
ゴ
シ
ッ
ク
と
表
現
主
義
の
邁
遁

-

ヴ
オ
リ
ン
ガ
一
に
よ
る
｢
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
的
｣

芸
術
史
の
批
判
と
そ
の
行
方

小
田
部

胤

久

美
学
理
論
を
含
め
､
い
か
な
る
思
想
も
理
念
的
に
は
普
遍
妥
当
性
を
要
求
す
る
｡
だ
が
､
そ
れ
の
提
起
さ
れ
る
状
況
に
応
じ
て
､
理
論
は
時
間
･

空
間
の
限
定
を
強
く
受
け
､
か
つ
こ
う
し
た
限
定
を
志
向
す
る
こ
と
が
あ
る
｡
そ
し
て
､
こ
う
し
た
限
定
は
､
と
り
わ
け
｢
歴
史
｣
と
い
う
主
題
を

め
ぐ
つ
て
な
さ
れ
る
｡
そ
れ
ゆ
え
に
､
仮
に
理
論
が
汎
歴
史
的
普
遍
妥
当
性
を
要
求
す
る
に
し
て
も
､
｢
歴
史
｣
と
い
か
に
対
時
す
る
か
は
､
そ
の
理

論
を
限
定
し
特
徴
づ
け
る
中
核
を
な
す
｡
本
稿
で
は
､
こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
一
つ
の
手
が
か
り
と
し
て
､
二
〇
世
紀
前
半
に
ス
イ
ス
･
ド
イ
ツ

で
活
躍
し
た
美
術
史
学
者
ヴ
イ
ル
ヘ
ル
ム
･
ヴ
オ
リ
ン
ガ
ー
(
一
人
八
一
-
一
九
六
五
年
)
の
理
論
的
変
遷
を
､
と
り
わ
け
､
彼
が
自
ら
の
美
学
的

原
理
に
基
づ
い
て
歴
史
的
研
究
の
村
象
と
し
た
｢
ゴ
シ
ッ
ク
｣
と
､
彼
が
同
時
代
的
芸
術
現
象
と
し
て
出
会
い
そ
の
理
論
化
を
試
み
た
｢
表
琴
王
義
｣

と
の
関
係
に
即
し
て
､
検
討
す
る
｡

ヴ
オ
リ
ン
ガ
ー
は
､
『
抽
象
と
感
情
移
入

-

様
式
心
理
学
へ
の
一
つ
の
寄
与
』

(
一
九
〇
七
年
学
位
論
文
と
し
て
印
刷
､
翌
一
九
〇
八
年
ビ
ー
バ

ー社より公刊､以下では『抽象と感情移入』と略記する)において｢様式心理学｣の立場に立って､従来の美学理論1彼が

念
頭
に
置
い
て
い
る
の
は
､
テ
ー
オ
ド
ー
ア
･
リ
ッ
プ
ス

(
一
八
五
一
-
一
九
一
四
年
)

の
心
理
学
的
美
学
の
こ
と
で
あ
る

-

が
芸
術
に
と
っ
て

の
唯
一
の
原
理
と
み
な
し
て
い
た
｢
感
情
移
入
唇
n
許
F
F
n
g
)
｣
衝
動
に
村
し
て
､
も
う
一
つ
の
原
理
と
し
て
の
｢
抽
象
(
A
b
s
冒
賢
i
O
n
)
｣
衝
動
を
対
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置
す
る
｡
彼
は
こ
う
し
た
美
学
的
原
理
に
基
づ
い
て
､
｢
ギ
リ
シ
ア
･
ロ
ー
マ
お
よ
び
西
洋
近
代
｣
の
芸
術
を
も
っ
て
芸
術
そ
れ
自
体
と
み
な
す
｢
感

情移入｣型の古典主義的芸術観--換言するならば｢ヨーロッパ中心主義的｣な芸術観-
に
反
論
を
加
え
つ
つ
､
｢
抽
象
｣
衝
動
に

基
づ
く
芸
術
､
具
体
附
に
は
古
代
エ
ジ
プ
ト
や
中
世
ゴ
シ
ッ
ク
の
芸
術
を
心
理
学
的
に
正
当
化
し
ょ
う
と
企
て
た
｡
.
こ
の
よ
う
に
.
､
彼
の
様
式
心
理

学
的
な
美
学
理
論
は
､
過
去
の
芸
術
を
い
か
に
捉
え
る
か
､
と
い
う
芸
術
史
的
･
美
術
史
的
問
題
を
め
ぐ
つ
て
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
と
こ
ろ

が
､
彼
の
こ
の
書
物
は
ほ
と
ん
ど
偶
然
と
も
い
え
る
経
緯
T
)
に
よ
っ
て
広
く
世
に
知
ら
れ
､
当
時
の
最
新
の
芸
術
運
動
で
あ
っ
た
抽
象
絵
画
な
い

し
表
現
主
義
芸
術
の
担
い
手
(
｢
ミ
ュ
ン
ヘ
.
ン
分
離
派
｣
な
い
し
｢
青
い
騎
士
｣
に
属
す
る
人
々
)
に
よ
っ
て
注
目
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
｡
ヴ
オ
リ

ン
ガ
ー
は
こ
う
し
た
同
時
代
の
芸
術
家
･
芸
術
運
動
に
よ
っ
て
促
さ
れ
､
一
九
一
〇
年
代
に
入
る
と
積
極
的
に
現
代
芸
術
(
と
り
わ
け
表
現
主
義
運

動)

の
理
論
化
を
試
み
る
｡
そ
こ
に
は
､
現
代
芸
術
へ
の
関
心
が
芸
術
史
研
究
と
結
び
つ
き
､
さ
ら
に
は
過
去
の
芸
術
の
意
義
に
つ
い
て
の
美
学
的

理
論
を
変
容
さ
せ
る
過
程
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
｡
ゴ
シ
ッ
ク
と
表
現
主
義
と
の
避
退
が
も
た
ら
し
た
の
は
､
芸
術
に
お
け
る
｢
ゲ
ル
マ
ン
的

な
も
の
=
ド
イ
ツ
的
な
も
の
｣

の
称
揚
に
ほ
か
な
ら
な
い
｡
と
こ
ろ
が
､
一
〇
年
代
末
か
ら
二
〇
年
代
に
か
け
て
表
現
主
義
運
動
が
衰
退
す
る
と
､

そ
れ
に
呼
応
す
る
形
で
彼
の
美
学
的
･
芸
術
史
的
理
論
に
も
大
き
な
変
化
が
生
じ
る
｡
ゴ
シ
ッ
ク
を
｢
ゲ
ル
マ
ン
的
｣
な
も
の
と
み
な
す
彼
の
基
本

的
立
場
は
否
定
さ
れ
､
む
し
ろ
ゴ
シ
ッ
ク
の
フ
ラ
ン
ス
性
が
芸
術
史
的
連
関
の
内
に
正
当
化
さ
れ
る
｡
こ
の
こ
と
は
､
彼
自
身
の
古
典
主
義
へ
の
回

帰
と
も
無
縁
で
は
な
い
｡
そ
し
て
､
表
現
主
義
は
む
し
ろ
非
ヨ
一
口
ッ
.
パ
的
な
も
の
と
し
て
､
す
な
わ
ち
ド
イ
ツ
人
が
月
己
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
性
を
忘

却
す
る
と
こ
ろ
に
生
じ
た
誤
り
と
し
て
批
判
的
に
捉
え
返
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
｡

こ
の
よ
う
に
ヴ
オ
リ
ン
ガ
ー
は
同
時
代
的
状
況
と
の
出
会
い
を
通
し
て
｢
芸
術
史
｣
を
何
度
も
構
想
し
直
し
て
い
る
｡
一
九
〇
七
年
か
ら
二
〇
年

代
(
2
〉
末
ま
で
の
彼
の
理
論
構
想
の
変
遷
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
つ
つ
､
彼
が
歴
史
を
幾
重
に
も
重
ね
描
き
し
た
こ
と
の
理
論
的
正
当
性
に
つ
い
て

考
察
す
る
こ
と
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
て
)
｡
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第
一
節

人
間
の
心
理
の
三
類
型
と
そ
の
歴
史
的
発
展
過
程

ヴ
オ
リ
ン
ガ
ー
の
美
学
理
論
の
基
本
的
な
立
場
は
､
最
初
期
の
『
抽
象
と
感
情
移
入
』

(
一
九
〇
八
年
)

お
よ
び
『
ゴ
シ
ッ
ク
の
形
式
問
題
』

(
一

九
一
一
年
)

の
内
に
明
瞭
に
示
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
二
つ
の
書
物
の
間
に
は
｢
ゴ
シ
ッ
ク
｣
を
め
ぐ
つ
て
わ
ず
か
な
(
か
つ
､
わ
れ
わ
れ
の
議
論
に

と
っ
て
は
き
わ
め
て
重
要
な
)
差
異
が
あ
る
が
､
そ
の
点
に
つ
い
て
は
後
に
触
れ
る
こ
と
と
し
､
ま
ず
は
二
つ
の
書
物
に
共
通
の
基
本
的
論
点
を
押

さ
え
て
お
こ
う
｡

ヴ
オ
リ
ン
ガ
ー
の
議
論
の
基
礎
を
な
す
の
は
､
｢
発
展
史
的
(
e
n
邑
c
k
-
u
n
g
s
g
e
s
c
h
i
c
b
t
l
i
c
b
)
｣
視
点
に
基
づ
く
人
間
の
｢
基
本
類
型
(
G
⊇
n
d
専
)
｣
論

で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
彼
は
､
｢
人
間
が
外
界
に
村
し
て
取
る
関
係
｣
を
｢
発
展
史
的
｣
に
三
つ
の
｢
根
本
類
型
｣
に
分
け
､
こ
の
三
つ
の
類
型
的
人
間

を｢原始人(derpri∋itiveMensch)｣｢古典人(derk】assischeMensch)｣｢東方人(derO計n邑iscbeMensch)｣と呼ぶ(〓害a】】い○)(｡)｡

彼
の
こ
の
立
場
は
､
｢
古
典
人
｣

-
す
な
わ
ち
､
｢
ギ
リ
シ
ア
･
ロ
ー
マ
お
よ
び
西
洋
近
代
｣
(
〓
岩
畳
.
会
)
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
人
間

-
を

唯
一
の
規
範
と
す
る
｢
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
的
(
e
∈
r
O
p
呂
e
n
t
計
c
h
)
｣
(
-
£
)

主
な
芸
術
観
に
村
す
る
根
本
的
な
批
判
を
含
意
し
て
い
る
｡
『
抽
象

と
感
情
移
入
』
に
お
い
て
彼
は
同
時
代
の
芸
術
現
象
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
言
及
し
て
い
な
い
が
､
例
外
的
に
{
6
〉
彼
は
当
時
の
｢
日
本
趣
味

(
J
a
p
O
コ
i
s
ヨ
u
S
)
｣
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
｡
｢
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
日
本
趣
味
は
､
純
粋
に
形
式
的
な
形
象
､
す
な
わ
ち
わ
れ
わ
れ
の

原
初
的
な
美
的
感
情
(
u
コ
S
e
r
e
賢
b
e
t
i
s
c
h
e
n
E
-
e
ヨ
e
n
t
a
毒
乳
旨
-
e
)
に
訴
え
か
け
る
形
象
と
し
て
の
芸
術
が
次
第
に
復
権
を
遂
げ
る
歴
史
に
お
い
て
､
重

要
な
段
階
の
一
つ
を
な
し
て
い
る
｡
ま
た
､
日
本
趣
味
は
さ
ら
に
､
純
粋
な
形
式
の
可
能
性
を
た
だ
古
典
的
規
範
の
内
部
に
の
み
見
る
､
と
い
う
も

っ
と
も
な
危
険
か
ら
わ
れ
わ
れ
を
救
っ
た
｣
(
豊
)
｡
彼
が
目
指
し
て
い
る
の
は
､
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
と
っ
て
習
慣
と
化
し
た
｢
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中

心
主
義
的
｣
芸
術
観
か
ら
の
｢
価
値
の
転
倒
｣
で
あ
り
､
か
つ
彼
は
理
論
に
よ
る
習
慣
の
打
破
と
い
う
｢
頭
脳
労
働
｣
に
よ
っ
て
こ
の
企
て
を
遂
行

し
ょ
う
と
す
る
(
怠
)
｡
そ
の
た
め
に
提
起
さ
れ
る
の
が
､
｢
感
情
移
入
｣
と
｢
抽
象
｣
と
い
う
対
概
念
で
あ
る
｡
両
概
念
の
定
義
は
一
般
に
よ
く
知
ら

れ
で
い
る
の
で
､
こ
こ
で
は
以
下
の
議
論
に
必
要
な
限
り
で
そ
の
要
点
を
確
認
す
る
に
と
ど
め
る
｡
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｢
感
情
移
入
｣
と
は
､
主
体
の
｢
生
命
感
情
｣
が
客
体
の
内
に
置
き
入
れ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
｡
そ
れ
ゆ
え
に
､
感
情
移
入
に
ふ
さ
わ
し
い
客
体

と
は
､
主
体
.
の
｢
生
命
感
情
｣
に
対
応
し
う
る
も
の
､
す
な
わ
ち
｢
有
機
的
な
も
の
｣
｢
生
命
に
あ
ふ
れ
た
も
の
｣
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
｡
そ
し
て

こ
の
こ
と
は
､
主
体
と
客
体
の
間
､
す
な
わ
ち
｢
人
間
と
外
的
世
界
現
象
の
間
｣
に
｢
幸
運
な
る
汎
神
論
的
で
親
密
な
関
係
｣
が
成
り
立
つ
こ
と
を

意
味
す
る
で
あ
ろ
う
｡
だ
が
､
ヴ
オ
リ
ン
ガ
ー
.
に
よ
れ
ば
､
こ
の
関
係
は
決
し
て
汎
歴
史
的
に
存
在
す
る
も
の
で
は
な
く
､
.
｢
ギ
リ
シ
ア
人
お
よ
び
そ

の
他
の
西
洋
人
｣
す
な
わ
ち
｢
近
代
人
｣
に
固
有
の
心
的
過
程
で
あ
る
(
芋
怠
)
｡
こ
の
点
を
示
す
た
め
に
､
･
ヴ
オ
リ
ン
ガ
ー
は
｢
感
情
移
入
｣
衝
動

を
｢
抽
象
｣
衝
動
と
の
.
村
比
に
お
い
て
人
類
の
｢
発
展
史
｣
の
内
に
位
置
づ
け
る
こ
と
を
試
み
る
.
｡

｢
抽
象
衝
動
｣
と
は
､
外
的
現
象
の
内
に
い
ま
だ
法
則
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
ず
､
変
化
す
る
外
的
現
象
の
無
秩
序
な
多
様
性
に
よ
っ
て
｢
不

安
｣
を
か
き
立
て
ら
れ
た
人
間
が
､
･
そ
の
不
安
か
ら
逃
れ
よ
う
と
し
て
､
変
化
を
逃
れ
た
｢
抽
象
的
｣
な
形
象
を
作
り
出
し
､
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て

此
岸
的
現
象
に
対
立
す
る
彼
岸
を
固
定
し
よ
う
と
求
め
る
こ
と
を
意
味
す
る
｡
こ
れ
は
｢
原
始
人
｣
に
特
有
の
心
的
過
程
で
あ
り
､
一
般
的
に
は
､

｢
人
類
の
合
琴
王
義
的
な
発
展
｣
と
と
も
に
､
す
な
わ
ち
現
象
世
界
の
法
則
性
の
認
識
が
進
捗
す
る
と
と
も
に
こ
の
｢
抽
象
衝
動
｣
に
代
わ
っ
て
｢
感

情
移
入
｣
衝
動
が
成
立
す
る
(
ム
や
芸
｡
だ
が
､
ヴ
オ
リ
ン
.
ガ
一
に
よ
れ
ば
､
｢
東
方
人
｣
は
こ
う
し
た
発
展
史
的
過
程
を
歩
ま
な
.
い
｡
｢
た
だ
東
方
の

文
化
的
諸
民
族
の
み
が
､
そ
の
深
い
世
界
本
能
に
よ
っ
て
合
理
主
義
的
な
意
味
に
お
け
る
発
展
に
対
立
し
､
世
界
の
外
的
現
象
の
内
に
た
だ
マ
ー
ヤ

ー
〈
7
〉
の
輝
け
る
覆
い
を
見
､
あ
ら
ゆ
る
生
命
現
象
の
汲
み
尽
く
し
が
た
い
〔
底
知
れ
ぬ
〕
混
乱
を
意
識
し
て
小
た
｡
世
界
像
(
室
t
b
ニ
d
首
い
か
に

知
的
な
仕
方
で
外
的
に
支
配
し
よ
う
と
も
､
東
方
の
文
化
的
諸
民
族
は
こ
の
混
乱
か
ら
目
を
逸
ら
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
｣
(
苫
)
〈
8
)
｡
｢
東
方
人
｣

に
お
い
■
て
は
､
｢
古
典
人
｣
に
お
け
る
の
と
は
逆
に
､
主
体
と
客
体
(
現
象
と
し
て
の
)
の
間
に
親
密
な
関
係
は
存
在
し
な
い
た
め
に
､
主
体
は
自
己

を
世
界
の
現
象
の
内
に
｢
没
入
｣
さ
せ
る
の
で
は
な
く
､
む
し
ろ
､
世
界
の
現
象
か
ら
偶
然
的
要
素
を
｢
切
り
離
し
｣
て
｢
抽
象
的
形
態
｣
･
を
作
り

上
げ
る
｡
そ
れ
ゆ
え
に
､
｢
古
典
人
｣
に
お
い
て
は
主
体
の
生
命
と
世
界
の
生
命
と
が
調
和
的
に
対
応
す
る
の
に
対
し
､
｢
東
方
人
｣
に
あ
っ
て
は
､

抽
象
的
な
世
界
と
偶
然
性
か
ら
脱
却
し
た
人
間
(
す
な
わ
ち
非
有
機
性
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
人
間
)
と
が
対
応
す
る
こ
と
に
な
る
(
挙
羊
山
号

こ
こ
で
人
類
の
｢
発
展
史
｣
に
つ
い
て
の
ヴ
オ
リ
ン
ガ
ー
の
考
え
を
ま
と
め
て
お
こ
う
｡
｢
抽
象
衝
動
は
､
あ
ら
ゆ
る
芸
術
の
始
源
に
存
す
る
と
と
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も
に
､
高
次
の
文
化
段
階
に
位
置
す
る
あ
る
種
の
民
族
〔
す
な
わ
ち
東
方
人
〕

に
お
い
て
支
配
的
で
あ
る
が
､
他
面
ギ
リ
シ
ア
人
や
そ
の
他
の
西
洋

人
の
も
と
で
は
次
第
に
弱
ま
り
､
感
情
移
入
衝
動
に
場
を
譲
つ
た
｣
(
念
)
､
あ
る
い
は
｢
人
類
の
合
理
主
義
的
な
発
展
は
か
の
本
能
的
な
不
安
を
､

す
な
わ
ち
世
界
全
体
に
お
け
る
人
間
の
位
置
の
喪
失
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
不
安
を
抑
圧
し
た
｣
(
u
O
)
､
と
い
っ
た
文
章
に
即
す
る
な
ら
ば
､

彼
は
人
類
の
｢
発
展
史
｣
に
二
つ
の
系
統
を
､
す
な
わ
ち
､
原
始
的
な
｢
抽
象
衝
動
｣
を
残
存
さ
せ
て
い
る
｢
東
方
人
｣
の
系
統
と
､
｢
抽
象
衝
動
｣

か
ら
｢
感
情
移
入
衝
動
｣
へ
の
合
理
主
義
的
発
展
を
示
す
｢
古
典
人
｣
(
す
虻
わ
ち
､
古
代
人
お
よ
び
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
｣
の
系
統
を
認
め
て
い
る
､

と
い
っ
て
よ
い
｡

だ
が
､
ヴ
オ
リ
ン
ガ
ー
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
人
類
の
｢
発
展
史
｣
を
｢
抽
象
衝
動
｣
か
ら
｢
感
情
移
入
衝
動
｣

へ
の
一
方
向
的
運
動
と
見
な

し
て
い
る
､
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
｡
『
抽
象
と
感
情
移
入
』
に
は
､
｢
感
情
移
入
｣
的
段
階
以
後
に
つ
い
て
語
る
議
論
が
､
い
わ
ば
唐
突
と
も
い

え
る
仕
方
で
挿
入
さ
れ
て
.
い
る
す
)
｡
そ
し
て
､
こ
の
議
論
の
飛
躍
が
､
以
下
の
わ
れ
わ
れ
の
議
論
を
先
取
り
す
る
な
ら
ば
､
彼
が
後
に
｢
表
現
主

義
運
動
｣
と
出
会
っ
た
と
き
に
そ
れ
を
い
か
に
理
論
化
す
る
か
､
と
い
う
問
題
と
関
連
す
る
こ
と
に
な
る
｡

原
始
人
は
外
界
の
諸
事
物
の
間
に
あ
っ
て
自
己
を
失
い
､
精
神
的
に
無
力
で
あ
る
(
g
巴
s
【
-
g
b
i
l
ぎ
s
)
で
あ
る
た
め
に
､
…
…
原
始
人
に
お
い
て
は
､

外
界
の
諸
事
物
か
ら
世
界
像
に
お
け
る
そ
の
恋
意
性
と
不
明
瞭
性
を
取
り
去
り
､
諸
事
物
に
必
然
性
と
合
法
則
性
と
い
う
価
値
を
与
え
よ
う
と
す

る
衝
動
が
き
わ
め
て
大
き
い
｡
大
胆
な
比
喩
を
用
い
る
な
ら
ば
､
原
始
人
に
お
い
て
は
い
わ
ば
｢
物
自
体
｣
へ
の
本
能
(
d
e
こ
n
s
t
i
昇
t
苧
d
a
s
=
D
i
n
g

a
n
s
i
c
b
=
)
が
最
も
強
い
｡
外
界
が
次
第
に
精
神
的
に
支
配
さ
れ
外
界
と
順
応
す
る
こ
と
は
､
こ
の
本
能
が
鈍
り
曇
ら
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
｡

人
間
精
神
が
何
千
年
に
も
わ
た
る
発
展
の
後
に
合
理
主
義
的
認
識
の
全
軌
道
を
通
り
抜
け
た
と
き
､
人
間
精
神
の
内
に
初
め
て
､
知
の
究
極
的
な

断
念
〔
諦
観
〕
と
し
て
､
｢
物
自
体
｣
へ
の
感
情
が
再
び
目
覚
め
る
｡
か
つ
て
は
本
能
で
あ
っ
た
も
の
が
､
.
今
や
認
識
に
よ
る
究
極
的
な
所
産
と
な

る
｡
知
の
尊
大
さ
〔
高
慢
さ
〕
(
H
O
C
h
ヨ
u
t
d
e
s
W
i
s
s
e
n
s
)
か
ら
引
き
ず
り
落
と
さ
れ
て
､
人
間
は
再
び
､
原
始
人
の
ご
と
く
､
世
界
像
を
前
に
茫
然

自
失
し
無
力
と
な
る
(
h
i
≡
O
S
)
｡
と
い
う
の
も
､
人
間
は
｢
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
内
に
存
在
す
る
可
視
的
な
世
界
は
マ
ー
ヤ
ー
の
所
産
で
あ
る
こ
と
､
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…
…
そ
れ
自
体
に
お
い
て
は
本
質
を
欠
い
た
仮
象
で
あ
る
｣
(
シ
ョ
ト
ベ
ン
ハ
ウ
ア
ー
『
カ
ン
ト
哲
学
の
批
判
』
)
こ
と
を
認
識
し
た
か
ら
で
あ
る
｡

/
だ
が
､
こ
の
認
識
は
芸
術
的
に
は
不
毛
で
あ
っ
た
｡
と
い
う
の
も
､
人
間
は
す
で
に
個
人
(
I
n
d
i
v
i
d
u
u
ヨ
)
と
な
っ
て
お
り
､
集
団
(
M
琵
e
)
か
ら

解
放
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
｡
共
通
の
本
能
に
よ
っ
て
固
く
結
び
つ
け
ら
れ
た
無
差
別
的
な
〔
未
分
化
の
〕
集
団
(
亡
n
d
i
謬
r
e
邑
e
ユ
e
M
a
s
s
e
)
の

内
に
横
た
わ
る
力
動
的
な
力
の
み
が
､
極
度
に
抽
象
的
な
美
を
持
っ
た
形
態
を
自
己
の
内
か
ら
創
造
す
る
こ
.
と
が
で
き
た
｡
孤
立
す
る
個
人
(
d
a
s

a
ニ
e
i
n
s
t
e
h
e
n
d
e
i
n
d
i
く
i
d
u
u
m
)
は
こ
う
し
た
抽
象
に
村
し
て
は
あ
ま
り
に
弱
か
っ
た
｡
(
u
N
･
u
い
)
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こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
､
ヴ
オ
リ
ン
ガ
ー
が
､
｢
抽
象
衝
動
｣
を
有
す
る
｢
古
代
人
｣
の
時
代
(
第
一
の
時
代
)
･
か
ら
｢
感
情
移
入
｣
を
生
み
出
す

｢
古
典
人
｣
看
い
し
近
代
ヨ
ー
ワ
ッ
パ
人
)
の
時
代
(
第
二
の
時
代
)

へ
の
発
展
を
｢
合
理
主
義
的
認
識
の
軌
道
｣
と
み
な
し
つ
つ
も
､
さ
ら
に
そ

の
次
の
段
階
(
第
三
の
時
代
)
と
し
て
､
あ
る
種
の
古
代
人
的
な
も
の
へ
の
回
帰
を
想
定
し
て
い
る
こ
と
､
(
一
九
〇
八
年
に
公
刊
さ
れ
､
一
九
一
〇

年
以
後
『
抽
象
と
感
情
移
入
』
.
の
｢
付
録
｣
と
し
て
収
め
ら
れ
る
論
考
｢
芸
術
に
お
け
る
超
越
と
内
在
に
つ
い
て
｣
の
言
葉
を
用
い
る
な
ら
ば
)
人

類
の
｢
精
神
的
発
展
｣
を
｢
出
発
点
｣
と
し
て
の
第
一
時
代
と
｢
終
点
｣
と
し
て
の
第
三
の
時
代
と
い
う
｢
二
つ
の
極
｣
の
間
で
な
さ
れ
る
｢
劇
｣

と
み
な
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
(
【
-
苫
∞
c
〓
∽
王
∞
竃
(
1
0
〉

第
三
の
時
代
(
す
な
わ
ち
カ
ン
ト
以
後
の
時
代
)
は
､
｢
『
物
自
体
』
へ
の
感
情
｣
(
‖
)
が
｢
再
び
目
覚
め
た
｣
段
階
で
虜
り
､
｢
『
物
自
体
』
へ
の
本

能
｣
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
第
一
の
時
代
の
復
活
と
い
う
側
面
を
持
つ
〈
望
｡
と
す
る
と
､
こ
こ
に
は
｢
感
情
移
入
｣
型
の
芸
術
か
ら
｢
抽
象
｣

型
の
芸
術
へ
の
移
行
が
示
唆
さ
れ
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
､
ヴ
オ
リ
ン
ガ
ー
は
こ
う
し
た
移
行
の
可
能
性
を
否
定
す
る
｡
彼
に
よ
れ
ば
､
抽
象

的
芸
術
を
生
み
出
し
た
の
は
､
い
ま
だ
｢
個
人
(
【
n
d
i
v
i
d
u
u
ヨ
)
｣
を
知
ら
な
い
抽
象
的
な
集
合
的
存
在
と
し
て
の
人
間
､
｢
無
差
別
的
な
=
未
分
化
の

集
団
｣
で
あ
る
｡
だ
が
､
こ
う
し
た
集
団
が
存
在
し
て
い
た
の
は
､
た
だ
第
一
の
時
代
の
み
で
あ
っ
て
､
｢
個
人
｣
の
時
代
と
し
て
の
現
代
に
お
い
て

は
最
早
こ
う
し
た
｢
無
差
別
的
な
=
未
分
化
の
集
団
｣
は
存
在
し
え
な
い
以
上
､
｢
抽
象
的
な
芸
術
｣
が
現
代
に
お
い
て
再
び
生
ま
れ
る
､
と
い
う
こ

と
は
あ
り
え
な
い
(
[
-
望
-
a
〓
-
蔦



そ
れ
で
は
､
人
類
の
｢
発
展
史
的
｣
考
察
に
基
づ
く
と
き
､
｢
ゴ
シ
ッ
ク
｣
芸
術
は
い
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
｢
様
式
心
理
学
｣

を
標
梼
す
る
ヴ
オ
リ
ン
ガ
ー
は
､
ゴ
シ
ッ
ク
の
担
い
手
と
し
て
.
の
｢
北
方
人
(
d
e
r
コ
O
r
d
i
s
c
h
e
M
e
コ
S
C
h
)
｣
を
｢
東
方
人
｣
お
よ
び
｢
古
典
人
｣
と
の
対

比
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
心
理
学
的
に
特
質
づ
け
る
(
〓
苫
置
こ
u
〓
霊
)
｡
｢
北
方
｣
で
は
､
古
代
(
お
よ
び
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
)

に
お
け
る
よ
う
な

自
然
と
の
調
和
は
存
在
し
な
い
が
､
同
時
に
､
.
東
方
に
お
け
る
よ
う
な
自
然
と
の
全
く
の
断
絶
も
存
在
し
な
い
｡
自
然
の
｢
認
識
｣
は
､
東
方
に
お

け
る
よ
う
に
完
全
に
断
念
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
が
､
し
か
し
同
時
に
､
い
ま
だ
古
代
(
お
よ
び
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
)

に
お
け
る
よ
う
に
獲
得

さ
れ
て
も
い
な
い
｡
こ
う
し
た
中
間
的
状
態
か
ら
､
｢
不
安
な
追
求
と
認
識
努
力
｣
(
】
宝
)
が
生
じ
る
｡
こ
れ
が
､
東
方
に
も
古
代
に
も
異
質
な
､
た

だ
北
方
の
芸
術
に
の
み
見
ら
れ
る
｢
表
現
｣
を
も
た
ら
す
｡
す
な
わ
ち
､
｢
矛
盾
に
満
ち
た
両
性
具
有
の
形
態
､
す
な
わ
ち
一
方
で
抽
象
､
他
方
で
強

め
ら
れ
た
表
現
｣
(
-
u
u
)
､
｢
非
有
機
的
な
基
礎
に
基
づ
く
高
め
ら
れ
た
表
現
｣
(
-
誌
)
､
｢
表
出
的
抽
象
の
よ
り
力
強
い
表
現
(
d
e
r
s
昏
k
e
r
e
A
u
s
d
2
C
k
e
i
n
e
r

e
x
p
r
e
s
s
i
く
e
n
A
b
s
t
r
a
k
t
i
O
n
)
｣
(
-
訟
⊥
至
)
､
と
い
っ
た
語
句
の
示
す
よ
う
に
､
｢
北
方
人
｣
の
心
理
的
原
理
は
､
抽
象
を
出
発
点
と
し
つ
つ
､
そ
こ
か
ら

の
激
し
い
運
動
に
よ
っ
て
表
現
を
目
指
す
と
こ
ろ
に
あ
る
｡

ヴ
オ
牛
ン
ガ
一
に
よ
れ
ば
､
｢
ゴ
シ
ッ
ク
｣
と
は
こ
の
よ
う
な
｢
北
方
人
｣
の
生
み
出
し
た
芸
術
形
式
に
ほ
か
な
ら
な
い
｡
彼
は
､
｢
北
方
的
｣
な

芸
術
意
志
が
北
方
に
お
い
て
は
首
尾
一
貫
し
て
存
在
し
て
い
る
と
い
う
視
点
か
ら
､
い
わ
ゆ
る
｢
ロ
マ
ネ
ス
ク
様
式
｣
と
｢
ゴ
シ
ッ
ク
様
式
｣
と
の

対
立
を
否
定
し
､
む
し
ろ
､
ロ
マ
ネ
ス
ク
に
見
ら
れ
る
古
代
ロ
ー
マ
的
な
残
存
が
消
え
去
る
と
き
､
北
方
的
な
芸
術
意
志
は
完
全
に
発
現
し
､
ゴ
シ

ッ
ク
様
式
を
生
み
出
す
､
と
主
張
す
る
(
-
裟
⊥
当
)
｡

だ
が
､
ヴ
オ
リ
ン
ガ
ー
自
身
が
強
調
す
る
よ
う
に
､
ル
ネ
サ
ン
ス
以
降
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
再
び
｢
感
情
移
入
衝
動
｣
が
支
配
的
と
な
る
｡

ゴ
シ
ッ
ク
か
ら
ル
ネ
サ
ン
ス
ヘ
の
移
行
は
い
か
に
説
明
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
彼
に
従
え
ば
､
｢
北
方
の
芸
術
意
志
の
抽
象
的
傾
向
性
｣
は
と
り
わ

け
｢
衣
紋
｣
の
｢
襲
(
F
a
-
t
e
コ
)
｣
の
内
に
明
確
に
示
さ
れ
る
が
､
そ
の
傾
向
が
強
ま
り
｢
衣
紋
｣
が
｢
身
体
に
対
し
て
独
自
の
存
在
｣
を
主
張
し
､
身

体
の
リ
ズ
ム
を
消
し
去
る
ま
で
に
い
た
る
と
(
し
ば
し
ば
｢
ゴ
シ
ッ
ク
の
バ
ロ
ッ
ク
｣
(
-
S
)
と
呼
ば
れ
る
ゴ
シ
･
ッ
ク
末
期
の
段
階
)
､
そ
れ
は
か
え

っ
て
｢
衣
紋
｣
そ
れ
自
体
の
解
消
を
招
き
､
そ
れ
と
と
も
に
ル
ネ
サ
ン
ス
が
開
始
す
る
｡
こ
う
し
て
､
｢
北
方
の
芸
術
創
造
｣
は
､
｢
そ
の
存
在
の
権
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利
を
失
い
､
〔
世
界
史
上
の
〕
発
展
過
程
か
ら
排
除
｣
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
｡
彼
は
『
抽
象
と
感
情
移
入
』
を
次
の
言
葉
で
終
え
て
い
る
｡

88

こ
の
よ
う
に
し
て
､
線
的
装
飾
か
ら
始
ま
り
後
期
ゴ
シ
ッ
ク
の
豊
か
な
膨
張
へ
と
い
た
.
っ
た
長
い
発
展
は
終
わ
り
.
､
ル
ネ
サ
ン
ス
が
､
す
な
わ
ち

偉
大
な
る
自
然
性
､
偉
大
な
る
市
民
性
(
ぎ
r
g
e
ユ
i
c
芹
e
i
t
)
が
始
ま
る
｡
…
…
こ
の
〔
ゴ
シ
ッ
ク
と
い
う
〕
不
自
然
性
の
内
に
存
す
る
す
べ
て
の
も
の

を
お
お
よ
そ
感
じ
取
っ
た
人
は
､
.
ル
ネ
サ
ン
ス
の
作
り
出
し
た
新
た
な
幸
福
の
可
能
性
を
喜
ぶ
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
･
有
機
的
な
も
の
､
自
然
的
な

も
の
の
勝
利
と
と
も
に
､
巨
大
な
伝
統
に
よ
っ
て
聖
別
化
さ
れ
た
偉
大
な
諸
価
値
が
永
遠
に
失
わ
れ
た
(
a
u
r
i
ヨ
m
e
r
V
e
ユ
O
r
e
n
g
i
n
g
)
こ
と
を
､
大
い

な
る
悲
し
み
を
も
っ
て
意
識
し
続
け
る
で
あ
ろ
う
｡
(
-
悪
)

｢
北
方
的
芸
術
意
志
｣
を
体
現
す
る
ゴ
シ
ッ
ク
時
代
は
､
｢
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
青
春
時
代
｣
(
-
呈
と
し
て
､
す
な
わ
ち
｢
永
遠
に
失
わ
れ
た
｣
も
の

と
し
て
歴
史
上
の
過
去
の
一
駒
な
の
で
あ
る
｡

第
二
節

ゴ
シ
ッ
ク
の
起
歴
史
性
と
ゲ
ル
マ
ン
性

前
節
冒
頭
で
指
摘
し
た
よ
う
に
､
『
抽
象
と
感
情
移
入
』
(
一
九
〇
八
年
)
と
.
『
ゴ
シ
ッ
ク
の
形
式
問
題
』
(
一
九
一
一
年
)
は
､
ヴ
オ
リ
ン
ガ
ー
の

最
初
期
の
思
想
を
明
確
に
示
す
書
物
で
あ
り
､
両
者
は
そ
の
基
本
的
論
点
､
す
な
わ
ち
､
人
間
を
三
類
型
に
分
け
､
｢
古
典
人
｣
を
も
っ
て
人
間
一
般

と
み
な
す
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
的
な
見
方
を
批
判
す
る
点
に
お
い
て
､
ま
た
､
｢
ゴ
シ
ッ
ク
｣
を
北
方
の
芸
術
の
特
質
一
般
(
す
な
わ
ち
ロ
マ
ネ
ス

ク
の
内
に
も
見
出
さ
れ
る
芸
術
的
特
質
)
と
し
て
捉
え
返
そ
う
と
す
る
点
に
お
い
て
共
通
す
る
｡
だ
が
､
両
者
の
間
に
は
､
ゴ
シ
ッ
ク
を
巡
っ
て
あ

る
差
異
が
認
め
ら
れ
る
｡
こ
の
差
異
は
､
『
ゴ
シ
ッ
ク
の
形
式
問
題
』
が
ゴ
シ
ッ
ク
.
の
超
歴
史
性
と
ゲ
ル
マ
ン
性
を
主
題
ど
す
る
点
に
認
め
ら
れ
る
｡

ま
ず
第
一
の
点
か
ら
検
討
し
よ
う
｡



わ
れ
わ
れ
の
考
え
方
に
よ
れ
ば
､
西
洋
全
体
の
芸
術
は
､
そ
れ
が
古
代
の
地
中
海
文
化
に
直
接
関
与
し
な
か
っ
た
限
り
に
お
い
て
､
そ
の
最
も
内

的
な
性
格
か
ら
す
れ
ば
ゴ
シ
ッ
ク
で
あ
り
､
ル
ネ
サ
ン
ス
と
い
う
北
方
の
発
展
に
お
け
る
偉
大
な
る
転
回
点
に
い
た
る
ま
で
ゴ
シ
ッ
ク
で
あ
っ
た
｡

…
…
魂
の
全
く
異
な
る
前
提
か
ら
出
発
す
る
イ
タ
リ
ア
･
ル
ネ
サ
ン
ス
は
､
そ
れ
が
北
方
に
浸
透
し
､
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
様
式
と
な
っ
た
と
き
に
も
､

ゴ
シ
ッ
ク
の
形
式
意
志
を
完
全
に
は
圧
殺
で
き
な
か
っ
た
｡
…
…
こ
の
よ
う
に
し
て
､
ゴ
シ
ッ
ク
の
様
式
心
理
学
的
概
念
は
､
ゴ
シ
ッ
ク
と
い
う

学
校
概
念
を
超
え
て
､
現
在
に
ま
で
達
し
て
い
る
｡
(
N
0
0
)

こ
こ
で
は
ゴ
シ
ッ
ク
の
二
つ
の
概
念
(
捉
え
方
)
が
区
別
さ
れ
て
い
る
｡
一
方
は
､
通
常
の
様
式
的
な
意
味
に
お
け
る
｢
ゴ
シ
ッ
ク
｣
概
念
で
あ

り
､
そ
れ
を
ヴ
オ
リ
ン
ガ
ー
は
｢
学
校
概
念
｣
と
呼
ん
で
い
る
｡
そ
れ
は
､
ゴ
シ
ッ
ク
を
一
二
世
紀
後
半
か
ら
一
大
世
紀
初
頭
ま
で
(
イ
タ
リ
ア
で

は
〓
二
世
紀
初
頭
か
ら
一
五
世
紀
中
期
ま
で
)

の
時
代
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
栄
え
た
歴
史
上
の
あ
る
過
去
の
時
代
に
属
す
る
様
式
と
み
な
す
立
場
で
あ

る
｡
そ
れ
に
村
し
て
､
彼
が
こ
こ
で
提
起
す
る
の
は
｢
様
式
心
理
学
的
概
念
｣
と
し
て
の
ゴ
シ
ッ
ク
で
あ
る
(
無
論
､
『
抽
象
と
感
情
移
入
｢
に
お
い

て
も
彼
は
ゴ
シ
ッ
ク
を
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
用
い
て
い
た
)
｡
こ
の
立
場
に
立
つ
な
ら
ば
､
ゴ
シ
ッ
ク
は
､
決
し
て
イ
タ
リ
ア
･
ル
ネ
サ
ン
ス
に

よ
っ
て
も
完
全
に
否
定
さ
れ
た
の
で
は
な
く
､
｢
北
方
の
バ
ロ
ッ
ク
｣
に
お
い
て
､
さ
ら
に
は
｢
現
在
｣
に
お
い
て
も
な
お
歴
史
的
に
認
め
ら
れ
る
現

象
で
あ
る
こ
と
に
な
る
｡
い
や
む
し
ろ
さ
ら
に
い
え
ば
､
｢
ゴ
シ
ッ
ク
｣
と
は
｢
無
時
代
的
な
人
種
現
象
｣
､
す
な
わ
ち
｢
北
方
の
人
間
性
｣
に
根
差

し
た
超
時
間
的
現
象
で
あ
る
(
-
N
宅
こ
の
よ
う
な
視
点
は
『
抽
象
と
感
情
移
入
』
に
は
全
く
存
在
し
な
い
｡

こ
の
新
た
な
議
論
に
対
し
て
は
､
こ
こ
に
い
う
｢
ゴ
シ
ッ
ク
｣
と
は
単
な
る
理
論
的
虚
構
な
の
で
は
な
い
か
､
と
い
う
疑
問
も
生
じ
よ
う
｡
そ
れ

に
対
し
て
､
彼
は
次
の
よ
う
に
答
え
る
｡
｢
純
粋
に
様
式
心
理
学
的
な
探
求
は
〔
個
々
の
作
品
や
個
々
の
時
期
に
注
目
す
る
の
で
は
な
く
〕
む
し
ろ
た

だ
理
想
型
の
み
に
着
目
す
る
｡
こ
の
理
想
型
は
､
恐
ら
く
一
度
も
実
在
性
を
獲
得
し
た
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
､
し
か
し
あ
ら
ゆ
る
実
在
の
努
力

に
と
っ
て
は
内
在
的
な
目
標
と
し
て
念
頭
に
浮
か
ん
で
い
る
も
の
で
あ
る
｣
(
≡
)
｡
つ
ま
り
､
ヴ
オ
リ
ン
ガ
一
に
と
っ
て
は
､
自
ら
の
論
じ
る
｢
ゴ

シ
ッ
ク
｣
と
は
そ
の
実
在
性
を
要
求
し
な
い
も
の
で
あ
り
､
む
し
ろ
｢
理
想
型
｣
､
つ
ま
り
個
々
の
実
在
性
に
と
っ
て
の
｢
目
標
｣
(
と
い
う
一
種
の
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消
失
点
=
虚
焦
点
)
な
の
で
あ
を
｡

こ
の
よ
う
に
｢
理
想
型
｣
と
し
て
の
ゴ
シ
ッ
ク
は
現
実
に
お
い
て
不
在
で
あ
る
が
､
ま
さ
に
そ
の
ゆ
え
に
､
こ
の
｢
理
想
型
｣
と
し
て
の
ゴ
シ
ッ

ク
は
狭
義
の
ゴ
シ
ッ
ク
期
に
限
定
さ
れ
ず
に
､
さ
ま
ざ
ま
の
時
代
の
芸
術
現
象
の
内
に
現
れ
る
こ
と
が
で
き
る
｡
彼
は
､
｢
ル
ネ
サ
ン
ス
と
は
､
最
初

期
の
北
方
の
始
源
か
ら
バ
ロ
ッ
ク
､
い
や
曙
コ
コ
に
い
た
る
ま
で
の
巨
大
に
し
て
､
ル
ネ
サ
ン
ス
を
除
け
ば
途
絶
え
る
こ
と
の
な
い
発
展
過
程
に
お

い
て
､
一
種
の
異
物
に
す
ぎ
な
い
｣
(
∞
か
)
､
と
述
べ
て
､
歴
史
の
地
と
図
の
反
転
を
企
て
る
｡
ま
た
こ
の
こ
と
は
､
北
方
に
お
け
る
ル
ネ
サ
ン
ス
が

仮
に
南
方
の
ル
ネ
サ
ン
ス
の
影
響
下
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
､
両
者
の
間
に
は
根
本
的
な
相
違
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
で
あ
ろ
う
｡
い
ず

れ
の
ル
ネ
サ
ン
ス
も
､
｢
感
受
お
よ
び
認
識
が
集
団
(
M
a
s
s
e
)
か
ら
個
々
の
自
我
(
旨
巾
i
転
-
n
e
I
c
b
)
へ
と
潜
行
す
る
｣
過
程
を
前
提
と
す
る
｡
だ
が
､

南
方
の
ル
ネ
サ
ン
ス
に
お
い
て
は
､
主
の
個
人
化
の
過
程
は
｢
機
械
的
な
分
割
過
程
で
は
な
く
､
有
機
的
な
分
化
の
過
程
｣
で
あ
っ
て
､
そ
れ
ゆ
え

に
個
々
の
構
成
員
は
｢
一
つ
の
大
き
な
民
族
有
機
体
(
e
i
n
讐
旨
ざ
芹
s
O
扁
邑
s
m
u
s
)
｣
を
な
す
｢
人
格
(
P
e
邑
已
i
c
b
k
e
i
-
)
｣
で
あ
る
の
に
村
し
､
.
北
方

の
ル
ネ
サ
ン
ス
に
あ
っ
て
は
､
.
個
人
化
の
過
程
は
｢
機
械
的
な
分
割
過
程
｣
で
あ
り
､
そ
の
た
め
に
個
々
の
構
成
貞
は
他
の
構
成
貞
と
有
機
的
に
連

関
す
る
こ
と
の
な
い
｢
個
人
(
l
n
d
i
v
i
d
u
u
m
)
｣
に
す
ぎ
な
い
｡
換
言
す
る
な
ら
ば
､
同
じ
く
自
我
の
覚
醒
と
い
っ
て
も
､
南
方
に
お
い
て
成
立
し
て
い

る
の
は
個
々
人
と
民
族
と
の
い
わ
ば
有
機
的
関
係
､
す
な
わ
ち
一
つ
の
生
命
が
民
族
と
諸
個
人
の
内
に
生
き
て
い
る
よ
う
な
関
係
で
あ
る
の
に
対
し
､

北
方
に
お
い
て
成
立
し
て
い
る
の
は
個
々
人
が
全
く
相
互
に
連
関
を
欠
い
た
機
械
的
関
係
に
す
ぎ
な
い
､
七
ヴ
オ
.
｣
リ
ン
ガ
ー
は
論
じ
る
(
〓
や
.

-
軍
-
N
竃
彼
は
明
言
し
.
て
い
な
い
が
､
こ
う
し
た
南
方
ル
ネ
サ
ン
ス
の
捉
え
方
の
内
に
は
､
『
抽
象
と
感
情
移
入
』
に
お
け
る
｢
感
情
移
入
衝
動
｣

の
議
論
の
反
映
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
｡
す
な
わ
ち
､
｢
感
情
移
入
｣
は
主
体
と
客
体
と
の
間
の
有
機
的
関
係
の
内
に
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
が
､

ヴ
オ
リ
ン
ガ
ー
は
こ
う
し
た
有
機
的
関
係
を
個
人
と
全
体
の
間
に
拡
張
し
っ
つ
､
そ
の
こ
と
を
通
し
て
南
方
ル
ネ
サ
ン
ス
を
特
徴
づ
け
て
い
る
､
と

い
っ
て
よ
い
｡

か
つ
､
こ
の
超
歴
史
的
な
ゴ
シ
ッ
ク
は
､
｢
異
物
｣
と
し
て
の
ル
ネ
サ
ン
ス
を
超
え
て
バ
ロ
ッ
ク
な
い
し
ロ
コ
コ
に
ま
で
達
し
た
の
み
で
は
な
い
｡

彼
は
､
｢
ゴ
シ
ッ
ク
に
村
す
る
あ
る
種
の
内
的
理
解
は
､
近
代
.
の
鉄
構
築
術
に
よ
っ
て
再
び
も
た
ら
さ
れ
た
｣
､
と
論
じ
､
ゴ
シ
ッ
ク
と
近
代
の
鉄
建
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築
が
､
構
築
そ
れ
自
体
､
構
成
そ
れ
自
体
に
建
築
の
中
心
的
位
置
を
与
え
る
こ
と
に
注
目
す
る
｡
無
論
､
｢
形
式
意
志
｣
が
こ
の
よ
う
な
｢
構
成
｣
を

求
め
た
ゴ
シ
ッ
ク
の
場
合
と
は
違
い
､
近
代
の
鉄
建
築
は
こ
の
よ
う
な
形
式
意
志
を
前
提
と
す
る
こ
と
な
く
､
た
だ
｢
素
材
｣
と
し
て
の
｢
鉄
｣
に

よ
っ
て
こ
の
よ
う
な
｢
構
成
｣
に
い
た
る
点
で
両
者
は
異
な
る
｡
と
は
い
え
､
｢
近
代
の
北
方
人
｣
が
こ
う
し
た
鉄
素
材
を
好
み
､
か
つ
そ
こ
に
｢
新

た
な
建
築
様
式
｣
の
可
能
性
を
見
て
取
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
の
内
に
は
､
北
方
人
の
内
に
受
け
継
が
れ
た
｢
ゴ
シ
ッ
ク
の
形
式
意
志
の
隔
世
遺
伝

的
反
響
｣
が
認
め
ら
れ
る
､
と
彼
は
主
張
す
る
(
｣
N
･
｣
い
)

(
1
3
)
｡

次
に
､
『
抽
象
と
感
情
移
入
』
と
冒
シ
ッ
ク
の
形
式
問
題
』
の
間
に
見
ら
れ
る
第
二
の
差
異
に
つ
い
て
検
討
し
ょ
う
｡
冒
シ
ッ
ク
の
形
式
問
題
』

の
ヴ
ォ
リ
ン
ガ
ー
は
ゴ
シ
ッ
ク
の
｢
北
方
性
｣
の
み
な
ら
ず
｢
ゲ
ル
マ
ン
性
｣
を
も
強
調
す
る
が
､
こ
の
こ
と
の
意
味
は
ロ
マ
ネ
ス
ク
か
ら
狭
義
の

ゴ
シ
ッ
ク
の
移
行
の
過
程
に
お
け
る
ゲ
ル
マ
ン
人
と
フ
ラ
ン
ス
人
の
位
置
を
め
ぐ
る
議
論
に
即
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
｡

｢
ロ
マ
ネ
ス
ク
様
式
｣
と
は
､
た
し
か
に
｢
北
方
の
芸
術
意
志
｣
に
基
づ
く
と
は
い
え
､
な
お
古
代
の
伝
統
に
よ
っ
て
｢
抑
圧
さ
れ
､
拘
束
さ
れ
､

抑
制
さ
れ
｣
て
い
る
｡
か
つ
｢
ゲ
ル
マ
ン
的
北
方
｣
は
そ
の
｢
鈍
重
さ
｣
の
た
め
に
､
｢
自
ら
が
不
明
瞭
に
感
じ
て
い
る
も
の
､
自
ら
の
待
望
し
て
い

る
も
の
を
自
立
的
に
定
式
化
す
る
こ
と
が
常
に
で
き
な
い
｣
.
と
い
う
宿
命
に
囚
わ
れ
て
い
る
｡
そ
れ
ゆ
え
､
北
方
の
芸
術
意
志
を
古
代
的
伝
統
に
よ

る
抑
圧
か
ら
｢
解
放
｣
し
､
狭
義
の
ゴ
シ
ッ
ク
を
も
た
ら
す
運
動
は
､
｢
外
部
か
ら
｣
来
な
く
て
は
な
ら
な
い
｡
具
体
的
に
述
べ
る
な
ら
ば
､
｢
ゲ
ル

マ
ン
的
要
素
と
ロ
マ
ン
ス
的
要
素
が
最
も
内
的
に
浸
透
し
合
っ
て
い
る
と
こ
ろ
｣
､
す
な
わ
ち
｢
ロ
マ
ン
ス
的
要
素
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
西
方
｣
で
あ
る
｢
フ
ラ
ン
ス
の
中
心
部
｣
に
お
い
て
こ
の
解
放
運
動
は
生
じ
た
､
と
ヴ
オ
リ
ン
ガ
ー
述
べ
る
｡
フ
ラ
ン
ス
こ
そ
､
ゴ
シ
ッ
ク
を

｢
明
瞭
に
形
式
化
す
る
力
を
持
っ
て
い
る
｣
と
い
う
の
で
あ
る
(
そ
し
て
彼
の
こ
の
発
言
は
､
ゴ
シ
ッ
ク
様
式
が
一
二
世
紀
後
半
に
イ
ル
=
ド
=
フ

ラ
ン
ス
地
方
に
お
い
て
成
立
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
い
る
)
｡
こ
の
点
を
指
摘
し
た
上
で
､
し
か
し
彼
は
次
の
よ
う
に
続
け
る
｡
｢
だ
が
､
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
フ
ラ
ン
ス
を
ゴ
シ
ッ
ク
の
本
来
の
故
郷
の
地
(
H
e
i
ヨ
a
t
-
賀
d
)
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
｡
フ
ラ
ン
ス
に
生
じ
た
の
は
ゴ
シ
ッ
ク
で
は
な

く
､
た
だ
ゴ
シ
ッ
ク
の
体
系
に
す
ぎ
な
い
｡
…
…
フ
ラ
ン
ス
が
創
造
し
た
の
は
最
も
美
し
く
生
動
的
な
ゴ
シ
ッ
ク
の
建
築
物
で
は
あ
る
が
､
最
も
純

粋
な
ゴ
シ
ッ
ク
の
建
築
物
で
は
な
い
､
と
お
そ
ら
く
は
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
｡
純
粋
な
ゴ
シ
ッ
ク
文
化
(
d
i
e
g
O
t
i
s
c
h
e
R
e
i
已
2
【
【
u
r
)
の
国
は
ゲ
ル
マ
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ン
的
北
方
で
あ
る
｣
(
軍
票
)
｡
ゴ
シ
ッ
ク
の
起
源
は
ウ
ラ
ン
ス
に
あ
る
に
せ
よ
､
｢
ゴ
シ
ッ
ク
の
本
来
の
故
郷
の
地
｣
は
フ
ラ
ン
ス
で
は
な
い
｡
フ
ラ

ン
ス
が
行
っ
た
こ
と
は
､
こ
の
ゴ
シ
ッ
ク
の
形
式
意
志
の
発
展
に
と
っ
て
の
｢
外
部
か
ら
｣
の
｢
き
っ
か
け
｣
.
に
す
ぎ
ず
､
そ
れ
を
ゴ
シ
ッ
ク
の
根

拠
と
取
り
違
え
て
は
な
ら
な
い
｡
つ
ま
り
ヴ
オ
リ
ン
ガ
一
に
よ
れ
ば
､
フ
ラ
ン
ス
が
い
わ
ば
先
鞭
を
付
け
た
も
の
を
イ
ィ
ッ
が
自
ら
の
も
の
と
し
､

自
己
に
固
有
の
発
展
過
程
の
内
に
生
か
し
て
い
く
､
と
い
う
過
程
が
狭
義
の
ゴ
シ
ッ
ク
を
成
立
さ
せ
る
｡
狭
義
の
ゴ
シ
ッ
ク
の
成
立
を
ド
イ
ツ
と
フ

ラ
ン
ス
の
間
の
関
係
に
即
し
て
捉
え
る
､
と
い
う
視
点
は
『
抽
象
と
感
情
移
入
』
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
.
で
あ
る
(
1
〝
)
｡
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第
三
節

表
現
主
義
の
理
論
化

『
抽
象
と
感
情
移
入
』
と
『
ゴ
シ
ッ
ク
の
形
式
問
題
』
の
間
に
見
ら
れ
る
ゴ
シ
ッ
ク
観
の
(
小
さ
な
)
差
異
は
何
に
由
来
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡

こ
の
間
い
に
答
え
る
手
が
か
け
は
､
彼
が
『
抽
象
と
感
情
移
入
』
(
第
三
版
､
一
九
一
〇
年
)
に
付
し
た
｢
序
文
｣
､
お
よ
び
同
時
代
の
芸
術
現
象
に

つ
い
て
触
れ
た
二
つ
の
論
文
の
内
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
｡

ま
ず
､
『
抽
象
と
感
情
移
入
』
第
三
版
へ
の
｢
序
文
｣
(
一
九
一
〇
年
)
に
注
目
し
よ
う
｡
彼
は
､
｢
感
情
移
入
｣
に
村
し
て
届
象
｣
を
対
比
さ
せ

る
､
と
い
う
こ
の
書
物
の
凝
起
し
た
｢
問
題
｣
が
同
時
代
的
芸
術
運
動
と
符
合
す
る
点
が
あ
る
こ
と
に
注
意
を
喚
起
し
て
い
る
｡
｢
最
近
の
芸
術
運
動

は
､
私
の
問
題
が
､
単
に
歴
史
を
回
顧
し
評
価
す
る
芸
術
史
家
に
と
っ
て
の
み
な
ら
ず
､
新
た
な
表
現
目
的
を
求
め
て
実
践
し
て
い
る
芸
術
家
に
と

っ
て
も
､
直
接
的
な
現
実
性
を
獲
得
し
た
こ
と
を
示
し
た
｡
今
ま
で
誤
認
さ
れ
笑
い
も
の
に
さ
れ
て
き
た
抽
象
的
芸
術
意
志
の
価
値
を
私
は
学
問
的

に
復
権
し
よ
う
と
試
み
た
が
､
こ
れ
ら
の
価
値
は
同
時
に
ま
た
-
-
⊥
悪
意
的
に
で
は
な
く
､
尭
展
の
内
的
必
然
性
に
よ
っ
て

-

芸
術
上
も
新
た
に

獲
得
さ
れ
た
｣
(
【
-
や
N
-
b
]
}
≦
Ⅰ
･
≦
l
【
)
｡
破
は
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
､
自
ら
の
理
論
と
最
新
の
芸
術
運
動
の
間
の
｢
平
行
関
係
(
P
a
r
a
ニ
e
-
i
s
ヨ
u
S
)
｣
を
指

摘
す
る
｡

一
体
こ
こ
に
い
う
｢
最
近
の
芸
術
運
動
｣
と
は
何
か
｡
こ
の
点
は
､
一
九
一
一
年
､
す
な
わ
ち
『
ゴ
シ
ッ
ク
の
形
式
問
題
』
と
同
年
に
著
さ
れ
た



論
考
｢
最
新
の
芸
術
へ
の
発
展
史
｣
の
検
討
か
ら
明
ら
か
と
な
る
〈
ほ
〉
｡

彼
が
主
題
と
す
る
の
は
｢
若
き
パ
リ
派
の
綜
合
主
義
者
と
表
.
現
主
義
者
(
d
i
e
j
u
n
等
a
r
i
s
e
r
S
苫
h
e
t
i
s
t
e
n
亡
n
d
E
x
p
r
e
s
s
i
O
コ
i
s
t
e
n
)
｣
(
【
室
-
b
】
)
苫
)
-
1

具体的には当時のマティスに代表される野獣派の画家･-
で
あ
り
､
こ
の
二
〇
世
紀
初
頭
の
フ
ラ
ン
ス
起
源
の
新
た
な
芸
術
運
動
に
発
展

史
的
必
然
性
を
見
出
し
､
そ
れ
を
積
極
的
に
擁
護
し
よ
う
と
す
る
の
が
こ
の
論
考
の
目
的
で
あ
る
｡
当
時
の
新
芸
術
は
､
一
般
の
大
衆
に
は
｢
主
観

的
か
悪
意
の
所
産
｣
に
見
え
る
に
し
て
.
も
､
む
し
ろ
､
そ
こ
に
は
｢
発
展
史
的
に
必
然
的
な
も
の
｣
が
備
わ
っ
て
お
り
､
そ
れ
に
即
し
て
こ
の
新
芸

術
を
捉
え
る
な
ら
ば
､
そ
れ
は
む
し
ろ
逆
に
､
｢
主
観
的
に
し
て
恋
意
的
な
も
の
､
単
に
個
人
的
に
制
約
さ
れ
た
も
の
の
克
服
｣
を
目
指
す
も
の
､
す

な
わ
ち
､
主
観
的
な
も
の
=
個
人
的
な
も
の
に
先
立
つ
｢
原
初
的
な
も
の
(
e
t
w
a
s

E
-
e
m
e
n
t
a
r
e
s
)
｣
(
1
6
〉
の
復
活
を
目
指
す
も
の
と
み
な
さ
れ
な
く
て

は
な
ら
な
い
(
窒
)
､
と
彼
は
主
張
し
､
こ
の
新
た
な
段
階
を
次
の
よ
う
に
｢
発
展
史
的
｣
に
正
当
化
す
る
｡

発
展
史
的
に
思
考
す
る
人
に
と
っ
て
､
か
つ
て
の
原
初
的
発
展
段
階
〔
展
開
段
階
〕

へ
の
回
帰
は
何
ら
新
し
い
も
の
で
は
な
い
｡
…
…
た
だ
振
子

の
振
幅
が
交
替
す
る
の
で
あ
る
｡
振
子
の
振
動
が
か
く
も
大
き
く
振
れ
､
そ
こ
か
ら
逆
に
究
極
的
で
最
も
原
初
的
な
も
の
(
d
a
s

L
e
t
N
t
e
∈
コ
d

E
-
e
ヨ
e
コ
t
琶
S
t
e
)

-

す
な
わ
ち
､
わ
れ
わ
れ
.
の
高
慢
(
H
O
C
h
ヨ
u
t
)
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
･
古
典
的
囚
わ
れ
の
ゆ
え
に
､
ま
た
わ
れ
わ
れ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

成
人
の
観
点
の
近
視
性
の
ゆ
え
に
わ
れ
わ
れ
が
今
ま
で
そ
こ
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
い
た
も
の

-

へ
と
回
帰
す
る
こ
と
は
､
わ
れ
わ
れ
の
時
代
の

力
強
さ
と
憧
憶
に
と
っ
て
の
最
良
の
徴
で
あ
る
｡
原
初
的
発
展
段
階
へ
と
人
々
が
回
帰
す
る
の
は
､
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
自
然
に
再
び
よ
り
近
づ

く
こ
と
が
で
き
る
と
望
む
か
ら
で
あ
る
｡
(
芸
)

こ
こ
で
想
起
す
べ
き
は
､
｢
知
の
尊
大
さ
〔
高
慢
さ
〕
(
H
O
C
F
ヨ
∈
(
d
e
s
W
i
s
s
e
コ
S
)
か
ら
引
き
ず
り
落
と
さ
れ
て
､
人
間
は
再
び
､
原
始
人
の
ご
と
く
､

世
界
像
を
前
に
茫
然
自
失
し
無
力
と
な
る
｣
(
〓
苫
0
0
a
】
㌦
N
)
､
と
い
う
『
抽
象
と
感
情
移
入
』
の
一
節
で
あ
ろ
う
｡
そ
こ
に
お
い
て
ヴ
オ
リ
ン
ガ
ー
は
､

近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
｢
高
慢
さ
｣
へ
の
批
判
と
し
て
､
｢
物
自
体
｣
を
め
ぐ
る
カ
ン
ト
哲
学
を
挙
げ
て
い
た
が
､
現
在
の
芸
術
運
動
は
ま
さ
に
こ
う
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し
た
カ
ン
ト
哲
学
の
立
場
を
実
践
し
て
い
る
か
の
ご
と
き
で
あ
る
｡
だ
が
､
『
抽
象
と
感
情
移
入
』
と
こ
の
一
九
一
一
年
の
論
考
と
の
間
に
は
相
違
も

あ
る
｡
そ
れ
は
､
前
著
(
お
よ
び
｢
付
録
｣
.
と
し
て
収
め
ら
れ
た
論
考
)

に
お
い
て
ヴ
オ
リ
ン
ガ
ー
が
人
類
の
歴
史
を
｢
出
発
点
｣
と
し
て
の
第
一

の
時
代
か
ら
｢
終
点
｣
と
し
て
の
第
三
の
時
代
に
い
た
る
一
方
向
的
過
程
と
み
な
し
て
い
た
の
に
対
し
(
〓
苫
畳
-
声
〓
苫
0
0
c
〓
0
0
e
､
こ
の
一
九
一

一
年
の
論
考
で
は
､
歴
史
を
む
し
ろ
第
一
の
時
代
と
第
二
の
時
代
の
間
の
｢
振
子
｣
運
動
と
み
な
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
｡
ま
た
､
そ
れ
と
関
連

し
て
､
.
か
つ
て
は
第
三
の
時
代
が
｢
芸
術
的
に
不
毛
｣
(
〓
苫
∞
a
】
㌦
い
)
で
あ
る
､
と
述
べ
て
い
た
ヴ
オ
リ
ン
ガ
ー
は
､
む
し
ろ
第
二
の
時
代
か
ら
第
一

の
時
代
へ
の
回
帰
と
し
て
現
代
を
捉
え
返
す
こ
と
で
新
芸
術
の
意
義
を
積
極
的
に
論
じ
る
こ
と
に
な
る
｡

だ
が
､
歴
史
を
第
一
の
時
代
と
第
二
の
時
代
と
の
間
の
振
子
運
動
と
み
な
す
限
り
､
第
一
の
時
代
へ
の
回
帰
は
決
し
て
｢
終
点
｣
で
は
あ
り
え
な

い
｡
｢
現
代
の
原
始
性
(
ヨ
O
d
e
m
e
P
r
i
ヨ
i
t
i
く
i
昏
)
は
決
し
て
最
終
的
段
階
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
｣
､
む
し
ろ
｢
単
な
る
移
行
｣
な
い
し
｢
将
来
の
新
た
な

決
定
的
言
葉
が
発
せ
ら
れ
る
に
先
立
っ
■
て
大
き
く
長
く
息
を
吸
っ
て
い
る
状
態
｣
で
あ
る
｡
｢
将
来
の
芸
術
は
､
き
わ
め
て
原
初
的
で
力
強
い
形
式
言

語
を
加
工
し
た
後
に
､
再
び
よ
り
緊
密
な
伝
統
に
､
そ
し
て
そ
の
こ
と
を
通
し
て
自
己
自
身
に
戻
っ
て
い
く
な
ら
ば
､
何
と
力
強
く
な
る
こ
と
か
｣

(
ヨ
)
｡
無
論
､
第
一
の
時
代
の
復
活
の
後
に
想
定
さ
れ
る
芸
術
の
段
階
に
つ
い
て
彼
は
明
確
な
像
を
有
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
〈
け
〉
｡

な
キ
も
､
ユ
つ
こ
の
論
考
で
注
目
す
べ
き
は
､
ド
イ
ツ
と
フ
ラ
ン
ス
の
関
係
に
つ
い
て
の
議
論
で
あ
る
｡
こ
の
論
考
の
末
尾
に
お
い
て
ヴ
オ
リ

ン
ガ
ー
は
､
フ
ラ
ン
ス
を
中
心
に
現
れ
た
｢
若
き
パ
リ
派
｣
と
現
代
の
ド
イ
ツ
の
画
家
の
関
係
を
改
め
て
問
う
｡
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自
ら
の
ド
イ
ツ
性
に
関
し
て
､
と
り
わ
け
ド
イ
ツ
芸
術
の
発
展
の
運
命
に
つ
い
て
本
当
に
通
じ
て
い
る
人
な
ら
ば
､
わ
れ
わ
れ
に
生
得
的
に
備
わ

ケ
て
い
る
問
題
性
と
感
性
的
本
能
の
不
確
か
さ
と
の
ゆ
え
に
､
わ
れ
わ
れ
が
固
有
の
形
式
へ
の
直
接
的
道
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
､

わ
れ
わ
れ
が
き
っ
か
け
を
常
に
外
部
か
ら
受
け
取
る
こ
と
を
､
わ
れ
わ
れ
が
ま
ず
は
わ
れ
わ
れ
自
身
を
断
念
し
失
う
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
わ
れ
わ

れ
本
来
の
自
己
を
発
見
し
ケ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
｡
こ
れ
が
デ
ュ
ト
ラ
ー
か
ら
マ
レ
ー
に
い
た
る
ま
で
の
ド
イ
ツ
芸
術
の
悲
劇
に
し
て
偉
大
さ

で
あ
る
｡
わ
れ
わ
れ
の
芸
術
を
そ
の
他
の
芸
術
世
界
と
の
対
決
か
ら
切
り
離
そ
う
と
す
る
人
は
､
わ
れ
わ
れ
本
来
の
国
民
的
伝
統
を
否
定
す
る
こ



と
に
な
る
｡
…
…
こ
の

〔
ド
イ
ツ
の
芸
術
の
発
展
に
固
有
の
〕
悲
劇
が
ド
イ
ツ
の
芸
術
に
そ
れ
固
有
の
力
動
性
(
D
y
n
a
ヨ
i
k
)
を
与
え
た
｡
(
ヨ
･
芸
)

こ
の
一
節
は
､
同
年
に
公
刊
さ
れ
た
『
ゴ
シ
ッ
ク
の
形
式
問
題
』
に
お
い
て
デ
ユ
･
-
ラ
ー
に
言
及
し
た
一
節
と
密
接
に
連
関
す
る
｡
そ
こ
に
お
い
て

ヴ
オ
ー
リ
ン
ガ
ー
は
､
狭
義
の
｢
ゴ
シ
ッ
ク
十
の
衰
退
の
後
に
ル
ネ
サ
ン
ス
を
迎
え
た
北
方
に
お
い
て
､
デ
ュ
ー
ラ
ー
が
｢
決
し
て
相
容
れ
な
い
二

つ
の
芸
術
的
麦
湯
世
界
｣
(
す
な
わ
ち
､
東
方
的
ル
ネ
サ
ン
ス
と
北
方
的
芸
術
意
志
)
の
綜
合
と
い
う
不
可
能
な
事
柄
を
追
求
し
た
こ
と
を
｢
特
殊
北

方
的
な
悲
劇
｣
と
呼
び
､
か
つ
こ
の
悲
劇
が
｢
マ
レ
ー
｣
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
｢
常
に
新
た
な
形
態
と
衣
装
の
も
と
に
繰
り
返
さ
れ
る
｣
と
論
じ

て
い
る
(
コ
望
互
一
道
)
〈
1
8
〉
｡
表
現
主
義
も
ま
た
､
こ
の
｢
悲
劇
｣
の
延
長
上
に
あ
る
､
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
｡

だ
が
､
｢
わ
れ
わ
れ
は
固
有
の
形
式
へ
の
直
接
的
道
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
ず
､
わ
れ
わ
れ
は
き
っ
か
け
を
常
に
外
部
か
ら
受
け
取
る
｣
と
い
う
事

態
は
､
冒
シ
ッ
ク
の
形
式
問
題
』
に
見
ら
れ
る
狭
義
の
｢
ゴ
シ
ッ
ク
｣
の
成
立
過
程
を
想
起
さ
せ
な
い
で
あ
ろ
う
か
｡
無
論
､
ド
イ
ツ
芸
術
の
｢
悲

劇
｣
は
デ
ュ
ー
ラ
ー
以
後
(
す
な
わ
ち
､
南
方
的
理
想
の
受
容
以
後
)
に
固
有
の
現
象
で
あ
る
か
ら
､
ゴ
シ
ッ
ク
の
内
に
同
種
の
｢
悲
劇
｣
を
見
出

す
こ
と
は
不
可
能
な
は
ず
で
あ
る
｡
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
外
部
か
ら
の
き
っ
か
け
に
よ
っ
て
自
ら
に
固
有
の
形
式
を
実
現
す
る
､
と
い
う
論
理

は
単
に
｢
デ
ュ
ー
ラ
ー
か
ら
マ
レ
ー
｣
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
､
狭
義
の
｢
ゴ
シ
ッ
ク
｣
に
も
共
通
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
｡

こ
こ
に
お
い
て
初
め
て
､
｢
ゴ
シ
ッ
ク
｣
と
｢
表
現
主
義
｣
と
が
理
論
的
に
接
点
を
有
し
う
る
こ
と
と
な
る
｡
そ
の
点
を
明
確
に
語
っ
て
い
る
の
が
､

一
九
一
五
年
の
論
考
｢
芸
術
上
の
将
来
問
題
｣
で
あ
る
｡
こ
の
論
考
が
主
題
と
す
る
の
は
､
｢
い
わ
ゆ
る
フ
ラ
ン
ス
の
『
野
獣
派
(
d
i
e
W
ニ
d
e
n
)
巨
(
二
空
事

N
艮
が
推
進
し
っ
つ
あ
る
｢
印
象
主
義
か
ら
表
現
主
義
へ
の
転
換
｣
(
山
笠
)
が
当
時
の
ド
イ
ツ
の
芸
術
家
に
と
っ
て
い
か
な
る
意
味
を
持
つ
の
か
､
で

あ
る
｡

表
現
主
義
に
よ
っ
て
語
り
出
さ
れ
た
新
た
な
計
画
は
､
そ
の
本
質
か
ら
し
て
､
な
る
ほ
ど
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
定
式
化
さ
れ
た
と
は
い
ゝ
そ
発
展

史
的
に
豊
か
な
そ
れ
本
来
の
反
響
を
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
見
出
す
こ
と
は
あ
り
え
な
か
っ
た
｡
そ
の
反
響
が
見
出
さ
れ
る
の
は
た
だ
次
の
国
1
す
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な
わ
ち
そ
の
芸
術
上
の
仝
発
展
が
自
立
的
で
あ
っ
た
限
り
は
常
に
､
感
性
的
に
明
白
な
美
や
明
瞭
な
芸
術
的
形
式
で
は
な
く
､
む
し
ろ
純
粋
に
感

性
的
な
把
捉
を
逃
れ
出
る
よ
う
な
高
め
ら
れ
た
表
現
内
容
に
満
ち
た
芸
術
的
形
式
を
求
め
て
戟
っ
た
国
で
あ
る
ド
イ
ツ
で
し
か
あ
り
え
な
い
｡
…

…
フ
ラ
ン
ス
が
新
た
な
表
現
芸
術
の
主
題
を
公
式
化
し
､
ド
イ
ツ
が
そ
れ
を
引
き
受
け
固
有
な
仕
方
で
加
工
す
る
と
す
る
な
ら
ば
､
こ
の
発
展
史

的
過
程
の
内
に
は
､
ゴ
シ
ッ
ク
の
受
容
に
お
い
て
大
規
模
に
生
じ
た
事
柄
が
た
だ
小
演
模
に
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
｡
(
N
缶
)
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フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
表
現
主
義
的
芸
術
の
問
い
が
投
げ
か
け
れ
ら
た
の
と
同
じ
瞬
間
に
､
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
過
去
の
ゴ
シ
ッ
ク
芸
術
と
の
内
的

に
し
て
偉
大
な
る
伝
統
的
連
関
に
つ
い
て
の
認
識
が
き
わ
め
て
生
き
生
き
と
新
た
に
感
受
さ
れ
､
そ
の
結
果
過
去
の
認
識
が
ほ
と
ん
ど
新
た
な
啓

示
の
よ
う
に
作
用
し
た
､
と
い
う
の
こ
と
は
偶
然
を
超
え
て
い
る
｡
…
…
そ
れ
ゆ
え
に
､
ゴ
シ
ッ
ク
の
歴
史
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
と
ド
イ
ツ
の
役

割
分
担
を
掛
摘
す
る
こ
と
に
は
多
大
な
意
味
が
あ
る
｡
フ
ラ
ン
ス
が
ゴ
シ
ッ
ク
の
計
画
を
最
初
に
語
り
臥
し
た
､
と
い
う
こ
と
は
､
ゴ
シ
ッ
ク
が

ド
イ
ツ
の
運
命
に
な
ケ
た
こ
と
を
何
ら
妨
げ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
｡
お
そ
ら
く
は
､
新
た
な
表
現
芸
術
の
歴
史
に
お
い
て
も
同
様
の
役
割
分
担

に
い
た
る
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
･
(
N
已
)
･

こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
フ
ラ
ン
ス
と
ド
イ
ツ
の
関
係
に
認
め
ら
れ
る
｢
ド
イ
ツ
の
運
命
｣
は
､
決
し
て
デ
ユ
.
-
ラ
ー
か
ら
マ
レ
ー
に
い
た
る
ド
イ

ツ
の
｢
悲
劇
｣
と
同
一
視
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
｡
｢
悲
劇
｣
と
は
ド
イ
ツ
が
綜
合
し
え
な
い
二
つ
の
要
素
を
あ
え
て
綜
合
し
よ
う
と
記
念
碑
的
努
力
を

費
や
す
と
こ
ろ
に
見
出
さ
れ
る
の
に
対
し
､
こ
こ
で
は
む
し
ろ
､
ド
イ
ツ
が
､
外
来
の
形
式
を
自
己
の
も
の
と
し
つ
つ
､
そ
の
こ
と
を
通
し
て
自
ら

に
固
有
の
も
の
を
実
現
し
た
､
と
い
う
事
態
が
語
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
ゴ
シ
ッ
ク
に
お
い
て
も
表
現
主
義
に
お
い
て
も
､
そ
の
｢
形
式
｣
は

抽
象
的
で
あ
る
が
､
そ
う
し
た
｢
形
式
｣
を
本
来
｢
求
め
て
｣

い
た
の
は
､
･
非
感
性
的
=
精
神
的
内
容
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
芸
術
意
志
を
持
つ
ド

イ
ツ
人
に
ほ
か
な
ら
な
い
｡
内
容
と
形
式
の
一
致
の
見
ら
れ
る
ド
イ
ツ
の
ゴ
シ
ッ
ク
と
は
異
な
っ
て
､
フ
ラ
ン
ス
の
ゴ
シ
ッ
ク
に
お
い
て
内
容
と
形

式
は
不
一
致
な
の
で
あ
る
｡



そ
し
て
､
ヴ
オ
リ
ン
ガ
ー
は
ド
イ
ツ
に
お
け
る
表
現
主
義
の
受
容
と
展
開
の
内
に
こ
そ
､
｢
全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
発
展
｣
(
N
訟
)
に
お
い
て
ド
イ
ツ
の

占
め
る
べ
き
位
置
が
あ
る
､
と
主
張
す
る
｡
こ
の
よ
う
に
し
て
ザ
ォ
リ
ン
ガ
ー
は
ハ
フ
ラ
ン
ス
的
な
も
の
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
｢
愛
国
主
義
｣
(
N
遷

に
対
し
て
敵
対
し
っ
つ
も
､
フ
ラ
ン
ス
に
対
抗
し
う
る
文
化
的
な
ド
イ
ツ
の
意
義
を
仝
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
視
点
か
ら
論
じ
う
る
こ
と
に
な
る
｡
｢
フ
ラ
ン

ス
芸
術
は
自
己
の
芸
術
上
の
使
命
の
あ
り
方
が
〔
現
在
芸
術
に
要
求
さ
れ
て
い
る
も
の
と
〕
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
意
識
し
た
た
め
に
指
導
的
立
場

か
ら
最
終
的
に
あ
る
い
は
一
時
的
に
退
い
た
が
､
ま
さ
に
そ
の
地
点
に
お
い
て
､
〔
芸
術
の
〕
仝
展
開
を
お
そ
ら
く
は
さ
ら
に
進
め
る
こ
と
｣
(
N
呈

が
､
ド
イ
ツ
人
の
課
題
と
さ
れ
る
｡

ゴ
シ
ッ
ク
に
関
す
る
議
論
は
冒
シ
ッ
ク
の
形
式
問
題
』
に
見
ら
れ
る
議
論
(
[
-
害
a
]
-
芋
3
と
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
｡
彼
は
そ
の
議
論
を
現
在
の

表
現
主
義
に
当
て
は
め
る
こ
と
で
､
今
や
｢
〔
芸
術
の
〕
展
開
の
偉
大
な
る
世
界
街
道
(
寿
-
t
s
t
r
a
置
｣
(
〓
望
串
N
至
)
を
進
み
つ
つ
あ
る
ド
イ
ツ
芸
術

の
｢
発
展
史
的
｣
意
義
を
強
調
す
る
｡
一
九
一
五
年
の
こ
の
論
考
は
､
彼
の
歴
史
研
究
と
現
代
芸
術
へ
の
関
与
が
最
も
一
体
化
し
た
時
期
の
所
産
で

あ
る
と
い
っ
て
よ
い
｡
だ
が
､
こ
う
し
た
両
者
の
一
体
性
は
直
ち
に
崩
れ
始
め
る
｡
そ
の
き
っ
か
け
は
表
現
主
義
運
動
の
衰
退
の
内
に
あ
る
｡

第
四
節

表
現
主
義
の
破
産

ま
ず
検
討
す
べ
き
は
､
一
九
一
九
年
の
論
考
｢
新
芸
術
へ
の
批
判
的
考
察
｣
で
あ
る
｡
彼
自
身
､
こ
の
論
考
が
あ
る
意
味
で
は
･
｢
表
現
主
義
の
最

も
忠
実
な
擁
護
者
の
側
か
ら
の
そ
の
破
産
宣
告
｣
(
≡
云
】
‖
二
や
遥
}
遷
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
｡
表
現
主
義
の
歴
史
的
位
置
を
回
顧
的
に
総

括
す
る
こ
と
が
､
こ
の
論
考
の
課
題
で
あ
る
｡

｢
表
現
主
義
に
お
い
て
発
展
史
的
に
枢
要
な
点
｣
は
､
｢
ル
ネ
サ
ン
ス
以
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
｣
の
歴
史
の
内
部
で
そ
れ
が
初
め
て
｢
表
現
の
完
全
な

精
神
化
(
寿
g
e
i
s
t
i
g
屋
)
の
実
験
｣
を
行
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
(
遷
｡
だ
が
､
ヴ
オ
リ
ン
ガ
一
に
よ
れ
ば
､
こ
の
試
み
は
挫
折
せ
ざ
る
を
え
な
い
｡
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表
現
主
義
は
き
わ
め
て
意
識
的
に
､
個
人
化
の
原
罪
(
S
旨
d
e
n
空
-
d
e
こ
n
d
i
v
-
d
邑
i
s
i
e
2
ロ
g
)
の
前
に
あ
る

-

と
表
現
主
義
の
み
な
し
て
い
る

-

過
去
の
諸
芸
術
に
即
し
て
自
ら
の
進
む
方
向
を
定
め
て
い
る
｡
ゴ
シ
ッ
ク
主
義
､
東
方
趣
味
､
異
国
趣
味
､
野
蛮
趣
味
､
原
始
主
義
､
こ
れ
ら
は

最
も
最
近
の
芸
術
態
度
に
随
伴
す
る
現
象
で
あ
り
､
そ
れ
ら
は
わ
れ
わ
れ
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
｡
だ
が
､
こ
う
し
た
過
去
の
諸
芸
術
に
と
っ
て

は
麗
し
く
も
自
明
で
あ
っ
た
事
柄
(
そ
の
･
超
個
人
的
被
拘
束
性
(
穿
e
r
i
n
d
i
v
i
d
u
e
ニ
e
G
e
b
u
n
d
e
巨
e
i
t
)
〔
個
人
を
超
え
る
も
の
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
状

態〕

の
生
み
出
し
た
豊
か
な
果
実
)
が
表
現
主
義
に
も
可
能
で
あ
ろ
う
か
｡
も
し
も
問
い
が
正
し
く
立
て
ら
れ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
､
答
え
は

｢
然
り
｣
と
は
な
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
ぺ
と
い
う
の
も
､
…
…
自
我
(
【
c
h
)
は
た
だ
疫
撃
状
態
､
個
人
的
恍
惚
状
態
､
自
己
忘
却
(
A
u
旨
･
S
i
c
b
･
S
e
i
ヱ

し
て
い
る
と
い
う
人
為
的
自
己
欺
瞞
の
内
に
し
か
､
超
個
人
的
な
も
の
(
d
a
s
ぎ
e
き
d
i
v
i
d
u
e
ニ
e
)
へ
と
自
己
を
拡
張
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で

あ
る
｡
(
篭
⊥
0
0
)
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す
な
わ
ち
､
表
現
主
義
の
目
指
し
て
い
る
｢
超
個
人
的
な
も
の
｣
と
､
表
現
主
義
が
出
発
点
と
す
る
｢
自
我
｣
と
が
相
容
れ
な
い
た
め
に
､
結
局

の
と
こ
ろ
表
現
主
義
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
の
は
｢
超
人
格
的
瀾
係
の
幻
影
｣
(
-
茎
)
(
1
9
〉
に
す
ぎ
な
い
､
と
い
う
の
で
あ
る
垂
｡
そ
れ
ゆ
え
に
､

表
現
主
義
の
内
に
は
､
不
可
能
な
試
み
を
あ
え
て
行
う
｢
名
誉
に
富
ん
だ
｣
｢
悲
劇
｣
が
見
出
さ
れ
る
(
-
≡
)
､
と
彼
は
主
張
す
る
｡
一
九
〇
九
年
の

マ
レ
ー
論
以
来
続
く
ド
イ
ツ
芸
術
の
｢
悲
劇
｣
〈
聖
に
つ
い
て
の
議
論
を
､
彼
は
こ
こ
で
も
継
承
す
る
｡

だ
が
､
彼
の
議
論
は
表
現
主
義
の
悲
劇
を
確
認
す
る
こ
と
で
終
わ
る
の
で
は
な
い
｡
彼
は
､
｢
表
現
主
義
的
作
品
の
た
め
の
場
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
｣
､

と
い
う
問
い
を
提
起
し
､
こ
れ
ら
の
作
品
が
今
や
｢
故
郷
喪
失
｣
状
態
に
あ
る
､
と
述
べ
る
(
-
○
〓
O
N
㌔

こ
の
表
現
主
義
的
芸
術
は
結
局
の
と
こ
ろ
故
郷
を
失
っ
た
(
h
e
i
m
a
t
-
O
S
)
｡
こ
れ
ら
の
絵
は
部
屋
の
た
め
に
､
展
覧
会
の
た
め
に
措
か
れ
た
の
で
は

な
く
､
精
神
の
大
聖
堂
､
す
な
わ
ち
わ
れ
わ
れ
の
頭
上
に
葺
え
る
不
可
視
の
大
聖
堂
(
亡
n
S
i
c
b
t
b
a
r
e
芥
a
t
b
e
今
a
l
e
d
e
s
G
e
i
s
t
e
s
)
の
た
め
の
装
飾
画
と

し
て
措
か
れ
て
い
る
｡
換
言
す
れ
ば
､
故
郷
を
喪
失
し
た
絵
が
故
郷
を
喪
失
し
た
自
我
に
よ
っ
て
空
中
に
描
か
れ
て
い
る
｡
か
つ
て
の
■
〔
精
神
的
〕



絵
は
実
在
す
る
可
視
的
大
聖
堂
を
有
し
て
お
り
､
確
固
と
し
た
精
神
的
･
宗
教
的
被
拘
束
性
の
基
礎
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
｡
と
こ
ろ
が
､

現
代
の
精
神
主
義
は
､
孤
独
の
内
に
自
ら
を
失
う
自
我
の
絶
望
的
な
緊
張
力
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
ず
､
こ
の
精
神
主
義
に
は
た
だ
不

可
視
の
大
聖
堂
し
か
残
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
｡
〔
だ
が
も
し
も
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
〕
こ
の
不
可
視
の
大
聖
堂
の
た
め
に
､
な
ぜ
今
な
お
可
視
的
な

絵
を
描
く
の
か
｡
(
-
O
N
)

現
代
の
精
神
主
義
に
ふ
さ
わ
し
い
手
段
は
伝
統
的
な
可
視
的
絵
画
で
は
な
い
､
と
す
る
な
ら
ば
､
そ
こ
か
ら
は
造
形
芸
術
の
没
落
と
い
う
帰
結
が
生

じ
る
こ
と
に
な
ろ
う
｡
｢
芸
術
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
黙
示
録
の
ご
と
く
､
世
界
の
没
落
に
相
応
し
い
も
の
に
思
わ
れ
る
｣
の
で
あ
り
､
｢
後
の
世
代

の
人
々
に
と
っ
て
､
表
現
主
義
と
は
芸
術
の
英
雄
的
な
没
落
の
身
振
り
､
芸
術
の
自
己
解
任
を
前
に
し
た
最
後
の
大
き
な
痙
撃
に
見
え
る
の
で
は
あ

る
ま
い
か
｣
(
衰
)
｡
こ
の
文
章
に
は
､
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
『
西
洋
の
没
落
』
第
一
垂
(
一
九
一
人
年
)
の
影
響
も
見
ら
れ
る
｡
だ
が
､
ヴ
オ
リ
ン
ガ

ー
は
西
洋
世
界
の
没
落
と
い
う
考
え
に
対
抗
し
っ
つ
､
む
し
ろ
新
た
な
文
化
的
段
階
の
到
来
を
希
望
す
る
｡
｢
造
形
芸
術
と
い
う
現
象
を
生
み
出
し
て

き
た
そ
町
特
殊
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
〔
造
形
芸
術
と
は
〕
別
の
･
仕
方
で
顕
現
す
る
基
礎
を
求
め
る
､
と
い
う
こ
と
が
不
可
能
な
は
ず
は
あ
る
ま
い
｡
こ

の
特
殊
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
そ
れ
自
体
は
決
し
て
な
く
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
｡
な
く
な
る
の
は
､
た
だ
そ
れ
が
通
常
現
れ
て
き
た
形
式
で
あ
ろ
う
｣
(
-
○
篭

そ
れ
で
は
､
こ
の
精
神
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
い
か
な
る
方
向
を
取
り
つ
つ
あ
る
､
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
｡
こ
の
点
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
の
が
､

翌
一
九
二
〇
年
に
行
わ
れ
た
講
演
｢
芸
術
の
現
代
的
諸
問
題
｣
で
あ
る
(
公
刊
は
一
九
二
一
年
)
(
空
｡

彼
は
前
年
の
論
文
を
承
け
て
造
形
芸
術
の
｢
故
郷
喪
失
性
｣
(
[
-
萱
a
]
=
[
-
遼
寧
≡
)
を
指
摘
し
た
上
で
､
次
の
よ
う
に
続
け
る
｡
｢
わ
れ
わ
れ
の

創
造
的
感
性
は
今
や
…
…
全
く
別
の
血
管
へ
と
移
し
替
え
ら
れ
昇
華
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡
つ
ま
り
､
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
知
性
の
内
に
流
れ
込
み
､

そ
こ
か
ら
再
び
精
神
に
な
る
｡
…
…
わ
れ
わ
れ
は
創
造
す
る
も
の
と
し
て
は
貧
し
く
な
っ
た
が
､
し
か
し
わ
れ
わ
れ
の
財
産
は
認
識
の
内
に
積
み
重

ね
ら
れ
る
｡
こ
こ
に
こ
そ
､
わ
れ
わ
れ
の
新
た
な
創
造
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
最
後
の
座
が
あ
る
｣
(
-
N
N
こ
N
毛
す
な
わ
ち
ヴ
ォ
リ
ン
ガ
ー
は
､
真
の
意

味
に
お
け
る
｢
表
現
主
義
｣

-すなわち､｢新たな認識世界への突進｣｢習慣となったわれわれの表現機能の拡張｣(-N山)の試み､
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な
い
し
｢
精
神
的
な
拡
張
衝
動
｣
.
(
-
N
0
0
)
の
発
現

-
は､造形芸術という媒体においてよりは､むしろ新たな理論的認識1彼が例に

挙
げ
て
い
る
の
は
､
グ
ン
ド
ル
フ
ヤ
シ
エ
ー
ラ
ー
の
著
作
､
現
象
学
や
相
相
性
理
論
で
あ
る

-

の
内
に
こ
そ
見
出
さ
れ
る
､
と
述
べ
､
こ
う
し
た

新
た
な
学
問
的
認
識
を
｢
静
か
な
表
現
主
義
｣
(
-
N
0
0
)
と
呼
ぶ
｡
造
形
芸
術
か
ら
認
識
(
な
い
し
学
問
)

へ
と
ヤ
っ
全
般
的
移
行
が
｢
表
現
主
義
｣
の

名
の
下
に
正
当
化
き
れ
る
こ
と
と
な
る
｡

こ
れ
は
芸
術
終
焉
論
の
一
変
奏
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
が
､
こ
こ
に
あ
る
種
の
不
明
瞭
さ
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
｡
と
い
う
の
も
､
｢
静

か
な
表
現
主
義
｣
と
呼
ば
れ
る
新
た
な
学
問
の
あ
り
方
が
十
分
に
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
事
実
､
彼
が
現
代
に
お
け
る
｢
精
神
的
芸
術
｣

の
不
可
能
性
の
論
拠
と
し
て
い
.
る
の
は
､
｢
個
人
｣
の
時
代
と
し
て
の
現
代
に
お
け
る
｢
集
団
｣
の
不
可
能
性
で
あ
っ
た
｡
と
す
る
な
ら
ば
､
｢
個
人
｣

の
時
代
に
お
い
て
こ
う
し
た
新
た
な
学
問
が
い
か
に
し
て
成
立
し
え
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
な
い
限
り
､
む
し
ろ
こ
の
学
問
の
可
能
性
そ
れ
自
体
が

否
定
さ
れ
か
ね
な
い
で
あ
ろ
う
｡
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第
五
節

表
現
主
義
か
ら
古
典
主
義
へ

芸
術
上
の
｢
表
現
主
義
｣
に
対
す
る
批
判
的
立
場
は
､
彼
の
ゴ
シ
ッ
ク
観
に
も
影
響
を
与
え
る
｡
一
九
二
〇
年
代
の
彼
の
ゴ
シ
ッ
ク
論
か
ら
こ
の

点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
し
よ
う
｡

ま
ず
第
一
に
注
目
す
べ
き
は
､
一
九
二
五
年
の
論
考
｢
後
期
ゴ
シ
ッ
ク
お
よ
び
表
現
主
義
の
形
式
体
系
｣
で
あ
る
｡
後
期
ゴ
シ
ッ
ク
と
表
現
主
義

と
の
連
阻
を
指
摘
す
る
点
に
お
い
て
､
彼
は
一
九
一
一
年
お
よ
び
一
五
年
の
立
場
を
継
承
し
て
い
る
が
､
ド
イ
ツ
な
い
し
ゲ
ル
マ
ン
が
両
者
に
お
い

て
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
彼
の
見
解
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
｡
そ
も
そ
も
こ
こ
で
彼
が
主
題
ヒ
し
て
い
る
の
は
｢
ゴ
シ
ッ
ク
｣
一
般
で
は
な
く
､

｢
後
期
ゴ
シ
ッ
ク
｣
に
す
ぎ
な
い
｡
こ
う
し
た
限
定
は
､
ゴ
シ
ッ
ク
一
般
に
お
い
て
ド
イ
ツ
な
い
し
ゲ
ル
マ
ン
の
果
た
し
た
役
割
を
彼
が
も
は
や
重

視
し
て
は
い
な
い
こ
と
を
示
唆
す
る
｡



彼
は
､
｢
ド
イ
ツ
後
期
ゴ
シ
ッ
ク
｣
と
｢
ド
イ
ツ
表
現
主
義
｣
に
お
い
て
な
ぜ
ド
イ
ツ
の
｢
民
族
様
式
｣
が
｢
普
遍
的
時
代
様
式
｣
と
な
り
え
た
の

か
､
と
い
う
問
い
を
提
起
す
る
(
【
-
や
じ
旦
‖
〓
芸
]
}
遷
｡
こ
の
滴
い
に
答
え
る
た
め
に
彼
の
注
目
す
る
の
が
､
両
者
に
共
通
に
見
ら
れ
る
｢
様
式
的

体
系
性
(
s
t
i
-
i
s
t
i
s
c
h
e
S
y
s
t
e
ヨ
a
t
i
k
)
｣
(
遷
で
あ
る
｡
｢
体
系
性
｣
と
は
何
か
｡
そ
れ
は
｢
体
系
(
S
y
s
t
e
ヨ
)
｣
と
の
対
比
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
な
く
て
は
な

ら
な
い
｡

｢
体
系
｣
と
は
､
ヴ
オ
リ
ン
ガ
一
に
よ
れ
ば
､
｢
真
に
集
合
的
感
覚
(
k
O
u
e
k
t
i
v
e
s
E
m
p
ぎ
d
e
n
)
を
自
由
に
駆
使
で
き
る
民
族
な
い
し
国
民
｣
に
お
い

て
の
み
成
り
立
ち
う
る
､
こ
う
し
た
｢
集
合
的
感
覚
｣
を
持
つ
民
族
な
い
し
国
民
に
あ
っ
て
は
､
｢
体
系
と
は
決
し
て
非
人
格
的
な
も
の
(
巨
p
e
r
S
宣
i
c
h
)

で
は
な
く
､
諸
人
格
に
共
通
な
も
の
(
g
e
ヨ
e
i
n
p
e
r
s
宣
i
c
h
)
で
あ
り
､
そ
れ
ゆ
え
に
人
格
を
超
え
た
も
の
(
旨
眉
e
r
S
筐
i
c
h
)
で
あ
り
う
る
｡
こ
れ
ら
の
民

族
な
い
し
国
民
は
体
系
の
中
で
自
由
に
動
き
回
る
｣
(
S
)
｡
こ
こ
で
彼
が
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
は
､
｢
ロ
マ
ン
ス
系
諸
民
族
(
r
｡
ヨ
a
n
i
s
c
h
e
L
註
e
r
)
｣

(
｣
卑
と
り
わ
け
ゴ
シ
ッ
ク
お
よ
び
表
現
主
義
と
い
う
｢
体
系
｣
を
生
み
出
し
た
フ
ラ
ン
ス
人
で
あ
る
(
霊
)
｡
そ
れ
に
対
し
て
､
本
来
｢
個
人
主
義
的
｣

で
あ
る
｢
ド
イ
ツ
人
｣
に
と
っ
て
､
｢
集
合
主
義
(
芥
○
〓
e
k
t
i
v
i
s
ヨ
u
S
)
は
た
だ
個
人
的
な
も
の
の
彼
岸
を
意
味
し
う
る
の
で
あ
っ
て
､
共
同
体
に
お
け
る

個
人
的
な
も
の
の
自
然
本
来
的
統
合
を
意
味
し
な
い
｣
｡
フ
ラ
ン
ス
人
の
よ
う
に
｢
創
造
的
に
体
系
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
｣
ド
イ
ツ
人
は
､

｢
外
部
か
ら
伝
達
さ
れ
る
体
系
を
無
条
件
で
信
じ
ょ
う
｣
と
し
､
そ
こ
か
ら
｢
体
系
性
(
S
y
s
l
e
m
a
-
i
k
)
｣
を
生
み
出
す
が
､
そ
れ
は
諸
個
人
の
｢
彼
岸
｣

に
作
り
上
げ
ら
れ
た
抽
象
的
な
も
の
､
す
な
わ
ち
諸
個
人
を
｢
平
準
化
｣
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
｡
｢
こ
う
し
た
平
準
化
さ
れ
た
水
準
に
お
い
て
し
か

共
同
的
精
神
お
よ
び
普
遍
妥
当
性
を
感
受
し
え
な
い
､
と
い
う
こ
と
は
ド
イ
ツ
の
悲
劇
で
あ
る
｣
(
3
(
誓
こ
の
よ
う
に
述
べ
る
ヴ
オ
リ
ン
ガ
ー
は
､

｢
ド
イ
ツ
の
悲
劇
｣
を
､
(
従
来
の
論
考
に
お
け
る
よ
う
に
)
･
単
に
デ
ュ
ー
ラ
ー
以
後
の
現
象
と
し
て
で
は
な
く
､
ゴ
シ
ッ
ク
の
時
代
に
お
い
て
す
で

に
認
め
ら
れ
る
も
の
(
す
な
わ
ち
ド
イ
ツ
人
に
と
っ
て
汎
歴
史
的
に
成
り
立
つ
一
種
の
運
命
)
と
し
て
捉
え
て
ぃ
る
｡

後
期
ゴ
シ
ッ
ク
の
内
に
ル
ネ
サ
ン
ス
ヘ
の
｢
橋
渡
し
｣
を
見
よ
う
と
す
る
議
論
は
､
一
九
一
一
年
の
冒
シ
ッ
ク
の
形
式
問
題
』
の
内
に
も
認
め

ら
れ
る
(
【
-
害
a
=
N
N
)
｡
だ
が
､
ゴ
シ
ッ
ク
全
体
に
お
け
る
ド
イ
ツ
の
役
割
に
関
し
て
､
こ
の
一
九
二
五
年
の
論
考
は
､
明
ら
か
に
か
つ
て
ほ
ど
の

意
味
を
認
め
て
は
い
な
い
｡
む
し
ろ
､
｢
本
来
の
ゴ
シ
ッ
ク
｣
と
彼
が
こ
こ
で
呼
ぶ
も
の
は
非
ゲ
ル
マ
ン
的
特
質
を
持
つ
も
の
で
あ
り
､
そ
れ
に
対
し
､
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ド
イ
ツ
人
に
固
有
の
｢
後
期
ゴ
シ
ッ
ク
｣
と
は
｢
株
式
化
さ
れ
体
系
化
さ
れ
た
奇
行
｣
(
[
-
や
ぃ
且
=
【
-
漂
牟
ご
)
に
す
ぎ
ず
､
本
来
の
ゴ
シ
ッ
ク
か
ら

ル
ネ
サ
ン
ス
に
い
た
る
｢
過
渡
的
投
階
｣
(
ご
)
､
す
な
わ
ち
｢
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
豊
吉
術
言
語
に
ゲ
ル
マ
ン
が
協
力
し
た
間
奏
曲
(
E
p
i
s
O
d
e
)
｣
(
｣
N
)
に
す
ぎ

な
い
｡
か
つ
て
彼
は
冒
シ
ッ
ク
の
形
式
問
題
』
に
お
い
て
､
｢
ル
ネ
サ
ン
ス
と
は
､
最
初
期
の
北
方
の
始
源
か
ら
バ
ロ
ッ
ク
､
い
や
ロ
コ
コ
に
い
た

る
ま
で
の
巨
大
に
し
て
､
ル
ネ
サ
ン
ス
を
除
け
ば
途
絶
え
る
こ
と
の
な
い
発
展
過
程
に
お
い
て
､
一
種
の
異
物
に
す
ぎ
な
い
｣
(
〓
害
a
]
-
票
)
､
と
述

べ
て
､
ル
ネ
サ
ン
ス
を
例
外
と
し
て
続
く
北
方
的
･
ゲ
ル
マ
ン
的
芸
術
の
首
尾
一
貫
し
た
流
れ
を
強
調
し
て
い
た
が
､
今
や
北
方
的
･
ゲ
ル
マ
ン
的

芸
術
現
象
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
芸
術
史
の
展
開
に
.
と
っ
て
の
単
な
る
一
駒
に
す
ぎ
な
い
､
と
さ
れ
る
｡
歴
史
記
述
の
地
と
図
は
再
び
完
全
に
逆
転
し
た

と
い
っ
て
よ
い
｡

こ
う
し
た
ゴ
シ
ッ
ク
評
価
の
変
化
を
ヴ
オ
リ
ン
ガ
一
に
も
た
ら
し
た
の
は
何
か
｡
次
の
一
節
が
こ
の
間
い
に
答
え
る
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
｡

102

ロ
マ
ン
ス
系
諸
民
族
に
と
っ
て
こ
の
種
の
表
現
主
義
は
単
に
発
展
史
上
の
移
行
手
段
に
す
ぎ
ず
､
永
続
的
運
命
で
は
な
い
｡
と
い
う
の
も
､
ロ
マ

ン
ス
系
民
族
の
自
然
感
覚
は
世
界
感
覚
に
お
い
て
〔
北
方
的
自
然
感
覚
よ
り
も
〕
よ
り
高
い
地
位
を
占
め
て
お
乃
､
そ
の
た
め
に
､
〔
北
方
的
自
然

感
覚
に
お
け
る
よ
う
に
〕
世
界
の
出
来
事
の
精
神
的
解
剖
〔
=
抽
象
化
〕

の
み
が
永
続
的
に
発
言
権
を
持
つ
こ
と
を
許
さ
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
…

…
ロ
マ
ン
ス
系
諸
民
族
の
も
と
で
は
､
新
た
な
古
典
性
(
n
e
u
e
巴
a
s
s
i
z
i
昏
)
の
ご
と
き
も
の
が
成
立
し
っ
つ
あ
乃
､
表
帝
王
義
は
そ
れ
に
村
す
る
必

然
的
前
提
に
す
ぎ
な
い
｡
(
【
-
や
ぃ
紆
]
=
【
-
澄
牟
｣
u
･
｣
か
)

ち
ょ
う
ど
同
じ
年
に
､
ヴ
オ
リ
ン
ガ
ー
は
｢
カ
ル
ロ
･
カ
ッ
ラ
の
《
海
辺
の
松
ア
ー
ー
あ
る
絵
へ
の
註
釈
｣
(
一
九
二
五
年
)
と
い
う
論
考
を
著
し

て
い
る
｡
か
つ
て
｢
構
成
主
義
的
｣
な
絵
を
措
い
て
い
た
カ
ッ
ラ
に
ヴ
オ
リ
ン
ガ
ー
は
｢
冷
た
い
好
奇
心
｣
以
上
の
も
の
を
感
じ
る
こ
と
は
で
き
な

い
で
い
た
が
(
【
-
芦
眉
〓
-
訣
)
､
｢
き
わ
め
て
過
激
な
革
命
主
義
者
｣
か
ら
｢
伝
統
主
義
者
｣
(
〓
急
)
へ
と
転
向
し
た
こ
の
画
家
の
作
品
〈
海
辺
の
松
)

(
一
九
二
一
年
)
〈
空
と
の
出
会
い
は
彼
に
､
｢
未
来
派
､
立
体
派
､
な
い
し
そ
の
他
の
体
系
に
お
い
て
努
力
し
て
い
た
構
成
的
総
合
性
｣
が
新
た
な



古
典
主
義
へ
の
｢
移
行
期
｣
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
信
さ
せ
る
(
〓
賢
∑
妄
S
)
｡
す
な
わ
ち
一
九
二
五
年
の
ヴ
オ
リ
ン
ガ
一
に
よ
れ
ば
､
｢
単
に
自
然
に
よ

って与えられたものに対して､精神の独裁-すなわ.ち､強く体験する精神､自己の体験の強い表現を求める精神の独裁-
を
築
き
上
げ
る
｣
こ
と
を
目
指
す
｢
声
高
に
宣
言
さ
れ
た
表
現
主
義
｣
に
対
し
て
､
カ
ッ
ラ
の
新
た
な
立
場
は
→
精
神
の
法
則
と
自
然
の
法
則
と
の

間
の
内
的
親
和
性
｣
せ
証
す
｢
静
か
な
内
在
的
豪
現
主
義
｣
(
空
の
可
能
性
を
示
し
て
お
り
､
そ
こ
に
は
｢
古
典
主
義
と
い
う
概
念
｣
に
よ
っ
て
特
徴

づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
｢
生
命
感
情
｣
が
認
め
ら
れ
る
(
≡
｣
)
｡
た
だ
し
､
こ
の
よ
う
な
古
典
主
義
の
再
来
は
あ
ら
ゆ
る
国
に
お
い
て
可
能

な
の
で
は
な
い
｡
彼
は
､
｢
素
朴
･
情
感
的
｣
.
と
い
う
シ
ラ
ー
に
由
来
す
る
対
概
念
を
用
い
つ
つ
､
次
の
よ
う
に
述
べ
る
｡
｢
た
だ
ロ
マ
ン
ス
系
の
諸

国
に
お
い
て
の
み
､
人
は
近
代
の
時
代
意
識
を
持
ち
つ
つ
も
同
時
に
素
朴
な
仕
方
で
(
n
a
i
v
)
伝
統
に
没
頭
し
う
る
｡
わ
れ
わ
れ
〔
ド
イ
ツ
人
〕
の
も
と

の
で
は
直
ち
に
断
絶
が
生
じ
､
そ
の
た
め
に
情
感
的
〔
感
傷
的
〕
な
政
治
的
ロ
マ
ン
主
義
(
s
e
n
t
i
ヨ
巾
n
邑
i
s
c
b
e
p
｡
-
i
t
i
s
c
h
e
R
｡
ヨ
邑
i
k
)
を
媒
介
と
し
な

く
て
は
過
去
に
い
た
る
こ
と
は
な
い
｣
(
〓
$
)
｡
す
な
わ
ち
､
彼
の
挙
げ
る
例
を
用
い
る
な
ら
ば
､
｢
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
｣
(
ま
0
0
)
の
伝
統
主
義
は
､
伝

統
が
な
お
息
づ
い
て
い
る
イ
タ
リ
ア
に
お
い
で
の
み
可
能
で
あ
っ
て
､
｢
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
､
こ
う
し
た
言
葉
と
身
振
り
は
必
然
的
に
空
虚
な
も
の

と
な
り
､
喜
劇
的
に
響
く
で
あ
ろ
う
｡
と
い
う
の
も
わ
れ
わ
れ
は
､
わ
れ
わ
れ
に
生
得
的
な
魂
と
精
神
の
特
殊
主
義
〔
分
立
主
義
〕
(
P
邑
i
k
u
-
a
r
i
s
ヨ
u
S
)

の
ゆ
え
に
､
〔
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
よ
う
な
〕
歴
史
的
･
感
性
的
大
音
響
を
伴
っ
た
国
民
的
共
同
体
(
n
a
t
i
｡
邑
e
G
巾
m
e
i
n
s
c
h
a
苫
を
な
し
た
こ
と
は
な

い
か
ら
で
あ
る
｣
(
〓
$
)
｡
｢
伝
統
主
義
｣
は
､
｢
国
民
的
共
同
体
｣
と
無
縁
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
､
単
に
｢
ナ
ザ
レ
派
｣
に
代
表
さ
れ
る
｢
情
感

的
で
政
治
的
な
ロ
マ
ン
主
義
｣
(
〓
$
)
を
､
す
な
わ
ち
歴
史
的
現
実
か
ら
遊
離
し
た
｢
衰
弱
し
た
精
神
主
義
｣
(
【
-
造
言
〓
ま
)
を
生
み
出
す
に
す
ぎ
な

い
｡
古
典
主
義
の
再
来
の
可
能
性
は
ド
イ
ツ
に
は
そ
も
そ
も
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
､
と
い
う
の
で
あ
る
〈
誓

二
〇
年
代
の
ゴ
シ
ッ
ク
論
と
し
て
第
二
に
注
目
す
べ
き
は
､
一
九
二
八
年
の
著
書
軍
リ
シ
ア
精
神
と
ゴ
シ
ッ
ク
』
で
あ
る
(
誓
も
し
も
ゴ
シ

ッ
ク
の
故
郷
が
-
一
九
一
一
年
の
冒
シ
ッ
ク
の
形
式
問
題
』
に
お
い
て
主
張
さ
れ
て
い
た
の
と
は
異
な
っ
て
-
フ
ラ
ン
ス
で
あ
る
と
す
る
な

ら
ば
(
そ
し
て
､
そ
れ
は
美
術
史
的
に
見
て
も
正
当
な
こ
と
で
あ
る
が
)
､
ゴ
シ
ッ
ク
と
ラ
テ
ン
的
な
も
の
と
の
関
係
が
改
め
て
問
わ
れ
な
く
て
は
な

ら
な
い
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
課
題
に
答
え
る
の
が
､
こ
の
書
物
で
あ
る
｡
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｢
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
的
芸
術
史
(
骨
e
e
弓
O
p
琵
n
t
計
c
h
e
ぎ
n
s
t
g
e
s
c
F
i
c
h
t
e
)
｣
.
(
〓
や
N
∞
】
}
£
を
批
判
す
る
､
と
い
う
点
で
は
､
こ
の
書
物
は
彼
の

最
初
期
の
『
抽
象
と
感
情
移
入
』
以
来
の
問
題
関
心
を
継
承
し
て
お
り
(
〓
苫
0
0
a
]
こ
念
)
､
芸
術
史
批
判
と
し
て
芸
術
史
を
遂
行
し
ょ
う
と
す
る
彼
の

立
場
を
明
確
に
示
し
て
い
る
(
誓
だ
が
､
｢
古
典
人
｣
を
｢
ギ
リ
シ
ア
･
ロ
ー
マ
お
よ
び
西
洋
近
代
｣
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
人
間
と
み
な
し
､
｢
ゴ

シ
ッ
ク
｣
を
｢
北
方
人
｣
と
結
び
つ
け
る
『
抽
象
と
感
情
移
入
』
(
き
一
軍
-
3
の
立
場
は
､
も
は
や
『
ギ
リ
シ
ア
精
神
と
ゴ
シ
ッ
ク
』
に
は
全
く
見

出
さ
れ
な
い
｡
彼
が
こ
の
書
物
で
試
み
る
の
は
､
従
来
の
｢
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
的
芸
術
史
｣
の
根
底
に
あ
る
考
え
方

-

す
な
れ
ち
｢
ラ
テ
ン

的ないしローマ的古代｣がヨーロッパ全体を根底的に規定しているとする立場-を退けて｢別の古代､すなわちギリシア的

古
代
｣
が
｢
後
期
古
代
お
よ
び
中
世
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
｣
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
､
と
考
え
る
こ
と
､
す
な
わ
ち
古
代
を
｢
ラ
テ
ン
的
古
代
｣
と
｢
ギ
リ

シ
ア
的
古
代
｣
と
に
二
重
化
す
る
と
と
も
に
､
ラ
テ
ン
的
世
界
と
ギ
リ
シ
ア
的
世
界
の
そ
れ
ぞ
れ
の
影
響
を
追
跡
す
る
こ
と
で
あ
る
(
【
-
遣
芦
号
そ

の
際
彼
が
着
目
す
る
の
は
､
｢
ギ
リ
シ
ア
的
な
も
の
が
普
遍
史
の
内
へ
成
長
す
る
｣
こ
と
を
可
能
に
し
た
｢
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
｣
で
あ
る
｡
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
に

ょ
っ
て
｢
芸
術
上
の
世
界
言
語
の
形
成
｣
が
促
進
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
､
そ
の
影
響
は
｣
｢
仏
教
的
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
｣
と
し
て
｢
イ
ン
ド
､
中
央
ア
ジ
ア
､

中
国
､
日
本
の
芸
術
言
語
｣
に
､
｢
イ
ス
ラ
ム
附
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
｣
と
し
て
｢
オ
リ
エ
ン
ト
の
装
飾
芸
術
｣
に
､
ま
た
｢
ビ
ザ
ン
テ
ィ
ン
主
義
｣
と
し
て

｢
東
方
キ
リ
ス
ト
教
の
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
｣
に
､
さ
ら
に
は
｢
ゴ
シ
ッ
ク
｣
と
し
て
｢
西
方
キ
リ
ス
ト
教
の
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
｣
に
及
ぶ
､
と
彼
は
主
張
す
る

(
-
2
竃
｢
世
界
言
語
｣
と
し
て
の
｢
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
｣
に
よ
っ
て
｢
ラ
テ
ン
世
界
｣
を
い
わ
ば
囲
い
込
も
う
と
す
る
の
が
､
こ
の
書
物
の
狙
い
で
あ
る
｡

｢
フ
ナ
ン
ス
の
自
己
意
識
の
今
日
に
お
け
る
公
式
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
｣
に
よ
れ
ば
､
フ
ラ
ン
ス
は
｢
ラ
テ
ン
的
=
ロ
ー
マ
的
｣
国
で
あ
り
､
そ
の

芸
術
の
特
質
は
｢
ル
ネ
サ
ン
ス
｣
の
内
に
あ
る
(
u
N
)
｡
だ
が
､
ヴ
オ
リ
ン
ガ
一
に
よ
れ
ば
､
フ
ラ
ン
ス
で
は
､
公
式
に
は
フ
ラ
ン
ス
の
起
源
と
さ
れ

る
｢
ガ
リ
ア
ル
ロ
ー
マ
的
文
明
｣
に
先
立
っ
て
､
｢
ギ
リ
シ
ア
=
ケ
ル
ト
文
明
｣
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
り
(
玖
)
､
か
つ
｢
ガ
リ
ア
=
ロ
ー
マ
的
文

明
｣
は
ガ
リ
ア
地
方
に
完
全
に
根
付
く
こ
と
な
く
｢
キ
リ
ス
ト
教
化
｣
に
よ
っ
て
消
滅
し
た
(
冶
)
｡
｢
発
展
史
｣
的
に
見
る
な
ら
ば
､
む
し
ろ
｢
ギ
リ

シ
ア
=
ケ
ル
ト
文
明
｣
に
由
来
す
る
｢
非
公
式
的
古
代
の
影
響
史
｣
こ
そ
重
視
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
(
遷
｡
こ
の
影
響
史
的
立
場
に
よ
れ
ば
､

ゴ
シ
ッ
ク
の
本
来
の
特
徴
は
｢
ロ
ー
マ
的
｣
な
｢
記
念
碑
性
｣
の
内
に
で
は
な
く
(
誅
)
､
む
し
ろ
｢
自
然
性
｣
の
内
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
､
｢
感
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性
性
と
精
神
性
の
対
立
が
宥
和
し
調
和
し
て
い
る
｣
こ
と
こ
そ
ゴ
シ
ッ
ク
と
ギ
リ
シ
ア
の
親
近
性
を
証
し
て
い
る
(
｣
u
･
｣
宅
｢
ア
ッ
テ
イ
カ
芸
術
の
絵

合
的
奇
跡
で
あ
っ
た
も
の
､
す
な
わ
ち
ド
ー
リ
ス
主
義
と
イ
.
オ
ニ
ア
主
義
､
北
方
と
南
方
､
自
然
と
精
神
の
宥
和
が
､
こ
こ
で
は
フ
ラ
ン
ス
の
大
地

に
お
い
て
繰
り
返
さ
れ
､
イ
ル
=
ド
=
フ
ラ
ン
ス
は
新
た
な
ア
ッ
テ
イ
カ
と
呼
ば
れ
る
｣
(
宗
)
〈
空
｡
だ
が
､
フ
ラ
ン
ス
も
｢
ル
ネ
サ
ン
ス
｣
の
時
代

に
｢
ギ
リ
シ
ア
=
ゴ
シ
ッ
ク
的
智
恵
(
S
O
号
O
S
3
e
)
の
代
わ
り
に
ラ
テ
ン
的
理
性
(
R
a
-
i
O
)
｣
を
受
け
入
れ
る
こ
と
と
な
り
､
｢
ラ
テ
ン
主
義
の
最
終
的

勝
利
｣
が
フ
ラ
ン
ス
を
覆
う
(
や
ぃ
)
｡
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
｢
フ
ラ
ン
ス
の
ギ
リ
シ
ア
主
義
｣
は
､
｢
フ
ラ
ン
ス
人
に
生
得
的
な
も
の
で
あ

っ
て
､
そ
れ
ゆ
え
に
克
服
し
え
な
い
も
の
で
あ
る
｡
そ
れ
は
､
フ
ラ
ン
ス
の
形
式
芸
術
の
可
視
的
テ
ク
ス
ト
の
内
に
は
も
は
や
存
在
し
な
い
が
､
し

か
し
お
そ
ら
く
は
そ
の
行
間
に
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
｡
書
体
の
相
違
を
捉
え
る
感
覚
器
官
を
有
す
る
人
な
ら
ば
､
誰
も
が
そ
れ
を
読
み
う
る
｣
(
遥
｡

こ
の
意
味
で
は
､
｢
ゴ
シ
ッ
ク
的
な
も
の
｣
は
い
ま
だ
な
お
フ
ラ
ン
ス
の
内
に
息
づ
い
て
い
る
､
と
い
う
こ
と
に
な
る
(
誓

以
上
が
､
二
〇
年
代
に
新
た
に
提
起
さ
れ
た
ヴ
オ
リ
ン
ガ
ー
の
ゴ
シ
ッ
ク
観
で
あ
る
｡
そ
の
特
徴
は
､
公
式
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
｢
ラ
テ

ン
的
な
も
の
｣
に
よ
っ
て
か
き
消
さ
れ
た
｢
ギ
リ
シ
ア
的
な
も
の
｣
が
｢
パ
リ
ン
プ
セ
ス
ト
の
ご
と
く
透
け
て
見
え
る
｣
(
-
重
)
と
こ
ろ
に
注
目
す
る

点
に
あ
る
｡
同
じ
く
｢
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
的
｣
芸
術
観
の
批
判
と
い
っ
て
も
､
二
〇
年
代
の
ヴ
オ
リ
ン
ガ
ー
は
一
〇
年
代
と
は
異
な
っ
て
､
｢
ゴ

シ
ッ
ク
｣
を
｢
フ
ラ
ン
ス
的
｣
な
も
の
と
み
な
し
､
｢
後
期
ゴ
シ
ッ
ク
｣
と
｢
表
琴
王
義
｣
を
単
な
る
移
行
段
階
と
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
ゲ
ル
マ

ン
的
ゴ
シ
ッ
ク
を
ゴ
シ
ッ
ク
の
本
質
を
み
な
す
一
九
一
一
年
の
思
想
か
ら
基
本
的
に
離
れ
て
い
く
｡
一
〇
年
代
初
頭
に
お
け
る
ゴ
シ
ッ
ク
と
表
現
主

義
と
の
遜
近
は
､
ヴ
オ
リ
ン
ガ
ー
の
内
に
､
こ
の
二
つ
の
時
代
に
お
い
て
ド
イ
ツ
芸
術
は
｢
世
界
街
道
｣
を
歩
ん
で
い
る
､
と
い
う
確
信
を
こ
旦
は

生
じ
さ
せ
た
(
【
-
≡
】
態
竜
だ
が
､
一
〇
年
代
末
に
お
け
る
表
現
主
義
の
衰
退
､
お
よ
び
二
〇
年
代
中
葉
に
お
け
る
古
典
主
義
の
復
活
を
期
に
､
ゴ

シ
ッ
ク
の
ゲ
ル
マ
ン
性
と
い
う
彼
の
根
本
主
張
そ
れ
自
体
が
揺
る
が
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
｡
そ
し
て
､
こ
の
こ
と
に
対
応
し
て
､
｢
表
現
主
義
｣
と

い
う
名
称
自
体
も
ま
た
否
定
的
意
味
合
い
を
担
う
こ
と
と
な
る
｡
こ
の
こ
と
を
典
型
的
に
示
し
て
い
る
の
が
､
一
九
二
四
年
の
講
演
｢
ド
イ
ツ
の
青

年
と
東
方
的
精
神
｣
で
あ
る
｡
現
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
､
と
り
わ
け
ド
イ
ツ
に
お
け
る
｢
東
方
運
動
｣
の
興
隆
(
[
-
塁
a
]
こ
ぞ
-
-
具
体
的
に
は
｢
ロ
シ

アのポルシェヴィキ化｣(｣)の浸透-を眼前にして､ヴオリンガーは｢東方｣における｢人格概念(Pers宣ic芹告be官登の
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欠
如
を
批
判
し
(
-
阜
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
な
い
し
ド
イ
ツ
人
に
対
し
て
｢
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
と
戻
る
道
を
示
す
｣
(
-
空
こ
と
を
自
ら
の
任
務
と
す
る
｡
こ
う

し
た
文
脈
に
お
い
て
彼
は
｢
表
現
主
義
｣
と
い
う
語
を
｢
東
方
運
動
｣
の
比
喩
と
し
て
用
い
る
(
-
e
｡
と
い
う
の
も
､
｢
わ
れ
わ
れ
の
制
約
さ
れ
た
自

我
｣
を
｢
忘
却
｣
し
て
｢
究
極
的
事
象
を
追
い
求
め
る
こ
と
｣
が
｢
東
方
運
動
｣
と
｢
表
現
主
義
｣
と
に
共
通
だ
か
ら
で
あ
る
(
-
｣
)
｡
す
な
わ
ち
､

表
現
主
義
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
､
ド
√
ツ
人
が
自
己
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
性
を
忘
却
す
る
誤
り
に
す
ぎ
な
い
､
と
二
〇
年
代
の
ヴ
オ
リ
ン
ガ
ー
は
強

調
す
る
｡
こ
の
意
味
で
は
､
ヨ
一
口
.
ッ
パ
中
心
主
義
へ
の
批
判
は
､
中
心
な
ら
ざ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
､
す
な
わ
ち
一
つ
の
｢
特
殊
｣
と
し
て
の
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
の
意
義
を
強
調
す
る
こ
と
と
決
し
て
相
反
す
る
も
の
で
は
な
い
っ

106

結語

以
上
に
お
い
て
､
一
九
〇
七
年
か
ら
二
八
年
ま
で
の
ヴ
オ
リ
ン
ガ
ー
の
著
作
の
検
討
を
行
っ
て
き
た
が
､
そ
こ
か
ら
明
ら
か
と
な
る
の
は
､
彼
の

中
世
ゴ
シ
ッ
ク
に
つ
い
て
の
歴
史
観
な
い
し
歴
史
認
識
が
同
時
代
的
関
心
に
支
え
ら
れ
て
お
り
､
こ
う
し
た
関
心
に
よ
っ
て
変
化
し
て
い
る
､
と
い

う
事
態
で
あ
る
｡

一
九
一
五
年
に
善
か
れ
た
論
考
に
お
い
て
彼
は
ゲ
ル
マ
ン
な
い
し
ド
イ
ツ
に
対
し
て
芸
術
史
上
の
過
度
の
期
待
を
示
七
て
い
る
が
､
そ
の
期
待
が

一
九
一
九
年
以
後
に
な
る
と
一
種
の
幻
滅
に
変
わ
る
こ
と
も
､
第
一
次
世
界
大
戦
と
い
う
時
代
状
況
を
勘
案
す
れ
ば
､
容
易
に
理
解
し
う
る
事
態
と

い
っ
て
よ
い
｡
こ
う
し
た
政
治
的
状
況
を
措
く
と
し
て
も
､
そ
も
そ
も
現
代
的
関
心
が
彼
の
理
論
的
著
作
の
根
底
に
あ
る
､
と
い
う
こ
と
は
最
初
期

の
『
抽
象
と
感
情
移
入
』
に
お
い
て
も
妥
当
す
る
事
柄
で
あ
る
｡
初
版
二
九
〇
八
年
)
へ
の
序
文
に
お
い
て
す
で
に
彼
は
､
こ
の
書
物
の
扱
う
｢
問

題
｣
が
｢
深
い
意
味
に
お
い
て
現
代
的
(
算
旨
e
宣
で
あ
る
､
と
の
見
解
を
示
し
て
い
た
(
【
】
叢
丘
}
V
)
｡
ま
た
､
た
だ
一
カ
所
註
と
い
う
目
立
た
な
い

と
こ
ろ
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
､
彼
は
現
代
の
芸
術
現
象
に
触
れ
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
｡
｢
多
く
の
例
の
中
か
ら
一
例
を
挙
げ
る
な
ら
ば
､
芸

術
的
に
教
養
を
積
ん
だ
近
代
の
公
衆
で
あ
っ
て
も
ホ
ー
ド
ラ
ー
の
よ
う
な
現
象
に
村
し
て
は
い
か
に
無
力
で
あ
る
か
､
た
だ
こ
の
こ
と
を
思
い
浮
か



ベ
て
も
ら
い
た
い
｡
こ
の
無
力
さ
の
内
に
は
､
人
々
が
い
か
に
自
然
美
と
自
然
ら
し
さ
を
芸
術
実
の
条
件
と
み
な
す
こ
と
に
慣
れ
て
き
た
か
､
が
明

瞭
に
示
さ
れ
て
い
る
｣
(
〓
苫
∞
a
〓
亭
-
ご
)
｡
非
感
情
移
入
型
.
の
現
代
芸
術
の
例
と
し
て
こ
こ
で
彼
は
フ
エ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ト
･
ホ
ー
ド
ラ
ー
〓
八

五
三
-
一
九
一
人
年
)
の
名
前
を
挙
げ
て
い
る
が
､
し
ば
し
ば
表
現
主
義
の
先
駆
者
と
も
許
さ
れ
る
こ
の
ス
イ
ス
の
画
家
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
は
､

彼
が
暗
黙
の
う
ち
に
自
己
の
歴
史
観
と
現
代
の
芸
術
運
動
の
間
に
連
関
が
あ
る
と
み
な
し
て
い
る
こ
と
を
証
し
て
い
る
(
…

だ
が
､
ヴ
.
オ
リ
ン
ガ
ー
の
歴
史
観
な
.
い
し
歴
史
記
述
の
根
底
に
彼
の
同
時
代
的
関
心
が
横
た
わ
っ
て
い
る
､
と
い
う
事
態
を
単
五
指
摘
す
る
こ
と

が
こ
こ
で
の
目
的
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
｡
･
歴
史
記
述
に
関
し
て
関
心
が
認
識
に
先
行
す
る
､
と
い
う
事
態
は
お
そ
ら
く
広
く
一
般
的
に
み
ら
れ
る

も
の
で
あ
ろ
う
｡
ま
た
､
彼
が
歴
史
的
研
究
に
基
づ
い
て
同
時
代
現
象
に
積
極
的
に
関
与
し
た
と
し
て
も
､
そ
の
こ
と
自
体
は
非
難
さ
れ
る
べ
き
事

柄
で
は
な
い
｡
理
論
に
対
す
る
関
心
の
先
行
を
も
っ
て
､
彼
の
歴
史
観
の
一
面
性
を
指
摘
す
る
こ
と
は
､
彼
に
村
す
る
公
正
さ
を
欠
く
こ
と
に
な
ろ

う
｡
だ
が
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
彼
の
理
論
的
変
化
を
追
う
な
ら
ば
､
彼
が
時
代
に
流
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
｡
こ
の
点
を
よ
り
明

ら
か
に
す
る
た
め
に
必
要
な
こ
と
は
､
同
時
代
的
関
心
の
変
化
に
よ
っ
て
歴
史
記
述
そ
れ
自
体
が
変
化
す
る
と
き
､
そ
の
変
化
に
対
し
て
理
論
的
枠

組
み
が
十
分
に
機
能
し
て
い
る
か
否
か
､
と
問
う
こ
と
で
あ
ろ
う
｡

第
一
に
問
題
と
す
べ
き
は
､
一
九
一
五
年
の
論
考
が
表
現
主
義
の
可
能
性
を
十
分
に
理
論
化
し
て
い
る
か
､
で
あ
る
｡
ヴ
オ
リ
ン
ガ
ー
は
一
九
〇

八
年
の
段
階
で
は
､
現
代
と
い
う
時
代
を
｢
芸
術
的
に
は
不
毛
｣
(
【
-
蓋
a
]
-
u
い
)
と
み
な
し
､
抽
象
的
な
芸
術
の
回
帰
す
る
可
能
性
を
否
定
し
て
い
た
｡

と
こ
ろ
が
､
一
空
五
年
の
論
考
で
は
､
ド
イ
ツ
表
現
主
義
に
お
い
て
は
｢
ゴ
シ
ッ
ク
の
受
容
に
お
い
て
大
規
模
に
生
じ
た
事
柄
が
た
だ
小
規
模
に

繰
勺
返
さ
れ
て
い
る
｣
(
〓
≡
】
一
N
艮
､
と
い
う
理
由
に
基
づ
い
て
､
表
現
主
義
の
可
能
性
を
基
礎
づ
け
よ
う
と
す
る
｡
だ
が
､
こ
れ
は
単
に
ゴ
シ
ッ

ク
と
表
現
主
義
の
間
の
類
比
を
示
す
に
す
ぎ
ず
､
表
現
主
義
の
可
能
性
を
理
論
的
に
証
す
も
の
と
は
い
え
な
い
｡
一
九
一
一
年
の
ヴ
オ
リ
ン
ガ
ー
が

述
べ
る
よ
う
に
､
北
方
ル
ネ
サ
ン
ス
以
後
ド
イ
ツ
人
が
｢
個
人
｣
の
内
に
囚
わ
れ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
､
･
む
し
ろ
表
現
主
義
の
不
可
能
性
を
そ
こ

か
ら
結
論
づ
け
る
こ
と
の
方
が
は
る
か
に
論
理
的
に
首
尾
一
貫
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
｡
事
実
､
｢
表
現
主
義
｣
の
｢
破
重
量
ロ
｣
を
行
う
一
一
九
一
九

年
の
論
考
に
お
い
て
､
ヴ
オ
リ
ン
ガ
ー
は
そ
の
よ
う
に
論
じ
る
こ
と
に
な
る
｡

107



〔
ル
ネ
サ
ン
ス
以
後
〕
二
度
だ
け
､
…
…
個
人
主
義
的
で
感
覚
主
義
的
に
制
約
さ
れ
た
芸
術
に
よ
っ
て
神
に
到
達
し
よ
う
､
す
な
わ
ち
精
神
的
刻

印
を
受
け
た
超
自
然
的
で
超
人
格
的
な
芸
術
を
実
践
し
ょ
う
と
試
み
ら
れ
た
｡
バ
ロ
ッ
ク
に
お
い
て
は
秘
め
た
手
段
に
よ
っ
て
､
近
代
の
表
現
主

義
に
お
い
て
は
公
然
と
し
た
手
段
に
よ
っ
て
｡
…
…
バ
ロ
ッ
ク
に
お
け
る
感
官
の
駆
り
立
て
､
表
現
主
義
に
お
け
る
自
我
の
駆
り
立
て
｡
こ
れ
は

結
局
の
と
こ
ろ
到
達
し
え
な
い
同
一
の
目
標
に
村
す
る
二
つ
の
方
途
で
あ
る
｡
(
≡
云
]
=
〓
澄
串
芦
澤
-
茎
)
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第
二
に
問
題
と
す
べ
き
は
､
第
一
の
点
と
も
関
連
す
る
が
､
彼
の
理
論
の
枠
組
み
を
な
し
て
い
る
｢
集
団
(
M
琵
S
e
)
･
人
格
(
P
e
r
s
宣
i
c
h
k
e
i
t
)
･
個

人
(
【
n
d
i
v
i
d
u
u
ヨ
)
｣
と
い
う
三
分
法
で
あ
る
｡

彼
が
こ
の
三
分
法
を
最
初
に
明
確
な
仕
方
で
定
式
化
し
た
の
は
､
『
ゴ
シ
ッ
ク
の
形
式
問
題
』
(
一
九
一
一
年
)
に
お
い
て
で
あ
っ
た
〈
空
｡
｢
集
団
｣

と
は
｢
ル
ネ
サ
ン
ス
｣
以
前
の
社
会
の
あ
り
方
､
す
な
わ
ち
個
.
々
の
成
貞
が
社
会
の
う
ち
に
埋
没
し
て
い
る
状
態
を
指
す
の
に
対
し
､
｢
個
人
｣
と
は

｢
集
団
｣
か
ら
｢
個
々
の
自
我
｣
が
｢
機
械
的
｣
な
仕
方
で
｢
分
割
｣
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
成
り
立
つ
.
も
の
で
あ
っ
て
､
｢
北
方
ル
ネ
サ
ン
ス
｣
を
特
徴

づ
け
る
｡
｢
集
団
｣
と
･
｢
個
人
｣
と
い
う
村
立
の
ち
ょ
う
ど
間
に
位
置
す
る
の
が
｢
人
格
｣
で
あ
る
｡
そ
れ
は
｢
南
方
ル
ネ
サ
ン
ス
｣
に
固
有
の
も
の

で
あ
っ
て
､
｢
集
団
か
ら
個
々
の
自
我
｣
が
独
立
し
っ
つ
も
､
個
々
の
成
員
が
全
体
と
の
間
に
｢
有
機
的
｣
関
係
を
保
つ
場
合
を
指
す
｡
ゴ
シ
ッ
ク
は

な
お
｢
集
団
｣
が
成
り
立
っ
て
い
た
時
代
に
の
み
可
能
で
あ
っ
キ
と
い
う
結
論
が
こ
こ
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
り
だ
が
､
こ
う
し
た
概
念
規
定
は
ヴ

ォ
リ
ン
ガ
一
に
お
い
て
首
尾
一
貫
し
て
い
た
の
で
は
な
い
｡
一
九
一
九
年
の
論
文
で
は
､
｢
ル
ネ
サ
ン
ス
以
後
｣
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
基
本
的
に
(
す
な

わ
ち
､
南
方
系
か
北
方
系
か
を
問
わ
ず
)
｢
個
人
主
義
的
｣
で
あ
っ
て
､
｢
有
機
体
｣
と
し
て
の
社
会
は
も
は
や
存
在
し
な
い
､
と
さ
れ
る
(
【
-
竺
石
】
=
[
-
澄
牟

芸
)
｡
と
こ
ろ
が
､
一
九
二
五
年
の
論
文
で
は
､
表
現
主
義
の
時
代
の
み
な
ら
ず
ゴ
シ
ッ
ク
期
に
関
し
て
も
､
フ
ラ
ン
ス
と
ド
イ
ツ
に
｢
人
格
｣
と
｢
個

人
｣
と
い
う
対
概
念
-
-
す
な
わ
ち
､
本
来
は
南
方
と
北
方
の
ル
ネ
サ
ン
ス
に
妥
当
す
る
は
ず
の
肘
枕
念

-

が
適
用
さ
れ
る
(
【
-
岩
畳
=
[
-
豊
丘
-
声

ご
)
｡
そ
れ
は
､
ロ
マ
ン
ス
系
諸
民
族
に
お
け
る
古
典
主
義
の
復
活
を
理
論
化
す
る
た
め
に
要
請
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡
だ
が
､
彼
は
こ
う
し
た
自

ら
の
見
解
の
変
化
に
つ
い
て
何
も
語
ら
ず
､
ま
た
そ
れ
ゆ
え
に
､
そ
の
変
化
を
理
論
的
に
基
礎
づ
け
る
こ
と
も
し
て
い
な
い
｡
ヴ
オ
リ
ン
ガ
ー
は
｢
集



団
･
人
格
･
個
人
｣
と
い
う
同
一
の
三
分
法
を
用
い
つ
つ
も
､
結
局
の
と
こ
ろ
､
そ
の
都
度
の
関
心
に
応
じ
て
そ
の
概
念
を
別
様
に
適
用
し
て
い
る

と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
｡

こ
の
よ
う
に
､
ヴ
オ
リ
ン
ガ
ー
は
ゴ
シ
ッ
ク
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
･
ド
イ
ツ
関
係
を
そ
の
ま
ま
表
現
主
義
の
時
代
に
あ
て
は
め
､
ま
た
､
｢
人
格
･

個
人
｣
と
い
う
南
北
ル
ネ
サ
ン
ス
に
妥
当
す
る
肘
枕
念
を
､
こ
う
し
た
歴
史
的
限
定
な
し
に
フ
ラ
ン
ス
･
ド
イ
ツ
関
係
に
通
用
し
て
い
る
が
､
こ
の

こ
と
は
､
ヴ
ォ
リ
ン
ガ
一
に
と
っ
て
の
･
理
論
が
､
そ
れ
に
よ
っ
て
あ
る
結
論
を
導
き
出
す
た
め
の
手
段
で
は
な
く
､
む
し
ろ
理
論
と
は
独
立
に
予
め

与
え
ら
れ
て
い
.
る
結
論
を
正
当
化
す
る
た
め
に
適
用
さ
れ
る
道
具
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
｡
彼
に
欠
け
て
い
た
も
の
､
そ
れ
は
自

ら
の
用
い
る
概
念
そ
れ
自
体
を
歴
史
現
象
と
の
相
互
応
答
を
通
し
て
簸
え
直
す
こ
と
､
す
な
わ
ち
歴
史
記
述
と
相
即
的
に
な
さ
れ
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
の

批
判
的
形
成
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
｡
そ
し
て
､
も
し
も
こ
の
欠
如
に
彼
が
自
覚
的
と
な
っ
て
い
た
な
ら
ば
､
芸
術
史
批
判
と
し
て
芸
術
史
を
遂
行

す
る
と
い
う
彼
独
自
の
試
み
も
､
ま
た
パ
リ
ン
プ
セ
ス
ト
ヘ
の
彼
の
眼
差
し
も
､
よ
り
豊
か
な
果
実
を
も
た
ら
し
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
｡

書物【】苫畳‥Abs邑tiOnuコdEiコ穿-ung.EinBei冨g冒S書sychO】Ogie盲ssO蔓iO邑2CkNeuwied】苫｣盲uchくer空夢星ich亡ng‥(Piper)Mぎcheコ〓岩戸〔引用
は
新
装
版
(
b
r
e
s
d
e
∋
】
霊
蒜
)
に
よ
る
｡
た
だ
し
､
第
一
版
､
第
三
版
へ
の
｢
序
文
｣
は
【
-
萱
b
】
よ
り
､
一
九
四
人
年
版
へ
の
｢
序
文
｣
は
っ
霊
示
】
よ
り
引
用
す
る
〕

ニ
苫
∞
b
】
‥
｢
u
k
g
C
2
コ
a
C
b
-
(
P
i
p
O
ユ
M
旨
c
h
3
-
宍
戸

コ
望
-
a
】
=
F
O
∃
p
r
O
b
-
巾
ヨ
e
d
e
-
G
O
t
i
k
)
(
P
i
p
e
-
)
M
ぎ
c
h
e
n
】
空
】

コ
叢
-
a
】
‥
不
穿
s
t
-
e
計
c
h
巾
N
巾
i
t
許
g
e
n
-
M
ぎ
c
h
e
n
】
¢
N
-
.

【-萱b】‥Abs㌢ktぎundE-コ穿】uコg.Nw篭euコく巾蓉deユeAuぎgまPiper)Mぎben】萱.一【-沼倉】‥Deu宮heJug雪dund賢一ich巾rGeist-(CObeヨ)BOnコ一叢阜【-浩00】‥G3.CheきヨundGOtik.£ヨ吉-註chdOSHe】-enisヨ亡S一(Pip旦Mぎch昌-浩00【
-
芸
】
‥
F
磨
0
コ
u
已
G
品
㌢
富
3
一
(
P
首
)
M
ぎ
c
h
8
コ
一
芸
〔
ヴ
オ
リ
ン
か
ー
七
五
歳
を
記
念
し
て
編
ま
れ
た
論
文
集
｡
文
献
表
に
お
い
て
.
印
の
付
さ
れ
た
論
考
を

収
め
る
｡
本
書
所
収
の
論
考
は
す
べ
て
こ
の
版
本
か
ら
引
用
す
る
〕
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邑
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ぎ
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g
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e
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c
h
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c
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e
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e
r
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O
d
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ヨ
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巴
e
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O
s
k
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-
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W
ニ
d
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P
チ
P
O
已
a
ヨ
ー
や
ぃ
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【
-
沼
倉
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N
胃
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岩
n
e
r
}
(
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叢
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】
‥
C
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ユ
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C
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詠
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s
P
i
n
i
e
a
m
M
e
e
r
.
ロ
e
ヨ
e
寡
ヒ
n
g
¢
コ
N
己
e
i
n
e
m
B
ニ
d
e
∵
コ
‥
W
i
s
s
e
n
u
n
d
r
e
b
e
n
一
B
d
｣
0
0
.

〓
浩
牟
B
y
臣
n
t
i
n
i
s
ヨ
u
S
u
n
d
G
O
t
i
k
こ
コ
‥
S
t
i
-
g
O
S
C
h
i
c
g
i
c
b
e
A
n
r
巾
習
n
g
芦
F
e
s
ぎ
b
ユ
淳
2
ヨ
筈
.
G
O
b
u
ユ
塗
F
g
く
O
n
P
a
u
-
C
l
e
ヨ
e
n
〉
い
ー
.
〇
k
t
O
b
e
こ
や
N
か
.
D
訝
s
e
-
d
O
ち
一
票
㌫

【
-
叢
卓
G
ユ
e
c
h
e
コ
ど
ヨ
u
n
d
G
O
t
i
k
こ
n
‥
D
e
r
P
i
p
e
r
b
O
t
O
-
叢
や
}
M
ぎ
c
h
e
n
.

な
お
､
以
下
の
翻
訳
を
参
照
し
た
｡

｢
抽
象
と
感
情
移
入
･
-
⊥
鬼
洋
芸
術
と
西
洋
芸
術
｣
草
薙
正
夫
訳
(
岩
波
文
庫
)
､
一
九
五
三
年

r
ゴ
シ
ッ
ク
美
術
形
式
論
｣
中
野
勇
訳
(
岩
崎
美
術
社
)
初
版
は
一
九
四
四
年

r
問
い
と
反
間

-

芸
術
論
集
』
土
肥
美
夫
訳
(
法
政
大
学
出
版
局
)
､
l
九
七
一
年
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註

(
1
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
､
ヴ
オ
リ
ン
ガ
ー
自
身
一
九
四
八
年
に
r
抽
象
と
感
情
移
入
｣
の
新
版
へ
の
序
文
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
(
吉
乱
コ
g
e
r
〓
¢
設
】
】

N
チ
当
)
｡
｢
抽
象
と
感
情
移
入
】
は
本
来
学
位
論
文
と
し
て
印
刷
さ
れ
た
論
考
で
あ
り
､
ご
く
わ
ず
か
の
部
数
が
刷
ら
れ
た
の
み
で
あ
っ
た
｡
だ
が
､
著
者
か
ら
こ



の
論
考
を
送
ら
れ
た
詩
人
の
パ
ウ
ル
･
エ
ル
ン
ス
ト
は
こ
の
論
考
を
一
般
書
と
取
り
違
え
､
そ
の
書
評
を
芸
術
総
合
雑
誌
買
方
術
と
芸
術
家
｣
に
執
筆
し
､
こ
の

書
評
が
こ
の
書
物
へ
の
広
い
関
心
を
引
き
起
こ
し
た
｡
そ
れ
が
機
縁
と
な
っ
て
翌
年
､
r
芸
術
と
芸
術
家
｣
を
出
版
し
て
い
美
ビ
ー
バ
ー
社
よ
り
r
抽
象
と
感
情

移
入
｣
が
一
般
書
と
し
て
公
刊
さ
れ
た
｡

(
2
)

ヴ
オ
リ
ン
ガ
ー
は
一
九
三
三
年
以
後
戟
争
が
終
わ
る
ま
で
完
全
に
筆
を
折
っ
て
い
た
の
で
､
本
稿
は

(
わ
れ
わ
れ
の
問
題
設
定
に
か
か
わ
る
限
り
に
お
い
て
)

彼
の
戦
後
期
の
活
躍
を
除
く
時
期
を
ほ
ほ
す
べ
て
覆
う
こ
と
に
な
る
｡
彼
の
経
歴
お
よ
び
著
作
に
つ
い
て
は
コ
岩
畳
}
N
〓
･
N
-
か
お
よ
ぴ
】
コ
く
i
s
i
b
-
e
C
a
t
h
e
d
邑
s
.

→
h
e
E
x
p
r
O
S
S
i
O
n
i
s
t
A
ユ
H
i
s
t
O
蔓
O
f
W
ニ
h
e
-
ヨ
妻
)
已
n
g
e
√
O
d
.
b
y
N
e
i
-
〓
.
D
O
n
旨
u
e
-
P
e
コ
コ
S
y
-
<
a
コ
i
a
】
涙
声
も
p
.
N
O
い
･
N
家
が
詳
し
い
｡

(
3
)
ヴ
オ
リ
ン
ガ
一
に
つ
い
て
の
研
究
書
と
し
て
は
､
註
(
2
)

に
挙
げ
た
D
O
コ
a
h
u
e
の
編
著
の
ほ
か
に
､
ヴ
オ
リ
ン
ガ
ー
を
中
心
と
し
て
表
現
主
義
運
動
を
美

術
史
的
に
論
じ
る
M
a
g
d
a
-
e
コ
a
B
u
s
h
a
ユ
も
e
;
e
i
s
t
d
e
r
G
O
t
i
k
u
コ
d
d
i
O
O
X
p
r
O
S
S
i
O
コ
i
s
t
i
s
c
h
e
ぎ
鼻
M
ぎ
c
h
苫
】
遥
○
が
ま
ず
参
照
さ
れ
る
べ
き
あ
る
｡
な
お
､

AnコれSti旦itz㍉bOROp3ductiOコOrAgOコy‥tOWa己aROCQptiOn土istO々OrG2コqモa-d一s-seコhOiヨA-taraぎrきeFi邑吉ユd毒a-∵n‥ヨeO已ぎd>ユJ
O
亡
ヨ
a
〓
ヒ
N
(
-
塞
ぎ
∞
ご
○
い
は
､
ヴ
オ
リ
ン
ガ
ー
の
著
書
r
ゴ
シ
ッ
ク
の
形
式
問
題
』
に
出
版
社
ビ
ー
バ
ー
に
よ
っ
て
挿
入
さ
れ
た
複
製
写
真
の
意
味
に
つ
い

て
論
じ
る
異
色
の
論
考
と
い
え
よ
う
｡

(
4
)
一
九
世
紀
後
半
に
お
け
る
｢
発
生
学
｣
の
展
開
と
と
も
に
､
こ
の
E
コ
ぎ
i
c
k
l
u
コ
g
S
g
O
S
C
b
i
c
h
t
e
と
い
う
語
は
広
く
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
｡
芸
術
史
の
分

野
で
は
､
ユ
ー
リ
ウ
ス
･
マ
イ
ア
ー
=
グ
レ
ー
フ
エ
の
r
近
代
芸
術
の
発
展
史

-

近
代
美
学
へ
の
一
つ
の
寄
与
J

(
第
一
版
第
一
巻
､
一
九
〇
四
年
)
が
発
展

史
的
方
法
を
用
い
た
芸
術
史
記
述
の
代
表
例
と
い
え
よ
う
｡

(
5
)
ち
な
み
に
､
ヴ
オ
リ
ン
ガ
ー
は
こ
の
e
u
r
O
p
6
e
コ
ま
s
c
b
と
い
う
語
を
自
ら
の
造
語
と
し
て
い
る
｡

(
6
)
も
う
一
つ
の
例
外
は
ス
イ
ス
の
画
家
ホ
ー
ド
ラ
ー
へ
の
言
及
で
あ
る
(
ニ
茎
0
0
且
こ
｣
?
-
ご
)
｡
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
に
触
れ
る
｡

(
-
)

こ
こ
で
の
ベ
ー
ダ
ー
ン
タ
哲
学
の
術
語
｢
マ
ー
ヤ
ー
｣

へ
の
言
及
は
､
ヴ
オ
リ
ン
ガ
ー
が
｢
東
方
の
諸
民
族
｣
と
し
て
イ
ン
ド
人
を
指
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆

し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
せ
る
が
､
彼
が
実
際
に
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
は
､
｢
エ
ジ
プ
ト
｣
で
あ
る
｡
な
お
､
彼
が
｢
マ
ー
ヤ
ー
｣
の
比
喩
を
持
ち
出
す
機
縁
と

な
っ
た
の
は
､
後
に
見
る
よ
う
に
､
シ
ョ
ー
ベ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
哲
学
で
あ
る
｡

(
8
)
同
様
の
議
論
は
≡
≡
阜
Ⅸ
に
も
見
ら
れ
る
｡

(
9
)

こ
の
点
に
触
れ
た
も
の
と
し
て
は
､
M
i
c
h
a
e
-
W
.
1
e
弓
i
n
g
s
.
A
g
a
i
コ
S
t
E
x
p
r
e
s
s
i
O
コ
i
s
∋
‥
M
a
t
e
計
-
i
s
ヨ
賀
d
S
邑
a
-
ヨ
e
O
々
i
コ
吉
己
コ
g
e
ユ
s
A
b
s
雷
c
t
i
O
コ
賀
d

E
ヨ
P
a
t
h
y
∵
コ
‥
Z
註
〓
.
D
O
コ
a
h
u
e
(
e
d
.
)
も
p
.
C
i
t
.
も
.
窒
.

(
1
0
)
論
考
｢
芸
術
に
お
け
る
内
在
と
超
越
｣
(
一
九
〇
八
年
)
で
は
､
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
｡
｢
こ
こ
に
は
二
つ
の
極
(
d
i
e
b
註
3
P
O
-
且
が
あ
り
､
そ
の
間
を
精
神

的
展
開
の
劇
全
体
が
上
演
さ
れ
る
｡
こ
の
劇
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
偉
大
な
も
の
に
思
わ
れ
る
の
は
､
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
を
こ
れ
ら
両
極
か
ら
眺
め
な
い
限
り
に

お
い
て
の
こ
と
で
あ
る
｡
と
い
う
の
も
､
〔
両
極
か
ら
み
る
な
ら
ば
〕
精
神
的
認
識
と
世
界
支
配
の
全
歴
史
は
､
力
の
不
毛
な
消
耗
､
無
意
味
な
円
環
運
動
の
よ
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う
に
見
え
る
か
ら
で
あ
る
｡
こ
の
と
き
わ
れ
わ
れ
は
､
出
来
事
の
反
対
の
側
面
を
見
る
よ
う
に
強
い
ら
れ
る
｡
そ
の
側
面
は
､
精
神
の
る
ら
ゆ
る
進
歩
が
い
か
に

世
界
像
を
皮
相
で
浅
薄
な
も
の
に
し
た
か
を
､
ま
た
そ
れ
が
一
歩
一
歩
進
む
に
従
っ
て
そ
の
代
償
と
し
て
､
事
物
の
汲
み
尽
く
し
が
た
さ
(
U
コ
e
扁
邑
n
d
-
i
c
弄
e
i
t
d
e
r

Diコge)に対する人類に生得的な器官の衰弱をもたらしたか､を示している｡人が也発点に引き戻されよ.うとも､あるいは終点-それはわれわれにとってカントのことであるが-
に
位
置
し
よ
う
と
も
､
両
極
か
ら
見
る
な
ら
ば
､
わ
れ
わ
れ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
･
古
典
的
文
化
は
き
わ
め
て

疑
わ
し
い
も
の
と
し
て
等
し
ぐ
照
ら
し
出
さ
れ
る
｡
/
と
い
う
の
も
､
こ
の
此
岸
的
文
化
は
ヨ
ー
七
ッ
パ
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
を
受
け
入
れ
た
諸
国
に
限
定
さ
れ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
こ
の
境
域
に
お
い
て
の
み
人
々
は
あ
え
て
､
人
間
的
白
眉
を
持
っ
て
､
事
物
の
真
の
本
質
を
､
事
物
に
関
し
て
精
神
の
作
り
出
し
た
像
と

同
一
化
し
､
自
ら
の
作
り
出
し
た
も
の
す
べ
て
を
幸
運
に
も
素
朴
な
仕
方
で
人
間
的
水
準
に
同
化
し
よ
う
と
試
み
た
｡
た
だ
こ
こ
に
お
い
て
の
み
､
人
々
は
自
己

を
神
に
似
た
も
の
(
g
O
註
F
-
i
c
h
)
と
し
て
み
な
す
こ
と
が
で
き
た
､
と
い
う
の
も
た
だ
こ
こ
に
お
い
て
の
み
人
々
は
神
的
な
も
の
と
い
う
超
人
間
的
な
抽
象
的
理
念

を
通
俗
的
な
人
間
的
表
象
に
平
板
化
し
た
か
ら
で
あ
る
｣
(
【
】
苫
∞
c
〓
窒
⊥
∞
竃

(
‖
)
彼
が
｢
物
自
体
｣
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
理
解
し
て
い
る
の
は
､
第
二
の
時
代
の
特
徴
と
し
て
の
｢
外
的
世
界
と
自
然
的
な
も
の
の
人
間
化
過
程
｣
(
〓
空
言
こ
ぃ
こ

に
対
抗
す
る
も
の
で
あ
り
､
そ
れ
ゆ
え
に
､
世
界
の
非
人
間
化
=
脱
人
間
化
と
も
呼
び
う
る
事
態
で
あ
る
｡
｢
｢
物
自
体
｣
へ
の
本
能
｣
と
は
､
そ
れ
ゆ
え
に
､
｢
事

物
の
汲
み
尽
ぺ
し
が
た
さ
(
U
コ
e
腐
邑
n
d
】
i
c
h
k
e
i
t
d
e
r
D
i
コ
g
e
)
に
村
す
る
人
類
に
生
得
的
な
器
官
｣
(
【
-
苫
0
0
a
〓
竺
)
と
も
換
言
さ
れ
る
｡

(
1
2
)
な
お
､
｢
抽
象
と
感
情
移
入
｣
が
公
刊
さ
れ
た
の
と
同
じ
一
九
〇
八
年
に
著
さ
れ
た
『
ル
ー
カ
ス
･
タ
ラ
ー
ナ
ハ
』
に
お
い
て
ヴ
オ
リ
ン
ガ
ー
は
､
｢
わ
れ
わ
れ

の
今
日
の
心
的
状
態
は
､
少
な
く
と
も
間
接
的
に
は
あ
る
が
､
ゴ
シ
ッ
ク
的
価
値
を
再
び
わ
れ
わ
れ
に
近
し
い
も
の
に
し
て
い
る
｣
と
述
べ
､
そ
の
理
由
を
､
｢
人

格
性
(
P
3
宣
i
c
芹
e
i
t
)
と
い
う
語
｣
が
人
々
に
｢
疲
労
感
｣
を
与
え
､
｢
個
人
主
義
(
-
n
d
i
く
i
d
u
a
ニ
s
ヨ
亡
S
)
｣
の
代
わ
り
に
む
し
ろ
｢
古
の
偉
大
な
様
式
の
崇
高
な
非
人

格
性
(
U
n
p
e
邑
n
】
i
c
芹
e
i
t
)
｣
が
人
々
の
関
心
を
引
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
求
め
て
い
る
(
コ
苫
等
]
し
宅
こ
れ
は
､
ゴ
シ
ッ
ク
的
心
性
が
あ
る
種
の
現
代
的
意
義
を
持

つ
こ
と
を
指
摘
し
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
｡
そ
し
て
､
｢
個
人
｣
と
｢
人
格
｣
と
の
間
に
概
念
的
区
別
が
な
さ
れ
て
い
な
い
､
と
い
う
点
を
除
く
な
ら
ば
､
こ
こ

に
は
彼
の
後
の
表
現
主
義
に
関
す
る
理
論
の
先
取
り
が
見
出
さ
れ
よ
う
｡
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
に
詳
論
す
る
｡

(13)

こ
う
し
た
視
点
は
､
ヴ
イ
オ
レ
=
ル
=
デ
ュ
ク
(
一
八
一
四
-
七
九
年
)

に
も
共
通
す
る
面
を
持
っ
て
い
る
｡
｢
も
し
も
ゴ
シ
ッ
ク
の
構
築
家
〔
建
築
家
〕

(
c
O
n
S
ぎ
c
t
e
u
r
g
O
蒙
q
u
e
)
が
大
き
な
鋳
鉄
材
を
自
由
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
た
と
す
る
な
ら
ば
､
可
能
な
限
り
細
く
か
つ
堅
牢
な
視
点
を
得
る
た
め
の
こ
の
確
実

な
手
段
〔
と
し
て
の
鉄
〕
に
飛
び
つ
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
し
､
さ
ら
に
お
そ
ら
く
は
わ
れ
わ
れ
よ
り
も
は
る
か
に
巧
妙
に
そ
れ
を
用
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
｣

(
D
i
c
t
i
｡
n
n
a
i
r
e
邑
s
｡
冒
監
e
蚕
c
h
i
t
e
c
冒
e
許
n
旦
s
e
d
u
X
だ
i
堅
e
a
u
X
≦
e
s
i
堅
ヱ
0
0
軍
岸
t
｡
ヨ
｣
メ
p
･
設
s
q
･
)
｡
無
論
､
近
代
の
鉄
建
築
に
は
ゴ
シ
ッ
ク
的
｢
形

式
意
志
｣
は
不
在
で
あ
る
､
と
考
え
る
■
ヴ
オ
リ
ン
ガ
ー
は
､
ヴ
ィ
オ
レ
=
ル
=
デ
ュ
ク
の
よ
う
に
前
者
を
ゴ
シ
ッ
ク
の
新
た
な
現
実
化
と
は
み
な
し
て
い
な
い
｡

(
1
4
)
た
だ
し
､
F
ル
ー
カ
ス
･
ク
ラ
ー
ナ
ハ
｣

(
一
九
〇
八
年
)

に
は
す
で
に
､
ゴ
シ
ッ
ク
の
成
立
を
ド
イ
ツ
と
フ
ラ
ン
ス
と
の
関
係
に
即
し
て
捉
え
る
､
と
い
う
論

点
が
見
ら
れ
る
｡
そ
こ
で
ヴ
オ
リ
ン
ガ
ー
は
､
｢
芸
術
史
家
は
フ
ラ
ン
ス
を
ゴ
シ
ッ
ク
の
故
郷
と
呼
ぶ
｣
･
が
､
し
か
し
｢
フ
ラ
ン
ス
人
種
の
ガ
リ
ア
=
ケ
ル
ト
的
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要
素
｣
の
ゆ
え
に
｢
フ
ラ
ン
ス
｣
は
｢
ゴ
シ
ッ
ク
と
緊
密
な
連
関
｣
を
持
ち
え
な
か
っ
た
､
と
述
べ
て
(
ニ
蓋
b
】
も
)
､
冒
シ
ッ
ク
の
形
式
開
運
の
議
論
を
先

取
り
し
て
い
る
｡

(
1
5
)
こ
の
論
考
は
､
ブ
レ
ー
メ
ン
美
術
館
に
お
け
る
フ
ァ
ン
･
ゴ
ッ
ホ
の
購
入
に
反
対
し
た
ヴ
ィ
ン
ネ
ン
の
論
考
｢
ド
イ
ツ
の
芸
術
家
の
抗
議
｣
に
対
抗
す
る
た
め

に
､
当
時
の
先
進
的
な
美
術
館
長
､
芸
術
家
､
芸
術
理
論
家
､
芸
術
商
が
寄
稿
し
た
書
物
(
ビ
ー
バ
ー
社
刊
)
に
収
.
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
こ
の
論

考
は
｢
近
代
絵
画
の
展
開
史
｣
と
改
題
さ
れ
て
､
ベ
ル
リ
ン
表
琴
王
義
運
動
の
推
進
母
体
で
あ
っ
た
雑
誌
r
デ
ア
･
シ
ュ
ト
ゥ
ル
ム
｣
に
同
年
公
刊
さ
れ
た
｡
な

お
､
ヴ
オ
リ
ン
ガ
ー
と
｢
青
い
騎
士
←
集
団
と
の
｢
個
人
的
関
係
｣
に
つ
い
て
は
A
ヨ
○
-
d
G
e
≡
e
コ
u
N
e
i
t
･
B
ニ
d
e
こ
･
,
巾
ヨ
e
i
t
e
舌
A
u
ぎ
g
巾
㌔
弓
k
P
ユ
ニ
基
♪
S
･
〓
か

に
指
摘
ぎ
れ
て
い
る
｡
邦
語
文
献
と
し
て
は
､
ヴ
オ
リ
ン
ガ
ー
r
問
い
と
反
間
｣
へ
の
土
肥
美
夫
に
よ
る
｢
訳
者
あ
と
が
き
｣
が
詳
し
い
｡

(
1
6
)
｢
原
初
的
｣
と
い
う
語
は
(
第
一
節
で
す
で
に
見
た
よ
う
に
)
､
一
拍
象
と
感
情
移
入
J
に
お
い
て
も
､
｢
日
本
趣
味
｣
を
論
じ
た
一
節
に
見
ら
れ
る
(
コ
蓋
a
】
態
)
｡

(
1
7
)
ヴ
オ
リ
ン
ガ
ー
は
､
西
洋
の
芸
術
は
｢
よ
り
緊
密
な
伝
統
｣
を
見
出
し
｢
自
己
自
身
に
戻
っ
て
い
く
｣
･
で
あ
ろ
う
､
と
語
っ
て
い
る
が
､
そ
こ
に
は
再
び
竺

の
時
代
か
ら
第
二
の
時
代
へ
の
移
行
と
し
て
の
あ
る
種
の
古
典
性
の
復
活
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
｡

(
1
8
)
ち
な
み
に
､
一
九
〇
九
年
の
論
考
｢
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
分
離
派
の
マ
レ
ー
展
｣
に
お
い
て
､
ヴ
オ
リ
ン
ガ
ー
は
ハ
ン
ス
･
フ
ォ
ン
･
マ
レ
ー
の
内
に
､
南
方
の
も
の

と
北
方
の
も
の
と
い
う
本
来
｢
統
合
し
え
な
い
も
の
｣
を
｢
一
緒
に
し
よ
う
｣
と
す
る
｢
決
し
て
現
実
化
し
え
な
い
綜
合
｣
の
試
み
を
見
出
し
､
さ
ら
に
彼
の
こ

の
試
み
が
｢
あ
る
種
の
力
動
性
(
D
ち
a
ヨ
i
k
)
｣
を
伴
っ
た
｢
悲
劇
性
｣
を
引
き
聾
し
す
､
と
論
じ
て
い
る
(
〓
茎
声
望
･
N
ぷ
｡

(
1
9
)
翌
年
の
講
演
で
は
､
こ
う
し
た
｢
幻
影
｣
が
｢
｢
か
の
よ
う
に
｣
.
の
哲
学
｣
(
コ
…
〓
-
○
)
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
､
そ
れ
は
フ
ァ
イ
ヒ
ン
ガ
ー
の
書
物
二
九
一

▲一年)

の
題
名
で
あ
る
｡

(
空
従
来
の
ル
ネ
サ
ン
ス
観
と
の
相
違
と
し
て
は
､
｢
ル
ネ
サ
ン
ス
以
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
｣
に
お
い
て
は
｢
集
団
｣
と
い
っ
て
も
､
か
つ
て
の
よ
う
な
統
一
的
な
構

造
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
た
｢
有
機
体
｣
と
し
て
の
集
団
で
は
な
く
､
単
に
｢
寄
せ
集
め
ら
れ
た
個
々
の
人
々
の
機
構
(
M
e
c
h
当
i
s
ヨ
u
～
a
d
d
i
呈
-
E
i
コ
2
e
-
h
e
i
t
旦
｣

の
み
が
存
在
す
る
､
と
さ
れ
て
い
る
点
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
(
と
い
う
の
も
､
O
r
g
邑
s
ヨ
u
S
と
い
う
語
は
r
ゴ
シ
ッ
ク
の
形
式
問
題
｣
で
は
､
南
方
ル
ネ

サ
ン
ス
の
民
族
に
対
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
)
｡
こ
の
こ
と
に
対
応
し
て
､
ル
ネ
サ
ン
ス
以
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
芸
術
は
｢
個
人
の
芸
術

(】コd-くーdua-k∈邑)｣であり､かつ｢感覚主義的(seコSua-is-iscb)｣である､とされる(コ芸】‖≡ま】ま･3｡

(
2
1
)
註
.
(
柑
)
参
照
｡

(
空
ち
な
み
に
､
ル
カ
ー
チ
は
｣
九
三
四
年
の
論
考
｢
表
現
主
義
の
偉
大
さ
と
堕
落
｣
に
お
い
て
こ
の
ヴ
オ
ー
リ
ン
ガ
ー
の
講
演
に
批
判
的
に
言
及
し
て
い
る
が
､

こ
の
点
に
つ
い
て
は
主
題
の
限
定
上
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
｡

(
空
な
お
､
こ
こ
で
の
｢
人
格
｣
と
｢
個
人
｣
に
関
す
る
議
論
は
､
基
本
的
に
は
､
完
〓
年
の
冒
シ
ッ
ク
の
形
式
問
題
｣
に
お
け
る
｢
南
方
ル
ネ
サ
ン
ス
｣

と
｢
北
方
ル
ネ
サ
ン
ス
｣
の
規
定
を
繰
り
返
し
て
い
る
(
【
】
半
音
〓
-
¢
こ
N
王
N
竃
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(
空
R
e
a
=
s
ヨ
∈
‥
宴
i
s
c
b
e
n
R
e
く
｡
-
u
t
i
｡
コ
u
n
d
R
e
賢
i
O
n
室
三
や
い
ヱ
A
u
s
s
t
e
ニ
亡
n
g
S
k
邑
｡
g
〓
軍
示
篭
参
照
｡
な
お
｣
同
書
に
は
ヴ
オ
リ
ン
ガ
-
の
｢
カ
ル
ロ
･

カ
ッ
ラ
の
(
海
辺
の
松
)

-

あ
る
絵
へ
の
註
釈
｣
も
再
録
さ
れ
て
い
る
｡

(25)

こ
こ
で
想
起
す
べ
き
は
､
ヴ
オ
リ
ン
ガ
ト
が
｢
芸
術
の
現
代
的
諸
問
題
｣

(
一
九
ニ
ー
年
)

に
お
い
て
｢
静
か
な
表
現
主
義
｣
と
い
う
名
称
を
､
グ
ン
ド
ル
フ

や
シ
エ
ー
ラ
ー
の
著
作
､
現
象
学
や
楓
対
性
理
論
に
代
表
さ
れ
る
新
た
な
理
論
的
認
識
に
適
用
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
(
〓
や
ヒ
a
〓
N
∞
)
｡

(
2
6
)
そ
れ
ゆ
え
に
､
ヴ
オ
リ
ン
ガ
一
に
と
っ
て
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
に
よ
る
｢
国
民
的
共
同
体
｣
の
創
出
の
可
能
性
は
予
め
否
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
｡
な
お
､
ヴ
オ

リ
ン
ガ
ー
の
理
論
と
｢
国
家
社
会
主
義
｣
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
､
H
賀
S
S
c
b
e
亡
g
-
も
臣
A
b
s
O
】
亡
t
e
.
E
i
n
O
【
d
O
巾
n
g
e
S
O
h
i
c
h
t
乙
e
r
M
O
d
巾
ヨ
e
〉
W
i
e
n
-
鷲
道
一
S
.
山
喜
ム
O
N

参
照
｡

(27)

こ
の
論
考
に
認
め
ら
れ
る
基
本
的
論
点
は
､
一
九
二
〇
年
代
中
葉
に
公
表
さ
れ
た
二
つ
の
論
考
に
す
で
に
認
め
ら
れ
る
(
【
-
董
卓
〓
-
器
量
｡
な
お
､
一
九
二
九

年
の
論
考
｢
ギ
リ
シ
ア
精
神
と
ゴ
シ
ッ
ク
｣
は
同
名
の
書
物
(
一
九
二
八
年
)
の
序
文
を
簡
略
化
し
た
も
の
で
あ
る
パ

(
2
8
)
そ
れ
ゆ
え
に
彼
は
､
｢
〔
芸
術
的
事
象
に
関
し
て
の
〕
わ
れ
わ
れ
の
歴
史
的
先
入
見
の
源
泉
が
何
に
由
来
す
る
の
か
､
そ
の
こ
と
へ
の
目
を
開
い
て
く
れ
る
の
は
､

芸
術
史
の
生
成
の
歴
史
(
G
墨
U
h
i
c
h
t
e
d
e
r
ぎ
n
s
t
g
e
s
c
b
i
c
b
房
w
e
已
u
n
g
)
へ
の
洞
察
の
み
で
あ
ろ
う
｣
､
と
述
べ
て
､
｢
イ
タ
リ
ア
の
芸
術
史
記
述
､
つ
ま
り
ギ
ベ
ル
テ

ィ
か
ら
ヴ
ア
ザ
ー
リ
に
い
た
る
ま
で
､
歴
史
的
芸
術
把
握
の
そ
の
後
の
あ
ら
ゆ
る
さ
ら
な
る
展
開
に
と
っ
て
の
基
礎
を
定
め
た
歴
史
記
述
｣
へ
の
批
判
を
展
開
す

る
(
ニ
浩
芦
u
)
｡

(29)

こ
の
意
味
で
は
､
｢
ゴ
シ
ッ
ク
｣
こ
そ
真
の
意
味
に
お
い
て
｢
ル
ネ
サ
ン
ス
｣
で
あ
り
､
そ
れ
に
村
し
い
わ
ゆ
る
｢
ル
ネ
サ
ン
ス
｣
は
｢
ロ
ー
マ
主
義
的
｣
と

い
う
意
味
に
お
い
て
｢
ロ
マ
ネ
ス
ク
｣
と
呼
び
う
る
､
と
ヴ
オ
リ
ン
ガ
ー
は
あ
え
て
主
張
す
る
(
望
)
｡

(
3
0
)
具
体
的
に
は
､
｢
フ
ー
ケ
｣
｢
ラ
シ
ー
ヌ
｣
｢
プ
サ
ン
｣
(
よ
)
｢
コ
ロ
ト
｣
(
芸
)
の
名
前
が
フ
ラ
ン
ス
の
｢
ギ
リ
シ
ア
=
ゴ
シ
ッ
ク
的
な
も
の
｣
の
後
継
者
と
し
て

あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
､
そ
の
理
由
に
つ
い
て
ヴ
オ
リ
ン
ガ
ー
は
述
べ
て
い
な
い
｡

(
3
1
)
無
論
､
人
類
の
発
展
史
の
第
三
段
階
は
｢
芸
術
的
に
不
毛
｣
で
あ
る
､
と
い
う
の
が
ヴ
オ
リ
ン
ガ
ー
の
見
解
で
あ
る
(
〓
苫
0
0
阜
u
竃
ヒ
す
る
な
ら
ば
､
な
ぜ
ホ

ー
ド
ラ
ー
は
こ
う
し
た
時
代
に
あ
っ
て
(
不
毛
で
な
い
)
芸
術
創
作
を
な
し
え
た
の
か
､
と
い
う
聞
い
が
提
起
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
が
､
こ
の

点
に
つ
い
て
ヴ
オ
リ
ン
ガ
ー
は
全
く
答
え
て
い
な
い
｡

(
3
2
)
註
(
-
N
)
に
お
い
て
確
認
し
た
よ
う
に
､
r
ル
ー
カ
ス
･
タ
ラ
ー
ナ
ハ
二
一
九
〇
八
年
)
に
お
い
て
は
｢
個
人
｣
と
｢
人
格
｣
の
区
別
は
な
さ
れ
て
い
な
い
(
コ
茎
0
0
b
】
}

い
e
｡
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