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問
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問
題
を
め
ぐ
っ
て
ー
ー
ー

「
私
」
と
「
汝
」
の
問
題
提
起

思
想
の
客
観
性
|
|
思
考
に
お
け
る
「
私
し
と
「
汝
」
の
一
致

四

存
在
の
客
観
性
ー
ー
ー
感
覚
に
お
け
る
「
私
L

と
「
汝
」
の
一
致

残
さ
れ
た
諸
問
題

北
大
文
学
部
紀
要

(4) (3) (2) (1) 

類
的
存
在
と
個
的
存
在

思
考
と
感
覚

唯
物
論
と
観
念
論

実
践
と
愛

宇

都

宮

芳

円
乃

和ド

-3ー



7
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
と
人
聞
の
問
題

「
絶
対
的
な
同
一
哲
学
は
、
真
理
の
立
場
を
ま
っ
た
く
乱
し
て
い
る
。
人
聞
の
自
然
の
立
場
、
つ
ま
り
『
私
』
と

体
と
に
区
別
す
る
立
場
が
、
真
の
立
場
、
絶
対
的
立
場
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
哲
学
の
立
場
で
あ
る
U

(

根
本
命
題
日
)

「
自
己
だ
け
で
存
在
す
る
単
独
な
人
聞
は
、
人
聞
の
本
質
を
、
道
徳
的
・
存
在
者
と
し
て
の
自
己
の
う
ち
に
も
、
思
考
す
る
存
在
者
と
し

て
の
自
己
の
う
ち
に
も
、
も
っ
て
い
な
い
。
人
聞
の
本
質
は
、
た
だ
、
共
同
体
の
う
ち
に
の
み
、
人
間
と
人
聞
と
の
統
一
の
う
ち
に
の
み
、

含
ま
れ
て
い
る
|
|
こ
の
統
一
は
、
し
か
し
、
『
私
』
と
『
汝
』
の
区
別
の
実
在
性
に
の
み
基
づ
く
統
一
で
あ
る
U

(

根
本
命
題
目
)

「
孤
独
は
有
限
性
と
制
限
性
で
あ
り
、
共
同
性
は
自
由
と
無
限
性
で
あ
る
。
自
己
だ
け
で
存
在
す
る
人
聞
は
(
普
通
の
意
味
で
の
)
人

間
で
あ
る
が
、
人
間
と
と
も
に
あ
る
人
聞
は
|
|
『
私
』
と
『
汝
』
と
の
統
一
は
|
|
神
で
あ
る
U

(

根
本
命
題
印
)

『
汝
』
、
主
体
と
客

- 4 -

「
真
の
弁
証
法
は
、
孤
独
な
思
考
者
の
自
己
自
身
と
の
捗
話
で
は
な
い
。

そ
れ
は
、

『

f
九

時

レ

自

『

L
比

イ
+
布
』

L
乙

M
M口

の
聞
の
対
話
で
あ
る
日

(
根
本

命
題
臼
)

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
根
本
思
想
を
伝
え
る
『
将
来
の
哲
学
の
根
本
命
題
』
(
一
八
四
三
年
)
は
、

と
人
間
化
|
|
神
学
の
人
間
学
へ
の
転
化
と
解
消
で
あ
つ
が
い
と
い
う
第
一
の
命
題
に
は
じ
ま
り
、

「
近
世
の
課
題
は
神
の
現
実
化

「
真
の
、
首
尾
一
貫
し
た
理
性
的
神



学
」
で
あ
る
「
思
弁
哲
学
」

さ
ら
に
そ
の
思
弁
哲
学
の
完
成
態
で
あ
る
へ

l
ゲ
ル
哲
学
の
批
判
を
経
て
、

の
完
全
な
、
絶
対
的
な
、
矛
盾
の
な
い
解
消
L

で
あ
る
「
新
し
い
哲
学
」
、
つ
ま
り
「
愛
の
真
理
、
感
覚
の
真
理
に
基
づ
く
L

哲
学
」
を
提
唱
し
、
最
後
に
こ
の
新
し
い
哲
学
の
「
唯
一
普
通
に
し
て
最
高
の
対
象
」
で
あ
る
「
人
間
」
を
、
「
私
」
と
「
汝
」

い
う
形
で
提
示
す
る
。
冒
頭
に
引
用
し
た
四
つ
の
根
本
命
題
が
そ
れ
で
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
ら
の
諸
命
題
を
通
じ
て
、

の
批
判
、

「
神
学
の
人
間
学
へ

「
新
し
い

の
統
一
と

フ
ォ
イ
エ
ル

バ
ッ
ハ
の
求
め
た
寸
新
し
い
哲
学
」

の
核
心
が
ど
こ
ま
で
も
「
人
間
」
に

し
か
も
個
別
的
な
「
私
」
と
「
汝
L

の
統
一
と
し
て
の
人
間

に
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
よ
る
と
、

ω「
私
」
と
「
汝
」
を
区
別
す
る
立
場
こ
そ
真
の
哲
学

の
立
場
で
あ
り
(
根
本
命
題
目
)
、

ω「
私
」
と
「
汝
」
の
聞
の
対
話
が
「
真
の
弁
証
法
」
、
つ
ま
り
真
の
哲
学
す
る
こ
と
で
あ
り

本
命
題
臼
)
、

ω「
私
」
と
「
汝
」
の
区
別
に
基
づ
く
両
者
の
統
一
が
真
の
人
聞
の
本
質
で
あ
り

が
莫
の
神
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
真
の
宗
教
の
本
質
で
あ
る

根

(
根
本
命
題
目
て
さ
ら
に
そ
の
同
じ
統

「
本
質
的
」
に
1

1

つ
ま
り
「
種
に
お
い
て
」

「
人
類
と
将
来
の

- 5 

(
根
本
命
題
印
)
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
が
、

そ
れ
ま
で
の
「
古
い
哲
学
」
と

で
は
な
く
「
類
に
お
い
て
」
|
|
異
な
る
と
す
る
「
新
し
い
哲
学
」
、

要
求
に
か
な
っ
た
真
に
新
し
い
、
す
な
わ
ち
自
立
的
な
哲
学
」
(
根
本
命
題
臼
)
は
、
以
上
の
意
味
に
お
い
て
、
ま
ず
「
私
」
と
「
汝
」

と
を
区
別
し
、
そ
の
区
別
に
立
脚
し
つ
つ
、
そ
こ
か
ら
改
め
て
両
者
の
統
一
を
志
向
す
る
と
い
っ
た
哲
学
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
フ
ォ
イ

エ
ル
バ
ッ
ハ
に
よ
る
と
、
理
論
的
で
あ
る
と
同
時
に
実
践
的
な
哲
学
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
従
来
の
伝
統
的
な
キ
リ
ス
ト
教
に
と
っ
て
か
わ

「
新
し
い
哲
学
は
:
:
:
人
聞
の
哲
学
と
し
て
、
本
質
的
に
人
間
に
と
っ
て
の
哲
学
で
あ
る
。
|
|
そ
れ
は
、
理

論
の
尊
厳
と
自
立
性
と
を
損
う
こ
と
な
く
、
否
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
と
も
っ
と
も
緊
密
に
合
体
し
て
、
本
質
的
に
実
践
的
な
、
し
か
も
最
高

る
べ
き
宗
教
で
も
あ
る
。

の
意
味
で
実
践
的
な
傾
向
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
宗
教
に
と
っ
て
か
わ
っ
て
、
宗
教
の
本
質
を
自
己
の
う
ち
に
含
ん
で
い
る
。
そ
れ

は
、
実
際
に
、
そ
れ
自
体
、
宗
教
で
あ
る
J

」

(
根
本
命
題
臼
)

北
大
文
学
部
紀
要



フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
と
人
聞
の
問
題

と
こ
ろ
で
、

『
将
来
の
哲
学
の
根
本
命
題
』
か
ら
引
用
し
た
以
上
の
諸
命
題
は

い
ず
れ
も
き
わ
め
て
簡
潔
な
命
題
で
あ
り
、

そ
の
論
証
と
具
体
的
な
展
開
と
を
欠
い
て
い
る
。

い
わ
ば

一
体
ど
の
よ
う
な

思
考
の
過
程
を
経
て
、
J
私
L

と
「
汝
し
と
い
う
こ
の
根
本
思
想
に
到
達
し
た
伶
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
根
本
思
想
が
意
味
す
る
事
態
は
、
本
来
ど

公
式
の
形
で
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、

の
よ
う
な
事
態
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
改
ま
た
、

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
が
『
根
本
命
題
』
以
外
の
著
作
の
う
ち
で
も
繰
り
返
し
用
い
て
い

る
一
聯
の
基
本
的
な
対
概
念
と
、
す
な
わ
ち
個
と
類
(
普
遍
)
、
思
考
と
存
在
、
思
考
と
感
覚
、
理
性
と
感
官
と
い
っ
た
対
概
念
と
、
ど
の
よ
う

へ
l
ゲ
ル
哲
学
の
強
い
影
響
の
下
に
出
発
し
な
が
ら
も
、

そ
れ
に
批
判
的
に
対
決
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
独
自
の
形
態
を
も
つ
に
到
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
以
上
の
問
題
を
解
明
す
る

に
関
聯
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
般
に
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
思
想
は
、

た
め
に
も

ま
ず
そ
の

『
へ
|
ゲ
ル
哲
学
の
批
判
』

か
ら
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

6一

『
将
来
の
哲
学
の
根
本
命
題
』
に
先
立
っ
て
公
け
に
さ
れ
た

(
一
八
三
九
年
)
は
、

で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
へ

l
ゲ
ル
の
弟
子

で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
に
対
す
る
、

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
反
駁
に
は

へ
l
ゲ
ル
哲
学
こ
そ
は
「
哲
学
の
理
念
の
絶
対
的
現
実
」
で
あ
る
と
言
う
が
、

『へ

l
ゲ
ル
哲
学
の
批
判
』

へ
l
ゲ
ル
哲
学
が
そ

の
も
の
と
し
て
は
実
は
「
あ
る
特
定
の
、
特
殊
な
、
経
験
的
に
存
在
す
る
哲
学
」

に
よ
っ
て
「
絶
対
的
な
哲
学
し
で
あ
り
「
哲
学
そ
の
も
の
」

じ
ま
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
二
へ

l
ゲ
ル
主
義
者
」
は
、

し
か
し
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
よ
る
と
、
こ
の
よ
う
に
主
張
す
る
人
聞
は
、

「
ほ
か
の
点
で
い
か
に
明
敏
で
あ
る
に
し
て
も

い
っ
た
い



類
が
一
個
人
の
う
ち
に
、
答
術
が
一
芸
術
家
の
う
ち
に
、

て
可
諮
で
あ
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
認
を
認
指
し
て
い
な
い
点

が
一
物
学
者
の
う
ち
に
、
絶
対
的

さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
は
た

L

〆
時
〉

そ
も
そ
も
の
は
じ
め
か
ら
無
批
判
的
に
ふ
る
ま
っ
て
い
る
」
こ
と
に

へ
i
ゲ
ル
は
、
実
際
に
は
特
定
の
時
代
に

学
が
絶
対
的
で
あ
る
と
す
る
の
は
、
い
わ
ば
「
学
の
錨
域
で
の
化
身
論
」
℃
あ
っ
て
、
こ
れ

を
昆
る
キ
リ
ス
ト
教
の
考
え
と
、
執
念

な
る

G

た

の
一
懐
人
で
あ
り
、
特
定
の

で
み
る
が

そ
の
へ

i
M
/
ル
の
宵

の
う
ち
に
現
わ
れ
た
特
定
の
一
鍾
人
l

イ
エ
ス
t
i
に
「
人
類
の

に
す
句
令
。

「
化
身
と
壁
史
と
は
絶

の
世
で
は
ま
だ
完
全
性
に
到
議
し
て
い
な
い
の
で

だ
が
し
か
し

対
に
湾
立
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

あ
っ
て
、
人
類
の

ブ
ォ
イ
エ
ル
パ
ツ
ハ
の

で
は
、
人
類
は
宇

で
に
あ
る
特
定

廃
棄
さ
れ
た
こ
と
に
な
っ
、

の
う
ち
に
現
わ
れ
だ
と
す
る
と
、
実
は
そ
れ
と
と
も

あ
る
神
が

に
そ
れ
か
ら
後
の
時
間

そ
れ
に
よ
っ

ま
た
そ
の
進
行
を
停
止
し
た
こ
と
に
な
る
か
ら
で

ふ
め
ヲ
ハ
》
。

「
神
性
そ
の
も
の
が
壁
史
ゃ
っ
ち
に

と
さ
、
歴
史
は
お
わ
る
。

み

-7 -

だ
が
も
し
歴
史
が
そ
れ
ま
で
と
附
同
じ
よ
う
に
そ
の

九

知

山

)

を
続
け
る
と
し
た
ら
、
突
事
上
嬢
史
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
化
身
論
は
否
定
さ
れ
て
い
る
ん
。
し
た
が
っ
て
ま
た
、
フ
ォ
イ
エ
ル
パ
ヅ
ハ
に

よ
る
と
、
「
使
徒
や
毅
拐
の
々
リ
ス
ト
教
捷
た
ち
が
も
っ
て
い
た
、
終
末
は
近
い
と
い
う
信
仰
は
、
か
れ
ら
の
化
身
論
と
き
わ
め
て
密
接

に
結
び
つ
い
て
い
た
」
の
で
あ
る
。

・η

へ
i
ゲ
ル

た
絶
対
的
な
哲
学
と
み
な
さ
れ
る
な
ら
ば
、
事
情
は
ま
っ
た
く
右
と
間
様
に
な
る
。
「
も
し
へ

i
ゲ
ル
哲
学

は
、
待
問
の
静
止
と
い
う
結
果
を
必
然
的
に
伴

に
お
け
る
理
性
の

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
し
時
詩
が
そ
れ
ま
で
と
部
じ
よ
う
に
そ
の
悲
し
む
べ

学
が
絶
対
牲
と
い
う
述
語
を
失
う
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
ば
ら
く
来
る
べ
き
数
按
紀
の
未
来

が
、
哲
学
の
理
念
の
絶
対
的
現
実
ぞ
あ
る
と
す
れ
ば
、
へ

i
ゲ
ル

み
を
続
け
る
と
し
た
ら
、

ヘ
ー
ゲ
ル

い
て
考
え
て
み

ト
ム
伊
よ
a
p
o

そ
グ}

は
、
す
?
に
時
間
附
か
ら
見
て
も
、

f¥  

ゲ

lレ

わ
れ
わ
れ
に
な
じ
み
の
薄
い

一
つ
の
器
象
的
哲
学
で
は
な
い
で

北
大
文
学
部
紀
要



フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
と
人
間
の
問
題

あ
ろ
、
7
か。

(
泣
)

わ
れ
わ
れ
は
別
の
時
代
の
哲
学
を
わ
れ
わ
れ
の
哲
学
、
現
代
の
哲
学
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
己
フ
ォ
イ
エ
ル

ま
ず
、
」
う
し
た
観
点
か
ら
、

「へ

l
ゲ
ル
哲
学
が
実
際
に
は
あ
る
特
定
の
特
殊
な
哲
学
で
あ

るノf

こツ
とハ
グ〉グ〉

証『
明 へ
を |
試 ゲ
み ル

P言霊
一子

グ〉グ〉

で批
あ判
る』
。lま

て
い
る
に
で
あ
り

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
よ
る
と
、
歴
史
上
あ
る
特
定
の
時
代
に
位
置
す
る
哲
学
は
、

つ
ね
に
あ
る
特
定
の
前
搭
を
も
っ
て
は
じ
ま
る
。

つ
ね
に
そ
れ
に
先
行
す
る
特
定
の
哲
学
と
関
連
し

し
た
が
っ
て
そ
れ
は
ま
た

へ
l
ゲ
ル
哲
学
と
い
え
ど
も
、
こ
の

へ
l
ゲ
ル
主
義
者
は
、

れ
は
「
い
か
な
る
特
殊
な
は
じ
ま
り
か
ら
で
も
な
く
、
純
粋
に
無
規
定
的
な
も
の
か
ら
、

す
る
。
後
に
触
れ
る
よ
う
に
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、

へ
l
ゲ
ル
哲
学
は
「
純
粋
な
存
在
」
か
ら
は
じ
ま
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ

(
却
)

は
じ
ま
り
そ
の
も
の
か
ら
は
じ
ま
る
」
と
主
張

鉄
則
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
右
い
。

へ
l
ゲ
ル
が
そ
の

『
論
理
学
』
の
は
じ
め
に
置
く
「
存
在
」
は
|
|
へ

l
ゲ
ル
が

言
う
よ
う
に

1
1
J無
規
定
的
直
接
的
な
も
の
で
は
決
し
て
な
く
、
す
で
に
思
考
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
と
す
る
が
、

そ
れ
は

- 8  

そ
れ
と
し
て
、

で
は
へ
|
ゲ
ル
は
な
ぜ

「
そ
れ
自
身
も
し
く
は
学
の
上
で
最
初
の
も
の
」
に
こ
だ
わ
り
、

そ
れ
に
哲
学
の
は
じ
ま
り
を
置

」
う
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
よ
る
と

そ
れ
は
実
は

へ
l
ゲ
ル
の
哲
学
が

「
哲
学
の
関
心
が
根
本
に
お
い

て
た
ん
に
体
系
的
形
式
的
な
も
の
で
、
実
質
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
立
場
に
、
す
な
わ
ち
学
の
上
で
最
初
の
も
の
は
何
か
と
い
う
聞
が

(
お
)

最
初
の
問
で
あ
っ
た
立
場
」
に
、

へ
l
ゲ
ル
に
先
立
つ
フ
ィ
ヒ
テ
の
知
識
学
の
立
場
に
、
関
連
し
、
そ
れ
に
依

拠
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
無
前
提
か
ら
出
発
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
へ

l
ゲ
ル
哲
学
は
、
哲
学
が
学
と
し
て
無
前
提
で
あ
る
べ
き
こ
と

や
は
り
特
定
の
前
提
か
ら
出
発
し
て
い
る
、
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
限

つ
ま
り
歴
史
的
に
は

に
固
執
す
る
と
い
う
、

ま
さ
に
そ
の
点
に
お
い
て
、

り
で
は
、

あ
る
特
定
の
時
代
の
特
定
の
哲
学
に
連
関
し
、

(
描
)

し
た
が
っ
て
有
限
な
性
格
を
も
た
ざ
る
を
え
な
い
」
の
で
あ
る
。

へ
l
ゲ
ル
哲
学
と
い
え
ど
も
、

そ
れ
に
続
い
た
の
で
あ
っ
て
、

「
そ
れ
自
身
特

{
疋
の
、



わ

ちと
体・こ
系・ろ
カぎ て"

哲 フ
学 オ
のイ
本エ
質 ル
でパ
あ ツ
るハ
と グ 〉

す批
る半iJ

lま

さ
ら
に
す
す
ん
で
、
無
前
提
か
ら
出
発
す
る
哲
学
の
方
法
や
そ
の
学
的
叙
述
が
、
す
な

へ
ー
ゲ
ル
哲
学
そ
の
も
の
の
あ
り
方
に
む
け
ら
れ
る
。

(
問
“
)

こ
れ
ま
で
に
現
わ
れ
た
も
っ
と
も
完
全
な
体
系
」
で
あ
る
が
、
し
か
し
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
よ
る
と
、
「
お
わ
り
に
お
い
て
一
そ
の

は
じ
め
に
帰
る
」
円
運
動
を
特
徴
と
す
る
「
体
系
的
思
考
」
は
、
「
思
考
そ
れ
自
体
、
本
質
的
思
考
で
は
な
く
、
た
ん
に
自
ら
を
叙
述
す

(
却
や

る
思
考
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
」
か
ら
、
「
思
考
そ
れ
自
体
」
と
そ
の
「
叙
述
」
も
し
く
は
「
論
証
」
と
は
、
こ
れ
を
区
別
し
て
考
、
え
る
必
要

「他

「へ

l
ゲ
ル
哲
学
は
、
実
際
に
ま

た

そ
れ
が
「
自
己
活
動
」
と
見
ら
れ
る
限
り
で
は
、

(
泊
)

人
は
だ
れ
も
私
の
か
わ
り
に
思
考
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
。
だ
が
こ
れ
に
対
し
て
、
「
私
の
言
う
こ
と
が
真
実
で
あ
る
こ
と
を
示
す
」

(
却
)

「
論
証
」
は
、
「
他
人
に
対
す
る
思
想
の
媒
介
活
動
の
う
ち
に
の
み
、
そ
の
根
拠
を
も
っ
」
。
私
が
私
の
思
想
を
私
の
著
作
の
う
ち
で
叙

述
し
た
り
、
論
証
し
た
り
す
る
場
合
に
、
私
は
そ
れ
を
な
に
も
私
の
た
め
に
叙
述
し
た
り
、
論
証
し
た
り
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
他
人

の
た
め
に
、

が
あ
る
。

「
思
考
」
は
、

た
し
か
に
、

「
一
つ
の
直
接
的
な
活
動
」

で
あ
っ
て
、

つ
ま
り
私
の
思
想
を
理
解
し
て
く
れ
る
ひ
と
の
た
め
に
、
叙
述
し
論
証
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
論
証
」
と
は
、
か
く
し
て
、

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
よ
る
と
、
「
思
想
そ
の
も
の
の
う
ち
で
の
、
ま
た
思
想
そ
の
も
の
の
た
め
の
思
想
の
媒
介
で
は
な
く
、
私
の
も
の

で
あ
る
限
り
で
の
私
の
思
考
と
、
他
人
の
も
の
で
あ
る
限
り
で
の
他
人
の
思
考
と
の
聞
の
、
言
語
に
よ
る
媒
介
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

ま
た
、
個
人
に
お
け
る
思
考
と
そ
の
論
証
と
が
直
接
的
に
同
一
視
さ
れ
る
体
系
に
お
い
て
は
、
た
と
え
そ
こ
で
「
弁
証
法
」
と
呼
ば
れ
る

方
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
上
述
の
意
味
で
の
「
対
話
」
で
は
な
く
、
所
詮
は
「
孤
独
な
思
考
者
の
自
己
自
身
と
の
独
話
L

- 9 ー

(
根
本
命
題
臼
)
に
す
ぎ
な
い
、

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
私
は
、
私
の
思
想
を
、
な
ぜ
他
人
に
対
し
て
論
証
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
私
が
、
「
私
の
思
想
が
た
ん
に
私
の

も
の
で
は
な
く
て
思
想
そ
れ
自
体
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
私
の
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
他
人
の
思
想
で
も
あ
り
う
る
こ
と
」
を
確
証
す
る

北
大
文
学
部
紀
要



フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
と
人
聞
の
問
題

た
め
に
で
あ
る
。

「
ム
岡
町
立
一
土

三
一
ロ
三
=
ロ
↑

J

そ
の
意
味
に
お
い
て

「
理
性
の
同
一
性
の
認
識
へ
導
く
『
私
』
と

『
汝
』
と
の
媒
介
レ
で
あ
る
。
で
は

さ
ら
に
言
っ
て
、
私
は
な
ぜ
「
私
の
思
想
」
が
自
他
に
共
通
な
「
思
想
そ
れ
自
体
」
で
あ
る
こ
と
を
確
証
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
、
私
が
、
私
の
思
想
が
た
ん
に
私
の
思
想
に
、
他
と
切
り
離
さ
れ
た
孤
独
な
私
の
み
の
思
想
に
、
そ
の
意
味
で
の
い
わ
ゆ
る
「
主

観
的
」
な
思
想
に
、

と
ど
ま
る
こ
と
を
欲
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
内
的
欲
求
は
、

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
よ
る
と
、
実
際
に
「
伝
達

「
伝
達
の
衝
動
は
、
あ
る
根
源
的
な
衝
動
で
あ
り
、
真
理
の
衝
動
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
た
だ
他
人
を

通
じ
て
の
み
:
:
:
:
わ
れ
わ
れ
自
身
の
事
柄
の
真
理
を
意
識
し
、
確
信
す
る
よ
う
に
な
る
。
真
な
る
も
の
は
、
私
だ
け
の
も
の
で
も
な
け
れ

一
般
的
で
あ
る
。
思
想
は
、

の
衝
動
」
と
な
っ
て
現
わ
れ
る
。

ば
、
汝
だ
け
の
も
の
で
も
な
く

『

1凶
レ

-

1
』

E

『
汝
』
と
が
一
致
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
真
の
思
想
で
あ
る
。

こ
の
一
致
が
真
理
の
確
証
で
あ
り
、
徴
表
で
あ
り
、
肯
定
で
あ
る
の
は
、

(引さ

に
よ
る
の
で
あ
る
。
」

た
だ
こ
の
一
致
そ
の
も
の
が
す
で
に
真
理
で
あ
る
と
い
う
理
由

-10 

「
私
」
と

「汝
L

「

伝

達

の

衝

動

」

は

、

そ

の

根

源

に

お

い

て

、

の

一

致

を

目

差

す

衝

動

で

あ

る

。

し

か

し

ま

た

逆

の
一
致
が
「
そ
の
も
の
と
し
て
す
で
に
真
理
で
あ
る
」
か
ら
こ
そ
、
私
の
う
ち
に
伝
達
の
衝
動
が
生
ず
る
の
で
あ

「

F
h

レ

一

「

L
片

手」

2

、、

る
。
私
が
単
独
に
私
の
み
で
存
在
す
る
こ
と
が
そ
の
こ
と
と
し
て
す
で
に
真
理
で
あ
る
な
ら
ば
、
私
の
う
ち
に
伝
達
の
衝
動
は
生
じ
な
い

で
あ
ろ
う
。

ま
た
か
り
に
私
が
単
独
に
存
在
す
る
こ
と
が
真
理
で
あ
る
と
し
て
、

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
う
し
た
衝
動
が
生
ず
る
と
す

れ
ば

そ
れ
が
な
ぜ
私
の
う
ち
に
生
ず
る
か
を
説
明
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
個
と
類
と
い
う
対
概
念
を
用
い

て
説
明
す
る
な
ら
ば
、
個
と
し
て
の
私
に
「
私
」
と
「
汝
」
と
の
一
致
を
目
差
す
類
の
力
が
働
き
か
け
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
事
実
フ
ォ

イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
よ
る
と

「
論
証
の
意
義
は
言
語
の
意
義
と
無
関
係
に
は
理
解
で
き
な
い
」

の
で
あ
る
が
、

と
こ
ろ
で
言
語
の
機
能
は

何
に
あ
る
か
と
言
え
は
、

と

汝

と

を
媒
介
す
る
こそ
とつれ
」ごは

「
類
を
実
現
す
る
こ
と
」
に
、
つ
ま
り
「
個
人
的
分
離
を
廃
棄
し
て
類
の
統
一
を
実
現
す
る
た
め
に
『
私
』

あ
る
の
で
あ
る
。



以
上
の

も
し
く
は

え
を
集
約
し
て
、

爵
じ
こ
も
っ
た

ブ
ォ
イ
エ
ル
パ
ツ
ハ
同
川
、
「
論
証
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
結
論
ナ
る
。
「
論
証
と
は
、

の
、
自
己
自
身
に
対
す
る
関
係
で
は
な
く
、
思
考
者
の
地
入
に
対
す
る
関
係
で
あ
る
。
論
一
祉

の
形
式
そ
の
も
の
、
す
な
わ
ち
完
的
な
思
考
界
煎
も
し
く
は
認
識
作
用
の
形
式
で
は
な グ〉

も
し
く
は
推
理
の
様
式
は
、
し
た
が
っ
て
、

.

〔

描

V

く
、
思
想
の
め
形
式
に
す
ぎ
な
い
U

そ
れ
ゆ
え
に
ま
た
、

わ
れ
わ
れ
は
、

れ
た
哲
学
の
一
体
系
を
、
叙
述
さ
れ
た
ま
ま
の
そ

い
か
え
れ
ば
、
哲
学
は
、

れ
わ
れ
の
知

の
形
態
を
、
無
批
判
的
に
「
哲
学
そ
の
も
の

れ
aた

あ
る
い

れ
た

白

葉
のと
も み
と な
にし
東て
縛は
すな

" わ
さ な
でい
はこ
なと

」ぎな
o る

へ
と
外
化
さ

性
を
、

「
日
伝
達
さ
れ
た
思
想
」
は
、

そ
れ
は
つ
ね
に
「
精
神
を
殺
す
働
急
い
を
も
っ
て
い
る
。
は
A
A

」
れ
た
体
系
は
、
い
ず
れ
も
寸
理
性
の

門
施
V

「
理
性
の
得
体
L

で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
も
し
こ
う
し
た
体
系
を
、
哲
学
的
思
索
の
た
め
の
手
段
と
し
て
で
は
な
く
、
目
的

と
し
て
扱
う
な
ら
ば
、
つ
ま
り
「
間
接
的
に
し
て
形
式
的
な
思
考
」
を
「
直
接
的
に
し
て
線
源
的
な
、
実
繋
約
な
思
考
」
に
護
ち
か
え
る

ハ
謁
V

そ
れ
は
「
精
神
と
文
字
と
の
を
不
可
能
に
す
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
、
プ
ラ
ト
ン
に
議
制
臥
し
た
ブ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ

に
寸
ぎ
ず
、

れ
た
思
想
」
で
あ
っ
て
、

11 

な
ら
ば
、

の
姿
令
見
出
す
で
あ
ろ
う
。

れ
た
体
系
と
し
て
の
へ

i
ゲ
ル
哲
学
会
絶
対
的
な
哲
学
と
み
る
へ

i
ゲ
ル
主
義
者
は
、
す
べ
て
こ
の
点

に
お
い
て
す
で
に
過
っ
て
い
る
。

「
体
系
を
い
わ
ば
理
性
そ
の
も
の
に
寸
る
」

〔
机
W

)

の
も
の
に
、
相
対
的
を
目
的
を
務
穫
の
闘
的
に
し
た
」
。

こ
の
よ
う
に
「
へ

i
ゲ
ル
が
す
べ
て
を
叙
述
の
う
ち
に
搾
し
込
め
、
:
:
:
:
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
あ
る
知
性
に
訴
え
か
け
な
い
と
い
う
点
に
、

の
、
そ
し
て
究
極
の
密
拠
が
あ
る
」
の
で
あ
る
。

へ
l
ゲ
ル
主
義
者
だ
け
で
は
な
い
。

へ
i
ゲ
ル

}
と
に
よ
っ
て

「
形
式
を
本
賞
に
、
思
想
の
能
人
に
対
す
る

形

式

主

義

と

の

無

援

と

は
、
こ
の
よ
う
に
、
ブ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
よ
る
と
、

れ
る
、

あ
く
ま
マ
も
「
思
考
者
の
銭
入
に
対
す
る
関
係
L

で
あ
っ
て
、

「
思
考
者

グ〉

対
す
る
関
係
」
で
は
な
い
。

だ
が
し
か
し
、
事

の
こ
と
は

に
お
い
て
も
は
た
し
て
そ
の
と
お
り
で
あ
ろ
う
か
。
哲
学

北
大
文
学
部
紀
委



フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
と
人
間
の
問
題

者
が

ぬ
け
ら
の
思
想
を
論
証
し
た
り
叙
述
し
た
り
す
る
擦
に
は
、

か
れ
は
飽
人
と
で
は
な
く
、

や
は
り
自
分
自
身
と
対
話
し
て
い
る

め
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

れ
ん
と
、
え
ば
、

プ
ラ
ト
ン
の
対
話
篇
は
、
表
面
的
に
は
対
話
と
い
う
形
態
を
と
っ
た
作
品
で
み
る
に
し
て
も
、

プ
ラ
ト
ン
が
ひ
と
り
書
斎

し
て
叙
連
し
た
も
の
で
あ
る
限
り
は
、

プ
ラ
ト
ン
と
プ

実
捺
に
行
わ
れ

で
は
な
く
、

ろ ラ
う ト
iJ為{ン
。ぎと

だの

が対
フ話
オ -e
イ あ
ニL り
Jレ 、
ノf そ
ツれ
ハ は
は

は
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
一
言
、
7

寸
諜
独
な
思
考
者
の

の
独
話
」

で
は
な
い
で
あ

そ、
7
は

t

、o

t
a
L
 

た
し
か
に
人
聞
は

「
自
分
自
身
全
ひ
と
り
の
人
間
と
知
り
、
自
分
を
白

分
か
ら
区
部
し
、
自
分
自
身
に
対
し
て
他
人
で
あ
る
こ
と
が
で
き
、
こ
う
し
て
司
分
自
身
と
話
し
あ
い
、
語
り
あ
う
L

O

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
よ
る
と
、

し
か
し
こ
れ
は
、

ま、

で
あ
っ
て
、

《
砧
)

「
た
ん
な
る
部
次
的
現
象
」
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
あ
る
い
は
ま
た
、
到
の
叙
述
に
よ
れ
ば
、

一
一
種
の

冒
と
っ
汝
」
と
の
媒
介
と
い
う
論
-
誌
の
根
源
的
機
能
か

「
理
性
は
人
認
と
人
間
と
が

語
り
あ
う
と
こ
ろ
で
の
み
発
生
す
る
い
の
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
「
思
考
に
は
線
源
的
に

者
が
必
要
で
あ
る
い
。

そ
し
て
人
聞
は
後
に
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な
っ
て
、

つ
ま
り
「
一

い
文
化
の
立
場
に
立
っ
て
は
じ
め
て
自
己
を

の
で
あ
る
。
だ
が
こ
う
し
た

。
人
間
は
そ
こ
で
は
と
め
て
「
自
迅
の
な
か
で

や
発
生
問
題
は
も
そ
れ
ほ
ど
蒙
要
な

ブ
ォ
イ
エ
ル
パ
ツ
ハ
に
と
っ
て
本
来
熊
露
な
の
は
、
論
証
や
叙
述
が
事
実
上
ひ
と
り
の
人
揮
に

よ
っ
て
な
さ
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
自
ら
の
思
想
を
論
粧
し
叙
述
す
る
哲
学
教
が
、
そ
の
捺
そ
れ
を
受
取
る
他
人
が
自

で
あ
る
と
い
う
こ
と
そ
、
根
本
的
な
前
提
と
し
て
い
る
か
ど
う
か
、

協
己
に
対
し
て
、
他
人
の
役
割
を
演
ず
る
こ
と
が
で
き
る
」

こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

な
ぜ
な
ら

分
と
は
本
質
的
に

っ
た
他
人
で
あ
り
、

に
対
す
る

そ
し
て
そ
う
し
た
自
覚
の
よ
に
怠
っ
て
、
思
想
そ
の
も
の
に
お
い
て
「
私
」
と

と
の
統
一
を
求
め
て
い
る
か
ど
う
か

と
い
、
7

ぞ
れ
は
さ
ら
に
き
か
の
ぼ
れ
ば
、
論
証
や
叙
述
を
試
み
る
哲
学
者
が
、

学
の
立
場
」
に
、
す
な
わ
ち
「
『
私
行
と
ブ
汝
』
と
に
区
制
す
る
に
、
立
持
し
て
い
る
か
否
か
に
あ
る
、

と
だ
か
ら
で
あ
る
。

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の

「
給
対
的
な
哲

と
ホ
立
回
っ
て
よ
い
。
も
し



足
」
で
あ
り
、

そ
の
哲
学
者
が
そ
う
し
た
立
場
に
で
は
な
く
、
聞
夕
、
き
れ
た
「
自
我
」
の
立
場
に
立
縛
し
て
い
る
な
ら
、

「
自
己
自
身
に
開
閉
じ
こ
も
っ
た
思
懇
の
自
己
自
身
と
の
関
係
」
に
す
ぢ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

ハ
が
論
誌
を

め
で
お
る
。

と
こ
ろ
で
、

恕
さ
れ
て
い
る
。

る
日
岡
山
総
仰
の

証
さ
れ
る
、

そ
の
叙
述
は

フ所
オ詮
イは
コこ 叩 1

1レ 自
パ 己
ツ j葬者

と
「
汝
」
と
の
媒
介
と
し
て
提
え
る
の
は
、
す
で
に
自
ら
を
そ
の
「
新
し
い

の
立
場
に
据
え
て
い
る
か
ら
な

を
区
別
特
ナ
る
以
上
の
論
議
の
う
ち
に
は
、
す
で
に
態
考
も
し
く
は
思
想
の
客
観
性
に
つ
い
て
の
問
題
が
提

っ
て
、
み

と
『
汝
』
と
が
一
致
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
真
の
思
想
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
逆
に

ひ
と
り
の
人
間
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、

J
私
L

と
「
汝
」
と
い
う
援
数
の
人
間
を
も
っ
て
は
と
め
て
保

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
続
方
を
さ
ら
に
拡
大
し
て
ゆ
く
と
、
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
が
真
理
に
つ
い
て
日
常
懐
い
て
い
る
索

に

、

そ

れ

が

す

で

に

普

遜

妥

当

詮

を

内

含

す

る

限

り

で

万

人

の

認

め

る

も

の

で

あ

り

、

会

人

類

が

承

認

す

「
思
想
は

-
客
観
性
は
、

内司
唱
え

つ
ま
り
真
理
と
は
、

る
思
想
ゆ
}
そ

に
雰
観
的
普
遍
的
な
思
想
の
名
に
依
す
る
と
い
う
考
え
に
、
い
た
る
で
あ
ろ
う
。

は
真
理
で
は
な
く
、
ま
し
て
や
ひ
と
り
の
人
関
の
思
い
つ
き
が
そ
の
ま
ま
℃
真
理
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

ブ
+
7
4
・
ェ
ル
バ
ッ
ハ
も

部
の
人
間
の
み
が
掌
中
に
す
る
真
璃

の こ
う
し
た
素
朴
な
信
念
を
胸
中
に
懐
い
て
い
た

ブ
ォ
イ
エ
ル

致
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
む
し
ろ
「
私
」
と
寸
汝
」
の

バ
ッ
ハ
が
、
「
私
」
に
と
っ
て
は
他
人
は
た
と
え
た
だ
一
人
で
も
そ
れ
だ
け
で
会
人
類
会
代
表
し
う
る
と
考
え
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ

《
日
明
日

う

。

あ

る

い

は

ま

だ

、

「

一

ご

は

「

多

」

の

原

理

で

あ

り

、

そ

の

意

味

で

ま

た

「

一

る
。
だ
が
し
か
し
、

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、
真
理
の
普
通
性
に
関
し
て
全
人
類

致
と
い
う
こ
と
の
ほ
う
を
強
瑠
附
す
る
。
こ
れ
は
一
つ
に
は
、

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
よ
る
と
、

は
「
多
」
を
代

い《表
。きす

る

と
が
で
き
る

だ
が
こ
れ
に
対
し
て
、

J
L
は
そ
れ
だ
け
で
は
「
多
」
と
は
な
ら
ず
、

個
人
と
し
て
の
こ
の
私
が
心
に
嬢
く
悪
説
は
、
そ
れ
だ
け
と
し
て
は
、

北
大
文
学
部
紀
婆

「
多
い
を
代
表
す
る
こ
と
も
で
き
な

つ
ま
り
「
汝
」
と
い
う
他
者
の
謀
介
を
経
な
い
直
接
態
と



ブ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
と
人
間
の

し
て
は
、
白
地
に
共
通
な
人
類
の
思
想
で
は
な
く
、

そ
う
し
た
窓
味
で
の
普
通
性
・
饗
観
性
を
自
ら
に
そ
な
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ

が
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず

i
iと
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
考
え
る
1
1ー
一
般
に
「
自
殺
一
を
出
発
点
と
し
基
盤
と
す
る
近
世
哲
学
は
、
「
汝
」

続
し
、
自
我
の
思
恕
を
直
接
人
類
の
思
想
と
し
て
潤
鵠
す
る
。

の
媒
介
を
無
鵠
し
て
「
錨
」
と
し
て
の
自
我
を
寵
接
「
類
L

と
同

ル
哲
学
を
頂
点
と
す
る
近
世
背
学
一
般
に
対
し
て
の
、
引
い
て
は
ま
た
、
そ
う
し
た
思
想
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る
キ
リ
ス
ト
教
に
対
し
て

の
ワ
ォ
千
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
批
判
は
、
も
っ
ぱ
ら
そ
こ
ぞ
の
こ
う
し
た
個
と
類
と
の
直
接
的
無
媒
介
的
統
一
に
む
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ

て
、
そ
こ
か
ら
ま
た
、

ノ¥

ゲ

フ
ォ
イ
エ
ル
パ
ツ
ハ
が
思
想
の

-
答
観
性
の
間
同
銀
に
隠
し
て
も
、
人
類
と
い
う
普
遍
者
の
か
わ
り
に
特

に
「
人
類
の
代
表
者
」
で
あ
る
地
者
l
i
l
「
汝
」
の
存
在
を
強
調
し
た
所
以
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

ブ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
ま
だ
、
主
と
し
て
科
学
的
自
然
認
識
の
例
に
徴
し
て
、
借
入
の
知
的
能
力
の
有
限
強
を
指
檎
し
、
全
体
的
真
理

に
い
た
る
た
め
に
は
自
飽
の
協
力
が
必
要
で
あ
る
こ
と
会
強
調
す
る
こ
自
然
科
学
の
領
域
は
、
そ
の
最
的
範
翻
か
ら
し
て
、
鰐
々
の
人
間

に
は
ま
っ
た
く
見
渡
ず
こ
と
の
守
き
な
い
、
は
か
り
知
れ
な
い
も
の
，
寸
で
あ
る
。
ひ
と
り
の
人
間
が
す
べ
て
を
同
時
に
見
通
す
な
ど
と
い

う
こ
と
は
、
ま
っ
た
く
不
可
能
と
一
這
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
し
か
し
、
「
個
々
の
人
間
関
が
知
る
こ
と
が
で
き
ず
、
な
す
こ
と
が
で
き

(
絡
)

な
い
こ
と
も
、
人
間
同
が
協
同
す
れ
ば
知
る
こ
と
が
で
き
、
な
す
こ
と
が
で
き
る
」
。
あ
る
い
は
ま
だ
、
地
球
上
の
離
れ
た
点
か
ら
同
何
時
に

苅
一
の
昼
を
観
測
す
る
場
合
の
よ
う
に
、
「
ひ
と
り
の
人
間
だ
け
に
と
っ
て
絶
対
に
不
可
能
な
こ
と
が
、
二
人
の
入
障
に
と
っ
て
は
可
能
で

(

川

田

)

あ
る
¥
総
じ
て
「
四
本
の
チ
」
は
「
一
一
本
の
ヰ
ア
」
よ
り
も
多
く
の
こ
と
を
な
す
が
、
「
四
個
の
眼
い
も
ま
た
「
二
繍
の
限
L

よ
り
も
多
く
の
も
の
を

〈お山

見
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
こ
の
結
合
さ
れ
た
カ
は
、
た
ん
に
量
的
に
だ
け
で
は
な
く
、
紫
的
に
も
ま
た
、
個
々
の
カ
か
ら
区
関
さ
れ
る
?
人
間

の
カ
は
個
々
の
も
の
と
し
て
は
鰐
限
さ
れ
た
カ
で
あ
る
が
、
結
合
さ
れ
る
と
無
限
の
力
で
あ
る
。
個
人
の
知
は
制
犠
き
れ
て
い
る
が
、
務
性

け
だ
し
そ
れ
は
人
類
の
共
同
的
作
用
だ
か
ら
で
あ
る
己
ブ
才
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
が
好
ん
で
山
引
用
し
た
ゲ
!

や
科
学
は
制
限
さ
れ
て
い
な
い
。

-14 



ア
グ〉

、
「
た
だ
人
類
全
体
の
み
が
自
然
を
認
識
し
、

た
だ
人
類
全
体
の
み
が
人
間
的
な
も
の
を
生
き
る
」
と
い

で
あ
っ
た

備
と
類
と
を
直
接
に
関
一
視
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
こ
う
し
た
経
験
的
事
実
的
な
組
に
お
い
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。

個
人
の
知
的
能
力
は
有
限
℃
み
る
が
、
人
類
の
結
合
さ
れ
た
そ
れ
は
無
限
で
あ
る
。
私
の
知
力
は
制
限
さ
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
こ
の
鱗

践
は
他
人
の
知
力
の
鵜
限
と
同
一
で
は
な
く
、
ま
し
て
や
私
の
知
力
の
縦
般
が
た
だ
ち
に
人
類
す
べ
て
の
知
力
の
制
限
で
あ
る
わ
け
で
は

な
い
。
あ
る
時
代
の
人
龍
に
と
っ
て
不
可
解
な
こ
と
も
、
来
る
べ
き
持
代
の
人
格
に
と
っ
て
は
理
解
可
能
と
な
る
。
私
と
い
う
傾
人
の
生
命

要
す
る
に
「
自
ら
の
類
念
総
限
す
る
こ
と

は
ふ
為
る
時
代
に
接
、
わ
れ
て
い
る
が
、

人
類
の
生
命
は
そ
う
し
た
形
で
は
繰
ら
れ
て
は
い
な
い

が
で
き
る
と
い
う
個
人
の

Agv 

あ
る
。
だ
が
ブ
ォ
イ
エ
ル
パ
ツ
ハ
に
よ
る
と
、
キ
リ
ス
ト
教
詫
は
、
孤
立
し
た
織
の
立
場
で
制
御
と
類
と
を
直
接
的
に
し
て
無
差
別
な
統
一

性
に
お
い
て
捉
え
る
か
ら
、
鶴
め
有
線
性
は
た
だ
ち
に
類
の
有
限
性
と
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
本
来
は
人
類
の
所
有
す
る
無
限
の
能
力
が
人
間

は
ま
っ
た
く
の
燈
妄
で
あ
っ
て
、
「
類
は
制
限
さ
れ
て
い
ず
、
た
だ
鏑
入
の
み
が
制
限
き
れ
て
い
る
」
の
で

15 -

か
ら
疎
外
さ
れ
て
人
間
と
は
異
な
る
一
存
在
者
に
、
す
な
わ
ち
「
神
」
に
、
帰
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
が

吋
キ
リ

と

同

「
神
性
」
の
識
念
は
「
人
類
」
と
い
う
機
念

で
あ
り
、
抽
仰
の
規
定
は
す
べ
て
人
類
の
規
定
で
あ
る
。
神
は
こ
の
よ
う
に
本
来
は
人
組
の
頚
慨
入
念
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
「
個
.

(
出
w

か
ら
区
制
約
さ
れ
て
類
と
し
て
存
在
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
類
し
で
あ
り
、
し
か
も
ふ
た
た
び
神
と
い
う
人
間
関
と
は
異
っ
た
一
人
格
に
お

い
て
「
個
体
化
祭
れ
た
類
」
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
限
り
で
は
そ
れ
は
す
で
に
内
に
矛
盾
を
含
む
概
念
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ブ
ォ

イ
エ
ル
パ
ツ
ハ
の
キ
リ
ス
ト
教
批
判
の
一
切
の
要
は
、
こ
の
点
に
あ
る
。
「
わ
れ
わ
れ
は
、
神
は
類
概
念
と
し
て
人
格
化
も
し
く
は
儲
体
化

さ
れ
た
類
慨
念
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
と
い
う
認
識
の
う
ち
に
、
神
学
の
あ
ら
ゆ
る
秘
措
を
解
く
鍵
を
も
ち
、
神
学
の
あ
ら
ゆ
る
不

〔
叫
山
w
v

明
性
と
不
可
解
性
に
つ
い
て
の
解
鳴
を
も
ち
、
ひ
と
び
と
を
迷
わ
せ
る
あ
ら
ゆ
る
矛
盾
と
困
難
の
解
決
を
も
っ
て
い
る
日
鵠
と
し
て
の
人

ス
ト
教
の
本
質
』
や
そ
の
後
の
著
作
で
繰
り
返
し
強
寵
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
し
た
が
え
ば
、

北
大
文
学
部
紀
要



ブ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
と
人
閉
め
問
題

簡
が
他
の
罷
と
し
て
の
人
間
令
煤
介
と
し
な
い
で
有
限
な
自
己
を
直
接
的
に
類
と
し
て
の
人
潤
と
同
一
視
す
る
逃
程
は
、
地
方
に
お
い
て
、

人
詞
の
本
来
無
限
な
類
を
自
己
か
ら
分
離
し
、
そ
れ
を
人
関
と
は

っ
た
神
と
し
て
表
象
す
る
過
程
で
も
あ
る
。

つ
ま
り
鯛
と
類
と
を
直

る
こ
と
は

か
え

て
現
実
の
舗
と
側
の
関
に
成
立
す
る
聯
繋
合
引
き
裂
き
、

そ
の
意
味
で
ま
た
、
相
織
と
類
と
を
分
離
す
る

給
眠
不
に
い
た
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
れ
ぞ

1
て

}
引
に
は
、

も
は
や
「
私
ん
に
対
す
る
「
汝
」
は
存
在
し
な
い
こ
と
に
令
る

Q

般
的
に
一
ぎ
つ

-r 、

に
対
す
る
詰
仰
は
、
す
な
わ
ち

は
、
入
閣
と
人
間
と
を

す
る
も
の
で
は
な
く

か
え
っ
て
人
間
と
人
間
と
を

、
神
に
よ
っ
て
自
己
の
不
誌
と
制
制
限
を
補
お
う
と
は
す
る
が
、
し
か
し
「
白
日
を
人
類
の

ハ
脱
出
V

者
で
あ
る
他
人
に
よ
っ
て
補
足
し
よ
う
と
は
し
な
い
勺
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
は
、
も
と
も
と
「
他
人
に
対
す
る
内
的
欲
求
が
欠
け
て
い
る
の

分
離
し
、
阪
橋
す

キ
リ
ス

で
あ
る
J

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
こ
う
し
た
キ
リ
ス
ト
教
批
判
が
、
母
仰
と
を
分
離
し
、
愛
を
銭
的
に
対
立
す
F

る
も
の
と
し
て
捉
え
る

方
向
に
進
ん
で
ゆ
く
の
は
、
け
だ
し
当
然
で
為
ろ
う
。
だ
が
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
キ
リ
ス
ト
教
批
判
に
は
こ
こ
で
は
深
く
立
入
ら
な
い
こ

持
批
判
点
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。

16 -

と
に
し
て
」
へ

i
ゲ
ル
哲
学
批
判
』
に

、へ

i
ゲ
ル
に
対
す
る
ブ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
第

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
へ
!
ゲ
ル
批
判
は

と
そ
の

も
し
く
は

と
を
、
一
…
一
日
い
か
え
れ
ば

日
間
思
考
一
と
「
体
系
的
思
考
」
と
を
、
双
山
刊
す

ら
を
問
一
括
す
る
と
に
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、

か
ら
な
さ
れ
た
の

へ
l
ゲ
ル
哲
生
の
欠
臨
は
、
こ
の
商
品
伐
を
議
一
ね
あ
わ
せ
、
ぞ
れ

「
思
考
は
思
等
の
叙
述
に
光
立
つ
い
の
で
あ
る
し
、
し

キ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
よ
る
と
、



た
が
「
叙
述
に
お
け
る
は
じ
ま
り
は
叙
述
に
と
っ
て
の
み
最
初
の
も
の
で
あ
っ
て
、
思
考
に
と
っ
て
は
最
初
の
も
の
で
は
な

部
)

い
い
。
叙
述
は
、
つ
ね
に
、
叙
述
に
先
立
っ
て
患
考
の
う
ち
に
内
的
に
現
存
す
る
思
想
を
必
要
と
し
、
そ
れ
を
能
提
と
守
る
。
そ
の
限
り

で
は
、
叙
述
に
お
い
て
最
初
の
も
の
は
、
決
し
て
「
直
接
的
な
も
の
L

で
は
な
く
、
?
で
に
思
想
の
う
ち
で
「
定
立
さ
れ
た
も
の
」
で
あ

り

、

で

あ

る

。

し

か

し

、

そ

れ

で

は

、

叙

述

に

と

っ

て

で

は

な

く

、

叙

述

に

先

立

つ

思

考

そ

の

も

の

に

と

っ

て

最

て
ま
た

「
媒
介
さ
れ
た
も
の

紛
の
も
の
・
夜
接
的
な
も
の
は
、
な
ん
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
も
は

た
も
の
で
は
な
く
、
思
考
の
い
わ
ば
外
に
あ
っ
て
思
考
に
張
源
的
に
対
立
し
、

の
対
定
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
思
考
は
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
患
考
に

立
さ
れ
媒
介
さ
れ

そ
の
意
味
で
思
考
そ
の
も
の
の
白
立
性
を
γ

設
定
す
る
思
考

の
う
ち
に
あ
っ
て
思
考
に
よ
っ
て

く
哲
学
は
、
も
し
そ
れ
が

と
っ
て
真
に
薮
接
的

な
も
の
・
最
初
の
も
の
か

と
に
な
る
。

「
た
だ

べ
き
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
実
は
こ
う
し
た
自
ら
の
対
立
者
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

(

師

同

)

の
否
定
か
ら
:
:
:
:
真
実
で
客
観
的
な
思
想
が
、
真
笑
で
客
観
的
な
哲
学
が
、
生
み
出
さ
れ
る
日
一
殻
的
に
詮

「
即
時
ヤ

、
自
分
か
ら
で
は
な
く
、
自
分
の
円
以
内
定
立
か
ら
、
哲
学
で
な
い
も
の
か
ら
、
は
じ
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
U

J

烈
提
な

、
自
分
の
対
立
者
か
ら
自
分
を
生
み
出
寸
哲
学
で
あ
る
日
思
考

へ

間

出

)

で
あ
る
。
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っ
て

し
に
は
じ
ま
る
戦

の
哲
学
は
、
自
分
自
身
を
疑
う
自
由
k

の
こ
の
反
対
お
・
対
立
者
が
、
す
な
わ
ち

グ〉

の
他
者
」
が
、

で
あ
り
、
っ
存
在
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
の

、
ま
さ
に
こ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
、
古

か
ら
一
一
一
一
一
口
一
わ
れ
て
い
る

そ
れ
ら
が
存
在

す
る
と
お
り
に
思
考
し
、

(

川

町

)

と

i
j
w〕
れ
が
哲
学
の
最
高
め
法
制
で
あ
り
、
最
高
め
課
題
で
あ
る

J
」

は
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
ど
こ
ま
で
も
現
実
的
に
し
て
具
体
的
な
額

と
こ
ろ
で
、
思
考
の
他
者
で
あ
り
対
立
者
で
あ
る

部
者
で
あ
る
。

Jc

、

あ
ら
ゆ
る
事
物
に
つ
い
て
区
制
な
し
に
、

「
抽
象
的
思
想
」
で
あ
り
、

つ
ま
り
そ
れ
ら
の
橿
弱
性
を
無
視
し
て
語
ら
れ
る
存
在
は
、
実
は
存
在
で
は
な

〈
鵠
〕

の
な
い
思
想
」
で
あ
る
。
存
在
般
な
る
も
の
は
、
存
殺
し
な
い
。
「
存
在
は
、
存
夜
し
て

北
大
文
学
滋
紀
婆



ツ
ォ
イ
エ
ル
パ
ツ
ハ
と
人
間
め
問
題

る

れ
叩
府

民
と
く
さ
ま
さ
ま
で
あ
る
い
。

ブ
ォ
イ
エ
ル
パ
ツ
ハ
に
あ
っ
て
は

J
立
仕
」
と
っ
存
在
者
」

の
一
込
別
は
存
在
し
な
い
。

そ

つ
ま
り
存
夜
は
現
実
的
に
し
て
呉
体
的
な
繍
別
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、

パ
ヴ
ハ
の
第
二
の
批
判
が
生
ず
る
。
「
思
弁
的
も
し
く
は
絶
対
的
哲
学
の
思
考
」
は
、
な
る
ほ
ど
媒
介
活
動
と
し
て
の
思
考
の
働
き
か
ら

存
在
を
史
朗
し
、
存
在
を
直
接
的
な
も
の
・
楳
介
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
し
て
規
定
す
る
。
し
か
し
、
ご
〕
の
患
考
は
、
存
友
会
自
己
に

対
立
き
せ
る
が
、
そ
れ
は
笑
は
思
考
自
身
の
内
部
に
お
い
て
で
あ
り
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
凍
機
に
、
苦
も
な
く
、
昌
己
に
対
す

る
存
↑
伐
の
対
立
を
ア
ウ
フ
へ
↑
ベ
ン
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
思
考
の
な
か
で
の
思
考
の
対
立
者
と
し
て
の
存
在
は
、
ぞ
れ
自
身
思
想
に
ほ
か

(而
v

な

ら

な

い

か

ら

で

あ

る

し

。

思

弁

哲

学

も

し

く

は

同

一

性

」

法

、

し
て
こ
の
こ
と
か
ら

へ
1

ゲ
ル
に
対
す
る
ブ
才
イ
エ
ル

の
陪

と
「
思
考

さ
れ
た
抽
象
的
存
在
」
と
の
間
一
一
性
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
限
り
で
は
結
局
、
「
思
考
と
思
考
自
身
と
の
間
一

存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
一
冗
米
そ
の
も
の
が
「
た
ん
に
思
考
さ
れ
た
だ
け
の
も
の
で
は
な
い

と
い
う

す
と き、

主令
問《

T守 しミ 71
断。 〕

すだ
る五カf

。V あ

る
も
グ〉

ヌうま

し
た
が
っ
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て
、
あ
る
存
ふ
役
者
が
存
在
者
と
し
て
存
在
す
る
と
い
、
つ
こ
と
の
確
誌
は
、
こ
れ
を
思
考
そ
の
も
の
の
う
ち
に
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

思
考
の
地
者
で
ふ
る
存
在
を
ま
さ
に
そ
う
し
た
存
夜
と
し
て
時
一
致
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
ぞ
れ
自
身
ま
た
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
あ
っ
て

し
か
も
思
考
と
は
庭
内
っ
た
他
者
i
lー
そ
の

で
思
考
に
対
立
す
る
他
者
l
i
i
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
ぞ
れ
は
フ
ォ
イ
ヱ
ル
バ
ッ
ハ

に
上
申
4
A
V

と

わ
れ
わ
れ
の
「
感
性
」
ぞ
み
め
り

「
感
官
L

で
あ
る
。

問 1

そ
グ〉

に
お
け
る
、

ま
た
は
現
実
的
な
も
の
と
し
て
の

現
実
性
、
感
性
は
同
一
で
あ
る
。

た

的
な
も
の
は
、
感
官
の
対
象
と
し
て
の
現
実
的
な
も
の
で
あ
り
、
感
性
的
な
も
の
で
あ
る
。

だ
感
性
的
な
存
在
者
だ
け
が
真
の
存
在
者
で
あ
り
、
現
実
的
な
存
夜
考
で
あ
る
。
た
だ
感
官
を
通
し
て
の
み
、

ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
思
考
自
身
だ
け
に
よ
っ
て
で
は
な
い
。
思
考
と
と
も
に
ら
れ
た
、
ま
た
は
思
考
と
同

〈
刊
M
〉

怒
想
に
す
家
な
い
日

の
意
味
で
与
え

め
客
観
は

た
ん
に



に
な
る
が
、

現
実
的
に
し
て
個
別
的
な
存
在
は
、
こ
う
し
て
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
場
合
、
感
官
を
通
じ
て
確
証
さ
れ
る
感
性
的
存
在
と
い
う
こ
と

と
の
一
致
に
基
づ
け
ら
れ
た
よ
う
に
、

と
こ
ろ
で
思
想
の
客
観
性
が

「

r
h

レ
-

f
」

2

「
汝
」

感
性
的
存
在
の
客
観
性
も
ま
た
、

窮
極
に
は
「
私
」
と
「
汝
」
と
の
一
致
の
う
ち
に
基
づ
け
ら
れ
る
。
表
象
内
に
あ
る
一

O
O
タ
|
レ
ル
と
現
実
に
存
在
す
る
一

O
O
タ

l

レ
ル
を
区
別
す
る
例
は
、
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
、
へ

l
ゲ
ル
に
よ
っ
て
噸
笑
さ
れ
た
が
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
三
度
び
こ
の
例

(
河
)

を
と
り
上
げ
た
。
す
な
わ
ち
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
よ
る
と
、
「
前
者
は
た
だ
私
に
と
っ
て
し
か
存
在
し
な
い
が
、
後
者
は
他
の
ひ
と
ぴ

と
に
と
っ
て
も
ま
た
存
在
す
る
」
。
表
象
と
し
て
の
一

O
O
タ

l
レ
ル
は
、

「
私
の
頭
の
な
か
」
に
し
か
な
く

し
た
が
っ
て
他
人
は
こ

「
私
の
手
の
な
か
」
に
あ
る
現
実
の
一

O
O
タ

i
レ
ル
は
、
他
人
も
ま
た
そ
れ
を
見

あ
る
も
の
が
現
実
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
た
ん
に
私
が
そ
れ
を
感
覚
し
う
る
こ
と
だ
け
で

他
人
も
ま
た
そ
れ
を
私
と
同
じ
よ
う
に
感
覚
し
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
私
に
と
っ
て
も
他
人
に
と
っ
て
も
同
時
に
存

在
す
る
も
の
、
そ
れ
に
つ
い
て
私
と
他
人
と
が
一
致
す
る
も
の
、
私
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
も
の
1
1
1
一
般
的
で
あ
る
も
の
、
た
だ
こ
の

よ
う
な
も
の
だ
け
が
存
在
す
る
」
。
現
実
に
存
在
す
る
も
の
は
、

れ
を
見
た
り
触
れ
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が

た
り
触
れ
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

-19ー

は
な
く
、

そ
の
も
の
と
し
て
は
個
別
的
な
存
在
で
あ
る
が
、

し
か
し
私
と
、
汝
と
が

ま
さ
に
そ
の
も
の
の
個
別
性
に
お
い
て
一
致
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
実
は
一
般
的
・
普
遍
的
な
存
在
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
個

人
が
そ
の
思
想
の
う
ち
で
た
と
え
い
か
に
一
般
的
・
普
遍
的
と
思
わ
れ
る
も
の
を
構
想
し
よ
う
と
、

そ
れ
が
た
ん
に
そ
の
個
人
の
思
想
に

と
ど
ま
る
な
ら
ば

つ
ま
り
そ
の
も
の
に
お
け
る
自
他
の
一
致
が
な
け
れ
ば
、

そ
の
も
の
は
個
人
的
で
あ
り
主
観
的
で
あ
る
と
い
う
意
味

で
の
個
別
的
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
、
自
他
の
一
致
に
支
え
ら
れ
た
真
の
一
般
性
を
も
つ
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

あ
る
も
の
が
現
実
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
も
の
に
お
け
る
自
他
の
感
覚
の
一
致
に
基
づ
く
と
す
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
ま
た
、

「
他
の
事
物
が
私
の
外
に
あ
る
と
い
、
7
確
実
性
は
、
私
に
と
っ
て
、
他
の
人
聞
が
私
の
外
に
存
在
す
る
と
い
う
確
実
性
に
よ
っ
て
媒
介
さ

北
大
文
学
部
紀
要



ブ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
と
人
間
の
問
問
題

れ
て
い

し
こ
ル
}
に
介
。
る
c

て
自
ら
の
存
在
を
開
示
す
る
事
物
が
、
私
の
思
考
も
し
く

の
「
外
L

に
あ
り
、

そ
れ
ら

か
ら
は
「
独
立
」
に
あ
る
、
と

る
た
め
に
は
、
す
で
に

と
は

っ
た
怖
の
人
間
が
、
す
な
わ
ち
「
汝
」
の
存
在
が
、
前
提
さ

れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
る
事
物
が
私
、
と
は
独
立
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
私
が
確
」
証
す
る
際
の
そ
の
援
拠
は
、
そ
う
し

味
で
、
「
私
し
の
う
ち
に
は
な
く
、
勺
汝
L

の
う
ち
に
あ
る
。
私
が
い
ま
見
て
い
る
こ
の
立
木
は
、
私
だ
け
に
そ
の
よ
う
に
見
え
る
の
で

は
な
く
、
地
人
も
ま
た
そ
の
よ
う
に
見
る
こ
と
が
ぞ
き
る
、
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
立
木
が
私
か
ら
独
立
に
そ
こ
に
あ
る
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
訟
は
、
私
だ
け
の
存
在
を
も
っ
て
し
て
は
、
こ
の
立
木
が
私
の
「
外
」
に
「
独
立
」
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
緩
藍
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
し
そ
れ
が
確
誌
で
き
る
と
す
る
な
ら
ば
、

門
部
〉

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
さ
ら
に

識
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
て
い
る
が
勺

v

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

い
る
一
寸
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
論
証
は
ど
こ
か
で
ふ
た
た
び
段
我
中
心
的
な
観
念
論
に
逆
転
し

般
化
し
て
一
一
一
目
、
え
ば
、

「
感
覚
世
界
の
真
理
は
よ

r
の

「
佼
問
介
の
意
識
は

グ〉

み

を
絡に
女すよ
視つ『
すて私
る媒恥

自分 iこ
我さと
やれつ

心;て
的
な保
!謀寵
覚さ

は主れ
義て

『
、
汝
恥
の
意

20 

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
め

は
、
自
我

で
は
な
い
。
否

フ
ォ
イ

ル
バ
ッ
ハ
に
よ
る
と
、
こ
の
よ
う
に

に
で
は
な
く

「
感
覚
」
に

ブ

汝

』

め

に

依

拠

す

る

L

の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
根
本
に
お
い
て
「
フ
?

例

制

的

)

夕
、
ス
ム
ス
」
で
あ
る
。
能
者
を
白
日
と
は
異
っ
た
独
立
の
食
休
と
し
て
認
め
、
こ
の
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
前
設
す
る
の
が
、

つ
ね
に

ス
ム
ス
」
で
あ
り
、

「
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ

フ
ォ
イ
エ
ル

バ
ッ
ハ
の
「
感
覚
、
正
義
L

な
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
設
し
て
、
思
考
に
の
み
依
拠
す
る
「
観
念
論
的
自
我
t

に
と
っ
て
は
、

ハ
削
叫

w

も
存
在
し
な
い
と
問
機
体
に
、
「
汝
」
も
ま
た
存
在
し
な
い
。
そ
れ
は
「
エ
ブ
イ
ス
ム
ス
」
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
「
汝
」
の
存
在
は
た
ん

ベ
部
w

な
る
「
自
我
性
の
一
述
語
」
に
変
え
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

フ
デ
守
エ
ル
バ
ッ
ハ
が
現
実
的
存
在
と
み
る
の
は
、
以
上
の
よ
う
に
、
感
官
を
通
じ
て
与
え
ら
れ
る
感
性
的
存
夜
で
あ
る
が
、
し
か
し

い
か
な
る
客
観



フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
言
う
感
性
的
存
在
は
、
わ
れ
わ
れ
の
直
観
に
た
だ
ち
に

l
l思
弁
哲
学
者
が
言
う
意
味
で
の

と
し
て
|
|
!
与
え
ら
れ
る
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
よ
る
と
、
「
人
聞
の
最
初
の
直
観
」
は
、
実
は
す
で
に
寸
表

〈
初
V

象
と
想
像
の
直
観
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
人
聞
は
、
そ
の
最
初
の
直
観
に
お
い
て
、
事
物
を
そ
の
あ
る
が
ま
ま
の
姿
に
お
い
て
で
は
な
く
、

「
直
接
的
な
も
の
」

そ
れ
が
そ
の
人
間
に
だ
け
現
わ
れ
る
よ
う
な
姿
に
お
い
て
し
か
見
な
い
。

言
い
か
え
れ
ば
、
事
物
の
う
ち
に
「
事
物
そ
の
も
の
し
を
で
は

な

そ
れ
を
見
る
人
聞
の
「
想
像
」
を
見
る
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
限
り
で
は
そ
れ
は
事
物
の
直
接
的
な
直
観
で
は
な
く
、
主
観
的
に
変

様
さ
れ
た
、

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
よ
る
と
、

「
哲
学
の
課
題
」

そ
の
意
味
で
す
で
に
媒
介
さ
れ
た
直
観
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て

む
し
ろ
逆
に
は
じ
め
て
そ
れ
に
「
到

(
聞
)

「
普
通
の
眼
に
は
見
え
な
い
も
の
を
見
え
る
よ
う
に
す
る
こ
と
」
に
、
あ
る
。

は
、
た
と
え
ば
へ

l
ゲ
ル
の
よ
う
に
〆
「
感
性
的
事
物
か
ら
離
れ
る
L

(
町
)

達
す
る
」
こ
と
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
く

「
教
養
の
な
い
主

観
的
人
間
」
は
、
自
ら
の
主
観
的
想
像
に
よ
っ
て
自
ら
の
も
と
に
と
ど
ま
る
こ
と
を
欲
し
、
現
実
存
在
の
真
に
感
性
的
な
直
観
に
よ
っ
て

自
己
を
主
我
的
な
自
己
か
ら
引
き
離
す
と
い
う
こ
と
を
し
な
い
。
現
実
存
在
を
ま
さ
に
そ
の
現
実
性
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
そ
の
も
の
の

個
別
性
に
お
い
て
捉
え
る
た
め
に
は
、
そ
の
も
の
の
個
別
性
に
い
わ
ば
即
応
し
た
直
観
が
必
要
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
直
観
は
む
し
ろ
後

〈
剖
)

に
な
っ
て
、
つ
ま
り
自
己
の
主
我
性
を
打
破
す
る
「
教
養
」
を
う
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
き
の

点
に
戻
っ
て
言
え
ば
、
こ
の
教
養
化
さ
れ
た
直
観
と
は
、
「
汝
し
の
媒
介
を
経
た
直
観
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
ま
た
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
よ
る
と
、
人
聞
の
こ
う
し
た
直
観
も
し
く
は
感
覚
は
、
も
は
や
「
古
い
超
越
的
な
哲
学
L

に
お

〈
卯
)

「
存
在
論
的
・
形
而
上
学
的
意
義
」
を
も
っ
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
言
に

け
る
よ
う
な
「
経
験
的
・
人
間
学
的
意
義
」
を
で
は
な
く
、

つよ
たる
くと
別
箇彼
で の
あ 哲
る=学

0 "， σ〉

課
題
は

「
古
い
哲
学
」
に
お
け
る
意
味
で
の
感
性
的
な
も
の
か
ら
直
接
着
手
す
る
ひ
と
び
と
の
課
題
と
は
、

「
古
い
哲
学
」
は
、
思
考
す
る
自
我
か
ら
出
発
す
る
か
ら
、
「
肉
体
は
私
の
本
質
に
属
さ
な
い
」
と
し
て
、
感
覚
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ブ
ォ
イ
エ
ル
パ
ツ
ハ
と
人
間
間
め
問
問
題

を

る

進
む
が

」
れ
に
一
決
し
て
「
新
し
い

lま

「
私
は
現
実
的
な
感
性
的
存
主
で
あ
る
い
と
い

か
ら
お
発

す
る
。

グ〉

7 
ち
で
患い
考哲
す学
る公表
。き;ま

の
不
新
の
矛
震
と
不
和
L

の
う
ち
で
思
考
し
た
が
、
新
し
い
哲
学
者
は
、

い
絶
対
哲
学
は
、
感
官
を
現
象
の
、
有
様
性
の
領
域
へ
追
放
し
た
L

が
、
し
か
し
新
し
い

の
…
致
と
平
和
」

に
お
い
て
は

あ
るρ

コ草色
。対

否 的
、 な

U 

グ〉

の

で
あ
っ
て
、

「
有
限
な
も
の
や

る
も
の
だ
け
で
は
な
く

の
神
的
な
存
在
者
も
感
{
呂
の
対

は
な
く
、
お
い

ば
、
む
し

で
あ
る
感
官
に
与
え
ら
れ
る
も
の
は
、

〈
臨
ω
v

で
あ
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、

も
は

い
哲
学
?
の

「
有
限
的
な
も
の
」
で

J
相
対
的
な
も
の
の

グ〉

に
「
無
限
的
な
も
の
」

感
覚
に
お
い
て

基
体

性
に偲
お弱
い的
て心会了

ゴー事

物
が
ま
さ
に
そ
の
儲
別
的
な
存
夜
の
統

全
体
性
に
お
い
て

ら
れ
る
、

と
い
う
こ
と
に
は
か
な
ら
な
い

G

お
い
て
の
み

存
在
と

・本
・質

お.と
い.カず

で・合
の.致
み・し

だ

そ
グヲ

も
の
の

22 -

吋
こ
の
も
の
』

i
l
iこ
の
ひ
と
、
こ
の

へmm〕

も
の
ー
ー
す
な
わ
ち
個
別
的
な
も
の
は
総
対
的
価
値
を
も
ち
、
有
疑
的
な
も
の
は
無
限
的
で
あ
る
じ

個
別
総
者
を
鶴
間
列
者
と
し
て
、
楽
に
そ
の
も
の
の
個
期
的
存
主
に
お
い
て
捉
え
る

〔
咽
〉

れ

る

こ

と

に

な

る

の

る

存

夜

は

、

ュ，

の
名
に

グ〉

のは

っ
し

グ〉
て

愛・フ
の・ォ
対イ
象ニL
L し

でパ
あツ
るハ
ミの
吋場
、恥ム、
」悶

だー の
も
の
』
は
愛
の
う
ち
で
の
み
絶
対
的
価
僚
を
も
っ
」
の
で
あ
る
し
、
の
泌
密
も
ま
た
、
抽
象
的
思
考
の
う
ら
で
で
は
な
く
、

ハ
品
開
)

の

う

ち

で

の

み

聞

か

れ

る

し

。

、

「

思

考

さ

れ

な

い

も

の

は

存

在

し

な

い

L

と
誘
う
が
、
新
し
い

た

しミ

れ

の
側
の
存
在
が

《

吋

附

)

な
い
」
と
主
張
す
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
愛
は
、
愛
さ
れ
る
対
象
の
側
め
存
在
を
開
示
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
愛
す

、
客
観
的
に
も
、
ま
た

に
も
、
.
存
在
の
試
金
石

!
i
s真
理
と

え
な
い
も
の
は

に
持
で
あ
る
か
、
ゃ
い
も
間
開
示
す
る
。

現
実
性
の
試
金
石
で
あ
る
。
愛
が
な
い
と
こ
ろ
に
は
真
理
も
な
い
。

ス
な
の
で
あ
る
じ

そ
し
て
、

あ
る
エ
ト
ヴ
ア
ス

る
人
間
の
み
が
あ
る
エ
ト
ヴ
ア



愛
の
対
象
と
な
る
個
別
的
存
在
は
、
た
ん
に
事
物
的
な
「
こ
の
も
の
」
だ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
と
り
わ
け
で
人
間
で
あ
り
、

ひ
と
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ま
た
、
私
が
あ
る
人
聞
を
そ
の
独
自
な
個
別
的
存
在
に
お
い
て
知
ろ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
人
間
を
愛

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
愛
す
る
者
の
み
が
、
愛
さ
れ
る
者
の
真
の
本
質
を
眼
に
し
、
手
に
す
る
」
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
日
。
し

か
も
上
述
の
よ
う
に
、
愛
は
愛
さ
れ
る
者
の
存
在
を
開
示
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
愛
す
る
者
が
い
か
な
る
存
在
で
あ
る
か
を
も
開
示
す
る
。

こ
の
私
が
何
で
あ
る
か
の
窮
極
の
解
答
は
、
私
が
他
の
人
聞
を
愛
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

一
般
的
に
言
っ
て
、

「
こ
の

ま
た
そ
う
し
た
愛
を
通
じ
て
、

は
じ
め
て
私
に

「
人
聞
の
も
っ
と
も
重
要
な
、
本
質
的
な
感
覚
対
象
」
は
「
人
間
自
身
し
で
あ
り
、
「
真
の
愛
の
対

(
問
)

象
の
み
が
人
聞
の
真
の
本
質
を
は
じ
め
で
あ
ら
わ
に
す
る
」
。
私
は
、
た
ん
に
私
の
思
考
や
意
識
だ
け
を
も
っ
て
し
て
は
、
私
が
何
で
あ

る
か
を
、
人
聞
が
何
で
あ
る
か
を
、
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
私
は
、
私
が
個
別
的
な
こ
の
人
間
で
あ
る
こ
と
を
、
ひ
と
し
く
個
別
的

は
じ
め
て
自
ら
に
確
証
す
る
。
愛
は
、
そ
う
し
た
意
味
で
、

与
え
ら
れ
る
。

な
他
の
人
聞
を
そ
う
し
た
個
別
的
な
人
間
と
し
て
愛
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

人
間
と
人
間
と
の
統
一
l
i
-
-
し
か
も
個
別
的
な
人
間
相
互
の
、
す
な
わ
ち
「
私
」
と
「
汝
」
の
統
一
で
あ
る
。
冒
頭
に
引
用
し
た
根
本
命

題
目
が
意
味
す
る
事
態
は
、
こ
う
し
た
事
態
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
『
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
』
の
一
節
も
ま
た
、

そ
の
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
「
・
:
:
:
人
聞
の
本
質
は
一
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
本
質
は
無
限
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
本
質
の
現
実

存
在
は
、
本
質
の
富
を
開
示
す
る
た
め
に
相
互
に
補
足
し
あ
う
無
限
の
多
様
性
で
あ
る
。
本
質
に
お
け
る
単
一
性
は
、
現
存
在
の
多
様
性

で
あ
る
。
私
と
他
人
と
の
聞
に
は
:
:
・
本
質
的
な
、
質
的
な
区
別
が
あ
る
。
他
人
は
私
の
汝
で
あ
る
し
ー
ー
も
っ
と
も
こ
れ
は
交
互
的
で
あ
る

が
|
|
|
私
の
他
の
自
我
、
私
に
対
象
的
な
人
間
で
あ
り
、
聞
か
れ
た
私
の
内
面
|
|
自
己
自
身
を
見
る
眼
で
あ
る
。
私
は
、
他
人
に
即
し

て
は
じ
め
て
人
間
性
の
意
識
を
も
っ
。
私
は
、
他
人
を
通
じ
て
は
じ
め
て
私
が
人
間
で
あ
る
こ
と
を
経
験
し
、
感
知
す
る
。
他
人
に
対
す

る
愛
に
お
い
て
は
じ
め
て
、
他
人
が
私
に
必
要
で
あ
り
私
が
他
人
に
必
要
な
こ
と
が
、

わ
れ
わ
れ
二
人
は
互
に
他
を
欠
い
て
は
存
在
し
え
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フ
ォ
イ
エ
ル
パ
ソ
ハ
と
人
間
の
問
題

な
い
こ
と
が
、

〔
叫
)

た
だ
共
同
性
の
み
が
人
間
性
を
形
成
す
る
こ
と
が
、
私
に
明
ら
か
に
な
か
U

愛
は
、
上
述
の
意
味
で
、
た
ん
に
個
別
的
な
人
間
を
そ
の
個
別
性
に
お
い
て
明
ら
か
に
す
る
だ
け
で
は
な
く
、

そ
の
統
一
を
、

つ
ま
り

てや 類

あと
る《し
0105て

しの
た人
が間
つを
て も
ま明
た ら

か

す
る

愛
は

そ
の
限
り
に
お
い
て

「
類
の
統
一
性
が
心
術
と
い
う
途
の
途
上
で
実
現
さ
れ
た
も
の
」

愛
か
ら
導
出
さ
れ
た

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
よ
る
と
、
人
間
に
対
す
る
愛
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
場
合
の
よ
う
に
、
神
に
対
す
る

(
刷
)

二
次
的
な
、
派
生
的
な
愛
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
「
人
間
に
対
す
る
愛
は
:
:
:
:
根
源
的
な
愛
に
な
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
場
合
に
の
み
、
愛
は
真
に
し
て
神
聖
な
、
確
実
な
力
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
人
間
の
本
質
が
人
聞
の
最
高

の
本
質
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
場
合
に
は
ま
た
、
実
践
的
に
も
、
人
間
に
対
す
る
人
聞
の
愛
が
最
高
に
し
て
第
一
の
法
則
で
な
け
れ
ば
な

(

叩

山

)

ら
な
い
。
人
聞
は
人
間
に
と
っ
て
神
で
あ
る
|
|
l
こ
れ
が
最
上
の
実
践
的
根
本
命
題
で
あ
り
、
世
界
史
の
転
換
点
で
あ
る
。
」
愛
に
よ
る

「
私
」
と
「
汝
し
の
統
一
を
、
主
張
す
る
「
新
し
い
哲
学
し
は
、
上
述
の
意
味
で
ま
た
、
根
本
命
題
印
や
川
町
が
示
す
よ
う
に
、
実
践
的
な
哲

さ
ら
に
は
宗
教
で
あ
る
。

「
新
し
い
哲
学
は
:
:
:
:
宗
教
の
本
質
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
宗
教
の
真
の
本
質
を
自

ア
ン
・
ウ
ン
ト
・
フ
ュ

l
ル
・
ジ
ツ
ヒ
に
、
哲
学
と
し
て
、
宗
教
で
あ
る
U

そ
れ
は
も
は
や
個
々
の
人
聞
の

24ー

学
で
あ
り

ら
の
う
ち
に
含
ん
で
お
り
、

外
に
措
定
さ
れ
た
人
間
本
質
|
|
類
概
念
と
し
て
の
神
|
|
に
つ
い
て
の
信
仰
で
は
な
く
、
個
々
の
人
間
に
お
い
て
、

ま
た
そ
う
し
た
人

聞
の
統
一
に
お
い
て
、
実
現
さ
れ
る
べ
き
人
聞
の
類
的
本
質
に
つ
い
て
の
信
仰
で
あ
る
。

そ
し
て
類
の
実
現
は
ま
た
、

フ
ォ
イ
エ
ル
パ
ッ

ハ
に
よ
る
と
、

人
間
相
互
の
愛
を
通
じ
て
「
よ
り
よ
き
生
」
を
こ
の
地
上
に
お
い
て
実
現
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

「
:
:
:
そ
れ
ゆ

ぇ
、
わ
れ
わ
れ
は
、
死
者
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
、
生
者
の
こ
と
の
み
を
気
遣
お
う
で
は
な
い
か
。
も
し
わ
れ
わ
れ
が
、
よ
り
よ
き
生
を
も

は
や
信
仰
す
る
の
で
は
な
く
、
意
欲
す
る
、
し
か
も
個
別
的
に
で
は
な
く
力
を
合
せ
て
意
欲
す
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
ま
た
よ
り
よ
き

生
を
創
造
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
O
i
-
-
i
し
か
し
、
こ
の
こ
と
を
意
欲
し
実
現
す
る
た
め
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
神
へ
の
愛
を
唯
一
に
し
て
真



の
宗
教
で
あ
る
人
間
愛
に
、
神
へ
の
信
仰
を
人
間
そ
の
も
の
へ
の
信
仰
に
、
人
聞
の
力
へ
の
信
仰
に
、
つ
ま
り
人
聞
の
運
命
は
人
聞
の
外

(mv 

も
し
く
は
上
に
あ
る
存
在
者
に
で
は
な
く
、
人
間
自
身
に
依
存
す
る
・
:
:
:
と
い
う
信
仰
に
、
置
き
か
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
人
間
愛
と

し
て
の
宗
教
の
う
ち
に
は
、
神
秘
的
な
も
の
は
何
一
つ
含
ま
れ
て
い
な
い
。

そ
れ
と
同
様
に
、

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
「
私
」
と
「
汝
」

と
い
う
思
想
に
も
、
神
秘
的
な
要
素
は
何
一
つ
な
い
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

人
間
を
個
々
の
人
間
と
し
て
捉
え
、

に
区
別
す
る
こ
と
は
、
根
本
命
題
目
に
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
人
聞
の
自
然
の
立
場
」
で
あ
る
。

「
私
L

と
「
汝
」

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、
こ
の
自
然

の
立
場
に
立
っ
て
、
思
想
の
客
観
性
を
問
題
と
し
、
存
花
の
客
観
性
を
問
題
と
し
た
。
真
理
が
総
じ
て
何
も
の
か
と
何
も
の
か
と
の
一
致

を
意
味
す
る
と
す
る
な
ら
ば
、

致
に
、
見
定
め
て
、
そ
こ
か
ら
す
べ
て
を
「
人
間
学
L

的
に
説
明
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

注
目
し
つ
つ
、
な
お
残
さ
れ
た
い
く
つ
か
の
問
題
に
つ
い
て
'
考
え
て
み
た
い
。

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、

そ
の
一
致
の
窮
極
の
規
準
を
「
私
」
と
「
汝
」

の
一
致
に
、

人
間
と
人
聞
の
一

そ
こ
で
以
下
、
こ
の

「
自
然
の
立
場
」
に

-25一

四

ω
フ
ォ
・
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
よ
る
と
、
現
実
に
存
在
す
る
人
聞
は
ど
こ
ま
で
も
個
別
的
な
個
々
の
人
間
で
あ
っ
て
、
類
と
し
て
の
人
間

や
「
人
閉
そ
の
も
の
」
と
い
っ
た
も
の
は
、
現
実
に
は
存
在
し
な
い
。

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、
こ
の
点
心
関
し
て
も

い
わ
ば
徹
底
し

た
唯
名
論
者
で
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
で
は

『
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
』

の
緒
論
で
展
開
さ
れ
、

そ
れ
以
後
1

1

1
マ
ル
ク
ス
な
ど
に
よ
っ
て

も
用
い
ら
れ
て
|
|
あ
ま
り
に
も
有
名
と
な
っ
た

「
人
聞
は
類
的
存
在
で
あ
る
」
と
い
う
規
定
は

こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き

北
大
文
学
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フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
と
人
聞
の
問
題

で
あ
ろ
う
か
。

人
聞
の
こ
の
規
定
は
、

人
聞
を
ど
こ
ま
で
も
個
別
的
存
在
者
と
み
る
先
の
観
方
と
、

一
見
矛
盾
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が

は
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。

だ
が
し
か
し

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
考
え
で
は
、
通
常
「
意
識
」

人
間
は
「
意
識
」
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
動
物
か
ら
「
本
質
的
」
に
区
別
さ
れ
る
。

の
下
に
包
摂
さ
れ
て
い
る
「
自
己
感
情
」
と
か
「
感
性
的
識
別
力
」

『
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
』
で
の
叙
述
に
よ
る
と
、

密
に
規
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
か
「
知
覚
」
と
か
は
、
動
物
も
ま
た
こ
れ
を
所
有
す
る
。
「
意
識
」
が
も
し
人
間
に
固
有
な
ら
ば
、
そ
の
場
合
の
「
意
識
」
は
も
っ
と
厳

「
も
っ
と
も
厳
密
な
意
味
で
の
意
識
は
、
あ
る
存
在
者
に
対
し
て
、
そ
の
存
在
者
の
類

の
根
本
規
定
が
与
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
動
物
は
、
個
体
と
し
て
は
自

そ
こ
で
、

や
本
質
性
が
対
象
と
な
る
場
合
に
の
み
あ
る
」
と
い
う
、

「
意
識
」

ら
対
象
的
と
な
り
、

そ
れ
ゆ
え
に
ま
た
「
自
己
感
情
」
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
が
、

し
か
し
自
ら
の
類
を
対
象
と
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
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し
た
が
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
個
体
は
、
自
ら
の
類
を
示
す
名
称
を
も
つ
こ
と
が
で
き
な
い
。
自
ら
が
属
す
る
類
を
類
と
し
て
対
象
と
な
す
こ

と
が
で
き
る
の
は
ひ
と
り
人
間
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
人
聞
は
J

総
じ
て
人
間
と
は
何
か
と
い
う
ふ
う
に
、
自
ら
の
類
の
あ
り
方
を
、
つ
ま

り
人
聞
の
本
質
を
、
問
題
に
す
る
。

そ
し
て
こ
の
こ
と
が

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
場
合

人
聞
が

「
意
識
」
を
も
っ

「
類
的
存
在
」

で

あ
る
と
い
う
こ
と
の
原
初
的
意
味
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
現
実
に
存
在
す
る
人
聞
は
個
別
的
存
在
で
あ
る
と
い
う
フ
ォ
イ
エ
ル
パ
ツ

ハ
の
先
の
規
定
と
、

そ
う
し
た
個
別
的
存
在
者
が
自
ら
の
類
を
対
象
と
な
す
こ
と
が
で
き
る
類
的
存
在
で
あ
る
と
い
う
規
定
の
聞
に
は
、

矛
盾
は
存
在
し
な
い
。
人
聞
は
、
個
別
的
存
在
者
と
し
て
、
た
ん
に
自
ら
の
個
に
か
か
わ
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て

ど
の
よ
う
に
か
自
ら
の
類
を
対
象
と
し
、
そ
れ
と
か
か
わ
り
あ
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
ら
の
存
在
を
何
等
か
の
形
で
規
制
す
る
。
し
か
し

そ
の
場
合
で
も
、

そ
の
個
人
は
ど
こ
ま
で
も
個
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

類
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

む
し
ろ
個
別
的
な
人
聞
が
過
っ
て
自
己
の
存
在
を
直
接
そ
う
し
た
類
と
同
一
視
し
た
り
、

フ
ォ

イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
と
っ
て
問
題
な
の
は
、

あ
る



い
は
そ
う
し
た
類
を
過
っ
て
自
己
か
ら
切
り
離
し
、

そ
れ
自
体
が
ー
ー
ー
た
と
え
ば
神
と
い
う
形
で
|
|
存
在
す
る
、

と
考
え
る
こ
と
に
あ

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
キ
リ
ス
ト
教
や
「
思
弁
哲
学
」
に
対
す
る
批
判
が
、
も
っ
ぱ
ら
こ
う
し
た
個
と
類
と
の
過
っ
た
同
一
化
も
し

く
は
隔
絶
化
に
む
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
触
れ
た
。
類
は
個
の
う
ち
に
直
接
内
在
す
る
の
で
も
な
く
、
個
か
ら
離
れ

て
超
越
的
に
離
存
す
る
の
で
も
な
い
。
類
は
個
の
全
体
で
あ
っ
て
し
か
も
そ
れ
は
本
来
個
と
個
の
統
一
に
お
い
て
成
り
立
つ
全
体
で
あ
る
。

「
人
類
」
は
、
そ
の
意
味
で
個
人
に
与
え
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
て
課
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
「
私
」
が
「
汝
」
と
の
統
一
を
通
じ
て

実
現
す
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。

ω
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、
存
在
は
た
ん
に
思
考
の
対
象
で
は
な
く
、
感
覚
の
対
象
で
あ
る
と
し
て
、
思
考
を
感
覚
に
対
置
し
た
。

し
か
し
ま
た
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、
他
方
に
お
い
て
、
「
身
体
と
魂
・
肉
体
と
精
神
の
二
元
論
」
に
反
対
す
る
。
こ
の
二
つ
の
主
張

一
見
対
立
す
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
事
実
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

る

『
身
体
と
魂
・
肉
体
と
精
神
の
二
元
論
に
抗
し
て
』
と
い
う
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
短
論
文
は
、

そ
の
標
題
が
示
す
よ
う
に
、
魂
と
か

そ
し
て
こ
こ
で
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
、
あ
る

-27ー

lま精
神
と
か
を
肉
体
か
ら
独
立
し
た
存
在
と
し
て
捉
え
る
二
元
論
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
。

意
味
で
肉
体
の
一
元
論
で
あ
り
、
感
性
の
一
元
論
で
あ
る
、

て
い
る
」
の
で
あ
り
、

「
人
間
は
そ
の
存
在
を
た
だ
感
性
に
の
み
負
つ

「
感
性
は
究
極
因

(
Z
Z
E
:色
。
)
で
あ
り
、
一
切
の
一
切

(
2
5
:
5
5
2
5
)
で
あ
お
。
『
キ
リ

ス
ト
教
の
本
質
』
で
の
叙
述
と
は
異
っ
て
、
こ
こ
で
は
人
聞
は
、
「
感
覚
主
義
の
生
け
る
最
高
級
」
で
あ
り
、
「
世
界
の
う
ち
で
も
っ
と

も
感
性
的
な
、
も
っ
と
も
感
覚
的
な
存
在
者
」
で
あ
る
こ
と
に
ょ
っ
と
、
動
物
か
ら
区
別
さ
れ
る
。
「
肉
体
」
と
い
う
「
個
体
的
有
機
的

統
一
」
こ
そ
が
「
表
象
と
感
覚
の
原
理
」
で
あ
っ
て
、
「
人
聞
を
肉
体
と
魂
と
に
、
感
性
的
本
質
と
非
感
性
的
本
質
と
に
分
離
す
る
こ
と

は
、
た
ん
に
理
論
的
な
そ
れ
に
す
ぎ
な
い
吋
〉
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
、
二
元
論
者
が
身
体
か
ら
独
立
な
も
の
と
し
て
身
体
か
ら

と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

北
大
文
学
部
紀
要



フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
と
人
関
め
問
題

官
り
離
す

と
は
、
本
来
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

ブ
ォ
イ
ヱ
ル
バ
ッ
ハ
に
よ
る
と

「
精
神
」
と

と
の
関
係
は
、

「
類
」
と
「
種
」
と
の
関
係
に
も
相
応
す
る
。

Lミ

わ
ば
横
ど
も
圭
一
口
う
べ
き
そ
れ
ぞ
れ
の

は
、
そ
の
意
味
で
、

い
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

お
い
て
制
摂
さ
れ
て
い
る
が
、
精
神
は
そ
れ
ら
の
い
ず
れ
に
も
制
限
さ
れ
て
い
な
い
。

「
特
殊
的
な
、
相
互
排
龍
的
な
議
実
在
の
総
体
い
で
あ
る
が
、
精
神
は
そ
れ
ら
の
感
官
め
「
聯
期
間
い
で
あ
り
、

は
、
「
感
{
尽
の
特
殊
世
や
料
制
限
性
を
経
出
す
る

統

畑
出
り
に
h

ぬ
い
て
「
越
感
性
的
い
で
あ
る
と

っ
て

も
よ
い
がグ〉

で
あし
るllBカミ
。)し

そ
れ
は

の
一
般
的
統
一
以
外
め
な
に
も
の
で
も
な
い
渡
り
に
お
い
て
、
問
時
に
ま
た
感
性
の
本
質
に
令
ぎ

な
い
」

以
上
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、

存
在
す
る
と
い
う

σ〉

ブ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、
類
に
相
応
す
る
鵜
抽
仰
が
種
に
相
応
す
る
惑
牲
か
ら
独
立
に

に
お
け
る
精
神
の
過
っ
た
給
対
化
を
百
定
す
る
が
、

し
か
し
務
神
が
感
性
に
対
し

て

い

わ

ば

類

と

し

て

働

く

そ

の

独

自

の

機

能

ま

る

の

で

は

な

い

。

感

宮

は

mw
総
体
を
わ
れ
わ
れ
に
開
示
す
る
に
じ
て
も
、
そ
れ
ら
は
相
互
の
聯
関
盟
会
欠
き
、
統
一
性
を
欠
い
て
い
る
。
精
神
と
か
理
哉
と
か
よ
ば

そ
れ
ら
を
総
括
し
、
統
合
す
る
機
龍
な
の
で
あ
る
。
「
感
官
は
す
べ
て
を
語
る
、
が
し
か
し
、

に
排
龍
的
で
あ
り
、

た
と
え
そ
れ
ら
が
現
実

。口ヮ“

れ
る

の
機
能
は
、

つ
ま
り
忠
考
は
、

そ
の
発
言
を
問
解
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
ら
会
結
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
感
官
の
謡
音
書
を
聯
関
に
お
い
て
読
む
と
い
う
こ
と
が
、

思
汚
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

L

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
が
、
思
考
や
そ
の
独
自
の
機
能
を
鷲
定
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、

そ
の
過
っ
た
絶
対
北
を
否
定
し
て
い
る
の
だ
と

れ
た
熊
一
一
一
ご
か
ら
も
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
o

J

私
は
思
考
を
否
定
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

患
考
は
訟
に
と
っ
て
は
感
性
的
真
理
で
あ
る
か
ら
。

l

i
私
は
、
精
神
士
魂
で
あ
ろ
う
と
す
る
患
考
を
i
i
a
本
質
、
主
体
、

、
思
考
す
る
本
体
を
前
鑓
す
る
。
こ
れ
は
ま
っ
た

い
う
こ
と
は
、
全
集
第

。
巻
に
収
録
の

ろ

と
す
る
思
考
を
、
吉
定
す
る
。

で
あ
る
。
思
考
す
る
の
は
、
感
性
的



ヴ
孟

l
ゼ

ν

(

m

山

)

主
観
で
あ
り
、
感
性
的
本
体
で
あ
る
U

そ
し
て
そ
の
場
合
の
「
思
考
」
は
、
「
最
高
段
階
に
お
け
る
感
性
的
存
在
者
の
必
然
的
特
質
」
な
の
で
あ
る
。

だ
が
そ
う
だ
と
す
る
と
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
言
う
「
感
性
」
は
、
た
ん
に
聞
包
勺
に
対
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
る
意
味
で
ま
た
思
考
作
用
を
も

包
括
す
る
も
の
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
事
会
式
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
よ
る
と
、

っ
感
性
L

と
は
「
物
質
的
な
も
の
と
精
神
的
な
も
の

と
の
真
の
統
ご
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は

ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
)

寸
思
考
さ
れ
作
出
さ
れ
た
統
一
」
で
は
な
く
、

の
場
合
、
現
実
性
と
同
一
」
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
う
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
が
求
め

全
体
と
し
て
の
個
-
的
人
間
で
あ
っ
て
、

「
存
在
す
る
統
一
」
で
あ
っ
て
、
「
そ
れ
は
、
私
(
フ

て
い
る
の
は
、
精
神
活
動
と
身
体
活
動
と
を
、

「
思
考
」
と

と
を
総
括
し
た
、

フ
オ

「
感
覚
」

イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
が
「
身
体
L

と
か
「
感
性
」
と
か
よ
ぶ
も
の
は
、
第
一
義
的
に
は
、
こ
の
全
体
と
し
て
統
一
さ
れ
た
個
的
人
聞
の
現
実
存

在
そ
の
も
の
を
指
し
て
い
る
、
と
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
わ
れ
わ
れ
が
、

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
言
う
「
身
体
」
と
か

「
感
性
L

と
か
を

精
神
と
か
思
考
と
か
に
対
立
す
る
限
り
で
の
ー
ー
そ
の
意
味
で
第
二
義
的
な
|
↓
身
体
・
感
性
と
、

た
だ
ち
に
理
解
す
る
な
ら
ば
、

は
む
し
ろ
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
が
否
定
し
て
い
る
二
元
論
の
立
場
に
立
ち
帰
る
こ
と
に
な
る
。
繰
り
返
し
て
言
え
ば
、

そ
れ
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フ
ォ
イ
エ
ル
パ
ツ

ハ
が
求
め
て
い
た
の
は
、
全
体
と
し
て
の
個
別
的
人
間
で
あ
り
、
そ
う
し
た
人
間
に
お
け
る
「
思
考
と
感
官
と
の
同
一
性
」

(沼
v

そ
れ
が
ま
た
、
別
の
面
か
ら
言
え
ば
、
「
思
考
と
存
在
と
の
同
一
性
L

に
は
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

二
元
論
の
克
服
と
い
う
問
題
は
、

で
あ
っ
て
、

ω

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
が
当
時
の
「
唯
物
論
」
と
「
観
念
論
」
と
の
対
立
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し

て
い
た
か
と
い
う
問
題
に
も
関
聯
す
る
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
よ
る
ど
、
自
ら
「
観
念
論
」
と
称
す
る
「
当
世
の
哲
学
的
唯
心
論
」
は
、

「
唯
物
論
」
を
「
出
来
合
い
の
客
観
的
真
理
と
し
て
の
感
性
的
世
界
か
ら
出
発
し
、
こ
の
世
界
を
そ
れ
自
体
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
わ
れ

で
あ
る
と
批
難
す
る
。

わ
れ
な
し
に
存
立
す
る
世
界
と
し
て
前
提
す
る
」

「
独
断
論
」

つ
ま
り
唯
物
論
は
、
観
念
論
者
に
よ
る
と

「
毒
事

っ
た
く
転
倒
し
た
直
観
」
を
出
発
点
と
し
て
い
る
が
、

そ
れ
は
唯
物
論
が

「
導
出
さ
れ
た
第
二
の
も
の
を
第
一
の
も
の
と
し
、
主
観
か
ら

北
大
文
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フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
と
人
聞
の
問
題

、お
J

で
は
な
く
て
客
観
か
ら
出
発
し
、
本
来
唯
一
確
実
な
も
の
で
あ
る
私
か
ら
で
は
な
く
て
対
象
か
ら
出
発
す
る
U

、
か
ら
な
の
で
あ
る
。

観
念
論
の
唯
物
論
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
批
判
に
対
し
て
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
自
ら
の
立
場
を
次
の
よ
う
に
闇
明
す
る
。

び
と
が
主
観
か
ら
、
私
か
ら
、
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
私
は
観
念
論
に
一
致
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ

「
ひ
と

は
ま
っ
た
く
明
ら
か
だ
が
、
私
に
対
し
て
存
在
し
、
私
に
対
し
て
そ
の
よ
う
に
あ
る
世
界
の
本
質
は
、
も
っ
ぱ
ら
私
自
身
の
本
質
に
、
私

自
身
の
理
解
力
や
性
状
一
般
に
、
依
存
す
る
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
私
に
と
っ
て
そ
の
よ
う
に
対
象
で
あ
る
世
界
は
、
そ
の
独
立

た
ん
に
私
の
対
象
化
さ
れ
た
自
己
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
私
は
、
観
念
論
者
が
そ
こ
か
ら
出
発
す
る
自
我
、
つ

ま
り
感
性
的
事
物
の
存
在
を
廃
棄
す
る
自
我
は
、
そ
れ
自
身
い
か
な
る
存
在
も
も
た
ず
、
た
ん
に
思
考
さ
れ
た
自
我
で
現
実
的
な
私
で
は

な
い
、
と
い
う
こ
と
を
主
張
す
る
。
現
実
的
な
私
で
あ
る
の
は
た
だ
汝
が
対
立
す
る
私
だ
け
で
あ
り
、
た
だ
そ
れ
自
身
他
の
私
に
対
し
て

だ
が
観
念
論
的
な
自
我
に
と
っ
て
は
、
一
般
に
い
か
な
る
客
観
も
存
在
し
な
い
と
同
様

-30ー

性
を
損
う
こ
と
な
し
に
、

に汝
てや

ま あ
たり
い客
か観
なで
るあ
汝る
も よ
存う
在な
し私
なだ
し、aけ
」。で

あ
る

唯
物
論
が
も
し
感
覚
的
世
界
や
そ
の
構
成
要
素
を
人
聞
か
ら
絶
対
的
な
意
味
で
独
立
し
た
も
の
と
し
、
そ
の
世
界
が
人
聞
が
存
在
し
な

く
て
も
存
在
す
る
と
主
張
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
観
念
論
者
が
言
う
よ
う
に
独
断
論
で
あ
る
。
感
性
的
世
界
が
人
聞
の
感
性
的
世
界
で
あ

る
限
り
、

そ
れ
を
人
聞
か
ら
切
り
離
し
て
そ
の
も
の
と
し
て
絶
対
化
す
る
の
は
、

一
種
の
抽
象
化
で
あ
っ
て
、
そ
の
場
合
に
は
世
界
と
相

即
し
て
い
る
人
聞
の
側
に
も
抽
象
化
が
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
ま
た
、
観
念
論
が
人
聞
か
ら
出
発
す
る
と
言
っ
て
も
、

そ
の
人
聞
が
「
思
考
さ
れ
た
自
我
」
に
す
ぎ
ず
、
し
か
も
そ
れ
が
「
感
性
的
事
物
の
存
在
を
廃
棄
す
る
自
我
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
観
念
論

の
も
つ
抽
象
性
も
ま
た
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
唯
物
論
も
観
念
論
も
、
人
聞
を
人
間
と
し
て
、
そ
の
具
体
的
な
全
体
性
に
お
い
て
把
捉
し
て

い
な
い
点
に
、
問
題
が
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
人
間
を
思
考
と
感
覚
と
の
真
の
統
一
に
お
い
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、
唯
物
論
と



観
念
論
の
対
立
も
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
よ
る
と
、
も
と
も
と
唯
物
論
と
観
念
論
の
対
立
抗
争
は
、
物
質
と
精
神
、

肉
体
と
魂
と
の
聞
の
そ
れ
で
は
な
く
、
感
覚
と
思
考
と
の
聞
の
そ
れ
で
あ
る
か
ら
、
「
一
切
は
た
だ
思
考
と
感
覚
と
の
関
係
の
解
決
に
か

却

か

っ

て

い

お

。

「

真

理

は

唯

物

論

で

も

観

念

論

で

も

な

く

た

だ

ア

ン

ト

ロ

ポ

ロ

ギ

|

だ

任

な

の

で

あ

る

。

つ
ま
り
は
ま
た
、

も
っ
と
も
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、

「
感
官
か
ら
引
き
離
さ
れ
、
感
官
の
真
理
を
否
認
す
る
、
理
性
ま
た
は
哲
学
L

に
対
し
て
は
、
自
ら

と
特
徴
づ
け
る
が
、
し
か
し
そ
の
唯
物
論
と
は
、
「
も
っ
ぱ
ら
純
粋
な
感
覚
主
義
的
な
愛
欲
と
生
活

〈

mv

つ
ま
り
現
実
的
感
性
的
個
別
的
な
人
聞
を
、
存
在
さ
せ
る
唯
物
論
」
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
結
局
、

「
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ

の
立
場
を
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
「
唯
物
論
」

欲
と
か
ら
人
聞
を

ギ

しー

で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
う
し
た
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
唯
物
論
は
、

「
極
端
な
、
超
越
的
な
、
人
間
を
超
出
し
て
初

偉
う
唯
物
論
」
で
は
な
く
て

「
内
在
的
な
、

人
聞
の
う
ち
に
、

そ
う
し
て
人
聞
の
傍
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
唯
物
論
」
で
あ
り
、

(
印
)

で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
立
場
で
問
題
な
の
は
、

「
神
の
存
在
・
非
存
在
L

で
は
な
く
て
、
「
人
聞
の

」
れ
が

ま
た

「
唯
物
論
と
観
念
論
と
の
聞
の
争
い
に
お
け
る
ア
ル
キ
メ
デ
ス
の
立
場
」

「
物
質

-31ー

の
可
分
性
・
不
可
分
性
」
で
は
な
く
て

存
在
・
非
存
在
」
で
あ
り
、

「
人
聞
の
可
分
性
・
不
可
分
性
」
で
あ
り
、

「
物
質
の
永
遠
性
・
時
間
性
」
で
は
な
く
て
、
「
人
聞
の
永
遠
性
・
時
間
性
」
で
あ
り
、
「
人
聞
の
外
部
で

天
地
の
聞
に
分
散
し
拡
が
っ
て
い
る
物
質
」
で
は
な
く
て
、
「
人
聞
の
頭
蓋
の
う
ち
へ
圧
縮
さ
れ
て
い
る
物
質
」
で
あ
配
。
「
簡
単
に
言

っ
て
、
こ
の
争
い
に
お
い
て
は
、
こ
の
争
い
が
頭
脳
な
し
に
行
わ
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
も
っ
ぱ
ら
人
聞
の
頭
脳
が
問
題
に
な
る
。
た
だ
人

聞
の
頭
脳
の
み
が
、
こ
の
争
い
の
根
源
で
あ
る
と
同
様
に
、
目
標
で
あ
り
終
端
で
あ
る
。
も
し
わ
れ
わ
れ
が
、

一
旦
、
思
考
の
も
っ
と
も

顕
著
に
し
て
も
っ
と
も
困
難
な
物
質
、

つ
ま
り
脳
髄
の
物
質
の
問
題
に
結
着
を
つ
け
る
な
ら
、
そ
の
時
わ
れ
わ
れ
は
や
が
て
ま
た
他
の
諸

物
質
や
物
質
一
般
の
問
題
に
結
着
を
つ
け
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
デ
。
」
だ
が
し
か
し
、
か
り
に
解
剖
学
が
こ
の
物
質
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

「
解
剖
学
は
わ
れ
わ
れ
に
た
ん
に
死
せ
る
真
理
を
語
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
ま
さ
に
そ
の
ゆ
え
に
完
全
な
全
体
的
真

が
で
き
た
と
し
て
も

北
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フ
ォ
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エ
ル
パ
ツ
ハ
と
人
間
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問
題

の
立
場
、
そ
科
学
の
補
充
と
し
て
は
決
し
て
欠
く
こ
と
は
で
き
な
い
し
、

の
立
場
に
代
わ

理
を
諮
る
の
で
は
な
い
。
科
学
は

る
こ
と
も
で
き
な
い
。
生
命
待
感
覚
・

み
認
識
さ
れ
る
絶
対
者
で
あ
問
。
」
フ
ォ
イ
エ
ル
パ
ツ
ハ
の
言
れ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
明
瞭
で
あ
ろ
う
。

考
」
の
統
体
と
し
て
の
み
具
体
的
現
実
的
人
請
で
あ
っ
て
、
し
か
も
こ
う
し
た
人
賠
こ
そ
が
「
絶
対
的
に
独
自
な
」

て
の
み
認
識
さ
れ
る
絶
対
者
」
な
の
で
あ
る
。

仙
川
フ
才
イ
エ
ル
パ
ツ
ハ
は
、
自
ら
の

ま
た
そ
の

は
あ
る
諮
対
的
に
独
自
な
も
の
:
:
:
:
で
あ
る
。
ぞ
れ
は
実
際
、

た
だ
自
己
自
身
に
よ
っ
て
の

「
人
関
」
は
「
生
命
・

「
自
己
自
身
に
よ
っ

「
新
し
い
哲
学
L

を
つ
本
資
的
に

し
か

の
意
味
で
実
践
的
な
煩
向
会
も
つ
も
の
」
と

規
定
し
た

「
フ
ォ
イ
エ
ル
パ
ツ

(
府
)

が
、
感
性
を
実
践
的
な
人
間
的
感
性
的
活
動
と
し
て
捉
え
て
い
な
い
」
。

(
根
本
命
題
鎚
)
。
だ
が
マ
ル
ク
ス
の

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
つ
い
て
の
『
テ

i
ゼ
b

に
よ
る
と
、

ハ
は
抽
象
的
思
考
に
満
足
し
な
い
で
感
性
的
資
観
に

「
対
象
・
現
実
・
感
性
が
客
韓
も
し
く
は
直
観
の
形
式

の
も
と
で
の
み
把
捉
さ
れ
て
い
て
、
入
額
約
感
性
的
活
動
す
な
わ
ち
実
践
と
し
て
恕
擬
さ
れ
て
い
ず
、
主
体
的
に
偲
拠
き
れ
て
い
な
い
」

こ
と
に
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
マ
ル
ク
ス
の
フ
ア

l
ゼ
恥
そ
の
も
の
を
、
五
題
的
に
考
察
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
し
か
し
ブ
ォ
イ
エ
ル
バ

ッ
ハ
の
「
感
性
」
に
つ
い
て
一
後
一
う
と
、
ぞ
れ
は
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
第
一
義
的
に
は
思
考
し
感
覚
す
る
人
間
の
全
体
存
在
を
指
す
の

で
あ
っ
て
、
思
考
に
対
立
す
る
限
り
で
の
感
覚
も
し
く
は
直
観
i
1
1
「
感
性
的
直
観
」

i
l
e
と

し

て

の

は

、

第

二

義

的

な

意

味

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、

ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
を
含
む
ご
」
れ

の
す
べ
て
の
唯
物
論
の
主
な
欠
詔
L

は、

で
の
そ
れ
で
あ
る
こ
と

「
実
践
」
す
な
わ
ち
勺
人
間
的
感

マ
ル
ク
ス
の

性
的
活
動
」
が
人
間
の
「
対
象
的
活
動
」
そ
あ
り
、
ぞ
れ
が
人
間
の
富
然
に
対
す
る
活
動
を
、

ば
、
た
し
か
に
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、
そ
う
し
た
意
味
で
の
実
践
を
入
問
答
夜
の

つ
ま
り
生
産
活
動
や
労
働
を
指
す
と
す
れ

の
根
拠
と
は
み
な
し
て
い
な
い
。

ま
た
?
ル
ク

ス
が
さ
ら
に

つ
ま
り
社
会
関
係
を
・
変
態
す
る
階
級
闘
争
を
含
め

て
い
る
と
す
れ
ば
、

と
い
、
7
こ
と
に

-
悪フ

の

L
9JV 



フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
を

「
非
実
践
的
」

門
部
)

と
す
る
批
判
は
正
当
で
あ
ろ
テ
。

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は

そ
う
し
た
事
柄
に
つ
い
て
は
何
も
語

む
し
ろ
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、
人
聞
の
自
己
意
識
の
変
革
こ
そ
が
い
わ
ば
「
新
し
い
人
類
」
を
も
た
ら
す
唯
一
の
条
件

で
あ
っ
て
、
人
類
の
こ
の
新
生
な
く
し
て
は
「
一
切
の
政
治
的
社
会
的
改
革
は
空
虚
で
あ
り
、
無
価
値
で
あ
る
一
と
考
え
て
い
た
。

マ
ル
ク
ス
の
言
う
「
実
践
」
は
、
こ
の
よ
う
に
、
あ
る
場
合
に
は
「
類
し
と
し
て
の
人
間
に
共
通
な
活
動
|
|
i
労
働
・
生
産
ー
ー
で
あ

り
、
あ
る
場
合
に
は
特
定
の
階
級
に
共
通
な
活
動
ー
ー
ー
革
命
的
実
践
ー
ー
で
あ
る
と
き
早
え
る
が
、
し
か
し
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
1

実
践
」

は
、
ど
こ
ま
で
も
個
別
的
な
人
間
相
互
の
個
別
的
な
人
間
関
係
を
基
調
と
す
る
。
そ
し
て
そ
の
「
最
高
に
し
て
第
一
の
法
則
」
が
、

(
拐
」

で
あ
っ
た

0

マ
ル
ク
ス
の

っ
て
い
な
い
。

「
人
間
に

対
す
る
人
聞
の
愛
」

『
テ
ー
ゼ
』
は
、
こ
の
愛
の
問
題
に
つ
い
て
は
直
接
触
れ
て
は
い
な
い
。

だ
が
エ
ン
ゲ
ル

ス
は

そ
の

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
「
愛
」
は
男
女
の
性
愛
以
上
に
及
ぶ
と
ま
っ
た
く
抽
象
的

〔

m)

し
た
が
っ
て
愛
に
基
づ
く
と
さ
れ
る
道
徳
も
ま
た
抽
象
的
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
批
判
す
る
が
、
こ
の
点
は
ど
う
で
あ

『
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
論
』

の
な
か
で

qδ 。ο

と
な
り
、

ろ
、
っ
か
。

こ
の
批
判
に
対
し
て
は
、
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
た
し
か
に
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、
た
び
た
び
男
女
の
性
愛
に
つ
い
て
語
り
、

そ
の
人
間
的
意
義
を
強
調
し
て
い
る
が
、
し
か
し
エ
ン
ゲ
ル
ス
も
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
性
愛
を
愛
の
唯
一
の
形
態
と
し
て
主
張
し
て
い

「
人
間
に
対
す
る
人
聞
の
愛
」
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
人
間
全
体
を
愛
す

る
わ
け
で
は
な
い
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
「
愛
」
は
、

る
と
い
っ
た
抽
象
的
な
人
類
愛
で
は
な
く
、
ど
こ
ま
で
も
個
別
的
な
個
人
の
個
別
的
な
個
人
に
対
す
る
愛
で
あ
り
、
「
私
」

の
「
汝
」
に
対
す
る
愛

で
あ
る
。
と
言
う
よ
り
は
む
し
ろ
逆
に
言
っ
て
、
私
に
対
す
る
他
者
を
つ
ね
に
私
と
は
異
っ
た
一
個
の
独
立
な
人
間
と
し
て
、
つ
ま
り
「
私
」
に
対

す
る
「
汝
」
と
し
て
認
め
る
こ
と
が
「
愛
」
で
あ
り
、
こ
の
愛
が
ま
た
個
別
的
に
異
っ
た
人
間
相
互
の
聞
の
統
一
を
、
つ
ま
り
「
人
類
」

を
実
現
す
る
、
と
い
う
の
が
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
根
本
思
想
で
あ
っ
た
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
が
性
愛
の
意
義
を
強
調
し
た
の
は
、

北
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ブ
ォ
イ
エ
ル
パ
ッ
ハ
と
人
間
の
問
問
題

つ
に
は
性
愛
が
人
類
愛
の
よ
う
に
観
念
的
な
思
考
の
上
で
の

た
、
性
愛
が
有
限
な
個
人
の
間
の
粉
互
補
忍
的
な
愛
の
も
っ
と
も
典
型
的
な
形
態
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
、

相
互
に
補
足
し
あ
い
、
結
合
し
て
は
じ
め
て
を
、

Jχ
全
な
人
間
L

は
な
く
て
感
性
的
身
体
的
な
愛
で
あ
る
w

}

と
に
よ
る
が
、

冬
ら
に
は
ま

と
設
え
よ
う
。

つ
ま
り
努
女
は

る
。
最
愛
は

「
類
の
統
一
性
い
で
あ
る
こ
と

を
経
験
的
地
平
に
お
い

示
す
好
倒
的
と
し
て

れ
た
の
で
あ
っ
て

フ
ォ
イ
ヱ
ル
バ
ッ
ハ
の

グ〉

は
ど
こ
ま
で
も
こ

の
後
者
の
・
点
に

つ
ま
り
偶
が
個
℃
あ
る
こ
と
を
ふ
八
わ
ず
に
類
の

一
性
を
実
現
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

る

「フ
エオ

ゴ イ
イエ
ズル
ムパ
L ツ

でハ
あ~ ~こ
るよ
。る

と

」
の
「
愛
い
こ
そ
が
唯

の
善
で
あ
り
、
こ
れ
に
-
反
し
て
唯
一
の

は

「
汝
」
の
存
夜
を
否
定
す

り
、
し
た
が
っ
て
「
道
徳
は

て
い
る
と

は
こ
の
よ
う
に
自
他
の
関
係
む
っ
ち
に
わ
り
い
て
の
み
成
り
立
つ
の
で

れ
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
ふ
ブ
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
「
道
認
め
原
理
」
を

汝
』
と
を
急
揺
す
る
宗
一
惜
し
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
も
「
私
」
ど
っ
汝
」
の
器
部
と
続

だ
が
ブ
才
イ
ス
ル
パ
ツ
ハ
の
倫
理
思
想
全
般
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て

34 -

吋
私
』
と
吋
日
放
』
ど
の
結
合
か
ら
の
み

…福
L

に
掻
く
が
、
こ
の
幸
一
語
も
実
は
「

た

の
立
場
は

、y」

る
で
あ
ろ
う
。

る

と
に
し
た
い
。

こ
の
小
論
の

lま

吋
将
来
の

の
線
本
命
題
陥

の
米
患
の
四
命
題
を
手
掛
り
と
し
て

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
人
間
関
鏡
、
ど

そ

て
再
構
成
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
人
間
み
そ
「
私
L

と
「
、
汝
L

の

夜
一
刻
と
統
一
と
い
う
観
点
か
九
捉
え
る
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
人
間
観
は
、
そ
の
思
想
の
隅
々
に
ま
で
及
ん
明
、
い
る
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ

う
。
こ
の
小
論
で
は
触
れ
る
こ
と
が
で
冬
な
か
っ
た
が
、
ブ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
こ
の
基
本
的
な
人
間
続
は
、
か
れ
作
最
初
の
論
文
で
み
め

m
M

う
ち
に
も
、
す
で
に
現
わ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
そ

れ
に
せ
被
づ
く
根
本
思
想
と
を
、

ツ
才
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
自
身
の

で
無
限
な
理
性
に
つ
い

(
ド
ク
タ
ー
論
文

八

八

ゆ

A
V

吋



純
粋
思
考
の
う
ち
に
私
と
汝
の
一
致
を
捉
え
、

個
別
的
な
個
々
の
人
間
を
超
え
た
一
な
る
普
遍
的
理
性
を
推
論
す
る
が
、

こ
で
は

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
へ

l
ゲ
ル
の
忠
実
な
弟
子
と
し
て
、

そ
こ
か
ら
感
覚
的

そ
う
し
た
思
考
過
程
を
別
に
し
て
考
え
る
と
、

そ
こ
に
は
す
で

に
私
と
、
汝
、
個
と
類
、
分
離
と
統
一
と
い
っ
た
、
後
年
の
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
人
間
観
の
基
本
的
な
諸
範
曙
が
、
出
揃
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
結
論
的
に

こ
う
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、

そ
の
思
想
形
成
の
当
初
か
ら
、

人
間
を
個
と
個

超
え
た
永
遠
の
意
義
を
担
っ
て
い
る
。

の
分
離
と
統
一
と
い
う
形
で
問
題
に
し
た
。
こ
の
発
想
は
、

だ
が
し
か
し
、

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
独
自
の
も
の
で
あ
り
、

そ
の
意
味
で
ま
た
、
哲
学
史
を

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
哲
学
は
、

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
が
へ

l
ゲ
ル
哲
学
を
批
判

し
た
の
と
同
じ
レ
ベ
ル
に
お
い
て

そ
の
哲
学
は
前
期
に
お
い
て
は
へ
|
ゲ
ル
思
想
の
直

後
期
に
お
い
て
は
へ

i
ゲ
ル
批
判
と
い
う
形
で
へ
|
ゲ
ル
の
間
接
の
影
響
の
下
に
、

「
特
定
の
時
代
の
特
定
の
哲
学
」

で
あ
っ
た
。

接
の
影
響
下
に

思
考
と
感
覚
、

理
性
も
し
く
は
精
神
と
感
官
と
い
っ
た
対
概
念
は
、

し
か
し
そ
れ
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
主
体
的
な
私
と
汝
の
分
離
と
統
一
と
い
う
基
本
的
問
題
の
解
決
法
を
逆
に
狭
め
る
結
果
に
な
っ
た
こ
と
も
、

置
か
れ
て
い
る
。
思
考
と
存
在
、

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
人
間
観
形
成
に
大
き
な
役
割
を
果
し
た
が
、

戸

hυ。ο

否
め
な
い
事
実
で
あ
ろ
う
。

マ
ル
ク
ス
や
エ
ン
ゲ
ル
ス
が
へ
|
ゲ
ル
を
介
し
て
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
を
簡
単
に
「
克
服
」
し
た
の
も
、

フ

ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
自
身
が
あ
ま
り
に
も
へ
|
ゲ
ル
的
な
問
題
設
定
の
枠
に
捉
わ
れ
す
ぎ
て
い
た
こ
と
の
歴
史
的
証
明
と
き
守
え
る
。
こ
の
小

論
で
は
、

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
自
然
主
義
や
感
覚
主
義
の
問
題
に
は
ほ
と
ん
ど
立
ち
入
ら
な
-
か
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
問
題
も
結
局
は
へ

-
ゲ
ル
思
想
の
裏
返
し
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
そ
う
し
た
問
題
は
、
哲
学
史
の
流
れ

の
な
か
で
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
を
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
際
に
は
、
か
な
り
の
比
重
を
も
つ
も
の
と
言
え
よ
う
。
だ
が
歴
史
は
歴
史
に
委

ね
て
、
歴
史
を
超
え
た
問
題
を
介
し
て
直
接
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
と
の
対
話
を
試
み
る
こ
と
も
ま
た
必
要
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

北
大
文
学
部
紀
要



フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
と
人
間
の
問
題

i主
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
引
用
は
、
「
ZL
豆町

F
Z
O『
Z
n
r
w
∞
凶
器
HpnF0

4
司

Z
F
E
c
-
r
t
z
m問。問。
r
g
J
2
5
-
Z
E

∞。
-
z
z
z

吋『

MOL『向。
r
』
。
円
四
ア
回
L
-
H
l
H
-
H也市山
C
U

∞
L・
凶
・
]
戸
由
白
山
山
山
∞
内
田
岡
田

¥

4園
噂

5

2
に
よ
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
版
の
切
門
日
・
同

-
H
は
、
一
九

O
三
年
か
ら
一
九
一
六
年
に
か
け
て
同
じ
編
者
に
よ
っ
て
出
版
さ
れ
た

F
E三
四
可
2
2
z
n
r
m
ω
t
s
E。
官
者
2

r
の
切
L・

H
l
H
の
写
真

版
で
あ
り
、
回
色
凶
に
新
た
に
加
え
ら
れ
た
補
巻
第
一
巻
で
、
回
ι・
需

に

収
録
さ
れ
た
ヨ

l
ド
ル
訳
の
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
デ
ィ
セ
ル
タ
チ
オ
ン
を

ラ
テ
ン
語
の
原
文
の
ま
ま
収
録
し
、
さ
ら
に
一
八
三

O
年
に
匡
名
で
出
版
さ

れ
た
の
。
内
宮
ロ
r
E
M
E
r。
吋
叶
。
L
Zロ
L
Cロ
ω件。ユニ
-nrr丘
H
E
E
L
Oロ
司
釦
唱
芯
1

円
。
国
広
田
o
m
u
oロ
r
z
p
D
o
r
ω
件
。
MEwE
〉
目
}
冨
国
間
任
。
。
-
。
問
E
n
r
.

H

E
ミ
Z
E
r
z
u内
3
5ロ
の
写
真
版
、
そ
れ
に
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
生

涯
と
著
作
の
年
譜
と
一
九
六

O
年
ま
で
に
出
版
さ
れ
た
主
な
フ
ォ
イ
エ
ル
バ

ッ
ハ
文
献
目
録
を
収
録
す
る
。
合
本
の
切
L
・
国
¥
爵
は
、
補
巻
の
第
二
・

三
巻
で
、
〉

E
問。君
"
E
Z
∞
ユ
止
め

gロ
ロ
ロ
品
目
下
ZL三
間
司
2

2
・

r白『
-
F
O『釦
Zω
問。問。
r。
田
口
口
L
F
T》
開
門
同
司

r
r刷。『

OUH問。
-o--zwH
〈

Oロ

者
ニ
Z
-自
回
。

-
F
N
∞
L0・
H
U
E

の
写
真
版
と
、
新
た
に
二
二
通
の
書

簡
を
付
録
と
し
て
収
録
す
る
。
補
巻
に
は
そ
れ
ぞ
れ

zgω
目
宮
号
巴
ロ

ω
g
m
'
の
短
い
序
文
が
あ
り
、
第
一
巻
に
は

-
Pユ
「
合
三
岳
の
一
二

O
百
円
近
い

回
目
-
2
2ロ
聞
を
の
せ
る
が
、
そ
の
内
容
は
、
問
月
-
F
C
三
件
F
-

〈。ロ

E
O間
乙

r
E
Z芯同一
Nm凸
F0・
同
由
A
F
H
-
M
〉
Z
2・
(
〈
。
ロ
匡
⑦
問
。
-
N
Z
Z
Z
Z一ω《

HFO)

5
8
の
フ
ォ
イ
エ
ル
パ
ソ
ハ
に
つ
い
て
の
叙
述
と
、
，
ほ
と
ん
ど
重
複
す
る
。

私
が
こ
こ
で
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
寸
私
」
と
「
汝
」
の
問
題
を
と
り
上

げ
た
の
は
、
拙
稿
『
自
己
認
識
と
、
汝
』
(
理
想
・
二
一
三
八
号
・
昭
和
三
六
年

七
月
)
以
来
の
私
自
身
の
問
題
志
向
に
よ
る
が
、
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
の
前
掲
書

や
そ
の
り
Z
F
E
2島
区
ロ
ヨ

S
L
Z
同乙
Z
L
2
冨
芹
冒

2
2
r
。P
同∞-

M∞
及

び

F
P吋
昨
日
ロ
回
c
r
o
p
巴釦

m
可可。
z
o
E
L
2
冨
O出
切
口
『
@
出
(
冨

虫
色
。
四
日

E
r
o
ω
H
L
o
r
g
-
呂
町
・
∞
・

2
ω
A
F印
申
後
に
、
富
号
江
田

切
5

2
・
4
『
2
Z
-
∞
ι・
-
唱

z
a
N
w
∞・

ω。
叶
品
。
叫
に
収
録
)
の
な

か
の
フ
ォ
イ
エ
ル
パ
ソ
ハ
の
項
も
、
「
私
」
と
「
汝
し
の
問
題
を
扱
っ
た
も

の
と
し
て
、
参
考
に
な
っ
た
。
な
お
和
辻
哲
郎
『
人
間
の
学
と
し
て
の
倫
理

学
』
(
岩
波
全
書
・
昭
和
九
年
)
の
第
一
章
一

O
「
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の

人
間
学
」
も
、
こ
の
問
題
を
扱
っ
て
い
る
。
い
ま
レ
!
ヴ
ィ
ッ
ト
に
関
し
て

号
一
口
え
ば
、
レ
|
ヴ
ィ
ッ
ト
は
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
と
っ
て
、
「
人
間
学

的
に
哲
学
す
る
」
と
は
、
第
一
に
、
自
己
の
思
考
を
保
証
す
る
感
性
を
顧
慮

し
、
第
二
に
、
自
己
の
思
考
を
保
証
す
る
共
同
人
間
(
冨

X
E
g
z
r
)
を
顧

慮
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
、
と
す
る
(
自
己
巴

Z
P
F
岩
田
)
。
要
す
る
に
フ

ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
哲
学
は
、
「
感
性
」
と
「
汝
」
と
い
う
二
重
原
理
か
ら

な
り
、
こ
の
両
者
を
統
一
す
る
の
が
「
愛
」
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
レ
|
ヴ
イ
ツ
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ト
の
根
本
見
解
で
あ
る
が
、
し
か
し
私
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
、
フ
ォ
イ
エ
ル

バ
ッ
ハ
の
哲
学
に
固
有
の
二
重
原
理
を
認
め
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
む
し
ろ

「
私
」
と
「
汝
」
と
い
う
二
重
原
理
で
あ
っ
て
、
「
思
考
L

と
「
感
覚
」
と

の
対
立
は
、
あ
る
意
味
で
こ
の
「
私
」
と
「
汝
」
の
二
重
原
理
か
ら
派
生
し

て
く
る
対
立
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
は
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
国
有
の
も
の
と

言
う
よ
り
は
、
明
ら
か
に
へ

i
ゲ
ル
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ

ッ
ハ
の
「
人
間
学
」
は
、
人
間
を
た
だ
ち
に
個
と
見
る
の
で
も
な
け
れ
ば
、

た
だ
ち
に
類
と
見
る
の
で
も
な
い
。
個
と
類
と
を
さ
ら
に
第
三
の
原
理
で
あ

る
寸
私
」
と
「
汝
L

と
に
よ
っ
て
相
互
媒
介
的
に
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

両
者
の
分
裂
を
統
合
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
「
人

間
学
」
の
本
来
の
意
図
が
あ
る
、
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て

ま
た
、
侶
と
類
と
の
分
裂
と
統
合
の
問
題
を
度
外
視
し
て
、
そ
の
「
私
」
と

「
汝
」
の
思
想
だ
け
を
と
り
出
す
こ
と
に
も
、
問
題
が
あ
る
と
言
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
の
場
合
に
は
そ
れ
は
口

7

ン
テ
ィ
ー
ク
の
そ
れ
に
逆
転
す

る
で
あ
ろ
う
。

(
l
)

切
島
・
ロ
・

ω
・
ω
H叶

(
2
)

切
島
・
口
・

ω
・
ωH
∞

(
3
)

戸

-
F

。

(
4
)

回
内
田
・
ロ
・

ω
・
ωH一也

(
5
)

切
ι・
口
・

ω
-
M
A
F印

(
6
)

∞
品
・
口
・
∞

-
N
A
S

(
7
)

〈
包
・
噌
回
品
・
ロ
-
∞
-

N

日1
h時

一

(
8
)

回
ι・
口
・

ω
・
ω]{印

(
9
)

回
ι.
‘
口
・
∞

-
N
U
申

(

日

)

∞

L
・
ロ
・

ω
・
ω]FJH

(
日
)
∞
品
・
ロ
・

ω
・
ω

N

C

(

ロ
)
切
門
日
・
口
・

ω
・
ω]志向・

(日

)
A
-
ラ
ウ
は
、
『
将
来
の
哲
学
の
根
本
命
題
』
は
フ
ォ
イ
エ
ル
パ
ツ

ハ
の
哲
学
の
諸
原
理
を
含
む
が
、
し
か
し
そ
れ
ら
の
諸
原
理
は
、
そ
れ
が

生
み
出
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
「
方
法
し
を
欠
い
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
「
ま

北
大
文
学
部
紀
要

!
っ
た
く
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
位
笠
一
一
一
口
L

に
終
っ
た
と
し
て
、
『
糠
本
命

題
』
は
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
哲
学
を
理
解
す
る
に
充
分
な
書
と
は
言
え

な
い
、
と
す
る
(
〈
岡
-
J
F
g門7
1四
司

2
0『
r
z
y
-
2
0
Z
O
唱

Z
-
。ω。ー

-
M
2
0
r
。

ω
n
rユ同件。ロ
(H
∞
AFUN-H
∞
品
切
)
・
図
。
吋
m
g
m
m
o冊。
r
o
E
〈
。
ロ
冨
h

℃円

。E
E〈
F
Z四
P

E
印。一
ω
・
∞
同
)
。
と
は
言
、
ぇ
、
『
根
本
命
題
』
が

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
哲
学
的
著
作
の
う
ち
で
も
っ
と
も
重
要
な
内
容
を

含
ん
で
い
る
こ
と
は
、
ラ
ウ
自
身
も
認
め
て
い
る
わ
け
で
、
フ
ォ
イ
エ
ル

バ
ッ
ハ
の
哲
学
思
想
を
知
る
た
め
に
は
、
こ
れ
ら
の
「
簸
言
」
を
わ
れ
わ

れ
理
解
者
の
側
で
連
関
づ
け
て
理
解
す
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

(
U
)

こ
れ
は
ほ
と
ん
ど
の
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
解
釈
者
が
一
致
し
て
認
め

て
い
る
と
こ
ろ
で
、
問
題
は
フ
ォ
イ
エ
ル
パ
ヅ
ハ
の
思
想
の
発
展
段
階
を
き

ら
に
ど
の
よ
う
に
細
分
化
す
る
か
に
か
か
っ
て
お
り
、
こ
の
点
で
諸
家
の

意
見
が
わ
か
れ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
た
と
え
ば
、

K
・
グ
リ
ュ
ン
は
、
全

発
展
段
階
を
四
期
(
第
一
期
一
八
二
九

l
三
九
年
、
第
二
期
一
八
四

O

四
九
年
、
第
三
期
一
八
五

O
|六
O
年
、
第
四
期
、
一
八
七

O
|七
二
年
)
に

わ
け
、

c-N-
シ
ュ
タ
ル
ケ
は
、
士
一
期
(
第
一
期
一
八
二
八
|
三
七
年
、

第
二
期
一
八
三
八
|
四
三
年
、
第
三
期
一
八
四
四
七
二
年
)
に
わ
け
る
。

シ
ュ
タ
ル
ケ
に
よ
る
と
、
第
一
期
は
、
現
実
的
な
も
の
が
普
遍
的
な
も
の

の
う
ち
に
の
み
見
ら
れ
た
時
代
(
つ
ま
り
へ

l
ゲ
ル
の
影
響
下
に
あ
る
時

代
)
、
第
二
期
は
、
個
別
的
な
も
の
に
お
け
る
現
実
的
な
も
の
が
普
遍
的

な
も
の
と
の
対
立
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
た
時
代
、
第
三
期
は
、
理
性
が
ふ

た
た
び
感
性
的
な
現
実
的
な
も
の
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
時
代
、
で
あ
る
。

ラ
ヴ
ィ
ド
ヴ
イ
ソ
ツ
は
、
普
遍
対
個
物
と
い
う
対
立
は
、
た
し
か
に
ド
ク

タ
ー
論
文
の
主
題
で
は
あ
っ
た
が
、
以
後
ま
っ
た
く
問
題
に
さ
れ
て
い
な
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い
と
し
て
、
フ
ォ
イ
エ
ル
パ
ソ
ハ
の
哲
学
の
発
展
期
を
わ
か
っ
原
理
と
は

な
ら
な
い
、
と
ン
ユ
タ
ル
ケ
の
区
分
を
批
判
す
る
(
〈
巴
・

ω・
見
E
司
王
。
.

君
-
n
p
H
h
C
角
田
君
-
四
明
。
z
o
ユ
出
nFω

同M
Z目。
ω
。百}回目
0

・
H
由
ω
H
.
M
・
〉
口
出
-w

呂
志
ザ
∞
-
H
C
)
。
シ
ュ
タ
ル
ケ
の
原
本
(
。
・

2
・
2
司
r

p

F
・
司

2
2
・

r仰
の

Y

H
∞
∞
印
)
は
つ
い
に
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
し

か
し
こ
の
区
分
は
、
か
な
り
事
実
に
適
合
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。
た
と
、
ぇ
普
遍
対
個
物
と
い
う
対
立
が
後
期
に
お
い
て
主
題
的
に
表
面

化
さ
れ
て
い
な
い
に
し
て
も
、
こ
の
対
立
は
、
人
聞
の
類
と
個
の
関
係
に

も
か
か
わ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
っ
た
く
無
視
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く

事
実
ま
た
し
ば
し
ば
論
じ
ら
れ
て
も
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
フ
ォ
イ
エ

ル
バ
ッ
ハ
は
、
死
と
不
死
の
問
題
に
つ
い
て
三
度
び
書
い
た
が
ニ
・
↓
。
.

島。
ω
明。色白ロ
-
S
F
H
∞ω
O

口

-
U
2
∞
n
F
Z
P
Z
乙
}
角
ロ
ロ
品
件
。
吋
富
。
ロ

E
Y

H

∞
ωAF---
・
2

0

Cロ
己

Z
Z
R
F
-
s
-雷
同
吋
釦
問
。
〈
。

E
ω
gロ円四回日己ロど

品
。
円
〉
ロ
HF
『。唱。-。四回

P
E
A
S
)
、
後
に
フ
ォ
イ
エ
ル
パ
ソ
ハ
自
身
、
第
一

の
書
は
「
抽
象
的
な
思
考
者
」
と
し
て
、
第
二
の
書
は
「
思
考
と
感
性
の

両
要
素
の
矛
盾
」
の
立
場
か
ら
、
第
三
の
書
は
「
感
官
と
和
解
し
た
思
考
者
」

と
し
て
書
い
た
と
、
語
っ
て
い
る
(
回
L
・
重
唱
∞
-

H

叶
)
の
が
注
目
さ

れ
る
。
多
少
の
年
代
の
づ
れ
は
あ
る
が
、
先
の
シ
ュ
タ
ル
ケ
の
区
分
に

合
っ
た
発
言
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
こ
の
三
段
階
が
、
一
種
の
弁
証
法
的

発
展
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
疑
問
で
あ
る
。
ま
た
フ

ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
自
身
が
、
第
一
の
書
は
第
三
の
書
で
語
ら
れ
た
内
容
を

す
で
に
「
抽
象
的
」
に
含
ん
で
お
り
、
そ
れ
が
第
三
の
書
で
「
具
体
的
」

に
展
開
さ
れ
て
い
る
、

E
語
っ
て
い
る

(
F
F
0
.
)
こ
と
に
も
、
問
題
が
あ

ろ
う
。
だ
が
フ
ォ
イ
エ
ル
パ
ソ
ハ
の
哲
学
の
全
体
を
見
通
す
た
め
の
視
点

を
求
め
て
い
る
こ
の
小
論
で
は
、
そ
う
し
た
発
展
段
階
の
問
題
を
特
に
顧

慮
し
て
は
い
な
い
。

(
河
川
)
切
ι・
ロ
-
∞
-

H

由同

(
日
叩
)
『
へ
|
ゲ
ル
哲
学
の
批
判
』
の
執
筆
は
、
も
と
も
と
ル
|
ゲ
が
『
ハ

レ
年
報
』
の
た
め
に
パ
イ
ル
ホ
ッ
フ
ァ

l
の
『
哲
学
の
理
念
と
歴
史
』
(
関
・

斗
・
∞
印
可
『
『
。
内
向
。
吋
巴
芯
H
L
A

印
。
ロ
ロ
品
。
。
ω
。
r
r
r芯
品
。
吋
司
E
-。
ω
。三回品。.

H

∞
ω∞
)
の
批
評
を
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
求
め
た
こ
と
が
、
機
縁
と
な
っ

て
い
る
。
し
て
み
る
と
、
こ
こ
で
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
が
「
一
へ

l
ゲ
ル

主
義
者
」
と
呼
ぴ
、
引
用
符
を
つ
け
て
語
っ
て
い
る
の
は
、
こ
仰
パ
イ
ル

ホ
ッ
フ
ァ
ー
で
あ
り
、
き
き
の
書
物
で
あ
ろ
う
。
一
八
三
八
年
七
月
二
七

日
付
と
ご
二
日
付
の
ル
|
ゲ
の
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
宛
の
手
紙
、
そ
れ
と

一
八
三
九
年
五
月
八
日
付
の
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
ル

l
ゲ
宛
の
手
紙

@ι
・
旨
・

ω・
切
開
・
ロ
・

ω
-
u
oコ
・
)
参
照
。

(
げ
)
回
門
日
・
口
w
a
∞・

HA戸
(
叩
同
)
切
島
-
H
H
w

∞
-
H
g
h・

(
m
w
)

∞
L
・
口
.
∞
・
H

白
ω

(
叩
山
)
∞
門
戸
口
・
∞
-

H

∞
ω

ち
な
み
に
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、
「
歴

史
」
を
「
人
間
性
の
人
間
化
(
盟
。
玄

2
2
r君
。
円
含
口
問
品
。
円
冨

2
2
F
E

Z
E
)
の
過
程
と
み
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
人
間
自
体
に
と
っ
て
最
初

の
も
の
、
も
っ
と
も
近
い
も
の
が
、
最
終
の
も
の
・
も
っ
と
も
遠
い
も
の

で
あ
る
L

。
〈
間
}
・
∞
ι
-
H
・

ω
・
ω
]
E
)，

(
幻
)
∞
品
・
口
噌
∞
・
同
町
ω

(
刊

ω
)

∞
品
・
口

"ω
・
同
町
仏

(お

)

F

F

。・

(
M
)

回
品
・
ロ
・

ω
・同町一凶

(
お
)
切
《
田
口
・

ω
・
回
目
白
(
お
)
切
内
田
・
ロ
・

ω
-
H白日

(
幻
)
∞
L
・
ロ
・

ω
・
]
戸
田
口
可
(
お

)
F
m
w
・。・
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(mm)

切
島
・
ロ
・

(
幻
)
∞
《
戸
口
.

(お
)

a
・
m
・
0
・

(
お
)
切
品
・
ロ
・

ω
・同町由

(
幻
)
∞
島
・
ロ
-
∞
-

H

叶
ω同・

(
m却

)

p

m
・
。
.

(
引

)
F
m
・

o・

(
必
)
し
か
し
逆
に
、
こ
う
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
プ
ラ
ト
ン
は
な
ぜ
自
己

と
の
独
話
を
叙
述
す
る
の
に
「
対
話
」
の
形
式
を
選
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
た
ん
に
文
芸
作
品
の
形
式
の
み
の
問
題
で
は
な
く
、
ソ

ク
ラ
テ
ス
に
続
く
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ア
即
ち
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ケ
!
の
問
題

で
あ
る
と
吾
一
日
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
言
葉
へ
と
外
化
さ
れ
た
思
想
し

が
寸
精
神
を
殺
す
働
き
」
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
見
抜
い
た
フ
ォ
イ
エ
ル
バ

ッ
ハ
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
「
対
話
L

の
意
味
を
充
分
理
解
し
て
い
た
筈
で
あ
る
。

(
必
)
回
ι・
口
・

ω

-

H

戸

(

斜

)

∞

ι・
高
温
∞
-
H
C
H

(
必
)
「
・
だ
が
他
人
は
、
た
と
え
彼
が
た
だ
一
人
に
す
ぎ
な
く
て
も
、
類

の
代
表
者
で
あ
り
、
・
:
・
私
に
と
っ
て
普
遍
的
な
意
義
を
も
ち
、
人
類
の
名

に
お
い
て
孤
独
者
で
あ
る
私
に
語
リ
か
け
る
人
類
の
総
代
で
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え
、
私
は
た
だ
一
人
と
結
び
つ
い
て
い
る
だ
け
で
も
、
共
同
の
人
間
的

生
活
を
も
っ
て
い
る
。
(
、
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
〕
」
(
回
ι・
J

?

ω

-

H

'

也()同・)

(
必
)
「
二
は
多
の
原
理
で
あ
り
、
ま
さ
に
そ
の
ゆ
え
に
多
の
代
用
物
で
あ

る
。
(
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
)
」
(
∞
品
『
ア
∞
・
毘
)
フ
ォ
イ
エ
ル
バ

ッ
ハ
は
、
こ
こ
で
キ
リ
ス
ト
教
の
三
位
一
体
説
に
触
れ
、
実
は
そ
こ
に
は
父

ω
-
H
由也

ω
・][寸
C

同・

(
初
)
∞
L
・
ロ
・

(
幻
)
∞
円
四
・
ロ
.

(
災

)

m

F

。.

(
お
)
切
込
・
口
4

∞
-

H
吋

N

(
お
)
∞
品
・
ロ
-
∞
-

H

叶品

(
川
町
)
切
ι・
ロ
-
∞
-

H

叶印

∞・
H
A
山由同・

ω
・]{叶一戸

北
大
文
学
部
紀
要

と
子
と
い
う
こ
つ
の
人
格
し
か
な
く
、
第
三
人
格
は
そ
の
統
一
と
し
て
の

「
愛
し
を
代
表
す
る
に
す
ぎ
な
い
と
主
張
す
る
。
な
お
、
二
が
多
の
原

理
で
あ
る
と
い
う
考
え
は
、
す
で
に
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
ド
ク
タ
ー
論

文
に
表
明
さ
れ
て
い
た
。
〈
包
-
w

回
L
-
t
=

・

ω
・ω
O
由

(
U
)

切
島
・
ロ
・
∞
-
M
印
由
(
同
日
)

F

F

。
.

(

羽

)

?

"

・

。

.

(

印

)

∞

ι
-
g
w
∞
-
H
C
C

(
日
)
切
L
・
」
デ
∞
-
H
C
H
F

(臼

)
Z
Z
円

m
E三
-Fnro
去
。
ロ
ω
。
r
o
ロ
z
r
o
ロロ
O
ロ
品
目
。

Z
三
ロ
ア
ロ
ロ
円

E
E
Z
U
F
O
富
。
ロ
ω
ロ
r
g
-
o
r
o
ロ
-
L
h
w
m
s

一孟
o
ロ
ω
o
E
-
n
F
0
・

。

。

中

昨

F
P
切
口
広
耳

-
s
x
∞ロ『ニ}。
H
J

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、
『
・
キ
リ

ス
ト
教
の
本
質
』
と
『
¥
|
ゲ
ル
哲
学
の
批
判
』
で
、
こ
の
言
葉
を
感
動

を
こ
め
て
引
用
し
て
い
る
。
〈
包
・
唱
∞
ι・
口
咽
∞
-
H

由N
U

回仏・

4
凶

w

ω
-
H
∞
∞
〉
回
目
・
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
が
求
め

て
い
る
の
は
、
こ
の

ω
E
B
E
n
r
。
室
。
ロ
印
ロ
r
o
ロ
の
解
明
に
は
か
な
ら
な

い
と
言
え
よ
う
。

(
切
)
∞
ム

-
J
P
ω
-
H∞A
F

(

l

M

)

切
ι・
詞
・

ω
・
ω
色

(
日
)
切

L
-
g
w
∞・

ω
A
F
M
W
(
白
山
)
∞
品
-

J

?

ω

-

N

由叶

(閉山)∞
L
-
s
w
-
∞-
H
U
ω
(
m
m
)
F
P
C
-

(
印
)
『
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
』
第
二
七
章
『
信
仰
と
愛
と
の
矛
盾
』
(
∞
品
・

a-
∞
-

M

由
叶
民
・
)
参
照
。

(ω)
切
L
・
ロ
・

ω
]
{叶由

(
目
出
)
回
品
・
ロ
咽

ω
・
Nω

印

(
削
凹
)
∞
L
・
ロ
唱
∞
-

H

∞。

(
白
山
)
∞
品
・
ロ
-
∞
-
M
ω
N

ハ
叫
u

qδ 

(
臼
)

(
臼
)

(白山)

(
仰
)

F
m
w
-

。-

p

p

。.

回
【
日
・
口
一
-
∞
-

N

∞∞

ω
・内
w

・

c・



フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
と
人
聞
の
問
題

(
侃
)
回
島
・
ロ
・

ω
-
N∞印

(
ω
)
F
F
。・

(
初
)
田
島
・
口
・
∞
-

N

∞
ω

(

η

)

∞
【
ケ
ロ
・

ω
-
M∞N

(
吃
)
∞
品
・
ロ
・
∞
-

N

∞

臼

(

刀

)

回

L
・
口
・
∞
-

M
甲
町

(
九
)
〈
四
F
-

一同
E
H
F
-
内z
t
r
品
。
円
吋
o
-
g
o
E
〈。
Z
M
C
E
P
-

∞・∞
NJ
ミ・

(
九
)
〈
包
J

P

4

『
・
『

-zao--
開
ロ
ミ

E。
宮
島
品
。
島
耳
目

MErg-

司
『
円

E
F
2
4
5
ω
2目
Z
Z
P
2
5

。15
L
Z
ω
2・
副
臼

(
町
内
)
∞
品
・
ロ
・

ω
-
N∞
ω

(

竹

)

F

F

。・

(
沌

)

F

F

。

一

・

(

内

)

∞

島

・

ロ

・

ω
・
ω
C
A
F

(
初
)
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
例
を
、
た
と
え
ば
フ
ッ
セ
ル
の
問
主
観
性
の
問
題

の
扱
い
方
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
概
要
は
、
拙
論
『
他
者
の
存
在
(
そ

の
二
』
(
東
大
教
養
学
部
人
文
科
学
科
紀
要
第
初
輯
・
哲
学
班
・
昭
和

三
五
年
)
で
述
べ
た
。
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
と
は
別
に
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の

問
題
で
、
改
め
て
素
朴
実
在
論
の
意
義
を
考
え
直
す
必
要
が
あ
ろ
う
。
素

朴
な
人
は
、
自
分
の
眼
の
前
に
あ
る
こ
の
立
木
に
つ
い
て
、
誰
か
が
た
ん

に
表
象
に
す
さ
な
い
と
一
言
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
に
言
明
す
る
他
人

が
こ
の
立
木
を
見
て
い
る
こ
と
を
疑
わ
な
い
。
隣
の
畑
を
耕
す
人
と
一
緒
に
木
陰

に
安
ら
う
こ
の
立
木
が
、
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
う
る
だ
ろ
う
か
。

(
目
白
)
切
門
目
・

4
ア

ω
・
]

5

0

(

m

M

)

∞
F
H
-
ω
・
ω
c
c

(お

)

F

F

。.
(
U
M
)
E
-
H
w
∞
-
N
E

(目
ω
)

切品
-

H

-

∞
-

N

由
山
田
(
白
山
)
∞
P

ロ・

ω
・
ω
O
印

(
幻
)
切
門
日
・
口
・

ω
・
ω
O
印
同
・
(
∞
∞
)
田
島
・
・
口
・

ω
・
ω
C
∞

(
約
)
『
宗
教
的
休
明
子
1

い
て
の
講
義
』
で
の
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、

「
宗
教
L

に
「
教
養
」
を
対
立
さ
せ
る
。
「
人
間
性
の
諸
行
為
が
人
聞
の

本
性
に
存
す
る
諸
根
拠
か
ら
導
か
れ
る
場
合
に
の
み
、
原
理
と
帰
結
、
原

因
と
結
果
の
調
和
が
あ
り
、
完
全
性
が
あ
る
。
そ
し
廿
ご
れ
を
な
す
、
も

し
く
は
目
差
す
の
が
教
養
で
あ
る
。
:
:
す
で
に
ゲ
|
テ
は
、
学
を
有
す
る

人
に
は
宗
教
は
不
必
要
だ
と
言
っ
て
い
る
。
私
は
、
学
と
い
う
語
の
か
わ

り
に
教
養
と
い
う
諾
を
置
く
が
、
そ
れ
は
教
養
が
全
人
類
を
包
括
す
る
か

ら
で
あ
る
j
。
:
人
間
を
宗
教
的
に
す
る
の
で
は
な
く
、
教
養
化
す
る
こ

と
、
一
切
の
階
級
と
身
分
と
に
教
養
を
普
及
守
せ
る
こ
と
、
こ
れ
が
い
ま
や

現
代
の
課
題
で
あ
る
日
(
∞
品
・
百
-
∞

-Mg同
・
)
ま
た
言
う
。
「
・
:
わ

れ
わ
れ
も
ま
だ
、
宗
教
と
教
養
と
の
聞
の
こ
の
忌
わ
し
い
矛
盾
め
な
か
に

生
き
て
い
る
。
・
・
だ
が
こ
の
矛
盾
を
廃
棄
す
る
こ
と
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
の

現
代
の
課
題
で
あ
る
。
こ
の
矛
盾
の
廃
棄
は
人
類
の
再
生
の
不
可
欠
の
条

件
で
あ
り
、
い
わ
ば
新
た
な
人
類
、
新
た
な
時
代
の
唯
一
の
条
件
で
あ
る
。

こ
れ
な
く
し
て
は
、
一
切
の
政
治
的
社
会
的
改
革
も
空
虚
で
あ
り
、
無
価

値
で
あ
る
己
(
回
品
・
国
・
切
-

M
吋
H

)

(
m
別
)
切
L
・
ロ
・
∞
-

N

由
∞
(
川
出
)
∞
品
-
H
-

∞
-
U
A
F
ω

(
的
出
)
回
L
-
-

口
・
∞
-

N

申
申
(
巾
出
)
切
円
四
-

H

H

-

∞・

ω
c
c

(
川
四
)
切
品
・
ロ
・

ω
・
ω
C
N

(
%
)
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
よ
る
と
、
有
限
な
も
の
を
無
限
な
も
の
か
ら

導
き
出
す
哲
学
は
、
有
限
な
も
の
の
真
の
定
立
に
は
決
し
て
到
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
「
真
の
哲
学
の
課
題
」
は
、
無
限
な
も
の
を
有
限
な
も
の
と
し
て
認

識
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
有
限
な
も
の
を
有
限
な
も
の
で
は
な
い
も
の
と
し
て
、

す
な
わ
ち
無
限
な
も
の
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
で
あ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、

有
限
な
も
の
を
無
限
な
も
の
の
な
か
へ
で
は
な
く
、
無
限
な
も
の
を
有
限

な
も
の
の
な
か
へ
定
立
す
る
こ
と
で
あ
る
。
「
無
限
な
も
の
は
有
限
な
も

の
の
真
の
本
質
l
真
の
有
限
な
も
の
で
あ
る

U
1∞
P
H
7
∞・

N
N
2戸

-40ー



(
%
)
「
有
限
性
|
形
而
上
学
的
意
味
で
の
は
、
存
在
の
本
質
か
ら
の
、

個
体
の
類
か
ら
の
区
別
に
基
づ
き
、
無
限
性
は
存
在
と
本
質
の
統
一
に
基

、つぐ
U

(

切
円
四
・
当
・

ω
・
巴
)

(
切
)
∞
島
・
ロ
咽
∞
-

N

U
叶

(
m
m
)

こ
こ
で
へ

l
ゲ
ル
の
寸
愛
」
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
へ

l
ゲ

ル
も
ま
た
『
法
哲
学
』
の
「
婚
姻
L

の
補
遣
で
、
愛
は
一
般
に
「
私
の

他
者
と
の
統
一
の
意
識
」
で
あ
る
と
す
る
。
だ
が
し
か
し
愛
は
「
感
覚
」

で
あ
っ
て
、
「
自
然
的
な
も
の
の
形
式
に
お
け
る
人
倫
」
で
あ
る
。
従
っ

て
、
婚
姻
を
愛
の
う
ち
に
の
み
置
く
見
解
は
否
定
さ
れ
る
。
「
な
ぜ
な
ら

愛
は
、
感
覚
で
あ
る
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
点
で
偶
然
性
に
委
ね
ら
れ
、
偶
然
'

性
は
人
倫
的
な
も
の
が
持
つ
こ
と
を
許
き
れ
な
い
形
態
で
あ
る
か
ら
で
あ

る
日
婚
姻
は
、
精
確
に
は
、
「
法
的
に
人
倫
的
な
愛
」
と
規
定
さ
れ
る
。

(
グ
ロ
ッ
ク
ナ

l
版
全
集
第
七
巻
二
三
七
|
八
頁
、
二
四

O
真
)
フ
ォ
イ

エ
ル
バ
ッ
ハ
の
寸
愛
」
は
ま
さ
に
「
感
覚
し
と
し
て
の
愛
で
あ
り
、
そ
の

基
本
的
形
態
は
、
男
女
の
性
愛
の
う
ち
に
求
め
ら
れ
る
。
へ

l
ゲ
ル
を
逆

転
さ
せ
る
こ
と
は
、
こ
こ
で
も
明
ら
か
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
し
か
し
、
フ

オ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
が
依
然
と
し
て
へ
|
ゲ
ル
思
想
の
枠
内
で
し
か
愛
を
問

題
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
よ
う
。

(
m
m
)

回
門
日
・
目
ア
∞
-
N申
叶

(別

)
E
-
F
∞

-NS

フ
ォ
イ
エ
ル
パ
ツ
ハ
は
ま
た
、
一
愛
は
わ

れ
わ
れ
の
頭
脳
の
外
に
あ
る
対
象
の
存
在
に
つ
い
て
の
真
の
存
在
論
的
-
証

明
で
あ
り
、
愛
、
感
覚
一
般
以
外
に
、
存
在
に
つ
い
て
の
い
か
な
る
証
明

も
な
い
」
と
語
っ
て
い
る
。
(
∞
島
・
口
・
∞
-
M
∞
∞
)

(m)
宮

・

戸

∞

-
N
S
(叫
)
E
-
Hア
∞
・
ω吋
同

北
大
文
学
部
紀
要

(
問

)
E
-
Hア

ω
・ω芯
(

胤

)
E
-
J
?
ω
-
H
き・

(
問

)
E
-
戸

∞

-
S
H

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
よ
る
と
、
人
間
の
人

聞
に
対
す
る
愛
は
、
た
だ
「
類
の
統
一
性
」
に
の
み
-
基
づ
け
ら
れ
る
こ
と

が
で
き
る
。
愛
は
、
い
わ
ば
「
類
の
主
観
的
存
在
」
で
あ
る
。
〈
間
-
-
-
∞
島
-

J
P
∞・

ω
N
H
R

(
附
)
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、
キ
リ
ス
ト
の
愛
も
ま
た
、
類
の
統
一
と
い

う
根
源
か
ら
導
出
さ
れ
た
愛
と
み
る
。
(
∞
品
・

J--∞

-
S
H
)
し
か
し

キ
リ
ス
ト
教
は
、
愛
の
二
般
的
な
統
一
」
を
「
特
殊
な
統
一
」
と
し
、

「
愛
を
信
仰
の
事
柄
と
し
た
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
愛
を
二
般
的
な
愛
と

の
矛
盾
に
陥
し
い
れ
た
」
。
(
切
品
・

J
?
ω
・
ω
N
S
P・
-
愛
は
直
接
的
な

愛
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
:
だ
が
も
し
私
が
、
他
人
と
、
ま
さ
に
愛
に

お
い
て
類
を
実
現
す
る
私
と
の
聞
に
、
す
で
に
類
を
自
ら
に
お
い
て
実
現

し
て
い
る
と
さ
れ
る
個
人
の
表
象
を
挿
入
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
と
き
私
は

愛
の
本
質
を
廃
棄
し
、
わ
れ
わ
れ
以
外
の
あ
る
第
三
者
の
表
象
に
よ
っ
て
、

統
一
を
か
き
乱
す
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
場
合
に
他
人
が
私
に
と
っ
て
愛
の

対
象
で
あ
る
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
彼
が
こ
の
原
型
に
対
し
て
も
つ
類
似
性
と

共
向
性
の
た
め
に
で
あ
っ
て
、
彼
自
身
の
た
め
に
、
す
な
わ
ち
彼
の
本
質

の
た
め
に
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
己
(
切
手
当
w

∞
-
M
M
ω
戸

)

(
即

)
E
-
Jデ

ω
・

ωN由
(

瑚

)
E
-
戸

∞

・

凶

器

(
別

)
E
-
事
∞
・

8
由

(
山
)
「
真
で
あ
る
の
は
、
類
の
本
質
と
一
致
す
る
も
の
で
あ
り
、
偽
で
あ

る
の
は
、
類
の
本
質
に
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
る
。
真
理
の
そ
れ
以
外
の
法

則
は
存
在
し
な
い
日
(
切
L
・
」
戸
∞

-
E
H
)

(
山
)
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、
人
間
と
動
物
の
寸
本
質
的
」
区
別
を
主
張

-41-



フ
ォ
イ
エ
ル
ハ
ソ
ハ
と
人
聞
の
問
題

す
る
o

「
愚
か
な
唯
物
論
者
」
は
、
「
人
聞
は
た
ん
に
意
識
に
よ
っ
て
動

物
か
ら
区
別
さ
れ
る
に
す
ぎ
ず
、
人
間
は
動
物
で
あ
る
、
た
だ
し
意
識
を
も

っ
た
動
物
で
あ
る
」
と
す
る
が
、
し
か
し
彼
は
、
「
意
識
に
ま
で
目
覚
め
た

存
在
者
に
お
い
て
は
全
存
在
の
質
的
変
化
が
生
ず
る
こ
と
を
考
え
な
い
」
。

(
切
L

・
4
H
-

∞

ω
〉
ロ
ヨ
・
)

(
山
)
人
聞
が
類
の
意
識
を
も
っ
と
い
う
こ
と
を
、
フ
ォ
イ
エ
ル
パ
ソ
ハ
は

J

-一
方
に
お
い
て
は
事
実
と
し
て
認
め
る
が
、
他
方
に
お
い
て
は
そ
れ
を
当

為
と
し
て
掲
げ
る
。
寸
そ
れ
ゆ
え
、
真
理
と
し
て
の
類
の
意
識
の
う
ち

で
生
き
る
者
は
、
他
人
に
対
す
る
自
己
の
存
荘
、
自
ら
の
公
け
の
公
共
的

存
在
を
、
自
ら
の
本
質
の
存
在
と
同
一
の
存
在
と
思
っ
て
い
る
。
こ
う

し
た
人
間
は
、
全
霊
全
心
を
も
っ
て
人
類
の
た
め
に
生
き
て
い
る
の
で
あ

る
日
(
∞

ι
-
g
・∞・

Ng)
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
が
類
に
お
い
て
問
題

と
し
て
い
る
の
は
、
む
し
ろ
こ
の
後
者
の
事
態
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し

て
も
、
寸
類
の
意
識
」
に
つ
い
て
の
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
考
え
に
は
、

暖
昧
な
点
が
あ
り
、
そ
こ
に
多
く
の
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
と
一
一
言
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

(山

)
E
-
P
ω
・

ω印
同
(
山

)

E

P

ω

・

ω色

(
市

)
E
-
H
7
ω
・

ω
$
(
山

)
E
-
H
y
m
・

ωω
∞

(山

)
E
-
Hケ
∞
・

2
日

(

山

)
E
-
F
ω
・
臼

E

(
山

)
E
-
H
f
ω
・

ω勾
(

問

)
E
-
H
-

∞
-
N
S

(凶

)

F

F

0

・

(

山

)
E・
4

戸

ω
・

5

(
凶
)
寸
思
考
と
存
在
と
の
同
一
性
は
、
思
考
と
感
官
と
の
同
一
性
で
あ
る
U

(∞島

-
H
-

∞

-
S
H
)
「
思
考
と
存
在
と
の
統
一
は
、
人
間
が
こ
の
統

一
の
根
拠
・
主
体
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
場
合
に
の
み
、
意
味
が
あ
り
真
理

で
あ
る
。
」
(
切
ι・
口
唱
∞
-

(
胤

)
E
-
戸
∞
-
N
E

(四

)

F

F

0
・

(即

)
E
-
H
-
∞

-ug
「
思
考
す
る
思
考
で
は
な
く
て
j

・
・
視
覚
す
る

思
考
、
聴
覚
し
-
、
触
覚
す
る
思
考
/
あ
る
い
は
逆
に
、
思
考
す
る
視
覚
、

思
々
す
る
触
覚
/
」
(
回
島

-
L温

ω
・

ωCN)

(四

)
E
-
H
Y
ω
・

2

0

(
印

)
E
-

戸
∞
-
E
N戸

(
m
)
E
-
H
-
∞

・

呂

田

(

印

)

E
・
?
∞
・
呂
町
内
・

(四

)
E
-
H
-
∞

・

呂

田

(

印

)

F

F

0
・

(弘

)
H
P岡
山

富

2uf
叶

F
2
0ロ
.
ロ
『
。
門
司

og耳
目
》
仰
の

F
W
E
一
同

E--
宮
山
H
a
H

早
芯
骨
酌

nF
開口問。
-ω

君
。
円

Z
W
g
o
C
〈

2
F問
・
∞
品
・

ω・

5
g
e

∞
・
印
ωω
同・

(
郎

)

F

F

。.

(問
)

7

ル
ク
ス
の
ブ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
つ
い
て
の
第
一
の
テ

l
ゼ
を
ど

の
よ
う
に
理
解
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
種
々
議
論
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は

認
識
論
に
関
す
る
問
題
を
省
略
し
た
。
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
、
フ
ォ
イ

エ
ル
バ
ッ
ハ
は
「
認
識
」
を
「
樹
木
が
水
面
に
映
ず
る
と
い
う
よ
う
な
外

部
の
受
動
的
な
反
映
」
と
解
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
テ
-
イ
・
オ
イ

ゼ
ル
マ
ン
『
マ
ル
ク
ス
主
義
哲
学
の
形
成
』
(
森
宏
一
訳
・
勤
草
書
房
)

第
二
部
第
四
節
で
の
解
釈
参
照
。

(

問

)

注

約

参

照

。

(

四

)

注

即

参

照

。

(
悶
)
同
サ
ユ

z
z
o
F
何回問。

F

E
雪
-
m
F
E『
rm口
r
E
L
P吋
〉

5
・

間

EM間

L
Z
E
m
ω
巴
ω。
r。
ロ
門

TwEωnr。
EHME-。
mo-MEO山
宮

い

国

内

hw
ユ

富

男

同

可

2
E
z
n
r
何
回
向
。

z

d司

2
r
0・
盟
主
N

〈

2
Z開
・
回

L・

w 
ト~

戸町、 ι。
125 ~ 

E 

H
-

∞
-NHK悼

- 42ー



N
H
W
H
由
白

N

・∞
-

N
印
由
民
一
-

(
凶
)
「
男
と
女
は
互
に
他
を
正
し
あ
い
補
い
あ
う
。
こ
う
し
て
結
合
し
て

は
じ
め
て
類
を
、
完
全
な
人
聞
を
表
現
す
る
。
愛
は
類
な
し
に
は
考
、
子
句

れ
な
い
。
愛
は
、
性
の
区
別
の
内
部
で
の
類
の
自
己
感
情
に
ほ
か
な
ら
な

い
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胤
)
和
辻
博
士
は
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
「
私
じ
と
寸
汝
」
の
原
理
と
、

幸
福
主
義
の
原
理
と
の
聞
に
、
矛
盾
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
る
が
、
私

は
そ
う
は
考
え
な
い
。
和
辻
哲
郎
『
人
聞
の
学
と
し
て
の
倫
理
学
』
に
お

け
る
『
フ
ォ
イ
エ
ル
パ
ソ
ハ
の
人
間
学
』
の
項
参
照
。
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