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周
知
の
よ
う
に
「
イ
デ
オ
ロ
ジ
ー

(ideologie)
」
と
は
、
革
命
期
に

前
後
し
て
一
世
を
風
靡
し
た
、
フ
ラ
ン
ス
哲
学
界
を
舞
台
と
す
る
思
想

的
運
動
で
あ
る
。
広
義
に
は
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
の
『
人
間
認
識
起
源
論
』

の
公
刊
(
-
七
四
六
年
）
か
ら
二
月
革
命
(
-
八
四
八
年
）
ま
で
の
約

百
年
間
、
狭
義
に
は
デ
ス
テ
ュ
ッ
ト
・
ド
・
ト
ラ
シ
の
イ
デ
オ
ロ
ジ
ー

宣
言
(
-
七
九
六
年
）

か
ら
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
演
説
(
-
八
―
二
年
）
ま(

1
)
 

で
の
時
期
を
、
イ
デ
オ
ロ
ジ
ー
の
エ
ポ
ッ
ク
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

《ideologie
》
は
、
デ
ス
テ
ュ
ッ
ト
・
ド
・
ト
ラ
シ
に
よ
る
新
造
語
で

あ
る
。
ト
ラ
シ
は
、
こ
れ
を
宣
言
す
る
こ
と
に
よ
り
、
新
し
い
学
知
の

理
念
を
明
確
に
し
た
。
《
ideologie
》
は
、
換
言
す
れ
ば
《
science
d
e
s
 

idees
》
、
す
な
わ
ち
「
観
念
の
科
学
」
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
単
に

は

じ

め

に

イ
デ
オ
ロ
ジ
ー
の
運
動
は
、
哲
学
史
的
に
は
、

ら
れ
て
い
く
。

理
論
的
に
学
知
の
革
新
を
目
指
し
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
通
し
て

社
会
変
革
を
志
向
す
る
、
実
践
的
で
あ
る
と
い
う
、
そ
の
意
味
に
お
い

て
優
れ
て
思
想
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ト
ラ
シ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
…
…
思
弁
的
諸
学
問
は
そ
れ
ら
の
応
用
に
よ
っ
て
と
り
わ
け
推
挙
に

値
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
結
局
、
有
益
さ
で
な
け
れ
ば
、

研
究
の
目
的
は
い
っ
た
い
何
で
あ
ろ
う
か
…
…
」

(
T
R
A
C
Y
1
7
9
8
 
:
 

M
e
m
o
i
r
e…
,
 p
.
3
7
)

。
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
た
ち
は
、
総
裁
政
府
の
知
的
戦

略
の
拠
点
と
な
る
、
旧
体
制
下
の
ア
カ
デ
ミ
ー
に
代
え
て
創
設
さ
れ
た

学
士
院
で
活
動
し
、
政
策
提
言
を
な
す
、
時
の
政
府
の
ブ
レ
ー
ン
で
あ

っ
た
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
の
ち
イ
デ
オ
ロ
ジ
ー
の
思
想
性
は
ナ
ポ
レ
オ

ン
の
反
感
を
買
い
（
か
の
演
説
で
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
彼
ら
を
「
イ
デ
オ
ロ

ー
グ
」
と
呼
ん
だ
I.
）
、
彼
ら
は
次
第
に
政
治
の
中
心
か
ら
外
へ
追
い
や

イ
デ
オ
ロ
ー
グ
の
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
批
判

感
覚
主
義
か
ら
イ
デ
オ
ロ
ジ
ー
へ

そ
の
意
義
を
、
ま
ず

望

月

太

郎

ー



ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ス
ム
と
い
う
‘

第
一
に
、
革
新
的
な
学
問
観
の
成
立
に
、
ま
た
第
二
に
、

ン
ス
近
代
哲
学
の
展
開
を
規
定
す
る
構
図
の
成
立
に
見
て
取
る
こ
と
が

で
き
る
。
い
ず
れ
の
観
点
か
ら
見
る
場
合
に
も
、
そ
れ
ら
の
過
程
は
コ

ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
批
判
の
深
化
を
通
し
て
成
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
。
第
一
に
、
イ
デ
オ
ロ
ジ
ー
の
学
問
観
は
、
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
の

学
説
を
学
問
論
と
し
て
体
系
的
に
再
編
成
す
る
こ
と
に
よ
り
出
来
上
が

っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
二
に
、
イ
デ
オ
ロ
ジ
ー
の
発
展
は
、

両
義
的
解
釈
を
許
す
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
の
感
覚
主
義
を
、
そ
の
運
動
の

内
部
で
両
極
に
向
け
て
展
開
し
、

い
わ
ゆ
る
エ
ピ
ス
テ
モ
ロ
ジ
ー
と
ス

の
ち
の
フ
ラ

の
ち
の
フ
ラ
ン
ス
哲
学
を
分
割
す
る
ニ

つ
の
異
質
な
形
態
の
哲
学
の
発
展
を
促
し
た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
分
割

の
い
わ
ば
源
流
地
帯
と
し
て
イ
デ
オ
ロ
ジ
ー
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
。

本
論
で
は
、
上
に
手
短
に
述
べ
た
過
程
の
委
細
を
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
た

ち
の
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
批
判
の
態
様
に
お
い
て
捉
え
る
こ
と
を
め
ざ
す
。

具
体
的
に
は
、
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
の
双
璧
で
あ
る
、
デ
ス
テ
ュ
ッ
ト
・
ド
・

(
3
)
 

ト
ラ
シ
と
カ
バ
ニ
ス
の
場
合
を
取
り
上
げ
て
論
じ
る
。
こ
の
哲
学
史
的

な
論
考
を
通
し
て
、
そ
の
成
立
期
に
あ
っ
て
イ
デ
オ
ロ
ジ
ー
と
い
う
哲

学
の
あ
り
方
の
う
ち
に
、
そ
の
後
の
哲
学
の
実
践
へ
の
関
与
の
条
件
を

左
右
す
る
要
因
が
胚
胎
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ど
う
か
を
、
些
か
な
り

と
も
探
っ
て
み
た
い
。

(
I
b
i
d
.
 
p
.
4
0
-
4
1
)
 

デ
ス
テ
ュ
ッ
ト
・
ド
・
ト
ラ
シ
の
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
批
判
の
論
点
は
、

以
下
の
四
点
に
集
約
さ
れ
る
。
①
観
念
論
批
判
。
②
変
容
説
批
判
。
③

形
而
上
学
批
判
。
④
論
理
学
批
判
。
ト
ラ
シ
は
、
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
を

先
駆
者
と
し
て
仰
ぎ
な
が
ら
も
、
そ
の
学
説
に
盲
従
す
る
者
で
は
な
い
。

観
念
論
批
判
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
の
『
人
間
認
識
起
源
論
』
に

対
し
て
は
、
そ
の
公
表
当
初
か
ら
、
観
念
論
で
あ
る
、
と
い
う
批
判
が

向
け
ら
れ
た
。
物
体
の
存
在
に
つ
い
て
の
知
識
を
、
ど
の
よ
う
に
し
て

獲
得
す
る
の
か
。

「
…
…
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
が
示
し
た
よ
う
に
、
感
覚
と
そ
こ
か
ら
結
果

す
る
す
べ
て
の
観
念
は
、
わ
れ
わ
れ
の
存
在
の
内
的
変
様
で
し
か
な
く
‘

そ
れ
自
体
と
し
て
は
そ
れ
ら
が
ど
こ
か
ら
由
来
す
る
の
か
を
わ
れ
わ
れ

に
教
え
る
と
こ
ろ
を
全
然
有
さ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、

わ
れ
わ
れ
は
、

〔
だ
と
す
れ
ば
〕

ど
の
よ
う
に
し
て
そ
れ
ら
〔
観
念
〕
を
そ
れ
ら
の
機
会

原
因
で
あ
る
諸
存
在
に
関
係
づ
け
る
こ
と
を
学
ぶ
の
で
あ
ろ
う
か
。
ど

の
よ
う
に
し
て
こ
れ
ら
諸
存
在
の
認
識
を
獲
得
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
」

一ー

デ
ス
テ
ュ
ッ
ト
・
ド
・
ト
ラ
シ
の
場
合

イ
デ
オ
ロ
ー
グ
の
コ
ン
デ
イ
ヤ
ッ
ク
批
判

2
 



『
感
覚
論
』
で
は
、
物
体
の
存
在
に
つ
い
て
の
知
識
の
起
源
は
触
覚
に

求
め
ら
れ
た
。
し
か
し
認
識
の
起
源
が
唯
一
感
覚
で
あ
り
、
す
べ
て
の

観
念
が
「
変
容
さ
れ
た
感
覚
(
s
e
n
s
a
t
i
o
n
s
t
r
a
n
s
f
o
r
m
e
e
s
)
 J

で
あ
る

と
す
る
な
ら
ば
、
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
の
感
覚
一
元
論
は
観
念
論
で
あ
る

と
い
う
批
判
に
十
分
に
答
え
る
も
の
で
は
な
い
、

る。

と
ト
ラ
シ
は
批
判
す

物
体
の
観
念
は
、
そ
こ
か
ら
延
長
の
観
念
が
獲
ら
れ
る
よ
う
な
、
受

動
的
感
覚
の
並
存
か
ら
複
合
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。

「
〔
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
い
わ
く
〕
「
こ
の
〔
延
長
の
〕
観
念
は
、
他
所
で

示
し
た
よ
う
に
、
ま
っ
た
く
漠
然
と
し
た
も
の
だ
…
…
。
そ
れ
は
立
像

に
と
っ
て
並
存
し
つ
つ
互
い
に
区
別
さ
れ
る
さ
ま
ぎ
ま
な
存
在
様
態
の

知
覚
で
し
か
な
い
。
そ
し
て
立
像
は
そ
こ
に
い
か
な
る
物
体
の
概
念
も

見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
、
云
々
」
。
い
ま
引
用
し
た
箇
所
に
明
ら
か

な
よ
う
に
、
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
は
、
延
長
の
観
念
は
、
持
続
の
観
念
が

継
起
か
ら
形
成
さ
れ
る
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
感
覚
の
並
存
か
ら
複
合

さ
れ
る
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
誤
っ
た
考
え
方
が
コ
ン

デ
ィ
ヤ
ッ
ク
を
し
て
わ
れ
わ
れ
が
ど
の
よ
う
に
し
て
延
長
の
観
念
や
物

体
の
観
念
を
獲
得
す
る
の
か
を
見
通
す
こ
と
を
妨
げ
た
の
で
あ
る
。
／

延
長
は
物
体
の
固
有
性
で
あ
る
。
し
か
し
延
長
の
観
念
は
物
体
の
観
念

の
一
端
で
し
か
な
い
。
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
が
す
で
に
表
面
の
観
念
に

つ
い
て
指
摘
し
た
よ
う
に
、
物
体
の
観
念
か
ら
派
生
す
る
。
か
よ
う
に

ト
ラ
シ
は
、
物
体
の
観
念
が
獲
得
さ
れ
る
た
め
に
は
、
受
動
的
な
感

覚
と
は
断
然
区
別
さ
れ
る
、
固
有
の
能
動
的
な
「
運
動
性
(
m
o
t
i
l
i
t
e
)
」

が
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
る
。

「
運
動
を
為
し
、
ま
た
そ
れ
に
つ
い
て
意
識
を
持
つ
能
力
、
そ
れ
だ
け

が
わ
れ
わ
れ
に
物
体
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
現
実
に
存
在
す
る
こ
と
を
教

え
る
。
そ
し
て
こ
の
能
力
は
、
抵
抗
を
通
じ
て
こ
れ
ら
の
物
体
が
わ
れ

わ
れ
の
〔
為
す
〕
運
動
に
対
抗
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
教
え
て
く
れ

る
。
こ
の
能
力
を
、
か
い
摘
む
た
め
に
、
私
は
〈
運
動
性
〉
と
名
付
け

よ
う
。
そ
れ
が
唯
一
自
我
と
感
覚
世
界
と
の
間
の
絆
で
あ
る
。
」

(
I
b
i
d
.

p
.
5
2
)
 

コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
は
「
運
動
」
と
「
抵
抗
」
を
語
り
、
真
理
に
接
近

し
つ
つ
も
、
核
心
を
外
し
、
固
有
の
能
力
と
し
て
の
運
動
性
を
取
り
逃

が
し
て
い
る
。
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
の
言
う
触
覚
と
ト
ラ
シ
の
言
う
運
動

4
9
)
 

わ
れ
わ
れ
は
延
長
の
観
念
を
物
体
の
観
念
を
持
っ
た
後
に
し
か
持
つ
こ

と
が
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
こ
そ
が
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
が
見
落
と
し
て

は
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
な
の
だ
。
彼
は
、
彼
の
立
像
が
、
何
ら
の
物
体

の
観
念
な
し
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
感
覚
の
並
存
の
み
に
よ
っ
て
、
延
長
の

観
念
を
形
成
し
得
る
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
の
だ
。
」

(
I
b
i
d
.
p. 

3
 



性
と
の
本
質
的
な
相
違
は
、
運
動
性
は
感
覚
印
象
（
色
、
音
等
々
、
あ

る
い
は
熱
さ
、
冷
た
さ
等
々
）
の
知
覚
と
は
連
合
せ
ず
、
独
立
に
抵
抗

の
印
象
に
相
関
す
る
物
体
の
実
存
を
認
識
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ

に
存
す
る
。

「
…
…
運
動
性
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
、
色
あ
る
い
は
光
、
音
あ
る

い
は
騒
め
き
、
匂
い
あ
る
い
は
味
の
印
象
を
知
覚
す
る
能
力
と
関
係
を

持
た
な
い
の
と
同
様
、
熱
さ
や
冷
た
さ
の
印
象
を
知
覚
す
る
能
力
と
も

関
係
を
持
た
な
い
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
は
、
い
わ
ば
そ
れ
だ
け
で
感
覚

す
る
能
カ
一
般
を
動
か
す
力
な
の
だ
と
い
う
こ
と
。
…
…
つ
ま
り
、
わ

れ
わ
れ
の
持
つ
感
官
全
体
が
外
的
物
体
の
側
か
ら
の
さ
ま
ざ
ま
な
印
象

を
受
け
と
る
能
力
を
構
成
し
て
お
り
、
運
動
性
は
同
じ
物
体
か
ら
わ
れ

わ
れ
を
し
て
そ
れ
ら
の
物
体
の
存
在
を
認
識
せ
し
め
る
わ
れ
わ
れ
の
運

動
に
対
す
る
抵
抗
の
印
象
を
引
き
出
し
に
向
か
う
能
力
な
の
だ
と
い
う

こ
と
。
」

(
I
b
i
d
.
p
.
5
3
)
 

ト
ラ
シ
は
運
動
性
の
概
念
の
新
し
さ
を
強
調
し
、
そ
の
発
見
に
よ
っ

て
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
を
越
え
た
こ
と
を
自
負
す
る
。

「
…
…
彼
〔
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
〕
は
、
運
動
の
知
覚
を
持
つ
能
力
は
い

わ
ば
第
六
感
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
こ
の
第
六
感
は
、
今

に
至
る
ま
で
識
別
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
の
も
そ
れ
が
特
定
の
器
官

を
持
た
ず
、
他
の
す
べ
て
の
感
覚
と
り
わ
け
触
覚
と
混
同
さ
れ
て
し
ま

う
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
〔
運
動
感
覚
〕
だ
け
が
、
他
の
諸
感

覚
が
受
け
取
る
印
象
の
機
会
原
因
を
わ
れ
わ
れ
に
認
識
さ
せ
て
く
れ
る

の
で
あ
る
。
そ
し
て
結
局
、
私
が
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
れ
だ
け
が
、
わ

れ
わ
れ
の
自
我
の
内
的
変
様
と
感
覚
の
世
界
と
の
交
流
を
確
立
す
る
媒

介
な
の
で
あ
る
。
こ
の
真
理
は
、
私
が
ひ
ど
い
勘
違
い
し
て
い
な
け
れ

ば
、
確
実
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
新
し
い
。
」

(
I
b
i
d
.
p
.
5
7
)
 

結
論
と
し
て
、
ト
ラ
シ
は
、
運
動
感
覚
を
五
感
か
ら
独
立
し
た
第
六

感
、
運
動
能
力
を
五
官
か
ら
独
立
し
た
第
六
官
で
あ
る
と
し
、
物
体
の

観
念
の
み
な
ら
ず
、
た
と
え
ば
空
間
の
観
念
も
そ
れ
に
由
来
す
る
も
の

で
あ
る
と
す
る
（
「
空
間
と
い
う
語
は
、
そ
れ
ゆ
え
運
動
に
よ
っ
て
横
切

ら
得
る
、
あ
る
い
は
得
な
い
と
こ
ろ
の
す
べ
て
の
も
の
の
一
般
的
表
現

で
あ
る
。
」

(
I
b
i
d
.
p
.
5
7
)
)

。

「
結
論
②
運
動
は
ま
た
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
感
覚
で
あ
る

が
、
他
の
五
感
と
は
異
な
る
種
類
の
感
覚
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
持

つ
他
の
種
類
の
感
覚
の
原
因
を
わ
れ
わ
れ
に
知
ら
せ
る
。
③
か
よ
う
に

運
動
し
ま
た
そ
の
意
識
を
持
つ
能
力
は
、
あ
る
種
の
第
六
感
で
あ
り
、

唯
一
、
わ
れ
わ
れ
の
自
我
と
外
的
対
象
と
の
間
に
存
す
る
関
係
を
わ
れ

わ
れ
に
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
。
④
わ
れ
わ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
持
つ
五

感
か
ら
は
派
生
す
る
こ
と
の
な
い
多
く
の
観
念
を
持
つ
が
、
そ
れ
は
運

4
 



以
上
、
ト
ラ
シ
の
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
批
判
の
第
一
の
論
点
を
、
彼
の

一
七
九
八
年
の
論
文
（
『
思
惟
能
力
に
つ
い
て
の
試
論
』
）
に
従
っ
て
瞥

見
し
た
。

同
様
の
批
判
が
、
一
八

0
一
年
の
『
イ
デ
オ
ロ
ジ
ー
要
理
』
（
以
下
『
要

理
』
と
略
記
）
第
一
巻
第
十
二
章
に
も
見
ら
れ
る
。
た
し
か
に
こ
こ
で

の
批
判
は
一
七
九
八
年
の
論
文
の
延
長
線
上
に
あ
る
と
見
る
こ
と
は
で

き
る
。
し
か
し
重
要
な
変
更
点
が
あ
る
。
ト
ラ
シ
に
よ
れ
ば
、
内
的
観

察
に
よ
っ
て
看
取
さ
れ
る
意
識
の
諸
現
象
は
、
感
覚
能
力
に
還
元
さ
れ

る
思
惟
能
力
の
働
き
の
結
果
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
と
、
運
動
能
力
の

働
き
の
結
果
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
と
に
大
別
さ
れ
る
。
し
か
し
両
者

は
と
も
に
身
体
組
織
が
生
み
出
す
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

「
〔
第
十
二
章
運
動
能
力
と
感
覚
能
力
の
関
係
に
つ
い
て
〕
…
…
そ

こ
〔
観
察
の
領
野
〕
に
は
二
つ
の
現
象
が
際
立
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

ひ
と
つ
は
、
わ
れ
わ
れ
が
印
象
を
受
け
取
り
知
覚
を
持
つ
際
に
有
す
る
、

つ
ま
り
一
言
で
述
べ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
意
識
を
有
す
る
諸
変
様
を
体

験
す
る
能
力
あ
る
い
は
力
能
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
が
思
惟
能

力
あ
る
い
は
感
覚
能
力
＇
~
こ
の
〔
感
覚
の
〕
語
を
最
も
広
い
意
味
に

解
し
た
場
合
と
呼
ん
で
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
／
も
う
ひ

と
つ
は
、
わ
れ
わ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
身
体
の
さ
ま
ざ
ま
な
部
分
を
動
か

動
感
覚
か
ら
派
生
す
る
。
」

(
I
b
i
d
.
p
.
6
3
)
 

し
た
り
移
し
た
り
す
る
際
に
有
す
る
、
そ
し
て
内
的
・
外
的
な
無
数
の

運
動
を
実
行
す
る
際
に
有
す
る
能
力
あ
る
い
は
力
能
で
あ
る
が
、
す
べ

て
は
わ
れ
わ
れ
の
内
部
に
存
す
る
力
の
お
か
げ
で
、
い
か
な
る
外
的
物

体
の
直
接
的
作
用
に
よ
っ
て
も
運
動
へ
と
強
制
さ
れ
る
こ
と
な
し
に
行

わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
が
運
動
能
力
と
呼
ん
で
い
る
と
こ
ろ
の

•••••••••••• 

も
の
で
あ
る
。
／
こ
れ
ら
の
二
現
象
は
、
等
し
く
わ
れ
わ
れ
の
身
体
組
織

の
結
果
で
あ
る
。
」

(
T
R
A
C
Y
1
8
0
1
 (
1
8
1
7
)
 
:
 

EI t.I p
.
2
3
0
-
2
3
1
)
 

ト
ラ
シ
に
よ
れ
ば
、
感
覚
は
運
動
な
し
に
は
あ
り
得
な
い
（
「
そ
れ
ら

は
不
可
分
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
前
者
は
後
者
な
し
に
は
存
在
で
き
な

い。」
(
I
b
i
d
.
p
.
2
3
2
)
)

。
あ
ら
ゆ
る
思
惟
の
働
き
の
根
本
に
存
す
る
の
は

運
動
性
で
あ
る
。
し
か
し
運
動
は
常
に
意
識
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。

さ
ら
に
、

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、

た
知
覚
を
引
き
起
こ
さ
ず
と
も
機
能
し
て
い
る
よ
う
な
多
く
の
運
動
が

あ
る
の
が
真
実
で
あ
る
と
し
て
も
、
〔
他
方
に
お
い
て
、
逆
に
〕
わ
れ
わ

れ
は
器
官
の
い
ず
れ
か
の
う
ち
に
働
き
を
も
つ
何
ら
か
の
運
動
な
し
に

は
、
最
も
純
粋
に
知
的
な
知
覚
で
さ
え
、
わ
れ
わ
れ
の
内
に
産
み
出
さ

れ
る
何
ら
の
知
覚
も
認
識
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
は
確
実
で
あ

る。」

(
I
b
i
d
.
)

「
…
…
わ
れ
わ
れ
の
内
部
で
、
わ
れ
わ
れ
が
意
識
を
持
た
ず
と
も
、
ま

5
 



ト
ラ
シ
の
肯
定
す
る
内
的
原
理
は
、
物
質
界
の
原
理
と
同
じ
も
の
な

コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
批
判
を
通
し
て
観
念
論
を
乗
り
越
え
た
ト
ラ
シ
の

ニ
ュ
ー
ト
ン
主
義
的
不
可
知
論
は
、
こ
こ
で
唯
物
論
へ
到
達
す
る
。

「
私
は
、

わ
れ
わ
れ
の
内
部
に
存
す
る
力
〔
生
命
力
〕
の
お
か
げ
で
、

い
か
な
る
外
的
物
体
の
直
接
的
作
用
に
よ
っ
て
も
強
制
さ
れ
る
こ
と
な

し
に
運
動
す
る
力
能
を
持
つ
の
だ
と
言
っ
た
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い

っ
て
私
は
、
わ
れ
わ
れ
の
内
に
本
質
的
に
能
動
的
な
、
本
当
に
絶
対
的

に
新
し
い
力
を
作
り
出
す
よ
う
な
原
理
が
、
世
界
に
存
在
す
る
あ
ら
ゆ

る
諸
原
理
か
ら
独
立
に
存
す
る
な
ど
と
、
し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
活

動
に
よ
っ
て
刻
一
刻
と
増
大
す
る
よ
う
な
定
量
の
運
動
が
宇
宙
の
う
ち

に
見
い
だ
さ
れ
る
な
ど
と
主
張
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
」
(
I
b
i
d
.
)

(Ibid.) 
• 

(
c
o
m
b
i
n
a
i
s
o
n
s
 

根
源
を
「
生
命
力
(
f
o
r
c
e
v
i
t
a
l
e
)
」
に
求
め
る
。
そ
し
て
こ
の
生
命

力
は
非
物
質
的
な
原
理
な
ど
で
は
全
然
な
い
。

「
…
…
こ
の
生
命
力
が
何
に
存
し
て
い
る
の
か
を
わ
れ
わ
れ
は
知
ら

な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
…
…
引
力
(
a
t
t
r
a
c
t
i
o
n
)
や
化
学
的
合
成

の
結
果
と
し
て
の
み
表
象
す
る
。
」

c
h
i
m
i
q
u
e
s
)
 

そ
れ
ゆ
え
器
官
の
内
的
運
動
が
根
本
的
で
あ
る
。
ト
ラ
シ
は
、

そ
の

変
容
説
批
判

す
べ
て
の
観
念
は
、
「
変
容
さ
れ
た
感
覚
(
s
e
n
s
a
t
i
o
n
s

m
e
e
s
)
」
、
感
覚
の
変
様
で
あ
る
。
こ
の
学
説
を
変
容
説
と
呼
ぶ
こ
と
に

す
る
。
「
思
惟
す
る
(
p
e
n
s
e
r
)
」
と
い
う
こ
と
は
「
感
覚
す
る
(
s
e
n
t
i
r
)
」

-_ 
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
わ
れ
わ
れ
の
内
部
に
存
す
る
力
」
が
、

ト
ラ
シ
に
と
っ
て
内
的
反
省
の
対
象
な
ど
で
は
全
然
な
い
と
い
う
こ
と

に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
は
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ス
ム
と
袂
を

分
か
つ
。

こ
の
点
、

ま
れ
る
の
で
あ
る
。

transfor ,
 

コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
の
感
覚
一
元
論
に
よ
れ
ば
、

一
七
九
八
年
の
論
文
と
比
較
し
た
場
合
、
そ
こ
で
は
運
動

性
（
お
よ
び
運
動
感
覚
）
は
他
の
五
官
（
感
）
か
ら
峻
別
さ
れ
た
第
六

官
（
感
）
と
し
て
、
原
理
と
し
て
独
立
の
地
位
を
与
え
ら
れ
て
い
た
の

だ
が
、
一
八

0
一
年
の
『
要
理
』
で
は
内
的
原
理
の
独
立
は
否
定
さ
れ

て
い
る
。
そ
れ
は
む
し
ろ
物
質
的
特
性
と
し
て
の
生
命
力
の
方
へ
と
引

き
寄
せ
ら
れ
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
余
談
に
な
る
が
、
こ
う
し
た
変
更

は
、
メ
ー
ヌ
・
ド
・
ビ
ラ
ン
に
と
っ
て
は
、
辿
る
べ
き
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア

(
4
)
 

リ
ス
ム
ヘ
の
道
の
「
放
棄
(
d
e
s
i
s
t
e
m
e
n
t
)
」
と
見
え
た
。

さ
て
、
こ
の
変
更
の
意
義
は
、
そ
れ
に
よ
り
ト
ラ
シ
が
、
ス
ピ
リ
チ

ュ
ア
リ
ス
ム
と
は
袂
を
分
か
つ
、
合
理
的
・
客
観
的
イ
デ
オ
ロ
ジ
ー
へ

の
方
向
性
を
明
確
に
し
た
と
い
う
点
に
求
め
ら
れ
よ
う
。
と
こ
ろ
で
こ

の
路
線
変
更
へ
の
批
判
か
ら
、
ビ
ラ
ン
の
主
観
的
イ
デ
オ
ロ
ジ
ー
が
生
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と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
ト
ラ
シ
も
同
意

す
る
。
し
か
し
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
が
思
惟
を
知
性
と
意
志
に
大
別
し
た

点
に
関
し
て
ト
ラ
シ
は
批
判
す
る
。
批
判
は
『
要
理
』
第
十
一
章
に
見

ら
れ
る
。

「
…
…
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
が
思
惟
を
分
析
し
た
、
そ
の
仕
方
に
つ
い
て

…
…
／
と
こ
ろ
で
、
わ
れ
わ
れ
が
研
究
し
て
い
る
学
問
の
創
始
者
と
見

な
さ
れ
、
ま
た
現
在
ま
で
そ
の
王
位
に
就
い
て
い
た
、
か
の
有
名
な
哲

学
者
〔
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
〕
が
、
ロ
ッ
ク
に
従
い
、
人
間
の
知
能
す
な

わ
ち
感
覚
能
力
を
知
性
と
意
志
と
に
分
割
す
る
と
い
う
判
断
を
下
し
て

い
る
こ
と
は
、
あ
な
た
が
た
の
知
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
…
…
／
ま
ず

知
性
と
意
志
を
並
存
す
る
も
の
と
し
て
、
ま
た
は
殆
ど
対
立
す
る
も
の

と
し
て
見
て
い
こ
う
。
〈
意
志
〉
と
い
う
、
そ
の
語
に
よ
っ
て
、
欲
望
す

な
わ
ち
或
る
種
の
在
り
方
へ
の
傾
斜
を
、
そ
し
て
他
の
種
の
在
り
方
に

対
す
る
忌
避
を
強
く
感
じ
る
機
能
あ
る
い
は
能
力
が
言
い
表
わ
さ
れ
て

い
る
こ
と
は
、
よ
く
理
解
で
き
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
語
に
つ
い
て
そ

う
い
う
用
い
方
を
す
る
も
の
だ
し
、
そ
れ
は
根
拠
の
あ
る
こ
と
だ
と
も

思
う
。
し
か
し
〈
知
性
〉
と
い
う
た
だ
一
語
の
下
に
、
感
覚
、
記
憶
、

判
断
と
い
っ
た
、
か
く
も
異
な
る
も
の
ど
も
を
何
ゆ
え
類
型
化
し
て
し

ま
う
の
か
が
理
解
で
き
な
い
。
／
実
際
、
わ
れ
わ
れ
の
認
識
は
、
本
来
、

わ
れ
わ
れ
が
受
け
取
る
印
象
に
対
し
て
わ
れ
わ
れ
が
下
す
判
断
に
お
い

て
の
み
成
り
立
っ
て
い
る
と
言
っ
て
も
い
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
厳
密

に
言
っ
て
、
知
性
に
属
す
る
も
の
は
、
そ
れ
ら
の
う
ち
判
断
し
か
な
い

と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
〔
知
性
の
〕
名
目
下
に
は
判

断
の
み
を
置
く
べ
き
で
あ
り
、
感
覚
そ
し
て
記
憶
さ
え
も
が
受
け
取
ら

れ
た
印
象
の
直
接
に
し
て
必
然
的
な
結
果
で
あ
る
欲
望
と
同
列
に
並
ぶ

と
言
っ
て
も
よ
い
の
で
あ
る
。
／
他
方
、
感
覚
と
意
志
が
〔
印
象
の
〕
直

接
的
に
し
て
必
然
的
な
変
様
で
あ
り
、
記
憶
と
判
断
が
よ
り
反
省
的
な

性
格
を
帯
び
る
も
の
だ
と
考
え
る
な
ら
ば
、
意
志
を
感
覚
と
同
列
に
置

き
、
相
互
に
依
存
関
係
に
あ
る
も
の
と
し
、
記
憶
と
判
断
お
よ
び
そ
れ

ら
に
依
存
す
る
す
べ
て
の
も
の
を
共
に
別
に
置
く
こ
と
も
で
き
る
。
お

そ
ら
く
さ
ら
に
、
も
っ
と
し
っ
か
り
し
た
根
拠
を
も
っ
て
、
感
覚
と
記

憶
は
判
断
と
意
志
に
そ
れ
ら
が
そ
こ
で
働
く
材
料
を
提
供
す
る
能
力
だ

と
観
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
し
、
感
覚
と
記
憶
は
分
か
ち
難
く
結
合

し
て
い
る
と
、
ま
た
こ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
そ
れ
ら
を
す
べ
て
の
原
理

と
し
て
統
合
し
、
判
断
と
意
志
と
を
結
果
と
し
て
合
わ
せ
て
別
に
置
く

の
が
適
当
で
あ
る
と
観
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
／
最
後
に
、
何
で
あ

れ
欲
望
と
は
事
物
の
性
質
の
一
種
の
弁
別
か
ら
生
じ
る
も
の
だ
と
い
う

こ
と
に
注
意
を
払
え
ば
、
意
志
そ
れ
自
体
も
感
覚
や
記
憶
に
劣
ら
ず
知

性
に
属
す
る
も
の
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
そ
し
て
こ
れ
は
新
た
な

配
列
を
生
み
出
す
だ
ろ
う
し
、
あ
ら
ゆ
る
区
分
を
破
壊
す
る
こ
と
に
も

な
ろ
う
。
だ
か
ら
、
繰
り
返
す
が
、
採
用
さ
れ
た
区
分
に
は
多
分
に
恣

意
的
な
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
あ
る
。
／
真
相
は
、
感
覚
、
記
憶
、
判
断
、

意
志
と
い
う
、
こ
れ
ほ
ど
互
い
に
異
な
る
も
の
を
架
空
の
名
目
下
に
強
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引
に
ま
と
め
な
い
ほ
う
が
い
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
そ

れ
ら
を
そ
れ
ら
が
事
実
に
お
い
て
そ
う
で
あ
る
が
ご
と
く
に
名
目
表
に

お
い
て
も
区
別
さ
れ
分
か
た
れ
た
も
の
と
し
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
」

(
T
R
A
C
Y
1
8
0
1
 
(
1
8
1
7
)
 
:
 E
I
 t.I, p
.
2
1
4
 

-218) 
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
の
二
分
割
説
（
知
性
／
意
志
）
に
対
し
て
、
ト
ラ

シ
は
四
分
割
説
を
採
用
す
る
。
ト
ラ
シ
に
よ
れ
ば
、
思
惟
の
基
本
四
機

能
は
、
固
有
の
意
味
で
の
感
覚
、
記
憶
、
判
断
、
意
志
の
四
種
に
区
別

さ
れ
る
。
さ
ら
に
固
有
の
意
味
で
の
感
覚
に
は
、
外
的
感
覚
、
内
的
感

覚
、
運
動
感
覚
、
感
情
が
区
別
さ
れ
る

(Cf.
I
b
i
d
.
 p
.
3
0
-
3
5
)

。

こ
の
批
判
は
、
伝
統
的
な
二
分
割
説
に
代
え
て
四
分
割
説
を
置
く
と

い
っ
た
趣
旨
の
も
の
で
は
な
い
。
一
様
の
感
覚
か
ら
発
し
て
、
多
様
な

思
惟
作
用
が
一
連
の
変
様
と
し
て
、
一
元
論
的
に
説
明
さ
れ
る
と
す
る

コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
の
変
容
説
に
対
し
て
、
第
一
に
、
そ
の
よ
う
な
説
明

方
式
が
事
実
の
観
察
に
反
す
る
、
仮
説
的
な
も
の
で
あ
る
と
批
判
す
る
、

そ
の
点
で
は
方
法
論
に
関
わ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

「
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
が
わ
れ
わ
れ
の
知
能
を
分
解
し
た
、
そ
の
仕
方
は

間
違
っ
て
い
る
と
敢
え
て
考
え
た
い
。
…
…
ど
の
よ
う
に
し
て
感
覚
が

記
憶
、
判
断
、
意
志
、
そ
の
他
あ
ま
た
の
も
の
に
変
容
す
る
か
を
苦
労

し
て
説
明
す
る
よ
り
は
、
単
に
、
わ
れ
わ
れ
の
よ
う
に
、
感
覚
あ
る
い

(
I
b
i
d
.
 p
.
2
2
7
-
2
2
8
)
 

は
思
惟
機
能
は
、
固
有
の
意
味
で
の
感
覚
、
記
憶
、
関
係
、
欲
望
、
そ

し
て
適
宜
そ
こ
に
区
別
さ
れ
る
と
判
断
さ
れ
得
た
で
あ
ろ
う
も
の
す
べ

て
を
感
じ
る
こ
と
の
う
ち
に
存
し
て
い
る
、
と
言
え
ば
よ
か
っ
た
の
で

あ
る
。
」

(
I
b
i
d
.p.223

—

225) 

変
容
説
は
恣
意
的
な
仮
説
で
あ
る
。
「
よ
き
哲
学
に
お
い
て
は
、
何
も

仮
定
し
て
は
な
ら
な
い
」

(
I
b
i
d
.
p
.
2
9
)

。
原
理
へ
の
還
元
は
無
用
で
あ

る
し
、
複
合
の
再
構
成
も
無
用
で
あ
る
。

「
…
…
組
み
あ
わ
せ
た
り
、
作
り
だ
し
た
り
、
仮
定
し
た
り
す
る
必
要

は
ま
っ
た
く
な
い
。
集
め
る
べ
き
は
事
実
の
み
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ

ら
の
事
実
は
わ
れ
わ
れ
の
内
に
生
起
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
各
人
が
観

察
の
豊
か
な
領
野
で
あ
り
、
最
も
教
え
に
満
ち
た
実
験
の
主
体
で
あ
る
。

結
局
、
す
べ
て
は
感
じ
る
と
こ
ろ
を
知
る
こ
と
に
存
し
て
い
る
。
」

こ
の
批
判
は
、
ま
た
同
時
に
、
ト
ラ
シ
の
ノ
ミ
ナ
リ
ス
ム
を
表
し
て

い
る
と
も
言
え
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
に
と
っ
て
実
在
的
な
の
は
個
別

的
な
事
実
と
し
て
見
い
だ
さ
れ
る
感
覚
で
あ
り
、
感
覚
は
そ
こ
か
ら
実

在
を
構
成
す
る
よ
う
な
原
理
で
は
な
い
の
だ
か
ら
。
そ
れ
ゆ
え
観
察
さ

れ
た
事
実
を
敢
え
て
ク
ラ
ス
分
け
す
る
と
い
う
こ
と
は
便
宜
的
な
意
味

し
か
持
た
な
い
。
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同
じ
批
判
は
、
第
二
に
、
ト
ラ
シ
の
唯
物
論
へ
の
傾
斜
を
顕
わ
に
し

て
い
る
。
感
覚
と
は
等
し
並
み
に
身
体
組
織
を
つ
く
る
物
質
に
固
有
の

「
特
性

(
p
r
o
p
r
i
e
t
e
)
」
と
し
て
の
「
感
覚
性

(sensibilite)
」
の
生
ず

る
結
果
で
あ
る
と
考
え
る
、
「
感
覚
す
る
と
は
、
そ
の
原
因
が
何
で
あ

れ
、
身
体
組
織
の
現
象
で
あ
る
」

(loc.cit.)
と
考
え
る
、
そ
の
考
え
方

は
、
カ
バ
ニ
ス
の
場
合
と
同
様
、
唯
物
論
的
で
あ
る
。
観
取
さ
れ
る
思

惟
の
諸
機
能
は
身
体
組
織
に
い
わ
ば
生
得
的
で
あ
る
。
「
誕
生
し
た
ば
か

り
の
子
が
、
関
係
を
感
じ
る
能
力
〔
判
断
力
〕
を
自
身
の
う
ち
に
持
つ

と
認
め
る
こ
と
は
、
彼
が
感
覚
を
感
じ
る
能
力
を
持
つ
と
認
め
る
こ
と

と
同
様
に
容
易
で
あ
る
」

(Ibid.
p
.
5
3
-
5
4
)

。
そ
れ
ぞ
れ
に
発
達
の
順
序

は
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
ら
は
身
体
に
よ
っ
て
独
自
に
産
出
さ
れ
る
。
こ

こ
で
ト
ラ
シ
が
感
覚
を
必
ず
し
も
排
他
的
に
外
部
か
ら
与
え
ら
れ
る
も

の
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
点
に
も
留
意
し
た
い
。
身
体
に
固
有
の
感

覚
性
が
感
覚
を
生
む
。
そ
の
働
き
は
外
部
か
ら
の
刺
激
を
機
会
に
発
動

す
る
も
の
で
は
あ
れ
、
権
利
上
外
界
か
ら
独
立
で
あ
る
。
こ
の
点
、
外

的
感
覚
を
排
他
的
に
感
覚
の
唯
一
の
起
源
と
し
た
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
と

は
対
照
的
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
身
体
に
自
律
し
た
内
面
性
が
認
め
ら
れ

て
い
る
の
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

一ー一＿―

形
而
上
学
批
判
「
二
種
類
の
形
而
上
学
を
区
別
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
―
つ
は
、
高
望
み
を
す
る
形
而
上
学
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は

あ
ら
ゆ
る
神
秘
を
見
透
か
そ
う
と
望
む
。
存
在
す
る
も
の
の
本
性
と
本

質
最
も
深
く
隠
さ
れ
た
原
因
、
こ
う
い
う
も
の
が
こ
の
種
の
形
而
上

学
の
野
心
を
か
き
た
て
、
ま
た
こ
う
い
う
謎
こ
そ
を
そ
れ
は
解
明
し
よ

う
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
も
う
―
つ
は
、
よ
り
慎
ま
し
い
形
而
上
学
で

あ
っ
て
、
そ
れ
は
自
ら
の
探
究
を
人
間
精
神
の
身
の
丈
に
合
わ
せ
よ
う

と
す
る
。
こ
の
種
の
形
而
上
学
は
、
知
り
う
る
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
は

知
り
た
い
と
渇
望
す
る
が
、
人
間
の
精
神
で
と
ら
え
ら
れ
る
は
ず
の
な

い
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
は
、
な
お
か
つ
そ
れ
を
知
り
た
い
と
苛
々
す
る

こ
と
が
な
い
」
（
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
『
人
間
認
識
起
源
論
』
序
論
）
。
こ

の
よ
う
に
述
べ
る
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
に
と
っ
て
、
形
而
上
学
は
心
理
学

で
あ
る
。
一
般
形
而
上
学
あ
る
い
は
存
在
論
は
、
無
用
の
長
物
で
あ
る

と
し
て
斥
け
ら
れ
、
特
殊
形
而
上
学
あ
る
い
は
心
理
学
だ
け
が
命
脈
を

保
ち
続
け
て
い
た
状
況
の
な
か
で
、
ト
ラ
シ
は
自
ら
の
提
唱
す
る
イ
デ

オ
ロ
ジ
ー
あ
る
い
は
観
念
の
科
学
を
心
理
学
と
見
な
す
こ
と
を
拒
否
す

「
思
惟
の
学
知
が
ま
だ
名
前
を
い
た
だ
い
て
い
な
い
の
は
事
実
で
あ

る
。
そ
れ
に
〈
心
理
学
〉
の
名
称
を
与
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

デ
ィ
ヤ
ッ
ク
は
そ
の
つ
も
り
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

こ
の
〔
心
理
学
と
い
う
〕
言
葉
は
、
実
際
、
〈
魂
に
つ
い
て
の
学
知
〉
と

い
う
意
味
だ
が
、
確
か
に
所
有
す
る
こ
と
を
期
待
し
え
な
い
よ
う
な
魂

に
つ
い
て
の
知
識
を
前
提
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
の
目
的
は
す
べ
て
結
果
に
つ
い
て
の
知
識
と
そ
の
実
際
的
帰

る。

コ
ン

，
 



た
し
か
に
ト
ラ
シ
も
形
而
上
学
を
批
判
す
る
。
旧
来
の
形
而
上
学
は

無
用
で
あ
る
。
し
か
し
形
而
上
学
の
意
義
を
全
面
的
に
否
定
す
る
の
で

は
な
い
。
ト
ラ
シ
の
批
判
は
、
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
の
形
而
上
学
批
判
を

再
批
判
す
る
こ
と
を
通
し
て
新
た
な
形
而
上
学
を
構
想
す
る
こ
と
へ
向

か
う
。「

そ
れ
〔
感
覚
と
観
念
の
分
析
〕
は
〈
形
而
上
学
〉
と
呼
ば
れ
て
は
な

ら
な
い
。
…
…
人
間
の
諸
能
力
に
つ
い
て
の
知
識
は
、
ロ
ッ
ク
が
そ
う

考
え
た
よ
う
に
、
自
然
学
の
一
部
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
能
力
に
い
か
な

る
原
因
が
指
定
さ
れ
よ
う
と
も
、
や
は
り
そ
の
き
わ
め
て
重
要
な
一
部

な
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
感
覚
に
よ
っ
て
以
外
に
何
も
識
ら
ず
、
感

覚
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
全
て
な
の
で
あ
る
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
、
感

覚
を
機
会
づ
け
る
全
存
在
に
お
い
て
考
慮
さ
れ
た
感
覚
に
つ
い
て
の
知

識
を
〈
自
然
学
〉
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
諸
存

在
が
わ
れ
わ
れ
に
及
ぼ
す
結
果
に
お
い
て
考
慮
さ
れ
た
感
覚
に
つ
い
て

の
知
識
を
〈
形
而
上
学
〉
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
観
点
か

(
T
R
A
C
Y
 1
7
9
8
:
 M
e
m
o
i
r
e
 ... ,
 

p
.
7
1
)
 

結
〔
の
探
究
〕
に
存
す
る
の
だ
か
ら
、
第
一
原
因
の
漠
然
と
し
た
探
究

に
従
事
し
て
い
る
な
ど
と
思
わ
れ
る
の
は
彼
に
と
っ
て
も
心
外
だ
っ
た

こ
と
で
あ
ろ
う
。
／
だ
か
ら
、
私
は
〈
イ
デ
オ
ロ
ジ
ー
〉
あ
る
い
は
観
念

の
科
学
の
名
称
を
採
用
す
る
ほ
う
が
、
ず
っ
と
よ
い
と
思
う
。
」

ら
す
れ
ば
、
一
方
は
世
界
（
宇
宙
）
の
歴
史
で
あ
り
、
他
方
は
わ
れ
わ

れ
の
自
我
小
世
界
（
小
宇
宙
）

I

の
歴
史
で
あ
る
。
こ
の
区
分

は
見
事
か
つ
完
全
で
あ
る
。
ま
っ
た
く
新
し
い
語
義
に
お
け
る
〈
形
而

上
学
〉
が
こ
こ
に
あ
る
。
…
…
目
下
の
仕
事
は
か
つ
て
〈
形
而
上
学
〉

に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
て
い
た
事
柄
と
は
何
の
共
通
点
も
持
た
な
い
。

…
…
」

(
I
b
i
d
.
p
.
7
0
-
7
1
)
 

イ
デ
オ
ロ
ジ
ー
は
、
一
般
形
而
上
学
／
特
殊
形
而
上
学
と
い
う
従
来

の
制
度
的
枠
組
み
を
外
し
た
と
こ
ろ
で
、
自
然
学
が
「
世
界
（
宇
宙
）

の
歴
史
」
を
記
述
す
る
の
に
対
し
て
、
「
自
我
小
世
界
（
小
宇
宙
）

の
歴
史
」
を
記
述
す
る
、
自
然
学
と
表
裏
一
体
で
あ
る
よ
う
な
も

の
と
し
て
、
新
し
い
意
味
で
の
形
而
上
学
で
あ
る
と
自
己
規
定
す
る
。

し
か
も
そ
れ
は
、
旧
来
の
形
而
上
学
が
原
因
に
つ
い
て
の
無
益
な
知
識

で
あ
る
の
に
対
し
て
、
「
結
果
に
お
い
て
考
慮
さ
れ
た
…
…
知
識
」
な
の

で
あ
る
か
ら
、
続
く
実
学
を
準
備
す
る
。

『
要
理
』
一
八
〇
一
年
版
序
文
で
、
ト
ラ
シ
は
自
ら
の
提
唱
す
る
イ
デ

オ
ロ
ジ
ー
の
系
譜
学
を
物
語
っ
て
い
る
。
「
…
…
イ
デ
オ
ロ
ジ
ー
は
動
物

学
の
一
部
で
あ
る
。
…
…
」
と
述
べ
、
先
駆
者
と
し
て
博
物
学
者
ビ
ュ

フ
ォ
ン
を
指
定
す
る
。
博
物
学
（
自
然
史
）
（
h
i
s
t
o
i
r
e
naturelle)の

一
部
、
と
り
わ
け
人
間
の
博
物
学
（
自
然
史
）
の
仕
上
げ
と
し
て
イ
デ

オ
ロ
ジ
ー
は
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
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「
動
物
に
つ
い
て
は
、
そ
の
精
神
機
能
が
確
か
め
ら
れ
て
い
な
い
の
で

あ
る
な
ら
ば
、
不
完
全
な
知
識
し
か
持
た
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
イ

デ
オ
ロ
ジ
ー
は
動
物
学
の
一
部
で
あ
る
。
そ
し
て
と
り
わ
け
人
間
に
お

い
て
、
こ
の
部
分
が
重
要
で
あ
り
、
掘
り
下
げ
る
に
値
す
る
。
自
然
の

雄
弁
な
解
釈
者
で
あ
る
、
ビ
ュ
フ
ォ
ン
も
ま
た
、
少
な
く
と
も
人
間
の

思
惟
能
力
の
記
述
を
試
み
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
彼
の
「
人

間
の
〔
自
然
〕
史
」
を
仕
上
げ
て
は
い
な
か
っ
た
と
肝
に
命
ず
る
べ
き

で
あ
っ
た
。
彼
の
著
作
の
こ
の
部
分
が
、
そ
の
高
名
な
著
者
の
名
に
値

し
な
い
な
ど
と
主
張
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
し
か
し
注
意
深
い
読
者
と

細
心
綿
密
な
観
察
者
を
全
然
満
足
さ
せ
な
い
部
分
は
、
ま
さ
に
こ
の
部

分
で
あ
る
と
敢
え
て
断
言
し
た
い
。
驚
い
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
の

も
彼
が
論
じ
た
主
題
の
な
か
で
も
、
こ
れ
が
以
前
に
は
最
も
研
究
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
か
ら
。
」

(Ibid.
p.xiii ,
 
xiv) 

博
物
学
（
自
然
史
）
は
人
間
の
外
な
る
自
然
の
観
察
を
主
眼
と
す
る

の
に
対
し
て
、
イ
デ
オ
ロ
ジ
ー
は
人
間
の
内
な
る
自
然
の
観
察
を
主
眼

と
す
る
。
ビ
ュ
フ
ォ
ン
は
、
「
両
者
〔
人
間
と
動
物
〕
の
自
然
本
性
に
つ

い
て
判
断
を
下
す
た
め
に
は
、
わ
れ
わ
れ
の
内
的
性
質
に
つ
い
て
知
識

を
持
つ
の
と
同
様
に
、
動
物
の
内
的
性
質
に
つ
い
て
も
知
識
を
持
た
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
が
動
物
の
内
部
で
何
が
生
起
し

て
い
る
の
か
を
知
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
か
ら
、
…
…
わ
れ
わ

れ
は
両
者
の
自
然
本
性
的
な
働
き
の
結
果
を
比
較
す
る
以
外
に
な
い
」

「
唯
一
の
中
心
」
す
な
わ
ち
イ
デ
オ
ロ
ジ
ー
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
イ

デ
オ
ロ
ジ
ー
は
「
比
較
の
途
」
（
ビ
ュ
フ
ォ
ン
）
を
辿
っ
た
の
ち
に
、
観

察
者
が
自
己
自
身
に
回
帰
す
る
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
。
さ
ら
に
、
こ
こ

で
ト
ラ
シ
が
イ
デ
オ
ロ
ジ
ー
を
諸
真
理
の
中
の
真
理
（
「
唯
一
の
中
心
」
）

1
8
0
1
 (
1
8
1
7
)
 
:
 E

I
 t.I, p
.
x
i
v
 ,
 
x
v
)
 

（
ビ
ュ
フ
ォ
ン
「
人
間
の
博
物
学
（
自
然
史
）
」
（

S
筵
res
p
h
i
l
o
s
o
p
h
i
 ,
 

q
u
e
s
 d
e
 B
u
f
f
o
n
,
 p.295)
と
述
べ
る
。
彼
の
言
う
「
比
較
の
途

(voie

d
e
 c
o
m
p
a
r
a
i
s
o
n
)
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ト
ラ
シ
は
次
の
よ
う

．．．．．．．．． 

「
人
間
が
自
分
自
身
に
回
帰
す
る
と
き
、
彼
は
反
省
を
始
め
、
さ
ま
ざ

ま
な
規
則
を
定
め
る
の
だ
が
、
反
省
が
判
断
に
向
け
ら
れ
る
と
き
‘
論

理
学
が
成
立
す
る
。
言
説
に
向
け
ら
れ
る
と
き
、
文
法
学
が
成
立
す
る
。

欲
望
に
向
け
ら
れ
る
と
き
、
道
徳
学
が
成
立
す
る
。
…
…
や
が
て
彼
が
、

判
断
し
、
語
り
、
意
志
す
る
と
い
う
、
こ
れ
ら
三
つ
の
働
き
が
共
通
の

源
泉
を
有
す
る
と
考
え
始
め
る
と
き
、
そ
れ
ら
の
働
き
を
よ
り
よ
く
導

く
た
め
に
、
結
果
〔
の
観
察
と
記
述
〕
に
留
ま
っ
て
は
な
ら
な
い
、
そ

れ
ら
の
起
源
に
ま
で
遡
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
思
い
始
め
る
。
そ

れ
ら
の
起
源
を
注
意
深
く
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
教
育
学
と
政
治
学

の
諸
原
理
と
が
見
い
だ
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
も
ろ
も
ろ
の
真

理
の
唯
一
の
中
心
、
そ
れ
が
知
的
諸
機
能
の
認
識
で
あ
る
。
」

(
T
R
A
C
Y

に
述
べ
る
。
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ビ
ュ
フ
ォ
ン
に
つ
い
で
ロ
ッ
ク
の
名
が
挙
げ
ら
れ
る
。

に
位
置
づ
け
て
い
る
点
、
そ
こ
に
ト
ラ
シ
の
新
た
な
形
而
上
学
の
志
向

を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

「
ロ
ッ
ク
は
、
私
が
思
う
に
、
あ
た
か
も
鉱
物
や
植
物
の
特
性
、
あ
る

い
は
動
物
の
生
活
の
特
徴
を
観
察
し
記
述
す
る
よ
う
に
、
人
間
知
性
を

観
察
し
記
述
す
る
こ
と
を
企
て
た
最
初
の
人
間
で
あ
る
。
彼
は
、
結
果
、

こ
の
研
究
を
し
て
自
然
学
の
一
部
と
な
し
た
の
で
あ
る
。
彼
以
前
に
は
、

こ
の
主
題
に
つ
い
て
ひ
と
は
多
く
の
仮
説
を
立
て
、
わ
れ
わ
れ
の
精
神

の
本
性
に
つ
い
て
厚
か
ま
し
く
も
独
断
論
を
ふ
り
か
ざ
し
て
ば
か
り
い

た
と
ま
で
は
言
わ
な
い
が
、
し
か
し
〔
ロ
ッ
ク
以
前
に
〕
常
に
念
頭
に

置
か
れ
て
い
た
の
は
、
認
識
の
起
源
を
見
い
だ
し
、
そ
の
確
実
性
と
限

界
を
定
め
る
こ
と
で
は
な
く
‘
万
物
の
原
理
（
始
原
）
と
目
的
を
確
定

し
、
世
界
の
起
源
と
行
く
末
を
占
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が

形
而
上
学
の
対
象
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
形
而
上
学

を
自
己
満
足
を
目
指
す
想
像
力
の
技
の
う
ち
に
数
え
入
れ
よ
う
。
し
か

し
そ
の
よ
う
な
も
の
は
わ
れ
わ
れ
を
教
導
す
る
こ
と
は
な
い
。
」

(
I
b
i
d
.

P• 

xv) 

物
学
（
自
然
史
）

ト
ラ
シ
は
ロ
ッ
ク
を
形
而
上
学
批
判
の
祖
と
し
て
見
て
い
る
の
で
あ

る
。
興
味
深
い
の
は
、
こ
こ
で
ト
ラ
シ
が
ロ
ッ
ク
の
人
間
知
性
論
を
博

の
系
譜
に
引
き
寄
せ
て
理
解
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

批
判
の
矛
先
は
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
の
仕
事
の
非
体
系
性
へ
向
け
ら
れ

る
。
当
否
は
別
と
し
て
、
ト
ラ
シ
が
ロ
ッ
ク
ー
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
の
人

間
知
性
論
が
特
殊
形
而
上
学
つ
ま
り
当
時
の
意
味
で
の
心
理
学
の
枠
内

で
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
無
視
し
、
む
し
ろ
知
性
論
と
動
物

p.xvi) 

以
上
の
よ
う
な
系
譜
を
引
い
た
上
で
、
ト
ラ
シ
は
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク

を
批
判
す
る
。

「
何
人
か
の
オ
気
あ
る
者
た
ち
が
ロ
ッ
ク
に
従
い
、
続
い
た
。
な
か
で

も
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
は
、
他
の
誰
よ
り
も
多
く
の
観
察
を
な
し
た
。
そ

し
て
実
際
、
彼
は
イ
デ
オ
ロ
ジ
ー
を
創
始
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

彼
の
方
法
が
優
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ま
た
彼
の
判
断
が
確
か

で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
も
ま
た
誤
謬
を
免
れ
て
い
た
よ
う
に

は
思
わ
れ
な
い
。
…
…
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
の
理
論
的
著
作
は
、
そ
れ
ぞ

れ
に
ほ
と
ん
ど
ば
ら
ば
ら
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
く
、
彼
の
研
究
の
記
念

碑
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
彼
は
、
彼
の
発
見
を
弁
論
、
推
理
、
教
育

の
術
に
応
用
す
る
こ
と
を
急
い
だ
。
し
か
し
彼
は
、
そ
れ
ら
を
統
合
す

る
こ
と
に
専
心
し
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
結
果
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て

教
程
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
役
立
ち
得
る
よ
う
な
、
完
全
な
教
義
の
体
系

を
ど
こ
に
も
残
し
て
は
く
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
私
は
、
そ
れ
〔
コ

ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
の
欠
陥
〕
を
補
お
う
と
思
う
の
で
あ
る
。
…
…
」

(
I
b
i
d
.
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ら
れ
る
。

論
あ
る
い
は
論
理
学
等
の
諸
論
考
と
の
連
関
の
整
合
性
を
問
題
に
し
て

い
る
、
そ
の
点
が
こ
の
批
判
を
評
価
す
る
際
に
重
要
で
あ
ろ
う
。

「
…
…
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
真
理
を
適
切
な
順
序
に
配
置
し
、
重
要
な
真

理
を
忘
れ
ず
‘
過
剰
な
真
理
は
す
べ
て
排
し
、
す
べ
て
が
連
鎖
を
な
し

相
互
に
支
え
合
う
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

(Ibid.
p.xviii) 

諸
学
問
の
連
携
を
司
る
イ
デ
オ
ロ
ジ
ー
と
い
う
発
想
が
常
に
見
て
取

結
論
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ト
ラ

シ
は
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
の
学
説
を
イ
デ
オ
ロ
ジ
ー
の
原
型
で
あ
る
と
仰

ぎ
な
が
ら
も
‘
イ
デ
オ
ロ
ジ
ー
が
特
殊
形
而
上
学
あ
る
い
は
心
理
学
で

あ
る
こ
と
を
拒
否
し
、
心
理
学
化
す
る
当
代
の
形
而
上
学
と
は
訣
別
す

る
。
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ス
ム
を
排
除
し
、
ボ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
か
ら
「
魂
」

を
抹
消
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
然
学
の
知
見
に
基
づ
く
唯
物
論
的
観
念

説
に
至
る
。
し
か
し
、
も
ち
ろ
ん
旧
来
の
形
而
上
学
の
あ
り
方
に
対
し

て
は
否
定
的
で
あ
る
の
だ
が
、
基
礎
づ
け
の
学
た
る
形
而
上
学
の
理
念

そ
の
も
の
を
否
定
す
る
者
で
は
な
い
。
イ
デ
オ
ロ
ジ
ー
は
単
な
る
観
念

説
で
は
な
い
。
む
し
ろ
来
る
べ
き
実
用
的
諸
学
問
を
統
御
す
る
中
心
的

学
知
と
し
て
の
イ
デ
オ
ロ
ジ
ー
の
位
置
づ
け
を
確
認
し
つ
つ
、
そ
れ
が

「
ま
っ
た
く
新
し
い
語
義
に
お
け
る
形
而
上
学
」

(loc.cit.)

で
あ
る
こ

と
を
説
く
者
で
あ
る
。

(
T
R
A
C
Y
 1
8
0
5
 :
 EI t.III, p
.
3
6
7ー

3
6
8
)

論
理
学
批
判

「
推
論
す
る

(
r
a
i
s
o
n
n
e
r
)
と
は
、
計
算
す
る

(calculer)

こ
と
で
あ
る
」
（
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
『
計
算
の
言
語
』

（
＠
筵
res
p
h
i
l
o
s
o
p
h
i
q
u
e
s
 d
e
 C
o
n
d
i
l
l
a
c
,
 t
.
2
,
 
p
.
4
6
8
b
)

と
す
る
、

(5) 

ホ
ッ
ブ
ズ
ー
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
の
考
え
方
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
。
ト

ラ
シ
の
主
張
は
、
計
算
は
推
論
で
あ
る
が
、
推
論
は
必
ず
し
も
計
算
で

で
あ
る
。

は
な
い
、

ま
ず
『
要
理
』
第
三
巻
（
「
論
理
学
」
）
第
八
章
で
展
開
さ
れ
る
批
判

を
見
て
い
こ
う
。
推
論
は
計
算
で
あ
る
と
主
張
す
る
論
者
は
、
次
の
よ

う
に
主
張
し
た
。

「
…
…
彼
ら
は
、
推
論
に
お
い
て
も
算
術
の
場
合
に
酷
似
す
る
、
あ
る

い
は
厳
密
に
対
応
す
る
三
つ
の
操
作
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
確

信
す
る
に
至
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
①
特
殊
か
ら
一
般
を
結
論
す
る
、
つ

ま
り
多
く
の
特
殊
的
命
題
か
ら
一
個
の
一
般
的
命
題
を
引
き
だ
す

こ
れ
を
彼
ら
は
加
法
と
呼
ぶ
、
②
一
般
か
ら
特
殊
を
結
論
す
る
、
つ
ま

り
一
個
の
一
般
的
命
題
か
ら
一
個
の
特
殊
的
命
題
を
引
き
だ
す
こ

れ
を
彼
ら
は
減
法
と
名
づ
け
る
、
③
或
る
任
意
の
命
題
か
ら
他
の
外
延

を
加
え
も
減
じ
も
し
な
い
よ
う
な
命
題
を
推
論
す
る
l

こ
れ
は
‘
こ

れ
ら
の
著
者
に
従
え
ば
、
最
初
の
命
題
の
表
現
を
翻
訳
す
る
、
す
な
わ

ち
等
価
の
表
現
で
置
き
代
え
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
…
…
」

一I
四
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見
よ
う
。

「
…
…
一
般
的
命
題
へ
と
上
昇
し
て
ゆ
く
た
び
ご
と
に
、
或
る
観
念
を

他
の
観
念
に
実
際
に
加
え
る
と
い
う
の
は
本
当
で
は
な
い
の
だ
と
い
う

こ
と
。
同
様
に
、
特
殊
的
命
題
か
ら
下
降
し
て
ゆ
く
と
き
、
或
る
観
念

を
他
の
観
念
か
ら
減
じ
る
と
い
う
の
も
本
当
で
は
な
い
の
だ
と
い
う
こ

と
。
こ
れ
ら
二
つ
の
働
き
の
第
一
の
も
の
か
ら
検
討
し
よ
う
。
」

(
I
b
i
d
.

p.373

—

374) 
一
般
的
命
題
の
例
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
二
つ
の
命
題
が
挙
げ
ら
れ

る
。
第
一
の
命
題

i

〈
す
べ
て
の
重
さ
を
持
つ
物
体
は
、
落
下
し
な
い
た

め
に
は
支
え
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
〉
。
第
二
の
命
題
こ
す
べ
て
の
物
体

は
重
さ
を
持
つ
〉

(Cf.
I
b
i
d
.
 p
.
3
7
 4
)

。
第
一
の
命
題
は
、
必
然
的
・
一

般
的
命
題
と
呼
ば
れ
る
。
第
二
の
命
題
は
、
偶
然
的
・
一
般
的
命
題
と

呼
ば
れ
る
。
ト
ラ
シ
の
批
判
を
引
用
し
よ
う
。

「
…
…
第
一
の
場
合
、
加
法
の
気
配
も
な
い
。
と
い
う
の
も
世
界
に
重

さ
を
持
つ
物
体
が
た
っ
た
一
個
し
か
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
で
も
私
は

そ
れ
が
落
下
し
な
い
た
め
に
は
支
え
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と

を
確
信
す
る
の
で
あ
る
か
ら
。
そ
し
て
私
は
た
だ
〈
重
さ
を
持
つ
物
体
〉

の
観
念
が
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
分
か
っ
て
い
る
か
ら
、

こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
対
し
て
ト
ラ
シ
は
反
論
す
る
。

つ
ま
り

一
端
を
垣
間

以
上
か
ら
、

あ
る
か
ら
。
そ
し
て
そ
の
数
は
私
の

物
体
の
観
念
が
〈
落
下
し
な
い
た
め
に
は
支
え
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
〉

と
い
う
賓
辞
を
含
ま
な
け
れ
ば
無
に
帰
し
て
し
ま
う
と
分
か
っ
て
い
る

か
ら
、
そ
の
こ
と
が
真
で
あ
り
偽
で
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
を
確

信
す
る
の
で
あ
る
。
／
第
二
の
場
合
、
私
が
〈
す
べ
て
の
物
体
は
重
さ
を

持
つ
〉
と
言
い
得
る
の
は
、
私
が
識
る
か
ぎ
り
の
す
べ
て
の
物
体
の
観

念
の
う
ち
に
重
さ
を
持
つ
と
い
う
観
念
が
要
素
と
し
て
含
ま
れ
て
い
る

こ
と
を
観
察
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
で
し
か
な
い
。
そ
し
て
私
は
そ
れ

ら
す
べ
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
事
物
を
集
め
て
〈
す
べ
て
の
物
体
〉
と
い
う

集
合
的
な
表
現
を
用
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
も
な
お
そ
れ
ら

を
加
え
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
と
い
う
の
も
私
は
そ
れ
ら
が
ど
れ
だ

け
の
数
あ
る
の
か
識
ら
な
い
し
、
そ
ん
な
こ
と
を
気
に
も
し
な
い
の
で

〔
知
性
の
〕
働
き
が
正
し
い
も
の

で
あ
る
ま
ま
に
増
え
た
り
滅
っ
た
り
す
る
の
で
あ
る
が
、
も
し
そ
れ
が

加
法
で
あ
る
な
ら
ば
そ
ん
な
こ
と
は
起
こ
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
」

(
I
b
i
d
.
)
 

「
結
論
し
よ
う
。
加
法
そ
し
て
減
法
と
呼
ば
れ
る
、
計
算
に
お
け
る
ニ

つ
の
操
作
は
、
推
論
に
お
い
て
真
に
類
似
す
る
も
の
を
ま
っ
た
く
有
さ

な
い
。
加
法
に
呼
応
す
る
と
言
わ
れ
て
い
る
論
理
的
操
作
は
、
二
種
の

き
わ
め
て
判
明
で
ま
っ
た
く
異
な
る
働
き
に
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
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実
際
そ
の
い
ず
れ
も
が
加
法
で
は
な
い
。
…
…
」

(
I
b
i
d
.
p
.
3
7
7
-
3
7
8
)
 

特
殊
的
命
題
か
ら
必
然
的
・
一
般
的
命
題
を
演
繹
す
る
操
作
と
偶
然

的
・
一
般
的
命
題
を
演
繹
す
る
操
作
は
異
な
る
種
類
の
操
作
で
あ
り
、

し
か
も
そ
の
い
ず
れ
も
が
加
法
で
は
な
い
。

推
論
を
計
算
と
同
一
視
す
る
論
者
は
、
算
術
的
操
作
の
対
象
と
す
べ

き
範
疇
を
不
当
に
拡
大
し
て
い
る
。
計
算
は
量
を
専
ら
に
扱
う
推
論
で

あ
る
。
ト
ラ
シ
は
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
を
標
的
と
し
て
批
判
す
る
。

「
…
…
た
と
え
計
算
が
推
論
で
あ
る
に
し
て
も
、
推
論
は
計
算
で
は
な

い
。
こ
の
〔
論
点
を
誤
認
し
て
い
る
が
〕
た
め
に
、
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク

の
『
計
算
の
言
語
』
は
、
い
か
に
著
者
の
優
れ
た
方
法
に
よ
り
、
ま
た

所
説
開
陳
の
完
成
度
の
高
さ
に
よ
り
勝
れ
て
出
色
の
も
の
で
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
私
は
そ
れ
に
完
全
に
満
足
し
な
い
の
で
あ
り
、
加
え
て

そ
れ
が
完
全
に
正
し
く
は
な
い
原
理
の
上
に
依
拠
し
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
の
で
あ
る
。
…
…
計
算
は
単
に
推
論
で
は
な
い
。
そ
れ
は
量
の

観
念
に
つ
い
て
の
推
論
で
あ
り
、
そ
う
し
た
事
情
に
よ
っ
て
、
特
殊
な

記
号
に
よ
っ
て
も
為
さ
れ
得
る
よ
う
な
推
論
な
の
で
あ
る
。
一
言
で
言

え
ば
、
そ
れ
は
固
有
の
記
号
を
有
す
る
推
論
な
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う

わ
け
で
、
計
算
は
推
論
で
あ
る
と
は
言
い
得
る
が
、
推
論
は
計
算
で
あ

る
と
は
言
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
推
論
は
類
で
あ
り
計
算
は
種
で
あ
る
。

こ
の
理
由
ゆ
え
、
計
算
を
推
論
に
変
換
す
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
推
論

を
計
算
に
変
換
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
同
じ
理
由
ゆ

え
、
推
論
一
般
に
お
い
て
真
で
あ
る
こ
と
が
計
算
に
お
い
て
も
真
で
あ

る
一
方
で
、
計
算
に
お
い
て
真
で
あ
る
こ
と
が
推
論
に
お
い
て
は
真
で

は
な
い
こ
と
も
あ
る
。
」

(
I
b
i
d
.p.370

—

371) 

推
論
は
一
般
に
観
念
を
結
合
す
る
操
作
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、

そ
れ
は
計
算
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
い
。

「
実
際
、
加
え
る
あ
る
い
は
減
じ
る
と
い
う
こ
と
は
、
二
つ
の
事
物
あ

る
い
は
二
つ
の
事
物
の
グ
ル
ー
プ
を
集
め
る
あ
る
い
は
離
す
と
い
う
こ

と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
そ
れ
ら
を
た
だ
量
の
関
係
の
も
と
に
の
み
集

め
る
あ
る
い
は
離
す
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
り
、
そ
の
意
図
は
、
二
者

の
一
方
の
量
が
ど
れ
ほ
ど
か
を
、
一
方
を
他
方
に
加
え
た
、
あ
る
い
は

一
方
を
他
方
か
ら
滅
じ
た
後
に
、
規
定
す
る
こ
と
に
存
す
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
判
断
あ
る
い
は
推
論
に
お
い
て
観
念
を
相
互
に
結
合
す
る
際

に
意
図
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
で
は
全
然
な
い
。
」

(
I
b
i
d
.
 p
.
3
7
1
-
3
7
2
)
 

観
念
の
結
合
は
さ
ま
ざ
ま
な
範
疇
の
も
と
に
行
わ
れ
る
の
に
対
し
て
、

計
算
は
た
だ
量
の
範
疇
の
も
と
に
行
わ
れ
る
。
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
は
こ

の
点
を
誤
認
し
た
、
と
ト
ラ
シ
は
批
判
す
る
の
で
あ
る
。

同
様
の
批
判
が
、
先
行
す
る
『
要
理
』
第
一
巻
第
十
二
章
に
も
見
ら
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本
文
の
右
に
引
用
し
た
箇
所
に
付
さ
れ
た
長
大
な
註
記

(
1
)

い
て
、
批
判
は
展
開
さ
れ
る
。

「
け
れ
ど
も
代
数
の
言
語
と
他
の
言
語
の
間
に
は
特
異
な
相
違
が
存

す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
原
因
を
精
確
に
掴
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
が
通
常
の
推
論
の
手
続
き
と
、
と
く
に
〈
計
算
〉
と

呼
ば
れ
る
、
そ
れ
ら
も
な
お
他
の
推
論
と
同
様
た
し
か
に
推
論
で
あ
る

よ
う
な
、
そ
れ
ら
の
手
続
き
と
〔
の
相
違
〕
を
詳
ら
か
に
す
る
か
ら
で

あ
る
。
／
代
数
の
言
語
は
、
量
の
観
念
に
し
か
、
言
い
換
え
れ
ば
、
唯
一

の
種
の
観
念
に
し
か
適
合
し
な
い
。
…
…
／
…
…
こ
の
言
語
の
統
語
上

の
規
則
、
つ
ま
り
は
計
算
の
規
則
を
丹
念
に
観
察
す
る
な
ら
ば
、
ひ
と

つ
の
紛
う
こ
と
な
い
結
論
に
至
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

推
論
の
最
中
に
、
〔
語
に
よ
っ
て
〕
意
味
さ
れ
る
と
こ
ろ
を
知
る
必
要
が

全
然
な
い
の
だ
、
と
い
う
こ
と
。
…
…
／
語

(mots)
と
は
、
わ
れ
わ

(
T
R
A
C
Y
 1
8
0
1
 (
1
8
1
7
)
 
:
 E
I
 t.I, p
.
3
4
0
 

強
調
は
原
文
）

「
…
…
文
法
の
規
則
は
計
算
の
規
則
と
ま
っ
た
く
同
じ
効
果
を
与
え

る
。
い
ず
れ
の
場
合
の
お
い
て
も
、
わ
れ
わ
れ
が
組
み
合
わ
せ
る
の
は

記
号
で
し
か
な
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
と
気
づ
か
ず
に
、
わ
れ
わ
れ
は
語

に
よ
る
の
と
同
様
、
代
数
記
号
に
よ
っ
て
導
か
れ
る

(
1
)
。
…
…
」

れ
る
。

に
お

れ
が
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
先
立
っ
て
成
さ
れ
た
〔
観
念
の
〕
組
み

合
わ
せ
の
結
果
を
短
縮
し
た
仕
方
で
描
く
と
こ
ろ
の
、
そ
し
て
こ
れ
ら

の
組
み
合
わ
せ
を
あ
ら
ゆ
る
詳
細
に
至
る
ま
で
た
え
ず
念
頭
に
置
く
責

務
を
担
う
記
憶
力
の
肩
代
わ
り
を
す
る
と
こ
ろ
の
表
現
形
式
で
あ
る
。

そ
う
い
う
わ
け
で
、
わ
れ
わ
れ
は
語
が
そ
の
記
号
で
あ
る
と
こ
ろ
の
観

念
か
ら
或
る
程
度
ま
で
独
立
に
語
を
組
み
合
わ
せ
る
の
で
あ
り
、
そ
の

効
果
は
と
い
え
ば
ふ
つ
う
考
え
ら
れ
て
い
る
以
上
に
大
き
い
。
し
か
し

こ
れ
ら
の
語
が
表
現
す
る
と
こ
ろ
の
〔
観
念
の
組
み
合
わ
せ
の
〕
結
果

は
、
代
数
記
号
が
表
象
す
る
結
果
ほ
ど
は
単
純
あ
る
い
は
精
確
な
本
性

の
も
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
言
説
に
お
い
て
、
た
と
え
ば
実
詞
に
形
容

詞
を
加
え
た
り
、
ま
た
た
と
え
ば
主
語
に
述
語
を
与
え
た
り
し
て
わ
れ

わ
れ
が
そ
れ
ら
に
被
ら
せ
る
と
こ
ろ
の
変
様
は
、
代
数
記
号
が
「
掛
け

る
」
「
割
る
」
あ
る
い
は
「
等
し
い
」
等
の
記
号
ー
~
そ
れ
ら
は
動
詞
に

よ
る
述
語
に
相
当
す
る
＇
~
、
ま
た
係
数
や
幕
指
数
あ
る
い
は
根
号
等

の
記
号
に
よ
っ
て
被
る
よ
う
な
変
様
と
比
べ
れ
ば
、
ず
っ
と
多
様
で
あ

り
ま
た
ず
っ
と
計
り
が
た
い
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
代
数
記
号
の
変
様

は
押
し
並
べ
て
数
に
お
い
て
感
知
で
き
る
が
、
語
の
変
様
は
そ
う
で
は

な
い
。
そ
し
て
こ
こ
に
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
」

(
I
b
i
d
.
p
.
3
4
0
-
3
4
1
)
 

こ
こ
で
は
批
判
は
記
号
論
と
い
う
形
を
と
る
。
言
語
記
号
は
一
般
に

記
憶
力
を
観
念
の
重
荷
か
ら
解
放
す
る
上
で
有
用
で
あ
る
が
、
そ
の
効

果
は
代
数
記
号
に
お
い
て
絶
大
で
あ
る
。
ト
ラ
シ
が
ビ
ラ
ン
を
引
用
し
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つ
つ
述
べ
る
よ
う
に
、
言
語
活
動
に
お
い
て
「
わ
れ
わ
れ
は
同
時
に
記

号
と
観
念
の
二
重
の
重
荷
を
背
負
う
よ
う
、
常
に
強
い
ら
れ
て
い
る
」

（
ビ
ラ
ン
『
習
慣
論
』

Cf.
T
R
A
C
Y
 op
.
c
i
t
.
 p
.
3
4
4
)

が
、
代
数
の
言

語
に
お
い
て
は
観
念
の
重
み
は
相
当
程
度
に
軽
減
さ
れ
る
。
し
か
し
、

そ
の
欠
点
も
あ
る
。
代
数
の
言
語
は
推
論
の
全
過
程
を
表
現
で
き
な
い
。

推
論
に
お
け
る
観
念
の
連
鎖
の
す
べ
て
を
代
数
記
号
に
よ
っ
て
表
象
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。

「
…
…
代
数
の
言
語
は
完
全
な
言
語
で
は
な
い
。
そ
れ
は
推
論
を
端
か

ら
端
ま
で
表
現
し
切
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
常
に
何
ら
か
の
日

常
言
語
の
言
葉
と
時
折
織
り
交
ぜ
ら
れ
て
い
る
の
で
り
、
そ
の
様
は
、

ほ
と
ん
ど
あ
た
か
も
幕
間
劇
に
お
い
て
歌
に
踊
り
が
続
き
、
一
方
が
他

方
の
表
現
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
教
え
る
と
き
の
よ
う
で
あ
る
。
た
だ

代
数
が
適
合
す
る
と
こ
ろ
の
諸
観
念
の
連
鎖
の
す
べ
て
の
部
分
に
お
い

て
、
代
数
の
言
語
は
そ
の
連
鎖
を
比
類
な
い
仕
方
で
短
絡
す
る
と
い
う

こ
と
で
あ
り
、
そ
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
精
神
を
蓬
か
彼
方
ま
で
そ
の

連
鎖
を
追
う
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
が
代
数
の
言
語
の
有
用
性
で
あ
る
。
」

(
I
b
i
d
.
p
.
3
4
5
)
 

結
論
と
し
て
、

「
そ
れ
ゆ
え
代
数
の
言
語
を
他
の
主
題
に
移
し
て
用
い
う
る
と
考
え

る
の
は
大
き
な
誤
り
で
あ
る
。
…
…
／
と
も
か
く
も
次
の
よ
う
に
結
論

し
よ
う
。
推
論
す
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
語
に
よ
っ
て
、
代
数
記
号
に

よ
っ
て
の
よ
う
に
導
か
れ
る
。
語
の
有
用
性
は
、
わ
れ
わ
れ
を
し
て
そ

れ
ら
が
表
象
す
る
と
こ
ろ
の
観
念
を
念
頭
に
置
く
労
か
ら
部
分
的
に
免

れ
さ
せ
て
く
れ
る
、
と
い
う
点
に
存
す
る
。
語
が
こ
の
効
果
を
代
数
記

号
と
同
程
度
に
は
完
全
に
発
揮
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、
ま
た
代
数
記
号

ほ
ど
危
惧
な
し
に
用
い
ら
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
た
だ
そ
れ
ら
が

表
象
す
る
と
こ
ろ
の
観
念
の
本
性
に
由
因
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

も
し
わ
れ
わ
れ
の
持
つ
す
べ
て
の
観
念
が
量
の
観
念
と
同
程
度
に
混
乱

を
招
き
入
れ
る
こ
と
な
し
に
大
き
な
短
縮
や
省
略
を
容
れ
る
と
し
た
ら
、

わ
れ
わ
れ
は
言
語
活
動
の
す
べ
て
に
関
し
て
代
数
と
同
様
な
も
の
を
持

ち
得
た
で
あ
ろ
う
し
、
演
繹
を
よ
り
先
ま
で
•
よ
り
確
実
に
進
め
る
こ

と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
同
様
に
、
も
し
こ
れ
ら
す
べ
て
の
観
念

が
逆
に
よ
り
移
ろ
い
易
く
•
よ
り
確
定
的
で
は
な
い
と
し
た
ら
、
わ
れ

わ
れ
は
日
常
言
語
に
お
い
て
も
っ
と
一
般
的
で
は
な
い
名
辞
を
、
そ
し

て
よ
り
詳
細
な
•
よ
り
冗
長
な
言
い
回
し
を
用
い
る
こ
と
を
強
い
ら
れ

た
で
あ
ろ
う
し
、
確
実
で
射
程
の
長
い
演
繹
な
ど
到
底
お
ぼ
つ
か
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。
…
…
」

(
I
b
i
d
.
p
.
3
4
6
,
 3
4
8
-
3
4
9
)
 

問
題
は
常
に
観
念
と
記
号
で
あ
る
。
た
し
か
に
「
ど
ん
な
推
論
に
お

い
て
も
、
結
局
、
問
題
に
な
る
の
は
記
号
を
纏
っ
た
観
念
だ
け
」

(
I
b
i
d
.

p
.
3
4
7
)

な
の
で
あ
る
か
ら
、
観
念
と
記
号
の
認
識
、
つ
ま
り
（
固
有
の

17 



「
…
…
身
体
的
人
間
の
研
究
と
精
神
的
人
間
の
研
究
と
の
間
に
分
割

カ
バ
ニ
ス
の
場
合

学
士
院
第
二
類
「
道
徳
と
政
治
諸
科
学
の
類
」
の
「
感
覚
と
観
念
の

分
析
」
部
門
の
初
代
会
員
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
「
生
理
学
的
イ
デ
オ
ロ

ジ
ー

(
i
d
e
o
l
o
g
i
e
p
h
y
s
i
o
l
o
g
i
q
u
e
)
」
の
旗
手
で
あ
っ
た
カ
バ
ニ
ス
の

『
身
心
相
関
論
』
に
お
け
る
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
批
判
は
注
目
に
値
す
る
。

コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
の
感
覚
主
義
は
換
骨
奪
胎
さ
れ
、
外
界
か
ら
は
権
利

上
独
立
し
た
内
面
性
が
内
的
感
覚
に
固
有
の
領
域
と
し
て
身
体
に
確
保

さ
れ
る
。
カ
バ
ニ
ス
も
「
観
察
と
実
験
（
経
験
）
」
を
重
視
す
る
が
、
視

線
は
身
体
の
内
部
へ
向
け
ら
れ
る
。
解
剖
学
の
知
見
が
身
体
の
内
部
構

造
を
解
明
す
る
。

カ
バ
ニ
ス
は
、
人
間
精
神
の
研
究
を
独
立
の
主
題
と
し
て
領
域
化
す

る
形
而
上
学
的
傾
向
を
批
判
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

2
 

よ‘つ。

ら
な
い
の
で
あ
る
。

さ
て
以
上
に
垣
間
見
た
ト
ラ
シ
の
批
判
は
、

(
6
)
 

き
過
ぎ
た
記
号
主
義

(
s
y
m
b
o
l
i
s
m
e
)
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
と
言
え

コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
の
行

の
と
し
て
研
究
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
順
序
は
前
者
か
ら

後
者
へ
で
あ
り
、
逆
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
記
号
か
ら
入
っ
て
は
な

意
味
で
の
）
イ
デ
オ
ロ
ジ
ー
と
文
法
学
が
、
ま
ず
も
っ
て
不
可
分
の
も

線
を
引
く
の
は
も
っ
と
も
な
こ
と
で
あ
る
と
断
じ
ら
れ
て
、
以
来
、
後

者
の
研
究
に
関
す
る
諸
原
理
は
ピ
ン
ト
の
外
れ
た
形
而
上
学
的
仮
説
に

よ
っ
て
輩
か
さ
れ
た
ま
ま
に
放
置
さ
れ
た
。
精
神
（
道
徳
）
諸
科
学
の

研
究
に
こ
れ
ら
の
仮
説
が
導
入
さ
れ
た
後
に
は
、
実
際
、
そ
こ
に
観
察

と
実
験
（
経
験
）
の
結
果
を
関
係
づ
け
得
る
よ
う
な
、
い
か
な
る
堅
固

な
基
盤
も
、
い
か
な
る
支
点
も
残
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
時
以
来
、
ま
っ

た
＜
虚
し
い
思
考
の
波
の
間
に
間
に
翻
弄
さ
れ
て
、
そ
れ
ら
の
諸
原
理

は
、
結
局
、
そ
の
種
の
〔
形
而
上
学
的
〕
思
考
と
と
も
に
想
像
力
の
領

海
に
再
び
没
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
有
能
な
思
想
家
〔
ロ

ッ
ク
〕
が
、
そ
れ
ら
の
諸
原
理
が
そ
れ
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
と
こ
ろ

の
教
え
を
節
度
あ
る
経
験
論
の
も
と
に
奪
還
し
得
た
の
で
あ
る
。
」

(
C
A
B
A
N
I
S
 1
8
0
2
 (
1
8
4
4
)
 
:
 R.P.M.H., p
.
4
3
)
 

か
よ
う
に
彼
自
身
、
ロ
ッ
ク
ー
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
流
の
「
節
度
あ
る

経
験
論
」
の
精
神
に
与
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
自
任
し
て
い
る
。
し
か

し
カ
バ
ニ
ス
は
「
精
神
的
人
間
」
の
研
究
を
専
有
の
主
題
と
す
る
特
殊

形
而
上
学
の
自
立
を
認
め
な
い
。
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
が
目
指
す
の
は
包
括

的
な
人
間
学
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
を
身
体
と
精
神
の
両
側
面
か

ら
総
合
的
に
捉
え
る
と
同
時
に
、
社
会
統
制
の
技
術
ま
で
を
も
射
程
に

収
め
る
人
間
学
で
あ
る
。
た
し
か
に
カ
バ
ニ
ス
は
唯
物
論
者
で
あ
る
。

し
か
し
、
い
わ
ゆ
る
精
神
現
象
が
あ
る
こ
と
を
認
め
な
い
わ
け
で
は
な

い
。
そ
れ
を
あ
る
が
ま
ま
に
現
象
と
し
て
捉
え
て
研
究
す
る
の
が
合
理
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「
し
か
し
、

二
i

コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
以
来
、
分
析
は
ま
っ
た
く
確
実
な
〈
実

カ
バ
ニ
ス
の
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
批
判
は
、
啓
蒙
主
義
批
判
、

啓
蒙
主
義
の
脱
構
築
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
換
言
す
れ
ば
、

十
八
世
紀
的
な
理
性
中
心
主
義
、
理
性
万
有
主
義
に
対
す
る
批
判
で
あ

る
。
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
は
、
動
物
の
行
動
に
さ
え
理
性
の
働
き
を
認
め

た
。
し
か
し
十
八
世
紀
の
経
験
主
義
は
ナ
イ
ー
ブ
な
そ
れ
で
あ
る
。
た

と
え
ば
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
の
感
覚
論
が
そ
の
典
型
で
あ
る
。
こ
れ
に
対

し
て
生
理
学
的
イ
デ
オ
ロ
ジ
ー
は
、
身
体
の
内
面
性
を
確
保
し
、
そ
の

深
層
に
本
能
や
無
意
識
を
認
め
る
。
人
間
の
動
物
性
、
非
理
性
的
で
あ

る
点
を
認
め
、
ま
た
そ
こ
に
生
命
の
働
き
を
見
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る

が
、
こ
の
よ
う
な
反
動
的
傾
向
は
意
図
に
関
わ
ら
ず
、
反
啓
蒙
主
義
に

加
担
し
て
し
ま
う
。

感
覚
性
の
原
理
感
覚
の
原
理
は
身
体
の
内
面
に
存
す
る
。
感

覚
を
た
だ
単
に
外
か
ら
到
来
す
る
も
の
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
。
カ
バ

ニ
ス
は
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
を
批
判
す
る
。

い
わ
ば

的
イ
デ
オ
ロ
ジ
ー
の
役
割
で
あ
る
。
他
方
、
同
じ
現
象
の
物
質
的
基
盤

を
実
証
的
に
明
ら
か
に
す
る
の
が
生
理
学
的
イ
デ
オ
ロ
ジ
ー
の
役
割
で

あ
る
。
思
考
の
研
究
は
「
思
考
す
る
器
官
」
で
あ
る
脳
の
研
究
な
し
に

は
実
証
的
基
盤
を
欠
い
た
も
の
と
な
ろ
う
、
と
い
う
の
が
カ
バ
ニ
ス
の

主
張
で
あ
る
。

用
的
な
途
〉
を
進
ん
で
来
た
と
は
い
え
、
知
性
の
研
究
に
お
い
て
第
一

と
考
え
ら
れ
る
或
る
種
の
問
題
が
ず
っ
と
曖
昧
な
ま
ま
に
措
か
れ
て
き

た
。
…
…
／
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
は
、
本
能
の
働
き
を
否
定
し
、
そ
れ
を

理
性
の
迅
速
で
不
可
解
な
機
能
に
還
元
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
暗
黙
理

に
感
覚
性
と
は
別
の
能
動
的
原
因
の
存
在
を
認
め
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、

彼
に
よ
れ
ば
、
こ
の
原
因
が
専
ら
に
様
々
な
判
断
を
生
み
出
す
役
目
を

果
た
す
の
で
あ
る
。
…
…
」

(
I
b
i
d
.p.44

—

45) 

コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
は
、
感
覚
の
能
動
的
原
因
を
排
他
的
に
、
外
界
に

存
在
す
る
と
想
定
さ
れ
る
物
体
に
よ
っ
て
機
会
づ
け
ら
れ
る
精
神
の
働

き
に
求
め
た
が
（
機
会
原
因
論
）
、
そ
れ
は
誤
り
で
あ
る
、
と
カ
バ
ニ
ス

は
批
判
す
る
。
原
因
は

x
(「
理
性
の
迅
速
で
不
可
解
な
機
能
」
「
感
覚

性
と
は
別
の
能
動
的
原
因
」
）
で
は
な
い
。
身
体
組
織
に
固
有
の
感
覚
性

が
原
因
と
し
て
同
定
さ
れ
る
。
感
覚
性
は
生
命
の
作
用
原
理
で
あ
る
。

ま
た
感
覚
性
は
有
機
体
の
働
き
と
知
性
の
そ
れ
と
の
共
通
の
原
理
で

も
あ
る
。

「
し
か
し
、
十
分
な
注
意
を
も
っ
て
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
の
本
能
的
限
定

に
関
す
る
主
張
を
検
討
し
て
み
る
な
ら
ば
、
（
少
な
く
と
も
彼
が
そ
れ

〔
本
能
的
限
定
〕
に
対
し
て
与
え
る
極
端
な
一
般
性
に
お
い
て
）
そ
れ
が

絶
対
的
に
事
実
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
合
理
的
分
析

と
動
物
の
構
造
の
法
則
に
親
し
む
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
同
じ
〔
本
能
の
〕
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印
象
の
多
様
性

評
価
し
つ
つ
も
批
判
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

限
定
が
、
実
際
、
一
方
で
は
、
知
性
の
働
き
と
同
じ
も
の
で
あ
る
こ
と
、

他
方
で
は
、
有
機
体
の
あ
ら
ゆ
る
機
能
と
同
じ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分

か
ろ
う
。
…
…
」

(Ibid.p.45

—46) 

そ
し
て
「
本
能
的
限
定

(
d
e
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
s
i
n
s
t
i
n
c
t
i
v
e
s
)
」
と

は
、
「
有
機
体
の
働
き
と
知
性
の
働
き
と
の
一
種
の
中
間
者
な
の
で
あ

り
、
両
者
の
絆
の
役
割
を
果
た
す
」

(Ibid.
p
.
4
6
)

も
の
で
あ
る
。

さ
て
加
え
て
、
こ
こ
で
の
批
判
に
お
い
て
主
題
化
さ
れ
て
き
て
い
る

の
は
、
あ
る
い
は
無
意
識
の
問
題
で
あ
り
（
「
感
覚
性
の
働
き
は
、
常
に

意
識
と
判
明
な
知
覚
を
前
提
す
る
の
か
？
」
（
Ibid.
p
.
4
5
)
)
、
あ
る
い
は

生
命
活
動
（
「
知
覚
さ
れ
な
い
印
象
や
意
志
が
何
ら
の
役
割
を
も
果
た
し

て
は
い
な
い
よ
う
な
限
定
」
「
生
命
の
運
動
消
化
、
循
環
、
様
々
な

体
液
の
分
泌
、
等
々
」

(Ibid.))

の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
種
の
問
題

は
、
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
に
お
い
て
は
ま
っ
た
く
扱
わ
れ
る
こ
と
が
な
か

っ
た
。

カ
バ
ニ
ス
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
問
題
の
解
決
の
鍵
は
、
す
べ

て
感
覚
性
と
い
う
原
理
で
あ
る
。

ニーニ「
人
間
精
神
を
分
解
し
、
そ
の
働
き
を
少
数
の
要
素
的
項
の
も
と
に
還

元
し
よ
う
と
い
う
企
て
は
、
十
八
世
紀
哲
学
の
権
威
に
相
応
し
い
試
み

カ
バ
ニ
ス
は
、
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
の
企
て
を

で
あ
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
の
有
す
る
諸
観
念
の
外
的
諸
源
泉
の
一
々
を
専

門
的
に
考
究
し
よ
う
、
あ
る
い
は
一
々
の
感
官
を
ひ
と
つ
ま
た
ひ
と
つ

と
取
り
上
げ
て
み
よ
う
、
類
似
し
あ
る
い
は
類
似
し
な
い
、
単
純
あ
る

い
は
多
重
な
印
象
が
思
考
す
る
器
官
に
産
み
出
す
に
ち
が
い
な
い
と
こ

ろ
の
も
の
の
限
定
を
目
指
そ
う
、
そ
う
し
て
比
較
さ
れ
組
み
あ
わ
さ
れ

た
知
覚
が
ど
の
よ
う
に
し
て
判
断
や
欲
望
を
生
じ
る
の
か
を
見
極
め
よ

う
と
い
う
企
て
は
、
真
に
オ
気
の
表
れ
で
あ
っ
た
。
／
…
…
し
か
し
な
が

ら
、
イ
デ
オ
ロ
ジ
ー
に
か
く
も
大
い
な
る
歩
み
を
踏
み
出
さ
し
め
た
、

こ
の
分
析
は
、
敢
え
て
言
お
う
、
未
だ
不
完
全
で
あ
る
。
そ
れ
は
諸
精

神
の
う
ち
に
、
感
覚
と
脳
の
組
織
系
の
働
き
の
性
格
に
つ
い
て
、
ま
た

そ
れ
ら
の
働
き
が
有
機
体
の
他
の
働
き
か
ら
蒙
る
影
響
の
有
様
に
つ
い

て
、
ま
た
生
命
の
諸
々
の
運
動
を
す
べ
て
相
互
に
結
び
、
同
時
に
各
々

の
種
、
各
々
の
個
体
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
の
働
き
を
原
始
的
有
機
組
織

と
身
体
の
様
々
な
部
分
の
現
働
的
な
状
態
か
ら
結
果
せ
し
め
る
と
こ
ろ

の
必
然
的
関
係
に
つ
い
て
、
多
く
の
誤
っ
た
考
え
を
残
し
て
い
る
。
／

…
…
そ
れ
ら
〔
先
駆
者
の
論
考
〕
は
、
思
う
に
、
〈
身
体
的
な
も
の
〉
お

よ
び
〈
精
神
的
な
も
の
〉
そ
れ
ら
の
現
れ
は
押
し
並
べ
て
唯
一
の

原
理
の
も
と
に
還
元
さ
れ
る
と
い
う
、
二
つ
の
観
点
の
も
と
に
捉

え
ら
れ
た
人
間
〔
二
重
の
人
間

(
h
o
m
o
d
u
p
l
e
x
)
〕
に
つ
い
て
の
よ
り

い
っ
そ
う
正
し
い
考
え
を
示
唆
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
曖
昧
さ
を
払
拭
し

尽
す
た
め
に
、
ビ
ュ
フ
ォ
ン
、
シ
ャ
ル
ル
・
ボ
ネ
、
そ
し
て
コ
ン
デ
ィ

ヤ
ッ
ク
ら
が
成
し
た
優
れ
た
分
析
に
つ
い
て
、
と
い
う
よ
り
も
、
彼
ら
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の
分
析
が
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
イ
デ
オ
ロ
ジ
ー
を
導
く
こ
と
に
な
る
か
も

し
れ
な
い
或
る
誤
っ
た
方
向
性
に
つ
い
て
、
そ
し
て
（
率
直
に
言
お
う
）

彼
ら
の
分
析
が
イ
デ
オ
ロ
ジ
ー
の
進
歩
に
抗
し
て
向
け
得
る
障
害
に
つ

い
て
、
加
え
る
べ
き
若
干
の
検
討
が
残
さ
れ
て
い
る
。
」

(Ibid.
p
.
5
2
1
-

『
身
心
相
関
論
』
第
ニ
・
第
三
論
文
の
表
題
は
、
「
感
覚
の
生
理
学
〔
的

自
然
〕
史

(
H
i
s
t
o
i
r
e
p
h
y
s
i
o
l
o
g
i
q
u
e
 d
e
 la 
s
e
n
s
a
t
i
o
n
)
」
で
あ

る
。
そ
こ
で
意
図
さ
れ
て
い
る
の
は
、
解
剖
学
・
生
理
学
の
見
地
か
ら
、

ビ
ュ
フ
ォ
ン
の
「
比
較
の
途
」
に
拠
り
つ
つ
、
感
覚
の
成
立
を
詳
ら
か

に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
の
彫
像
仮
説
に
お
い
て
は
、
一
定
の
外
的
条
件
の

下
で
は
感
官
に
は
必
然
的
に
一
定
の
印
象
が
与
え
ら
れ
る
。
感
覚
は
一

義
的
で
あ
る
。
こ
の
点
、
『
感
覚
論
』
に
お
け
る
仮
説
の
彫
像
の
身
体
は

「
内
的
に
は
わ
れ
わ
れ
同
様
に
組
織
さ
れ
た
」

(
C
O
N
D
I
L
L
A
C
1754, 

0
 p.cit. 
t.2, 
p
.
2
2
2
a
)
 
,.;μ 

の
で
は
あ
ろ
う
が
、
そ
の
内
面
は
何
ら
の
実

質
を
も
有
さ
な
い
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
こ
か
ら
は
何
も
出
て
来
な
い
。

そ
こ
に
は
何
の
自
発
性
も
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
カ
バ
ニ
ス
は
批
判
し
、
問
う
。

「
…
…
印
象
は
一
様
の
仕
方
で
生
起
す
る
の
で
は
な
い
。
反
対
に
、
印

象
は
そ
れ
を
受
容
す
る
個
体
〔
の
状
態
〕
に
応
じ
て
、
き
わ
め
て
多
様

5
2
2
)
 

な
結
果
を
生
じ
る
。
或
る
印
象
は
外
的
対
象
か
ら
個
体
に
到
来
す
る
。

他
の
印
象
は
内
的
器
官
に
お
い
て
受
容
さ
れ
る
が
、
多
様
な
生
命
諸
機

能
の
産
物
で
あ
る
。
個
体
は
ほ
と
ん
ど
常
に
一
方
の
意
識
を
有
す
る
、

あ
る
い
は
少
な
く
と
も
そ
れ
を
承
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
他

方
を
識
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
そ
の
い
か
な
る

判
明
な
感
覚
を
も
持
つ
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
は
い
え
、
後
者
が
運
動

を
限
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
運
動
と
そ
の
原
因
と
の
結
合
関
係
が

観
察
を
逃
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
／
分
析
〔
の
方
法
を
用
い
る
〕
哲
学
者

た
ち
は
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
外
的
対
象
に
由
来
す
る
・
思
考
の
器

官
が
判
別
す
る
と
こ
ろ
の
印
象
が
再
現
し
互
い
に
結
合
す
る
の
だ
と
し

か
、
ほ
と
ん
ど
考
え
て
い
な
い
。
彼
ら
が
〈
感
覚
〉
の
名
の
も
と
に
指

示
し
た
の
は
、
そ
う
い
う
印
象
の
み
で
あ
り
、
他
の
印
象
は
彼
ら
に
と

っ
て
分
け
の
分
か
ら
ぬ
も
の
で
し
か
な
い
。
…
…
」

(
C
A
B
A
N
I
S
1
8
0
2
 

「
…
…
提
出
さ
れ
る
新
た
な
問
題
は
、
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
や
他
の
人
た

ち
が
確
立
し
た
よ
う
に
、
観
念
と
精
神
的
諸
限
定
は
、
彼
ら
が
〈
感
覚
〉

と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
も
の
か
ら
の
み
形
成
さ
れ
・
に
の
み
依
存
し
て
い
る

と
い
う
の
が
真
理
で
あ
り
、
結
果
、
従
前
の
言
い
回
し
に
従
え
ば
、
わ

れ
わ
れ
の
持
つ
諸
観
念
は
感
官
に
由
来
す
る
と
い
う
の
が
真
理
で
あ
る

の
か
ど
う
か
、
そ
れ
と
も
内
的
印
象
が
同
様
に
或
る
種
の
法
則
に
従
っ

た
、
精
神
的
諸
限
定
お
よ
び
諸
観
念
の
産
出
に
寄
与
し
て
お
り
、
健
常

(1844) 
op.cit. 
p
.
1
1
4
)
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者
ま
た
は
病
人
の
研
究
が
そ
の
法
則
の
恒
常
性
を
詳
ら
か
に
し
て
く
れ

る
と
い
う
の
が
真
理
で
あ
る
の
か
ど
う
か
、
を
知
る
こ
と
で
あ
る
。
〔
後

者
が
真
理
と
し
て
〕
肯
定
さ
れ
る
場
合
、
こ
の
新
た
な
観
点
へ
特
に
向

け
ら
れ
た
観
察
は
、
わ
れ
わ
れ
が
自
然
法
則
を
認
識
し
、
そ
れ
ら
を
厳

密
さ
と
明
ら
か
さ
を
も
っ
て
開
陳
す
る
の
を
容
易
に
す
る
か
ど
う
か
、

が
問
題
で
あ
る
。
」

(
I
b
i
d
.
p
.
1
1
4
-
1
1
5
)
 

意
識
さ
れ
な
い
、
し
か
し
身
体
の
諸
状
態
・
生
命
諸
機
能
の
変
化
に

応
じ
て
多
様
な
印
象
が
産
み
出
さ
れ
、
個
体
を
差
異
化
し
て
い
る
。
と

り
わ
け
問
題
は
、
内
的
感
覚
•
印
象
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
二
重
の
人

(7) 

間

(
H
o
m
o
d
u
p
l
e
x
)
」
を
も
っ
て
、
い
か
な
る
二
重
性
を
指
し
て
い

る
か
が
問
題
で
あ
る
。
ビ
ュ
フ
ォ
ン
は
、
感
覚
を

(A)
身
体
的
感
覚
／

(B)
精
神
的
感
覚
、
さ
ら
に
前
者

(A)
を

(
1
)
身
体
的
・
外
的
感

覚
／
（
2
)
身
体
的
・
内
的
感
覚
に
分
節
化
し
、

(
A
_
2
)
身
体
的
・

内
的
感
覚
と

(B)
精
神
的

(11
内
的
）
感
覚
の
二
重
性
を
指
し
て
、
「
内

的
人
間
は
二
重
で
あ
る
」
と
言
っ
た
。
他
方
、
感
覚
の
一
義
性
を
主
張

す
る
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
が
、

(
A
_
2
)
身
体
的
・
内
的
感
覚
を
認
め
な

い
の
に
対
し
て
、
カ
バ
ニ
ス
は
、

(B)
精
神
的

(11
内
的
）
感
覚
を

(
A

_
2
)
身
体
的
・
内
的
感
覚
に
還
元
し
よ
う
と
す
る
。
換
言
す
る
な
ら

ば
、
彼
は
、
身
体
／
精
神
の
二
重
性
を
身
体
外
／
身
体
内
の
二
重
性
に

ず
ら
し
て
置
き
換
え
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
と
き
身
体
の
内
面
は
実
質

を
有
す
る
、
産
出
的
な
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
。
「
…
…
感
覚
器

官
の
内
部
で
受
け
取
ら
れ
た
印
象
は
、
外
的
対
象
か
ら
到
来
し
た
も
の

と
同
様
の
仕
方
で
〔
脳
に
対
し
て
〕
作
用
す
る
…
…
」
(
I
b
i
d
.
p
.
1
4
7
)

。

加
え
て
脳
そ
れ
自
体
も
、
「
…
…
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
自
ら
を
活
動
状
態

に
置
く
機
能
を
有
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
印
象
を
受
容
し
、
他
の
器
官

に
お
い
て
類
比
的
で
あ
る
よ
う
な
運
動
を
限
定
す
る
が
、
そ
れ
は
、
そ

の
作
用
が
脳
自
体
の
只
中
で
実
行
さ
れ
、
そ
し
て
そ
の
同
じ
作
用
が
直

ち
に
そ
の
内
部
の
髄
の
一
定
の
局
所
に
剥
け
ら
れ
る
よ
う
な
原
因
あ
っ

て
の
こ
と
な
の
で
あ
る
」
(
I
b
i
d
.
p
.
1
5
3

—

1
5
4
)
。
印
象
に
よ
る
脳
機
能
の

触
発
が
外
部
か
ら
到
来
す
る
そ
れ
に
の
み
因
ら
な
い
と
す
る
点
で
、
コ

ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
主
義
は
す
で
に
乗
り
越
え
ら
れ
て
い
る
が
、
さ
ら
に
進

ん
で
、
脳
は
自
ら
産
み
出
す
印
象
に
よ
っ
て
そ
れ
自
体
の
運
動
を
限
定

す
る
、
言
い
換
え
る
な
ら
ば
自
己
触
発
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
見
る
と
、

カ
バ
ニ
ス
に
至
っ
て
、
第
一
に
、
精
神
的
内
面

性
の
代
わ
り
に
身
体
的
内
面
性
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
第
二
に
、
身
体

の
外
界
か
ら
の
自
律
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
ま
た
そ
の
自
律
は
、
究
極
的
に
は
脳
が
自
己
触
発
す
る
も
の
で
あ

る
と
こ
ろ
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
脳
は
、
い
わ
ば
「
も
う
一
人
の
内
的

人
間
」

(
I
b
i
d
.
p
.
1
5
4
)

で
あ
る
。

「
そ
れ
ゆ
え
、

そ
う
い
う
わ
け
で
、
シ
デ
ナ
ム
の
表
現
を
借
り
れ
ば
、

人
間
の
中
に
は
、
同
じ
能
力
（
機
能
）
、
同
じ
情
態
を
賦
与
さ
れ
、
外
的
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力

諸
現
象
に
類
比
的
な
す
べ
て
の
諸
限
定
を
容
れ
得
る
よ
う
な
、
も
う
一

人
の
内
的
人
間

(un
autre h
o
m
m
e
 interieur)

が
い
る
の
で
あ
る
。

あ
る
い
は
む
し
ろ
生
命
の
表
面
上
の
現
れ
は
、
こ
の
内
的
人
間
の
秘
密

の
布
置
が
顕
現
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
こ
の
内
的
人
間
の

働
き
が
或
る
種
の
仕
方
で
表
出
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
こ

の
内
的
人
間
と
は
、
脳
と
い
う
器
官
で
あ
る
。
…
…
」

(
I
b
i
d
.
)

こ
こ
に
至
っ
て
「
精
神
的
人
間
」
は
、
脳
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
内
的

人
間
」
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

ニー一
l-

彫
像
仮
説
の
論
駁
脳
は
タ
ブ
ラ
・
ラ
ー
サ
で
は
な
い

バ
ニ
ス
は
、
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
の
彫
像
仮
説
を
論
駁
す
る
。
「
実
際
、
〔
コ

ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
が
仮
想
し
た
〕
彫
像
ほ
ど
人
間
に
似
て
も
似
つ
か
な
い

も
の
は
な
い
だ
ろ
う
」

(
I
b
i
d
.
p
.
5
2
2
)

。
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
は
、
仮
説
の

彫
像
の
感
官
を
各
々
絶
対
的
に
独
立
し
た
系
と
し
て
扱
い
、
一
々
の
感

官
に
直
接
的
か
つ
排
他
的
に
固
有
の
印
象
を
帰
属
さ
せ
る
が
、
こ
れ
は

事
実
に
反
す
る
。
交
感
作
用
な
し
に
は
、
感
覚
も
、
知
覚
も
、
判
断
も
、

い
か
な
る
意
志
の
限
定
も
あ
り
得
な
い
。

「
…
…
私
が
問
題
に
し
た
い
の
は
、
一
個
の
感
覚
器
官
が
疎
隔
さ
れ
た

ま
ま
に
作
動
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
、
あ
る
い
は
他
種
の
印
象
の
混
合

や
交
感
す
る
器
官
の
協
働
な
し
に
当
該
感
官
に
固
有
の
印
象
が
生
起
す

る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
絶
対
に
あ
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
、
で
あ
る
。

…
…
／
ま
ず
触
覚
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
他
の
す
べ
て
の
感
官
の
範
型
で

あ
り
共
通
の
源
泉
で
あ
り
、
一
定
の
程
度
ま
で
、
そ
れ
ら
の
感
官
の
働

き
に
常
に
関
与
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
眼
が
視
覚
器
官
と
し
て
受
容
す

る
印
象
を
、
同
じ
眼
が
き
わ
め
て
多
数
の
〔
触
覚
的
に
〕
感
覚
す
る
末

梢
を
備
え
た
部
分
と
し
て
感
受
す
る
印
象
か
ら
完
全
に
区
別
す
る
こ
と

は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
眼
、
鼻
‘
耳
は
、
各
々
に
特
殊
的
に
与
え
ら
れ

る
と
こ
ろ
の
微
妙
な
感
覚
と
は
別
に
、
触
覚
の
驚
く
べ
き
感
覚
性
を
享

受
す
る
。
そ
し
て
、
生
ま
れ
つ
き
の
盲
人
に
関
し
て
な
さ
れ
た
幾
多
の

観
察
が
明
ら
か
に
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
彼
に
突
然
光
が
与
え
ら
れ

た
と
き
、
彼
は
は
じ
め
は
〔
視
覚
器
官
と
し
て
の
〕
眼
へ
の
作
用
と
、

広
が
り
を
も
っ
た
網
膜
上
の
す
べ
て
の
局
点
〔
感
覚
す
る
末
梢
〕
に
触

れ
た
と
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な
抵
抗
体
の
作
用
と
を
ま
っ
た
＜
区
別
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
」

(
I
b
i
d
.
p
.
5
2
4
-
5
2
5
)
 

こ
れ
は
、

カ
バ
ニ
ス
な
り
の
モ
リ
ヌ
ー
ク
ス
問
題
へ
の
答
え
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
次
の
よ
う
に
論
難
す
る
。

「
…
…
一
個
の
特
殊
的
な
感
官
に
と
っ
て
、
そ
れ
に
対
し
て
働
き
か
け

て
来
る
物
体
の
印
象
を
個
別
に
受
容
す
る
こ
と
と
、
印
象
を
他
の
或
る

あ
る
い
は
多
く
の
感
官
と
協
調
し
て
、
つ
ま
り
同
じ
物
体
が
そ
れ
ら
に

経
験
さ
せ
得
る
印
象
と
同
時
に
受
容
す
る
こ
と
と
は
、
確
か
に
同
じ
こ
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と
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
が
、
仮
説
上
嗅
覚
に
感
覚

を
限
定
さ
れ
た
彫
像
に
薔
薇
の
匂
い
を
嗅
が
せ
る
と
き
、
そ
の
匂
い
は

何
ら
他
の
印
象
を
伴
っ
て
は
い
な
い
が
、
そ
の
際
、
彫
像
は
そ
れ
自
身

「
薔
薇
の
匂
い
に
な
る
」
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
の
何
者
で
も
な
い
と
真

実
に
言
い
得
る
。
そ
し
て
巧
妙
で
精
確
な
こ
の
表
現
は
、
こ
の
瞬
間
に

脳
が
蒙
る
に
ち
が
い
な
い
単
純
な
変
様
を
単
純
な
も
の
に
完
全
に
帰
着

さ
せ
る
。
し
か
し
も
し
、
こ
こ
で
嗅
覚
が
置
か
れ
た
、
こ
の
完
全
な
疎

隔
の
代
わ
り
に
、
嗅
覚
は
他
の
感
官
の
全
て
と
、
あ
る
い
は
少
な
く
と

も
そ
れ
ら
の
う
ち
の
幾
つ
か
と
協
調
し
て
活
動
す
る
現
実
に
は
そ

れ
は
常
に
活
動
し
て
い
る
の
だ
が
と
し
た
ら
？
も
し
嗅
覚
が
薔
薇

の
匂
い
の
印
象
を
受
け
取
る
一
方
で
、
視
覚
が
同
じ
薔
薇
の
色
の
•
そ

の
形
の
•
そ
れ
に
触
れ
よ
う
と
す
る
手
の
形
の
印
象
を
も
受
け
取
る
と

し
た
ら
？
も
し
聴
覚
が
花
を
摘
む
人
の
足
音
や
声
を
聞
く
と
し
た
ら
？

_
—
脳
の
有
す
る
知
覚
や
判
断
は
、
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
が
想
定
し
た
と

こ
ろ
に
制
限
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
判
断
は
感
覚

を
変
容
し
矯
正
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
薔
薇
の
匂

い
の
感
覚
は
他
の
同
時
的
感
覚
の
協
働
に
よ
っ
て
新
た
な
性
格
を
得
る
、

と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
最
後
に
、
も
し
欲
望
が
遠
ざ

か
り
戻
る
こ
と
の
な
い
花
を
喚
起
す
る
と
し
た
ら
？
も
し
、
欲
望
が
も

は
や
存
在
し
な
く
な
っ
た
と
き
、
花
が
再
び
現
れ
、
そ
れ
ら
の
次
々
の

出
現
が
脳
内
に
き
わ
め
て
明
確
な
痕
跡
を
残
す
ほ
ど
に
反
復
さ
れ
た
と

し
た
ら
？
そ
こ
に
こ
そ
、
そ
こ
か
ら
外
的
物
体
の
認
識
あ
る
い
は
観
念

が
結
果
す
る
に
ち
が
い
な
い
と
こ
ろ
の
所
与
の
全
体
が
存
す
る
の
で
は

な
い
か
。
そ
し
て
、
た
と
え
欲
望
に
対
す
る
抵
抗
が
こ
こ
で
は
意
志
さ

れ
た
運
動
に
対
す
る
物
理
的
な
抵
抗
で
は
な
い
と
し
て
も
、
欲
望
は
、

そ
し
て
と
り
わ
け
多
様
な
種
類
の
並
存
す
る
多
く
の
感
覚
に
接
合
さ
れ

た
欲
望
は
、
自
我
が
彼
自
身
と
彼
で
は
な
い
何
物
か
と
の
二
つ
の
判
明

な
観
念
を
形
成
す
る
に
十
分
な
も
の
で
は
な
い
の
か
。
／
突
如
、
彫
像

は
、
実
際
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
の
仮
説
に
お
い
て
そ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
こ
ろ
の
も
の
、
す
な
わ
ち
「
単
な
る
薔
薇
の
匂
い
」
で
は
な
く

な
る
~
の
よ
う
に
考
え
ず
と
も
、
た
だ
そ
れ
を
嗅
覚
に
よ
っ
て
受

け
取
ら
れ
た
感
覚
の
報
告
の
下
に
の
み
あ
る
者
と
捉
え
て
も
ー
の
で

あ
る
。
と
も
あ
れ
、
か
よ
う
に
感
官
は
、
〔
他
の
感
官
か
ら
〕
疎
隔
さ
れ

た
印
象
を
受
け
取
る
も
の
で
は
な
く
、
互
い
に
別
個
に
働
く
も
の
で
は

な
い
と
い
う
事
実
だ
け
か
ら
し
て
も
、
互
い
に
絶
え
間
な
い
依
存
関
係

に
あ
り
、
そ
れ
ら
の
機
能
は
互
い
に
錯
綜
し
・
変
容
し
あ
い
、
各
々
の

感
官
固
有
の
産
物
は
、
そ
れ
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
に
服
す
る
と
こ
ろ
の
影
響

の
自
然
本
性
と
程
度
か
ら
結
果
す
る
性
格
を
得
る
の
で
あ
る
。
…
…
」

ち
な
み
に
ビ
ラ
ン
は
、
同
じ
箇
所
を
引
き
合
い
に
出
し
つ
つ
コ
ン
デ

ィ
ヤ
ッ
ク
を
批
判
し
て
、
彫
像
仮
説
に
は
本
来
越
え
難
い
飛
躍
が
あ
る

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
「
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
は
、
そ
れ
と
気
づ
か
ず
、

単
純
な
も
の
を
複
雑
な
も
の
に
置
き
換
え
て
し
ま
っ
て
い
る
。
彼
は
、

(
I
b
i
d
.
 p
.
5
2
6
)
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(8) 

出
発
点
を
忘
れ
、
彫
像
を
彼
自
身
の
立
場
に
置
い
て
し
ま
っ
て
い
る
」
。

他
方
、
カ
バ
ニ
ス
は
、
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
が
想
定
し
た
よ
う
な
一
感
官

の
「
完
全
な
疎
隔
」
は
不
可
能
で
あ
る
と
言
い
、
欲
望
の
根
源
性
を
説

加
え
て
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
は
、
か
よ
う
に
不
可
欠
な
交
感
作
用
の
中

枢
と
し
て
機
能
し
、
そ
れ
が
思
考
を
産
み
出
す
、
「
思
考
す
る
器
官
」
で

あ
る
脳
を
等
閑
視
し
て
い
る
。
し
か
し
現
実
に
は
、
脳
は
誕
生
以
前
に
、

感
官
が
外
界
に
向
け
て
開
か
れ
る
以
前
に
、
す
で
に
思
考
を
限
定
す
る

布
置
を
形
成
し
て
い
る
。

「
〔
胎
児
の
脳
は
〕
多
く
の
観
念
学
者
た
ち
が
想
い
描
い
た
よ
う
な
タ

ブ
ラ
・
ラ
ー
サ
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
幼
児
の
脳
は
す
で
に
知
覚
し
意

志
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
彼
は
、
そ
れ
ゆ
え
い
く
つ
か
の
微
弱
な
観
念

を
有
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
反
復
さ
れ
習
慣
が
形
成
さ
れ
る
こ

と
に
よ
り
、
彼
に
は
〔
心
の
〕
傾
き
が
生
ま
れ
る
。
も
し
ひ
と
が
知
性

の
働
き
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
そ
の
最
初
の
起
源
に
お

い
て
掴
も
う
と
欲
す
る
な
ら
ば
、
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
こ

の
地
点
か
ら
で
あ
る
。
…
…
」

(
I
b
i
d
.
p
.
5
1
7
)
 

「
誕
生
の
時
、
大
脳
中
枢
は
す
で
に
多
く
の
印
象
を
受
容
し
、
合
成
し

て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
広
義
に
解
さ
れ
た
場
合
、
タ
ブ
ラ
・
ラ

ー
サ
で
は
全
然
な
い
。
実
際
、
こ
れ
ら
の
印
象
は
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て

＜ ゚

内
的
な
も
の
で
あ
る
。

た
し
か
に
そ
れ
は
、
外
的
世
界
に
関
し
て
は
タ

ブ
ラ
・
ラ
ー
サ
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
が
外
界
か
ら
得
て
来
る

知
識
は
、
全
感
官
の
同
時
的
か
つ
反
復
さ
れ
た
試
行
錯
誤
の
産
物
で
し

か
な
い
の
で
あ
る
か
ら
。
そ
し
て
思
考
の
器
官
〔
I
I
脳
〕
は
、
そ
の
よ

う
な
も
の
と
し
て
、
対
象
と
対
象
が
機
会
づ
け
る
様
々
な
感
覚
が
自
我

に
と
っ
て
限
定
さ
れ
判
明
な
も
の
に
な
っ
た
と
き
に
の
み
、
こ
の
世
界

と
関
係
を
も
つ
。
／
し
か
し
、
誕
生
後
に
生
起
す
る
感
覚
、
〔
意
志
的
〕

限
定
、
判
断
は
、
胎
児
の
先
立
つ
状
態
と
無
関
係
で
あ
る
ど
こ
ろ
で
は

な
い
。
少
し
で
も
反
省
し
て
み
れ
ば
、
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
得
な
い
こ

と
だ
と
分
か
ろ
う
。
第
一
に
、
感
覚
の
〔
種
的
・
個
体
的
〕
標
徴
と
様

式
は
神
経
系
の
一
般
的
状
態
に
由
因
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の

〔
神
経
系
の
〕
状
態
が
と
り
わ
け
種
と
個
体
を
差
異
化
す
る
の
で
あ
る
か

ら
。
第
二
に
、
緊
密
な
交
感
作
用
に
よ
っ
て
脳
と
結
ば
れ
た
様
々
な
器

官
あ
る
い
は
器
官
系
の
特
殊
な
習
慣
も
ま
た
、
そ
の
〔
脳
の
〕
機
能
に

影
響
を
与
え
ず
に
は
い
な
い
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
〔
II
脳
〕
が
こ
れ

ら
の
器
官
の
側
か
ら
蒙
る
作
用
の
仕
方
は
常
に
、
そ
れ
ら
〔
I
I
器
官
〕

の
感
覚
様
式
お
よ
び
そ
れ
ら
に
同
じ
自
然
本
性
に
よ
っ
て
付
与
さ
れ
る

と
こ
ろ
の
運
動
の
実
行
様
式
に
関
係
し
て
い
る
か
ら
、
で
あ
る
。
第
三

に
、
諸
観
念
の
導
き
、
そ
し
て
そ
の
自
然
本
性
さ
え
も
が
、
或
る
程
度

ま
で
、
先
立
つ
傾
き
に
従
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
ま
た
多
く
の
種
類
の

判
断
も
欲
求
に
の
み
依
存
し
て
い
る
。
」

(
I
b
i
d
.
p
.
5
2
4
)
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p
.
5
2
9
)
 

た
し
か
に
目
論
見
と
し
て
は
、
彼
自
身
が
告
白
す
る
よ
う
に
、

デ
ィ
ヤ
ッ
ク
的
精
神
の
延
長
線
上
に
位
置
す
る
試
み
で
は
あ
る
。
し
か

し
そ
の
成
果
は
当
初
の
目
論
見
の
射
程
を
逸
脱
す
る
。
が
、

つ
い
て
は
続
く
結
論
に
お
い
て
触
れ
よ
う
。

こ
の
点
に

コ
ン

カ
バ
ニ
ス
は
交
感
作
用
に
「
生
命
の
自
発
性
」

(
I
b
i
d
.
p
.
5
3
6
)

の
顕

現
を
見
て
取
る
。
「
…
…
感
覚
す
る
こ
と
、
つ
い
で
か
く
か
く
し
か
じ
か

の
運
動
へ
と
限
定
さ
れ
る
こ
と
は
、
そ
れ
ゆ
え
生
命
の
刻
印
を
受
け
た

器
官
に
本
質
的
な
状
態
で
あ
る
。
…
…
」

(
I
b
i
d
.
p
.
5
1
0
)

。
そ
し
て
交
感

作
用
の
中
枢
で
あ
り
、
ま
た
印
象
を
自
ら
産
み
出
し
・
受
け
取
る
、
自

己
触
発
す
る
器
官
で
あ
る
脳
に
生
命
は
宿
る
。

カ
バ
ニ
ス
の
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
批
判
は
、
ニ
―
-E

で
ま
と
め
る
な
ら
ば
、

脳
研
究
を
踏
ま
え
て
『
感
覚
論
』
を
再
編
す
る
目
論
見
で
あ
っ
た
と
言

う
こ
と
が
で
き
る
。

「
…
…
以
上
の
全
所
見
は
総
体
と
し
て
新
し
い
『
感
覚
論
』
の
プ
ロ
グ

ラ
ム
と
レ
ジ
ュ
メ
の
よ
う
な
も
の
を
素
描
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
同
じ

精
神
の
も
と
に
実
行
さ
れ
れ
ば
、
必
要
な
展
開
を
得
て
、
イ
デ
オ
ロ
ジ

ー
の
進
歩
に
有
益
な
も
の
と
な
ろ
う
こ
と
は
、
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
の
著

作
が
彼
の
時
代
に
そ
う
で
あ
っ
た
の
に
劣
ら
ず
確
実
で
あ
る
。
」

(
I
b
i
d
.

イ
デ
オ
ロ
ー
グ
（
ト
ラ
シ
と
カ
バ
ニ
ス
）
の
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
批
判

を
通
覧
し
て
言
え
る
こ
と
は
、
ま
ず
第
一
に
、
彼
ら
が
総
じ
て
ま
ず
、

認
識
の
起
源
を
外
的
感
覚
に
排
他
的
に
求
め
る
感
覚
一
元
論
に
反
対
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
感
覚
一
元
論
に
対
す
る
反
動
と
し
て
の

内
面
へ
の
回
帰
が
彼
ら
の
動
向
を
特
徴
づ
け
て
い
る
。
こ
こ
で
取
り
上

げ
た
二
人
の
場
合
、
身
体
の
内
面
性
が
問
題
で
あ
る
。
身
体
は
、
外
界

に
対
し
て
閉
ざ
さ
れ
た
、
超
越
的
な
閉
城
で
あ
る
。
こ
の
閉
域
は
、
ト

ラ
シ
の
場
合
、
ど
ち
ら
も
身
体
に
よ
っ
て
・
に
お
い
て
与
え
ら
れ
る
感

覚
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
運
動
感
覚
と
抵
抗
感
覚
に
よ
っ
て
画
定
さ
れ
る
、

存
在
の
領
域
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
カ
バ
ニ
ス
の
場
合
、
交
感
作
用
の
系

で
あ
り
、
ま
た
究
極
的
に
は
自
己
触
発
の
器
官
と
し
て
の
脳
で
あ
る
。

ト
ラ
シ
の
「
自
己
の
身
体
は
何
か
の
有
な
の
か
、
そ
れ
と
も
無
な
の

か」

(
T
R
A
C
Y
1
8
0
1
:
 Dissertation s
u
r
 l'existence, p
.
2
0
6
)

と

い
う
問
い
は
、
自
己
の
身
体
の
問
題
が
形
而
上
学
的
・
存
在
論
的
な
問

題
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
し
か
し
、
い
っ
た
ん
閉
域
に
突
入

し
た
か
ら
に
は
、
こ
の
よ
う
な
問
い
を
発
す
る
必
然
性
が
あ
る
。
「
…
…

自
己
の
身
体
の
問
題
は
、
旧
来
の
神
学
的
形
而
上
学
と
近
代
の
哲
学
的

形
而
上
学
と
の
唯
一
の
接
点
で
あ
る
」

(
I
b
i
d
.
)
、
と
ト
ラ
シ
は
述
べ
る

が
、
そ
の
こ
と
は
彼
ら
が
、
解
法
こ
そ
異
な
れ
、
同
類
の
問
題
を
期
せ

結

論
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ず
し
て
共
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
主
題
と
し
て

浮
上
す
る
無
意
識
や
生
命
力
の
問
題
は
、
そ
の
変
容
で
あ
ろ
う
。
神
の

そ
れ
ら
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ

意
志
や
潜
在
力
の
代
わ
り
に
、

る。
唯
物
論
へ
傾
斜
す
る
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
に
と
っ
て
、
世
界
は
閉
域
か
ら

の
類
比
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
（
観
念
論
）
。
操
作
で
き
る
の
は
記
号
で

あ
り
、
記
号
を
纏
う
の
は
観
念
で
あ
り
、
ま
た
感
覚
性
に
よ
っ
て
与
え

ら
れ
る
観
念
が
実
在
で
あ
る
か
ら
に
は
、
新
し
い
『
感
覚
論
』
に
ほ
か

な
ら
な
い
固
有
の
意
味
で
の
イ
デ
オ
ロ
ジ
ー
は
単
な
る
心
理
学
で
あ
っ

て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
続
く
実
践
的
諸
学
問
の
操
作
的
実
効
性
を
基

礎
づ
け
る
も
の
と
し
て
、
第
一
哲
学
と
し
て
中
心
的
役
割
を
果
た
す
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
実
際
、
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
の
形
而
上

学
へ
の
志
向
は
諸
学
問
の
体
系
化
へ
の
要
求
と
結
び
つ
い
て
い
る
が
、

体
系
化
の
「
唯
一
の
中
心
」
（
ト
ラ
シ
）
は
脳
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
内
的

人
間
」
（
カ
バ
ニ
ス
）
で
あ
る
。
こ
う
し
て
脳
と
い
う
閉
域
の
研
究
が
形

而
上
学
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
と
き
、
内
的
原
理
（
生
命
）
と
物
質
界

の
そ
れ
と
の
同
一
性
は
実
証
さ
れ
、
件
の
類
比
の
有
効
性
は
保
証
さ
れ

る
。
と
い
う
よ
り
も
、
内
外
の
区
別
は
取
り
払
わ
れ
て
、
一
元
論
が
成

立
す
る
。

イ
デ
オ
ロ
ジ
ー
と
い
う
哲
学
の
あ
り
方
は
、
歴
史
的
事
実
で
あ
る
と

と
も
に
、
現
代
の
哲
学
の
行
く
末
を
占
う
う
え
で
も
甚
だ
興
味
深
い
。

実
際
、
哲
学
と
諸
（
自
然
・
社
会
）
科
学
の
関
係
、
そ
の
関
係
性
を
ぬ

4
)
 

(
3
 

2
)
 

註(
1
)
 

き
に
し
て
哲
学
を
語
る
こ
と
は
非
現
実
的
で
あ
ろ
う
。
孤
立
す
る
哲
学

は
存
続
し
え
な
い
。
た
し
か
に
本
論
で
は
、
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
の
コ
ン
デ

ィ
ヤ
ッ
ク
批
判
を
通
し
て
、
諸
科
学
と
の
連
関
へ
向
け
て
開
か
れ
、
そ

し
て
再
び
内
閉
し
て
い
く
、
ひ
と
つ
の
哲
学
の
有
り
様
の
一
端
を
垣
間

見
た
に
す
ぎ
な
い
し
、
ま
た
予
断
は
控
え
た
い
。
け
れ
ど
も
歴
史
的
反

省
は
現
代
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
の
み
意
義
を
持
つ
と
い
う
こ
と
も
や

は
り
真
実
で
あ
る
。

付
記
本
論
は
、
平
成
十
三
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金

(C)
（1
)
（「啓

蒙
と
反
啓
蒙
—
—
！
一
七
四0
ー
一
八
三
0
年
代
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
近

代
哲
学
の
発
展
」
、
研
究
代
表
者
望
月
太
郎
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一

部
で
あ
る
。
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