
）

こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
「
純
然
た
る
「
そ
れ
」
」
以
上
の
、
何
ら
か
の
積
極
的
な
特
微
づ
け
が
な
さ
れ
な
い
限
り
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
言
う
中

立
的
な
事
物
が
、
二
側
面
説
に
お
け
る
「
不
可
知
な
も
の
」
と
本
当
に
異
な
り
う
る
も
の
な
の
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。

　
心
理
主
義
や
二
側
面
説
と
の
違
い
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
場
合
、
真
に
問
わ
れ
て
い
る
の
は
「
中
立
性
偏
と
い
う
概
念
の
意
味
、
な
い
し

は
何
を
も
っ
て
「
中
立
的
」
だ
と
見
な
す
か
に
関
す
る
基
準
で
あ
ろ
う
。
中
立
的
一
元
論
者
は
、
自
ら
の
立
場
を
他
の
タ
イ
プ
の
一
元
論
か

ら
際
立
た
せ
る
に
十
分
な
「
中
立
性
」
の
定
義
な
い
し
基
準
を
、
つ
ね
に
必
要
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
定
義
と
は
、

中
立
的
な
事
物
を
、
「
心
的
」
と
か
「
心
的
か
つ
物
的
」
と
か
「
心
的
で
も
物
的
で
も
な
い
」
と
い
っ
た
表
現
と
は
異
な
る
仕
方
で
細
微
づ

け
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
三
二
一
　
西
谷
と
心
理
主
義

　
後
期
西
谷
の
中
立
的
＝
兀
論
も
ま
た
、
他
の
一
元
論
と
一
線
を
画
せ
る
よ
う
な
「
中
立
性
」
の
定
義
を
必
要
と
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、

彼
も
ま
た
、
心
理
主
義
や
二
側
面
説
を
と
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
ず
は
彼
が
心
理
主
義
や
主
観
的
観
念
論
を
明
確
に
拒
絶
し
て
い
た
こ
と



を
確
認
し
よ
う
。

　
中
立
的
＝
兀
論
者
に
よ
れ
ば
、
心
理
主
義
的
一
元
論
や
主
観
的
観
念
論
の
最
大
の
誤
り
は
、
そ
れ
ら
が
「
超
主
体
（
ω
ε
Φ
7
鐙
蕊
①
o
叶
）
」

や
「
超
自
我
（
ω
年
三
－
Φ
α
q
o
）
」
と
で
も
呼
べ
る
概
念
装
置
を
設
定
し
た
点
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
言
う
「
超
主
体
（
自
我
）
」
と
は
、

カ
ン
ト
の
超
越
論
的
主
観
の
よ
う
に
、
心
的
な
い
し
物
的
な
対
象
を
構
成
す
る
よ
う
な
主
体
で
あ
る
。
実
際
、
マ
ッ
ハ
や
ラ
ッ
セ
ル
が
、
心

理
主
義
的
一
元
論
よ
り
も
中
立
的
一
元
論
を
選
ん
だ
最
大
の
理
由
の
一
つ
は
、
世
界
を
可
能
と
す
る
も
の
と
し
て
実
体
化
さ
れ
た
自
我
の
想

定
を
避
け
る
こ
と
に
あ
っ
た
（
冨
鋤
。
『
H
。
。
。
。
①
［
H
⑩
㎝
㊤
］
N
♪
海
⊆
ω
ω
Φ
躍
H
㊤
＄
H
O
ω
）
。

　
西
谷
も
ま
た
同
様
に
、
「
超
主
体
（
自
我
）
」
の
想
定
、
主
体
や
自
我
の
実
体
化
を
忌
避
し
て
い
る
。
先
の
引
用
文
で
も
、
中
立
的
な
事
態

が
生
ず
る
「
場
」
と
い
う
母
御
が
使
わ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
、
中
立
的
で
根
源
的
な
領
域
に
、
主
体
性
や
心
理
性
や
実
体
性
と
い
っ
た
ニ

ュ
ア
ン
ス
が
込
め
ら
れ
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
「
場
」
は
、
別
の
箇
所
で
「
「
わ
れ
」
と
い
う
意
識
以

前
な
る
開
け
」
（
西
谷
、
一
九
八
二
、
一
二
七
）
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
に
相
当
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
直
接
経
験
を
意
味
す
る
「
直
接
に
与

え
ら
れ
た
も
の
」
は
「
「
表
象
」
と
し
て
我
々
の
「
意
識
」
に
与
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
一
個
の
身
心
と
し
て
の
自
己
自
身
に
そ
の
事
実

そ
れ
自
身
が
体
験
的
に
「
与
え
ら
れ
る
」
の
で
あ
る
」
（
同
、
一
二
七
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
か
ら
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
西
谷

は
、
中
立
的
な
事
物
を
成
立
さ
せ
る
実
体
と
し
て
の
超
主
体
（
自
我
）
を
想
定
す
る
こ
と
を
徹
底
し
て
避
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
に
と
っ

て
、
中
立
的
な
事
物
は
「
心
的
」
な
い
し
「
主
観
的
」
な
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
「
彼
の
立
場
は
実
は
偽
装
さ
れ
た
心
理
主
義
で
は

な
い
か
」
と
い
う
疑
念
は
払
拭
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
だ
が
一
方
、
西
谷
は
中
立
的
で
一
元
的
な
世
界
に
つ
い
て
「
情
念
」
や
「
意
志
」
と
い
っ
た
言
葉
で
語
っ
て
い
る
（
同
、
一
一
八
、
一
四

三
）
。
例
え
ば
、
一
元
的
な
世
界
に
関
す
る
彼
の
キ
ー
ワ
ー
ド
の
一
つ
「
空
」
は
繰
り
返
し
「
情
意
に
お
け
る
空
」
と
形
容
さ
れ
て
い
る
し

（
同
、
一
一
七
、
一
二
一
、
一
五
六
、
一
六
〇
）
、
も
う
一
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
「
構
想
力
」
も
「
常
に
情
意
と
結
び
つ
い
て
い
る
」
（
同
、
～

五
九
）
と
言
わ
れ
て
い
る
。
中
立
的
一
元
論
者
に
と
っ
て
も
、
情
念
や
意
志
と
は
人
間
の
心
理
的
な
働
き
で
あ
る
　
（
O
暁
●
　
菊
口
ω
ω
Φ
一
一
　
一
Φ
N
一
）
。

真
矛
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西
谷
に
よ
る
、
一
方
で
は
、
こ
の
よ
う
な
少
な
く
と
も
一
見
、
心
的
に
思
え
る
よ
う
な
中
立
的
世
界
の
記
述
と
、
他
方
で
は
、

の
「
心
理
化
」
の
平
戸
と
は
、
い
か
に
し
て
調
停
し
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
に
対
す
る
答
え
も
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。

中
立
的
世
界

　
三
・
三
　
西
谷
と
二
側
面
説

　
次
に
西
谷
の
中
立
的
一
元
論
と
二
側
面
説
の
関
係
を
考
え
よ
う
。
　
元
的
世
界
を
「
不
可
知
」
と
見
な
す
二
側
面
説
と
異
な
り
、
西
谷
は
、

そ
の
よ
う
な
世
界
は
あ
る
種
の
芸
術
作
品
や
宗
教
家
の
発
話
行
為
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
と
す
る
。
西
谷
が
例
と
し
て
挙
げ
る
芸
術
作

品
と
は
、
主
と
し
て
禅
仏
教
の
影
響
下
に
あ
る
詩
作
品
で
あ
り
、
ま
た
宗
教
的
な
発
話
行
為
と
は
禅
僧
の
談
話
で
あ
る
。
（
禅
僧
の
談
話
は
、

即
興
的
で
、
身
体
的
な
所
作
を
伴
う
こ
と
が
多
く
、
ま
た
聴
衆
の
目
を
意
識
し
て
多
分
に
芝
居
が
か
っ
て
も
い
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
西
谷

が
取
り
上
げ
る
宗
教
的
な
発
話
行
為
を
、
こ
こ
で
は
「
宗
教
的
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
」
と
呼
ぶ
。
）
す
る
と
、
少
な
く
と
も
芸
術
家
や
宗
教
家
は
、

　
元
的
な
世
界
を
直
接
知
っ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
ま
た
そ
れ
以
外
の
人
々
も
、
彼
ら
の
作
品
や
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
触
れ
る
こ
と
で
、
一

元
的
な
世
界
を
壇
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
西
谷
は
明
ら
か
に
二
側
面
説
を
と
ら
な
い
。

　
そ
れ
で
は
彼
は
、
芸
術
作
品
や
宗
教
的
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
て
い
る
中
立
的
な
世
界
を
、
ど
の
よ
う
に
概
念
的
に
記
述

し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
先
の
引
用
箇
所
で
「
単
に
主
観
的
で
も
単
に
客
観
的
で
も
な
い
」
と
あ
っ
た
よ
う
に
、
西
谷
は
、
し
ぼ
し
ば
「
心

／
物
」
「
主
観
／
客
観
」
と
い
っ
た
二
元
的
な
対
概
念
を
持
ち
出
し
て
、
「
…
…
で
も
…
…
で
も
な
い
」
と
い
う
タ
イ
プ
の
衰
滅
を
用
い
て
い

る
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
否
定
的
な
特
徴
づ
け
だ
け
で
は
、
二
側
面
説
と
の
差
異
化
は
は
か
れ
な
い
。
一
方
、
彼
は
、
一
元
的
な
世
界
の
表

現
と
さ
れ
る
詩
作
品
に
つ
い
て
、
「
詩
歌
、
或
は
一
般
に
芸
術
は
、
感
覚
や
知
覚
、
ま
た
感
情
と
か
情
意
と
か
の
う
ち
に
、
経
験
の
最
も
主

要
な
契
機
を
認
め
て
、
そ
の
内
へ
ど
こ
ま
で
も
徹
し
て
行
く
と
い
う
方
向
を
軸
に
し
て
い
る
」
（
同
、
一
一
九
）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
文
脈
で
は
、
詩
作
昂
の
み
な
ら
ず
一
元
的
世
界
も
一
定
の
仕
方
で
肯
定
的
に
特
微
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
だ
が
そ
の
よ
う
な
特

徴
づ
け
は
、
専
ら
「
感
覚
」
「
感
情
」
「
情
意
」
と
い
っ
た
心
的
な
言
葉
で
な
さ
れ
て
お
り
、
「
西
谷
の
中
立
的
＝
兀
論
は
、
超
自
我
を
こ
つ



そ
り
と
措
定
し
た
心
理
主
義
で
は
な
い
か
」
と
い
う
先
の
疑
念
を
再
び
招
い
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
結
局
、
他
の
中
立
的
＝
兀
論
と
同
様
、
西
谷
の
立
場
も
ま
た
、
二
側
面
説
や
心
理
主
義
と
一
線
を
画
せ
る
よ
う
な
、
中
立
的
世
界
に
対
す

る
明
確
な
概
念
規
定
を
欠
い
て
い
る
。
彼
は
二
側
面
説
と
の
違
い
を
明
確
に
し
つ
つ
も
心
理
主
義
に
陥
ら
な
い
よ
う
な
、
「
中
立
性
」
の
定

義
を
与
え
る
べ
き
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

四
　
　
元
的
世
界
は
な
ぜ
根
源
的
か

　
第
二
の
課
題
に
話
を
移
そ
う
。
多
く
の
中
立
的
一
元
論
者
は
、
一
元
的
世
界
の
方
が
二
元
的
世
界
よ
り
も
根
学
的
で
あ
り
、
前
者
は
後
者

を
可
能
に
す
る
、
と
考
え
て
い
る
。
で
は
な
ぜ
、
そ
う
言
え
る
の
か
。
そ
も
そ
も
「
根
源
的
」
と
か
「
可
能
に
す
る
」
と
は
ど
う
い
う
意
味

か
。
何
人
か
の
論
者
は
、
一
元
的
事
物
か
ら
二
元
的
事
物
が
「
構
成
」
で
き
る
（
な
い
し
後
者
を
前
者
に
「
還
元
」
で
き
る
）
点
で
、
一
元

的
世
界
は
二
元
的
世
界
よ
り
も
「
根
源
的
」
だ
と
考
え
、
そ
の
よ
う
な
構
成
（
な
い
し
還
元
）
を
実
際
に
や
っ
て
み
せ
る
こ
と
で
、
な
ぜ
一

元
的
世
界
が
よ
り
根
源
的
か
を
示
そ
う
と
し
た
。
例
え
ば
、
ラ
ッ
セ
ル
に
よ
る
心
と
物
の
「
論
理
的
構
成
」
も
こ
の
よ
う
な
試
み
の
一
つ
と

見
な
す
こ
と
が
で
き
る
　
（
菊
霧
ω
Φ
｝
｝
H
㊤
卜
。
H
し
旨
刈
）
。
だ
が
ラ
ッ
セ
ル
の
論
理
的
構
成
が
成
功
し
、
一
元
的
世
界
の
根
源
性
が
示
さ
れ
た
と
と

る
哲
学
者
は
少
な
い
。

　
「
方
、
西
谷
は
心
的
な
い
し
物
的
事
物
の
中
立
的
事
物
か
ら
の
門
構
成
」
（
な
い
し
は
前
二
者
の
後
者
へ
の
「
還
元
」
）
と
い
う
表
現
は
用

い
て
い
な
い
。
だ
が
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
彼
は
、
中
立
的
で
一
元
的
な
世
界
を
、
心
と
物
か
ら
な
る
二
元
的
世
界
よ
り
も
コ
層
根
源

的
」
と
捉
え
て
お
り
、
ま
た
、
前
者
が
後
者
を
「
可
能
に
」
す
る
と
も
語
っ
て
い
た
（
西
谷
、
一
九
八
二
、
＝
一
一
）
。
彼
も
ま
た
、
他
の
中

立
的
一
元
論
者
と
岡
垣
、
第
二
の
課
題
に
（
た
と
え
素
描
的
で
も
）
答
え
る
責
任
を
負
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
説
明
責
任
も
果

た
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
彼
の
思
想
的
後
継
者
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

真
矛
盾
主
義
的
一
元
論
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以
下
で
は
、
西
谷
が
残
し
た
二
つ
の
課
題
が
い
か
に
し
て
果
た
し
う
る
か
を
考
え
て
い
き
た
い
。
我
々
が
な
す
べ
き
こ
と
は
二
点
あ
る
。

第
一
に
、
他
の
立
場
と
一
線
を
画
せ
る
よ
う
な
「
中
立
性
」
の
明
確
な
定
義
を
与
え
る
こ
と
。
第
二
に
、
一
元
的
世
界
が
な
ぜ
二
元
的
世
界

よ
り
も
根
源
的
か
（
前
者
が
い
か
に
し
て
後
者
を
可
能
と
す
る
の
か
）
を
説
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
他
の
論
者
と
同
様
、
西
谷
も
、
二
元
的
世
界
の
存
在
を
認
め
な
い
と
い
う
、
消
去
翠
黛
的
な
態
度
は
と
ら
な
い
。
二
元
的
世
界
は
表
面
的

と
は
言
え
、
我
々
の
通
常
の
言
語
活
動
や
科
学
の
本
来
の
対
象
と
し
て
実
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
方
、
西
谷
は
他
の
中
立
的
＝
兀
論
者

と
異
な
り
、
中
立
的
で
一
元
的
な
世
界
に
二
つ
の
段
階
な
い
し
梢
を
区
別
し
、
そ
れ
ら
を
「
理
事
無
擬
法
界
」
「
事
々
無
擬
法
界
」
と
呼
ん

だ
。
ち
な
み
に
、
こ
れ
ら
は
中
国
の
華
厳
思
想
家
た
ち
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
タ
ー
ム
で
あ
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
「
理
事
無
擬
」
は
法
蔵

（
六
四
三
一
七
一
二
）
、
「
事
々
無
爵
」
は
そ
の
弟
子
・
慧
苑
（
六
七
三
一
七
四
三
）
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
。
ま
た
、
そ
れ
ら
に
イ
ン
ド
仏

教
由
来
の
タ
ー
ム
「
法
界
（
U
g
H
ヨ
巴
四
二
）
」
を
加
え
、
法
蔵
の
タ
ー
ム
「
事
法
界
」
「
理
法
界
」
と
セ
ッ
ト
に
し
て
「
四
法
界
」
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

定
式
化
し
た
の
が
澄
観
（
七
三
八
－
八
三
九
）
で
あ
る
。
い
ま
澄
観
の
弟
子
・
宗
密
（
七
八
O
l
八
四
一
）
の
騨
註
華
厳
法
界
観
門
隔
の
文

言
を
見
て
み
よ
う
。

　
　
｝
に
事
法
界
、
界
は
射
れ
分
の
義
な
り
。
一
々
差
別
し
て
分
齊
あ
る
が
故
な
り
。
二
に
理
法
界
、
界
は
是
れ
性
の
義
な
り
。
無
盤
の
事

　
　
法
に
同
　
の
性
な
る
が
故
な
り
。
三
に
理
事
無
擬
法
界
、
性
と
分
を
具
す
る
の
義
な
り
。
性
分
心
臓
な
る
が
故
な
り
。
四
に
事
事
無
磯

　
　
法
界
、
一
切
の
分
齊
事
法
、
＝
に
性
の
如
く
融
通
し
、
重
重
に
無
重
な
る
が
故
な
り
。
（
宗
密
、
一
九
二
七
、
六
八
四
）

こ
の
よ
う
に
詳
密
は
「
理
事
無
磯
法
界
」
を
、
事
物
が
燗
々
別
々
の
あ
り
方
を
し
て
い
る
「
事
法
界
」
と
、
全
て
の
事
物
に
共
通
す
る
本
性

（
即
ち
、
「
理
」
）
が
顕
在
化
し
て
い
る
「
理
法
界
」
と
の
障
害
が
無
く
な
っ
て
、
両
者
が
共
在
し
て
い
る
事
態
だ
と
見
な
し
て
い
る
。
ま
た

「
事
々
無
擬
法
界
」
は
、
別
個
の
事
物
が
、
そ
の
本
性
が
一
つ
で
あ
る
よ
う
な
仕
方
で
、
互
い
に
融
け
あ
っ
て
、
一
つ
の
事
物
と
し
て
重
な



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

り
あ
っ
て
い
る
事
態
だ
と
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
事
態
を
、
ど
う
解
釈
す
る
か
は
大
き
な
問
題
で
あ
る
。
西
谷
本
人

の
解
釈
に
つ
い
て
は
以
下
で
明
確
化
を
試
み
た
い
。

　
こ
の
よ
う
に
華
厳
の
タ
ー
ム
を
持
ち
出
す
一
方
、
西
谷
は
、
第
一
の
相
は
、
芸
術
作
品
、
特
に
多
少
な
り
と
も
禅
仏
教
の
影
響
を
受
け
た

詩
作
品
に
よ
っ
て
、
ま
た
第
二
の
相
は
、
禅
僧
た
ち
に
よ
る
宗
教
的
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
表
現
さ
れ
て
い
る
と
見
な
す
。

な
の
で
、
こ
こ
で
は
前
者
を
芸
術
的
段
階
、
後
者
を
宗
教
的
段
階
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
さ
ら
に
彼
は
、
芸
術
的
段
階
よ
り
宗
教
的
段
階
の

方
が
よ
り
根
源
的
だ
と
考
え
、
後
者
が
前
者
を
可
能
に
し
て
い
る
と
見
な
し
て
い
る
。
結
局
、
西
谷
は
、
世
界
の
相
と
し
て
、
二
元
的
段
階
、

（　

ｳ
的
）
芸
術
的
段
階
、
（
一
元
的
）
宗
教
的
段
階
の
三
つ
を
区
別
し
、
後
の
段
階
に
な
る
ほ
ど
よ
り
根
源
的
だ
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

　
五
・
一
　
芸
術
的
段
階

　
後
で
確
認
す
る
よ
う
に
、
世
界
の
三
つ
の
相
の
う
ち
、
西
谷
が
明
示
的
に
矛
盾
の
存
在
を
認
め
て
い
る
の
は
宗
教
的
段
階
の
み
で
あ
る
。

だ
が
、
宗
教
的
段
階
に
お
け
る
矛
盾
と
は
異
な
っ
た
矛
盾
を
芸
術
的
段
階
に
お
い
て
も
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
こ
と
を
示
す
た
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え
ご
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

に
、
芸
術
的
段
階
に
お
け
る
基
本
的
な
関
係
と
見
な
さ
れ
て
い
る
「
回
量
的
連
関
」
の
概
念
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　
こ
の
関
係
を
表
わ
す
最
も
基
本
的
な
モ
デ
ル
と
し
て
提
示
さ
れ
る
の
が
「
二
つ
の
部
屋
の
比
喩
」
で
あ
る
（
西
谷
、
一
九
八
二
、
＝
二
一
ニ

ー
五
）
。
一
つ
の
壁
に
よ
っ
て
仕
切
ら
れ
て
い
る
二
つ
の
部
屋
丑
と
β
が
あ
る
と
す
る
。
二
言
に
面
し
て
い
る
仕
切
り
壁
の
面
を
α
、
β
室

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

に
面
し
て
い
る
面
を
う
と
呼
ぶ
。
こ
の
状
況
を
西
谷
は
ま
ず
、
α
は
み
室
の
　
部
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
向
こ
う
側
に
β
室
が
あ
る
よ
う

な
A
室
の
境
界
と
し
て
、
β
室
を
代
表
し
て
い
る
と
記
述
す
る
。
こ
れ
は
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
言
い
換
え
ら
れ
る
　
　
召
は
、
そ
の
現
れ
に

お
い
て
は
A
室
に
属
す
る
が
、
そ
の
本
質
に
お
い
て
は
B
室
に
属
す
る
。
こ
れ
は
さ
ら
に
一
「
B
は
自
ら
〔
の
一
部
で
あ
る
α
〕
を
丑
へ

A
相
で
〔
A
と
い
う
現
れ
で
〕
分
与
（
営
P
一
け
け
①
一
一
①
】
ρ
）
し
、
丑
も
B
か
ら
そ
れ
〔
α
〕
を
A
相
で
〔
A
と
い
う
現
れ
で
〕
分
有
（
8
三
戸
窪
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

す
る
」
（
同
、
一
三
三
）
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
西
谷
は
、
本
質
と
現
象
と
い
う
区
別
を
持
ち
出
す
こ
と
で
、
矛
盾
へ
の
言
及
を
慎
重
に
避
け

真
矛
盾
主
義
的
一
元
論

四
五
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て
い
る
が
、
実
質
的
に
は
矛
盾
に
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
い
ま
引
用
し
た
文
は
、
「
壁
の
面
σ
を
一
部
と
す
る
こ
と
で
丑
室
は
β
室
の
一
部
を
分
有
（
け
Φ
帥
〒
冨
σ
Φ
口
）
す
る
」
こ
と
を
含
意
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
「
α
は
君
と
B
と
い
う
二
つ
の
部
屋
の
一
部
で
あ
る
こ
と
」
を
意
味
す
る
。
同
じ
こ
と
は
壁
の
も
う
一
つ
の
面
う
に
つ
い
て
も

言
え
る
の
で
、
結
局
、
壁
の
両
面
α
と
ろ
は
A
室
と
β
室
に
よ
っ
て
共
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
他
方
、
最
初
か
ら
丑
室
と
β
室
は
空

間
的
に
排
反
的
、
即
ち
共
有
部
分
を
持
た
な
い
と
想
定
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
回
互
選
連
関
は
、
単
な
る
＝
部
を

共
有
す
る
関
係
」
、
即
ち
「
互
い
に
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
し
あ
う
関
係
」
と
い
う
、
物
的
世
界
で
ご
く
普
通
に
成
り
立
っ
て
い
る
関
係
に
他
な

ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
＝
兀
的
な
芸
術
的
段
階
は
、
少
な
く
と
も
そ
の
基
本
的
な
関
係
に
関
し
て
、
二

元
的
な
世
界
と
区
劉
が
つ
か
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
回
物
的
連
関
が
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
関
係
で
な
い
と
す
る
と
、
壁
の
面
σ
と
6
は

ど
ち
ら
か
｝
方
の
部
屋
だ
け
に
属
し
て
い
る
は
ず
で
、
禅
室
に
共
有
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
だ
が
確
認
し
た
よ
う
に
、
西
谷
は
α
と
み
が
両

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

室
に
共
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
暗
黙
裡
に
認
め
て
い
た
。
こ
こ
で
矛
盾
が
発
生
す
る
。

　
こ
の
よ
う
な
矛
盾
を
は
ら
ん
だ
馬
指
的
連
関
を
、
以
下
で
は
標
準
的
な
述
語
論
理
の
表
記
法
を
用
い
て
定
式
化
し
て
み
よ
う
。
述
語
論
理

の
標
準
的
な
表
記
法
に
は
「
帰
属
関
係
e
」
を
基
礎
的
な
概
念
と
す
る
集
合
論
の
道
具
立
て
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
西
谷
の
も
の

も
含
め
、
全
て
の
哲
学
的
概
念
が
集
合
論
の
道
具
立
て
で
う
ま
く
定
式
化
で
き
る
と
は
限
ら
な
い
。
だ
が
、
少
な
く
と
も
回
互
的
連
関
の

「
部
屋
モ
デ
ル
」
は
空
間
的
・
幾
何
学
的
で
あ
り
、
そ
の
モ
デ
ル
上
の
諸
概
念
は
、
幾
何
学
点
や
平
面
や
空
聞
の
間
の
帰
属
関
係
に
よ
っ
て

無
理
な
く
衷
現
で
き
る
の
で
あ
る
。
（
ま
た
回
互
的
連
関
を
基
礎
と
し
て
組
み
上
げ
ら
れ
て
い
く
西
谷
の
様
々
な
概
念
に
も
、
以
下
で
示
す
よ
う

に
、
集
合
論
的
な
述
語
論
理
に
よ
っ
て
自
然
な
定
式
化
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
）

　
ま
ず
、
上
で
確
認
し
た
部
屋
君
、
B
に
よ
る
壁
薗
σ
、
み
の
「
共
有
」
と
「
非
共
有
」
と
い
う
事
態
は
以
下
の
よ
う
に
表
現
で
き
る
。

犠
穣
誤
〉
斜
①
鳴
〉
（
輿
Φ
郎
↓
喬
穣
切
）
〉
（
霜
①
切
毒
貸
槍
》
）

（
1
）



こ
こ
で
轟
m
》
（
な
い
し
ト
貸
）
は
、
α
が
君
に
属
す
る
こ
と
（
即
ち
、
平
面
α
の
構
成
要
素
で
あ
る
幾
何
学
的
点
は
全
て
、

素
で
も
あ
る
こ
と
）
を
意
味
す
る
。
こ
こ
か
ら
次
の
よ
う
な
矛
盾
（
正
確
に
は
矛
盾
の
連
言
）
が
導
か
れ
る
。

亀
m
匹
〉
額
魚
謡
〉
賢
m
し
q
＞
轟
構
切

（
2
）

立
体
4
の
構
成
要

こ
の
よ
う
に
圓
互
的
連
関
が
は
ら
む
矛
盾
は
、
「
平
面
α
が
立
体
A
（
な
い
し
B
）
に
属
し
か
つ
属
さ
な
い
」
と
い
う
仕
方
で
も
表
現
で
き

る
。
（
同
様
の
こ
と
は
δ
に
関
し
て
も
言
え
る
。
）
以
下
、
立
体
殴
と
β
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
、
「
そ
れ
に
属
し
か
つ
属
さ
な
い
」
と
い
う
矛
盾
し

た
関
係
に
あ
る
平
面
（
な
い
し
は
そ
の
平
面
を
構
成
す
る
幾
何
学
点
）
を
、
A
と
B
の
「
矛
盾
的
共
有
部
分
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。

　
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
こ
の
部
屋
モ
デ
ル
に
お
い
て
、
二
つ
の
部
屋
に
よ
っ
て
「
矛
盾
的
に
共
有
」
さ
れ
て
い
る
部
分
は
、
そ
れ
ら
の

部
屋
の
全
て
の
空
間
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
そ
の
～
部
、
即
ち
仕
切
り
壁
の
両
面
に
と
ど
ま
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
矛
盾
的
共
有
部
分
は
、

君
、
β
両
室
に
含
ま
れ
る
全
て
の
幾
何
学
的
点
で
は
な
く
、
そ
の
真
部
分
集
合
に
限
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
る
と
、
回
互
的
連
関
は
、
よ

り
正
確
に
は
、
次
の
よ
う
な
存
在
量
化
を
伴
っ
た
矛
盾
命
題
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
κ
は
4
な
い
し
β
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ

る
空
間
中
の
任
意
の
幾
何
学
点
上
を
走
る
変
数
で
あ
る
）
。

盃
と
β
は
回
互
的
に
連
関
し
て
い
る
ミ
田
逡
（
》
逡
〉
」
国
8
＞
窪
〉
」
艶
γ
逡
①
毎
く
し
口

（
3
）

　
回
互
的
連
関
の
基
本
的
な
モ
デ
ル
で
あ
る
部
屋
モ
デ
ル
に
お
い
て
は
、
丑
と
召
は
物
理
的
な
い
し
幾
何
学
的
な
存
在
、
具
体
的
に
は
、
部

屋
な
い
し
立
体
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
だ
が
西
谷
は
、
部
屋
モ
デ
ル
を
導
入
し
た
後
で
、
A
と
B
を
任
意
の
事
物
や
出
来
事
と
し
て
捉

え
な
お
す
。
こ
の
事
物
な
い
し
出
来
事
は
、
多
様
な
性
質
を
持
ち
、
ま
た
他
の
事
物
や
出
来
事
と
様
々
な
関
係
を
結
ぶ
。
こ
の
性
質
や
関
係

が
κ
と
し
て
表
わ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
（
通
常
》
駁
は
「
個
体
κ
が
性
質
A
を
持
つ
」
こ
と
を
表
わ
す
が
、
こ
こ
で
は
「
個
体
な
い
し
個
体
の
集

合
み
が
性
質
κ
を
持
つ
」
こ
と
を
意
味
す
る
。
）
こ
の
よ
う
に
捉
え
な
お
さ
れ
る
こ
と
で
、
4
と
β
は
、
単
に
空
間
的
な
事
物
の
み
な
ら
ず
、

　
　
　
　
真
矛
盾
主
義
的
一
元
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七
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（
例
え
ば
「
自
然
数
」
の
よ
う
な
）
非
空
間
的
な
事
物
の
集
合
や
、
（
例
え
ば
「
人
格
」
の
よ
う
に
）
部
分
を
持
た
な
い
個
物
を
も
意
昧
し
う

る
こ
と
に
な
る
。
回
避
的
連
関
は
、
空
間
的
な
事
物
の
問
の
関
係
か
ら
、
任
意
の
事
物
の
間
の
関
係
へ
と
　
般
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
二
つ
の
個
溺
的
な
事
物
を
取
り
上
げ
よ
う
。
　
一
つ
は
、
二
元
論
的
な
観
点
で
雷
え
ぱ
「
心
的
」
な
事
物
と
冤
な
さ
れ
る
も
の
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
ぞ
れ

例
え
ば
「
底
抜
け
の
さ
び
し
さ
」
と
か
「
さ
び
し
さ
の
底
が
抜
け
る
」
と
表
現
さ
れ
る
気
分
。
も
う
一
つ
は
「
塞
が
降
る
」
と
い
う
気
象
現

象
、
即
ち
こ
元
的
に
見
れ
ば
「
物
的
㎏
な
事
物
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
前
者
を
M
、
後
者
を
φ
と
表
わ
す
。
M
と
φ
は
そ
れ
ぞ
れ
様
々
な
性
質

や
関
係
を
有
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ら
の
全
て
が
互
い
に
共
有
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
」
φ
は
「
降
水
量
」
と
い
う

量
的
な
性
質
を
持
つ
が
、
躍
は
持
た
な
い
。
逆
に
、
躍
は
一
定
の
ク
オ
リ
ア
（
感
覚
質
）
を
有
す
る
が
、
φ
に
は
ク
オ
リ
ア
は
な
い
。
だ
が

西
谷
は
、
こ
の
心
的
な
気
分
で
あ
る
M
と
外
的
な
気
象
現
象
で
あ
る
φ
と
が
「
一
体
的
に
連
関
さ
れ
、
全
体
が
一
つ
の
事
柄
に
な
っ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
ぞ
れ

る
」
（
同
、
～
二
〇
）
事
態
が
存
在
す
る
と
・
上
張
す
る
。
こ
れ
は
、
先
に
も
引
用
し
た
門
さ
び
し
さ
の
底
抜
け
て
降
る
箋
載
」
の
句
に
よ
っ

て
表
現
さ
れ
て
い
る
事
態
と
晃
な
せ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
事
態
は
M
に
当
て
は
ま
り
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
ψ
に
は
当
て
は
ま
ら
ず
、
ま
た

同
時
に
φ
に
当
て
は
ま
り
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
躍
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
。
そ
う
西
谷
は
考
え
る
。
言
い
換
え
る
と
、
そ
の
句
が
表
わ
す

事
態
は
、
毎
と
φ
の
両
方
の
性
質
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
ら
ど
ち
ら
の
性
質
で
も
な
い
。
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
二
重
に
矛
盾
し
た
事
態
が
、

先
に
見
た
「
矛
盾
的
共
有
部
分
（
な
い
し
性
質
）
」
の
一
つ
の
具
体
例
な
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
れ
ま
で
國
互
的
連
関
は
二
つ
の
事
物
の
間
の
関
係
、
言
い
換
え
る
と
、
事
物
の
　
つ
の
ペ
ア
（
対
）
の
間
の
関
係
に
舗
限
さ
れ

て
い
た
。
だ
が
西
谷
は
、
こ
の
連
関
を
、
三
つ
以
上
（
お
そ
ら
く
は
無
限
個
）
の
事
物
の
ペ
ア
に
も
拡
張
で
き
る
と
主
張
す
る
（
同
、
　
三

四
一
五
）
。
無
限
個
の
中
立
的
で
一
元
的
な
事
物
（
そ
れ
は
欄
物
で
も
集
合
で
も
よ
い
）
の
間
に
成
り
立
つ
任
意
の
ペ
ア
が
、
あ
る
一
定
の
矛

盾
的
共
有
関
係
な
い
し
性
質
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
一
般
化
さ
れ
た
回
互
的
連
関
が
、
彼
の
言
う
「
世
界
連

関
」
（
同
、
＝
二
五
…
六
）
で
あ
る
。
こ
の
世
界
連
関
も
ま
た
以
下
の
よ
う
に
定
式
化
で
ぎ
る
。



峰
郭
嵐
温
打
ミ
田
8
m
卜
帖
く
郎
、
（
炉
8
〉
」
》
遠
〉
》
遠
〉
」
》
と
拭
朴
、
〉
帖
m
≧
〉
、
m
N
く

（
4
）

こ
こ
で
ム
と
ん
（
斜
、
m
≧
鼠
十
、
）
は
無
限
個
の
中
立
的
で
一
元
的
な
事
物
の
う
ち
の
任
意
の
二
個
を
表
わ
し
、
κ
は
A
な
い
し
A
．
の
少
な

く
と
も
一
方
に
成
り
立
つ
性
質
ま
た
は
関
係
を
意
味
す
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
回
落
籍
連
関
、
な
い
し
そ
の
一
般
化
と
し
て
の
世
界
連
関
の
う
ち
に
あ
る
こ
と
を
、
「
全
て
の
事
物
に
共
通
す
る
本
性
」

だ
と
す
る
と
、
芸
術
的
段
階
に
お
け
る
一
元
的
事
物
は
、
そ
の
本
性
（
理
）
が
顕
在
化
し
た
「
理
法
界
」
的
な
あ
り
方
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。

だ
が
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
段
階
に
お
け
る
矛
盾
的
共
有
性
質
は
、
あ
く
ま
で
事
物
が
持
つ
性
質
の
一
部
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
各
々

の
事
物
は
、
矛
盾
を
含
ま
ず
、
「
他
者
と
の
根
互
浸
透
」
（
同
、
一
四
一
）
を
免
れ
た
性
質
や
関
係
を
も
い
ま
だ
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

れ
ら
、
他
者
と
矛
盾
的
に
共
有
さ
れ
て
い
な
い
性
質
や
関
係
を
、
西
谷
は
「
反
回
互
」
（
同
、
｝
四
　
）
と
形
容
し
、
そ
れ
ら
不
回
露
な
性

質
・
関
係
を
保
っ
た
事
物
を
「
頑
固
な
事
実
」
（
同
、
一
四
〇
、
一
四
四
）
と
呼
ん
で
い
る
。
固
有
の
性
質
を
維
持
し
て
い
る
頑
固
な
事
実

は
、
い
ま
だ
個
別
性
を
失
っ
て
い
な
い
。
即
ち
、
「
事
法
界
」
的
な
あ
り
方
を
保
持
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
結
局
、
芸
術
的
段
階
に
お
け
る

一
元
的
事
物
は
、
「
事
法
界
」
と
「
理
法
界
」
の
両
方
の
あ
り
方
を
兼
ね
備
え
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
「
理
事
無
擬
法
界
」
的
な
あ
り
方
を

持
つ
と
言
え
る
。
言
い
換
え
る
と
、
「
事
物
の
（
全
て
で
は
な
く
）
一
部
の
性
質
に
限
っ
て
回
互
的
連
関
が
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
」
、
即
ち

「
存
在
量
化
さ
れ
た
回
互
的
連
関
の
成
立
」
こ
そ
が
、
西
谷
に
よ
る
「
理
事
無
意
」
の
解
釈
だ
と
見
な
せ
る
の
で
あ
る
。

　
西
谷
は
ま
た
芸
術
的
段
階
に
お
け
る
世
界
連
関
と
関
連
付
け
た
仕
方
で
、
華
厳
思
想
の
タ
ー
ム
「
一
章
多
」
「
多
即
一
」
に
つ
い
て
（
「
世

界
が
世
界
す
る
」
と
か
「
開
け
が
開
か
れ
る
」
と
い
っ
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
風
の
表
現
を
用
い
つ
つ
）
語
っ
て
い
る
。

　
　
以
上
の
よ
う
な
世
界
連
関
の
構
造
を
一
直
多
、
多
即
一
と
い
う
形
式
に
当
て
は
め
て
見
れ
ば
、
一
項
多
は
世
界
の
方
か
ら
万
物
を
見
た

　
　
場
合
に
当
た
る
。
そ
の
時
コ
」
と
は
、
万
象
が
現
成
す
る
場
の
開
け
で
あ
る
世
界
、
そ
れ
自
身
究
極
的
な
「
と
こ
ろ
」
で
あ
る
世
界

　
　
に
当
た
り
、
「
多
」
と
は
そ
の
世
界
が
世
界
す
る
と
い
う
こ
と
（
つ
ま
り
、
世
界
と
い
う
開
け
が
開
か
れ
る
と
い
う
こ
と
）
に
含
ま
れ

真
矛
盾
主
義
的
＝
兀
論

四
九



　
　
　
　
哲
学
研
究
　
第
五
酉
八
十
五
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇

　
　
る
局
所
の
多
を
意
味
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
多
即
一
は
万
物
の
方
か
ら
の
見
方
に
当
た
り
、
そ
の
時
は
「
多
」
は
現
成
す
る
す
べ
て

　
　
の
物
の
究
極
的
な
各
自
性
な
い
し
は
各
個
性
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
表
わ
し
、
＝
」
は
、
そ
れ
ら
多
く
の
も
の
が
そ
れ
ぞ
れ
に
「
と

　
　
こ
ろ
」
を
得
て
い
る
と
見
ら
れ
、
各
自
性
を
も
っ
た
「
有
」
が
局
所
性
を
も
っ
た
「
と
こ
ろ
」
と
し
て
透
明
化
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に

　
　
当
た
る
で
あ
ろ
う
。
（
西
谷
、
一
九
八
二
、
＝
二
八
）

こ
の
西
谷
に
よ
る
「
一
即
多
」
や
「
多
欲
～
」
の
解
釈
も
、
先
の
世
界
連
関
の
定
義
を
用
い
て
改
め
て
定
式
化
で
き
る
。
い
整
任
意
の
個
物

ム
が
無
限
個
の
性
質
な
い
し
関
係
釜
“
匙
聾
…
讐
賢
婁
…
（
語
m
～
く
）
を
持
つ
と
し
よ
う
。
こ
の
ん
が
他
の
任
意
の
個
物
A
．
と
分
か
ち
持
つ

「
矛
盾
的
共
有
性
質
」
は
次
の
よ
う
な
集
合
O
§
（
》
い
斜
）
と
し
て
表
現
で
き
る
。

　
　
9
ミ
誤
留
斜
）
⊥
§
奪
為
」
無
〉
§
の
斜
〉
§
俄
」
斜
｝
（
斜
、
①
k
蓉
、
）
　
　
　
　
　
　
（
5
）

身
様
に
、
4
以
外
の
各
々
の
個
物
と
4
と
の
間
に
矛
盾
的
共
有
性
質
の
集
合
が
成
り
立
つ
。
い
ま
、
そ
れ
ら
全
て
の
集
合
の
和
集
合
⊂
昏
§

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ず
ヒ

（
斜
吻
斜
）
を
と
る
。
こ
こ
で
、
そ
れ
と
A
と
の
間
の
矛
盾
的
共
有
性
質
の
集
合
が
、
そ
の
和
集
合
⊂
o
§
（
謎
ひ
臥
、
）
と
な
る
よ
う
な
ア
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
斎
勘

テ
ム
肌
を
導
入
し
よ
う
。
即
ち
、

　
　
⊂
ら
§
（
》
噸
斜
）
目
嘗
翫
§
m
j
斜
〉
釜
俄
§
〉
§
の
」
§
｝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
　
重

こ
れ
は
ま
た
堅
の
文
脈
的
定
義
と
見
な
す
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
略
は
無
限
倒
存
在
し
う
る
の
で
、
そ
れ
ら
を
§
評
§
贈
：
”
§
齢
：

（N

@
〉
「
）
と
表
わ
す
。
い
ま
こ
れ
ら
全
て
の
無
限
和
集
合
⊂
§
へ
を
と
る
と
、
こ
の
和
集
合
は
一
意
に
定
ま
り
、
ま
た
ん
と
回
素
的
に
連

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ

関
し
て
い
る
。
こ
こ
で
個
物
A
が
異
な
れ
ば
、
そ
れ
と
回
互
的
に
連
関
す
る
⊂
尋
も
異
な
る
。
⊂
ミ
㌔
は
あ
く
ま
で
あ
る
特
定
の
個
物
ム

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蹴
諸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
馬
鍛
≧

に
と
っ
て
の
世
界
、
い
わ
ぽ
あ
る
特
定
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
か
ら
見
ら
れ
た
世
界
な
の
で
あ
る
。
「
イ
ン
ド
ラ
の
網
」
の
た
と
え
を
借
り

れ
ば
、
一
つ
の
宝
石
に
や
ど
る
他
の
全
て
の
無
数
の
宝
石
の
映
像
だ
と
も
言
え
る
。
宝
石
を
変
え
れ
ば
、
網
の
上
の
宝
石
の
位
置
の
違
い
に



応
じ
て
、
他
の
無
数
の
宝
石
の
映
り
方
も
変
わ
る
。
あ
る
宝
石
君
の
近
く
に
あ
り
、
従
っ
て
A
に
お
い
て
は
大
き
く
映
っ
て
い
る
宝
石
β
が
、

別
の
宝
石
C
か
ら
は
遠
く
、
0
上
で
は
ご
く
小
さ
く
し
か
映
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
い
ま
個
物
ん
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
か
ら
見
ら
れ
た

世
界
⊂
ミ
報
と
個
物
の
世
界
に
お
け
る
位
置
と
の
問
に
は
一
対
一
対
応
が
成
り
立
つ
の
で
、
両
者
を
同
一
視
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の

　
　
～
聖

よ
う
に
個
物
の
位
置
と
し
て
見
ら
れ
た
世
界
、
い
わ
ば
「
局
所
化
さ
れ
た
世
界
」
こ
そ
が
、
「
多
く
の
も
の
が
そ
れ
ぞ
れ
に
「
と
こ
ろ
」
を

得
て
い
る
」
と
西
谷
が
語
る
場
合
の
「
と
こ
ろ
」
、
即
ち
「
局
所
性
を
持
っ
た
「
と
こ
ろ
」
」
と
し
て
の
「
一
」
に
相
当
す
る
。
ま
た
彼
の
雷

う
「
現
成
す
る
す
べ
て
の
物
の
究
極
的
な
各
自
性
な
い
し
は
各
個
性
」
は
、
「
任
意
の
個
物
」
に
よ
っ
て
表
現
し
う
る
と
考
え
れ
ば
、
西
谷

的
な
意
味
で
の
「
多
即
一
」
と
は
「
任
意
の
個
物
A
と
そ
れ
に
と
っ
て
の
世
界
⊂
零
が
回
互
的
に
連
関
し
て
い
る
事
態
」
と
し
て
読
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
』
婁

直
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
こ
で
ま
た
ム
の
み
な
ら
ず
任
意
の
事
物
の
各
々
に
対
し
て
、
そ
れ
ら
が
持
つ
全
て
の
矛
盾
的
共
有
関
係
の
集
合
を
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
。
い
ま
、
こ
れ
ら
全
て
の
集
合
の
さ
ら
な
る
和
集
合
⊂
⊂
ら
§
（
忌
引
斜
）
を
と
ろ
う
。
こ
れ
は
先
に
定
義
し
た
「
世
界
連
関
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
隅
婁
重

の
も
う
」
つ
別
の
表
現
と
見
な
せ
る
。
こ
こ
で
、
全
て
の
個
物
か
ら
な
る
集
合
⊂
》
を
と
り
、
こ
れ
を
西
谷
の
言
う
「
局
所
の
多
」
と
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
艦
曳

一
視
し
よ
う
。
さ
ら
に
、
こ
の
全
て
の
個
物
な
い
し
「
局
所
の
多
」
と
圓
互
的
に
連
関
し
、
か
つ
、
そ
の
矛
盾
的
共
有
関
係
が
先
述
の
世
界

連
関
⊂
⊂
ら
§
（
》
》
斜
）
と
な
る
よ
う
な
一
つ
の
ア
イ
テ
ム
を
W
と
表
わ
す
。
即
ち
、

　
　
叫
の
≧
導

　
　
⊂
⊂
q
§
（
毎
ひ
斜
）
1
1
｛
釜
奪
猟
⊂
斜
〉
§
m
j
⊂
鋭
〉
§
の
ミ
〉
§
m
」
§
　
　
　
　
　
（
7
）

　
　
」
里
糞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
笛
婁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
軌
里

こ
の
（
7
）
も
ま
た
W
の
文
脈
的
定
義
だ
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
な
∬
も
無
限
個
存
在
し
う
る
の
で
、
そ
れ
ら
を
ミ
調
ミ
・
。
樽
…
ミ
、
・
”
…
（
ミ

m
≧
）
と
表
わ
し
、
そ
の
無
限
和
集
合
⊂
ミ
ミ
を
と
る
。
⊂
ミ
ミ
は
一
意
に
定
ま
り
、
⊂
》
と
回
互
的
に
連
関
し
て
い
る
。
こ
の
⊂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
m
≧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
婁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
m
ヒ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
里

ミ
ミ
は
個
物
に
固
有
の
位
置
や
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
を
捨
象
し
た
世
界
、
西
谷
の
言
う
「
究
極
的
な
「
と
こ
ろ
」
」
に
相
当
す
る
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
の
特
定
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
に
限
定
さ
れ
な
い
、
い
わ
ぽ
「
非
局
所
化
さ
れ
た
世
界
」
は
「
局
所
化
さ
れ
た
世
界
」
を
、
あ
く

真
矛
盾
主
義
的
＝
兀
論

五
｝
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五
二

ま
で
位
置
に
関
し
て
不
特
定
化
す
る
こ
と
で
得
ら
れ
た
も
の
で
、
そ
れ
以
外
の
抽
象
化
は
施
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
注
意
し
よ
う
。
結
局
、

こ
の
よ
う
な
「
非
局
所
化
さ
れ
た
世
界
」
と
「
全
て
の
個
物
」
と
の
問
に
成
り
立
つ
回
学
的
連
関
（
7
）
が
、
西
谷
が
言
う
コ
即
多
」
に

相
当
す
る
の
で
あ
る
。

　
五
・
二
　
宗
教
的
段
階

　
先
に
見
た
よ
う
に
、
芸
術
的
段
階
に
お
け
る
＝
兀
的
事
物
は
不
回
互
な
性
質
を
も
保
っ
た
「
頑
固
な
事
実
」
だ
と
さ
れ
て
い
た
。
が
、
宗

教
的
段
階
に
入
る
と
、
回
学
的
な
性
質
は
、
個
物
が
持
つ
全
て
の
性
質
に
ま
で
拡
が
り
、
不
備
互
な
性
質
は
全
く
姿
を
消
し
て
し
ま
う
。
彼

は
、
こ
の
回
互
性
の
全
面
的
な
波
及
を
、
燗
物
を
隔
て
て
い
る
壁
が
「
透
明
に
な
る
」
（
同
、
一
四
一
）
と
い
う
仕
方
で
も
表
現
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
二
つ
の
個
物
の
問
の
全
面
的
な
い
し
完
全
な
回
学
的
連
関
も
以
下
の
よ
う
に
定
式
化
で
き
る
だ
ろ
う
。

4
と
ん
が
完
全
に
回
互
的
に
連
関
し
て
い
る
ミ
〈
逡
魚
斜
く
斜
（
粂
逡
〉
」
》
殻
〉
》
醸
＞
」
》
製
）
　
（
8
）

（
8
）
に
お
け
る
個
物
窮
を
、
ん
に
と
っ
て
の
世
界
㎎
に
お
ぎ
か
え
る
こ
と
で
、
個
物
と
そ
れ
に
対
す
る
世
界
と
の
聞
の
完
全
な
回
狂
的
連

関
を
定
式
化
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

　
こ
の
よ
う
な
完
全
な
回
互
的
連
関
か
ら
、
二
つ
の
事
物
の
聞
の
「
同
　
性
」
に
関
す
る
新
た
な
矛
盾
を
導
き
出
す
こ
と
が
で
ぎ
る
。
い
ま

こ
つ
の
事
物
ん
と
ん
が
隅
｝
で
は
な
い
、
即
ち
斜
朴
斜
と
し
よ
う
（
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
」
〈
無
謡
製
嫌
郎
製
）
と
も
書
き
換
え
う
る
V
。
さ

て
4
と
ん
の
問
に
完
全
な
回
互
的
連
関
が
成
り
立
っ
て
い
る
と
す
る
と
、
そ
の
こ
と
か
ら
「
両
者
は
互
い
に
全
て
の
関
係
・
性
質
を
共
有
し

て
い
る
こ
と
」
、
即
ち
く
逡
の
》
〈
謁
㌦
（
餌
製
濯
＼
門
》
）
が
導
か
れ
る
。
す
る
と
、
同
｝
性
に
関
す
る
通
常
の
定
義
か
ら
、
A
と
A
ぽ
同
一
で

あ
る
こ
と
が
帰
結
す
る
。
結
局
、



　
　
〈
斜
〈
斜
（
》
ほ
斜
〉
斜
＋
鋭
）
闇
（
焼
『
①
気
暮
、
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

と
い
う
矛
盾
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
二
つ
の
事
物
ム
、
ん
の
金
て
の
性
質
に
関
し
て
「
両
者
と
も
そ
れ
を
持
ち
、
か
つ
持
た
な
い
」
と
い
う
事
態
が
成
立
し
、
結

果
と
し
て
ん
と
ん
が
互
い
に
同
一
か
つ
非
同
一
と
い
う
関
係
に
あ
る
こ
と
が
、
「
別
個
の
事
物
が
互
い
に
融
け
あ
っ
て
一
つ
の
事
物
と
化
し

て
い
る
」
と
い
う
「
事
々
無
擬
」
の
西
谷
流
の
解
釈
な
の
で
あ
る
。
端
的
に
雷
っ
て
、
「
事
々
無
擬
」
と
は
、
西
谷
に
お
い
て
「
全
称
量
化

さ
れ
た
回
互
的
連
関
の
成
立
」
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
二
つ
の
事
物
の
間
の
同
一
性
に
関
す
る
矛
盾
の
特
殊
な
事
例
と
し
て
、
先
に
導
入
し
て
お
い
た
「
非
局
所
化
さ
れ
た
世
界
」
と
し
て

の
＝
」
と
「
全
て
の
個
物
」
と
し
て
の
「
多
」
の
間
に
も
次
の
よ
う
な
矛
盾
が
得
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
ヨ
H
⊂
匹
帖
〉
ミ
十
⊂
郎
執
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
　
　
　
帖
里
　
　
　
　
　
　
　
　
　
凡
婁

芸
術
的
段
階
で
は
、
＝
即
多
」
に
お
け
る
コ
」
と
「
多
」
は
同
～
視
も
非
同
一
視
も
さ
れ
ず
、
た
だ
回
互
的
に
連
関
す
る
と
さ
れ
て
い

た
だ
け
で
あ
っ
た
。
だ
が
宗
教
的
段
階
で
は
、
両
者
は
、
一
方
で
は
相
異
な
る
も
の
と
見
な
さ
れ
な
が
ら
も
、
他
方
で
は
同
一
視
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
西
谷
は
、
い
ろ
ん
な
箇
所
で
、
コ
」
を
「
絶
対
的
な
「
一
」
」
な
い
し
「
な
ん
ら
の
多
の
な
き
一
」
と
、
ま
た
「
一
切
」
な
い

し
「
多
」
を
「
絶
対
的
な
「
多
」
」
な
い
し
「
な
ん
ら
一
な
き
端
的
な
多
」
と
呼
ん
で
い
る
（
①
α
q
■
同
、
一
四
二
）
。
こ
の
よ
う
に
両
者
を
峻

別
し
つ
つ
も
同
時
に
同
一
視
す
る
こ
と
を
、
西
谷
は
「
論
理
的
に
は
　
つ
の
矛
盾
で
あ
る
」
（
岡
、
一
四
二
）
と
率
直
に
認
め
て
い
る
。
宗

教
的
段
階
に
お
い
て
「
一
即
多
」
関
係
が
矛
盾
に
変
質
す
る
こ
と
が
公
認
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
既
に
触
れ
た
よ
う
に
、
宗
教
的
な
段
階
は
宗
教
的
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
よ
っ
て
例
示
さ
れ
て
い
る
、
と
西
谷
は
見
る
。
そ
し
て
彼
は
、
こ

の
よ
う
な
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
「
不
条
理
扁
な
も
の
と
形
容
す
る
（
同
、
一
四
五
）
。
そ
の
不
条
理
な
言
明
の
例
と
し
て
、
西
谷
は
、
中
国

　
　
　
　
真
矛
盾
主
義
的
一
元
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三
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五
四

の
華
厳
思
想
家
の
一
人
、
古
聖
（
五
五
七
一
六
四
〇
）
の
発
言
を
次
の
よ
う
な
仕
方
で
現
代
風
に
ア
レ
ン
ジ
し
て
紹
介
し
て
い
る
。
「
盃
と

い
う
男
が
酒
を
飲
ん
だ
ら
β
と
い
う
男
が
酔
っ
払
っ
た
」
。
「
病
人
が
で
き
て
医
者
を
呼
ぶ
と
、
そ
こ
に
い
た
シ
ェ
パ
ー
ド
に
注
射
し
た
」

（
同
、
一
四
五
）
。
古
典
論
理
の
枠
内
で
は
、
「
一
旦
、
矛
盾
が
発
生
す
る
と
、
そ
こ
か
ら
（
不
条
理
で
あ
れ
な
ん
で
あ
れ
）
全
て
の
命
題
が

導
か
れ
る
」
と
い
う
民
事
性
爆
発
（
畦
く
芭
曙
①
葛
δ
獣
。
β
）
と
呼
ば
れ
る
事
態
が
生
ず
る
。
宗
教
的
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
お
い
て
、
不
条

理
な
雷
明
が
頻
発
す
る
こ
と
を
、
西
谷
は
、
互
い
に
異
な
る
＝
」
と
「
多
」
の
同
一
視
と
い
う
矛
盾
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
環
事
性

爆
発
の
結
果
と
捉
え
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
本
節
の
内
容
を
ま
と
め
よ
う
。
西
谷
は
芸
術
的
段
階
に
お
い
て
は
、
矛
盾
の
存
在
を
明
示
的
に
は
認
め
な
か
っ
た
。
だ
が
彼
が
そ
の
段
階

に
お
い
て
設
定
し
た
設
楽
的
連
関
に
お
い
て
、
我
々
は
矛
盾
の
存
在
を
見
て
取
っ
た
。
こ
の
段
階
に
お
い
て
も
、
実
は
矛
盾
は
暗
黙
裡
に
認

め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
一
方
西
谷
も
、
宗
教
的
段
階
に
お
い
て
は
、
（
芸
術
的
段
階
に
お
け
る
も
の
と
は
異
な
る
）
矛
盾
の
存
在
を
明
示

的
に
認
め
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
に
伴
い
、
宗
教
二
段
階
で
は
環
属
性
爆
発
が
起
こ
り
、
不
条
理
な
発
話
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
続
出
す
る
こ

と
に
な
る
。
か
た
や
芸
術
的
段
階
で
は
、
こ
の
よ
う
な
蹟
事
性
爆
発
は
起
こ
ら
ず
、
不
条
理
な
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
も
演
じ
ら
れ
な
い
。
対
照

的
に
、
そ
こ
で
は
、
例
え
ば
「
さ
び
し
さ
は
降
水
蚤
を
持
つ
」
と
い
っ
た
「
偽
」
な
る
命
題
が
あ
く
ま
で
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
結
局
、
西

谷
は
、
暗
黙
裡
か
明
示
的
か
の
違
い
は
あ
っ
て
も
、
～
元
的
世
界
の
両
方
の
相
に
お
い
て
、
あ
る
種
の
矛
盾
言
明
が
真
と
な
っ
て
い
る
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

う
真
矛
盾
主
義
に
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
彼
は
真
矛
盾
・
正
義
的
な
｝
元
論
を
（
半
ば
暗
黙
裡
に
）
採
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

六
　
論
理
的
多
元
主
義

　
本
節
で
は
、
西
谷
が
あ
る
種
の
論
理
的
多
元
・
王
義
を
と
っ
て
い
た
こ
と
を
確
認
す
る
。
ち
な
み
に
、
西
谷
は
論
理
な
い
し
ロ
ゴ
ス
を
極
め

て
広
い
意
味
で
捉
え
て
お
り
、
通
常
の
意
味
で
の
論
理
体
系
の
み
な
ら
ず
、
例
え
ば
コ
話
語
に
内
含
さ
れ
る
理
法
」
（
同
、
一
二
八
）
ま
で

含
め
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
彼
は
、
二
元
的
段
階
と
芸
術
的
段
階
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
論
理
が
成
り
立
っ
て
い
る
と
見
な



し
、
宗
教
的
段
階
に
お
い
て
は
何
ら
の
論
理
も
存
在
し
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
西
谷
は
二
元
的
な
世
界
に
お
け
る
論
理
の
あ
り
方
を
、
こ
れ
ま
た
様
々
な
仕
方
で
特
徴
づ
け
て
い
る
。
そ
れ
は
、
例
え
ば
「
「
散
文
」
と

し
て
の
文
章
（
な
い
し
は
命
題
）
に
お
け
る
論
理
的
構
造
」
（
同
、
一
一
一
一
）
と
言
わ
れ
た
り
、
「
伝
統
的
な
論
理
」
（
同
、
一
二
七
）
「
「
第
一

哲
学
」
と
し
て
の
形
而
上
学
な
い
し
認
識
論
と
結
び
つ
い
た
論
理
学
」
（
同
、
一
二
七
）
「
「
数
学
的
」
な
論
理
学
、
「
記
号
論
的
扁
な
論
理

学
」
（
同
、
＝
　
六
）
も
含
め
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
多
様
な
体
系
に
共
通
す
る
性
質
と
は
何
か
は
明
示
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。

だ
が
、
そ
の
よ
う
な
共
通
性
質
の
一
つ
と
し
て
、
「
無
矛
盾
性
」
な
い
し
は
門
真
な
る
矛
盾
命
題
を
持
た
な
い
こ
と
」
が
考
え
ら
れ
て
い
た

だ
ろ
う
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
『
空
と
即
』
に
数
年
先
立
つ
論
文
『
般
若
と
理
性
』
で
西
谷
は
、
「
形
式
論
理
学
」
な
い
し
「
記
号
論
理
学
」

は
、
「
無
矛
盾
の
体
系
を
造
ろ
う
と
す
る
意
図
の
も
と
で
」
構
築
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
少
な
く
と
も
表
面
的
に
は
無
矛
盾
と
な
っ
て
い
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

語
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
西
谷
、
一
九
七
九
、
四
四
－
五
）
。
言
い
換
え
る
と
、
二
元
的
な
論
理
は
、
矛
盾
を
許
容
し
な
い
古
典
論
理
の
何

ら
か
の
体
系
と
し
て
理
解
さ
れ
、
そ
の
よ
う
な
古
典
的
な
体
系
が
、
散
文
と
い
う
形
を
と
る
我
々
の
点
語
活
動
や
、
科
学
的
探
求
の
基
礎
と

な
っ
て
い
る
と
見
な
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
こ
で
言
う
科
学
の
中
に
は
、
二
元
的
な
世
界
観
の
基
盤
と
な
っ
て
い

る
と
言
え
る
物
理
学
や
心
理
学
も
当
然
入
る
。

　
芸
術
的
段
階
に
お
け
る
論
理
に
つ
い
て
も
、
西
谷
は
十
分
な
特
徴
づ
け
を
与
え
て
い
な
い
。
た
だ
、
そ
れ
が
二
元
的
な
世
界
で
成
り
立
っ

て
い
る
論
理
と
は
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
異
な
る
、
一
種
の
オ
ー
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
論
理
で
あ
る
こ
と
は
随
所
で
強
調
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
そ
れ
は
、

散
文
の
論
理
的
構
造
や
科
学
的
思
考
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
論
理
か
ら
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
同
、
一
二
九
、
＝
二

九
）
。
ま
た
西
谷
は
、
そ
の
オ
ー
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
論
理
が
満
た
す
べ
き
要
件
も
い
く
つ
か
挙
げ
て
い
る
。
ま
ず
第
一
に
、
そ
れ
は
回
互
的
連

関
や
世
界
連
関
と
い
っ
た
芸
術
的
段
階
で
成
り
立
っ
て
い
る
基
本
的
な
関
係
を
論
理
的
に
有
意
味
な
も
の
と
し
て
記
述
で
き
な
け
れ
ば
な
ら

（
1
3
）

な
い
。
第
二
に
、
そ
れ
は
芸
術
的
段
階
を
表
わ
し
て
い
る
と
さ
れ
る
詩
作
品
の
文
法
、
な
い
し
「
「
文
」
の
脈
絡
と
し
て
の
ロ
ゴ
ス
（
理

法
）
」
（
同
、
一
三
四
）
を
捉
え
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
三
に
、
そ
れ
は
一
元
的
で
中
立
的
な
事
物
と
適
合
し
て
い
な
け
れ
ば
な

真
矛
盾
主
義
的
＝
兀
論

五
五
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五
六

ら
な
い
。
西
谷
は
、
こ
の
　
致
は
、
直
接
的
に
与
え
ら
れ
た
＝
兀
的
事
物
に
つ
い
て
の
感
情
的
な
い
し
意
志
的
体
験
に
よ
っ
て
の
み
達
成
で

き
る
と
見
な
し
て
い
る
（
同
、
一
三
九
）
。
す
る
と
第
四
に
、
そ
れ
は
「
純
粋
理
性
の
思
惟
に
の
み
属
す
る
「
論
理
」
と
は
異
な
っ
て
、
理

性
と
共
に
「
意
志
」
や
「
感
情
」
に
も
属
す
る
ご
と
き
理
法
、
か
つ
て
「
情
念
の
論
理
」
（
国
σ
o
r
ピ
巴
。
か
q
δ
二
Φ
留
ω
ω
Φ
簿
首
Φ
導
ω
）
と
呼
ば

れ
た
ご
と
ぎ
も
の
」
（
同
、
一
四
三
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
も
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
全
て
の
条
件
を
満
た
す
論
理
体
系
を
重
出
し
た
り
構

築
し
た
り
す
る
こ
と
は
（
も
し
不
可
能
で
な
い
と
し
て
も
）
か
な
り
困
難
だ
ろ
う
。
だ
が
、
先
に
指
摘
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
芸
術
的
段
階

で
成
り
立
つ
圓
互
的
連
関
に
実
は
矛
盾
が
含
ま
れ
て
い
る
以
上
、
こ
の
段
階
で
の
論
理
は
、
少
な
く
と
も
何
ら
か
の
意
味
で
矛
盾
を
許
容
す

る
非
古
曲
ハ
論
理
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　
一
一
元
的
世
界
と
芸
術
的
段
階
は
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
論
理
を
備
え
て
い
た
の
に
対
し
、
宗
教
的
段
階
に
は
そ
も
そ
も
論
理
は
成
立
し
て
い
な

い
。
こ
れ
が
西
谷
の
考
え
で
あ
る
。
不
条
理
な
手
明
が
飛
び
交
っ
て
い
る
宗
教
的
世
界
は
ま
た
、
論
理
の
空
白
地
帯
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
そ
こ
は
例
え
ば
コ
切
の
理
路
を
絶
し
た
所
」
（
同
、
一
四
五
）
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。

　
結
局
、
西
谷
は
論
理
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
多
元
主
義
を
と
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
即
ち
、
二
元
的
世
界
、
＝
兀
的
な
芸
術
的
段
階
、

一
元
的
な
宗
教
的
段
階
と
い
っ
た
世
界
の
三
つ
の
相
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
論
理
（
な
い
し
無
論
理
）
が
対
応
し
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の

栢
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
論
理
（
な
い
し
無
論
理
）
に
よ
っ
て
秩
序
づ
け
ら
れ
（
な
い
し
は
無
秩
序
状
態
に
陥
れ
ら
れ
）
、
そ
れ
ぞ
れ
の
論
理
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
（
1
4
）

っ
て
記
述
さ
れ
る
。
世
界
の
相
の
違
い
は
ま
た
、
そ
れ
に
対
応
す
る
論
理
の
違
い
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
堅
甲
）

　
参
照
文
献

鎌
田
茂
雄
（
一
九
六
五
）
閥
中
麟
華
厳
思
想
史
の
研
究
拙
東
墓
。

木
村
清
孝
（
　
九
九
二
）
璽
中
国
華
厳
思
想
史
』
京
都
。

氣
多
雅
子
（
二
〇
〇
六
）
「
京
都
学
派
と
宗
教
哲
学
－
西
田
幾
多
郎
か
ら
西
谷
啓
治
へ
…
」
『
哲
学
研
究
㎞
第
五
八
葛
万
、
二
九
一
五
三
。

　
　
　
三
〇
〇
七
）
「
空
と
根
源
的
構
想
力
i
西
谷
啓
治
「
空
と
即
」
を
め
ぐ
っ
て
…
」
紀
平
英
作
編
㎎
グ
ロ
ー
バ
ル
化
鱒
代
の
人
文
学
一
対
話
と
寛
容



　
の
知
を
求
め
て
（
下
）
共
生
へ
の
問
い
騙
京
都
、
三
三
三
－
六
四
、
所
収
。

宗
密
（
一
九
二
七
）
「
註
華
厳
法
界
観
門
扁
、
『
大
正
新
修
大
蔵
経
漏
東
京
、
第
四
五
巻
、
六
八
三
i
九
二
、
所
収
。

鈴
木
大
拙
（
一
九
五
五
）
『
華
厳
の
研
究
臨
京
都
。

禅
学
大
辞
典
編
纂
所
編
『
禅
学
大
辞
典
㎞
東
京
。

西
谷
啓
治
（
一
九
六
一
）
『
宗
教
と
は
何
か
』
東
京
。

　
　
　
（
一
九
七
九
）
「
般
若
と
理
性
」
、
『
西
谷
啓
治
著
作
集
㎞
第
；
一
巻
（
一
九
八
七
）
東
京
、
三
一
…
九
五
、
所
収
。

　
　
　
（
　
九
八
二
）
門
空
と
即
」
、
『
西
谷
啓
治
著
作
集
』
第
一
三
巻
（
一
九
八
七
）
東
京
、
＝
一
－
六
〇
、
所
収
。

藤
田
正
勝
（
二
〇
〇
一
）
「
情
意
に
お
け
る
空
」
竹
内
・
古
雅
編
『
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
か
ら
の
出
発
』
京
都
、
一
一
〇
1
～
二
八
、
所
収
。

堀
尾
孟
（
｝
九
九
八
）
「
西
谷
先
生
の
後
期
思
想
の
課
題
と
思
索
扁
『
大
谷
学
報
騙
第
七
七
巻
、
第
三
号
、
一
1
一
六
。

松
丸
壽
雄
（
二
〇
〇
六
）
「
西
谷
と
科
学
」
上
田
閑
照
監
修
、
北
野
・
世
盛
『
禅
と
東
都
哲
学
』
京
都
哲
学
撰
書
別
巻
、
京
都
、
二
五
〇
1
二
七
〇
、
所
収
。

美
濃
部
仁
（
一
九
九
九
）
「
空
の
場
に
お
け
る
自
己
一
西
谷
啓
治
の
哲
学
1
」
『
北
陸
宗
教
文
化
撫
第
一
一
号
、
四
一
－
五
二
。
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一
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五
七



　
　
　
哲
学
研
究
　
第
五
百
八
十
五
号

ω
ε
げ
㊦
嵩
げ
①
薦
讐
r
（
N
8
頓
）
矯
、
Z
①
露
惹
一
竃
。
巳
ω
ミ
」
⇔
国
N
巴
霞
（
巴
■
）
§
Q
⑦
ミ
ミ
守
ミ
寧
軸
曼
災
魯
ミ
靱
ミ
ミ
ミ
湧
愚
書

　
く
葺
ε
”
＼
＼
昆
簿
9
ω
酔
弩
脇
。
『
9
Φ
9
＼
胃
〇
三
く
Φ
ω
＼
紹
誌
0
8
＼
Φ
馨
鼠
①
ω
＼
三
無
轟
マ
ー
ゴ
。
鼠
ω
ヨ
＼
y

五
八

（oQ

ｩ
ぎ
ひ
q
卜
。
0
8
丙
＆
甑
。
昌
）
－

　
　
注

（
1
）
　
本
論
は
、
U
⑦
α
q
二
〇
ぼ
（
b
。
O
O
①
）
の
日
毒
忌
．
バ
ー
ジ
ョ
ン
で
あ
る
。
臼
本
語
化
に
際
し
て
は
、
種
々
の
変
更
や
加
筆
を
行
っ
た
。
な
お
英
語
版
の
執
筆

　
に
際
し
て
は
、
佐
野
勝
彦
氏
か
ら
数
多
く
の
有
益
な
助
言
を
得
た
。
こ
こ
で
改
め
て
感
謝
し
た
い
。
ま
た
本
稿
は
、
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
に
お

　
け
る
二
〇
〇
七
年
度
の
私
の
授
業
門
数
理
哲
学
演
習
扁
に
お
い
て
討
議
に
付
さ
れ
た
が
、
そ
の
際
、
出
席
者
か
ら
窟
益
な
質
問
を
い
く
つ
も
得
た
。
こ
れ

　
ま
た
記
し
て
謝
し
た
い
。

（
2
）
　
西
谷
の
思
想
遍
歴
に
お
い
て
、
『
宗
教
と
は
何
か
軸
（
一
九
六
一
）
以
降
、
「
禅
」
が
思
索
の
前
面
に
出
て
く
る
時
期
を
「
後
期
漏
と
見
な
す
と
い
う

旛
摘
も
あ
る
（
堀
尾
、
一
九
九
八
）
。
ま
た
噸
宗
教
と
は
何
か
歴
か
ら
論
文
「
般
若
と
理
性
」
（
一
九
七
九
）
を
経
て
「
空
と
即
」
に
到
る
思
索
の
流
れ
を
、

　
「
無
底
の
場
」
（
本
論
で
濯
う
＝
元
的
で
中
立
的
な
世
界
の
相
」
に
相
当
）
に
お
け
る
直
接
知
の
可
能
性
の
追
求
と
、
そ
の
あ
り
方
の
解
明
の
過
程
と

　
し
て
捉
え
る
松
丸
の
指
摘
は
示
唆
的
で
あ
る
（
松
丸
、
二
〇
〇
六
）
。

（
3
）
　
真
西
隠
主
義
に
関
し
て
は
勺
鼠
¢
段
（
b
。
O
O
N
γ
（
b
。
O
O
①
）
を
参
照
。
な
お
、
真
矛
盾
主
義
（
島
践
①
こ
お
剛
ω
ヨ
と
や
門
真
な
る
矛
噛
（
命
題
と
は
、
プ

　
リ
ー
ス
ト
と
ラ
ウ
ト
リ
ー
（
渇
．
刃
○
露
δ
賓
）
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
衝
語
。
．
＆
巴
①
夢
。
㌶
（
。
。
）
．
も
彼
ら
の
造
語
で
あ
る
。
O
h
国
，
δ
。
。
酔
（
b
。
8
③
）
も
．
胤
層
P

　
餅
な
お
、
．
鳥
7
巴
。
昏
蝕
軌
と
い
う
疑
ギ
リ
シ
ア
語
の
文
字
通
り
の
意
味
は
門
二
重
の
真
理
」
で
あ
る
。
筆
者
は
プ
リ
…
ス
ト
教
授
と
相
談
の
上
、

　
門
＆
巴
①
筈
蝕
窪
鴫
を
「
真
矛
盾
主
義
扁
と
訳
し
た
。

（
4
）
　
四
法
界
説
に
結
実
す
る
華
厳
の
法
界
思
想
の
発
展
に
関
し
て
は
鎌
田
（
　
九
六
五
、
五
三
七
～
五
五
九
）
、
木
村
（
　
九
九
二
、
ニ
ニ
一
～
五
）
を

参
照
。

（
5
）
　
こ
の
漢
文
の
読
下
し
に
関
し
て
は
同
僚
の
木
津
祐
子
氏
に
ご
教
示
を
仰
い
だ
。
記
し
て
謝
し
た
い
。

（
6
）
　
回
互
的
達
関
は
、
早
く
は
槻
宗
教
と
は
何
か
幅
（
～
九
六
一
）
に
お
い
て
導
入
さ
れ
た
概
念
で
あ
る
。
噸
宗
教
と
は
何
か
㎞
に
お
け
る
園
互
的
連
関
と

　
門
空
と
即
」
に
お
け
る
回
互
的
連
関
の
異
岡
に
関
し
て
は
、
藤
田
（
二
〇
〇
一
）
、
氣
多
（
二
〇
〇
六
）
、
（
二
〇
〇
七
）
、
松
丸
（
二
〇
〇
六
）
が
有
益
で

　
あ
る
。
な
お
、
「
正
論
」
な
い
し
（
後
述
の
）
「
不
園
互
」
は
、
そ
も
そ
も
、
輩
厳
思
想
の
影
響
を
受
け
た
、
主
と
し
て
曹
葛
藤
の
禅
僧
た
ち
、
例
え
ば

　
『
参
同
契
㎞
に
お
け
る
石
頭
（
六
九
九
～
七
九
〇
）
や
隅
宝
鏡
三
昧
㎞
に
お
け
る
洞
山
（
八
〇
六
～
八
五
九
）
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
た
タ
ー
ム
で
あ
る



　
（
鈴
木
、
一
九
五
五
、
一
一
一
）
。
そ
れ
ら
は
ま
た
道
元
の
『
正
法
眼
蔵
』
（
座
禅
儀
）
に
登
場
す
る
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
。
こ
の
分
脈
に
お
け
る
初
回
互
」

　
と
は
、
「
二
つ
以
上
の
も
の
が
互
い
に
入
り
交
じ
っ
て
関
係
し
、
相
依
相
存
の
形
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
意
義
を
失
わ
な
い
こ
と
」
（
禅
学
大

　
辞
典
（
上
）
、
九
四
）
と
さ
れ
る
。

（
7
）
　
西
谷
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
表
記
で
は
、
α
、
δ
は
そ
れ
ぞ
れ
κ
、
ツ
と
表
わ
さ
れ
て
い
る
。

（
8
）
　
こ
こ
で
は
叙
述
の
都
合
上
、
原
文
の
A
と
β
と
を
入
れ
替
え
て
い
る
。

（
9
）
　
「
本
質
扁
と
門
現
象
扁
の
区
別
を
持
ち
出
し
て
、
「
A
と
β
は
、
そ
の
本
質
で
は
共
有
部
分
を
持
た
な
い
が
、
そ
の
現
れ
に
お
い
て
は
共
有
部
分
を
持

　
つ
」
と
主
張
し
て
も
、
矛
盾
は
避
け
ら
れ
な
い
。
こ
の
場
合
、
あ
る
事
物
（
こ
こ
で
は
部
屋
）
が
持
つ
二
つ
の
性
質
、
本
質
と
現
象
が
矛
盾
し
て
い
る
の

　
で
あ
る
。

（
1
0
）
　
も
ち
ろ
ん
（
西
谷
は
明
示
的
に
は
認
め
て
い
な
い
が
）
回
互
的
連
関
自
体
に
矛
盾
が
含
ま
れ
て
い
る
と
す
る
と
、
矛
盾
か
ら
任
意
の
命
題
が
導
か
れ

　
る
古
典
論
理
の
枠
内
で
は
、
こ
の
よ
う
な
新
た
な
矛
盾
も
ト
リ
ヴ
ィ
ア
ル
に
導
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（
1
1
）
　
西
谷
は
既
に
『
宗
教
と
は
何
か
㎞
で
も
一
芸
術
的
段
階
（
理
事
無
擬
法
界
）
と
宗
教
的
段
階
（
事
々
無
謬
法
界
）
と
の
区
別
は
し
て
い
な
い
が

　
　
　
こ
こ
で
言
う
真
矛
盾
主
義
的
＝
曲
論
を
と
っ
て
い
た
と
見
な
せ
る
。
例
え
ば
、
美
濃
部
氏
に
よ
れ
ぽ
、
西
谷
は
そ
こ
で
、
「
（
自
己
の
）
内
と
外
、
主

観
と
客
観
と
い
っ
た
対
立
・
離
隔
の
場
」
で
あ
る
「
意
識
の
場
」
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
認
め
つ
つ
、
そ
れ
を
超
え
た
「
空
の
場
」
を
設
定
し
、
そ
れ
を
門
こ

　
れ
は
火
で
な
い
、
故
に
火
で
あ
る
」
や
「
空
の
場
に
於
い
て
は
中
心
が
到
る
と
こ
ろ
に
あ
る
」
と
い
っ
た
「
通
常
の
思
惟
か
ら
す
れ
ぽ
矛
盾
偏
（
美
濃
部
、

　
一
九
九
九
、
四
七
）
と
見
な
せ
る
言
葉
に
よ
っ
て
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
1
2
）
　
現
代
に
お
い
て
は
「
論
理
学
の
領
域
が
著
し
く
拡
張
さ
れ
た
漏
（
西
谷
、
一
九
八
二
、
一
二
六
）
こ
と
に
華
甲
し
て
い
る
西
谷
だ
が
、
彼
は
矛
盾
許

　
容
型
論
理
の
存
在
は
知
ら
な
か
っ
た
と
思
え
る
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
な
ぜ
彼
が
芸
術
的
段
階
に
お
い
て
矛
盾
を
明
示
的
に
認
め
る
こ
と
を
避
け
た
の
か

　
を
説
明
し
て
く
れ
る
。
彼
は
芸
術
的
段
階
で
も
あ
る
種
の
論
理
が
成
り
立
っ
て
い
る
と
考
え
た
。
だ
が
矛
盾
許
容
型
論
理
を
持
た
な
い
西
谷
は
、
古
典
的

　
な
体
系
で
あ
れ
非
古
典
的
な
体
系
で
あ
れ
、
論
理
学
に
お
い
て
矛
盾
は
許
さ
れ
ず
、
一
旦
、
矛
盾
が
生
じ
た
ら
項
磁
性
爆
発
が
不
可
避
で
あ
る
と
考
え
て

　
い
た
。
そ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
彼
は
圓
互
的
連
関
に
お
い
て
実
質
的
に
矛
盾
に
つ
い
て
語
り
な
が
ら
、
そ
れ
を
表
立
っ
て
は
明
言
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

（
1
3
）
　
第
五
節
で
、
私
は
述
語
論
理
の
表
記
法
を
用
い
て
圓
互
的
連
関
を
定
式
化
し
た
が
、
そ
の
連
関
を
有
意
味
な
も
の
と
す
る
論
理
的
な
枠
組
み
を
与
え

　
て
は
い
な
か
っ
た
。
そ
の
作
業
は
第
八
節
で
改
め
て
行
う
。

（
1
4
）
　
「
散
文
で
あ
れ
韻
文
で
あ
れ
、
日
常
言
語
の
背
景
に
は
～
定
の
比
較
的
簡
単
な
論
理
体
系
が
存
在
す
る
」
と
い
う
西
谷
の
考
え
は
、
そ
れ
ほ
ど
特
異

真
矛
盾
主
義
的
一
元
論

五
九



　
　
哲
学
研
究
　
第
五
善
八
十
五
号

な
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
日
常
言
語
の
意
味
論
を
、

同
様
の
発
想
に
基
づ
い
て
い
る
と
雷
え
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
〇

一
階
述
語
論
理
の
そ
れ
に
よ
っ
て
与
え
よ
う
と
し
た
デ
ィ
ヴ
ィ
ッ
ド
ソ
ン
の
試
み
も
、

西
谷
と

（
筆
者
　
で
ぐ
ち
・
や
す
お
　
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
准
教
授
／
哲
学
）



　　　　　　　Dialetheic　Monism

Restructuring　Later　N　ishitani　（Part　1）

　　　　　　Yasuo　DEGucHI

Associate　Professor　of　Philosophy

　　　Graduate　School　of　Letters

　　　　　　　Kyoto　University

　　This　paper　aims　to　interpret　Keiji　Nishitani’s　philosophy　expressed　in　his　“Emp－

tiness　and　That－ls－Ness”　（1982）　as　dialetheic　｝nonism，　as　1　call　it，　and　to　modify

it　by　incorporating　a　version　of　Paraconsistent　logic　in　an　attempt　to　solve　the

problems　that　he　left　unanswered．　ln　the　first　part　of　this　paper，　it　is　argued　that

）L“Tishitani’s　position　is　a　sort　of　neutral　monism，　but　that　he　had　yet　to　provide　a

definition　of　neutrality　that　was　capable　of　distinguishing　his　position　from

mentalism　and　the　double　aspect　theory，　ancl　to　gixre　reasons　why　the　neutral

monistic　worldview　was　more　fundamental　than　the　dualistic　one．　1　then　try　to　give

natural　formulations　of　the　logical　structures　that　Nishitani　ascribed　to　each　of

two　stages　of　his　neutral　world，　i．e．，　the　artistic　and　religious　stages，　as　1　call　them

I　do　this　using　the　notation　of　first　order　logic　and　set　theory．　1　will　mal〈e　explicit

the　contradiction　in　the　artistic　stage　that，　1　claim，　he　admitted　implicitly．

Vers　une　＜＜　philosophie　de　la　religion　＞＞　d’　aujourd’hui

　　　A　partir　de　la　prob16matique　du　temoigRage　（lere　partie）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　加7

　　　　　　　　　Yasuhiko　SUGIMuRA

Professeur　associe　de　philosophie　de　la　religion

　　　　　　　　　　　　ln＄titut　des　lettres

　　　　　　　　　　　Universit6　de　Kyoto

　　La　philosophie　de　la　religion，　comprise　au　sens　etroit　de　ce　terme，　s’est　6tablit

vers　la　fin　de　1’6poque　des　Lumieres，　au　tournant　du　18e　au　19e　sielcle．　Cela　designe
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