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・
ク
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一

は
じ
め
に

わ
れ
わ
れ
は
有
限
な
存
在
で
あ
ろ
う
か
。
生
者
必
滅
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
人
間
の
生
も
、
も
ち
ろ
ん
例
外
な
く
有
限

で
あ
る
。
有
限
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
有
限
な
生
を
ど
う
生
き
る
か
が
問
わ
れ
る
の
で
は
な
い
の
か
。
し
か
し
有
限
の
他
方
に
は

無
限
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
無
限
の
生
と
い
う
も
の
は
考
え
ら
れ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
人
間
の
理
性
を
超
え
た
何
も
の
か
に
つ
い
て
考

え
る
こ
と
は
無
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
有
限
な
生
は
、
そ
の
尊
厳
を
等
し
く
守
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
い

や
、
む
し
ろ
、
生
命
倫
理
や
地
球
環
境
へ
の
新
た
な
認
識
と
は
裏
腹
に
、
わ
れ
わ
れ
は
情
報
の
商
品
化
と
い
う
新
次
元
で
の
効
率
性

基
準
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
亢
進
と
蔓
延
の
も
と
で
、
生
の
尊
厳
と
い
う
言
葉
が
著
し
く
空
疎
化
さ
れ
周
縁
化
さ
れ
て
い
る
現
実
に
日
々

直
面
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
か
。

「
啓
蒙
」
主
義
の
十
八
世
紀
の
末
か
ら
「
自
由
」
主
義
の
十
九
世
紀
の
初
頭
に
生
き
た
カ
ー
ル
・
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
フ
リ
ー
ド

リ
ヒ
・
ク
ラ
ウ
ゼ(K
arlC

hristian
Friedrich

K
rause,1781-1832)

は
、
プ
ラ
ト
ン
主
義
、
キ
リ
ス
ト
教
自
然
法
論
、
ド
イ
ツ
（
オ

ラ
ン
ダ
）
近
世
形
而
上
学
（
ス
ピ
ノ
ザ
／
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
）
な
ど
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
哲
学
の
諸
伝
統
を
、「
生
の
目
的
」
論
と
い
う
諸
善

論
の
見
地
か
ら
継
承
し
、
あ
ら
た
め
て
「
絶
対
的
な
も
の
」
へ
の
帰
依
を
「
人
類
」
連
帯
（
相
互
支
援
）
の
倫
理
的
視
野
で
説
い
て

い
る
。
そ
れ
は
、
ル
ソ
ー
の
「
市
民
宗
教
」
と
も
、
カ
ン
ト
の
「
理
性
宗
教
」
と
も
異
な
り
、Panentheism

us

（
万
有
内
在
神
論
）

と
呼
ば
れ
る
独
自
の
宗
教
哲
学
の
立
場
か
ら
の
も
の
で
あ
り
、
理
論
理
性
と
実
践
理
性
と
の
分
裂
、
あ
る
い
は
理
性
認
識
の
限
界
と

当
為
の
問
題
と
の
関
係
と
い
う
カ
ン
ト
後
の
問
題
に
対
す
る
一
つ
の
態
度
表
明
で
あ
っ
た(1)。

す
な
わ
ち
ク
ラ
ウ
ゼ
は
、「
啓
蒙
」
と
い
う
人
間
の
「
理
性
」
の
力
へ
の
深
い
信
頼
が
知
識
人
に
普
及
し
た
の
ち
に
、
人
間
の
有

限
性
と
制
約
ゆ
え
の
本、

来、

的、

な、

相
互
依
存
の
関
係
性
を
説
い
て
、「
神
の
似
姿
」
と
理
解
さ
れ
た
「
人
類
」
の
次
元
で
の
人
々
の

「
交
わ
り
」
つ
ま
り
「
社
交
」
と
「
相
互
的
生
」
を
め
ざ
し
、
あ
ら
た
め
て
「
神
的
必
然
性
と
人
間
の
自
由
」
と
い
う
奥
深
い
普
遍

的
な
旋
回
軸
に
光
を
当
て
直
し
た
。
そ
れ
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
カ
ン
ト
が
近
代
的
個
人
の
「
自
律
」
の
原
理
を
明
示
し
、
そ
の
普

遍
的
実
現
を
要
請
し
た
の
ち
の
試
み
で
あ
り
、
た
と
え
ば
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
シ
ラ
ー(Friedrich

Schiller,1759-1805)

が
近
代
詩

人
と
し
て
苦
闘
し
「
全
世
界
」
の
「
兄
弟
た
ち
」
に
呼
び
か
け
た
自
由
へ
の
希
求
の
人
類
的
精
神
と
た
し
か
に
響
き
合
う
も
の
を
感

じ
さ
せ
る(2)。
だ
が
、
神
的
秩
序
へ
向
け
た
ク
ラ
ウ
ゼ
の
一
種
霊
的
な
生
の
哲
学
は
近
代
の
世
俗
化
志
向
に
逆
行
す
る
も
の
で
あ
っ
た

し
、
と
く
に
十
九
世
紀
に
は
「
自
由
」
は
国
民
国
家
の
形
成
と
充
実
の
な
か
に
求
め
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
っ

た
か
ら
、
か
れ
の
神
学
的
な
人
類
連
帯
構
想
は
二
重
の
意
味
で
明
ら
か
に
反
時
代
的
あ
る
い
は
超
時
代
的
で
あ
っ
た
。

し
か
し
ク
ラ
ウ
ゼ
は
、
人
間
の
「
有
限
性
」
か
ら
人
類
と
神
と
を
遠
望
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
代
人
の
「
自
律
」
と
言
わ
れ
る

も
の
が
真
に
実
現
さ
れ
る
た
め
に
は
人
々
の
交
わ
り
と
相
互
支
援
と
い
う
関
係
性
の
発
展
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。

自
律
は
相
互
性
を
前
提
と
し
て
い
る
と
い
う
認
識
自
体
は
、
逆
説
的
な
が
ら
単
純
で
常
識
的
な
も
の
に
見
え
る
が
、
近
代
人
の
形
式

的
な
「
自
律
」
の
原
理
（
カ
ン
ト
が
純
粋
実
践
理
性
の
「
要
請
」
と
し
て
語
っ
た
も
の
）
を
万
人
に
対
し
て
真
に
実
質
化
す
る
こ
と

は
、
決
し
て
容
易
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
人
間
の
理
性
原
理
を
超
え
る
、
存
在
と
生
の
「
本
質
論W

esenlehre

」
を
必
要

と
す
る
と
い
う
の
が
ク
ラ
ウ
ゼ
の
根
本
発
想
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
見
地
は
、
主
著
の
一
つ
『
人
類
の
根
源
像
』
で
、

人
間
の
究
極
目
的
を
、「
根
源
的
存
在
者
す
な
わ
ち
根
源
本
質U

rw
esen

」
た
る
「
神
」
の
「
本
質
を
見
る
」
こ
と
に
置
い
て
い
た

よ
う
に
、
感
性
的
世
界
を
超
越
し
た
根
源
的
存
在
者
の
統
宰
す
る
万
有
秩
序
を
想
定
し
、
そ
こ
に
人
間
の
生
き
方
の
原
理
（
生
の
目
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一

は
じ
め
に

わ
れ
わ
れ
は
有
限
な
存
在
で
あ
ろ
う
か
。
生
者
必
滅
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
人
間
の
生
も
、
も
ち
ろ
ん
例
外
な
く
有
限

で
あ
る
。
有
限
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
有
限
な
生
を
ど
う
生
き
る
か
が
問
わ
れ
る
の
で
は
な
い
の
か
。
し
か
し
有
限
の
他
方
に
は

無
限
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
無
限
の
生
と
い
う
も
の
は
考
え
ら
れ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
人
間
の
理
性
を
超
え
た
何
も
の
か
に
つ
い
て
考

え
る
こ
と
は
無
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
有
限
な
生
は
、
そ
の
尊
厳
を
等
し
く
守
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
い

や
、
む
し
ろ
、
生
命
倫
理
や
地
球
環
境
へ
の
新
た
な
認
識
と
は
裏
腹
に
、
わ
れ
わ
れ
は
情
報
の
商
品
化
と
い
う
新
次
元
で
の
効
率
性

基
準
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
亢
進
と
蔓
延
の
も
と
で
、
生
の
尊
厳
と
い
う
言
葉
が
著
し
く
空
疎
化
さ
れ
周
縁
化
さ
れ
て
い
る
現
実
に
日
々

直
面
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
か
。

「
啓
蒙
」
主
義
の
十
八
世
紀
の
末
か
ら
「
自
由
」
主
義
の
十
九
世
紀
の
初
頭
に
生
き
た
カ
ー
ル
・
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
フ
リ
ー
ド

リ
ヒ
・
ク
ラ
ウ
ゼ(K

arlC
hristian

Friedrich
K
rause,1781-1832)

は
、
プ
ラ
ト
ン
主
義
、
キ
リ
ス
ト
教
自
然
法
論
、
ド
イ
ツ
（
オ

ラ
ン
ダ
）
近
世
形
而
上
学
（
ス
ピ
ノ
ザ
／
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
）
な
ど
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
哲
学
の
諸
伝
統
を
、「
生
の
目
的
」
論
と
い
う
諸
善

論
の
見
地
か
ら
継
承
し
、
あ
ら
た
め
て
「
絶
対
的
な
も
の
」
へ
の
帰
依
を
「
人
類
」
連
帯
（
相
互
支
援
）
の
倫
理
的
視
野
で
説
い
て

い
る
。
そ
れ
は
、
ル
ソ
ー
の
「
市
民
宗
教
」
と
も
、
カ
ン
ト
の
「
理
性
宗
教
」
と
も
異
な
り
、Panentheism

us

（
万
有
内
在
神
論
）

と
呼
ば
れ
る
独
自
の
宗
教
哲
学
の
立
場
か
ら
の
も
の
で
あ
り
、
理
論
理
性
と
実
践
理
性
と
の
分
裂
、
あ
る
い
は
理
性
認
識
の
限
界
と

当
為
の
問
題
と
の
関
係
と
い
う
カ
ン
ト
後
の
問
題
に
対
す
る
一
つ
の
態
度
表
明
で
あ
っ
た(1)。

す
な
わ
ち
ク
ラ
ウ
ゼ
は
、「
啓
蒙
」
と
い
う
人
間
の
「
理
性
」
の
力
へ
の
深
い
信
頼
が
知
識
人
に
普
及
し
た
の
ち
に
、
人
間
の
有

限
性
と
制
約
ゆ
え
の
本、

来、

的、

な、

相
互
依
存
の
関
係
性
を
説
い
て
、「
神
の
似
姿
」
と
理
解
さ
れ
た
「
人
類
」
の
次
元
で
の
人
々
の

「
交
わ
り
」
つ
ま
り
「
社
交
」
と
「
相
互
的
生
」
を
め
ざ
し
、
あ
ら
た
め
て
「
神
的
必
然
性
と
人
間
の
自
由
」
と
い
う
奥
深
い
普
遍

的
な
旋
回
軸
に
光
を
当
て
直
し
た
。
そ
れ
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
カ
ン
ト
が
近
代
的
個
人
の
「
自
律
」
の
原
理
を
明
示
し
、
そ
の
普

遍
的
実
現
を
要
請
し
た
の
ち
の
試
み
で
あ
り
、
た
と
え
ば
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
シ
ラ
ー(Friedrich

Schiller,1759-1805)

が
近
代
詩

人
と
し
て
苦
闘
し
「
全
世
界
」
の
「
兄
弟
た
ち
」
に
呼
び
か
け
た
自
由
へ
の
希
求
の
人
類
的
精
神
と
た
し
か
に
響
き
合
う
も
の
を
感

じ
さ
せ
る(2)。
だ
が
、
神
的
秩
序
へ
向
け
た
ク
ラ
ウ
ゼ
の
一
種
霊
的
な
生
の
哲
学
は
近
代
の
世
俗
化
志
向
に
逆
行
す
る
も
の
で
あ
っ
た

し
、
と
く
に
十
九
世
紀
に
は
「
自
由
」
は
国
民
国
家
の
形
成
と
充
実
の
な
か
に
求
め
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
っ

た
か
ら
、
か
れ
の
神
学
的
な
人
類
連
帯
構
想
は
二
重
の
意
味
で
明
ら
か
に
反
時
代
的
あ
る
い
は
超
時
代
的
で
あ
っ
た
。

し
か
し
ク
ラ
ウ
ゼ
は
、
人
間
の
「
有
限
性
」
か
ら
人
類
と
神
と
を
遠
望
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
代
人
の
「
自
律
」
と
言
わ
れ
る

も
の
が
真
に
実
現
さ
れ
る
た
め
に
は
人
々
の
交
わ
り
と
相
互
支
援
と
い
う
関
係
性
の
発
展
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。

自
律
は
相
互
性
を
前
提
と
し
て
い
る
と
い
う
認
識
自
体
は
、
逆
説
的
な
が
ら
単
純
で
常
識
的
な
も
の
に
見
え
る
が
、
近
代
人
の
形
式

的
な
「
自
律
」
の
原
理
（
カ
ン
ト
が
純
粋
実
践
理
性
の
「
要
請
」
と
し
て
語
っ
た
も
の
）
を
万
人
に
対
し
て
真
に
実
質
化
す
る
こ
と

は
、
決
し
て
容
易
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
人
間
の
理
性
原
理
を
超
え
る
、
存
在
と
生
の
「
本
質
論W

esenlehre

」
を
必
要

と
す
る
と
い
う
の
が
ク
ラ
ウ
ゼ
の
根
本
発
想
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
見
地
は
、
主
著
の
一
つ
『
人
類
の
根
源
像
』
で
、

人
間
の
究
極
目
的
を
、「
根
源
的
存
在
者
す
な
わ
ち
根
源
本
質U

rw
esen

」
た
る
「
神
」
の
「
本
質
を
見
る
」
こ
と
に
置
い
て
い
た

よ
う
に
、
感
性
的
世
界
を
超
越
し
た
根
源
的
存
在
者
の
統
宰
す
る
万
有
秩
序
を
想
定
し
、
そ
こ
に
人
間
の
生
き
方
の
原
理
（
生
の
目

カール・クリスティアン・フリードリヒ・クラウゼの人類論における相互的生の社会構成論

─311( 2 )─

成城・経済研究 第 232 号（2021 年 3 月）

─310( 3 )─



的
論
）
を
重
ね
る
全
体
性
論
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
プ
ラ
ト
ン
の
善
の
イ
デ
ア
論
と
き
わ
め
て
親
和
的
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
み
ず

か
ら
「
本
質
論
」
を
説
く
か
ら
に
は
、
感
性
的
個
物
を
超
え
て
、
存
在
そ
れ
自
体
と
し
て
の
「
イ
デ
ア
」
的
な
も
の
を
前
提
と
す
る

構
え
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
た
の
だ
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
同
様
に
、
ク
ラ
ウ
ゼ
の
本
質
論
は
、
そ
の
万
有
秩
序
の
根

源
を
神
の
「
生
と
愛
」
に
見
る
点
で
、
人
が
正
し
く
生
き
る
た
め
に
は
理
性
に
も
と
づ
く
哲
学
的
諸
学
問
と
は
別
に
信
仰
に
も
と
づ

く
「
聖
な
る
教
え
」（
神
学
）
が
必
要
で
あ
る
と
説
い
て
人
間
の
究
極
の
幸
福
を
「
神
の
本
質
の
直
観
」
に
求
め
た
ト
マ
ス
・
ア
ク

ィ
ナ
ス
に
深
く
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

そ
う
し
た
言
わ
ば
人
間
存
在
の
「
第
一
原
因
」
を
め
ぐ
る
「
観
想contem

platio

」
と
い
う
行
為
は
、
個
物
の
世
界
か
ら
い
っ
た

ん
自
由
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
に
新
た
な
視
野
を
ひ
ら
く
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
し
た
見
地
は
、
善
や
価
値
と
い
う
根

源
的
な
「
目
的
」
概
念
を
喪
失
し
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
こ
ん
に
ち
の
近
代
原
理
に
お
け
る
「
自
由
」
と
「
自
律
」
の
概
念
に
根
底

か
ら
反
省
を
迫
り
、
近
代
啓
蒙
の
人
間
中
心
主
義
が
も
た
ら
し
た
深
刻
な
負
の
遺
産
に
目
を
向
け
さ
せ
、
人
間
の
「
有
限
さ
」
と
そ

れ
ゆ
え
の
根
源
的
可
能
性
と
を
宇
宙
論
的
視
野
で
あ
ら
た
め
て
自
覚
さ
せ
て
、
た
と
え
「
神
」
で
な
く
と
も
人
間
理
性
を
超
え
た
何

か
「
絶
対
的
な
も
の
」
に
対
す
る
謙
虚
さ
の
よ
う
な
も
の
を
現
代
の
わ
れ
わ
れ
に
取
り
戻
さ
せ
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
の
で
は
な

い
か
、
と
思
わ
せ
る
。
そ
れ
が
、
近
代
原
理
へ
の
批
判
者
と
し
て
ロ
マ
ン
主
義
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
も
つ
本
来
の
力
で
あ
り
使
命
に

ほ
か
な
ら
な
い
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ク
ラ
ウ
ゼ
が
三
十
歳
の
年
に
出
版
し
た
『
人
類
の
根
源
像
』
と
題
さ
れ
た
作
品
は
、
か
れ
の
最
も
根
源
的
な
精
神
、
そ
の
生
涯
を

貫
く
こ
と
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
、
人
間
の
「
生
」
の
課
題
を
他
者
と
自
然
と
神
と
の
「
交
わ
り
」
の
う
ち
に
求
め
る
と
い
う
根
本

姿
勢
を
、「
相
互
的
生
」
と
し
て
ひ
た
む
き
に
語
っ
た
大
作
で
あ
る
。
そ
の
顕
著
な
特
質
は
、
人
間
を
個
人
と
し
て
だ
け
で
な
く
、

む
し
ろ
一
貫
し
て
「
人
類
」
の
視
野
で
と
ら
え
、「
人
類
的
生
」
を
根
源
的
存
在
者
（
神
）
と
の
関
係
の
う
ち
に
見
つ
め
る
と
同
時

に
、
諸
個
人
の
固
有
の
生
の
発
展
を
、
人
々
の
「
社
交
性
」
の
有
機
的
・
多
元
的
広
が
り
の
な
か
で
展
望
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ

う
。
つ
ま
り
、
ク
ラ
ウ
ゼ
の
人
類
論
は
、
独
自
に
宗
教
哲
学
的
で
あ
る
と
同
時
に
社
会
構
成
論
的
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
本
稿
は
、

ク
ラ
ウ
ゼ
の
根
本
思
想
の
集
約
的
表
現
と
思
わ
れ
る
本
書
を
、
そ
の
成
立
に
か
か
わ
る
歴
史
的
背
景
と
と
も
に
読
解
す
る
試
み
で
あ

る
。
本
書
は
、
著
者
の
生
涯
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
な
か
か
ら

生
ま
れ
た
と
い
う
点
を
、
と
く
に
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
本
書
を
貫
い
て
い
る
独
自
の
神
観
と
認
識
論
は
、
著
者
自

身
の
言
葉
で
語
っ
て
も
ら
う
し
か
な
い
と
判
断
さ
れ
る
場
面
も
多
い
た
め
、
引
用
を
重
ね
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
ク
ラ

ウ
ゼ
の
言
う
「
生Leben

」
に
は
、
全
体
と
し
て
生
命
と
生
活
の
両
面
の
意
味
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
以
下
で
は

両
者
を
統
合
し
て
「
生
」
と
訳
し
て
お
き
た
い
。
そ
こ
で
、
ま
ず
は
、
ク
ラ
ウ
ゼ
の
広
大
な
哲
学
体
系
の
う
ち
、
主
に
法
哲
学
の
面

で
師
を
継
承
し
た
ア
ー
レ
ン
ス
の
視
点
か
ら
、
ク
ラ
ウ
ゼ
に
か
ん
す
る
問
題
状
況
へ
接
近
し
て
み
よ
う
。

二

ア
ー
レ
ン
ス
か
ら
ク
ラ
ウ
ゼ
へ

一

一
八
二
〇
年
代
の
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
大
学
で
私
講
師
と
し
て
哲
学
を
講
じ
た
ク
ラ
ウ
ゼ
の
も
と
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
哲
学
的

諸
伝
統
を
踏
ま
え
つ
つ
独
自
のPanentheism

us

（
万
有
内
在
神
論
）
に
立
つ
そ
の
人
類
的
使
命
論
の
教
説
に
傾
倒
し
た
何
人
か
の

弟
子
た
ち
が
輩
出
し
た
。
そ
の
一
人
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
ア
ー
レ
ン
ス(H

einrich
A
hrens,1808-1874)

は
、
一
八
三
一
年
初
頭
の
ゲ
ッ

テ
ィ
ン
ゲ
ン
で
の
革
命
騒
ぎ
の
主
導
者
の
一
人
と
し
て
亡
命
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
三
四
年
秋
に
新
設
ま
も
な
い
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
自
由
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的
論
）
を
重
ね
る
全
体
性
論
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
プ
ラ
ト
ン
の
善
の
イ
デ
ア
論
と
き
わ
め
て
親
和
的
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
み
ず

か
ら
「
本
質
論
」
を
説
く
か
ら
に
は
、
感
性
的
個
物
を
超
え
て
、
存
在
そ
れ
自
体
と
し
て
の
「
イ
デ
ア
」
的
な
も
の
を
前
提
と
す
る

構
え
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
た
の
だ
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
同
様
に
、
ク
ラ
ウ
ゼ
の
本
質
論
は
、
そ
の
万
有
秩
序
の
根

源
を
神
の
「
生
と
愛
」
に
見
る
点
で
、
人
が
正
し
く
生
き
る
た
め
に
は
理
性
に
も
と
づ
く
哲
学
的
諸
学
問
と
は
別
に
信
仰
に
も
と
づ

く
「
聖
な
る
教
え
」（
神
学
）
が
必
要
で
あ
る
と
説
い
て
人
間
の
究
極
の
幸
福
を
「
神
の
本
質
の
直
観
」
に
求
め
た
ト
マ
ス
・
ア
ク

ィ
ナ
ス
に
深
く
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

そ
う
し
た
言
わ
ば
人
間
存
在
の
「
第
一
原
因
」
を
め
ぐ
る
「
観
想contem

platio

」
と
い
う
行
為
は
、
個
物
の
世
界
か
ら
い
っ
た

ん
自
由
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
に
新
た
な
視
野
を
ひ
ら
く
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
し
た
見
地
は
、
善
や
価
値
と
い
う
根

源
的
な
「
目
的
」
概
念
を
喪
失
し
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
こ
ん
に
ち
の
近
代
原
理
に
お
け
る
「
自
由
」
と
「
自
律
」
の
概
念
に
根
底

か
ら
反
省
を
迫
り
、
近
代
啓
蒙
の
人
間
中
心
主
義
が
も
た
ら
し
た
深
刻
な
負
の
遺
産
に
目
を
向
け
さ
せ
、
人
間
の
「
有
限
さ
」
と
そ

れ
ゆ
え
の
根
源
的
可
能
性
と
を
宇
宙
論
的
視
野
で
あ
ら
た
め
て
自
覚
さ
せ
て
、
た
と
え
「
神
」
で
な
く
と
も
人
間
理
性
を
超
え
た
何

か
「
絶
対
的
な
も
の
」
に
対
す
る
謙
虚
さ
の
よ
う
な
も
の
を
現
代
の
わ
れ
わ
れ
に
取
り
戻
さ
せ
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
の
で
は
な

い
か
、
と
思
わ
せ
る
。
そ
れ
が
、
近
代
原
理
へ
の
批
判
者
と
し
て
ロ
マ
ン
主
義
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
も
つ
本
来
の
力
で
あ
り
使
命
に

ほ
か
な
ら
な
い
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ク
ラ
ウ
ゼ
が
三
十
歳
の
年
に
出
版
し
た
『
人
類
の
根
源
像
』
と
題
さ
れ
た
作
品
は
、
か
れ
の
最
も
根
源
的
な
精
神
、
そ
の
生
涯
を

貫
く
こ
と
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
、
人
間
の
「
生
」
の
課
題
を
他
者
と
自
然
と
神
と
の
「
交
わ
り
」
の
う
ち
に
求
め
る
と
い
う
根
本

姿
勢
を
、「
相
互
的
生
」
と
し
て
ひ
た
む
き
に
語
っ
た
大
作
で
あ
る
。
そ
の
顕
著
な
特
質
は
、
人
間
を
個
人
と
し
て
だ
け
で
な
く
、

む
し
ろ
一
貫
し
て
「
人
類
」
の
視
野
で
と
ら
え
、「
人
類
的
生
」
を
根
源
的
存
在
者
（
神
）
と
の
関
係
の
う
ち
に
見
つ
め
る
と
同
時

に
、
諸
個
人
の
固
有
の
生
の
発
展
を
、
人
々
の
「
社
交
性
」
の
有
機
的
・
多
元
的
広
が
り
の
な
か
で
展
望
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ

う
。
つ
ま
り
、
ク
ラ
ウ
ゼ
の
人
類
論
は
、
独
自
に
宗
教
哲
学
的
で
あ
る
と
同
時
に
社
会
構
成
論
的
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
本
稿
は
、

ク
ラ
ウ
ゼ
の
根
本
思
想
の
集
約
的
表
現
と
思
わ
れ
る
本
書
を
、
そ
の
成
立
に
か
か
わ
る
歴
史
的
背
景
と
と
も
に
読
解
す
る
試
み
で
あ

る
。
本
書
は
、
著
者
の
生
涯
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
な
か
か
ら

生
ま
れ
た
と
い
う
点
を
、
と
く
に
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
本
書
を
貫
い
て
い
る
独
自
の
神
観
と
認
識
論
は
、
著
者
自

身
の
言
葉
で
語
っ
て
も
ら
う
し
か
な
い
と
判
断
さ
れ
る
場
面
も
多
い
た
め
、
引
用
を
重
ね
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
ク
ラ

ウ
ゼ
の
言
う
「
生Leben

」
に
は
、
全
体
と
し
て
生
命
と
生
活
の
両
面
の
意
味
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
以
下
で
は

両
者
を
統
合
し
て
「
生
」
と
訳
し
て
お
き
た
い
。
そ
こ
で
、
ま
ず
は
、
ク
ラ
ウ
ゼ
の
広
大
な
哲
学
体
系
の
う
ち
、
主
に
法
哲
学
の
面

で
師
を
継
承
し
た
ア
ー
レ
ン
ス
の
視
点
か
ら
、
ク
ラ
ウ
ゼ
に
か
ん
す
る
問
題
状
況
へ
接
近
し
て
み
よ
う
。

二

ア
ー
レ
ン
ス
か
ら
ク
ラ
ウ
ゼ
へ

一

一
八
二
〇
年
代
の
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
大
学
で
私
講
師
と
し
て
哲
学
を
講
じ
た
ク
ラ
ウ
ゼ
の
も
と
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
哲
学
的

諸
伝
統
を
踏
ま
え
つ
つ
独
自
のPanentheism

us

（
万
有
内
在
神
論
）
に
立
つ
そ
の
人
類
的
使
命
論
の
教
説
に
傾
倒
し
た
何
人
か
の

弟
子
た
ち
が
輩
出
し
た
。
そ
の
一
人
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
ア
ー
レ
ン
ス(H

einrich
A
hrens,1808-1874)

は
、
一
八
三
一
年
初
頭
の
ゲ
ッ

テ
ィ
ン
ゲ
ン
で
の
革
命
騒
ぎ
の
主
導
者
の
一
人
と
し
て
亡
命
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
三
四
年
秋
に
新
設
ま
も
な
い
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
自
由
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大
学
の
哲
学
教
授
に
迎
え
ら
れ
た
。
し
か
し
そ
れ
に
先
立
ち
、
か
れ
は
パ
リ
で
、
バ
ザ
ー
ル
を
は
じ
め
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
者
た
ち

と
交
流
す
る
と
と
も
に
、
ド
イ
ツ
哲
学
の
フ
ラ
ン
ス
へ
の
導
入
者
で
当
時
の
「
リ
ベ
ロ
ー
」
を
代
表
し
ギ
ゾ
ー
の
片
腕
と
し
て
教
育

改
革
の
中
核
を
担
っ
て
い
た
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ク
ー
ザ
ン
の
知
遇
を
得
て
、
三
四
年
の
初
め
に
ク
ラ
ウ
ゼ
を
ふ
く
む
カ
ン
ト
以
降
の
ド

イ
ツ
哲
学
に
か
ん
す
る
公
開
講
義
を
パ
リ
大
学
で
お
こ
な
い
、
ま
も
な
く
そ
れ
を
も
と
に
全
二
巻
の
『
哲
学
講
義
』（
原
題
は
『
心

理
学
講
義
』）
を
パ
リ
で
公
刊
し
た
（
一
八
三
六
─
三
八
年
）。
ま
た
、
そ
れ
に
つ
づ
け
て
ア
ー
レ
ン
ス
は
、
ク
ラ
ウ
ゼ
に
依
拠
し
た

主
著
『
自
然
法
ま
た
は
法
の
哲
学
の
講
義
』
の
初
版
を
同
様
に
フ
ラ
ン
ス
語
で
書
い
て
パ
リ
で
出
版
し
た
（
一
八
三
八
年
）。

パ
リ
大
学
に
お
け
る
公
開
講
義
に
始
ま
る
ア
ー
レ
ン
ス
の
こ
れ
ら
の
活
動
は
、
ク
ラ
ウ
ゼ
を
ド
イ
ツ
哲
学
の
革
新
者
と
し
て
フ
ラ

ン
ス
の
思
想
界
に
紹
介
し
、
そ
の
影
響
を
受
け
た
社
会
主
義
者
パ
ス
カ
ル
・
デ
ュ
プ
ラ
と
、
プ
ル
ー
ド
ン
の
友
人
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・

ダ
リ
モ
ン
は
、
一
八
四
〇
年
代
に
雑
誌
論
説
や
著
書
で
ク
ラ
ウ
ゼ
哲
学
を
解
説
し
て
お
り
、
こ
う
し
た
経
緯
も
あ
っ
て
ク
ラ
ウ
ゼ
の

有
機
体
的
・
人
類
連
帯
的
な
社
会
哲
学
が
プ
ル
ー
ド
ン
の
新
社
会
構
想
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
（
ブ
リ
ュ
ッ
セ

ル
で
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
の
原
理
を
探
究
し
て
い
た
ア
ー
レ
ン
ス
は
、
右
の
主
著
の
第
二
版
（
一
八
四
四
年
）
で
、
プ
ル
ー
ド
ン
に
つ

い
て
、
私
有
制
で
も
共
有
制
で
も
な
い
新
た
な
道
を
模
索
し
て
い
る
人
物
と
し
て
好
意
的
に
言
及
し
て
い
る(3)）。
ま
た
、
ア
ー
レ
ン

ス
の
主
著
は
、
初
版
以
降
、
イ
タ
リ
ア
語
、
ス
ペ
イ
ン
語
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
語
な
ど
欧
州
各
国
語
に
翻
訳
さ
れ
た
こ

と
に
よ
っ
て
、
ク
ラ
ウ
ゼ
の
思
想
は
国
境
を
越
え
て
継
受
さ
れ
た
。
と
く
に
ス
ペ
イ
ン
で
は
、
す
で
に
一
八
四
〇
年
代
前
半
に
ド
イ

ツ
留
学
で
ア
ー
レ
ン
ス
ら
と
交
わ
り
ク
ラ
ウ
ゼ
哲
学
を
学
ん
だ
マ
ド
リ
ッ
ド
大
学
教
授
フ
リ
ア
ン
・
サ
ン
ス
・
デ
ル
・
リ
オ

(Julián
Sanz

delR
ío,1814-1869)

が
、
六
〇
年
に
ク
ラ
ウ
ゼ
の
諸
論
説
（
一
八
一
一
年
）
を
翻
訳
出
版
し(4)、
さ
ら
に
ス
ペ
イ
ン
・

ブ
ル
ボ
ン
朝
の
イ
サ
ベ
ル
二
世
を
退
位
・
亡
命
さ
せ
た
六
八
年
の
自
由
主
義
的
革
命
の
成
功
（→

六
九
年
憲
法
）
の
背
景
に
は
大
学

と
政
界
の
ク
ラ
ウ
ジ
ス
ト
た
ち
の
精
神
的
支
援
が
あ
っ
た
か
ら
、
ス
ペ
イ
ン
本
国
で
は
そ
の
ご
王
政
復
古
と
政
情
不
安
が
つ
づ
い
た

と
は
い
え
、
中
南
米
諸
国
も
ふ
く
め
て
ク
ラ
ウ
ゼ
は
広
く
受
容
さ
れ
て
、
現
在
に
ま
で
及
ぶ„K

rausism
o“

と
呼
ば
れ
る
社
会
改

革
思
想
の
潮
流
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た(5)。

し
た
が
っ
て
、
ド
イ
ツ
か
ら
の
亡
命
が
ア
ー
レ
ン
ス
を
し
て
フ
ラ
ン
ス
語
に
よ
る
ク
ラ
ウ
ゼ
思
想
の
紹
介
と
フ
ラ
ン
ス
の
諸
思
想

と
の
交
流
と
に
向
か
わ
せ
て
ク
ラ
ウ
ゼ
哲
学
の
国
際
化
に
道
を
拓
き
、
ド
イ
ツ
生
ま
れ
の
哲
学
思
想
の
ス
ペ
イ
ン
語
圏
へ
の
波
及
と

い
う
特
異
な
事
例
を
も
生
み
出
し
た
と
い
う
点
で
、
ア
ー
レ
ン
ス
の
大
き
な
寄
与
は
特
筆
に
値
す
る
。
そ
れ
は
し
か
し
、
一
方
の
ド

イ
ツ
本
国
の
ア
カ
デ
ミ
ア
で
の
長
い
ク
ラ
ウ
ゼ
軽
視
の
歴
史
と
好
対
照
を
な
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
十
九
世
紀
後
半
以

降
の
「
ク
ラ
ウ
シ
ス
モ
」
の
形
成
・
発
展
史
と
は
別
に
、
足
元
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
ク
ラ
ウ
ゼ
「
受
容R

ezeption

」
が
、
研
究
史

上
一
つ
の
主
題
を
な
す
こ
と
に
な
っ
た(6)。

し
か
し
ア
ー
レ
ン
ス
の
も
う
一
つ
の
大
き
な
寄
与
は
、
三
月
革
命
時
に
故
郷
ザ
ル
ツ
ギ
ッ
タ
ー
の
選
挙
区
か
ら
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト

国
民
議
会
議
員
に
選
出
さ
れ
て
ド
イ
ツ
に
帰
還
し
て
以
降
、
一
八
五
〇
年
か
ら
グ
ラ
ー
ツ
大
学
の
法
哲
学
の
教
授
（
法
学
部
）、
六

〇
年
か
ら
は
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
大
学
の
国
家
学
の
教
授
（
哲
学
部
）
と
し
て
ク
ラ
ウ
ゼ
の
と
く
に
法
哲
学
（
法
・
国
家
・
社
会
論
）
を

継
承
し
発
展
さ
せ
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
。
折
し
も
十
九
世
紀
後
半
の
ド
イ
ツ
は
、
カ
ン
ト
の
法
形
式
論
と
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
抽
象
的

な
意
思
主
体
論
に
も
と
づ
く
私
法
体
系
と
を
梃
子
と
し
て
、
ド
イ
ツ
諸
邦
の
実
定
的
立
憲
体
制
の
定
着
と
産
業
化
の
進
展
と
と
も
に

実
定
法
主
義
（
法
実
証
主
義
）
の
優
位
化
が
進
行
し
て
い
た
が
、
ア
ー
レ
ン
ス
は
こ
れ
に
抗
い
、
人
間
の
生
と
法
の
目
的
論
、
そ
の

意
味
で
は
伝
統
的
な
諸
善
論
の
見
地
に
立
つ
法
実
質
論
を
ク
ラ
ウ
ゼ
の
有
機
的
ホ
ー
リ
ズ
ム
の
法
哲
学
に
も
と
づ
い
て
展
開
し
、
劣

位
に
置
か
れ
た
自
然
法
論
の
立
場
を
主
張
し
つ
づ
け
た
。
そ
の
際
、
ア
ー
レ
ン
ス
の
有
機
的
国
家
論
で
は
、
師
ク
ラ
ウ
ゼ
の
神
学
的
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大
学
の
哲
学
教
授
に
迎
え
ら
れ
た
。
し
か
し
そ
れ
に
先
立
ち
、
か
れ
は
パ
リ
で
、
バ
ザ
ー
ル
を
は
じ
め
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
者
た
ち

と
交
流
す
る
と
と
も
に
、
ド
イ
ツ
哲
学
の
フ
ラ
ン
ス
へ
の
導
入
者
で
当
時
の
「
リ
ベ
ロ
ー
」
を
代
表
し
ギ
ゾ
ー
の
片
腕
と
し
て
教
育

改
革
の
中
核
を
担
っ
て
い
た
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ク
ー
ザ
ン
の
知
遇
を
得
て
、
三
四
年
の
初
め
に
ク
ラ
ウ
ゼ
を
ふ
く
む
カ
ン
ト
以
降
の
ド

イ
ツ
哲
学
に
か
ん
す
る
公
開
講
義
を
パ
リ
大
学
で
お
こ
な
い
、
ま
も
な
く
そ
れ
を
も
と
に
全
二
巻
の
『
哲
学
講
義
』（
原
題
は
『
心

理
学
講
義
』）
を
パ
リ
で
公
刊
し
た
（
一
八
三
六
─
三
八
年
）。
ま
た
、
そ
れ
に
つ
づ
け
て
ア
ー
レ
ン
ス
は
、
ク
ラ
ウ
ゼ
に
依
拠
し
た

主
著
『
自
然
法
ま
た
は
法
の
哲
学
の
講
義
』
の
初
版
を
同
様
に
フ
ラ
ン
ス
語
で
書
い
て
パ
リ
で
出
版
し
た
（
一
八
三
八
年
）。

パ
リ
大
学
に
お
け
る
公
開
講
義
に
始
ま
る
ア
ー
レ
ン
ス
の
こ
れ
ら
の
活
動
は
、
ク
ラ
ウ
ゼ
を
ド
イ
ツ
哲
学
の
革
新
者
と
し
て
フ
ラ

ン
ス
の
思
想
界
に
紹
介
し
、
そ
の
影
響
を
受
け
た
社
会
主
義
者
パ
ス
カ
ル
・
デ
ュ
プ
ラ
と
、
プ
ル
ー
ド
ン
の
友
人
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・

ダ
リ
モ
ン
は
、
一
八
四
〇
年
代
に
雑
誌
論
説
や
著
書
で
ク
ラ
ウ
ゼ
哲
学
を
解
説
し
て
お
り
、
こ
う
し
た
経
緯
も
あ
っ
て
ク
ラ
ウ
ゼ
の

有
機
体
的
・
人
類
連
帯
的
な
社
会
哲
学
が
プ
ル
ー
ド
ン
の
新
社
会
構
想
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
（
ブ
リ
ュ
ッ
セ

ル
で
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
の
原
理
を
探
究
し
て
い
た
ア
ー
レ
ン
ス
は
、
右
の
主
著
の
第
二
版
（
一
八
四
四
年
）
で
、
プ
ル
ー
ド
ン
に
つ

い
て
、
私
有
制
で
も
共
有
制
で
も
な
い
新
た
な
道
を
模
索
し
て
い
る
人
物
と
し
て
好
意
的
に
言
及
し
て
い
る(3)）。
ま
た
、
ア
ー
レ
ン

ス
の
主
著
は
、
初
版
以
降
、
イ
タ
リ
ア
語
、
ス
ペ
イ
ン
語
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
語
な
ど
欧
州
各
国
語
に
翻
訳
さ
れ
た
こ

と
に
よ
っ
て
、
ク
ラ
ウ
ゼ
の
思
想
は
国
境
を
越
え
て
継
受
さ
れ
た
。
と
く
に
ス
ペ
イ
ン
で
は
、
す
で
に
一
八
四
〇
年
代
前
半
に
ド
イ

ツ
留
学
で
ア
ー
レ
ン
ス
ら
と
交
わ
り
ク
ラ
ウ
ゼ
哲
学
を
学
ん
だ
マ
ド
リ
ッ
ド
大
学
教
授
フ
リ
ア
ン
・
サ
ン
ス
・
デ
ル
・
リ
オ

(Julián
Sanz

delR
ío,1814-1869)

が
、
六
〇
年
に
ク
ラ
ウ
ゼ
の
諸
論
説
（
一
八
一
一
年
）
を
翻
訳
出
版
し(4)、
さ
ら
に
ス
ペ
イ
ン
・

ブ
ル
ボ
ン
朝
の
イ
サ
ベ
ル
二
世
を
退
位
・
亡
命
さ
せ
た
六
八
年
の
自
由
主
義
的
革
命
の
成
功
（→

六
九
年
憲
法
）
の
背
景
に
は
大
学

と
政
界
の
ク
ラ
ウ
ジ
ス
ト
た
ち
の
精
神
的
支
援
が
あ
っ
た
か
ら
、
ス
ペ
イ
ン
本
国
で
は
そ
の
ご
王
政
復
古
と
政
情
不
安
が
つ
づ
い
た

と
は
い
え
、
中
南
米
諸
国
も
ふ
く
め
て
ク
ラ
ウ
ゼ
は
広
く
受
容
さ
れ
て
、
現
在
に
ま
で
及
ぶ„K

rausism
o“

と
呼
ば
れ
る
社
会
改

革
思
想
の
潮
流
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た(5)。

し
た
が
っ
て
、
ド
イ
ツ
か
ら
の
亡
命
が
ア
ー
レ
ン
ス
を
し
て
フ
ラ
ン
ス
語
に
よ
る
ク
ラ
ウ
ゼ
思
想
の
紹
介
と
フ
ラ
ン
ス
の
諸
思
想

と
の
交
流
と
に
向
か
わ
せ
て
ク
ラ
ウ
ゼ
哲
学
の
国
際
化
に
道
を
拓
き
、
ド
イ
ツ
生
ま
れ
の
哲
学
思
想
の
ス
ペ
イ
ン
語
圏
へ
の
波
及
と

い
う
特
異
な
事
例
を
も
生
み
出
し
た
と
い
う
点
で
、
ア
ー
レ
ン
ス
の
大
き
な
寄
与
は
特
筆
に
値
す
る
。
そ
れ
は
し
か
し
、
一
方
の
ド

イ
ツ
本
国
の
ア
カ
デ
ミ
ア
で
の
長
い
ク
ラ
ウ
ゼ
軽
視
の
歴
史
と
好
対
照
を
な
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
十
九
世
紀
後
半
以

降
の
「
ク
ラ
ウ
シ
ス
モ
」
の
形
成
・
発
展
史
と
は
別
に
、
足
元
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
ク
ラ
ウ
ゼ
「
受
容R

ezeption

」
が
、
研
究
史

上
一
つ
の
主
題
を
な
す
こ
と
に
な
っ
た(6)。

し
か
し
ア
ー
レ
ン
ス
の
も
う
一
つ
の
大
き
な
寄
与
は
、
三
月
革
命
時
に
故
郷
ザ
ル
ツ
ギ
ッ
タ
ー
の
選
挙
区
か
ら
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト

国
民
議
会
議
員
に
選
出
さ
れ
て
ド
イ
ツ
に
帰
還
し
て
以
降
、
一
八
五
〇
年
か
ら
グ
ラ
ー
ツ
大
学
の
法
哲
学
の
教
授
（
法
学
部
）、
六

〇
年
か
ら
は
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
大
学
の
国
家
学
の
教
授
（
哲
学
部
）
と
し
て
ク
ラ
ウ
ゼ
の
と
く
に
法
哲
学
（
法
・
国
家
・
社
会
論
）
を

継
承
し
発
展
さ
せ
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
。
折
し
も
十
九
世
紀
後
半
の
ド
イ
ツ
は
、
カ
ン
ト
の
法
形
式
論
と
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
抽
象
的

な
意
思
主
体
論
に
も
と
づ
く
私
法
体
系
と
を
梃
子
と
し
て
、
ド
イ
ツ
諸
邦
の
実
定
的
立
憲
体
制
の
定
着
と
産
業
化
の
進
展
と
と
も
に

実
定
法
主
義
（
法
実
証
主
義
）
の
優
位
化
が
進
行
し
て
い
た
が
、
ア
ー
レ
ン
ス
は
こ
れ
に
抗
い
、
人
間
の
生
と
法
の
目
的
論
、
そ
の

意
味
で
は
伝
統
的
な
諸
善
論
の
見
地
に
立
つ
法
実
質
論
を
ク
ラ
ウ
ゼ
の
有
機
的
ホ
ー
リ
ズ
ム
の
法
哲
学
に
も
と
づ
い
て
展
開
し
、
劣

位
に
置
か
れ
た
自
然
法
論
の
立
場
を
主
張
し
つ
づ
け
た
。
そ
の
際
、
ア
ー
レ
ン
ス
の
有
機
的
国
家
論
で
は
、
師
ク
ラ
ウ
ゼ
の
神
学
的
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なPanentheism
us

の
主
張
や
、
使
命
論
に
お
け
る
「
人
類
」
的
観
点
が
弱
ま
り
、
権
利
主
体
と
し
て
の
個
人
を
基
礎
と
し
て
、
国

家
に
対
す
る
各
種
諸
結
社
の
相
対
的
自
律
性
を
重
視
し
つ
つ
、
立
憲
君
主
制
と
諸
結
社
と
に
も
と
づ
く
有
機
的
国
制
論
が
展
開
さ
れ

て
い
る
点
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
時
代
に
生
き
た
ア
ー
レ
ン
ス
の
独
自
性
と
し
て
留
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う(7)。
し
か
し
の
ち
に

触
れ
る
よ
う
に
、
人
々
の
生
の
諸
関
係
を
多
元
的
に
構
成
し
て
い
る
「
諸
生
活
圏Lebenskreise

」
と
し
て
の
「
諸
結
社G

esell-

schaften

」
と
い
う
ア
ー
レ
ン
ス
の
有
機
的
社
会
構
成
論
（
そ
れ
は
ロ
ー
ベ
ル
ト
・
フ
ォ
ン
・
モ
ー
ル
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
、
そ
の

「
国
家
学
」
と
パ
ラ
レ
ル
な
「
社
会
学
」
の
体
系
を
構
想
さ
せ
た
）
は
、
ク
ラ
ウ
ゼ
か
ら
継
承
し
た
重
要
な
基
礎
視
角
の
一
つ
で
あ

っ
た
。

二

こ
う
し
て
ド
イ
ツ
に
お
け
る
ク
ラ
ウ
ゼ
哲
学
、
と
く
に
そ
の
法
哲
学
の
普
及
と
い
う
役
割
を
担
っ
た
ア
ー
レ
ン
ス
は
、
ブ
ル

ン
チ
ュ
リ
と
ブ
ラ
ー
タ
ー
が
編
纂
し
た
『
ド
イ
ツ
国
家
辞
典
』（
第
六
巻
、
一
八
六
一
年
）
と
、
ロ
テ
ク
と
ヴ
ェ
ル
カ
ー
の
『
国
家

辞
典
』（
第
三
版
の
第
九
巻
、
一
八
六
四
年
）
で
、
そ
れ
ぞ
れ
「
ク
ラ
ウ
ゼ
」
の
項
目
論
説
を
執
筆
し
、
い
ず
れ
も
十
数
ペ
ー
ジ
に

わ
た
っ
て
そ
の
生
涯
と
哲
学
思
想
、
と
く
に
そ
の
分
析
的
・
総
合
的
の
複
合
的
方
法
論
、
神
と
世
界
（
自
然
と
精
神
）
と
の
関
係
、

人
間
の
使
命
論
に
も
と
づ
く
多
元
的
社
会
構
成
論
、
そ
れ
ら
を
前
提
と
し
た
法
論
と
国
家
論
を
解
説
し
て
い
る(8)。
そ
し
て
、
た
と
え

ば
後
者
の
辞
典
項
目
の
末
尾
で
、
い
く
つ
か
の
基
本
文
献
を
挙
げ
つ
つ
、
ク
ラ
ウ
ゼ
の
哲
学
体
系
は
「
ド
イ
ツ
で
は
お
よ
そ
こ
こ
十

年
来
、
初
め
て
大
き
く
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」
が
、「
願
わ
し
い
包
括
的
な
叙
述
は
現
在
ま
で
ま
だ
存
在
し
な
い
」
と
述
べ

て
、
そ
の
背
景
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

「〔
ク
ラ
ウ
ゼ
の
〕
体
系
が
ド
イ
ツ
で
は
長
年
に
わ
た
っ
て
無
視
さ
れ
て
き
た
原
因
は
、
こ
の
体
系
は
、
カ
ン
ト
で
始
ま
り
ヘ
ー
ゲ

ル
で
頂
点
に
達
し
て
そ
の
あ
と
再
び
感
覚
論
と
唯
物
論
に
ま
で
降
下
す
る
発
展
系
列
の
な
か
に
は
も
は
や
属
し
て
い
な
い
と
い
う
事

情
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
発
展
系
列
に
お
い
て
は
、
一
面
的
な
諸
方
向
が
矢
つ
ぎ
ば
や
に
次
々
と
く
っ
き
り
現

れ
、
ま
た
、
き
び
し
い
諸
対
立
が
軽
く
考
え
ら
れ
る
の
が
常
で
あ
る
か
ら
、
そ
う
し
た
諸
方
向
は
す
ぐ
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
そ
の
ぶ

ん
消
滅
す
る
の
も
速
か
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
哲
学
研
究
全
体
を
深
い
包
括
的
な
基
盤
か
ら
始
め
て
、
高
次
の
諸
原
理
に
よ
っ
て

諸
対
立
を
調
停
す
る
こ
と
を
め
ざ
す
教
義
は
、
最
初
は
あ
ら
ゆ
る
支
配
的
な
諸
党
派
か
ら
退
け
ら
れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
た
と
え

ゆ
っ
く
り
と
、
そ
し
て
難
儀
し
な
が
ら
で
は
あ
っ
て
も
次
第
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
長
く
保
た
れ
る
の
を
常
と
し
て
い
る
。

ク
ラ
ウ
ゼ
の
体
系
は
、
そ
の
よ
う
な
一
つ
の
包
括
的
な
課
題
を
自
己
に
課
し
た
の
で
あ
る(9)。」
こ
こ
で
の
前
段
と
同
様
の
趣
旨
は
、

ブ
ル
ン
チ
ュ
リ
の
辞
典
項
目
の
方
に
も
見
ら
れ
る(10)。
し
か
し
実
際
に
は
そ
の
ご
も
ド
イ
ツ
の
学
界
で
は
概
し
て
ク
ラ
ウ
ゼ
の
無
視
と

忘
却
が
続
き
、
何
度
か
の
復
活
の
試
み
が
あ
っ
た
と
は
い
え
、
本
格
的
な
再
生
は
生
誕
二
百
年
前
後
の
二
十
世
紀
末
以
降
の
こ
と
だ

と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

右
の
引
用
文
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
感
覚
論
」
と
「
唯
物
論
」
が
そ
れ
ぞ
れ
具
体
的
に
何
を
指
し
て
い
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
後
の
時
代
状
況
か
ら
推
し
て
、
た
と
え
ば
「
心
情G

em
üt

」
論
の
ヘ
ル
マ
ン
・
ロ
ッ
ツ
ェ
で
あ
ろ
う
か
、
感
性
的
唯
物

論
と
も
言
う
べ
き
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
で
あ
ろ
う
か(11)。
し
か
し
そ
れ
は
と
も
あ
れ
、
こ
こ
で
留
意
さ
れ
る
べ
き
な

の
は
、
ア
ー
レ
ン
ス
が
ク
ラ
ウ
ゼ
を
、
カ
ン
ト
に
始
ま
る
新
た
な
観
念
論
哲
学
の
思
想
系
列
か
ら
は
は
ず
れ
て
い
る
と
み
な
し
て
い

た
こ
と
で
あ
る
。
ク
ラ
ウ
ゼ
自
身
は
、
後
述
の
よ
う
に
、
カ
ン
ト
の
「
不
完
全
さ
」
を
批
判
し
つ
つ
そ
の
真
の
継
承
者
・
完
成
者
を

自
認
し
て
い
た
が
、
カ
ン
ト
を
本
格
的
に
研
究
す
る
前
に
す
で
に
自
分
独
自
の
体
系
の
基
礎
を
固
め
て
い
た
。
十
九
世
紀
初
頭
に
カ

ン
ト
後
の
課
題
と
し
て
こ
も
ご
も
追
求
さ
れ
た
人
間
を
超
え
る
「
絶
対
的
な
も
の
」
は
、
ク
ラ
ウ
ゼ
の
ば
あ
い
、
明
確
に
「
根
源
的

存
在
者U

rw
esen

」
た
る
「
神
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
論
証
に
よ
っ
て
で
は
な
く
直
接
的
な
直
観
に
よ
っ
て
人
間
精
神
に
宿
る
と
さ
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なPanentheism
us

の
主
張
や
、
使
命
論
に
お
け
る
「
人
類
」
的
観
点
が
弱
ま
り
、
権
利
主
体
と
し
て
の
個
人
を
基
礎
と
し
て
、
国

家
に
対
す
る
各
種
諸
結
社
の
相
対
的
自
律
性
を
重
視
し
つ
つ
、
立
憲
君
主
制
と
諸
結
社
と
に
も
と
づ
く
有
機
的
国
制
論
が
展
開
さ
れ

て
い
る
点
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
時
代
に
生
き
た
ア
ー
レ
ン
ス
の
独
自
性
と
し
て
留
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う(7)。
し
か
し
の
ち
に

触
れ
る
よ
う
に
、
人
々
の
生
の
諸
関
係
を
多
元
的
に
構
成
し
て
い
る
「
諸
生
活
圏Lebenskreise

」
と
し
て
の
「
諸
結
社G

esell-

schaften

」
と
い
う
ア
ー
レ
ン
ス
の
有
機
的
社
会
構
成
論
（
そ
れ
は
ロ
ー
ベ
ル
ト
・
フ
ォ
ン
・
モ
ー
ル
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
、
そ
の

「
国
家
学
」
と
パ
ラ
レ
ル
な
「
社
会
学
」
の
体
系
を
構
想
さ
せ
た
）
は
、
ク
ラ
ウ
ゼ
か
ら
継
承
し
た
重
要
な
基
礎
視
角
の
一
つ
で
あ

っ
た
。

二

こ
う
し
て
ド
イ
ツ
に
お
け
る
ク
ラ
ウ
ゼ
哲
学
、
と
く
に
そ
の
法
哲
学
の
普
及
と
い
う
役
割
を
担
っ
た
ア
ー
レ
ン
ス
は
、
ブ
ル

ン
チ
ュ
リ
と
ブ
ラ
ー
タ
ー
が
編
纂
し
た
『
ド
イ
ツ
国
家
辞
典
』（
第
六
巻
、
一
八
六
一
年
）
と
、
ロ
テ
ク
と
ヴ
ェ
ル
カ
ー
の
『
国
家

辞
典
』（
第
三
版
の
第
九
巻
、
一
八
六
四
年
）
で
、
そ
れ
ぞ
れ
「
ク
ラ
ウ
ゼ
」
の
項
目
論
説
を
執
筆
し
、
い
ず
れ
も
十
数
ペ
ー
ジ
に

わ
た
っ
て
そ
の
生
涯
と
哲
学
思
想
、
と
く
に
そ
の
分
析
的
・
総
合
的
の
複
合
的
方
法
論
、
神
と
世
界
（
自
然
と
精
神
）
と
の
関
係
、

人
間
の
使
命
論
に
も
と
づ
く
多
元
的
社
会
構
成
論
、
そ
れ
ら
を
前
提
と
し
た
法
論
と
国
家
論
を
解
説
し
て
い
る(8)。
そ
し
て
、
た
と
え

ば
後
者
の
辞
典
項
目
の
末
尾
で
、
い
く
つ
か
の
基
本
文
献
を
挙
げ
つ
つ
、
ク
ラ
ウ
ゼ
の
哲
学
体
系
は
「
ド
イ
ツ
で
は
お
よ
そ
こ
こ
十

年
来
、
初
め
て
大
き
く
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」
が
、「
願
わ
し
い
包
括
的
な
叙
述
は
現
在
ま
で
ま
だ
存
在
し
な
い
」
と
述
べ

て
、
そ
の
背
景
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

「〔
ク
ラ
ウ
ゼ
の
〕
体
系
が
ド
イ
ツ
で
は
長
年
に
わ
た
っ
て
無
視
さ
れ
て
き
た
原
因
は
、
こ
の
体
系
は
、
カ
ン
ト
で
始
ま
り
ヘ
ー
ゲ

ル
で
頂
点
に
達
し
て
そ
の
あ
と
再
び
感
覚
論
と
唯
物
論
に
ま
で
降
下
す
る
発
展
系
列
の
な
か
に
は
も
は
や
属
し
て
い
な
い
と
い
う
事

情
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
発
展
系
列
に
お
い
て
は
、
一
面
的
な
諸
方
向
が
矢
つ
ぎ
ば
や
に
次
々
と
く
っ
き
り
現

れ
、
ま
た
、
き
び
し
い
諸
対
立
が
軽
く
考
え
ら
れ
る
の
が
常
で
あ
る
か
ら
、
そ
う
し
た
諸
方
向
は
す
ぐ
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
そ
の
ぶ

ん
消
滅
す
る
の
も
速
か
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
哲
学
研
究
全
体
を
深
い
包
括
的
な
基
盤
か
ら
始
め
て
、
高
次
の
諸
原
理
に
よ
っ
て

諸
対
立
を
調
停
す
る
こ
と
を
め
ざ
す
教
義
は
、
最
初
は
あ
ら
ゆ
る
支
配
的
な
諸
党
派
か
ら
退
け
ら
れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
た
と
え

ゆ
っ
く
り
と
、
そ
し
て
難
儀
し
な
が
ら
で
は
あ
っ
て
も
次
第
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
長
く
保
た
れ
る
の
を
常
と
し
て
い
る
。

ク
ラ
ウ
ゼ
の
体
系
は
、
そ
の
よ
う
な
一
つ
の
包
括
的
な
課
題
を
自
己
に
課
し
た
の
で
あ
る(9)。」
こ
こ
で
の
前
段
と
同
様
の
趣
旨
は
、

ブ
ル
ン
チ
ュ
リ
の
辞
典
項
目
の
方
に
も
見
ら
れ
る(10)。
し
か
し
実
際
に
は
そ
の
ご
も
ド
イ
ツ
の
学
界
で
は
概
し
て
ク
ラ
ウ
ゼ
の
無
視
と

忘
却
が
続
き
、
何
度
か
の
復
活
の
試
み
が
あ
っ
た
と
は
い
え
、
本
格
的
な
再
生
は
生
誕
二
百
年
前
後
の
二
十
世
紀
末
以
降
の
こ
と
だ

と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

右
の
引
用
文
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
感
覚
論
」
と
「
唯
物
論
」
が
そ
れ
ぞ
れ
具
体
的
に
何
を
指
し
て
い
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
後
の
時
代
状
況
か
ら
推
し
て
、
た
と
え
ば
「
心
情G

em
üt

」
論
の
ヘ
ル
マ
ン
・
ロ
ッ
ツ
ェ
で
あ
ろ
う
か
、
感
性
的
唯
物

論
と
も
言
う
べ
き
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
で
あ
ろ
う
か(11)。
し
か
し
そ
れ
は
と
も
あ
れ
、
こ
こ
で
留
意
さ
れ
る
べ
き
な

の
は
、
ア
ー
レ
ン
ス
が
ク
ラ
ウ
ゼ
を
、
カ
ン
ト
に
始
ま
る
新
た
な
観
念
論
哲
学
の
思
想
系
列
か
ら
は
は
ず
れ
て
い
る
と
み
な
し
て
い

た
こ
と
で
あ
る
。
ク
ラ
ウ
ゼ
自
身
は
、
後
述
の
よ
う
に
、
カ
ン
ト
の
「
不
完
全
さ
」
を
批
判
し
つ
つ
そ
の
真
の
継
承
者
・
完
成
者
を

自
認
し
て
い
た
が
、
カ
ン
ト
を
本
格
的
に
研
究
す
る
前
に
す
で
に
自
分
独
自
の
体
系
の
基
礎
を
固
め
て
い
た
。
十
九
世
紀
初
頭
に
カ

ン
ト
後
の
課
題
と
し
て
こ
も
ご
も
追
求
さ
れ
た
人
間
を
超
え
る
「
絶
対
的
な
も
の
」
は
、
ク
ラ
ウ
ゼ
の
ば
あ
い
、
明
確
に
「
根
源
的

存
在
者U

rw
esen

」
た
る
「
神
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
論
証
に
よ
っ
て
で
は
な
く
直
接
的
な
直
観
に
よ
っ
て
人
間
精
神
に
宿
る
と
さ
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れ
、
一
つ
の
普
遍
的
な
調
和
世
界
を
展
望
し
つ
つ
もpanentheistisch

に
人
間
の
目
的
を
神
の
目
的
に
重
ね
る
立
論
が
提
示
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

し
か
も
さ
ら
に
注
意
を
要
す
る
点
と
し
て
、
カ
ン
ト
は
、
純
粋
実
践
理
性
に
よ
る
「
理
性
信
仰
」、
す
な
わ
ち
道
徳
法
則
に
も
と

づ
く
宗
教
と
し
て
「
理
性
宗
教
」
を
語
っ
た
よ
う
に
、
そ
の
宗
教
論
は
た
ん
な
る
「
理
念
」
論
と
し
て
統
制
的
原
理
の
も
と
に
踏
み

と
ど
ま
っ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
の
だ
が(12)、
そ
の
実
践
的
理
性
論
に
お
け
る
「
神
の
要
請
」
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
カ
ン
ト
の
ば
あ

い
、「
神
存
在
は
純
粋
理
性
の
可
能
性
の
根
拠
と
し
て
体
系
の
始
め
に
お
い
て
、
隠
さ
れ
た
形
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、
前
提
さ
れ

て
い
る(13)」
と
み
な
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
キ
リ
ス
ト
教
の
神
存
在
を
正
面
か
ら
、
し
か
も

panentheistisch

に
掲
げ
た
ク
ラ
ウ
ゼ
は
、
カ
ン
ト
の
「
隠
さ
れ
た
」
宗
教
哲
学
の
人
倫
論
的
限
界
を
、
つ
ま
り
、
純
粋
理
性
の
自

律
に
も
と
づ
く
道
徳
性
と
い
う
個
人
の
内
面
に
特
化
し
た
形
式
的
な
理
性
原
理
を
、「
生
の
目
的
」
論
（
諸
善
論
）
と
い
う
伝
統
的

な
実
質
的
視
座
に
よ
っ
て
一
気
に
跳
び
越
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
人
間
の
「
有
限
性
」
に
も
と
づ
く
人
間
存
在
の
「
相
互

性
」
の
視
野
の
も
と
で
き
わ
め
て
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
可
能
性
を
獲
得
す
る
。
し
か
し
同
時
に
そ
の
反
面
で
は
、
ク
ラ
ウ
ゼ
は
汎
神
論

的
な
セ
ク
ト
思
想
家
と
し
て
危
険
視
さ
れ
ア
カ
デ
ミ
ア
か
ら
は
無
視
さ
れ
る
と
い
う
大
き
な
犠
牲
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
た

の
で
あ
る
。

三

ク
ラ
ウ
ゼ
と
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン

一

ク
ラ
ウ
ゼ
は
五
十
一
年
余
の
生
涯
を
通
じ
て
、
出
版
物
と
手
稿
と
を
あ
わ
せ
て
膨
大
な
量
の
著
作
を
残
し
た
が
、
主
著
の
一

つ
『
人
類
の
根
源
像

─
一
試
論(14)』
は
、
最
初
の
ド
レ
ス
デ
ン
時
代
（
一
八
〇
五
─
一
三
年
）
に
あ
た
る
著
者
三
十
歳
の
一
八
一
一

年
に
同
地
の
出
版
社
ア
ル
ノ
ル
ト
か
ら
公
刊
さ
れ
た
。
こ
の
初
版
は
、
全
体
で
五
七
二
（552

＋X
X

）
ペ
ー
ジ
の
大
著
だ
が
、
そ
の

扉
の
著
者
名
の
下
に
「
と
く
に
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
会
員
の
た
め
に
」
と
い
う
献
辞
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
一
八
一
九
年
に
廉

価
版
と
し
て
出
た
「
第
二
版
」、
お
よ
び
長
男
カ
ー
ル
の
序
言
を
も
つ
一
八
五
一
年
の
「
第
二
版
」（
事
実
上
の
第
三
版
）
に
は
、
い

ず
れ
も
こ
の
献
辞
は
無
い
。
本
書
の
読
解
に
進
む
前
に
、
本
書
成
立
の
背
景
を
な
し
て
い
る
ク
ラ
ウ
ゼ
と
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
の
関
係

に
つ
い
て
ま
ず
整
理
し
て
お
こ
う
。

『
人
類
の
根
源
像
』
公
刊
の
前
年
、
一
八
一
〇
年
に
、
ク
ラ
ウ
ゼ
は
、『
自
然
法
の
基
礎
』（
一
八
〇
三
年
）
に
つ
づ
く
主
要
著
書

と
し
て
『
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
兄
弟
団
の
三
つ
の
最
古
の
技
芸
史
料
』（
以
下
、『
技
芸
史
料
』
と
略
記
）
を
出
版
し
て
い
る
（
初
版
は

X
V
I

＋LX
V
III

＋596

＋19

、
計
六
九
九
ペ
ー
ジ(15)）。
そ
の
本
文
の
前
に
ク
ラ
ウ
ゼ
が
六
十
八
ペ
ー
ジ
に
わ
た
っ
て
掲
げ
た
一
八
一
〇

年
五
月
六
日
付
の
「
予
備
報
告
」
に
よ
れ
ば
、「
人
類
同
盟
の
理
念
を
私
が
そ
の
本
質
に
従
っ
て
も
う
認
識
し
て
い
た
の
は
、
私
が

フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
兄
弟
団
に
加
入
す
る
よ
り
ま
だ
前
の
こ
と
だ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
私
は
一
八
〇
二
─
〇
四
年
に
イ
ェ
ー
ナ
大
学
で

自
然
法
の
私
講
師
と
し
て
、
結
社
法G

esellschaftrecht

に
関
連
し
て
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
諸
結
社
の
根
本
理
念
を
探
し
出
し
正
確
に

規
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
、
一
な
る
社
交
的
全
体Ein

geselliges
G
anzes

と
し
て
の
人
類
の
理
念
を
予
感
し
、
全
員

一
致
の
ま
っ
た
き
人
類
的
生das

ganze,ungetheilte
M
enschheitleben

の
た
め
の
結
社
と
い
う
理
念
に
到
達
し
た
。
そ
こ
か
ら
学

問
の
た
め
の
、
ま
た
芸
術
の
た
め
の
普
遍
的
諸
団
体
と
い
う
理
念
を
私
は
当
時
は
っ
き
り
と
認
識
し
て
い
た
が
、
そ
れ
ら
は
た
だ

個
々
の
下
位
の
諸
部
分
と
し
て
思
い
浮
か
べ
ら
れ
て
い
た(16)。」
こ
の
記
述
は
、
ク
ラ
ウ
ゼ
の
思
想
形
成
の
初
期
段
階
の
描
写
と
し
て

重
要
で
あ
る
。
一
七
九
七
年
秋
か
ら
イ
ェ
ー
ナ
大
学
の
学
生
と
し
て
哲
学
と
数
学
に
集
中
し
、
一
八
〇
一
年
十
月
に
哲
学
博
士
、
翌
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れ
、
一
つ
の
普
遍
的
な
調
和
世
界
を
展
望
し
つ
つ
もpanentheistisch

に
人
間
の
目
的
を
神
の
目
的
に
重
ね
る
立
論
が
提
示
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

し
か
も
さ
ら
に
注
意
を
要
す
る
点
と
し
て
、
カ
ン
ト
は
、
純
粋
実
践
理
性
に
よ
る
「
理
性
信
仰
」、
す
な
わ
ち
道
徳
法
則
に
も
と

づ
く
宗
教
と
し
て
「
理
性
宗
教
」
を
語
っ
た
よ
う
に
、
そ
の
宗
教
論
は
た
ん
な
る
「
理
念
」
論
と
し
て
統
制
的
原
理
の
も
と
に
踏
み

と
ど
ま
っ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
の
だ
が(12)、
そ
の
実
践
的
理
性
論
に
お
け
る
「
神
の
要
請
」
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
カ
ン
ト
の
ば
あ

い
、「
神
存
在
は
純
粋
理
性
の
可
能
性
の
根
拠
と
し
て
体
系
の
始
め
に
お
い
て
、
隠
さ
れ
た
形
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、
前
提
さ
れ

て
い
る(13)」
と
み
な
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
キ
リ
ス
ト
教
の
神
存
在
を
正
面
か
ら
、
し
か
も

panentheistisch

に
掲
げ
た
ク
ラ
ウ
ゼ
は
、
カ
ン
ト
の
「
隠
さ
れ
た
」
宗
教
哲
学
の
人
倫
論
的
限
界
を
、
つ
ま
り
、
純
粋
理
性
の
自

律
に
も
と
づ
く
道
徳
性
と
い
う
個
人
の
内
面
に
特
化
し
た
形
式
的
な
理
性
原
理
を
、「
生
の
目
的
」
論
（
諸
善
論
）
と
い
う
伝
統
的

な
実
質
的
視
座
に
よ
っ
て
一
気
に
跳
び
越
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
人
間
の
「
有
限
性
」
に
も
と
づ
く
人
間
存
在
の
「
相
互

性
」
の
視
野
の
も
と
で
き
わ
め
て
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
可
能
性
を
獲
得
す
る
。
し
か
し
同
時
に
そ
の
反
面
で
は
、
ク
ラ
ウ
ゼ
は
汎
神
論

的
な
セ
ク
ト
思
想
家
と
し
て
危
険
視
さ
れ
ア
カ
デ
ミ
ア
か
ら
は
無
視
さ
れ
る
と
い
う
大
き
な
犠
牲
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
た

の
で
あ
る
。

三

ク
ラ
ウ
ゼ
と
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン

一

ク
ラ
ウ
ゼ
は
五
十
一
年
余
の
生
涯
を
通
じ
て
、
出
版
物
と
手
稿
と
を
あ
わ
せ
て
膨
大
な
量
の
著
作
を
残
し
た
が
、
主
著
の
一

つ
『
人
類
の
根
源
像

─
一
試
論(14)』
は
、
最
初
の
ド
レ
ス
デ
ン
時
代
（
一
八
〇
五
─
一
三
年
）
に
あ
た
る
著
者
三
十
歳
の
一
八
一
一

年
に
同
地
の
出
版
社
ア
ル
ノ
ル
ト
か
ら
公
刊
さ
れ
た
。
こ
の
初
版
は
、
全
体
で
五
七
二
（552

＋X
X

）
ペ
ー
ジ
の
大
著
だ
が
、
そ
の

扉
の
著
者
名
の
下
に
「
と
く
に
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
会
員
の
た
め
に
」
と
い
う
献
辞
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
一
八
一
九
年
に
廉

価
版
と
し
て
出
た
「
第
二
版
」、
お
よ
び
長
男
カ
ー
ル
の
序
言
を
も
つ
一
八
五
一
年
の
「
第
二
版
」（
事
実
上
の
第
三
版
）
に
は
、
い

ず
れ
も
こ
の
献
辞
は
無
い
。
本
書
の
読
解
に
進
む
前
に
、
本
書
成
立
の
背
景
を
な
し
て
い
る
ク
ラ
ウ
ゼ
と
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
の
関
係

に
つ
い
て
ま
ず
整
理
し
て
お
こ
う
。

『
人
類
の
根
源
像
』
公
刊
の
前
年
、
一
八
一
〇
年
に
、
ク
ラ
ウ
ゼ
は
、『
自
然
法
の
基
礎
』（
一
八
〇
三
年
）
に
つ
づ
く
主
要
著
書

と
し
て
『
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
兄
弟
団
の
三
つ
の
最
古
の
技
芸
史
料
』（
以
下
、『
技
芸
史
料
』
と
略
記
）
を
出
版
し
て
い
る
（
初
版
は

X
V
I

＋LX
V
III

＋596

＋19

、
計
六
九
九
ペ
ー
ジ(15)）。
そ
の
本
文
の
前
に
ク
ラ
ウ
ゼ
が
六
十
八
ペ
ー
ジ
に
わ
た
っ
て
掲
げ
た
一
八
一
〇

年
五
月
六
日
付
の
「
予
備
報
告
」
に
よ
れ
ば
、「
人
類
同
盟
の
理
念
を
私
が
そ
の
本
質
に
従
っ
て
も
う
認
識
し
て
い
た
の
は
、
私
が

フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
兄
弟
団
に
加
入
す
る
よ
り
ま
だ
前
の
こ
と
だ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
私
は
一
八
〇
二
─
〇
四
年
に
イ
ェ
ー
ナ
大
学
で

自
然
法
の
私
講
師
と
し
て
、
結
社
法G

esellschaftrecht
に
関
連
し
て
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
諸
結
社
の
根
本
理
念
を
探
し
出
し
正
確
に

規
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
、
一
な
る
社
交
的
全
体Ein

geselliges
G
anzes

と
し
て
の
人
類
の
理
念
を
予
感
し
、
全
員

一
致
の
ま
っ
た
き
人
類
的
生das

ganze,ungetheilte
M
enschheitleben

の
た
め
の
結
社
と
い
う
理
念
に
到
達
し
た
。
そ
こ
か
ら
学

問
の
た
め
の
、
ま
た
芸
術
の
た
め
の
普
遍
的
諸
団
体
と
い
う
理
念
を
私
は
当
時
は
っ
き
り
と
認
識
し
て
い
た
が
、
そ
れ
ら
は
た
だ

個
々
の
下
位
の
諸
部
分
と
し
て
思
い
浮
か
べ
ら
れ
て
い
た(16)。」
こ
の
記
述
は
、
ク
ラ
ウ
ゼ
の
思
想
形
成
の
初
期
段
階
の
描
写
と
し
て

重
要
で
あ
る
。
一
七
九
七
年
秋
か
ら
イ
ェ
ー
ナ
大
学
の
学
生
と
し
て
哲
学
と
数
学
に
集
中
し
、
一
八
〇
一
年
十
月
に
哲
学
博
士
、
翌
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年
四
月
に
教
授
資
格
を
取
得
し
た
ク
ラ
ウ
ゼ
は
、
私
講
師
生
活
に
入
る
が
、
こ
の
と
き
す
で
に
学
問
（
哲
学
）
を
人
間
の
社
会
関
係

の
改
善
の
た
め
に
役
立
て
る
こ
と
を
決
意
し
て
お
り
、
家
族
か
ら
国
家
を
経
て
人
類
に
至
る
諸
結
社
へ
の
関
心
を
育
ん
で
い
た(17)。
右

の
記
述
か
ら
、
ク
ラ
ウ
ゼ
は
自
然
法
論
に
お
け
る
結
社
法
へ
の
関
心
か
ら
人
類
の
理
念
と
人
類
的
生
の
た
め
の
結
社
（
の
ち
の
「
人

類
同
盟
」）
の
理
念
に
想
到
し
、
そ
う
し
た
動
機
を
も
っ
て
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
に
接
近
し
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

エ
ン
リ
ケ
・
ウ
レ
ー
ニ
ャ
が
ド
レ
ス
デ
ン
の
ザ
ク
セ
ン
州
立
図
書
館
所
蔵
の
未
公
刊
の
ク
ラ
ウ
ゼ
手
稿
も
駆
使
し
て
詳
細
に
明
ら

か
に
し
た
よ
う
に(18)、
イ
ェ
ー
ナ
大
学
の
私
講
師
生
活
に
ゆ
き
づ
ま
り
ド
レ
ス
デ
ン
へ
転
居
し
た
ク
ラ
ウ
ゼ
は
、「
人
類
的
生
」
の
た

め
の
「
人
類
同
盟
」
の
理
念
の
実
現
を
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
に
期
待
し(19)、
一
八
〇
五
年
四
月
に
ま
ず
郷
里
ア
ル
テ
ン
ブ
ル
ク
の
ロ
ッ
ジ

に
、
十
月
に
は
ド
レ
ス
デ
ン
の
ロ
ッ
ジ
に
入
会
し
た
。
そ
し
て
と
く
に
一
八
〇
八
年
以
降
、
こ
の
「
兄
弟
団B

rüderschaft

」
の
歴

史
と
使
命
に
か
ん
す
る
研
究
を
深
め
、
秘
密
結
社
的
慣
行
の
も
と
で
閉
鎖
的
な
こ
の
団
体
の
抜
本
改
革
（
開
放
化
）
を
求
め
て
活
発

に
講
演
と
そ
の
印
刷
と
を
お
こ
な
っ
た(20)。
そ
の
原
動
力
は
、「
兄
弟
団
は
、
私
に
よ
っ
て
本
質
的
な
も
の
と
認
識
さ
れ
た
人
類
同
盟

の
、
い
ま
も
な
お
実
り
豊
か
な
萌
芽
で
あ
る
と
い
う
確
信
、
そ
し
て
兄
弟
団
は
、
い
ま
、
人
類
同
盟
の
高
い
精
神
で
復
興
に
向
け
て

日
々
成
長
し
て
い
る
と
い
う
期
待(21)」
で
あ
っ
た
。
兄
弟
団
の
歴
史
（
史
料
）
と
使
命
に
か
ん
す
る
研
究
の
意
図
も
、
こ
の
よ
う
な
ク

ラ
ウ
ゼ
独
自
の
「
人
類
的
生
お
よ
び
人
類
同
盟
の
理
念
に
従
っ
て(22)」
な
さ
れ
た
か
ら
、「
人
類
同
盟
は
、
一
般
論
と
し
て
だ
け
で
な

く
、
い
ま
も
、
開、

か、

れ、

た、of[fe]n

も
の
か
秘
密
の
も
の
か
、
ど
ち
ら
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
問
題
が
、
ど
う
し
て
も
私

の
関
心
事
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
」
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
結
論
は
、
人
類
同
盟
は
、「
と
く
に
現
在
そ
れ
が
生
ま
れ
る
ば

あ
い
に
は
、
徹
底
的
か
つ
完
全
に
開
放
的
か
つ
普
遍
的
に
、
男
性
、
女
性
お
よ
び
子
ど
も
を
包
括
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い(23)」、

と
。こ

う
し
て
人
類
同
盟
の
「
萌
芽
」
を
兄
弟
団
に
見
出
し
て
い
る
ク
ラ
ウ
ゼ
に
と
っ
て
、
守
旧
的
・
閉
鎖
的
な
兄
弟
団
の
現
状
へ
の

批
判
は
避
け
ら
れ
な
い
も
の
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ク
ラ
ウ
ゼ
に
と
っ
て
は
そ
も
そ
も
「
た
ん
な
る
知
識
、
少
な
く
と
も
た、

ん、

に、

歴

史
的
な
知
識
が
問
題
な
の
で
は
な
く
、
こ、

こ、

で、

は、

た
だ
唯
一
、
正、

し、

い、

行、

動、

の、

た、

め、

の、

正、

し、

い、

知、

識、

だ
け
が
問
題
」
だ
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
ク
ラ
ウ
ゼ
の
舌
鋒
は
鋭
い
。「
不
当
に
も
、
多
く
の
兄
弟
た
ち
、
ロ
ッ
ジ
、
そ
し
て
ロ
ッ
ジ
同
盟
が
兄
弟
団
の

歴
史
を
秘
密
と
し
て
取
り
扱
っ
て
い
る
。
別
の
党
派
は
、
同
じ
く
ら
い
不
当
に
も
、
そ
れ
を
価
値
の
な
い
も
の
、
無
用
の
も
の
と
み

な
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
兄
弟
団
の
歴
史
は
、
何
の
歴
史
で
も
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
開
か
れ
た
自
由
社
交
的
な
研
究
に
よ
っ
て
の

み
、
兄
弟
団
の
技
芸
史
料
や
そ
の
他
の
書
類
の
自
由
な
利
用
に
よ
っ
て
の
み
、

─
そ
し
て
本
来
、
時
代
精
神
が
求
め
て
い
る
よ
う

に
、
石
工
同
盟M

aurerbund

が
開
か
れ
た
同
盟
へ
と
拡
張
さ
れ
た
と
き
に
初
め
て
、
喜
ば
し
く
繁
栄
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る(24)。」
ク
ラ
ウ
ゼ
は
、
兄
弟
団
の
同
盟
目
的
、
体
制
お
よ
び
典
礼
の
「
歴
史
的
基
礎
を
兄
弟
た
ち
に
示
す
」
こ
と
に
よ
っ
て
、「
フ
リ

ー
メ
イ
ソ
ン
に
お
け
る
古
い
慣
習
・
し
き
た
り
・
形
式
の
迷
信
と
奴、

隷、

的、

崇
拝
の
国
が
破
壊
さ
れ
、
わ
れ
わ
れ
の
同
盟
の
根
本
的
な

創
造
が
」
な
さ
れ
る
こ
と
を
「
期
待
し
て
い
る
」
と
、
本
論
に
先
立
っ
て
こ
こ
で
宣
言
す
る
の
で
あ
る(25)。「
兄
弟
団
は
、
い
ま
や
体

制
と
典
礼
に
お
け
る
い
っ
さ
い
の
ツ
ン
フ
ト
的
な
も
の
と
た
ん
な
る
国
民
的
な
も
の
か
ら
解
放
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。」「
い
ま
高
く

伻
っ
た
人
類
の
精
神
で
の
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
兄
弟
団
の
改
造U

m
bildung

と
創
造N

euschöpfung

は
、
即
自
的
か
つ
歴
史
的
に
正

当
な
も
の
で
あ
り
、
人
倫
的
に
要
求
さ
れ
、
か
つ
不
可
避
の
も
の
で
あ
る(26)。」

こ
う
し
て
ク
ラ
ウ
ゼ
の
改
革
意
図
は
、
組
織
内
の
位
階
制
の
全
廃
、
典
礼
や
教
義
の
刷
新
、
新
時
代
に
即
し
た
体
制
全
体
の
新
生

と
い
う
根
源
的
な
も
の
で
あ
り
、
ア
ル
テ
ン
ブ
ル
ク
の
ロ
ッ
ジ
の
指
導
者
で
父
の
友
人
で
も
あ
っ
た
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー(Johann

A
ugust

Schneider,1755-1816)

に
宛
て
た
一
八
〇
九
年
四
月
の
手
紙
で
は
、
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
の
名
称
を
「
人
間
性
の
技
法
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年
四
月
に
教
授
資
格
を
取
得
し
た
ク
ラ
ウ
ゼ
は
、
私
講
師
生
活
に
入
る
が
、
こ
の
と
き
す
で
に
学
問
（
哲
学
）
を
人
間
の
社
会
関
係

の
改
善
の
た
め
に
役
立
て
る
こ
と
を
決
意
し
て
お
り
、
家
族
か
ら
国
家
を
経
て
人
類
に
至
る
諸
結
社
へ
の
関
心
を
育
ん
で
い
た(17)。
右

の
記
述
か
ら
、
ク
ラ
ウ
ゼ
は
自
然
法
論
に
お
け
る
結
社
法
へ
の
関
心
か
ら
人
類
の
理
念
と
人
類
的
生
の
た
め
の
結
社
（
の
ち
の
「
人

類
同
盟
」）
の
理
念
に
想
到
し
、
そ
う
し
た
動
機
を
も
っ
て
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
に
接
近
し
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

エ
ン
リ
ケ
・
ウ
レ
ー
ニ
ャ
が
ド
レ
ス
デ
ン
の
ザ
ク
セ
ン
州
立
図
書
館
所
蔵
の
未
公
刊
の
ク
ラ
ウ
ゼ
手
稿
も
駆
使
し
て
詳
細
に
明
ら

か
に
し
た
よ
う
に(18)、
イ
ェ
ー
ナ
大
学
の
私
講
師
生
活
に
ゆ
き
づ
ま
り
ド
レ
ス
デ
ン
へ
転
居
し
た
ク
ラ
ウ
ゼ
は
、「
人
類
的
生
」
の
た

め
の
「
人
類
同
盟
」
の
理
念
の
実
現
を
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
に
期
待
し(19)、
一
八
〇
五
年
四
月
に
ま
ず
郷
里
ア
ル
テ
ン
ブ
ル
ク
の
ロ
ッ
ジ

に
、
十
月
に
は
ド
レ
ス
デ
ン
の
ロ
ッ
ジ
に
入
会
し
た
。
そ
し
て
と
く
に
一
八
〇
八
年
以
降
、
こ
の
「
兄
弟
団B

rüderschaft

」
の
歴

史
と
使
命
に
か
ん
す
る
研
究
を
深
め
、
秘
密
結
社
的
慣
行
の
も
と
で
閉
鎖
的
な
こ
の
団
体
の
抜
本
改
革
（
開
放
化
）
を
求
め
て
活
発

に
講
演
と
そ
の
印
刷
と
を
お
こ
な
っ
た(20)。
そ
の
原
動
力
は
、「
兄
弟
団
は
、
私
に
よ
っ
て
本
質
的
な
も
の
と
認
識
さ
れ
た
人
類
同
盟

の
、
い
ま
も
な
お
実
り
豊
か
な
萌
芽
で
あ
る
と
い
う
確
信
、
そ
し
て
兄
弟
団
は
、
い
ま
、
人
類
同
盟
の
高
い
精
神
で
復
興
に
向
け
て

日
々
成
長
し
て
い
る
と
い
う
期
待(21)」
で
あ
っ
た
。
兄
弟
団
の
歴
史
（
史
料
）
と
使
命
に
か
ん
す
る
研
究
の
意
図
も
、
こ
の
よ
う
な
ク

ラ
ウ
ゼ
独
自
の
「
人
類
的
生
お
よ
び
人
類
同
盟
の
理
念
に
従
っ
て(22)」
な
さ
れ
た
か
ら
、「
人
類
同
盟
は
、
一
般
論
と
し
て
だ
け
で
な

く
、
い
ま
も
、
開、

か、

れ、

た、of[fe]n

も
の
か
秘
密
の
も
の
か
、
ど
ち
ら
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
問
題
が
、
ど
う
し
て
も
私

の
関
心
事
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
」
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
結
論
は
、
人
類
同
盟
は
、「
と
く
に
現
在
そ
れ
が
生
ま
れ
る
ば

あ
い
に
は
、
徹
底
的
か
つ
完
全
に
開
放
的
か
つ
普
遍
的
に
、
男
性
、
女
性
お
よ
び
子
ど
も
を
包
括
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い(23)」、

と
。こ

う
し
て
人
類
同
盟
の
「
萌
芽
」
を
兄
弟
団
に
見
出
し
て
い
る
ク
ラ
ウ
ゼ
に
と
っ
て
、
守
旧
的
・
閉
鎖
的
な
兄
弟
団
の
現
状
へ
の

批
判
は
避
け
ら
れ
な
い
も
の
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ク
ラ
ウ
ゼ
に
と
っ
て
は
そ
も
そ
も
「
た
ん
な
る
知
識
、
少
な
く
と
も
た、

ん、

に、

歴

史
的
な
知
識
が
問
題
な
の
で
は
な
く
、
こ、

こ、

で、

は、

た
だ
唯
一
、
正、

し、

い、

行、

動、

の、

た、

め、

の、

正、

し、

い、

知、

識、

だ
け
が
問
題
」
だ
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
ク
ラ
ウ
ゼ
の
舌
鋒
は
鋭
い
。「
不
当
に
も
、
多
く
の
兄
弟
た
ち
、
ロ
ッ
ジ
、
そ
し
て
ロ
ッ
ジ
同
盟
が
兄
弟
団
の

歴
史
を
秘
密
と
し
て
取
り
扱
っ
て
い
る
。
別
の
党
派
は
、
同
じ
く
ら
い
不
当
に
も
、
そ
れ
を
価
値
の
な
い
も
の
、
無
用
の
も
の
と
み

な
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
兄
弟
団
の
歴
史
は
、
何
の
歴
史
で
も
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
開
か
れ
た
自
由
社
交
的
な
研
究
に
よ
っ
て
の

み
、
兄
弟
団
の
技
芸
史
料
や
そ
の
他
の
書
類
の
自
由
な
利
用
に
よ
っ
て
の
み
、

─
そ
し
て
本
来
、
時
代
精
神
が
求
め
て
い
る
よ
う

に
、
石
工
同
盟M

aurerbund
が
開
か
れ
た
同
盟
へ
と
拡
張
さ
れ
た
と
き
に
初
め
て
、
喜
ば
し
く
繁
栄
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る(24)。」
ク
ラ
ウ
ゼ
は
、
兄
弟
団
の
同
盟
目
的
、
体
制
お
よ
び
典
礼
の
「
歴
史
的
基
礎
を
兄
弟
た
ち
に
示
す
」
こ
と
に
よ
っ
て
、「
フ
リ

ー
メ
イ
ソ
ン
に
お
け
る
古
い
慣
習
・
し
き
た
り
・
形
式
の
迷
信
と
奴、

隷、

的、

崇
拝
の
国
が
破
壊
さ
れ
、
わ
れ
わ
れ
の
同
盟
の
根
本
的
な

創
造
が
」
な
さ
れ
る
こ
と
を
「
期
待
し
て
い
る
」
と
、
本
論
に
先
立
っ
て
こ
こ
で
宣
言
す
る
の
で
あ
る(25)。「
兄
弟
団
は
、
い
ま
や
体

制
と
典
礼
に
お
け
る
い
っ
さ
い
の
ツ
ン
フ
ト
的
な
も
の
と
た
ん
な
る
国
民
的
な
も
の
か
ら
解
放
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。」「
い
ま
高
く

伻
っ
た
人
類
の
精
神
で
の
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
兄
弟
団
の
改
造U

m
bildung

と
創
造N

euschöpfung

は
、
即
自
的
か
つ
歴
史
的
に
正

当
な
も
の
で
あ
り
、
人
倫
的
に
要
求
さ
れ
、
か
つ
不
可
避
の
も
の
で
あ
る(26)。」

こ
う
し
て
ク
ラ
ウ
ゼ
の
改
革
意
図
は
、
組
織
内
の
位
階
制
の
全
廃
、
典
礼
や
教
義
の
刷
新
、
新
時
代
に
即
し
た
体
制
全
体
の
新
生

と
い
う
根
源
的
な
も
の
で
あ
り
、
ア
ル
テ
ン
ブ
ル
ク
の
ロ
ッ
ジ
の
指
導
者
で
父
の
友
人
で
も
あ
っ
た
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー(Johann

A
ugust

Schneider,1755-1816)

に
宛
て
た
一
八
〇
九
年
四
月
の
手
紙
で
は
、
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
の
名
称
を
「
人
間
性
の
技
法
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」
ま
た
は
「
人
類
精
神
の
生Leben

im
G
eiste

derM
enschheit

」
に
変
え
た
い
と
ま
で
記
し
て
い
た(27)。
ウ
レ

ー
ニ
ャ
の
言
葉
に
従
え
ば
、「
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
会
員
か、

つ、

哲
学
者
と
し
て
、
ク
ラ
ウ
ゼ
は
啓
蒙
の
中
心
諸
理
念
を
、
ま
だ
時
代
遅

れ
の
ま
ま
の
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
兄
弟
団
に
注
入
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
も
実
践
的
な
意
図
を
も
っ
て
い
た(28)」
の
で
あ
る
。

二

こ
の
よ
う
な
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
兄
弟
団
の
改
造
意
欲
に
満
ち
た
「
予
備
報
告
」
も
収
載
し
て
、『
技
芸
史
料
』
が
一
八
一
〇

年
の
初
夏
に
公
刊
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
前
年
秋
に
同
志
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
モ
ス
ド
ル
フ(Friedrich

M
ossdorf,1757-1843)

が

公
表
し
た
『
技
芸
史
料
』
の
出
版
「
予
告
」
が
、
守
旧
派
に
本
書
の
出
版
に
よ
る
こ
の
団
体
の
秘
密
の
漏
洩
へ
の
危
惧
を
抱
か
せ
、

年
末
か
ら
翌
年
初
頭
に
か
け
て
、
こ
の
出
版
の
是
非
を
め
ぐ
る
紛
争
が
発
生
し
、
ベ
ル
リ
ン
や
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
大
ロ
ッ
ジ
を
も
巻
き

込
む
ほ
ど
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
出
版
後
の
同
一
〇
年
十
二
月
に
、
ク
ラ
ウ
ゼ
は
モ
ス
ド
ル
フ
と
と
も
に
ド
レ
ス
デ
ン
の
ロ
ッ
ジ

か
ら
除
名
さ
れ
る
に
至
る
が
、
翌
年
弁
明
書
を
公
刊
し
た
モ
ス
ド
ル
フ
と
は
異
な
り
、
ク
ラ
ウ
ゼ
は
沈
黙
を
守
っ
た
。
そ
の
心
情

を
、
か
れ
は
郷
里
の
父
宛
の
手
紙
（
一
八
一
一
年
二
月
六
日
付
）
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。「
苦
情
も
弁
護
も
理
由
も
な
い
」

状
態
で
の
一
方
的
な
除
名
と
い
う
「
無
効
の
振
る
舞
い
に
対
し
て
、
私
は
ま
っ
た
く
何
も
応
答
し
な
か
っ
た
し
、
何
も
応
答
す
る
つ

も
り
も
あ
り
ま
せ
ん
。
私
の
事
件
の
原
因
は
も
っ
と
深
い
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
す
。〔
…
…
〕〔
私
は
〕
神
を
信
頼
し
て
平
静
に
働

き
、
善
い
正
し
い
事
柄
を
前
へ
進
め
ま
す
。
も
し
成
果
を
授
か
る
定
め
に
あ
る
の
な
ら
、
そ
れ
は
そ
の
よ
う
に
で
し
か
達
せ
ら
れ
な

い
の
だ
と
信
じ
て
い
ま
す
か
ら(29)。」

こ
の
告
白
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
ク
ラ
ウ
ゼ
は
除
名
さ
れ
た
の
ち
も
、「
人
類
的
生
」
の
実
現
と
い
う
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
が
果
た

す
べ
き
開
か
れ
た
使
命
に
対
す
る
情
熱
を
失
わ
ず
、
そ
れ
を
、
当
初
想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
一
八
一
三
年
の
『
技
芸
史
料
』
第
二

巻
の
出
版
に
結
実
さ
せ
、
さ
ら
に
そ
の
新
訂
増
補
第
二
版
の
出
版
（
一
八
一
九
─
二
一
年
）
に
ま
で
発
展
さ
せ
た
。
初
版
に
ク
ラ
ウ

ゼ
が
掲
げ
た
「
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
の
す
べ
て
の
兄
弟
た
ち
に
著
者
よ
り
愛
情
を
こ
め
て
捧
げ
ら
れ
る
」
と
い
う
献
辞
は
、
第
二
版
で

も
同
様
に
維
持
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
結
局
、
か
れ
の
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
根
底
に
は
独
自
の
構
想
と
し
て

の
「
人
類
同
盟
」
へ
の
確
信
が
一
貫
し
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
の
ち
に
触
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
確
信
は
、
そ
れ
が
自
分

の
学
問
体
系
全
体
の
根
底
を
な
す
も
の
だ
と
い
う
自
覚
を
伴
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ク
ラ
ウ
ゼ
が
「
人
類
同
盟
」
へ
の
信
条
を
最
初

に
定
式
化
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
、「
人
類
の
格
言M

enschheitspruch

」
の
第
一
稿
と
呼
ば
れ
て
い
る
手
稿
が
書
か
れ
た
の
は
、

一
八
〇
八
年
で
あ
り(30)、
そ
れ
は
そ
の
ご
第
二
稿
（
一
八
一
一
年
）、
第
三
稿
（
一
八
三
一
年
）
へ
と
書
き
改
め
ら
れ
て
い
る(31)。

と
こ
ろ
で
『
人
類
の
根
源
像
』
の
初
版
が
出
版
さ
れ
た
の
は
一
八
一
一
年
の
八
月
末
ま
た
は
九
月
初
め
で
あ
っ
た
が(32)、
ク
ラ
ウ
ゼ

自
身
が
そ
の
巻
末
のV

erdeutschung

（
使
用
し
た
外
来
語
や
難
解
語
の
解
説
）
の
冒
頭
部
で
、
本
書
の
「
最
初
の
十
一
ボ
ー
ゲ
ン

は
一
八
〇
八
年
の
春
と
夏
に
印
刷
さ
れ
た
」
が
、「
本
書
の
後
半
部
は
こ
の
一
両
年
に
印
刷
さ
れ
た
ば
か
り
で
あ
る(33)」
と
記
し
て
い

る
か
ら
、
本
書
は
『
技
芸
史
料
』
の
出
版
に
相
前
後
し
て
書
か
れ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
二
つ
の
大
著
の
関
係
を
示
す
も
の
と
し

て
、
た
と
え
ば
ク
ラ
ウ
ゼ
が
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
の
一
友
人
に
宛
て
た
一
八
一
〇
年
四
月
二
十
六
日
付
の
手
紙
の
一
部
を
引
用
し
て
お

こ
う
。

「
私
の
著
書
〔『
技
芸
史
料
』〕
は
、
あ
れ
で
さ
え
、
実
現
す
る
こ
と
が
私
に
課
せ
ら
れ
た
義
務
だ
と
感
じ
て
い
る
改
革

R
eform

ation

、
あ
る
い
は
本
来
的
に
は
、
創
造N

euschöpfung

の
た
め
の
、
著
述
に
よ
る
準
備
の
な
か
の
一
つ
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。

も
っ
と
重
要
な
著
作
が
ま
だ
二
つ
あ
り
、
そ
れ
ら
は
地
上
の
人
類
そ
の
も
の
の
最
高
の
事
柄
に
直
接
か
か
わ
り
、
た
ん
に
兄
弟
団
の

人
々
だ
け
で
な
く
、
参
加
で
き
る
人
、
参
加
し
よ
う
と
思
っ
て
い
る
人
す
べ
て
に
捧
げ
ら
れ
る
も
の
で
、
ど
ち
ら
も
完
成
に
近
づ
い

て
い
ま
す
。
一
方
の
題
名
は
、
人
間
同
盟M

enschenbund

と
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
兄
弟
団
、
他
方
の
、
す
で
に
大
部
分
が
印
刷
済
み
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」
ま
た
は
「
人
類
精
神
の
生Leben

im
G
eiste

derM
enschheit

」
に
変
え
た
い
と
ま
で
記
し
て
い
た(27)。
ウ
レ

ー
ニ
ャ
の
言
葉
に
従
え
ば
、「
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
会
員
か、

つ、

哲
学
者
と
し
て
、
ク
ラ
ウ
ゼ
は
啓
蒙
の
中
心
諸
理
念
を
、
ま
だ
時
代
遅

れ
の
ま
ま
の
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
兄
弟
団
に
注
入
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
も
実
践
的
な
意
図
を
も
っ
て
い
た(28)」
の
で
あ
る
。

二

こ
の
よ
う
な
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
兄
弟
団
の
改
造
意
欲
に
満
ち
た
「
予
備
報
告
」
も
収
載
し
て
、『
技
芸
史
料
』
が
一
八
一
〇

年
の
初
夏
に
公
刊
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
前
年
秋
に
同
志
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
モ
ス
ド
ル
フ(Friedrich

M
ossdorf,1757-1843)

が

公
表
し
た
『
技
芸
史
料
』
の
出
版
「
予
告
」
が
、
守
旧
派
に
本
書
の
出
版
に
よ
る
こ
の
団
体
の
秘
密
の
漏
洩
へ
の
危
惧
を
抱
か
せ
、

年
末
か
ら
翌
年
初
頭
に
か
け
て
、
こ
の
出
版
の
是
非
を
め
ぐ
る
紛
争
が
発
生
し
、
ベ
ル
リ
ン
や
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
大
ロ
ッ
ジ
を
も
巻
き

込
む
ほ
ど
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
出
版
後
の
同
一
〇
年
十
二
月
に
、
ク
ラ
ウ
ゼ
は
モ
ス
ド
ル
フ
と
と
も
に
ド
レ
ス
デ
ン
の
ロ
ッ
ジ

か
ら
除
名
さ
れ
る
に
至
る
が
、
翌
年
弁
明
書
を
公
刊
し
た
モ
ス
ド
ル
フ
と
は
異
な
り
、
ク
ラ
ウ
ゼ
は
沈
黙
を
守
っ
た
。
そ
の
心
情

を
、
か
れ
は
郷
里
の
父
宛
の
手
紙
（
一
八
一
一
年
二
月
六
日
付
）
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。「
苦
情
も
弁
護
も
理
由
も
な
い
」

状
態
で
の
一
方
的
な
除
名
と
い
う
「
無
効
の
振
る
舞
い
に
対
し
て
、
私
は
ま
っ
た
く
何
も
応
答
し
な
か
っ
た
し
、
何
も
応
答
す
る
つ

も
り
も
あ
り
ま
せ
ん
。
私
の
事
件
の
原
因
は
も
っ
と
深
い
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
す
。〔
…
…
〕〔
私
は
〕
神
を
信
頼
し
て
平
静
に
働

き
、
善
い
正
し
い
事
柄
を
前
へ
進
め
ま
す
。
も
し
成
果
を
授
か
る
定
め
に
あ
る
の
な
ら
、
そ
れ
は
そ
の
よ
う
に
で
し
か
達
せ
ら
れ
な

い
の
だ
と
信
じ
て
い
ま
す
か
ら(29)。」

こ
の
告
白
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
ク
ラ
ウ
ゼ
は
除
名
さ
れ
た
の
ち
も
、「
人
類
的
生
」
の
実
現
と
い
う
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
が
果
た

す
べ
き
開
か
れ
た
使
命
に
対
す
る
情
熱
を
失
わ
ず
、
そ
れ
を
、
当
初
想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
一
八
一
三
年
の
『
技
芸
史
料
』
第
二

巻
の
出
版
に
結
実
さ
せ
、
さ
ら
に
そ
の
新
訂
増
補
第
二
版
の
出
版
（
一
八
一
九
─
二
一
年
）
に
ま
で
発
展
さ
せ
た
。
初
版
に
ク
ラ
ウ

ゼ
が
掲
げ
た
「
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
の
す
べ
て
の
兄
弟
た
ち
に
著
者
よ
り
愛
情
を
こ
め
て
捧
げ
ら
れ
る
」
と
い
う
献
辞
は
、
第
二
版
で

も
同
様
に
維
持
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
結
局
、
か
れ
の
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
根
底
に
は
独
自
の
構
想
と
し
て

の
「
人
類
同
盟
」
へ
の
確
信
が
一
貫
し
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
の
ち
に
触
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
確
信
は
、
そ
れ
が
自
分

の
学
問
体
系
全
体
の
根
底
を
な
す
も
の
だ
と
い
う
自
覚
を
伴
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ク
ラ
ウ
ゼ
が
「
人
類
同
盟
」
へ
の
信
条
を
最
初

に
定
式
化
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
、「
人
類
の
格
言M

enschheitspruch

」
の
第
一
稿
と
呼
ば
れ
て
い
る
手
稿
が
書
か
れ
た
の
は
、

一
八
〇
八
年
で
あ
り(30)、
そ
れ
は
そ
の
ご
第
二
稿
（
一
八
一
一
年
）、
第
三
稿
（
一
八
三
一
年
）
へ
と
書
き
改
め
ら
れ
て
い
る(31)。

と
こ
ろ
で
『
人
類
の
根
源
像
』
の
初
版
が
出
版
さ
れ
た
の
は
一
八
一
一
年
の
八
月
末
ま
た
は
九
月
初
め
で
あ
っ
た
が(32)、
ク
ラ
ウ
ゼ

自
身
が
そ
の
巻
末
のV

erdeutschung

（
使
用
し
た
外
来
語
や
難
解
語
の
解
説
）
の
冒
頭
部
で
、
本
書
の
「
最
初
の
十
一
ボ
ー
ゲ
ン

は
一
八
〇
八
年
の
春
と
夏
に
印
刷
さ
れ
た
」
が
、「
本
書
の
後
半
部
は
こ
の
一
両
年
に
印
刷
さ
れ
た
ば
か
り
で
あ
る(33)」
と
記
し
て
い

る
か
ら
、
本
書
は
『
技
芸
史
料
』
の
出
版
に
相
前
後
し
て
書
か
れ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
二
つ
の
大
著
の
関
係
を
示
す
も
の
と
し

て
、
た
と
え
ば
ク
ラ
ウ
ゼ
が
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
の
一
友
人
に
宛
て
た
一
八
一
〇
年
四
月
二
十
六
日
付
の
手
紙
の
一
部
を
引
用
し
て
お

こ
う
。

「
私
の
著
書
〔『
技
芸
史
料
』〕
は
、
あ
れ
で
さ
え
、
実
現
す
る
こ
と
が
私
に
課
せ
ら
れ
た
義
務
だ
と
感
じ
て
い
る
改
革

R
eform

ation

、
あ
る
い
は
本
来
的
に
は
、
創
造N

euschöpfung
の
た
め
の
、
著
述
に
よ
る
準
備
の
な
か
の
一
つ
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。

も
っ
と
重
要
な
著
作
が
ま
だ
二
つ
あ
り
、
そ
れ
ら
は
地
上
の
人
類
そ
の
も
の
の
最
高
の
事
柄
に
直
接
か
か
わ
り
、
た
ん
に
兄
弟
団
の

人
々
だ
け
で
な
く
、
参
加
で
き
る
人
、
参
加
し
よ
う
と
思
っ
て
い
る
人
す
べ
て
に
捧
げ
ら
れ
る
も
の
で
、
ど
ち
ら
も
完
成
に
近
づ
い

て
い
ま
す
。
一
方
の
題
名
は
、
人
間
同
盟M

enschenbund

と
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
兄
弟
団
、
他
方
の
、
す
で
に
大
部
分
が
印
刷
済
み
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の
も
の
は
、
地
上
の
一
な
る
社
交
的
全
体Ein

geselliges
G
anzes

と
し
て
の
人
類
の
理
念
、
と
い
う
題
で
す(34)。」

─
つ
ま
り
ク
ラ

ウ
ゼ
に
と
っ
て
は
、『
技
芸
史
料
』
は
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
の
「
改
革
」
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
「
創
造
」
の
た
め
の
準
備
の
一
環
で
あ

り
、「
も
っ
と
重
要
な
著
作
」
の
一
つ
と
し
て
こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
た
「
地
上
の
一
な
る
社
交
的
全
体
と
し
て
の
人
類
の
理
念
」
と
題

さ
れ
る
も
の
が
、
後
述
の
内
容
か
ら
推
し
て
も
、
翌
年
『
人
類
の
根
源
像
』
と
し
て
出
版
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る(35)。

し
か
も
前
記
の
「
予
備
報
告
」
に
よ
れ
ば
、
ク
ラ
ウ
ゼ
は
一
八
〇
八
年
の
春
に
ド
レ
ス
デ
ン
の
ロ
ッ
ジ
で
そ
の
年
の
「
講
演
者

R
edner

」
に
選
ば
れ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
へ
の
か
か
わ
り
を
深
め
、「
い
ま
な
お
そ
こ
で
一
般
に
説
か
れ
て
い

る
秘
密
保
持G

eheim
halten

と
い
う
点
で
」
兄
弟
団
は
、「
人
類
同
盟
の
本
質
的
形
式
」
と
し
て
の
「
無
条
件
の
公
開
性
」
と
い
う

理
念
と
「
実
際
上
矛
盾
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
」
た
め
に
、
秘
密
保
持
導
入
の
起
源
、
意
図
、
範
囲
な
ど
に
か
ん
す
る
歴
史
研

究
に
取
り
組
ま
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
の
だ
と
い
う(36)。
し
た
が
っ
て
、
ク
ラ
ウ
ゼ
は
ま
ず
一
八
〇
八
年
の
初
夏
に
、
の
ち
の
『
人
類

の
根
源
像
』
の
「
最
初
の
十
一
ボ
ー
ゲ
ン
」
を
印
刷
し
た
が
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
に
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
の
新
生
の
た
め
に
そ
の
歴
史

研
究
に
入
り
、
そ
の
成
果
を
二
年
後
に
『
技
芸
史
料
』
と
し
て
出
版
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
に
相
前
後
し
て
、『
技
芸
史
料
』
の
執
筆

を
貫
く
「
本
来
的
な
」
根
本
理
念
を
別
途
展
開
し
た
も
の
が
翌
年
に
『
人
類
の
根
源
像
』
に
結
実
し
た
の
で
あ
っ
た
。

三

こ
の
よ
う
な
ク
ラ
ウ
ゼ
に
お
け
る
「
人
類
の
理
念
」
の
深
ま
り
を
う
な
が
し
た
大
き
な
歴
史
的
事
実
と
し
て
、
ク
ラ
ウ
ゼ
の

ナ
ポ
レ
オ
ン
体
験
、
つ
ま
り
、
当
初
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
よ
る
「
世
界
国
家
」
へ
の
期
待
と
そ
の
減
退
あ
る
い
は
幻
滅
が
あ
っ
た
こ
と

に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
一
八
〇
六
年
十
月
、
イ
ェ
ー
ナ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
が
馬
上
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
を
見
て
「
世
界
霊W

eltseele

」

と
感
嘆
し
た
よ
う
に
、
翌
〇
七
年
の
夏
、
ド
レ
ス
デ
ン
で
ク
ラ
ウ
ゼ
も
「
最
も
偉
大
な
英
雄
」
の
姿
を
間
近
に
見
て
深
く
感
動
し(37)、

か
れ
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
「
世
界
国
家W

eltstaat

」
を
人
類
史
の
画
期
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
ク
ラ

ウ
ゼ
の
世
界
史
的
認
識
は
、
上
述
の
『
技
芸
史
料
』
に
お
け
る
「
予
備
報
告
」
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
そ
の
冒

頭
で
、
こ
う
述
べ
る
。「
わ
れ
わ
れ
は
再
生
の
時
代
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
新
生
の
時
代
に
生
き
て
い
る
。
人
類
は
新
た
な
生
に
目
覚

め
て
い
る
。
一
つ
の
よ
り
高
次
の
諸
国
家
団
体
が
現
実
の
も
の
に
な
り
始
め
て
お
り
、
ま
ず
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
諸
民
族
を
一
な
る
全
体

へ
と
包
括
し
始
め
て
い
る(38)。」
さ
ら
に
、「
私
は
、
地
上
の
人
類
の
第
三
期
の
始
ま
り
に
形
成
さ
れ
る
べ
き
」
同
盟
、
人
類
同
盟
と
そ

の
「
理
念Idee

」
す
な
わ
ち
「
根
源
像U

rbild

」
を
「
認
識
し
た(39)。」「
ヨ、

ー、

ロ、

ッ、

パ、

の、

高、

潔、

な、

諸、

民、

族、

は、

、
人、

類、

と、

そ、

の、

同、

盟、

と、

の、

理、

念、

を、

は、

っ、

き、

り、

と、

自、

覚、

し、

て、

、
そ、

れ、

に、

向、

か、

っ、

て、

整、

然、

と、

互、

い、

に、

交、

わ、

っ、

て、

尽、

力、

す、

べ、

き、

と、

き、

で、

あ、

る、

。｣
(40
)

し
か
し
こ
の
「
予
備
報
告
」
の
時
点
（
一
八
一
〇
年
）
で
は
、
ク
ラ
ウ
ゼ
の
関
心
の
重
心
は
明
ら
か
に
人
類
同
盟
、
そ
の
理
念
と

実
践
（
い
ま
こ
そ
！
）
に
置
か
れ
て
お
り
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
よ
る
「
世
界
国
家
」
と
い
う
目
標
は
す
で
に
後
退
し
て
い
た
。「
こ
の

年
〔
一
八
〇
七
年
〕
の
夏
に
、
そ
れ
ま
で
よ
り
も
も
っ
と
切
実
か
つ
多
面
的
に
、
時
代
の
重
要
な
政
治
的
諸
事
件
が
私
の
心
を
揺
さ

ぶ
っ
た
。
私
に
は
、
そ
れ
ら
が
こ
こ
数
年
の
外、

的、

な、

代
表
的
所
産
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
し
、
人
類
史
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
重
要

性
と
価
値
と
を
認
識
で
き
た
。
し
か
し
私
は
、
ま
も
な
く
、
国
家
と
い
え
ど
も
そ
れ
だ
け
で
は
人
類
の
救
済
を
す
べ
て
基
礎
づ
け
、

す
べ
て
作
り
出
せ
る
わ
け
で
は
な
く
、
た
ん
に
促
進
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
あ
り
、
国
家
の
持
分
を
、
国
家
に
固
有
の
領
域
で

実
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
な
の
だ
と
い
う
こ
と
も
、
ま
っ
た
く
明
瞭
に
認
識
し
た(41)。」
こ
の
よ
う
に
、「
国
家
」
そ
の
も
の
が
、

ク
ラ
ウ
ゼ
の
目
標
と
し
て
の
人
類
同
盟
と
そ
れ
を
基
礎
づ
け
る
人
類
史
の
構
想
の
も
と
で
す
で
に
相
対
化
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
人
類
史
の
展
望
に
お
い
て
は
、
未
公
刊
の
ク
ラ
ウ
ゼ
手
稿
を
精
査
し
た
ウ
レ
ー
ニ
ャ
に
よ
れ
ば
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
目
撃

か
ら
『
人
類
の
根
源
像
』
出
版
ま
で
の
時
期
に
、
ク
ラ
ウ
ゼ
は
人
類
史
を
過
去
・
現
在
・
未
来
に
区
分
し
、
過
去
を
「
イ
エ
ス
ま

で
」
と
「
ナ
ポ
レ
オ
ン
ま
で
」
と
に
区
分
し
て
い
る
か
ら(42)、
そ
れ
に
も
と
づ
け
ば
、
上
述
の
「
予
備
報
告
」
で
の
記
述
の
よ
う
に
、
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の
も
の
は
、
地
上
の
一
な
る
社
交
的
全
体Ein

geselliges
G
anzes

と
し
て
の
人
類
の
理
念
、
と
い
う
題
で
す(34)。」

─
つ
ま
り
ク
ラ

ウ
ゼ
に
と
っ
て
は
、『
技
芸
史
料
』
は
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
の
「
改
革
」
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
「
創
造
」
の
た
め
の
準
備
の
一
環
で
あ

り
、「
も
っ
と
重
要
な
著
作
」
の
一
つ
と
し
て
こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
た
「
地
上
の
一
な
る
社
交
的
全
体
と
し
て
の
人
類
の
理
念
」
と
題

さ
れ
る
も
の
が
、
後
述
の
内
容
か
ら
推
し
て
も
、
翌
年
『
人
類
の
根
源
像
』
と
し
て
出
版
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る(35)。

し
か
も
前
記
の
「
予
備
報
告
」
に
よ
れ
ば
、
ク
ラ
ウ
ゼ
は
一
八
〇
八
年
の
春
に
ド
レ
ス
デ
ン
の
ロ
ッ
ジ
で
そ
の
年
の
「
講
演
者

R
edner

」
に
選
ば
れ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
へ
の
か
か
わ
り
を
深
め
、「
い
ま
な
お
そ
こ
で
一
般
に
説
か
れ
て
い

る
秘
密
保
持G

eheim
halten

と
い
う
点
で
」
兄
弟
団
は
、「
人
類
同
盟
の
本
質
的
形
式
」
と
し
て
の
「
無
条
件
の
公
開
性
」
と
い
う

理
念
と
「
実
際
上
矛
盾
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
」
た
め
に
、
秘
密
保
持
導
入
の
起
源
、
意
図
、
範
囲
な
ど
に
か
ん
す
る
歴
史
研

究
に
取
り
組
ま
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
の
だ
と
い
う(36)。
し
た
が
っ
て
、
ク
ラ
ウ
ゼ
は
ま
ず
一
八
〇
八
年
の
初
夏
に
、
の
ち
の
『
人
類

の
根
源
像
』
の
「
最
初
の
十
一
ボ
ー
ゲ
ン
」
を
印
刷
し
た
が
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
に
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
の
新
生
の
た
め
に
そ
の
歴
史

研
究
に
入
り
、
そ
の
成
果
を
二
年
後
に
『
技
芸
史
料
』
と
し
て
出
版
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
に
相
前
後
し
て
、『
技
芸
史
料
』
の
執
筆

を
貫
く
「
本
来
的
な
」
根
本
理
念
を
別
途
展
開
し
た
も
の
が
翌
年
に
『
人
類
の
根
源
像
』
に
結
実
し
た
の
で
あ
っ
た
。

三

こ
の
よ
う
な
ク
ラ
ウ
ゼ
に
お
け
る
「
人
類
の
理
念
」
の
深
ま
り
を
う
な
が
し
た
大
き
な
歴
史
的
事
実
と
し
て
、
ク
ラ
ウ
ゼ
の

ナ
ポ
レ
オ
ン
体
験
、
つ
ま
り
、
当
初
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
よ
る
「
世
界
国
家
」
へ
の
期
待
と
そ
の
減
退
あ
る
い
は
幻
滅
が
あ
っ
た
こ
と

に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
一
八
〇
六
年
十
月
、
イ
ェ
ー
ナ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
が
馬
上
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
を
見
て
「
世
界
霊W

eltseele

」

と
感
嘆
し
た
よ
う
に
、
翌
〇
七
年
の
夏
、
ド
レ
ス
デ
ン
で
ク
ラ
ウ
ゼ
も
「
最
も
偉
大
な
英
雄
」
の
姿
を
間
近
に
見
て
深
く
感
動
し(37)、

か
れ
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
「
世
界
国
家W

eltstaat

」
を
人
類
史
の
画
期
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
ク
ラ

ウ
ゼ
の
世
界
史
的
認
識
は
、
上
述
の
『
技
芸
史
料
』
に
お
け
る
「
予
備
報
告
」
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
そ
の
冒

頭
で
、
こ
う
述
べ
る
。「
わ
れ
わ
れ
は
再
生
の
時
代
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
新
生
の
時
代
に
生
き
て
い
る
。
人
類
は
新
た
な
生
に
目
覚

め
て
い
る
。
一
つ
の
よ
り
高
次
の
諸
国
家
団
体
が
現
実
の
も
の
に
な
り
始
め
て
お
り
、
ま
ず
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
諸
民
族
を
一
な
る
全
体

へ
と
包
括
し
始
め
て
い
る(38)。」
さ
ら
に
、「
私
は
、
地
上
の
人
類
の
第
三
期
の
始
ま
り
に
形
成
さ
れ
る
べ
き
」
同
盟
、
人
類
同
盟
と
そ

の
「
理
念Idee
」
す
な
わ
ち
「
根
源
像U

rbild

」
を
「
認
識
し
た(39)。」「
ヨ、

ー、

ロ、

ッ、

パ、

の、

高、

潔、

な、

諸、

民、

族、

は、

、
人、

類、

と、

そ、

の、

同、

盟、

と、

の、

理、

念、

を、

は、

っ、

き、

り、

と、

自、

覚、

し、

て、

、
そ、

れ、

に、

向、

か、

っ、

て、

整、

然、

と、

互、

い、

に、

交、

わ、

っ、

て、

尽、

力、

す、

べ、

き、

と、

き、

で、

あ、

る、

。｣
(40
)

し
か
し
こ
の
「
予
備
報
告
」
の
時
点
（
一
八
一
〇
年
）
で
は
、
ク
ラ
ウ
ゼ
の
関
心
の
重
心
は
明
ら
か
に
人
類
同
盟
、
そ
の
理
念
と

実
践
（
い
ま
こ
そ
！
）
に
置
か
れ
て
お
り
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
よ
る
「
世
界
国
家
」
と
い
う
目
標
は
す
で
に
後
退
し
て
い
た
。「
こ
の

年
〔
一
八
〇
七
年
〕
の
夏
に
、
そ
れ
ま
で
よ
り
も
も
っ
と
切
実
か
つ
多
面
的
に
、
時
代
の
重
要
な
政
治
的
諸
事
件
が
私
の
心
を
揺
さ

ぶ
っ
た
。
私
に
は
、
そ
れ
ら
が
こ
こ
数
年
の
外、

的、

な、

代
表
的
所
産
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
し
、
人
類
史
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
重
要

性
と
価
値
と
を
認
識
で
き
た
。
し
か
し
私
は
、
ま
も
な
く
、
国
家
と
い
え
ど
も
そ
れ
だ
け
で
は
人
類
の
救
済
を
す
べ
て
基
礎
づ
け
、

す
べ
て
作
り
出
せ
る
わ
け
で
は
な
く
、
た
ん
に
促
進
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
あ
り
、
国
家
の
持
分
を
、
国
家
に
固
有
の
領
域
で

実
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
な
の
だ
と
い
う
こ
と
も
、
ま
っ
た
く
明
瞭
に
認
識
し
た(41)。」
こ
の
よ
う
に
、「
国
家
」
そ
の
も
の
が
、

ク
ラ
ウ
ゼ
の
目
標
と
し
て
の
人
類
同
盟
と
そ
れ
を
基
礎
づ
け
る
人
類
史
の
構
想
の
も
と
で
す
で
に
相
対
化
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
人
類
史
の
展
望
に
お
い
て
は
、
未
公
刊
の
ク
ラ
ウ
ゼ
手
稿
を
精
査
し
た
ウ
レ
ー
ニ
ャ
に
よ
れ
ば
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
目
撃

か
ら
『
人
類
の
根
源
像
』
出
版
ま
で
の
時
期
に
、
ク
ラ
ウ
ゼ
は
人
類
史
を
過
去
・
現
在
・
未
来
に
区
分
し
、
過
去
を
「
イ
エ
ス
ま

で
」
と
「
ナ
ポ
レ
オ
ン
ま
で
」
と
に
区
分
し
て
い
る
か
ら(42)、
そ
れ
に
も
と
づ
け
ば
、
上
述
の
「
予
備
報
告
」
で
の
記
述
の
よ
う
に
、
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現
在
は
人
類
史
に
お
け
る
「
第
三
期
の
始
ま
り
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
個
人
は
ま
も
な
く
没
落
す
る
が
、
ク
ラ
ウ
ゼ

が
め
ざ
し
つ
づ
け
る
の
は
人
類
同
盟
で
あ
り
、
そ
の
理
念
の
基
礎
づ
け
と
実
践
的
な
制
度
構
想
で
あ
る
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
皇
帝
廃
位

直
後
の
一
八
一
四
年
六
─
七
月
に
ク
ラ
ウ
ゼ
は
平
和
を
求
め
て
ベ
ル
リ
ン
の
政
治
誌„D

eutsche
B
lätter“

に
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国

同
盟
案
」
を
連
載
し
た
が
、
そ
れ
も
人
類
同
盟
の
精
神
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
確
か
に
「
世
界
国
家
か
ら
人

類
同
盟
へ
」
と
い
う
重
心
移
動
が
語
ら
れ
て
よ
い
し(43)、
上
述
の
よ
う
に
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
を
突
き
抜
け
て
人
類
同
盟
が
生
き
続
け
る

と
い
う
側
面
も
見
逃
せ
な
い(44)。
そ
し
て
、
次
節
で
や
や
立
ち
入
っ
て
追
跡
す
る
よ
う
に
、
ク
ラ
ウ
ゼ
は
「
人
類
同
盟
」
と
い
う
大
フ

レ
イ
ム
で
「
人
類
的
生
」
と
人
類
史
の
視
野
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
的
生
の
諸
次
元
を
さ
ま
ざ
ま
な
「
諸
同
盟B

ünde

」
す

な
わ
ち
「
諸
結
社G

esellschaften
」
と
し
て
と
ら
え
、
そ
れ
ら
の
相
互
関
係
を
主
題
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
生
の
諸
関
係
」
と

い
う
社
会
的
視
野
を
独
自
に
ひ
ら
く
の
で
あ
る
。
ク
ラ
ウ
ゼ
の
独
自
性
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
語
る
べ
き
点
は
き
わ
め
て
多
い

が
、
こ
こ
で
は
ま
ず
、
ク
ラ
ウ
ゼ
の
後
継
第
二
世
代
で
ク
ラ
ウ
ゼ
手
稿
の
息
の
長
い
公
刊
に
尽
力
し
た
パ
ウ
ル
・
ホ
ー
ル
フ
ェ
ル
ト

が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
は
「
人
類
論
が
欠
け
て
い
る(45)」
と
指
摘
し
て
い
た
こ
と
は
、
問
題
の
広
が
り
を
示
唆
し
て
鮮
烈
で
あ
る
。

四

『人
類
の
根
源
像
』
に
お
け
る
「
相
互
的
生
」
の
社
会
論
と
歴
史
哲
学

一

｢人
類
と
そ
の
生
を
見
つ
め
る
た
め
に
」

ク
ラ
ウ
ゼ
の
『
人
類
の
根
源
像
』
は
、
つ
ぎ
の
文
言
で
始
ま
る
。「
神
を
考
え
、
神
を
感
じ
る
こ
と
は
、
人
間
の
も
っ
と
も
か
け

が
え
の
な
い
宝
で
あ
る
。
精
神G

eist

と
心
情G

em
üth

と
が
調
和
し
て
一
致
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
は
神
が
そ
ば
に
い
る
と

感
じ
、
自
分
は
神
の
光
と
愛
の
な
か
で
生
き
て
い
る
と
感
じ
る
の
で
あ
る
。
ど
ん
な
団
体V

erein

も
、
神
の
力
に
よ
っ
て
花
開
く

の
で
あ
り
、
家
族
の
情
愛
の
こ
も
っ
た
絆
を
取
り
結
ぶ
の
は
神
で
あ
り
、
国
家
の
能
力
と
威
力
も
神
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
学
問

は
、
神
を
見
つ
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
神
に
源
を
発
し
、
神
の
な
か
に
と
ど
ま
り
、
そ
し
て
神
へ
立
ち
還

る
。
芸
術
家
の
感
激
は
神
的
で
あ
り
、
神
と
神
的
な
も
の
が
真
の
芸
術
の
本
質
で
あ
る(46)。」(S.3)

─
こ
れ
は
、
冒
頭
か
ら
ク
ラ

ウ
ゼ
の
信
仰
告
白
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
、
こ
こ
に
は
、
神
、
神
と
向
き
合
う
人
間
、
つ
ま
り
精
神
（
考
え
る
）
と
心
情
（
感
じ

る
）
と
が
調
和
し
た
人
間
、
生
き
て
い
る
人
々
が
つ
く
る
さ
ま
ざ
ま
な
団
体
、
そ
し
て
学
問
と
芸
術
、
以
上
の
本
書
を
構
成
す
る
主

要
な
プ
レ
イ
ヤ
ー
た
ち
が
す
で
に
出
ἧ
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
ま
ず
は
こ
こ
で
全
体
へ
の
準
備
的
導
入
と
し
て
主
張
さ
れ
る
の
は
、「
神
の
認
識
と
愛
は
、
人
類
の
認
識
と
愛
の
条
件

で
あ
る
」(Inhalt,S.V

.)

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ク
ラ
ウ
ゼ
が
神
に
つ
い
て
か
ら
語
り
始
め
る
の
は
、
神
自
体
を
論
じ
る
た
め
と
い

う
よ
り
、
む
し
ろ
「
人
類
と
そ
の
生
と
を
見
つ
め
る
た
め
」(S.4)

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
主
題
は
「
認
識
」
だ
け
で
は
な
く
「
認

識
と
愛
」
で
あ
る
。
ク
ラ
ウ
ゼ
が
強
調
す
る
の
は
、「
認
識
と
真
の
信
仰
と
の
一
致
」
で
あ
る
。「
根
源
理
念
と
し
て
の
神
の
根
源
存

在
的
な
直
観urw

esentliche
A
nschauung

G
ottes

が
、
心
情
の
な
か
に
受
容
さ
れ
て
心
に
深
く
根
づ
く
と
、
愛
が
生
ま
れ
、
そ
の

光
の
な
か
で
事
物
の
自
然
の
認
識
と
生
の
喜
び
と
が
生
ま
れ
る
。
神
の
存
在
の
確
信
は
、
も
っ
と
上
位
の
諸
真
理
か
ら
の
教
義
的
証

明
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
確
信
は
、
そ
れ
自
体
が
最
初
の
真
理
で
あ
り
、
直
接
的
な
直
観
に
よ
っ
て

精
神
に
宿
り
、
い
っ
さ
い
の
真
理
の
始
め
に
し
て
根
源
本
質U

rgehalt

を
な
す
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
は
神
の
愛
が
心

情
の
根
源
的
生
で
あ
る
の
と
同
様
で
あ
る
。
純
粋
な
心
の
信
仰
は
、
分
別
の
吟
味
を
恐
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
光
と
熱
が
一
つ
で
あ

る
の
と
同
様
に
認
識
と
感
情
は
一
つ
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。」
こ
う
し
て
「
認
識
は
真
の
信
仰
と
一
致
す
る
」
の
で
あ
り
、「
認
識
の
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現
在
は
人
類
史
に
お
け
る
「
第
三
期
の
始
ま
り
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
個
人
は
ま
も
な
く
没
落
す
る
が
、
ク
ラ
ウ
ゼ

が
め
ざ
し
つ
づ
け
る
の
は
人
類
同
盟
で
あ
り
、
そ
の
理
念
の
基
礎
づ
け
と
実
践
的
な
制
度
構
想
で
あ
る
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
皇
帝
廃
位

直
後
の
一
八
一
四
年
六
─
七
月
に
ク
ラ
ウ
ゼ
は
平
和
を
求
め
て
ベ
ル
リ
ン
の
政
治
誌„D

eutsche
B
lätter“

に
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国

同
盟
案
」
を
連
載
し
た
が
、
そ
れ
も
人
類
同
盟
の
精
神
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
確
か
に
「
世
界
国
家
か
ら
人

類
同
盟
へ
」
と
い
う
重
心
移
動
が
語
ら
れ
て
よ
い
し(43)、
上
述
の
よ
う
に
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
を
突
き
抜
け
て
人
類
同
盟
が
生
き
続
け
る

と
い
う
側
面
も
見
逃
せ
な
い(44)。
そ
し
て
、
次
節
で
や
や
立
ち
入
っ
て
追
跡
す
る
よ
う
に
、
ク
ラ
ウ
ゼ
は
「
人
類
同
盟
」
と
い
う
大
フ

レ
イ
ム
で
「
人
類
的
生
」
と
人
類
史
の
視
野
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
的
生
の
諸
次
元
を
さ
ま
ざ
ま
な
「
諸
同
盟B

ünde

」
す

な
わ
ち
「
諸
結
社G

esellschaften

」
と
し
て
と
ら
え
、
そ
れ
ら
の
相
互
関
係
を
主
題
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
生
の
諸
関
係
」
と

い
う
社
会
的
視
野
を
独
自
に
ひ
ら
く
の
で
あ
る
。
ク
ラ
ウ
ゼ
の
独
自
性
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
語
る
べ
き
点
は
き
わ
め
て
多
い

が
、
こ
こ
で
は
ま
ず
、
ク
ラ
ウ
ゼ
の
後
継
第
二
世
代
で
ク
ラ
ウ
ゼ
手
稿
の
息
の
長
い
公
刊
に
尽
力
し
た
パ
ウ
ル
・
ホ
ー
ル
フ
ェ
ル
ト

が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
は
「
人
類
論
が
欠
け
て
い
る(45)」
と
指
摘
し
て
い
た
こ
と
は
、
問
題
の
広
が
り
を
示
唆
し
て
鮮
烈
で
あ
る
。

四

『人
類
の
根
源
像
』
に
お
け
る
「
相
互
的
生
」
の
社
会
論
と
歴
史
哲
学

一

｢人
類
と
そ
の
生
を
見
つ
め
る
た
め
に
」

ク
ラ
ウ
ゼ
の
『
人
類
の
根
源
像
』
は
、
つ
ぎ
の
文
言
で
始
ま
る
。「
神
を
考
え
、
神
を
感
じ
る
こ
と
は
、
人
間
の
も
っ
と
も
か
け

が
え
の
な
い
宝
で
あ
る
。
精
神G

eist

と
心
情G

em
üth

と
が
調
和
し
て
一
致
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
は
神
が
そ
ば
に
い
る
と

感
じ
、
自
分
は
神
の
光
と
愛
の
な
か
で
生
き
て
い
る
と
感
じ
る
の
で
あ
る
。
ど
ん
な
団
体V

erein

も
、
神
の
力
に
よ
っ
て
花
開
く

の
で
あ
り
、
家
族
の
情
愛
の
こ
も
っ
た
絆
を
取
り
結
ぶ
の
は
神
で
あ
り
、
国
家
の
能
力
と
威
力
も
神
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
学
問

は
、
神
を
見
つ
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
神
に
源
を
発
し
、
神
の
な
か
に
と
ど
ま
り
、
そ
し
て
神
へ
立
ち
還

る
。
芸
術
家
の
感
激
は
神
的
で
あ
り
、
神
と
神
的
な
も
の
が
真
の
芸
術
の
本
質
で
あ
る(46)。」(S.3)

─
こ
れ
は
、
冒
頭
か
ら
ク
ラ

ウ
ゼ
の
信
仰
告
白
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
、
こ
こ
に
は
、
神
、
神
と
向
き
合
う
人
間
、
つ
ま
り
精
神
（
考
え
る
）
と
心
情
（
感
じ

る
）
と
が
調
和
し
た
人
間
、
生
き
て
い
る
人
々
が
つ
く
る
さ
ま
ざ
ま
な
団
体
、
そ
し
て
学
問
と
芸
術
、
以
上
の
本
書
を
構
成
す
る
主

要
な
プ
レ
イ
ヤ
ー
た
ち
が
す
で
に
出
ἧ
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
ま
ず
は
こ
こ
で
全
体
へ
の
準
備
的
導
入
と
し
て
主
張
さ
れ
る
の
は
、「
神
の
認
識
と
愛
は
、
人
類
の
認
識
と
愛
の
条
件

で
あ
る
」(Inhalt,S.V

.)

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ク
ラ
ウ
ゼ
が
神
に
つ
い
て
か
ら
語
り
始
め
る
の
は
、
神
自
体
を
論
じ
る
た
め
と
い

う
よ
り
、
む
し
ろ
「
人
類
と
そ
の
生
と
を
見
つ
め
る
た
め
」(S.4)

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
主
題
は
「
認
識
」
だ
け
で
は
な
く
「
認

識
と
愛
」
で
あ
る
。
ク
ラ
ウ
ゼ
が
強
調
す
る
の
は
、「
認
識
と
真
の
信
仰
と
の
一
致
」
で
あ
る
。「
根
源
理
念
と
し
て
の
神
の
根
源
存

在
的
な
直
観urw

esentliche
A
nschauung

G
ottes

が
、
心
情
の
な
か
に
受
容
さ
れ
て
心
に
深
く
根
づ
く
と
、
愛
が
生
ま
れ
、
そ
の

光
の
な
か
で
事
物
の
自
然
の
認
識
と
生
の
喜
び
と
が
生
ま
れ
る
。
神
の
存
在
の
確
信
は
、
も
っ
と
上
位
の
諸
真
理
か
ら
の
教
義
的
証

明
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
確
信
は
、
そ
れ
自
体
が
最
初
の
真
理
で
あ
り
、
直
接
的
な
直
観
に
よ
っ
て

精
神
に
宿
り
、
い
っ
さ
い
の
真
理
の
始
め
に
し
て
根
源
本
質U

rgehalt
を
な
す
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
は
神
の
愛
が
心

情
の
根
源
的
生
で
あ
る
の
と
同
様
で
あ
る
。
純
粋
な
心
の
信
仰
は
、
分
別
の
吟
味
を
恐
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
光
と
熱
が
一
つ
で
あ

る
の
と
同
様
に
認
識
と
感
情
は
一
つ
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。」
こ
う
し
て
「
認
識
は
真
の
信
仰
と
一
致
す
る
」
の
で
あ
り
、「
認
識
の
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構
造
の
な
か
で
信
仰
そ
れ
自
体
が
い
っ
そ
う
輝
き
強
化
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
信
仰
と
知
と
の
調
和
に
よ
っ
て
神
が
人
間
の
心
に
新

た
に
鮮
明
に
思
い
浮
か
べ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。」
こ
の
よ
う
に
「
神
の
直
観
」
は
心
情
と
精
神
の
両
面
で
受
け
止
め
ら
れ
る
か
ら
、

「
信
仰
と
知
と
の
調
和
」、「
心
情
と
精
神
と
の
調
和
」
が
、「
人
類
の
使
命
の
達
成
」
の
前
提
を
な
す
と
言
う
の
で
あ
る(S.3f.)

。

も
し
カ
ン
ト
の
道
徳
律
に
も
と
づ
く
理
性
宗
教
の
立
場
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
い
き
な
り
認
識
と
愛
が
結
合
さ
れ
、
信
仰
と
知
の
調

和
に
よ
る
「
神
の
存
在
の
確
信
」
が
「
い
っ
さ
い
の
真
理
の
始
め
」
だ
と
語
ら
れ
る
立
論
に
当
惑
し
、
立
ち
尽
く
す
し
か
な
い
よ
う

な
有
機
的
直
観
論
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
。
し
か
し
ク
ラ
ウ
ゼ
は
、
最
初
か
ら
、「
神
の
存
在
の
確
信
」
は
「
教
義
的
証
明
に
よ
っ

て
得
ら
れ
る
」
の
で
は
な
く
「
直
接
的
な
直
観
に
よ
っ
て
精
神
に
宿
る
」
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
そ
れ
自
体
が
最
初
の
真
理
で
あ

る
」
か
ら
だ
と
宣
明
す
る
。
そ
れ
を
か
れ
は
「
神
の
根
源
存
在
的
な
直
観
」
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
カ
ン
ト
で
は
な
く
、

（
た
と
え
ば
）
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
に
自
分
は
従
う
と
宣
言
し
て
い
る
に
等
し
い
。
な
ぜ
な
ら
、
ト
マ
ス
は
、『
神
学
大
全
』
の
第

一
部
第
二
問
題
「
神
に
つ
い
て
、
神
は
存
在
す
る
か
」
に
お
い
て
「
五
つ
の
道
」
を
示
し
、
第
三
問
題
第
四
項
で
「
神
の
本
質
は
そ

の
存
在
で
あ
る
」
と
述
べ
る
な
ど
し
て
、
神
の
存
在
を
入
念
に
証
明
し
た
が
、
冒
頭
の
第
一
問
題
第
一
項
で
「
哲
学
的
諸
学
問
」
と

は
別
に
「
聖
な
る
教
え
」（
神
学
）
の
必
要
性
を
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、
む
し
ろ
も
と
も
と
信
仰
と
し
て
の
「
神
の
存
在
」
を
人
間

の
認
識
に
お
け
る
前
提
と
み
な
し
て
、
第
二
部
冒
頭
以
下
で
「
神
の
本
質
の
直
視
」
こ
そ
が
人
間
の
究
極
目
的
（
無
限
の
善
）
に
至

る
道
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
説
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
ク
ラ
ウ
ゼ
の
「
神
の
存
在
の
確
信
」
は
、
そ
こ
に
お
け
る

「
愛
」
と
い
う
人
格
的
要
素
を
別
に
す
れ
ば
、
か
れ
が
早
く
か
ら
熟
知
し
て
い
た
ス
ピ
ノ
ザ
と
の
、
あ
る
種
の
親
近
性
を
示
唆
し
て

い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ス
ピ
ノ
ザ
に
と
っ
て
は
、『
エ
チ
カ
』
の
第
一
部
で
論
証
し
て
い
る
よ
う
に
、「
自
己
原
因
」
と
し
て
の
神
は

「
存
在
」
そ
の
も
の
で
あ
り
、
万
物
の
「
内
在
的
原
因
」
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
ク
ラ
ウ
ゼ
に
と
っ
て
は
、
カ
ン
ト
よ
り

前
の
世
界
に
戻
れ
ば
よ
い
と
い
う
わ
け
で
は
も
ち
ろ
ん
な
か
っ
た
。

二

カ
ン
ト
と
ク
ラ
ウ
ゼ

と
こ
ろ
で
ク
ラ
ウ
ゼ
は
、「
神
」
を
意
味
す
る
語
と
し
て„U

rw
esen“

（
根
源
的
存
在
者
）
を
用
い
る
の
が
つ
ね
で
あ
り
、
ほ
か

に
本
書
の
書
名
に
も
あ
る„U

rbild“

や„U
rgehalt“

な
ど
、「
始
・
源
」
を
意
味
す
るU

r

と
い
う
接
頭
語
を
付
け
た
語
を
多
用

し
て
い
る
。
こ
のU

r

の
多
用
と
い
う
点
は
、
独
自
の
用
語
法
に
こ
だ
わ
っ
た
本
質
論
者
ク
ラ
ウ
ゼ
の
特
徴
の
一
つ
だ
と
言
っ
て
よ

い
が
、„U

rw
esen“

と
い
う
語
自
体
は
ク
ラ
ウ
ゼ
に
固
有
の
も
の
で
は
な
く
、
カ
ン
ト
も
こ
れ
を
神
の
意
味
で
用
い
て
い
る
。
た
と

え
ば
『
純
粋
理
性
批
判
』
で
は
、
超
越
論
的
弁
証
論
第
二
編
の
第
三
章
「
純
粋
理
性
の
理
想
」
に
お
い
て
、「
た
ん
に
理
性
の
う
ち

に
存
す
る
だ
け
の
、
理
性
の
理
想Ideal

の
対
象
」
と
し
て
「
根、

源、

的、

存、

在、

者、das
U
rw
esen

(ens
originarium

)

」
を
登
場
さ
せ
、

こ
れ
は
「
た
ん
な
る
概
念
」
で
あ
り
、
理
性
は
、「
す
べ
て
の
実
在
性
が
客
観
的
に
与
え
ら
れ
、
そ
れ
自
身
が
一
つ
の
物ein

D
ing

と
な
る
こ
と
を
要
求
し
た
の
で
は
な
い
」
か
ら
、「
わ
れ
わ
れ
の
理
念Ideen

を
実
体
化
す
るhypostasieren

」
こ
と
は
「
た
ん
な

る
虚
構Erdichtung

」
を
生
み
出
し
、
そ
れ
は
「
超
越
論
的
神、

学、

の
対
象
」
と
な
る
の
だ
と
指
摘
す
る(47)。
つ
ま
り
、
本
来
な
ら
、
万

有
秩
序
は
「
あ、

た、

か、

も、

」
神
か
ら
発
現
す
る
「
か、

の、

よ、

う、

に、

」
み
な
す
「
理
性
の
統、

制、

的、

原、

理、

」
に
と
ど
ま
る
べ
き
と
こ
ろ
を
、
神

的
秩
序
を
「
実
体
化
」
す
る
「
構
成
的
原
理
」
へ
の
「
超
越
論
的
す
り
替
えSubreption

」
が
、「
不
可
避
的
」
に
生
じ
る
の
だ(48)、

と
。
こ
の
二
つ
の
原
理
の
区
別
が
カ
ン
ト
の
「
批
判
」
の
一
つ
の
要
で
あ
り
、
純
粋
（
理
論
）
理
性
の
限
界
を
示
し
つ
つ
、
純
粋
実

践
理
性
に
よ
る
強
い
能
動
性
へ
の
前
提
を
な
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、「
理
念
」
を
「
理
性
の
理
想
」
と
し
て
「
統
制
的
原
理
」
に
と
ど
め
、
理
念
を
実
体
化
す
る
こ
と
を
拒
否
す
る
カ
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構
造
の
な
か
で
信
仰
そ
れ
自
体
が
い
っ
そ
う
輝
き
強
化
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
信
仰
と
知
と
の
調
和
に
よ
っ
て
神
が
人
間
の
心
に
新

た
に
鮮
明
に
思
い
浮
か
べ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。」
こ
の
よ
う
に
「
神
の
直
観
」
は
心
情
と
精
神
の
両
面
で
受
け
止
め
ら
れ
る
か
ら
、

「
信
仰
と
知
と
の
調
和
」、「
心
情
と
精
神
と
の
調
和
」
が
、「
人
類
の
使
命
の
達
成
」
の
前
提
を
な
す
と
言
う
の
で
あ
る(S.3f.)

。

も
し
カ
ン
ト
の
道
徳
律
に
も
と
づ
く
理
性
宗
教
の
立
場
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
い
き
な
り
認
識
と
愛
が
結
合
さ
れ
、
信
仰
と
知
の
調

和
に
よ
る
「
神
の
存
在
の
確
信
」
が
「
い
っ
さ
い
の
真
理
の
始
め
」
だ
と
語
ら
れ
る
立
論
に
当
惑
し
、
立
ち
尽
く
す
し
か
な
い
よ
う

な
有
機
的
直
観
論
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
。
し
か
し
ク
ラ
ウ
ゼ
は
、
最
初
か
ら
、「
神
の
存
在
の
確
信
」
は
「
教
義
的
証
明
に
よ
っ

て
得
ら
れ
る
」
の
で
は
な
く
「
直
接
的
な
直
観
に
よ
っ
て
精
神
に
宿
る
」
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
そ
れ
自
体
が
最
初
の
真
理
で
あ

る
」
か
ら
だ
と
宣
明
す
る
。
そ
れ
を
か
れ
は
「
神
の
根
源
存
在
的
な
直
観
」
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
カ
ン
ト
で
は
な
く
、

（
た
と
え
ば
）
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
に
自
分
は
従
う
と
宣
言
し
て
い
る
に
等
し
い
。
な
ぜ
な
ら
、
ト
マ
ス
は
、『
神
学
大
全
』
の
第

一
部
第
二
問
題
「
神
に
つ
い
て
、
神
は
存
在
す
る
か
」
に
お
い
て
「
五
つ
の
道
」
を
示
し
、
第
三
問
題
第
四
項
で
「
神
の
本
質
は
そ

の
存
在
で
あ
る
」
と
述
べ
る
な
ど
し
て
、
神
の
存
在
を
入
念
に
証
明
し
た
が
、
冒
頭
の
第
一
問
題
第
一
項
で
「
哲
学
的
諸
学
問
」
と

は
別
に
「
聖
な
る
教
え
」（
神
学
）
の
必
要
性
を
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、
む
し
ろ
も
と
も
と
信
仰
と
し
て
の
「
神
の
存
在
」
を
人
間

の
認
識
に
お
け
る
前
提
と
み
な
し
て
、
第
二
部
冒
頭
以
下
で
「
神
の
本
質
の
直
視
」
こ
そ
が
人
間
の
究
極
目
的
（
無
限
の
善
）
に
至

る
道
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
説
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
ク
ラ
ウ
ゼ
の
「
神
の
存
在
の
確
信
」
は
、
そ
こ
に
お
け
る

「
愛
」
と
い
う
人
格
的
要
素
を
別
に
す
れ
ば
、
か
れ
が
早
く
か
ら
熟
知
し
て
い
た
ス
ピ
ノ
ザ
と
の
、
あ
る
種
の
親
近
性
を
示
唆
し
て

い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ス
ピ
ノ
ザ
に
と
っ
て
は
、『
エ
チ
カ
』
の
第
一
部
で
論
証
し
て
い
る
よ
う
に
、「
自
己
原
因
」
と
し
て
の
神
は

「
存
在
」
そ
の
も
の
で
あ
り
、
万
物
の
「
内
在
的
原
因
」
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
ク
ラ
ウ
ゼ
に
と
っ
て
は
、
カ
ン
ト
よ
り

前
の
世
界
に
戻
れ
ば
よ
い
と
い
う
わ
け
で
は
も
ち
ろ
ん
な
か
っ
た
。

二

カ
ン
ト
と
ク
ラ
ウ
ゼ

と
こ
ろ
で
ク
ラ
ウ
ゼ
は
、「
神
」
を
意
味
す
る
語
と
し
て„U
rw
esen“

（
根
源
的
存
在
者
）
を
用
い
る
の
が
つ
ね
で
あ
り
、
ほ
か

に
本
書
の
書
名
に
も
あ
る„U

rbild“

や„U
rgehalt“

な
ど
、「
始
・
源
」
を
意
味
す
るU

r

と
い
う
接
頭
語
を
付
け
た
語
を
多
用

し
て
い
る
。
こ
のU

r
の
多
用
と
い
う
点
は
、
独
自
の
用
語
法
に
こ
だ
わ
っ
た
本
質
論
者
ク
ラ
ウ
ゼ
の
特
徴
の
一
つ
だ
と
言
っ
て
よ

い
が
、„U

rw
esen“

と
い
う
語
自
体
は
ク
ラ
ウ
ゼ
に
固
有
の
も
の
で
は
な
く
、
カ
ン
ト
も
こ
れ
を
神
の
意
味
で
用
い
て
い
る
。
た
と

え
ば
『
純
粋
理
性
批
判
』
で
は
、
超
越
論
的
弁
証
論
第
二
編
の
第
三
章
「
純
粋
理
性
の
理
想
」
に
お
い
て
、「
た
ん
に
理
性
の
う
ち

に
存
す
る
だ
け
の
、
理
性
の
理
想Ideal
の
対
象
」
と
し
て
「
根、

源、

的、

存、

在、

者、das
U
rw
esen

(ens
originarium

)

」
を
登
場
さ
せ
、

こ
れ
は
「
た
ん
な
る
概
念
」
で
あ
り
、
理
性
は
、「
す
べ
て
の
実
在
性
が
客
観
的
に
与
え
ら
れ
、
そ
れ
自
身
が
一
つ
の
物ein

D
ing

と
な
る
こ
と
を
要
求
し
た
の
で
は
な
い
」
か
ら
、「
わ
れ
わ
れ
の
理
念Ideen

を
実
体
化
す
るhypostasieren

」
こ
と
は
「
た
ん
な

る
虚
構Erdichtung

」
を
生
み
出
し
、
そ
れ
は
「
超
越
論
的
神、

学、

の
対
象
」
と
な
る
の
だ
と
指
摘
す
る(47)。
つ
ま
り
、
本
来
な
ら
、
万

有
秩
序
は
「
あ、

た、

か、

も、

」
神
か
ら
発
現
す
る
「
か、

の、

よ、

う、

に、

」
み
な
す
「
理
性
の
統、

制、

的、

原、

理、

」
に
と
ど
ま
る
べ
き
と
こ
ろ
を
、
神

的
秩
序
を
「
実
体
化
」
す
る
「
構
成
的
原
理
」
へ
の
「
超
越
論
的
す
り
替
えSubreption

」
が
、「
不
可
避
的
」
に
生
じ
る
の
だ(48)、

と
。
こ
の
二
つ
の
原
理
の
区
別
が
カ
ン
ト
の
「
批
判
」
の
一
つ
の
要
で
あ
り
、
純
粋
（
理
論
）
理
性
の
限
界
を
示
し
つ
つ
、
純
粋
実

践
理
性
に
よ
る
強
い
能
動
性
へ
の
前
提
を
な
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、「
理
念
」
を
「
理
性
の
理
想
」
と
し
て
「
統
制
的
原
理
」
に
と
ど
め
、
理
念
を
実
体
化
す
る
こ
と
を
拒
否
す
る
カ
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ン
ト
の
理
念
論
に
対
し
て
、
ク
ラ
ウ
ゼ
は
ど
の
よ
う
な
立
場
を
と
る
の
か
。
こ
れ
は
ク
ラ
ウ
ゼ
の
神
認
識
の
あ
り
方
に
か
か
わ
る
重

要
な
問
題
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
本
題
の
「
人
類
」
論
か
ら
少
し
ᷖ
回
し
て
、
ク
ラ
ウ
ゼ
の
カ
ン
ト
論
と
い
う
側
面
か
ら
本
題
の
基

礎
的
観
点
の
意
味
を
照
ら
し
出
し
た
い
と
思
う
。

カ
ン
ト
の
弟
子
と
し
て
出
発
し
た
フ
ィ
ヒ
テ
の
ば
あ
い
と
は
異
な
り
、
ク
ラ
ウ
ゼ
が
カ
ン
ト
を
集
中
的
に
研
究
し
た
の
は
自
分
自

身
の
体
系
の
構
想
を
確
立
し
た
一
八
〇
三
年
よ
り
あ
と
だ
っ
た
と
い
う
こ
と(49)は
、
カ
ン
ト
か
ら
の
自
立
性
あ
る
い
は
カ
ン
ト
と
の
対

等
性
と
い
う
意
味
で
、
ク
ラ
ウ
ゼ
の
独
自
性
の
自
由
な
展
開
に
好
都
合
に
作
用
し
た
と
思
わ
れ
る
。
ク
ラ
ウ
ゼ
の
哲
学
史
関
連
の
諸

著
作
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
カ
ン
ト
批
判
は
、
カ
ン
ト
の
三
批
判
書
の
全
体
を
視
野
に
収
め
て
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
が
、
簡
潔
に

全
体
像
を
語
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
、
一
八
二
九
年
に
出
版
さ
れ
た
大
著
『
学
問
の
根
本
真
理
に
か
ん
す
る
諸
講
義
』
の
な
か
の
カ

ン
ト
論(50)に
注
目
し
、
そ
こ
で
の
論
点
を
適
宜
整
理
す
る
と
、
こ
こ
で
は
と
く
に
次
の
諸
点
が
留
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ク
ラ
ウ
ゼ
に
し
た
が
え
ば
、
第
一
に
、
カ
ン
ト
は
、「
分
析
的
・
上
向
的
な
考
察
」
を
部
分
的
に
し
か
お
こ
な
っ
て
お
ら
ず
、
人

間
の
「
精
神
」・「
意
識
全
体
」・「
自
我
全
体
」
で
は
な
く
「
認
識
能
力Erkenntnisverm

ögen

し
か
考
察
し
な
か
っ
た
。」[S.425]

と
く
に
、「
精
神
自
体
が
そ
の
内
面
に
一
つ
の
ま
っ
た
き
完
全
な
感
性
的
世
界
を
本
来
的
に
ふ
く
ん
で
い
る
」[S.427]

に
も
か
か

わ
ら
ず
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
は
「
感
性
的
認
識
が
な
お
ざ
り
に
さ
れ
た
。」
そ
の
結
果
、
か
れ
は
「
純
粋
か
つ
全
面
的
な
本
質
直
観

W
esenschauung

〔
…
…
〕
を
獲
得
で
き
ず
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
を
学
問
の
原
理
と
内
容
と
し
て
も
承
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
。」[S.421]

─
以
上
は
、
ク
ラ
ウ
ゼ
の
「
分
析
的
」
と
「
総
合
的
」
と
の
複
合
的
方
法
論
の
見
地
か
ら
な
さ
れ
た
、
カ
ン
ト

の
方
法
論
上
の
不
備
へ
の
批
判
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
と
く
に
「
自
己
意
識
」
あ
る
い
は
「
自
我
」
の
分
析
の
不
十
分
さ
へ
の
批
判
で

あ
る
。
ク
ラ
ウ
ゼ
に
お
け
る
「
精
神
」
は
、
後
述
の
よ
う
に
、
悟
性
認
識
だ
け
で
な
く
本
質
直
観
を
も
包
含
す
る
。

第
二
に
、「
理
念Ideen

に
か
ん
す
る
カ、

ン、

ト、

の
教
義
は
最
も
重
要
な
も
の
で
あ
り
、
か
れ
の
体
系
の
第
一
本
質
的
な
も
の
で
あ

る
。」
な
ぜ
な
ら
、「
か
れ
は
理
念
の
本
質
へ
の
展
望
を
、
か
れ
の
洞
察
が
到
達
し
な
い
地
点
ま
で
押
し
開
い
た
か
ら
で
あ
る
。」
つ

ま
り
、
か
れ
は
、「
無
条
件
の
全
的
認
識
」
の
可
能
性
を
、「
理
性
の
絶
対
的
理
想
の
知
性
的
な
直
観
把
握
」
と
し
て
意
識
し
て
い
な

が
ら
、
そ
れ
を
「
否
定
し
た
。」「
し
た
が
っ
て
、
カ、

ン、

ト、

は
純
粋
理
性
の
批
判
で
は
な
く
、
純
粋
悟
性
の
批
判
を
お
こ
な
っ
た
（
理

念
の
能
力
と
し
て
の
理
性
を
お
ろ
そ
か
に
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
）
と
言
っ
て
よ
い
。」[S.430]

こ
の
よ
う
に
「
カ、

ン、

ト、

は
絶
対
的

な
認
識
の
承
認
に
と
て
も
近
し
い
関
係
に
あ
り
、
そ
こ
に
至
る
道
を
〔
…
…
〕
切
り
開
い
た
」
の
だ
が
、
こ
の
点
は
「
カ、

ン、

ト、

の
後

継
者
た
ち
や
カ
ン
ト
主
義
者
た
ち
に
よ
っ
て
さ
え
、
適
切
に
注
意
を
払
わ
れ
な
か
っ
た
。」[S.430

A
nm

.]

カ
ン
ト
が
、
理
念
は

「
経
験
の
可
能
性
を
超
え
て
い
る
」
か
ら
「
た
だ
統
制
的
使
用
が
可
能
で
あ
る
だ
け
だ
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
は
「
重
要
な
認
知
で

あ
る
。」
本
来
、「
有
限
な
精
神
」
は
「
理
念
を
た
だ
予
感
す
る
だ
け
で
あ
る
」
か
ら
で
あ
る[S.431

u.431
A
nm

.]

。

─
以
上
の

論
旨
に
ク
ラ
ウ
ゼ
の
カ
ン
ト
理
解
の
一
つ
の
核
心
が
表
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
カ
ン
ト
の
理
念
論
は
、
理
性
の
な
し
う
る

「
直
観
把
握
」
と
い
う
能
力
を
理
解
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
統
制
的
使
用
を
理
由
に
し
て
、「
精
神
」
に
お
け
る
直
観
把

握
と
い
う
重
要
な
活
動
領
域
を
正
当
に
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
、
と
ク
ラ
ウ
ゼ
は
見
て
い
る
。
経
験
を
超
え
る
絶
対
的
な

も
の
の
把
握
（「
無
条
件
の
全
的
認
識
」）
を
人
間
「
精
神
」
は
な
し
う
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
認
め
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
カ
ン
ト
の

「
自
己
意
識
」
分
析
の
不
十
分
さ
の
一
端
が
表
れ
て
い
る
と
言
う
の
で
あ
る
。

第
三
に
、
カ
ン
ト
は
、「
理
性
推
論
の
諸
形
式
か
ら
」
心
理
学
的
・
宇
宙
論
的
・
神
学
的
の
三
つ
の
理
念
を
「
き
わ
め
て
不
自
然

で
わ
ざ
と
ら
し
い
、
不
十
分
な
や
り
方
で
導
き
出
し
て
い
る
。」[S.431]

カ
ン
ト
は
、「
神
の
理
念
は
ま
っ
た
く
証
明
不
能
で
あ

る
」
こ
と
を
「
ま
っ
た
く
正
し
く
示
し
て
い
る
」
が
、「
直
観
、
あ
る
い
は
神、

と
い
う
思
想
の
た
め
に
は
、
そ
の
内
容
の
ゆ
え
に
ど
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ン
ト
の
理
念
論
に
対
し
て
、
ク
ラ
ウ
ゼ
は
ど
の
よ
う
な
立
場
を
と
る
の
か
。
こ
れ
は
ク
ラ
ウ
ゼ
の
神
認
識
の
あ
り
方
に
か
か
わ
る
重

要
な
問
題
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
本
題
の
「
人
類
」
論
か
ら
少
し
ᷖ
回
し
て
、
ク
ラ
ウ
ゼ
の
カ
ン
ト
論
と
い
う
側
面
か
ら
本
題
の
基

礎
的
観
点
の
意
味
を
照
ら
し
出
し
た
い
と
思
う
。

カ
ン
ト
の
弟
子
と
し
て
出
発
し
た
フ
ィ
ヒ
テ
の
ば
あ
い
と
は
異
な
り
、
ク
ラ
ウ
ゼ
が
カ
ン
ト
を
集
中
的
に
研
究
し
た
の
は
自
分
自

身
の
体
系
の
構
想
を
確
立
し
た
一
八
〇
三
年
よ
り
あ
と
だ
っ
た
と
い
う
こ
と(49)は
、
カ
ン
ト
か
ら
の
自
立
性
あ
る
い
は
カ
ン
ト
と
の
対

等
性
と
い
う
意
味
で
、
ク
ラ
ウ
ゼ
の
独
自
性
の
自
由
な
展
開
に
好
都
合
に
作
用
し
た
と
思
わ
れ
る
。
ク
ラ
ウ
ゼ
の
哲
学
史
関
連
の
諸

著
作
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
カ
ン
ト
批
判
は
、
カ
ン
ト
の
三
批
判
書
の
全
体
を
視
野
に
収
め
て
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
が
、
簡
潔
に

全
体
像
を
語
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
、
一
八
二
九
年
に
出
版
さ
れ
た
大
著
『
学
問
の
根
本
真
理
に
か
ん
す
る
諸
講
義
』
の
な
か
の
カ

ン
ト
論(50)に
注
目
し
、
そ
こ
で
の
論
点
を
適
宜
整
理
す
る
と
、
こ
こ
で
は
と
く
に
次
の
諸
点
が
留
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ク
ラ
ウ
ゼ
に
し
た
が
え
ば
、
第
一
に
、
カ
ン
ト
は
、「
分
析
的
・
上
向
的
な
考
察
」
を
部
分
的
に
し
か
お
こ
な
っ
て
お
ら
ず
、
人

間
の
「
精
神
」・「
意
識
全
体
」・「
自
我
全
体
」
で
は
な
く
「
認
識
能
力Erkenntnisverm

ögen

し
か
考
察
し
な
か
っ
た
。」[S.425]

と
く
に
、「
精
神
自
体
が
そ
の
内
面
に
一
つ
の
ま
っ
た
き
完
全
な
感
性
的
世
界
を
本
来
的
に
ふ
く
ん
で
い
る
」[S.427]

に
も
か
か

わ
ら
ず
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
は
「
感
性
的
認
識
が
な
お
ざ
り
に
さ
れ
た
。」
そ
の
結
果
、
か
れ
は
「
純
粋
か
つ
全
面
的
な
本
質
直
観

W
esenschauung

〔
…
…
〕
を
獲
得
で
き
ず
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
を
学
問
の
原
理
と
内
容
と
し
て
も
承
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
。」[S.421]

─
以
上
は
、
ク
ラ
ウ
ゼ
の
「
分
析
的
」
と
「
総
合
的
」
と
の
複
合
的
方
法
論
の
見
地
か
ら
な
さ
れ
た
、
カ
ン
ト

の
方
法
論
上
の
不
備
へ
の
批
判
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
と
く
に
「
自
己
意
識
」
あ
る
い
は
「
自
我
」
の
分
析
の
不
十
分
さ
へ
の
批
判
で

あ
る
。
ク
ラ
ウ
ゼ
に
お
け
る
「
精
神
」
は
、
後
述
の
よ
う
に
、
悟
性
認
識
だ
け
で
な
く
本
質
直
観
を
も
包
含
す
る
。

第
二
に
、「
理
念Ideen

に
か
ん
す
る
カ、

ン、

ト、

の
教
義
は
最
も
重
要
な
も
の
で
あ
り
、
か
れ
の
体
系
の
第
一
本
質
的
な
も
の
で
あ

る
。」
な
ぜ
な
ら
、「
か
れ
は
理
念
の
本
質
へ
の
展
望
を
、
か
れ
の
洞
察
が
到
達
し
な
い
地
点
ま
で
押
し
開
い
た
か
ら
で
あ
る
。」
つ

ま
り
、
か
れ
は
、「
無
条
件
の
全
的
認
識
」
の
可
能
性
を
、「
理
性
の
絶
対
的
理
想
の
知
性
的
な
直
観
把
握
」
と
し
て
意
識
し
て
い
な

が
ら
、
そ
れ
を
「
否
定
し
た
。」「
し
た
が
っ
て
、
カ、

ン、

ト、

は
純
粋
理
性
の
批
判
で
は
な
く
、
純
粋
悟
性
の
批
判
を
お
こ
な
っ
た
（
理

念
の
能
力
と
し
て
の
理
性
を
お
ろ
そ
か
に
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
）
と
言
っ
て
よ
い
。」[S.430]

こ
の
よ
う
に
「
カ、

ン、

ト、

は
絶
対
的

な
認
識
の
承
認
に
と
て
も
近
し
い
関
係
に
あ
り
、
そ
こ
に
至
る
道
を
〔
…
…
〕
切
り
開
い
た
」
の
だ
が
、
こ
の
点
は
「
カ、

ン、

ト、

の
後

継
者
た
ち
や
カ
ン
ト
主
義
者
た
ち
に
よ
っ
て
さ
え
、
適
切
に
注
意
を
払
わ
れ
な
か
っ
た
。」[S.430

A
nm

.]

カ
ン
ト
が
、
理
念
は

「
経
験
の
可
能
性
を
超
え
て
い
る
」
か
ら
「
た
だ
統
制
的
使
用
が
可
能
で
あ
る
だ
け
だ
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
は
「
重
要
な
認
知
で

あ
る
。」
本
来
、「
有
限
な
精
神
」
は
「
理
念
を
た
だ
予
感
す
る
だ
け
で
あ
る
」
か
ら
で
あ
る[S.431

u.431
A
nm

.]

。

─
以
上
の

論
旨
に
ク
ラ
ウ
ゼ
の
カ
ン
ト
理
解
の
一
つ
の
核
心
が
表
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
カ
ン
ト
の
理
念
論
は
、
理
性
の
な
し
う
る

「
直
観
把
握
」
と
い
う
能
力
を
理
解
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
統
制
的
使
用
を
理
由
に
し
て
、「
精
神
」
に
お
け
る
直
観
把

握
と
い
う
重
要
な
活
動
領
域
を
正
当
に
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
、
と
ク
ラ
ウ
ゼ
は
見
て
い
る
。
経
験
を
超
え
る
絶
対
的
な

も
の
の
把
握
（「
無
条
件
の
全
的
認
識
」）
を
人
間
「
精
神
」
は
な
し
う
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
認
め
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
カ
ン
ト
の

「
自
己
意
識
」
分
析
の
不
十
分
さ
の
一
端
が
表
れ
て
い
る
と
言
う
の
で
あ
る
。

第
三
に
、
カ
ン
ト
は
、「
理
性
推
論
の
諸
形
式
か
ら
」
心
理
学
的
・
宇
宙
論
的
・
神
学
的
の
三
つ
の
理
念
を
「
き
わ
め
て
不
自
然

で
わ
ざ
と
ら
し
い
、
不
十
分
な
や
り
方
で
導
き
出
し
て
い
る
。」[S.431]
カ
ン
ト
は
、「
神
の
理
念
は
ま
っ
た
く
証
明
不
能
で
あ

る
」
こ
と
を
「
ま
っ
た
く
正
し
く
示
し
て
い
る
」
が
、「
直
観
、
あ
る
い
は
神、

と
い
う
思
想
の
た
め
に
は
、
そ
の
内
容
の
ゆ
え
に
ど
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ん
な
証
明
も
必
要
と
し
な
い
」
と
い
う
「
最
も
単
純
な
事
柄
」
に
「
気
づ
い
て
い
な
い
。」
そ
れ
は
、
自
我
の
理
念
に
つ
い
て
と
同

様
に
、「
か
れ
は
、
神
の
無
条
件
的
思
想
あ
る
い
は
無
条
件
的
直
観
を
、
た
ん
な
る
神
概
念
と
混
同
し
て
い
る
」
か
ら
で
あ
る
。
そ

れ
は
つ
ま
り
、「
そ
の
対
象
の
実
在
を
思
考
の
外
に
問
う
」
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
で
は
な
く
、「
思
考
自
体
も
神
と
い
う
思
想
の
な
か

に
と
も
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
〔
か
れ
は
〕
気
づ
い
て
い
な
い
。」[S.432]

代
わ
り
に
カ
ン
ト
は
、

神
の
存
在
の
根
拠
と
し
て
「
信
仰
根
拠
を
思
い
つ
い
た
」
が
、
そ
れ
は
「
す
で
に
存
在
し
て
い
る
神
へ
の
信
仰
に
よ
っ
て
そ
の
証
明

能
力
を
得
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
他
の
す
べ
て
の
神
の
存
在
証
明
と
称
す
る
も
の
と
同
様
に
、
存
在
論
的
証
明
と
い
う
結
果
に
な
っ
て

い
る
。」[S.433]

─
以
上
の
、
カ
ン
ト
の
神
の
存
在
を
め
ぐ
る
「
神
学
的
」
理
念
論
に
対
す
る
ク
ラ
ウ
ゼ
の
批
判
は
、
前
記
の

第
二
論
点
（
理
念
論
一
般
）
の
三
つ
の
理
念
へ
の
応
用
の
一
部
分
で
あ
る
。「
思
考
自
体
も
神
と
い
う
思
想
の
な
か
に
と
も
に
ふ
く

ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
」
と
い
う
部
分
は
難
解
だ
が
、『
人
類
の
根
源
像
』
で
は
、
後
に
本
節
第
六
項
で
見
る
よ
う
に
、「
万
物

は
神
の
内
に
存
す
る
の
と
同
様
に
、
神
の
観
念
も
、
他
の
す
べ
て
の
観
念
を
そ
の
下
位
の
部
分
と
し
て
包
含
す
る
」
か
ら
、「
い
っ

さ
い
の
認
識
は
神
の
永
遠
の
本
質
の
意
識
で
あ
る
」
と
説
明
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ク
ラ
ウ
ゼ
に
固
有
のPanentheism

us

に
も

と
づ
く
神
の
「
本
質
直
観
」
あ
る
い
は
「
無
条
件
的
直
観
」
が
ク
ラ
ウ
ゼ
の
認
識
論
全
体
を
深
く
規
定
し
て
い
る
こ
と
は
留
意
を
要

す
る
。
ま
た
、
カ
ン
ト
に
お
け
る
「
信
仰
根
拠
」
へ
の
ク
ラ
ウ
ゼ
の
批
判
は
、
い
わ
ゆ
る
循
環
論
へ
の
批
判
と
重
な
る
で
あ
ろ
う
。

第
四
に
、
カ
ン
ト
は
こ
う
し
て
、「
理
念
の
す
べ
て
の
認
識
と
、
理
念
か
ら
の
、
ま
た
理
念
に
よ
る
す
べ
て
の
認
識
を
否
定
す
る
」

の
だ
が
、「
そ
の
通
用
性
を
道
徳
分
野
で
は
認
め
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
の
証
明
は
な
い
。」
す
な
わ
ち
、「
人
倫
的
自
由
の
理
念
と

純
粋
意
志
の
尊
厳
、
法
と
正
義
の
理
念
、
さ
ら
に
全
人
類
の
一
様
な
進
歩
一
般
の
理
念
と
、〔
…
…
〕
永
遠
平
和
へ
の
理
念
を
、
か

れ
は
承
認
し
た
。」
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
か
れ
の
理
念
に
か
ん
す
る
教
義
に
お
け
る
理
論
的
な
主
要
欠
陥
の
た
め
に
」、

「
か
れ
は
自
由
と
人
倫
法
則
を
た
ん
に
形
式
的
に
認
識
し
、
ま
た
同
様
に
法
法
則
を
た
ん
に
形
式
的
に
、
し
か
も
否
定
的
に
規
定
し

た
。」[S.433]

「
か
れ
の
理
念
論
に
お
け
る
予
断
と
偏
狭
の
主
誘
因
」
は
、「
も
し
理
念
に
構
成
的
使
用
を
〔
…
…
〕
認
め
よ
う
と

し
な
い
な
ら
ば
、
無
条
件
的
な
も
の
は
、
ま
っ
た
く
感
性
界
の
外
に
〔
…
…
〕
想
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
「
独
断
的
に
想
定
し

た
こ
と
」
で
あ
る[S.433f.]

。

─
以
上
は
、
カ
ン
ト
に
お
け
る
理
性
の
理
論
的
使
用
か
ら
実
践
的
使
用
へ
の
移
行
の
問
題
で
あ

り
、
ク
ラ
ウ
ゼ
は
カ
ン
ト
の
道
徳
法
則
に
お
け
る
形
式
主
義
の
原
因
を
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
け
る
上
述
の
理
念
論
の
「
欠
陥
」

と
結
び
つ
け
て
理
解
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
ク
ラ
ウ
ゼ
は
人
倫
法
則
と
法
法
則
と
を
「
生
の
目
的
」
論
（
諸
善
論
）
で

結
合
し
、
カ
ン
ト
が
ア
プ
リ
オ
ー
リ
に
設
定
し
た
「
自
由
」
に
対
し
て
、
何
の
た
め
の
「
自
由
」
か
を
問
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
と
く

に
法
の
実
質
論
を
展
開
す
る
。
そ
れ
が
ク
ラ
ウ
ゼ
の
「
自
然
法
論
」
の
中
心
課
題
を
な
す
で
あ
ろ
う
。

三

神
の
似
像
と
分
有

─
固
有
性
と
完
全
性

さ
て
そ
こ
で
、
本
題
に
戻
り
、
上
述
の
『
人
類
の
根
源
像
』
の
導
入
部
に
つ
づ
く
ク
ラ
ウ
ゼ
の
神
理
解
を
聞
い
て
み
よ
う
。「
心

情G
em

üth

が
感
じ
、
そ
し
て
精
神G

eist

が
認
め
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
無
限
に
、
か
つ
永
遠
に
、
一
な
る
根
源
的
存
在
者

Ein
U
rw
esen

、

─
す
な
わ
ち
神
で
あ
る
、
と
。
そ
し
て
世
界
は
、
い
っ
さ
い
の
世
界
内
の
存
在
者
お
よ
び
調
和
と
と
も
に
、
神

的
で
あ
り
、
神
の
尊
厳
あ
る
所
産
で
あ
り
神
の
似
像Ebenbild

G
ottes

で
あ
る
、
と
。」「
す
べ
て
の
被
造
物
は
、
神
の
似
像
を
そ

れ
ぞ
れ
の
や
り
方
で
体
現
し
て
い
る
。
万
物
は
神
の
な
か
に
、
神
と
と
も
に
、
そ
し
て
神
に
よ
っ
てin,m

itund
durch

G
ott

存
在

し
、
生
き
て
い
る
。
た
だ
ひ
と
り
の
神
の
ほ
か
に
は
、
ど
の
存
在
者
も
神
で
は
な
い
。
し
か
し
神
が
み
ず
か
ら
永
遠
に
創
造
し
た
も

の
は
、
神
が
み
ず
か
ら
永
久
不
滅
に
神
に
か
た
ど
っ
て
創
造
し
た
も
の
で
あ
る
。
世
界
は
神
の
外
に
は
存
在
し
な
い
、
な
ぜ
な
ら
神
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ん
な
証
明
も
必
要
と
し
な
い
」
と
い
う
「
最
も
単
純
な
事
柄
」
に
「
気
づ
い
て
い
な
い
。」
そ
れ
は
、
自
我
の
理
念
に
つ
い
て
と
同

様
に
、「
か
れ
は
、
神
の
無
条
件
的
思
想
あ
る
い
は
無
条
件
的
直
観
を
、
た
ん
な
る
神
概
念
と
混
同
し
て
い
る
」
か
ら
で
あ
る
。
そ

れ
は
つ
ま
り
、「
そ
の
対
象
の
実
在
を
思
考
の
外
に
問
う
」
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
で
は
な
く
、「
思
考
自
体
も
神
と
い
う
思
想
の
な
か

に
と
も
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
〔
か
れ
は
〕
気
づ
い
て
い
な
い
。」[S.432]

代
わ
り
に
カ
ン
ト
は
、

神
の
存
在
の
根
拠
と
し
て
「
信
仰
根
拠
を
思
い
つ
い
た
」
が
、
そ
れ
は
「
す
で
に
存
在
し
て
い
る
神
へ
の
信
仰
に
よ
っ
て
そ
の
証
明

能
力
を
得
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
他
の
す
べ
て
の
神
の
存
在
証
明
と
称
す
る
も
の
と
同
様
に
、
存
在
論
的
証
明
と
い
う
結
果
に
な
っ
て

い
る
。」[S.433]

─
以
上
の
、
カ
ン
ト
の
神
の
存
在
を
め
ぐ
る
「
神
学
的
」
理
念
論
に
対
す
る
ク
ラ
ウ
ゼ
の
批
判
は
、
前
記
の

第
二
論
点
（
理
念
論
一
般
）
の
三
つ
の
理
念
へ
の
応
用
の
一
部
分
で
あ
る
。「
思
考
自
体
も
神
と
い
う
思
想
の
な
か
に
と
も
に
ふ
く

ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
」
と
い
う
部
分
は
難
解
だ
が
、『
人
類
の
根
源
像
』
で
は
、
後
に
本
節
第
六
項
で
見
る
よ
う
に
、「
万
物

は
神
の
内
に
存
す
る
の
と
同
様
に
、
神
の
観
念
も
、
他
の
す
べ
て
の
観
念
を
そ
の
下
位
の
部
分
と
し
て
包
含
す
る
」
か
ら
、「
い
っ

さ
い
の
認
識
は
神
の
永
遠
の
本
質
の
意
識
で
あ
る
」
と
説
明
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ク
ラ
ウ
ゼ
に
固
有
のPanentheism

us

に
も

と
づ
く
神
の
「
本
質
直
観
」
あ
る
い
は
「
無
条
件
的
直
観
」
が
ク
ラ
ウ
ゼ
の
認
識
論
全
体
を
深
く
規
定
し
て
い
る
こ
と
は
留
意
を
要

す
る
。
ま
た
、
カ
ン
ト
に
お
け
る
「
信
仰
根
拠
」
へ
の
ク
ラ
ウ
ゼ
の
批
判
は
、
い
わ
ゆ
る
循
環
論
へ
の
批
判
と
重
な
る
で
あ
ろ
う
。

第
四
に
、
カ
ン
ト
は
こ
う
し
て
、「
理
念
の
す
べ
て
の
認
識
と
、
理
念
か
ら
の
、
ま
た
理
念
に
よ
る
す
べ
て
の
認
識
を
否
定
す
る
」

の
だ
が
、「
そ
の
通
用
性
を
道
徳
分
野
で
は
認
め
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
の
証
明
は
な
い
。」
す
な
わ
ち
、「
人
倫
的
自
由
の
理
念
と

純
粋
意
志
の
尊
厳
、
法
と
正
義
の
理
念
、
さ
ら
に
全
人
類
の
一
様
な
進
歩
一
般
の
理
念
と
、〔
…
…
〕
永
遠
平
和
へ
の
理
念
を
、
か

れ
は
承
認
し
た
。」
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
か
れ
の
理
念
に
か
ん
す
る
教
義
に
お
け
る
理
論
的
な
主
要
欠
陥
の
た
め
に
」、

「
か
れ
は
自
由
と
人
倫
法
則
を
た
ん
に
形
式
的
に
認
識
し
、
ま
た
同
様
に
法
法
則
を
た
ん
に
形
式
的
に
、
し
か
も
否
定
的
に
規
定
し

た
。」[S.433]

「
か
れ
の
理
念
論
に
お
け
る
予
断
と
偏
狭
の
主
誘
因
」
は
、「
も
し
理
念
に
構
成
的
使
用
を
〔
…
…
〕
認
め
よ
う
と

し
な
い
な
ら
ば
、
無
条
件
的
な
も
の
は
、
ま
っ
た
く
感
性
界
の
外
に
〔
…
…
〕
想
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
「
独
断
的
に
想
定
し

た
こ
と
」
で
あ
る[S.433f.]

。

─
以
上
は
、
カ
ン
ト
に
お
け
る
理
性
の
理
論
的
使
用
か
ら
実
践
的
使
用
へ
の
移
行
の
問
題
で
あ

り
、
ク
ラ
ウ
ゼ
は
カ
ン
ト
の
道
徳
法
則
に
お
け
る
形
式
主
義
の
原
因
を
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
け
る
上
述
の
理
念
論
の
「
欠
陥
」

と
結
び
つ
け
て
理
解
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
ク
ラ
ウ
ゼ
は
人
倫
法
則
と
法
法
則
と
を
「
生
の
目
的
」
論
（
諸
善
論
）
で

結
合
し
、
カ
ン
ト
が
ア
プ
リ
オ
ー
リ
に
設
定
し
た
「
自
由
」
に
対
し
て
、
何
の
た
め
の
「
自
由
」
か
を
問
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
と
く

に
法
の
実
質
論
を
展
開
す
る
。
そ
れ
が
ク
ラ
ウ
ゼ
の
「
自
然
法
論
」
の
中
心
課
題
を
な
す
で
あ
ろ
う
。

三

神
の
似
像
と
分
有

─
固
有
性
と
完
全
性

さ
て
そ
こ
で
、
本
題
に
戻
り
、
上
述
の
『
人
類
の
根
源
像
』
の
導
入
部
に
つ
づ
く
ク
ラ
ウ
ゼ
の
神
理
解
を
聞
い
て
み
よ
う
。「
心

情G
em

üth

が
感
じ
、
そ
し
て
精
神G

eist

が
認
め
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
無
限
に
、
か
つ
永
遠
に
、
一
な
る
根
源
的
存
在
者

Ein
U
rw
esen

、

─
す
な
わ
ち
神
で
あ
る
、
と
。
そ
し
て
世
界
は
、
い
っ
さ
い
の
世
界
内
の
存
在
者
お
よ
び
調
和
と
と
も
に
、
神

的
で
あ
り
、
神
の
尊
厳
あ
る
所
産
で
あ
り
神
の
似
像Ebenbild

G
ottes

で
あ
る
、
と
。」「
す
べ
て
の
被
造
物
は
、
神
の
似
像
を
そ

れ
ぞ
れ
の
や
り
方
で
体
現
し
て
い
る
。
万
物
は
神
の
な
か
に
、
神
と
と
も
に
、
そ
し
て
神
に
よ
っ
てin,m

itund
durch

G
ott

存
在

し
、
生
き
て
い
る
。
た
だ
ひ
と
り
の
神
の
ほ
か
に
は
、
ど
の
存
在
者
も
神
で
は
な
い
。
し
か
し
神
が
み
ず
か
ら
永
遠
に
創
造
し
た
も

の
は
、
神
が
み
ず
か
ら
永
久
不
滅
に
神
に
か
た
ど
っ
て
創
造
し
た
も
の
で
あ
る
。
世
界
は
神
の
外
に
は
存
在
し
な
い
、
な
ぜ
な
ら
神
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は
、
存
在
す
る
も
の
す
べ
て
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
様
に
、
世
界
は
神
そ
れ
自
身
で
は
な
く
、
神
の
な
か
に
、
そ
し
て
神

に
よ
っ
て
存
在
し
て
い
る
。
神
が
永
続
的
に
、
無
時
間
的
に
、
い
っ
さ
い
の
時
間
を
超
え
て
創
造
し
た
も
の
は
、
永
続
的
に
存
在
し

生
き
つ
づ
け
て
、
根
源
的
に
神
に
根
ざ
し
た
そ
の
本
質
的
な
も
の
を
、
た
え
ず
新
た
な
形
で
顕
示
す
る
。
神
は
、
そ
の
い
っ
さ
い
の

存
在
者
を
超
え
、
い
っ
さ
い
の
時
間
を
超
え
て
い
る
か
ら
、
そ
の
か
ぎ
り
で
は
い
っ
さ
い
の
事
物
の
生
に
た
え
ず
は
た
ら
き
か
け
る

の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
生
は
、
一
な
る
い
っ
さ
い
の
生
と
し
て
、
永
遠
に
神
の
な
か
に
、
神
と
と
も
に
、
そ
し
て
神
に
よ
っ
て
存
続

す
る
。
世
界
は
つ
ね
に
創
造
者
の
威
力
の
な
か
に
あ
り
、
創
造
者
は
、
そ
の
所
産
を
愛
し
、
保
持
し
、
そ
し
て
陶
冶
す
る
こ
と
を
や

め
な
い
の
で
あ
る
。」(S.4)

こ
の
う
ち
、
ま
ず
、「
す
べ
て
の
被
造
物
は
、
神
の
似
像
を
そ
れ
ぞ
れ
の
や
り
方
で
体
現
し
て
い
る
」
と
い
う
、
神
と
被
造
物
と

の
関
係
性
に
つ
い
て
の
ク
ラ
ウ
ゼ
の
基
本
理
解
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
ト
マ
ス
は
、『
神
学
大
全
』
第
二
部
冒
頭
の
序
言
で
、「
範

型
」
と
し
て
の
神
に
対
し
て
「
神
の
か
た
ど
り
・
神
の
像im

ago
D
ei

と
し
て
の
人
間
」
に
つ
い
て
以
下
で
考
察
す
る
と
述
べ
て
い

る
か
ら
で
あ
る(51)(II.⑨

1)

。
し
か
も
ク
ラ
ウ
ゼ
は
、
人
間
に
だ
け
で
は
な
く
す
べ
て
の
被
造
物
に
「
神
の
似
像
」
を
見
い
だ
し
て
い

る
。
ま
た
、
右
の
引
用
文
中
の
「
世
界
は
神
の
外
に
は
存
在
し
な
い
」
は
、
人
格
神
論Theism

us

の
否
定
で
あ
り
、「
世
界
は
神

そ
れ
自
身
で
は
な
く
」
は
、
汎
神
論Pantheism

us

の
否
定
で
あ
る
。
そ
の
ど
ち
ら
で
も
な
く
、
世
界
は
「
神
の
な
か
に
、
そ
し
て

神
に
よ
っ
て
存
在
し
て
い
る
」
と
い
う
確
信
が
、
ク
ラ
ウ
ゼ
のPanentheism

us

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
世
界
は
神
と
切
り
離
さ
れ
る

の
で
は
な
く
、
か
と
言
っ
て
神
そ
の
も
の
と
同
一
化
さ
れ
る
の
で
も
な
く
、
世
界
は
「
神
の
な
か
に
」
包
含
さ
れ
る
か
ら
、
神
の
超

越
性
が
維
持
さ
れ
る
。
こ
れ
は
し
か
し
、
非
人
格
神
論
的
だ
と
い
う
意
味
で
は
、
守
旧
派
か
ら
汎
神
論
的
だ
と
み
な
さ
れ
て
攻
撃
さ

れ
え
た
。
け
れ
ど
も
、
ク
ラ
ウ
ゼ
の
こ
こ
で
の
主
旨
は
、
神
が
永
続
的
に
創
造
し
た
も
の
は
、
永
続
的
に
存
在
し
、「
神
の
似
像
」

と
し
て
そ
の
本
質
を
顕
示
し
つ
づ
け
る
こ
と
、
神
は
い
っ
さ
い
の
被
造
物
の
生
に
つ
ね
に
は
た
ら
き
か
け
、
陶
冶
し
つ
づ
け
る
こ

と
、
こ
の
点
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
世
界
の
生
は
、「
一
な
る
生
」
と
し
て
神
と
と
も
に
永
続
的
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。

で
は
、
人
間
は
ど
の
よ
う
な
存
在
か
。「
神
は
無
限
の
根
源
的
存
在
者
で
あ
る
が
、
神
の
な
か
の
ど
の
存
在
者
も
み
な
、
有
限
で

制
約
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
有
限
で
あ
る
こ
と
は
無
価
値
で
あ
る
こ
と
で
は
な
く
、
制
約
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
不
完
全
で
あ
る
こ
と

で
は
な
い
。」
な
ぜ
な
ら
、
い
っ
さ
い
の
存
在
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
や
り
方
で
「
神
の
本
質
に
参
与
す
るhaben

Theilan
G
ottes

W
esen

」
か
ら
で
あ
り
、「
そ
れ
ぞ
れ
の
限
界
の
な
か
で
神
の
完
全
性
を
ま
ね
るnachahm

en

」
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
こ
そ
、

全
存
在
者
は
そ
れ
ぞ
れ
「
特
定
の
形
状
、
限
界
お
よ
び
制
約
を
受
け
て
」
お
り
、
ま
た
「
固
有
性
、
美
し
さ
、
強
さ
を
得
て
い
る
。」

「
こ
の
よ
う
な
制
約
の
な
か
で
調
和
的
に
展
開
す
る
こ
と
、
そ
の
な
か
で
神
的
な
生
を
生
き
る
こ
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
存
在
者
の
原

使
命U

rbestim
m
ung

で
あ
る
。」(S.4f.)

こ
う
し
て
地
上
の
存
在
者
の
「
有
限
性
」
は
、
人
間
に
即
し
て
言
え
ば
、「
神
の
完
全

性
」
に
向
き
合
い
そ
れ
を
め
ざ
す
、
い
わ
ば
そ
れ
ぞ
れ
の
可
能
性
に
満
ち
た
現
在
地
と
し
て
の
「
固
有
性
」
と
し
て
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
に

と
ら
え
か
え
さ
れ
る
。

こ
の
神
の
本
質
へ
の
被
造
物
、
と
く
に
人
間
の
側
か
ら
の
主
体
的
「
参
与
」
論
は
、
上
述
の
「
信
仰
と
知
と
の
調
和
」
論
と
と
も

に
、
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
基
本
姿
勢
を
想
起
さ
せ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
ク
ラ
ウ
ゼ
の
言
う
、
人
間
が
「
神
の
本
質
に
参
与
す

る
」
こ
と
、「
神
的
な
生
を
生
き
る
こ
と
」
は
、
各
人
が
「
神
の
似
像
」
と
し
て
、
何
ら
か
の
神
的
な
も
の
を
神
か
ら
分
与
さ
れ
て

い
る
こ
と
、
神
に
よ
っ
て
分
有
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
か
。
な
ぜ
な
ら
、
先
の
ク
ラ
ウ
ゼ
の
引
用
の
よ
う
に
、
す

べ
て
の
被
造
物
は
「
神
の
似
像
を
そ
れ
ぞ
れ
の
や
り
方
で
体
現
し
て
」
お
り
、「
根
源
的
に
神
に
根
ざ
し
た
そ
の
本
質
的
な
も
の
を
、

た
え
ず
新
た
な
形
で
顕
示
す
る
」
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
後
に
も
触
れ
る
よ
う
に
プ
ラ
ト
ン
は
、
個
物
が
イ
デ
ア
（
何
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は
、
存
在
す
る
も
の
す
べ
て
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
様
に
、
世
界
は
神
そ
れ
自
身
で
は
な
く
、
神
の
な
か
に
、
そ
し
て
神

に
よ
っ
て
存
在
し
て
い
る
。
神
が
永
続
的
に
、
無
時
間
的
に
、
い
っ
さ
い
の
時
間
を
超
え
て
創
造
し
た
も
の
は
、
永
続
的
に
存
在
し

生
き
つ
づ
け
て
、
根
源
的
に
神
に
根
ざ
し
た
そ
の
本
質
的
な
も
の
を
、
た
え
ず
新
た
な
形
で
顕
示
す
る
。
神
は
、
そ
の
い
っ
さ
い
の

存
在
者
を
超
え
、
い
っ
さ
い
の
時
間
を
超
え
て
い
る
か
ら
、
そ
の
か
ぎ
り
で
は
い
っ
さ
い
の
事
物
の
生
に
た
え
ず
は
た
ら
き
か
け
る

の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
生
は
、
一
な
る
い
っ
さ
い
の
生
と
し
て
、
永
遠
に
神
の
な
か
に
、
神
と
と
も
に
、
そ
し
て
神
に
よ
っ
て
存
続

す
る
。
世
界
は
つ
ね
に
創
造
者
の
威
力
の
な
か
に
あ
り
、
創
造
者
は
、
そ
の
所
産
を
愛
し
、
保
持
し
、
そ
し
て
陶
冶
す
る
こ
と
を
や

め
な
い
の
で
あ
る
。」(S.4)

こ
の
う
ち
、
ま
ず
、「
す
べ
て
の
被
造
物
は
、
神
の
似
像
を
そ
れ
ぞ
れ
の
や
り
方
で
体
現
し
て
い
る
」
と
い
う
、
神
と
被
造
物
と

の
関
係
性
に
つ
い
て
の
ク
ラ
ウ
ゼ
の
基
本
理
解
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
ト
マ
ス
は
、『
神
学
大
全
』
第
二
部
冒
頭
の
序
言
で
、「
範

型
」
と
し
て
の
神
に
対
し
て
「
神
の
か
た
ど
り
・
神
の
像im

ago
D
ei

と
し
て
の
人
間
」
に
つ
い
て
以
下
で
考
察
す
る
と
述
べ
て
い

る
か
ら
で
あ
る(51)(II.⑨

1)

。
し
か
も
ク
ラ
ウ
ゼ
は
、
人
間
に
だ
け
で
は
な
く
す
べ
て
の
被
造
物
に
「
神
の
似
像
」
を
見
い
だ
し
て
い

る
。
ま
た
、
右
の
引
用
文
中
の
「
世
界
は
神
の
外
に
は
存
在
し
な
い
」
は
、
人
格
神
論Theism

us

の
否
定
で
あ
り
、「
世
界
は
神

そ
れ
自
身
で
は
な
く
」
は
、
汎
神
論Pantheism

us

の
否
定
で
あ
る
。
そ
の
ど
ち
ら
で
も
な
く
、
世
界
は
「
神
の
な
か
に
、
そ
し
て

神
に
よ
っ
て
存
在
し
て
い
る
」
と
い
う
確
信
が
、
ク
ラ
ウ
ゼ
のPanentheism

us

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
世
界
は
神
と
切
り
離
さ
れ
る

の
で
は
な
く
、
か
と
言
っ
て
神
そ
の
も
の
と
同
一
化
さ
れ
る
の
で
も
な
く
、
世
界
は
「
神
の
な
か
に
」
包
含
さ
れ
る
か
ら
、
神
の
超

越
性
が
維
持
さ
れ
る
。
こ
れ
は
し
か
し
、
非
人
格
神
論
的
だ
と
い
う
意
味
で
は
、
守
旧
派
か
ら
汎
神
論
的
だ
と
み
な
さ
れ
て
攻
撃
さ

れ
え
た
。
け
れ
ど
も
、
ク
ラ
ウ
ゼ
の
こ
こ
で
の
主
旨
は
、
神
が
永
続
的
に
創
造
し
た
も
の
は
、
永
続
的
に
存
在
し
、「
神
の
似
像
」

と
し
て
そ
の
本
質
を
顕
示
し
つ
づ
け
る
こ
と
、
神
は
い
っ
さ
い
の
被
造
物
の
生
に
つ
ね
に
は
た
ら
き
か
け
、
陶
冶
し
つ
づ
け
る
こ

と
、
こ
の
点
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
世
界
の
生
は
、「
一
な
る
生
」
と
し
て
神
と
と
も
に
永
続
的
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。

で
は
、
人
間
は
ど
の
よ
う
な
存
在
か
。「
神
は
無
限
の
根
源
的
存
在
者
で
あ
る
が
、
神
の
な
か
の
ど
の
存
在
者
も
み
な
、
有
限
で

制
約
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
有
限
で
あ
る
こ
と
は
無
価
値
で
あ
る
こ
と
で
は
な
く
、
制
約
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
不
完
全
で
あ
る
こ
と

で
は
な
い
。」
な
ぜ
な
ら
、
い
っ
さ
い
の
存
在
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
や
り
方
で
「
神
の
本
質
に
参
与
す
るhaben

Theilan
G
ottes

W
esen

」
か
ら
で
あ
り
、「
そ
れ
ぞ
れ
の
限
界
の
な
か
で
神
の
完
全
性
を
ま
ね
るnachahm

en

」
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
こ
そ
、

全
存
在
者
は
そ
れ
ぞ
れ
「
特
定
の
形
状
、
限
界
お
よ
び
制
約
を
受
け
て
」
お
り
、
ま
た
「
固
有
性
、
美
し
さ
、
強
さ
を
得
て
い
る
。」

「
こ
の
よ
う
な
制
約
の
な
か
で
調
和
的
に
展
開
す
る
こ
と
、
そ
の
な
か
で
神
的
な
生
を
生
き
る
こ
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
存
在
者
の
原

使
命U

rbestim
m
ung

で
あ
る
。」(S.4f.)

こ
う
し
て
地
上
の
存
在
者
の
「
有
限
性
」
は
、
人
間
に
即
し
て
言
え
ば
、「
神
の
完
全

性
」
に
向
き
合
い
そ
れ
を
め
ざ
す
、
い
わ
ば
そ
れ
ぞ
れ
の
可
能
性
に
満
ち
た
現
在
地
と
し
て
の
「
固
有
性
」
と
し
て
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
に

と
ら
え
か
え
さ
れ
る
。

こ
の
神
の
本
質
へ
の
被
造
物
、
と
く
に
人
間
の
側
か
ら
の
主
体
的
「
参
与
」
論
は
、
上
述
の
「
信
仰
と
知
と
の
調
和
」
論
と
と
も

に
、
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
基
本
姿
勢
を
想
起
さ
せ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
ク
ラ
ウ
ゼ
の
言
う
、
人
間
が
「
神
の
本
質
に
参
与
す

る
」
こ
と
、「
神
的
な
生
を
生
き
る
こ
と
」
は
、
各
人
が
「
神
の
似
像
」
と
し
て
、
何
ら
か
の
神
的
な
も
の
を
神
か
ら
分
与
さ
れ
て

い
る
こ
と
、
神
に
よ
っ
て
分
有
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
か
。
な
ぜ
な
ら
、
先
の
ク
ラ
ウ
ゼ
の
引
用
の
よ
う
に
、
す

べ
て
の
被
造
物
は
「
神
の
似
像
を
そ
れ
ぞ
れ
の
や
り
方
で
体
現
し
て
」
お
り
、「
根
源
的
に
神
に
根
ざ
し
た
そ
の
本
質
的
な
も
の
を
、

た
え
ず
新
た
な
形
で
顕
示
す
る
」
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
後
に
も
触
れ
る
よ
う
に
プ
ラ
ト
ン
は
、
個
物
が
イ
デ
ア
（
何

カール・クリスティアン・フリードリヒ・クラウゼの人類論における相互的生の社会構成論

─287( 26 )─

成城・経済研究 第 232 号（2021 年 3 月）

─286( 27 )─



ら
か
の
本
質
）
を
「
分
有
す
る
」
こ
と
と
、
イ
デ
ア
の
「
似
像
」
が
個
物
に
現
れ
る
こ
と
と
を
区
別
し
、
後
者
の
観
点
に
立
つ
こ
と

が
イ
デ
ア
の
絶
対
性
の
認
定
の
た
め
に
死
活
的
に
重
要
で
あ
る
と
自
覚
す
る
に
至
る
の
だ
が
、
ク
ラ
ウ
ゼ
も
「
分
有
」
よ
り
も
「
似

像
」
の
語
の
ほ
う
を
多
用
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
イ
デ
ア
や
神
を
主
語
に
す
る
の
で
は
な
く
、
被
造
物
の
ほ
う
を
主

語
に
し
て
そ
の
主
体
性
を
重
視
す
る
ば
あ
い
に
は
、
何
ら
か
の
形
で
「
分
有
」
を
語
ら
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
、
ト
マ

ス
は
、
上
述
の
よ
う
に
『
神
学
大
全
』
に
お
い
て
、
一
方
で
「
神
の
像
と
し
て
の
人
間
」
と
い
う
規
定
を
用
い
つ
つ
（
と
く
に
第
一

部
の
創
造
論
に
お
け
る
人
間
規
定
で
は
、
第
九
十
三
問
題
）、
他
方
で
は
、
た
と
え
ば
人
間
の
究
極
目
的
と
は
た
ら
き
を
論
じ
た
同

じ
第
二
─
一
部
で
、
人
間
に
お
け
る
神
へ
の
「
類
似
性
の
分
有
」(II-1,1,8.)

、
神
の
「
幸
福
の
分
有
」(II-1,3,1.)

、
神
の
「
永
遠

性
の
分
有
」(II-1,5,4.)

、
何
ら
か
の
「
善
の
分
有
」(II-1,9,6.)

な
ど
、「
分
有participatio

」
概
念
を
多
用
し
て
い
る
。
ト
マ
ス

に
し
た
が
え
ば
、
本
来
「
人
間
は
完
全
な
善
へ
の
可
能
性
を
も
つ
」(II-1,5,1.⑨

120)

の
で
あ
り
、「
究
極
の
完
全
な
る
幸
福
と

い
う
も
の
は
、
神
の
本
質
を
見
る
こ
と
」
に
あ
る(II-1,3,8.⑨

87)

。
そ
し
て
、
人
間
は
、
そ
の
自
然
本
性
的
な
願
望
に
従
っ
て

「
神
の
本
質
を
見
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
神
性
を
「
分
有
す
る
」、
つ
ま
り
「
神
化deificatio

」
さ
れ
る
。
と
い
う
の
も
（
第
三
部
キ

リ
ス
ト
論
の
冒
頭
で
述
べ
る
よ
う
に
）
神
の
「
最
高
善
の
性
格
に
は
、
最
高
の
仕
方
で
自
己
を
被
造
物
に
伝
え
る
こ
と
が
属
す
る
」

か
ら
で
あ
る(III,1,1.㉕

6)

、
と
。「
伝
え
るcom

m
unicare

」
と
は
自
分
の
も
の
を
相
手
に
与
え
「
共
有
す
る
」
こ
と
で
あ
る
か

ら
、「
分
与
す
る
」
と
言
い
換
え
ら
れ
る
。
こ
れ
が
、
ト
マ
ス
の
ペ
ル
ソ
ナ
論
の
中
核
を
な
す
、
神
の
善
性
つ
ま
り
愛
（
恵
み
深
さ
）

と
し
て
の
、
神
が
人
間
に
な
る
「
受
肉
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
説
か
れ
る
。「
神
性
に
十
分
に
与
る
と
い
う
こ
と
に
か
ん
し
て

言
え
ば
、
こ
れ
こ
そ
は
真
に
人
間
の
至
福
で
あ
り
、
人
生
の
目
的
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
わ
れ
わ
れ
に
、
キ
リ
ス
ト
の
人
性
を
通
し
て

与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
〔
…
…
〕
言
っ
て
い
る
。〈
神
が
人
間
と
成
り
給
う
た
が
、
そ
れ
は
人
間

が
神
に
成
る
た
め
で
し
た
〉、
と(52)。」(III,1,2.㉕

17)

さ
て
、
ク
ラ
ウ
ゼ
は
つ
づ
け
て
言
う
。
動
植
物
と
同
様
に
、
人
間
も
ま
た
「
自
分
の
本
質
の
限
界
を
愛
し
、
そ
れ
を
生
き
生
き
と

満
た
し
美
し
く
形
成
す
る
よ
う
に
努
め
る
。」「
人
間
は
美
を
感
じ
、
愛
す
る
が
、
美
は
形
式
の
神
性
で
あ
る
。」「
人
間
の
精
神
と
身

体
と
い
う
形
式
」
は
「
最
も
完
全
な
美
を
な
し
う
る
も
の
で
あ
る
。」「
有
限
な
本
性
の
限
界
内
に
あ
る
自
分
と
い
っ
さ
い
の
存
在
者

と
を
敬
い
愛
す
る
こ
と
は
、
宗
教
的
な
考
え
方
と
不
可
分
の
も
の
で
あ
る
。
い
っ
さ
い
の
存
在
者
を
、
わ
れ
わ
れ
は
あ
の
永
遠
の
創

造
の
等
し
く
本
源
的
な
仲
間gleichw

esentliche
G
lieder

と
し
て
尊
重
す
る
。」「
そ
れ
ぞ
れ
の
存
在
者
の
制
約
は
、
そ
れ
自
体
と

し
て
み
れ
ば
、
無
限
の
形
状
の
豊
か
さ
を
可
能
に
す
る
。」
存
在
者
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
「
使
命
」
が
あ
り
、
乳
児
も
、
青
年

も
、
老
人
も
、「
そ
れ
ぞ
れ
が
自
分
の
仕
方
で
、
生
と
美
を
完
全
に
表
現
し
て
い
る
。」
し
か
も
み
な
「
同
じ
人
間
」
で
あ
り
、「
存

在
者
た
ち
が
、
形
状
と
生
の
特
色
あ
る
固
有
性charaktervolle

B
estim

m
theit

を
そ
の
完
全
性
・
全
面
性
と
結
合
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
、〔
…
…
〕
神
は
か
れ
ら
に
時
間
の
な
か
の
不
変
の
、
終
わ
り
の
な
いendlos

形
成
と
生
を
授
け
た
。」
こ
う
し
て
「
時

間
的
な
生
の
円
環
」
が
閉
じ
ら
れ
た
瞬
間
に
「
別
の
新
た
な
円
環
が
始
ま
る
」(S.5f.)

こ
と
に
よ
っ
て
、「
時
間
も
ま
た
生
の
形
式

と
し
て
本
質
的
」
と
な
る(Inhalt,S.5)

。「
有
限
な
」
人
間
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
固
有
性
」
の
う
ち
に
「
生
と
美
を
完
全
に
」
体
現

し
つ
つ
、「
時
間
」
に
よ
っ
て
無
終
性
へ
と
開
か
れ
る
。
こ
の
人
間
の
「
生
の
円
環
」
論
や
生
の
無
終
性
と
い
う
見
地
は
、
キ
リ
ス

ト
教
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
古
代
ギ
リ
シ
ア
的
宇
宙
論
や
輪
㕩
論
的
神
秘
主
義
の
響
き
を
伴
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
上
記
の

引
用
文
か
ら
再
度
確
認
す
れ
ば
、「
神
が
永
続
的
に
、
無
時
間
的
に
、
い
っ
さ
い
の
時
間
を
超
え
て
創
造
し
た
も
の
は
、
永
続
的
に

存
在
し
生
き
つ
づ
け
て
、
根
源
的
に
神
に
根
ざ
し
た
そ
の
本
質
的
な
も
の
を
、
た
え
ず
新
た
な
形
で
顕
示
す
る
」、
と
言
う
の
で
あ

る
。
神
だ
け
で
な
く
被
造
物
も
永
続
的
な
の
だ
と
言
う
こ
の
「
永
遠
の
創
造
」
論
が
、
ク
ラ
ウ
ゼ
の
人
類
史
観
の
前
提
と
な
る
で
あ
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ら
か
の
本
質
）
を
「
分
有
す
る
」
こ
と
と
、
イ
デ
ア
の
「
似
像
」
が
個
物
に
現
れ
る
こ
と
と
を
区
別
し
、
後
者
の
観
点
に
立
つ
こ
と

が
イ
デ
ア
の
絶
対
性
の
認
定
の
た
め
に
死
活
的
に
重
要
で
あ
る
と
自
覚
す
る
に
至
る
の
だ
が
、
ク
ラ
ウ
ゼ
も
「
分
有
」
よ
り
も
「
似

像
」
の
語
の
ほ
う
を
多
用
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
イ
デ
ア
や
神
を
主
語
に
す
る
の
で
は
な
く
、
被
造
物
の
ほ
う
を
主

語
に
し
て
そ
の
主
体
性
を
重
視
す
る
ば
あ
い
に
は
、
何
ら
か
の
形
で
「
分
有
」
を
語
ら
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
、
ト
マ

ス
は
、
上
述
の
よ
う
に
『
神
学
大
全
』
に
お
い
て
、
一
方
で
「
神
の
像
と
し
て
の
人
間
」
と
い
う
規
定
を
用
い
つ
つ
（
と
く
に
第
一

部
の
創
造
論
に
お
け
る
人
間
規
定
で
は
、
第
九
十
三
問
題
）、
他
方
で
は
、
た
と
え
ば
人
間
の
究
極
目
的
と
は
た
ら
き
を
論
じ
た
同

じ
第
二
─
一
部
で
、
人
間
に
お
け
る
神
へ
の
「
類
似
性
の
分
有
」(II-1,1,8.)

、
神
の
「
幸
福
の
分
有
」(II-1,3,1.)

、
神
の
「
永
遠

性
の
分
有
」(II-1,5,4.)

、
何
ら
か
の
「
善
の
分
有
」(II-1,9,6.)

な
ど
、「
分
有participatio

」
概
念
を
多
用
し
て
い
る
。
ト
マ
ス

に
し
た
が
え
ば
、
本
来
「
人
間
は
完
全
な
善
へ
の
可
能
性
を
も
つ
」(II-1,5,1.⑨

120)

の
で
あ
り
、「
究
極
の
完
全
な
る
幸
福
と

い
う
も
の
は
、
神
の
本
質
を
見
る
こ
と
」
に
あ
る(II-1,3,8.⑨

87)

。
そ
し
て
、
人
間
は
、
そ
の
自
然
本
性
的
な
願
望
に
従
っ
て

「
神
の
本
質
を
見
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
神
性
を
「
分
有
す
る
」、
つ
ま
り
「
神
化deificatio

」
さ
れ
る
。
と
い
う
の
も
（
第
三
部
キ

リ
ス
ト
論
の
冒
頭
で
述
べ
る
よ
う
に
）
神
の
「
最
高
善
の
性
格
に
は
、
最
高
の
仕
方
で
自
己
を
被
造
物
に
伝
え
る
こ
と
が
属
す
る
」

か
ら
で
あ
る(III,1,1.㉕

6)

、
と
。「
伝
え
るcom

m
unicare

」
と
は
自
分
の
も
の
を
相
手
に
与
え
「
共
有
す
る
」
こ
と
で
あ
る
か

ら
、「
分
与
す
る
」
と
言
い
換
え
ら
れ
る
。
こ
れ
が
、
ト
マ
ス
の
ペ
ル
ソ
ナ
論
の
中
核
を
な
す
、
神
の
善
性
つ
ま
り
愛
（
恵
み
深
さ
）

と
し
て
の
、
神
が
人
間
に
な
る
「
受
肉
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
説
か
れ
る
。「
神
性
に
十
分
に
与
る
と
い
う
こ
と
に
か
ん
し
て

言
え
ば
、
こ
れ
こ
そ
は
真
に
人
間
の
至
福
で
あ
り
、
人
生
の
目
的
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
わ
れ
わ
れ
に
、
キ
リ
ス
ト
の
人
性
を
通
し
て

与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
〔
…
…
〕
言
っ
て
い
る
。〈
神
が
人
間
と
成
り
給
う
た
が
、
そ
れ
は
人
間

が
神
に
成
る
た
め
で
し
た
〉、
と(52)。」(III,1,2.㉕

17)

さ
て
、
ク
ラ
ウ
ゼ
は
つ
づ
け
て
言
う
。
動
植
物
と
同
様
に
、
人
間
も
ま
た
「
自
分
の
本
質
の
限
界
を
愛
し
、
そ
れ
を
生
き
生
き
と

満
た
し
美
し
く
形
成
す
る
よ
う
に
努
め
る
。」「
人
間
は
美
を
感
じ
、
愛
す
る
が
、
美
は
形
式
の
神
性
で
あ
る
。」「
人
間
の
精
神
と
身

体
と
い
う
形
式
」
は
「
最
も
完
全
な
美
を
な
し
う
る
も
の
で
あ
る
。」「
有
限
な
本
性
の
限
界
内
に
あ
る
自
分
と
い
っ
さ
い
の
存
在
者

と
を
敬
い
愛
す
る
こ
と
は
、
宗
教
的
な
考
え
方
と
不
可
分
の
も
の
で
あ
る
。
い
っ
さ
い
の
存
在
者
を
、
わ
れ
わ
れ
は
あ
の
永
遠
の
創

造
の
等
し
く
本
源
的
な
仲
間gleichw

esentliche
G
lieder

と
し
て
尊
重
す
る
。」「
そ
れ
ぞ
れ
の
存
在
者
の
制
約
は
、
そ
れ
自
体
と

し
て
み
れ
ば
、
無
限
の
形
状
の
豊
か
さ
を
可
能
に
す
る
。」
存
在
者
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
「
使
命
」
が
あ
り
、
乳
児
も
、
青
年

も
、
老
人
も
、「
そ
れ
ぞ
れ
が
自
分
の
仕
方
で
、
生
と
美
を
完
全
に
表
現
し
て
い
る
。」
し
か
も
み
な
「
同
じ
人
間
」
で
あ
り
、「
存

在
者
た
ち
が
、
形
状
と
生
の
特
色
あ
る
固
有
性charaktervolle

B
estim

m
theit

を
そ
の
完
全
性
・
全
面
性
と
結
合
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
、〔
…
…
〕
神
は
か
れ
ら
に
時
間
の
な
か
の
不
変
の
、
終
わ
り
の
な
いendlos

形
成
と
生
を
授
け
た
。」
こ
う
し
て
「
時

間
的
な
生
の
円
環
」
が
閉
じ
ら
れ
た
瞬
間
に
「
別
の
新
た
な
円
環
が
始
ま
る
」(S.5f.)

こ
と
に
よ
っ
て
、「
時
間
も
ま
た
生
の
形
式

と
し
て
本
質
的
」
と
な
る(Inhalt,S.5)

。「
有
限
な
」
人
間
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
固
有
性
」
の
う
ち
に
「
生
と
美
を
完
全
に
」
体
現

し
つ
つ
、「
時
間
」
に
よ
っ
て
無
終
性
へ
と
開
か
れ
る
。
こ
の
人
間
の
「
生
の
円
環
」
論
や
生
の
無
終
性
と
い
う
見
地
は
、
キ
リ
ス

ト
教
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
古
代
ギ
リ
シ
ア
的
宇
宙
論
や
輪
㕩
論
的
神
秘
主
義
の
響
き
を
伴
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
上
記
の

引
用
文
か
ら
再
度
確
認
す
れ
ば
、「
神
が
永
続
的
に
、
無
時
間
的
に
、
い
っ
さ
い
の
時
間
を
超
え
て
創
造
し
た
も
の
は
、
永
続
的
に

存
在
し
生
き
つ
づ
け
て
、
根
源
的
に
神
に
根
ざ
し
た
そ
の
本
質
的
な
も
の
を
、
た
え
ず
新
た
な
形
で
顕
示
す
る
」、
と
言
う
の
で
あ

る
。
神
だ
け
で
な
く
被
造
物
も
永
続
的
な
の
だ
と
言
う
こ
の
「
永
遠
の
創
造
」
論
が
、
ク
ラ
ウ
ゼ
の
人
類
史
観
の
前
提
と
な
る
で
あ
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ろ
う
。

ま
た
、
ク
ラ
ウ
ゼ
に
と
っ
て
、「
宇
宙
は
、
自
由
で
自
立
し
た
構
成
員
に
富
ん
で
い
る
有
機
的
な
一
全
体ein

organisches
G
anze

で
あ
り
」、「
人
間
の
身
体
も
、
お
ご
そ
か
な
、
そ
れ
固
有
の
や
り
方
で
完
全
な
、
宇
宙
の
似
姿G

leichnissdesW
eltalls

で
あ
る
。

─
た
し
か
に
宗
教
的
な
意
識
は
人
体
を
、
当
然
な
が
ら
小
宇
宙die

kleine
W
elt

と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。」(S.7)

こ
の
点
で
留
意

さ
れ
る
こ
と
と
し
て
、「
小
宇
宙
」
と
し
て
の
人
体
や
家
の
と
ら
え
方
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
少
な
く
と
も
中
世
に
Ḫ
り
、
キ
リ
ス

ト
教
が
庶
民
に
普
及
す
る
前
の
多
神
教
的
な
民
間
信
仰
に
根
ざ
し
て
い
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る(53)。
た
だ
、
庶
民
で
は
な
く
知
識
人
の

言
説
と
し
て
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
ト
マ
ス
が
、
人
体
と
そ
の
手
足
と
の
関
係
に
全
体
と
諸
部
分
と
の
関
係
を
見
て
い
た(I,60,5,④

317)

。
し
か
し
、
ク
ラ
ウ
ゼ
が
宇
宙
を
「
有
機
的
な
一
全
体
」
と
と
ら
え
、
人
間
の
身
体
に
「
宇
宙
の
似
姿
」
を
見
て
い
る
こ
と
と

の
関
連
で
と
く
に
留
意
さ
れ
る
の
は
、
十
七
世
紀
後
半
以
降
の
顕
微
鏡
を
用
い
た
生
物
学
の
発
展
を
背
景
に
、
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
が

『
弁
神
論
』（
一
七
一
〇
年
公
刊
）
で
、「
人
間
は
そ
れ
自
身
の
固
有
の
世
界
に
お
け
る
小
さ
き
神
の
ご
と
き
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ

れ
が
自
分
な
り
の
仕
方
で
支
配
し
て
い
る
ミ、

ク、

ロ、

コ、

ス、

モ、

ス、

で
あ
る(54)」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
を
『
モ
ナ
ド
ロ
ジ

ー
』（
著
者
の
死
後
、
ド
イ
ツ
語
訳
が
一
七
二
〇
年
公
刊
、
ラ
テ
ン
語
訳
『
哲
学
の
原
理
』
は
翌
年
学
術
雑
誌
に
出
現
）
で
は
、
す

べ
て
の
被
造
物
は
互
い
に
結
び
合
っ
て
お
り
、「
単
純
な
実
体
〔
つ
ま
り
モ
ナ
ド
〕
は
ど
れ
も
、
他
の
す
べ
て
の
実
体
を
表
出
す
る
」

か
ら
、「
す
べ
て
の
モ
ナ
ド
は
自
己
の
や
り
方
で
宇
宙
を
映
す
鏡
」
で
あ
り
、「
宇
宙
は
完
全
な
秩
序
に
整
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
」、

そ
れ
を
表
現
す
る
も
の
、
つ
ま
り
「
魂
の
表
象
」
や
「
身
体
の
な
か
に
も
、
秩
序
が
あ
る
に
ち
が
い
な
い(55)」
と
言
い
表
し
て
い
る
。

四

観
念
と
個
物
、「
諸
精
神
の
国
」
と
社
交
、
理
性
と
自
然

さ
て
ク
ラ
ウ
ゼ
は
、
人
間
に
、「
理
性
と
自
然
と
の
最
も
緊
密
な
結
合
」(S.7)

を
見
い
だ
す
。
そ
し
て
こ
の
「
理
性
と
自
然
」

は
、
人
間
の
「
精
神
と
身
体
」
の
関
係
に
重
ね
ら
れ
る
。

─
ク
ラ
ウ
ゼ
の
認
識
論
は
「
精
神G

eist

」
の
タ
ー
ム
で
語
ら
れ
る
。

「
精
神
は
自
分
自
身
を
観
察
し
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
精
神
は
自
分
自
身
を
知
っ
て
い
る
〔
意
識
し
て
い
る
〕sich

seiner

selbstbew
usst

」（
す
な
わ
ち
「
自
己
知Selbstkenntniss

」）。
精
神
は
自
分
の
活
動
を
高
め
、
自
分
自
身
を
支
配
す
る
こ
と
が
で
き

る
。「
精
神
は
、
自
由
な
活
動
を
精
神
の
本
質
と
認
識
し
、
意
識
を
自
由
な
活
動
の
固
有
の
形
式
と
認
識
す
る
。」
ま
た
、「
ど
の
精

神
も
、
観
念Ideen (56
)を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
お
り
、
同
様
に
、
自
分
に
固
有
の
空
間
的
・
身
体
的
な
世
界
を
自
分
自
身
の
な

か
に
認
め
る
。
そ
こ
で
、
自
己
観
察
を
お
こ
な
う
人
は
、
自
分
の
精
神
的
な
全
活
動
は
、
本
源
的
に
は
た
だ
、
こ
の
二
つ
の
内
的
世

界
〔
す
な
わ
ち
観
念
の
世
界
と
個
物
の
世
界
と
〕
を
み
つ
め
て
相
互
に
調
和
さ
せ
る
こ
と
に
携
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
だ
ろ

う
。」
し
た
が
っ
て
、
こ
の
精
神
の
活
動
か
ら
、
一
方
で
は
、「
真
理
を
認
識
」
し
よ
う
と
す
る
学
問
が
生
ま
れ
、
他
方
で
は
、「
内

的
創
作
」
と
し
て
の
芸
術
作
品
が
生
ま
れ
る
。
つ
ま
り
、
学
問
は
、「
個
物individuelle

G
ebilde

と
し
て
の
あ
る
不
変
の
被
造
物

を
観
念
の
直
観
と
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
な
ん
ら
か
の
観
念
を
自
覚
す
る
」
の
に
対
し
て
、
創
作
は
「
観
念
に
し
た
が
っ
て

個
物
を
つ
く
り
だ
す
。」(S.9)

こ
の
よ
う
に
精
神
は
「
観
念
の
世
界
と
個
物
の
世
界
と
の
調
和
」
を
生
み
だ
す
が
、
そ
の
精
神
の

活
動
は
、
悟
性V

erstand

、
想
像
力Phantasie

、
理
性V

ernunft

で
構
成
さ
れ
、
理
性
が
前
二
者
を
「
支
配
し
導
く
」
と
み
な
さ

れ
る(S.11)

。

と
こ
ろ
で
「
人
々
は
、
理
性
に
か
な
っ
た
活
動
と
考
え
方
を
す
る
限
り
で
は
真
・
善
・
美
に
つ
い
て
互
い
に
精
神
的
に
一
致
す
る

こ
と
を
求
め
る
」
が
、
そ
れ
は
、
す
べ
て
の
精
神
に
と
っ
て
観
念
の
世
界
が
同
一
で
あ
り
、
個
物
の
世
界
が
同
じ
法
則
に
服
し
て
い

る
と
い
う
「
確
信
」
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、「
観
念
と
個
物
が
精
神
に
よ
っ
て
調
和
的
に
統
合
さ
れ
る
可
能
性
は
、
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ろ
う
。

ま
た
、
ク
ラ
ウ
ゼ
に
と
っ
て
、「
宇
宙
は
、
自
由
で
自
立
し
た
構
成
員
に
富
ん
で
い
る
有
機
的
な
一
全
体ein

organisches
G
anze

で
あ
り
」、「
人
間
の
身
体
も
、
お
ご
そ
か
な
、
そ
れ
固
有
の
や
り
方
で
完
全
な
、
宇
宙
の
似
姿G

leichnissdesW
eltalls

で
あ
る
。

─
た
し
か
に
宗
教
的
な
意
識
は
人
体
を
、
当
然
な
が
ら
小
宇
宙die

kleine
W
elt

と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。」(S.7)

こ
の
点
で
留
意

さ
れ
る
こ
と
と
し
て
、「
小
宇
宙
」
と
し
て
の
人
体
や
家
の
と
ら
え
方
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
少
な
く
と
も
中
世
に
Ḫ
り
、
キ
リ
ス

ト
教
が
庶
民
に
普
及
す
る
前
の
多
神
教
的
な
民
間
信
仰
に
根
ざ
し
て
い
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る(53)。
た
だ
、
庶
民
で
は
な
く
知
識
人
の

言
説
と
し
て
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
ト
マ
ス
が
、
人
体
と
そ
の
手
足
と
の
関
係
に
全
体
と
諸
部
分
と
の
関
係
を
見
て
い
た(I,60,5,④

317)

。
し
か
し
、
ク
ラ
ウ
ゼ
が
宇
宙
を
「
有
機
的
な
一
全
体
」
と
と
ら
え
、
人
間
の
身
体
に
「
宇
宙
の
似
姿
」
を
見
て
い
る
こ
と
と

の
関
連
で
と
く
に
留
意
さ
れ
る
の
は
、
十
七
世
紀
後
半
以
降
の
顕
微
鏡
を
用
い
た
生
物
学
の
発
展
を
背
景
に
、
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
が

『
弁
神
論
』（
一
七
一
〇
年
公
刊
）
で
、「
人
間
は
そ
れ
自
身
の
固
有
の
世
界
に
お
け
る
小
さ
き
神
の
ご
と
き
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ

れ
が
自
分
な
り
の
仕
方
で
支
配
し
て
い
る
ミ、

ク、

ロ、

コ、

ス、

モ、

ス、

で
あ
る(54)」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
を
『
モ
ナ
ド
ロ
ジ

ー
』（
著
者
の
死
後
、
ド
イ
ツ
語
訳
が
一
七
二
〇
年
公
刊
、
ラ
テ
ン
語
訳
『
哲
学
の
原
理
』
は
翌
年
学
術
雑
誌
に
出
現
）
で
は
、
す

べ
て
の
被
造
物
は
互
い
に
結
び
合
っ
て
お
り
、「
単
純
な
実
体
〔
つ
ま
り
モ
ナ
ド
〕
は
ど
れ
も
、
他
の
す
べ
て
の
実
体
を
表
出
す
る
」

か
ら
、「
す
べ
て
の
モ
ナ
ド
は
自
己
の
や
り
方
で
宇
宙
を
映
す
鏡
」
で
あ
り
、「
宇
宙
は
完
全
な
秩
序
に
整
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
」、

そ
れ
を
表
現
す
る
も
の
、
つ
ま
り
「
魂
の
表
象
」
や
「
身
体
の
な
か
に
も
、
秩
序
が
あ
る
に
ち
が
い
な
い(55)」
と
言
い
表
し
て
い
る
。

四

観
念
と
個
物
、「
諸
精
神
の
国
」
と
社
交
、
理
性
と
自
然

さ
て
ク
ラ
ウ
ゼ
は
、
人
間
に
、「
理
性
と
自
然
と
の
最
も
緊
密
な
結
合
」(S.7)

を
見
い
だ
す
。
そ
し
て
こ
の
「
理
性
と
自
然
」

は
、
人
間
の
「
精
神
と
身
体
」
の
関
係
に
重
ね
ら
れ
る
。

─
ク
ラ
ウ
ゼ
の
認
識
論
は
「
精
神G

eist

」
の
タ
ー
ム
で
語
ら
れ
る
。

「
精
神
は
自
分
自
身
を
観
察
し
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
精
神
は
自
分
自
身
を
知
っ
て
い
る
〔
意
識
し
て
い
る
〕sich

seiner

selbstbew
usst

」（
す
な
わ
ち
「
自
己
知Selbstkenntniss

」）。
精
神
は
自
分
の
活
動
を
高
め
、
自
分
自
身
を
支
配
す
る
こ
と
が
で
き

る
。「
精
神
は
、
自
由
な
活
動
を
精
神
の
本
質
と
認
識
し
、
意
識
を
自
由
な
活
動
の
固
有
の
形
式
と
認
識
す
る
。」
ま
た
、「
ど
の
精

神
も
、
観
念Ideen (56
)を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
お
り
、
同
様
に
、
自
分
に
固
有
の
空
間
的
・
身
体
的
な
世
界
を
自
分
自
身
の
な

か
に
認
め
る
。
そ
こ
で
、
自
己
観
察
を
お
こ
な
う
人
は
、
自
分
の
精
神
的
な
全
活
動
は
、
本
源
的
に
は
た
だ
、
こ
の
二
つ
の
内
的
世

界
〔
す
な
わ
ち
観
念
の
世
界
と
個
物
の
世
界
と
〕
を
み
つ
め
て
相
互
に
調
和
さ
せ
る
こ
と
に
携
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
だ
ろ

う
。」
し
た
が
っ
て
、
こ
の
精
神
の
活
動
か
ら
、
一
方
で
は
、「
真
理
を
認
識
」
し
よ
う
と
す
る
学
問
が
生
ま
れ
、
他
方
で
は
、「
内

的
創
作
」
と
し
て
の
芸
術
作
品
が
生
ま
れ
る
。
つ
ま
り
、
学
問
は
、「
個
物individuelle

G
ebilde

と
し
て
の
あ
る
不
変
の
被
造
物

を
観
念
の
直
観
と
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
な
ん
ら
か
の
観
念
を
自
覚
す
る
」
の
に
対
し
て
、
創
作
は
「
観
念
に
し
た
が
っ
て

個
物
を
つ
く
り
だ
す
。」(S.9)

こ
の
よ
う
に
精
神
は
「
観
念
の
世
界
と
個
物
の
世
界
と
の
調
和
」
を
生
み
だ
す
が
、
そ
の
精
神
の

活
動
は
、
悟
性V
erstand

、
想
像
力Phantasie

、
理
性V

ernunft

で
構
成
さ
れ
、
理
性
が
前
二
者
を
「
支
配
し
導
く
」
と
み
な
さ

れ
る(S.11)

。

と
こ
ろ
で
「
人
々
は
、
理
性
に
か
な
っ
た
活
動
と
考
え
方
を
す
る
限
り
で
は
真
・
善
・
美
に
つ
い
て
互
い
に
精
神
的
に
一
致
す
る

こ
と
を
求
め
る
」
が
、
そ
れ
は
、
す
べ
て
の
精
神
に
と
っ
て
観
念
の
世
界
が
同
一
で
あ
り
、
個
物
の
世
界
が
同
じ
法
則
に
服
し
て
い

る
と
い
う
「
確
信
」
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、「
観
念
と
個
物
が
精
神
に
よ
っ
て
調
和
的
に
統
合
さ
れ
る
可
能
性
は
、
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こ
の
両
者
が
、
よ
り
高
次
の
本
質
つ
ま
り
理
性
そ
れ
自
身
の
二
つ
の
対
抗
的
な
内
的
領
域
で
あ
る
こ
と
に
も
と
づ
い
て
い
る
。」
す

な
わ
ち
「
精
神
は
、
自
分
自
身
と
す
べ
て
の
諸
精
神
が
、
自
由
か
つ
自
律
的
に
自
然
に
向
き
合
う
唯
一
の
実
体Substanz

で
あ
る

理
性
の
、
内
的
な
諸
部
分
で
あ
る
と
み
な
す
こ
と
を
学
ぶ
」
こ
と
に
よ
っ
て
、「
精
神
は
、
観
念
の
世
界
と
個
物
の
世
界
を
理
性
の

二
つ
の
内
的
領
域
で
あ
る
と
承
認
す
る
。」(S.11f.)

つ
ま
り
、「
自
然
に
向
き
合
う
唯
一
の
実
体
」
は
理
性
で
あ
り
、
も
ろ
も
ろ
の

精
神
の
自
由
な
活
動
は
理
性
に
よ
っ
て
主
導
さ
れ
、
そ
の
理
性
は
、
観
念
の
世
界
と
個
物
の
世
界
と
を
包
含
す
る
か
ら
、
上
述
の
よ

う
に
両
者
の
相
互
関
係
の
あ
り
方
か
ら
学
問
と
芸
術
作
品
が
生
み
出
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
う
え
で
ク
ラ
ウ
ゼ
は
、「
諸
精
神
の
国ein
G
eisterreich

と
い
う
観
念
」
を
想
定
し
、「
す
べ
て
の
諸
精
神
は
、
そ
れ
ら
の
精

神
的
な
生
の
源
泉
か
ら
光
と
力
を
得
る
の
で
あ
り
、
美
し
い
交
わ
り
〔
す
な
わ
ち
社
交
〕G

eselligkeit

の
も
と
で
の
み
個
々
の
精

神
の
健
康
が
花
開
く
」、
あ
る
い
は
「
通
じ
合
う
諸
精
神
と
の
愛
情
深
い
交
わ
り
」
は
「
ど
の
精
神
に
と
っ
て
も
尊
厳
と
浄
福
で
あ

る
」(S.13)

と
述
べ
て
、
後
述
の
人
類
的
理
念
に
お
け
る
「
社
交
性
」
論
＝
「
相
互
的
生
」
へ
の
認
識
論
的
伏
線
と
す
る
。「
個
々

の
精
神
の
活
動
は
、
あ
る
一
面
的
な
方
向
を
と
る
」
か
ら
、
精
神
の
有
機
的
な
本
質
に
照
ら
し
て
、「
諸
精
神
の
国
に
お
け
る
自
由

で
全
面
的
な
社
交
」
の
必
然
性
が
明
ら
か
と
な
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、「
無
限
の
諸
精
神
の
国
全
体
は
、〔
…
…
〕
上
下
・
並
列
に
秩

序
づ
け
ら
れ
た
、
一
定
の
有
機
的
で
有
限
な
諸
精
神
の
諸
結
社G

eistergesellschaften

に
分
け
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。」

「
自
然
に
し
た
が
え
ば
、
全
体
は
そ
の
す
べ
て
の
諸
部
分
に
先
行
す
る
」
か
ら
、「
諸
精
神
の
国
」
と
そ
こ
に
ふ
く
ま
れ
る
個
々
の

「
諸
精
神
の
結
社
」
は
、
個
々
の
精
神
に
先
立
ち
、
よ
り
高
次
に
あ
る
。「
人
間
の
結
社die

m
enschliche

G
esellschaft

も
精
神
の

国
の
一
部
分
で
あ
る
か
ぎ
り
で
は
、
人
類
の
全
体
が
個
々
の
人
間
に
先
立
ち
、
よ
り
高
次
に
あ
る
。」(S.14)

こ
う
し
て
「
精
神
の

有
機
的
な
本
質
」
か
ら
、
諸
精
神
と
人
類
の
両
次
元
で
、
全
体
と
部
分
と
の
有
機
的
構
成
が
展
望
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
文
脈
で
わ
れ
わ
れ
が
た
だ
ち
に
想
起
す
る
の
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
『
政
治
学
』
に
お
い
て
、「
国
〔
ポ
リ
ス
〕

は
家
や
わ
れ
わ
れ
個
々
人
よ
り
先
に
あ
る
、
な
ぜ
な
ら
全
体
は
部
分
よ
り
先
に
あ
る
の
が
必
然
だ
か
ら
で
あ
る
」
と
述
べ
て
、
国

を
、「
ほ
と
ん
ど
完
全
な
自
足
の
限
界
に
達
し
て
い
る
も
の
」
と
し
て
「
共
同
体
の
終
極
目
的
〔
テ
ロ
ス
〕」
と
規
定
し
た
こ
と
で
あ

ろ
う
。
す
な
わ
ち
、「
自
足
は
終
極
目
的
で
あ
り
、
最
善
の
も
の
で
も
あ
る
」
か
ら(57)、
と
。
ク
ラ
ウ
ゼ
の
多
段
階
的
な
全
体
・
部
分

関
係
論
も
こ
れ
に
似
て
い
る
が
、
そ
の
テ
ロ
ス
は
国
で
は
な
く
「
人
類
の
全
体
」
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
国
な
ど
を
は
る
か
に
超

え
た
そ
う
し
た
広
大
な
視
野
と
い
う
点
で
は
、
む
し
ろ
プ
ラ
ト
ン
が
『
法
律
』
の
第
十
巻
の
な
か
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
こ

と
の
ほ
う
が
ク
ラ
ウ
ゼ
に
い
っ
そ
う
親
和
的
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、「
す
べ
て
の
生
成
は
、
宇
宙
全
体
の
生
に
幸

福
が
も
た
ら
さ
れ
る
よ
う
に
と
い
う
、
そ
う
い
う
目
的
の
た
め
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
」
の
で
あ
り
、
た
と
え
ば
医
者
や
技
術
者
な

ど
は
皆
、「
あ
る
全
体
的
な
目
標
の
た
め
に
何
ご
と
を
も
お
こ
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
つ
ま
り
全
体
と
し
て
の
最
善
を
め
ざ
し

て
努
力
し
な
が
ら
、
部
分
を
全
体
の
た
め
に
つ
く
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
全
体
を
部
分
の
た
め
に
つ
く
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か

ら
で
あ
る(58)」、
と
。
し
か
し
全
体
が
目
的
化
さ
れ
る
と
、
諸
個
人
の
生
の
固
有
の
価
値
は
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
だ
ろ
う

か
。
こ
れ
が
、
近
代
性
の
一
つ
の
試
金
石
に
な
る
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
ク
ラ
ウ
ゼ
の
「
諸
精
神
の
国
」
と
の
関
連
で
見
落
と
せ
な
い
点
と
し
て
、
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
は
、
モ
ナ
ド
（
生
命
）
が
高

度
化
し
て
ゆ
く
三
段
階
と
し
て
、
㈠
生
物
（
エ
ン
テ
レ
ケ
イ
ア
）、
㈡
動
物
（
魂
）、
㈢
精
神
（
理
性
的
魂
）
を
区
分
し
て
、
人

間
を
「
精
神
」
の
語
で
表
現
し
、
精
神
は
神
の
「
似
姿
」
だ
と
述
べ
る
と
と
も
に
、「
あ
ら
ゆ
る
精
神
の
集
合
は
神
の
国
、
す
な
わ

ち
最
も
完
全
な
君
主
の
も
と
に
お
い
て
、
で
き
る
限
り
最
も
完
全
な
国
家
を
構
成
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い(59)」
と
も
述
べ
て
い

た
。
た
だ
し
か
し
、
そ
こ
で
の
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
の
主
眼
は
神
の
栄
光
と
善
意
の
表
出
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
に
対
し
て
、
ク
ラ
ウ
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こ
の
両
者
が
、
よ
り
高
次
の
本
質
つ
ま
り
理
性
そ
れ
自
身
の
二
つ
の
対
抗
的
な
内
的
領
域
で
あ
る
こ
と
に
も
と
づ
い
て
い
る
。」
す

な
わ
ち
「
精
神
は
、
自
分
自
身
と
す
べ
て
の
諸
精
神
が
、
自
由
か
つ
自
律
的
に
自
然
に
向
き
合
う
唯
一
の
実
体Substanz

で
あ
る

理
性
の
、
内
的
な
諸
部
分
で
あ
る
と
み
な
す
こ
と
を
学
ぶ
」
こ
と
に
よ
っ
て
、「
精
神
は
、
観
念
の
世
界
と
個
物
の
世
界
を
理
性
の

二
つ
の
内
的
領
域
で
あ
る
と
承
認
す
る
。」(S.11f.)

つ
ま
り
、「
自
然
に
向
き
合
う
唯
一
の
実
体
」
は
理
性
で
あ
り
、
も
ろ
も
ろ
の

精
神
の
自
由
な
活
動
は
理
性
に
よ
っ
て
主
導
さ
れ
、
そ
の
理
性
は
、
観
念
の
世
界
と
個
物
の
世
界
と
を
包
含
す
る
か
ら
、
上
述
の
よ

う
に
両
者
の
相
互
関
係
の
あ
り
方
か
ら
学
問
と
芸
術
作
品
が
生
み
出
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
う
え
で
ク
ラ
ウ
ゼ
は
、「
諸
精
神
の
国ein

G
eisterreich

と
い
う
観
念
」
を
想
定
し
、「
す
べ
て
の
諸
精
神
は
、
そ
れ
ら
の
精

神
的
な
生
の
源
泉
か
ら
光
と
力
を
得
る
の
で
あ
り
、
美
し
い
交
わ
り
〔
す
な
わ
ち
社
交
〕G

eselligkeit

の
も
と
で
の
み
個
々
の
精

神
の
健
康
が
花
開
く
」、
あ
る
い
は
「
通
じ
合
う
諸
精
神
と
の
愛
情
深
い
交
わ
り
」
は
「
ど
の
精
神
に
と
っ
て
も
尊
厳
と
浄
福
で
あ

る
」(S.13)

と
述
べ
て
、
後
述
の
人
類
的
理
念
に
お
け
る
「
社
交
性
」
論
＝
「
相
互
的
生
」
へ
の
認
識
論
的
伏
線
と
す
る
。「
個
々

の
精
神
の
活
動
は
、
あ
る
一
面
的
な
方
向
を
と
る
」
か
ら
、
精
神
の
有
機
的
な
本
質
に
照
ら
し
て
、「
諸
精
神
の
国
に
お
け
る
自
由

で
全
面
的
な
社
交
」
の
必
然
性
が
明
ら
か
と
な
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、「
無
限
の
諸
精
神
の
国
全
体
は
、〔
…
…
〕
上
下
・
並
列
に
秩

序
づ
け
ら
れ
た
、
一
定
の
有
機
的
で
有
限
な
諸
精
神
の
諸
結
社G

eistergesellschaften

に
分
け
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。」

「
自
然
に
し
た
が
え
ば
、
全
体
は
そ
の
す
べ
て
の
諸
部
分
に
先
行
す
る
」
か
ら
、「
諸
精
神
の
国
」
と
そ
こ
に
ふ
く
ま
れ
る
個
々
の

「
諸
精
神
の
結
社
」
は
、
個
々
の
精
神
に
先
立
ち
、
よ
り
高
次
に
あ
る
。「
人
間
の
結
社die

m
enschliche

G
esellschaft

も
精
神
の

国
の
一
部
分
で
あ
る
か
ぎ
り
で
は
、
人
類
の
全
体
が
個
々
の
人
間
に
先
立
ち
、
よ
り
高
次
に
あ
る
。」(S.14)

こ
う
し
て
「
精
神
の

有
機
的
な
本
質
」
か
ら
、
諸
精
神
と
人
類
の
両
次
元
で
、
全
体
と
部
分
と
の
有
機
的
構
成
が
展
望
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
文
脈
で
わ
れ
わ
れ
が
た
だ
ち
に
想
起
す
る
の
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
『
政
治
学
』
に
お
い
て
、「
国
〔
ポ
リ
ス
〕

は
家
や
わ
れ
わ
れ
個
々
人
よ
り
先
に
あ
る
、
な
ぜ
な
ら
全
体
は
部
分
よ
り
先
に
あ
る
の
が
必
然
だ
か
ら
で
あ
る
」
と
述
べ
て
、
国

を
、「
ほ
と
ん
ど
完
全
な
自
足
の
限
界
に
達
し
て
い
る
も
の
」
と
し
て
「
共
同
体
の
終
極
目
的
〔
テ
ロ
ス
〕」
と
規
定
し
た
こ
と
で
あ

ろ
う
。
す
な
わ
ち
、「
自
足
は
終
極
目
的
で
あ
り
、
最
善
の
も
の
で
も
あ
る
」
か
ら(57)、
と
。
ク
ラ
ウ
ゼ
の
多
段
階
的
な
全
体
・
部
分

関
係
論
も
こ
れ
に
似
て
い
る
が
、
そ
の
テ
ロ
ス
は
国
で
は
な
く
「
人
類
の
全
体
」
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
国
な
ど
を
は
る
か
に
超

え
た
そ
う
し
た
広
大
な
視
野
と
い
う
点
で
は
、
む
し
ろ
プ
ラ
ト
ン
が
『
法
律
』
の
第
十
巻
の
な
か
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
こ

と
の
ほ
う
が
ク
ラ
ウ
ゼ
に
い
っ
そ
う
親
和
的
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、「
す
べ
て
の
生
成
は
、
宇
宙
全
体
の
生
に
幸

福
が
も
た
ら
さ
れ
る
よ
う
に
と
い
う
、
そ
う
い
う
目
的
の
た
め
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
」
の
で
あ
り
、
た
と
え
ば
医
者
や
技
術
者
な

ど
は
皆
、「
あ
る
全
体
的
な
目
標
の
た
め
に
何
ご
と
を
も
お
こ
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
つ
ま
り
全
体
と
し
て
の
最
善
を
め
ざ
し

て
努
力
し
な
が
ら
、
部
分
を
全
体
の
た
め
に
つ
く
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
全
体
を
部
分
の
た
め
に
つ
く
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か

ら
で
あ
る(58)」、
と
。
し
か
し
全
体
が
目
的
化
さ
れ
る
と
、
諸
個
人
の
生
の
固
有
の
価
値
は
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
だ
ろ
う

か
。
こ
れ
が
、
近
代
性
の
一
つ
の
試
金
石
に
な
る
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
ク
ラ
ウ
ゼ
の
「
諸
精
神
の
国
」
と
の
関
連
で
見
落
と
せ
な
い
点
と
し
て
、
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
は
、
モ
ナ
ド
（
生
命
）
が
高

度
化
し
て
ゆ
く
三
段
階
と
し
て
、
㈠
生
物
（
エ
ン
テ
レ
ケ
イ
ア
）、
㈡
動
物
（
魂
）、
㈢
精
神
（
理
性
的
魂
）
を
区
分
し
て
、
人

間
を
「
精
神
」
の
語
で
表
現
し
、
精
神
は
神
の
「
似
姿
」
だ
と
述
べ
る
と
と
も
に
、「
あ
ら
ゆ
る
精
神
の
集
合
は
神
の
国
、
す
な
わ

ち
最
も
完
全
な
君
主
の
も
と
に
お
い
て
、
で
き
る
限
り
最
も
完
全
な
国
家
を
構
成
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い(59)」
と
も
述
べ
て
い

た
。
た
だ
し
か
し
、
そ
こ
で
の
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
の
主
眼
は
神
の
栄
光
と
善
意
の
表
出
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
に
対
し
て
、
ク
ラ
ウ
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ゼ
が
「
諸
精
神
の
国
」
に
認
め
る
独
自
の
主
題
は
「
自
由
で
全
面
的
な
社
交
」
で
あ
り
、「
諸
精
神
の
諸
結
社
」
な
の
で
あ
る
。

一
方
、「
理
性
」
に
対
置
さ
れ
た
ク
ラ
ウ
ゼ
の
「
自
然
」
は
、「
小
宇
宙
」
と
し
て
の
人
間
の
「
身
体
」
と
結
び
つ
い
て
い
る
。

「
身
体
の
諸
感
覚
に
よ
っ
て
精
神
に
自
然
が
映
し
だ
さ
れ
る
。」
天
空
を
見
れ
ば
、「
美
と
生
へ
の
高
い
感
覚
の
力
に
よ
っ
て
、
精
神

は
そ
こ
に
無
比
の
美
し
い
シ
ン
メ
ト
リ
ー
〔
均
斉
〕
と
オ
イ
リ
ュ
ト
ミ
ー
〔
整
序
〕
を
感
じ
る
」
だ
け
で
な
く
、
そ
の
無
限
の
神
秘

を
前
に
し
て
、「
全
力
を
尽
く
し
て
こ
の
生
の
た
め
に
生
き
、
こ
の
地
上
で
恥
ず
か
し
く
な
い
市
民
た
る
べ
し
と
戒
め
ら
れ
も
す
る
」

の
で
あ
る
。「
自
然
と
理
性
は
、
同
じ
神
の
本
質
を
表
し
て
い
る
」
か
ら
、「
自
然
の
生
と
理
性
の
生
と
の
相
似
性
」
は
必
然
で
あ

り
、「
理
性
に
お
け
る
観
念
と
個
物
に
照
応
し
て
」
自
然
に
は
「
自
然
科
学
と
、
調
和
と
美
に
対
す
る
普
遍
的
な
人
間
感
情
」
の
二

領
域
が
ふ
く
ま
れ
る
。「
全
地
上
の
有
機
的
な
自
然
の
国
」
は
動
植
物
を
豊
か
に
は
ぐ
く
む
「
自
然
の
生
命
力
」
に
満
ち
て
お
り
、

そ
れ
が
生
み
だ
す
個
々
の
も
の
は
、
人
間
の
身
体
も
、
時
間
と
と
も
に
す
ぐ
に
過
ぎ
去
る
が
、
精
神
の
理
性
活
動
と
同
様
に
「
自
然

の
有
機
的
な
生
命
力
」
は
不
滅
で
あ
る
。
各
人
の
身
体
は
「
個
性
の
豊
か
さ
」
を
表
し
つ
つ
、
み
な
衰
え
て
ゆ
く
が
、
人
間
の
身
体

は
、「
理
性
と
神
性
」
の
「
一
な
る
最
高
の
、
全
面
的
に
陶
冶
さ
れ
た
属
」
す
な
わ
ち
「
人
間
種
属M

enschengattung

」（
＝
人
類
）

の
諸
部
分
な
の
で
あ
り
、
男
女
の
「
美
し
い
交
際G

eselligkeit

」
と
結
婚
と
出
生
を
つ
う
じ
て
「
人
間
の
身
体
の
基
本
形
は
維
持

さ
れ
る
。」
こ
う
し
て
ク
ラ
ウ
ゼ
が
自
然
の
な
か
に
見
い
だ
し
て
い
る
の
は
、
有
機
的
な
「
生
の
一
全
体
」
で
あ
り
、「
高
次
の
全
体

と
、
そ
の
い
っ
さ
い
の
諸
分
肢G

lieder

す
な
わ
ち
、
ま
っ
た
き
種
族G

eschlecht

、
部
族Stäm

m
e

、
家
族Fam

ilien

そ
し
て

個
々
の
身
体Leiber

と
の
、
不
断
の
、
規
則
的
で
全
面
的
な
相
互
作
用W

echselw
irkung

」
で
あ
る
。「
個
々
の
身
体
は
〔
人
間
〕

種
属
の
な
か
に
お
い
て
の
み
生
き
て
お
り
、
そ
こ
に
お
い
て
の
み
そ
の
固
有
性
と
美
し
さ
が
生
ま
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。〔
人
間
〕

種
属
の
一
な
る
不
可
分
の
生
は
、
個
々
の
身
体
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
固
有
に
展
開
す
る
も
の
で
あ
る
。」

─
こ
の
「
理
性
と
神
性
」

を
兼
ね
備
え
た
人
類
の
生
と
個
々
の
身
体
と
の
あ
い
だ
の
包
含
と
固
有
性
と
い
う
関
係
性
に
も
、
ク
ラ
ウ
ゼ
のpanentheistisch

な

見
地
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
し
た
が
っ
て
人
類
が
有
機
的
な
種
属
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
ま
っ
た
き

人
類
と
し
て
個
々
の
人
間
よ
り
高
次
で
先
行
す
る
も
の
で
あ
る
。」(S.14-17)

こ
の
よ
う
に
ク
ラ
ウ
ゼ
の
自
然
認
識
は
、
諸
部
分
の

固
有
性
を
全
体
が
包
摂
す
る
有
機
体
的
ホ
リ
ス
ム
ス
の
立
場
が
鮮
明
で
あ
る
。

五

｢諸
精
神
の
結
社
」
と
し
て
の
人
類
、
社
交
性
と
結
社
、
精
神
と
身
体

そ
の
う
え
で
、
以
上
の
よ
う
な
ク
ラ
ウ
ゼ
の
神
と
人
間
の
関
係
論
は
、「
諸
精
神
の
結
社
」
と
し
て
の
「
人
類
」
の
使
命
論
に
よ

っ
て
総
括
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
神
は
、
二
つ
の
「
万
有
の
半
球H

em
isphären

」
と
し
て
創
造
し
た
理
性
と
自
然
を
「
完
全

調
和
」
へ
と
統
合
し
て
お
り
、「
理
性
と
自
然
と
の
生
き
た
統
一
体
」
で
あ
る
人
間
は
、
こ
の
「
調
和
の
最
も
す
ば
ら
し
い
部
分
」

で
あ
る
。
そ
の
人
間
に
お
け
る
上
述
の
諸
精
神
の
「
社
交
」
が
生
み
出
す
「
諸
精
神
の
結
社G

eistergesellschaft

」
は
、「
生
ま
れ

く
る
魂
と
去
り
ゆ
く
魂
と
の
不
断
の
連
鎖
の
な
か
で
地
上
に
人
類M

enschheit

を
形
成
す
る
。」(S.17-19)

人
間
は
「
全
人
類
の

な
か
の
生
き
て
い
る
分
肢
」
で
あ
り
、「
人
類
は
地
上
に
お
け
る
一
な
る
大
い
な
る
人
間Ein

grosser
M
ensch

で
あ
る
。」「
人
々

が
、
神
の
ひ
と
り
子Ein

K
ind

G
ottes

た
る
人
類
と
な
っ
て
、
神
の
意
志
を
理
性
と
自
然
に
満
た
し
、
思
慕
を
お
の
れ
の
胸
に
満

た
す
た
め
に
、
あ
ら
ゆ
る
面
で
ま
す
ま
す
緊
密
に
互
い
に
結
び
あ
う
と
き
に
の
み
、
地
上
の
人
類
の
歴
史
は
、
生
と
尊
厳
と
美
に
お

い
て
ま
す
ま
す
豊
か
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。」
こ
の
よ
う
に
ク
ラ
ウ
ゼ
に
と
っ
て
、「
神
の
ひ
と
り
子
」
は
（
キ
リ
ス
ト

と
い
う
よ
り
）
人
々
の
魂
の
連
鎖
が
形
成
す
る
「
人
類
」
な
の
で
あ
る
。「
人
類
が
、
歴
史
の
大
い
な
る
生
を
、
い
ま
生
き
て
い
る

世
代
に
よ
っ
て
は
っ
き
り
と
述
べ
て
実
際
に
つ
く
り
な
す
こ
と
に
、
ま
さ
に
い
ま
こ
そ
着
手
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
信
じ
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ゼ
が
「
諸
精
神
の
国
」
に
認
め
る
独
自
の
主
題
は
「
自
由
で
全
面
的
な
社
交
」
で
あ
り
、「
諸
精
神
の
諸
結
社
」
な
の
で
あ
る
。

一
方
、「
理
性
」
に
対
置
さ
れ
た
ク
ラ
ウ
ゼ
の
「
自
然
」
は
、「
小
宇
宙
」
と
し
て
の
人
間
の
「
身
体
」
と
結
び
つ
い
て
い
る
。

「
身
体
の
諸
感
覚
に
よ
っ
て
精
神
に
自
然
が
映
し
だ
さ
れ
る
。」
天
空
を
見
れ
ば
、「
美
と
生
へ
の
高
い
感
覚
の
力
に
よ
っ
て
、
精
神

は
そ
こ
に
無
比
の
美
し
い
シ
ン
メ
ト
リ
ー
〔
均
斉
〕
と
オ
イ
リ
ュ
ト
ミ
ー
〔
整
序
〕
を
感
じ
る
」
だ
け
で
な
く
、
そ
の
無
限
の
神
秘

を
前
に
し
て
、「
全
力
を
尽
く
し
て
こ
の
生
の
た
め
に
生
き
、
こ
の
地
上
で
恥
ず
か
し
く
な
い
市
民
た
る
べ
し
と
戒
め
ら
れ
も
す
る
」

の
で
あ
る
。「
自
然
と
理
性
は
、
同
じ
神
の
本
質
を
表
し
て
い
る
」
か
ら
、「
自
然
の
生
と
理
性
の
生
と
の
相
似
性
」
は
必
然
で
あ

り
、「
理
性
に
お
け
る
観
念
と
個
物
に
照
応
し
て
」
自
然
に
は
「
自
然
科
学
と
、
調
和
と
美
に
対
す
る
普
遍
的
な
人
間
感
情
」
の
二

領
域
が
ふ
く
ま
れ
る
。「
全
地
上
の
有
機
的
な
自
然
の
国
」
は
動
植
物
を
豊
か
に
は
ぐ
く
む
「
自
然
の
生
命
力
」
に
満
ち
て
お
り
、

そ
れ
が
生
み
だ
す
個
々
の
も
の
は
、
人
間
の
身
体
も
、
時
間
と
と
も
に
す
ぐ
に
過
ぎ
去
る
が
、
精
神
の
理
性
活
動
と
同
様
に
「
自
然

の
有
機
的
な
生
命
力
」
は
不
滅
で
あ
る
。
各
人
の
身
体
は
「
個
性
の
豊
か
さ
」
を
表
し
つ
つ
、
み
な
衰
え
て
ゆ
く
が
、
人
間
の
身
体

は
、「
理
性
と
神
性
」
の
「
一
な
る
最
高
の
、
全
面
的
に
陶
冶
さ
れ
た
属
」
す
な
わ
ち
「
人
間
種
属M

enschengattung

」（
＝
人
類
）

の
諸
部
分
な
の
で
あ
り
、
男
女
の
「
美
し
い
交
際G

eselligkeit

」
と
結
婚
と
出
生
を
つ
う
じ
て
「
人
間
の
身
体
の
基
本
形
は
維
持

さ
れ
る
。」
こ
う
し
て
ク
ラ
ウ
ゼ
が
自
然
の
な
か
に
見
い
だ
し
て
い
る
の
は
、
有
機
的
な
「
生
の
一
全
体
」
で
あ
り
、「
高
次
の
全
体

と
、
そ
の
い
っ
さ
い
の
諸
分
肢G

lieder

す
な
わ
ち
、
ま
っ
た
き
種
族G

eschlecht

、
部
族Stäm

m
e

、
家
族Fam

ilien

そ
し
て

個
々
の
身
体Leiber

と
の
、
不
断
の
、
規
則
的
で
全
面
的
な
相
互
作
用W

echselw
irkung

」
で
あ
る
。「
個
々
の
身
体
は
〔
人
間
〕

種
属
の
な
か
に
お
い
て
の
み
生
き
て
お
り
、
そ
こ
に
お
い
て
の
み
そ
の
固
有
性
と
美
し
さ
が
生
ま
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。〔
人
間
〕

種
属
の
一
な
る
不
可
分
の
生
は
、
個
々
の
身
体
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
固
有
に
展
開
す
る
も
の
で
あ
る
。」

─
こ
の
「
理
性
と
神
性
」

を
兼
ね
備
え
た
人
類
の
生
と
個
々
の
身
体
と
の
あ
い
だ
の
包
含
と
固
有
性
と
い
う
関
係
性
に
も
、
ク
ラ
ウ
ゼ
のpanentheistisch

な

見
地
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
し
た
が
っ
て
人
類
が
有
機
的
な
種
属
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
ま
っ
た
き

人
類
と
し
て
個
々
の
人
間
よ
り
高
次
で
先
行
す
る
も
の
で
あ
る
。」(S.14-17)

こ
の
よ
う
に
ク
ラ
ウ
ゼ
の
自
然
認
識
は
、
諸
部
分
の

固
有
性
を
全
体
が
包
摂
す
る
有
機
体
的
ホ
リ
ス
ム
ス
の
立
場
が
鮮
明
で
あ
る
。

五

｢諸
精
神
の
結
社
」
と
し
て
の
人
類
、
社
交
性
と
結
社
、
精
神
と
身
体

そ
の
う
え
で
、
以
上
の
よ
う
な
ク
ラ
ウ
ゼ
の
神
と
人
間
の
関
係
論
は
、「
諸
精
神
の
結
社
」
と
し
て
の
「
人
類
」
の
使
命
論
に
よ

っ
て
総
括
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
神
は
、
二
つ
の
「
万
有
の
半
球H

em
isphären

」
と
し
て
創
造
し
た
理
性
と
自
然
を
「
完
全

調
和
」
へ
と
統
合
し
て
お
り
、「
理
性
と
自
然
と
の
生
き
た
統
一
体
」
で
あ
る
人
間
は
、
こ
の
「
調
和
の
最
も
す
ば
ら
し
い
部
分
」

で
あ
る
。
そ
の
人
間
に
お
け
る
上
述
の
諸
精
神
の
「
社
交
」
が
生
み
出
す
「
諸
精
神
の
結
社G

eistergesellschaft

」
は
、「
生
ま
れ

く
る
魂
と
去
り
ゆ
く
魂
と
の
不
断
の
連
鎖
の
な
か
で
地
上
に
人
類M

enschheit

を
形
成
す
る
。」(S.17-19)

人
間
は
「
全
人
類
の

な
か
の
生
き
て
い
る
分
肢
」
で
あ
り
、「
人
類
は
地
上
に
お
け
る
一
な
る
大
い
な
る
人
間Ein

grosser
M
ensch

で
あ
る
。」「
人
々

が
、
神
の
ひ
と
り
子Ein

K
ind

G
ottes

た
る
人
類
と
な
っ
て
、
神
の
意
志
を
理
性
と
自
然
に
満
た
し
、
思
慕
を
お
の
れ
の
胸
に
満

た
す
た
め
に
、
あ
ら
ゆ
る
面
で
ま
す
ま
す
緊
密
に
互
い
に
結
び
あ
う
と
き
に
の
み
、
地
上
の
人
類
の
歴
史
は
、
生
と
尊
厳
と
美
に
お

い
て
ま
す
ま
す
豊
か
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。」
こ
の
よ
う
に
ク
ラ
ウ
ゼ
に
と
っ
て
、「
神
の
ひ
と
り
子
」
は
（
キ
リ
ス
ト

と
い
う
よ
り
）
人
々
の
魂
の
連
鎖
が
形
成
す
る
「
人
類
」
な
の
で
あ
る
。「
人
類
が
、
歴
史
の
大
い
な
る
生
を
、
い
ま
生
き
て
い
る

世
代
に
よ
っ
て
は
っ
き
り
と
述
べ
て
実
際
に
つ
く
り
な
す
こ
と
に
、
ま
さ
に
い
ま
こ
そ
着
手
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
信
じ
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る
真
理
で
あ
る
。
こ
の
真
理
の
精
神
で
考
え
行
動
す
る
こ
と
が
時
代
精
神
そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
生
の
本
質
で
も

あ
る
。」「
人
類
の
観
念
」
は
、「
い
ま
美
し
い
人
間
性
の
花B

lüthe
der

H
um

anität

を
開
か
せ
て
い
る
」
し
、「
こ
の
本
書
に
も
命

を
吹
き
込
ん
で
い
る
。」
そ
れ
は
ま
た
、
学
問
、
芸
術
、
生
の
社
交
関
係
、
国
家
、
等
々
の
活
力
の
元
と
な
る
だ
ろ
う(S.21f.)

。

こ
の
よ
う
に
「
人
類
の
観
念
」
に
「
時
代
精
神
」
を
見
る
の
は
、
先
の
『
技
芸
史
料
』
に
相
通
じ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

同
時
に
こ
の
人
類
へ
の
展
望
の
な
か
で
、
ク
ラ
ウ
ゼ
は
あ
ら
た
め
て
「
交
わ
り
〔
社
交
性
〕」
と
「
結
社
」
の
重
要
性
を
強
調
す

る
。「
人
は
誰
も
が
あ
ら
ゆ
る
人
間
的
卓
越
さ
の
胚
芽
を
も
っ
て
い
る
。」
各
人
の
置
か
れ
た
状
況
は
多
様
で
あ
り
、「
す
べ
て
の
可

能
性
を
同
時
に
な
し
う
る
者
は
い
な
い
し
、
本
来
な
し
う
る
こ
と
も
、
社
交
な
し
に
自
分
一
人
で
は
な
し
え
な
い
。」
ク
ラ
ウ
ゼ
が

注
目
す
る
の
は
「
無
限
に
多
数
の
他
の
諸
対
象
や
諸
才
能
と
の
本
質
的
な
相
互
規
定
〔
相
互
使
命
〕W

echselbestim
m
ung

」
で
あ

る
。「
か
れ
が
あ
る
一
つ
の
才
能
の
開
展
に
専
念
で
き
る
の
は
、
か
れ
の
そ
れ
以
外
の
あ
ら
ゆ
る
心
身
の
必
要
物
の
た
め
に
他
人
が

働
く
ば
あ
い
だ
け
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
才
能
に
固
有
の
領
域
に
お
い
て
さ
え
、
短
い
生
涯
の
あ
い
だ
に
何
ら
か
の
完
全
さ
に
達
す

る
た
め
に
は
、
さ
ら
に
他
人
の
下
準
備
、
他
人
の
事
例
、
そ
し
て
他
人
の
教
え
を
か
れ
は
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。」「
誰
で
も
、
自

分
自
身
で
ど
れ
だ
け
な
し
と
げ
、
結
社
に
よ
っ
て
ど
れ
だ
け
な
し
と
げ
た
か
を
冷
静
・
公
平
に
点
検
し
て
み
れ
ば
、
自
然
も
理
性
も

か
れ
を
孤
立
し
た
存
在
者
と
し
て
陶
冶
し
た
り
維
持
し
た
り
し
よ
う
と
は
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。」

「
孤
独
な
人
を
不
可
避
的
に
襲
い
絶
望
に
陥
ら
せ
ざ
る
を
え
な
い
心
身
の
病
気
と
弱
さ
を
予
防
で
き
る
の
は
、
た
だ
社
交
だ
け
で
あ

る
。
個
人
が
、
自
分
自
身
の
本
質
、
神
、
そ
し
て
世
界
が
示
さ
れ
る
展
望
を
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
た
だ
結
社
に
お
い
て

だ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
最
高
の
叡
智
と
善
が
、
他
者
、
交
わ
り
、
そ
し
て
愛
へ
の
憧
れ
を
各
人
の
胸
に
植
え
つ
け
た
」
の
で
あ

り
、
そ
れ
が
「
神
の
意
図
」
な
の
で
あ
る(S.22f.)

。「
個
人
は
個
人
と
し
て
結
社
の
な
か
で
初
め
て
完
成
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、

結
社
も
ま
た
、
個
人
が
そ
の
一
部
分
さ
え
な
し
え
ぬ
こ
と
を
な
す
の
で
あ
っ
て
、
か
れ
は
む
し
ろ
他
人
と
交
わ
り
結
び
つ
く
こ
と
に

よ
っ
て
の
み
そ
こ
で
の
自
分
の
役
割
も
果
た
し
う
る
の
で
あ
る
。」
し
た
が
っ
て
「
結
社
に
固
有
の
活
動
成
果W

erke

」
は
、「
さ
ま

ざ
ま
な
種
類
の
労
働
の
結
合
」
の
賜
物
で
あ
り
、「
人
々
が
一
な
る
人
類
へ
と
結
合
し
た
と
き
に
の
み
」
最
も
輝
く
。「
地
上
の
す
べ

て
の
民
族
が
一
な
る
人
類
へ
と
結
合
す
れ
ば
」、「
言
語
、
国
民
性
、
海
洋
・
陸
地
・
空
へ
の
旅
行
技
術
、
学
問
と
芸
術
一
般
、
家

族
、
国
家
、
友
情
関
係
、
仲
間
的
交
際
の
技
法
、
愛
の
兄
弟
同
盟
、
宗
教
団
体
」
な
ど
、「
結
社
の
驚
く
べ
き
活
動
成
果
」
は
「
有

機
的
で
美
し
く
完
成
さ
れ
う
る
だ
ろ
う
。」(S.23f.)

こ
の
よ
う
に
ク
ラ
ウ
ゼ
は
、
個
人
が
「
完
成
さ
れ
る
」
た
め
に
、
神
が
「
他
者
、
交
わ
り
、
そ
し
て
愛
へ
の
憧
れ
を
各
人
の
胸
に

植
え
つ
け
た
」
と
言
う
。
周
知
の
よ
う
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
国
は
最
善
の
も
の
を
も
た
ら
す
か
ら
「
人
間
は
自
然
に
国
的
動
物

で
あ
る
」
と
述
べ
た
が
、
ト
マ
ス
は
、
む
し
ろ
共
同
生
活
の
前
提
と
し
て
の
「
友
愛am

icitia

」
す
な
わ
ち
「
人
間
的
交
わ
り

societashum
ana

」
を
重
視
す
る
か
ら
、
自
然
本
性
的
に
「
人
間
は
社
会
的
動
物anim

alsociale

で
あ
る
」(II-2,109,3;II-2,114,

2)

と
く
り
返
し
強
調
し
て
い
る
。「
す
べ
て
人
間
は
自
然
本
性
的
に
す
べ
て
の
人
間
に
対
し
て
何
ら
か
の
一
般
的
な
愛
に
よ
っ
て
友

人
で
あ
る
。」(II-2,114,1,⑳

204)

こ
う
し
た
自
然
本
性
的
な
友
愛
と
交
わ
り
、
す
な
わ
ち
人
間
の
社
会
性
へ
の
信
頼
を
ク
ラ
ウ

ゼ
も
継
承
し
つ
つ
、
そ
の
眼
差
し
は
「
人
類
」
へ
向
け
ら
れ
て
い
る
。
ク
ラ
ウ
ゼ
に
と
っ
て
は
、「
人
々
の
結
合
」
は
理
性
（
精
神
）

と
自
然
（
身
体
）、
そ
し
て
ま
っ
た
き
人
間
の
「
要
求
」
な
の
で
あ
り(S.24)

、
神
の
あ
の
「
完
全
性V

ollständigkeit

が
わ
れ
わ

れ
の
人
類
に
も
正
し
く
合
目
的
的
に
分
与
さ
れvertheilt

、
子
孫
に
お
い
て
も
絶
え
ず
更
新
さ
れ
高
め
ら
れ
る
こ
と
」
を
神
が
「
期

待
」
し
た
の
で
あ
っ
た
。「
愛
と
交
わ
り
へ
の
、
そ
し
て
自
己
の
本
質
の
よ
り
高
い
完
全
化Ergänzung

へ
の
各
人
の
心
身
の
憧
れ

に
よ
っ
て
、
ま
た
、
神
が
最
高
に
活
気
に
満
ち
た
天
国
の
よ
う
な
住
処
〔
…
…
〕
を
用
意
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
は
人
々
が
み
ず
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る
真
理
で
あ
る
。
こ
の
真
理
の
精
神
で
考
え
行
動
す
る
こ
と
が
時
代
精
神
そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
生
の
本
質
で
も

あ
る
。」「
人
類
の
観
念
」
は
、「
い
ま
美
し
い
人
間
性
の
花B

lüthe
der

H
um

anität

を
開
か
せ
て
い
る
」
し
、「
こ
の
本
書
に
も
命

を
吹
き
込
ん
で
い
る
。」
そ
れ
は
ま
た
、
学
問
、
芸
術
、
生
の
社
交
関
係
、
国
家
、
等
々
の
活
力
の
元
と
な
る
だ
ろ
う(S.21f.)

。

こ
の
よ
う
に
「
人
類
の
観
念
」
に
「
時
代
精
神
」
を
見
る
の
は
、
先
の
『
技
芸
史
料
』
に
相
通
じ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

同
時
に
こ
の
人
類
へ
の
展
望
の
な
か
で
、
ク
ラ
ウ
ゼ
は
あ
ら
た
め
て
「
交
わ
り
〔
社
交
性
〕」
と
「
結
社
」
の
重
要
性
を
強
調
す

る
。「
人
は
誰
も
が
あ
ら
ゆ
る
人
間
的
卓
越
さ
の
胚
芽
を
も
っ
て
い
る
。」
各
人
の
置
か
れ
た
状
況
は
多
様
で
あ
り
、「
す
べ
て
の
可

能
性
を
同
時
に
な
し
う
る
者
は
い
な
い
し
、
本
来
な
し
う
る
こ
と
も
、
社
交
な
し
に
自
分
一
人
で
は
な
し
え
な
い
。」
ク
ラ
ウ
ゼ
が

注
目
す
る
の
は
「
無
限
に
多
数
の
他
の
諸
対
象
や
諸
才
能
と
の
本
質
的
な
相
互
規
定
〔
相
互
使
命
〕W

echselbestim
m
ung

」
で
あ

る
。「
か
れ
が
あ
る
一
つ
の
才
能
の
開
展
に
専
念
で
き
る
の
は
、
か
れ
の
そ
れ
以
外
の
あ
ら
ゆ
る
心
身
の
必
要
物
の
た
め
に
他
人
が

働
く
ば
あ
い
だ
け
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
才
能
に
固
有
の
領
域
に
お
い
て
さ
え
、
短
い
生
涯
の
あ
い
だ
に
何
ら
か
の
完
全
さ
に
達
す

る
た
め
に
は
、
さ
ら
に
他
人
の
下
準
備
、
他
人
の
事
例
、
そ
し
て
他
人
の
教
え
を
か
れ
は
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。」「
誰
で
も
、
自

分
自
身
で
ど
れ
だ
け
な
し
と
げ
、
結
社
に
よ
っ
て
ど
れ
だ
け
な
し
と
げ
た
か
を
冷
静
・
公
平
に
点
検
し
て
み
れ
ば
、
自
然
も
理
性
も

か
れ
を
孤
立
し
た
存
在
者
と
し
て
陶
冶
し
た
り
維
持
し
た
り
し
よ
う
と
は
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。」

「
孤
独
な
人
を
不
可
避
的
に
襲
い
絶
望
に
陥
ら
せ
ざ
る
を
え
な
い
心
身
の
病
気
と
弱
さ
を
予
防
で
き
る
の
は
、
た
だ
社
交
だ
け
で
あ

る
。
個
人
が
、
自
分
自
身
の
本
質
、
神
、
そ
し
て
世
界
が
示
さ
れ
る
展
望
を
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
た
だ
結
社
に
お
い
て

だ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
最
高
の
叡
智
と
善
が
、
他
者
、
交
わ
り
、
そ
し
て
愛
へ
の
憧
れ
を
各
人
の
胸
に
植
え
つ
け
た
」
の
で
あ

り
、
そ
れ
が
「
神
の
意
図
」
な
の
で
あ
る(S.22f.)

。「
個
人
は
個
人
と
し
て
結
社
の
な
か
で
初
め
て
完
成
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、

結
社
も
ま
た
、
個
人
が
そ
の
一
部
分
さ
え
な
し
え
ぬ
こ
と
を
な
す
の
で
あ
っ
て
、
か
れ
は
む
し
ろ
他
人
と
交
わ
り
結
び
つ
く
こ
と
に

よ
っ
て
の
み
そ
こ
で
の
自
分
の
役
割
も
果
た
し
う
る
の
で
あ
る
。」
し
た
が
っ
て
「
結
社
に
固
有
の
活
動
成
果W

erke

」
は
、「
さ
ま

ざ
ま
な
種
類
の
労
働
の
結
合
」
の
賜
物
で
あ
り
、「
人
々
が
一
な
る
人
類
へ
と
結
合
し
た
と
き
に
の
み
」
最
も
輝
く
。「
地
上
の
す
べ

て
の
民
族
が
一
な
る
人
類
へ
と
結
合
す
れ
ば
」、「
言
語
、
国
民
性
、
海
洋
・
陸
地
・
空
へ
の
旅
行
技
術
、
学
問
と
芸
術
一
般
、
家

族
、
国
家
、
友
情
関
係
、
仲
間
的
交
際
の
技
法
、
愛
の
兄
弟
同
盟
、
宗
教
団
体
」
な
ど
、「
結
社
の
驚
く
べ
き
活
動
成
果
」
は
「
有

機
的
で
美
し
く
完
成
さ
れ
う
る
だ
ろ
う
。」(S.23f.)

こ
の
よ
う
に
ク
ラ
ウ
ゼ
は
、
個
人
が
「
完
成
さ
れ
る
」
た
め
に
、
神
が
「
他
者
、
交
わ
り
、
そ
し
て
愛
へ
の
憧
れ
を
各
人
の
胸
に

植
え
つ
け
た
」
と
言
う
。
周
知
の
よ
う
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
国
は
最
善
の
も
の
を
も
た
ら
す
か
ら
「
人
間
は
自
然
に
国
的
動
物

で
あ
る
」
と
述
べ
た
が
、
ト
マ
ス
は
、
む
し
ろ
共
同
生
活
の
前
提
と
し
て
の
「
友
愛am

icitia

」
す
な
わ
ち
「
人
間
的
交
わ
り

societashum
ana

」
を
重
視
す
る
か
ら
、
自
然
本
性
的
に
「
人
間
は
社
会
的
動
物anim

alsociale

で
あ
る
」(II-2,109,3;II-2,114,

2)

と
く
り
返
し
強
調
し
て
い
る
。「
す
べ
て
人
間
は
自
然
本
性
的
に
す
べ
て
の
人
間
に
対
し
て
何
ら
か
の
一
般
的
な
愛
に
よ
っ
て
友

人
で
あ
る
。」(II-2,114,1,⑳

204)

こ
う
し
た
自
然
本
性
的
な
友
愛
と
交
わ
り
、
す
な
わ
ち
人
間
の
社
会
性
へ
の
信
頼
を
ク
ラ
ウ

ゼ
も
継
承
し
つ
つ
、
そ
の
眼
差
し
は
「
人
類
」
へ
向
け
ら
れ
て
い
る
。
ク
ラ
ウ
ゼ
に
と
っ
て
は
、「
人
々
の
結
合
」
は
理
性
（
精
神
）

と
自
然
（
身
体
）、
そ
し
て
ま
っ
た
き
人
間
の
「
要
求
」
な
の
で
あ
り(S.24)

、
神
の
あ
の
「
完
全
性V

ollständigkeit

が
わ
れ
わ

れ
の
人
類
に
も
正
し
く
合
目
的
的
に
分
与
さ
れvertheilt

、
子
孫
に
お
い
て
も
絶
え
ず
更
新
さ
れ
高
め
ら
れ
る
こ
と
」
を
神
が
「
期

待
」
し
た
の
で
あ
っ
た
。「
愛
と
交
わ
り
へ
の
、
そ
し
て
自
己
の
本
質
の
よ
り
高
い
完
全
化Ergänzung

へ
の
各
人
の
心
身
の
憧
れ

に
よ
っ
て
、
ま
た
、
神
が
最
高
に
活
気
に
満
ち
た
天
国
の
よ
う
な
住
処
〔
…
…
〕
を
用
意
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
は
人
々
が
み
ず

カール・クリスティアン・フリードリヒ・クラウゼの人類論における相互的生の社会構成論

─277( 36 )─

成城・経済研究 第 232 号（2021 年 3 月）

─276( 37 )─



か
ら
、
地
上
の
一
な
る
人
類
へ
と
、
す
な
わ
ち
そ
の
諸
部
分
す
べ
て
が
正
し
く
立
派
で
、
健
康
で
美
し
い
完
全
な
一
全
体
へ
と
結
合

し
発
展
す
る
よ
う
に
う
な
が
し
た
の
で
あ
る
。」(S.26)

そ
れ
ゆ
え
に
、
つ
ね
に
ク
ラ
ウ
ゼ
の
念
頭
に
あ
る
の
は
「
未
来
の
諸
世

代
」
の
発
展
で
あ
り
、
ま
た
、
い
ま
は
分
立
し
て
い
る
諸
民
族
が
「
人
間
の
技
と
法
と
に
よ
っ
て
」
互
い
に
有
用
な
大
小
の
「
諸
民

族
同
盟V

ölkerbündnisse

」
へ
と
次
第
に
結
合
さ
れ
、
つ
い
に
は
「
一
な
る
人
類
」
に
至
る
と
い
う
期
待
で
あ
る
。「
永
遠
の
叡
智

は
、
成
立
し
つ
つ
あ
る
人
類
を
鼓
舞
し
て
、
そ
の
文
化
が
さ
ら
に
進
歩
す
れ
ば
人
間
の
社
交
性
を
多
様
化
し
て
、
よ
り
公
正
で
包
括

的
な
も
の
に
す
る
欲
求
と
希
望
と
力
と
を
呼
び
起
こ
す
。」「
自
民
族
に
お
け
る
、
ま
た
他
民
族
と
の
社
交
の
成
長
が
、
ど
の
民
族
に

と
っ
て
も
文
化
と
活
力
の
条
件
で
あ
る
。」「
地
上
の
諸
民
族
が
い
つ
か
、
そ
の
内
部
で
多
様
か
つ
調
和
的
に
社
交
す
る
一
な
る
人
類

に
な
る
の
だ
と
い
う
わ
れ
わ
れ
の
希
望
」
は
、「
歴
史
の
検
証
」
に
耐
え
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、「
ま
も
な
く
す
べ
て
の
人
々
と
す
べ

て
の
諸
民
族
は
、
い
わ
ば
有
機
的
な
身
体
の
分
肢
の
よ
う
に
、
そ
の
す
べ
て
の
部
分
が
発
達
し
た
、
健
康
で
美
し
い
真
の
人
類
に
な

る
だ
ろ
う
。」(S.27-29)

以
上
が
『
人
類
の
根
源
像
』
で
表
明
さ
れ
た
「
人
間
と
人
類
の
本
質
」
お
よ
び
「
規
定
〔
使
命
〕」
に
つ
い
て
の
基
本
視
座
で
あ

り
、
そ
れ
は
人
類
へ
の
「
希
望
」
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
だ
と
言
っ
て
よ
い
。
ク
ラ
ウ
ゼ
に
し
た
が
え
ば
、
人
間
の
本
質
の
「
構
成
要
素
」

は
精
神
、
身
体
、
お
よ
び
両
者
の
結
合
と
「
相
互
作
用
」
で
あ
る
。「
身
体
の
感
覚
が
感
じ
る
も
の
は
す
べ
て
、
想
像
の
世
界
を
通

じ
て
、
そ
の
ま
ま
精
神
に
到
達
す
る

─
た
と
え
そ
れ
が
つ
ね
に
、
ま
た
完
全
に
意
識
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
に
し
て
も
。
そ
し

て
、
精
神
の
内
感
が
知
覚
す
る
も
の
は
す
べ
て
、
身
体
の
感
覚
に
反
映
さ
れ
て
、
身
体
に
よ
っ
て
感
知
さ
れ
る
。
こ
の
驚
く
べ
き
交

流
に
お
い
て
、
精
神
は
そ
の
内
面
世
界
に
、
さ
ら
に
外
的
な
も
の
、
身
体
お
よ
び
身
体
に
現
れ
る
自
然
全
体
を
獲
得
し
、
身
体
自
身

の
本
質
の
諸
法
則
に
従
っ
て
そ
れ
ら
を
我
が
も
の
と
す
る
。
精
神
は
身
体
を
精
神
の
像
に
し
て
、
自
然
の
な
か
で
の
お
の
れ
の
意
志

の
実
行
者
に
す
る
。
そ
れ
と
同
様
に
、
身
体
は
、
身
体
に
住
む
精
神
の
、
身
体
に
と
っ
て
は
外
的
な
想
像
の
世
界
を
、
身
体
の
有
機

的
な
生
の
な
か
に
受
け
取
り
、
そ
う
し
て
理
性
の
内
的
本
質
を
形
態
と
運
動
に
お
い
て
我
が
も
の
と
す
る
。
身
体
の
生
と
精
神
の
生

と
は
相
互
に
結
び
つ
き
、
共
に
苦
し
み
共
に
喜
ぶ
」
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
魂
の
交
流
は
「
身
体
を
介
し
て
の
み
可
能
で
あ

る
。」(S.29f.)

こ
う
し
て
ク
ラ
ウ
ゼ
は
、「
身
体
と
精
神
と
の
同
等
の
尊
さ
の
承
認
、
そ
し
て
そ
れ
に
も
と
づ
い
た
調
和
的
に
一
体

化
し
た
両
者
の
活
動
、
こ
れ
に
よ
っ
て
歴
史
に
お
け
る
新
た
な
生
が
始
ま
る
」
と
述
べ
、
そ
の
う
え
で
「
個
々
の
人
間
と
人
類
全
体

と
の
完
成
の
た
め
に
」
わ
れ
わ
れ
は
何
を
な
し
う
る
かkönnen

、
何
を
な
す
べ
き
かsollen

、
と
問
う
の
で
あ
る(S.31f.)

。

し
た
が
っ
て
、
こ
れ
に
つ
づ
け
て
展
開
さ
れ
る
の
は
、「
人
類
の
根
源
的
な
活
動
成
果W

erke

」
の
多
様
な
あ
り
方
で
あ
り
、「
学

問
」、「
芸
術
」、「
人
間
の
諸
能
力
」、「
人
倫
法
則
と
美
徳
」、「
法
と
正
義
」、「
愛
と
相
互
的
生
」、
こ
れ
ら
が
根
源
的
な
も
の
と
し

て
順
次
展
望
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
こ
こ
で
は
い
く
つ
か
の
項
目
に
つ
い
て
そ
の
主
旨
を
追
跡
し
て
み
よ
う
。

六

学
問

─
「
観
念
を
見
つ
め
る
」

ク
ラ
ウ
ゼ
は
「
学
問
」
論
を
、「
人
間
は
い
つ
で
も
無
意
識
の
う
ち
に
考
え
て
お
り
、
知
ろ
う
と
努
め
る
」
と
い
う
言
葉
で
始
め

る
。「
自
己
意
識
が
高
ま
る
に
つ
れ
て
、〔
ま
た
〕
か
れ
の
本
質
が
次
第
に
全
面
的
に
成
長
す
る
に
つ
れ
て
、
真
理
へ
の
渇
望
と
、
真

理
を
探
究
し
た
い
と
い
う
熱
意
と
が
成
長
し
、
そ
の
充
足
の
悦
び
に
よ
っ
て
探
求
欲LustdesSuchens

が
不
断
に
更
新
さ
れ
る
。」

(S.32f.)

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
『
形
而
上
学
』
の
冒
頭
で
「
す
べ
て
の
人
間
は
、
生
ま
れ
つ
き
、
知

る
こ
と
を
欲
す
る
」
と
語
り
、「
人
間
の
知
能
は
感
覚
か
ら
、
記
憶
、
経
験
知
、
技
術
知
を
経
て
、
知
恵
（
理
論
的
な
認
識
・
学
・

哲
学
）
に
進
む
」
と
考
え
て
い
た(60)。
ト
マ
ス
も
ま
た
、『
神
学
大
全
』
で
、
た
と
え
ば
「
理
性
的
被
造
物
の
自
然
本
性
的
に
欲
求
す
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か
ら
、
地
上
の
一
な
る
人
類
へ
と
、
す
な
わ
ち
そ
の
諸
部
分
す
べ
て
が
正
し
く
立
派
で
、
健
康
で
美
し
い
完
全
な
一
全
体
へ
と
結
合

し
発
展
す
る
よ
う
に
う
な
が
し
た
の
で
あ
る
。」(S.26)

そ
れ
ゆ
え
に
、
つ
ね
に
ク
ラ
ウ
ゼ
の
念
頭
に
あ
る
の
は
「
未
来
の
諸
世

代
」
の
発
展
で
あ
り
、
ま
た
、
い
ま
は
分
立
し
て
い
る
諸
民
族
が
「
人
間
の
技
と
法
と
に
よ
っ
て
」
互
い
に
有
用
な
大
小
の
「
諸
民

族
同
盟V

ölkerbündnisse

」
へ
と
次
第
に
結
合
さ
れ
、
つ
い
に
は
「
一
な
る
人
類
」
に
至
る
と
い
う
期
待
で
あ
る
。「
永
遠
の
叡
智

は
、
成
立
し
つ
つ
あ
る
人
類
を
鼓
舞
し
て
、
そ
の
文
化
が
さ
ら
に
進
歩
す
れ
ば
人
間
の
社
交
性
を
多
様
化
し
て
、
よ
り
公
正
で
包
括

的
な
も
の
に
す
る
欲
求
と
希
望
と
力
と
を
呼
び
起
こ
す
。」「
自
民
族
に
お
け
る
、
ま
た
他
民
族
と
の
社
交
の
成
長
が
、
ど
の
民
族
に

と
っ
て
も
文
化
と
活
力
の
条
件
で
あ
る
。」「
地
上
の
諸
民
族
が
い
つ
か
、
そ
の
内
部
で
多
様
か
つ
調
和
的
に
社
交
す
る
一
な
る
人
類

に
な
る
の
だ
と
い
う
わ
れ
わ
れ
の
希
望
」
は
、「
歴
史
の
検
証
」
に
耐
え
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、「
ま
も
な
く
す
べ
て
の
人
々
と
す
べ

て
の
諸
民
族
は
、
い
わ
ば
有
機
的
な
身
体
の
分
肢
の
よ
う
に
、
そ
の
す
べ
て
の
部
分
が
発
達
し
た
、
健
康
で
美
し
い
真
の
人
類
に
な

る
だ
ろ
う
。」(S.27-29)

以
上
が
『
人
類
の
根
源
像
』
で
表
明
さ
れ
た
「
人
間
と
人
類
の
本
質
」
お
よ
び
「
規
定
〔
使
命
〕」
に
つ
い
て
の
基
本
視
座
で
あ

り
、
そ
れ
は
人
類
へ
の
「
希
望
」
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
だ
と
言
っ
て
よ
い
。
ク
ラ
ウ
ゼ
に
し
た
が
え
ば
、
人
間
の
本
質
の
「
構
成
要
素
」

は
精
神
、
身
体
、
お
よ
び
両
者
の
結
合
と
「
相
互
作
用
」
で
あ
る
。「
身
体
の
感
覚
が
感
じ
る
も
の
は
す
べ
て
、
想
像
の
世
界
を
通

じ
て
、
そ
の
ま
ま
精
神
に
到
達
す
る

─
た
と
え
そ
れ
が
つ
ね
に
、
ま
た
完
全
に
意
識
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
に
し
て
も
。
そ
し

て
、
精
神
の
内
感
が
知
覚
す
る
も
の
は
す
べ
て
、
身
体
の
感
覚
に
反
映
さ
れ
て
、
身
体
に
よ
っ
て
感
知
さ
れ
る
。
こ
の
驚
く
べ
き
交

流
に
お
い
て
、
精
神
は
そ
の
内
面
世
界
に
、
さ
ら
に
外
的
な
も
の
、
身
体
お
よ
び
身
体
に
現
れ
る
自
然
全
体
を
獲
得
し
、
身
体
自
身

の
本
質
の
諸
法
則
に
従
っ
て
そ
れ
ら
を
我
が
も
の
と
す
る
。
精
神
は
身
体
を
精
神
の
像
に
し
て
、
自
然
の
な
か
で
の
お
の
れ
の
意
志

の
実
行
者
に
す
る
。
そ
れ
と
同
様
に
、
身
体
は
、
身
体
に
住
む
精
神
の
、
身
体
に
と
っ
て
は
外
的
な
想
像
の
世
界
を
、
身
体
の
有
機

的
な
生
の
な
か
に
受
け
取
り
、
そ
う
し
て
理
性
の
内
的
本
質
を
形
態
と
運
動
に
お
い
て
我
が
も
の
と
す
る
。
身
体
の
生
と
精
神
の
生

と
は
相
互
に
結
び
つ
き
、
共
に
苦
し
み
共
に
喜
ぶ
」
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
魂
の
交
流
は
「
身
体
を
介
し
て
の
み
可
能
で
あ

る
。」(S.29f.)
こ
う
し
て
ク
ラ
ウ
ゼ
は
、「
身
体
と
精
神
と
の
同
等
の
尊
さ
の
承
認
、
そ
し
て
そ
れ
に
も
と
づ
い
た
調
和
的
に
一
体

化
し
た
両
者
の
活
動
、
こ
れ
に
よ
っ
て
歴
史
に
お
け
る
新
た
な
生
が
始
ま
る
」
と
述
べ
、
そ
の
う
え
で
「
個
々
の
人
間
と
人
類
全
体

と
の
完
成
の
た
め
に
」
わ
れ
わ
れ
は
何
を
な
し
う
る
かkönnen

、
何
を
な
す
べ
き
かsollen

、
と
問
う
の
で
あ
る(S.31f.)

。

し
た
が
っ
て
、
こ
れ
に
つ
づ
け
て
展
開
さ
れ
る
の
は
、「
人
類
の
根
源
的
な
活
動
成
果W

erke

」
の
多
様
な
あ
り
方
で
あ
り
、「
学

問
」、「
芸
術
」、「
人
間
の
諸
能
力
」、「
人
倫
法
則
と
美
徳
」、「
法
と
正
義
」、「
愛
と
相
互
的
生
」、
こ
れ
ら
が
根
源
的
な
も
の
と
し

て
順
次
展
望
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
こ
こ
で
は
い
く
つ
か
の
項
目
に
つ
い
て
そ
の
主
旨
を
追
跡
し
て
み
よ
う
。

六

学
問

─
「
観
念
を
見
つ
め
る
」

ク
ラ
ウ
ゼ
は
「
学
問
」
論
を
、「
人
間
は
い
つ
で
も
無
意
識
の
う
ち
に
考
え
て
お
り
、
知
ろ
う
と
努
め
る
」
と
い
う
言
葉
で
始
め

る
。「
自
己
意
識
が
高
ま
る
に
つ
れ
て
、〔
ま
た
〕
か
れ
の
本
質
が
次
第
に
全
面
的
に
成
長
す
る
に
つ
れ
て
、
真
理
へ
の
渇
望
と
、
真

理
を
探
究
し
た
い
と
い
う
熱
意
と
が
成
長
し
、
そ
の
充
足
の
悦
び
に
よ
っ
て
探
求
欲LustdesSuchens

が
不
断
に
更
新
さ
れ
る
。」

(S.32f.)

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
『
形
而
上
学
』
の
冒
頭
で
「
す
べ
て
の
人
間
は
、
生
ま
れ
つ
き
、
知

る
こ
と
を
欲
す
る
」
と
語
り
、「
人
間
の
知
能
は
感
覚
か
ら
、
記
憶
、
経
験
知
、
技
術
知
を
経
て
、
知
恵
（
理
論
的
な
認
識
・
学
・

哲
学
）
に
進
む
」
と
考
え
て
い
た(60)。
ト
マ
ス
も
ま
た
、『
神
学
大
全
』
で
、
た
と
え
ば
「
理
性
的
被
造
物
の
自
然
本
性
的
に
欲
求
す
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る
と
こ
ろ
は
、
知
性
の
完
成
に
属
す
る
と
こ
ろ
の
い
っ
さ
い
の
こ
と
が
ら
を
知
ろ
う
と
す
る
に
あ
る
。」(I,12,8.①

240)

／
「
人

間
に
は
、
果
を
見
て
は
そ
の
因
を
認
識
し
よ
う
と
す
る
欲
求
が
内
在
し
て
お
り
、
驚
異
が
人
々
の
う
ち
に
湧
き
起
こ
る
の
も
こ
の
こ

と
に
も
と
づ
く
。」(I,12,1.①

210)

と
述
べ
て
、「
知
性
の
完
成
」
つ
ま
り
ト
マ
ス
に
と
っ
て
の
「
第
一
原
因
」
た
る
「
神
の
本

質
を
見
る
」
こ
と
に
そ
の
全
生
涯
を
捧
げ
た
と
言
っ
て
よ
い
。

ク
ラ
ウ
ゼ
は
他
所
と
同
様
こ
こ
で
も
こ
れ
ら
の
先
達
の
名
前
を
挙
げ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
当
然
こ
う
し
た
哲
学
史
の
基
本
を
踏

ま
え
つ
つ
、
学
問
を
「
真
理
へ
の
欲
求
」
に
も
と
づ
く
「
精
神
の
根
本
作
用
」、
つ
ま
り
、「
個
々
の
生
き
生
き
と
し
た
想
像
力
の
映

像B
ilder

der
Phantasie

に
よ
っ
て
諸
観
念
を
晴
れ
や
か
に
意
識
に
も
た
ら
し
定
着
さ
せ
よ
う
と
す
る
不
断
の
努
力
」
と
し
て
認
識

論
的
に
理
解
す
る
。
そ
こ
で
は
「
神
と
万
物
と
の
は
た
ら
き
」
を
受
け
て
、「
精
神
は
全
面
的
・
社
交
的
な
生
か
ら
諸
観
念
の
変
容

V
erklärung

を
得
る
。
つ
ま
り
、
生
か
ら
流
れ
出
て
、
学
問
は
、
生
へ
、
つ
ま
り
美
と
強
さ
の
源
泉
へ
と
立
ち
還
る
」、
と
述
べ
る

(S.33)

。
ク
ラ
ウ
ゼ
が
学
問
を
生
へ
の
往
還
と
し
て
と
ら
え
る
の
は
、「
本
来
す
べ
て
の
観
念
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
万
有
の
す

べ
て
の
生
も
た
だ
一
つ
の
全
体
で
あ
る
」
か
ら
で
あ
り
、「
す
べ
て
の
観
念
が
一
つ
の
神
の
観
念
で
あ
る
の
と
同
様
に
、
本
来
学
問

は
た
だ
一
つ
で
あ
る
」
か
ら
で
あ
る(S.36)

。
生
も
学
問
も
、
そ
し
て
観
念
も
、
た
だ
一
つ
だ
と
言
う
の
は
な
ぜ
か
。「
万
物
は
神

の
内
に
存
す
る
の
と
同
様
に
、
神
の
観
念
も
、
他
の
す
べ
て
の
観
念
を
そ
の
下
位
の
部
分
と
し
て
包
含
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
い
っ
さ

い
の
認
識
は
神
の
永
遠
の
本
質
の
意
識
で
あ
り
、
い
っ
さ
い
の
熟
考
は
、
こ
の
本
質
を
精
神
に
あ
り
あ
り
と
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
で

あ
る
。
そ
し
て
学
問
は
、
神
の
内
に
、
万
物
と
そ
の
調
和
的
な
相
互
的
生
と
の
永
遠
の
本
質
を
見
る
の
で
あ
る
。」(S.34)

こ
の
よ

う
に
ク
ラ
ウ
ゼ
は
、
ト
マ
ス
と
同
様
に
人
間
の
生
の
究
極
目
的
を
「
神
の
本
質
を
見
る
」
こ
と
に
置
い
て
い
る
が
、
そ
の
霊
的
志
向

は
、
ト
マ
ス
に
お
け
る
人
間
の
救
い
に
向
け
た
ペ
ル
ソ
ナ
（
三
位
一
体
）
論
の
重
要
な
位
置
づ
け
と
は
趣
を
異
に
し
、
学
問
論
と
し

て
「
神
の
観
念
」
を
想
定
し
て
「
根
源
的
存
在
者
」
と
し
て
の
神
そ
の
も
の
の
直
観
を
重
視
し
て
、
そ
の
は
た
ら
き
の
も
と
で
人
間

と
自
然
と
の
生
の
有
機
的
な
相
互
発
展
に
関
心
を
集
中
し
て
い
る
こ
と
に
特
色
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
「
神
の
永
遠
の

本
質
」
の
直
観
に
学
問
の
始
源
と
究
極
の
目
的
と
を
見
る
と
い
う
点
で
は
、
そ
の
学
問
の
生
へ
の
往
還
と
い
う
発
想
と
と
も
に
、
ク

ラ
ウ
ゼ
の
思
考
の
根
底
に
、
プ
ラ
ト
ン
の
神
秘
道
に
お
け
る
「
本
質
直
観
」
に
よ
る
普
遍
者
の
把
握
と
弁
証
法
的
往
還

─
「
総

合
」
と
「
分
割
」、「
向
上
の
道
」（
ア
ナ
バ
シ
ス
）
と
「
向
下
の
道
」（
カ
タ
バ
シ
ス(61)）、
つ
ま
り
ク
ラ
ウ
ゼ
が
本
書
公
刊
の
二
年
後

の
一
八
一
三
年
八
月
十
四
日
に
父
宛
の
手
紙
で
語
っ
た
学
問
体
系
構
想
の
方
法(62)に
通
じ
る
も
の

─
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

で
は
、「
神
の
観
念
」
と
は
何
か
。
ク
ラ
ウ
ゼ
に
し
た
が
え
ば
、
そ
も
そ
も
「
認
識
は
、
つ
ね
に
、
想
像
力
と
不
可
分
に
連
携
し

て
い
る
。
認
識
に
と
っ
て
は
観
念
が
主
役
で
あ
る
。
当
該
個
物
に
お
け
る
観
念
そ
れ
自
身
を
、
そ
の
映
像B

ild

に
お
け
る
も
の
と

し
て
見
る
こ
と
が
、
思
考
の
目
標
で
あ
る
。
観
念
の
世
界
は
、
世
界
構
造
全
体
を
理
性
の
内
で
自
立
的
、
永
遠
か
つ
自
由
に
反
復
す

る
こ
と
で
あ
る
。
観
念
の
世
界
は
、
無
限
に
、
完
全
に
、
い
っ
さ
い
の
時
間
よ
り
前
に
、
そ
し
て
一
度
だ
け
、
す
べ
て
の
精
神
に
、

個
物
の
世
界
と
の
結
婚
の
た
め
に
開
か
れ
て
い
る
。
観
念
の
世
界
の
組
織
は
、
神
と
世
界
構
造
と
に
ふ
さ
わ
し
い
。
一
な
る
観
念
、

つ
ま
り
神
の
根
源
観
念U

ridee
G
ottes

が
、
観
念
の
世
界
の
ま
っ
た
き
内
容
で
あ
り
、
こ
の
根
源
観
念
の
内
に
、
そ
の
自
由
な
諸

部
分
と
し
て
す
べ
て
の
存
在
者
の
諸
観
念
が
宿
っ
て
お
り
、
こ
の
同
じ
も
の
の
内
に
、
神
が
創
り
出
し
た
の
と
変
わ
ら
な
い
秩
序
が

宿
っ
て
い
る
。」
し
た
が
っ
て
「
ど
ん
な
事
物
の
観
念
も
、
そ
の
事
物
の
分
割
不
可
能
な
永
遠
の
ま
っ
た
き
本
質
で
あ
る
。」
こ
う
述

べ
て
い
る
よ
う
に
、
ク
ラ
ウ
ゼ
の
観
念
の
世
界
は
、
永
遠
の
一
な
る
「
神
の
根
源
観
念
」
を
そ
の
全
内
容
と
し
、
そ
こ
に
す
べ
て
の

存
在
者
の
諸
観
念
を
包
摂
し
て
い
る
一
全
体
に
神
の
創
造
の
秩
序
を
見
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
精
神
が
「
観
念
を
見
つ
め
る
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る
と
こ
ろ
は
、
知
性
の
完
成
に
属
す
る
と
こ
ろ
の
い
っ
さ
い
の
こ
と
が
ら
を
知
ろ
う
と
す
る
に
あ
る
。」(I,12,8.①

240)

／
「
人

間
に
は
、
果
を
見
て
は
そ
の
因
を
認
識
し
よ
う
と
す
る
欲
求
が
内
在
し
て
お
り
、
驚
異
が
人
々
の
う
ち
に
湧
き
起
こ
る
の
も
こ
の
こ

と
に
も
と
づ
く
。」(I,12,1.①

210)

と
述
べ
て
、「
知
性
の
完
成
」
つ
ま
り
ト
マ
ス
に
と
っ
て
の
「
第
一
原
因
」
た
る
「
神
の
本

質
を
見
る
」
こ
と
に
そ
の
全
生
涯
を
捧
げ
た
と
言
っ
て
よ
い
。

ク
ラ
ウ
ゼ
は
他
所
と
同
様
こ
こ
で
も
こ
れ
ら
の
先
達
の
名
前
を
挙
げ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
当
然
こ
う
し
た
哲
学
史
の
基
本
を
踏

ま
え
つ
つ
、
学
問
を
「
真
理
へ
の
欲
求
」
に
も
と
づ
く
「
精
神
の
根
本
作
用
」、
つ
ま
り
、「
個
々
の
生
き
生
き
と
し
た
想
像
力
の
映

像B
ilder

der
Phantasie

に
よ
っ
て
諸
観
念
を
晴
れ
や
か
に
意
識
に
も
た
ら
し
定
着
さ
せ
よ
う
と
す
る
不
断
の
努
力
」
と
し
て
認
識

論
的
に
理
解
す
る
。
そ
こ
で
は
「
神
と
万
物
と
の
は
た
ら
き
」
を
受
け
て
、「
精
神
は
全
面
的
・
社
交
的
な
生
か
ら
諸
観
念
の
変
容

V
erklärung

を
得
る
。
つ
ま
り
、
生
か
ら
流
れ
出
て
、
学
問
は
、
生
へ
、
つ
ま
り
美
と
強
さ
の
源
泉
へ
と
立
ち
還
る
」、
と
述
べ
る

(S.33)

。
ク
ラ
ウ
ゼ
が
学
問
を
生
へ
の
往
還
と
し
て
と
ら
え
る
の
は
、「
本
来
す
べ
て
の
観
念
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
万
有
の
す

べ
て
の
生
も
た
だ
一
つ
の
全
体
で
あ
る
」
か
ら
で
あ
り
、「
す
べ
て
の
観
念
が
一
つ
の
神
の
観
念
で
あ
る
の
と
同
様
に
、
本
来
学
問

は
た
だ
一
つ
で
あ
る
」
か
ら
で
あ
る(S.36)

。
生
も
学
問
も
、
そ
し
て
観
念
も
、
た
だ
一
つ
だ
と
言
う
の
は
な
ぜ
か
。「
万
物
は
神

の
内
に
存
す
る
の
と
同
様
に
、
神
の
観
念
も
、
他
の
す
べ
て
の
観
念
を
そ
の
下
位
の
部
分
と
し
て
包
含
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
い
っ
さ

い
の
認
識
は
神
の
永
遠
の
本
質
の
意
識
で
あ
り
、
い
っ
さ
い
の
熟
考
は
、
こ
の
本
質
を
精
神
に
あ
り
あ
り
と
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
で

あ
る
。
そ
し
て
学
問
は
、
神
の
内
に
、
万
物
と
そ
の
調
和
的
な
相
互
的
生
と
の
永
遠
の
本
質
を
見
る
の
で
あ
る
。」(S.34)

こ
の
よ

う
に
ク
ラ
ウ
ゼ
は
、
ト
マ
ス
と
同
様
に
人
間
の
生
の
究
極
目
的
を
「
神
の
本
質
を
見
る
」
こ
と
に
置
い
て
い
る
が
、
そ
の
霊
的
志
向

は
、
ト
マ
ス
に
お
け
る
人
間
の
救
い
に
向
け
た
ペ
ル
ソ
ナ
（
三
位
一
体
）
論
の
重
要
な
位
置
づ
け
と
は
趣
を
異
に
し
、
学
問
論
と
し

て
「
神
の
観
念
」
を
想
定
し
て
「
根
源
的
存
在
者
」
と
し
て
の
神
そ
の
も
の
の
直
観
を
重
視
し
て
、
そ
の
は
た
ら
き
の
も
と
で
人
間

と
自
然
と
の
生
の
有
機
的
な
相
互
発
展
に
関
心
を
集
中
し
て
い
る
こ
と
に
特
色
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
「
神
の
永
遠
の

本
質
」
の
直
観
に
学
問
の
始
源
と
究
極
の
目
的
と
を
見
る
と
い
う
点
で
は
、
そ
の
学
問
の
生
へ
の
往
還
と
い
う
発
想
と
と
も
に
、
ク

ラ
ウ
ゼ
の
思
考
の
根
底
に
、
プ
ラ
ト
ン
の
神
秘
道
に
お
け
る
「
本
質
直
観
」
に
よ
る
普
遍
者
の
把
握
と
弁
証
法
的
往
還

─
「
総

合
」
と
「
分
割
」、「
向
上
の
道
」（
ア
ナ
バ
シ
ス
）
と
「
向
下
の
道
」（
カ
タ
バ
シ
ス(61)）、
つ
ま
り
ク
ラ
ウ
ゼ
が
本
書
公
刊
の
二
年
後

の
一
八
一
三
年
八
月
十
四
日
に
父
宛
の
手
紙
で
語
っ
た
学
問
体
系
構
想
の
方
法(62)に
通
じ
る
も
の

─
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

で
は
、「
神
の
観
念
」
と
は
何
か
。
ク
ラ
ウ
ゼ
に
し
た
が
え
ば
、
そ
も
そ
も
「
認
識
は
、
つ
ね
に
、
想
像
力
と
不
可
分
に
連
携
し

て
い
る
。
認
識
に
と
っ
て
は
観
念
が
主
役
で
あ
る
。
当
該
個
物
に
お
け
る
観
念
そ
れ
自
身
を
、
そ
の
映
像B

ild

に
お
け
る
も
の
と

し
て
見
る
こ
と
が
、
思
考
の
目
標
で
あ
る
。
観
念
の
世
界
は
、
世
界
構
造
全
体
を
理
性
の
内
で
自
立
的
、
永
遠
か
つ
自
由
に
反
復
す

る
こ
と
で
あ
る
。
観
念
の
世
界
は
、
無
限
に
、
完
全
に
、
い
っ
さ
い
の
時
間
よ
り
前
に
、
そ
し
て
一
度
だ
け
、
す
べ
て
の
精
神
に
、

個
物
の
世
界
と
の
結
婚
の
た
め
に
開
か
れ
て
い
る
。
観
念
の
世
界
の
組
織
は
、
神
と
世
界
構
造
と
に
ふ
さ
わ
し
い
。
一
な
る
観
念
、

つ
ま
り
神
の
根
源
観
念U

ridee
G
ottes

が
、
観
念
の
世
界
の
ま
っ
た
き
内
容
で
あ
り
、
こ
の
根
源
観
念
の
内
に
、
そ
の
自
由
な
諸

部
分
と
し
て
す
べ
て
の
存
在
者
の
諸
観
念
が
宿
っ
て
お
り
、
こ
の
同
じ
も
の
の
内
に
、
神
が
創
り
出
し
た
の
と
変
わ
ら
な
い
秩
序
が

宿
っ
て
い
る
。」
し
た
が
っ
て
「
ど
ん
な
事
物
の
観
念
も
、
そ
の
事
物
の
分
割
不
可
能
な
永
遠
の
ま
っ
た
き
本
質
で
あ
る
。」
こ
う
述

べ
て
い
る
よ
う
に
、
ク
ラ
ウ
ゼ
の
観
念
の
世
界
は
、
永
遠
の
一
な
る
「
神
の
根
源
観
念
」
を
そ
の
全
内
容
と
し
、
そ
こ
に
す
べ
て
の

存
在
者
の
諸
観
念
を
包
摂
し
て
い
る
一
全
体
に
神
の
創
造
の
秩
序
を
見
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
精
神
が
「
観
念
を
見
つ
め
る
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A
nschaun

」
ば
あ
い
に
は
、「
開
始
さ
れ
た
見
つ
め
る
な
か
で
、
晴
れ
や
か
と
な
るsich

verklärend

観
念
そ
れ
自
身
が
、
そ
の
内

面
の
豊
か
さ
の
像B

ild

を
完
成
す
る
よ
う
に
精
神
に
求
め
る
の
で
あ
る
。」

─
つ
ま
り
、
精
神
は
、
観
念
の
永
遠
の
本
質
を
見
つ

め
る
こ
と
に
よ
っ
て
観
念
か
ら
は
た
ら
き
か
け
ら
れ
、
そ
れ
に
応
え
る
こ
と
、
つ
ま
り
精
神
と
観
念
と
の
交
わ
り
に
よ
っ
て
観
念
は

よ
り
豊
か
に
な
り
晴
れ
や
か
と
な
る
、
と
解
釈
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
た
と
え
ば
「
自
然
の
観
念
は
、
実
体
的
な
も
の

の
純
粋
普
遍
概
念
で
は
な
く
、
一
な
る
無
限
で
永
遠
の
世
界
の
直
観
、
永
遠
に
新
た
な
生
の
ま
っ
た
き
豊
か
さ
に
満
ち
た
有
機
的
な

全
体
と
し
て
の
世
界
の
直
観
で
あ
る
」
の
だ
し
、「
国
家
の
観
念
は
、
一
つ
に
ま
と
ま
っ
て
法
の
有
機
的
な
全
体
を
具
現
す
る
よ
う

な
人
々
か
ら
な
る
特
定
の
結
社
を
見
つ
め
る
ば
あ
い
に
晴
れ
や
か
と
な
る
」
の
だ
と
言
う
の
で
あ
る(S.33)

。

ク
ラ
ウ
ゼ
は
な
ぜ
こ
こ
ま
で
「
観
念
の
世
界
」
に
つ
い
て
語
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
上
述
の
よ
う
に
「
学
問
は
、
神
の
内

に
、
万
物
と
そ
の
調
和
的
な
相
互
的
生
と
の
永
遠
の
本
質
を
見
る
」
か
ら
で
あ
り
、
右
の
「
自
然
の
観
念
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

め
ざ
さ
れ
る
の
は
「
実
体
的
な
も
の
の
純
粋
普
遍
概
念
で
は
な
く
、
一
な
る
無
限
で
永
遠
の
世
界
の
直
観
」
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

先
に
見
た
、
ク
ラ
ウ
ゼ
の
カ
ン
ト
批
判
に
お
け
る
、「
た
ん
な
る
神
概
念
」
で
は
な
く
、
と
い
う
一
節
が
想
起
さ
れ
よ
う
。
思
え
ば

プ
ラ
ト
ン
も
ま
た
、
と
り
わ
け
『
法
律
』
の
第
十
巻
で
、
国
家
の
賢
明
な
立
法
者
に
望
ま
れ
る
精
神
と
し
て
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、

ソ
ー
マ
（
物
質
・
物
体
）
に
先
立
つ
も
の
と
し
て
プ
シ
ュ
ー
ケ
ー
（
生
命
・
魂
）
を
対
置
し
、
非
生
命
的
な
前
者
に
依
拠
す
る
「
無

神
論
」
を
批
判
し
て
万
有
の
始
源
を
後
者
に
こ
そ
認
め
、
そ
こ
か
ら
万
有
を
支
配
し
秩
序
づ
け
る
神
的
理
法
（
最
善
の
魂
）
と
し
て

の
「
知
性
（
ヌ
ゥ
ス
）」
に
も
と
づ
く
有
機
的
な
全
体
性
論
の
構
想
を
示
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
は
、「
神
々
の
存

在
」
を
確
定
す
る
前
に
、「
知
性
」
を
太
陽
に
な
ぞ
ら
え
て
、「
死
す
べ
き
人
間
の
眼
」
で
そ
れ
を
直
接
見
よ
う
と
す
る
愚
を
避
け

て
、
そ
の
「
影
像
を
見
る
」
ほ
う
が
安
全
な
の
だ
と
説
い
て
い
る(63)。
上
述
の
引
用
文
、「
当
該
個
物
に
お
け
る
観
念
そ
れ
自
身
を
、

そ
の
映
像B

ild

に
お
け
る
も
の
と
し
て
見
る
こ
と
が
、
思
考
の
目
標
で
あ
る
」
と
言
う
ク
ラ
ウ
ゼ
の
説
明
は
、
プ
ラ
ト
ン
に
お
け

る
こ
う
し
た
文
脈
を
、
そ
し
て
ま
た
イ
デ
ア
と
そ
の
似
像
と
の
関
係
を
想
起
さ
せ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

右
の
よ
う
に
ク
ラ
ウ
ゼ
に
お
い
て
は
、「
観
念
を
見
つ
め
る
」
と
い
う
精
神
の
行
為
は
、
あ
た
か
も
神
か
ら
の
は
た
ら
き
の
よ
う

に
観
念
か
ら
の
は
た
ら
き
を
受
け
取
り
、
そ
の
「
像
」
の
完
成
を
め
ざ
す
の
だ
と
言
わ
れ
る
。
ち
な
み
に
ト
マ
ス
は
、「
神
を
本
質

に
よ
っ
て
見
る
」
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
詳
細
に
説
明
し
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
で
神
に
お
け
る
「
似
姿
〔
類
似
性
〕
の
先
在
」
と

い
う
考
え
方
が
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
事
物
そ
れ
ぞ
れ
に
固
有
な
形
相
の
類
似
性
に
よ
る
通
常
の
認
識
方
法
と
は
異
な
り
、

「
そ
れ
ら
を
、
そ
の
似
姿
〔
類
似
性
〕
が
神
に
お
い
て
先
在
し
て
い
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
そ
れ
ら
を
神

に
お
い
て
見
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。」(I,12,9.①

243)

つ
ま
り
、
万
物
の
存
在
は
神
に
由
来
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
の
存
在

と
の
類
似
性
を
持
ち
、
神
の
う
ち
に
は
万
物
そ
れ
ぞ
れ
と
の
類
似
性
が
先
在
し
て
い
る
の
だ
、
と
。
こ
の
よ
う
に
と
ら
え
る
な
ら

ば
、
ク
ラ
ウ
ゼ
に
と
っ
て
「
観
念
を
見
つ
め
る
」
と
は
、
神
の
「
似
像
」
に
通
じ
る
「
像
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
つ
つ
、
一
な
る

「
神
の
根
源
観
念
」
と
の
交
わ
り
を
と
お
し
て
、
そ
の
観
念
の
「
像
」
を
「
晴
れ
や
か
に
」
完
成
さ
せ
て
ゆ
く
直
観
的
な
営
み
を
意

味
し
、
そ
れ
が
人
間
の
「
生
」
そ
の
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。『
人
類
の
根
源
像
』
と
い
う
本
書

の
書
名
も
、
そ
う
し
た
「
観
念
を
見
つ
め
る
」
人
間
の
直
観
的
な
営
み
と
し
て
の
「
生
」
の
究
極
的
な
担
い
手
と
し
て
「
人
類
」
を

想
定
す
る
と
い
う
意
図
が
込
め
ら
れ
て
い
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
、「
神
の
根
源
観
念
」
に
よ
る
諸
部
分
の
包
摂

と
、
前
者
か
ら
後
者
へ
の
は
た
ら
き
か
け
、
完
成
に
向
け
た
後
者
の
応
答
と
い
う
ク
ラ
ウ
ゼ
が
描
く
神
と
人
間
と
の
交
わ
り
は
、
お

の
ず
か
ら
、
プ
ラ
ト
ン
に
お
け
る
二
種
類
の
架
橋
の
論
理
、
す
な
わ
ち
感
覚
的
事
物
に
お
け
る
イ
デ
ア
の
「
分
有
」
と
い
う
思
想

（『
パ
イ
ド
ン
』
後
半
部
）
だ
け
で
な
く
、『
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
』
を
経
て
到
達
し
た
、
感
覚
的
事
物
の
実
体
化
を
回
避
す
る
た
め
の
、
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A
nschaun

」
ば
あ
い
に
は
、「
開
始
さ
れ
た
見
つ
め
る
な
か
で
、
晴
れ
や
か
と
な
るsich

verklärend

観
念
そ
れ
自
身
が
、
そ
の
内

面
の
豊
か
さ
の
像B

ild

を
完
成
す
る
よ
う
に
精
神
に
求
め
る
の
で
あ
る
。」

─
つ
ま
り
、
精
神
は
、
観
念
の
永
遠
の
本
質
を
見
つ

め
る
こ
と
に
よ
っ
て
観
念
か
ら
は
た
ら
き
か
け
ら
れ
、
そ
れ
に
応
え
る
こ
と
、
つ
ま
り
精
神
と
観
念
と
の
交
わ
り
に
よ
っ
て
観
念
は

よ
り
豊
か
に
な
り
晴
れ
や
か
と
な
る
、
と
解
釈
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
た
と
え
ば
「
自
然
の
観
念
は
、
実
体
的
な
も
の

の
純
粋
普
遍
概
念
で
は
な
く
、
一
な
る
無
限
で
永
遠
の
世
界
の
直
観
、
永
遠
に
新
た
な
生
の
ま
っ
た
き
豊
か
さ
に
満
ち
た
有
機
的
な

全
体
と
し
て
の
世
界
の
直
観
で
あ
る
」
の
だ
し
、「
国
家
の
観
念
は
、
一
つ
に
ま
と
ま
っ
て
法
の
有
機
的
な
全
体
を
具
現
す
る
よ
う

な
人
々
か
ら
な
る
特
定
の
結
社
を
見
つ
め
る
ば
あ
い
に
晴
れ
や
か
と
な
る
」
の
だ
と
言
う
の
で
あ
る(S.33)

。

ク
ラ
ウ
ゼ
は
な
ぜ
こ
こ
ま
で
「
観
念
の
世
界
」
に
つ
い
て
語
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
上
述
の
よ
う
に
「
学
問
は
、
神
の
内

に
、
万
物
と
そ
の
調
和
的
な
相
互
的
生
と
の
永
遠
の
本
質
を
見
る
」
か
ら
で
あ
り
、
右
の
「
自
然
の
観
念
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

め
ざ
さ
れ
る
の
は
「
実
体
的
な
も
の
の
純
粋
普
遍
概
念
で
は
な
く
、
一
な
る
無
限
で
永
遠
の
世
界
の
直
観
」
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

先
に
見
た
、
ク
ラ
ウ
ゼ
の
カ
ン
ト
批
判
に
お
け
る
、「
た
ん
な
る
神
概
念
」
で
は
な
く
、
と
い
う
一
節
が
想
起
さ
れ
よ
う
。
思
え
ば

プ
ラ
ト
ン
も
ま
た
、
と
り
わ
け
『
法
律
』
の
第
十
巻
で
、
国
家
の
賢
明
な
立
法
者
に
望
ま
れ
る
精
神
と
し
て
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、

ソ
ー
マ
（
物
質
・
物
体
）
に
先
立
つ
も
の
と
し
て
プ
シ
ュ
ー
ケ
ー
（
生
命
・
魂
）
を
対
置
し
、
非
生
命
的
な
前
者
に
依
拠
す
る
「
無

神
論
」
を
批
判
し
て
万
有
の
始
源
を
後
者
に
こ
そ
認
め
、
そ
こ
か
ら
万
有
を
支
配
し
秩
序
づ
け
る
神
的
理
法
（
最
善
の
魂
）
と
し
て

の
「
知
性
（
ヌ
ゥ
ス
）」
に
も
と
づ
く
有
機
的
な
全
体
性
論
の
構
想
を
示
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
は
、「
神
々
の
存

在
」
を
確
定
す
る
前
に
、「
知
性
」
を
太
陽
に
な
ぞ
ら
え
て
、「
死
す
べ
き
人
間
の
眼
」
で
そ
れ
を
直
接
見
よ
う
と
す
る
愚
を
避
け

て
、
そ
の
「
影
像
を
見
る
」
ほ
う
が
安
全
な
の
だ
と
説
い
て
い
る(63)。
上
述
の
引
用
文
、「
当
該
個
物
に
お
け
る
観
念
そ
れ
自
身
を
、

そ
の
映
像B

ild

に
お
け
る
も
の
と
し
て
見
る
こ
と
が
、
思
考
の
目
標
で
あ
る
」
と
言
う
ク
ラ
ウ
ゼ
の
説
明
は
、
プ
ラ
ト
ン
に
お
け

る
こ
う
し
た
文
脈
を
、
そ
し
て
ま
た
イ
デ
ア
と
そ
の
似
像
と
の
関
係
を
想
起
さ
せ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

右
の
よ
う
に
ク
ラ
ウ
ゼ
に
お
い
て
は
、「
観
念
を
見
つ
め
る
」
と
い
う
精
神
の
行
為
は
、
あ
た
か
も
神
か
ら
の
は
た
ら
き
の
よ
う

に
観
念
か
ら
の
は
た
ら
き
を
受
け
取
り
、
そ
の
「
像
」
の
完
成
を
め
ざ
す
の
だ
と
言
わ
れ
る
。
ち
な
み
に
ト
マ
ス
は
、「
神
を
本
質

に
よ
っ
て
見
る
」
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
詳
細
に
説
明
し
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
で
神
に
お
け
る
「
似
姿
〔
類
似
性
〕
の
先
在
」
と

い
う
考
え
方
が
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
事
物
そ
れ
ぞ
れ
に
固
有
な
形
相
の
類
似
性
に
よ
る
通
常
の
認
識
方
法
と
は
異
な
り
、

「
そ
れ
ら
を
、
そ
の
似
姿
〔
類
似
性
〕
が
神
に
お
い
て
先
在
し
て
い
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
そ
れ
ら
を
神

に
お
い
て
見
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。」(I,12,9.①

243)

つ
ま
り
、
万
物
の
存
在
は
神
に
由
来
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
の
存
在

と
の
類
似
性
を
持
ち
、
神
の
う
ち
に
は
万
物
そ
れ
ぞ
れ
と
の
類
似
性
が
先
在
し
て
い
る
の
だ
、
と
。
こ
の
よ
う
に
と
ら
え
る
な
ら

ば
、
ク
ラ
ウ
ゼ
に
と
っ
て
「
観
念
を
見
つ
め
る
」
と
は
、
神
の
「
似
像
」
に
通
じ
る
「
像
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
つ
つ
、
一
な
る

「
神
の
根
源
観
念
」
と
の
交
わ
り
を
と
お
し
て
、
そ
の
観
念
の
「
像
」
を
「
晴
れ
や
か
に
」
完
成
さ
せ
て
ゆ
く
直
観
的
な
営
み
を
意

味
し
、
そ
れ
が
人
間
の
「
生
」
そ
の
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。『
人
類
の
根
源
像
』
と
い
う
本
書

の
書
名
も
、
そ
う
し
た
「
観
念
を
見
つ
め
る
」
人
間
の
直
観
的
な
営
み
と
し
て
の
「
生
」
の
究
極
的
な
担
い
手
と
し
て
「
人
類
」
を

想
定
す
る
と
い
う
意
図
が
込
め
ら
れ
て
い
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
、「
神
の
根
源
観
念
」
に
よ
る
諸
部
分
の
包
摂

と
、
前
者
か
ら
後
者
へ
の
は
た
ら
き
か
け
、
完
成
に
向
け
た
後
者
の
応
答
と
い
う
ク
ラ
ウ
ゼ
が
描
く
神
と
人
間
と
の
交
わ
り
は
、
お

の
ず
か
ら
、
プ
ラ
ト
ン
に
お
け
る
二
種
類
の
架
橋
の
論
理
、
す
な
わ
ち
感
覚
的
事
物
に
お
け
る
イ
デ
ア
の
「
分
有
」
と
い
う
思
想

（『
パ
イ
ド
ン
』
後
半
部
）
だ
け
で
な
く
、『
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
』
を
経
て
到
達
し
た
、
感
覚
的
事
物
の
実
体
化
を
回
避
す
る
た
め
の
、
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イ
デ
ア
の
「
似
像
の
現
れ
」
と
い
う
新
た
な
と
ら
え
方
（『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス(64)』）
に
も
思
い
至
ら
せ
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

そ
こ
で
、「
た
だ
一
つ
の
全
体
」
と
し
て
の
生
へ
往
還
す
る
ク
ラ
ウ
ゼ
の
「
学
問
」
に
立
ち
返
れ
ば
、
そ
れ
は
「
神
の
内
に
、
万

物
と
そ
の
調
和
的
な
相
互
的
生
と
の
永
遠
の
本
質
を
見
る
」
の
だ
が
、
そ
こ
で
は
「
神
、
理
性
と
自
然
お
よ
び
そ
れ
ら
の
全
面
的
な

調
和
が
、
学
知
の

め
ど
も
尽
き
ぬ
対
象
で
あ
る
。」「
す
べ
て
は
神
の
内
に
、
ま
た
神
は
す
べ
て
の
内
に
あ
り
、
そ
し
て
諸
観
念
の

秩
序
が
無
限
に
多
面
的
で
あ
る
よ
う
に
、
見
つ
め
る
精
神
も
、
存
在
者
た
ち
の
諸
段
階Stufenleiter

を
上
昇
し
た
り
下
降
し
た
り

す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
あ
ら
ゆ
る
面
へ
向
か
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
て
精
神
は
、
観
念
の
世
界
に
お
い
て
、
神
と
世
界
と
お

の
れ
自
身
と
を
、
つ
ま
り
自
分
の
な
か
で
の
第
二
の
創
造
と
し
て
、
担
う
の
で
あ
る
。」(S.34)

こ
の
「
第
二
の
創
造
」
と
い
う
表

現
に
、
観
念
の
世
界
で
の
「
見
つ
め
る
」
と
い
う
探
求
者
の
営
為
に
対
す
る
ク
ラ
ウ
ゼ
の
熱
い
期
待
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る

が
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
も
の
は
、「
神
の
根
源
観
念
」
と
の
交
わ
り
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

そ
う
し
た
前
提
の
上
で
、
精
神
に
と
っ
て
第
一
に
確
実
な
も
の
は
、「
人
格
性
を
も
っ
た
自
分
自
身
」
で
あ
り
、「
最
初
の
認
識
は

自
己
認
識
で
あ
る
。」
し
か
し
「
自
己
認
識
に
は
、
そ
の
人
格
の
永
遠
の
本
質
と
と
も
に
、
そ
の
個
体
と
し
て
の
制
約
も
存
し
て
い

る
」
か
ら
、「
ま
ず
も
っ
て
諸
精
神
の
国
と
い
う
観
念
が
得
ら
れ
る
。」
そ
こ
で
は
「
他
者
の
精
神
」
の
想
定
を
可
能
に
す
る
も
の
は

「
言
語
」
で
あ
る(65)。
と
こ
ろ
で
「
経
験
一
般
と
は
、
外
的
諸
対
象
の
本
質
と
生
と
の
部
分
と
し
て
、
正
確
な
映
像
で
理
性
に
お
け
る

個
物
の
世
界
の
中
へ
入
っ
て
く
る
個
々
の
事
物
や
出
来
事
の
直
観
で
あ
る
。」「
精
神
は
、
自
分
自
身
の
本
質
の
観
念
の
内
的
な
個
人

的
生
を
と
ら
え
る
が
、
経
験
に
よ
っ
て
他
の
諸
精
神
の
個
体
性
を
付
け
加
え
な
け
れ
ば
、
自
分
の
本
質
の
観
念
を
満
た
し
完
成
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。」(S.34f.)

つ
ま
り
、「
経
験
の
全
領
域
は
、
認
識
に
お
い
て
も
わ
れ
わ
れ
を
わ
れ
わ
れ
の
自
然
の
制
約
と
和
解

さ
せ
る
た
め
の
、
か
け
が
え
の
な
い
神
性
の
贈
り
物
で
あ
る
。」
だ
か
ら
、「
精
神
は
神
の
眼
で
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、

し
か
し
精
神
に
提
供
さ
れ
た
経
験
の
す
べ
て
を
、
ど
の
部
分
も
等
し
く
尊
重
に
値
す
る
一
つ
の
大
い
な
る
生
の
表
現
と
し
て
認
め
て

発
展
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
る
。」
し
た
が
っ
て
、「
で
き
る
か
ぎ
り
と
ら
わ
れ
ぬ
眼
差
し
を
保
持
」
し
、「
経
験
の
範
囲
を
全
方
面
へ
」

調
和
的
に
広
げ
る
こ
と
が
ま
す
ま
す
重
要
で
あ
る
、
と(S.36)

。

こ
う
し
て
ク
ラ
ウ
ゼ
に
し
た
が
え
ば
、「
純
真
な
粘
り
強
い
探
求
者
は
、
諸
観
念
の
全
体
系
を
、
自
分
に
固
有
の
制
約
が
あ
っ
て

も
よ
ろ
こ
び
に
満
ち
た
誠
実
な
や
り
方
で
見
つ
め
、
自
分
の
精
神
を
神
性
と
世
界
構
造
と
の
鏡Spiegel

に
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
る
。」(S.36)

こ
う
確
信
的
に
述
べ
る
ク
ラ
ウ
ゼ
の
学
問
観
と
そ
の
求
道
者
的
な
根
本
姿
勢
に
、
プ
ラ
ト
ン
の
一
途
な
イ
デ

ア
志
向
と
ト
マ
ス
の
敬
伲
な
熱
意
と
に
深
く
通
じ
る
も
の
が
に
じ
み
出
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
ク
ラ
ウ
ゼ
の
愛
弟

子
レ
オ
ン
ハ
ル
デ
ィ
に
よ
る
師
の
墓
碑
銘
、「
汝
、〔
…
…
〕
プ
ラ
ト
ン
と
腕
を
組
み
、
人
類
の
精
霊
に
微
笑
み
か
け
ら
れ
て
」
と
い

う
文
言
も
、
畢
竟
同
様
の
理
由
に
よ
る
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
上
述
の
よ
う
に
、
学
問
そ
れ
自
体
は
「
た
だ
一
つ
」
で
あ
る
が
、「〔
神
の
〕
根
源
観
念
の
な
か
で
は
下
位
の
諸
観
念
は
そ

れ
ぞ
れ
特
定
の
場
所
で
自
立
し
て
い
る
」
か
ら
、
そ
れ
に
対
応
し
て
「
特
殊
の
学
問
」
が
互
い
に
自
立
し
調
和
し
て
い
る
。
そ
れ
ら

諸
学
問
の
三
つ
の
「
対
象
」
は
、
神
と
自
然
と
理
性
で
あ
る
。
こ
の
三
対
象
に
し
た
が
っ
て
、
学
問
は
、「
神
に
か
ん
す
る
純
粋
理

性
学
」、「
純
粋
自
然
学
」、「
理
性
と
自
然
と
の
調
和
と
相
互
的
生
に
か
ん
す
る
学
問
」
に
三
区
分
さ
れ
る
。
ま
た
、「
認
識
の
源
泉
」

に
注
目
す
れ
ば
、
直
観
か
ら
、
経
験
か
ら
、
両
者
か
ら
と
も
に
、
と
い
う
三
区
分
と
な
る
。
さ
ら
に
上
述
の
よ
う
に
認
識
は
観
念
と

個
物
と
の
結
合
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
と
い
う
点
か
ら
は
、「
認
識
の
種
類
」
と
し
て
、
第
一
に
「
純
粋
に
観
念
的
な
認
識
」、
第
二
に

「
純
粋
に
現
実
的
な
認
識
」
す
な
わ
ち
「
経
験
的
認
識
」、
そ
し
て
第
三
に
両
者
を
一
体
化
す
る
「
調
和
的
認
識
」、
が
三
区
別
さ
れ
、
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イ
デ
ア
の
「
似
像
の
現
れ
」
と
い
う
新
た
な
と
ら
え
方
（『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス(64)』）
に
も
思
い
至
ら
せ
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

そ
こ
で
、「
た
だ
一
つ
の
全
体
」
と
し
て
の
生
へ
往
還
す
る
ク
ラ
ウ
ゼ
の
「
学
問
」
に
立
ち
返
れ
ば
、
そ
れ
は
「
神
の
内
に
、
万

物
と
そ
の
調
和
的
な
相
互
的
生
と
の
永
遠
の
本
質
を
見
る
」
の
だ
が
、
そ
こ
で
は
「
神
、
理
性
と
自
然
お
よ
び
そ
れ
ら
の
全
面
的
な

調
和
が
、
学
知
の

め
ど
も
尽
き
ぬ
対
象
で
あ
る
。」「
す
べ
て
は
神
の
内
に
、
ま
た
神
は
す
べ
て
の
内
に
あ
り
、
そ
し
て
諸
観
念
の

秩
序
が
無
限
に
多
面
的
で
あ
る
よ
う
に
、
見
つ
め
る
精
神
も
、
存
在
者
た
ち
の
諸
段
階Stufenleiter

を
上
昇
し
た
り
下
降
し
た
り

す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
あ
ら
ゆ
る
面
へ
向
か
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
て
精
神
は
、
観
念
の
世
界
に
お
い
て
、
神
と
世
界
と
お

の
れ
自
身
と
を
、
つ
ま
り
自
分
の
な
か
で
の
第
二
の
創
造
と
し
て
、
担
う
の
で
あ
る
。」(S.34)

こ
の
「
第
二
の
創
造
」
と
い
う
表

現
に
、
観
念
の
世
界
で
の
「
見
つ
め
る
」
と
い
う
探
求
者
の
営
為
に
対
す
る
ク
ラ
ウ
ゼ
の
熱
い
期
待
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る

が
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
も
の
は
、「
神
の
根
源
観
念
」
と
の
交
わ
り
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

そ
う
し
た
前
提
の
上
で
、
精
神
に
と
っ
て
第
一
に
確
実
な
も
の
は
、「
人
格
性
を
も
っ
た
自
分
自
身
」
で
あ
り
、「
最
初
の
認
識
は

自
己
認
識
で
あ
る
。」
し
か
し
「
自
己
認
識
に
は
、
そ
の
人
格
の
永
遠
の
本
質
と
と
も
に
、
そ
の
個
体
と
し
て
の
制
約
も
存
し
て
い

る
」
か
ら
、「
ま
ず
も
っ
て
諸
精
神
の
国
と
い
う
観
念
が
得
ら
れ
る
。」
そ
こ
で
は
「
他
者
の
精
神
」
の
想
定
を
可
能
に
す
る
も
の
は

「
言
語
」
で
あ
る(65)。
と
こ
ろ
で
「
経
験
一
般
と
は
、
外
的
諸
対
象
の
本
質
と
生
と
の
部
分
と
し
て
、
正
確
な
映
像
で
理
性
に
お
け
る

個
物
の
世
界
の
中
へ
入
っ
て
く
る
個
々
の
事
物
や
出
来
事
の
直
観
で
あ
る
。」「
精
神
は
、
自
分
自
身
の
本
質
の
観
念
の
内
的
な
個
人

的
生
を
と
ら
え
る
が
、
経
験
に
よ
っ
て
他
の
諸
精
神
の
個
体
性
を
付
け
加
え
な
け
れ
ば
、
自
分
の
本
質
の
観
念
を
満
た
し
完
成
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。」(S.34f.)

つ
ま
り
、「
経
験
の
全
領
域
は
、
認
識
に
お
い
て
も
わ
れ
わ
れ
を
わ
れ
わ
れ
の
自
然
の
制
約
と
和
解

さ
せ
る
た
め
の
、
か
け
が
え
の
な
い
神
性
の
贈
り
物
で
あ
る
。」
だ
か
ら
、「
精
神
は
神
の
眼
で
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、

し
か
し
精
神
に
提
供
さ
れ
た
経
験
の
す
べ
て
を
、
ど
の
部
分
も
等
し
く
尊
重
に
値
す
る
一
つ
の
大
い
な
る
生
の
表
現
と
し
て
認
め
て

発
展
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
る
。」
し
た
が
っ
て
、「
で
き
る
か
ぎ
り
と
ら
わ
れ
ぬ
眼
差
し
を
保
持
」
し
、「
経
験
の
範
囲
を
全
方
面
へ
」

調
和
的
に
広
げ
る
こ
と
が
ま
す
ま
す
重
要
で
あ
る
、
と(S.36)

。

こ
う
し
て
ク
ラ
ウ
ゼ
に
し
た
が
え
ば
、「
純
真
な
粘
り
強
い
探
求
者
は
、
諸
観
念
の
全
体
系
を
、
自
分
に
固
有
の
制
約
が
あ
っ
て

も
よ
ろ
こ
び
に
満
ち
た
誠
実
な
や
り
方
で
見
つ
め
、
自
分
の
精
神
を
神
性
と
世
界
構
造
と
の
鏡Spiegel

に
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
る
。」(S.36)

こ
う
確
信
的
に
述
べ
る
ク
ラ
ウ
ゼ
の
学
問
観
と
そ
の
求
道
者
的
な
根
本
姿
勢
に
、
プ
ラ
ト
ン
の
一
途
な
イ
デ

ア
志
向
と
ト
マ
ス
の
敬
伲
な
熱
意
と
に
深
く
通
じ
る
も
の
が
に
じ
み
出
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
ク
ラ
ウ
ゼ
の
愛
弟

子
レ
オ
ン
ハ
ル
デ
ィ
に
よ
る
師
の
墓
碑
銘
、「
汝
、〔
…
…
〕
プ
ラ
ト
ン
と
腕
を
組
み
、
人
類
の
精
霊
に
微
笑
み
か
け
ら
れ
て
」
と
い

う
文
言
も
、
畢
竟
同
様
の
理
由
に
よ
る
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
上
述
の
よ
う
に
、
学
問
そ
れ
自
体
は
「
た
だ
一
つ
」
で
あ
る
が
、「〔
神
の
〕
根
源
観
念
の
な
か
で
は
下
位
の
諸
観
念
は
そ

れ
ぞ
れ
特
定
の
場
所
で
自
立
し
て
い
る
」
か
ら
、
そ
れ
に
対
応
し
て
「
特
殊
の
学
問
」
が
互
い
に
自
立
し
調
和
し
て
い
る
。
そ
れ
ら

諸
学
問
の
三
つ
の
「
対
象
」
は
、
神
と
自
然
と
理
性
で
あ
る
。
こ
の
三
対
象
に
し
た
が
っ
て
、
学
問
は
、「
神
に
か
ん
す
る
純
粋
理

性
学
」、「
純
粋
自
然
学
」、「
理
性
と
自
然
と
の
調
和
と
相
互
的
生
に
か
ん
す
る
学
問
」
に
三
区
分
さ
れ
る
。
ま
た
、「
認
識
の
源
泉
」

に
注
目
す
れ
ば
、
直
観
か
ら
、
経
験
か
ら
、
両
者
か
ら
と
も
に
、
と
い
う
三
区
分
と
な
る
。
さ
ら
に
上
述
の
よ
う
に
認
識
は
観
念
と

個
物
と
の
結
合
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
と
い
う
点
か
ら
は
、「
認
識
の
種
類
」
と
し
て
、
第
一
に
「
純
粋
に
観
念
的
な
認
識
」、
第
二
に

「
純
粋
に
現
実
的
な
認
識
」
す
な
わ
ち
「
経
験
的
認
識
」、
そ
し
て
第
三
に
両
者
を
一
体
化
す
る
「
調
和
的
認
識
」、
が
三
区
別
さ
れ
、
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具
体
例
と
し
て
、
第
一
に
は
形
而
上
学
と
数
学
、
第
二
に
は
自
然
科
学
、
第
三
に
は
歴
史
哲
学
、
宗
教
哲
学
お
よ
び
政
治
学
が
算
入

さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
学
問
全
体
の
「
よ
り
高
次
の
完
成
」
を
ク
ラ
ウ
ゼ
が
期
す
る
次
元
は
、「
す
べ
て
の
民
族
と
時
代

の
人
類
の
社
交
的
な
活
動
成
果
だ
け
」
な
の
で
あ
る(S.36-38)

。

七

芸
術

─
美
的
芸
術
と
現
実
密
着
的
芸
術

イ
ェ
ー
ナ
の
学
生
時
代
に
兄
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル(A

ugustW
ilhelm

Schlegel,1767-1845)

の
「
美
学
」
や
「
ド
イ
ツ
詩
人
史
」
の

講
義
に
感
銘
を
受
け
、
一
八
〇
八
年
に
は
ピ
ア
ノ
教
則
本
を
出
版
し
て
い
た
ク
ラ
ウ
ゼ
に
と
っ
て
、
当
初
か
ら
芸
術
は
学
問
と
並
ん

で
重
要
な
「
人
類
の
基
本
仕
事
」
の
一
つ
だ
っ
た
。『
人
類
の
根
源
像
』
で
は
、
学
問
と
芸
術
は
、
理
性
に
お
け
る
観
念
の
世
界
と

個
物
の
世
界
と
の
結
合
の
二
様
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
成
立
す
る
と
い
う
点
は
上
述
の
通
り
だ
が
、「
芸
術
」
に
つ
い
て
は
、「
精
神
が

個
物
を
観
念
と
結
婚
さ
せ
る
と
、
個
別
性
の
法
則
は
観
念
の
自
由
を
受
け
取
る
」
と
表
現
さ
れ
る
。
こ
れ
が
「
創
作D

ichtung

」

で
あ
り
、
そ
こ
で
は
「
人
間
は
自
分
の
内
面
の
精
神
世
界
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
飛
び
出
し
て
、
自
分
の
欲
す
る

も
の
を
他
の
精
神
や
自
然
の
中
に
も
作
り
出
す
。」「
内
面
的
創
作
の
作
品
、
つ
ま
り
内
面
的
な
芸
術
作
品K

unstw
erk

が
完
成
す

る
の
は
、
そ
れ
が
そ
の
本
質
と
実
在
と
の
諸
段
階Stufen
に
従
っ
て
生
き
て
い
る
と
き
で
あ
り
、
そ
れ
が
真
に
形
成
さ
れ
て
、
そ

の
最
後
の
有
機
的
部
分
に
至
る
ま
で
個
別
化
さ
れ
る
と
き
で
あ
る
。」(S.39)

各
人
は
「
自
分
の
や
り
方
で
万
有
の
構
造
と
根
本
法

則
を
、
自
分
な
り
に
磨
き
上
げ
ら
れ
た
完
全
な
神
の
似
姿G

leichniss
G
ottes

と
し
て
描
き
出
す
。」「
有
限
な
自
然
が
そ
の
有
限
性

に
お
い
て
純
粋
に
清
明
に
生
き
生
き
と
神
に
似
て
い
る
こ
とG

ottähnlichkeit

、
そ
れ
が
美
で
あ
る
。」「
美
は
、
人
間
に
よ
っ
て
心

の
底
か
ら
感
じ
ら
れ
、
創
り
だ
さ
れ
る
。」「
神
は
す
べ
て
の
存
在
者
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
能
力
に
応
じ
て
美
へ
の
感
受
性
と
欲
求
と
芸

術
衝
動
を
与
え
た
。」「
人
が
最
も
好
む
も
の
は
す
べ
て
美
を
ま
と
っ
て
い
る
。」(S.40)

「
美
は
愛
の
源
泉
で
あ
り
養
分
で
あ
る
。」

(S.41)と
こ
ろ
で
「
精
神
は
、
そ
の
内
面
世
界
で
孤
独
に
創
作
す
る
の
で
は
な
く
、
人
間
と
し
て
、
感
覚
の
な
か
に
精
神
、
自
然
、
神
の

生
を
、
ま
た
そ
れ
ら
の
愛
と
技
芸
の
成
果
を
受
け
取
る
。」「
精
神
と
神
、
人
々
、
そ
し
て
自
然
と
の
あ
ら
ゆ
る
社
交
的
諸
関
係
が
、

調
和
的
な
芸
術
作
品
で
あ
る
。
学
問
を
さ
え
、
精
神
は
特
有
の
現
実
密
着
性Innigkeit

と
美
し
さ
の
な
か
で
形
成
す
る
。
創
造
の

相
互
的
生
に
お
い
て
は
、
人
間
は
自
発
的
に
、
現
実
密
着
的
で
美
し
い
調
和
的
な
芸
術
家
と
し
て
登
場
す
る
。
生
と
美
に
囲
ま
れ
た

と
き
に
の
み
、
人
間
は
気
持
ち
良
く
な
り
、
至
福
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。」(S.42)

こ
の
よ
う
に
人
間
の
創
作
活
動
を
、
ク
ラ
ウ
ゼ

は
精
神
と
自
然
と
神
と
の
あ
い
だ
の
「
社
交
」
と
「
相
互
的
生
」
に
お
い
て
と
ら
え
る
。

そ
の
ば
あ
い
、
留
意
さ
れ
る
の
は
、「
内
面
の
創
作
の
世
界
に
お
い
て
も
、
学
問
に
お
け
る
観
念
的
認
識ideale

Erkenntniss

と

現
実
的
認
識reale

Erkenntniss

と
の
対
立
と
同
様
に
、
内
的
対
立
が
支
配
し
て
い
る
」
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る(66)。
つ
ま

り
、「
観
念
と
個
物
と
の
本
質
的
な
対
立
関
係
」
の
も
と
で
、「
観
念
的
創
作ideale

D
ichtung

」
は
理
性
本
来
の
「
自
由
な
観
念
的

美
」
＝
「
精
神
的
美
」
を
生
み
だ
す
「
美
的
芸
術schöne

K
unst

」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、「
現
実
的
創
作reale

D
ichtung

」
は

「
完
全
で
純
粋
な
個
体
性
」
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
「
現
実
密
着
的
な
理
性
芸
術
〔
技
法
〕innige

V
ernunftkunst

」、

つ
ま
り
「
美
的
芸
術
に
対
抗
す
る
芸
術
」
と
し
て
「
現
実
密
着
的
芸
術
〔
技
法
〕innige

K
unst

と
呼
び
た
い
」
と
言
う
の
で
あ
る

(S.41,43)

。
そ
の
う
え
で
、
こ
れ
ら
二
つ
の
芸
術
は
「
等
価
値
で
あ
り
相
互
に
自
立
し
て
お
り
、
完
全
に
並
行
状
態
に
あ
る
」
が
、

両
者
が
結
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
調
和
的
な
芸
術
世
界
」
が
生
み
だ
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、「
精
神
そ
れ
自
身
と
身
体
と
そ
の
諸

能
力
の
す
べ
て
、
そ
し
て
人
間
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
相
互
的
生
は
、
調
和
的
に
育
成
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
調
和
的
な
芸
術
作
品
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具
体
例
と
し
て
、
第
一
に
は
形
而
上
学
と
数
学
、
第
二
に
は
自
然
科
学
、
第
三
に
は
歴
史
哲
学
、
宗
教
哲
学
お
よ
び
政
治
学
が
算
入

さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
学
問
全
体
の
「
よ
り
高
次
の
完
成
」
を
ク
ラ
ウ
ゼ
が
期
す
る
次
元
は
、「
す
べ
て
の
民
族
と
時
代

の
人
類
の
社
交
的
な
活
動
成
果
だ
け
」
な
の
で
あ
る(S.36-38)

。

七

芸
術

─
美
的
芸
術
と
現
実
密
着
的
芸
術

イ
ェ
ー
ナ
の
学
生
時
代
に
兄
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル(A

ugustW
ilhelm

Schlegel,1767-1845)

の
「
美
学
」
や
「
ド
イ
ツ
詩
人
史
」
の

講
義
に
感
銘
を
受
け
、
一
八
〇
八
年
に
は
ピ
ア
ノ
教
則
本
を
出
版
し
て
い
た
ク
ラ
ウ
ゼ
に
と
っ
て
、
当
初
か
ら
芸
術
は
学
問
と
並
ん

で
重
要
な
「
人
類
の
基
本
仕
事
」
の
一
つ
だ
っ
た
。『
人
類
の
根
源
像
』
で
は
、
学
問
と
芸
術
は
、
理
性
に
お
け
る
観
念
の
世
界
と

個
物
の
世
界
と
の
結
合
の
二
様
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
成
立
す
る
と
い
う
点
は
上
述
の
通
り
だ
が
、「
芸
術
」
に
つ
い
て
は
、「
精
神
が

個
物
を
観
念
と
結
婚
さ
せ
る
と
、
個
別
性
の
法
則
は
観
念
の
自
由
を
受
け
取
る
」
と
表
現
さ
れ
る
。
こ
れ
が
「
創
作D

ichtung

」

で
あ
り
、
そ
こ
で
は
「
人
間
は
自
分
の
内
面
の
精
神
世
界
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
飛
び
出
し
て
、
自
分
の
欲
す
る

も
の
を
他
の
精
神
や
自
然
の
中
に
も
作
り
出
す
。」「
内
面
的
創
作
の
作
品
、
つ
ま
り
内
面
的
な
芸
術
作
品K

unstw
erk

が
完
成
す

る
の
は
、
そ
れ
が
そ
の
本
質
と
実
在
と
の
諸
段
階Stufen

に
従
っ
て
生
き
て
い
る
と
き
で
あ
り
、
そ
れ
が
真
に
形
成
さ
れ
て
、
そ

の
最
後
の
有
機
的
部
分
に
至
る
ま
で
個
別
化
さ
れ
る
と
き
で
あ
る
。」(S.39)

各
人
は
「
自
分
の
や
り
方
で
万
有
の
構
造
と
根
本
法

則
を
、
自
分
な
り
に
磨
き
上
げ
ら
れ
た
完
全
な
神
の
似
姿G

leichniss
G
ottes

と
し
て
描
き
出
す
。」「
有
限
な
自
然
が
そ
の
有
限
性

に
お
い
て
純
粋
に
清
明
に
生
き
生
き
と
神
に
似
て
い
る
こ
とG

ottähnlichkeit

、
そ
れ
が
美
で
あ
る
。」「
美
は
、
人
間
に
よ
っ
て
心

の
底
か
ら
感
じ
ら
れ
、
創
り
だ
さ
れ
る
。」「
神
は
す
べ
て
の
存
在
者
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
能
力
に
応
じ
て
美
へ
の
感
受
性
と
欲
求
と
芸

術
衝
動
を
与
え
た
。」「
人
が
最
も
好
む
も
の
は
す
べ
て
美
を
ま
と
っ
て
い
る
。」(S.40)

「
美
は
愛
の
源
泉
で
あ
り
養
分
で
あ
る
。」

(S.41)と
こ
ろ
で
「
精
神
は
、
そ
の
内
面
世
界
で
孤
独
に
創
作
す
る
の
で
は
な
く
、
人
間
と
し
て
、
感
覚
の
な
か
に
精
神
、
自
然
、
神
の

生
を
、
ま
た
そ
れ
ら
の
愛
と
技
芸
の
成
果
を
受
け
取
る
。」「
精
神
と
神
、
人
々
、
そ
し
て
自
然
と
の
あ
ら
ゆ
る
社
交
的
諸
関
係
が
、

調
和
的
な
芸
術
作
品
で
あ
る
。
学
問
を
さ
え
、
精
神
は
特
有
の
現
実
密
着
性Innigkeit

と
美
し
さ
の
な
か
で
形
成
す
る
。
創
造
の

相
互
的
生
に
お
い
て
は
、
人
間
は
自
発
的
に
、
現
実
密
着
的
で
美
し
い
調
和
的
な
芸
術
家
と
し
て
登
場
す
る
。
生
と
美
に
囲
ま
れ
た

と
き
に
の
み
、
人
間
は
気
持
ち
良
く
な
り
、
至
福
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。」(S.42)

こ
の
よ
う
に
人
間
の
創
作
活
動
を
、
ク
ラ
ウ
ゼ

は
精
神
と
自
然
と
神
と
の
あ
い
だ
の
「
社
交
」
と
「
相
互
的
生
」
に
お
い
て
と
ら
え
る
。

そ
の
ば
あ
い
、
留
意
さ
れ
る
の
は
、「
内
面
の
創
作
の
世
界
に
お
い
て
も
、
学
問
に
お
け
る
観
念
的
認
識ideale

Erkenntniss

と

現
実
的
認
識reale

Erkenntniss

と
の
対
立
と
同
様
に
、
内
的
対
立
が
支
配
し
て
い
る
」
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る(66)。
つ
ま

り
、「
観
念
と
個
物
と
の
本
質
的
な
対
立
関
係
」
の
も
と
で
、「
観
念
的
創
作ideale

D
ichtung

」
は
理
性
本
来
の
「
自
由
な
観
念
的

美
」
＝
「
精
神
的
美
」
を
生
み
だ
す
「
美
的
芸
術schöne

K
unst

」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、「
現
実
的
創
作reale

D
ichtung

」
は

「
完
全
で
純
粋
な
個
体
性
」
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
「
現
実
密
着
的
な
理
性
芸
術
〔
技
法
〕innige

V
ernunftkunst

」、

つ
ま
り
「
美
的
芸
術
に
対
抗
す
る
芸
術
」
と
し
て
「
現
実
密
着
的
芸
術
〔
技
法
〕innige

K
unst

と
呼
び
た
い
」
と
言
う
の
で
あ
る

(S.41,43)

。
そ
の
う
え
で
、
こ
れ
ら
二
つ
の
芸
術
は
「
等
価
値
で
あ
り
相
互
に
自
立
し
て
お
り
、
完
全
に
並
行
状
態
に
あ
る
」
が
、

両
者
が
結
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
調
和
的
な
芸
術
世
界
」
が
生
み
だ
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、「
精
神
そ
れ
自
身
と
身
体
と
そ
の
諸

能
力
の
す
べ
て
、
そ
し
て
人
間
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
相
互
的
生
は
、
調
和
的
に
育
成
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
調
和
的
な
芸
術
作
品
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と
し
て
完
成
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
そ
う
な
る
べ
き
な
の
で
あ
る
」、
と(S.43f.)

。

八

法
と
正
義

─
「
人
間
法
」
と
固
有
法

つ
ぎ
に
、
ク
ラ
ウ
ゼ
の
法
哲
学
へ
の
基
礎
論
と
い
う
意
味
で
、
こ
こ
で
は
さ
ら
に
「
法
と
正
義
」
の
節
に
つ
い
て
、
そ
の
基
礎
視

点
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

ク
ラ
ウ
ゼ
が
本
書
で
示
し
た
有
機
的
全
体
性
論
は
、
上
述
の
よ
う
に
、
諸
部
分
の
固
有
性
と
全
体
に
よ
る
そ
れ
ら
の
包
摂
と
い
う

関
係
性
の
視
点
で
貫
か
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
こ
こ
で
は
「
世
界
構
造
の
基
礎
形
式
」
と
し
て
「
万
物
の
自
立
性
と
調
和
的
相
互
作

用
と
」
の
関
係
と
表
現
さ
れ
る
。「
神
の
世
界
秩
序
」
に
従
え
ば
、
す
べ
て
の
存
在
者
は
相
互
に
「
共
同G

em
einschaft

と
社
交

G
eselligkeit

と
い
う
関
係
に
入
る
」
が
、「
各
存
在
者
は
、
自
分
の
自
然
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
自
分
の
自
然
を
自
立
的
に
、

自
由
に
、
か
つ
強
力
に
育
成
す
る
ば
あ
い
に
の
み
、
事
物
の
よ
り
い
っ
そ
う
高
い
調
和
へ
入
る
こ
と
が
で
き
る
。
存
在
者
た
ち
の
共

同
と
社
交
は
、
か
れ
ら
の
固
有
の
自
然
と
対
立
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
廃
棄
す
る
の
で
も
な
く
、
そ
の
自
然
の
存
在
を
確
認

し
、
よ
り
高
い
生
領
域
へ
移
し
替
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
存
在
者
た
ち
を
調
和
さ
せ
る
と
い
う
神
の
第

二
の
行
為
が
、
す
べ
て
の
存
在
者
た
ち
に
そ
れ
ぞ
れ
に
固
有
の
自
然
を
永
久
に
与
え
る
と
い
う
神
の
第
一
の
行
為
を
否
定
す
る
こ
と

に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。」(S.54)

し
か
も
、
各
関
係
の
な
か
で
そ
の
成
員
た
ち
が
調
和
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
関
係
が

他
の
諸
関
係
と
も
調
和
し
て
い
る
状
態
、
こ
れ
が
、「
正
し
く
、
か
つ
自
然
に
即
し
て
規
定
さ
れ
た
関
係
」
で
あ
り
、
ク
ラ
ウ
ゼ
は

そ
れ
を
「
健
全
な
関
係
」
と
呼
び
、「
神
の
聖
な
る
意
志
」
と
み
な
す
。
し
た
が
っ
て
、
各
存
在
者
は
、「
他
者
と
の
共
同
」
に
お
い

て
「
諸
関
係
の
健
全
さ
」
が
促
進
さ
れ
る
よ
う
に
努
力
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
、
と(S.55)

。
つ
ま
り
、「
共
同
と
社

交
」
の
前
提
は
存
在
者
た
ち
の
「
固
有
の
自
然
」
つ
ま
り
自
立
と
自
由
で
あ
り
、「
共
同
と
社
交
」
を
通
じ
た
相
互
的
諸
関
係
の
発

展
が
固
有
性
を
健
全
に
輝
か
せ
る
の
だ
と
展
望
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
本
節
第
三
項
で
見
た
有
限
な
存
在
者
の
「
原
使
命
」
が
、「
共

同
と
社
交
」
に
よ
っ
て
肉
付
け
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
言
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
関
係
性
、「
神
の
な
か
に
あ
り
神
と
と
も
に
あ
る
万
物
の
い
っ
さ
い
の
諸
関
係
の
、
こ
の
自
然
に
か
な
っ
た
あ
り
方

と
健
全
さ
が
、
一
な
る
法das

Eine
R
echt

な
の
で
あ
り
、
神
に
よ
っ
て
、
ま
た
各
存
在
者
が
自
分
の
部
分
を
は
た
す
こ
と
に
よ
っ

て
こ
の
法
を
樹
立
し
実
行
す
る
こ
と
が
、
一
な
る
正
義die

Eine
G
erechtigkeit

な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
と
は
、
そ
れ
に

従
っ
て
全
存
在
者
の
共
同
に
よ
っ
て
個
々
の
存
在
者
が
自
分
自
身
の
自
然
を
完
成
さ
せ
、
し
か
も
全
員
の
調
和
が
実
現
さ
れ
る
よ
う

な
、
全
存
在
者
の
全
存
在
者
に
対
す
る
関
係
の
普
遍
的
な
本
質
的
形
式
で
あ
る
。」
そ
こ
で
、「
存
在
者
た
ち
が
共
同
へ
入
る
ば
あ
い

に
は
、
か
れ
ら
は
互
い
に
諸
制
約
を
受
け
る
。」
こ
の
「
全
制
約
の
総
計
」
が
一
存
在
者
に
と
っ
て
の
「
世
界
制
約
」
で
あ
る
。
し

か
し
、「
存
在
者
た
ち
が
共
同
へ
入
る
」
と
い
う
行
為
に
つ
い
て
の
説
明
を
ク
ラ
ウ
ゼ
は
語
っ
て
い
な
い
。「
各
存
在
者
の
自
然
、
制

約
さ
れ
る
者
と
制
約
す
る
者
と
の
自
然
、
お
よ
び
そ
れ
ら
の
調
和
が
そ
こ
に
は
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
も
法
の
有
機
体
に
属

し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
法
の
観
念
は
一
つ
の
神
的
な
世
界
観
念
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
た
ん
に
人
間
だ
け
で
は
な
く
す
べ
て
の
存
在

者
に
及
ん
で
い
る
。
法
は
永
遠
の
真
理
で
あ
り
、
世
界
美
の
源
泉
で
あ
る
。」(S.55)

こ
の
よ
う
に
ク
ラ
ウ
ゼ
は
、
法
概
念
を
、
各

個
体
の
自
己
完
成
と
全
個
体
の
調
和
と
が
両
立
す
る
よ
う
な
相
互
関
係
の
普
遍
的
形
式
と
し
て
と
ら
え
、
そ
れ
を
、
人
間
を
ふ
く
む

す
べ
て
の
被
造
物
に
適
用
す
る
の
で
あ
る
。
人
間
だ
け
と
い
う
の
で
は
な
い
、
万
物
と
い
う
の
が
、
ク
ラ
ウ
ゼ
に
お
け
る
究
極
の
調

和
と
平
和
の
理
念
像
な
の
だ
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
「
世
界
は
一
な
る
神
の
国
で
あ
り
、
神
は
そ
の
君
主
、
全
存
在
者
は
そ
の
市
民B

ürger

で
あ
る
。」(S.55)

「
す
べ
て
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と
し
て
完
成
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
そ
う
な
る
べ
き
な
の
で
あ
る
」、
と(S.43f.)

。

八

法
と
正
義

─
「
人
間
法
」
と
固
有
法

つ
ぎ
に
、
ク
ラ
ウ
ゼ
の
法
哲
学
へ
の
基
礎
論
と
い
う
意
味
で
、
こ
こ
で
は
さ
ら
に
「
法
と
正
義
」
の
節
に
つ
い
て
、
そ
の
基
礎
視

点
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

ク
ラ
ウ
ゼ
が
本
書
で
示
し
た
有
機
的
全
体
性
論
は
、
上
述
の
よ
う
に
、
諸
部
分
の
固
有
性
と
全
体
に
よ
る
そ
れ
ら
の
包
摂
と
い
う

関
係
性
の
視
点
で
貫
か
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
こ
こ
で
は
「
世
界
構
造
の
基
礎
形
式
」
と
し
て
「
万
物
の
自
立
性
と
調
和
的
相
互
作

用
と
」
の
関
係
と
表
現
さ
れ
る
。「
神
の
世
界
秩
序
」
に
従
え
ば
、
す
べ
て
の
存
在
者
は
相
互
に
「
共
同G

em
einschaft

と
社
交

G
eselligkeit

と
い
う
関
係
に
入
る
」
が
、「
各
存
在
者
は
、
自
分
の
自
然
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
自
分
の
自
然
を
自
立
的
に
、

自
由
に
、
か
つ
強
力
に
育
成
す
る
ば
あ
い
に
の
み
、
事
物
の
よ
り
い
っ
そ
う
高
い
調
和
へ
入
る
こ
と
が
で
き
る
。
存
在
者
た
ち
の
共

同
と
社
交
は
、
か
れ
ら
の
固
有
の
自
然
と
対
立
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
廃
棄
す
る
の
で
も
な
く
、
そ
の
自
然
の
存
在
を
確
認

し
、
よ
り
高
い
生
領
域
へ
移
し
替
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
存
在
者
た
ち
を
調
和
さ
せ
る
と
い
う
神
の
第

二
の
行
為
が
、
す
べ
て
の
存
在
者
た
ち
に
そ
れ
ぞ
れ
に
固
有
の
自
然
を
永
久
に
与
え
る
と
い
う
神
の
第
一
の
行
為
を
否
定
す
る
こ
と

に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。」(S.54)

し
か
も
、
各
関
係
の
な
か
で
そ
の
成
員
た
ち
が
調
和
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
関
係
が

他
の
諸
関
係
と
も
調
和
し
て
い
る
状
態
、
こ
れ
が
、「
正
し
く
、
か
つ
自
然
に
即
し
て
規
定
さ
れ
た
関
係
」
で
あ
り
、
ク
ラ
ウ
ゼ
は

そ
れ
を
「
健
全
な
関
係
」
と
呼
び
、「
神
の
聖
な
る
意
志
」
と
み
な
す
。
し
た
が
っ
て
、
各
存
在
者
は
、「
他
者
と
の
共
同
」
に
お
い

て
「
諸
関
係
の
健
全
さ
」
が
促
進
さ
れ
る
よ
う
に
努
力
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
、
と(S.55)

。
つ
ま
り
、「
共
同
と
社

交
」
の
前
提
は
存
在
者
た
ち
の
「
固
有
の
自
然
」
つ
ま
り
自
立
と
自
由
で
あ
り
、「
共
同
と
社
交
」
を
通
じ
た
相
互
的
諸
関
係
の
発

展
が
固
有
性
を
健
全
に
輝
か
せ
る
の
だ
と
展
望
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
本
節
第
三
項
で
見
た
有
限
な
存
在
者
の
「
原
使
命
」
が
、「
共

同
と
社
交
」
に
よ
っ
て
肉
付
け
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
言
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
関
係
性
、「
神
の
な
か
に
あ
り
神
と
と
も
に
あ
る
万
物
の
い
っ
さ
い
の
諸
関
係
の
、
こ
の
自
然
に
か
な
っ
た
あ
り
方

と
健
全
さ
が
、
一
な
る
法das

Eine
R
echt

な
の
で
あ
り
、
神
に
よ
っ
て
、
ま
た
各
存
在
者
が
自
分
の
部
分
を
は
た
す
こ
と
に
よ
っ

て
こ
の
法
を
樹
立
し
実
行
す
る
こ
と
が
、
一
な
る
正
義die

Eine
G
erechtigkeit

な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
と
は
、
そ
れ
に

従
っ
て
全
存
在
者
の
共
同
に
よ
っ
て
個
々
の
存
在
者
が
自
分
自
身
の
自
然
を
完
成
さ
せ
、
し
か
も
全
員
の
調
和
が
実
現
さ
れ
る
よ
う

な
、
全
存
在
者
の
全
存
在
者
に
対
す
る
関
係
の
普
遍
的
な
本
質
的
形
式
で
あ
る
。」
そ
こ
で
、「
存
在
者
た
ち
が
共
同
へ
入
る
ば
あ
い

に
は
、
か
れ
ら
は
互
い
に
諸
制
約
を
受
け
る
。」
こ
の
「
全
制
約
の
総
計
」
が
一
存
在
者
に
と
っ
て
の
「
世
界
制
約
」
で
あ
る
。
し

か
し
、「
存
在
者
た
ち
が
共
同
へ
入
る
」
と
い
う
行
為
に
つ
い
て
の
説
明
を
ク
ラ
ウ
ゼ
は
語
っ
て
い
な
い
。「
各
存
在
者
の
自
然
、
制

約
さ
れ
る
者
と
制
約
す
る
者
と
の
自
然
、
お
よ
び
そ
れ
ら
の
調
和
が
そ
こ
に
は
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
も
法
の
有
機
体
に
属

し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
法
の
観
念
は
一
つ
の
神
的
な
世
界
観
念
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
た
ん
に
人
間
だ
け
で
は
な
く
す
べ
て
の
存
在

者
に
及
ん
で
い
る
。
法
は
永
遠
の
真
理
で
あ
り
、
世
界
美
の
源
泉
で
あ
る
。」(S.55)

こ
の
よ
う
に
ク
ラ
ウ
ゼ
は
、
法
概
念
を
、
各

個
体
の
自
己
完
成
と
全
個
体
の
調
和
と
が
両
立
す
る
よ
う
な
相
互
関
係
の
普
遍
的
形
式
と
し
て
と
ら
え
、
そ
れ
を
、
人
間
を
ふ
く
む

す
べ
て
の
被
造
物
に
適
用
す
る
の
で
あ
る
。
人
間
だ
け
と
い
う
の
で
は
な
い
、
万
物
と
い
う
の
が
、
ク
ラ
ウ
ゼ
に
お
け
る
究
極
の
調

和
と
平
和
の
理
念
像
な
の
だ
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
「
世
界
は
一
な
る
神
の
国
で
あ
り
、
神
は
そ
の
君
主
、
全
存
在
者
は
そ
の
市
民B

ürger

で
あ
る
。」(S.55)

「
す
べ
て
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の
被
造
物
は
、
神
の
国
家
に
お
け
る
自
由
な
自
立
し
た
法
人R

echtspersonen

で
あ
る
。」
す
な
わ
ち
、
各
存
在
者
は
自
分
の
持
分

の
権
利
を
要
求
し
、
そ
れ
を
全
力
で
実
現
す
る
権
能
を
有
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
神
は
個
々
の
生
者
に
、
法
〔
権
利
〕
と
正
義

に
対
す
る
消
し
が
た
い
感
性
を
植
え
付
け
た
」
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
す
べ
て
の
存
在
者
は
他
者
を
強
制
し
て
法
を
履
行

さ
せ
る
権
能
を
有
し
て
い
る
。」「
法
は
神
に
よ
っ
て
ま
さ
し
く
要
求
さ
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
各
存
在
者
は
神
の
正
義
の
奉
仕
者

で
あ
り
、
自
分
の
や
り
方
で
神
の
司
法
に
参
与
す
る
の
で
あ
る
。」(S.56)

こ
こ
で
も
ク
ラ
ウ
ゼ
は
、
す
べ
て
の
被
造
物
は
「
自
分

の
持
分
の
権
利
」
を
主
張
し
う
る
「
法
人
」
と
規
定
し
な
が
ら
、
そ
の
根
拠
に
つ
い
て
は
、
神
の
要
求
と
し
か
述
べ
て
い
な
い
か

ら
、
た
と
え
ば
法
の
根
底
に
人
間
の
実
践
理
性
の
は
た
ら
き
や
「
共
通
善
」
と
い
う
目
的
を
示
し
た
ト
マ
ス
の
法
論
よ
り
後
退
し
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と
怪
し
ま
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
ク
ラ
ウ
ゼ
の
視
野
は
人
間
に
限
定
さ
れ
ず
、
す
べ
て
の
被
造
物
に
及

ん
で
い
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
な
法
理
解
を
ク
ラ
ウ
ゼ
は
ど
う
実
践
化

す
る
の
か
は
、
そ
の
「
自
然
法
論
」
に
お
け
る
大
き
な
課
題
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
む
し
ろ
、「
人
類
」
を
展
望
し
た
法
の
本
源
的
な
一
性
と
固
有
法
の
多
元
性
と
い
う
、
全
体
・
部
分
関
係
論
的
な
関
心

方
向
に
ク
ラ
ウ
ゼ
の
特
質
が
表
現
さ
れ
る
。
ク
ラ
ウ
ゼ
に
し
た
が
え
ば
、
人
類
は
「
地
上
の
最
大
で
第
一
の
法
人
で
あ
る
。」「
法
の

感
情
は
、
人
間
を
神
的
な
力
に
よ
っ
て
利
己
心
と
我
欲
か
ら
純
化
し
、
こ
の
点
で
精
神
と
心
情
を
神
に
似
せ
る
。」(S.56)

人
類
は

「
一
な
る
人
類
で
あ
る
」
か
ら
、「
本
源
的
に
存
在
す
る
の
は
、
た
だ
人
間
の
諸
法
の
一
な
る
最
高
領
域
だ
け
、
つ
ま
り
一
な
る
人
間

法
〔
人
権
〕Ein

M
enschenrecht

と
一
な
る
正
義
だ
け
で
あ
る
。」
し
か
し
、

─
上
述
の
一
な
る
学
問
が
諸
学
問
を
内
包
す
る
の

と
同
様
に

─
「
一
な
る
法
は
、
個
々
の
社
交
諸
団
体
や
諸
個
人
に
固
有
の
特
定
の
法
領
域
に
区
分
さ
れ
る
。」
す
な
わ
ち
、「
個

人
、
家
族
、
自
由
な
社
交
団
体
、
民
族
も
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
法
と
固
有
の
司
法
と
正
義
を
有
し
て
い
る
。」
し
か
し
、
部
分
は
全
体

の
下
に
あ
り
、
個
別
の
法
は
「
全
人
類
の
自
然
に
か
な
う
」
必
要
が
あ
る
と
と
も
に
、
上
位
の
法
領
域
は
下
位
の
そ
れ
を
「
侵
し
た

り
否
認
し
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
。」(S.57f.)

「
地
上
の
人
類
」
は
「
法
と
正
義
を
形
成
し
行
使
す
る
存
在
者
と
し
て
、
一
な
る
全

体
で
あ
り
、
法
と
正
義
の
一
な
る
偉
大
な
芸
術
家
で
あ
る
」。「
人
間
法
の
観
念
」
は
、
ま
ず
は
「
先
見
の
明
あ
る
人
々
の
純
粋
な
心

情
の
な
か
に
写
し
だ
さ
れ
」、「
一
つ
の
芸
術
観
念
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
て
」
次
第
に
広
ま
っ
て
ゆ
く
。「
法
の
た
め
の
あ
る
民
族

の
社
交
的
芸
術
作
品
を
国
家
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
個
々
の
個
性
あ
ふ
れ
る
す
べ
て
の
民
族
国
家
を
そ
の
本
質
的
な
調
和
的
諸
部
分
と
し

て
内
に
ふ
く
む
地
上
の
一
つ
の
普
遍
的
な
人
間
国
家
と
い
う
、
た
っ
た
い
ま
認
識
さ
れ
た
観
念
を
、
わ
れ
わ
れ
は
地
上
国
家

Erdstaat

、
地
上
法
同
盟Erdrechtbund

、
あ
る
い
は
世
界
国
家W

eltstaat

の
名
で
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。」(S.58f.)

こ
う
し
て
ク
ラ
ウ
ゼ
の
法
概
念
は
、
本
源
的
に
は
「
一
な
る
法
」
と
し
て
、
神
の
意
志
に
か
な
っ
た
万
物
の
「
健
全
な
」
諸
関
係

を
指
し
、
全
存
在
者
の
自
立
と
自
己
完
成
と
、
全
員
の
調
和
と
が
と
も
に
実
現
で
き
る
よ
う
な
全
存
在
者
の
相
互
関
係
の
普
遍
的
形

式
と
規
定
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
規
定
は
、
カ
ン
ト
が
選
択
意
志
の
実
質
（
目
的
）
を
い
っ
さ
い
排
除
し
て
「
双
方
の
選
択
意
志

の
関
係
の
形、

式、

だ
け
」
を
問
い
、
法
を
、「
一
方
の
選
択
意
志
が
他
方
の
選
択
意
志
と
自
由
の
普
遍
的
法
則
に
従
っ
て
統
合
さ
れ
る

こ
と
を
可
能
に
す
る
諸
条
件
の
総
体(67)」
と
規
定
し
た
形
式
主
義
と
は
決
定
的
に
異
な
り
、「
健
全
さ
」
と
い
う
神
の
意
志
の
内
容
や

「
自
己
完
成
」
と
い
う
人
間
の
選
択
意
思
の
目
的
す
な
わ
ち
実
質
に
よ
っ
て
貫
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
カ
ン
ト

後
の
問
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
た
万
人
の
自
由
の
共
存
の
実、

質、

的、

実、

現、

と
い
う
実
践
課
題
領
域
を
、
固
有
の
範
疇
と
し
て
（
カ
テ
ゴ

リ
カ
ル
に
）
開
拓
す
る
た
め
の
礎
石
を
な
す
も
の
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
ク
ラ
ウ
ゼ
に
お
い
て
は
、
人
間
を
ふ
く
む
全
存

在
者
が
「
法
人
」
す
な
わ
ち
法
的
な
権
利
主
体
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
と
も
に
、「
一
な
る
人
間
法
」
の
観
念
は
、
個
々
の
固
有
法

を
包
摂
し
つ
つ
、
一
つ
の
普
遍
的
な
人
間
国
家
と
し
て
「
地
上
法
同
盟
」
の
観
念
を
展
望
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
純
粋
で
気
宇
壮
大
な
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の
被
造
物
は
、
神
の
国
家
に
お
け
る
自
由
な
自
立
し
た
法
人R

echtspersonen

で
あ
る
。」
す
な
わ
ち
、
各
存
在
者
は
自
分
の
持
分

の
権
利
を
要
求
し
、
そ
れ
を
全
力
で
実
現
す
る
権
能
を
有
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
神
は
個
々
の
生
者
に
、
法
〔
権
利
〕
と
正
義

に
対
す
る
消
し
が
た
い
感
性
を
植
え
付
け
た
」
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
す
べ
て
の
存
在
者
は
他
者
を
強
制
し
て
法
を
履
行

さ
せ
る
権
能
を
有
し
て
い
る
。」「
法
は
神
に
よ
っ
て
ま
さ
し
く
要
求
さ
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
各
存
在
者
は
神
の
正
義
の
奉
仕
者

で
あ
り
、
自
分
の
や
り
方
で
神
の
司
法
に
参
与
す
る
の
で
あ
る
。」(S.56)

こ
こ
で
も
ク
ラ
ウ
ゼ
は
、
す
べ
て
の
被
造
物
は
「
自
分

の
持
分
の
権
利
」
を
主
張
し
う
る
「
法
人
」
と
規
定
し
な
が
ら
、
そ
の
根
拠
に
つ
い
て
は
、
神
の
要
求
と
し
か
述
べ
て
い
な
い
か

ら
、
た
と
え
ば
法
の
根
底
に
人
間
の
実
践
理
性
の
は
た
ら
き
や
「
共
通
善
」
と
い
う
目
的
を
示
し
た
ト
マ
ス
の
法
論
よ
り
後
退
し
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と
怪
し
ま
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
ク
ラ
ウ
ゼ
の
視
野
は
人
間
に
限
定
さ
れ
ず
、
す
べ
て
の
被
造
物
に
及

ん
で
い
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
な
法
理
解
を
ク
ラ
ウ
ゼ
は
ど
う
実
践
化

す
る
の
か
は
、
そ
の
「
自
然
法
論
」
に
お
け
る
大
き
な
課
題
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
む
し
ろ
、「
人
類
」
を
展
望
し
た
法
の
本
源
的
な
一
性
と
固
有
法
の
多
元
性
と
い
う
、
全
体
・
部
分
関
係
論
的
な
関
心

方
向
に
ク
ラ
ウ
ゼ
の
特
質
が
表
現
さ
れ
る
。
ク
ラ
ウ
ゼ
に
し
た
が
え
ば
、
人
類
は
「
地
上
の
最
大
で
第
一
の
法
人
で
あ
る
。」「
法
の

感
情
は
、
人
間
を
神
的
な
力
に
よ
っ
て
利
己
心
と
我
欲
か
ら
純
化
し
、
こ
の
点
で
精
神
と
心
情
を
神
に
似
せ
る
。」(S.56)

人
類
は

「
一
な
る
人
類
で
あ
る
」
か
ら
、「
本
源
的
に
存
在
す
る
の
は
、
た
だ
人
間
の
諸
法
の
一
な
る
最
高
領
域
だ
け
、
つ
ま
り
一
な
る
人
間

法
〔
人
権
〕Ein

M
enschenrecht

と
一
な
る
正
義
だ
け
で
あ
る
。」
し
か
し
、

─
上
述
の
一
な
る
学
問
が
諸
学
問
を
内
包
す
る
の

と
同
様
に

─
「
一
な
る
法
は
、
個
々
の
社
交
諸
団
体
や
諸
個
人
に
固
有
の
特
定
の
法
領
域
に
区
分
さ
れ
る
。」
す
な
わ
ち
、「
個

人
、
家
族
、
自
由
な
社
交
団
体
、
民
族
も
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
法
と
固
有
の
司
法
と
正
義
を
有
し
て
い
る
。」
し
か
し
、
部
分
は
全
体

の
下
に
あ
り
、
個
別
の
法
は
「
全
人
類
の
自
然
に
か
な
う
」
必
要
が
あ
る
と
と
も
に
、
上
位
の
法
領
域
は
下
位
の
そ
れ
を
「
侵
し
た

り
否
認
し
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
。」(S.57f.)

「
地
上
の
人
類
」
は
「
法
と
正
義
を
形
成
し
行
使
す
る
存
在
者
と
し
て
、
一
な
る
全

体
で
あ
り
、
法
と
正
義
の
一
な
る
偉
大
な
芸
術
家
で
あ
る
」。「
人
間
法
の
観
念
」
は
、
ま
ず
は
「
先
見
の
明
あ
る
人
々
の
純
粋
な
心

情
の
な
か
に
写
し
だ
さ
れ
」、「
一
つ
の
芸
術
観
念
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
て
」
次
第
に
広
ま
っ
て
ゆ
く
。「
法
の
た
め
の
あ
る
民
族

の
社
交
的
芸
術
作
品
を
国
家
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
個
々
の
個
性
あ
ふ
れ
る
す
べ
て
の
民
族
国
家
を
そ
の
本
質
的
な
調
和
的
諸
部
分
と
し

て
内
に
ふ
く
む
地
上
の
一
つ
の
普
遍
的
な
人
間
国
家
と
い
う
、
た
っ
た
い
ま
認
識
さ
れ
た
観
念
を
、
わ
れ
わ
れ
は
地
上
国
家

Erdstaat

、
地
上
法
同
盟Erdrechtbund

、
あ
る
い
は
世
界
国
家W

eltstaat

の
名
で
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。」(S.58f.)

こ
う
し
て
ク
ラ
ウ
ゼ
の
法
概
念
は
、
本
源
的
に
は
「
一
な
る
法
」
と
し
て
、
神
の
意
志
に
か
な
っ
た
万
物
の
「
健
全
な
」
諸
関
係

を
指
し
、
全
存
在
者
の
自
立
と
自
己
完
成
と
、
全
員
の
調
和
と
が
と
も
に
実
現
で
き
る
よ
う
な
全
存
在
者
の
相
互
関
係
の
普
遍
的
形

式
と
規
定
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
規
定
は
、
カ
ン
ト
が
選
択
意
志
の
実
質
（
目
的
）
を
い
っ
さ
い
排
除
し
て
「
双
方
の
選
択
意
志

の
関
係
の
形、

式、

だ
け
」
を
問
い
、
法
を
、「
一
方
の
選
択
意
志
が
他
方
の
選
択
意
志
と
自
由
の
普
遍
的
法
則
に
従
っ
て
統
合
さ
れ
る

こ
と
を
可
能
に
す
る
諸
条
件
の
総
体(67)」
と
規
定
し
た
形
式
主
義
と
は
決
定
的
に
異
な
り
、「
健
全
さ
」
と
い
う
神
の
意
志
の
内
容
や

「
自
己
完
成
」
と
い
う
人
間
の
選
択
意
思
の
目
的
す
な
わ
ち
実
質
に
よ
っ
て
貫
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
カ
ン
ト

後
の
問
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
た
万
人
の
自
由
の
共
存
の
実、

質、

的、

実、

現、

と
い
う
実
践
課
題
領
域
を
、
固
有
の
範
疇
と
し
て
（
カ
テ
ゴ

リ
カ
ル
に
）
開
拓
す
る
た
め
の
礎
石
を
な
す
も
の
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
ク
ラ
ウ
ゼ
に
お
い
て
は
、
人
間
を
ふ
く
む
全
存

在
者
が
「
法
人
」
す
な
わ
ち
法
的
な
権
利
主
体
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
と
も
に
、「
一
な
る
人
間
法
」
の
観
念
は
、
個
々
の
固
有
法

を
包
摂
し
つ
つ
、
一
つ
の
普
遍
的
な
人
間
国
家
と
し
て
「
地
上
法
同
盟
」
の
観
念
を
展
望
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
純
粋
で
気
宇
壮
大
な
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構
想
を
生
み
だ
す
力
が
、
ク
ラ
ウ
ゼ
の
本
質
論
に
は
あ
っ
た
の
だ
と
、
わ
れ
わ
れ
は
あ
ら
た
め
て
気
づ
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

九

｢相
互
的
生
」

─
多
元
的
諸
結
社
と
「
人
類
の
生
の
歴
史
」

さ
て
、
前
述
の
よ
う
に
、「
万
物
は
神
の
内
に
存
す
る
」
と
考
え
る
か
ら
、「
い
っ
さ
い
の
認
識
は
神
の
永
遠
の
本
質
の
意
識
で
あ

り
」、「
学
問
は
、
神
の
内
に
、
万
物
と
そ
の
調
和
的
な
相
互
的
生W

echselleben

と
の
永
遠
の
本
質
を
見
る
」
こ
と
だ
と
表
明
さ

れ
た(S.34)

。
神
の
な
か
に
あ
る
万
物
が
、「
共
同
と
社
交
」
を
通
じ
て
「
高
い
生
領
域
」
を
実
現
し
、
各
自
の
自
立
と
相
互
の
調

和
と
が
達
成
さ
れ
る
相
互
関
係
の
形
式
が
「
法
」
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
学
問
と
は
、
生
へ
の
往
還
に
お
い
て
万
物
の
「
調
和

的
な
相
互
的
生
」
を
探
求
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
結
果
、
こ
の
『
人
類
の
根
源
像
』
で
は
、「
愛
と
相
互
的
生
」
の
節

を
結
節
点
と
し
て
、
そ
の
あ
と
の
「
人
間
の
社
交
〔
交
わ
り
〕
の
有
機
体
」
を
論
じ
た
部
分
が
、
三
三
〇
ペ
ー
ジ
（
一
八
五
一
年

版
）
の
本
書
全
体
の
四
分
の
三
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
。

「
愛
と
相
互
的
生
」
の
節
で
は
、
ま
ず
「
神
が
永
遠
の
愛
そ
の
も
の
で
あ
る
。
社
交
的
人
類
は
、
神
の
愛
が
す
べ
て
の
存
在
者
に

吹
き
込
む
愛
の
衝
動
に
従
う
」
と
述
べ
、「
神
に
お
け
る
万
物
の
一
な
る
生
の
像
」
を
見
よ
、
と
言
う
。
す
な
わ
ち
、
神
の
う
ち
に

存
す
る
理
性
と
自
然
は
、
神
の
愛
に
よ
っ
て
一
つ
の
共
同
体
を
つ
く
り
出
し
、
社
交
的
な
相
互
的
生
へ
と
至
る
。「
ど
の
社
交
も
共

同
を
前
提
と
す
る
」
が
、「
い
っ
さ
い
の
共
同
の
原
因
は
、
ま
さ
し
く
神
の
ひ
ろ
や
か
な
愛
で
あ
る
。」(S.59-61)

存
在
者
た
ち
の

共
存
関
係
は
、
社
交
性
の
土
台
で
あ
る
と
と
も
に
「
争
い
の
土
台
」
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
「
不
幸
と
破
滅
の
源
泉
」
で
あ
り
、
対
立

と
闘
争
に
満
ち
て
い
る
。「
し
か
し
、
こ
の
世
界
制
約
は
、
そ
の
現
象
が
ど
ん
な
に
ひ
ど
い
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
、
弁
神
論

Theodicee

は
不
必
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
争
う
者
た
ち
は
自
分
と
他
者
と
の
諸
力
を
学
び
知
り
、
法
の
観
念
が
目
覚
め
る
か
ら

で
あ
る
。
正
当
な
争
い
は
尊
敬
の
念
を
生
み
だ
し
、
次
第
に
共
同
か
ら
い
っ
さ
い
の
非
社
交
的
要
素
を
一
掃
し
、
我
欲
と
利
己
心
を

黙
ら
せ
る
。
つ
ぎ
に
は
、
争
う
者
た
ち
は
自
分
た
ち
を
よ
り
高
い
生
に
同
等
に
ふ
さ
わ
し
い
器
官
と
認
め
、
和
解
し
、
も
っ
と
美
し

い
争
い
、
愛
と
喜
び
の
競
争
が
始
ま
る
。
か
れ
ら
は
争
い
を
通
り
抜
け
て
友
情
と
実
り
豊
か
な
社
交
へ
至
る
。」(S.62)

こ
れ
は
ク

ラ
ウ
ゼ
の
、
す
べ
て
は
神
の
う
ち
に
あ
る
と
い
う
絶
対
的
信
頼
の
立
場
か
ら
の
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
批
判
と
読
め
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な

ら
、
ク
ラ
ウ
ゼ
に
と
っ
て
は
「
神
の
正
義
」
の
証
明
自
体
が
不
要
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
、
こ
こ
で
描
か
れ
た
、
争
い
か
ら

和
解
を
経
て
社
交
へ
至
る
と
い
う
筋
道
は
、
存
在
者
た
ち
の
自
己
改
善
に
対
す
る
ク
ラ
ウ
ゼ
の
確
信
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
根
源
悪

の
想
定
自
体
が
き
わ
め
て
希
薄
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

社
交
的
な
相
互
的
生
の
前
提
と
し
て
ク
ラ
ウ
ゼ
が
強
調
す
る
の
は
、
各
存
在
者
の
自
立
と
個
性
で
あ
る
。「
そ
こ
で
の
み
愛
と
社

交
が
成
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
大
地
は
、
真
の
自
立
、
自
己
の
自
然
の
完
全
性
、
そ
し
て
特
色
あ
る
個
性
で
あ
る
。
自
分
の
や
り
方

で
自
立
し
完
全
で
あ
り
た
い
と
い
う
各
存
在
者
の
切
望
は
、
か
れ
の
な
か
で
は
愛
よ
り
も
先
立
つ
。」
こ
う
し
て
ク
ラ
ウ
ゼ
は
、
明

確
に
カ
ン
ト
後
の
近、

代、

人、

と
し
て
、
こ
れ
を
前
提
と
し
、
さ
ら
に
人
々
の
共
同
が
「
成
熟
」
し
て
対
立
者
の
あ
い
だ
に
好
意
が
生
ま

れ
、「
真
の
相
互
的
生
が
始
ま
る
」
段
階
を
想
定
す
る
。「
自
由
な
対
立
す
る
存
在
者
た
ち
の
こ
の
不
断
の
愛
情
の
こ
も
っ
た
共
同
的

生
だ
け
を
、
愛
と
私
心
な
き
正
義
と
に
満
ち
た
真
の
一
な
る
存
在
者
と
し
て
、
私
は
結
社G

esellschaft

と
呼
び
、
そ
こ
に
い
る
存

在
者
た
ち
の
状
態
を
社
交
性G

eselligkeit

と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
私
は
、
こ
れ
ら
の
言
葉
を
普
通
の
用
語
法
よ
り
は
る
か
に

高
め
る
の
で
あ
る
。」
言
い
換
え
れ
ば
、「
社
交
性
は
、
そ
の
成
員
の
固
有
性
を
弱
め
た
り
抹
消
し
た
り
す
る
の
で
は
な
く
、
彼
ら
の

性
質
を
妨
害
し
た
り
汚
し
た
り
す
る
の
で
も
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
ら
を
発
展
さ
せ
て
、
よ
り
高
い
生
の
調
和
へ
迎
え
入
れ
る
」
の
で

あ
り
、「
社
交
的
に
結
合
し
た
存
在
者
た
ち
は
、
た
だ
共
通
に
自
由
で
自
立
し
た
一
な
る
存
在
者
で
あ
る
。」(S.62f.)

そ
し
て
、
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構
想
を
生
み
だ
す
力
が
、
ク
ラ
ウ
ゼ
の
本
質
論
に
は
あ
っ
た
の
だ
と
、
わ
れ
わ
れ
は
あ
ら
た
め
て
気
づ
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

九

｢相
互
的
生
」

─
多
元
的
諸
結
社
と
「
人
類
の
生
の
歴
史
」

さ
て
、
前
述
の
よ
う
に
、「
万
物
は
神
の
内
に
存
す
る
」
と
考
え
る
か
ら
、「
い
っ
さ
い
の
認
識
は
神
の
永
遠
の
本
質
の
意
識
で
あ

り
」、「
学
問
は
、
神
の
内
に
、
万
物
と
そ
の
調
和
的
な
相
互
的
生W

echselleben

と
の
永
遠
の
本
質
を
見
る
」
こ
と
だ
と
表
明
さ

れ
た(S.34)

。
神
の
な
か
に
あ
る
万
物
が
、「
共
同
と
社
交
」
を
通
じ
て
「
高
い
生
領
域
」
を
実
現
し
、
各
自
の
自
立
と
相
互
の
調

和
と
が
達
成
さ
れ
る
相
互
関
係
の
形
式
が
「
法
」
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
学
問
と
は
、
生
へ
の
往
還
に
お
い
て
万
物
の
「
調
和

的
な
相
互
的
生
」
を
探
求
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
結
果
、
こ
の
『
人
類
の
根
源
像
』
で
は
、「
愛
と
相
互
的
生
」
の
節

を
結
節
点
と
し
て
、
そ
の
あ
と
の
「
人
間
の
社
交
〔
交
わ
り
〕
の
有
機
体
」
を
論
じ
た
部
分
が
、
三
三
〇
ペ
ー
ジ
（
一
八
五
一
年

版
）
の
本
書
全
体
の
四
分
の
三
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
。

「
愛
と
相
互
的
生
」
の
節
で
は
、
ま
ず
「
神
が
永
遠
の
愛
そ
の
も
の
で
あ
る
。
社
交
的
人
類
は
、
神
の
愛
が
す
べ
て
の
存
在
者
に

吹
き
込
む
愛
の
衝
動
に
従
う
」
と
述
べ
、「
神
に
お
け
る
万
物
の
一
な
る
生
の
像
」
を
見
よ
、
と
言
う
。
す
な
わ
ち
、
神
の
う
ち
に

存
す
る
理
性
と
自
然
は
、
神
の
愛
に
よ
っ
て
一
つ
の
共
同
体
を
つ
く
り
出
し
、
社
交
的
な
相
互
的
生
へ
と
至
る
。「
ど
の
社
交
も
共

同
を
前
提
と
す
る
」
が
、「
い
っ
さ
い
の
共
同
の
原
因
は
、
ま
さ
し
く
神
の
ひ
ろ
や
か
な
愛
で
あ
る
。」(S.59-61)

存
在
者
た
ち
の

共
存
関
係
は
、
社
交
性
の
土
台
で
あ
る
と
と
も
に
「
争
い
の
土
台
」
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
「
不
幸
と
破
滅
の
源
泉
」
で
あ
り
、
対
立

と
闘
争
に
満
ち
て
い
る
。「
し
か
し
、
こ
の
世
界
制
約
は
、
そ
の
現
象
が
ど
ん
な
に
ひ
ど
い
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
、
弁
神
論

Theodicee

は
不
必
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
争
う
者
た
ち
は
自
分
と
他
者
と
の
諸
力
を
学
び
知
り
、
法
の
観
念
が
目
覚
め
る
か
ら

で
あ
る
。
正
当
な
争
い
は
尊
敬
の
念
を
生
み
だ
し
、
次
第
に
共
同
か
ら
い
っ
さ
い
の
非
社
交
的
要
素
を
一
掃
し
、
我
欲
と
利
己
心
を

黙
ら
せ
る
。
つ
ぎ
に
は
、
争
う
者
た
ち
は
自
分
た
ち
を
よ
り
高
い
生
に
同
等
に
ふ
さ
わ
し
い
器
官
と
認
め
、
和
解
し
、
も
っ
と
美
し

い
争
い
、
愛
と
喜
び
の
競
争
が
始
ま
る
。
か
れ
ら
は
争
い
を
通
り
抜
け
て
友
情
と
実
り
豊
か
な
社
交
へ
至
る
。」(S.62)

こ
れ
は
ク

ラ
ウ
ゼ
の
、
す
べ
て
は
神
の
う
ち
に
あ
る
と
い
う
絶
対
的
信
頼
の
立
場
か
ら
の
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
批
判
と
読
め
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な

ら
、
ク
ラ
ウ
ゼ
に
と
っ
て
は
「
神
の
正
義
」
の
証
明
自
体
が
不
要
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
、
こ
こ
で
描
か
れ
た
、
争
い
か
ら

和
解
を
経
て
社
交
へ
至
る
と
い
う
筋
道
は
、
存
在
者
た
ち
の
自
己
改
善
に
対
す
る
ク
ラ
ウ
ゼ
の
確
信
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
根
源
悪

の
想
定
自
体
が
き
わ
め
て
希
薄
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

社
交
的
な
相
互
的
生
の
前
提
と
し
て
ク
ラ
ウ
ゼ
が
強
調
す
る
の
は
、
各
存
在
者
の
自
立
と
個
性
で
あ
る
。「
そ
こ
で
の
み
愛
と
社

交
が
成
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
大
地
は
、
真
の
自
立
、
自
己
の
自
然
の
完
全
性
、
そ
し
て
特
色
あ
る
個
性
で
あ
る
。
自
分
の
や
り
方

で
自
立
し
完
全
で
あ
り
た
い
と
い
う
各
存
在
者
の
切
望
は
、
か
れ
の
な
か
で
は
愛
よ
り
も
先
立
つ
。」
こ
う
し
て
ク
ラ
ウ
ゼ
は
、
明

確
に
カ
ン
ト
後
の
近、

代、

人、

と
し
て
、
こ
れ
を
前
提
と
し
、
さ
ら
に
人
々
の
共
同
が
「
成
熟
」
し
て
対
立
者
の
あ
い
だ
に
好
意
が
生
ま

れ
、「
真
の
相
互
的
生
が
始
ま
る
」
段
階
を
想
定
す
る
。「
自
由
な
対
立
す
る
存
在
者
た
ち
の
こ
の
不
断
の
愛
情
の
こ
も
っ
た
共
同
的

生
だ
け
を
、
愛
と
私
心
な
き
正
義
と
に
満
ち
た
真
の
一
な
る
存
在
者
と
し
て
、
私
は
結
社G

esellschaft

と
呼
び
、
そ
こ
に
い
る
存

在
者
た
ち
の
状
態
を
社
交
性G

eselligkeit

と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
私
は
、
こ
れ
ら
の
言
葉
を
普
通
の
用
語
法
よ
り
は
る
か
に

高
め
る
の
で
あ
る
。」
言
い
換
え
れ
ば
、「
社
交
性
は
、
そ
の
成
員
の
固
有
性
を
弱
め
た
り
抹
消
し
た
り
す
る
の
で
は
な
く
、
彼
ら
の

性
質
を
妨
害
し
た
り
汚
し
た
り
す
る
の
で
も
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
ら
を
発
展
さ
せ
て
、
よ
り
高
い
生
の
調
和
へ
迎
え
入
れ
る
」
の
で

あ
り
、「
社
交
的
に
結
合
し
た
存
在
者
た
ち
は
、
た
だ
共
通
に
自
由
で
自
立
し
た
一
な
る
存
在
者
で
あ
る
。」(S.62f.)

そ
し
て
、
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「
人
類
は
、
内
的
お
よ
び
外
的
に
全
面
社
交
す
る
一
な
る
全
体
と
し
て
、
地
上
の
一
な
る
人
類
と
し
て
、
生
き
る
よ
う
使
命
づ
け
ら

れ
て
い
る
。」(S.64)

「
愛
が
、
い
っ
さ
い
の
社
交
性
の
母
で
あ
り
魂
で
も
あ
る
。」(S.66)

「
神
の
愛
が
す
べ
て
の
存
在
者
の
共
同

と
社
交
を
基
礎
づ
け
て
い
る
よ
う
に
、
人
間
も
そ
の
仲
間
に
お
い
て
愛
の
創
造
者
・
奉
仕
者
に
な
る
べ
き
な
の
で
あ
る
」(S.73)

、

と
。以

上
の
「
愛
と
相
互
的
生
」
の
節
の
あ
と
の
「
人
間
の
社
交
の
有
機
体
」
を
論
じ
た
部
分
は
、「
人
類
の
内
的
な
社
交
」
と
「
人

類
の
外
的
な
社
交
」
か
ら
成
り
、
前
者
は
人
々
の
相
互
関
係
を
、
後
者
は
人
類
と
神
・
自
然
・
理
性
と
の
社
交
を
扱
う
。
人
々
の

個
々
の
生
を
結
合
し
、
人
類
の
生
を
神
・
自
然
・
理
性
と
結
合
す
る
も
の
は
「
愛
」
で
あ
り
、
人
類
の
内
的
お
よ
び
外
的
な
社
交
は

結
社
を
生
み
出
す
か
ら
、
全
体
と
し
て
こ
れ
ら
は
「
網
状
の
驚
く
べ
き
連
鎖
」(S.75)

を
示
す
も
の
と
し
て
描
か
れ
、
さ
ま
ざ
ま

な
社
交G

eselligkeit

論
・
結
社G

esellschaften

論
と
し
て
展
開
さ
れ
る
。

そ
の
前
半
、
す
な
わ
ち
人
々
の
相
互
関
係
を
対
象
と
す
る
「
人
類
の
内
的
な
社
交
」
論
の
出
立
点
は
、
す
べ
て
の
人
々
は
本
来

「
一
な
る
存
在
者Ein

W
esen

で
あ
り
、
個
々
の
個
性
豊
か
な
そ
の
成
員G

lieder

で
あ
る
」
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、「
す
べ
て
の

人
々
と
な
ご
や
か
に
共
同
し
、
さ
ら
に
愛
情
深
く
社
交
し
て
生
き
た
い
と
い
う
抑
え
が
た
い
欲
求Trieb

が
ど
の
人
に
も
宿
っ
て
い

る
」
こ
と
で
あ
る
。
人
々
の
結
社
の
土
台
は
、
人
間
の
自
然
に
内
在
す
る
「
対
立G

egensatz

」
で
あ
り
「
個
性
豊
か
な
多
様
性
」

で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
「
社
交
的
な
生
に
お
い
て
の
み
統
合
さ
れ
う
る
。」
こ
の
社
交
的
な
統
合
に
よ
っ
て
、
人
々
は
「
よ
り
高
次
の

人
格
と
な
る
」
の
で
あ
っ
て
、「
結
社
の
土
台
を
な
す
対
立
」
が
な
く
な
る
と
、
結
社
は
衰
弱
す
る(S.75f.)

。
こ
う
し
た
文
脈
の

前
提
と
し
て
、
先
述
の
導
入
部
に
つ
づ
く
神
理
解
の
言
説
、
存
在
者
た
ち
が
、「
そ
の
固
有
性
を
そ
の
完
全
性
・
全
面
性
と
結
合
す

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、〔
…
…
〕
神
は
か
れ
ら
に
〔
…
…
〕
終
わ
り
の
な
い
形
成
と
生
を
授
け
た
。」(S.5)

を
想
起
し
て
お
こ

う
。
ト
マ
ス
も
人
間
の
「
社
会
的
」
本
性
を
強
調
し
て
い
た
こ
と
は
す
で
に
見
た
通
り
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
ク
ラ
ウ
ゼ
は
、
ま
ず
人
々
の
あ
い
だ
に
個
性
や
多
様
性
、
つ
ま
り
「
対
立
」
が
あ
り
、
そ
れ
ら
が
そ
の
固
有
性
や
対

立
を
維
持
し
な
が
ら
有
機
的
な
全
体
へ
と
「
統
合
」
さ
れ
る
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
決
定
的
な
役
割
を
果
た
す
も
の
が
「
社
交
」（
交

わ
り
）
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
多
様
な
結
社
が
生
ま
れ
る
と
考
え
て
い
る
。「
人
は
、
身
体
と
魂
と
の
調
和
し
た
全
的
〔
ま
っ
た
き
〕

人
間ganzer

M
ensch

と
し
て
生
き
る
べ
き
も
の
で
あ
る
」
か
ら
、
身
体
と
精
神
の
両
面
に
わ
た
る
こ
の
「
社
交
欲
求
」
は
「
と
り

わ
け
人
間
的
な
欲
求
で
あ
る
。」
諸
個
人
が
社
交
欲
求
の
も
と
で
出
会
う
と
、「
社
交
対
立
を
品
位
高
く
美
し
く
形
成
」
し
、
そ
こ
か

ら
「
尊
敬
」
と
「
人
格
的
な
愛
」
が
生
ま
れ
る
。
ど
の
結
社
も
「
有
機
的
で
調
和
的
な
全
体
」
で
あ
り
、「
相
互
に
支
え
合
っ
て
い

る
。」「
一
つ
一
つ
の
結
社
の
最
も
神
聖
な
財
産
は
、
そ
れ
自
身
の
本
質
の
純
粋
性
と
自
由
な
自
立
性
で
あ
る
。」(S.76f.)

こ
の
ば

あ
い
、
各
人
の
社
交
は
そ
の
人
の
固
有
性
や
対
立
を
解
消
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
の
形
成
が
相
互
の
「
尊
敬
」
と
「
人

格
的
な
愛
」
を
生
み
だ
す
と
い
う
点
が
留
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
あ
の
包
含
と
固
有
性
の
関
係
と
言
い
換
え
て
も
よ
い

で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
て
一
全
体
と
そ
の
諸
分
肢
（
成
員
）
と
い
う
有
機
体
思
想
の
も
と
で
人
々
の
社
交
的
な
統
合
を
展
望
す
る
ク
ラ
ウ
ゼ
は
、

諸
対
立
の
性
質
を
「
す
べ
て
の
個
人
」
に
か
か
わ
る
も
の
と
「
個
々
の
生
活
動
」
に
か
か
わ
る
も
の
と
に
区
分
し
、
そ
れ
に
よ
っ

て
、
結
社
に
よ
る
統
合
の
範
囲
を
、「
す
べ
て
の
人
々
」
か
、
そ
れ
と
も
「
特
定
の
社
交
的
活
動
成
果
に
よ
っ
て
外
的
に
特
徴
づ
け

ら
れ
る
人
々
の
領
域
」
か
に
分
け
る(S.77)

。
前
者
は
「
基
礎
結
社G

rundgesellschaften

」、
後
者
は
「
就
業
結
社w

erktätige

G
esellschaften

」
と
称
さ
れ
る
。

す
べ
て
の
人
々
が
該
当
す
る
「
基
礎
結
社
」
と
し
て
ク
ラ
ウ
ゼ
が
列
挙
す
る
の
は
、「
家
族
」、「
友
誼
関
係
」、（
各
人
が
人
類
の
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「
人
類
は
、
内
的
お
よ
び
外
的
に
全
面
社
交
す
る
一
な
る
全
体
と
し
て
、
地
上
の
一
な
る
人
類
と
し
て
、
生
き
る
よ
う
使
命
づ
け
ら

れ
て
い
る
。」(S.64)

「
愛
が
、
い
っ
さ
い
の
社
交
性
の
母
で
あ
り
魂
で
も
あ
る
。」(S.66)

「
神
の
愛
が
す
べ
て
の
存
在
者
の
共
同

と
社
交
を
基
礎
づ
け
て
い
る
よ
う
に
、
人
間
も
そ
の
仲
間
に
お
い
て
愛
の
創
造
者
・
奉
仕
者
に
な
る
べ
き
な
の
で
あ
る
」(S.73)

、

と
。以

上
の
「
愛
と
相
互
的
生
」
の
節
の
あ
と
の
「
人
間
の
社
交
の
有
機
体
」
を
論
じ
た
部
分
は
、「
人
類
の
内
的
な
社
交
」
と
「
人

類
の
外
的
な
社
交
」
か
ら
成
り
、
前
者
は
人
々
の
相
互
関
係
を
、
後
者
は
人
類
と
神
・
自
然
・
理
性
と
の
社
交
を
扱
う
。
人
々
の

個
々
の
生
を
結
合
し
、
人
類
の
生
を
神
・
自
然
・
理
性
と
結
合
す
る
も
の
は
「
愛
」
で
あ
り
、
人
類
の
内
的
お
よ
び
外
的
な
社
交
は

結
社
を
生
み
出
す
か
ら
、
全
体
と
し
て
こ
れ
ら
は
「
網
状
の
驚
く
べ
き
連
鎖
」(S.75)

を
示
す
も
の
と
し
て
描
か
れ
、
さ
ま
ざ
ま

な
社
交G

eselligkeit

論
・
結
社G

esellschaften

論
と
し
て
展
開
さ
れ
る
。

そ
の
前
半
、
す
な
わ
ち
人
々
の
相
互
関
係
を
対
象
と
す
る
「
人
類
の
内
的
な
社
交
」
論
の
出
立
点
は
、
す
べ
て
の
人
々
は
本
来

「
一
な
る
存
在
者Ein

W
esen

で
あ
り
、
個
々
の
個
性
豊
か
な
そ
の
成
員G

lieder

で
あ
る
」
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、「
す
べ
て
の

人
々
と
な
ご
や
か
に
共
同
し
、
さ
ら
に
愛
情
深
く
社
交
し
て
生
き
た
い
と
い
う
抑
え
が
た
い
欲
求Trieb

が
ど
の
人
に
も
宿
っ
て
い

る
」
こ
と
で
あ
る
。
人
々
の
結
社
の
土
台
は
、
人
間
の
自
然
に
内
在
す
る
「
対
立G

egensatz

」
で
あ
り
「
個
性
豊
か
な
多
様
性
」

で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
「
社
交
的
な
生
に
お
い
て
の
み
統
合
さ
れ
う
る
。」
こ
の
社
交
的
な
統
合
に
よ
っ
て
、
人
々
は
「
よ
り
高
次
の

人
格
と
な
る
」
の
で
あ
っ
て
、「
結
社
の
土
台
を
な
す
対
立
」
が
な
く
な
る
と
、
結
社
は
衰
弱
す
る(S.75f.)

。
こ
う
し
た
文
脈
の

前
提
と
し
て
、
先
述
の
導
入
部
に
つ
づ
く
神
理
解
の
言
説
、
存
在
者
た
ち
が
、「
そ
の
固
有
性
を
そ
の
完
全
性
・
全
面
性
と
結
合
す

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、〔
…
…
〕
神
は
か
れ
ら
に
〔
…
…
〕
終
わ
り
の
な
い
形
成
と
生
を
授
け
た
。」(S.5)

を
想
起
し
て
お
こ

う
。
ト
マ
ス
も
人
間
の
「
社
会
的
」
本
性
を
強
調
し
て
い
た
こ
と
は
す
で
に
見
た
通
り
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
ク
ラ
ウ
ゼ
は
、
ま
ず
人
々
の
あ
い
だ
に
個
性
や
多
様
性
、
つ
ま
り
「
対
立
」
が
あ
り
、
そ
れ
ら
が
そ
の
固
有
性
や
対

立
を
維
持
し
な
が
ら
有
機
的
な
全
体
へ
と
「
統
合
」
さ
れ
る
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
決
定
的
な
役
割
を
果
た
す
も
の
が
「
社
交
」（
交

わ
り
）
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
多
様
な
結
社
が
生
ま
れ
る
と
考
え
て
い
る
。「
人
は
、
身
体
と
魂
と
の
調
和
し
た
全
的
〔
ま
っ
た
き
〕

人
間ganzer

M
ensch

と
し
て
生
き
る
べ
き
も
の
で
あ
る
」
か
ら
、
身
体
と
精
神
の
両
面
に
わ
た
る
こ
の
「
社
交
欲
求
」
は
「
と
り

わ
け
人
間
的
な
欲
求
で
あ
る
。」
諸
個
人
が
社
交
欲
求
の
も
と
で
出
会
う
と
、「
社
交
対
立
を
品
位
高
く
美
し
く
形
成
」
し
、
そ
こ
か

ら
「
尊
敬
」
と
「
人
格
的
な
愛
」
が
生
ま
れ
る
。
ど
の
結
社
も
「
有
機
的
で
調
和
的
な
全
体
」
で
あ
り
、「
相
互
に
支
え
合
っ
て
い

る
。」「
一
つ
一
つ
の
結
社
の
最
も
神
聖
な
財
産
は
、
そ
れ
自
身
の
本
質
の
純
粋
性
と
自
由
な
自
立
性
で
あ
る
。」(S.76f.)

こ
の
ば

あ
い
、
各
人
の
社
交
は
そ
の
人
の
固
有
性
や
対
立
を
解
消
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
の
形
成
が
相
互
の
「
尊
敬
」
と
「
人

格
的
な
愛
」
を
生
み
だ
す
と
い
う
点
が
留
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
あ
の
包
含
と
固
有
性
の
関
係
と
言
い
換
え
て
も
よ
い

で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
て
一
全
体
と
そ
の
諸
分
肢
（
成
員
）
と
い
う
有
機
体
思
想
の
も
と
で
人
々
の
社
交
的
な
統
合
を
展
望
す
る
ク
ラ
ウ
ゼ
は
、

諸
対
立
の
性
質
を
「
す
べ
て
の
個
人
」
に
か
か
わ
る
も
の
と
「
個
々
の
生
活
動
」
に
か
か
わ
る
も
の
と
に
区
分
し
、
そ
れ
に
よ
っ

て
、
結
社
に
よ
る
統
合
の
範
囲
を
、「
す
べ
て
の
人
々
」
か
、
そ
れ
と
も
「
特
定
の
社
交
的
活
動
成
果
に
よ
っ
て
外
的
に
特
徴
づ
け

ら
れ
る
人
々
の
領
域
」
か
に
分
け
る(S.77)

。
前
者
は
「
基
礎
結
社G

rundgesellschaften

」、
後
者
は
「
就
業
結
社w

erktätige

G
esellschaften

」
と
称
さ
れ
る
。

す
べ
て
の
人
々
が
該
当
す
る
「
基
礎
結
社
」
と
し
て
ク
ラ
ウ
ゼ
が
列
挙
す
る
の
は
、「
家
族
」、「
友
誼
関
係
」、（
各
人
が
人
類
の
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同
質
の
一
員
と
し
て
芸
術
や
交
流
を
楽
し
む
）「
自
由
な
社
交
〔
あ
る
い
は
結
社
〕」、
さ
ら
に
「
よ
り
高
次
の
秩
序
」
の
結
社
と
し

て
「
諸
家
族
団
体
」、「
部
族
」、「
諸
部
族
団
体
」、「
民
族
」、「
諸
民
族
団
体
」、「
地
上
の
部
分
領
域
の
人
類
」、「
地
上
の
人
類
」、

そ
し
て
「
宇
宙
の
諸
人
類
」
で
あ
り
、
順
次
交
流
を
拡
大
し
て
上
昇
し
て
ゆ
く
構
成
で
あ
る
。
こ
の
ば
あ
い
、「
宇
宙
の
諸
人
類

M
enschheiten

im
W
eltall

」
と
い
う
の
は
、
ク
ラ
ウ
ゼ
は
宇
宙
に
多
数
の
太
陽
系Sonnensystem

od.Sonnsystem
e

を
想
定
し
て

い
る
か
ら
で
あ
る(S.281)

。
一
方
、
人
間
の
就
業
活
動
は
す
べ
て
の
人
々
を
「
包
摂
す
る
」
か
ら
、
す
べ
て
の
「
基
礎
結
社
」
の

成
員
は
「
人
類
の
一
な
る
仕
事
全
体
」
の
形
成
の
た
め
に
そ
れ
ぞ
れ
結
合
し
寄
与
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
、
ク
ラ
ウ

ゼ
は
「
人
類
の
一
な
る
仕
事
同
盟derEine

W
erkbund

」
を
想
定
し
、
こ
れ
を
仕
事
活
動
の
対
象
に
よ
っ
て
二
種
類
に
区
分
す
る
。

一
つ
は
、「
人
類
が
固
有
の
や
り
方
で
自
分
を
発
達
さ
せ
る
普
遍
的
な
世
界
形
式
」
と
し
て
、「
美
徳Tugend

」、「
正
義
」（
あ
る
い

は
「
法
」）、「
神
と
の
親
密
な
交
わ
り
〔
内
的
親
密
〕G

ottinnigkeit

」、「
美Schönheit

」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
た
め
の
四
つ
の
同
盟

B
und

が
、
も
う
一
つ
は
、「
人
類
の
基
本
仕
事
」
と
し
て
、「
学
問
」、「
芸
術
」、
お
よ
び
「
陶
冶
〔
教
育
〕」
の
た
め
の
三
つ
の
同

盟
が
挙
げ
ら
れ
、
そ
れ
ら
が
全
体
と
し
て
「
就
業
結
社
」
の
系
列
を
構
成
す
る(S.166f.)

。

こ
う
し
て
人
々
の
「
社
交
性
」
が
、
二
系
列
の
結
社
か
ら
な
る
分
節
的
・
有
機
的
な
、
つ
ま
り
相
互
に
作
用
し
合
う
一
全
体
と
し

て
表
示
さ
れ
る
。「
基
礎
結
社
」
は
諸
個
人
が
量
的
に
拡
張
さ
れ
て
ゆ
く
垂
直
的
な
系
列
で
あ
る
の
に
対
し
て
、「
就
業
結
社
」
の
ほ

う
は
、
人
間
の
生
の
諸
活
動
の
質
的
な
多
様
性
を
水
平
的
に
表
現
し
て
お
り
、
両
者
が
統
合
さ
れ
て
（
地
上
の
）
人
類
の
生
活
動
の

全
体
像
を
な
す
の
で
あ
る(68)。
し
た
が
っ
て
、
ク
ラ
ウ
ゼ
の
人
類
の
概
念
は
、
す
で
に
ナ
ポ
レ
オ
ン
体
験
と
の
関
連
で
触
れ
た
よ
う
に

人
類
史
の
三
区
分
と
い
う
歴
史
的
要
素
を
も
っ
て
い
た
が
、
そ
の
根
底
に
は
こ
う
し
た
人
類
の
社
交
と
諸
結
社
の
構
図
が
あ
り
、
そ

の
歴
史
的
発
展
に
よ
る
「
相
互
的
生
」
の
拡
充
・
拡
大
へ
の
見
通
し
が
思
い
描
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
ク
ラ
ウ
ゼ
に
お
け
る
歴
史
哲
学
と
社
会
論
と
の
関
係
の
問
題
で
あ
り
、
両
者
は
さ
ら
にpanentheistisch
な
宗
教
哲
学
に

基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
を
示
す
一
例
と
し
て
、
本
節
第
二
項
で
ク
ラ
ウ
ゼ
の
カ
ン
ト
論
と
し
て
触
れ
た
一
八
二
九
年
の

大
著
『
学
問
の
根
本
真
理
に
か
ん
す
る
諸
講
義
』
の
な
か
の
第
三
十
五
回
＝
最
終
講
義
「
歴
史
学
の
根
本
真
理
」
の
冒
頭
部
分
を
見

て
み
よ
う
。

「
歴
史
そ
れ
自
体
は
、
生
起
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
生
き
ら
れ
て
い
る
こ
とw

as
gelebtw

ird

の
総
体
と
し
て
、
一
な
る
無
限
の
時

間
に
お
け
る
一
な
る
生
の
有
機
的
な
展
開
で
あ
る
。

─
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
、
歴
史
は
即
自
的
に
、
一
な
る
現
在
と
し
て
の
一
な

る
無
限
の
時
間
に
お
け
る
一
な
る
生
を
包
括
し
て
い
る
。

─
し
た
が
っ
て
、
一
な
る
有
機
的
発
展
と
し
て
、
過
去
、
有
限
な
現

在
、
そ
し
て
未
来
が
あ
る
。

─
神
は
、
そ
れ
自
身
に
お
い
て
一
な
る
生
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
自
身
に
お
い
て
一
な
る
生
の

一
な
る
時
間
的
な
発
展
で
も
あ
る
。

─
こ
れ
が
一
な
る
生
の
歴
史
で
あ
る
。
そ
し
て
、
神
に
お
け
る
存
在
者
た
ち
の
、
ま
た
神
の

生
に
お
け
る
か
れ
ら
の
生
の
、
有
機
体
は
、
一
な
る
歴
史
の
有
機
体
に
相
当
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
な
る
無
限
の
歴
史
の
内
な
る

主
要
な
部
分
は
、
精
神
の
生
の
歴
史
、
自
然
の
生
の
歴
史
、
そ
し
て
結
合
さ
れ
た
生
の
歴
史
で
あ
り
、
こ
の
結
合
さ
れ
た
生
の
歴
史

に
お
い
て
は
、
精
神
存
在
者
と
身
体
存
在
者
と
が
根
源
的
存
在
者
と
し
て
の
神
と
結
合
さ
れ
、
ま
た
前
二
者
が
互
い
に
、
ま
た
前
二

者
が
神
と
結
合
さ
れ
る
。

─
そ
こ
で
は
ま
た
、
人
類
の
生
の
歴
史
も
最
も
内
な
る
部
分
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
人
類
に
お
い
て

は
理
性
、
自
然
、
お
よ
び
根
源
的
存
在
者
と
し
て
の
神
が
結
び
つ
い
て
生
き
て
い
る
か
ら
で
あ
る(69)。」

こ
う
し
て
ク
ラ
ウ
ゼ
は
神
の
な
か
に
「
一
な
る
生
の
歴
史
」
を
、
し
た
が
っ
て
神
の
内
に
あ
る
存
在
者
と
そ
の
生
と
の
有
機
体
の

発
展
、
す
な
わ
ち
諸
々
に
「
結
合
さ
れ
た
生
の
歴
史
」
を
見
る
の
で
あ
り
、
人
類
の
歴
史
と
は
、「
人
類
の
生
の
歴
史
」
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
そ
し
て
「
人
類
の
生
」
は
、
理
性
と
自
然
と
神
と
が
織
り
な
す
「
相
互
的
生
」
で
あ
り
、
そ
の
有
機
体
と
し
て
の
相
互
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同
質
の
一
員
と
し
て
芸
術
や
交
流
を
楽
し
む
）「
自
由
な
社
交
〔
あ
る
い
は
結
社
〕」、
さ
ら
に
「
よ
り
高
次
の
秩
序
」
の
結
社
と
し

て
「
諸
家
族
団
体
」、「
部
族
」、「
諸
部
族
団
体
」、「
民
族
」、「
諸
民
族
団
体
」、「
地
上
の
部
分
領
域
の
人
類
」、「
地
上
の
人
類
」、

そ
し
て
「
宇
宙
の
諸
人
類
」
で
あ
り
、
順
次
交
流
を
拡
大
し
て
上
昇
し
て
ゆ
く
構
成
で
あ
る
。
こ
の
ば
あ
い
、「
宇
宙
の
諸
人
類

M
enschheiten

im
W
eltall

」
と
い
う
の
は
、
ク
ラ
ウ
ゼ
は
宇
宙
に
多
数
の
太
陽
系Sonnensystem

od.Sonnsystem
e

を
想
定
し
て

い
る
か
ら
で
あ
る(S.281)

。
一
方
、
人
間
の
就
業
活
動
は
す
べ
て
の
人
々
を
「
包
摂
す
る
」
か
ら
、
す
べ
て
の
「
基
礎
結
社
」
の

成
員
は
「
人
類
の
一
な
る
仕
事
全
体
」
の
形
成
の
た
め
に
そ
れ
ぞ
れ
結
合
し
寄
与
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
、
ク
ラ
ウ

ゼ
は
「
人
類
の
一
な
る
仕
事
同
盟derEine

W
erkbund

」
を
想
定
し
、
こ
れ
を
仕
事
活
動
の
対
象
に
よ
っ
て
二
種
類
に
区
分
す
る
。

一
つ
は
、「
人
類
が
固
有
の
や
り
方
で
自
分
を
発
達
さ
せ
る
普
遍
的
な
世
界
形
式
」
と
し
て
、「
美
徳Tugend

」、「
正
義
」（
あ
る
い

は
「
法
」）、「
神
と
の
親
密
な
交
わ
り
〔
内
的
親
密
〕G

ottinnigkeit

」、「
美Schönheit

」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
た
め
の
四
つ
の
同
盟

B
und

が
、
も
う
一
つ
は
、「
人
類
の
基
本
仕
事
」
と
し
て
、「
学
問
」、「
芸
術
」、
お
よ
び
「
陶
冶
〔
教
育
〕」
の
た
め
の
三
つ
の
同

盟
が
挙
げ
ら
れ
、
そ
れ
ら
が
全
体
と
し
て
「
就
業
結
社
」
の
系
列
を
構
成
す
る(S.166f.)

。

こ
う
し
て
人
々
の
「
社
交
性
」
が
、
二
系
列
の
結
社
か
ら
な
る
分
節
的
・
有
機
的
な
、
つ
ま
り
相
互
に
作
用
し
合
う
一
全
体
と
し

て
表
示
さ
れ
る
。「
基
礎
結
社
」
は
諸
個
人
が
量
的
に
拡
張
さ
れ
て
ゆ
く
垂
直
的
な
系
列
で
あ
る
の
に
対
し
て
、「
就
業
結
社
」
の
ほ

う
は
、
人
間
の
生
の
諸
活
動
の
質
的
な
多
様
性
を
水
平
的
に
表
現
し
て
お
り
、
両
者
が
統
合
さ
れ
て
（
地
上
の
）
人
類
の
生
活
動
の

全
体
像
を
な
す
の
で
あ
る(68)。
し
た
が
っ
て
、
ク
ラ
ウ
ゼ
の
人
類
の
概
念
は
、
す
で
に
ナ
ポ
レ
オ
ン
体
験
と
の
関
連
で
触
れ
た
よ
う
に

人
類
史
の
三
区
分
と
い
う
歴
史
的
要
素
を
も
っ
て
い
た
が
、
そ
の
根
底
に
は
こ
う
し
た
人
類
の
社
交
と
諸
結
社
の
構
図
が
あ
り
、
そ

の
歴
史
的
発
展
に
よ
る
「
相
互
的
生
」
の
拡
充
・
拡
大
へ
の
見
通
し
が
思
い
描
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
ク
ラ
ウ
ゼ
に
お
け
る
歴
史
哲
学
と
社
会
論
と
の
関
係
の
問
題
で
あ
り
、
両
者
は
さ
ら
にpanentheistisch

な
宗
教
哲
学
に

基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
を
示
す
一
例
と
し
て
、
本
節
第
二
項
で
ク
ラ
ウ
ゼ
の
カ
ン
ト
論
と
し
て
触
れ
た
一
八
二
九
年
の

大
著
『
学
問
の
根
本
真
理
に
か
ん
す
る
諸
講
義
』
の
な
か
の
第
三
十
五
回
＝
最
終
講
義
「
歴
史
学
の
根
本
真
理
」
の
冒
頭
部
分
を
見

て
み
よ
う
。

「
歴
史
そ
れ
自
体
は
、
生
起
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
生
き
ら
れ
て
い
る
こ
とw

as
gelebtw

ird

の
総
体
と
し
て
、
一
な
る
無
限
の
時

間
に
お
け
る
一
な
る
生
の
有
機
的
な
展
開
で
あ
る
。

─
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
、
歴
史
は
即
自
的
に
、
一
な
る
現
在
と
し
て
の
一
な

る
無
限
の
時
間
に
お
け
る
一
な
る
生
を
包
括
し
て
い
る
。

─
し
た
が
っ
て
、
一
な
る
有
機
的
発
展
と
し
て
、
過
去
、
有
限
な
現

在
、
そ
し
て
未
来
が
あ
る
。

─
神
は
、
そ
れ
自
身
に
お
い
て
一
な
る
生
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
自
身
に
お
い
て
一
な
る
生
の

一
な
る
時
間
的
な
発
展
で
も
あ
る
。

─
こ
れ
が
一
な
る
生
の
歴
史
で
あ
る
。
そ
し
て
、
神
に
お
け
る
存
在
者
た
ち
の
、
ま
た
神
の

生
に
お
け
る
か
れ
ら
の
生
の
、
有
機
体
は
、
一
な
る
歴
史
の
有
機
体
に
相
当
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
な
る
無
限
の
歴
史
の
内
な
る

主
要
な
部
分
は
、
精
神
の
生
の
歴
史
、
自
然
の
生
の
歴
史
、
そ
し
て
結
合
さ
れ
た
生
の
歴
史
で
あ
り
、
こ
の
結
合
さ
れ
た
生
の
歴
史

に
お
い
て
は
、
精
神
存
在
者
と
身
体
存
在
者
と
が
根
源
的
存
在
者
と
し
て
の
神
と
結
合
さ
れ
、
ま
た
前
二
者
が
互
い
に
、
ま
た
前
二

者
が
神
と
結
合
さ
れ
る
。

─
そ
こ
で
は
ま
た
、
人
類
の
生
の
歴
史
も
最
も
内
な
る
部
分
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
人
類
に
お
い
て

は
理
性
、
自
然
、
お
よ
び
根
源
的
存
在
者
と
し
て
の
神
が
結
び
つ
い
て
生
き
て
い
る
か
ら
で
あ
る(69)。」

こ
う
し
て
ク
ラ
ウ
ゼ
は
神
の
な
か
に
「
一
な
る
生
の
歴
史
」
を
、
し
た
が
っ
て
神
の
内
に
あ
る
存
在
者
と
そ
の
生
と
の
有
機
体
の

発
展
、
す
な
わ
ち
諸
々
に
「
結
合
さ
れ
た
生
の
歴
史
」
を
見
る
の
で
あ
り
、
人
類
の
歴
史
と
は
、「
人
類
の
生
の
歴
史
」
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
そ
し
て
「
人
類
の
生
」
は
、
理
性
と
自
然
と
神
と
が
織
り
な
す
「
相
互
的
生
」
で
あ
り
、
そ
の
有
機
体
と
し
て
の
相
互
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性
・
多
様
性
が
、
人
々
と
神
と
の
無
限
の
交
わ
り
＝
「
社
交
性
」
を
介
し
て
形
成
さ
れ
る
「
諸
結
社
」
の
相
互
関
係
と
し
て
の
有
機

的
全
体
の
な
か
に
表
現
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
各
成
員
の
自
立
性
と
、
全
体
に
よ
る
そ
の
包
摂
、
と
い
う
関
係
性
が

く
り
返
し
強
調
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
人
類
の
生
」
に
お
け
る
こ
の
関
係
性
の
発
展
に
対
す
る
ク
ラ
ウ
ゼ
の
確
信

に
満
ち
た
人
類
史
の
展
望
が
、「
人
類
同
盟
」
の
構
想
に
描
か
れ
て
い
る
の
だ
と
解
釈
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

十

｢相
互
的
生
」
の
「
家
族
」
像

ち
な
み
に
「
基
礎
結
社
」
の
冒
頭
に
置
か
れ
た
「
家
族
」
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
そ
こ
で
は
ま
ず
、「
人
間
の
自
然
の
根
源
的

対
立
は
男
性
と
女
性
の
そ
れ
で
あ
る
」
と
と
ら
え
、「
男
性
を
特
徴
づ
け
る
の
は
、
精
神
と
肉
体
と
の
す
べ
て
の
器
官
と
能
力
の
本

源
的
な
自
由
で
あ
る
」
の
に
対
し
て
、「
女
性
は
、
自
己
充
足
的
な
自
然
の
全
体
に
お
け
る
、
ま
た
そ
れ
に
よ
る
、
す
べ
て
の
器
官

と
能
力
の
自
然
的
な
純
真
さ
と
束
縛
で
あ
る
」(S.78)

と
述
べ
て
、
ク
ラ
ウ
ゼ
も
ま
ず
は
時
代
の
制
約
を
隠
せ
な
い
。
し
か
し
そ

の
一
方
で
、「
男
性
と
女
性
は
人
類
に
と
っ
て
同
等
に
本
質
的
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
女
性
は
い
か
な
る
点
で
も
男
性
に
従
属
し
な

い
」
と
も
述
べ
る
。
つ
ま
り
、
男
・
女
は
そ
れ
ぞ
れ
思
考
や
行
動
に
特
徴
と
制
約
が
あ
る
が
、「
両
者
は
等
し
く
人
間
と
し
て
尊
厳

が
あ
り
、
両
者
の
生
き
生
き
と
し
た
結
合
に
よ
っ
て
初
め
て
人
類
の
ま
っ
た
き
完
全
な
性
質
を
表
す
」
の
で
あ
り
、
女
性
が
男
性
に

「
抑
圧
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
人
類
自
体
は
欠
陥
が
あ
る
ま
ま
で
部
分
的
形
成
に
と
ど
ま
る
。」「
男
性
と
女
性
が
自
由
に
調
和
的
に

入
れ
替
わ
る
一
様
の
教
育
が
な
さ
れ
て
初
め
て
人
類
の
勝
利
が
訪
れ
る
の
で
あ
る
」、
と(S.79)

。
ま
た
、
ク
ラ
ウ
ゼ
は
男
女
の
結

婚
に
三
重
の
結
合
、
つ
ま
り
、
精
神
と
精
神
、
身
体
と
身
体
、
人
間
と
人
間
の
三
様
の
結
合
に
よ
る
三
様
の
完
全
化
を
認
め
、
そ
こ

に
「
真
の
完
全
な
人
格
性
」
を
見
る
と
と
も
に
、
婚
姻
の
愛
に
、
神
へ
の
愛
、
心
身
調
和
の
愛
が
重
ね
ら
れ
る(S.80f.)

。
婚
姻
の

「
最
も
完
全
」
で
「
真
に
人
間
的
」
な
形
態
は
一
夫
一
婦
制
で
あ
り
、
夫
婦
の
交
流
に
新
た
に
子
ど
も
が
加
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

婚
姻
は
家
族
へ
変
わ
り
、
深
い
喜
び
と
、
将
来
へ
の
期
待
と
、「
人
類
の
不
断
の
若
返
り
と
合
法
則
的
な
増
大
」
が
も
た
ら
さ
れ
る

(S.80-82)

。

さ
ら
に
ク
ラ
ウ
ゼ
に
し
た
が
え
ば
、「
調
和
的
な
人
間
の
性
愛
は
、
神
へ
の
愛
、
あ
ら
ゆ
る
善
と
美
へ
の
愛
と
結
合
し
て
い
る
。」

「
純
粋
に
身
体
的
な
愛
」
は
、
男
性
同
士
、
女
性
同
士
で
も
存
在
す
る
し
、「
婚
姻
外
」
で
あ
っ
て
も
男
女
の
「
純
粋
な
愛
」
は
接
吻

や
抱
擁
と
結
び
つ
く
こ
と
も
あ
る
。「
も
し
人
類
自
身
が
完
全
化
す
る
な
ら
ば
、〔
…
…
〕
男
女
は
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
、
ど
ん
な
年

齢
で
も
、
互
い
に
自
由
に
交
流
す
る
に
違
い
な
い
。」
し
た
が
っ
て
、
婚
姻
は
、
そ
れ
以
外
の
さ
ま
ざ
ま
な
「
純
粋
に
人
間
的
な
愛

の
形
と
調
和
す
る
。」
そ
し
て
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
「
婚
姻
外
の
あ
ら
ゆ
る
社
交
関
係
は
〔
…
…
〕
婚
姻
を
聖
化
す
る
。」(S.

83f.)

親
子
関
係
に
つ
い
て
は
、「
両
親
の
子
ど
も
に
対
す
る
愛
は
、
神
の
人
間
に
対
す
る
永
遠
の
愛
と
あ
わ
れ
み
と
同
じ
で
あ
」

り
、「
子
ど
も
の
教
育
は
、
両
親
の
最
も
魅
力
的
で
骨
折
り
が
い
の
あ
る
仕
事
で
あ
る
。」(S.84f.)

子
ど
も
の
結
婚
を
通
じ
て
家
族

関
係
が
拡
大
し
、
そ
れ
を
成
長
さ
せ
る
社
交
諸
団
体
と
し
て
家
族
団
体
や
部
族
が
展
望
さ
れ
る
と
と
も
に
、
ク
ラ
ウ
ゼ
の
関
心
は

「
家
族
の
固
有
の
空
間
的
領
域
」
と
「
家
族
の
財
産
」
に
も
及
ぶ
。

す
な
わ
ち
、「
家
族
愛
が
生
み
出
す
相
互
的
生
は
、
家
族
の
成
員
を
完
成
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
か
ら
、
家
族
の
成
員
は
皆
、

そ
の
家
族
の
「
美
し
い
固
有
性
と
と
も
に
、
そ
の
ま
っ
た
き
家
族
の
精
神
と
性
質
の
な
か
で
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
そ
の
た

め
に
は
、「
そ
れ
ぞ
れ
の
家
族
の
全
面
的
な
共
通
の
生
に
対
応
し
た
特
定
の
空
間
的
領
域
が
、
そ
れ
固
有
の
不
可
侵
の
も
の
と
し
て

そ
の
家
族
に
委
ね
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」「
家H

aus

と
農
場H

of

と
庭
畑G

arten

が
ど
の
家
族
に
と
っ
て
も
本
質
的
に
必

要
で
あ
る
の
は
、
各
人
に
と
っ
て
衣
食
が
そ
う
で
あ
る
の
と
同
様
で
あ
る
。」(S.87)

そ
こ
に
、「
家
族
の
財
産
の
根
源
的
な
根
拠
」
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性
・
多
様
性
が
、
人
々
と
神
と
の
無
限
の
交
わ
り
＝
「
社
交
性
」
を
介
し
て
形
成
さ
れ
る
「
諸
結
社
」
の
相
互
関
係
と
し
て
の
有
機

的
全
体
の
な
か
に
表
現
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
各
成
員
の
自
立
性
と
、
全
体
に
よ
る
そ
の
包
摂
、
と
い
う
関
係
性
が

く
り
返
し
強
調
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
人
類
の
生
」
に
お
け
る
こ
の
関
係
性
の
発
展
に
対
す
る
ク
ラ
ウ
ゼ
の
確
信

に
満
ち
た
人
類
史
の
展
望
が
、「
人
類
同
盟
」
の
構
想
に
描
か
れ
て
い
る
の
だ
と
解
釈
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

十

｢相
互
的
生
」
の
「
家
族
」
像

ち
な
み
に
「
基
礎
結
社
」
の
冒
頭
に
置
か
れ
た
「
家
族
」
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
そ
こ
で
は
ま
ず
、「
人
間
の
自
然
の
根
源
的

対
立
は
男
性
と
女
性
の
そ
れ
で
あ
る
」
と
と
ら
え
、「
男
性
を
特
徴
づ
け
る
の
は
、
精
神
と
肉
体
と
の
す
べ
て
の
器
官
と
能
力
の
本

源
的
な
自
由
で
あ
る
」
の
に
対
し
て
、「
女
性
は
、
自
己
充
足
的
な
自
然
の
全
体
に
お
け
る
、
ま
た
そ
れ
に
よ
る
、
す
べ
て
の
器
官

と
能
力
の
自
然
的
な
純
真
さ
と
束
縛
で
あ
る
」(S.78)

と
述
べ
て
、
ク
ラ
ウ
ゼ
も
ま
ず
は
時
代
の
制
約
を
隠
せ
な
い
。
し
か
し
そ

の
一
方
で
、「
男
性
と
女
性
は
人
類
に
と
っ
て
同
等
に
本
質
的
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
女
性
は
い
か
な
る
点
で
も
男
性
に
従
属
し
な

い
」
と
も
述
べ
る
。
つ
ま
り
、
男
・
女
は
そ
れ
ぞ
れ
思
考
や
行
動
に
特
徴
と
制
約
が
あ
る
が
、「
両
者
は
等
し
く
人
間
と
し
て
尊
厳

が
あ
り
、
両
者
の
生
き
生
き
と
し
た
結
合
に
よ
っ
て
初
め
て
人
類
の
ま
っ
た
き
完
全
な
性
質
を
表
す
」
の
で
あ
り
、
女
性
が
男
性
に

「
抑
圧
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
人
類
自
体
は
欠
陥
が
あ
る
ま
ま
で
部
分
的
形
成
に
と
ど
ま
る
。」「
男
性
と
女
性
が
自
由
に
調
和
的
に

入
れ
替
わ
る
一
様
の
教
育
が
な
さ
れ
て
初
め
て
人
類
の
勝
利
が
訪
れ
る
の
で
あ
る
」、
と(S.79)

。
ま
た
、
ク
ラ
ウ
ゼ
は
男
女
の
結

婚
に
三
重
の
結
合
、
つ
ま
り
、
精
神
と
精
神
、
身
体
と
身
体
、
人
間
と
人
間
の
三
様
の
結
合
に
よ
る
三
様
の
完
全
化
を
認
め
、
そ
こ

に
「
真
の
完
全
な
人
格
性
」
を
見
る
と
と
も
に
、
婚
姻
の
愛
に
、
神
へ
の
愛
、
心
身
調
和
の
愛
が
重
ね
ら
れ
る(S.80f.)

。
婚
姻
の

「
最
も
完
全
」
で
「
真
に
人
間
的
」
な
形
態
は
一
夫
一
婦
制
で
あ
り
、
夫
婦
の
交
流
に
新
た
に
子
ど
も
が
加
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

婚
姻
は
家
族
へ
変
わ
り
、
深
い
喜
び
と
、
将
来
へ
の
期
待
と
、「
人
類
の
不
断
の
若
返
り
と
合
法
則
的
な
増
大
」
が
も
た
ら
さ
れ
る

(S.80-82)
。

さ
ら
に
ク
ラ
ウ
ゼ
に
し
た
が
え
ば
、「
調
和
的
な
人
間
の
性
愛
は
、
神
へ
の
愛
、
あ
ら
ゆ
る
善
と
美
へ
の
愛
と
結
合
し
て
い
る
。」

「
純
粋
に
身
体
的
な
愛
」
は
、
男
性
同
士
、
女
性
同
士
で
も
存
在
す
る
し
、「
婚
姻
外
」
で
あ
っ
て
も
男
女
の
「
純
粋
な
愛
」
は
接
吻

や
抱
擁
と
結
び
つ
く
こ
と
も
あ
る
。「
も
し
人
類
自
身
が
完
全
化
す
る
な
ら
ば
、〔
…
…
〕
男
女
は
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
、
ど
ん
な
年

齢
で
も
、
互
い
に
自
由
に
交
流
す
る
に
違
い
な
い
。」
し
た
が
っ
て
、
婚
姻
は
、
そ
れ
以
外
の
さ
ま
ざ
ま
な
「
純
粋
に
人
間
的
な
愛

の
形
と
調
和
す
る
。」
そ
し
て
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
「
婚
姻
外
の
あ
ら
ゆ
る
社
交
関
係
は
〔
…
…
〕
婚
姻
を
聖
化
す
る
。」(S.

83f.)

親
子
関
係
に
つ
い
て
は
、「
両
親
の
子
ど
も
に
対
す
る
愛
は
、
神
の
人
間
に
対
す
る
永
遠
の
愛
と
あ
わ
れ
み
と
同
じ
で
あ
」

り
、「
子
ど
も
の
教
育
は
、
両
親
の
最
も
魅
力
的
で
骨
折
り
が
い
の
あ
る
仕
事
で
あ
る
。」(S.84f.)

子
ど
も
の
結
婚
を
通
じ
て
家
族

関
係
が
拡
大
し
、
そ
れ
を
成
長
さ
せ
る
社
交
諸
団
体
と
し
て
家
族
団
体
や
部
族
が
展
望
さ
れ
る
と
と
も
に
、
ク
ラ
ウ
ゼ
の
関
心
は

「
家
族
の
固
有
の
空
間
的
領
域
」
と
「
家
族
の
財
産
」
に
も
及
ぶ
。

す
な
わ
ち
、「
家
族
愛
が
生
み
出
す
相
互
的
生
は
、
家
族
の
成
員
を
完
成
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
か
ら
、
家
族
の
成
員
は
皆
、

そ
の
家
族
の
「
美
し
い
固
有
性
と
と
も
に
、
そ
の
ま
っ
た
き
家
族
の
精
神
と
性
質
の
な
か
で
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
そ
の
た

め
に
は
、「
そ
れ
ぞ
れ
の
家
族
の
全
面
的
な
共
通
の
生
に
対
応
し
た
特
定
の
空
間
的
領
域
が
、
そ
れ
固
有
の
不
可
侵
の
も
の
と
し
て

そ
の
家
族
に
委
ね
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」「
家H

aus

と
農
場H

of
と
庭
畑G

arten

が
ど
の
家
族
に
と
っ
て
も
本
質
的
に
必

要
で
あ
る
の
は
、
各
人
に
と
っ
て
衣
食
が
そ
う
で
あ
る
の
と
同
様
で
あ
る
。」(S.87)

そ
こ
に
、「
家
族
の
財
産
の
根
源
的
な
根
拠
」
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が
あ
り
、
そ
れ
は
身
体
的
必
要
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、「
美
、
純
真
、
人
間
の
自
然
の
豊
か
さ
」
な
ど
人
間
と
し
て
の
発
達

に
不
可
欠
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
財
の
共
同
体G

em
einschaftder

G
üter

と
い
う
観
念
は
〔
…
…
〕
家
族
の
観
念
に
も
民
族

や
人
類
の
観
念
に
も
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
家
族
の
自
立
と
自
由
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。」「
家

族
の
基
本
財
産
は
神
の
聖
所
で
あ
り
、
人
類
の
根
源
的
な
社
交
的
芸
術
作
品
で
あ
る
。」「
両
親
の
家
族
財
産
は
、
か
れ
ら
の
愛
と
か

れ
ら
の
知
恵
と
技
の
記
念
碑
と
し
て
、
子
ど
も
の
家
族
財
産
へ
移
行
す
る
こ
と
が
当
を
得
て
い
る
。」(S.88f.)

こ
う
述
べ
て
、「
家

族
の
自
立
と
自
由
」
の
た
め
に
家
族
の
基
本
財
産
の
保
有
と
相
続
を
正
当
化
す
る
。

こ
う
し
て
「
家
族
」
は
、
人
間
的
成
長
の
た
め
の
「
相
互
的
生
」
の
基
礎
単
位
で
あ
り
、「
固
有
の
空
間
的
領
域
」
と
「
財
産
」

と
の
保
有
主
体
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
。
家
族
も
、
社
交
諸
団
体
と
の
連
結
の
な
か
で
成
長
し
、「
そ
の
家
族
に
固
有
の
外
的
召
命

〔
職
業
〕」
と
し
て
「
仕
事
活
動
」
に
従
事
し
つ
つ
、「
子
ど
も
の
教
育
」
や
「
家
族
財
産
の
獲
得
、
分
配
お
よ
び
管
理
」
な
ど
に
か

か
わ
る
「
家
政
術H

aushaltungskunst
」
を
実
践
す
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
「
客
の
も
て
な
し
」
や
、
親
族
・
友
人
・
仕
事
仲
間

な
ど
の
「
定
期
的
お
よ
び
自
由
な
訪
問
」、「
同
輩
市
民
や
旅
を
し
て
い
る
よ
そ
者
の
親
切
な
歓
迎
」
が
ふ
く
ま
れ
る
。
こ
れ
が
ク
ラ

ウ
ゼ
の
想
定
す
る
「
家
族
の
像
」
で
あ
り
、「
人
類
と
よ
く
結
び
合
っ
て
い
る
有
機
的
な
一
全
体
、
そ
の
す
べ
て
の
根
本
特
徴
に
見

る
完
全
な
家
状
況H

ausstand

と
家
制
度H

ausw
esen

と
し
て
の
」
像
で
あ
っ
た(S.89f.)

。
そ
こ
に
は
、
恒
常
的
な
貧
窮
に
耐
え

な
が
ら
多
子
家
庭
を
維
持
し
、
み
ず
か
ら
子
ど
も
の
教
育
を
実
践
し
た
教
育
家
と
し
て
の
ク
ラ
ウ
ゼ
の
体
験
も
反
映
さ
れ
て
い
る
は

ず
で
あ
る
。
こ
う
し
た
家
族
像
の
構
成
要
因
を
、
ク
ラ
ウ
ゼ
は
さ
ら
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
「
諸
対
立
」
の
複
合
と
し
て
描
い
て
い
る
。

「
そ
れ
〔
こ
の
家
族
の
像
〕
を
、
わ
れ
わ
れ
は
調
和
的
に
結
婚
し
た
社
交
的
な
諸
対
立
の
豊
か
な
有
機
体
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、

男
性
と
女
性
、
親
と
子
、
家
族
成
員
と
親
族
、
友
人
と
友
人
、
家
庭
教
師
と
子
ど
も
、
支
配
権
と
奉
公
人G

esinde

、
親
方
と
職
人

と
徒
弟
、
そ
の
誰
も
が
、
互
い
に
愛
と
平
和
と
親
密
な
精
励
の
う
ち
に
一
な
る
生
へ
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
家
の
父H

ausvater

と

家
の
母H

ausm
utter

と
の
愛
が
、
全
体
の
太
陽
で
あ
り
、
家
族
の
す
べ
て
の
社
交
を
基
礎
づ
け
活
気
づ
け
て
、
家
族
の
な
か
の
す

べ
て
の
結
社
が
活
動
で
き
る
よ
う
に
す
る
の
で
あ
る
。」(S.90)

こ
の
よ
う
に
ク
ラ
ウ
ゼ
の
家
族
像
は
、
上
述
の
「
家
と
農
場
と
庭
畑
」
と
い
う
フ
ー
フ
ェ
制
的
空
間
構
成
と
と
も
に
、「
家
政
術
」

や
「
家
の
父
」
な
ど
の
述
語
と
そ
の
農
場
経
営
的
文
脈
に
よ
っ
て
、
近
代
よ
り
前
の
家
共
同
体
の
発
想
を
濃
厚
に
示
し
て
い
る
。
し

か
も
「
皇
帝
宮
殿
の
壮
麗
な
家
状
況
、
物
静
か
な
市
民
身
分
の
つ
ま
し
い
そ
れ
、
そ
し
て
農
民
の
素
朴
に
家
父
長
的
な
そ
れ
、
こ
れ

ら
は
等
し
く
尊
い
も
の
で
あ
る
。」
と
述
べ
る
よ
う
な
情
緒
的
な
一
般
化
と
美
化
は
、
歴
史
的
現
実
を
軽
視
し
て
い
る
と
責
め
ら
れ

て
も
や
む
を
え
な
い
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
限
界
や
問
題
性
を
は
ら
み
つ
つ
、
ク
ラ
ウ
ゼ
は
、「
家
族
成
員
の
そ
れ
ぞ
れ
が
時
間
と
場

所
に
応
じ
て
家
に
お
い
て
自
立
的
に
生
き
る
」
と
と
も
に
、「
互
い
に
結
び
合
っ
て
社
交
的
な
生
を
営
む
」
よ
う
な
、
し
た
が
っ
て

「
全
人
類
の
調
和
的
な
完
成
の
若
々
し
い
像
」
と
な
る
よ
う
な
家
族
の
理
想
像
を
、
歴
史
的
経
験
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
も
描
こ
う
と
し

た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る(S.90f.)

。
し
か
し
、
結
社
の
個
々
の
構
成
員
が
「
自
立
的
に
生
き
る
」
こ
と
と
、「
互
い
に
結
び

合
っ
て
社
交
的
な
生
を
営
む
」
こ
と
、
こ
こ
で
言
え
ば
「
社
交
的
生
」
の
基
礎
単
位
と
し
て
の
家
族
の
一
体
性
と
は
、
ど
こ
ま
で
実

際
に
両
立
し
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

十
一

｢相
互
的
生
」
に
お
け
る
「
法
同
盟
」
と
「
神
と
の
内
的
親
密
の
同
盟
」

つ
ぎ
に
、「
就
業
結
社
」
あ
る
い
は
「
仕
事
結
社
」
の
な
か
か
ら
、
こ
こ
で
は
「
法
同
盟
」
と
「
神
と
の
内
的
親
密
の
同
盟
」
に

つ
い
て
ク
ラ
ウ
ゼ
の
意
図
す
る
も
の
を
把
握
し
て
お
こ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
前
者
は
国
家
を
、
後
者
は
教
会
を
推
定
さ
せ
る
か
ら
で
あ
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が
あ
り
、
そ
れ
は
身
体
的
必
要
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、「
美
、
純
真
、
人
間
の
自
然
の
豊
か
さ
」
な
ど
人
間
と
し
て
の
発
達

に
不
可
欠
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
財
の
共
同
体G

em
einschaftder

G
üter

と
い
う
観
念
は
〔
…
…
〕
家
族
の
観
念
に
も
民
族

や
人
類
の
観
念
に
も
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
家
族
の
自
立
と
自
由
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。」「
家

族
の
基
本
財
産
は
神
の
聖
所
で
あ
り
、
人
類
の
根
源
的
な
社
交
的
芸
術
作
品
で
あ
る
。」「
両
親
の
家
族
財
産
は
、
か
れ
ら
の
愛
と
か

れ
ら
の
知
恵
と
技
の
記
念
碑
と
し
て
、
子
ど
も
の
家
族
財
産
へ
移
行
す
る
こ
と
が
当
を
得
て
い
る
。」(S.88f.)

こ
う
述
べ
て
、「
家

族
の
自
立
と
自
由
」
の
た
め
に
家
族
の
基
本
財
産
の
保
有
と
相
続
を
正
当
化
す
る
。

こ
う
し
て
「
家
族
」
は
、
人
間
的
成
長
の
た
め
の
「
相
互
的
生
」
の
基
礎
単
位
で
あ
り
、「
固
有
の
空
間
的
領
域
」
と
「
財
産
」

と
の
保
有
主
体
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
。
家
族
も
、
社
交
諸
団
体
と
の
連
結
の
な
か
で
成
長
し
、「
そ
の
家
族
に
固
有
の
外
的
召
命

〔
職
業
〕」
と
し
て
「
仕
事
活
動
」
に
従
事
し
つ
つ
、「
子
ど
も
の
教
育
」
や
「
家
族
財
産
の
獲
得
、
分
配
お
よ
び
管
理
」
な
ど
に
か

か
わ
る
「
家
政
術H

aushaltungskunst

」
を
実
践
す
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
「
客
の
も
て
な
し
」
や
、
親
族
・
友
人
・
仕
事
仲
間

な
ど
の
「
定
期
的
お
よ
び
自
由
な
訪
問
」、「
同
輩
市
民
や
旅
を
し
て
い
る
よ
そ
者
の
親
切
な
歓
迎
」
が
ふ
く
ま
れ
る
。
こ
れ
が
ク
ラ

ウ
ゼ
の
想
定
す
る
「
家
族
の
像
」
で
あ
り
、「
人
類
と
よ
く
結
び
合
っ
て
い
る
有
機
的
な
一
全
体
、
そ
の
す
べ
て
の
根
本
特
徴
に
見

る
完
全
な
家
状
況H

ausstand

と
家
制
度H

ausw
esen

と
し
て
の
」
像
で
あ
っ
た(S.89f.)

。
そ
こ
に
は
、
恒
常
的
な
貧
窮
に
耐
え

な
が
ら
多
子
家
庭
を
維
持
し
、
み
ず
か
ら
子
ど
も
の
教
育
を
実
践
し
た
教
育
家
と
し
て
の
ク
ラ
ウ
ゼ
の
体
験
も
反
映
さ
れ
て
い
る
は

ず
で
あ
る
。
こ
う
し
た
家
族
像
の
構
成
要
因
を
、
ク
ラ
ウ
ゼ
は
さ
ら
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
「
諸
対
立
」
の
複
合
と
し
て
描
い
て
い
る
。

「
そ
れ
〔
こ
の
家
族
の
像
〕
を
、
わ
れ
わ
れ
は
調
和
的
に
結
婚
し
た
社
交
的
な
諸
対
立
の
豊
か
な
有
機
体
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、

男
性
と
女
性
、
親
と
子
、
家
族
成
員
と
親
族
、
友
人
と
友
人
、
家
庭
教
師
と
子
ど
も
、
支
配
権
と
奉
公
人G

esinde

、
親
方
と
職
人

と
徒
弟
、
そ
の
誰
も
が
、
互
い
に
愛
と
平
和
と
親
密
な
精
励
の
う
ち
に
一
な
る
生
へ
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
家
の
父H

ausvater

と

家
の
母H

ausm
utter

と
の
愛
が
、
全
体
の
太
陽
で
あ
り
、
家
族
の
す
べ
て
の
社
交
を
基
礎
づ
け
活
気
づ
け
て
、
家
族
の
な
か
の
す

べ
て
の
結
社
が
活
動
で
き
る
よ
う
に
す
る
の
で
あ
る
。」(S.90)

こ
の
よ
う
に
ク
ラ
ウ
ゼ
の
家
族
像
は
、
上
述
の
「
家
と
農
場
と
庭
畑
」
と
い
う
フ
ー
フ
ェ
制
的
空
間
構
成
と
と
も
に
、「
家
政
術
」

や
「
家
の
父
」
な
ど
の
述
語
と
そ
の
農
場
経
営
的
文
脈
に
よ
っ
て
、
近
代
よ
り
前
の
家
共
同
体
の
発
想
を
濃
厚
に
示
し
て
い
る
。
し

か
も
「
皇
帝
宮
殿
の
壮
麗
な
家
状
況
、
物
静
か
な
市
民
身
分
の
つ
ま
し
い
そ
れ
、
そ
し
て
農
民
の
素
朴
に
家
父
長
的
な
そ
れ
、
こ
れ

ら
は
等
し
く
尊
い
も
の
で
あ
る
。」
と
述
べ
る
よ
う
な
情
緒
的
な
一
般
化
と
美
化
は
、
歴
史
的
現
実
を
軽
視
し
て
い
る
と
責
め
ら
れ

て
も
や
む
を
え
な
い
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
限
界
や
問
題
性
を
は
ら
み
つ
つ
、
ク
ラ
ウ
ゼ
は
、「
家
族
成
員
の
そ
れ
ぞ
れ
が
時
間
と
場

所
に
応
じ
て
家
に
お
い
て
自
立
的
に
生
き
る
」
と
と
も
に
、「
互
い
に
結
び
合
っ
て
社
交
的
な
生
を
営
む
」
よ
う
な
、
し
た
が
っ
て

「
全
人
類
の
調
和
的
な
完
成
の
若
々
し
い
像
」
と
な
る
よ
う
な
家
族
の
理
想
像
を
、
歴
史
的
経
験
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
も
描
こ
う
と
し

た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る(S.90f.)

。
し
か
し
、
結
社
の
個
々
の
構
成
員
が
「
自
立
的
に
生
き
る
」
こ
と
と
、「
互
い
に
結
び

合
っ
て
社
交
的
な
生
を
営
む
」
こ
と
、
こ
こ
で
言
え
ば
「
社
交
的
生
」
の
基
礎
単
位
と
し
て
の
家
族
の
一
体
性
と
は
、
ど
こ
ま
で
実

際
に
両
立
し
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

十
一

｢相
互
的
生
」
に
お
け
る
「
法
同
盟
」
と
「
神
と
の
内
的
親
密
の
同
盟
」

つ
ぎ
に
、「
就
業
結
社
」
あ
る
い
は
「
仕
事
結
社
」
の
な
か
か
ら
、
こ
こ
で
は
「
法
同
盟
」
と
「
神
と
の
内
的
親
密
の
同
盟
」
に

つ
い
て
ク
ラ
ウ
ゼ
の
意
図
す
る
も
の
を
把
握
し
て
お
こ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
前
者
は
国
家
を
、
後
者
は
教
会
を
推
定
さ
せ
る
か
ら
で
あ
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る
。
こ
の
現
実
世
界
に
お
け
る
二
大
組
織
を
、
ク
ラ
ウ
ゼ
は
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
「
法
同
盟
」
と
は
何
か
。
ク
ラ
ウ
ゼ
に
従
え
ば
、
地
上
の
す
べ
て
の
人
間
は
「
本
源
的
に
一
な
る
存
在
者Ein

W
esen

」
で

あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
各
人
み
な
「
自
分
の
固
有
の
生
」
を
他
者
の
固
有
の
生
と
基
礎
結
社
な
ど
の
な
か
で
「
結
合
し
」、
そ
う
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
人
間
が
最
高
地
点
で
は
人
類
で
あ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
に
つ
い
て
も
、「
一

な
る
永
遠
の
法
と
い
う
要
求
」
が
諸
個
人
に
も
す
べ
て
の
基
礎
結
社
に
も
適
用
さ
れ
て
、
個
人
、
家
族
、
友
誼
団
体
な
ど
か
ら
人
類

ま
で
の
そ
れ
ぞ
れ
が
、「
す
べ
て
の
存
在
者
に
対
し
て
ふ
さ
わ
し
い
法
〔
権
利
〕
を
与
えleisten

、
ま
た
、
す
べ
て
の
存
在
者
か
ら

そ
れ
ぞ
れ
の
自
分
の
法
〔
権
利
〕
を
受
け
取
るem

pfangen

。」
そ
し
て
「
こ
の
与
え
、
受
け
取
る
こ
と
〔
給
付
と
反
対
給
付
〕
そ

れ
自
体
」
が
「
一
な
る
有
機
的
仕
事
」
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
「
地
上
の
人
類
は
一
な
る
法
人
で
あ
り
、
ま
た
、
そ

の
法
は
一
な
る
法
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
人
類
は
そ
の
内
部
の
豊
か
な
一
な
る
分
節
的
生G

liedleben

で
あ
り
、
人
類
の
な
か
に
内

部
の
諸
人
格
と
諸
結
社
が
下
位
に
、
ま
た
並
列
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
と
同
様
に
、
一
な
る
人
類
法das

Eine
M
enschheitrecht

も
一
な
る
法
の
分
節
構
造G
liedbau

と
し
て
生
命
を
与
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。」(S.171)

し
た
が
っ
て
、「
人
類
法
」
は
「
下
位
の
諸
法
領
域
」
を
分
節
的
に
ふ
く
ん
で
お
り
、「
人
類
の
ま
っ
た
き
生
」
は
「
一
な
る
完
全

な
法
状
態R

echtzustand

」
と
な
る
。「
人
類
の
こ
の
全
面
的
に
完
全
な
法
的
生R

echtleben

を
わ
れ
わ
れ
は
国、

家、

Staat

と
呼
ぶ

と
す
れ
ば
、
ど
の
地
上
で
も
そ
の
人
類
の
生
の
成
熟
期
に
は
一
な
る
国
家
が
存
在
し
、
ま
た
、
そ
の
な
か
に
下
位
の
諸
国
家
の
有
機

体
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。」(S.172)

─
こ
の
よ
う
に
ク
ラ
ウ
ゼ
は
、
現
に
存
在
す
る
諸
々
の
歴
史
的
諸
国
家
か
ら

は
離
れ
て
、
人
類
の
「
一
な
る
法
状
態
」
に
お
け
る
「
一
な
る
法
的
生
」
と
い
う
観
点
か
ら
「
国
家
」
を
と
ら
え
直
し
て
い
る
。

「
一
つ
の
天
体
の
す
べ
て
の
人
間
が
法
の
た
め
の
一
な
る
同
盟
へ
、
一
な
る
法
同
盟Ein

R
echtbund

へ
結
合
す
べ
き
で
あ
り
、
そ

こ
で
は
皆
が
、
社
交
的
な
、
人
倫
的
に
自
由
な
、
美
し
い
芸
術
の
な
か
で
、
天
空
の
こ
の
住
処
で
の
一
な
る
法
的
生
と
し
て
、
一
つ

の
地
上
国
家Erdstaat

を
形
成
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。」
だ
か
ら
「
わ
れ
わ
れ
は
、
ま
ず
は
ま
っ
た
き
法
同
盟
と
地
上
国
家
と
を
本

質
的
に
認
識
し
た
い
の
で
あ
る
」、
と(S.174)

。

し
か
も
、
人
類
が
そ
れ
自
身
と
し
て
完
結
す
る
の
で
は
な
く
、
人
類
は
諸
結
社
を
諸
分
肢
と
し
て
内
に
ふ
く
み
、
人
類
法
は
下
位

の
諸
法
領
域
を
ふ
く
ん
で
い
る
。
そ
の
よ
う
な
人
類
の
「
法
的
生
」
の
分
節
的
・
有
機
的
な
構
造
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
つ
ぎ
の
よ
う

に
言
う
こ
と
が
で
き
る
。「
万
有
の
ど
の
存
在
者
も
、
自
分
の
領
域
で
、
か
つ
自
分
の
や
り
方
で
法
を
実
現
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
一

つ
の
法
状
態
を
形
成
し
維
持
す
る
こ
と
と
い
う
神
的
召
命göttlicherB

eruf

を
、
す
べ
て
の
存
在
者
た
ち
と
分
か
ち
あ
っ
て
い
る
」、

と(S.172)

。
そ
の
意
味
で
、
ク
ラ
ウ
ゼ
に
お
け
る
国
家
は
、
本
来
、
多
元
的
存
在
者
た
ち
の
な
か
の
一
存
在
者
、
あ
る
い
は
人
類

の
な
か
の
一
分
肢
と
し
て
徹
底
的
に
相
対
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
表
れ
と
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
る
。
こ
の
法
同
盟
に
は
「
諸

民
族
、
諸
部
族
、
諸
家
族
団
体
の
個
別
諸
国
家
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。〔
…
…
〕
家
族
内
の
司
法
も
、
一
つ
の
自
立
的
な
〔
…
…
〕

全
体
を
少
な
か
ら
ず
形
成
し
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
は
同
じ
〔
国
家
と
い
う
〕
名
称
で
呼
ば
れ
る
に
値
す
る
」、
と
。
そ
し
て
諸
分
肢

の
自
立
性
と
い
う
点
で
は
、「
家
族
の
法
同
盟
」
だ
け
で
な
く
、「
諸
個
人
の
固
有
の
内
的
司
法
」
も
「
自
由
で
自
立
的
で
固
有
で
あ

る
」、
と
言
う(S.180)

。

ま
た
ク
ラ
ウ
ゼ
は
、
法
と
道
徳
を
区
別
す
る
が
、
む
し
ろ
法
と
人
倫
と
の
一
体
性
を
強
調
し
、
法
的
生
を
人
倫
的
生
の
一
部
分
と

し
て
包
摂
す
る
。「
人
間
と
人
類
が
法
を
形
成
す
る
の
は
、
た
だ
そ
の
内
的
生
の
普
遍
的
法
則
に
従
っ
て
の
み
、
す
な
わ
ち
人
倫
的

善
と
美
と
に
お
い
て
有
徳
に
の
み
、
可
能
で
あ
り
、
ま
た
そ
う
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。」
な
ぜ
な
ら
、「
法
状
態
の
樹
立
は
人
間
の
使

命
の
本
質
的
部
分
で
あ
り
、
人
類
の
全
使
命
を
人
倫
的
善
に
お
い
て
完
遂
す
る
た
め
に
、
徳Tugend

が
こ
の
全
使
命
を
義
務
と
し

カール・クリスティアン・フリードリヒ・クラウゼの人類論における相互的生の社会構成論

─251( 62 )─

成城・経済研究 第 232 号（2021 年 3 月）

─250( 63 )─



る
。
こ
の
現
実
世
界
に
お
け
る
二
大
組
織
を
、
ク
ラ
ウ
ゼ
は
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
「
法
同
盟
」
と
は
何
か
。
ク
ラ
ウ
ゼ
に
従
え
ば
、
地
上
の
す
べ
て
の
人
間
は
「
本
源
的
に
一
な
る
存
在
者Ein

W
esen

」
で

あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
各
人
み
な
「
自
分
の
固
有
の
生
」
を
他
者
の
固
有
の
生
と
基
礎
結
社
な
ど
の
な
か
で
「
結
合
し
」、
そ
う
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
人
間
が
最
高
地
点
で
は
人
類
で
あ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
に
つ
い
て
も
、「
一

な
る
永
遠
の
法
と
い
う
要
求
」
が
諸
個
人
に
も
す
べ
て
の
基
礎
結
社
に
も
適
用
さ
れ
て
、
個
人
、
家
族
、
友
誼
団
体
な
ど
か
ら
人
類

ま
で
の
そ
れ
ぞ
れ
が
、「
す
べ
て
の
存
在
者
に
対
し
て
ふ
さ
わ
し
い
法
〔
権
利
〕
を
与
えleisten

、
ま
た
、
す
べ
て
の
存
在
者
か
ら

そ
れ
ぞ
れ
の
自
分
の
法
〔
権
利
〕
を
受
け
取
るem

pfangen

。」
そ
し
て
「
こ
の
与
え
、
受
け
取
る
こ
と
〔
給
付
と
反
対
給
付
〕
そ

れ
自
体
」
が
「
一
な
る
有
機
的
仕
事
」
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
「
地
上
の
人
類
は
一
な
る
法
人
で
あ
り
、
ま
た
、
そ

の
法
は
一
な
る
法
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
人
類
は
そ
の
内
部
の
豊
か
な
一
な
る
分
節
的
生G

liedleben

で
あ
り
、
人
類
の
な
か
に
内

部
の
諸
人
格
と
諸
結
社
が
下
位
に
、
ま
た
並
列
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
と
同
様
に
、
一
な
る
人
類
法das

Eine
M
enschheitrecht

も
一
な
る
法
の
分
節
構
造G

liedbau

と
し
て
生
命
を
与
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。」(S.171)

し
た
が
っ
て
、「
人
類
法
」
は
「
下
位
の
諸
法
領
域
」
を
分
節
的
に
ふ
く
ん
で
お
り
、「
人
類
の
ま
っ
た
き
生
」
は
「
一
な
る
完
全

な
法
状
態R

echtzustand

」
と
な
る
。「
人
類
の
こ
の
全
面
的
に
完
全
な
法
的
生R

echtleben

を
わ
れ
わ
れ
は
国、

家、

Staat

と
呼
ぶ

と
す
れ
ば
、
ど
の
地
上
で
も
そ
の
人
類
の
生
の
成
熟
期
に
は
一
な
る
国
家
が
存
在
し
、
ま
た
、
そ
の
な
か
に
下
位
の
諸
国
家
の
有
機

体
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。」(S.172)

─
こ
の
よ
う
に
ク
ラ
ウ
ゼ
は
、
現
に
存
在
す
る
諸
々
の
歴
史
的
諸
国
家
か
ら

は
離
れ
て
、
人
類
の
「
一
な
る
法
状
態
」
に
お
け
る
「
一
な
る
法
的
生
」
と
い
う
観
点
か
ら
「
国
家
」
を
と
ら
え
直
し
て
い
る
。

「
一
つ
の
天
体
の
す
べ
て
の
人
間
が
法
の
た
め
の
一
な
る
同
盟
へ
、
一
な
る
法
同
盟Ein

R
echtbund

へ
結
合
す
べ
き
で
あ
り
、
そ

こ
で
は
皆
が
、
社
交
的
な
、
人
倫
的
に
自
由
な
、
美
し
い
芸
術
の
な
か
で
、
天
空
の
こ
の
住
処
で
の
一
な
る
法
的
生
と
し
て
、
一
つ

の
地
上
国
家Erdstaat

を
形
成
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。」
だ
か
ら
「
わ
れ
わ
れ
は
、
ま
ず
は
ま
っ
た
き
法
同
盟
と
地
上
国
家
と
を
本

質
的
に
認
識
し
た
い
の
で
あ
る
」、
と(S.174)

。

し
か
も
、
人
類
が
そ
れ
自
身
と
し
て
完
結
す
る
の
で
は
な
く
、
人
類
は
諸
結
社
を
諸
分
肢
と
し
て
内
に
ふ
く
み
、
人
類
法
は
下
位

の
諸
法
領
域
を
ふ
く
ん
で
い
る
。
そ
の
よ
う
な
人
類
の
「
法
的
生
」
の
分
節
的
・
有
機
的
な
構
造
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
つ
ぎ
の
よ
う

に
言
う
こ
と
が
で
き
る
。「
万
有
の
ど
の
存
在
者
も
、
自
分
の
領
域
で
、
か
つ
自
分
の
や
り
方
で
法
を
実
現
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
一

つ
の
法
状
態
を
形
成
し
維
持
す
る
こ
と
と
い
う
神
的
召
命göttlicherB

eruf

を
、
す
べ
て
の
存
在
者
た
ち
と
分
か
ち
あ
っ
て
い
る
」、

と(S.172)

。
そ
の
意
味
で
、
ク
ラ
ウ
ゼ
に
お
け
る
国
家
は
、
本
来
、
多
元
的
存
在
者
た
ち
の
な
か
の
一
存
在
者
、
あ
る
い
は
人
類

の
な
か
の
一
分
肢
と
し
て
徹
底
的
に
相
対
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
表
れ
と
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
る
。
こ
の
法
同
盟
に
は
「
諸

民
族
、
諸
部
族
、
諸
家
族
団
体
の
個
別
諸
国
家
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。〔
…
…
〕
家
族
内
の
司
法
も
、
一
つ
の
自
立
的
な
〔
…
…
〕

全
体
を
少
な
か
ら
ず
形
成
し
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
は
同
じ
〔
国
家
と
い
う
〕
名
称
で
呼
ば
れ
る
に
値
す
る
」、
と
。
そ
し
て
諸
分
肢

の
自
立
性
と
い
う
点
で
は
、「
家
族
の
法
同
盟
」
だ
け
で
な
く
、「
諸
個
人
の
固
有
の
内
的
司
法
」
も
「
自
由
で
自
立
的
で
固
有
で
あ

る
」、
と
言
う(S.180)

。

ま
た
ク
ラ
ウ
ゼ
は
、
法
と
道
徳
を
区
別
す
る
が
、
む
し
ろ
法
と
人
倫
と
の
一
体
性
を
強
調
し
、
法
的
生
を
人
倫
的
生
の
一
部
分
と

し
て
包
摂
す
る
。「
人
間
と
人
類
が
法
を
形
成
す
る
の
は
、
た
だ
そ
の
内
的
生
の
普
遍
的
法
則
に
従
っ
て
の
み
、
す
な
わ
ち
人
倫
的

善
と
美
と
に
お
い
て
有
徳
に
の
み
、
可
能
で
あ
り
、
ま
た
そ
う
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。」
な
ぜ
な
ら
、「
法
状
態
の
樹
立
は
人
間
の
使

命
の
本
質
的
部
分
で
あ
り
、
人
類
の
全
使
命
を
人
倫
的
善
に
お
い
て
完
遂
す
る
た
め
に
、
徳Tugend

が
こ
の
全
使
命
を
義
務
と
し
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て
包
括
す
る
」
か
ら
で
あ
る(S.173)

。「
人
倫
的
努
力
は
、
そ
の
領
域
の
個
別
部
分
と
し
て
法
的
努
力
を
も
と
ら
え
、
一
な
る
徳

die
Eine

Tugend

は
、
下
位
の
部
分
と
し
て
正
義
を
も
ふ
く
ん
で
い
る
。」「
各
人
と
人
々
の
諸
結
社
、
つ
ま
り
は
神
に
お
け
る
す
べ

て
の
存
在
者
が
、
一
な
る
生
に
お
い
て
〔
…
…
〕
自
分
を
人
倫
的
に
美
し
く
完
成
す
る
た
め
の
外
的
諸
条
件äussere

B
edingungen

を
形
成
す
る
の
が
、
神
に
お
け
る
一
な
る
法
的
生
で
あ
る
。」(S.174)

そ
の
さ
い
、「
法
の
領
域
で
無
知
の
者
を
教
導
し
、〔
…
…
〕

法
的
生
へ
と
強
制
す
る
権
利
を
、
す
べ
て
の
存
在
者
が
全
員
に
対
し
て
有
し
て
い
る
。」
し
か
し
「
法
を
知
り
愛
す
る
人
に
と
っ
て

は
、
強
制
は
強
制
と
感
じ
ら
れ
な
く
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
人
は
本
質
的
な
義
務
と
し
て
自
由
意
志
で
法
に
従
う
か
ら
で

あ
る
。」(S.176f.)

こ
の
よ
う
に
、
法
は
人
倫
あ
る
い
は
徳
の
な
か
に
包
摂
さ
れ
、
人
倫
的
自
己
完
成
の
た
め
の
「
外
的
諸
条
件
」
と
位
置
づ
け
ら
れ

る
。
こ
こ
に
人
倫
的
自
己
完
成
が
「
人
間
の
使
命
」
と
し
て
、
し
た
が
っ
て
法
の
実
質
（
目
的
）
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
点
は
、

上
述
の
よ
う
に
カ
ン
ト
の
形
式
的
法
規
定
と
の
対
比
に
お
い
て
留
意
に
値
す
る
。

─
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
「
法
の
不
可
欠
性

は
、
す
べ
て
の
存
在
者
に
一
様
に
及
ん
で
い
る
。」
そ
の
結
果
、「
法
も
す
べ
て
の
人
々
に
対
し
て
、
か
れ
ら
が
一
般
に
人
間
で
あ
る

限
り
で
は
、
完
全
に
平
等
で
あ
る
。」
し
か
し
、「
人
間
と
し
て
の
普
遍
性
が
各
人
に
お
い
て
は
固
有
の
規
定
を
受
け
る
限
り
で
は
、

法
は
年
齢
、
性
別
、
身
分
、
そ
の
他
の
さ
ま
ざ
ま
な
状
態
に
応
じ
て
規
定
さ
れ
る
。」(S.177)

さ
ら
に
「
法
同
盟
の
活
動
」
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
ま
ず
、
法
の
認
識
、
人
類
法
の
認
識
が
世
代
を
超
え
て
更
新
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と

が
要
求
さ
れ
る
。
法
は
「
人
倫
的
善
と
美
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
べ
き
も
の
」
で
あ
る
か
ら
、「
社
交
的
な
技
芸
訓
練
」
も
ふ
く
め

て
、「
法
同
盟
が
子
ど
も
を
法
的
生
の
た
め
に
教
育
す
る
」
こ
と
が
重
要
で
あ
る(S.178f.)

。
ま
た
、「
も
っ
ぱ
ら
国
家
の
形
成
に

献
身
し
、
法
の
有
機
体
を
認
識
し
て
人
類
の
生
に
全
面
的
に
適
用
す
る
権
利
を
、
公
共
体
は
一
定
数
の
人
々
に
委
ね
る
。」
ク
ラ
ウ

ゼ
の
構
想
で
は
、
こ
の
名
誉
あ
る
「
法
同
盟
の
選
出
者
た
ち
」
は
「
国
家
技
芸
者Staatkünstler

あ
る
い
は
国
家
造
形
者

Staatbildner

と
も
呼
ば
れ
」、「
地
上
の
法
公
共
体R

echtgem
eine

」
の
な
か
に
作
ら
れ
る
「
一
な
る
良
く
組
織
さ
れ
た
結
社
」
を

な
し
、
か
れ
ら
は
「
不
可
欠
と
思
わ
れ
る
法
を
公
共
体
に
示
し
、
公
共
体
は
そ
れ
を
自
由
に
承
認
し
て
自
分
の
も
の
と
す
る
。」
そ

し
て
、
国
家
技
芸
者
た
ち
は
「
自
由
な
技
芸
会
でin

freiem
K
unstvereine

全
公
共
体
と
と
も
に
人
類
の
生
す
べ
て
を
」
多
様
な
諸

結
社
の
理
想
に
応
じ
て
「
配
置
し
形
成
す
る
。」(S.175f.)

さ
ら
に
、
こ
の
国
家
技
芸
者
た
ち
の
責
務
は
、「
法
認
識
の
全
体
を
形

成
し
、
そ
の
さ
い
に
は
公
共
体
全
体
の
情
報
を
利
用
し
、
こ
の
認
識
を
公
共
体
全
体
に
周
知
す
る
こ
と
」
で
あ
る
。「
し
か
し
こ
こ

で
は
、
法
の
認
識
だ
け
で
な
く
法
自
体
の
活
性
化
と
、
全
公
共
体
に
よ
る
法
の
樹
立
も
問
題
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
全
公
共
体
は
、

承
認
さ
れ
た
法
を
不
断
に
執
行
し
、
そ
の
た
め
の
あ
ら
ゆ
る
行
動
を
と
る
権
利
を
も
有
し
て
お
り
、
法
同
盟
は
同
時
に
、
強
制
的
必

要
を
も
っ
て
法
を
執
行
し
行
使
す
る
権
力
で
あ
る
。」「
こ
の
法
の
執
行
は
、
法
の
探
求
と
同
様
、
法
同
盟
の
選
出
者
た
ち
に
委
ね
ら

れ
ね
ば
な
ら
な
い
。」
こ
う
し
て
「
法
を
不
断
に
行
使
す
る
た
め
に
は
、
進
歩
す
る
生
の
不
断
の
知
識
だ
け
で
な
く
、
法
観
念
の
領

域
に
お
け
る
、
ま
た
そ
れ
が
法
的
生
で
あ
る
か
ぎ
り
、
進
歩
す
る
生
の
不
断
の
監
督A

ufsicht

も
必
要
で
あ
る
。
法
の
活
性
化
に

つ
い
て
監
督
す
る
権
利
は
、
ま
っ
た
き
法
そ
れ
自
体
と
同
様
に
人
類
の
生
全
体
に
及
ぶ
が
、
執
行
権
力
と
し
て
の
法
同
盟
に
帰
属
す

る
。

─
司
法
を
執
行
す
る
権
利
は
、
即
自
的
に
技
芸
の
賢
人
た
ちK

unstverständige

の
み
が
有
す
る
。」(S.178f.)

以
上
の
叙

述
に
は
、「
自
由
な
技
芸
会
」
や
「
生
の
監
督
」
な
ど
、
そ
の
内
実
が
何
を
意
味
す
る
の
か
不
明
の
点
も
多
い
が
、
こ
こ
で
描
か
れ

て
い
る
の
は
「
法
同
盟
」
す
な
わ
ち
「
地
上
の
法
公
共
体R

echtgem
eine

」
と
も
称
さ
れ
る
人
類
レ
ベ
ル
の
法
シ
ス
テ
ム
（
立
法
・

執
行
・
司
法
）
の
骨
格
で
あ
り
、「
法
的
生
」
の
分
節
的
・
多
元
的
構
造
の
な
か
で
の
自
由
と
管
理
と
の
両
立
の
た
め
に
払
っ
た
ク

ラ
ウ
ゼ
の
苦
心
の
跡
が
伺
わ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

カール・クリスティアン・フリードリヒ・クラウゼの人類論における相互的生の社会構成論

─249( 64 )─

成城・経済研究 第 232 号（2021 年 3 月）

─248( 65 )─



て
包
括
す
る
」
か
ら
で
あ
る(S.173)

。「
人
倫
的
努
力
は
、
そ
の
領
域
の
個
別
部
分
と
し
て
法
的
努
力
を
も
と
ら
え
、
一
な
る
徳

die
Eine

Tugend

は
、
下
位
の
部
分
と
し
て
正
義
を
も
ふ
く
ん
で
い
る
。」「
各
人
と
人
々
の
諸
結
社
、
つ
ま
り
は
神
に
お
け
る
す
べ

て
の
存
在
者
が
、
一
な
る
生
に
お
い
て
〔
…
…
〕
自
分
を
人
倫
的
に
美
し
く
完
成
す
る
た
め
の
外
的
諸
条
件äussere

B
edingungen

を
形
成
す
る
の
が
、
神
に
お
け
る
一
な
る
法
的
生
で
あ
る
。」(S.174)

そ
の
さ
い
、「
法
の
領
域
で
無
知
の
者
を
教
導
し
、〔
…
…
〕

法
的
生
へ
と
強
制
す
る
権
利
を
、
す
べ
て
の
存
在
者
が
全
員
に
対
し
て
有
し
て
い
る
。」
し
か
し
「
法
を
知
り
愛
す
る
人
に
と
っ
て

は
、
強
制
は
強
制
と
感
じ
ら
れ
な
く
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
人
は
本
質
的
な
義
務
と
し
て
自
由
意
志
で
法
に
従
う
か
ら
で

あ
る
。」(S.176f.)

こ
の
よ
う
に
、
法
は
人
倫
あ
る
い
は
徳
の
な
か
に
包
摂
さ
れ
、
人
倫
的
自
己
完
成
の
た
め
の
「
外
的
諸
条
件
」
と
位
置
づ
け
ら
れ

る
。
こ
こ
に
人
倫
的
自
己
完
成
が
「
人
間
の
使
命
」
と
し
て
、
し
た
が
っ
て
法
の
実
質
（
目
的
）
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
点
は
、

上
述
の
よ
う
に
カ
ン
ト
の
形
式
的
法
規
定
と
の
対
比
に
お
い
て
留
意
に
値
す
る
。

─
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
「
法
の
不
可
欠
性

は
、
す
べ
て
の
存
在
者
に
一
様
に
及
ん
で
い
る
。」
そ
の
結
果
、「
法
も
す
べ
て
の
人
々
に
対
し
て
、
か
れ
ら
が
一
般
に
人
間
で
あ
る

限
り
で
は
、
完
全
に
平
等
で
あ
る
。」
し
か
し
、「
人
間
と
し
て
の
普
遍
性
が
各
人
に
お
い
て
は
固
有
の
規
定
を
受
け
る
限
り
で
は
、

法
は
年
齢
、
性
別
、
身
分
、
そ
の
他
の
さ
ま
ざ
ま
な
状
態
に
応
じ
て
規
定
さ
れ
る
。」(S.177)

さ
ら
に
「
法
同
盟
の
活
動
」
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
ま
ず
、
法
の
認
識
、
人
類
法
の
認
識
が
世
代
を
超
え
て
更
新
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と

が
要
求
さ
れ
る
。
法
は
「
人
倫
的
善
と
美
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
べ
き
も
の
」
で
あ
る
か
ら
、「
社
交
的
な
技
芸
訓
練
」
も
ふ
く
め

て
、「
法
同
盟
が
子
ど
も
を
法
的
生
の
た
め
に
教
育
す
る
」
こ
と
が
重
要
で
あ
る(S.178f.)

。
ま
た
、「
も
っ
ぱ
ら
国
家
の
形
成
に

献
身
し
、
法
の
有
機
体
を
認
識
し
て
人
類
の
生
に
全
面
的
に
適
用
す
る
権
利
を
、
公
共
体
は
一
定
数
の
人
々
に
委
ね
る
。」
ク
ラ
ウ

ゼ
の
構
想
で
は
、
こ
の
名
誉
あ
る
「
法
同
盟
の
選
出
者
た
ち
」
は
「
国
家
技
芸
者Staatkünstler

あ
る
い
は
国
家
造
形
者

Staatbildner

と
も
呼
ば
れ
」、「
地
上
の
法
公
共
体R

echtgem
eine

」
の
な
か
に
作
ら
れ
る
「
一
な
る
良
く
組
織
さ
れ
た
結
社
」
を

な
し
、
か
れ
ら
は
「
不
可
欠
と
思
わ
れ
る
法
を
公
共
体
に
示
し
、
公
共
体
は
そ
れ
を
自
由
に
承
認
し
て
自
分
の
も
の
と
す
る
。」
そ

し
て
、
国
家
技
芸
者
た
ち
は
「
自
由
な
技
芸
会
でin

freiem
K
unstvereine

全
公
共
体
と
と
も
に
人
類
の
生
す
べ
て
を
」
多
様
な
諸

結
社
の
理
想
に
応
じ
て
「
配
置
し
形
成
す
る
。」(S.175f.)

さ
ら
に
、
こ
の
国
家
技
芸
者
た
ち
の
責
務
は
、「
法
認
識
の
全
体
を
形

成
し
、
そ
の
さ
い
に
は
公
共
体
全
体
の
情
報
を
利
用
し
、
こ
の
認
識
を
公
共
体
全
体
に
周
知
す
る
こ
と
」
で
あ
る
。「
し
か
し
こ
こ

で
は
、
法
の
認
識
だ
け
で
な
く
法
自
体
の
活
性
化
と
、
全
公
共
体
に
よ
る
法
の
樹
立
も
問
題
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
全
公
共
体
は
、

承
認
さ
れ
た
法
を
不
断
に
執
行
し
、
そ
の
た
め
の
あ
ら
ゆ
る
行
動
を
と
る
権
利
を
も
有
し
て
お
り
、
法
同
盟
は
同
時
に
、
強
制
的
必

要
を
も
っ
て
法
を
執
行
し
行
使
す
る
権
力
で
あ
る
。」「
こ
の
法
の
執
行
は
、
法
の
探
求
と
同
様
、
法
同
盟
の
選
出
者
た
ち
に
委
ね
ら

れ
ね
ば
な
ら
な
い
。」
こ
う
し
て
「
法
を
不
断
に
行
使
す
る
た
め
に
は
、
進
歩
す
る
生
の
不
断
の
知
識
だ
け
で
な
く
、
法
観
念
の
領

域
に
お
け
る
、
ま
た
そ
れ
が
法
的
生
で
あ
る
か
ぎ
り
、
進
歩
す
る
生
の
不
断
の
監
督A

ufsicht

も
必
要
で
あ
る
。
法
の
活
性
化
に

つ
い
て
監
督
す
る
権
利
は
、
ま
っ
た
き
法
そ
れ
自
体
と
同
様
に
人
類
の
生
全
体
に
及
ぶ
が
、
執
行
権
力
と
し
て
の
法
同
盟
に
帰
属
す

る
。

─
司
法
を
執
行
す
る
権
利
は
、
即
自
的
に
技
芸
の
賢
人
た
ちK

unstverständige

の
み
が
有
す
る
。」(S.178f.)

以
上
の
叙

述
に
は
、「
自
由
な
技
芸
会
」
や
「
生
の
監
督
」
な
ど
、
そ
の
内
実
が
何
を
意
味
す
る
の
か
不
明
の
点
も
多
い
が
、
こ
こ
で
描
か
れ

て
い
る
の
は
「
法
同
盟
」
す
な
わ
ち
「
地
上
の
法
公
共
体R

echtgem
eine

」
と
も
称
さ
れ
る
人
類
レ
ベ
ル
の
法
シ
ス
テ
ム
（
立
法
・

執
行
・
司
法
）
の
骨
格
で
あ
り
、「
法
的
生
」
の
分
節
的
・
多
元
的
構
造
の
な
か
で
の
自
由
と
管
理
と
の
両
立
の
た
め
に
払
っ
た
ク

ラ
ウ
ゼ
の
苦
心
の
跡
が
伺
わ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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一
方
、「
神
と
の
内
的
親
密
の
同
盟G

ottinnigkeitbund

」
は
、
人
類
の
生
に
お
け
る
多
様
な
他
者
と
の
社
交
的
関
係
を
主
題
と

し
て
い
る
。Innigkeit

の
意
味
は
な
か
な
か
と
ら
え
難
く
訳
語
に
苦
労
す
る
の
だ
が
、
ク
ラ
ウ
ゼ
に
従
え
ば
、「
各
存
在
者
が
、
ま

っ
た
き
存
在
者
と
し
て
、
か
つ
個
々
の
諸
分
肢
と
諸
力
に
お
い
て
、
そ
の
内
面
で
外
部
の
存
在
者
た
ち
に
対
し
て
、
最
も
高
く
は
神

に
対
し
て
心
を
寄
せ
て
お
り
、
そ
れ
ら
に
対
し
て
愛
を
感
じ
、
ま
た
そ
れ
ら
と
相
互
的
生
の
関
係
に
あ
る
よ
う
な
、
各
存
在
者
の
生

き
生
き
し
た
状
態
を
、
私
は
、
あ
る
存
在
者
の
内
的
親
密Innigkeit

と
い
う
名
で
呼
ぼ
う
と
思
う
。」「
人
間
の
内
的
親
密

Innigkeit

」
と
は
、「
か
れ
が
自
分
と
神
と
の
、
理
性
と
の
、
そ
し
て
自
然
と
の
本
質
的
な
一
体
性
を
見
つ
めanschauen

、
あ
ら
ゆ

る
存
在
者
た
ち
の
生
の
発
露
に
対
し
て
自
分
の
悟
性
と
自
分
の
心
情
と
を
ひ
た
す
ら
開
きöffnen

、
か
れ
自
身
が
、
そ
れ
ら
の
愛
に

値
す
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
そ
れ
ら
と
と
も
に
真
の
生
結
社
に
入
れ
る
よ
う
に
な
る
心
構
え
が
で
き
て
い
る
よ
う
な
状
態
」
の
こ
と

で
あ
る(S.181)

。
こ
の
よ
う
な
「
神
お
よ
び
い
っ
さ
い
の
存
在
者
と
親
密
に
結
合
さ
れ
た
状
態
」、「
こ
の
至
福
の
状
態
」
の
出
発

点
は
、「
内
面
を
見
つ
め
憧
れ
る
こ
と
」
で
あ
り
、「
外
部
の
生
に
心
を
開
く
こ
と
」
で
あ
る
。
し
か
し
「
外
部
の
存
在
者
と
の
内
面

的
生
」
と
し
て
の
「
内
的
親
密Innigkeit

」
の
前
提
は
、「
自
立
性Selbständigkeit

」
で
あ
り
、「
そ
の
人
に
最
も
固
有
の
内
面
的

生
の
自
由
な
開
展
」
で
あ
る
。
自
立
性
は
「
内
的
親
密
に
よ
っ
て
、
ま
た
相
互
的
生
の
な
か
で
消
滅
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
よ

っ
て
確
認
さ
れ
、
強
化
さ
れ
、
い
っ
さ
い
の
存
在
者
と
と
も
に
調
和
的
に
開
展
さ
れ
完
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。」(S.182)

こ
こ
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
と
く
に
人
間
の
内
的
親
密Innigkeit

は
、
各
人
の
深
い
内
面
で
神
お
よ
び
他
者
と
心
を
通
わ
せ
て

「
親
密
に
結
合
さ
れ
た
状
態
」
で
あ
り
、
そ
こ
に
至
る
前
提
は
自
分
の
心
を
「
開
く
」
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
前
提
は
自
分
の

内
面
的
生
の
「
自
立
性
」
な
の
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。「
外
部
の
生
に
心
を
開
く
」
と
い
う
点
で
は
、
ク
ラ
ウ
ゼ
は
そ
れ
を
、
あ
の

フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
の
改
革
行
動
の
な
か
で
み
ず
か
ら
実
践
し
、
兄
弟
た
ち
に
も
そ
れ
を
求
め
た
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
あ
の

兄
弟
団
の
改
革
目
標
の
核
心
と
も
い
え
る
「
公
開
性
」
の
要
求
は
、
た
ん
な
る
情
報
公
開
で
は
な
く
、
根
底
に
は
こ
のInnigkeit

の
要
請
を
実
践
す
る
と
い
う
意
味
が
は
ら
ま
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
ク
ラ
ウ
ゼ
は
、「
神
に
お
け
る
、
ま
た
神

の
器
官O

rgane

と
し
て
の
い
っ
さ
い
の
存
在
者
に
お
け
る
人
間
の
存
在Sein

と
生Leben

」
を
、「
人
間
の
存
在
者
親
密

W
eseninnigkeit

」
と
呼
ん
で
い
る(S.181)

。
と
り
わ
け
人
類
は
、「
神
に
お
け
る
最
も
内
奥
の
存
在
者
と
し
て
、〔
…
…
〕
全
面
的

か
つ
一
様
に
存
在
者
親
密
を
な
し
う
る
。」「
人
間
お
よ
び
人
類
の
い
っ
さ
い
の
内
的
親
密
は
、
神
と
の
内
的
親
密G

ottinnigkeit

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
存
在
す
る
も
の
は
す
べ
て
神
の
内
に
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
神
だ
け
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。」(S.183)

「
人
々
は
個
人
的
な
愛
に
よ
っ
て
、
自
由
な
社
交
へ
、
友
情
へ
、
そ
し
て
ま
っ
た
き
生
の
結
社
へ
結
び
つ
け
ら
れ
る
と
、
か
れ
ら
に

は
自
分
た
ち
の
、
神
と
の
内
的
親
密
の
美
し
い
固
有
性
が
互
い
に
明
ら
か
に
な
る
。」(S.186)

こ
の
よ
う
に
各
人
の
生
の
固
有
性

と
自
立
性
の
重
視
は
、
こ
こ
で
も
一
貫
し
て
主
張
さ
れ
る
。

そ
こ
で
、
人
類
の
「
地
上
の
一
な
る
、
神
と
の
内
的
親
密
の
同
盟
の
創
設
」
は
、
す
べ
て
の
人
々
を
構
成
員
と
し
、
こ
こ
で
も
そ

の
内
部
の
「
自
由
な
自
立
的
領
域
に
」
下
位
の
諸
同
盟
が
多
元
的
に
形
成
さ
れ
る
形
を
と
る(S.186f.)

。
そ
し
て
ク
ラ
ウ
ゼ
は
、

「
神
と
親
密
な
人
々
の
地
上
の
社
交
的
生
が
、
す
で
に
豊
か
に
、
美
し
く
親
密
に
存
在
し
て
い
る
。
自
由
で
公
正
な
結
社
に
お
い
て
、

か
れ
ら
は
神
、
理
性
、
自
然
お
よ
び
人
類
を
見
つ
め
、
愛
し
、
敬
慕
し
て
い
る
」
と
述
べ
な
が
ら
も
、
教
会
と
い
う
言
葉
を
い
っ
さ

い
用
い
て
い
な
い
。
こ
こ
で
は
も
っ
ぱ
ら
「
同
盟
」
の
構
想
を
語
る
の
で
あ
り
、
そ
の
構
造
は
上
述
の
「
法
同
盟
」
の
ば
あ
い
と
相

似
的
で
あ
る
。「
神
と
親
密
な
人
々
の
公
共
体die

G
em

eine
derG

ottinnigen

は
、
神
を
身
近
に
現
存
在
さ
せ
て
〔
…
…
〕
同
盟
の

全
活
動
を
秩
序
づ
け
指
導
す
る
と
い
う
美
し
い
召
命
を
、
か
れ
ら
〔
神
と
の
内
的
親
密
に
全
生
涯
を
捧
げ
る
人
々
〕
に
委
ね
る
。」

(S.188)

こ
う
し
て
、
こ
の
「
同
盟
」
の
活
動
を
通
し
て
、
人
類
は
「
永
遠
の
神
の
国
の
一
な
る
市
民
と
し
て
」
地
上
で
活
力
を
得
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一
方
、「
神
と
の
内
的
親
密
の
同
盟G

ottinnigkeitbund

」
は
、
人
類
の
生
に
お
け
る
多
様
な
他
者
と
の
社
交
的
関
係
を
主
題
と

し
て
い
る
。Innigkeit

の
意
味
は
な
か
な
か
と
ら
え
難
く
訳
語
に
苦
労
す
る
の
だ
が
、
ク
ラ
ウ
ゼ
に
従
え
ば
、「
各
存
在
者
が
、
ま

っ
た
き
存
在
者
と
し
て
、
か
つ
個
々
の
諸
分
肢
と
諸
力
に
お
い
て
、
そ
の
内
面
で
外
部
の
存
在
者
た
ち
に
対
し
て
、
最
も
高
く
は
神

に
対
し
て
心
を
寄
せ
て
お
り
、
そ
れ
ら
に
対
し
て
愛
を
感
じ
、
ま
た
そ
れ
ら
と
相
互
的
生
の
関
係
に
あ
る
よ
う
な
、
各
存
在
者
の
生

き
生
き
し
た
状
態
を
、
私
は
、
あ
る
存
在
者
の
内
的
親
密Innigkeit

と
い
う
名
で
呼
ぼ
う
と
思
う
。」「
人
間
の
内
的
親
密

Innigkeit

」
と
は
、「
か
れ
が
自
分
と
神
と
の
、
理
性
と
の
、
そ
し
て
自
然
と
の
本
質
的
な
一
体
性
を
見
つ
めanschauen

、
あ
ら
ゆ

る
存
在
者
た
ち
の
生
の
発
露
に
対
し
て
自
分
の
悟
性
と
自
分
の
心
情
と
を
ひ
た
す
ら
開
きöffnen

、
か
れ
自
身
が
、
そ
れ
ら
の
愛
に

値
す
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
そ
れ
ら
と
と
も
に
真
の
生
結
社
に
入
れ
る
よ
う
に
な
る
心
構
え
が
で
き
て
い
る
よ
う
な
状
態
」
の
こ
と

で
あ
る(S.181)

。
こ
の
よ
う
な
「
神
お
よ
び
い
っ
さ
い
の
存
在
者
と
親
密
に
結
合
さ
れ
た
状
態
」、「
こ
の
至
福
の
状
態
」
の
出
発

点
は
、「
内
面
を
見
つ
め
憧
れ
る
こ
と
」
で
あ
り
、「
外
部
の
生
に
心
を
開
く
こ
と
」
で
あ
る
。
し
か
し
「
外
部
の
存
在
者
と
の
内
面

的
生
」
と
し
て
の
「
内
的
親
密Innigkeit

」
の
前
提
は
、「
自
立
性Selbständigkeit

」
で
あ
り
、「
そ
の
人
に
最
も
固
有
の
内
面
的

生
の
自
由
な
開
展
」
で
あ
る
。
自
立
性
は
「
内
的
親
密
に
よ
っ
て
、
ま
た
相
互
的
生
の
な
か
で
消
滅
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
よ

っ
て
確
認
さ
れ
、
強
化
さ
れ
、
い
っ
さ
い
の
存
在
者
と
と
も
に
調
和
的
に
開
展
さ
れ
完
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。」(S.182)

こ
こ
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
と
く
に
人
間
の
内
的
親
密Innigkeit

は
、
各
人
の
深
い
内
面
で
神
お
よ
び
他
者
と
心
を
通
わ
せ
て

「
親
密
に
結
合
さ
れ
た
状
態
」
で
あ
り
、
そ
こ
に
至
る
前
提
は
自
分
の
心
を
「
開
く
」
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
前
提
は
自
分
の

内
面
的
生
の
「
自
立
性
」
な
の
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。「
外
部
の
生
に
心
を
開
く
」
と
い
う
点
で
は
、
ク
ラ
ウ
ゼ
は
そ
れ
を
、
あ
の

フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
の
改
革
行
動
の
な
か
で
み
ず
か
ら
実
践
し
、
兄
弟
た
ち
に
も
そ
れ
を
求
め
た
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
あ
の

兄
弟
団
の
改
革
目
標
の
核
心
と
も
い
え
る
「
公
開
性
」
の
要
求
は
、
た
ん
な
る
情
報
公
開
で
は
な
く
、
根
底
に
は
こ
のInnigkeit

の
要
請
を
実
践
す
る
と
い
う
意
味
が
は
ら
ま
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
ク
ラ
ウ
ゼ
は
、「
神
に
お
け
る
、
ま
た
神

の
器
官O

rgane

と
し
て
の
い
っ
さ
い
の
存
在
者
に
お
け
る
人
間
の
存
在Sein

と
生Leben

」
を
、「
人
間
の
存
在
者
親
密

W
eseninnigkeit

」
と
呼
ん
で
い
る(S.181)

。
と
り
わ
け
人
類
は
、「
神
に
お
け
る
最
も
内
奥
の
存
在
者
と
し
て
、〔
…
…
〕
全
面
的

か
つ
一
様
に
存
在
者
親
密
を
な
し
う
る
。」「
人
間
お
よ
び
人
類
の
い
っ
さ
い
の
内
的
親
密
は
、
神
と
の
内
的
親
密G

ottinnigkeit

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
存
在
す
る
も
の
は
す
べ
て
神
の
内
に
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
神
だ
け
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。」(S.183)

「
人
々
は
個
人
的
な
愛
に
よ
っ
て
、
自
由
な
社
交
へ
、
友
情
へ
、
そ
し
て
ま
っ
た
き
生
の
結
社
へ
結
び
つ
け
ら
れ
る
と
、
か
れ
ら
に

は
自
分
た
ち
の
、
神
と
の
内
的
親
密
の
美
し
い
固
有
性
が
互
い
に
明
ら
か
に
な
る
。」(S.186)

こ
の
よ
う
に
各
人
の
生
の
固
有
性

と
自
立
性
の
重
視
は
、
こ
こ
で
も
一
貫
し
て
主
張
さ
れ
る
。

そ
こ
で
、
人
類
の
「
地
上
の
一
な
る
、
神
と
の
内
的
親
密
の
同
盟
の
創
設
」
は
、
す
べ
て
の
人
々
を
構
成
員
と
し
、
こ
こ
で
も
そ

の
内
部
の
「
自
由
な
自
立
的
領
域
に
」
下
位
の
諸
同
盟
が
多
元
的
に
形
成
さ
れ
る
形
を
と
る(S.186f.)

。
そ
し
て
ク
ラ
ウ
ゼ
は
、

「
神
と
親
密
な
人
々
の
地
上
の
社
交
的
生
が
、
す
で
に
豊
か
に
、
美
し
く
親
密
に
存
在
し
て
い
る
。
自
由
で
公
正
な
結
社
に
お
い
て
、

か
れ
ら
は
神
、
理
性
、
自
然
お
よ
び
人
類
を
見
つ
め
、
愛
し
、
敬
慕
し
て
い
る
」
と
述
べ
な
が
ら
も
、
教
会
と
い
う
言
葉
を
い
っ
さ

い
用
い
て
い
な
い
。
こ
こ
で
は
も
っ
ぱ
ら
「
同
盟
」
の
構
想
を
語
る
の
で
あ
り
、
そ
の
構
造
は
上
述
の
「
法
同
盟
」
の
ば
あ
い
と
相

似
的
で
あ
る
。「
神
と
親
密
な
人
々
の
公
共
体die

G
em

eine
derG

ottinnigen

は
、
神
を
身
近
に
現
存
在
さ
せ
て
〔
…
…
〕
同
盟
の

全
活
動
を
秩
序
づ
け
指
導
す
る
と
い
う
美
し
い
召
命
を
、
か
れ
ら
〔
神
と
の
内
的
親
密
に
全
生
涯
を
捧
げ
る
人
々
〕
に
委
ね
る
。」

(S.188)

こ
う
し
て
、
こ
の
「
同
盟
」
の
活
動
を
通
し
て
、
人
類
は
「
永
遠
の
神
の
国
の
一
な
る
市
民
と
し
て
」
地
上
で
活
力
を
得
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て
成
長
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
、
と(S.191)

。
ク
ラ
ウ
ゼ
は
、
不
断
に
濃
密
な
手
紙
を
交
わ
し
た
父
が
日
々
担
っ
て
い
る
福
音
派
牧

師
職
の
彼
方
に
、「
同
盟
」
に
生
き
る
敬
伲
な
人
々
の
姿
を
思
い
描
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

十
二

｢人
類
同
盟
」

─
諸
個
人
の
生
の
自
立
と
同
盟
の
一
体
性

さ
て
、
ク
ラ
ウ
ゼ
の
社
交
性
論
・
諸
結
社
論
は
、
上
述
の
よ
う
に
、
諸
個
人
の
有
限
性
と
制
約
に
由
来
す
る
固
有
性
、「
個
性
豊

か
な
多
様
性
」
お
よ
び
自
由
な
自
立
と
、
神
的
「
完
全
性
」
を
め
ざ
し
て
有
機
的
に
結
合
す
る
結
社
構
成
員
の
共
同
性
・
全
体
性
と

を
架
橋
す
る
媒
介
項
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
し
か
し
、
あ
た
か
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
言
説
の
よ
う
に
、「
自
然
に
し
た
が
え

ば
、
全
体
は
そ
の
す
べ
て
の
諸
部
分
に
先
行
す
る
」
か
ら
、「
人
間
の
結
社
も
精
神
の
国
の
一
部
分
で
あ
る
か
ぎ
り
で
は
、
人
類
の

全
体
が
個
々
の
人
間
に
先
立
ち
、
よ
り
高
次
に
あ
る
。」(S.14)

と
ク
ラ
ウ
ゼ
は
述
べ
て
い
た
（
既
出
）。
全
体
と
そ
の
諸
分
肢
と

い
う
有
機
体
論
が
構
造
的
に
内
包
す
る
全
体
性
優
先
の
思
想
の
も
つ
個
体
軽
視
へ
の
危
う
さ
を
、
ク
ラ
ウ
ゼ
は
払
拭
で
き
て
い
る
だ

ろ
う
か
。
以
下
で
は
、
本
書
の
諸
結
社
論
の
最
後
の
環
と
な
る
「
人
類
同
盟
」
論
を
追
跡
し
、
そ
の
構
想
の
な
か
で
こ
の
点
を
検
証

し
て
み
よ
う
。

こ
こ
ま
で
「
神
に
お
け
る
普
遍
的
な
世
界
法
則
」
を
め
ぐ
る
考
察
は
「
個
人
か
ら
、
よ
り
高
次
の
社
交
諸
団
体
へ
と
上
昇
」
し

て
、（
本
稿
で
は
触
れ
る
余
裕
が
な
か
っ
た
が
、
人
類
と
神
・
自
然
・
理
性
と
の
社
交
を
も
経
由
し
て
）
い
ま
や
「
存
在
と
生
の
あ

ら
ゆ
る
諸
部
分
と
諸
対
立
を
超
え
て
は
た
ら
い
て
い
る
人
類
の
永
遠
の
一
性
」
に
達
し
た(S.282)

。「
す
べ
て
の
人
々
の
根
源
本

質
的
な
一
性urw

esentliche
Einheit

は
、
時
間
上
で
は
な
く
本
質
上
、
す
べ
て
の
生
に
先
立
ち
、
か
つ
そ
れ
を
超
え
て
、
永
遠
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
類
は
、
か
れ
ら
の
領
域
の
根
源
的
一
性U

reinheit
と
し
て
、
自
分
の
な
か
に
永
遠
に
す
べ
て
の
諸
個
人
を
、

各
人
の
固
有
性
の
永
続
的
な
豊
か
さ
と
と
も
に
描
き
だ
す
」(S.281)

、
と
語
ら
れ
る
。
こ
こ
に
ク
ラ
ウ
ゼ
の
「
人
類
」
理
解
が
集

約
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
あ
た
か
も
一
な
る
神
が
、
個
性
に
満
ち
た
万
物
を
一
な
る
生
と
し
て
調
和
的
に
包
摂
す

る
よ
う
に
、
人
類
は
、
無
限
に
個
性
的
な
諸
個
人
を
、
そ
の
「
根
源
的
一
性
」
と
し
て
包
摂
す
る
の
だ
と
言
え
よ
う
か
。

─
「
人

類
そ
れ
自
体
は
、
い
っ
さ
い
の
そ
の
内
な
る
諸
人
格
、
し
た
が
っ
て
、
い
っ
さ
い
の
そ
の
個
々
の
、
そ
れ
以
上
は
分
割
で
き
な
い
諸

要
素
、
す
な
わ
ち
い
っ
さ
い
の
諸
個
人
の
う
ち
に
存
在
し
、
生
き
て
い
る
。
か
れ
ら
は
皆
、
一
人
の
例
外
も
な
く
、
完
全
に
同
じ
存

在
者
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
か
れ
ら
は
完
全
に
同
じ
人
間
と
し
て
、
人
類
同
盟
に
お
い
て
は
一
な
る
生
へ
と
結
合
さ
れ
る
べ
き
も
の

で
あ
る
。
年
齢
、
性
、
職
業
身
分
、
生
活
様
式
、
民
族
、
時
代
が
ど
れ
ほ
ど
異
な
ろ
う
と
も
、
す
べ
て
の
人
々
の
う
ち
に
、
同
じ
根

源
本
質
的
・
第
一
本
質
的
な
も
の
、
同
じ
永
遠
の
基
礎
本
質
、
い
っ
さ
い
の
時
間
の
う
ち
に
同
じ
く
持
続
し
て
い
る
も
の
、〔
つ
ま

り
〕
同
じ
人
間
本
質M

enschthum

が
存
在
し
て
い
る
。
あ
の
い
っ
さ
い
の
諸
差
異
は
、
全
員
の
こ
の
根
源
本
質
的
な
不
変
の
同
等

性
に
お
い
て
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
、
可
能
な
の
で
あ
り
、
い
っ
さ
い
の
そ
の
内
な
る
諸
部
分
に
お
け
る
同
じ
永
遠
に
本
質
的
な
も

の
の
、〔
つ
ま
り
〕
同
じ
不
変
の
人
類
の
、
さ
ま
ざ
ま
な
固
有
に
活
気
あ
る
美
し
い
発
達
と
し
て
、
可
能
な
の
で
あ
る
。」(S.290)

こ
の
よ
う
に
ク
ラ
ウ
ゼ
は
、
多
様
な
諸
個
人
の
う
ち
に
「
完
全
に
同
じ
人
間
」
を
見
て
い
る
。
右
の
よ
う
に
、「
い
っ
さ
い
の
諸

個
人
の
う
ち
に
」
人
類
は
「
生
き
て
い
る
」
と
い
う
と
ら
え
方
に
、
人
類
と
い
う
「
観
念
」
の
は
た
ら
き
を
わ
れ
わ
れ
は
見
て
い
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
こ
の
「
根
源
本
質
的
な
不
変
の
同
等
性
」
の
視
野
の
ゆ
え
に
、
ク
ラ
ウ
ゼ
は
「
子
ど
も
」
そ
れ
自

体
の
尊
厳
と
男
女
の
完
全
同
等
性
と
を
説
く
こ
と
が
で
き
た
。「
人
類
同
盟
は
、
す
べ
て
の
個
人
と
す
べ
て
の
結
社
と
同
様
に
、
男

性
と
女
性
、
子
ど
も
、
成
人
お
よ
び
老
人
を
一
様
に
包
括
す
る
。
と
い
う
の
は
、
幼
さK

indlichkeit

は
そ
れ
自
体
と
し
て
尊
厳
、

固
有
の
活
発
さ
と
美
し
さ
を
も
っ
て
い
る
こ
と
、
幼
さ
は
た
ん
に
大
人
に
な
る
た
め
の
準
備
や
手
段
と
み
な
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
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て
成
長
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
、
と(S.191)

。
ク
ラ
ウ
ゼ
は
、
不
断
に
濃
密
な
手
紙
を
交
わ
し
た
父
が
日
々
担
っ
て
い
る
福
音
派
牧

師
職
の
彼
方
に
、「
同
盟
」
に
生
き
る
敬
伲
な
人
々
の
姿
を
思
い
描
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

十
二

｢人
類
同
盟
」

─
諸
個
人
の
生
の
自
立
と
同
盟
の
一
体
性

さ
て
、
ク
ラ
ウ
ゼ
の
社
交
性
論
・
諸
結
社
論
は
、
上
述
の
よ
う
に
、
諸
個
人
の
有
限
性
と
制
約
に
由
来
す
る
固
有
性
、「
個
性
豊

か
な
多
様
性
」
お
よ
び
自
由
な
自
立
と
、
神
的
「
完
全
性
」
を
め
ざ
し
て
有
機
的
に
結
合
す
る
結
社
構
成
員
の
共
同
性
・
全
体
性
と

を
架
橋
す
る
媒
介
項
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
し
か
し
、
あ
た
か
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
言
説
の
よ
う
に
、「
自
然
に
し
た
が
え

ば
、
全
体
は
そ
の
す
べ
て
の
諸
部
分
に
先
行
す
る
」
か
ら
、「
人
間
の
結
社
も
精
神
の
国
の
一
部
分
で
あ
る
か
ぎ
り
で
は
、
人
類
の

全
体
が
個
々
の
人
間
に
先
立
ち
、
よ
り
高
次
に
あ
る
。」(S.14)

と
ク
ラ
ウ
ゼ
は
述
べ
て
い
た
（
既
出
）。
全
体
と
そ
の
諸
分
肢
と

い
う
有
機
体
論
が
構
造
的
に
内
包
す
る
全
体
性
優
先
の
思
想
の
も
つ
個
体
軽
視
へ
の
危
う
さ
を
、
ク
ラ
ウ
ゼ
は
払
拭
で
き
て
い
る
だ

ろ
う
か
。
以
下
で
は
、
本
書
の
諸
結
社
論
の
最
後
の
環
と
な
る
「
人
類
同
盟
」
論
を
追
跡
し
、
そ
の
構
想
の
な
か
で
こ
の
点
を
検
証

し
て
み
よ
う
。

こ
こ
ま
で
「
神
に
お
け
る
普
遍
的
な
世
界
法
則
」
を
め
ぐ
る
考
察
は
「
個
人
か
ら
、
よ
り
高
次
の
社
交
諸
団
体
へ
と
上
昇
」
し

て
、（
本
稿
で
は
触
れ
る
余
裕
が
な
か
っ
た
が
、
人
類
と
神
・
自
然
・
理
性
と
の
社
交
を
も
経
由
し
て
）
い
ま
や
「
存
在
と
生
の
あ

ら
ゆ
る
諸
部
分
と
諸
対
立
を
超
え
て
は
た
ら
い
て
い
る
人
類
の
永
遠
の
一
性
」
に
達
し
た(S.282)

。「
す
べ
て
の
人
々
の
根
源
本

質
的
な
一
性urw

esentliche
Einheit

は
、
時
間
上
で
は
な
く
本
質
上
、
す
べ
て
の
生
に
先
立
ち
、
か
つ
そ
れ
を
超
え
て
、
永
遠
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
類
は
、
か
れ
ら
の
領
域
の
根
源
的
一
性U

reinheit

と
し
て
、
自
分
の
な
か
に
永
遠
に
す
べ
て
の
諸
個
人
を
、

各
人
の
固
有
性
の
永
続
的
な
豊
か
さ
と
と
も
に
描
き
だ
す
」(S.281)

、
と
語
ら
れ
る
。
こ
こ
に
ク
ラ
ウ
ゼ
の
「
人
類
」
理
解
が
集

約
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
あ
た
か
も
一
な
る
神
が
、
個
性
に
満
ち
た
万
物
を
一
な
る
生
と
し
て
調
和
的
に
包
摂
す

る
よ
う
に
、
人
類
は
、
無
限
に
個
性
的
な
諸
個
人
を
、
そ
の
「
根
源
的
一
性
」
と
し
て
包
摂
す
る
の
だ
と
言
え
よ
う
か
。

─
「
人

類
そ
れ
自
体
は
、
い
っ
さ
い
の
そ
の
内
な
る
諸
人
格
、
し
た
が
っ
て
、
い
っ
さ
い
の
そ
の
個
々
の
、
そ
れ
以
上
は
分
割
で
き
な
い
諸

要
素
、
す
な
わ
ち
い
っ
さ
い
の
諸
個
人
の
う
ち
に
存
在
し
、
生
き
て
い
る
。
か
れ
ら
は
皆
、
一
人
の
例
外
も
な
く
、
完
全
に
同
じ
存

在
者
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
か
れ
ら
は
完
全
に
同
じ
人
間
と
し
て
、
人
類
同
盟
に
お
い
て
は
一
な
る
生
へ
と
結
合
さ
れ
る
べ
き
も
の

で
あ
る
。
年
齢
、
性
、
職
業
身
分
、
生
活
様
式
、
民
族
、
時
代
が
ど
れ
ほ
ど
異
な
ろ
う
と
も
、
す
べ
て
の
人
々
の
う
ち
に
、
同
じ
根

源
本
質
的
・
第
一
本
質
的
な
も
の
、
同
じ
永
遠
の
基
礎
本
質
、
い
っ
さ
い
の
時
間
の
う
ち
に
同
じ
く
持
続
し
て
い
る
も
の
、〔
つ
ま

り
〕
同
じ
人
間
本
質M

enschthum
が
存
在
し
て
い
る
。
あ
の
い
っ
さ
い
の
諸
差
異
は
、
全
員
の
こ
の
根
源
本
質
的
な
不
変
の
同
等

性
に
お
い
て
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
、
可
能
な
の
で
あ
り
、
い
っ
さ
い
の
そ
の
内
な
る
諸
部
分
に
お
け
る
同
じ
永
遠
に
本
質
的
な
も

の
の
、〔
つ
ま
り
〕
同
じ
不
変
の
人
類
の
、
さ
ま
ざ
ま
な
固
有
に
活
気
あ
る
美
し
い
発
達
と
し
て
、
可
能
な
の
で
あ
る
。」(S.290)

こ
の
よ
う
に
ク
ラ
ウ
ゼ
は
、
多
様
な
諸
個
人
の
う
ち
に
「
完
全
に
同
じ
人
間
」
を
見
て
い
る
。
右
の
よ
う
に
、「
い
っ
さ
い
の
諸

個
人
の
う
ち
に
」
人
類
は
「
生
き
て
い
る
」
と
い
う
と
ら
え
方
に
、
人
類
と
い
う
「
観
念
」
の
は
た
ら
き
を
わ
れ
わ
れ
は
見
て
い
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
こ
の
「
根
源
本
質
的
な
不
変
の
同
等
性
」
の
視
野
の
ゆ
え
に
、
ク
ラ
ウ
ゼ
は
「
子
ど
も
」
そ
れ
自

体
の
尊
厳
と
男
女
の
完
全
同
等
性
と
を
説
く
こ
と
が
で
き
た
。「
人
類
同
盟
は
、
す
べ
て
の
個
人
と
す
べ
て
の
結
社
と
同
様
に
、
男

性
と
女
性
、
子
ど
も
、
成
人
お
よ
び
老
人
を
一
様
に
包
括
す
る
。
と
い
う
の
は
、
幼
さK

indlichkeit

は
そ
れ
自
体
と
し
て
尊
厳
、

固
有
の
活
発
さ
と
美
し
さ
を
も
っ
て
い
る
こ
と
、
幼
さ
は
た
ん
に
大
人
に
な
る
た
め
の
準
備
や
手
段
と
み
な
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
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を
、
わ
れ
わ
れ
は
す
で
に
前
に
承
認
し
た
か
ら
で
あ
る
。」「
人
類
の
半
数
で
あ
る
女
性
は
、
尊
厳
、
本
来
的
な
生
の
豊
か
さ
と
美
し

さ
の
点
で
は
、
男
性
と
完
全
に
同
等
で
あ
る
。
女
性
は
人
類
同
盟
に
と
っ
て
も
男
性
と
同
等
に
本
質
的
で
あ
る
。」(S.293)

こ
こ

に
、
こ
ん
に
ち
、
ク
ラ
ウ
ゼ
と
ク
ラ
ウ
ゼ
派
に
ド
イ
ツ
に
お
け
る
女
性
解
放
思
想
の
一
つ
の
源
流
を
認
め
る
根
拠
が
見
出
さ
れ
る
で

あ
ろ
う(70)。

こ
う
し
て
、
諸
個
人
の
無
限
の
多
様
性
と
、
そ
れ
を
「
同
じ
人
間
本
質
」
つ
ま
り
「
根
源
的
一
性
」
と
し
て
根
底
で
貫
い
て
包
括

す
る
「
人
類
」、
と
い
う
関
係
性
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
何
を
想
う
だ
ろ
う
か
。
い
ま
こ
こ
に
書
き
留
め
て
お
き
た
い
の
は
、
ラ
イ
ブ

ニ
ッ
ツ
が
、「
モ
ナ
ド
」
す
な
わ
ち
「
単
純
な
実
体
」
と
し
て
の
「
一
な
る
も
の
」
は
、「
そ
の
な
か
に
多
を
ふ
く
ん
で
い
る
」
と
述

べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
宇
宙
は
一
つ
だ
が
、「
単
純
な
実
体
が
無
限
に
多
く
あ
る
た
め
に
、
そ
の
数
だ
け
の
異
な
る
宇

宙
が
あ
る
こ
と
に
な
る
」、
つ
ま
り
、「
各
々
の
モ
ナ
ド
の
異
な
る
視
点
か
ら
見
る
唯
一
の
宇
宙
の
さ
ま
ざ
ま
な
眺
望
」
で
あ
り
、
こ

れ
が
、「
で
き
る
だ
け
多
く
の
変
化
に
富
む
多
様
性
を
、
し
か
も
で
き
う
る
限
り
の
優
れ
た
秩
序
と
と
も
に
得
る
方
法
で
あ
る
」、
と

も
言
う(71)。
ク
ラ
ウ
ゼ
は
、「
モ
ナ
ド
」（
ギ
リ
シ
ア
語
のm

onas

）
に
相
当
す
る
「
一
性Einheit

」
と
い
う
語
を
こ
こ
で
は
「
人
類
」

に
対
し
て
用
い
て
、
そ
こ
に
諸
個
人
の
多
様
性
を
包
括
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
に
「
一
な
る
も
の
」
に
多
を
見
る
と
い
う
ク
ラ
ウ

ゼ
の
根
本
発
想
は
、
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
を
も
超
え
て
は
る
か
に
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
ま
で
Ḫ
及
す
る
霊
的
な
思
想
系
譜
へ
の
留
意
を
わ
れ

わ
れ
に
う
な
が
す
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
そ
う
し
た
諸
個
人
の
多
様
性
と
人
類
の
一
性
と
の
関
係
性
の
も
と
で
、
ク
ラ
ウ
ゼ
の
語
る
「
人
類
同
盟
」
と
は
何
か
。

「
人
類
同
盟M

enschheitbund

と
は
、〔
…
…
〕
人
類
そ
れ
自
身
の
、
ま
た
神
、
自
然
お
よ
び
理
性
と
愛
情
深
く
結
合
し
た
人
類
の

一
全
体
に
お
け
る
、
人
類
の
す
べ
て
の
諸
人
格
と
諸
力
と
の
統
合
的
生V

ereinleben

で
あ
る
。」(S.282)

「
人
類
同
盟
の
規
定

〔
使
命
〕
と
は
、
人
類
の
永
遠
に
本
質
的
な
も
の
全
体
を
、
全
体
と
し
て
、
お
よ
び
そ
の
す
べ
て
の
諸
部
分
に
お
い
て
は
自
立
的
な

も
の
と
し
て
、
そ
し
て
神
、
理
性
お
よ
び
自
然
と
調
和
し
た
本
質
と
し
て
、
発
展
さ
せ
表
示
す
る
た
め
に
、
人
類
が
、
そ
の
生
の
す

べ
て
の
領
域
で
、
そ
の
す
べ
て
の
個
々
の
諸
人
格
、
諸
分
肢
お
よ
び
諸
力
に
お
い
て
、
一
つ
の
生
き
た
存
在
者
と
し
て
、
そ
の
分
割

で
き
な
い
ま
っ
た
き
力
で
は
た
ら
く
こ
と
で
あ
る
。」(S.284)

個
人
と
人
類
と
の
相
互
関
係
に
つ
い
て
言
え
ば
、「
人
類
同
盟
の
規

定
〔
使
命
〕
は
、
人
類
全
体
と
同
様
に
個
々
の
人
間
を
包
括
す
る
。
個
人
は
す
で
に
人
類
全
体
の
精
神
で
生
き
る
こ
と
が
で
き
る

し
、
そ
う
す
べ
き
で
あ
り
、
人
類
は
全
体
と
し
て
各
個
人
の
自
由
で
調
和
的
な
完
成
の
た
め
に
活
動
す
べ
き
で
あ
る
。」「
個
人
は
す

で
に
こ
の
同
盟
の
仕
事
を
始
め
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
始
め
る
べ
き
で
あ
る
が
、
人
類
全
体
だ
け
が
、
つ
ま
り
、
た
ん
な
る
横
並
び

の
集
団
と
し
て
で
は
な
く
、
同
じ
根
源
像
に
忠
実
な
共
通
の
計
画
に
従
っ
て
と
も
に
か
か
わ
り
あ
い
な
が
ら
生
き
、
働
い
て
い
る

人
々
の
、
自
由
で
有
機
的
な
結
社
と
し
て
の
人
類
だ
け
が
、
こ
の
仕
事
を
、
地
上
の
ま
っ
た
き
生
領
域
で
完
全
か
つ
一
様
に
発
展
さ

せ
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」(S.285)

つ
ま
り
、「
ど
の
時
代
に
も
不
変
の
、
ど
の
生
を
も
励
起
す
る
、
人
類
の
根
源
本
質
的
な

一
性
に
よ
っ
て
の
み
、
個
人
か
ら
全
体
へ
と
上
昇
し
て
ゆ
く
不
断
の
発
展
の
う
ち
に
、
生
が
、
そ
の
調
和
的
な
成
熟
へ
と
展
開
し
、

生
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
、
あ
の
永
遠
の
根
源
的
一
性
を
、
そ
の
永
続
的
な
似
姿
と
し
て
表
す
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。」(S.

286f.)

「
各
個
人
は
、
自
分
の
人
格
の
限
界
内
で
は
、
人
類
と
人
類
同
盟
の
精
神
で
、
自
由
か
つ
自
立
的
に
生
き
る
こ
と
が
で
き
る

し
、
そ
う
す
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
、
人
類
の
生
の
た
め
の
か
れ
の
こ
の
自
由
な
内
的
な
協
同
を
、
人
類
同
盟
全
体
の
諸
努
力
と
結
び

つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
そ
う
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。」(S.291)

こ
の
よ
う
に
ク
ラ
ウ
ゼ
は
、
一
方
で
諸
個
人
の
自
由
で
自
立
的
な
生
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
固
有
性
と
し
て
く
り
返
し
強
調
し
つ
つ
、

他
方
で
は
、
そ
の
「
各
個
人
の
自
由
で
調
和
的
な
完
成
」
を
実
現
さ
せ
る
の
は
「
人
類
の
根
源
本
質
的
な
一
性
」
だ
け
な
の
だ
と
述
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を
、
わ
れ
わ
れ
は
す
で
に
前
に
承
認
し
た
か
ら
で
あ
る
。」「
人
類
の
半
数
で
あ
る
女
性
は
、
尊
厳
、
本
来
的
な
生
の
豊
か
さ
と
美
し

さ
の
点
で
は
、
男
性
と
完
全
に
同
等
で
あ
る
。
女
性
は
人
類
同
盟
に
と
っ
て
も
男
性
と
同
等
に
本
質
的
で
あ
る
。」(S.293)

こ
こ

に
、
こ
ん
に
ち
、
ク
ラ
ウ
ゼ
と
ク
ラ
ウ
ゼ
派
に
ド
イ
ツ
に
お
け
る
女
性
解
放
思
想
の
一
つ
の
源
流
を
認
め
る
根
拠
が
見
出
さ
れ
る
で

あ
ろ
う(70)。

こ
う
し
て
、
諸
個
人
の
無
限
の
多
様
性
と
、
そ
れ
を
「
同
じ
人
間
本
質
」
つ
ま
り
「
根
源
的
一
性
」
と
し
て
根
底
で
貫
い
て
包
括

す
る
「
人
類
」、
と
い
う
関
係
性
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
何
を
想
う
だ
ろ
う
か
。
い
ま
こ
こ
に
書
き
留
め
て
お
き
た
い
の
は
、
ラ
イ
ブ

ニ
ッ
ツ
が
、「
モ
ナ
ド
」
す
な
わ
ち
「
単
純
な
実
体
」
と
し
て
の
「
一
な
る
も
の
」
は
、「
そ
の
な
か
に
多
を
ふ
く
ん
で
い
る
」
と
述

べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
宇
宙
は
一
つ
だ
が
、「
単
純
な
実
体
が
無
限
に
多
く
あ
る
た
め
に
、
そ
の
数
だ
け
の
異
な
る
宇

宙
が
あ
る
こ
と
に
な
る
」、
つ
ま
り
、「
各
々
の
モ
ナ
ド
の
異
な
る
視
点
か
ら
見
る
唯
一
の
宇
宙
の
さ
ま
ざ
ま
な
眺
望
」
で
あ
り
、
こ

れ
が
、「
で
き
る
だ
け
多
く
の
変
化
に
富
む
多
様
性
を
、
し
か
も
で
き
う
る
限
り
の
優
れ
た
秩
序
と
と
も
に
得
る
方
法
で
あ
る
」、
と

も
言
う(71)。
ク
ラ
ウ
ゼ
は
、「
モ
ナ
ド
」（
ギ
リ
シ
ア
語
のm

onas

）
に
相
当
す
る
「
一
性Einheit

」
と
い
う
語
を
こ
こ
で
は
「
人
類
」

に
対
し
て
用
い
て
、
そ
こ
に
諸
個
人
の
多
様
性
を
包
括
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
に
「
一
な
る
も
の
」
に
多
を
見
る
と
い
う
ク
ラ
ウ

ゼ
の
根
本
発
想
は
、
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
を
も
超
え
て
は
る
か
に
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
ま
で
Ḫ
及
す
る
霊
的
な
思
想
系
譜
へ
の
留
意
を
わ
れ

わ
れ
に
う
な
が
す
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
そ
う
し
た
諸
個
人
の
多
様
性
と
人
類
の
一
性
と
の
関
係
性
の
も
と
で
、
ク
ラ
ウ
ゼ
の
語
る
「
人
類
同
盟
」
と
は
何
か
。

「
人
類
同
盟M

enschheitbund

と
は
、〔
…
…
〕
人
類
そ
れ
自
身
の
、
ま
た
神
、
自
然
お
よ
び
理
性
と
愛
情
深
く
結
合
し
た
人
類
の

一
全
体
に
お
け
る
、
人
類
の
す
べ
て
の
諸
人
格
と
諸
力
と
の
統
合
的
生V

ereinleben

で
あ
る
。」(S.282)

「
人
類
同
盟
の
規
定

〔
使
命
〕
と
は
、
人
類
の
永
遠
に
本
質
的
な
も
の
全
体
を
、
全
体
と
し
て
、
お
よ
び
そ
の
す
べ
て
の
諸
部
分
に
お
い
て
は
自
立
的
な

も
の
と
し
て
、
そ
し
て
神
、
理
性
お
よ
び
自
然
と
調
和
し
た
本
質
と
し
て
、
発
展
さ
せ
表
示
す
る
た
め
に
、
人
類
が
、
そ
の
生
の
す

べ
て
の
領
域
で
、
そ
の
す
べ
て
の
個
々
の
諸
人
格
、
諸
分
肢
お
よ
び
諸
力
に
お
い
て
、
一
つ
の
生
き
た
存
在
者
と
し
て
、
そ
の
分
割

で
き
な
い
ま
っ
た
き
力
で
は
た
ら
く
こ
と
で
あ
る
。」(S.284)

個
人
と
人
類
と
の
相
互
関
係
に
つ
い
て
言
え
ば
、「
人
類
同
盟
の
規

定
〔
使
命
〕
は
、
人
類
全
体
と
同
様
に
個
々
の
人
間
を
包
括
す
る
。
個
人
は
す
で
に
人
類
全
体
の
精
神
で
生
き
る
こ
と
が
で
き
る

し
、
そ
う
す
べ
き
で
あ
り
、
人
類
は
全
体
と
し
て
各
個
人
の
自
由
で
調
和
的
な
完
成
の
た
め
に
活
動
す
べ
き
で
あ
る
。」「
個
人
は
す

で
に
こ
の
同
盟
の
仕
事
を
始
め
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
始
め
る
べ
き
で
あ
る
が
、
人
類
全
体
だ
け
が
、
つ
ま
り
、
た
ん
な
る
横
並
び

の
集
団
と
し
て
で
は
な
く
、
同
じ
根
源
像
に
忠
実
な
共
通
の
計
画
に
従
っ
て
と
も
に
か
か
わ
り
あ
い
な
が
ら
生
き
、
働
い
て
い
る

人
々
の
、
自
由
で
有
機
的
な
結
社
と
し
て
の
人
類
だ
け
が
、
こ
の
仕
事
を
、
地
上
の
ま
っ
た
き
生
領
域
で
完
全
か
つ
一
様
に
発
展
さ

せ
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」(S.285)
つ
ま
り
、「
ど
の
時
代
に
も
不
変
の
、
ど
の
生
を
も
励
起
す
る
、
人
類
の
根
源
本
質
的
な

一
性
に
よ
っ
て
の
み
、
個
人
か
ら
全
体
へ
と
上
昇
し
て
ゆ
く
不
断
の
発
展
の
う
ち
に
、
生
が
、
そ
の
調
和
的
な
成
熟
へ
と
展
開
し
、

生
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
、
あ
の
永
遠
の
根
源
的
一
性
を
、
そ
の
永
続
的
な
似
姿
と
し
て
表
す
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。」(S.

286f.)

「
各
個
人
は
、
自
分
の
人
格
の
限
界
内
で
は
、
人
類
と
人
類
同
盟
の
精
神
で
、
自
由
か
つ
自
立
的
に
生
き
る
こ
と
が
で
き
る

し
、
そ
う
す
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
、
人
類
の
生
の
た
め
の
か
れ
の
こ
の
自
由
な
内
的
な
協
同
を
、
人
類
同
盟
全
体
の
諸
努
力
と
結
び

つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
そ
う
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。」(S.291)

こ
の
よ
う
に
ク
ラ
ウ
ゼ
は
、
一
方
で
諸
個
人
の
自
由
で
自
立
的
な
生
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
固
有
性
と
し
て
く
り
返
し
強
調
し
つ
つ
、

他
方
で
は
、
そ
の
「
各
個
人
の
自
由
で
調
和
的
な
完
成
」
を
実
現
さ
せ
る
の
は
「
人
類
の
根
源
本
質
的
な
一
性
」
だ
け
な
の
だ
と
述
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べ
、
さ
ら
に
、
こ
の
両
者
を
つ
な
ぐ
も
の
と
し
て
、
諸
個
人
の
「
自
由
な
内
的
な
協
働
」
に
よ
る
生
の
発
展
と
成
熟
と
い
う
プ
ロ
セ

ス
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
使
命
を
も
つ
「
人
類
同
盟
」
の
「
組
織O

rganisation

」
の
あ
り
方
に
つ

い
て
、
ク
ラ
ウ
ゼ
の
構
想
が
展
開
さ
れ
る
。

そ
こ
で
一
貫
し
て
い
る
の
は
、
各
構
成
員
の
自
由
と
全
体
の
統
一
性
、
諸
個
人
の
生
の
固
有
性
・
多
様
性
と
人
類
の
一
な
る
生
の

範
型
性
と
い
う
両
面
指
向
性
で
あ
り
、
こ
の
両
立
困
難
な
課
題
の
前
で
組
織
論
は
原
理
論
的
に
一
歩
ず
つ
築
か
れ
て
ゆ
く
。
人
類
同

盟
に
も
っ
ぱ
ら
献
身
す
る
「
特
別
の
身
分
」
や
「
代
議
士
」
が
選
任
さ
れ
る
ほ
か
、「
各
結
社
は
、
そ
の
成
員
が
協
同
生
産
物
の
た

め
の
時
間
、
場
所
、
力
の
配
分
に
応
じ
て
共
同
生
活
す
る
よ
う
な
一
定
の
形
式
で
、
成
員
を
結
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」「
各
結

社
の
体
制
は
、
一
般
的
に
は
、
人
倫
、
法
、
友
愛
と
相
互
的
生
、
美
の
諸
法
則
、
並
び
に
、
不
断
に
進
歩
す
る
、
あ
る
い
は
生
の
経

過
の
中
で
変
革
さ
れ
る
自
己
形
成
の
諸
法
則
に
か
な
っ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
特
殊
的
に
は
、〔
…
…
〕
一
般

的
諸
規
定
は
、
ま
さ
に
こ
の
結
社
お
よ
び
そ
れ
と
密
接
に
か
か
わ
っ
て
い
る
存
在
者
お
よ
び
諸
結
社
と
の
諸
関
係
の
固
有
の
理
念
に

沿
う
よ
う
に
さ
ら
に
規
定
さ
れ
る
〔
…
…
〕。」(S.295-297)

ま
た
、
あ
る
結
社
や
同
盟
の
「
共
同
の
意
志
」
を
形
成
す
る
た
め
の

プ
ロ
セ
ス
と
し
て
、
ま
ず
そ
の
結
社
の
構
成
員
た
ち
が
「
互
い
に
交
わ
っ
て
表
明
さ
れ
る
理
念
に
つ
い
て
自
分
た
ち
自
身
で
同
意

し
」、
つ
ぎ
に
そ
れ
を
一
つ
の
理
想
へ
仕
上
げ
、
さ
ら
に
「
そ
の
理
想
を
、
人
類
の
生
状
態
に
か
な
う
一
な
る
計
画
に
従
っ
て
実
行

し
よ
う
と
試
み
る
。」
こ
う
し
て
、
か
れ
ら
は
「
自
分
た
ち
の
よ
り
高
い
社
交
的
生
の
本
質
、
規
定
お
よ
び
範
囲
に
つ
い
て
一
致
す

る
」
に
至
る(S.297)

。
こ
の
よ
う
に
結
社
や
同
盟
に
お
け
る
意
志
形
成
の
方
法
が
、
上
か
ら
の
指
令
や
誘
導
で
は
な
く
、
構
成
員

た
ち
の
相
互
交
流
と
同
意
か
ら
出
発
す
る
構
成
を
と
っ
て
い
る
こ
と
は
、
原
理
論
と
し
て
重
要
で
あ
る
。

組
織
論
の
こ
う
し
た
一
般
的
な
方
針
の
も
と
で
、
つ
ぎ
に
「
人
類
同
盟
の
結
成
お
よ
び
そ
の
全
活
動
の
配
分
と
制
度
の
形
式
」
と

し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、「
自
由
、
開
放
性
、
正
義
お
よ
び
普
遍
的
な
人
間
愛
」
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
「
自
由
」
と
は
、
同
盟
の
各

構
成
員
が
「
善
へ
の
純
粋
な
愛
か
ら
」、
か
れ
自
身
の
個
人
的
な
所
産
が
「
正
義
、
愛
、
美
の
諸
要
求
」
に
沿
う
よ
う
に
「
自
分
の

意
志
を
決
定
す
る
」
ば
あ
い
、
あ
る
い
は
、
各
構
成
員
が
「
自
分
の
理
念
に
忠
実
か
つ
公
正
で
あ
り
、
ま
た
、
か
れ
の
仲
間
お
よ
び

人
類
の
他
の
い
っ
さ
い
の
施
設
や
人
々
の
自
立
的
な
生
を
暴
力
的
に
侵
害
す
る
こ
と
を
良
心
的
に
控
え
る
」
ば
あ
い
に
、
か
れ
は
自

由
で
あ
る
、
と
さ
れ
る(S.298)

。
そ
し
て
こ
の
「
自
由
と
本
質
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
」
の
が
「
開
放
性O

ffenheit

」
で
あ
る
。

こ
れ
は
全
体
と
諸
部
分
と
の
関
係
に
か
か
わ
る
文
脈
の
な
か
で
、「
も
し
人
類
の
生
が
成
功
す
べ
き
だ
と
す
れ
ば
、
い
っ
さ
い
の
純

粋
か
つ
普
遍
的
な
人
間
的
な
も
の
が
、
ど
の
個
人
の
精
神
と
心
情
に
も
開
か
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」、
と
表
現
さ
れ
る
。
言

い
換
え
れ
ば
、「
全
体
の
諸
部
分
」
で
あ
る
各
人
と
各
結
社
の
内
面
に
「
人
類
と
そ
の
生
の
認
識
」
が
形
成
さ
れ
、「
い
っ
さ
い
の
人

間
的
な
も
の
へ
の
心
か
ら
の
参
与
」
が
呼
び
覚
ま
さ
れ
る
こ
と
が
実
現
す
る
た
め
に
は
、「
人
類
同
盟
は
か
れ
ら
〔
す
べ
て
の
個
々

の
結
社
と
個
人
〕
に
つ
ね
に
開
か
れ
て
〔
隠
し
だ
て
せ
ず
に
〕
そ
こ
に
在
ら
ね
ば
な
ら
な
いoffen

gegenw
ärtig

sein

」、
と(S.

298f.)

。
さ
ら
に
、「
人
類
同
盟
は
、
全
人
類
と
し
て
人
類
の
生
を
遂
行
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
す
べ
て
の
内
部
の
人
々
お
よ
び
社
交

諸
団
体
の
一
身
上
の
自
立
的
な
秘
密
と
社
交
的
開
放
性
と
の
両
面
の
立
法
者
か
つ
守
護
者
と
し
て
の
使
命
を
帯
び
て
い
る
。
ま
た
、

そ
れ
ぞ
れ
の
自
立
的
人
格
の
領
域
内
の
秘
密
が
守
ら
れ
る
権
利
は
、
保
護
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」、
と(S.300)

。

こ
の
よ
う
に
人
類
同
盟
は
、
各
構
成
員
の
自
由
と
自
立
、
個
人
情
報
の
守
秘
の
尊
重
と
と
も
に
、
人
類
同
盟
自
体
の
「
開
放
性
」、

隠
し
だ
て
し
な
い
率
直
さ
を
、
そ
の
基
本
理
念
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
上
述
の
よ
う
に
、
ク
ラ
ウ
ゼ
が
本
書
と
ほ
ぼ
同
時
期

に
傾
注
し
た
『
技
芸
史
料
』
の
執
筆
と
公
刊
と
い
う
実
践
を
貫
い
て
い
た
基
本
姿
勢
で
あ
っ
た
か
ら
、
人
類
同
盟
に
お
け
る
こ
の
開

放
性
の
主
張
は
、
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
の
あ
る
べ
き
姿
と
し
て
、
ま
た
ク
ラ
ウ
ゼ
の
「
人
類
的
生
」
の
信
条
と
人
柄
の
率
直
さ
の
証
と
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べ
、
さ
ら
に
、
こ
の
両
者
を
つ
な
ぐ
も
の
と
し
て
、
諸
個
人
の
「
自
由
な
内
的
な
協
働
」
に
よ
る
生
の
発
展
と
成
熟
と
い
う
プ
ロ
セ

ス
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
使
命
を
も
つ
「
人
類
同
盟
」
の
「
組
織O

rganisation

」
の
あ
り
方
に
つ

い
て
、
ク
ラ
ウ
ゼ
の
構
想
が
展
開
さ
れ
る
。

そ
こ
で
一
貫
し
て
い
る
の
は
、
各
構
成
員
の
自
由
と
全
体
の
統
一
性
、
諸
個
人
の
生
の
固
有
性
・
多
様
性
と
人
類
の
一
な
る
生
の

範
型
性
と
い
う
両
面
指
向
性
で
あ
り
、
こ
の
両
立
困
難
な
課
題
の
前
で
組
織
論
は
原
理
論
的
に
一
歩
ず
つ
築
か
れ
て
ゆ
く
。
人
類
同

盟
に
も
っ
ぱ
ら
献
身
す
る
「
特
別
の
身
分
」
や
「
代
議
士
」
が
選
任
さ
れ
る
ほ
か
、「
各
結
社
は
、
そ
の
成
員
が
協
同
生
産
物
の
た

め
の
時
間
、
場
所
、
力
の
配
分
に
応
じ
て
共
同
生
活
す
る
よ
う
な
一
定
の
形
式
で
、
成
員
を
結
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」「
各
結

社
の
体
制
は
、
一
般
的
に
は
、
人
倫
、
法
、
友
愛
と
相
互
的
生
、
美
の
諸
法
則
、
並
び
に
、
不
断
に
進
歩
す
る
、
あ
る
い
は
生
の
経

過
の
中
で
変
革
さ
れ
る
自
己
形
成
の
諸
法
則
に
か
な
っ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
特
殊
的
に
は
、〔
…
…
〕
一
般

的
諸
規
定
は
、
ま
さ
に
こ
の
結
社
お
よ
び
そ
れ
と
密
接
に
か
か
わ
っ
て
い
る
存
在
者
お
よ
び
諸
結
社
と
の
諸
関
係
の
固
有
の
理
念
に

沿
う
よ
う
に
さ
ら
に
規
定
さ
れ
る
〔
…
…
〕。」(S.295-297)

ま
た
、
あ
る
結
社
や
同
盟
の
「
共
同
の
意
志
」
を
形
成
す
る
た
め
の

プ
ロ
セ
ス
と
し
て
、
ま
ず
そ
の
結
社
の
構
成
員
た
ち
が
「
互
い
に
交
わ
っ
て
表
明
さ
れ
る
理
念
に
つ
い
て
自
分
た
ち
自
身
で
同
意

し
」、
つ
ぎ
に
そ
れ
を
一
つ
の
理
想
へ
仕
上
げ
、
さ
ら
に
「
そ
の
理
想
を
、
人
類
の
生
状
態
に
か
な
う
一
な
る
計
画
に
従
っ
て
実
行

し
よ
う
と
試
み
る
。」
こ
う
し
て
、
か
れ
ら
は
「
自
分
た
ち
の
よ
り
高
い
社
交
的
生
の
本
質
、
規
定
お
よ
び
範
囲
に
つ
い
て
一
致
す

る
」
に
至
る(S.297)

。
こ
の
よ
う
に
結
社
や
同
盟
に
お
け
る
意
志
形
成
の
方
法
が
、
上
か
ら
の
指
令
や
誘
導
で
は
な
く
、
構
成
員

た
ち
の
相
互
交
流
と
同
意
か
ら
出
発
す
る
構
成
を
と
っ
て
い
る
こ
と
は
、
原
理
論
と
し
て
重
要
で
あ
る
。

組
織
論
の
こ
う
し
た
一
般
的
な
方
針
の
も
と
で
、
つ
ぎ
に
「
人
類
同
盟
の
結
成
お
よ
び
そ
の
全
活
動
の
配
分
と
制
度
の
形
式
」
と

し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、「
自
由
、
開
放
性
、
正
義
お
よ
び
普
遍
的
な
人
間
愛
」
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
「
自
由
」
と
は
、
同
盟
の
各

構
成
員
が
「
善
へ
の
純
粋
な
愛
か
ら
」、
か
れ
自
身
の
個
人
的
な
所
産
が
「
正
義
、
愛
、
美
の
諸
要
求
」
に
沿
う
よ
う
に
「
自
分
の

意
志
を
決
定
す
る
」
ば
あ
い
、
あ
る
い
は
、
各
構
成
員
が
「
自
分
の
理
念
に
忠
実
か
つ
公
正
で
あ
り
、
ま
た
、
か
れ
の
仲
間
お
よ
び

人
類
の
他
の
い
っ
さ
い
の
施
設
や
人
々
の
自
立
的
な
生
を
暴
力
的
に
侵
害
す
る
こ
と
を
良
心
的
に
控
え
る
」
ば
あ
い
に
、
か
れ
は
自

由
で
あ
る
、
と
さ
れ
る(S.298)

。
そ
し
て
こ
の
「
自
由
と
本
質
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
」
の
が
「
開
放
性O

ffenheit

」
で
あ
る
。

こ
れ
は
全
体
と
諸
部
分
と
の
関
係
に
か
か
わ
る
文
脈
の
な
か
で
、「
も
し
人
類
の
生
が
成
功
す
べ
き
だ
と
す
れ
ば
、
い
っ
さ
い
の
純

粋
か
つ
普
遍
的
な
人
間
的
な
も
の
が
、
ど
の
個
人
の
精
神
と
心
情
に
も
開
か
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」、
と
表
現
さ
れ
る
。
言

い
換
え
れ
ば
、「
全
体
の
諸
部
分
」
で
あ
る
各
人
と
各
結
社
の
内
面
に
「
人
類
と
そ
の
生
の
認
識
」
が
形
成
さ
れ
、「
い
っ
さ
い
の
人

間
的
な
も
の
へ
の
心
か
ら
の
参
与
」
が
呼
び
覚
ま
さ
れ
る
こ
と
が
実
現
す
る
た
め
に
は
、「
人
類
同
盟
は
か
れ
ら
〔
す
べ
て
の
個
々

の
結
社
と
個
人
〕
に
つ
ね
に
開
か
れ
て
〔
隠
し
だ
て
せ
ず
に
〕
そ
こ
に
在
ら
ね
ば
な
ら
な
いoffen

gegenw
ärtig

sein

」、
と(S.

298f.)

。
さ
ら
に
、「
人
類
同
盟
は
、
全
人
類
と
し
て
人
類
の
生
を
遂
行
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
す
べ
て
の
内
部
の
人
々
お
よ
び
社
交

諸
団
体
の
一
身
上
の
自
立
的
な
秘
密
と
社
交
的
開
放
性
と
の
両
面
の
立
法
者
か
つ
守
護
者
と
し
て
の
使
命
を
帯
び
て
い
る
。
ま
た
、

そ
れ
ぞ
れ
の
自
立
的
人
格
の
領
域
内
の
秘
密
が
守
ら
れ
る
権
利
は
、
保
護
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」、
と(S.300)

。

こ
の
よ
う
に
人
類
同
盟
は
、
各
構
成
員
の
自
由
と
自
立
、
個
人
情
報
の
守
秘
の
尊
重
と
と
も
に
、
人
類
同
盟
自
体
の
「
開
放
性
」、

隠
し
だ
て
し
な
い
率
直
さ
を
、
そ
の
基
本
理
念
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
上
述
の
よ
う
に
、
ク
ラ
ウ
ゼ
が
本
書
と
ほ
ぼ
同
時
期

に
傾
注
し
た
『
技
芸
史
料
』
の
執
筆
と
公
刊
と
い
う
実
践
を
貫
い
て
い
た
基
本
姿
勢
で
あ
っ
た
か
ら
、
人
類
同
盟
に
お
け
る
こ
の
開

放
性
の
主
張
は
、
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
の
あ
る
べ
き
姿
と
し
て
、
ま
た
ク
ラ
ウ
ゼ
の
「
人
類
的
生
」
の
信
条
と
人
柄
の
率
直
さ
の
証
と
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し
て
も
、
重
い
意
味
を
ふ
く
ん
で
い
た
わ
け
で
あ
る
。

人
類
同
盟
の
こ
の
よ
う
な
基
本
理
念
に
も
と
づ
い
て
、
ク
ラ
ウ
ゼ
は
同
盟
の
三
つ
の
主
要
任
務
と
し
て
、
立
法
、
判
決
、
執
行
を

挙
げ
る
が
、「
根
源
的
に
は
同
盟
全
体
、
す
な
わ
ち
同
盟
の
全
構
成
員
が
、
一
人
の
人
間
と
し
て
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
い
っ
さ
い

の
判
決
と
執
行
を
お
こ
な
う
法
律
を
つ
く
る
権
利
を
も
っ
ぱ
ら
有
し
て
い
る
。」
こ
れ
は
、
立
法
権
は
原
理
的
に
は
同
盟
の
全
構
成

員
に
属
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
に
対
応
し
て
、
人
類
同
盟
の
「
体
制V

erfassung

も
、
こ
れ
ら
の
基
本
任
務

に
お
い
て
、
と
く
に
そ
れ
ら
に
献
身
す
る
結
社
、
つ
ま
り
そ
の
た
め
に
公
共
体die

G
em

eine

か
ら
全
権
を
委
ね
ら
れ
た
結
社
の
芸

術
作
品
と
し
て
形
成
さ
れ
、
活
気
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
体
制
の
め
ん
ど
う
を
見
る
こ
の
結
社
は
、
同
盟
で
選
出
さ
れ
た

人
々
の
一
部
分
で
あ
り
、
そ
の
権
力
は
公
共
体
に
の
み
由
来
す
る
。」
そ
れ
ゆ
え
に
「
こ
の
結
社
は
公
共
体
に
み
ず
か
ら
責
任
を
負

っ
て
い
る
。」
そ
し
て
「
同
盟
の
体
制
に
献
身
す
る
こ
の
結
社
も
、〔
…
…
〕
同
盟
の
体
制
の
根
源
像
に
従
っ
て
〔
…
…
〕
組
織
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
。」
す
な
わ
ち
、「
こ
の
結
社
も
、
す
べ
て
の
同
盟
構
成
員
が
接
近
で
き
る
よ
う
に
徹
底
的
に
開
放
さ
れ
て
い
る
」
こ

と
、「
す
べ
て
の
同
盟
構
成
員
が
、
こ
の
結
社
に
つ
い
て
、
ま
た
、
体
制
の
め
ん
ど
う
を
見
る
人
々
の
全
活
動
に
つ
い
て
、
し
た
が

っ
て
立
法
、
判
定
お
よ
び
執
行
に
つ
い
て
、
自
由
に
判
断
し
、
か
れ
の
判
断
の
理
由
を
述
べ
、
そ
れ
に
つ
い
て
同
盟
全
体
に
聴
い
て

も
ら
う
こ
と
が
で
き
る
」
こ
と
、
こ
の
結
社
の
体
制
は
こ
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い(S.304)

。
こ
の
よ
う
に
、
立
法
権

規
定
だ
け
で
な
く
、
人
類
同
盟
の
い
わ
ば
中
央
管
理
組
織
に
つ
い
て
も
徹
底
的
な
「
開
放
性
」
を
求
め
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
ク
ラ
ウ

ゼ
の
自
由
で
民
主
的
な
体
制
に
寄
せ
る
熱
い
期
待
と
深
い
決
意
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

以
上
の
展
望
を
「
人
類
同
盟
の
生
の
内
的
諸
条
件
」
と
す
れ
ば
、
つ
ぎ
に
ク
ラ
ウ
ゼ
が
提
示
す
る
の
は
人
類
同
盟
の
「
生
の
外
的

諸
条
件
」
で
あ
る
。
こ
の
ば
あ
い
、「
個
々
の
生
の
外
的
諸
条
件
は
、
生
き
て
い
る
そ
の
存
在
者
に
対
し
て
他
の
存
在
者
に
よ
っ
て

作
り
出
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
一
部
は
法
の
観
念
に
従
っ
て
、
一
部
は
自
由
な
相
互
的
生
の
観
念
に
従
っ
て
、
一
部
は
同
時
に
そ
の
二

つ
に
従
っ
て
で
あ
る
。」
こ
れ
に
つ
づ
け
て
、
法
の
概
念
が
つ
ぎ
の
よ
う
に
明
示
さ
れ
る
。「
法
は
、
す
べ
て
の
存
在
者
が
自
立
的
で

自
由
な
存
在
者
と
し
て
共
に
存
在
す
る
う
え
で
か
れ
ら
す
べ
て
に
必
要
と
さ
れ
る
も
の
す
べ
て
を
包
括
す
る
。
つ
ま
り
、
各
存
在
者

が
、
給
付
さ
れ
る
者
の
自
立
的
な
生
の
観
念
に
従
っ
て
各
存
在
者
に
給
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
す
べ
て
、
で
あ
る
。」(S.

305)

先
に
見
た
「
法
同
盟
」
の
説
明
箇
所
で
は
、「
法
的
生
」
は
、
す
べ
て
の
存
在
者
が
「
自
分
を
人
倫
的
に
美
し
く
完
成
す
る
た

め
の
外
的
諸
条
件
を
形
成
す
る
」
も
の
だ
と
規
定
さ
れ
た
が
、
こ
こ
で
は
さ
ら
に
踏
み
込
ん
で
、「
法
」
と
は
、
す
べ
て
の
存
在
者

が
「
自
立
的
で
自
由
な
存
在
者
と
し
て
」
共
存
す
る
う
え
で
「
必
要
と
さ
れ
る
も
の
す
べ
て
を
包
括
す
る
」
と
述
べ
て
、
全
員
の

「
自
立
的
で
自
由
な
」
生
を
実
現
す
る
た
め
に
必
要
な
「
外
的
諸
条
件
」
と
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
留
意
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

こ
の
「
外
的
諸
条
件
」
の
公
共
的
創
出
は
政、

治、

の
課
題
で
あ
り
、
そ
れ
は
広
範
な
社
会
改
革
（
改
良
主
義
）
に
つ
な
が
る
と
考
え
ら

れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、「
自
然
法
論
」
で
さ
ら
に
敷
衍
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

つ
づ
け
て
、「
し
た
が
っ
て
、
ま
っ
先
に
認
識
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
人
類
同
盟
が
そ
れ
に
よ
っ
て
〔
…
…
〕
は
つ
ら
つ

と
完
成
す
る
た
め
に
、
何
が
人
類
同
盟
に
、
そ
の
外
的
権
利
〔
法
〕
と
し
て
〔
…
…
〕
人
類
の
生
全
体
に
よ
っ
て
給
付
さ
れ
る
べ
き

な
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
普
遍
的
な
法
源
は
、
人
類
の
生
に
お
け
る
、
ま
た
最
上
位
に
は
神
に
お
け
る
、
同
盟
そ
れ
自

体
の
永
遠
の
本
質
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
盟
の
個
々
の
権
利
〔
法
〕
要
求
の
根
拠
は
、
ま
さ
に
こ
れ
が
あ
の
完
成
の
た
め

に
必
要
と
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。」(S.305)

こ
の
人
類
同
盟
へ
の
給
付
に
つ
い
て
は
、
人
類
同
盟
と
そ
の
内
部
の
諸
同
盟

─
と
り
わ
け
法
同
盟

─
と
の
相
互
関
係
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
複
雑
な
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
立
ち
入
ら
な
い
。

た
だ
、「〔
人
類
〕
同
盟
に
給
付
さ
れ
る
べ
き
権
利
〔
法
〕
の
全
体
の
な
か
に
は
、
外
的
財
あ
る
い
は
外
的
所
有
物
の
有
機
的
な
一
領
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し
て
も
、
重
い
意
味
を
ふ
く
ん
で
い
た
わ
け
で
あ
る
。

人
類
同
盟
の
こ
の
よ
う
な
基
本
理
念
に
も
と
づ
い
て
、
ク
ラ
ウ
ゼ
は
同
盟
の
三
つ
の
主
要
任
務
と
し
て
、
立
法
、
判
決
、
執
行
を

挙
げ
る
が
、「
根
源
的
に
は
同
盟
全
体
、
す
な
わ
ち
同
盟
の
全
構
成
員
が
、
一
人
の
人
間
と
し
て
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
い
っ
さ
い

の
判
決
と
執
行
を
お
こ
な
う
法
律
を
つ
く
る
権
利
を
も
っ
ぱ
ら
有
し
て
い
る
。」
こ
れ
は
、
立
法
権
は
原
理
的
に
は
同
盟
の
全
構
成

員
に
属
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
に
対
応
し
て
、
人
類
同
盟
の
「
体
制V

erfassung

も
、
こ
れ
ら
の
基
本
任
務

に
お
い
て
、
と
く
に
そ
れ
ら
に
献
身
す
る
結
社
、
つ
ま
り
そ
の
た
め
に
公
共
体die

G
em

eine

か
ら
全
権
を
委
ね
ら
れ
た
結
社
の
芸

術
作
品
と
し
て
形
成
さ
れ
、
活
気
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
体
制
の
め
ん
ど
う
を
見
る
こ
の
結
社
は
、
同
盟
で
選
出
さ
れ
た

人
々
の
一
部
分
で
あ
り
、
そ
の
権
力
は
公
共
体
に
の
み
由
来
す
る
。」
そ
れ
ゆ
え
に
「
こ
の
結
社
は
公
共
体
に
み
ず
か
ら
責
任
を
負

っ
て
い
る
。」
そ
し
て
「
同
盟
の
体
制
に
献
身
す
る
こ
の
結
社
も
、〔
…
…
〕
同
盟
の
体
制
の
根
源
像
に
従
っ
て
〔
…
…
〕
組
織
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
。」
す
な
わ
ち
、「
こ
の
結
社
も
、
す
べ
て
の
同
盟
構
成
員
が
接
近
で
き
る
よ
う
に
徹
底
的
に
開
放
さ
れ
て
い
る
」
こ

と
、「
す
べ
て
の
同
盟
構
成
員
が
、
こ
の
結
社
に
つ
い
て
、
ま
た
、
体
制
の
め
ん
ど
う
を
見
る
人
々
の
全
活
動
に
つ
い
て
、
し
た
が

っ
て
立
法
、
判
定
お
よ
び
執
行
に
つ
い
て
、
自
由
に
判
断
し
、
か
れ
の
判
断
の
理
由
を
述
べ
、
そ
れ
に
つ
い
て
同
盟
全
体
に
聴
い
て

も
ら
う
こ
と
が
で
き
る
」
こ
と
、
こ
の
結
社
の
体
制
は
こ
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い(S.304)

。
こ
の
よ
う
に
、
立
法
権

規
定
だ
け
で
な
く
、
人
類
同
盟
の
い
わ
ば
中
央
管
理
組
織
に
つ
い
て
も
徹
底
的
な
「
開
放
性
」
を
求
め
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
ク
ラ
ウ

ゼ
の
自
由
で
民
主
的
な
体
制
に
寄
せ
る
熱
い
期
待
と
深
い
決
意
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

以
上
の
展
望
を
「
人
類
同
盟
の
生
の
内
的
諸
条
件
」
と
す
れ
ば
、
つ
ぎ
に
ク
ラ
ウ
ゼ
が
提
示
す
る
の
は
人
類
同
盟
の
「
生
の
外
的

諸
条
件
」
で
あ
る
。
こ
の
ば
あ
い
、「
個
々
の
生
の
外
的
諸
条
件
は
、
生
き
て
い
る
そ
の
存
在
者
に
対
し
て
他
の
存
在
者
に
よ
っ
て

作
り
出
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
一
部
は
法
の
観
念
に
従
っ
て
、
一
部
は
自
由
な
相
互
的
生
の
観
念
に
従
っ
て
、
一
部
は
同
時
に
そ
の
二

つ
に
従
っ
て
で
あ
る
。」
こ
れ
に
つ
づ
け
て
、
法
の
概
念
が
つ
ぎ
の
よ
う
に
明
示
さ
れ
る
。「
法
は
、
す
べ
て
の
存
在
者
が
自
立
的
で

自
由
な
存
在
者
と
し
て
共
に
存
在
す
る
う
え
で
か
れ
ら
す
べ
て
に
必
要
と
さ
れ
る
も
の
す
べ
て
を
包
括
す
る
。
つ
ま
り
、
各
存
在
者

が
、
給
付
さ
れ
る
者
の
自
立
的
な
生
の
観
念
に
従
っ
て
各
存
在
者
に
給
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
す
べ
て
、
で
あ
る
。」(S.

305)

先
に
見
た
「
法
同
盟
」
の
説
明
箇
所
で
は
、「
法
的
生
」
は
、
す
べ
て
の
存
在
者
が
「
自
分
を
人
倫
的
に
美
し
く
完
成
す
る
た

め
の
外
的
諸
条
件
を
形
成
す
る
」
も
の
だ
と
規
定
さ
れ
た
が
、
こ
こ
で
は
さ
ら
に
踏
み
込
ん
で
、「
法
」
と
は
、
す
べ
て
の
存
在
者

が
「
自
立
的
で
自
由
な
存
在
者
と
し
て
」
共
存
す
る
う
え
で
「
必
要
と
さ
れ
る
も
の
す
べ
て
を
包
括
す
る
」
と
述
べ
て
、
全
員
の

「
自
立
的
で
自
由
な
」
生
を
実
現
す
る
た
め
に
必
要
な
「
外
的
諸
条
件
」
と
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
留
意
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

こ
の
「
外
的
諸
条
件
」
の
公
共
的
創
出
は
政、

治、

の
課
題
で
あ
り
、
そ
れ
は
広
範
な
社
会
改
革
（
改
良
主
義
）
に
つ
な
が
る
と
考
え
ら

れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、「
自
然
法
論
」
で
さ
ら
に
敷
衍
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

つ
づ
け
て
、「
し
た
が
っ
て
、
ま
っ
先
に
認
識
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
人
類
同
盟
が
そ
れ
に
よ
っ
て
〔
…
…
〕
は
つ
ら
つ

と
完
成
す
る
た
め
に
、
何
が
人
類
同
盟
に
、
そ
の
外
的
権
利
〔
法
〕
と
し
て
〔
…
…
〕
人
類
の
生
全
体
に
よ
っ
て
給
付
さ
れ
る
べ
き

な
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
普
遍
的
な
法
源
は
、
人
類
の
生
に
お
け
る
、
ま
た
最
上
位
に
は
神
に
お
け
る
、
同
盟
そ
れ
自

体
の
永
遠
の
本
質
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
盟
の
個
々
の
権
利
〔
法
〕
要
求
の
根
拠
は
、
ま
さ
に
こ
れ
が
あ
の
完
成
の
た
め

に
必
要
と
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。」(S.305)

こ
の
人
類
同
盟
へ
の
給
付
に
つ
い
て
は
、
人
類
同
盟
と
そ
の
内
部
の
諸
同
盟

─
と
り
わ
け
法
同
盟

─
と
の
相
互
関
係
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
複
雑
な
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
立
ち
入
ら
な
い
。

た
だ
、「〔
人
類
〕
同
盟
に
給
付
さ
れ
る
べ
き
権
利
〔
法
〕
の
全
体
の
な
か
に
は
、
外
的
財
あ
る
い
は
外
的
所
有
物
の
有
機
的
な
一
領
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域
も
ふ
く
ま
れ
て
い
る
」
と
述
べ
て
、「
自
然
物
の
物
件
所
有
と
そ
の
自
由
な
利
用
」(S.306)

が
想
定
さ
れ
て
い
る
点
は
付
記
し

て
お
き
た
い
。

と
こ
ろ
で
人
類
同
盟
の
仕
事
活
動
に
つ
い
て
、
ク
ラ
ウ
ゼ
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
叙
述
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。「
人
類
同
盟
は
、
人
類

の
生
が
、
地
上
で
、
そ
の
生
の
内
部
で
一
様
に
申
し
分
の
な
い
、
一
な
る
有
機
的
な
全
体
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
す
べ

て
の
個
々
の
人
間
の
眼
と
良
心
の
上
に
あ
る
一
つ
の
よ
り
高
い
眼
と
良
心
の
よ
う
に
統
括
す
るw

alten

と
い
う
こ
と
を
、
わ
れ
わ

れ
は
認
め
た
。
し
た
が
っ
て
、
同
盟
は
、
人
々
の
問
題
す
べ
て
に
つ
い
て
の
観
念
、
そ
れ
ら
の
歴
史
、
そ
し
て
過
去
と
現
在
に
対
す

る
歴
史
の
評
価
、
最
後
に
は
そ
れ
ら
に
も
と
づ
い
た
生
の
将
来
計
画
を
、
定
期
的
に
、
か
つ
あ
ら
ゆ
る
方
法
で
表
示
し
、
諸
個
人
す

べ
て
の
暮
ら
し
ぶ
り
を
点
検
しprüfen

、
助
言
と
支
援
を
し
な
が
ら
付
き
添
っ
て
ゆ
くbegleiten

べ
き
で
あ
る
。
同
盟
は
、
現
在

が
包
含
し
て
い
る
す
べ
て
の
諸
個
人
を
、
人
類
の
全
観
念
、
そ
の
一
部
分
と
し
て
含
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
の
観
念
の
な
か
の
か
れ
自

身
の
観
念
、
そ
し
て
か
れ
の
同
輩
た
ち
の
観
念
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
点
検
し
、
そ
し
て
人
類
の
な
か
の
す
べ
て
の
個
人
、
つ
ま
り
、

す
べ
て
の
年
齢
者
、
男
女
、
す
べ
て
の
職
業
身
分
、
そ
し
て
す
べ
て
の
社
交
結
社
に
、
自
分
た
ち
の
使
命
は
自
由
に
ゆ
っ
た
り
と
熟

慮
す
る
こ
と
だ
と
提
示
す
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
人
類
同
盟
の
は
た
ら
き
か
け
の
す
べ
て
は
自
由
な
き
っ
か
けfreie

A
nlässe

だ
け
な
の
で
あ
っ
て
、
各
人
が
自
分
の
力
で
自
立
的
に
発
展
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
同
盟
は
明
確
な
認
識
を
形
成
し

て
、
た
だ
明
確
な
洞
察
に
も
と
づ
く
、
善
へ
の
自
由
で
純
粋
な
意
志
を
間
接
的
に
呼
び
さ
ま
すerw

ecken

だ
け
で
あ
る
。
こ
の
点

で
は
、
ち
ょ
う
ど
身
体
の
有
機
的
な
全
体
力
が
、
そ
の
す
べ
て
の
器
官
と
分
肢
を
貫
い
て
形
成
し
主
導
し
維
持
し
て
い
な
が
ら
、
そ

の
自
由
で
自
立
的
な
生
と
運
動
を
何
か
阻
止
し
た
り
妨
げ
た
り
す
る
こ
と
は
な
い
の
に
似
て
い
る
。」(S.309f.)

こ
の
叙
述
を
、
わ
れ
わ
れ
は
ど
う
読
む
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
人
類
同
盟
の
各
構
成
員
の
「
自
由
と
自
立
」
を
最
大
限
尊
重
し
た
い

と
い
う
ク
ラ
ウ
ゼ
の
純
粋
な
気
持
ち
が
痛
い
ほ
ど
伝
わ
っ
て
く
る
の
だ
が
、
同
時
に
、
そ
れ
を
「
一
つ
の
よ
り
高
い
眼
と
良
心
の
よ

う
に
」
点
検
し
、
援
助
し
、
統
括
す
る
と
い
う
上
か
ら
の
視
点
も
ま
た
厳
然
と
こ
こ
に
存
在
す
る
。
上
述
の
よ
う
に
「
法
同
盟
」
に

お
い
て
も
、「
生
の
不
断
の
監
督
」
が
同
盟
の
重
要
な
任
務
の
一
つ
だ
っ
た
。
成
員
の
自
立
と
同
盟
の
統
括
、
こ
の
ど
ち
ら
も
不
可

欠
だ
と
い
う
こ
の
二
面
性
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
通
り
、
む
し
ろ
本
書
全
体
を
貫
く
も
の
で
あ
っ
て
、
ク
ラ
ウ
ゼ
の
そ
の
真
摯
な
姿

勢
が
、
人
類
同
盟
の
果
た
す
べ
き
基
礎
的
役
割
を
論
じ
た
こ
の
一
節
に
象
徴
的
に
集
約
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
確
か
に
す

べ
て
の
政
治
体
は
、
点
検
・
援
助
・
統
括
を
使
命
と
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
は
ず
だ
が
、
し
か
し
こ
の
叙
述
か
ら
滲
み
出
る
あ
る

種
の
違
和
感
は
、
と
り
わ
け
「
善
へ
の
自
由
で
純
粋
な
意
志
」
を
同
盟
が
「
呼
び
さ
ま
す
」
と
言
わ
れ
る
か
ら
で
は
な
い
の
か
。
こ

こ
か
ら
は
、
そ
の
善
と
は
何
か
、
そ
れ
は
誰
が
ど
の
よ
う
に
決
定
す
る
の
か
、「
自
由
な
意
志
」
を
外
か
ら
呼
び
さ
ま
す
こ
と
が
で

き
る
の
か
、
な
ど
の
疑
問
が
た
だ
ち
に
浮
上
す
る
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
同
盟
と
い
う
、
あ
る
制
度
的
実
体
を
も
つ
組
織
体
が
、

人
類
の
生
の
現
状
を
「
よ
り
高
い
良
心
の
よ
う
に
統
括
す
る
」
と
は
、
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
構
成
員
に
対
す
る

上
か
ら
の
道
徳
の
押
し
つ
け
に
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
総
じ
て
、
こ
う
し
た
違
和
感
や
不
安
感
を
わ
れ
わ
れ
に
抱
か
せ
る
原
因

は
、
各
構
成
員
の
生
の
あ
り
方
を
各
自
の
「
自
由
と
自
立
」
に
す
べ
て
委
ね
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
統
括
し
善
導
し
よ
う
と
す
る

「
全
体
」
者
の
側
の
不
動
の
意
志
が
働
い
て
い
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
立
場
は
、
絶
え
ず
「
自
立
」

の
尊
重
を
う
た
い
な
が
ら
、
同
時
に
そ
れ
を
絶
え
ず
「
点
検
」
し
「
付
き
添
っ
て
ゆ
く
」
と
い
う
親、

切、

さ、

を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

実
態
と
し
て
は
、
カ
ン
ト
が
『
啓
蒙
と
は
何
か
』
な
ど
で
厳
し
く
批
判
し
た
、
市
民
を
「
未
成
年
状
態
」
に
留
め
置
こ
う
と
す
る
政

府
の
「
後
見
主
義B

evorm
undung

」、
あ
の
「
幸
福
主
義Eudäm

onism
us

」
と
同
根
な
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
念
を
わ
れ
わ

れ
に
抱
か
せ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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域
も
ふ
く
ま
れ
て
い
る
」
と
述
べ
て
、「
自
然
物
の
物
件
所
有
と
そ
の
自
由
な
利
用
」(S.306)

が
想
定
さ
れ
て
い
る
点
は
付
記
し

て
お
き
た
い
。

と
こ
ろ
で
人
類
同
盟
の
仕
事
活
動
に
つ
い
て
、
ク
ラ
ウ
ゼ
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
叙
述
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。「
人
類
同
盟
は
、
人
類

の
生
が
、
地
上
で
、
そ
の
生
の
内
部
で
一
様
に
申
し
分
の
な
い
、
一
な
る
有
機
的
な
全
体
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
す
べ

て
の
個
々
の
人
間
の
眼
と
良
心
の
上
に
あ
る
一
つ
の
よ
り
高
い
眼
と
良
心
の
よ
う
に
統
括
す
るw

alten

と
い
う
こ
と
を
、
わ
れ
わ

れ
は
認
め
た
。
し
た
が
っ
て
、
同
盟
は
、
人
々
の
問
題
す
べ
て
に
つ
い
て
の
観
念
、
そ
れ
ら
の
歴
史
、
そ
し
て
過
去
と
現
在
に
対
す

る
歴
史
の
評
価
、
最
後
に
は
そ
れ
ら
に
も
と
づ
い
た
生
の
将
来
計
画
を
、
定
期
的
に
、
か
つ
あ
ら
ゆ
る
方
法
で
表
示
し
、
諸
個
人
す

べ
て
の
暮
ら
し
ぶ
り
を
点
検
しprüfen

、
助
言
と
支
援
を
し
な
が
ら
付
き
添
っ
て
ゆ
くbegleiten

べ
き
で
あ
る
。
同
盟
は
、
現
在

が
包
含
し
て
い
る
す
べ
て
の
諸
個
人
を
、
人
類
の
全
観
念
、
そ
の
一
部
分
と
し
て
含
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
の
観
念
の
な
か
の
か
れ
自

身
の
観
念
、
そ
し
て
か
れ
の
同
輩
た
ち
の
観
念
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
点
検
し
、
そ
し
て
人
類
の
な
か
の
す
べ
て
の
個
人
、
つ
ま
り
、

す
べ
て
の
年
齢
者
、
男
女
、
す
べ
て
の
職
業
身
分
、
そ
し
て
す
べ
て
の
社
交
結
社
に
、
自
分
た
ち
の
使
命
は
自
由
に
ゆ
っ
た
り
と
熟

慮
す
る
こ
と
だ
と
提
示
す
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
人
類
同
盟
の
は
た
ら
き
か
け
の
す
べ
て
は
自
由
な
き
っ
か
けfreie

A
nlässe

だ
け
な
の
で
あ
っ
て
、
各
人
が
自
分
の
力
で
自
立
的
に
発
展
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
同
盟
は
明
確
な
認
識
を
形
成
し

て
、
た
だ
明
確
な
洞
察
に
も
と
づ
く
、
善
へ
の
自
由
で
純
粋
な
意
志
を
間
接
的
に
呼
び
さ
ま
すerw

ecken

だ
け
で
あ
る
。
こ
の
点

で
は
、
ち
ょ
う
ど
身
体
の
有
機
的
な
全
体
力
が
、
そ
の
す
べ
て
の
器
官
と
分
肢
を
貫
い
て
形
成
し
主
導
し
維
持
し
て
い
な
が
ら
、
そ

の
自
由
で
自
立
的
な
生
と
運
動
を
何
か
阻
止
し
た
り
妨
げ
た
り
す
る
こ
と
は
な
い
の
に
似
て
い
る
。」(S.309f.)

こ
の
叙
述
を
、
わ
れ
わ
れ
は
ど
う
読
む
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
人
類
同
盟
の
各
構
成
員
の
「
自
由
と
自
立
」
を
最
大
限
尊
重
し
た
い

と
い
う
ク
ラ
ウ
ゼ
の
純
粋
な
気
持
ち
が
痛
い
ほ
ど
伝
わ
っ
て
く
る
の
だ
が
、
同
時
に
、
そ
れ
を
「
一
つ
の
よ
り
高
い
眼
と
良
心
の
よ

う
に
」
点
検
し
、
援
助
し
、
統
括
す
る
と
い
う
上
か
ら
の
視
点
も
ま
た
厳
然
と
こ
こ
に
存
在
す
る
。
上
述
の
よ
う
に
「
法
同
盟
」
に

お
い
て
も
、「
生
の
不
断
の
監
督
」
が
同
盟
の
重
要
な
任
務
の
一
つ
だ
っ
た
。
成
員
の
自
立
と
同
盟
の
統
括
、
こ
の
ど
ち
ら
も
不
可

欠
だ
と
い
う
こ
の
二
面
性
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
通
り
、
む
し
ろ
本
書
全
体
を
貫
く
も
の
で
あ
っ
て
、
ク
ラ
ウ
ゼ
の
そ
の
真
摯
な
姿

勢
が
、
人
類
同
盟
の
果
た
す
べ
き
基
礎
的
役
割
を
論
じ
た
こ
の
一
節
に
象
徴
的
に
集
約
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
確
か
に
す

べ
て
の
政
治
体
は
、
点
検
・
援
助
・
統
括
を
使
命
と
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
は
ず
だ
が
、
し
か
し
こ
の
叙
述
か
ら
滲
み
出
る
あ
る

種
の
違
和
感
は
、
と
り
わ
け
「
善
へ
の
自
由
で
純
粋
な
意
志
」
を
同
盟
が
「
呼
び
さ
ま
す
」
と
言
わ
れ
る
か
ら
で
は
な
い
の
か
。
こ

こ
か
ら
は
、
そ
の
善
と
は
何
か
、
そ
れ
は
誰
が
ど
の
よ
う
に
決
定
す
る
の
か
、「
自
由
な
意
志
」
を
外
か
ら
呼
び
さ
ま
す
こ
と
が
で

き
る
の
か
、
な
ど
の
疑
問
が
た
だ
ち
に
浮
上
す
る
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
同
盟
と
い
う
、
あ
る
制
度
的
実
体
を
も
つ
組
織
体
が
、

人
類
の
生
の
現
状
を
「
よ
り
高
い
良
心
の
よ
う
に
統
括
す
る
」
と
は
、
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
構
成
員
に
対
す
る

上
か
ら
の
道
徳
の
押
し
つ
け
に
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
総
じ
て
、
こ
う
し
た
違
和
感
や
不
安
感
を
わ
れ
わ
れ
に
抱
か
せ
る
原
因

は
、
各
構
成
員
の
生
の
あ
り
方
を
各
自
の
「
自
由
と
自
立
」
に
す
べ
て
委
ね
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
統
括
し
善
導
し
よ
う
と
す
る

「
全
体
」
者
の
側
の
不
動
の
意
志
が
働
い
て
い
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
立
場
は
、
絶
え
ず
「
自
立
」

の
尊
重
を
う
た
い
な
が
ら
、
同
時
に
そ
れ
を
絶
え
ず
「
点
検
」
し
「
付
き
添
っ
て
ゆ
く
」
と
い
う
親、

切、

さ、

を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

実
態
と
し
て
は
、
カ
ン
ト
が
『
啓
蒙
と
は
何
か
』
な
ど
で
厳
し
く
批
判
し
た
、
市
民
を
「
未
成
年
状
態
」
に
留
め
置
こ
う
と
す
る
政

府
の
「
後
見
主
義B

evorm
undung

」、
あ
の
「
幸
福
主
義Eudäm

onism
us

」
と
同
根
な
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
念
を
わ
れ
わ

れ
に
抱
か
せ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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人
類
同
盟
の
各
構
成
員
の
自
由
と
自
立
と
、
同
盟
全
体
の
統
一
性
、
こ
の
両
面
の
調
和
的
発
展
を
、
し
か
し
ク
ラ
ウ
ゼ
は
、
確
信

し
て
い
る
。
そ
の
根
拠
は
、
上
述
の
よ
う
に
、
人
間
に
神
の
「
似
像
」
を
見
る
こ
と
に
示
さ
れ
る
人
間
の
善
性
へ
の
確
信
で
あ
り
、

「
人
類
の
根
源
本
質
的
な
一
性
」
へ
の
確
信
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
確
信
は
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、「
個
人
か
ら

全
体
へ
と
上
昇
し
て
ゆ
く
不
断
の
発
展
の
う
ち
に
、
生
が
、
そ
の
調
和
的
な
成
熟
へ
と
展
開
」(S.286f.)

し
て
ゆ
く
プ
ロ
セ
ス
を

前
提
と
し
て
い
る
。
そ
の
ゆ
え
に
、「
各
個
人
は
、
自
分
の
人
格
の
限
界
内
で
は
、
人
類
と
人
類
同
盟
の
精
神
で
、
自
由
か
つ
自
立

的
に
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
そ
う
す
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
、
人
類
の
生
の
た
め
の
か
れ
の
こ
の
自
由
な
内
的
な
協
同
を
、
人
類

同
盟
全
体
の
諸
努
力
と
結
び
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
そ
う
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。」(S.291)

と
述
べ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
、
こ
の
よ
う
な
各
人
の
自
立
へ
の
努
力
と
人
類
的
生
へ
協
同
し
よ
う
と
す
る
努
力
と
に
よ
る
各
人
の
生
の
発
展
と
成
熟
は
、
あ
の

「
相
互
的
生
」
の
実
践
、
つ
ま
り
多
元
的
諸
結
社
の
有
機
的
な
相
互
交
流
を
通
し
て
は
じ
め
て
達
成
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
見

た
よ
う
に
、「
社
交
性
は
、
そ
の
成
員
の
固
有
性
を
弱
め
た
り
抹
消
し
た
り
す
る
の
で
は
な
く
、
彼
ら
の
性
質
を
妨
害
し
た
り
汚
し

た
り
す
る
の
で
も
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
ら
を
発
展
さ
せ
て
、
よ
り
高
い
生
の
調
和
へ
迎
え
入
れ
る
」
の
で
あ
り
、「
社
交
的
に
結
合

し
た
存
在
者
た
ち
は
、
た
だ
共
通
に
自
由
で
自
立
し
た
一
な
る
存
在
者
で
あ
る
。」(S.

62f.)

あ
る
い
は
ま
た
、「
内
的
親
密

Innigkeit

」
の
前
提
は
、「
自
立
性
」
で
あ
り
、「
そ
の
人
に
最
も
固
有
の
内
面
的
生
の
自
由
な
開
展
」
で
あ
る
。
自
立
性
は
「
内
的

親
密
に
よ
っ
て
、
ま
た
相
互
的
生
の
な
か
で
消
滅
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
、
強
化
さ
れ
、
い
っ
さ
い
の
存
在

者
と
と
も
に
調
和
的
に
開
展
さ
れ
完
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。」(S.182)
こ
の
よ
う
に
、
同
盟
構
成
員
の
個
人
と
し
て
の
自
由
と
自

立
す
な
わ
ち
固
有
性
は
、
い
っ
さ
い
の
社
交
の
前
提
を
な
し
、
む
し
ろ
社
交
が
各
人
の
「
自
由
な
開
展
」
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
が
期

待
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
こ
の
点
を
あ
ら
た
め
て
再
確
認
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
社
交
を
通
じ
て
促
進
さ
れ
る
各
人
の
自
己
完
成

に
向
け
た
改
善
努
力
は
、
時
間
を
経
由
し
て
人
類
全
体
の
進
歩
と
一
体
化
を
う
な
が
す
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
ク
ラ
ウ
ゼ
は
、
こ
う
し
た
諸
個
人
の
成
熟
へ
の
確
信
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
一
方
で
は
、
た
と
え
ば
神
の
国
の
全
存

在
者
、
人
類
同
盟
の
全
構
成
員
を
「
市
民B

ürger

」
と
呼
び
、
立
法
権
を
同
盟
の
全
構
成
員
に
帰
属
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ

と
考
え
ら
れ
る
し
、
他
方
で
は
、「
諸
個
人
す
べ
て
が
人
類
の
ま
っ
た
き
普
遍
本
質
を
自
分
独
自
の
や
り
方
で
み
ず
か
ら
担
」
い
、

「
自
立
的
に
も
人
類
へ
と
高
ま
る
こ
と
が
で
き
る
」(S.313)

よ
う
に
な
る
た
め
に
、「
陶
冶
〔
人
格
形
成
〕B

ildung

」
と
「
教
育

Erziehung

」
を
「
同
盟
の
仕
事
活
動
の
重
要
な
部
分
」(S.310)

と
位
置
づ
け
、「
学
問
同
盟
」、「
芸
術
同
盟
」
と
並
ん
で
「
人
類

陶
冶
の
た
め
の
同
盟
」
す
な
わ
ち
「
陶
冶
同
盟B

ildungbund

」
を
配
置
し
た
の
だ
と
言
っ
て
よ
い
。
各
人
が
「
人
類
へ
と
高
ま

る
」
と
は
、「
自
分
自
身
の
本
質
的
な
も
の
の
自
覚
に
達
し
て
、
人
類
同
盟
の
生
き
生
き
し
た
胚
芽
に
な
る
」(S.314)

こ
と
で
あ

る
。
ク
ラ
ウ
ゼ
が
フ
レ
ー
ベ
ル
の
教
育
実
践
を
評
価
し
、
両
者
の
交
流
が
始
ま
る
の
は
、
本
書
刊
行
の
十
二
年
後
で
あ
る
。

こ
う
し
て
「
わ
れ
わ
れ
は
、
神
と
人
類
と
の
根
源
観
念
に
導
か
れ
て
、
い
ま
や
そ
の
〔
人
々
の
社
交
の
建
物
の
〕
廊
下
を
巡
り
歩

い
て
、
そ
の
す
べ
て
の
部
分
を
検
分
し
た
。
そ
の
下
位
部
分
そ
れ
ぞ
れ
の
考
察
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
、
神
の
内
な
る
人
類
と
万
物
の

統
一
体
へ
、
つ
ま
り
わ
れ
わ
れ
の
全
考
察
を
開
始
し
展
開
し
た
地
点
へ
立
ち
還
っ
た
。」「
人
類
の
社
交
」
の
「
最
高
の
構
成
員
」
で

あ
る
「
人
類
同
盟
」
も
考
察
し
た
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
い
ま
や
人
類
の
生
を
「
一
な
る
全
体
」
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ

で
は
「
人
類
は
神
の
完
全
な
似
像
と
し
て
現
れ
る
。」
し
た
が
っ
て
、
本
書
の
「
人
類
の
根
源
像
を
描
き
出
す
」
試
み
は
、「
人
類
同

盟
の
認
識
を
も
っ
て
完
了
し
た
。」(S.316f.)

「
人
類
」
と
い
う
「
こ
の
永
遠
の
観
念
を
人
々
に
示
す
召
命
」
が
わ
れ
わ
れ
に
は
あ

る
。「
現
在
と
未
来
の
最
も
高
潔
な
人
々
が
、
人
類
同
盟
の
観
念
を
清
明
な
洞
察
で
理
解
し
て
」、
実
践
し
よ
う
と
努
め
る
で
あ
ろ

う
。「
す
る
と
、
人
類
同
盟
が
ま
ず
は
純
粋
な
心
の
聖
所
に
創
設
さ
れ
、
つ
ぎ
に
は
家
族
と
友
誼
団
体
へ
と
上
昇
し
、
そ
こ
か
ら
す
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人
類
同
盟
の
各
構
成
員
の
自
由
と
自
立
と
、
同
盟
全
体
の
統
一
性
、
こ
の
両
面
の
調
和
的
発
展
を
、
し
か
し
ク
ラ
ウ
ゼ
は
、
確
信

し
て
い
る
。
そ
の
根
拠
は
、
上
述
の
よ
う
に
、
人
間
に
神
の
「
似
像
」
を
見
る
こ
と
に
示
さ
れ
る
人
間
の
善
性
へ
の
確
信
で
あ
り
、

「
人
類
の
根
源
本
質
的
な
一
性
」
へ
の
確
信
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
確
信
は
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、「
個
人
か
ら

全
体
へ
と
上
昇
し
て
ゆ
く
不
断
の
発
展
の
う
ち
に
、
生
が
、
そ
の
調
和
的
な
成
熟
へ
と
展
開
」(S.286f.)

し
て
ゆ
く
プ
ロ
セ
ス
を

前
提
と
し
て
い
る
。
そ
の
ゆ
え
に
、「
各
個
人
は
、
自
分
の
人
格
の
限
界
内
で
は
、
人
類
と
人
類
同
盟
の
精
神
で
、
自
由
か
つ
自
立

的
に
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
そ
う
す
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
、
人
類
の
生
の
た
め
の
か
れ
の
こ
の
自
由
な
内
的
な
協
同
を
、
人
類

同
盟
全
体
の
諸
努
力
と
結
び
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
そ
う
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。」(S.291)

と
述
べ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
、
こ
の
よ
う
な
各
人
の
自
立
へ
の
努
力
と
人
類
的
生
へ
協
同
し
よ
う
と
す
る
努
力
と
に
よ
る
各
人
の
生
の
発
展
と
成
熟
は
、
あ
の

「
相
互
的
生
」
の
実
践
、
つ
ま
り
多
元
的
諸
結
社
の
有
機
的
な
相
互
交
流
を
通
し
て
は
じ
め
て
達
成
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
見

た
よ
う
に
、「
社
交
性
は
、
そ
の
成
員
の
固
有
性
を
弱
め
た
り
抹
消
し
た
り
す
る
の
で
は
な
く
、
彼
ら
の
性
質
を
妨
害
し
た
り
汚
し

た
り
す
る
の
で
も
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
ら
を
発
展
さ
せ
て
、
よ
り
高
い
生
の
調
和
へ
迎
え
入
れ
る
」
の
で
あ
り
、「
社
交
的
に
結
合

し
た
存
在
者
た
ち
は
、
た
だ
共
通
に
自
由
で
自
立
し
た
一
な
る
存
在
者
で
あ
る
。」(S.

62f.)

あ
る
い
は
ま
た
、「
内
的
親
密

Innigkeit

」
の
前
提
は
、「
自
立
性
」
で
あ
り
、「
そ
の
人
に
最
も
固
有
の
内
面
的
生
の
自
由
な
開
展
」
で
あ
る
。
自
立
性
は
「
内
的

親
密
に
よ
っ
て
、
ま
た
相
互
的
生
の
な
か
で
消
滅
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
、
強
化
さ
れ
、
い
っ
さ
い
の
存
在

者
と
と
も
に
調
和
的
に
開
展
さ
れ
完
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。」(S.182)

こ
の
よ
う
に
、
同
盟
構
成
員
の
個
人
と
し
て
の
自
由
と
自

立
す
な
わ
ち
固
有
性
は
、
い
っ
さ
い
の
社
交
の
前
提
を
な
し
、
む
し
ろ
社
交
が
各
人
の
「
自
由
な
開
展
」
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
が
期

待
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
こ
の
点
を
あ
ら
た
め
て
再
確
認
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
社
交
を
通
じ
て
促
進
さ
れ
る
各
人
の
自
己
完
成

に
向
け
た
改
善
努
力
は
、
時
間
を
経
由
し
て
人
類
全
体
の
進
歩
と
一
体
化
を
う
な
が
す
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
ク
ラ
ウ
ゼ
は
、
こ
う
し
た
諸
個
人
の
成
熟
へ
の
確
信
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
一
方
で
は
、
た
と
え
ば
神
の
国
の
全
存

在
者
、
人
類
同
盟
の
全
構
成
員
を
「
市
民B

ürger

」
と
呼
び
、
立
法
権
を
同
盟
の
全
構
成
員
に
帰
属
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ

と
考
え
ら
れ
る
し
、
他
方
で
は
、「
諸
個
人
す
べ
て
が
人
類
の
ま
っ
た
き
普
遍
本
質
を
自
分
独
自
の
や
り
方
で
み
ず
か
ら
担
」
い
、

「
自
立
的
に
も
人
類
へ
と
高
ま
る
こ
と
が
で
き
る
」(S.313)

よ
う
に
な
る
た
め
に
、「
陶
冶
〔
人
格
形
成
〕B

ildung

」
と
「
教
育

Erziehung

」
を
「
同
盟
の
仕
事
活
動
の
重
要
な
部
分
」(S.310)

と
位
置
づ
け
、「
学
問
同
盟
」、「
芸
術
同
盟
」
と
並
ん
で
「
人
類

陶
冶
の
た
め
の
同
盟
」
す
な
わ
ち
「
陶
冶
同
盟B

ildungbund

」
を
配
置
し
た
の
だ
と
言
っ
て
よ
い
。
各
人
が
「
人
類
へ
と
高
ま

る
」
と
は
、「
自
分
自
身
の
本
質
的
な
も
の
の
自
覚
に
達
し
て
、
人
類
同
盟
の
生
き
生
き
し
た
胚
芽
に
な
る
」(S.314)

こ
と
で
あ

る
。
ク
ラ
ウ
ゼ
が
フ
レ
ー
ベ
ル
の
教
育
実
践
を
評
価
し
、
両
者
の
交
流
が
始
ま
る
の
は
、
本
書
刊
行
の
十
二
年
後
で
あ
る
。

こ
う
し
て
「
わ
れ
わ
れ
は
、
神
と
人
類
と
の
根
源
観
念
に
導
か
れ
て
、
い
ま
や
そ
の
〔
人
々
の
社
交
の
建
物
の
〕
廊
下
を
巡
り
歩

い
て
、
そ
の
す
べ
て
の
部
分
を
検
分
し
た
。
そ
の
下
位
部
分
そ
れ
ぞ
れ
の
考
察
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
、
神
の
内
な
る
人
類
と
万
物
の

統
一
体
へ
、
つ
ま
り
わ
れ
わ
れ
の
全
考
察
を
開
始
し
展
開
し
た
地
点
へ
立
ち
還
っ
た
。」「
人
類
の
社
交
」
の
「
最
高
の
構
成
員
」
で

あ
る
「
人
類
同
盟
」
も
考
察
し
た
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
い
ま
や
人
類
の
生
を
「
一
な
る
全
体
」
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ

で
は
「
人
類
は
神
の
完
全
な
似
像
と
し
て
現
れ
る
。」
し
た
が
っ
て
、
本
書
の
「
人
類
の
根
源
像
を
描
き
出
す
」
試
み
は
、「
人
類
同

盟
の
認
識
を
も
っ
て
完
了
し
た
。」(S.316f.)

「
人
類
」
と
い
う
「
こ
の
永
遠
の
観
念
を
人
々
に
示
す
召
命
」
が
わ
れ
わ
れ
に
は
あ

る
。「
現
在
と
未
来
の
最
も
高
潔
な
人
々
が
、
人
類
同
盟
の
観
念
を
清
明
な
洞
察
で
理
解
し
て
」、
実
践
し
よ
う
と
努
め
る
で
あ
ろ

う
。「
す
る
と
、
人
類
同
盟
が
ま
ず
は
純
粋
な
心
の
聖
所
に
創
設
さ
れ
、
つ
ぎ
に
は
家
族
と
友
誼
団
体
へ
と
上
昇
し
、
そ
こ
か
ら
す

カール・クリスティアン・フリードリヒ・クラウゼの人類論における相互的生の社会構成論

─235( 78 )─

成城・経済研究 第 232 号（2021 年 3 月）

─234( 79 )─



べ
て
の
地
域
団
体
、
諸
民
族
お
よ
び
地
上
の
諸
部
分
を
包
括
し
て
、
何
千
年
か
の
ち
に
は
人
類
を
神
の
一
な
る
家
族
と
し
て
、
平
和

と
愛
の
う
ち
に
、
喜
び
と
美
の
う
ち
に
、
大
い
に
神
意
に
沿
っ
て
完
成
す
る
で
あ
ろ
う
。」(S.315f.)

ク
ラ
ウ
ゼ
の
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な

希
望
の
眼
差
し
は
遠
大
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
期
待
を
込
め
て
展
望
し
た
の
ち
、
本
書
の
最
後
に
ク
ラ
ウ
ゼ
は
、「
人
類
論M

enschheitlehre

の
構
造
」
を
概
説
す

る
。
そ
の
主
題
は
、「
人
間
の
眼
に
認
識
で
き
る
限
り
で
の
、
神
に
お
け
る
す
べ
て
の
存
在
と
生
の
根
源
法
則
」
で
あ
り
、
そ
れ
へ

の
接
近
は
「
神
の
永
遠
の
生
法
則
の
学
問
的
直
観
を
前
提
と
す
る
」
こ
と(S.317)

、
有
限
な
存
在
者
は
「
た
だ
結
合
し
て
の
み
」

そ
れ
自
身
の
本
質
的
な
も
の
に
な
る
こ
と
、「
生
と
そ
の
純
粋
形
式
と
し
て
の
時
間
は
、
永
遠
に
神
の
内
に
原
因
性
を
有
し
て
い
る
」

か
ら
永
遠
で
あ
る
こ
と(S.322)
、
こ
う
し
た
点
が
確
認
さ
れ
る
。
そ
し
て
人
類
論
は
、
第
一
部
で
、「
一
な
る
自
己
本
質
と
し
て

の
人
類
の
直
観
」
が
、
第
二
部
で
は
、「
人
類
の
内
部
に
お
け
る
多
様
性
の
認
識
」
が
、
そ
し
て
第
三
部
で
は
、
両
者
の
「
多
様
な

一
性V

ieleinheit

の
認
識
」
が
論
じ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、「
自
立
性Selbständigkeit

、
共
同G

em
einschaft

、
お
よ
び
相
互
的
生

W
echselleben

と
い
う
永
遠
の
根
源
的
諸
形
式
が
ど
の
よ
う
に
し
て
人
類
論
の
構
造
の
な
か
に
入
り
、
人
類
の
普
遍
的
な
生
法
則
論

と
な
る
か
」
を
示
す
の
で
あ
る(S.328)

。
し
た
が
っ
て
「
人
類
を
、
そ
の
諸
領
域
の
一
性Einheit

と
し
て
、
多
様
性V

ielheit

と

し
て
、
そ
し
て
多
様
な
一
性V

ieleinheit

と
し
て
、
つ
ま
り
全
体
存
在
者G

anzw
esen

と
し
て
、
分
肢
存
在
者G

liedw
esen

と
し

て
、
そ
し
て
全
分
肢
存
在
者A

llgliedw
esen

と
し
て
考
察
す
る
こ
と
が
、
人
類
論
の
最
上
位
の
分
類
を
決
定
す
る
。」
そ
し
て
こ
の

三
部
分
を
連
結
す
る
の
は
、「
人
類
内
部
の
諸
分
肢
と
諸
人
格
に
か
ん
す
る
教
義
」
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
「
万
有
の
人
類
か
ら
諸
個

人
へ
と
下
向
し
、
後
者
か
ら
全
人
類
へ
と
上
向
し
て
帰
還
す
る
」
方
法
が
と
ら
れ
る(S.329)

。
こ
の
よ
う
な
人
類
論
の
構
造
の
展

望
に
よ
っ
て
、
ク
ラ
ウ
ゼ
に
お
け
る
弁
証
法
的
特
徴
が
明
瞭
に
看
取
さ
れ
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
上
に
述
べ
た
諸
個
人
の
「
自
立

性
」
が
「
一
な
る
人
類
」
そ
の
も
の
の
自
立
性
に
根
差
す
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

五

ク
ラ
ウ
ゼ
の
カ
ン
ト
批
判
の
認
識
論
的
基
礎

一

す
で
に
本
稿
第
三
節
（
お
よ
び
注
）
で
触
れ
た
よ
う
に
、
ク
ラ
ウ
ゼ
は
一
八
〇
八
年
の
春
に
「
地
上
の
一
な
る
人
類
同
盟
の

像
」
を
鮮
明
に
直
観
し
て
お
り
、
同
じ
年
に
「
人
類
の
格
言
」
の
第
一
稿
を
書
い
た
。
そ
れ
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
十
箇
条
の
確
信
で

あ
る
。

一
、「
私
は
万
有
に
お
け
る
一
な
る
人
類Eine

M
enschheit

を
信
じ
る
。
そ
れ
は
本
源
的
に
神
に
由
来
し
、
ま
た
理
性
と
自
然
に
基

礎
を
置
い
て
お
り
、
神
に
お
け
る
両
者
の
統
一
体
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
を
発
達
さ
せ
、
神
に
愛
さ
れ
、
神
を
愛
し
、
理
性
の
、
自
然

の
、
そ
し
て
す
べ
て
の
善
い
存
在
者
の
友
で
あ
る
。」

二
、「
ま
た
、
地
上
の
人
類
を
〔
信
じ
る
〕。
そ
れ
は
万
有
に
お
け
る
人
類
の
一
員
〔
一
分
肢
〕ein

G
lied

で
あ
り
、
天
上
か
ら
地
上

へ
到
来
し
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
育
ち
、
広
が
っ
て
い
る
。
学
問
と
芸
術
に
、
身
体
と
精
神
に
、
男
性
と
女
性
に
、
子
ど
も
、
成

人
お
よ
び
老
人
に
、
す
べ
て
の
年
齢
の
生
者
に
、
神
と
の
内
的
親
密
、
正
義
お
よ
び
愛
に
、
内
的
お
よ
び
外
的
な
社
交
に
お
い
て
、

等
し
く
生
き
生
き
と
美
し
く
、
等
し
く
み
ご
と
に
素
晴
ら
し
く
。」

三
、「
ま
た
、
人
間
を
〔
信
じ
る
〕。
す
な
わ
ち
、
人
間
は
自
然
本
性
的
に
善
で
あ
り
罪
を
知
ら
ぬ
者
で
あ
っ
て
、
こ
の
世
の
衝
動
の

な
か
で
あ
ら
ゆ
る
悪
と
残
忍
と
を
な
し
う
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
完
全
無
欠
に
神
の
よ
う
にgottähnlich

、
か
つ
有
徳
で
あ

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
。」
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べ
て
の
地
域
団
体
、
諸
民
族
お
よ
び
地
上
の
諸
部
分
を
包
括
し
て
、
何
千
年
か
の
ち
に
は
人
類
を
神
の
一
な
る
家
族
と
し
て
、
平
和

と
愛
の
う
ち
に
、
喜
び
と
美
の
う
ち
に
、
大
い
に
神
意
に
沿
っ
て
完
成
す
る
で
あ
ろ
う
。」(S.315f.)

ク
ラ
ウ
ゼ
の
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な

希
望
の
眼
差
し
は
遠
大
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
期
待
を
込
め
て
展
望
し
た
の
ち
、
本
書
の
最
後
に
ク
ラ
ウ
ゼ
は
、「
人
類
論M

enschheitlehre

の
構
造
」
を
概
説
す

る
。
そ
の
主
題
は
、「
人
間
の
眼
に
認
識
で
き
る
限
り
で
の
、
神
に
お
け
る
す
べ
て
の
存
在
と
生
の
根
源
法
則
」
で
あ
り
、
そ
れ
へ

の
接
近
は
「
神
の
永
遠
の
生
法
則
の
学
問
的
直
観
を
前
提
と
す
る
」
こ
と(S.317)

、
有
限
な
存
在
者
は
「
た
だ
結
合
し
て
の
み
」

そ
れ
自
身
の
本
質
的
な
も
の
に
な
る
こ
と
、「
生
と
そ
の
純
粋
形
式
と
し
て
の
時
間
は
、
永
遠
に
神
の
内
に
原
因
性
を
有
し
て
い
る
」

か
ら
永
遠
で
あ
る
こ
と(S.322)

、
こ
う
し
た
点
が
確
認
さ
れ
る
。
そ
し
て
人
類
論
は
、
第
一
部
で
、「
一
な
る
自
己
本
質
と
し
て

の
人
類
の
直
観
」
が
、
第
二
部
で
は
、「
人
類
の
内
部
に
お
け
る
多
様
性
の
認
識
」
が
、
そ
し
て
第
三
部
で
は
、
両
者
の
「
多
様
な

一
性V

ieleinheit

の
認
識
」
が
論
じ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、「
自
立
性Selbständigkeit

、
共
同G

em
einschaft

、
お
よ
び
相
互
的
生

W
echselleben

と
い
う
永
遠
の
根
源
的
諸
形
式
が
ど
の
よ
う
に
し
て
人
類
論
の
構
造
の
な
か
に
入
り
、
人
類
の
普
遍
的
な
生
法
則
論

と
な
る
か
」
を
示
す
の
で
あ
る(S.328)

。
し
た
が
っ
て
「
人
類
を
、
そ
の
諸
領
域
の
一
性Einheit

と
し
て
、
多
様
性V

ielheit

と

し
て
、
そ
し
て
多
様
な
一
性V

ieleinheit

と
し
て
、
つ
ま
り
全
体
存
在
者G

anzw
esen

と
し
て
、
分
肢
存
在
者G

liedw
esen

と
し

て
、
そ
し
て
全
分
肢
存
在
者A

llgliedw
esen

と
し
て
考
察
す
る
こ
と
が
、
人
類
論
の
最
上
位
の
分
類
を
決
定
す
る
。」
そ
し
て
こ
の

三
部
分
を
連
結
す
る
の
は
、「
人
類
内
部
の
諸
分
肢
と
諸
人
格
に
か
ん
す
る
教
義
」
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
「
万
有
の
人
類
か
ら
諸
個

人
へ
と
下
向
し
、
後
者
か
ら
全
人
類
へ
と
上
向
し
て
帰
還
す
る
」
方
法
が
と
ら
れ
る(S.329)

。
こ
の
よ
う
な
人
類
論
の
構
造
の
展

望
に
よ
っ
て
、
ク
ラ
ウ
ゼ
に
お
け
る
弁
証
法
的
特
徴
が
明
瞭
に
看
取
さ
れ
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
上
に
述
べ
た
諸
個
人
の
「
自
立

性
」
が
「
一
な
る
人
類
」
そ
の
も
の
の
自
立
性
に
根
差
す
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

五

ク
ラ
ウ
ゼ
の
カ
ン
ト
批
判
の
認
識
論
的
基
礎

一

す
で
に
本
稿
第
三
節
（
お
よ
び
注
）
で
触
れ
た
よ
う
に
、
ク
ラ
ウ
ゼ
は
一
八
〇
八
年
の
春
に
「
地
上
の
一
な
る
人
類
同
盟
の

像
」
を
鮮
明
に
直
観
し
て
お
り
、
同
じ
年
に
「
人
類
の
格
言
」
の
第
一
稿
を
書
い
た
。
そ
れ
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
十
箇
条
の
確
信
で

あ
る
。

一
、「
私
は
万
有
に
お
け
る
一
な
る
人
類Eine

M
enschheit

を
信
じ
る
。
そ
れ
は
本
源
的
に
神
に
由
来
し
、
ま
た
理
性
と
自
然
に
基

礎
を
置
い
て
お
り
、
神
に
お
け
る
両
者
の
統
一
体
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
を
発
達
さ
せ
、
神
に
愛
さ
れ
、
神
を
愛
し
、
理
性
の
、
自
然

の
、
そ
し
て
す
べ
て
の
善
い
存
在
者
の
友
で
あ
る
。」

二
、「
ま
た
、
地
上
の
人
類
を
〔
信
じ
る
〕。
そ
れ
は
万
有
に
お
け
る
人
類
の
一
員
〔
一
分
肢
〕ein

G
lied

で
あ
り
、
天
上
か
ら
地
上

へ
到
来
し
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
育
ち
、
広
が
っ
て
い
る
。
学
問
と
芸
術
に
、
身
体
と
精
神
に
、
男
性
と
女
性
に
、
子
ど
も
、
成

人
お
よ
び
老
人
に
、
す
べ
て
の
年
齢
の
生
者
に
、
神
と
の
内
的
親
密
、
正
義
お
よ
び
愛
に
、
内
的
お
よ
び
外
的
な
社
交
に
お
い
て
、

等
し
く
生
き
生
き
と
美
し
く
、
等
し
く
み
ご
と
に
素
晴
ら
し
く
。」

三
、「
ま
た
、
人
間
を
〔
信
じ
る
〕。
す
な
わ
ち
、
人
間
は
自
然
本
性
的
に
善
で
あ
り
罪
を
知
ら
ぬ
者
で
あ
っ
て
、
こ
の
世
の
衝
動
の

な
か
で
あ
ら
ゆ
る
悪
と
残
忍
と
を
な
し
う
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
完
全
無
欠
に
神
の
よ
う
にgottähnlich

、
か
つ
有
徳
で
あ

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
。」
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四
、「
私
は
地
上
の
人
類
の
国
を
、
そ
し
て
真
情
で
結
ば
れ
た
美
し
い
人
間
同
盟M

enschenbund

（
＊
）
を
信
じ
る
。
そ
れ
〔
同

盟
〕
は
、
こ
の
〔
人
類
の
〕
国
を
愛
と
団
結
で
建
設
し
、
そ
れ
を
完
成
し
、
日
々
の
果
て
ま
で
も
保
持
す
る
だ
ろ
う
。」

─
＊
編

集
者
ウ
ン
ガ
ー
の
注
記
は
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。「（
の
ち
の
著
者
の
注
記
）
私
は
当
初
、
最
初
の
同
盟
年
の
う
ち
に
私
が
採
用
し
た

人
類
同
盟
と
い
う
よ
り
良
い
言
葉
で
は
な
く
、
こ
う
述
べ
て
い
た
。」(S.4

A
nm

.)

五
、「
私
は
、
あ
ら
ゆ
る
非
人
間
的
な
も
の
、
戦
争
、
不
正
、
う
そ
、
そ
し
て
思
い
や
り
の
な
さ
か
ら
の
人
類
の
救
済
を
信
じ
る
。」

六
、「
ま
た
、
一
な
る
国
家
、
一
な
る
教
会
、
そ
し
て
学
問
と
芸
術
お
よ
び
そ
れ
ら
の
調
和
の
た
め
の
一
な
る
同
盟
へ
の
人
々
の
結

合
を
〔
信
じ
る
〕。」

七
、「
ま
た
、
一
な
る
人
類
同
盟
に
お
け
る
人
類
の
完
成
を
〔
信
じ
る
〕。」

八
、「
こ
の
地
上
の
人
類
の
、
平
和
と
無
垢
の
状
態
に
お
け
る
喜
ば
し
い
未
来
を
〔
信
じ
る
〕。」

九
、「
ま
た
、
高
い
万
有
の
全
体
に
お
け
る
人
類
の
未
来
の
生
を
〔
信
じ
る
〕。」

十
、「
な
ぜ
な
ら
神
は
、
永
遠
の
愛
と
し
て
、
つ
ね
に
そ
の
子
ら
と
と
も
に
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
神
は
全
能
で
ま
こ
と
で
あ
り
、
自

身
の
始
め
る
こ
と
は
み
ご
と
に
仕
上
げ
る
か
ら
で
あ
る(72)。」

そ
の
ご
一
八
一
一
年
初
頭
に
公
表
さ
れ
た
第
二
稿(73)で
は
、
全
体
に
わ
た
っ
て
表
現
が
改
め
ら
れ
、
全
八
箇
条
に
な
っ
て
い
る
。
そ

の
主
な
変
更
点
は
、
条
項
ご
と
に
見
れ
ば
、
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。

一
、
新
た
に
「
親
密
なinnig

」、「
相
互
的
生W

echselleben

」
の
語
を
使
用
し
て
い
る
。

二
、
新
た
に
「
太
陽
系
」
の
語
を
用
い
て
万
有
と
の
区
別
を
明
示
し
、
ま
た
、「
諸
家
族
」、「
諸
部
族
」、「
諸
民
族
」、「
諸
民
族
団

体
」、「
美
徳
」、「
美
」、「
自
己
陶
冶
」、「
相
互
的
生
」
の
語
を
新
た
に
使
用
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
ら
す
べ
て
の
存
在
者
が

「
自
由
に
、
固
有
に
、
ま
た
一
様
に
完
成
さ
れ
る
」
と
加
筆
し
て
い
る
。

三
、
人
間
が
神
に
似
て
い
る
様
と
し
て
新
た
に
「
純
粋
な
自
己
完
成
」
を
加
え
、
ま
た
、「
神
と
結
合
し
て
生
き
る
べ
き
で
あ
り
、

生
き
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
加
筆
し
て
い
る
。

五
、
四
と
し
て
、「
救
済
」
を
「
解
放
」
に
変
更
し
て
い
る
。

四
と
六
を
ま
と
め
て
、
五
と
し
て
、「
人
間
同
盟
」、「
国
家
」、「
教
会
」
を
削
除
し
、
新
た
に
、「
神
と
の
内
的
親
密
の
同
盟
」、「
美

徳
同
盟
」、「
法
同
盟
」、「
美
同
盟
」、「
学
問
同
盟
」、「
芸
術
同
盟
」、「
自
己
陶
冶
同
盟
」
を
列
挙
し
て
い
る
。

七
と
八
を
ま
と
め
て
、
六
と
し
て
、「
人
類
の
完
成
」
を
「
人
類
の
生
の
完
成
」
に
変
え
、「
一
な
る
人
類
同
盟
」
の
語
を
こ
こ
で
使

用
し
て
、
両
者
の
関
係
を
記
し
て
い
る
。

九
を
七
と
し
て
、
ほ
ぼ
踏
襲
し
て
い
る
。

十
を
八
と
し
て
、「
子
ら
」
を
「
人
類
」
に
変
え
、「
神
は
全
能
で
ま
こ
と
で
あ
り
」
を
「
こ
の
地
上
と
こ
の
人
類
は
神
の
わ
ざ
で
あ

り
生
で
あ
り
」
に
変
更
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
第
二
稿
で
は
、
全
体
と
し
て
第
一
稿
の
諸
条
項
が
さ
ら
に
整
理
さ
れ
、
そ
の
半
年
余
り
の
ち
に
出
版
さ
れ
た
『
人
類

の
根
源
像
』
で
用
い
ら
れ
て
い
る
枢
要
な
語
句
が
す
で
に
積
極
的
に
採
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
か
ん
の
ク
ラ
ウ
ゼ

の
人
類
論
・
人
類
同
盟
論
の
彫
琢
ぶ
り
を
明
ら
か
に
示
し
て
い
る(74)。

し
か
し
こ
う
し
て
表
明
さ
れ
た
人
類
と
人
類
同
盟
の
理
念
と
実
践
に
対
す
る
ク
ラ
ウ
ゼ
の
確
信
は
、
そ
れ
ま
で
に
培
わ
れ
て
い
た

自
分
の
学
問
的
土
台
の
上
に
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
あ
ら
た
め
て
留
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
ク
ラ
ウ
ゼ
は
イ
ェ

ー
ナ
大
学
の
学
生
と
し
て
主
に
フ
ィ
ヒ
テ
に
学
ん
だ
の
ち
、
私
講
師
時
代
の
一
八
〇
三
年
に
出
版
し
た
『
自
然
法
の
基
礎
、
あ
る
い
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四
、「
私
は
地
上
の
人
類
の
国
を
、
そ
し
て
真
情
で
結
ば
れ
た
美
し
い
人
間
同
盟M

enschenbund

（
＊
）
を
信
じ
る
。
そ
れ
〔
同

盟
〕
は
、
こ
の
〔
人
類
の
〕
国
を
愛
と
団
結
で
建
設
し
、
そ
れ
を
完
成
し
、
日
々
の
果
て
ま
で
も
保
持
す
る
だ
ろ
う
。」

─
＊
編

集
者
ウ
ン
ガ
ー
の
注
記
は
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。「（
の
ち
の
著
者
の
注
記
）
私
は
当
初
、
最
初
の
同
盟
年
の
う
ち
に
私
が
採
用
し
た

人
類
同
盟
と
い
う
よ
り
良
い
言
葉
で
は
な
く
、
こ
う
述
べ
て
い
た
。」(S.4

A
nm

.)

五
、「
私
は
、
あ
ら
ゆ
る
非
人
間
的
な
も
の
、
戦
争
、
不
正
、
う
そ
、
そ
し
て
思
い
や
り
の
な
さ
か
ら
の
人
類
の
救
済
を
信
じ
る
。」

六
、「
ま
た
、
一
な
る
国
家
、
一
な
る
教
会
、
そ
し
て
学
問
と
芸
術
お
よ
び
そ
れ
ら
の
調
和
の
た
め
の
一
な
る
同
盟
へ
の
人
々
の
結

合
を
〔
信
じ
る
〕。」

七
、「
ま
た
、
一
な
る
人
類
同
盟
に
お
け
る
人
類
の
完
成
を
〔
信
じ
る
〕。」

八
、「
こ
の
地
上
の
人
類
の
、
平
和
と
無
垢
の
状
態
に
お
け
る
喜
ば
し
い
未
来
を
〔
信
じ
る
〕。」

九
、「
ま
た
、
高
い
万
有
の
全
体
に
お
け
る
人
類
の
未
来
の
生
を
〔
信
じ
る
〕。」

十
、「
な
ぜ
な
ら
神
は
、
永
遠
の
愛
と
し
て
、
つ
ね
に
そ
の
子
ら
と
と
も
に
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
神
は
全
能
で
ま
こ
と
で
あ
り
、
自

身
の
始
め
る
こ
と
は
み
ご
と
に
仕
上
げ
る
か
ら
で
あ
る(72)。」

そ
の
ご
一
八
一
一
年
初
頭
に
公
表
さ
れ
た
第
二
稿(73)で
は
、
全
体
に
わ
た
っ
て
表
現
が
改
め
ら
れ
、
全
八
箇
条
に
な
っ
て
い
る
。
そ

の
主
な
変
更
点
は
、
条
項
ご
と
に
見
れ
ば
、
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。

一
、
新
た
に
「
親
密
なinnig

」、「
相
互
的
生W

echselleben

」
の
語
を
使
用
し
て
い
る
。

二
、
新
た
に
「
太
陽
系
」
の
語
を
用
い
て
万
有
と
の
区
別
を
明
示
し
、
ま
た
、「
諸
家
族
」、「
諸
部
族
」、「
諸
民
族
」、「
諸
民
族
団

体
」、「
美
徳
」、「
美
」、「
自
己
陶
冶
」、「
相
互
的
生
」
の
語
を
新
た
に
使
用
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
ら
す
べ
て
の
存
在
者
が

「
自
由
に
、
固
有
に
、
ま
た
一
様
に
完
成
さ
れ
る
」
と
加
筆
し
て
い
る
。

三
、
人
間
が
神
に
似
て
い
る
様
と
し
て
新
た
に
「
純
粋
な
自
己
完
成
」
を
加
え
、
ま
た
、「
神
と
結
合
し
て
生
き
る
べ
き
で
あ
り
、

生
き
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
加
筆
し
て
い
る
。

五
、
四
と
し
て
、「
救
済
」
を
「
解
放
」
に
変
更
し
て
い
る
。

四
と
六
を
ま
と
め
て
、
五
と
し
て
、「
人
間
同
盟
」、「
国
家
」、「
教
会
」
を
削
除
し
、
新
た
に
、「
神
と
の
内
的
親
密
の
同
盟
」、「
美

徳
同
盟
」、「
法
同
盟
」、「
美
同
盟
」、「
学
問
同
盟
」、「
芸
術
同
盟
」、「
自
己
陶
冶
同
盟
」
を
列
挙
し
て
い
る
。

七
と
八
を
ま
と
め
て
、
六
と
し
て
、「
人
類
の
完
成
」
を
「
人
類
の
生
の
完
成
」
に
変
え
、「
一
な
る
人
類
同
盟
」
の
語
を
こ
こ
で
使

用
し
て
、
両
者
の
関
係
を
記
し
て
い
る
。

九
を
七
と
し
て
、
ほ
ぼ
踏
襲
し
て
い
る
。

十
を
八
と
し
て
、「
子
ら
」
を
「
人
類
」
に
変
え
、「
神
は
全
能
で
ま
こ
と
で
あ
り
」
を
「
こ
の
地
上
と
こ
の
人
類
は
神
の
わ
ざ
で
あ

り
生
で
あ
り
」
に
変
更
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
第
二
稿
で
は
、
全
体
と
し
て
第
一
稿
の
諸
条
項
が
さ
ら
に
整
理
さ
れ
、
そ
の
半
年
余
り
の
ち
に
出
版
さ
れ
た
『
人
類

の
根
源
像
』
で
用
い
ら
れ
て
い
る
枢
要
な
語
句
が
す
で
に
積
極
的
に
採
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
か
ん
の
ク
ラ
ウ
ゼ

の
人
類
論
・
人
類
同
盟
論
の
彫
琢
ぶ
り
を
明
ら
か
に
示
し
て
い
る(74)。

し
か
し
こ
う
し
て
表
明
さ
れ
た
人
類
と
人
類
同
盟
の
理
念
と
実
践
に
対
す
る
ク
ラ
ウ
ゼ
の
確
信
は
、
そ
れ
ま
で
に
培
わ
れ
て
い
た

自
分
の
学
問
的
土
台
の
上
に
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
あ
ら
た
め
て
留
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
ク
ラ
ウ
ゼ
は
イ
ェ

ー
ナ
大
学
の
学
生
と
し
て
主
に
フ
ィ
ヒ
テ
に
学
ん
だ
の
ち
、
私
講
師
時
代
の
一
八
〇
三
年
に
出
版
し
た
『
自
然
法
の
基
礎
、
あ
る
い
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は
法
の
観
念
の
哲
学
的
概
要
』（
本
書
は
、
先
に
触
れ
た
ア
ル
テ
ン
ブ
ル
ク
の
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
へ
の
献
辞
を
も
つ
）
に
お
い
て
、「
自

然
法
的
国
制
」
と
「
世
界
市
民
法
」
と
を
論
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
す
で
に
人
類
や
結
社
の
概
念
を
取
り
入
れ
、
そ
の
二
年
後
の
フ
リ

ー
メ
イ
ソ
ン
入
会
へ
の
道
を
学
問
的
に
準
備
し
て
い
た
。
そ
の
ご
の
ク
ラ
ウ
ゼ
に
と
っ
て
の
優
先
課
題
は
人
類
同
盟
の
理
論
と
実
践

に
置
か
れ
、
自
分
の
学
問
体
系
の
完
成
へ
の
道
に
本
格
的
に
復
帰
す
る
の
は
一
八
二
二
〜
二
三
年
ご
ろ
、
つ
ま
り
二
度
目
の
ド
レ
ス

デ
ン
時
代
（
一
八
一
五
─
二
三
年
）
の
末
期
で
あ
る(75)。
二
三
年
秋
以
降
の
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
時
代
は
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
ハ
イ
ネ
が
揶

揄
し
た
よ
う
な
閉
鎖
的
な
空
気
の
中
で
、「
無
神
論
者
」
と
い
う
風
評
と
、
わ
ず
か
な
私
講
師
収
入
と
大
き
な
講
義
負
担
に
苦
し
め

ら
れ
な
が
ら
、
論
理
学
、
哲
学
、
音
楽
史
、
法
哲
学
、
学
問
論
な
ど
の
諸
著
作
を
精
力
的
に
出
版
し
て
い
た
の
だ
が
、
そ
れ
は
三
一

年
初
頭
の
騒
乱
で
断
ち
切
ら
れ
、
最
後
の
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
で
の
生
活
も
一
年
余
で
終
わ
る
の
で
あ
る
。

二

右
の
『
自
然
法
の
基
礎
』
を
出
版
し
た
当
時
の
状
況
に
つ
い
て
、
ク
ラ
ウ
ゼ
は
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
時
代
に
お
こ
な
っ
た
少
人

数
講
義
の
な
か
で
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
回
顧
し
て
い
る
。「
こ
の
著
作
〔『
自
然
法
の
基
礎
』〕
で
は
、
カ、

ン、

ト、

と
フ、

ィ、

ヒ、

テ、

が
考
慮
さ

れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
私
は
こ
の
両
者
の
体
系
、
と
く
に
フ、

ィ、

ヒ、

テ、

の
体
系
を
す
で
に
研
究
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
昔
の
諸
体

系
の
な
か
で
は
、
私
は
当
時
、
プ、

ラ、

ト、

ン、

の
体
系
と
ス、

ピ、

ノ、

ザ、

の
体
系
を
き
わ
め
て
厳
密
に
知
っ
て
い
た
。
カ、

ン、

ト、

と
フ、

ィ、

ヒ、

テ、

に

は
、
私
は
す
で
に
触
れ
た
理
由
で
満
足
で
き
な
か
っ
た
。〔
…
…
〕
プ、

ラ、

ト、

ン、

や
ス、

ピ、

ノ、

ザ、

に
も
、
私
は
の
ち
に
〔
…
…
〕
さ
ら
に

説
明
す
る
理
由
で
、
従
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
で
き
な
か
っ
た
。」「
法
の
定
義
」
に
つ
い
て
は
、
あ
の
著
書
で
の
私
の
「
試
み
に
先
行

し
た
あ
ら
ゆ
る
自
然
法
体
系
の
中
で
あ
の
定
義
に
最
も
近
い
の
は
、
十
三
世
紀
に
形
成
さ
れ
た
ト、

マ、

ス、

・
ア、

ク、

ィ、

ナ、

ス、

の
体
系
な
の

だ
が
、
当
時
私
は
そ
れ
を
ま
っ
た
く
知
ら
な
か
っ
た(76)。」

─
し
た
が
っ
て
、
ク
ラ
ウ
ゼ
の
思
想
体
系
の
形
成
に
つ
い
て
は
論
じ
る

べ
き
点
は
多
い
の
だ
が
、
本
稿
で
は
前
節
の
第
二
項
で
、
ク
ラ
ウ
ゼ
の
カ
ン
ト
批
判
の
諸
論
点
に
言
及
し
た
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
れ

を
補
足
す
る
意
味
で
、
右
の
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
で
の
少
人
数
講
義
で
「
す
で
に
触
れ
た
理
由
」
と
は
何
か
に
つ
い
て
Ṯ
見
し
て
お
き

た
い
。
そ
こ
で
の
批
判
の
対
象
は
カ
ン
ト
の
『
法
論
の
形
而
上
学
的
基
礎
』（
一
七
九
七
年
公
刊
）
に
お
け
る
法
理
解
で
あ
り
、
ク

ラ
ウ
ゼ
は
主
に
つ
ぎ
の
二
点
を
指
摘
し
て
い
る
。

第
一
に
、
周
知
の
カ
ン
ト
に
よ
る
定
義
、「
法
と
は
、
あ
る
人
の
選
択
意
志
が
他
の
人
の
選
択
意
志
と
、
外
的
な
自
由
の
普
遍
的

法
則
に
従
っ
て
一
致
で
き
る
よ
う
な
諸
条
件
の
総
体
で
あ
る
」
に
つ
い
て
、
そ
の
諸
条
件
が
「
ど
の
よ
う
な
種
類
の
も
の
で
あ
る
か

規
定
さ
れ
て
い
な
い
」
こ
と
、
本
来
、
法
の
対
象
（
客
体
）
は
「
理
性
使
命
の
全
体
で
あ
る
」
は
ず
で
あ
る
の
に
、「
外
的
自
由
だ

け
が
選、

択、

意、

志、

」
と
さ
れ
て
い
る
結
果
、「
自
由
の
た
め
の
諸
権
利
（
自、

由、

諸、

権、

利、

）
し
か
存
在
し
な
い
」
こ
と
に
な
る
こ
と
、
さ

ら
に
カ
ン
ト
に
お
い
て
は
、
法
は
「
た
ん
に
制、

限、

の、

一、

形、

式、

」
で
し
か
な
く
、「
た
ん
に
否、

定、

的、

に、verneinig
(negativ)

の
み
」
と

ら
え
ら
れ
て
い
る
が
、
本
来
、
法
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、「
む
し
ろ
誰
も
が
ま
ず
も
っ
て
外
的
に
自
由
に
活
動
す
る
こ
と
が
で

き
る
可
能
性
を
手
に
入
れ
る
こ
と
に
こ
そ
向
け
ら
れ
て
い
る
」
こ
と
、
以
上
の
諸
点
で
あ
る(77)。
第
二
に
、
法
と
人
倫
と
の
関
係
に
つ

い
て
、
カ
ン
ト
は
「
法、

義、

務、

は
〔
外
的
な
強
制
が
可
能
な
〕
完、

全、

な、

義、

務、

、
徳、

義、

務、

は
不、

完、

全、

な、

義、

務、

」
と
規
定
し
、「
人
倫
性
を

た
ん
な
る
合
法
性
か
ら
全
面
的
に
区
別
し
て
い
る
」
が
、「
理
性
の
全
使
命
に
か
か
わ
っ
て
い
る
」
と
い
う
点
で
は
「
合
法
性
と
人

倫
性
と
は
一
貫
し
て
一
致
せ
ざ
る
を
え
な
い
」
こ
と
で
あ
る(78)。

こ
の
う
ち
法
の
定
義
に
か
ん
す
る
第
一
点
は
、
前
節
第
二
項
で
触
れ
た
「
学
問
の
根
本
真
理
」
に
か
ん
す
る
講
義
で
の
カ
ン
ト
批

判
に
お
け
る
第
四
点
の
実
質
的
内
容
を
表
現
し
て
い
る
。
ま
た
、
法
と
人
倫
と
の
関
係
を
め
ぐ
る
第
二
点
は
、
前
節
第
十
一
項
で
見

た
「
法
同
盟
」
に
か
ん
す
る
言
説
に
ふ
く
ま
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
ク
ラ
ウ
ゼ
の
法
哲
学
の
基
礎
視
点
と
し
て
、
ま
た

そ
の
固
有
の
意
義
に
も
留
意
し
て
、
別
途
立
ち
入
っ
て
検
討
し
た
い
と
思
う
。
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は
法
の
観
念
の
哲
学
的
概
要
』（
本
書
は
、
先
に
触
れ
た
ア
ル
テ
ン
ブ
ル
ク
の
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
へ
の
献
辞
を
も
つ
）
に
お
い
て
、「
自

然
法
的
国
制
」
と
「
世
界
市
民
法
」
と
を
論
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
す
で
に
人
類
や
結
社
の
概
念
を
取
り
入
れ
、
そ
の
二
年
後
の
フ
リ

ー
メ
イ
ソ
ン
入
会
へ
の
道
を
学
問
的
に
準
備
し
て
い
た
。
そ
の
ご
の
ク
ラ
ウ
ゼ
に
と
っ
て
の
優
先
課
題
は
人
類
同
盟
の
理
論
と
実
践

に
置
か
れ
、
自
分
の
学
問
体
系
の
完
成
へ
の
道
に
本
格
的
に
復
帰
す
る
の
は
一
八
二
二
〜
二
三
年
ご
ろ
、
つ
ま
り
二
度
目
の
ド
レ
ス

デ
ン
時
代
（
一
八
一
五
─
二
三
年
）
の
末
期
で
あ
る(75)。
二
三
年
秋
以
降
の
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
時
代
は
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
ハ
イ
ネ
が
揶

揄
し
た
よ
う
な
閉
鎖
的
な
空
気
の
中
で
、「
無
神
論
者
」
と
い
う
風
評
と
、
わ
ず
か
な
私
講
師
収
入
と
大
き
な
講
義
負
担
に
苦
し
め

ら
れ
な
が
ら
、
論
理
学
、
哲
学
、
音
楽
史
、
法
哲
学
、
学
問
論
な
ど
の
諸
著
作
を
精
力
的
に
出
版
し
て
い
た
の
だ
が
、
そ
れ
は
三
一

年
初
頭
の
騒
乱
で
断
ち
切
ら
れ
、
最
後
の
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
で
の
生
活
も
一
年
余
で
終
わ
る
の
で
あ
る
。

二

右
の
『
自
然
法
の
基
礎
』
を
出
版
し
た
当
時
の
状
況
に
つ
い
て
、
ク
ラ
ウ
ゼ
は
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
時
代
に
お
こ
な
っ
た
少
人

数
講
義
の
な
か
で
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
回
顧
し
て
い
る
。「
こ
の
著
作
〔『
自
然
法
の
基
礎
』〕
で
は
、
カ、

ン、

ト、

と
フ、

ィ、

ヒ、

テ、

が
考
慮
さ

れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
私
は
こ
の
両
者
の
体
系
、
と
く
に
フ、

ィ、

ヒ、

テ、

の
体
系
を
す
で
に
研
究
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
昔
の
諸
体

系
の
な
か
で
は
、
私
は
当
時
、
プ、

ラ、

ト、

ン、

の
体
系
と
ス、

ピ、

ノ、

ザ、

の
体
系
を
き
わ
め
て
厳
密
に
知
っ
て
い
た
。
カ、

ン、

ト、

と
フ、

ィ、

ヒ、

テ、

に

は
、
私
は
す
で
に
触
れ
た
理
由
で
満
足
で
き
な
か
っ
た
。〔
…
…
〕
プ、

ラ、

ト、

ン、

や
ス、

ピ、

ノ、

ザ、

に
も
、
私
は
の
ち
に
〔
…
…
〕
さ
ら
に

説
明
す
る
理
由
で
、
従
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
で
き
な
か
っ
た
。」「
法
の
定
義
」
に
つ
い
て
は
、
あ
の
著
書
で
の
私
の
「
試
み
に
先
行

し
た
あ
ら
ゆ
る
自
然
法
体
系
の
中
で
あ
の
定
義
に
最
も
近
い
の
は
、
十
三
世
紀
に
形
成
さ
れ
た
ト、

マ、

ス、

・
ア、

ク、

ィ、

ナ、

ス、

の
体
系
な
の

だ
が
、
当
時
私
は
そ
れ
を
ま
っ
た
く
知
ら
な
か
っ
た(76)。」

─
し
た
が
っ
て
、
ク
ラ
ウ
ゼ
の
思
想
体
系
の
形
成
に
つ
い
て
は
論
じ
る

べ
き
点
は
多
い
の
だ
が
、
本
稿
で
は
前
節
の
第
二
項
で
、
ク
ラ
ウ
ゼ
の
カ
ン
ト
批
判
の
諸
論
点
に
言
及
し
た
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
れ

を
補
足
す
る
意
味
で
、
右
の
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
で
の
少
人
数
講
義
で
「
す
で
に
触
れ
た
理
由
」
と
は
何
か
に
つ
い
て
Ṯ
見
し
て
お
き

た
い
。
そ
こ
で
の
批
判
の
対
象
は
カ
ン
ト
の
『
法
論
の
形
而
上
学
的
基
礎
』（
一
七
九
七
年
公
刊
）
に
お
け
る
法
理
解
で
あ
り
、
ク

ラ
ウ
ゼ
は
主
に
つ
ぎ
の
二
点
を
指
摘
し
て
い
る
。

第
一
に
、
周
知
の
カ
ン
ト
に
よ
る
定
義
、「
法
と
は
、
あ
る
人
の
選
択
意
志
が
他
の
人
の
選
択
意
志
と
、
外
的
な
自
由
の
普
遍
的

法
則
に
従
っ
て
一
致
で
き
る
よ
う
な
諸
条
件
の
総
体
で
あ
る
」
に
つ
い
て
、
そ
の
諸
条
件
が
「
ど
の
よ
う
な
種
類
の
も
の
で
あ
る
か

規
定
さ
れ
て
い
な
い
」
こ
と
、
本
来
、
法
の
対
象
（
客
体
）
は
「
理
性
使
命
の
全
体
で
あ
る
」
は
ず
で
あ
る
の
に
、「
外
的
自
由
だ

け
が
選、

択、

意、

志、

」
と
さ
れ
て
い
る
結
果
、「
自
由
の
た
め
の
諸
権
利
（
自、

由、

諸、

権、

利、

）
し
か
存
在
し
な
い
」
こ
と
に
な
る
こ
と
、
さ

ら
に
カ
ン
ト
に
お
い
て
は
、
法
は
「
た
ん
に
制、

限、

の、

一、

形、

式、

」
で
し
か
な
く
、「
た
ん
に
否、

定、

的、

に、verneinig
(negativ)

の
み
」
と

ら
え
ら
れ
て
い
る
が
、
本
来
、
法
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、「
む
し
ろ
誰
も
が
ま
ず
も
っ
て
外
的
に
自
由
に
活
動
す
る
こ
と
が
で

き
る
可
能
性
を
手
に
入
れ
る
こ
と
に
こ
そ
向
け
ら
れ
て
い
る
」
こ
と
、
以
上
の
諸
点
で
あ
る(77)。
第
二
に
、
法
と
人
倫
と
の
関
係
に
つ

い
て
、
カ
ン
ト
は
「
法、

義、

務、

は
〔
外
的
な
強
制
が
可
能
な
〕
完、

全、

な、

義、

務、

、
徳、

義、

務、

は
不、

完、

全、

な、

義、

務、

」
と
規
定
し
、「
人
倫
性
を

た
ん
な
る
合
法
性
か
ら
全
面
的
に
区
別
し
て
い
る
」
が
、「
理
性
の
全
使
命
に
か
か
わ
っ
て
い
る
」
と
い
う
点
で
は
「
合
法
性
と
人

倫
性
と
は
一
貫
し
て
一
致
せ
ざ
る
を
え
な
い
」
こ
と
で
あ
る(78)。

こ
の
う
ち
法
の
定
義
に
か
ん
す
る
第
一
点
は
、
前
節
第
二
項
で
触
れ
た
「
学
問
の
根
本
真
理
」
に
か
ん
す
る
講
義
で
の
カ
ン
ト
批

判
に
お
け
る
第
四
点
の
実
質
的
内
容
を
表
現
し
て
い
る
。
ま
た
、
法
と
人
倫
と
の
関
係
を
め
ぐ
る
第
二
点
は
、
前
節
第
十
一
項
で
見

た
「
法
同
盟
」
に
か
ん
す
る
言
説
に
ふ
く
ま
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
ク
ラ
ウ
ゼ
の
法
哲
学
の
基
礎
視
点
と
し
て
、
ま
た

そ
の
固
有
の
意
義
に
も
留
意
し
て
、
別
途
立
ち
入
っ
て
検
討
し
た
い
と
思
う
。
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し
か
し
本
稿
で
追
跡
し
た
『
人
類
の
根
源
像
』
に
お
け
る
「
本
質
論W

esenlehre

」
と
し
て
の
認
識
枠
組
み
と
の
関
連
で
は
、

ク
ラ
ウ
ゼ
が
一
八
二
八
年
に
出
版
し
た
『
哲
学
の
体
系
に
か
ん
す
る
諸
講
義(79)』
の
導
入
部
で
示
し
て
い
る
、
か
れ
の
「
無
条
件
的
認

識
」
の
立
場
に
か
ん
す
る
簡
潔
な
見
取
り
図
に
も
触
れ
て
お
く
こ
と
が
有
益
で
あ
ろ
う
。
こ
の
部
分
は
、
晩
年
の
成
熟
段
階
で
の
自、

己、

評、

価、

を
率
直
に
語
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

ク
ラ
ウ
ゼ
に
従
え
ば
、「
学、

問、

」
と
は
「
確
実
な
認
識
の
全
体
」
つ
ま
り
「
体、

系、

」
で
あ
り
、
そ
れ
は
諸
部
分
の
「
た
ん
な
る
総

計
」
で
は
な
く
、「
諸
部
分
の
す
べ
て
が
全
体
の
な
か
にin

、
全
体
と
と
も
にm

it

、
そ
し
て
全
体
に
よ
っ
てdurch

存
在
し
て
い

る
」
底
の
全
体
で
あ
り
、「
宇
宙
」
や
「
人
体
」
の
よ
う
に
「
一
つ
の
有
機
体
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い(S.1f.)

。「
あ
る
確
実
な

知
識W

issen

」
と
は
、「
対
象
の
認
識
つ
ま
り
表
象V

orstellung

が
対
象
そ
れ
自
体
と
一
致
す
る
こ
と
」
で
あ
る
か
ら
、「
認
識
す

る
も
の
と
認
識
さ
れ
る
も
の
と
の
区
別
」
を
自
覚
す
る
こ
と
が
「
思
考
す
る
精
神
に
お
け
る
学
問
性
の
最
初
の
萌
芽
」
で
あ
る(S.

3f.)

。「
学、

問、

の、

原、

理、

と
い
う
考
え
方
」
に
立
て
ば
、「
原
理
の
一
性die

Einheitdes
Princips

」
つ
ま
り
「
単
一
の
原
理
」
は
認
識

可
能
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
多
様
性M

annichfalt
」
を
「
表
示B

ew
eis

」
す
る
。
こ
れ
が
「
無
条
件
的
単
一
性
に
お
け
る
内
的
多
様

性
の
形
成
」
で
あ
る(S.6-9)

。
原
理
の
認
識
は
、「
判
断
」
や
「
概
念
」
や
「
推
論
」
で
は
あ
り
え
な
い(S.10f.)

。
有
限
な
精
神

に
は
そ
の
よ
う
な
原
理
の
認
識
は
「
不
可
能
だ
」
と
言
う
ば
あ
い
に
は
、「
そ
の
明
示
的
な
証
明
が
必
要
で
あ
る
。」「
発
見
で
き
な

い
」
の
は
、「
や
り
方
が
誤
っ
て
い
る
か
ら
か
も
し
れ
な
い
」
し
、「
他
の
人
に
は
発
見
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。」「
多
く
の
立
派
な

思
想
家
た
ち
が
、
こ
の
点
を
取
り
違
え
た
。」「
カ、

ン、

ト、

は
、
ま
さ
に
自
分
に
は
原
理
は
認
識
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
す
べ
て
の
有

限
な
理
性
〔
的
存
在
者
〕
に
妥
当
す
る
と
主
張
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
か
れ
が
認
識
の
あ
る
種
の
限
界
を
主
張
し
て
い
る
か
ら
で
あ

っ
て
、
そ
の
限
界
は
確
か
に
か
れ
の
認
識
に
は
存
在
す
る
と
し
て
も
、
人
間
の
認
識
一
般
に
そ
の
限
界
が
当
て
は
ま
る
わ
け
で
は
な

い
。」(S.12)

「
学
問
」
す
な
わ
ち
「
認
識
の
体
系
的
な
全
体
」
は
、「
一
な
る
無
限
の
無
条
件
的
原
理
の
認
識
に
よ
っ
て
の
み
達
成

す
る
こ
と
が
で
き
る
。」(S.13)

で
は
、
こ
の
「
無
条
件
的
原
理
の
認
識
」
と
は
何
か
。「
学
問
形
成
の
第
一
の
課
題
は
、
普
通
の
意
識
か
ら
原
理
の
認
識
へ
と
上

昇
す
る
こ
と
で
あ
る
。」「
自
分
自
身
を
深
く
見
つ
め
、〔
…
…
〕
自
分
の
認
識
と
思
考
を
も
観
察
」
し
、
自
然
と
他
者
と
を
「
自
分

の
意
識
に
ど
の
よ
う
に
受
容
す
る
の
か
を
探
求
」
す
れ
ば
、「
無
限
の
無
条
件
的
本
質
〔
存
在
者
〕
の
思
想
へ
、
原
理
の
認
識
と
承

認
へ
飛
翔
す
る
」
だ
ろ
う
。
こ
れ
が
学
問
体
系
の
「
主、

観、

的、

部、

分、

」
で
あ
り
、「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
語
法
」
で
言
え
ば
「
分、

析、

的、

部、

分、

」
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
、「
原
理
が
ふ
く
ん
で
い
る
す
べ
て
の
も
の
」、
つ
ま
り
「
世
界
、
自
然
、
精
神
、
人
類
」
の
す
べ
て
を
認

識
の
対
象
と
し
て
「
総
合
的
に
探
求
す
る
」
だ
ろ
う
。
こ
れ
が
、
学
問
の
「
客、

観、

的、

・
総、

合、

的、

部、

分、

」
で
あ
る(S.14f.)

。「
ソ、

ク、

ラ、

テ、

ス、

は
、〔
…
…
〕
自
己
認
識
に
よ
っ
て
、
神
と
外
界
の
事
物
と
を
認
識
す
る
よ
う
試
み
よ
と
要
求
し
」、「
カ、

ン、

ト、

は
、
ま
さ
に

こ
の
意
味
で
自
分
自
身
を
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
な
ぞ
ら
え
て
い
る
の
だ
が
、
カ、

ン、

ト、

は
分
析
的
部
分
の
こ
の
予
感
を
学
問
的
に
完
成
し
な

か
っ
た
。」(S.16f.)

世
界
を
構
成
し
て
い
る
「
人
類
と
自
然
と
理
性
」、
そ
し
て
こ
の
三
者
の
「
原
因
」
と
し
て
の
「
神
」、
こ
れ

ら
が
学
問
の
四
領
域
「
自
然
学
、
理
性
学
、
人
類
学
、
神
の
学
」
を
な
し
、
哲
学
は
こ
れ
ら
全
体
を
包
括
し
て
い
る(S.18f.)

。
ま

た
、
認
識
の
源
泉
で
見
る
と
、「
感、

性、

的、

認、

識、

」（「
個
物
」）
と
「
非
感
性
的
認
識
」
つ
ま
り
「
概、

念、

的、

認
識
」（「
普
遍
」）
と
に
分

か
れ
る
が
、
さ
ら
に
「
観、

念、

と、

歴、

史、

的、

現、

実、

と、

を、

結、

合、

さ、

せ、

る、

第
三
の
領
域
」
が
あ
り
、
こ
の
結
合
認
識
に
よ
っ
て
人
は
「
理
性
的

に
生
き
る
」
こ
と
が
可
能
に
な
る(S.19-21)

。
こ
の
三
つ
を
さ
ら
に
超
え
る
認
識
が
「
無、

条、

件、

的、

認
識
」
で
あ
り
、
熟
慮
す
る
人

は
誰
で
も
、
た
と
え
ば
概
念
で
も
感
性
で
も
な
い
「
自
然
そ
の
も
の
と
い
う
思
想
」
や
、「
空
間
の
思
想
」
の
よ
う
な
「
純
粋
形
式

的
な
対
象
」
に
も
到
達
で
き
る(S.21f.)

。「
無
条
件
的
認
識
は
有
限
な
精
神
に
は
不
可
能
だ
と
多
く
の
人
が
信
じ
て
い
る
」
が
、
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し
か
し
本
稿
で
追
跡
し
た
『
人
類
の
根
源
像
』
に
お
け
る
「
本
質
論W

esenlehre

」
と
し
て
の
認
識
枠
組
み
と
の
関
連
で
は
、

ク
ラ
ウ
ゼ
が
一
八
二
八
年
に
出
版
し
た
『
哲
学
の
体
系
に
か
ん
す
る
諸
講
義(79)』
の
導
入
部
で
示
し
て
い
る
、
か
れ
の
「
無
条
件
的
認

識
」
の
立
場
に
か
ん
す
る
簡
潔
な
見
取
り
図
に
も
触
れ
て
お
く
こ
と
が
有
益
で
あ
ろ
う
。
こ
の
部
分
は
、
晩
年
の
成
熟
段
階
で
の
自、

己、

評、

価、

を
率
直
に
語
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

ク
ラ
ウ
ゼ
に
従
え
ば
、「
学、

問、

」
と
は
「
確
実
な
認
識
の
全
体
」
つ
ま
り
「
体、

系、

」
で
あ
り
、
そ
れ
は
諸
部
分
の
「
た
ん
な
る
総

計
」
で
は
な
く
、「
諸
部
分
の
す
べ
て
が
全
体
の
な
か
にin

、
全
体
と
と
も
にm

it

、
そ
し
て
全
体
に
よ
っ
てdurch

存
在
し
て
い

る
」
底
の
全
体
で
あ
り
、「
宇
宙
」
や
「
人
体
」
の
よ
う
に
「
一
つ
の
有
機
体
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い(S.1f.)

。「
あ
る
確
実
な

知
識W

issen

」
と
は
、「
対
象
の
認
識
つ
ま
り
表
象V

orstellung

が
対
象
そ
れ
自
体
と
一
致
す
る
こ
と
」
で
あ
る
か
ら
、「
認
識
す

る
も
の
と
認
識
さ
れ
る
も
の
と
の
区
別
」
を
自
覚
す
る
こ
と
が
「
思
考
す
る
精
神
に
お
け
る
学
問
性
の
最
初
の
萌
芽
」
で
あ
る(S.

3f.)

。「
学、

問、

の、

原、

理、

と
い
う
考
え
方
」
に
立
て
ば
、「
原
理
の
一
性die

Einheitdes
Princips

」
つ
ま
り
「
単
一
の
原
理
」
は
認
識

可
能
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
多
様
性M

annichfalt

」
を
「
表
示B

ew
eis

」
す
る
。
こ
れ
が
「
無
条
件
的
単
一
性
に
お
け
る
内
的
多
様

性
の
形
成
」
で
あ
る(S.6-9)

。
原
理
の
認
識
は
、「
判
断
」
や
「
概
念
」
や
「
推
論
」
で
は
あ
り
え
な
い(S.10f.)

。
有
限
な
精
神

に
は
そ
の
よ
う
な
原
理
の
認
識
は
「
不
可
能
だ
」
と
言
う
ば
あ
い
に
は
、「
そ
の
明
示
的
な
証
明
が
必
要
で
あ
る
。」「
発
見
で
き
な

い
」
の
は
、「
や
り
方
が
誤
っ
て
い
る
か
ら
か
も
し
れ
な
い
」
し
、「
他
の
人
に
は
発
見
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。」「
多
く
の
立
派
な

思
想
家
た
ち
が
、
こ
の
点
を
取
り
違
え
た
。」「
カ、

ン、

ト、

は
、
ま
さ
に
自
分
に
は
原
理
は
認
識
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
す
べ
て
の
有

限
な
理
性
〔
的
存
在
者
〕
に
妥
当
す
る
と
主
張
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
か
れ
が
認
識
の
あ
る
種
の
限
界
を
主
張
し
て
い
る
か
ら
で
あ

っ
て
、
そ
の
限
界
は
確
か
に
か
れ
の
認
識
に
は
存
在
す
る
と
し
て
も
、
人
間
の
認
識
一
般
に
そ
の
限
界
が
当
て
は
ま
る
わ
け
で
は
な

い
。」(S.12)

「
学
問
」
す
な
わ
ち
「
認
識
の
体
系
的
な
全
体
」
は
、「
一
な
る
無
限
の
無
条
件
的
原
理
の
認
識
に
よ
っ
て
の
み
達
成

す
る
こ
と
が
で
き
る
。」(S.13)

で
は
、
こ
の
「
無
条
件
的
原
理
の
認
識
」
と
は
何
か
。「
学
問
形
成
の
第
一
の
課
題
は
、
普
通
の
意
識
か
ら
原
理
の
認
識
へ
と
上

昇
す
る
こ
と
で
あ
る
。」「
自
分
自
身
を
深
く
見
つ
め
、〔
…
…
〕
自
分
の
認
識
と
思
考
を
も
観
察
」
し
、
自
然
と
他
者
と
を
「
自
分

の
意
識
に
ど
の
よ
う
に
受
容
す
る
の
か
を
探
求
」
す
れ
ば
、「
無
限
の
無
条
件
的
本
質
〔
存
在
者
〕
の
思
想
へ
、
原
理
の
認
識
と
承

認
へ
飛
翔
す
る
」
だ
ろ
う
。
こ
れ
が
学
問
体
系
の
「
主、

観、

的、

部、

分、

」
で
あ
り
、「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
語
法
」
で
言
え
ば
「
分、

析、

的、

部、

分、

」
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
、「
原
理
が
ふ
く
ん
で
い
る
す
べ
て
の
も
の
」、
つ
ま
り
「
世
界
、
自
然
、
精
神
、
人
類
」
の
す
べ
て
を
認

識
の
対
象
と
し
て
「
総
合
的
に
探
求
す
る
」
だ
ろ
う
。
こ
れ
が
、
学
問
の
「
客、

観、

的、

・
総、

合、

的、

部、

分、

」
で
あ
る(S.14f.)

。「
ソ、

ク、

ラ、

テ、

ス、

は
、〔
…
…
〕
自
己
認
識
に
よ
っ
て
、
神
と
外
界
の
事
物
と
を
認
識
す
る
よ
う
試
み
よ
と
要
求
し
」、「
カ、

ン、

ト、

は
、
ま
さ
に

こ
の
意
味
で
自
分
自
身
を
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
な
ぞ
ら
え
て
い
る
の
だ
が
、
カ、

ン、

ト、

は
分
析
的
部
分
の
こ
の
予
感
を
学
問
的
に
完
成
し
な

か
っ
た
。」(S.16f.)

世
界
を
構
成
し
て
い
る
「
人
類
と
自
然
と
理
性
」、
そ
し
て
こ
の
三
者
の
「
原
因
」
と
し
て
の
「
神
」、
こ
れ

ら
が
学
問
の
四
領
域
「
自
然
学
、
理
性
学
、
人
類
学
、
神
の
学
」
を
な
し
、
哲
学
は
こ
れ
ら
全
体
を
包
括
し
て
い
る(S.18f.)

。
ま

た
、
認
識
の
源
泉
で
見
る
と
、「
感、

性、

的、

認、

識、

」（「
個
物
」）
と
「
非
感
性
的
認
識
」
つ
ま
り
「
概、

念、

的、

認
識
」（「
普
遍
」）
と
に
分

か
れ
る
が
、
さ
ら
に
「
観、

念、

と、

歴、

史、

的、

現、

実、

と、

を、

結、

合、

さ、

せ、

る、

第
三
の
領
域
」
が
あ
り
、
こ
の
結
合
認
識
に
よ
っ
て
人
は
「
理
性
的

に
生
き
る
」
こ
と
が
可
能
に
な
る(S.19-21)

。
こ
の
三
つ
を
さ
ら
に
超
え
る
認
識
が
「
無、

条、

件、

的、

認
識
」
で
あ
り
、
熟
慮
す
る
人

は
誰
で
も
、
た
と
え
ば
概
念
で
も
感
性
で
も
な
い
「
自
然
そ
の
も
の
と
い
う
思
想
」
や
、「
空
間
の
思
想
」
の
よ
う
な
「
純
粋
形
式

的
な
対
象
」
に
も
到
達
で
き
る(S.21f.)

。「
無
条
件
的
認
識
は
有
限
な
精
神
に
は
不
可
能
だ
と
多
く
の
人
が
信
じ
て
い
る
」
が
、
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「
そ
れ
は
哲
学
の
可
能
性
の
否
定
に
な
る
。」「
す
べ
て
の
観
念
は
時
間
的
な
も
の
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
」
か
ら
、「
無
条
件
的
認
識
と

概
念
的
認
識
は
感
性
的
認
識
に
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」
そ
の
結
果
、
哲
学
か
ら
と
純
粋
歴
史
か
ら
の
「
結
合
学
問
」
と
し
て

「
歴、

史、

の、

哲、

学、

」
が
成
立
す
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
初
め
て
確
立
し
た
「
一
な
る
学
問
全
体
」
と
い
う
「
哲
学
の
概
念
規
定
」
を
、

私
も
踏
襲
す
る(S.22f.)

。

そ
こ
で
、「
私
の
哲
学
体
系
の
固
有
の
も
の
と
枢
要
の
も
の
」
は
、
第
一
に
「
分
析
的
部
分
の
全
体
」、
第
二
に
「
総
合
的
学
問
の

最
高
部
分
」、
つ
ま
り
、「
原
理
の
認
識
の
中
に
同
時
に
い
っ
さ
い
の
下
位
学
問
の
諸
原
理
が
見
い
だ
さ
れ
る
こ
と
」、
第
三
に
「
人

類
の
観
念
と
理
想
の
有
機
的
展
開
」、
こ
れ
こ
そ
が
私
の
「
こ
の
学
問
の
体
系
に
固
有
で
あ
り
、
そ
こ
で
初
め
て
果
た
さ
れ
た
」
こ

と
で
あ
る
。「
こ
れ
ま
で
の
学
問
の
諸
体
系
の
す
べ
て
に
、
人
類
に
か
ん
す
る
学
問
の
有
機
的
な
仕
上
げ
が
欠
け
て
い
る
。
と
こ
ろ

で
、
こ
の
〔
人
類
の
〕
学
問
は
、
神
の
認
識
、
精
神
の
認
識
、
自
然
の
認
識
を
前
提
と
し
て
お
り
、
そ
の
限
り
で
は
学
問
全
体
の
構

造
の
中
の
最
深
部
に
あ
た
る
。」
第
四
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
要
求
に
沿
っ
て
、「
い
わ
ゆ
る
純
粋
数
学
的
学
問
に
も
取
り
組
ん
で

い
る
こ
と
」
で
あ
る(S.23f.)

。

さ
て
、
著
名
人
た
ち
の
体
系
と
の
比
較
と
い
う
点
で
は
、
ま
ず
、
私
の
「
こ
の
学
問
体
系
は
、
そ
の
全
仕
事
を
最
初
か
ら
他
の
い

っ
さ
い
の
諸
研
究
に
依
存
す
る
こ
と
な
し
に
始
め
て
い
る
。
こ
の
体
系
は
、
カ、

ン、

ト、

の
人
間
認
識
の
批
判
と
い
う
大
構
想
を
受
け
入

れ
、
そ
し
て
カ、

ン、

ト、

が
始
め
た
こ
と
を
仕
上
げ
て
完
成
す
る
こ
と
、
そ
し
て
カ、

ン、

ト、

が
や
め
た
と
こ
ろ
か
ら
そ
れ
を
続
行
す
る
こ
と

に
努
め
て
い
る
。」「
現
在
著
名
な
二
つ
の
体
系
、
シ、

ェ、

リ、

ン、

グ、

と
ヘ、

ー、

ゲ、

ル、

の
体
系
」
に
つ
い
て
言
え
ば
、「
根
本
認
識
の
想
定
に

お
い
て
は
、
私
は
プ、

ラ、

ト、

ン、

と
一
致
し
て
い
る
の
と
同
じ
よ
う
に
」
両
者
と
一
致
し
て
い
る
が
、「
両
者
の
体
系
で
は
知
性
的
直
観

と
不
適
切
に
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
を
、
私
は
神
の
認
識
と
呼
ぶ
。」
ヤ
コ
ー
ビ
は
「
否
定
し
て
い
る
」
が
、「
神
は
認
識
可
能
で
あ

る
。」「
だ
か
ら
こ
そ
純
粋
学
問
は
可
能
な
の
で
あ
る
。」(S.24f.)

「
人
類
の
現
在
の
生
に
つ
い
て
」
は
、「
歴
史
の
哲
学
の
教
え
に

従
え
ば
、
こ
の
地
上
の
人
類
は
現
在
そ
の
第
三
年
齢
期
に
達
し
て
い
る
。」
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、「
十
八
年
前
」
の
著
作
〔
本
稿
で

先
に
引
用
し
た
『
技
芸
資
料
』
の
「
予
備
報
告
」
冒
頭
部
〕
に
お
け
る
時
代
認
識
が
妥
当
し
て
い
る(S.25f.)

。
最
後
に
、
学
問
の

体
系
の
名
称
と
し
て
は
、
形
式
の
点
で
は
「
学、

問、

構、

造、

W
issenschaftbau

」、
内
容
上
で
は
「
本、

質、

論、

W
esenlehre

」
と
な
る
。

「
絶、

対、

論、

A
bsolutism

us

」
は
一
面
的
で
あ
り
、「
観、

念、

論、

Idealism
us

」
は
多
義
的
で
あ
る
。「
バ、

ー、

ク、

リ、

の
観
念
論
や
、
最
初
の

知
識
学
に
お
け
る
フ、

ィ、

ヒ、

テ、

の
観
念
論
か
ら
区
別
」
し
て
「
絶、

対、

的、

観、

念、

論、

」
と
す
る
か
、
あ
る
い
は
「
実、

在、

論、R
ealism

us

」
で

も
よ
い
。
し
か
し
、「
無
限
の
無
条
件
的
存
在
者
が
学
問
の
唯
一
の
内
容
で
あ
」
り
、「
こ
の
呼
称
は
プ、

ラ、

ト、

ン、

お
よ
び
ア、

リ、

ス、

ト、

テ、

レ、

ス、

と
一
致
し
て
い
る
。」
あ
る
い
は
、
｢こ
の
真
の
学
問
の
性
質
」
に
注
目
す
れ
ば
、
｢絶、

対、

的、

調、

和、

論、absoluterH
arm

onism
us

」、

「
絶、

対、

的、

総、

合、

論、

absoluter
Synthetism

us

」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
哲
学
の
全
体
系
に
「
自、

然、

哲、

学、

」
と
い
う
呼
称
を
用
い
る

「
き
っ
か
け
を
与
え
た
の
は
シ、

ェ、

リ、

ン、

グ、

の
体
系
で
あ
る
」
が
、
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
自
然
哲
学
は
「
体
系
全
体
の
下
位
の
一
部
分
」

と
み
な
し
た
い(S.27-29)

。

以
上
が
、
ク
ラ
ウ
ゼ
の
到
達
し
た
独
自
の
「
無
条
件
的
認
識
」
論
の
境
地
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
、
す
で
に
『
人
類
の
根
源

像
』
に
お
け
る
根
本
認
識
に
通
底
す
る
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
カ
ン
ト
の
認
識
の
「
限
界
」
規
定
は
カ
ン
ト
の
も
の
で

あ
り
、
普
遍
的
に
通
用
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
ク
ラ
ウ
ゼ
の
こ
こ
で
の
批
判
は
、
前
節
第
二
項
で
触
れ
た
「
学
問
の
根
本
真

理
」
に
か
ん
す
る
講
義
で
の
カ
ン
ト
批
判
の
第
一
点
と
基
本
的
に
重
な
る
。
ま
た
、
分
析
的
部
分
の
カ
ン
ト
に
お
け
る
未
完
成
を
自

分
は
「
続
行
」
し
て
、「
無
条
件
的
認
識
」
と
し
て
の
「
原
理
」
に
達
し
、
そ
こ
か
ら
逆
に
「
世
界
」
の
諸
相
へ
と
「
総
合
」
す
る

の
だ
と
い
う
方
法
的
見
地
が
こ
こ
に
明
瞭
に
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
往
・
復
を
、
ク
ラ
ウ
ゼ
は
自
分
の
体
系
の
「
独
自
性
」
四
点
の
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「
そ
れ
は
哲
学
の
可
能
性
の
否
定
に
な
る
。」「
す
べ
て
の
観
念
は
時
間
的
な
も
の
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
」
か
ら
、「
無
条
件
的
認
識
と

概
念
的
認
識
は
感
性
的
認
識
に
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」
そ
の
結
果
、
哲
学
か
ら
と
純
粋
歴
史
か
ら
の
「
結
合
学
問
」
と
し
て

「
歴、

史、

の、

哲、

学、

」
が
成
立
す
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
初
め
て
確
立
し
た
「
一
な
る
学
問
全
体
」
と
い
う
「
哲
学
の
概
念
規
定
」
を
、

私
も
踏
襲
す
る(S.22f.)

。

そ
こ
で
、「
私
の
哲
学
体
系
の
固
有
の
も
の
と
枢
要
の
も
の
」
は
、
第
一
に
「
分
析
的
部
分
の
全
体
」、
第
二
に
「
総
合
的
学
問
の

最
高
部
分
」、
つ
ま
り
、「
原
理
の
認
識
の
中
に
同
時
に
い
っ
さ
い
の
下
位
学
問
の
諸
原
理
が
見
い
だ
さ
れ
る
こ
と
」、
第
三
に
「
人

類
の
観
念
と
理
想
の
有
機
的
展
開
」、
こ
れ
こ
そ
が
私
の
「
こ
の
学
問
の
体
系
に
固
有
で
あ
り
、
そ
こ
で
初
め
て
果
た
さ
れ
た
」
こ

と
で
あ
る
。「
こ
れ
ま
で
の
学
問
の
諸
体
系
の
す
べ
て
に
、
人
類
に
か
ん
す
る
学
問
の
有
機
的
な
仕
上
げ
が
欠
け
て
い
る
。
と
こ
ろ

で
、
こ
の
〔
人
類
の
〕
学
問
は
、
神
の
認
識
、
精
神
の
認
識
、
自
然
の
認
識
を
前
提
と
し
て
お
り
、
そ
の
限
り
で
は
学
問
全
体
の
構

造
の
中
の
最
深
部
に
あ
た
る
。」
第
四
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
要
求
に
沿
っ
て
、「
い
わ
ゆ
る
純
粋
数
学
的
学
問
に
も
取
り
組
ん
で

い
る
こ
と
」
で
あ
る(S.23f.)

。

さ
て
、
著
名
人
た
ち
の
体
系
と
の
比
較
と
い
う
点
で
は
、
ま
ず
、
私
の
「
こ
の
学
問
体
系
は
、
そ
の
全
仕
事
を
最
初
か
ら
他
の
い

っ
さ
い
の
諸
研
究
に
依
存
す
る
こ
と
な
し
に
始
め
て
い
る
。
こ
の
体
系
は
、
カ、

ン、

ト、

の
人
間
認
識
の
批
判
と
い
う
大
構
想
を
受
け
入

れ
、
そ
し
て
カ、

ン、

ト、

が
始
め
た
こ
と
を
仕
上
げ
て
完
成
す
る
こ
と
、
そ
し
て
カ、

ン、

ト、

が
や
め
た
と
こ
ろ
か
ら
そ
れ
を
続
行
す
る
こ
と

に
努
め
て
い
る
。」「
現
在
著
名
な
二
つ
の
体
系
、
シ、

ェ、

リ、

ン、

グ、

と
ヘ、

ー、

ゲ、

ル、

の
体
系
」
に
つ
い
て
言
え
ば
、「
根
本
認
識
の
想
定
に

お
い
て
は
、
私
は
プ、

ラ、

ト、

ン、

と
一
致
し
て
い
る
の
と
同
じ
よ
う
に
」
両
者
と
一
致
し
て
い
る
が
、「
両
者
の
体
系
で
は
知
性
的
直
観

と
不
適
切
に
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
を
、
私
は
神
の
認
識
と
呼
ぶ
。」
ヤ
コ
ー
ビ
は
「
否
定
し
て
い
る
」
が
、「
神
は
認
識
可
能
で
あ

る
。」「
だ
か
ら
こ
そ
純
粋
学
問
は
可
能
な
の
で
あ
る
。」(S.24f.)

「
人
類
の
現
在
の
生
に
つ
い
て
」
は
、「
歴
史
の
哲
学
の
教
え
に

従
え
ば
、
こ
の
地
上
の
人
類
は
現
在
そ
の
第
三
年
齢
期
に
達
し
て
い
る
。」
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、「
十
八
年
前
」
の
著
作
〔
本
稿
で

先
に
引
用
し
た
『
技
芸
資
料
』
の
「
予
備
報
告
」
冒
頭
部
〕
に
お
け
る
時
代
認
識
が
妥
当
し
て
い
る(S.25f.)

。
最
後
に
、
学
問
の

体
系
の
名
称
と
し
て
は
、
形
式
の
点
で
は
「
学、

問、

構、

造、

W
issenschaftbau

」、
内
容
上
で
は
「
本、

質、

論、

W
esenlehre

」
と
な
る
。

「
絶、

対、

論、

A
bsolutism

us

」
は
一
面
的
で
あ
り
、「
観、

念、

論、

Idealism
us

」
は
多
義
的
で
あ
る
。「
バ、

ー、

ク、

リ、

の
観
念
論
や
、
最
初
の

知
識
学
に
お
け
る
フ、

ィ、

ヒ、

テ、

の
観
念
論
か
ら
区
別
」
し
て
「
絶、

対、

的、

観、

念、

論、

」
と
す
る
か
、
あ
る
い
は
「
実、

在、

論、R
ealism

us

」
で

も
よ
い
。
し
か
し
、「
無
限
の
無
条
件
的
存
在
者
が
学
問
の
唯
一
の
内
容
で
あ
」
り
、「
こ
の
呼
称
は
プ、

ラ、

ト、

ン、

お
よ
び
ア、

リ、

ス、

ト、

テ、

レ、

ス、

と
一
致
し
て
い
る
。」
あ
る
い
は
、
｢こ
の
真
の
学
問
の
性
質
」
に
注
目
す
れ
ば
、
｢絶、

対、

的、

調、

和、

論、absoluterH
arm

onism
us

」、

「
絶、

対、

的、

総、

合、

論、

absoluter
Synthetism

us

」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
哲
学
の
全
体
系
に
「
自、

然、

哲、

学、

」
と
い
う
呼
称
を
用
い
る

「
き
っ
か
け
を
与
え
た
の
は
シ、

ェ、

リ、

ン、

グ、

の
体
系
で
あ
る
」
が
、
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
自
然
哲
学
は
「
体
系
全
体
の
下
位
の
一
部
分
」

と
み
な
し
た
い(S.27-29)

。

以
上
が
、
ク
ラ
ウ
ゼ
の
到
達
し
た
独
自
の
「
無
条
件
的
認
識
」
論
の
境
地
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
、
す
で
に
『
人
類
の
根
源

像
』
に
お
け
る
根
本
認
識
に
通
底
す
る
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
カ
ン
ト
の
認
識
の
「
限
界
」
規
定
は
カ
ン
ト
の
も
の
で

あ
り
、
普
遍
的
に
通
用
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
ク
ラ
ウ
ゼ
の
こ
こ
で
の
批
判
は
、
前
節
第
二
項
で
触
れ
た
「
学
問
の
根
本
真

理
」
に
か
ん
す
る
講
義
で
の
カ
ン
ト
批
判
の
第
一
点
と
基
本
的
に
重
な
る
。
ま
た
、
分
析
的
部
分
の
カ
ン
ト
に
お
け
る
未
完
成
を
自

分
は
「
続
行
」
し
て
、「
無
条
件
的
認
識
」
と
し
て
の
「
原
理
」
に
達
し
、
そ
こ
か
ら
逆
に
「
世
界
」
の
諸
相
へ
と
「
総
合
」
す
る

の
だ
と
い
う
方
法
的
見
地
が
こ
こ
に
明
瞭
に
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
往
・
復
を
、
ク
ラ
ウ
ゼ
は
自
分
の
体
系
の
「
独
自
性
」
四
点
の

カール・クリスティアン・フリードリヒ・クラウゼの人類論における相互的生の社会構成論

─225( 88 )─

成城・経済研究 第 232 号（2021 年 3 月）

─224( 89 )─



中
の
第
一
点
と
第
二
点
に
挙
げ
て
い
る
。
し
か
し
一
層
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
は
、
第
三
点
、「
人
類
の
観
念
と

理
想
の
有
機
的
展
開
」
で
あ
ろ
う
。
ク
ラ
ウ
ゼ
が
ほ
ぼ
一
ペ
ー
ジ
を
費
や
し
て
『
技
芸
資
料
』
の
「
予
備
報
告
」
冒
頭
部
を
こ
こ
に

引
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
そ
の
熱
意
が
看
取
さ
れ
る
。
ま
た
、
全
体
と
し
て
ギ
リ
シ
ア
哲
学
の
古
典
か
ら
の
継
承
の
意
識
と
、

同
時
代
人
の
シ
ェ
リ
ン
グ
と
ヘ
ー
ゲ
ル
お
よ
び
ヤ
コ
ー
ビ
に
対
す
る
ク
ラ
ウ
ゼ
の
独
自
性
意
識
も
印
象
的
で
あ
る
。

六

小
括
と
展
望

一

本
稿
の
第
三
節
の
初
め
に
『
技
芸
史
料
』
の
「
予
備
報
告
」
の
中
の
回
想
と
し
て
触
れ
た
よ
う
に
、
ク
ラ
ウ
ゼ
が
「
人
類
の

理
念
」
や
「
人
類
的
生
の
た
め
の
結
社
と
い
う
理
念
」
を
着
想
し
た
の
は
イ
ェ
ー
ナ
大
学
の
若
い
私
講
師
の
時
で
あ
っ
た
か
ら
、
ク

ラ
ウ
ゼ
が
自
分
に
独
自
の
も
の
と
し
て
挙
げ
た
人
類
論
の
展
開
は
、
か
れ
の
生
涯
を
貫
く
一
本
の
棒
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
で
あ

ろ
う
。
し
か
も
そ
れ
は
、「
結
社
」
論
と
不
可
分
の
も
の
と
し
て
当
初
か
ら
意
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
人
類
論

の
視
野
に
立
つ
ク
ラ
ウ
ゼ
に
と
っ
て
、
カ
ン
ト
を
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
に
評
価
す
べ
き
点
は
、
そ
の
『
永
遠
平
和
』
論
に
お
け
る
人
類
的
見

地
で
あ
っ
た
。
前
述
の
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
時
代
の
少
人
数
講
義
で
、
こ
う
述
べ
る
。「
国、

際、

法、

」
に
か
ん
し
て
「
私
が
注
目
す
る
の

は
、
つ
ぎ
の
こ
と
で
あ
る
。
カ、

ン、

ト、

は
国
際
法
を
考
慮
す
る
さ
い
に
、
地、

球、

全、

体、

を、

包、

括、

す、

る、

と、

こ、

ろ、

に、

ま、

で、

達、

し、

て、

お
り
、
か
れ

は
こ
う
説
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、
地
上
の
す
べ
て
の
諸
民
族
は
、
互
い
に
一
つ
の
秩
序
あ
る
法
団
体
を
結
成
す
る
よ
う
に
定
め
ら
れ

て
お
り
、
そ
れ
を
通
じ
て
、
つ
ぎ
に
は
諸
民
族
の
あ
い
だ
で
も
は
や
無、

法、

と
戦、

争、

で
は
な
く
法、

と、

裁、

判、

が
お
こ
な
わ
れ
、
そ
の
つ
ぎ

に
は
、
も
っ
て
人
類
が
永、

遠、

の、

平、

和、

の
う
ち
に
生
き
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
次
第
が
も
た
ら
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
、
と
。
こ
の
よ
う
な

思
想
を
カ
ン
ト
は
、『
永、

遠、

平、

和、

の、

た、

め、

に、

』
と
題
さ
れ
た
一
七
九
五
年
の
才
気
に
満
ち
た
著
作
で
〔
…
…
〕
展
開
し
て
い
る(80)。」

一
方
、
同
じ
国
際
法
と
い
う
主
題
を
別
の
角
度
か
ら
、
つ
ま
り
、「
全
体
か
ら
部
分
へ
進
む
」
と
い
う
自
分
に
独
自
の
方
法
に
つ

い
て
、
ク
ラ
ウ
ゼ
は
、「
最
初
に
全
人
類
の
観
念
が
把
握
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
最
初
に
人
類
の
法
の
観
念
が
一
つ
の
全
体
と
し
て
と

ら
え
ら
れ
」、
そ
こ
か
ら
〔
…
…
〕「
人
類
の
な
か
の
下
位
の
諸
人
格
の
法
が
〔
…
…
〕
個
人
へ
と
下
っ
て
叙
述
さ
れ
る
」
と
説
明

し
、「
こ
れ
と
は
逆
に
、
私
の
知
っ
て
い
る
先
行
の
自
然
法
の
ど
の
叙
述
に
お
い
て
も
、
全
体
と
し
て
個
人
か
ら
出
発
し
て
、
た
い

て
い
は
国
際
法
の
若
干
の
示
唆
ま
で
進
ん
で
い
る
だ
け
で
あ
る
」
と
述
べ
て
、
二
つ
の
方
法
の
学
問
的
優
劣
を
対
比
し
た
う
え
で
、

こ
う
続
け
る
。「
フ、

ィ、

ヒ、

テ、

の
自
然
法
で
は
、
い
わ
ゆ
る
世
界
市
民
法
と
国
際
法
と
は
、
か
れ
自
身
が
表
題
を
つ
け
て
い
る
通
り

〈
付
録
〉
で
し
か
な
い
。
そ
れ
は
、
あ
た
か
も
諸
民
族
と
人
類
が
個
人
の
付
録
で
あ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
永
久
に
最

初
で
あ
る
も
の
が
、
普
通
の
思
考
様
式
で
は
最
後
に
さ
れ
、
し
か
も
偶
然
的
な
も
の
と
み
な
さ
れ
て
、
学
問
自
体
か
ら
追
い
出
さ
れ

て
付
録
の
扱
い
と
な
っ
て
い
る(81)。」
ま
こ
と
に
手
厳
し
い
フ
ィ
ヒ
テ
批
判
だ
が
、
そ
こ
に
ク
ラ
ウ
ゼ
の
人
類
論
が
、
分
析
的
・
主
観

的
方
法
だ
け
で
な
く
総
合
的
・
客
観
的
部
分
を
も
あ
わ
せ
も
つ
方
法
論
の
独
自
性
と
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。

ち
な
み
に
フ
ィ
ヒ
テ
に
対
す
る
ク
ラ
ウ
ゼ
の
批
判
の
大
き
な
特
徴
は
、
こ
の
よ
う
に
フ
ィ
ヒ
テ
に
お
け
る
方
法
論
的
不
備
あ
る
い

は
無
自
覚
に
向
け
ら
れ
て
い
る
点
に
あ
る
。
ク
ラ
ウ
ゼ
に
と
っ
て
は
、「
自
我
」
は
自
己
認
識
の
原
理
で
は
あ
っ
て
も
、
学
問
の
固

有
の
原
理
で
は
な
い
。
学
問
の
原
理
は
、
前
述
の
よ
う
に
「
無
条
件
的
原
理
の
認
識
」
つ
ま
り
「
本
質
直
観
」
で
あ
り
、
そ
の
た
め

の
手
続
き
が
分
析
的
と
総
合
的
と
い
う
二
重
の
方
法
で
あ
っ
た
。「
自
我
」
を
学
問
の
原
理
に
し
よ
う
と
す
る
ば
あ
い
に
も
、
後
期

フ
ィ
ヒ
テ
の
よ
う
に
そ
れ
を
断
念
し
て
「
神
」
に
原
理
を
求
め
よ
う
と
す
る
ば
あ
い
に
も
、
相
応
の
手
続
き
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
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中
の
第
一
点
と
第
二
点
に
挙
げ
て
い
る
。
し
か
し
一
層
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
は
、
第
三
点
、「
人
類
の
観
念
と

理
想
の
有
機
的
展
開
」
で
あ
ろ
う
。
ク
ラ
ウ
ゼ
が
ほ
ぼ
一
ペ
ー
ジ
を
費
や
し
て
『
技
芸
資
料
』
の
「
予
備
報
告
」
冒
頭
部
を
こ
こ
に

引
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
そ
の
熱
意
が
看
取
さ
れ
る
。
ま
た
、
全
体
と
し
て
ギ
リ
シ
ア
哲
学
の
古
典
か
ら
の
継
承
の
意
識
と
、

同
時
代
人
の
シ
ェ
リ
ン
グ
と
ヘ
ー
ゲ
ル
お
よ
び
ヤ
コ
ー
ビ
に
対
す
る
ク
ラ
ウ
ゼ
の
独
自
性
意
識
も
印
象
的
で
あ
る
。

六

小
括
と
展
望

一

本
稿
の
第
三
節
の
初
め
に
『
技
芸
史
料
』
の
「
予
備
報
告
」
の
中
の
回
想
と
し
て
触
れ
た
よ
う
に
、
ク
ラ
ウ
ゼ
が
「
人
類
の

理
念
」
や
「
人
類
的
生
の
た
め
の
結
社
と
い
う
理
念
」
を
着
想
し
た
の
は
イ
ェ
ー
ナ
大
学
の
若
い
私
講
師
の
時
で
あ
っ
た
か
ら
、
ク

ラ
ウ
ゼ
が
自
分
に
独
自
の
も
の
と
し
て
挙
げ
た
人
類
論
の
展
開
は
、
か
れ
の
生
涯
を
貫
く
一
本
の
棒
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
で
あ

ろ
う
。
し
か
も
そ
れ
は
、「
結
社
」
論
と
不
可
分
の
も
の
と
し
て
当
初
か
ら
意
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
人
類
論

の
視
野
に
立
つ
ク
ラ
ウ
ゼ
に
と
っ
て
、
カ
ン
ト
を
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
に
評
価
す
べ
き
点
は
、
そ
の
『
永
遠
平
和
』
論
に
お
け
る
人
類
的
見

地
で
あ
っ
た
。
前
述
の
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
時
代
の
少
人
数
講
義
で
、
こ
う
述
べ
る
。「
国、

際、

法、

」
に
か
ん
し
て
「
私
が
注
目
す
る
の

は
、
つ
ぎ
の
こ
と
で
あ
る
。
カ、

ン、

ト、

は
国
際
法
を
考
慮
す
る
さ
い
に
、
地、

球、

全、

体、

を、

包、

括、

す、

る、

と、

こ、

ろ、

に、

ま、

で、

達、

し、

て、

お
り
、
か
れ

は
こ
う
説
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、
地
上
の
す
べ
て
の
諸
民
族
は
、
互
い
に
一
つ
の
秩
序
あ
る
法
団
体
を
結
成
す
る
よ
う
に
定
め
ら
れ

て
お
り
、
そ
れ
を
通
じ
て
、
つ
ぎ
に
は
諸
民
族
の
あ
い
だ
で
も
は
や
無、

法、

と
戦、

争、

で
は
な
く
法、

と、

裁、

判、

が
お
こ
な
わ
れ
、
そ
の
つ
ぎ

に
は
、
も
っ
て
人
類
が
永、

遠、

の、

平、

和、

の
う
ち
に
生
き
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
次
第
が
も
た
ら
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
、
と
。
こ
の
よ
う
な

思
想
を
カ
ン
ト
は
、『
永、

遠、

平、

和、

の、

た、

め、

に、

』
と
題
さ
れ
た
一
七
九
五
年
の
才
気
に
満
ち
た
著
作
で
〔
…
…
〕
展
開
し
て
い
る(80)。」

一
方
、
同
じ
国
際
法
と
い
う
主
題
を
別
の
角
度
か
ら
、
つ
ま
り
、「
全
体
か
ら
部
分
へ
進
む
」
と
い
う
自
分
に
独
自
の
方
法
に
つ

い
て
、
ク
ラ
ウ
ゼ
は
、「
最
初
に
全
人
類
の
観
念
が
把
握
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
最
初
に
人
類
の
法
の
観
念
が
一
つ
の
全
体
と
し
て
と

ら
え
ら
れ
」、
そ
こ
か
ら
〔
…
…
〕「
人
類
の
な
か
の
下
位
の
諸
人
格
の
法
が
〔
…
…
〕
個
人
へ
と
下
っ
て
叙
述
さ
れ
る
」
と
説
明

し
、「
こ
れ
と
は
逆
に
、
私
の
知
っ
て
い
る
先
行
の
自
然
法
の
ど
の
叙
述
に
お
い
て
も
、
全
体
と
し
て
個
人
か
ら
出
発
し
て
、
た
い

て
い
は
国
際
法
の
若
干
の
示
唆
ま
で
進
ん
で
い
る
だ
け
で
あ
る
」
と
述
べ
て
、
二
つ
の
方
法
の
学
問
的
優
劣
を
対
比
し
た
う
え
で
、

こ
う
続
け
る
。「
フ、

ィ、

ヒ、

テ、

の
自
然
法
で
は
、
い
わ
ゆ
る
世
界
市
民
法
と
国
際
法
と
は
、
か
れ
自
身
が
表
題
を
つ
け
て
い
る
通
り

〈
付
録
〉
で
し
か
な
い
。
そ
れ
は
、
あ
た
か
も
諸
民
族
と
人
類
が
個
人
の
付
録
で
あ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
永
久
に
最

初
で
あ
る
も
の
が
、
普
通
の
思
考
様
式
で
は
最
後
に
さ
れ
、
し
か
も
偶
然
的
な
も
の
と
み
な
さ
れ
て
、
学
問
自
体
か
ら
追
い
出
さ
れ

て
付
録
の
扱
い
と
な
っ
て
い
る(81)。」
ま
こ
と
に
手
厳
し
い
フ
ィ
ヒ
テ
批
判
だ
が
、
そ
こ
に
ク
ラ
ウ
ゼ
の
人
類
論
が
、
分
析
的
・
主
観

的
方
法
だ
け
で
な
く
総
合
的
・
客
観
的
部
分
を
も
あ
わ
せ
も
つ
方
法
論
の
独
自
性
と
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。

ち
な
み
に
フ
ィ
ヒ
テ
に
対
す
る
ク
ラ
ウ
ゼ
の
批
判
の
大
き
な
特
徴
は
、
こ
の
よ
う
に
フ
ィ
ヒ
テ
に
お
け
る
方
法
論
的
不
備
あ
る
い

は
無
自
覚
に
向
け
ら
れ
て
い
る
点
に
あ
る
。
ク
ラ
ウ
ゼ
に
と
っ
て
は
、「
自
我
」
は
自
己
認
識
の
原
理
で
は
あ
っ
て
も
、
学
問
の
固

有
の
原
理
で
は
な
い
。
学
問
の
原
理
は
、
前
述
の
よ
う
に
「
無
条
件
的
原
理
の
認
識
」
つ
ま
り
「
本
質
直
観
」
で
あ
り
、
そ
の
た
め

の
手
続
き
が
分
析
的
と
総
合
的
と
い
う
二
重
の
方
法
で
あ
っ
た
。「
自
我
」
を
学
問
の
原
理
に
し
よ
う
と
す
る
ば
あ
い
に
も
、
後
期

フ
ィ
ヒ
テ
の
よ
う
に
そ
れ
を
断
念
し
て
「
神
」
に
原
理
を
求
め
よ
う
と
す
る
ば
あ
い
に
も
、
相
応
の
手
続
き
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
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と
い
う
の
が
ク
ラ
ウ
ゼ
の
基
本
的
見
地
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
本
稿
第
四
節
第
二
項
で
カ
ン
ト
批
判
に
つ
い
て
取

り
上
げ
た
『
学
問
の
根
本
真
理
に
か
ん
す
る
諸
講
義
』
で
は
、
そ
の
第
二
十
二
講
で
フ
ィ
ヒ
テ
を
論
じ
、
か
れ
の
「
精
神
発
展
」
を

三
期
に
分
け
て
、
そ
の
「
知
識
学
」
の
方
法
を
入
念
に
批
判
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
こ
こ
で
は
そ
れ
ら
の
批
判
の
仕
上
げ
と
し
て

第
三
期
に
つ
い
て
見
れ
ば
、「〔
第
一
期
の
〕
絶
対
的
自
我
の
知
性
的
行
動
の
代
わ
り
に
、
い
ま
や
神
の
存
在
と
生
が
想
定
さ
れ
る
。

し
か
し
神
の
こ
れ
ら
の
根
本
属
性
の
総
合
的
導
出
が
何
も
な
い
ま
ま
な
の
で
あ
る
。
個
の
意
識
と
対
象
世
界
と
は
、
理
由
の
な
い
ま

ま
神
の
外
な
る
も
の
と
み
な
さ
れ
、
神
の
生
が
そ
れ
に
よ
っ
て
表
示
さ
れ
る
神
の
似
像ein

A
bbild

G
ottes

と
み
な
さ
れ
る
。

〔
…
…
〕
こ
の
〔
改
造
さ
れ
た
知
識
学
の
〕
体
系
に
も
学
問
形
式
が
欠
け
て
お
り
、
そ
こ
で
は
、
も
は
や
以
前
の
体
系
に
お
け
る
よ

う
な
演
繹
の
外
観
さ
え
存
在
し
な
い
。〔
…
…
〕〔
か
れ
の
新
旧
〕
両
方
の
体
系
と
も
、
主
観
的
・
分
析
的
部
分
の
全
体
が
欠
け
て
い

る(82)。」し
か
し
ク
ラ
ウ
ゼ
の
こ
の
よ
う
な
方
法
論
的
見
地
は
、
そ
れ
と
し
て
単
独
に
成
立
し
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
根
底
に
、
あ
の
「
根

源
的
直
観
」、「
神
と
の
内
的
親
密
」、A

lles-ist-in-G
ott

を
想
定
す
るPan-en-theism

us

の
神
観
・
世
界
観
が
あ
っ
た
こ
と
が
看
過

さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
宗
教
的
信
条
の
率
直
な
表
明
を
も
っ
て
、
あ
の
『
人
類
の
根
源
像
』
の
語
り
は
始
ま
っ
た
の
で
あ
っ

た
。
一
八
〇
八
年
の
「
人
類
の
格
言
」
全
十
箇
条
も
、
神
に
始
ま
り
（
地
上
の
人
類
と
人
間
へ
と
向
下
し
、
そ
こ
か
ら
向
上
し
て
）

神
に
終
わ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
た
と
え
ば
一
八
一
三
年
十
一
月
四
日
付
の
父
宛
の
手
紙
で
は
、「
い
っ
さ
い
の
学
問
は
一
つ
の

無
限
の
実
体
と
い
う
直
観
に
も
と
づ
い
て
い
る
こ
と
」、「
無
限
の
実
体
」
を
自
分
は
こ
れ
ま
で
「
根
源
的
存
在
者
」
と
呼
ん
で
き
た

こ
と
、「
存
在
す
る
も
の
は
す
べ
て
神
の
な
か
に
存
在
す
る
」
こ
と
、「
学
問
と
、
神
と
の
内
的
親
密
〔
神
へ
の
愛
〕G

ottinnigkeit

と
は
、
自
分
の
中
で
は
一
つ
に
な
っ
て
お
り
、
両
者
を
分
離
す
る
こ
と
な
ど
は
で
き
な
い
」
こ
と
、
こ
う
し
た
心
情
を
吐
露
し
て
い

た(83)。
こ
の
よ
う
な
信
条
の
も
と
で
、
ク
ラ
ウ
ゼ
の
「
本
質
論
」
す
な
わ
ち
有
機
的
全
体
性
論
と
し
て
の
「
学
問
」
が
あ
り
、
学
問
方

法
論
が
あ
っ
た
の
だ
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

で
は
、
ク
ラ
ウ
ゼ
の
人
類
論
を
構
造
的
に
支
え
て
い
た
、「
一
な
る
社
交
的
全
体
」
と
し
て
の
人
類
と
い
う
と
ら
え
方
、「
人
類
的

生
の
た
め
の
結
社
と
い
う
観
念
」、
つ
ま
り
「
相
互
的
生
」
と
諸
結
社
と
い
う
展
望
の
方
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
す
で
に
見
た
よ
う

に
、
ク
ラ
ウ
ゼ
に
と
っ
て
根
源
的
存
在
者
は
神
で
あ
り
、
世
界
は
神
の
作
品
で
あ
り
、
す
べ
て
の
存
在
者
は
神
の
う
ち
に
あ
る
。
人

間
は
制
約
さ
れ
て
い
る
が
、
神
の
似
像
と
し
て
、
理
性
と
自
然
、
精
神
と
身
体
が
調
和
的
に
統
合
さ
れ
て
お
り
、
各
人
は
神
の
生
か

ら
無
限
の
も
の
を
受
け
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
類
の
構
成
員
と
し
て
自
己
を
完
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
各
人
の
使
命
）。
し
た

が
っ
て
、
こ
のPanentheism

us

の
直
観
的
な
有
機
的
全
体
性
論
に
お
い
て
は
、
個
人
は
人
類
の
視
野
で
理
解
さ
れ
、
各
人
の
自
由

と
自
立
が
「
固
有
性
」
と
し
て
前
提
さ
れ
つ
つ
、
そ
の
十
全
の
発
展
は
他
者
お
よ
び
自
然
と
の
「
相
互
的
生W

echselleben

」
の
な

か
に
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
き
っ
か
け
を
な
す
も
の
は
、
各
人
の
根
源
的
欲
求
と
し
て
の
「
社
交
性G

eselligkeit

」
で
あ
り
、「
相
互

的
生
」
へ
の
憧
憬
は
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
者
と
の
「
交
わ
り
」
を
求
め
る
神
の
意
図
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
人
類
の
「
相
互
的

生
」
の
た
め
の
有
機
的
組
織
と
し
て
、
二
系
列
の
諸
結
社
（「
基
礎
諸
結
社
」
と
「
就
業
諸
結
社
」）
が
区
別
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
完
成

形
と
し
て
「
人
類
的
生
の
た
め
の
結
社
」
す
な
わ
ち
「
人
類
同
盟
」
が
展
望
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
ふ
り
返
れ
ば
、
多
元
的
諸
結
社
が
織
り
な
す
有
機
的
構
造
の
な
か
で
の
全
存
在
者
の
「
相
互
的
生
」
の
発
展
と
い
う

ク
ラ
ウ
ゼ
の
社
会
構
成
論
的
構
想
は
、
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
分
肢
と
し
て
の
個
人
の
「
自
立
」
と
全
体
と
し
て
の
「
人
類
的

生
」
と
を
結
び
、
調
和
的
に
統
合
発
展
さ
せ
る
有
機
的
・
多
段
階
的
媒
体
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
も
そ
の
「
人
類
的
生
」
と

い
う
発
展
的
な
目
標
観
念
は
、「
人
類
の
格
言
」
に
表
明
さ
れ
た
よ
う
な
ク
ラ
ウ
ゼ
に
お
け
る
「
神
と
の
内
的
親
密
」
の
信
条
に
支
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と
い
う
の
が
ク
ラ
ウ
ゼ
の
基
本
的
見
地
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
本
稿
第
四
節
第
二
項
で
カ
ン
ト
批
判
に
つ
い
て
取

り
上
げ
た
『
学
問
の
根
本
真
理
に
か
ん
す
る
諸
講
義
』
で
は
、
そ
の
第
二
十
二
講
で
フ
ィ
ヒ
テ
を
論
じ
、
か
れ
の
「
精
神
発
展
」
を

三
期
に
分
け
て
、
そ
の
「
知
識
学
」
の
方
法
を
入
念
に
批
判
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
こ
こ
で
は
そ
れ
ら
の
批
判
の
仕
上
げ
と
し
て

第
三
期
に
つ
い
て
見
れ
ば
、「〔
第
一
期
の
〕
絶
対
的
自
我
の
知
性
的
行
動
の
代
わ
り
に
、
い
ま
や
神
の
存
在
と
生
が
想
定
さ
れ
る
。

し
か
し
神
の
こ
れ
ら
の
根
本
属
性
の
総
合
的
導
出
が
何
も
な
い
ま
ま
な
の
で
あ
る
。
個
の
意
識
と
対
象
世
界
と
は
、
理
由
の
な
い
ま

ま
神
の
外
な
る
も
の
と
み
な
さ
れ
、
神
の
生
が
そ
れ
に
よ
っ
て
表
示
さ
れ
る
神
の
似
像ein

A
bbild

G
ottes

と
み
な
さ
れ
る
。

〔
…
…
〕
こ
の
〔
改
造
さ
れ
た
知
識
学
の
〕
体
系
に
も
学
問
形
式
が
欠
け
て
お
り
、
そ
こ
で
は
、
も
は
や
以
前
の
体
系
に
お
け
る
よ

う
な
演
繹
の
外
観
さ
え
存
在
し
な
い
。〔
…
…
〕〔
か
れ
の
新
旧
〕
両
方
の
体
系
と
も
、
主
観
的
・
分
析
的
部
分
の
全
体
が
欠
け
て
い

る(82)。」し
か
し
ク
ラ
ウ
ゼ
の
こ
の
よ
う
な
方
法
論
的
見
地
は
、
そ
れ
と
し
て
単
独
に
成
立
し
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
根
底
に
、
あ
の
「
根

源
的
直
観
」、「
神
と
の
内
的
親
密
」、A

lles-ist-in-G
ott

を
想
定
す
るPan-en-theism

us

の
神
観
・
世
界
観
が
あ
っ
た
こ
と
が
看
過

さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
宗
教
的
信
条
の
率
直
な
表
明
を
も
っ
て
、
あ
の
『
人
類
の
根
源
像
』
の
語
り
は
始
ま
っ
た
の
で
あ
っ

た
。
一
八
〇
八
年
の
「
人
類
の
格
言
」
全
十
箇
条
も
、
神
に
始
ま
り
（
地
上
の
人
類
と
人
間
へ
と
向
下
し
、
そ
こ
か
ら
向
上
し
て
）

神
に
終
わ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
た
と
え
ば
一
八
一
三
年
十
一
月
四
日
付
の
父
宛
の
手
紙
で
は
、「
い
っ
さ
い
の
学
問
は
一
つ
の

無
限
の
実
体
と
い
う
直
観
に
も
と
づ
い
て
い
る
こ
と
」、「
無
限
の
実
体
」
を
自
分
は
こ
れ
ま
で
「
根
源
的
存
在
者
」
と
呼
ん
で
き
た

こ
と
、「
存
在
す
る
も
の
は
す
べ
て
神
の
な
か
に
存
在
す
る
」
こ
と
、「
学
問
と
、
神
と
の
内
的
親
密
〔
神
へ
の
愛
〕G

ottinnigkeit

と
は
、
自
分
の
中
で
は
一
つ
に
な
っ
て
お
り
、
両
者
を
分
離
す
る
こ
と
な
ど
は
で
き
な
い
」
こ
と
、
こ
う
し
た
心
情
を
吐
露
し
て
い

た(83)。
こ
の
よ
う
な
信
条
の
も
と
で
、
ク
ラ
ウ
ゼ
の
「
本
質
論
」
す
な
わ
ち
有
機
的
全
体
性
論
と
し
て
の
「
学
問
」
が
あ
り
、
学
問
方

法
論
が
あ
っ
た
の
だ
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

で
は
、
ク
ラ
ウ
ゼ
の
人
類
論
を
構
造
的
に
支
え
て
い
た
、「
一
な
る
社
交
的
全
体
」
と
し
て
の
人
類
と
い
う
と
ら
え
方
、「
人
類
的

生
の
た
め
の
結
社
と
い
う
観
念
」、
つ
ま
り
「
相
互
的
生
」
と
諸
結
社
と
い
う
展
望
の
方
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
す
で
に
見
た
よ
う

に
、
ク
ラ
ウ
ゼ
に
と
っ
て
根
源
的
存
在
者
は
神
で
あ
り
、
世
界
は
神
の
作
品
で
あ
り
、
す
べ
て
の
存
在
者
は
神
の
う
ち
に
あ
る
。
人

間
は
制
約
さ
れ
て
い
る
が
、
神
の
似
像
と
し
て
、
理
性
と
自
然
、
精
神
と
身
体
が
調
和
的
に
統
合
さ
れ
て
お
り
、
各
人
は
神
の
生
か

ら
無
限
の
も
の
を
受
け
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
類
の
構
成
員
と
し
て
自
己
を
完
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
各
人
の
使
命
）。
し
た

が
っ
て
、
こ
のPanentheism

us
の
直
観
的
な
有
機
的
全
体
性
論
に
お
い
て
は
、
個
人
は
人
類
の
視
野
で
理
解
さ
れ
、
各
人
の
自
由

と
自
立
が
「
固
有
性
」
と
し
て
前
提
さ
れ
つ
つ
、
そ
の
十
全
の
発
展
は
他
者
お
よ
び
自
然
と
の
「
相
互
的
生W

echselleben

」
の
な

か
に
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
き
っ
か
け
を
な
す
も
の
は
、
各
人
の
根
源
的
欲
求
と
し
て
の
「
社
交
性G

eselligkeit

」
で
あ
り
、「
相
互

的
生
」
へ
の
憧
憬
は
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
者
と
の
「
交
わ
り
」
を
求
め
る
神
の
意
図
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
人
類
の
「
相
互
的

生
」
の
た
め
の
有
機
的
組
織
と
し
て
、
二
系
列
の
諸
結
社
（「
基
礎
諸
結
社
」
と
「
就
業
諸
結
社
」）
が
区
別
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
完
成

形
と
し
て
「
人
類
的
生
の
た
め
の
結
社
」
す
な
わ
ち
「
人
類
同
盟
」
が
展
望
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
ふ
り
返
れ
ば
、
多
元
的
諸
結
社
が
織
り
な
す
有
機
的
構
造
の
な
か
で
の
全
存
在
者
の
「
相
互
的
生
」
の
発
展
と
い
う

ク
ラ
ウ
ゼ
の
社
会
構
成
論
的
構
想
は
、
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
分
肢
と
し
て
の
個
人
の
「
自
立
」
と
全
体
と
し
て
の
「
人
類
的

生
」
と
を
結
び
、
調
和
的
に
統
合
発
展
さ
せ
る
有
機
的
・
多
段
階
的
媒
体
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
も
そ
の
「
人
類
的
生
」
と

い
う
発
展
的
な
目
標
観
念
は
、「
人
類
の
格
言
」
に
表
明
さ
れ
た
よ
う
な
ク
ラ
ウ
ゼ
に
お
け
る
「
神
と
の
内
的
親
密
」
の
信
条
に
支
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え
ら
れ
て
、
た
ん
な
る
感
性
的
な
個
物
の
世
界
を
超
え
た
、
あ
る
範
型
的
・
イ
デ
ア
的
な
力
を
人
々
に
示
し
え
た
の
で
は
な
か
っ
た

だ
ろ
う
か
。「
人
類
的
生
」
と
い
う
観
念
は
、
ク
ラ
ウ
ゼ
に
永
続
的
な
希
望
を
与
え
、
目
の
前
の
戦
争
と
分
断
と
圧
政
、
と
り
わ
け

ウ
ィ
ー
ン
体
制
下
の
自
由
弾
圧
に
対
す
る
厳
し
い
批
判
と
、「
相
互
的
生
」
の
実
現
の
た
め
の
広
範
な
政
治
・
社
会
改
革
へ
の
展
望

へ
か
れ
を
導
く
。
そ
の
一
端
を
、
た
と
え
ば
「
人
類
の
格
言
」
の
第、

三、

稿、

に
見
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
ク
ラ
ウ
ゼ
の

「
本
質
論
」
と
し
て
の
「
学
問
」
の
使
命
は
、
上
述
の
よ
う
に
、
生
へ
の
往
還
に
お
い
て
万
物
の
「
調
和
的
な
相
互
的
生
」
を
探
求

す
る
こ
と
に
あ
っ
た
か
ら
、
諸、

個、

人、

の、

固、

有、

性、

と、

自、

立、

の、

発、

展、

の、

た、

め、

の、

基、

本、

条、

件、

を
、
人
類
と
自
然
と
理
性
と
神
と
の
相
互
関
係

と
し
て
の
「
相
互
的
生
」、
と
り
わ
け
人
々
の
多
次
元
的
諸
結
社
の
相
互
作
用
の
有
機
体
と
し
て
の
「
生
の
諸
関
係
」
の
あ
り
方
の

う
ち
に
見
い
だ
そ
う
と
す
る
、
そ
の
意
味
で
は
社
会
科
学
的
な
視
野
と
展
望
を
、
こ
の
「
相
互
的
生
」
の
「
観
念
」
論
は
本
来
的
に

備
え
て
い
た
と
言
い
う
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
「
愛
と
希
望(84)」
の
信
条
に
立
つ
「
人
類
的
生
」
の
構
想
に
お
け
る
社
会
論
と
し
て
の
諸
結
社
論
は
、
ま
さ
に
ク
ラ
ウ

ゼ
に
独
自
の
も
の
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
な
お
、
そ
の
何
ら
か
の
想
源
を
先
行
世
代
の
う
ち
に
探
索
す
る
こ
と
は
、
新
た

な
発
見
を
生
み
だ
す
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
ク
ラ
ウ
ゼ
の
諸
結
社
論
が
後
代
へ
ど
の
よ
う
な
波
紋
を
及
ぼ
し
た
の
か
を
探
る
こ
と

も
、
な
お
今
後
の
課
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
く
に
後
者
の
課
題
に
つ
い
て
は
、
本
稿
第
二
節
で
ア
ー
レ
ン
ス
か
ら
ク
ラ
ウ

ゼ
へ
と
Ḫ
行
す
る
展
望
に
立
っ
た
か
ら
、
こ
こ
で
は
最
後
に
、
ク
ラ
ウ
ゼ
か
ら
ア
ー
レ
ン
ス
へ
と
下
行
し
て
諸
結
社
論
の
波
紋
の
一

端
に
触
れ
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

二

ド
イ
ツ
の
国
法
学
的
国
家
学
の
定
礎
者
ロ
ー
ベ
ル
ト
・
フ
ォ
ン
・
モ
ー
ル(R

obertvon
M
ohl,1799-1875)

が
、
一
八
五
一

年
の
論
説
「
社
会
学
と
国
家
学
」
で
、
個
人
と
国
家
と
の
あ
い
だ
に
多
様
か
つ
重
層
的
に
存
在
す
る
ゲ
マ
イ
ン
デ
、
身
分
団
体
、
職

業
団
体
な
ど
各
種
中
間
団
体
を
「
人
々
の
社
交
生
活
の
本
質
的
な
構
成
要
素
」
と
位
置
づ
け
、
そ
れ
ら
全
体
を
「
社
会

G
esellschaft

」
と
呼
ん
で
、
国
家
学
の
体
系
と
相
似
的
に
新
た
な
「
社
会
の
諸
学
問
」
の
体
系
構
想
を
提
示
し
た
と
き
、
国
家
と
は

区
別
さ
れ
た
「
社
会
」
と
い
う
概
念
自
体
の
「
普
遍
的
な
発
見
」
に
寄
与
し
た
人
物
と
し
て
、
前
年
に
『
フ
ラ
ン
ス
社
会
運
動
史
』

を
出
版
し
た
ロ
ー
レ
ン
ツ
・
シ
ュ
タ
イ
ン(Lorenz

Stein,1815-1890)

と
並
べ
て
、
同
様
に
前
年
に
『
哲
学
的
・
人
類
学
的
根
拠

に
も
と
づ
く
有
機
的
国
家
論
』
を
出
版
し
て
い
た
ア
ー
レ
ン
ス
の
名
を
挙
げ
た(85)。
そ
の
さ
い
モ
ー
ル
は
、
諸
結
社
つ
ま
り
中
間
団
体

の
着
想
を
学
ん
だ
の
は
ア
ー
レ
ン
ス
か
ら
だ
と
事
実
上
表
明
し
た
が
、
こ
の
結
社
論
の
学
び
に
つ
い
て
の
公
式
の
表
明
は
少
な
く
と

も
二
回
目
だ
っ
た
。
一
回
目
は
、
ア
ー
レ
ン
ス
が
フ
ラ
ン
ス
語
で
書
い
た
前
掲
の
主
著
『
自
然
法
ま
た
は
法
の
哲
学
の
講
義
』（
一

八
三
八
年
）
に
つ
い
て
、
モ
ー
ル
が
一
八
四
〇
年
に
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
の
学
術
雑
誌
に
書
評
を
書
い
た
時
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ア
ー

レ
ン
ス
の
二
つ
の
著
書
に
お
け
る
ク
ラ
ウ
ゼ
か
ら
ア
ー
レ
ン
ス
へ
と
い
う
師
弟
間
の
継
承
問
題
と
、
ア
ー
レ
ン
ス
か
ら
モ
ー
ル
へ
と

い
う
国
家
学
者
間
の
影
響
関
係
と
い
う
二
重
の
問
題
が
、
二
度
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
単
純
で
は
な
い
。
し
か
も
留
意
さ
れ

る
べ
き
点
と
し
て
、
ア
ー
レ
ン
ス
は
ク
ラ
ウ
ゼ
の
哲
学
体
系
の
う
ち
主
に
自
然
法
論
（
法
哲
学
）
を
継
承
し
た
と
い
う
分
野
上
の
限

定
性
が
あ
り
、
ま
た
モ
ー
ル
の
主
要
関
心
は
国
法
学
に
あ
っ
た
と
い
う
専
攻
分
野
の
相
違
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
ア
ー

レ
ン
ス
か
ら
モ
ー
ル
へ
の
作
用
局
面
に
お
け
る
最
小
限
の
指
摘
に
と
ど
め
た
い
。

ま
ず
、
ア
ー
レ
ン
ス
の
右
の
主
著
は
、
パ
リ
で
の
活
動
と
ド
イ
ツ
哲
学
の
フ
ラ
ン
ス
へ
の
紹
介
を
企
図
し
た
二
巻
本
の
自
著
『
哲

学
講
義
』
と
を
踏
ま
え
つ
つ
、
三
二
年
に
没
し
た
ク
ラ
ウ
ゼ
を
も
法
哲
学
史
上
に
位
置
づ
け
た
独
自
の
作
品
だ
が
、
そ
こ
に
お
い
て

ア
ー
レ
ン
ス
は
、
ク
ラ
ウ
ゼ
の
名
を
随
所
に
記
し
つ
つ
、
理
性
的
な
生
目
的
の
多
様
性
か
ら
法
を
分
類
し
た
箇
所
と
、
個
人
法
の
原

権
を
（「
平
等
」、「
自
由
」
と
と
も
に
）
構
成
す
る
「
社
交
性sociabilité

お
よ
び
結
社association

の
能
力
」
を
論
じ
た
箇
所
で
、
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え
ら
れ
て
、
た
ん
な
る
感
性
的
な
個
物
の
世
界
を
超
え
た
、
あ
る
範
型
的
・
イ
デ
ア
的
な
力
を
人
々
に
示
し
え
た
の
で
は
な
か
っ
た

だ
ろ
う
か
。「
人
類
的
生
」
と
い
う
観
念
は
、
ク
ラ
ウ
ゼ
に
永
続
的
な
希
望
を
与
え
、
目
の
前
の
戦
争
と
分
断
と
圧
政
、
と
り
わ
け

ウ
ィ
ー
ン
体
制
下
の
自
由
弾
圧
に
対
す
る
厳
し
い
批
判
と
、「
相
互
的
生
」
の
実
現
の
た
め
の
広
範
な
政
治
・
社
会
改
革
へ
の
展
望

へ
か
れ
を
導
く
。
そ
の
一
端
を
、
た
と
え
ば
「
人
類
の
格
言
」
の
第、

三、

稿、

に
見
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
ク
ラ
ウ
ゼ
の

「
本
質
論
」
と
し
て
の
「
学
問
」
の
使
命
は
、
上
述
の
よ
う
に
、
生
へ
の
往
還
に
お
い
て
万
物
の
「
調
和
的
な
相
互
的
生
」
を
探
求

す
る
こ
と
に
あ
っ
た
か
ら
、
諸、

個、

人、

の、

固、

有、

性、

と、

自、

立、

の、

発、

展、

の、

た、

め、

の、

基、

本、

条、

件、

を
、
人
類
と
自
然
と
理
性
と
神
と
の
相
互
関
係

と
し
て
の
「
相
互
的
生
」、
と
り
わ
け
人
々
の
多
次
元
的
諸
結
社
の
相
互
作
用
の
有
機
体
と
し
て
の
「
生
の
諸
関
係
」
の
あ
り
方
の

う
ち
に
見
い
だ
そ
う
と
す
る
、
そ
の
意
味
で
は
社
会
科
学
的
な
視
野
と
展
望
を
、
こ
の
「
相
互
的
生
」
の
「
観
念
」
論
は
本
来
的
に

備
え
て
い
た
と
言
い
う
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
「
愛
と
希
望(84)」
の
信
条
に
立
つ
「
人
類
的
生
」
の
構
想
に
お
け
る
社
会
論
と
し
て
の
諸
結
社
論
は
、
ま
さ
に
ク
ラ
ウ

ゼ
に
独
自
の
も
の
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
な
お
、
そ
の
何
ら
か
の
想
源
を
先
行
世
代
の
う
ち
に
探
索
す
る
こ
と
は
、
新
た

な
発
見
を
生
み
だ
す
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
ク
ラ
ウ
ゼ
の
諸
結
社
論
が
後
代
へ
ど
の
よ
う
な
波
紋
を
及
ぼ
し
た
の
か
を
探
る
こ
と

も
、
な
お
今
後
の
課
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
く
に
後
者
の
課
題
に
つ
い
て
は
、
本
稿
第
二
節
で
ア
ー
レ
ン
ス
か
ら
ク
ラ
ウ

ゼ
へ
と
Ḫ
行
す
る
展
望
に
立
っ
た
か
ら
、
こ
こ
で
は
最
後
に
、
ク
ラ
ウ
ゼ
か
ら
ア
ー
レ
ン
ス
へ
と
下
行
し
て
諸
結
社
論
の
波
紋
の
一

端
に
触
れ
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

二

ド
イ
ツ
の
国
法
学
的
国
家
学
の
定
礎
者
ロ
ー
ベ
ル
ト
・
フ
ォ
ン
・
モ
ー
ル(R

obertvon
M
ohl,1799-1875)

が
、
一
八
五
一

年
の
論
説
「
社
会
学
と
国
家
学
」
で
、
個
人
と
国
家
と
の
あ
い
だ
に
多
様
か
つ
重
層
的
に
存
在
す
る
ゲ
マ
イ
ン
デ
、
身
分
団
体
、
職

業
団
体
な
ど
各
種
中
間
団
体
を
「
人
々
の
社
交
生
活
の
本
質
的
な
構
成
要
素
」
と
位
置
づ
け
、
そ
れ
ら
全
体
を
「
社
会

G
esellschaft

」
と
呼
ん
で
、
国
家
学
の
体
系
と
相
似
的
に
新
た
な
「
社
会
の
諸
学
問
」
の
体
系
構
想
を
提
示
し
た
と
き
、
国
家
と
は

区
別
さ
れ
た
「
社
会
」
と
い
う
概
念
自
体
の
「
普
遍
的
な
発
見
」
に
寄
与
し
た
人
物
と
し
て
、
前
年
に
『
フ
ラ
ン
ス
社
会
運
動
史
』

を
出
版
し
た
ロ
ー
レ
ン
ツ
・
シ
ュ
タ
イ
ン(Lorenz

Stein,1815-1890)

と
並
べ
て
、
同
様
に
前
年
に
『
哲
学
的
・
人
類
学
的
根
拠

に
も
と
づ
く
有
機
的
国
家
論
』
を
出
版
し
て
い
た
ア
ー
レ
ン
ス
の
名
を
挙
げ
た(85)。
そ
の
さ
い
モ
ー
ル
は
、
諸
結
社
つ
ま
り
中
間
団
体

の
着
想
を
学
ん
だ
の
は
ア
ー
レ
ン
ス
か
ら
だ
と
事
実
上
表
明
し
た
が
、
こ
の
結
社
論
の
学
び
に
つ
い
て
の
公
式
の
表
明
は
少
な
く
と

も
二
回
目
だ
っ
た
。
一
回
目
は
、
ア
ー
レ
ン
ス
が
フ
ラ
ン
ス
語
で
書
い
た
前
掲
の
主
著
『
自
然
法
ま
た
は
法
の
哲
学
の
講
義
』（
一

八
三
八
年
）
に
つ
い
て
、
モ
ー
ル
が
一
八
四
〇
年
に
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
の
学
術
雑
誌
に
書
評
を
書
い
た
時
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ア
ー

レ
ン
ス
の
二
つ
の
著
書
に
お
け
る
ク
ラ
ウ
ゼ
か
ら
ア
ー
レ
ン
ス
へ
と
い
う
師
弟
間
の
継
承
問
題
と
、
ア
ー
レ
ン
ス
か
ら
モ
ー
ル
へ
と

い
う
国
家
学
者
間
の
影
響
関
係
と
い
う
二
重
の
問
題
が
、
二
度
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
単
純
で
は
な
い
。
し
か
も
留
意
さ
れ

る
べ
き
点
と
し
て
、
ア
ー
レ
ン
ス
は
ク
ラ
ウ
ゼ
の
哲
学
体
系
の
う
ち
主
に
自
然
法
論
（
法
哲
学
）
を
継
承
し
た
と
い
う
分
野
上
の
限

定
性
が
あ
り
、
ま
た
モ
ー
ル
の
主
要
関
心
は
国
法
学
に
あ
っ
た
と
い
う
専
攻
分
野
の
相
違
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
ア
ー

レ
ン
ス
か
ら
モ
ー
ル
へ
の
作
用
局
面
に
お
け
る
最
小
限
の
指
摘
に
と
ど
め
た
い
。

ま
ず
、
ア
ー
レ
ン
ス
の
右
の
主
著
は
、
パ
リ
で
の
活
動
と
ド
イ
ツ
哲
学
の
フ
ラ
ン
ス
へ
の
紹
介
を
企
図
し
た
二
巻
本
の
自
著
『
哲

学
講
義
』
と
を
踏
ま
え
つ
つ
、
三
二
年
に
没
し
た
ク
ラ
ウ
ゼ
を
も
法
哲
学
史
上
に
位
置
づ
け
た
独
自
の
作
品
だ
が
、
そ
こ
に
お
い
て

ア
ー
レ
ン
ス
は
、
ク
ラ
ウ
ゼ
の
名
を
随
所
に
記
し
つ
つ
、
理
性
的
な
生
目
的
の
多
様
性
か
ら
法
を
分
類
し
た
箇
所
と
、
個
人
法
の
原

権
を
（「
平
等
」、「
自
由
」
と
と
も
に
）
構
成
す
る
「
社
交
性sociabilité

お
よ
び
結
社association

の
能
力
」
を
論
じ
た
箇
所
で
、
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法
の
種
類
に
ほ
ぼ
重
ね
て
結
社
の
種
類
に
言
及
し
、［
個
人
］、
家
族
、
コ
ミ
ュ
ン
（
市
町
村
）、
国
民
、
諸
国
民
同
盟
、
全
人
類
の

各
結
社
（
第
一
種
）
と
、
宗
教
（
教
会
）、
学
問
、
芸
術
（
美
術
と
技
術
）、［
道
徳
］、
法
と
政
治
（
国
家
）
の
各
結
社
（
第
二
種
）

と
を
列
挙
し
て
い
る(86)。
本
書
を
書
評
し
た
モ
ー
ル
は
、
全
体
構
成
を
か
な
り
忠
実
に
紹
介
し
、
法
の
種
類
と
二
系
列
の
諸
結
社
に
も

言
及
し
た
う
え
で
、
自
由
競
争
体
制
の
限
界
や
工
場
制
度
の
労
使
関
係
の
改
善
な
ど
の
ア
ー
レ
ン
ス
の
主
張
を
高
く
評
価
す
る
一
方

で
、
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
に
対
す
る
ア
ー
レ
ン
ス
の
期
待
を
拒
否
し
た
。
こ
の
と
き
の
モ
ー
ル
に
と
っ
て
は
「
国
家
と
市
民
社
会
は
当

然
同
一
物
」
で
あ
り
、
国
家
か
ら
自
立
し
た
「
ア
ソ
ツ
ィ
ア
ツ
ィ
オ
ー
ン
の
原
理
」
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た(87)。
そ
れ
が
ポ

ィ
ツ
ァ
イ
学
を
専
門
と
す
る
国
法
学
者
モ
ー
ル
の
立
場
だ
っ
た
。

そ
の
十
一
年
後
に
論
説
「
社
会
学
と
国
家
学
」
で
モ
ー
ル
が
評
価
し
た
ア
ー
レ
ン
ス
の
著
書
『
哲
学
的
・
人
類
学
的
根
拠
に
も
と

づ
く
有
機
的
国
家
論
』
は
、
本
論
の
冒
頭
に
「
人
類
の
観
念
」
の
章
を
置
き
、「
人
類
は
、
神
、
精
神
お
よ
び
自
然
と
内
奥
で
深
く

結
ば
れ
た
統
合
的
存
在
者V

ereinw
esen

で
あ
り
、
そ
の
自
然
に
ふ
さ
わ
し
く
、
す
べ
て
の
精
神
的
、
人
倫
的
、
宗
教
的
、
社
会
的

な
生
領
域
で
高
い
一
体
性
と
調
和
を
基
礎
づ
け
、
い
っ
そ
う
発
展
さ
せ
る
こ
と
を
召
命
と
し
て
い
る(88)」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
ク

ラ
ウ
ゼ
の
人
類
論
の
見
地
を
明
瞭
に
継
承
し
て
お
り
、
そ
れ
は
右
の
書
名
に
も
表
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、「
人
間
の
結
社
的
な
全
有

機
体
」
を
構
成
す
る
諸
結
社
と
し
て
、
一
、
個
人
、
二
、
家
族
、
三
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
（
市
町
村
）、
四
、
民
族
、
五
、
諸
民
族
連
合
、

六
、
人
類
連
合
か
ら
な
る
「
主
体
的
・
人
格
的
構
成
」
と
、
一
、
宗
教
、
二
、
人
倫
、
三
、
学
問
、
四
、
教
育
、
五
、
芸
術
（
美
）、

六
、
産
業
（
農
工
業
）、
七
、
法
か
ら
な
る
「
客
体
的
・
目
的
的
構
成
」
と
を
列
挙
し
、
こ
の
二
種
類
の
構
成
を
左
右
に
配
置
し
た

図
を
示
し
て
六
つ
の
主
体
ご
と
に
七
つ
の
目
的
団
体
が
成
立
す
る
の
だ
と
述
べ
る(89)。

こ
れ
に
対
し
て
モ
ー
ル
は
ど
う
反
応
し
た
の
か
。
先
の
書
評
で
は
、
国
法
学
の
立
場
か
ら
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
に
よ
る
社
会
の
自
立

化
を
否
認
し
た
が
、
今
度
は
ア
ー
レ
ン
ス
か
ら
人
々
の
「
諸
生
活
圏Lebenskreise

」
と
し
て
の
「
諸
結
社
」
の
固
有
の
存
在
意
義

を
学
び
、
そ
こ
か
ら
「
社
会
学G

esellschafts-W
issenschaften

」
の
編
成
を
構
想
す
る
。
し
か
し
そ
の
さ
い
モ
ー
ル
は
、
諸
個
人

と
国
家
と
の
あ
い
だ
に
存
在
す
る
、
一
般
に
「
社
会
」
と
呼
ば
れ
は
じ
め
た
領
域
の
諸
集
団
を
、「
人
々
が
〔
…
…
〕
個
別
的
で
は

あ
る
が
十
分
に
強
力
な
利
害Interessen

に
よ
っ
て
集
合
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
有
機
体
や
生
活
圏(90)」
と
と
ら
え
直
し
、
そ
う
し
た
「
利

害
協
同
体Interessen-G

enossenschaften

」
と
し
て
部
族
・
種
族
、
世
襲
貴
族
、
職
業
、
所
有
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
、
宗
教
の
六
つ
を
挙

げ
る
と
と
も
に(91)、
ア
ー
レ
ン
ス
に
よ
る
「
人
間
の
共
同
生
活
の
さ
ま
ざ
ま
な
組
織
の
列
挙
」
は
肝
心
の
「
社
会
を
抜
か
し
て
し
ま
っ

て
い
る
」
と
批
判
し
た
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
の
モ
ー
ル
の
関
心
は
中
間
領
域
と
し
て
の
「
社
会
」
に
あ
る
か
ら
、
個
人
と
家
族
と
国

家
を
除
外
し
、
多
様
な
「
生
活
目
的
」
の
原
因
性
に
も
と
づ
く
「
利
害
協
同
体
」
と
い
う
目
的
団
体
的
規
定
に
よ
っ
て
六
種
の
中
間

団
体
を
概
念
的
に
析
出
し
た
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
ア
ー
レ
ン
ス
の
諸
結
社
の
「
主
体
」
は
ゲ
マ
イ
ン
デ
し
か

存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
モ
ー
ル
は
、
ア
ー
レ
ン
ス
が
掲
げ
た
六
つ
の
主
体
的
構
成
と
七
つ
の
客
体
的
構
成
と
の
配
置
図

を
わ
ざ
わ
ざ
脚
注
に
再
録
し
た
う
え
で
、「
か
れ
は
自
分
の
成
果
を
あ
げ
た
途
端
に
、
ま
さ
に
そ
れ
を
自
分
で
こ
な
ご
な
に
粉
砕
し

て
、
こ
れ
を
別
の
物
の
中
へ
投
げ
入
れ
て
か
き
乱
し
て
い
る(92)」、
と
痛
烈
に
ア
ー
レ
ン
ス
を
批
判
し
た
の
で
あ
る
。

モ
ー
ル
の
こ
の
批
判
は
、
ア
ー
レ
ン
ス
の
二
系
列
の
諸
結
社
論
の
意
図
に
対
す
る
無
理
解
を
示
し
て
い
る
。
確
か
に
モ
ー
ル
は
、

「
社
会
」
と
呼
ば
れ
る
領
域
が
人
々
の
多
様
な
「
生
活
圏
」
と
し
て
の
有
機
的
諸
組
織
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
考
え
方
を
ア

ー
レ
ン
ス
か
ら
吸
収
し
、
か
つ
て
書
評
を
書
く
前
年
に
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
に
訪
ね
た
こ
と
も
あ
る
、
自
分
よ
り
九
歳
若
い
ア
ー
レ
ン
ス

に
対
し
て
、
そ
の
書
名
を
挙
げ
て
一
応
の
敬
意
を
表
し
て
は
い
る
の
だ
が
、
国
法
学
者
モ
ー
ル
は
、
ア
ー
レ
ン
ス
の
諸
結
社
論
が
、

国
家
を
も
相
対
化
す
る
ク
ラ
ウ
ゼ
の
「
人
類
論
」
の
地
平
に
立
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
ま
っ
た
く
と
ら
え
損
ね
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら

カール・クリスティアン・フリードリヒ・クラウゼの人類論における相互的生の社会構成論

─217( 96 )─

成城・経済研究 第 232 号（2021 年 3 月）

─216( 97 )─



法
の
種
類
に
ほ
ぼ
重
ね
て
結
社
の
種
類
に
言
及
し
、［
個
人
］、
家
族
、
コ
ミ
ュ
ン
（
市
町
村
）、
国
民
、
諸
国
民
同
盟
、
全
人
類
の

各
結
社
（
第
一
種
）
と
、
宗
教
（
教
会
）、
学
問
、
芸
術
（
美
術
と
技
術
）、［
道
徳
］、
法
と
政
治
（
国
家
）
の
各
結
社
（
第
二
種
）

と
を
列
挙
し
て
い
る(86)。
本
書
を
書
評
し
た
モ
ー
ル
は
、
全
体
構
成
を
か
な
り
忠
実
に
紹
介
し
、
法
の
種
類
と
二
系
列
の
諸
結
社
に
も

言
及
し
た
う
え
で
、
自
由
競
争
体
制
の
限
界
や
工
場
制
度
の
労
使
関
係
の
改
善
な
ど
の
ア
ー
レ
ン
ス
の
主
張
を
高
く
評
価
す
る
一
方

で
、
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
に
対
す
る
ア
ー
レ
ン
ス
の
期
待
を
拒
否
し
た
。
こ
の
と
き
の
モ
ー
ル
に
と
っ
て
は
「
国
家
と
市
民
社
会
は
当

然
同
一
物
」
で
あ
り
、
国
家
か
ら
自
立
し
た
「
ア
ソ
ツ
ィ
ア
ツ
ィ
オ
ー
ン
の
原
理
」
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た(87)。
そ
れ
が
ポ

ィ
ツ
ァ
イ
学
を
専
門
と
す
る
国
法
学
者
モ
ー
ル
の
立
場
だ
っ
た
。

そ
の
十
一
年
後
に
論
説
「
社
会
学
と
国
家
学
」
で
モ
ー
ル
が
評
価
し
た
ア
ー
レ
ン
ス
の
著
書
『
哲
学
的
・
人
類
学
的
根
拠
に
も
と

づ
く
有
機
的
国
家
論
』
は
、
本
論
の
冒
頭
に
「
人
類
の
観
念
」
の
章
を
置
き
、「
人
類
は
、
神
、
精
神
お
よ
び
自
然
と
内
奥
で
深
く

結
ば
れ
た
統
合
的
存
在
者V

ereinw
esen

で
あ
り
、
そ
の
自
然
に
ふ
さ
わ
し
く
、
す
べ
て
の
精
神
的
、
人
倫
的
、
宗
教
的
、
社
会
的

な
生
領
域
で
高
い
一
体
性
と
調
和
を
基
礎
づ
け
、
い
っ
そ
う
発
展
さ
せ
る
こ
と
を
召
命
と
し
て
い
る(88)」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
ク

ラ
ウ
ゼ
の
人
類
論
の
見
地
を
明
瞭
に
継
承
し
て
お
り
、
そ
れ
は
右
の
書
名
に
も
表
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、「
人
間
の
結
社
的
な
全
有

機
体
」
を
構
成
す
る
諸
結
社
と
し
て
、
一
、
個
人
、
二
、
家
族
、
三
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
（
市
町
村
）、
四
、
民
族
、
五
、
諸
民
族
連
合
、

六
、
人
類
連
合
か
ら
な
る
「
主
体
的
・
人
格
的
構
成
」
と
、
一
、
宗
教
、
二
、
人
倫
、
三
、
学
問
、
四
、
教
育
、
五
、
芸
術
（
美
）、

六
、
産
業
（
農
工
業
）、
七
、
法
か
ら
な
る
「
客
体
的
・
目
的
的
構
成
」
と
を
列
挙
し
、
こ
の
二
種
類
の
構
成
を
左
右
に
配
置
し
た

図
を
示
し
て
六
つ
の
主
体
ご
と
に
七
つ
の
目
的
団
体
が
成
立
す
る
の
だ
と
述
べ
る(89)。

こ
れ
に
対
し
て
モ
ー
ル
は
ど
う
反
応
し
た
の
か
。
先
の
書
評
で
は
、
国
法
学
の
立
場
か
ら
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
に
よ
る
社
会
の
自
立

化
を
否
認
し
た
が
、
今
度
は
ア
ー
レ
ン
ス
か
ら
人
々
の
「
諸
生
活
圏Lebenskreise

」
と
し
て
の
「
諸
結
社
」
の
固
有
の
存
在
意
義

を
学
び
、
そ
こ
か
ら
「
社
会
学G

esellschafts-W
issenschaften

」
の
編
成
を
構
想
す
る
。
し
か
し
そ
の
さ
い
モ
ー
ル
は
、
諸
個
人

と
国
家
と
の
あ
い
だ
に
存
在
す
る
、
一
般
に
「
社
会
」
と
呼
ば
れ
は
じ
め
た
領
域
の
諸
集
団
を
、「
人
々
が
〔
…
…
〕
個
別
的
で
は

あ
る
が
十
分
に
強
力
な
利
害Interessen

に
よ
っ
て
集
合
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
有
機
体
や
生
活
圏(90)」
と
と
ら
え
直
し
、
そ
う
し
た
「
利

害
協
同
体Interessen-G

enossenschaften

」
と
し
て
部
族
・
種
族
、
世
襲
貴
族
、
職
業
、
所
有
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
、
宗
教
の
六
つ
を
挙

げ
る
と
と
も
に(91)、
ア
ー
レ
ン
ス
に
よ
る
「
人
間
の
共
同
生
活
の
さ
ま
ざ
ま
な
組
織
の
列
挙
」
は
肝
心
の
「
社
会
を
抜
か
し
て
し
ま
っ

て
い
る
」
と
批
判
し
た
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
の
モ
ー
ル
の
関
心
は
中
間
領
域
と
し
て
の
「
社
会
」
に
あ
る
か
ら
、
個
人
と
家
族
と
国

家
を
除
外
し
、
多
様
な
「
生
活
目
的
」
の
原
因
性
に
も
と
づ
く
「
利
害
協
同
体
」
と
い
う
目
的
団
体
的
規
定
に
よ
っ
て
六
種
の
中
間

団
体
を
概
念
的
に
析
出
し
た
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
ア
ー
レ
ン
ス
の
諸
結
社
の
「
主
体
」
は
ゲ
マ
イ
ン
デ
し
か

存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
モ
ー
ル
は
、
ア
ー
レ
ン
ス
が
掲
げ
た
六
つ
の
主
体
的
構
成
と
七
つ
の
客
体
的
構
成
と
の
配
置
図

を
わ
ざ
わ
ざ
脚
注
に
再
録
し
た
う
え
で
、「
か
れ
は
自
分
の
成
果
を
あ
げ
た
途
端
に
、
ま
さ
に
そ
れ
を
自
分
で
こ
な
ご
な
に
粉
砕
し

て
、
こ
れ
を
別
の
物
の
中
へ
投
げ
入
れ
て
か
き
乱
し
て
い
る(92)」、
と
痛
烈
に
ア
ー
レ
ン
ス
を
批
判
し
た
の
で
あ
る
。

モ
ー
ル
の
こ
の
批
判
は
、
ア
ー
レ
ン
ス
の
二
系
列
の
諸
結
社
論
の
意
図
に
対
す
る
無
理
解
を
示
し
て
い
る
。
確
か
に
モ
ー
ル
は
、

「
社
会
」
と
呼
ば
れ
る
領
域
が
人
々
の
多
様
な
「
生
活
圏
」
と
し
て
の
有
機
的
諸
組
織
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
考
え
方
を
ア

ー
レ
ン
ス
か
ら
吸
収
し
、
か
つ
て
書
評
を
書
く
前
年
に
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
に
訪
ね
た
こ
と
も
あ
る
、
自
分
よ
り
九
歳
若
い
ア
ー
レ
ン
ス

に
対
し
て
、
そ
の
書
名
を
挙
げ
て
一
応
の
敬
意
を
表
し
て
は
い
る
の
だ
が
、
国
法
学
者
モ
ー
ル
は
、
ア
ー
レ
ン
ス
の
諸
結
社
論
が
、

国
家
を
も
相
対
化
す
る
ク
ラ
ウ
ゼ
の
「
人
類
論
」
の
地
平
に
立
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
ま
っ
た
く
と
ら
え
損
ね
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
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な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
モ
ー
ル
の
「
社
会
」
論
に
は
「
人
類
」
が
入
り
込
む
余
地
は
な
く
、
人
類
へ
の
関
心
も
看
取
さ
れ
な
い
か
ら
で

あ
る
。
そ
し
て
、
ア
ー
レ
ン
ス
の
『
有
機
的
国
家
論
』
は
、
そ
の
人
類
的
視
野
の
根
底
に
も
ク
ラ
ウ
ゼ
と
同
様
にU

rw
esen

と
し

て
の
神
理
解
が
あ
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
た
の
だ
が
、
モ
ー
ル
が
そ
れ
に
つ
い
て
関
心
を
払
っ
た
気
配
は
な
い
。
そ
も
そ
も
一
八
二

九
─
三
一
年
の
著
書
で
ヴ
ュ
ル
テ
ム
ベ
ル
ク
王
国
の
初
期
立
憲
主
義
の
実
定
法
体
系
を
国
法
学
と
し
て
基
礎
づ
け
た
こ
と
に
よ
っ
て

学
問
的
地
歩
を
固
め
た
モ
ー
ル
に
と
っ
て
、「
自
然
法
」
は
す
で
に
歴
史
研
究
の
対
象
で
し
か
な
か
っ
た
。
も
し
モ
ー
ル
が
、
ア
ー

レ
ン
ス
の
結
社
論
の
根
底
に
置
か
れ
た
霊
的
「
人
類
」
論
の
視
野
を
あ
え
て
無
視
し
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
も
無
理
解
の
一
つ
の

表
わ
し
方
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ア
ー
レ
ン
ス
が
ク
ラ
ウ
ゼ
か
ら
継
承
し
て
配
置
し
た
二
種
類
の
「
構
成
」
の
う
ち
、
七
つ
の
「
客
体

的
・
目
的
的
構
成
」
の
方
を
モ
ー
ル
が
無
視
し
て
い
る
の
は
、
モ
ー
ル
自
身
が
こ
こ
で
「
利
害
協
同
体
」
と
い
う
目
的
諸
団
体
を
新

た
に
提
示
し
て
い
る
だ
け
に
、
な
お
さ
ら
フ
ェ
ア
な
態
度
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
国
民
議
会
で
の
両

者
の
政
治
的
・
心
情
的
対
立
が
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
「
社
会
」
の
発
見
を
め
ぐ
る
歴
史
に
お
い
て
は
、
上
述
の
よ
う
に
批
判
さ
れ
た
ア
ー
レ
ン
ス
は
、
学

界
と
政
界
で
重
き
を
な
し
た
「
政
治
的
教
授
」
モ
ー
ル
の
高
名
の
陰
に
立
つ
こ
と
に
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
ク
ラ

ウ
ゼ
の
独
自
の
、
渾
身
の
「
人
類
」
論
の
構
想
を
少
し
で
も
理
解
す
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、
た
と
え
ば
モ
ー
ル
の
論
説
の
読
み

方
に
つ
い
て
新
た
な
観
点
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ア
ー
レ
ン
ス
の
有
機
的
諸
結
社
論
は
、
そ
の
オ
リ
ジ
ン

で
あ
る
ク
ラ
ウ
ゼ
の
そ
れ
に
お
け
る
個
と
全
体
と
の
調
和
的
発
展
と
い
う
人
類
史
的
課
題
を
確
か
に
継
承
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
体
験
を

バ
ネ
に
「
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
」
論
と
し
て
と
ら
え
直
す
の
だ
が
、
そ
れ
が
ク
ラ
ウ
ゼ
を
ど
の
よ
う
に
発
展
さ
せ
、
ど
こ
に
こ
の
継
承

者
の
独
自
性
が
見
出
せ
る
の
か
と
い
う
問
題
は
、
な
お
残
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

(1
)
ク
ラ
ウ
ゼ
の
生
涯
と
、
い
わ
ゆ
る
ド
イ
ツ
観
念
論
の
世
界
と
の
関
係
の
概
略
に
つ
い
て
は
、
次
の
別
稿
で
展
望
し
た
。
木
村
周
市
朗

「
カ
ー
ル
・
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ク
ラ
ウ
ゼ

─
そ
の
法
哲
学
の
諸
前
提

─
」、『
成
城
大
学
経
済
研
究
』、
第
二
二
八

号
、
二
〇
二
〇
年
三
月
、
所
収
。

(2
)V

gl.F.Schiller,„A
n
die

Freude“,in:Säm
tliche

W
erke

in
zehn

B
änden,B

erlinerA
usgabe,hrsg.von

H
.-G

.Thalheim
u.a.,B

d.1,

B
erlin:A

ufbau-V
erlag,2005,S.168-171.

(3
)
以
上
に
つ
い
て
は
、
木
村
周
市
朗
「
サ
ン
–シ
モ
ン
主
義
を
め
ぐ
る
ハ
イ
ネ
、
ア
ー
レ
ン
ス
、
モ
ー
ル
」（
上
）、（
下
）、『
成
城
大
学
経

済
研
究
』、
第
二
一
六
号
、
二
〇
一
七
年
三
月
、
第
二
一
七
号
、
同
年
七
月
、
所
収
、
を
見
よ
。

(4
)
こ
の
ス
ペ
イ
ン
語
訳
が
ク
ラ
ウ
ゼ
の
『
人
類
の
根
源
像
』
で
は
な
く
、
ク
ラ
ウ
ゼ
が
発
行
し
た
日
刊
紙„Tagblattdes

M
enschheitle-

bens“

に
掲
載
さ
れ
た
二
つ
の
論
説
で
あ
っ
た
こ
と
を
ク
ラ
ウ
ゼ
研
究
者
エ
ン
リ
ケ
・
ウ
レ
ー
ニ
ャ
が
確
認
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
つ

ぎ
を
見
よ
。P.Á

.Lázaro
u.a.,Einleitung:

„Eine
rein

ideale
Zeichnung

der
M
enschheit“,in:

K
.C

.F.K
rause,A

usgew
ählte

Schriften,hrsg.von
E.M

.U
renã,u.a.,B

d.V
,Stuttgart

–Bad
C
annstatt2018,S.X

X
V
I.

(5
)
｢ク
ラ
ウ
ゼ
主
義
」
は
、
現
在
の
ス
ペ
イ
ン
の
高
校
教
科
書
に
も
登
場
し
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。「
ク
ラ
ウ
ゼ
主
義
は
、

大
学
界
と
ス
ペ
イ
ン
の
知
識
人
層
の
な
か
で
最
も
進
歩
的
な
人
々
に
影
響
を
与
え
、
イ
サ
ベ
ル
二
世
期
の
社
会
・
政
治
制
度
の
腐
敗
に
対

し
て
批
判
的
な
知
識
人
の
姿
勢
の
根
底
に
あ
っ
た
。」
Ｊ
・
ア
ロ
ス
テ
ギ
・
サ
ン
チ
ェ
ス
、
他
『
ス
ペ
イ
ン
の
歴
史

─
ス
ペ
イ
ン
高
校

歴
史
教
科
書
』、
立
石
博
高
監
訳
、
竹
下
和
亮
・
他
訳
、
明
石
書
店
、
二
〇
一
四
年
、
二
二
五
ペ
ー
ジ
。

(6
)
こ
の
点
の
本
格
的
な
展
望
と
し
て
、
最
近
ま
で
ク
ラ
ウ
ゼ
研
究
の
ݗ
引
者
の
一
人
で
あ
っ
た
ウ
レ
ー
ニ
ャ(1939-2014)

の
つ
ぎ
の
成

果
が
第
一
に
挙
げ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。E.M

.U
renã,D

ie
K
rause-R

ezeption
in

D
eutschland

im
19.Jahrhundert,Philosophie

–

R
eligion

–Staat,Stuttgart

–Bad
C
annstatt2007.

(7
)
ア
ー
レ
ン
ス
と
ク
ラ
ウ
ゼ
と
の
こ
う
し
た
差
異
に
つ
い
て
は
、
ク
ラ
ウ
ゼ
の
と
く
に
法
哲
学
を
追
跡
し
た
の
ち
に
あ
ら
た
め
て
展
望
す

カール・クリスティアン・フリードリヒ・クラウゼの人類論における相互的生の社会構成論

─215( 98 )─

成城・経済研究 第 232 号（2021 年 3 月）

─214( 99 )─



な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
モ
ー
ル
の
「
社
会
」
論
に
は
「
人
類
」
が
入
り
込
む
余
地
は
な
く
、
人
類
へ
の
関
心
も
看
取
さ
れ
な
い
か
ら
で

あ
る
。
そ
し
て
、
ア
ー
レ
ン
ス
の
『
有
機
的
国
家
論
』
は
、
そ
の
人
類
的
視
野
の
根
底
に
も
ク
ラ
ウ
ゼ
と
同
様
にU

rw
esen

と
し

て
の
神
理
解
が
あ
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
た
の
だ
が
、
モ
ー
ル
が
そ
れ
に
つ
い
て
関
心
を
払
っ
た
気
配
は
な
い
。
そ
も
そ
も
一
八
二

九
─
三
一
年
の
著
書
で
ヴ
ュ
ル
テ
ム
ベ
ル
ク
王
国
の
初
期
立
憲
主
義
の
実
定
法
体
系
を
国
法
学
と
し
て
基
礎
づ
け
た
こ
と
に
よ
っ
て

学
問
的
地
歩
を
固
め
た
モ
ー
ル
に
と
っ
て
、「
自
然
法
」
は
す
で
に
歴
史
研
究
の
対
象
で
し
か
な
か
っ
た
。
も
し
モ
ー
ル
が
、
ア
ー

レ
ン
ス
の
結
社
論
の
根
底
に
置
か
れ
た
霊
的
「
人
類
」
論
の
視
野
を
あ
え
て
無
視
し
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
も
無
理
解
の
一
つ
の

表
わ
し
方
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ア
ー
レ
ン
ス
が
ク
ラ
ウ
ゼ
か
ら
継
承
し
て
配
置
し
た
二
種
類
の
「
構
成
」
の
う
ち
、
七
つ
の
「
客
体

的
・
目
的
的
構
成
」
の
方
を
モ
ー
ル
が
無
視
し
て
い
る
の
は
、
モ
ー
ル
自
身
が
こ
こ
で
「
利
害
協
同
体
」
と
い
う
目
的
諸
団
体
を
新

た
に
提
示
し
て
い
る
だ
け
に
、
な
お
さ
ら
フ
ェ
ア
な
態
度
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
国
民
議
会
で
の
両

者
の
政
治
的
・
心
情
的
対
立
が
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
「
社
会
」
の
発
見
を
め
ぐ
る
歴
史
に
お
い
て
は
、
上
述
の
よ
う
に
批
判
さ
れ
た
ア
ー
レ
ン
ス
は
、
学

界
と
政
界
で
重
き
を
な
し
た
「
政
治
的
教
授
」
モ
ー
ル
の
高
名
の
陰
に
立
つ
こ
と
に
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
ク
ラ

ウ
ゼ
の
独
自
の
、
渾
身
の
「
人
類
」
論
の
構
想
を
少
し
で
も
理
解
す
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、
た
と
え
ば
モ
ー
ル
の
論
説
の
読
み

方
に
つ
い
て
新
た
な
観
点
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ア
ー
レ
ン
ス
の
有
機
的
諸
結
社
論
は
、
そ
の
オ
リ
ジ
ン

で
あ
る
ク
ラ
ウ
ゼ
の
そ
れ
に
お
け
る
個
と
全
体
と
の
調
和
的
発
展
と
い
う
人
類
史
的
課
題
を
確
か
に
継
承
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
体
験
を

バ
ネ
に
「
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
」
論
と
し
て
と
ら
え
直
す
の
だ
が
、
そ
れ
が
ク
ラ
ウ
ゼ
を
ど
の
よ
う
に
発
展
さ
せ
、
ど
こ
に
こ
の
継
承

者
の
独
自
性
が
見
出
せ
る
の
か
と
い
う
問
題
は
、
な
お
残
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

(1
)
ク
ラ
ウ
ゼ
の
生
涯
と
、
い
わ
ゆ
る
ド
イ
ツ
観
念
論
の
世
界
と
の
関
係
の
概
略
に
つ
い
て
は
、
次
の
別
稿
で
展
望
し
た
。
木
村
周
市
朗

「
カ
ー
ル
・
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ク
ラ
ウ
ゼ

─
そ
の
法
哲
学
の
諸
前
提

─
」、『
成
城
大
学
経
済
研
究
』、
第
二
二
八

号
、
二
〇
二
〇
年
三
月
、
所
収
。

(2
)V

gl.F.Schiller,„A
n
die

Freude“,in:Säm
tliche

W
erke

in
zehn

B
änden,B

erlinerA
usgabe,hrsg.von

H
.-G

.Thalheim
u.a.,B

d.1,

B
erlin:A

ufbau-V
erlag,2005,S.168-171.

(3
)
以
上
に
つ
い
て
は
、
木
村
周
市
朗
「
サ
ン
–シ
モ
ン
主
義
を
め
ぐ
る
ハ
イ
ネ
、
ア
ー
レ
ン
ス
、
モ
ー
ル
」（
上
）、（
下
）、『
成
城
大
学
経

済
研
究
』、
第
二
一
六
号
、
二
〇
一
七
年
三
月
、
第
二
一
七
号
、
同
年
七
月
、
所
収
、
を
見
よ
。

(4
)
こ
の
ス
ペ
イ
ン
語
訳
が
ク
ラ
ウ
ゼ
の
『
人
類
の
根
源
像
』
で
は
な
く
、
ク
ラ
ウ
ゼ
が
発
行
し
た
日
刊
紙„Tagblattdes

M
enschheitle-

bens“

に
掲
載
さ
れ
た
二
つ
の
論
説
で
あ
っ
た
こ
と
を
ク
ラ
ウ
ゼ
研
究
者
エ
ン
リ
ケ
・
ウ
レ
ー
ニ
ャ
が
確
認
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
つ

ぎ
を
見
よ
。P.Á

.Lázaro
u.a.,Einleitung:

„Eine
rein

ideale
Zeichnung

der
M
enschheit“,in:

K
.C

.F.K
rause,A

usgew
ählte

Schriften,hrsg.von
E.M

.U
renã,u.a.,B

d.V
,Stuttgart

–Bad
C
annstatt2018,S.X

X
V
I.

(5
)
｢ク
ラ
ウ
ゼ
主
義
」
は
、
現
在
の
ス
ペ
イ
ン
の
高
校
教
科
書
に
も
登
場
し
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。「
ク
ラ
ウ
ゼ
主
義
は
、

大
学
界
と
ス
ペ
イ
ン
の
知
識
人
層
の
な
か
で
最
も
進
歩
的
な
人
々
に
影
響
を
与
え
、
イ
サ
ベ
ル
二
世
期
の
社
会
・
政
治
制
度
の
腐
敗
に
対

し
て
批
判
的
な
知
識
人
の
姿
勢
の
根
底
に
あ
っ
た
。」
Ｊ
・
ア
ロ
ス
テ
ギ
・
サ
ン
チ
ェ
ス
、
他
『
ス
ペ
イ
ン
の
歴
史

─
ス
ペ
イ
ン
高
校

歴
史
教
科
書
』、
立
石
博
高
監
訳
、
竹
下
和
亮
・
他
訳
、
明
石
書
店
、
二
〇
一
四
年
、
二
二
五
ペ
ー
ジ
。

(6
)
こ
の
点
の
本
格
的
な
展
望
と
し
て
、
最
近
ま
で
ク
ラ
ウ
ゼ
研
究
の
ݗ
引
者
の
一
人
で
あ
っ
た
ウ
レ
ー
ニ
ャ(1939-2014)

の
つ
ぎ
の
成

果
が
第
一
に
挙
げ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。E.M

.U
renã,D

ie
K
rause-R

ezeption
in

D
eutschland

im
19.Jahrhundert,Philosophie

–

R
eligion

–Staat,Stuttgart

–Bad
C
annstatt2007.

(7
)
ア
ー
レ
ン
ス
と
ク
ラ
ウ
ゼ
と
の
こ
う
し
た
差
異
に
つ
い
て
は
、
ク
ラ
ウ
ゼ
の
と
く
に
法
哲
学
を
追
跡
し
た
の
ち
に
あ
ら
た
め
て
展
望
す
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べ
き
課
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
た
と
え
ば
土
地
所
有
権
に
つ
い
て
は
、
ク
ラ
ウ
ゼ
が
共
同
所
有
制
（
個
人
は
使
用
権
の
み
）
を

構
想
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
ア
ー
レ
ン
ス
は
晩
年
に
は
土
地
私
有
制
を
認
め
る
よ
う
に
な
り
保
守
化
し
た
と
エ
ヴ
ィ
・
ヘ
ル
ツ
ァ
ー
が

指
摘
し
て
い
る
点
は
、
留
意
し
て
お
き
た
い
。E.H

erzer,D
erN

aturrechtsphilosoph
H
einrich

A
hrens

(1808-1874),B
erlin

1993,S.

118.
(8
)H

.A
hrens,A

rt.,„K
rause“,in:D

eutschesStaats-W
örterbuch,In

V
erbindung

m
itdeutschen

G
elehrten,hrsg.von

J.C
.B

luntschli

u.
K
.
B
rater,

B
d.

6,
Stuttgart

u.
Leipzig

1861,
S.

38-51;
ders.,

A
rt.,

„K
rause“,

in:
D
as

Staats-Lexikon,
Enc yklopädie

der

säm
m
tlichen

Staatsw
issenschaften

für
alle

Stände,In
V
erbindung

m
itvielen

der
angesehensten

Publicisten
D
eutschlands,hrsg.

von
K
.v.R

otteck
u.K

.W
elcker,3.,um

gearbeitete,verbesserte
u.verm

ehrte
A
ufl.,hrsg.von

K
.W

elcker,B
d.9,Leipzig

1864,S.

317-330.

(9
)H

.A
hrens,A

rt.,„K
rause“,in:D

as
Staats-Lexikon,S.330.

な
お
本
稿
で
は
、
以
下
、
引
用
文
中
の
（

）
は
す
べ
て
原
文
の
ま

ま
、〈

〉
は
引
用
文
中
の
引
用
符
、〔

〕
の
部
分
は
引
用
者
に
よ
る
補
筆
で
あ
り
、
引
用
文
中
の
傍
点
は
、
と
く
に
断
ら
な
い
か
ぎ
り

原
文
が
ゲ
シ
ュ
ペ
ル
ト
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。

(10
)H

.A
hrens,A

rt.,„K
rause“,in:D

eutsches
Staats-W

örterbuch,S.50.

(11
)
ヘ
ー
ゲ
ル
以
降
の
多
様
な
哲
学
体
系
の
展
開
状
況
に
つ
い
て
、
ヘ
ル
ベ
ル
ト
・
シ
ュ
ネ
ー
デ
ル
バ
ッ
ハ
が
、
そ
れ
ま
で
「
存
在
」
を
規

定
す
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
き
た
「
思
惟
」
に
代
え
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
後
に
は
「
物、

質、

的、

な、

も、

の、

、
感、

覚、

的、

な、

も、

の、

、
非、

合、

理、

的、

な、

も、

の、

、
実、

存、

的、

な、

も、

の、

」
の
四
類
型
が
登
場
し
た
と
と
ら
え
て
い
る
。H

.
Schnädelbach,

Philosophie
in

D
eutschland

1831-1933,

Frankfurta.M
.1983,S.237ff.

（
傍
点
部
分
は
、
本
書
で
は
原
文
イ
タ
リ
ッ
ク
で
あ
る
。）『
ド
イ
ツ
哲
学
史

1831-1933

』、
船
山
俊

明
・
他
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
九
年
、
二
八
〇
ペ
ー
ジ
以
下
。

(12
)
木
村
周
市
朗
「
ア
ー
レ
ン
ス
の
カ
ン
ト
批
判
と
生
の
目
的
論
」、『
成
城
大
学
経
済
研
究
』、
第
二
〇
三
号
、
二
〇
一
四
年
一
月
、
所
収
、

一
〇
一
（
八
二
）
ペ
ー
ジ
以
下
を
参
照
の
こ
と
。

(13
)
量
善
治
『
宗
教
哲
学
と
し
て
の
カ
ン
ト
哲
学
』、
勁
草
書
房
、
一
九
九
〇
年
、
二
六
六
ペ
ー
ジ
。

(14
)K

.C
.F.K

rause,D
as

U
rbild

der
M
enschheit,Ein

V
ersuch,D

resden
1811,in

der
A
rnoldischen

B
uchhandlung.

(15
)K

.C
.F.K

rause,D
ie
dreiältesten

K
unsturkunden

derFreim
aurerbrüderschaft,m

itgetheilt,bearbeitetund
durch

eine
D
arstellung

des
W
esens

und
der

B
estim

m
ung

der
Freim

aurereiund
der

Freim
aurerbrüderschaft,sow

ie
durch

m
ehrere

liturgische
V
ersuche,

erläutert,D
resden

M
D
C
C
C
X
,zu

haben
beidem

V
erfasserund

in
K
om

m
ission

derA
rnoldischen

K
unst-und

B
uchhandlung.

こ
の

大
著
は
、
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
の
書
簡
で
知
ら
れ
る
十
六
世
紀
半
ば
の
文
書
の
再
写
本
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
で
長
く
継
承

さ
れ
て
き
た
「
徒
弟
訓
戒Lehrlinglection

」、
そ
し
て
「
九
二
六
年
の
ヨ
ー
ク
の
憲
章K

onstitution

」
の
ク
ラ
ウ
ゼ
の
友
人
シ
ュ
ナ
イ

ダ
ー
（
後
述
）
に
よ
る
ド
イ
ツ
語
訳
、
以
上
を
中
心
に
紹
介
・
論
評
し
た
も
の
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
研
究
史
に

足
跡
を
残
す
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
巻
頭
に
ク
ラ
ウ
ゼ
は
、
本
書
の
予
約
前
納
者
一
覧
、
内
容
目
次
に
つ
づ
け
て
、
詳
細
な
「
予
備
報
告

V
orbericht

」
を
掲
げ
、
本
書
成
立
の
経
緯
を
驚
く
ほ
ど
率
直
に
語
っ
て
い
る
。

(16
)K

.C
.F.K

rause,V
orbericht,in:D

ie
dreiältesten

K
unsturkunden,S.X

LIV
-X
LV

.

(17
)V

gl.E.M
.U

renã,K
.C

.F.K
rause,Philosoph,Freim

aurer,W
eltbürger,Eine

B
iographie,Stuttgart

–Bad
C
annstatt1991,S.53f.

(18
)Ibid.,bes.K

ap.III
u.IV

.

(19
)
た
と
え
ば
、
前
述
の
ク
ラ
ウ
ゼ
の
「
予
備
報
告
」
で
も
、
ク
ラ
ウ
ゼ
は
ド
レ
ス
デ
ン
で
の
入
会
時
の
、「
人
類
に
捧
げ
ら
れ
た
同
盟
と

い
う
も
の
を
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
兄
弟
団
に
見
出
す
と
い
う
私
の
生
き
生
き
と
し
た
期
待
」
を
回
顧
し
て
い
る
。K

.C
.F.K

rause,

V
orbericht,in:D

ie
dreiältesten

K
unsturkunden,S.X

LV
I.

(20
)
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
の
石
工
団
体
に
発
す
る
と
言
わ
れ
る
「
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
」
全
般
に
か
ん
す
る
基
礎
的
情
報
を
提
供
す
る
資
料
と
し

て
、
ま
ず
は
以
下
を
参
照
の
こ
と
。
片
桐
三
郎
『
入
門
フ
リ
ー
メ
イ
ス
ン
全
史

─
偏
見
と
真
実

─
』、
ア
ム
ア
ソ
シ
エ
イ
ツ
、
二
〇
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べ
き
課
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
た
と
え
ば
土
地
所
有
権
に
つ
い
て
は
、
ク
ラ
ウ
ゼ
が
共
同
所
有
制
（
個
人
は
使
用
権
の
み
）
を

構
想
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
ア
ー
レ
ン
ス
は
晩
年
に
は
土
地
私
有
制
を
認
め
る
よ
う
に
な
り
保
守
化
し
た
と
エ
ヴ
ィ
・
ヘ
ル
ツ
ァ
ー
が

指
摘
し
て
い
る
点
は
、
留
意
し
て
お
き
た
い
。E.H

erzer,D
erN

aturrechtsphilosoph
H
einrich

A
hrens

(1808-1874),B
erlin

1993,S.

118.

(8
)H

.A
hrens,A

rt.,„K
rause“,in:D

eutschesStaats-W
örterbuch,In

V
erbindung

m
itdeutschen

G
elehrten,hrsg.von

J.C
.B

luntschli

u.
K
.
B
rater,

B
d.

6,
Stuttgart

u.
Leipzig

1861,
S.

38-51;
ders.,

A
rt.,

„K
rause“,

in:
D
as

Staats-Lexikon,
Encyklopädie

der

säm
m
tlichen

Staatsw
issenschaften

für
alle

Stände,In
V
erbindung

m
itvielen

der
angesehensten

Publicisten
D
eutschlands,hrsg.

von
K
.v.R

otteck
u.K

.W
elcker,3.,um

gearbeitete,verbesserte
u.verm

ehrte
A
ufl.,hrsg.von

K
.W

elcker,B
d.9,Leipzig

1864,S.

317-330.

(9
)H

.A
hrens,A

rt.,„K
rause“,in:D

as
Staats-Lexikon,S.330.

な
お
本
稿
で
は
、
以
下
、
引
用
文
中
の
（

）
は
す
べ
て
原
文
の
ま

ま
、〈

〉
は
引
用
文
中
の
引
用
符
、〔

〕
の
部
分
は
引
用
者
に
よ
る
補
筆
で
あ
り
、
引
用
文
中
の
傍
点
は
、
と
く
に
断
ら
な
い
か
ぎ
り

原
文
が
ゲ
シ
ュ
ペ
ル
ト
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。

(10
)H

.A
hrens,A

rt.,„K
rause“,in:D

eutsches
Staats-W

örterbuch,S.50.

(11
)
ヘ
ー
ゲ
ル
以
降
の
多
様
な
哲
学
体
系
の
展
開
状
況
に
つ
い
て
、
ヘ
ル
ベ
ル
ト
・
シ
ュ
ネ
ー
デ
ル
バ
ッ
ハ
が
、
そ
れ
ま
で
「
存
在
」
を
規

定
す
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
き
た
「
思
惟
」
に
代
え
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
後
に
は
「
物、

質、

的、

な、

も、

の、

、
感、

覚、

的、

な、

も、

の、

、
非、

合、

理、

的、

な、

も、

の、

、
実、

存、

的、

な、

も、

の、

」
の
四
類
型
が
登
場
し
た
と
と
ら
え
て
い
る
。H

.
Schnädelbach,

Philosophie
in

D
eutschland

1831-1933,

Frankfurta.M
.1983,S.237ff.

（
傍
点
部
分
は
、
本
書
で
は
原
文
イ
タ
リ
ッ
ク
で
あ
る
。）『
ド
イ
ツ
哲
学
史

1831-1933

』、
船
山
俊

明
・
他
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
九
年
、
二
八
〇
ペ
ー
ジ
以
下
。

(12
)
木
村
周
市
朗
「
ア
ー
レ
ン
ス
の
カ
ン
ト
批
判
と
生
の
目
的
論
」、『
成
城
大
学
経
済
研
究
』、
第
二
〇
三
号
、
二
〇
一
四
年
一
月
、
所
収
、

一
〇
一
（
八
二
）
ペ
ー
ジ
以
下
を
参
照
の
こ
と
。

(13
)
量
善
治
『
宗
教
哲
学
と
し
て
の
カ
ン
ト
哲
学
』、
勁
草
書
房
、
一
九
九
〇
年
、
二
六
六
ペ
ー
ジ
。

(14
)K

.C
.F.K

rause,D
as

U
rbild

der
M
enschheit,Ein

V
ersuch,D

resden
1811,in

der
A
rnoldischen

B
uchhandlung.

(15
)K

.C
.F.K

rause,D
ie
dreiältesten

K
unsturkunden

derFreim
aurerbrüderschaft,m

itgetheilt,bearbeitetund
durch

eine
D
arstellung

des
W
esens

und
der

B
estim

m
ung

der
Freim

aurereiund
der

Freim
aurerbrüderschaft,sow

ie
durch

m
ehrere

liturgische
V
ersuche,

erläutert,D
resden

M
D
C
C
C
X
,z u

haben
beidem

V
erfasserund

in
K
om

m
ission

derA
rnoldischen

K
unst-und

B
uchhandlung.

こ
の

大
著
は
、
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
の
書
簡
で
知
ら
れ
る
十
六
世
紀
半
ば
の
文
書
の
再
写
本
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
で
長
く
継
承

さ
れ
て
き
た
「
徒
弟
訓
戒Lehrlinglection

」、
そ
し
て
「
九
二
六
年
の
ヨ
ー
ク
の
憲
章K

onstitution

」
の
ク
ラ
ウ
ゼ
の
友
人
シ
ュ
ナ
イ

ダ
ー
（
後
述
）
に
よ
る
ド
イ
ツ
語
訳
、
以
上
を
中
心
に
紹
介
・
論
評
し
た
も
の
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
研
究
史
に

足
跡
を
残
す
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
巻
頭
に
ク
ラ
ウ
ゼ
は
、
本
書
の
予
約
前
納
者
一
覧
、
内
容
目
次
に
つ
づ
け
て
、
詳
細
な
「
予
備
報
告

V
orbericht

」
を
掲
げ
、
本
書
成
立
の
経
緯
を
驚
く
ほ
ど
率
直
に
語
っ
て
い
る
。

(16
)K

.C
.F.K

rause,V
orbericht,in:D

ie
dreiältesten

K
unsturkunden,S.X

LIV
-X
LV

.

(17
)V

gl.E.M
.U

renã,K
.C

.F.K
rause,Philosoph,Freim

aurer,W
eltbürger,Eine

B
iographie,Stuttgart

–Bad
C
annstatt1991,S.53f.

(18
)Ibid.,bes.K

ap.III
u.IV

.

(19
)
た
と
え
ば
、
前
述
の
ク
ラ
ウ
ゼ
の
「
予
備
報
告
」
で
も
、
ク
ラ
ウ
ゼ
は
ド
レ
ス
デ
ン
で
の
入
会
時
の
、「
人
類
に
捧
げ
ら
れ
た
同
盟
と

い
う
も
の
を
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
兄
弟
団
に
見
出
す
と
い
う
私
の
生
き
生
き
と
し
た
期
待
」
を
回
顧
し
て
い
る
。K

.C
.F.K

rause,

V
orbericht,in:D

ie
dreiältesten

K
unsturkunden,S.X

LV
I.

(20
)
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
の
石
工
団
体
に
発
す
る
と
言
わ
れ
る
「
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
」
全
般
に
か
ん
す
る
基
礎
的
情
報
を
提
供
す
る
資
料
と
し

て
、
ま
ず
は
以
下
を
参
照
の
こ
と
。
片
桐
三
郎
『
入
門
フ
リ
ー
メ
イ
ス
ン
全
史

─
偏
見
と
真
実

─
』、
ア
ム
ア
ソ
シ
エ
イ
ツ
、
二
〇
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〇
六
年
、
文
芸
社
、
二
〇
二
〇
年
、
深
沢
克
己
「
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
団
成
立
史
研
究
の
現
状
と
論
点
」、『
日
本
学
士
院
紀
要
』、
第
七
十

五
巻
第
一
号
、
二
〇
二
〇
年
十
一
月
、
所
収
、
ピ
エ
ー
ル
＝
イ
ヴ
・
ボ
ル
ペ
ー
ル
（
深
沢
克
己
編
）『〈
啓
蒙
の
世
紀
〉
の
フ
リ
ー
メ
イ
ソ

ン
』、
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
。

(21
)K

.C
.F.K

rause,V
orbericht,in:D

ie
dreiältesten

K
unsturkunden,S.LII.
(22
)K

.C
.F.K

rause,D
ie
dreiältesten

K
unsturkunden,z.B

.,S.462,480.

(23
)K

.C
.F.K

rause,V
orbericht,in:D

ie
dreiältesten

K
unsturkunden,S.L.

(24
)Ibid.,S.LX

II.

(25
)Ibid.,S.LX

IV
.

(26
)Ibid.,S.X

X
V
I-X

X
V
II.

(27
)K

rause
an

J.A
.Schneidervom

15.4.1809,in:D
erB

riefw
echselK

arlC
hristian

Friedrich
K
rauseszurW

ürdigung
seinesLebens

und
W
irkens,2.B

d.,A
usdem

handschriftlichen
N
achlasse,hrsg.von

P.H
ohlfeld

u.A
.W

ünsche,Leipzig
1907,S.364.V

gl.E.M
.

U
renã,K

.C
.F.K

rause,op.cit.,S.198.

(28
)E.M

.U
renã,K

.C
.F.K

rause,op.cit.,S.208.

(29
)K

rause
an

V
ater

vom
6.2.1811,in:D

er
B
riefw

echselK
arlC

hristian
Friedrich

K
rauses

zur
W
ürdigung

seines
Lebens

und

W
irkens,A

usdem
handschriftlichen

N
achlass e,hrsg.von

P.H
ohlfeld

u.A
.W

ünsche,Leipzig
1903,S.261f.V

gl.E.M
.U

renã,K
.

C
.F.K

rause,op.cit.,S.181.

(30
)
こ
の
第
一
稿
は
、
上
述
の
「
予
備
報
告
」
に
お
け
る
つ
ぎ
の
叙
述
に
照
応
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。「
私
は
〔
…
…
〕
一
八
〇
八
年
の

春
に
、
一
な
る
社
交
的
全
体
と
し
て
の
人
類
の
理
念
を
、
そ
の
内
部
の
諸
部
分
全
体
ま
で
、
哲
学
的
、
歴
史
的
お
よ
び
調
和
的
に
も
う
一

度
究
明
し
た
と
き
、
す
べ
て
を
包
括
す
る
地
上
の
一
な
る
人
類
同
盟
の
像
が
ま
っ
た
く
鮮
明
に
私
の
内
な
る
眼
に
現
れ
、
私
の
全
心
情
を

愛
と
希
望
で
満
た
し
た
。」K

.C
.F.K

rause,V
orbericht,in:D

ie
dreiältesten

K
unsturkunden,S.X

LIX
.

(31
)
一
九
二
八
年
に
ク
ラ
ウ
ゼ
の
こ
れ
ら
三
種
類
の
「
人
類
の
格
言
」
を
集
め
て
出
版
し
た
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
会
員
の
ア
ル
フ
レ
ー
ト
・
ウ

ン
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
ク
ラ
ウ
ゼ
は
、
こ
の
第
一
稿
作
成
の
の
ち
、
一
八
一
一
年
の
初
頭
に
か
れ
が
創
刊
し
た
日
刊
紙„Tagblatt

des

M
enschheitlebens“

の
第
一
号
に
そ
の
綱
領
と
し
て
第
二
稿
を
掲
げ
、
さ
ら
に
そ
れ
を
整
理
拡
充
し
た
第
三
稿
を
、
死
の
前
年
の
一
八
三

一
年
に
書
き
残
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。K

.C
.F.K

rause,D
erG

laube
an

die
M
enschheit,Erläutertdurch

ein
Lehrfragstück,M

iteiner

K
rauses

„U
rbild

derM
enschheit“

entnom
m
enen

Liste
von

dessen
V
erdeutschungen

und
einerEinleitung

herausgegeben
von

B
r

A
lfred

U
nger,B

erlin
1928,S.X

V
I,X

V
III,2.

と
く
に
第
一
稿
と
第
二
稿
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

(32
)
ク
ラ
ウ
ゼ
は
一
八
〇
八
年
の
九
月
に
、
政
治
学
的
な
新
著
の
「
最
初
の
二
十
─
二
十
二
ボ
ー
ゲ
ン
」
を
独
立
さ
せ
て
出
版
す
る
こ
と
を

書
肆
の
ア
ル
ノ
ル
ト
と
交
渉
し
て
い
る
。
一
八
一
一
年
八
月
十
日
の
父
宛
の
手
紙
に
は
、『
人
類
の
根
源
像
』
が
出
来
上
が
っ
た
が
、
詳

細
な
「
予
備
報
告V

orbericht

」
は
省
略
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
巻
末
に
付
け
る
「
目
次
の
最
後
の
数
ペ
ー
ジ
を
ま
だ
書
い
て
い
ま
す
」
と

記
し
て
い
る
。K

rause
an

V
atervom

10.8.1811,in:D
erB

riefw
echsel,1903,S.269f.

そ
の
ご
出
版
さ
れ
た
本
書
二
冊
を
、
九
月
七

日
に
父
に
送
付
し
た
よ
う
で
あ
る
。K

rause
an

V
atervom

7.9.1811,in:D
erB

riefw
echsel,1903,S.272.V

gl.E.M
.U

renã,K
.C

.F.

K
rause,op.cit.,S.238.

(33
)K

.C
.F.K

rause,D
as
U
rbild

derM
enschheit,1811,S.X

V
II(V

erdeutschung).

ち
な
み
に
初
版
で
は
「
十
一
ボ
ー
ゲ
ン
」
だ
が
、

一
八
五
一
年
版
で
は
、
判
型
が
変
更
さ
れ
た
点
を
考
慮
し
た
た
め
か
「
五
ボ
ー
ゲ
ン
」
に
修
正
さ
れ
て
い
る
。

(34
)K

rause
an

B
ruder

M
olitor

in
Frankfurtvom

26.4.1810,in:D
er
B
riefw

echsel,1903,S.226.

(35
)
『技
芸
史
料
』
の
「
予
備
報
告
」
で
は
、「〔
一
八
〇
八
年
の
〕
五
月
か
ら
聖
ミ
カ
エ
ル
の
日
〔
九
月
二
十
九
日
〕
ま
で
に
、
い
ま
出
版

中
の
著
書
『
一
な
る
社
交
的
全
体
と
し
て
の
人
類
の
理
念
』
の
最
初
の
十
一
ボ
ー
ゲ
ン
が
印
刷
さ
れ
た
。
し
か
し
、
す
で
に
同
じ
五
月
に

私
は
、
い
ま
『
人
類
同
盟
と
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
兄
弟
団
』
と
い
う
題
名
で
ま
も
な
く
出
版
さ
れ
る
著
作
の
仕
上
げ
に
も
と
り
か
か
っ
た
。」
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〇
六
年
、
文
芸
社
、
二
〇
二
〇
年
、
深
沢
克
己
「
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
団
成
立
史
研
究
の
現
状
と
論
点
」、『
日
本
学
士
院
紀
要
』、
第
七
十

五
巻
第
一
号
、
二
〇
二
〇
年
十
一
月
、
所
収
、
ピ
エ
ー
ル
＝
イ
ヴ
・
ボ
ル
ペ
ー
ル
（
深
沢
克
己
編
）『〈
啓
蒙
の
世
紀
〉
の
フ
リ
ー
メ
イ
ソ

ン
』、
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
。

(21
)K

.C
.F.K

rause,V
orbericht,in:D

ie
dreiältesten

K
unsturkunden,S.LII.

(22
)K

.C
.F.K

rause,D
ie
dreiältesten

K
unsturkunden,z.B

.,S.462,480.

(23
)K

.C
.F.K

rause,V
orbericht,in:D

ie
dreiältesten

K
unsturkunden,S.L.

(24
)Ibid.,S.LX

II.

(25
)Ibid.,S.LX

IV
.

(26
)Ibid.,S.X

X
V
I-X

X
V
II.

(27
)K

rause
an

J.A
.Schneidervom

15.4.1809,in:D
erB

riefw
echselK

arlC
hristian

Friedrich
K
rauseszurW

ürdigung
seinesLebens

und
W
irkens,2.B

d.,A
usdem

handschriftlichen
N
achlasse,hrsg.von

P.H
ohlfeld

u.A
.W

ünsche,Leipzig
1907,S.364.V

gl.E.M
.

U
renã,K

.C
.F.K

rause,op.cit.,S.198.

(28
)E.M

.U
renã,K

.C
.F.K

rause,op.cit.,S.208.

(29
)K

rause
an

V
ater

vom
6.2.1811,in:D

er
B
riefw

echselK
arlC

hristian
Friedrich

K
rauses

zur
W
ürdigung

seines
Lebens

und

W
irkens,A

usdem
handschriftlichen

N
achlasse,hrsg.von

P.H
ohlfeld

u.A
.W

ünsche,Leipzig
1903,S.261f.V

gl.E.M
.U

renã,K
.

C
.F.K

rause,op.cit.,S.181.

(30
)
こ
の
第
一
稿
は
、
上
述
の
「
予
備
報
告
」
に
お
け
る
つ
ぎ
の
叙
述
に
照
応
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。「
私
は
〔
…
…
〕
一
八
〇
八
年
の

春
に
、
一
な
る
社
交
的
全
体
と
し
て
の
人
類
の
理
念
を
、
そ
の
内
部
の
諸
部
分
全
体
ま
で
、
哲
学
的
、
歴
史
的
お
よ
び
調
和
的
に
も
う
一

度
究
明
し
た
と
き
、
す
べ
て
を
包
括
す
る
地
上
の
一
な
る
人
類
同
盟
の
像
が
ま
っ
た
く
鮮
明
に
私
の
内
な
る
眼
に
現
れ
、
私
の
全
心
情
を

愛
と
希
望
で
満
た
し
た
。」K

.C
.F.K

rause,V
orbericht,in:D

ie
dreiältesten

K
unsturkunden,S.X

LIX
.

(31
)
一
九
二
八
年
に
ク
ラ
ウ
ゼ
の
こ
れ
ら
三
種
類
の
「
人
類
の
格
言
」
を
集
め
て
出
版
し
た
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
会
員
の
ア
ル
フ
レ
ー
ト
・
ウ

ン
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
ク
ラ
ウ
ゼ
は
、
こ
の
第
一
稿
作
成
の
の
ち
、
一
八
一
一
年
の
初
頭
に
か
れ
が
創
刊
し
た
日
刊
紙„Tagblatt

des

M
enschheitlebens“

の
第
一
号
に
そ
の
綱
領
と
し
て
第
二
稿
を
掲
げ
、
さ
ら
に
そ
れ
を
整
理
拡
充
し
た
第
三
稿
を
、
死
の
前
年
の
一
八
三

一
年
に
書
き
残
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。K

.C
.F.K

rause,D
erG

laube
an

die
M
enschheit,Erläutertdurch

ein
Lehrfragstück,M

iteiner

K
rauses

„U
rbild

derM
enschheit“

entnom
m
enen

Liste
von

dessen
V
erdeutsc hungen

und
einerEinleitung

herausgegeben
von

B
r

A
lfred

U
nger,B

erlin
1928,S.X

V
I,X

V
III,2.

と
く
に
第
一
稿
と
第
二
稿
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

(32
)
ク
ラ
ウ
ゼ
は
一
八
〇
八
年
の
九
月
に
、
政
治
学
的
な
新
著
の
「
最
初
の
二
十
─
二
十
二
ボ
ー
ゲ
ン
」
を
独
立
さ
せ
て
出
版
す
る
こ
と
を

書
肆
の
ア
ル
ノ
ル
ト
と
交
渉
し
て
い
る
。
一
八
一
一
年
八
月
十
日
の
父
宛
の
手
紙
に
は
、『
人
類
の
根
源
像
』
が
出
来
上
が
っ
た
が
、
詳

細
な
「
予
備
報
告V

orbericht
」
は
省
略
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
巻
末
に
付
け
る
「
目
次
の
最
後
の
数
ペ
ー
ジ
を
ま
だ
書
い
て
い
ま
す
」
と

記
し
て
い
る
。K

rause
an

V
atervom

10.8.1811,in:D
erB

riefw
echsel,1903,S.269f.

そ
の
ご
出
版
さ
れ
た
本
書
二
冊
を
、
九
月
七

日
に
父
に
送
付
し
た
よ
う
で
あ
る
。K

rause
an

V
atervom

7.9.1811,in:D
erB

riefw
echsel,1903,S.272.V

gl.E.M
.U

renã,K
.C

.F.

K
rause,op.cit.,S.238.

(33
)K

.C
.F.K

rause,D
as
U
rbild

derM
enschheit,1811,S.X

V
II(V

erdeutschung).

ち
な
み
に
初
版
で
は
「
十
一
ボ
ー
ゲ
ン
」
だ
が
、

一
八
五
一
年
版
で
は
、
判
型
が
変
更
さ
れ
た
点
を
考
慮
し
た
た
め
か
「
五
ボ
ー
ゲ
ン
」
に
修
正
さ
れ
て
い
る
。

(34
)K

rause
an

B
ruder

M
olitor

in
Frankfurtvom

26.4.1810,in:D
er
B
riefw

echsel,1903,S.226.

(35
)
『技
芸
史
料
』
の
「
予
備
報
告
」
で
は
、「〔
一
八
〇
八
年
の
〕
五
月
か
ら
聖
ミ
カ
エ
ル
の
日
〔
九
月
二
十
九
日
〕
ま
で
に
、
い
ま
出
版

中
の
著
書
『
一
な
る
社
交
的
全
体
と
し
て
の
人
類
の
理
念
』
の
最
初
の
十
一
ボ
ー
ゲ
ン
が
印
刷
さ
れ
た
。
し
か
し
、
す
で
に
同
じ
五
月
に

私
は
、
い
ま
『
人
類
同
盟
と
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
兄
弟
団
』
と
い
う
題
名
で
ま
も
な
く
出
版
さ
れ
る
著
作
の
仕
上
げ
に
も
と
り
か
か
っ
た
。」
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こ
の
後
者
は
、
本
書
〔『
技
芸
史
料
』〕
で
取
り
上
げ
た
諸
論
点
を
「
有
機
的
に
表
現
し
立
証
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。」
と
記
さ
れ
て

い
る
。K

.C
.F.K

rause,V
orbericht,in:D

ie
dreiältesten

K
unsturkunden,S.X

LIX
.

(36
)Ibid.,S.LI-LII.

(37
)K

rause
an

V
ater

vom
29.7.1807,in:D

er
B
riefw

echsel,1903,S.174.
(38
)K

.C
.F.K

rause,V
orbericht,in:D

ie
dreiältesten

K
unsturkunden,S.III.

(39
)Ibid.,S.V

.

(40
)Ibid.,S.X

III.

(41
)Ibid.,S.X

LV
III.

(42
)E.M

.U
renã,K

.C
.F.K

rause,op.cit.,S.229,237.

(43
)V

gl.ibid.,S.222;P.Á
.Lázaro

u.a.,Einleitung,op.cit.,S.X
I-X

II.

(44
)V

gl.E.M
.U

renã,K
.C

.F.K
rause,op.cit.,S.234;P.Á

.Lázaro
u.a.,op.cit.,S.X

II-X
III.

(45
)P.

H
ohlfeld,

D
ie

K
rause’sche

Philosophie
in

ihrem
geschichtlichen

Zusam
m
enhange

und
in

ihrer
B
edeutung

für
das

G
eistesleben

der
G
egenw

art,Jena
1879,S.128.V

gl.P.Á
.Lázaro

u.a.,op.cit.,S.X
X
IV
.

(46
)
本
稿
で
は
、
以
下
、
息
子
カ
ー
ル
の
序
文
の
あ
る
、K

.
C
.
F.

K
rause,

D
as

U
rbild

der
M
enschheit,

Ein
V
ersuch,

Zw
eite

unveränderte
A
usgabe,G

öttingen
1851,in

derD
ieterich sche

B
uchhandlung.

を
用
い
、
本
書
か
ら
の
引
用
文
は
、
そ
の
ペ
ー
ジ
数
を

本
文
中
に
括
弧(

)

に
入
れ
て
記
す
。

(47
)I.K

ant,K
ritik

derreinen
V
ernunft,B

606-608.

（
慣
例
上
の
第
二
版
（
Ｂ
）
の
ア
カ
デ
ミ
ー
版
で
は
、B

d.3,S.389-390.

）『
純
粋

理
性
批
判
中
』、『
カ
ン
ト
全
集
5
』、
有
福
孝
岳
訳
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
年
、
二
七
〇
─
二
七
一
ペ
ー
ジ
。
本
稿
で
は
、
以
下
、

引
用
文
は
邦
訳
書
に
従
っ
て
い
な
い
ば
あ
い
が
あ
る
。

(48
)Ibid.,B

646-648.

前
掲
訳
書
、
三
〇
四
─
三
〇
五
ペ
ー
ジ
。

(49
)C

.
D
ierksm

eier,
D
er

absolute
G
rund

des
R
echts,

K
arl

C
hristian

Friedrich
K
rause

in
A
useinandersetzung

m
it
Fichte

und

Schelling,Stuttgart

–Bad
C
annstatt2003,S.64.

(50
)K

.C
.F.K

rause,„K
ant“,in:ders.,V

orlesungen
überdie

G
rundw

ahrheiten
derW

issenschaftzugleich
in
ihrerB

eziehung
zum

Leben,nebsteiner
kurzen

D
arstellung

und
W
ürdigung

der
bisherigen

System
e
der

Philosophie,vornehm
lich

der
neuesten

von

K
ant,Fichte,Schelling

und
H
egel,und

derLehre
Jacobi’s,D

ritte
verm

ehrte
und

vielfach
verbesserte

A
uflage,A

ufsneu
hrsg.von

A
.W

ünsche,Leipzig
1911,S.420-441.

本
書
か
ら
の
引
用
文
は
、
以
下
、
そ
の
ペ
ー
ジ
数
を
本
文
中
に
括
弧[

]

に
入
れ
て
記
す
。

(51
)
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
『
神
学
大
全
』
か
ら
の
引
用
は
、
以
下
、
創
文
社
版
の
邦
訳
に
従
い
、
本
文
中
に
括
弧(

)

を
付
け
て
、

部
、
問
題
、
項
の
順
序
でI,1,1.

と
表
記
し
、
必
要
に
応
じ
て
邦
訳
の
分
冊
番
号
①
、
ペ
ー
ジ
数
を
付
加
す
る
。
ト
マ
ス
の
根
本
問
題
に

つ
い
て
は
、
稲
垣
良
典
氏
が
平
易
に
語
っ
て
い
る
『
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
『
神
学
大
全
』』、
講
談
社
、
二
〇
〇
九
年
、
が
有
益
で
あ

る
。

(52
)com

m
unicare

に
つ
い
て
は
、
訳
者
山
田
晶
氏
の
注
釈
、
第
25
冊
、
二
〇
二
ペ
ー
ジ
を
見
よ
。

(53
)
十
一
〜
十
二
世
紀
に
キ
リ
ス
ト
教
が
よ
う
や
く
庶
民
に
普
及
し
た
こ
と
で
、
そ
れ
ま
で
の
土
着
信
仰
に
お
け
る
神
々
や
諸
霊
と
人
間
と

の
互
酬
関
係
が
、「
善
行
」
に
対
す
る
彼
岸
で
の
「
救
い
」
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
的
回
路
へ
と
大
き
く
転
換
し
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に

つ
い
て
は
、
阿
部
謹
也
『
自
分
の
な
か
に
歴
史
を
よ
む
』、
筑
摩
書
房
、
一
九
八
八
年
、
ち
く
ま
文
庫
、
二
〇
〇
七
年
、
同
『
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
中
世
の
宇
宙
観
』、
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
九
一
年
、
な
ど
を
見
よ
。
ク
ラ
ウ
ゼ
が
神
秘
主
義
の
文
献
を
読
み
始
め
る
の
は
一
八
一

五
年
か
ら
で
あ
る
。V

gl.E.M
.U

renã,K
.C

.F.K
rause,op.cit.,S.456.

(54
)
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
『
弁
神
論
』、
第
一
四
七
節
、『
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
著
作
集
6
』、
佐
々
木
能
章
訳
、
工
作
舎
、
一
九
九
〇
年
、
二
五
三
ペ

ー
ジ
。
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こ
の
後
者
は
、
本
書
〔『
技
芸
史
料
』〕
で
取
り
上
げ
た
諸
論
点
を
「
有
機
的
に
表
現
し
立
証
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。」
と
記
さ
れ
て

い
る
。K

.C
.F.K

rause,V
orbericht,in:D

ie
dreiältesten

K
unsturkunden,S.X

LIX
.

(36
)Ibid.,S.LI-LII.

(37
)K

rause
an

V
ater

vom
29.7.1807,in:D

er
B
riefw

echsel,1903,S.174.

(38
)K

.C
.F.K

rause,V
orbericht,in:D

ie
dreiältesten

K
unsturkunden,S.III.

(39
)Ibid.,S.V

.

(40
)Ibid.,S.X

III.

(41
)Ibid.,S.X

LV
III.

(42
)E.M

.U
renã,K

.C
.F.K

rause,op.cit.,S.229,237.

(43
)V

gl.ibid.,S.222;P.Á
.Lázaro

u.a.,Einleitung,op.cit.,S.X
I-X

II.

(44
)V

gl.E.M
.U

renã,K
.C

.F.K
rause,op.cit.,S.234;P.Á

.Lázaro
u.a.,op.cit.,S.X

II-X
III.

(45
)P.

H
ohlfeld,

D
ie

K
rause’sche

Philosophie
in

ihrem
geschichtlichen

Zusam
m
enhange

und
in

ihrer
B
edeutung

für
das

G
eistesleben

der
G
egenw

art,Jena
1879,S.128.V

gl.P.Á
.Lázaro

u.a.,op.cit.,S.X
X
IV
.

(46
)
本
稿
で
は
、
以
下
、
息
子
カ
ー
ル
の
序
文
の
あ
る
、K

.
C
.
F.

K
rause,

D
as

U
rbild

der
M
enschheit,

Ein
V
ersuch,

Zw
eite

unveränderte
A
usgabe,G

öttingen
1851,in

derD
ieterichsche

B
uchhandlung.

を
用
い
、
本
書
か
ら
の
引
用
文
は
、
そ
の
ペ
ー
ジ
数
を

本
文
中
に
括
弧(

)

に
入
れ
て
記
す
。

(47
)I.K

ant,K
ritik

derreinen
V
ernunft,B

606-608.

（
慣
例
上
の
第
二
版
（
Ｂ
）
の
ア
カ
デ
ミ
ー
版
で
は
、B

d.3,S.389-390.

）『
純
粋

理
性
批
判
中
』、『
カ
ン
ト
全
集
5
』、
有
福
孝
岳
訳
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
年
、
二
七
〇
─
二
七
一
ペ
ー
ジ
。
本
稿
で
は
、
以
下
、

引
用
文
は
邦
訳
書
に
従
っ
て
い
な
い
ば
あ
い
が
あ
る
。

(48
)Ibid.,B

646-648.

前
掲
訳
書
、
三
〇
四
─
三
〇
五
ペ
ー
ジ
。

(49
)C

.
D
ierksm

eier,
D
er

absolute
G
rund

des
R
echts,

K
arl

C
hristian

Friedrich
K
rause

in
A
useinandersetzung

m
it
Fichte

und

Schelling,Stuttgart

–Bad
C
annstatt2003,S.64.

(50
)K

.C
.F.K

rause,„K
ant“,in:ders.,V

orlesungen
überdie

G
rundw

ahrheiten
derW

issenschaftzugleich
in
ihrerB

eziehung
zum

Leben,nebsteiner
kurzen

D
arstellung

und
W
ürdigung

der
bisherigen

System
e
der

Philosophie,vornehm
lich

der
neuesten

von

K
ant,F ichte,Schelling

und
H
egel,und

derLehre
Jacobi’s,D

ritte
verm

ehrte
und

vielfach
verbesserte

A
uflage,A

ufsneu
hrsg.von

A
.W

ünsche,Leipzig
1911,S.420-441.

本
書
か
ら
の
引
用
文
は
、
以
下
、
そ
の
ペ
ー
ジ
数
を
本
文
中
に
括
弧[

]

に
入
れ
て
記
す
。

(51
)
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
『
神
学
大
全
』
か
ら
の
引
用
は
、
以
下
、
創
文
社
版
の
邦
訳
に
従
い
、
本
文
中
に
括
弧(

)

を
付
け
て
、

部
、
問
題
、
項
の
順
序
でI,1,1.

と
表
記
し
、
必
要
に
応
じ
て
邦
訳
の
分
冊
番
号
①
、
ペ
ー
ジ
数
を
付
加
す
る
。
ト
マ
ス
の
根
本
問
題
に

つ
い
て
は
、
稲
垣
良
典
氏
が
平
易
に
語
っ
て
い
る
『
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
『
神
学
大
全
』』、
講
談
社
、
二
〇
〇
九
年
、
が
有
益
で
あ

る
。

(52
)com

m
unicare

に
つ
い
て
は
、
訳
者
山
田
晶
氏
の
注
釈
、
第
25
冊
、
二
〇
二
ペ
ー
ジ
を
見
よ
。

(53
)
十
一
〜
十
二
世
紀
に
キ
リ
ス
ト
教
が
よ
う
や
く
庶
民
に
普
及
し
た
こ
と
で
、
そ
れ
ま
で
の
土
着
信
仰
に
お
け
る
神
々
や
諸
霊
と
人
間
と

の
互
酬
関
係
が
、「
善
行
」
に
対
す
る
彼
岸
で
の
「
救
い
」
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
的
回
路
へ
と
大
き
く
転
換
し
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に

つ
い
て
は
、
阿
部
謹
也
『
自
分
の
な
か
に
歴
史
を
よ
む
』、
筑
摩
書
房
、
一
九
八
八
年
、
ち
く
ま
文
庫
、
二
〇
〇
七
年
、
同
『
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
中
世
の
宇
宙
観
』、
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
九
一
年
、
な
ど
を
見
よ
。
ク
ラ
ウ
ゼ
が
神
秘
主
義
の
文
献
を
読
み
始
め
る
の
は
一
八
一

五
年
か
ら
で
あ
る
。V

gl.E.M
.U

renã,K
.C

.F.K
rause,op.cit.,S.456.

(54
)
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
『
弁
神
論
』、
第
一
四
七
節
、『
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
著
作
集
6
』、
佐
々
木
能
章
訳
、
工
作
舎
、
一
九
九
〇
年
、
二
五
三
ペ

ー
ジ
。
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(55
)
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
『
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー
』、
第
五
六
・
六
三
節
、『
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー
他
二
Ἣ
』、
谷
川
多
佳
子
・
岡
部
英
男
訳
、
岩
波
文
庫
、

二
〇
一
九
年
、
五
一
、
五
六
ペ
ー
ジ
。

(56
)
ク
ラ
ウ
ゼ
に
お
け
るIdee

は
、
本
書
巻
末
のV

erdeutschung
(S.331.)

で
はU

rbegriff,U
rw
esenbild

の
こ
と
だ
と
説
明
さ
れ
て
お

り
、「
個
物das

Individuelle

」
に
対
置
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
訳
語
と
し
て
は
、
カ
ン
ト
に
お
け
る
「
理
念Idee

」
と
区
別
す
る

た
め
に
も
、
少
な
く
と
も
本
書
に
つ
い
て
は
、
そ
う
し
た
「
根
源
本
質
像
」
と
し
て
の
（
あ
る
い
は
プ
ラ
ト
ン
の
「
イ
デ
ア
」
的
な
）
意

味
を
込
め
て
、
ま
ず
は
「
観
念
」
の
語
を
当
て
て
お
く
。

(57
)
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
政
治
学
』、
第
一
巻
第
二
章
、
山
本
光
雄
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
六
一
年
、
三
四
─
三
六
ペ
ー
ジ
。

(58
)
プ
ラ
ト
ン
『
法
律
』、
第
十
巻
、『
プ
ラ
ト
ン
全
集
13
』、
森
進
一
・
他
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
、
六
三
六
ペ
ー
ジ
。

(59
)
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
『
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー
』、
第
一
九
・
二
九
・
六
三
・
八
二
・
八
三
節
、
第
八
五
節
、
前
掲
訳
書
、
二
六
、
三
一
、
五
六
、

六
七
─
六
八
ペ
ー
ジ
、
六
九
ペ
ー
ジ
。

(60
)
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
形
而
上
学
（
上
）』、
第
一
巻
第
一
章
、
出
隆
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
五
九
年
、
二
一
ペ
ー
ジ
、
お
よ
び
八
ペ
ー
ジ

「
本
文
の
内
容
目
次
」。

(61
)
こ
の
点
は
、
井
筒
俊
彦
『
神
秘
哲
学

─
ギ
リ
シ
ア
の
部

─
』、
岩
波
文
庫
、
二
〇
一
九
年
、
と
く
に
第
二
章
を
参
照
の
こ
と
。

(62
)
こ
の
点
は
、
木
村
、
前
掲
「
カ
ー
ル
・
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ク
ラ
ウ
ゼ
」
を
見
よ
。

(63
)
プ
ラ
ト
ン
『
法
律
』、
第
十
巻
、
前
掲
『
プ
ラ
ト
ン
全
集
13
』、
六
一
八
ペ
ー
ジ
。
あ
わ
せ
て
、
藤
沢
令
夫
『
ギ
リ
シ
ア
哲
学
と
現
代

─
世
界
観
の
あ
り
か
た

─
』、
岩
波
新
書
、
一
九
八
〇
年
、
も
参
照
。

(64
)
藤
沢
令
夫
、
前
掲
の
岩
波
新
書
と
と
も
に
、
同
『
イ
デ
ア
と
世
界

─
哲
学
の
基
本
問
題

─
』、
岩
波
書
店
、
一
九
八
〇
年
、
第
四

章
、
同
『
プ
ラ
ト
ン
の
哲
学
』、
岩
波
新
書
、
一
九
九
八
年
、
を
参
照
の
こ
と
。

(65
)
言
語
は
、
ク
ラ
ウ
ゼ
の
多
岐
に
わ
た
る
研
究
対
象
の
一
つ
で
あ
り
、
か
れ
は
学
問
、
と
く
に
哲
学
の
た
め
の
使
用
言
語
と
し
て
ド
イ
ツ

語
の
優
位
性
を
評
価
し
、
外
来
語
の
混
入
に
よ
る
混
乱
か
ら
ド
イ
ツ
語
を
「
純
化
す
る
こ
とR

einigung

」
を
め
ざ
し
て
、
一
八
一
四
年

の
末
以
降
、「
ベ
ル
リ
ン
・
ド
イ
ツ
語
協
会
」
の
創
設
に
尽
力
す
る
な
ど
実
践
的
活
動
も
お
こ
な
っ
た
。V

gl.E.M
.U

renã,K
.C

.F.

K
rause,op.cit.,S.362-389;K

.C
.F.K

rause,ZurSprachphilosophie,A
us

dem
handschriftlichen

N
achlasse

des
V
erfassers,hrsg.

von
A
.W

ünsche,Leipzig
1891.

(66
)
巻
末
の
ク
ラ
ウ
ゼ
に
よ
るV

erdeutschung
(S.332.)

に
従
え
ば
、„ideale

oder
philosophische

Erkenntniss“

は
、„urbegriffliche,

urw
esentliche

Erkenntniss,
U
rlehre.“

を
意
味
し
、
こ
れ
に
対
し
て„reale

Erkenntniss“

は
、„lebenw

irkliche,
geschichtliche,

eigenw
esliche

Erkenntniss;oder
K
unde.“

を
意
味
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。

(67
)I.K

ant,D
ie
M
etaphysik

derSitten,1797,

（
ア
カ
デ
ミ
ー
版
）B

d.6,S.230.

『
人
倫
の
形
而
上
学
』、『
カ
ン
ト
全
集
11
』、
Ḻ
井

正
義
・
池
尾
恭
一
訳
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
、
四
八
─
四
九
ペ
ー
ジ
。

(68
)
ク
ラ
ウ
ゼ
が
『
人
類
の
根
源
像
』
で
構
想
し
た
こ
の
よ
う
な
多
元
的
な
諸
結
社
の
構
造
を
、
ウ
レ
ー
ニ
ャ
は
自
前
の
図
に
表
し
て
い

る
。E.M

.U
renã,K

.C
.F.K

rause,op.cit.,S.240.V
gl.P.Á

.Lázaro
u.a.,op.cit.,S.X

IV
-X
V
I.

(69
)K

.C
.F.K

rause,„D
ie
G
rundw

ahrheiten
der

G
eschichtsw

issenschaft“,in:ders.,V
orlesungen

über
die

G
rundw

ahrheiten
der

W
issenschaft,op.cit.,S.644-672,hier

S.644.

(70
)V

gl.
C
.
S.

R
abe,

G
leichw

ertigkeit
von

M
ann

und
Frau,

D
ie

K
rause-Schule

und
die

bürgerliche
Frauenbew

egung
im

19.

Jahrhundert,K
öln

2006;E.M
.U

renã,D
ie
K
rause-R

ezeption
in
D
eutschland,op.cit.,K

ap.V
I.

(71
)
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
『
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー
』、
第
一
三
・
一
四
・
一
六
節
、
第
五
七
・
五
八
節
、
前
掲
訳
書
、
一
九
─
二
〇
、
二
二
ペ
ー
ジ
、

五
一
─
五
二
ペ
ー
ジ
。

(72
)K

.C
.F.K

rause,D
er
G
laube

an
die

M
enschheit,op.cit.,S.3-5.

(73
)Ibid.,S.6-8.
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(55
)
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
『
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー
』、
第
五
六
・
六
三
節
、『
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー
他
二
Ἣ
』、
谷
川
多
佳
子
・
岡
部
英
男
訳
、
岩
波
文
庫
、

二
〇
一
九
年
、
五
一
、
五
六
ペ
ー
ジ
。

(56
)
ク
ラ
ウ
ゼ
に
お
け
るIdee

は
、
本
書
巻
末
のV

erdeutschung
(S.331.)

で
はU

rbegriff,U
rw
esenbild

の
こ
と
だ
と
説
明
さ
れ
て
お

り
、「
個
物das

Individuelle

」
に
対
置
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
訳
語
と
し
て
は
、
カ
ン
ト
に
お
け
る
「
理
念Idee

」
と
区
別
す
る

た
め
に
も
、
少
な
く
と
も
本
書
に
つ
い
て
は
、
そ
う
し
た
「
根
源
本
質
像
」
と
し
て
の
（
あ
る
い
は
プ
ラ
ト
ン
の
「
イ
デ
ア
」
的
な
）
意

味
を
込
め
て
、
ま
ず
は
「
観
念
」
の
語
を
当
て
て
お
く
。

(57
)
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
政
治
学
』、
第
一
巻
第
二
章
、
山
本
光
雄
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
六
一
年
、
三
四
─
三
六
ペ
ー
ジ
。

(58
)
プ
ラ
ト
ン
『
法
律
』、
第
十
巻
、『
プ
ラ
ト
ン
全
集
13
』、
森
進
一
・
他
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
、
六
三
六
ペ
ー
ジ
。

(59
)
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
『
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー
』、
第
一
九
・
二
九
・
六
三
・
八
二
・
八
三
節
、
第
八
五
節
、
前
掲
訳
書
、
二
六
、
三
一
、
五
六
、

六
七
─
六
八
ペ
ー
ジ
、
六
九
ペ
ー
ジ
。

(60
)
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
形
而
上
学
（
上
）』、
第
一
巻
第
一
章
、
出
隆
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
五
九
年
、
二
一
ペ
ー
ジ
、
お
よ
び
八
ペ
ー
ジ

「
本
文
の
内
容
目
次
」。

(61
)
こ
の
点
は
、
井
筒
俊
彦
『
神
秘
哲
学

─
ギ
リ
シ
ア
の
部

─
』、
岩
波
文
庫
、
二
〇
一
九
年
、
と
く
に
第
二
章
を
参
照
の
こ
と
。

(62
)
こ
の
点
は
、
木
村
、
前
掲
「
カ
ー
ル
・
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ク
ラ
ウ
ゼ
」
を
見
よ
。

(63
)
プ
ラ
ト
ン
『
法
律
』、
第
十
巻
、
前
掲
『
プ
ラ
ト
ン
全
集
13
』、
六
一
八
ペ
ー
ジ
。
あ
わ
せ
て
、
藤
沢
令
夫
『
ギ
リ
シ
ア
哲
学
と
現
代

─
世
界
観
の
あ
り
か
た

─
』、
岩
波
新
書
、
一
九
八
〇
年
、
も
参
照
。

(64
)
藤
沢
令
夫
、
前
掲
の
岩
波
新
書
と
と
も
に
、
同
『
イ
デ
ア
と
世
界

─
哲
学
の
基
本
問
題

─
』、
岩
波
書
店
、
一
九
八
〇
年
、
第
四

章
、
同
『
プ
ラ
ト
ン
の
哲
学
』、
岩
波
新
書
、
一
九
九
八
年
、
を
参
照
の
こ
と
。

(65
)
言
語
は
、
ク
ラ
ウ
ゼ
の
多
岐
に
わ
た
る
研
究
対
象
の
一
つ
で
あ
り
、
か
れ
は
学
問
、
と
く
に
哲
学
の
た
め
の
使
用
言
語
と
し
て
ド
イ
ツ

語
の
優
位
性
を
評
価
し
、
外
来
語
の
混
入
に
よ
る
混
乱
か
ら
ド
イ
ツ
語
を
「
純
化
す
る
こ
とR

einigung

」
を
め
ざ
し
て
、
一
八
一
四
年

の
末
以
降
、「
ベ
ル
リ
ン
・
ド
イ
ツ
語
協
会
」
の
創
設
に
尽
力
す
る
な
ど
実
践
的
活
動
も
お
こ
な
っ
た
。V

gl.E.M
.U

renã,K
.C

.F.

K
rause,op.cit.,S.362-389;K

.C
.F.K

rause,ZurSprachphilosophie,A
us

dem
handschriftlichen

N
achlasse

des
V
erfassers,hrsg.

von
A
.W

ünsche,Leipzig
1891.

(66
)
巻
末
の
ク
ラ
ウ
ゼ
に
よ
るV

erdeutschung
(S.332.)

に
従
え
ば
、„ideale

oder
philosophische

Erkenntniss“

は
、„urbegriffliche,

urw
esentliche

Erkenntniss,
U
rlehre.“

を
意
味
し
、
こ
れ
に
対
し
て„reale

Erkenntniss“

は
、„lebenw

irkliche,
geschichtliche,

eigenw
esliche

Erkenntniss;oder
K
unde.“

を
意
味
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。

(67
)I.K

ant,D
ie
M
etaphysik

derSitten,1797,

（
ア
カ
デ
ミ
ー
版
）B

d.6,S.230.

『
人
倫
の
形
而
上
学
』、『
カ
ン
ト
全
集
11
』、
Ḻ
井

正
義
・
池
尾
恭
一
訳
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
、
四
八
─
四
九
ペ
ー
ジ
。

(68
)
ク
ラ
ウ
ゼ
が
『
人
類
の
根
源
像
』
で
構
想
し
た
こ
の
よ
う
な
多
元
的
な
諸
結
社
の
構
造
を
、
ウ
レ
ー
ニ
ャ
は
自
前
の
図
に
表
し
て
い

る
。E.M

.U
renã,K

.C
.F.K

rause,op.cit.,S.240.V
gl.P.Á

.Lázaro
u.a.,op.cit.,S.X

IV
-X
V
I.

(69
)K

.C
.F.K

rause,„D
ie
G
rundw

ahrheiten
der

G
eschichtsw

issenschaft“,in:ders.,V
orlesungen

über
die

G
rundw

ahrheiten
der

W
issenschaft,op.cit.,S.644-672,hier

S.644.

(70
)V

gl.
C
.
S.

R
abe,

G
leichw

ertigkeit
von

M
ann

und
Frau,

D
ie

K
rause-Schule

und
die

bürgerliche
Frauenbew

egung
im

19.

Jahrhundert,K
öln

2006;E.M
.U

renã,D
ie
K
rause-R

ezeption
in
D
eutschland,op.cit.,K

ap.V
I.

(71
)
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
『
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー
』、
第
一
三
・
一
四
・
一
六
節
、
第
五
七
・
五
八
節
、
前
掲
訳
書
、
一
九
─
二
〇
、
二
二
ペ
ー
ジ
、

五
一
─
五
二
ペ
ー
ジ
。

(72
)K

.C
.F.K

rause,D
er
G
laube

an
die

M
enschheit,op.cit.,S.3-5.

(73
)Ibid.,S.6-8.
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(74
)
と
こ
ろ
が
死
の
前
年
の
第
三
稿(Ibid.,S.9-63.)

に
な
る
と
、
第
一
稿
の
全
十
箇
条
が
（
数
カ
所
の
字
句
の
修
正
は
あ
る
も
の
の
）
全

面
的
に
復
活
し
、
条
項
ご
と
に
問
答
形
式
が
付
加
さ
れ
て
大
幅
に
拡
充
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
と
く
に
こ
の
第
三
稿
の
成
立
経
緯
に
つ
い
て

は
、
別
途
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

(75
)V

gl.E.M
.U

renã,K
.C

.F.K
rause,op.cit.,S.509f.

(76
)K

.C
.F.K

rause,D
as

System
derR

echtsphilosophie,V
orlesungen

fürG
ebildete

aus
allen

Ständen,hrsg.von
K
.D

.A
.R

öder,

Leipzig
1874,S.117f.

(77
)Ibid.,S.113.

(78
)Ibid.,S.114f.

(79
)K

.C
.F.K

rause,V
orlesungen

über
das

System
der

Philosophie,U
nveränderter

Nachdruck
der

A
usgabe

G
öttingen

1828,m
it

einem
neuen

V
orw

ortund
A
nm

erkungen
von

S.Pflegerl,B
reitenfurt1981.

本
書
か
ら
の
引
用
文
・
引
用
語
句
は
、
以
下
、
そ
の
ペ

ー
ジ
数
を
本
文
中
に
括
弧(

)
に
入
れ
て
記
す
。

(80
)K

.C
.F.K

rause,D
as

System
der

R
echtsphilosophie,op.cit.,S.114.

(81
)Ibid.,S.118f.

(82
)K

.C
.F.K

rause,„Fichte“,in:ders.,V
orlesungen

überdie
G
rundw

ahrheiten
derW

issenschaft,op.cit.,S.442-460,hierS.459.

(83
)K
rause

an
V
ater

vom
4.11.1813,in:D

er
B
riefw

echsel,1903,S.362f.

(84
)
前
掲
の
注
（
30
）
を
見
よ
。

(85
)R

.M
ohl,G

esellschafts-W
issenschaften

und
Staats-W

issenschaften,in:Zeitschriftfürdie
gesam

m
te
Staatsw

issenschaft,7.B
d.,

Jg.1851,S.3-71,hier
S.13,22.

(86
)H

.A
hrens,C

oursde
droitnaturelou

de
philosophie

du
droit,faitd’aprèsl’étatactuelde

cette
science

en
A
llem

agne,Paris1838,

pp.105-118,147-148.

こ
こ
で
［

］
の
二
つ
は
、
法
の
種
類
に
の
み
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

(87
)R

.M
ohl,[R

ezension]C
oursde

droitnaturelou
de

philosophie
du

droit,faitd’aprèsl’étatactuelde
cette

science
en

A
llem

agne,

parH
.A

hrens,Paris,1838-1839,in:H
eidelbergerJahrbücherderLiteratur,33.Jg.,4.H

eft,H
eidelberg

1840,S.481-501,hierS.

493f.

(88
)H

.A
hrens,D

ie
Philosophie

desR
echts,2.Theil:D

ie
organische

Staatslehre
aufphilosophisch-anthropologischerG

rundlage,1.

B
d.,Enthaltend:D

ie
philosophische

G
rundlage

und
die

allgem
eine

Staatslehre,W
ien

1850,S.22.

(89
)Ibid.,S.59-68,77.

こ
の
配
置
図(S.77.)

で
は
、
主
体
的
構
成
は
一
、
人
類
連
合
か
ら
六
、
個
人
へ
と
下
行
す
る
順
序
に
な
っ
て
い

る
。

(90
)R

.M
ohl,G

esellschafts-W
issenschaften

und
Staats-W

issenschaften,op.cit.,S.13.

(91
)Ibid.,S.50f.

(92
)Ibid.,S.22f.

ア
ー
レ
ン
ス
と
モ
ー
ル
の
交
渉
経
緯
に
つ
い
て
は
、
木
村
周
市
朗
「
十
九
世
紀
ド
イ
ツ
の
自
然
法
論
と
〈
社
会
〉
の
発

見
」、『
成
城
大
学
経
済
研
究
』、
第
一
九
九
号
、
二
〇
一
三
年
一
月
、
所
収
、
を
参
照
の
こ
と
。

（
付
記
）

本
稿
は
二
〇
一
九
年
度
成
城
大
学
特
別
研
究
助
成
（
研
究
課
題
「
社
交
性
か
ら
社
会
学
へ

─
ド
イ
ツ
法
哲
学
に
お
け
る
人
間
学
的
社
会

構
成
論
の
発
生

─
」）
の
交
付
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
二
〇
二
一
年
一
月
二
十
六
日
脱
稿
）
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(74
)
と
こ
ろ
が
死
の
前
年
の
第
三
稿(Ibid.,S.9-63.)

に
な
る
と
、
第
一
稿
の
全
十
箇
条
が
（
数
カ
所
の
字
句
の
修
正
は
あ
る
も
の
の
）
全

面
的
に
復
活
し
、
条
項
ご
と
に
問
答
形
式
が
付
加
さ
れ
て
大
幅
に
拡
充
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
と
く
に
こ
の
第
三
稿
の
成
立
経
緯
に
つ
い
て

は
、
別
途
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

(75
)V

gl.E.M
.U

renã,K
.C

.F.K
rause,op.cit.,S.509f.

(76
)K

.C
.F.K

rause,D
as

System
derR

echtsphilosophie,V
orlesungen

fürG
ebildete

aus
allen

Ständen,hrsg.von
K
.D

.A
.R

öder,

Leipzig
1874,S.117f.

(77
)Ibid.,S.113.

(78
)Ibid.,S.114f.

(79
)K

.C
.F.K

rause,V
orlesungen

über
das

System
der

Philosophie,U
nveränderter

N
achdruck

der
A
usgabe

G
öttingen

1828,m
it

einem
neuen

V
orw

ortund
A
nm

erkungen
von

S.Pflegerl,B
reitenfurt1981.

本
書
か
ら
の
引
用
文
・
引
用
語
句
は
、
以
下
、
そ
の
ペ

ー
ジ
数
を
本
文
中
に
括
弧(

)

に
入
れ
て
記
す
。

(80
)K

.C
.F.K

rause,D
as

System
der

R
echtsphilosophie,op.cit.,S.114.

(81
)Ibid.,S.118f.

(82
)K

.C
.F.K

rause,„Fichte“,in:ders.,V
orlesungen

überdie
G
rundw

ahrheiten
derW

issenschaft,op.cit.,S.442-460,hierS.459.

(83
)K

rause
an

V
ater

vom
4.11.1813,in:D

er
B
riefw

echsel,1903,S.362f.

(84
)
前
掲
の
注
（
30
）
を
見
よ
。

(85
)R

.M
ohl,G

esellschafts-W
issenschaften

und
Staats-W

issenschaften,in:Zeitschriftfürdie
gesam

m
te
Staatsw

issenschaft,7.B
d.,

Jg.1851,S.3-71,hier
S.13,22.

(86
)H

.A
hrens,C

oursde
droitnaturelou

de
philosophie

du
droit,faitd’aprèsl’étatactuelde

cette
science

en
A
llem

agne,Paris1838,

pp.105-118,147-148.

こ
こ
で
［

］
の
二
つ
は
、
法
の
種
類
に
の
み
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

(87
)R

.M
ohl,[R

ezension]C
oursde

droitnaturelou
de

philosophie
du

droit,faitd’aprèsl’étatactuelde
cette

science
en

A
llem

agne,

parH
.A

hrens,Paris,1838-1839,in:H
eidelbergerJahrbücherderLiteratur,33.Jg.,4.H

eft,H
eidelberg

1840,S.481-501,hierS.

493f.

(88
)H

.A
hrens,D

ie
Philosophie

desR
echts,2.Theil:D

ie
organische

Staatslehre
aufphilosophisch-anthropologischerG

rundlage,1.

B
d.,Enthalte nd:D

ie
philosophische

G
rundlage

und
die

allgem
eine

Staatslehre,W
ien

1850,S.22.

(89
)Ibid.,S.59-68,77.

こ
の
配
置
図(S.77.)

で
は
、
主
体
的
構
成
は
一
、
人
類
連
合
か
ら
六
、
個
人
へ
と
下
行
す
る
順
序
に
な
っ
て
い

る
。

(90
)R

.M
ohl,G

esellschafts-W
issenschaften

und
Staats-W

issenschaften,op.cit.,S.13.

(91
)Ibid.,S.50f.

(92
)Ibid.,S.22f.

ア
ー
レ
ン
ス
と
モ
ー
ル
の
交
渉
経
緯
に
つ
い
て
は
、
木
村
周
市
朗
「
十
九
世
紀
ド
イ
ツ
の
自
然
法
論
と
〈
社
会
〉
の
発

見
」、『
成
城
大
学
経
済
研
究
』、
第
一
九
九
号
、
二
〇
一
三
年
一
月
、
所
収
、
を
参
照
の
こ
と
。

（
付
記
）

本
稿
は
二
〇
一
九
年
度
成
城
大
学
特
別
研
究
助
成
（
研
究
課
題
「
社
交
性
か
ら
社
会
学
へ

─
ド
イ
ツ
法
哲
学
に
お
け
る
人
間
学
的
社
会

構
成
論
の
発
生

─
」）
の
交
付
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
二
〇
二
一
年
一
月
二
十
六
日
脱
稿
）
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