
立
命
館
経
済
学
（
第
四
巻
・
第
二
号
）

八
八
（
二
二
二
）

四
四
年
手
稿
断
片

「
疎
外
さ
れ
た
労
働
」

に
お
け
る
マ

ル
ク
ス
の
哲
学
思
想
一
下
の
申
一

梯

明
　
　
秀

－
一
、
要
素
的
形
態
と
し
て
の
第
一
規
定
－
二
、
主
体
的
原
理
と
し
て
の
第
二
規
定
－
三
、
人
間
の
生
命
的
自
己

関
係
－
四
、
ｏ
警
昌
胴
の
へ
－
ゲ
ル
的
概
念
－
五
、
生
命
一
般
の
場
所
即
過
程
的
な
論
理
－
六
、
人
間
種
属
の
本

来
的
な
生
命
活
動
！
七
、
第
三
規
定
の
論
理
構
造
－
八
、
第
四
規
定
の
背
景
的
論
理
－
九
、
支
配
服
従
関
係
の
論

理
的
成
立
根
拠
－
（
以
上
、
前
号
ま
で
に
連
載
）
　
　
十
、
現
実
化
さ
れ
た
「
主
人
と
奴
隷
」
の
関
係
－
十
一
、
私

有
財
産
制
度
の
概
念
的
把
握
ｉ
ｉ
（
以
上
本
号
）
－
十
二
、
疎
外
概
念
の
上
向
的
現
案
化
の
運
動
－
士
二
、
手
稿
全

体
の
経
済
学
的
意
味
－
－
（
次
号
完
結
）
１

十
現
実
化
さ
れ
た

「
主
人
と
奴
隷
」
の
関
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー

　
へ
－
ゲ
ル
は
「
精
神
現
象
学
』
Ｂ
篇
第
四
章
Ａ
節
「
主
人
と
奴
隷
」
に
関
す
る
個
所
に
お
い
て
、
ま
づ
功
、
奴
隷
が
主
人
と
の
関

係
に
お
い
て
何
で
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
明
か
に
し
、
つ
い
で
、
創
、
「
畏
怖
」
、
刊
、
「
形
成
」
に
お
い
て
、
奴
隷
が
自
己
自
身

に
わ
い
て
何
で
あ
る
か
を
吟
味
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
稿
と
し
て
は
、
前
者
だ
け
を
辿
っ
て
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
マ
ル

■



ク
ス
の
「
疎
外
さ
れ
た
労
働
」
以
概
念
に
、
そ
れ
が
連
結
し
う
る
こ
と
を
論
証
と
す
る
こ
と
に
と
ど
め
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

　
へ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
主
人
と
は
「
自
分
だ
け
で
の
存
在
を
本
質
と
す
る
自
立
的
意
識
」
の
こ
と
で
あ
り
、
奴
隷
と
い
う
の
は
「
生

命
ま
た
は
他
者
に
た
い
す
る
と
こ
ろ
の
存
在
を
本
質
と
す
る
非
自
立
的
意
識
」
の
こ
と
で
あ
る
。
二
っ
の
自
己
意
識
の
闘
争
に
お
い

て
・
わ
れ
わ
れ
は
次
の
こ
と
を
見
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
「
全
く
自
分
だ
け
で
有
る
の
で
は
な
く
し
て
、
他
の
意
識
に
た
い
し

て
有
る
意
識
・
い
い
か
え
れ
ば
、
存
在
す
る
意
識
、
ま
た
は
物
性
冒
轟
汗
｝
け
と
い
う
形
に
お
け
る
意
識
が
、
純
な
る
自
已
意
識
と

と
も
に
定
立
せ
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
「
こ
れ
ら
の
両
契
機
が
、
と
も
に
本
質
的
で
は
あ
る
に
し
て
も
、
不

同
に
し
て
相
互
に
ー
対
立
し
、
い
ま
だ
統
一
の
な
か
に
復
帰
し
て
い
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
自
己
意
識

と
単
な
る
意
識
と
の
「
両
者
は
、
相
互
に
対
立
せ
る
意
識
の
二
っ
の
形
態
ど
し
て
存
在
す
る
」
〔
二
七
〇
頁
、
・
。
．
一
劣
１
Ｂ
と
い
う
こ
、

と
を
・
わ
れ
わ
れ
は
見
て
き
た
。
こ
こ
に
、
自
已
意
識
の
形
態
、
す
な
わ
ち
、
自
分
だ
け
の
存
在
を
本
質
と
す
る
自
立
的
意
識
の
形

態
に
あ
る
個
人
が
・
主
人
て
あ
り
、
こ
の
主
人
に
ー
た
い
す
る
外
的
存
在
を
、
し
た
が
っ
て
自
分
の
生
命
だ
け
を
本
質
と
す
る
非
自
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

的
意
識
・
す
な
わ
ち
単
な
る
意
識
の
形
態
に
あ
る
個
人
が
、
奴
隷
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
主
人
は
、
い
、
　
「
白
己
意
識
の
概
念
（
す
な

わ
ち
絶
対
否
定
的
な
単
純
な
白
我
）
と
し
て
は
、
白
分
だ
け
の
存
在
の
無
媒
介
の
関
係
に
あ
る
」
が
、
闘
争
の
遇
程
に
・
お
い
て
は
、

も
は
や
単
純
な
自
我
に
直
接
的
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
い
、
　
「
他
の
意
識
に
よ
つ
て
自
己
と
媒
介
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
、
自
分
だ
け
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

存
在
す
る
意
識
で
あ
り
、
媒
介
の
関
係
に
あ
る
」
〔
二
七
一
頁
、
・
り
・
奏
〕
。
と
こ
ろ
で
、
自
已
意
識
の
自
立
性
の
た
め
に
媒
介
と
な

る
他
の
意
識
・
す
な
わ
ち
奴
隷
の
意
識
と
は
、
単
な
る
生
命
的
意
識
と
し
て
、
今
一
っ
の
「
自
立
的
な
る
物
性
一
般
と
の
結
合
を
本

質
と
せ
る
意
識
」
に
１
す
ぎ
な
い
ゆ
え
に
、
主
人
の
自
已
意
識
は
、
こ
れ
ら
の
両
契
機
、
す
な
わ
ち
、
欲
望
の
対
象
た
る
物
そ
の
も
の

と
・
物
性
を
も
っ
て
本
質
と
せ
る
奴
隷
の
意
識
と
に
、
関
係
す
る
こ
と
に
，
な
る
。
こ
の
ば
あ
い
、
「
両
契
機
の
申
の
何
れ
か
一
方
に

　
　
　
　
四
四
年
手
稿
断
片
「
疎
外
さ
れ
た
労
働
」
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
の
哲
学
思
想
（
下
の
申
）
　
（
梯
）
　
　
　
八
九
（
二
二
三
）

」
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■

め

　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
四
巻
．
第
二
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
〇
（
二
二
四
）

他
方
を
媒
介
と
し
て
間
接
に
関
係
す
る
」
ほ
か
な
い
が
、
巾
純
な
る
自
我
、
す
な
わ
ち
絶
対
否
定
的
な
無
媒
介
態
と
し
て
は
、
「
両

契
機
に
直
接
的
に
関
係
し
て
い
る
」
〔
二
七
一
頁
、
・
。
二
ま
〕
こ
と
、
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
闘
争
の
現
実
的
な
遇
程
に
お
い
て

は
、
間
接
的
に
関
係
す
る
ほ
か
な
い
わ
け
で
あ
っ
て
、
そ
し
て
、
こ
れ
は
二
っ
の
推
論
形
式
を
と
る
。

　
第
一
に
、
主
人
は
自
立
的
な
物
性
一
般
を
媒
介
と
し
て
、
間
接
に
奴
隷
に
関
係
す
る
。
奴
隷
は
、
単
な
る
意
識
の
形
態
に
あ
る
も

の
と
し
て
、
戦
闘
に
お
い
て
意
識
の
白
然
的
肯
定
す
な
わ
ち
生
命
の
直
接
性
に
あ
り
、
こ
の
生
命
を
賭
す
る
覚
悟
に
わ
け
る
白
已
意

識
の
白
立
性
を
遂
い
に
獲
得
し
え
ず
、
し
た
が
っ
て
、
ひ
た
す
ら
「
物
性
と
い
う
形
態
に
わ
け
る
白
立
性
」
に
お
い
て
の
み
あ
っ
て

こ
れ
に
束
縛
さ
れ
て
い
る
と
こ
う
の
、
要
す
る
に
、
疎
外
さ
れ
た
白
已
意
識
と
し
て
の
単
な
る
意
識
の
形
態
に
あ
る
人
間
で
あ
る
。

し
か
る
に
、
こ
の
疎
外
さ
れ
た
白
已
意
識
の
定
有
形
態
と
し
て
の
直
接
的
生
命
な
い
し
自
立
的
物
性
こ
そ
は
、
白
己
意
識
的
で
あ
ろ

う
と
死
を
覚
悟
し
た
主
人
に
と
っ
て
、
否
定
さ
る
べ
き
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
主
人
と
は
、
こ
の
物
性
を
支
配
す
る
威

カ
で
あ
る
」
。
そ
し
て
「
こ
の
物
性
は
奴
隷
を
支
配
す
る
威
カ
で
あ
る
か
ら
、
主
人
は
、
こ
の
推
論
式
○
ｏ
ｏ
巨
巨
蓄
に
よ
っ
て
、
奴
隷

を
自
己
の
下
に
隷
属
せ
し
め
る
」
こ
と
が
で
き
る
。
　
　
へ
ｉ
ゲ
ル
の
こ
の
推
論
式
は
、
階
級
的
な
支
配
関
係
の
き
わ
め
て
観
念
的

な
把
握
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
同
時
に
、
こ
れ
と
逆
に
、
資
本
制
的
階
級
関
係
そ
の
も
の
の
思
弁
哲
学
へ
の
反
映
で
あ
る
と

も
、
言
い
う
る
も
の
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
、
生
活
手
段
を
資
本
と
し
て
所
有
す
る
と
こ
ろ
の
、
す
な
わ
ち
「
白
立
的
な

物
性
を
支
配
す
る
威
カ
」
で
あ
る
資
本
家
は
、
生
活
手
段
の
た
め
に
白
己
の
労
働
カ
を
販
売
す
る
ほ
か
な
き
と
こ
ろ
の
、
い
い
か
え

れ
ば
、
単
な
る
生
命
的
意
識
に
す
ぎ
ず
、
し
た
が
っ
て
外
的
事
物
に
束
縛
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
賃
労
働
者
を
、
事
実
、
経
済
的
に

隷
属
せ
し
め
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、
こ
の
経
済
的
な
支
配
服
従
の
関
係
を
ば
、
へ
ー
ゲ
ル
は
、
労
働
市
場
の
法
律
的
に
平
等

な
格
人
関
係
の
奥
に
、
む
し
ろ
鋭
く
洞
察
し
て
い
る
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

○



●

　
こ
の
第
一
の
推
論
式
に
た
い
し
、
第
二
の
推
論
式
に
よ
る
、
す
な
わ
ち
「
主
人
は
奴
隷
を
媒
介
と
し
て
間
接
に
物
に
関
係
す
る
」

と
こ
ろ
の
、
文
配
的
形
態
は
、
賃
労
働
者
に
と
っ
て
直
接
的
生
産
過
程
そ
の
も
の
に
わ
け
る
階
級
関
係
が
、
単
に
思
弁
的
に
把
擢
さ

れ
た
か
ぎ
り
の
、
し
か
し
同
じ
く
、
そ
の
深
い
認
識
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
へ
－
ア
ル
は
言
う
。
　
　
「
奴
隷
と
い
え

ど
も
、
広
義
の
白
己
意
識
と
し
て
、
物
に
た
い
し
て
否
定
的
に
も
関
係
し
、
物
を
廃
棄
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
と
同
時
に
物
は
奴
隷

に
と
っ
て
自
立
的
で
あ
る
か
ら
、
奴
隷
は
、
そ
の
否
定
の
働
き
に
よ
っ
て
物
を
絶
滅
す
る
と
い
う
ま
で
に
、
物
と
の
交
渉
を
断
っ
こ

と
は
で
き
な
い
。
い
い
か
え
れ
ば
、
奴
隷
は
、
物
に
労
カ
を
加
え
る
ヴ
Ｓ
｝
等
昌
の
み
で
あ
る
」
〔
二
七
一
頁
、
・
。
二
さ
〕
。
こ
れ

に
た
い
し
て
、
単
な
る
自
已
意
識
に
と
ど
ま
っ
て
、
外
的
実
在
を
た
だ
観
念
的
に
の
み
絶
対
に
否
定
す
る
だ
け
の
単
純
な
自
我
に
あ

る
主
人
に
と
っ
て
は
、
白
血
的
な
る
物
と
の
現
実
的
な
交
渉
も
あ
り
え
ず
、
ま
し
て
、
白
立
的
な
物
そ
の
ま
ま
の
、
有
用
性
の
な
い

自
然
物
の
消
費
な
ど
は
凡
そ
不
可
能
の
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
白
己
意
識
の
生
命
的
表
現
で
あ
っ
た
欲
望
と
い
う
形
態
に
お

い
て
、
そ
の
悪
し
き
無
隈
追
求
が
可
能
で
あ
っ
た
の
は
、
有
用
性
の
あ
る
生
産
物
に
た
い
し
て
の
み
で
あ
っ
て
、
自
然
物
の
ま
ま
の

自
立
性
の
ま
え
に
は
、
主
人
の
純
な
る
自
我
は
、
こ
れ
を
表
象
と
し
て
所
有
し
観
想
の
対
象
と
す
る
ほ
か
に
術
も
な
か
っ
た
は
ず
で

あ
る
。
か
く
て
、
奴
隷
の
労
働
に
よ
る
生
産
物
に
お
い
て
、
主
人
は
、
白
已
の
観
念
的
な
研
有
と
観
念
的
な
鑑
賞
と
を
、
現
実
的
な

欲
望
に
結
び
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
奴
隷
の
労
働
を
媒
介
す
る
こ
・
、
し
に
よ
っ
て
、
始
め
て
主
人
は
、
「
物
の
純
な
る

否
定
と
し
て
の
直
接
的
関
係
」
の
現
実
化
さ
れ
た
「
享
楽
○
昌
舅
竈
。
を
得
る
」
こ
と
が
で
き
る
〔
二
七
二
頁
、
Ｏ
。
二
ま
〕
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
ま
さ
に
、
生
産
過
程
に
わ
い
て
、
資
本
家
と
し
て
は
、
自
ら
の
購
買
し
た
労
働
カ
を
消
費
す
る
も
の
に
と
ど
ま
る
と
こ
ろ

の
、
し
か
し
賃
労
働
者
に
あ
っ
て
は
、
自
分
の
本
質
的
な
生
命
活
動
で
あ
る
と
こ
ろ
の
労
働
過
程
を
、
資
本
家
が
交
配
し
て
い
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
生
存
を
維
持
し
て
い
る
、
と
い
う
資
本
制
杜
会
の
現
実
の
事
態
に
照
合
す
る
。
す
な
わ
ち
へ
－
ゲ
ル
の
言
葉

　
　
　
四
四
年
手
禰
断
片
「
疎
外
さ
れ
た
労
働
」
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
の
哲
学
思
想
（
下
の
申
）
　
（
梯
）
　
　
　
九
一
（
二
二
五
）
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立
命
館
経
済
学
（
第
四
巻
・
第
二
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
二
（
二
二
六
）

の
と
わ
り
「
（
生
産
過
程
に
わ
い
て
）
物
の
自
立
性
の
ゆ
え
に
遠
成
し
え
な
か
っ
た
（
資
本
家
の
）
欲
望
の
満
足
は
、
物
と
の
交
渉

を
断
っ
た
（
流
通
過
程
の
）
享
楽
に
お
い
て
達
成
す
る
」
（
宇
巨
〕
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
「
物
と
自
已
と
の
間
に

奴
隷
を
挿
入
し
た
主
人
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
物
の
非
自
立
性
の
み
に
連
絡
し
て
物
を
ひ
た
す
ら
享
楽
し
、
こ
れ
に
た
い
し
て
物
の
自

立
性
の
側
面
は
物
に
労
カ
を
加
え
る
奴
隷
に
委
託
し
て
い
る
」
〔
二
七
二
頁
、
◎
。
二
さ
１
己
の
で
あ
る
。
　
　
こ
の
へ
－
ゲ
ル
の
命
題

は
、
階
級
杜
会
一
般
に
？
つ
ず
る
文
配
状
態
の
思
弁
哲
学
へ
の
単
な
る
反
映
に
す
ぎ
な
い
が
、
こ
こ
に
秘
む
と
こ
ろ
の
へ
ー
ゲ
ル
の

深
い
洞
察
は
、
こ
の
こ
と
自
体
が
、
労
働
を
委
託
さ
れ
た
人
間
の
疎
外
さ
れ
た
状
態
そ
の
ポ
の
と
、
同
一
の
事
柄
で
あ
る
と
い
う
こ

と
の
、
次
の
じ
と
き
認
識
に
よ
る
。
す
な
わ
ち
、
次
の
文
章
に
お
い
て
は
、
主
人
の
か
か
る
支
配
状
態
は
、
奴
隷
の
隷
属
関
係
に
よ

っ
て
確
か
に
承
認
は
得
て
い
る
、
し
か
し
、
こ
の
承
認
は
厳
密
な
論
理
的
意
味
の
そ
れ
に
か
な
っ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
、
論

述
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
「
奴
隷
の
意
識
は
、
一
方
で
は
、
物
に
労
カ
を
加
え
る
点
に
お
い
て
、
他
方
で
は
、
隈
定
さ
れ
た
定
有
に
依
存
す
る
点
に
わ

　
い
て
、
非
本
質
的
な
も
の
と
し
て
定
立
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
ば
あ
い
の
何
れ
に
わ
い
て
も
、
奴
隷
の
意
識
は
、
（
外
的
）

　
存
在
を
制
御
し
て
絶
対
的
な
否
定
を
達
成
し
え
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
に
は
、
奴
隷
の
意
識
が
自
分
だ
け
の
存
在

　
で
あ
る
こ
と
を
廃
棄
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
の
意
識
は
主
人
の
意
識
が
自
分
に
た
い
し
て
行
為
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
い
自
分

　
で
行
為
す
る
と
い
う
承
認
の
契
機
は
、
現
存
す
る
。
同
じ
よ
う
に
、
蚊
隷
の
意
識
の
こ
の
行
為
が
、
主
人
の
意
識
自
身
の
行
為
で

　
あ
る
と
い
う
承
認
の
他
の
契
機
も
、
ま
た
現
存
す
る
。
．
な
ぜ
な
ら
、
蚊
隷
の
行
為
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
実
は
主
人
の
行
為
で

　
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
…
…
し
か
し
な
が
ら
厳
密
な
意
味
で
の
承
認
で
あ
る
た
め
に
は
、
主
人
が
奴
隷
に
た
い
し
て
行
為
す
る
と
こ

　
ろ
の
も
の
を
、
自
分
自
身
に
た
い
し
て
も
、
ま
た
行
為
し
、
そ
し
て
、
奴
隷
が
自
分
に
た
い
し
て
行
為
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
、



主
人
に
た
い
し
て
も
ま
た
行
為
す
る
と
い
う
契
機
が
欠
け
て
い
る
。
こ
れ
が
た
め
に
、
一
万
的
な
不
同
な
承
認
が
生
じ
て
い
る
の

　
で
あ
る
」
　
〔
二
七
三
－
四
頁
、
Ｏ
〇
ニ
ミ
〕
。

　
二
つ
の
自
已
意
識
の
対
立
関
係
に
お
け
る
承
認
の
論
理
は
、
へ
－
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
単
な
る
相
互
承
認
で
あ
る
だ
け
で
不
十
分
で

あ
っ
て
・
こ
の
相
互
承
認
が
双
務
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
だ
が
一
方
的
な
支
配
の
状
態
は
、
相
互
に
承
認
さ
れ
た
も

の
で
あ
っ
て
も
片
務
的
で
あ
る
。
支
配
す
る
主
人
は
、
外
的
対
象
を
無
と
見
る
と
こ
ろ
の
絶
対
的
な
否
定
す
る
威
カ
で
あ
り
、
こ
の

向
自
有
的
自
已
意
識
を
ど
こ
ま
で
も
自
己
の
本
質
と
す
る
の
に
た
い
し
て
、
奴
隷
の
意
識
は
非
本
質
的
な
行
為
に
と
ど
ま
っ
て
い

る
・
そ
し
て
・
こ
れ
に
１
た
い
し
て
、
同
時
に
、
奴
隷
が
向
自
有
的
に
自
已
の
自
由
を
意
識
し
、
主
人
を
対
象
の
奴
隷
と
し
、
そ
し
て

逆
に
主
人
が
・
こ
の
奴
隷
に
よ
り
支
配
を
承
認
し
て
こ
れ
に
服
従
す
る
と
い
う
が
じ
と
き
関
係
は
、
到
底
そ
こ
に
見
る
こ
と
は
不
可

能
で
あ
る
・
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
へ
－
ゲ
ル
は
、
こ
の
こ
と
を
論
理
的
に
可
能
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
可
能
性
が
現
実
化

す
る
た
め
の
必
然
性
の
契
機
を
何
処
に
克
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
っ
い
て
も
、
へ
ー
ゲ
ル
は
解
明
す
る
の
で
あ
る
が
、

　
　
　
片
務
的
な
承
認
関
係
の
も
と
で
は
、
「
非
本
質
的
な
る
奴
隷
の
意
識
は
、
主
人
に
た
い
し
て
は
、
自
分
自
身
だ
と
い
、
プ
（
主

　
人
の
主
観
的
）
確
信
の
真
理
性
を
具
象
化
し
た
対
象
そ
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
が
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
、
こ
の
対

　
象
が
確
信
に
真
理
性
を
保
証
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
主
人
（
の
自
已
意
識
）
が
完
成
さ
れ
た
直
下
に
主
人
の
得
て

　
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
・
実
は
・
自
立
的
な
る
意
識
と
は
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
明
か
で
あ
ろ
う
。
主
人
は
自
立
的

　
な
る
意
識
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
得
て
い
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
（
奴
隷
の
）
非
自
立
的
な
る
意
識
を
得
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
主
人
は
・
　
（
事
実
に
わ
い
て
）
自
分
だ
け
の
存
在
を
真
理
と
し
て
確
信
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
主
人
の
真
理
は
、

　
む
し
ろ
・
非
本
質
的
な
る
意
識
と
、
こ
の
意
識
の
非
本
質
的
な
行
為
と
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
」
〔
二
七
四
頁
、
・
。
．
一
ミ
〕
。

　
　
　
四
四
隼
手
稿
断
片
「
疎
外
さ
れ
た
労
働
」
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
の
哲
学
思
想
（
下
の
申
）
　
（
梯
）
　
　
九
三
（
ニ
ニ
七
）



　
　
　
立
命
舘
経
済
学
（
第
四
巻
．
第
二
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
四
（
二
二
八
）

　
こ
の
言
葉
は
、
明
ら
か
に
、
支
配
者
の
意
識
と
行
為
と
の
自
已
喪
失
お
よ
び
自
已
疎
外
の
状
態
を
骨
摘
し
て
い
る
の
で
は
な
い

か
。
そ
し
て
、
こ
の
状
態
が
、
労
働
す
る
人
間
の
意
識
と
行
為
と
の
自
已
喪
失
お
よ
び
自
己
疎
外
の
関
係
の
結
果
的
表
現
で
あ
り
、

こ
れ
ら
の
直
接
的
な
関
係
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
も
、
も
は
や
説
明
を
要
し
な
い
。
す
な
わ
ち
、
マ
ル
ク
ス
の
分
析
し
た
「
疎
外
さ

れ
た
労
働
」
が
現
実
的
杜
会
関
係
に
お
い
て
呈
示
す
べ
き
状
態
を
、
へ
ー
ゲ
ル
は
既
に
「
片
務
的
相
互
承
認
の
論
理
」
に
よ
っ
て
展

開
し
て
い
た
も
の
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
へ
ー
ゲ
ル
は
続
け
て
言
う
。

　
　
　
「
し
た
が
っ
て
自
立
的
意
識
の
真
理
は
、
奴
隷
と
し
て
の
意
識
で
あ
る
。
勿
論
こ
の
意
識
は
、
最
初
は
白
己
の
外
に
あ
っ
て

　
白
己
意
識
の
真
理
で
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
が
、
し
か
し
な
が
ら
主
人
が
、
そ
の
本
質
は
自
分
が
そ
れ
で
あ
ろ
う
と
欲
す
る
と
こ

　
ろ
の
も
の
と
は
逆
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
と
同
じ
よ
う
に
、
奴
隷
（
の
自
己
意
識
）
も
亦
、
完
成
さ
れ
た
暁
に
は
、
そ
の

　
直
接
的
な
る
姿
と
は
反
対
の
も
の
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
奴
隷
は
、
自
己
の
う
ち
に
引
き
戻
さ
れ
た
意
識
と
し
て
・
自

　
已
に
帰
り
真
の
自
立
性
と
変
ず
る
で
あ
ろ
う
」
〔
二
七
四
頁
、
Ｃ
。
．
一
ミ
ー
。
・
〕
。

　
と
こ
ろ
で
、
「
疎
外
さ
れ
た
労
働
」
の
「
第
四
規
定
」
の
個
所
で
、
Ｃ
命
題
、
す
な
わ
ち
「
人
間
の
疎
外
は
、
一
般
に
人
間
と
自

分
白
身
と
の
凡
て
の
関
係
の
疎
外
は
、
人
間
が
他
の
人
間
に
た
い
し
て
立
つ
関
係
の
な
か
で
始
め
て
現
実
化
さ
れ
表
現
さ
れ
る
」
と

い
う
文
章
に
つ
づ
い
て
、
マ
ル
ク
ス
が
次
の
じ
と
く
ノ
ー
ト
し
た
ピ
き
、
へ
－
ゲ
ル
の
こ
の
言
葉
を
念
頭
に
浮
べ
・
あ
る
い
は
・
こ

の
言
葉
の
思
想
を
背
景
と
し
て
ペ
ン
を
握
っ
て
い
た
こ
と
に
、
１
異
議
を
挿
む
こ
と
は
誰
し
も
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
「
Ｄ
、
そ
れ
だ
か
ら
、
疎
外
さ
れ
た
労
働
と
い
う
関
係
で
は
、
何
の
人
間
も
、
彼
自
身
が
労
働
者
で
あ
る
よ
う
な
基
準
と
関
｝

　
係
と
に
し
た
が
っ
て
、
他
の
人
間
を
見
る
の
で
あ
る
。
」
（
勺
二
８
）

　
こ
の
命
題
に
は
明
か
に
、
労
働
者
の
主
体
性
が
マ
ル
ク
ス
に
よ
っ
て
宣
言
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
自
身
も
労
働



者
の
立
場
を
自
已
の
主
体
性
と
し
て
労
働
者
の
自
己
意
識
に
お
い
て
、
「
疎
外
さ
れ
外
在
化
さ
れ
た
労
働
の
概
念
が
、
実
際
に
何
の

よ
う
に
言
い
表
さ
れ
叙
述
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
を
見
よ
う
」
（
ゴ
ニ
○
頁
）
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
以
下
の
ご
と
く
問
を
発

し
て
い
る
。
　
　
「
も
し
も
、
労
働
の
生
産
物
が
私
に
た
い
し
て
疎
遠
で
あ
り
、
疎
遠
な
カ
と
し
て
私
に
対
立
す
る
な
ら
ば
、
そ
の

と
き
に
ー
・
こ
の
生
産
物
は
誰
に
属
す
る
で
あ
ろ
う
か
？
　
も
し
も
、
私
白
身
の
行
為
が
、
私
に
属
さ
ず
、
一
個
の
疎
遠
な
強
制
的
な

行
為
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
と
き
に
１
は
、
こ
の
行
為
は
誰
に
属
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
」
（
三
一
〇
頁
一
　
　
そ
し
て
直
ち
に
「
私

以
外
の
別
個
の
存
在
に
」
と
答
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
労
働
と
労
働
の
生
産
物
と
が
そ
れ
に
属
し
、
労
働
が
そ
れ
、
ガ
ん
の
奉
仕
が
あ

る
と
こ
ろ
の
・
そ
し
て
、
労
働
の
生
産
物
が
そ
れ
に
亨
受
し
て
も
ら
う
た
め
に
あ
る
と
こ
ろ
の
、
そ
う
し
た
疎
遠
な
（
別
個
の
）
存

在
と
は
、
た
だ
人
間
白
身
で
し
か
あ
り
え
な
い
」
は
ず
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
に
「
も
し
も
、
労
働
の
生
産
物
が
労
働
者
に

属
さ
ず
、
疎
遠
な
カ
が
彼
に
，
対
立
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
こ
と
の
可
能
な
の
は
、
た
だ
、
生
産
物
の
属
し
て
ゆ
く
娼
手
が
労
働

者
以
外
の
他
人
で
あ
る
と
き
の
み
で
あ
る
」
（
ご
二
〇
１
一
一
頁
）
と
マ
ル
ク
ス
は
答
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
労
働
せ
ざ
る
他
人

と
労
働
す
る
自
分
と
の
「
対
象
的
な
現
実
的
な
」
関
係
と
し
て
、
外
在
化
さ
れ
疎
外
さ
れ
た
労
働
の
概
念
を
、
次
の
ご
と
く
叙
述
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
「
だ
か
ら
、
も
し
も
人
間
が
、
彼
の
労
働
の
生
産
物
、
対
象
化
さ
れ
た
彼
の
労
働
に
た
い
し
て
、
疎
遠
な
、
敵
対
的
な
、
強

　
力
な
、
彼
か
ら
独
立
し
た
対
象
と
し
て
関
係
す
る
と
す
れ
ば
、
彼
は
、
こ
の
生
産
物
に
た
い
し
て
、
誰
れ
か
他
の
人
間
　
　
彼
に

　
と
っ
て
疎
遠
な
、
敵
対
的
な
強
力
な
、
彼
か
ら
独
立
し
た
他
の
人
間
　
　
が
、
こ
の
対
象
の
支
配
者
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
に
関

　
係
す
る
わ
け
で
あ
る
。
も
し
も
彼
が
、
彼
白
身
の
行
為
に
た
い
し
て
不
自
由
な
も
の
と
し
て
欄
係
す
る
と
す
れ
ば
、
１
彼
は
、
こ
の

　
行
為
に
た
い
し
て
、
誰
れ
か
他
の
人
間
に
奉
仕
し
た
、
そ
の
支
配
と
、
そ
の
強
制
と
、
そ
の
程
梓
の
も
と
で
の
行
為
と
し
て
閑
係

　
　
　
四
四
年
手
稿
断
片
「
疎
外
さ
れ
た
労
働
」
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
の
哲
学
思
想
（
下
の
申
）
　
（
梯
）
　
　
　
九
五
（
二
二
九
）

　
－

　
…

　
↑

　
…

　
…

　
－

．
「

　
＾



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
四
巻
・
第
二
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
六
（
二
三
〇
）

　
す
る
わ
け
で
あ
る
。
」
（
ご
二
一
頁
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
２

　
こ
の
マ
ル
ク
ス
の
叙
述
に
お
い
て
、
対
立
し
た
二
つ
の
自
己
意
識
の
間
に
お
け
る
、
さ
き
の
へ
ー
ゲ
ル
の
片
務
的
な
行
為
的
相
互

承
認
の
論
理
が
明
ら
か
に
摂
取
さ
む
言
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
っ
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
は
既
に
指
摘
し
て
わ
い
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た

が
、
こ
の
叙
述
に
お
け
る
二
人
の
人
間
間
の
行
為
的
相
互
承
認
の
関
係
は
、
さ
ら
に
、
い
ま
し
が
た
吟
味
し
て
き
た
へ
－
ゲ
ル
の
こ

つ
の
推
論
式
を
前
提
し
て
い
る
こ
と
も
、
ま
た
明
ら
か
で
あ
る
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
に
お
け
る
支
配
、
服
従

の
何
れ
の
契
機
に
つ
い
て
も
、
一
方
の
他
方
に
た
い
す
る
へ
ー
ゲ
ル
的
推
論
式
に
よ
る
関
係
を
、
わ
れ
わ
れ
は
容
易
に
展
開
し
て
見

る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
疎
外
さ
れ
た
労
働
」
な
る
概
念
の
主
体
的
契
機
に
、
客
体
的
契
機
が
綜
合
さ
れ
て

い
る
か
ぎ
り
で
、
労
働
人
間
と
非
労
働
人
間
と
は
、
単
な
る
意
識
と
自
己
意
識
と
の
両
極
的
対
立
と
し
て
、
相
互
に
自
立
的
な
自
然

物
を
媒
介
し
、
相
互
に
現
実
的
な
支
配
服
従
の
二
重
の
、
し
か
し
同
一
の
関
係
を
結
ん
で
お
り
、
そ
し
て
相
互
に
こ
の
同
一
関
係
を

意
識
的
に
も
行
為
的
に
も
承
認
し
て
い
る
か
ぎ
り
で
、
「
疎
外
さ
れ
た
労
働
」
の
概
念
も
、
こ
こ
に
始
め
て
現
実
的
に
な
り
、
し
た

が
っ
て
具
体
的
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
よ
う
に
現
実
化
さ
れ
た
同
一
の
客
観
的
な
疎
外
の
関
係
が
、
そ
の
ま

ま
支
配
服
従
の
二
重
の
関
係
で
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
へ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
も
、
支
配
の
関
係
は
、
自
已
意
識
の
自

已
喪
失
で
あ
り
、
自
已
疎
外
の
状
態
で
し
か
な
い
こ
と
を
、
必
然
的
に
自
覚
せ
ざ
る
を
得
な
い
構
造
を
秘
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し

た
が
っ
て
、
服
従
を
承
認
す
る
労
働
人
間
の
疎
外
さ
れ
た
意
識
に
こ
そ
、
真
実
の
自
己
意
識
が
約
束
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
こ

の
顧
倒
の
論
理
的
必
然
性
は
、
論
ず
る
ま
で
も
な
く
、
マ
ル
ク
ス
に
継
承
さ
れ
、
へ
ー
ゲ
ル
の
こ
の
自
已
意
識
の
観
念
的
運
動
は
、

疎
外
さ
れ
た
労
働
か
ら
の
自
己
倣
復
と
い
う
よ
う
に
、
実
践
肘
な
活
動
に
現
実
化
さ
れ
る
に
い
た
る
の
で
あ
る
。



　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
「
疎
外
さ
れ
た
労
働
」
な
る
概
念
の
マ
ル
ク
ス
に
よ
る
分
析
過
程
に
わ
い
て
は
、
支
配
者
と
し
て
の
生
産
物

の
占
有
者
は
、
疎
外
さ
れ
た
労
働
の
対
象
化
さ
れ
た
生
産
物
そ
の
も
の
の
人
格
的
表
現
に
と
ど
ま
る
と
し
て
、
当
然
な
が
ら
、
た
だ
、

疎
外
の
主
体
的
関
係
を
現
実
化
す
る
た
め
の
手
段
的
役
割
り
し
か
与
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
常
に
、
労
働
す
る
人

間
が
主
体
で
あ
る
。
か
く
て
、
こ
の
現
実
化
の
た
め
の
媒
介
者
に
す
ぎ
な
い
も
の
、
す
な
わ
ち
、
、
疎
外
さ
れ
た
自
己
自
身
の
外
在

化
さ
れ
た
状
態
の
人
格
的
表
現
者
を
、
誰
が
如
何
に
し
て
決
定
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
自
已
疎
外
に
あ
る
自
己
の
主
体
的
実
践
か

ら
必
然
的
に
出
て
く
る
こ
と
で
、
無
関
係
な
第
三
者
の
任
意
に
よ
っ
て
偶
然
に
与
え
ら
れ
る
は
ず
の
も
の
で
な
い
、
と
せ
ね
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

　
　
　
「
宗
教
的
自
己
疎
外
は
、
必
然
的
に
、
僧
侶
に
た
い
す
る
俗
人
の
関
係
に
、
ま
た
知
的
世
界
の
み
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
か

　
ぎ
り
、
神
人
媒
介
者
（
キ
リ
ス
ト
）
に
た
い
す
る
信
者
の
関
係
に
、
現
実
化
す
る
。
だ
が
実
践
的
、
現
実
的
な
世
界
で
は
、
た
だ

　
他
人
に
た
い
す
る
実
践
的
、
現
実
的
な
関
係
を
と
お
し
て
の
み
、
自
己
疎
外
は
現
実
的
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
。
疎
外
が
そ
れ
に

　
よ
っ
て
生
じ
て
く
る
媒
介
者
は
、
そ
れ
自
身
、
実
践
的
な
も
の
で
あ
る
。
」
　
（
ご
二
一
頁
）

　
宗
教
的
実
践
に
お
い
て
は
キ
リ
ス
ト
な
り
僧
侶
な
り
が
、
生
産
的
実
践
に
お
い
て
は
、
自
已
の
労
働
生
産
物
を
占
有
す
る
資
本
家

が
、
自
己
疎
外
に
あ
る
人
間
に
よ
っ
て
主
体
的
に
創
造
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
意
味
づ
け
ら
れ
る
か
す
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、
こ

の
こ
と
の
相
互
承
認
に
よ
っ
て
、
現
実
的
な
支
配
者
が
決
定
ぎ
れ
、
こ
こ
に
客
観
的
な
現
実
的
関
係
が
成
り
た
つ
と
、
マ
ル
ク
ス
は

主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
主
張
を
、
マ
ル
ク
ス
は
次
の
よ
う
に
も
繰
り
か
え
し
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
「
し
た
が
っ
て
人
間
は
、
疎
外
さ
れ
た
労
働
に
よ
っ
て
、
単
に
、
生
産
の
対
象
お
よ
び
生
産
行
為
に
た
い
す
る
彼
の
関
係

　
を
、
疎
遠
な
、
し
か
も
彼
に
敵
対
的
な
人
間
に
た
い
す
る
関
係
と
し
て
、
生
み
だ
す
ば
か
り
で
は
な
く
、
こ
の
人
間
は
ま
た
、
他

　
　
　
四
四
年
手
稿
断
片
「
疎
外
さ
れ
た
労
働
」
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
の
哲
学
思
想
（
下
の
申
）
　
（
梯
）
　
　
　
九
七
（
三
二
一
）

【

…
ｕ

ｒ
１

－凹干



　
　
　
立
Ａ
叩
館
経
済
学
（
第
四
巻
・
第
二
号
）
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
八
（
二
三
二
）

　
の
人
間
が
彼
の
生
産
な
ら
び
に
彼
の
生
産
物
に
た
い
し
て
立
つ
関
係
を
、
さ
ら
に
、
彼
が
こ
れ
ら
他
の
人
間
に
ー
た
い
し
て
立
つ
関

　
係
を
も
、
生
み
だ
す
の
で
あ
る
。
彼
は
、
彼
自
身
の
生
産
を
、
彼
の
非
現
実
化
と
し
て
彼
の
刑
罰
と
し
て
生
み
だ
し
、
ま
た
彼
自

　
芽
の
生
産
物
を
、
喪
失
と
し
て
、
彼
に
属
さ
な
い
生
産
物
と
し
て
生
み
だ
す
よ
う
に
、
彼
は
、
生
産
し
な
い
人
間
の
、
生
産
と
生

　
産
物
と
に
た
い
す
る
支
配
を
生
み
だ
す
の
で
あ
る
。
彼
が
彼
自
身
の
行
為
を
自
分
か
ら
疎
外
す
る
よ
う
に
、
彼
は
他
の
人
間
に
そ

　
の
人
自
身
の
も
の
で
な
い
行
為
を
領
有
さ
せ
る
。
」
　
（
三
二
－
二
頁
）

　
へ
「
ゲ
ル
に
お
い
て
は
常
に
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
最
も
尖
鋭
な
叙
述
で
あ
っ
た
「
二
つ
の
白
己
意
識
の
闘
争
」
な
い
し
「
主
人

と
奴
隷
」
と
個
所
に
お
い
て
も
、
自
已
意
識
か
ら
出
発
す
る
か
ぎ
り
で
の
当
然
の
成
り
ゆ
き
と
し
て
、
ま
ず
、
自
己
意
識
的
主
人
の

支
配
的
関
係
が
、
客
観
的
事
実
と
し
て
前
提
的
に
与
え
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
、
こ
の
自
已
意
識
の
自
已
矛
盾
に
よ
る
演
緯
に
お
い
て
自

已
疎
外
の
関
係
が
論
述
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
　
　
そ
し
て
、
こ
の
点
こ
そ
は
、
後
に
論
述
す
る
と
お
り
、
ま
さ
に
マ
ル
ク
ス
が
非

難
す
る
へ
ー
ゲ
ル
の
実
証
主
義
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
　
　
マ
ル
ク
ス
に
あ
っ
て
は
、
演
緯
の
出
発
点
は
、
外
か
ら
与
え

ら
れ
る
客
観
的
事
実
と
し
て
の
現
象
的
な
疎
外
の
状
態
で
な
く
て
、
こ
の
客
観
的
事
実
の
悟
性
的
分
析
に
わ
い
て
発
見
さ
れ
る
本
質

的
概
念
に
お
け
る
主
体
的
な
自
已
矛
盾
の
事
実
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
客
観
的
所
与
と
し
て
の
自
己
肯
定
的
な
へ
ー
ゲ
ル
的
自
己
意
識

か
ら
で
な
く
、
自
己
否
定
的
主
体
に
直
接
的
な
事
実
と
し
て
の
自
己
疎
外
か
ら
出
発
し
、
そ
し
て
へ
－
ゲ
ル
的
自
己
意
識
を
ば
、
こ

の
自
已
疎
外
な
る
主
体
的
関
係
の
結
果
と
昆
る
。
し
た
が
っ
て
、
客
観
的
所
与
事
実
と
し
て
の
支
配
関
係
を
主
体
的
な
服
従
関
係
の

所
産
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
く
て
は
、
支
配
服
従
の
関
係
は
、
も
は
や
へ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
が
ご
と
き
相
互
承
認
の
単
な
る
自

已
意
識
の
論
理
で
は
な
く
、
疎
外
さ
れ
た
労
働
の
自
已
活
動
の
論
理
と
し
て
、
意
識
の
背
後
に
あ
る
実
在
の
現
実
的
運
動
の
論
理
で

あ
る
。
へ
ー
ゲ
ル
の
自
己
意
識
に
お
け
る
相
互
承
認
関
係
も
、
単
に
意
識
的
な
も
の
に
と
ど
ま
ら
ず
、
行
為
的
で
も
あ
っ
た
に
し
て

‘



も
、
事
実
が
事
実
を
限
定
す
る
と
い
う
客
観
的
実
花
の
論
理
に
は
到
底
な
り
え
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
マ
ル
ク
ス

に
わ
い
て
、
な
わ
へ
－
ゲ
ル
の
白
己
意
議
の
論
理
の
継
承
を
兇
る
の
は
、
現
実
の
運
動
の
論
理
を
、
マ
ル
ク
ス
は
決
し
て
単
に
客
観

的
な
過
程
と
の
み
見
ず
、
房
、
こ
に
お
け
る
主
体
的
沽
動
に
よ
っ
て
の
み
客
観
灼
実
爪
が
醐
く
と
考
え
て
い
た
か
ら
に
す
ぎ
な
い
。
す

な
わ
ち
現
実
の
歴
史
的
運
動
の
主
体
的
契
機
こ
そ
は
、
マ
ル
ク
ス
を
し
て
へ
－
ゲ
ル
を
継
承
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
逆
に
、

マ
ル
ク
ス
に
お
け
る
主
休
性
を
へ
－
ゲ
ル
研
究
の
残
淳
と
見
る
こ
と
は
、
客
観
主
義
的
な
偏
見
に
す
ぎ
な
い
。
弁
証
法
的
唯
物
論
が

客
観
的
実
在
の
単
な
る
反
映
で
な
い
こ
と
は
、
「
疎
外
さ
れ
た
労
働
」
な
る
こ
の
子
稿
断
片
が
、
ま
さ
に
撚
弁
に
物
語
っ
て
い
る
。

そ
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
今
こ
こ
に
、
こ
の
断
片
の
こ
の
「
第
四
規
定
」
に
わ
い
て
は
、
へ
－
ゲ
ル
の
仔
為
的
相
互
承
認
の
論
理
の
唯

物
論
化
さ
れ
た
姿
を
、
見
た
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
「
こ
う
し
て
、
疎
外
さ
れ
た
外
花
化
さ
れ
労
働
に
よ
っ
て
、
労
働
者
は
、
労
働
に
無
縁
な
、
労
働
の
外
部
に
立
つ
人
間
の
、

　
労
働
に
た
い
す
る
関
係
を
作
り
だ
す
。
労
働
に
た
い
す
る
労
働
者
の
関
係
は
、
労
働
に
た
い
す
る
質
木
家
の
、
ま
た
普
通
に
雇
主

　
と
名
ず
け
ら
れ
て
い
る
人
間
の
関
係
を
作
り
だ
す
。
そ
れ
だ
か
ら
私
有
財
産
は
、
疎
外
さ
れ
た
労
働
の
、
ま
た
白
然
お
よ
び
白
分

　
白
身
に
た
い
す
る
労
働
者
の
外
的
関
係
の
、
産
物
で
あ
り
成
果
で
あ
っ
．
て
、
そ
の
必
然
的
帰
結
な
の
で
あ
る
」
（
ご
二
二
頁
）
。

　
こ
こ
に
労
働
に
無
縁
な
、
労
働
の
外
部
に
立
つ
他
の
人
閥
と
は
、
陪
級
杜
会
が
始
ま
っ
て
以
来
の
支
配
者
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
服

徒
者
と
し
て
の
労
働
人
間
、
奴
隷
、
農
奴
、
賃
労
働
名
　
　
の
疎
外
さ
れ
た
労
働
を
占
有
し
て
、
こ
れ
を
白
己
の
財
産
と
す
る
。

こ
れ
が
私
有
財
産
制
度
で
あ
る
が
、
い
ま
こ
こ
に
労
働
者
と
旺
ば
れ
る
も
の
が
、
生
産
迅
程
に
入
っ
た
か
ぎ
り
の
商
品
人
間
、
す
な

わ
ち
、
賃
労
働
者
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
か
の
疎
外
さ
れ
た
労
働
お
よ
び
生
産
物
の
直
接
的
上
］
有
者
は
資
本
家
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

こ
の
占
有
と
い
う
疎
外
さ
れ
た
状
態
は
資
本
家
的
私
有
財
産
で
あ
る
。
こ
こ
に
私
有
財
産
の
内
容
と
な
る
占
有
さ
れ
た
も
の
と
は
疎

　
　
　
四
四
隼
手
稿
断
片
「
疎
外
さ
れ
た
労
働
」
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
の
哲
学
思
想
（
下
の
申
）
　
（
梯
）
　
　
　
九
九
（
二
三
三
）

…中



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
四
巻
・
第
二
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
〇
（
三
二
四
）

外
さ
れ
た
生
産
物
の
み
な
ら
ず
、
疎
外
さ
れ
た
労
働
者
自
身
の
外
在
化
さ
れ
た
労
働
も
、
ま
た
含
ま
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

マ
ル
ク
ス
も
、
私
有
財
産
を
「
外
在
化
さ
れ
た
労
働
の
、
物
質
的
な
要
約
さ
れ
た
表
現
」
　
（
ご
二
六
頁
）
と
規
定
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
賃
銀
の
形
態
を
と
る
労
働
カ
が
、
ま
さ
に
、
そ
れ
で
あ
る
。

　
　
　
「
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
労
働
と
私
有
財
産
が
同
一
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
洞
察
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
労
賃
は
、
労

　
働
の
生
産
物
、
労
働
の
対
象
、
賃
銀
制
の
も
と
で
の
労
働
そ
の
も
の
、
と
同
じ
よ
う
に
、
単
に
疎
外
さ
れ
た
労
働
の
必
然
的
な
一

　
帰
結
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
お
よ
そ
労
賃
の
も
と
で
は
、
労
働
も
ま
た
、
自
已
目
的
と
し
て
で
は
な
く
、
賃
銀
の
下
僕
と
し

　
て
現
れ
る
の
で
あ
る
。
…
…
労
賃
は
、
疎
外
さ
れ
た
労
働
の
直
接
的
結
果
で
あ
り
、
そ
し
て
、
疎
外
さ
れ
た
労
働
は
、
私
有
財
産

　
の
直
接
的
原
因
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ち
、
そ
の
う
ち
の
一
方
の
．
側
と
と
も
に
他
方
の
側
も
ま
た
伺
時
に
倒
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

　
の
で
あ
る
」
（
ゴ
ニ
三
－
四
頁
）
。

　
要
す
る
に
、
私
有
財
産
制
度
と
は
、
労
働
者
の
生
命
的
自
已
実
現
と
し
て
の
労
働
の
生
活
に
お
け
る
自
已
疎
外
に
わ
い
て
、
服
従

的
な
関
係
を
行
為
的
に
承
認
す
る
労
働
者
の
、
労
働
者
と
し
て
の
非
現
実
化
そ
の
も
の
が
、
そ
の
ま
ま
、
支
配
的
関
係
を
行
為
的
に

承
認
す
る
非
労
働
者
の
現
実
化
と
い
う
こ
と
と
、
直
接
的
に
同
一
で
あ
る
、
と
い
う
事
実
そ
の
も
の
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
事
実
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
¢

お
け
る
片
務
的
な
相
互
承
認
の
関
係
の
実
在
的
な
表
現
す
ぎ
な
い
。

十
一
　
私
有
財
産
制
度
の
概
念
的
把
握

　
　
　
　
　
　
　
　
１

さ
て
マ
ル
ク
ス
は
「
第
四
規
定
」
の
以
上
の
よ
う
な
具
体
化
の
最
後
に
、
す
な
わ
ち
、

「
或
る
人
間
の
他
の
人
か
ら
の
疎
外
」
と



い
う
疎
外
の
現
実
附
関
係
に
わ
け
る
、
こ
の
他
の
人
閉
が
、
一
般
に
労
働
に
疎
遠
な
支
配
者
で
あ
り
、
或
る
人
間
が
賃
労
働
者
で
あ

る
か
ぎ
り
で
は
、
資
本
家
で
あ
る
こ
と
が
、
賃
労
働
者
の
実
践
的
生
活
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
さ
ら
に

私
有
財
産
一
般
の
概
念
を
導
き
だ
し
た
後
に
、
結
論
的
に
次
の
ご
と
く
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
「
私
有
財
産
は
、
し
た
が
っ
て
、
疎
外
さ
れ
た
労
働
の
、
ま
た
白
然
わ
よ
び
白
分
白
身
に
た
い
す
る
労
働
者
の
外
的
関
係
の

　
産
物
で
あ
り
成
果
で
あ
っ
て
、
そ
の
必
然
的
帰
結
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
私
有
財
産
は
、
外
在
化
さ
れ
た
労
働
、
す
な
わ
ち
外
在
化

　
さ
れ
た
人
間
、
疎
外
さ
れ
た
労
働
、
疎
外
さ
れ
た
生
活
、
疎
外
さ
れ
た
人
閉
と
い
う
概
念
の
分
析
を
つ
う
じ
て
明
か
に
な
る
べ
き

　
も
の
で
あ
る
。
」

　
そ
し
て
、
「
第
一
手
稿
」
の
断
片
「
疎
外
さ
れ
た
労
働
」
の
今
ま
で
の
全
分
析
と
全
叙
述
と
を
回
顧
し
て
、
ま
た
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
「
確
か
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
外
花
化
さ
れ
た
労
働
な
い
し
生
柵
と
い
う
概
念
を
私
有
財
産
の
運
動
の
成
果
と
し
て
、
国
民
経

　
済
学
か
ら
受
け
と
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
概
念
を
分
析
し
て
見
る
と
、
私
有
財
産
は
外
在
化
さ
れ
た
労
働
の
根
拠
、
原
因
と
し
て

　
現
れ
て
は
い
る
が
、
む
し
ろ
、
そ
れ
は
、
こ
の
外
在
化
さ
れ
た
労
働
の
一
っ
の
帰
結
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
が
明
か
に
な
る
。
そ

　
れ
は
、
あ
た
か
も
神
友
が
、
本
来
的
に
は
人
間
の
悟
性
の
昏
迷
の
原
因
で
な
く
て
、
そ
の
紬
果
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
と
同
じ
で
あ

　
る
。
後
に
な
っ
て
、
こ
の
関
係
は
交
互
作
用
へ
砿
倒
す
る
の
で
あ
る
」
（
二
二
ニ
エ
ニ
頁
）
。

　
現
実
的
な
関
係
と
し
て
は
、
な
る
ほ
ど
、
私
有
飼
産
を
所
有
し
な
い
も
の
が
労
働
す
る
ほ
か
な
い
か
ぎ
り
一
い
、
は
、
私
有
財
産
こ
そ

が
・
疎
外
さ
れ
た
労
働
の
原
因
で
あ
り
、
前
捉
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
疎
外
さ
れ
た
労
働
の
概
念
の
マ
ル
ク
ス
に
よ
る
分
析

は
、
そ
の
逆
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
論
理
的
根
拠
と
し
て
の
原
因
が
、
現
実
的
前
提
と
し
て
の
原
因

の
結
果
で
あ
る
か
の
ご
と
く
、
見
え
る
と
こ
ろ
の
、
こ
の
転
倒
さ
れ
た
現
実
的
関
係
は
、
じ
っ
は
後
か
ら
成
立
し
た
も
の
と
考
え
ね

　
　
　
四
四
年
手
稿
断
片
「
疎
外
ざ
れ
た
労
働
」
に
わ
け
る
マ
ル
ク
　
ー
ス
の
哲
学
思
想
（
下
の
申
）
　
（
梯
）
　
　
一
〇
一
（
二
三
五
）
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立
命
館
経
済
学
（
第
四
巻
．
第
二
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
二
（
二
三
六
）

ぱ
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
根
拠
づ
け
る
も
の
と
根
拠
づ
け
ら
れ
る
も
の
と
の
真
実
の
論
理
的
関
係
は
、
「
後
に
な
っ
て

交
互
作
用
へ
転
倒
す
る
」
と
マ
ル
ク
ス
も
い
う
と
お
り
、
交
互
的
な
因
果
関
係
と
し
て
の
仮
象
的
現
実
に
転
倒
し
て
現
わ
る
・
こ
の

転
倒
の
秘
密
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
い
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
国
民
経
済
学
は
、
実
証
主
義
的
誤
謬
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
な

か
つ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
国
民
経
済
学
は
、
生
産
の
本
来
の
中
枢
と
し
て
の
労
働
か
ら
巣
す
る
が
・
そ
パ
に
嘉
か
わ
ら

ず
、
そ
れ
は
労
働
に
た
い
し
て
で
は
な
く
、
私
有
財
産
に
た
い
し
て
一
切
を
捧
げ
る
」
に
い
た
っ
た
の
で
あ
り
・
そ
し
て
「
国
民
経

済
学
は
単
に
疎
外
さ
れ
た
労
働
の
法
則
を
語
っ
た
に
す
ぎ
な
い
」
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
現
象
と
本
質
と
の
・
現
実
と
論

理
と
の
転
倒
の
秘
密
を
知
っ
て
い
た
か
ぎ
り
で
、
す
な
わ
ち
、
現
実
白
体
の
自
己
矛
盾
の
論
理
を
把
握
し
て
い
た
か
ぎ
り
で
・
マ
ル

ク
ス
は
、
「
労
働
と
私
有
財
産
と
の
同
一
性
」
を
洞
察
す
る
こ
と
を
、
成
枕
し
え
た
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
・
こ
の
同
一
性

に
お
け
る
区
別
の
関
係
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
細

　
　
　
「
わ
れ
わ
れ
の
と
こ
ろ
で
は
、
外
在
化
さ
れ
た
労
働
が
、
一
個
同
一
の
関
係
で
あ
り
な
が
ら
、
娼
互
に
異
っ
て
制
約
し
あ
う

表
現
に
す
ぎ
な
い
と
こ
ろ
の
、
二
つ
の
構
嚢
分
に
分
解
し
た
。
獲
得
は
、
疎
外
と
し
て
、
外
在
化
と
し
て
・
そ
し
て
外
在
化
は

　
獲
得
と
し
て
、
疎
外
は
真
の
同
化
と
し
て
、
現
わ
れ
る
。
」

　
　
　
「
外
在
化
さ
れ
た
労
働
の
物
質
的
な
要
約
さ
れ
た
表
現
と
し
て
の
私
有
財
産
は
、
一
、
労
働
に
た
い
す
る
・
そ
の
労
働
の
生

産
物
に
た
い
す
る
、
お
よ
び
非
労
働
者
に
た
い
す
る
、
謡
者
の
関
係
、
な
ら
び
に
、
二
、
労
働
者
に
た
い
す
る
・
彼
の
労
働
の

　
生
産
物
に
た
い
す
る
、
非
労
働
者
の
関
係
、
と
い
う
二
重
の
関
係
を
ふ
く
ん
で
い
る
」
　
（
ゴ
ニ
六
頁
）
。

す
な
わ
ち
マ
ル
ク
ス
は
、
「
第
享
稿
一
の
「
疎
外
さ
れ
た
労
働
一
な
る
断
片
に
お
い
て
、
一
個
同
一
の
関
係
の
一
方
の
側
面
の

み
を
嚢
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
寸
な
わ
ち
、
「
こ
の
潔
勇
響
の
側
言
だ
け
裏
し
て
き
た
が
・
わ
れ
わ
れ
は
後
に
・
そ



れ
を
非
労
働
背
の
側
か
ら
も
ち
察
す
る
だ
ろ
う
」
（
一
一
二
二
貞
）
と
約
束
は
し
た
も
の
の
、
　
マ
ル
ク
フ
一
の
こ
の
「
手
稿
」
断
片
は
、

こ
れ
を
展
開
せ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
で
打
ち
切
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
手
稿
断
片
は
、
「
労
働
者
自
身
と
の
関
連
に
お
け

る
外
在
化
さ
れ
た
労
働
を
、
す
な
わ
ち
外
在
化
さ
れ
た
宏
蟹
の
自
分
自
身
に
た
い
す
る
関
係
ち
、
、
考
察
し
た
」
　
（
三
ニ
ハ
頁
）
に
と

ど
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
マ
ル
ク
ス
は
、
「
こ
の
関
係
の
産
物
と
し
て
、
房
、
の
必
然
的
結
果
と
し
て
、
労
働
者
わ

よ
び
労
働
に
た
い
す
る
非
労
働
者
の
所
有
関
係
を
発
見
し
た
」
（
ゴ
ニ
六
頁
）
の
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
・
右
に
引
用
さ
れ
た
後
の
方
の
句
に
お
け
る
、
（
一
）
の
側
面
は
服
従
関
係
で
あ
り
、
（
二
）
の
側
面
は
、
支
配
関
係
で
あ

る
が
・
こ
の
支
配
と
服
従
と
の
両
関
係
が
、
実
は
一
個
同
一
の
事
実
関
係
で
あ
り
、
そ
の
同
一
性
に
お
け
る
区
別
が
外
に
現
出
し
た

対
一
止
の
諸
関
係
で
あ
る
。
し
か
も
、
二
つ
に
分
解
し
た
両
側
面
が
椙
互
に
顧
倒
し
た
表
現
に
お
い
て
、
相
互
に
制
約
し
あ
う
と
い
う
こ

と
の
理
由
に
っ
い
て
は
、
前
述
来
の
へ
ー
デ
ル
の
行
為
的
相
互
承
認
の
論
理
に
よ
っ
で
、
、
わ
れ
わ
れ
の
す
で
に
解
明
し
て
き
た
と
こ

ろ
で
あ
る
。
が
・
こ
こ
で
は
、
「
資
本
家
の
獲
得
は
賃
労
勧
者
の
外
在
化
と
し
て
、
そ
し
て
逆
に
、
賃
労
働
者
の
疎
外
は
資
本
家
の

真
の
同
化
と
し
て
現
れ
る
」
と
い
う
ふ
う
に
階
級
関
係
と
し
て
、
こ
の
へ
－
ゲ
ル
の
片
務
的
な
相
互
承
認
の
論
理
を
、
克
明
に
把
握

し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
マ
ル
ク
ス
自
身
の
次
の
言
葉
も
、
こ
の
へ
ー
ゲ
ル
の
論
理
の
唯
物
論
的
表
現
で
あ
る
。

　
　
　
「
労
働
に
よ
っ
て
自
然
を
我
も
の
と
す
る
労
働
者
と
の
関
連
の
な
か
で
は
、
獲
得
は
疎
外
と
し
て
現
れ
、
自
已
の
行
為
が
他

　
人
の
た
め
の
行
為
と
し
て
、
ま
た
他
人
の
行
為
と
し
て
現
れ
、
生
命
の
躍
動
が
生
命
の
犠
牲
化
と
し
て
、
対
象
の
生
産
が
、
疎
遠

　
な
人
間
の
許
へ
の
対
象
の
喪
失
と
し
て
現
れ
る
」
一
ご
二
六
頁
）
。
．
．
ー

こ
れ
ら
の
転
倒
し
た
表
現
に
お
い
て
相
互
に
制
約
し
あ
う
両
款
を
も
つ
一
個
同
一
の
婁
関
係
、
す
な
わ
ち
私
有
財
産
制
度
を

か
く
具
体
的
に
耐
契
機
の
統
一
と
し
て
把
握
し
て
い
た
か
ぎ
り
に
お
い
て
は
、
こ
の
手
稿
断
片
の
叙
述
が
、
た
だ
労
働
者
の
側
か
ら

　
　
　
　
四
四
年
手
稿
断
片
「
疎
外
さ
れ
た
労
働
」
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
の
哲
学
思
想
（
下
の
申
）
　
（
梯
）
　
　
．
一
〇
三
（
三
二
七
）

叩
」



　
　
　
　
立
命
舘
経
済
学
（
第
四
巻
．
第
二
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
四
（
二
三
八
）

の
み
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
決
し
て
認
識
の
不
十
分
を
い
み
す
べ
き
で
な
い
で
あ
ろ
う
・
し
か
し
な
が
ら
マ
ル
ク

ス
憾
、
な
お
、
資
本
家
の
側
か
ら
の
考
察
を
も
試
み
て
い
た
こ
と
は
、
こ
の
断
片
末
尾
の
次
の
文
章
で
証
明
さ
れ
て
い
る
・

　
　
　
「
第
一
に
一
一
冒
わ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
の
は
、
労
働
者
に
お
い
て
外
在
化
、
疎
外
の
行
為
と
し
て
現
れ
る
一
切
の
こ
と
が
・
非

　
労
働
者
に
わ
い
て
は
、
外
在
化
な
い
し
疎
外
の
状
態
と
し
て
現
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
・

　
　
第
二
に
、
生
産
に
お
け
る
、
ま
た
生
産
物
に
た
い
す
る
、
労
働
者
の
（
心
情
的
状
態
上
し
て
の
）
現
実
的
、
実
践
的
態
度
は
・

　
彼
に
対
立
し
て
い
る
非
労
働
者
に
あ
っ
て
は
、
理
論
的
態
度
と
し
て
現
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
・

　
　
第
三
に
、
非
労
働
者
は
、
労
働
者
が
自
分
自
身
に
た
い
し
て
行
う
凡
て
の
こ
と
を
、
労
働
者
に
た
い
し
て
行
う
・
し
か
し
・
彼

　
は
、
彼
が
労
働
者
に
た
い
し
て
行
う
こ
と
を
自
分
自
分
に
た
い
し
て
行
わ
な
い
。

　
　
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
三
つ
の
関
係
を
、
も
っ
と
詳
し
く
考
察
し
よ
う
。
」
・

　
こ
れ
で
、
こ
の
手
稿
断
片
は
終
っ
て
い
る
。
し
か
し
マ
ル
ク
ス
は
、
こ
の
約
束
を
果
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
約
束
は

四
四
年
の
『
手
稿
』
の
他
の
諸
断
片
に
お
い
て
果
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
右
の
引
用
文
を
論
理
的
に
吟
味
す
る
こ
と
か
ら
で

も
、
た
だ
ち
に
理
解
し
う
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
に
お
い
て
マ
ル
ク
ス
が
「
第
三
に
」
と
し
た
と
こ
ろ
の
全
文
を
、
読
ん
で
読
者

は
、
さ
き
に
片
務
的
な
相
互
承
認
の
論
理
に
つ
い
て
引
用
し
た
へ
ｉ
ゲ
ル
の
言
葉
を
想
起
す
る
の
で
あ
ろ
う
・
そ
れ
は
・
主
人
が
奴

隷
を
支
配
す
る
関
係
に
わ
け
る
片
務
的
な
行
為
的
椙
互
承
認
に
た
い
す
る
へ
ー
ゲ
ル
自
身
の
批
判
の
言
葉
で
あ
り
・
へ
－
ゲ
ル
の
自

已
意
識
の
弁
証
法
的
運
動
に
お
け
る
、
そ
の
自
己
転
化
の
必
然
性
を
論
証
す
る
個
所
の
も
の
で
あ
っ
た
・
す
な
わ
ち
次
の
言
葉
で
あ

る
。　

　
　
一
彗
し
か
し
な
が
ら
、
厳
密
パ
意
味
で
の
承
認
で
あ
る
た
め
に
は
、
主
人
が
奴
隷
に
た
い
し
て
行
為
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
・

－



　
白
分
自
身
に
た
い
し
て
も
ま
た
行
為
し
、
そ
し
て
奴
隷
が
自
分
に
た
い
し
て
行
為
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
、
主
人
に
た
い
し
て
も

　
行
為
す
る
と
い
う
契
機
が
欠
け
て
い
る
。
」

　
こ
こ
に
述
べ
ら
れ
た
双
務
的
な
相
互
間
の
承
認
行
為
の
契
機
の
展
開
と
し
て
、
へ
－
ゲ
ル
は
、
奴
隷
の
側
に
真
の
白
己
意
識
が
成

立
す
る
こ
と
に
必
然
性
を
叙
迷
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
が
、
マ
ル
ク
ス
が
へ
－
ゲ
ル
の
右
２
言
葉
を
そ
の
ま
ま
適
用
し
て
、
資
本
家
階

級
に
よ
る
支
配
関
係
に
お
け
る
片
務
的
な
相
互
承
認
行
為
を
、
批
判
的
に
指
摘
し
て
い
る
か
ぎ
り
の
も
の
と
し
て
は
、
マ
ル
ク
ス
も

へ
ー
ゲ
ル
と
と
も
に
、
賃
労
働
者
に
真
の
自
己
意
識
を
期
待
し
て
い
た
、
と
い
う
よ
り
は
、
期
待
し
て
い
た
が
ゆ
え
に
へ
ー
ゲ
ル
の

双
務
的
承
認
の
論
理
を
継
承
し
た
、
と
考
え
る
こ
と
は
不
白
然
で
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
私
有
財
産
制
度
な
る
一
個
同
一
の
事
実
を

資
本
家
の
側
か
ら
考
察
す
る
と
い
う
こ
と
も
、
す
で
に
へ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
主
人
の
側
か
ら
表
察
さ
れ
た
と
き
の
片
務
的
承
認
関
係

を
、
マ
ル
ク
ス
が
、
資
本
制
的
階
級
関
係
に
適
用
し
て
、
叙
述
を
展
開
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
十
分
に
推
察
し
う
る
。

　
と
こ
ろ
で
私
有
財
産
と
は
、
疎
外
さ
れ
た
賃
労
働
者
６
労
働
な
い
し
生
活
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
賃
労
働
者
の
自
己
意
識
と
は
、

私
有
財
産
に
埋
没
し
た
自
分
の
意
識
の
否
定
的
な
自
己
関
係
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
亦
、
疎
外
さ
れ
た
自
己
の
定
有
と
し
て
の
賃

銀
（
生
活
手
段
）
な
い
し
不
変
資
本
（
生
産
手
段
）
か
ら
白
己
の
人
間
性
を
奪
還
す
る
こ
と
を
い
み
す
る
。
こ
の
よ
う
な
向
自
有
的

に
白
已
関
係
す
る
必
然
性
に
あ
っ
て
、
い
ま
だ
こ
の
必
然
性
を
現
実
的
に
定
立
し
て
い
な
い
生
活
が
、
単
な
名
外
在
化
、
す
な
わ
ち

疎
外
の
関
係
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
疎
外
の
関
係
は
、
向
自
有
的
に
媒
介
さ
れ
た
自
己
関
係
で
あ
り
ず
、
無
媒
介
な
白
已
関

係
と
し
て
静
止
的
な
定
有
的
実
在
そ
の
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
賃
銀
で
あ
り
生
産
手
段
で
あ
り
、
要
す
る
に
定
有
す
る
資
本
に
す

ぎ
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
定
有
的
実
在
が
疎
外
さ
れ
た
労
働
で
あ
る
。
か
く
て
、
労
働
を
外
在
化
す
る
活
動
は
、
労
働
の
疎
外
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

て
、
な
わ
自
已
関
係
で
あ
る
が
、
疎
外
さ
れ
だ
労
働
と
し
て
対
象
的
に
静
止
さ
れ
た
か
ぎ
り
、
も
は
や
自
已
関
係
の
媒
介
性
を
無
く

　
　
　
四
四
年
手
稿
断
片
「
疎
外
さ
れ
た
労
働
」
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
の
哲
学
思
想
（
下
の
申
）
　
（
梯
）
　
　
一
〇
五
（
三
二
九
）

●
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－
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立
命
館
経
済
学
（
第
四
巻
・
第
二
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
六
（
二
四
〇
）

　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、

し
て
直
接
的
な
自
己
関
係
と
な
る
。
疎
外
の
白
己
関
係
に
つ
い
て
、
そ
の
直
接
的
な
無
媒
介
態
を
、
マ
ル
ク
ス
は
、
疎
外
の
状
態
と

呼
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
右
の
引
用
文
の
「
第
一
」
で
あ
る
が
、
　
「
第
二
」
に
っ
い
て
も
、
へ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
主
人
の
自
已
意

識
が
真
実
の
そ
れ
で
な
く
、
疎
外
さ
れ
た
そ
れ
と
し
て
単
な
る
意
識
に
す
ぎ
な
か
っ
た
よ
う
に
、
資
本
家
の
自
已
意
識
も
、
実
践
的

で
あ
り
え
ず
串
に
対
象
把
握
の
理
論
意
識
に
疎
外
さ
れ
る
ほ
か
な
い
こ
と
、
容
易
に
理
解
し
う
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
こ

と
に
っ
い
て
は
、
本
稿
に
お
い
て
詳
述
す
る
わ
け
に
い
か
な
い
が
、
今
こ
こ
で
必
要
な
こ
と
は
、
．
「
第
三
」
の
こ
と
、
す
な
わ
ち
、

私
有
財
産
制
度
を
資
本
家
の
行
為
の
側
か
ら
見
る
と
い
う
こ
と
が
、
何
を
い
み
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
私
有
財
産
制
度
を
、
賃
労
働
者
の
側
か
ら
見
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
、
自
己
の
労
働
の
疎
外
の
状
態
を
見
る
に
し
て
も
、
そ
こ
か
ら

自
ら
の
本
来
の
姿
に
復
帰
せ
ん
と
す
る
向
自
有
的
関
係
の
出
発
点
と
し
て
見
て
い
る
の
で
あ
名
が
、
こ
れ
に
反
し
て
、
資
本
家
の
側

に
お
い
て
見
る
ば
あ
い
に
は
、
こ
の
實
労
働
者
の
自
已
疎
外
の
関
係
を
、
た
だ
、
こ
の
関
係
の
無
媒
介
な
直
接
性
と
し
て
の
疎
外
の

状
態
に
お
い
て
の
み
見
る
ほ
か
は
な
い
。
疎
外
の
状
態
に
あ
っ
て
無
反
省
に
安
住
す
る
か
か
る
資
本
家
階
級
の
意
識
が
、
私
有
財
産

制
度
の
擁
護
に
な
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
国
民
経
済
学
な
い
し
古
典
経
済
学
が
、
あ
た
か
も
こ
の
立
場
に
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
資
本
家
的
富
の
実
体
が
疎
外
さ
れ
た
労
働
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
の
事
実
の
認
識
は
、
ま
さ
に
古
典
経
済
学
の
最
高
の
成

果
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
ス
ミ
ス
な
い
し
リ
カ
ル
ド
は
、
こ
の
疎
外
さ
れ
た
労
働
を
、
単
な
る
状
態
と
し
て
、
こ
れ

を
表
か
ら
白
己
肯
定
的
に
直
観
し
、
こ
の
直
観
的
表
象
を
悟
性
的
概
念
に
ま
で
分
析
し
て
、
こ
れ
を
科
学
的
法
則
と
し
て
定
立
し
た

ま
で
の
こ
と
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
古
典
経
済
学
の
分
析
し
抽
出
し
た
こ
の
疎
外
さ
れ
た
労
働
な
る
事
実
を
、
単

　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

な
る
状
態
と
し
て
で
な
く
、
こ
の
定
有
的
状
態
か
ら
の
向
自
有
的
自
己
反
省
に
お
い
て
、
自
已
疎
外
の
関
係
と
し
て
把
握
し
た
と
こ

ろ
に
、
マ
ル
ク
ス
の
批
判
的
立
場
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ス
ミ
ス
な
い
し
リ
ヵ
ル
ド
に
あ
っ
て
は
静
止
的
な
状
態
に



と
ど
ま
っ
た
疎
外
の
事
実
は
、
マ
ル
ク
ス
に
わ
い
て
は
、
自
己
否
定
的
な
連
動
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
内
面
的
な
こ

の
自
已
運
動
○
、
。
必
然
控
に
か
か
わ
ら
ず
、
私
有
虜
産
制
度
を
、
そ
○
外
百
的
ぢ
静
止
○
状
態
に
六
い
て
見
る
こ
と
は
、
私
有
財
産
制

度
に
自
ら
の
生
存
が
保
証
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
が
、
と
の
自
己
肯
定
的
な
表
か
ら
の
直
観
こ
そ
は
、
近
代
ブ
ル
ジ
円
一
．
ア
杜
会
に

わ
け
る
一
切
の
杜
会
科
学
に
共
適
す
る
と
こ
ろ
の
実
証
主
義
そ
の
も
○
で
む
け
れ
ば
む
ら
な
い
、
、

　
と
こ
ろ
１
、
今
し
が
た
、
へ
ｉ
ゲ
ル
の
「
精
神
現
象
学
「
一
に
わ
け
る
白
已
意
識
の
弁
証
法
灼
連
動
が
、
冬
欝
的
所
与
と
し
て
の
疎
外

の
状
態
に
わ
け
る
自
已
意
識
か
ら
出
発
し
て
い
た
こ
と
を
指
描
し
て
き
た
臥
て
あ
っ
だ
が
、
そ
の
か
ぎ
り
で
、
へ
－
∴
７
ル
哲
学
も
古

典
経
済
学
と
同
じ
く
資
本
制
杜
会
に
た
い
し
て
は
実
旺
主
義
灼
立
場
に
あ
っ
た
と
言
う
ほ
か
言
い
が
、
し
か
し
、
二
つ
の
自
己
意
識

の
行
為
的
娼
互
承
認
の
論
理
的
運
動
が
、
そ
の
片
務
的
関
係
か
ら
双
務
的
関
係
へ
の
具
沐
化
に
わ
け
る
必
然
性
が
、
賃
労
働
者
の
主

体
灼
白
覚
と
し
て
の
向
白
有
的
関
係
を
指
示
し
て
い
る
点
か
ら
見
て
も
、
明
ら
か
に
へ
－
ゲ
ル
の
自
己
意
識
に
お
け
る
観
念
的
弁
証

法
は
、
私
有
財
産
制
度
を
批
判
す
べ
き
契
機
を
秘
ま
せ
て
い
た
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
批
判
的
契
機
こ
そ
は
、
マ
ル

ク
ス
が
へ
－
ゲ
ル
か
ら
継
承
し
て
、
そ
し
で
、
、
こ
れ
を
こ
そ
、
古
典
経
済
学
の
実
証
主
義
を
止
易
す
る
た
め
の
原
理
と
し
た
と
こ
ろ

の
、
も
の
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
継
承
関
係
に
お
い
て
、
へ
ー
ゲ
ル
の
自
己
意
識
の
弁
証
法
に
わ
け
る
否
定
的
契
機
が
、
そ
の
観

念
論
的
形
態
を
如
何
に
唯
物
論
的
に
止
揚
し
え
た
か
、
言
い
か
え
れ
ば
、
へ
－
ゲ
ル
の
向
白
有
の
胤
弁
的
ヵ
テ
ゴ
リ
ー
を
マ
ル
ク
ス

が
如
何
に
分
析
的
に
批
判
し
て
い
る
か
、
こ
の
こ
と
の
成
就
を
約
束
す
る
原
理
を
示
し
て
い
る
も
の
は
、
　
「
疎
外
さ
れ
た
労
働
」
と

殆
ん
ど
同
時
に
執
筆
さ
れ
た
他
の
「
手
稿
」
断
片
、
「
へ
ｉ
ゲ
ル
の
弁
証
法
な
ら
び
に
折
口
学
一
般
の
批
判
」
で
あ
っ
た
。
へ
－
ゲ
ル

の
実
証
主
義
を
マ
ル
ク
ス
が
鋭
く
批
判
す
る
の
も
、
四
四
年
の
「
手
稿
」
　
「
第
三
」
の
最
後
に
置
か
れ
た
こ
の
断
庁
に
わ
い
て
で
あ

る
か
ら
、
本
節
の
テ
ー
マ
か
ら
逸
れ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
か
え
っ
て
、
原
理
的
に
淡
化
せ
し
め
る
も
の
と
し
て
、
し
ば
ら

　
　
　
四
四
年
手
稿
断
片
「
疎
外
さ
れ
た
労
働
」
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
の
哲
学
思
想
（
下
の
申
）
　
（
梯
）
　
　
一
〇
七
（
二
四
一
）
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立
命
館
経
済
学
（
第
四
巻
・
第
二
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
八
（
二
四
二
）

く
、
こ
の
「
哲
学
的
手
稿
」
に
関
説
し
て
お
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
２

　
こ
の
哲
学
的
断
片
は
、
「
手
稿
第
一
」
の
「
疎
外
さ
れ
た
労
働
」
な
る
断
庁
と
と
も
に
、
四
四
年
の
諸
手
稿
の
う
ち
最
も
纏
っ
た

労
作
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
へ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
を
経
済
の
領
域
に
止
揚
す
る
た
め
の
、
し
た
が
っ
て
、
古
典
経
済
学
の
諸
範

礒
を
マ
ル
ク
ス
自
身
の
経
済
学
の
そ
れ
に
転
化
せ
し
め
る
た
め
の
枢
軸
的
契
機
た
ら
し
め
る
た
め
の
、
若
き
マ
ル
ク
ス
の
最
と
も
鋭

い
へ
－
ゲ
ル
哲
学
批
判
で
あ
る
点
で
、
古
典
経
済
学
の
諸
範
醸
を
批
判
し
た
他
の
諾
断
片
に
た
い
し
て
、
そ
の
批
判
の
方
法
論
的
原

理
社
供
給
し
て
い
る
は
ず
の
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
「
哲
学
的
手
稿
」
が
批
判
の
直
接
の
対
象
と
し
て
て
取
り
あ
げ
た
も

の
は
、
　
「
へ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
真
の
誕
生
地
で
あ
り
、
そ
の
秘
密
で
あ
る
」
　
（
三
九
八
頁
）
と
こ
ろ
の
「
精
神
現
象
学
」
だ
け
で
あ
る

が
、
こ
の
批
判
に
わ
け
る
成
果
は
、
ま
さ
に
労
働
の
論
理
と
し
て
の
否
定
の
否
定
の
弁
証
法
を
打
ち
立
て
得
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
し

か
る
に
、
こ
の
否
定
の
否
定
の
弁
証
法
は
、
へ
ｉ
ゲ
ル
「
論
理
学
」
に
わ
い
て
、
あ
た
か
も
、
そ
の
体
系
的
な
叙
述
が
向
白
有
の
段

階
に
ま
で
自
已
展
開
さ
れ
た
と
き
に
初
め
て
姿
を
現
わ
す
と
こ
ろ
の
、
否
定
的
白
己
関
係
の
論
理
そ
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ

の
否
定
的
な
も
の
の
自
己
自
身
の
否
定
的
な
関
係
と
し
て
の
否
定
の
論
理
は
、
へ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
そ
の
も
の
と
し
て
、
申
に
「
論

理
学
」
の
全
展
開
を
本
質
的
に
規
定
す
る
論
理
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
へ
－
ゲ
ル
哲
学
の
全
体
系
を
構
成
す
る
と
こ
ろ
の
原
理
的
な

方
法
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
「
哲
学
的
手
稿
」
断
片
は
、
へ
－
ゲ
ル
哲
学
一
般
の
方
法
論
的
批
判
を
い
み
す
る
も
の
で
あ

る
が
、
特
殊
的
に
は
、
向
自
有
を
向
自
有
た
ら
し
め
て
い
る
否
定
的
白
已
関
係
を
批
判
的
に
間
題
に
し
て
い
る
点
で
、
賃
労
働
者
の

論
理
的
把
握
の
た
め
に
、
へ
－
ゲ
ル
の
向
自
有
的
論
理
構
造
を
唯
物
論
的
に
改
造
す
る
こ
と
を
、
意
図
し
た
は
ず
の
も
の
と
見
る
こ

と
も
不
可
能
で
な
い
。
　
「
第
二
手
稿
」
の
「
私
有
財
産
の
関
係
」
、
「
第
三
手
稿
」
の
一
ヨ
私
有
財
産
と
労
働
」
、
　
と
く
に
第
一
手
稿
の



「
疎
外
さ
れ
た
労
働
」
な
ど
の
諾
断
庁
が
賃
労
働
者
の
向
自
有
絢
論
理
構
造
を
直
接
に
分
析
し
た
も
の
で
あ
り
、
残
余
の
諸
断
庁
も
、

こ
の
論
理
構
造
の
把
握
を
前
提
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
執
筆
さ
れ
た
諸
手
稿
で
あ
る
こ
亡
は
、
明
か
に
洞
察
さ
れ
、

る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
最
後
の
「
折
口
学
灼
手
稿
」
が
、
他
の
経
済
学
灼
請
断
片
の
各
所
に
断
庁
的
に
織
り
こ
ま
れ
て
い
た
も
の

の
集
成
で
あ
る
こ
と
を
考
え
併
せ
る
と
き
、
か
く
の
（
」
と
く
、
マ
ル
ク
ス
の
意
図
を
推
定
す
る
こ
と
も
、
き
わ
め
て
自
然
に
し
て
妥

当
な
こ
と
で
あ
る
と
忠
わ
れ
る
。
と
に
か
く
、
こ
の
「
へ
－
ゲ
ル
哲
学
批
判
」
を
除
い
て
は
、
す
べ
て
国
民
経
済
学
の
批
判
に
関
す

る
諸
断
片
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
に
お
い
て
マ
ル
ク
ス
の
試
み
た
も
の
は
、
国
民
経
済
学
に
わ
い
て
与
え
ら
れ
て
い
る
実
証
的
事
実
か

ら
出
発
し
て
、
そ
こ
に
外
在
化
さ
れ
て
い
る
本
質
が
向
自
有
的
に
連
動
す
る
方
向
を
分
析
的
に
解
明
す
る
こ
と
に
よ
り
、
出
発
点
と

し
て
の
国
民
経
済
学
的
事
実
を
仮
象
と
し
て
批
判
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
へ
－
ゲ
ル
の
消
睡
的
な
欠
点
の
指
摘
だ
け

に
と
ど
ま
ら
ず
、
む
し
ろ
彼
に
隠
さ
れ
払
」
批
判
的
精
神
を
顕
は
に
定
立
し
て
、
こ
れ
を
国
民
経
済
学
批
判
の
一
」
め
の
武
器
と
し
払
」
と

こ
ろ
に
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
二
つ
の
源
泉
は
、
マ
ル
ク
ス
に
よ
っ
て
統
一
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
「
哲
学
灼
手
稿
」
に
わ
い
て
も
、
　
マ
ル
ク
ス
は
フ
オ
ィ
ェ
ル
バ
ツ
ハ
の
へ
ー
ゲ
ル
批
判
を
媒
介
に
す
る
。
す
な
わ

ち
、
マ
ル
ク
ス
は
い
う
。
　
　
「
へ
ー
ゲ
ル
が
、
絶
対
に
肯
定
的
な
も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
否
定
の
香
定
に
た
い
し
て
、
フ
丁
イ

ェ
ル
バ
ツ
ハ
は
、
自
分
自
身
の
う
え
に
立
ち
、
積
極
的
に
自
分
自
身
に
基
礎
を
お
い
て
い
る
肯
定
的
な
も
の
を
対
置
す
る
」
。
「
フ
オ

ィ
ェ
ル
バ
ツ
ハ
に
よ
れ
ば
、
へ
ー
ゲ
ル
は
、
実
体
の
疎
外
態
　
　
論
理
的
に
は
、
無
隈
な
も
の
、
抽
象
的
一
般
者
、
俗
に
い
え
ば
、

宗
教
と
神
学
　
　
か
ら
出
発
す
る
。
そ
し
て
次
に
、
こ
の
無
限
な
も
の
を
止
揚
し
、
現
実
的
な
も
の
、
感
覚
的
な
も
の
、
実
在
的
な

も
の
、
有
限
的
な
も
の
、
特
殊
的
な
も
の
を
定
立
す
る
。
こ
の
か
ぎ
り
で
、
へ
－
ゲ
ル
は
、
宗
教
と
神
学
と
を
止
揚
し
た
哲
学
を
定

立
す
る
の
で
あ
る
が
、
さ
い
ｃ
に
、
肯
定
的
な
も
の
を
再
び
止
揚
し
、
抽
象
態
、
無
限
な
も
の
を
再
び
定
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

　
　
　
四
四
年
手
稿
断
片
「
疎
外
さ
れ
た
労
働
」
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
の
哲
学
思
想
（
下
の
申
）
　
（
梯
）
　
　
一
〇
九
（
二
四
三
）
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立
Ａ
叩
館
経
済
学
（
第
四
巻
・
第
二
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
〇
（
二
四
四
）

宗
教
と
神
学
と
を
定
立
す
る
」
（
三
九
七
頁
）
。
　
「
し
た
が
っ
て
フ
ォ
ィ
ェ
ル
バ
ッ
ハ
は
、
へ
－
ゲ
ル
の
否
定
の
否
定
を
、
単
に
哲
学

の
白
已
矛
盾
と
し
て
し
か
、
神
学
な
い
し
超
超
越
者
な
ど
を
否
定
し
た
あ
と
で
そ
れ
を
肯
定
す
る
哲
学
、
つ
ま
り
フ
オ
ィ
ェ
ル
バ
ッ

ハ
自
身
と
対
立
し
て
絶
対
に
肯
定
的
な
哲
学
と
し
て
し
か
、
把
え
て
い
な
い
。
そ
し
て
彼
は
、
た
だ
、
肯
定
的
な
も
の
、
感
性
的
に

確
実
な
も
の
か
ら
出
発
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
」
　
　
こ
の
よ
う
に
マ
ル
ク
ス
は
、
　
フ
ナ
ィ
ェ
ル
バ
ソ
ハ
の
一
面
性
を
指
摘
す
る

の
で
あ
る
が
、
こ
の
一
面
性
に
お
ち
い
っ
た
理
由
と
し
て
次
の
こ
と
く
説
明
す
る
、
　
　
　
「
へ
ー
ゲ
ル
の
否
定
の
否
定
の
う
ち
に
存

し
て
い
る
肯
定
、
す
な
わ
ち
自
已
肯
定
と
目
己
確
証
と
は
、
フ
ォ
ィ
ェ
ル
バ
ツ
ハ
に
と
っ
て
は
、
ま
だ
自
己
自
身
に
っ
い
て
確
実
な

も
の
で
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
自
已
目
身
に
つ
い
て
疑
っ
て
い
る
、
そ
れ
ゆ
え
、
証
明
を
必
要
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
つ
ま
り
白
已

の
定
有
に
よ
っ
て
自
己
自
身
を
証
明
も
し
て
い
な
け
れ
ば
保
証
も
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
の
、
肯
定
で
あ
る
。
と
解
さ
れ
て
い
る
。

で
あ
る
か
ら
、
へ
－
ゲ
ル
の
こ
の
白
己
肯
定
と
白
己
確
証
と
に
た
い
し
て
、
フ
ォ
ィ
ェ
ル
．
バ
ツ
ハ
と
し
て
は
、
直
接
じ
か
に
、
感
性

的
に
確
実
な
、
白
分
白
身
の
う
え
に
、
基
礎
を
わ
い
た
肯
定
が
対
置
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
」
　
　
こ
の
よ
う
に
解
明
し
た
の
ち
マ
ル

ク
ス
は
、
　
　
「
し
か
し
へ
－
ゲ
ル
は
、
フ
ォ
ィ
ェ
ル
ハ
ノ
ハ
の
批
判
に
か
か
わ
ら
ず
、
否
定
の
否
定
を
、
そ
こ
に
わ
け
る
積
極
的

な
関
係
か
ら
し
て
、
真
実
に
唯
一
の
も
の
を
把
え
、
そ
こ
に
お
け
る
否
定
的
関
係
か
ら
し
て
、
す
べ
て
の
存
在
の
唯
一
の
真
実
な
行

為
を
自
己
活
動
的
行
為
と
し
て
把
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
へ
ー
ゲ
ル
は
、
歴
史
の
運
動
に
た
い
す
る
抽
象
的
な
論
理
的
な
表
現
を
見

い
だ
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
は
、
ま
だ
前
提
さ
れ
た
主
体
と
し
て
の
人
間
の
現
実
的
な
歴
史
で
は
な
く
、
神
に
よ
る
人
間
の

創
造
行
為
で
あ
り
、
か
か
る
発
生
史
に
す
ぎ
な
い
に
し
て
も
」
　
（
三
九
八
頁
）
。
　
　
と
述
べ
て
、
へ
－
ゲ
ル
の
否
定
の
否
定
と
い
う

向
白
有
的
白
己
関
係
の
運
動
の
、
そ
の
摘
象
的
形
態
の
う
ち
に
隠
さ
れ
た
積
極
灼
な
意
味
を
、
す
な
わ
ち
．
「
へ
－
デ
ル
に
あ
っ
て
は

未
だ
没
批
判
的
で
あ
っ
た
こ
の
連
動
の
批
判
的
形
態
」
を
、
マ
ル
ク
ス
は
、
か
の
フ
．
哲
学
的
手
稿
」
に
お
い
て
解
明
し
て
い
る
の
で



あ
る
。
た
と
え
ば
、
次
の
ご
と
く
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
　
「
へ
－
ゲ
ル
の
く
現
象
学
Ｖ
と
そ
の
究
極
の
成
果
に
わ
い
て
、
運
動
し
生
産
す
る
原
理
と
し
て
の
否
定
性
の
弁
証
法
に
お
い

　
て
、
偉
大
な
も
の
は
、
じ
っ
に
へ
－
ゲ
ル
が
、
人
間
の
自
已
産
出
を
一
つ
の
過
程
と
し
て
把
え
、
対
象
化
す
る
こ
と
く
ｏ
夷
晶
ｏ
－

　
目
・
。
蟹
、
、
畠
。
｝
、
；
崎
を
対
立
的
に
置
く
こ
と
■
暮
鷺
鷺
婁
３
ま
亭
巨
目
囎
と
し
て
、
つ
ま
り
外
在
化
－
…
巨
ぎ
馨
；
轟
と
し
て
、

　
そ
し
て
、
さ
ら
に
こ
の
外
在
化
の
止
揚
と
し
て
把
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
彼
は
、
労
働
の
本
質
を
把
え
、
対

　
象
的
人
間
を
、
現
実
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
真
な
る
人
間
を
、
彼
白
身
の
労
働
の
成
果
と
し
て
把
握
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
」
　
（
四

　
〇
三
頁
）
。

　
こ
こ
に
「
外
在
化
の
止
揚
」
と
し
て
の
労
働
の
本
質
を
把
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
マ
ル
ク
ス
童
言
葉
を
か
え
て
い
っ
て
る
と

と
わ
り
、
「
労
働
に
お
い
て
、
人
間
が
外
在
化
の
枠
内
で
、
す
な
わ
ち
外
在
化
さ
れ
た
人
間
と
し
て
、
向
自
的
に
成
る
こ
と
ｏ
婁

勺
巨
、
晩
一
。
庁
考
。
、
宗
三
の
認
譲
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
労
働
に
っ
い
て
の
へ
ｉ
ゲ
ル
の
本
質
的
認
識
は
、
「
過
ぎ
去
二
二
切
の
哲
学

を
、
人
間
的
思
惟
の
外
在
化
さ
れ
ぷ
埠
問
と
し
、
二
の
外
在
化
に
お
け
る
個
々
の
諸
契
機
を
、
抽
象
的
自
己
意
識
の
契
機
と
し
て
止

揚
し
、
か
く
し
て
成
立
す
る
自
分
の
哲
学
を
哲
学
そ
の
も
の
と
し
た
」
と
こ
ろ
の
へ
－
ゲ
ル
白
身
の
哲
学
的
行
為
か
ら
得
ら
れ
た
も

の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
ゆ
え
に
、
　
「
へ
ー
ゲ
ル
の
認
識
し
承
認
し
て
い
た
労
働
と
い
う
こ
と
も
、
抽
象
的
に
精
紳
的
な

労
働
に
す
ぎ
な
か
っ
た
」
。
か
く
し
て
、
反
対
に
、
具
体
的
に
物
質
的
労
働
を
間
題
に
す
る
か
ぎ
り
で
は
、
そ
れ
が
精
神
的
労
働
の

外
在
化
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
な
る
こ
と
に
よ
り
、
「
労
働
を
、
た
だ
、
人
間
が
自
己
を
保
証
す
る
本
質
と
し
て
把
え
る
」
だ
け
で
あ

り
、
　
「
ブ
ゲ
、
の
否
定
的
な
側
面
阜
、
見
ず
し
て
、
た
だ
、
そ
の
青
定
的
側
面
の
み
を
見
る
」
と
い
う
隈
界
に
あ
り
、
マ
ル
ク
ス
に
よ
っ
て

「
へ
－
ゲ
ル
は
近
代
国
民
経
済
学
の
立
場
に
た
っ
て
い
る
」
　
（
四
〇
四
頁
）
と
規
定
さ
れ
る
ほ
か
な
い
の
で
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ

　
　
　
四
四
年
手
稿
断
片
「
疎
外
さ
れ
た
労
働
」
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
の
哲
学
思
想
（
下
の
申
）
　
（
嫌
）
　
　
一
一
一
（
二
四
五
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
四
巻
．
第
二
号
）
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
一
（
二
四
六
）

ら
ず
、
マ
ル
ク
ス
が
へ
－
ゲ
ル
批
判
に
お
い
て
獲
得
せ
ん
と
試
み
た
も
の
は
、
否
定
の
否
定
の
弁
証
湊
に
わ
け
る
青
定
的
な
側
面
の

う
ち
に
隠
さ
れ
た
否
定
的
な
側
面
の
分
析
的
抽
出
に
よ
る
そ
の
解
明
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
、
っ
ぎ
の
言
葉
に
よ
っ
て
も
端
的
に
・
表
明

さ
れ
て
い
よ
う
。
　
　
「
〈
現
象
学
Ｖ
が
人
間
の
疎
外
を
堅
持
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
た
と
え
人
間
が
そ
こ
で
精
神
の
姿
態
で
の
み
現

象
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
に
し
て
も
、
〈
現
象
学
Ｖ
に
は
、
批
判
の
あ
ら
ゆ
る
契
機
が
か
く
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
既
に
、
住
々
へ

ー
ゲ
ル
の
立
場
を
は
る
か
に
凌
駕
す
る
様
式
で
準
傭
完
成
さ
れ
て
い
る
」
（
四
〇
二
頁
）
。
　
　
す
な
わ
ち
、
　
へ
ー
ゲ
ル
の
疎
外
の
弁

証
法
に
お
い
て
は
、
そ
の
定
有
的
実
在
へ
の
外
在
化
に
お
け
る
自
己
の
本
質
の
確
認
と
い
う
肯
定
的
な
側
面
は
、
そ
の
否
定
的
側
面

と
し
て
、
外
在
化
さ
れ
た
本
質
の
自
己
へ
の
復
帰
と
い
う
自
已
反
省
的
運
動
を
必
然
化
す
る
の
で
あ
る
が
、
マ
ル
ク
ス
は
、
へ
－
ゲ

ル
に
お
け
る
こ
の
否
定
的
な
も
の
の
自
己
関
係
と
し
て
の
向
自
的
な
運
動
を
、
弁
証
法
に
わ
け
る
本
質
的
契
機
と
見
て
、
こ
れ
を
労

働
の
論
理
と
し
て
継
承
し
具
体
化
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
を
言
い
か
え
れ
ば
、
要
す
る
に
、
へ
－
ゲ
ル
が
『
論
理
学
』
と
い
う
精
神
的
労
働
に
お
い
て
正
し
く
把
ん
で
い
た
弁
証

法
も
、
・
国
民
経
済
学
の
対
－
象
と
す
る
物
質
的
労
働
に
、
マ
ル
ク
ス
が
適
用
し
て
み
よ
う
と
試
み
た
と
き
、
そ
の
外
在
化
の
運
動
の
成

果
と
し
て
の
疎
外
さ
れ
た
状
態
を
、
た
と
え
へ
ー
ゲ
ル
と
と
も
に
仮
象
と
見
る
に
は
し
て
も
、
こ
の
仮
象
的
な
定
有
か
ら
の
自
已
反

省
と
い
う
へ
ー
ゲ
ル
的
な
向
自
的
運
動
が
、
も
と
も
と
精
神
的
労
働
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
か
ぎ
り
で
、
そ
の
精
神
的
労
働
の
自
已
確

認
に
な
る
ほ
か
な
い
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
疎
外
さ
れ
た
労
働
の
外
在
化
さ
れ
た
、
状
態
と
し
て
の
私
有
財
産
制
度
の
単
に
精

神
的
な
止
揚
に
と
ど
ま
る
と
い
う
観
念
論
的
限
界
を
、
か
＼
る
適
用
に
お
い
て
マ
ル
ク
ス
自
身
の
気
ず
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
こ

ろ
で
る
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
か
ぎ
り
で
、
疎
外
さ
れ
た
労
働
の
外
在
化
の
状
態
と
し
て
の
私
有
財
産
制
度
に
た
い
し
て
、
こ
の
制

度
を
批
判
的
に
止
揚
せ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
の
物
質
的
労
働
そ
の
も
め
の
自
己
反
省
と
い
う
向
自
的
運
動
は
、
へ
ー
ゲ
ル
に
は
無
か
っ



た
に
等
し
く
、
し
た
が
っ
て
国
民
経
済
学
的
な
実
証
主
義
と
結
果
に
お
い
て
同
一
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
か
く
て
、
さ
き
に
論
述
し

て
き
た
「
主
人
と
奴
隷
」
の
二
つ
の
自
已
意
識
の
相
互
承
認
の
弁
証
法
的
発
展
も
、
観
念
的
な
自
已
反
省
に
と
ど
ま
る
向
自
有
の
カ

テ
ゴ
リ
ー
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
マ
ル
ク
ス
に
よ
っ
て
資
本
制
的
階
級
対
立
に
適
用
さ
れ
る
ぱ
あ
い
に
お
い
て
は
・

疎
外
さ
れ
た
労
働
を
、
そ
の
甘
己
疎
外
の
関
係
に
お
い
て
見
ず
に
、
そ
の
外
在
化
さ
れ
た
定
有
的
状
態
に
お
い
て
の
み
見
る
と
こ
ろ

の
、
資
本
家
の
立
場
と
異
な
る
理
由
を
も
ち
え
な
い
。
へ
ー
ゲ
ル
の
行
為
的
承
認
の
論
理
が
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
片
務
的
関
係
か
ら

双
務
的
関
係
へ
の
具
体
化
に
お
け
る
願
倒
の
必
然
性
が
、
へ
ー
ゲ
ル
を
私
有
財
産
制
度
の
擁
護
者
た
ら
し
め
て
い
な
い
よ
う
に
も
見

え
る
こ
と
は
、
た
だ
、
へ
ｉ
ゲ
ル
弁
証
法
の
精
神
主
義
的
な
自
已
反
省
の
契
機
の
う
ち
に
、
現
実
の
資
本
制
杜
会
の
階
級
的
矛
盾
が
、

外
か
ら
反
映
さ
れ
た
だ
け
の
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
単
な
る
反
映
に
す
ぎ
な
い
表
象
を
、
こ
の
表
象
に

対
応
す
る
対
象
の
科
学
的
分
析
を
媒
介
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
概
念
に
ま
で
加
工
さ
れ
る
と
き
に
、
言
い
か
え
る
な
ら
ば
・
へ
ー

ゲ
ル
の
か
か
る
実
証
主
義
に
秘
む
観
念
的
な
枇
判
の
契
機
が
、
古
典
経
済
学
の
悟
性
的
に
抽
象
し
た
「
疎
外
さ
れ
た
労
働
」
と
い
う

感
性
的
事
実
に
結
び
っ
く
と
き
に
、
は
じ
め
て
、
現
実
の
資
本
制
杜
会
を
批
判
し
う
る
と
こ
ろ
の
、
唯
物
論
的
な
向
自
有
の
ヵ
テ
ゴ

リ
ー
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
関
連
を
前
提
と
し
た
上
で
の
み
、
わ
れ
わ
れ
は
、
へ
ー
ゲ
ル
が
マ
ル

ク
ス
に
よ
り
実
証
主
義
と
し
て
非
難
さ
れ
な
が
ら
も
、
古
典
経
済
学
の
実
証
主
義
を
止
揚
す
べ
き
枇
判
的
契
機
を
自
ら
の
哲
学
に
秘

ま
せ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
他
方
に
わ
い
て
、
な
る
ほ
ど
、
疎
外
さ
れ
た
労
働
が
資
本
で
あ
る
と
い
う
事
実
の
直
観
は
、
古
典
経
済
学
の
成
果
で
あ
っ
た
・
古

典
経
済
学
は
、
こ
の
事
実
を
直
観
し
、
こ
の
直
観
的
表
象
を
悟
性
的
概
念
に
ま
で
分
析
し
た
が
、
こ
れ
を
理
性
的
原
理
に
た
か
め
る

と
い
う
認
識
は
で
き
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
疎
外
さ
れ
た
労
働
の
状
態
を
直
観
し
て
、
こ
の
状
態
に
自
已
矛
盾
を
感
じ
・
そ
こ
か
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ら
の
否
定
的
な
自
已
関
係
の
必
然
性
を
認
識
せ
ん
と
す
る
主
体
性
に
お
い
て
、
悟
性
的
概
念
は
理
性
的
に
転
化
し
う
る
の
で
あ
り
、

直
観
的
事
実
の
概
念
的
把
握
と
い
う
こ
と
も
可
能
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
認
識
を
成
就
し
た
の
が
マ
ル
ク
ス
で
あ
る
。
す
な

　
　
　
　
＼

わ
ち
、
疎
外
さ
れ
た
労
働
と
資
本
と
の
区
別
に
お
け
る
同
一
性
と
し
て
私
有
財
産
制
度
を
把
握
し
て
お
い
て
、
そ
の
う
え
で
、
こ
の

一
個
同
一
の
関
係
の
資
本
家
的
側
面
を
否
定
的
に
裏
か
ら
見
る
。
こ
れ
が
、
本
節
に
お
い
て
最
初
か
ら
当
面
し
て
き
た
と
こ
ろ
の
、

そ
も
そ
も
の
、
間
題
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
こ
の
一
個
同
一
の
事
実
を
表
か
ら
の
み
肯
定
的
に
直
観
し
た
古
典
経
済
学
を
批
判
的
に

分
析
し
、
そ
の
「
疎
外
さ
れ
た
労
働
」
の
悟
性
的
概
念
を
理
性
的
実
体
に
転
換
し
て
、
こ
の
理
性
的
概
念
の
自
己
展
開
に
お
い
て
、

現
実
の
私
有
財
産
制
度
を
批
判
的
に
再
構
成
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
「
疎
外
さ
れ
た
労
働
」
と
い
う
「
手
稿
」
全
体
の
問
題
一

で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
「
手
稿
」
断
片
全
体
を
貫
く
と
こ
ろ
の
直
観
的
事
実
を
概
念
的
に
把
握
す
る
と
い
う
批
判
的
思
惟
は
、
四
四
年
『
手
稿
』
以

前
に
マ
ル
ク
ス
は
、
へ
ｉ
ゲ
ル
の
『
法
の
哲
学
』
か
ら
学
ん
で
い
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
マ
ル
ク
ス
自
身
の
思
惟
を
決

定
す
る
方
法
と
し
て
、
彼
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
唯
物
論
化
さ
れ
る
た
め
に
は
、
へ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
実
証
主
義
が
批
判
さ
れ
て
い
な

け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
今
わ
れ
わ
れ
の
見
て
き
た
「
哲
学
的
手
稿
」
か
ら
確
か
め
ら
れ
た
事
柄
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
次

に
、
こ
の
よ
う
に
し
て
唯
物
論
化
さ
れ
た
こ
の
方
法
論
が
、
や
が
て
「
疎
外
さ
れ
た
労
働
」
な
る
手
稿
断
片
の
全
体
を
貫
く
に
い
た

っ
．
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
本
稿
は
、
全
体
と
し
て
、
こ
の
手
稿
断
片
を
最
初
か
ら
順
序
を
お
っ
て
方
法
論
的
に
た

ど
っ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
、
へ
ー
ゲ
ル
の
『
精
神
現
象
学
』
に
お
け
る
客
観
的
精
神
と
し
て
の
、
相
互
承
認
の
論
理
に
つ

い
て
の
発
展
的
叙
述
が
、
「
主
人
と
奴
隷
」
に
お
け
る
主
人
の
支
配
状
態
の
自
己
意
識
が
必
然
的
に
転
倒
さ
れ
る
と
い
う
論
理
の
形

態
で
、
こ
の
手
稿
断
片
に
結
ぴ
つ
い
て
い
る
こ
と
を
、
本
節
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
確
め
た
わ
け
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
結
合
の
根



底
に
は
、
さ
き
の
哲
学
的
手
稿
に
お
け
る
『
精
神
現
象
学
』
の
弁
証
法
に
た
い
す
る
鋭
い
批
判
と
し
て
の
「
哲
学
的
手
稿
」
の
努
カ

が
、
前
提
さ
れ
、
か
っ
原
理
と
な
っ
て
横
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
こ
こ
に
注
意
し
て
お
き
た
い
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
四
四
年
の
「
手
稿
」
全
体
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
そ
の
殆
ど
全
部
の
諸
断
片
は
、
国
民
経
済
学
的
諸
概
念
の
批
判
的

研
究
の
マ
ル
ク
ス
に
お
け
る
最
初
の
も
の
で
あ
る
か
ら
し
て
、
こ
の
年
に
既
に
、
資
本
制
池
な
私
有
財
産
制
度
を
、
労
働
の
疎
外
さ

れ
た
状
態
に
お
い
て
見
て
、
し
か
も
、
こ
の
自
已
疎
外
か
ら
恢
復
せ
ん
と
す
る
向
自
有
的
自
已
関
係
に
わ
い
て
、
そ
れ
を
批
判
的
に

分
析
せ
ん
と
す
る
マ
ル
ク
ス
の
意
図
と
方
法
論
と
は
、
確
立
さ
れ
て
い
た
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
マ
ル
ク
ス
の
そ
の
後
の
全

生
涯
は
、
こ
の
意
図
実
現
の
完
遂
に
捧
げ
ら
れ
、
　
「
資
本
論
」
が
そ
の
輝
か
し
き
努
カ
の
結
晶
で
あ
っ
た
こ
と
に
、
読
者
は
想
い
を

馳
せ
て
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
理
論
経
済
学
と
し
て
の
『
資
本
論
」
の
学
的
全
体
系
に
お
い
て
は
、
か
の
唯
物

論
化
さ
れ
た
か
ぎ
り
の
「
概
念
的
把
蛋
」
の
方
法
も
、
完
成
さ
れ
た
姿
で
一
貫
さ
れ
て
い
る
は
ず
だ
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
り
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ス
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