
書
　
評

向
井
俊
彦
著
『
唯
物
論
と
へ
－
ゲ
ル
研
究
』
（
文
理
閣
）鰺

　
　
坂

真

　
本
書
は
向
井
俊
彦
氏
が
こ
こ
七
年
余
の
問
に
雑
誌
た
ど
に
発
表
し
て

き
た
九
篇
の
論
文
を
収
め
た
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
へ
ー
ゲ
ル
哲
学

や
マ
ル
ク
ス
主
義
哲
学
に
。
関
連
し
た
論
文
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
が
近

年
の
わ
が
国
の
マ
ル
ク
ス
主
義
あ
る
い
は
唯
物
論
の
立
場
に
立
つ
哲
学

者
の
間
で
深
く
関
心
が
も
た
れ
、
あ
る
い
は
複
雑
た
論
争
と
も
な
っ
て

い
る
テ
ー
マ
と
か
か
わ
っ
て
お
り
、
本
書
の
も
っ
意
味
は
げ
っ
し
て
小

さ
く
た
い
と
思
わ
れ
る
。
向
井
氏
は
目
本
科
学
老
会
議
や
全
国
の
哲
学

研
究
者
の
「
若
手
ツ
ソ
ポ
ジ
ウ
ム
」
な
ど
の
活
動
の
中
で
、
こ
れ
ら
の

仕
事
を
積
み
重
ね
て
来
て
、
い
わ
ぱ
中
問
総
括
と
し
て
、
こ
こ
に
一
書

を
編
む
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
仕
事
の
達
成
は
た
か
な

か
の
も
の
で
あ
っ
て
今
後
こ
の
第
一
段
階
で
の
仕
事
を
土
台
と
Ｌ
て
一

層
の
活
躍
が
期
待
さ
れ
る
。

　
　
　
　
向
井
俊
彦
著
『
唯
物
論
と
へ
ー
ゲ
ル
研
究
』
（
鰺
坂
）

本
書
は
三
都
か
ら
な
っ
て
い
る
。
第
一
都
は
方
法
論
あ
る
い
は
認
識

論
に
関
す
る
四
篇
の
論
文
か
ら
た
り
、
第
二
部
は
史
的
唯
物
論
に
関
す

る
三
つ
の
論
文
か
ら
な
り
、
第
三
部
は
へ
－
ゲ
ル
哲
学
に
つ
い
て
の
哲

学
史
的
研
究
の
二
つ
の
論
文
か
ら
な
っ
て
い
る
。

　
第
一
部
に
お
げ
る
向
井
氏
の
仕
事
は
弁
証
法
論
理
学
と
彬
式
論
理
学

と
の
関
係
に
つ
い
て
の
近
年
の
諸
論
争
に
か
か
わ
っ
て
お
り
、
し
か
も

論
理
学
上
の
間
題
だ
げ
で
な
く
、
広
く
方
法
論
あ
る
い
は
認
識
論
の
分

野
に
ま
た
が
る
現
代
哲
学
の
最
先
端
の
間
題
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
問
題
は
分
析
哲
学
と
マ
ル
ク
ス
主
義
哲
学
と
の
鋭
い
対
立
点
を
た

し
て
い
る
ぱ
か
り
で
た
く
、
近
年
、
わ
が
国
で
は
マ
ル
ク
ス
主
義
哲
学

（
唯
物
論
哲
学
）
の
内
都
で
の
論
争
点
と
も
な
っ
て
い
て
、
大
層
重
要
た

根
本
的
な
問
題
で
あ
る
。

　
第
二
部
の
史
的
唯
物
論
に
か
か
わ
る
三
つ
の
論
文
は
、
マ
ル
ク
ス
主

義
哲
学
（
唯
物
論
哲
学
）
の
内
部
で
戦
前
か
ら
論
争
に
・
な
っ
て
お
り
、
ひ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
五
（
四
五
一
）



　
　
　
　
立
命
絡
経
済
学
（
第
二
十
九
巻
・
第
三
号
）

き
つ
づ
き
今
目
で
も
間
題
に
な
っ
て
い
る
「
実
践
」
概
念
あ
る
い
は

「
主
体
性
」
の
概
念
に
つ
小
て
の
も
の
で
あ
る
。
特
に
こ
の
問
題
に
つ

い
て
の
向
井
氏
の
仕
事
は
こ
れ
ら
の
論
争
の
渦
中
に
一
石
を
投
ず
る
重

要
性
を
も
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
書
評
は
こ
の
第
一
部
と
第
二
部
を
中
心
と
し
て
行
う
こ
と
と
す

る
。

二

　
第
一
部
の
諾
論
文
の
う
ち
、
「
へ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
分
析
的
方
法
と
総

合
的
方
法
の
批
判
に
つ
い
て
」
と
「
分
析
的
方
法
を
基
礎
と
す
る
弁
証

法
的
方
法
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
」
の
二
篇
が
、
と
く
に
論
理
学
や
認

識
論
に
つ
い
て
の
わ
が
国
の
学
界
の
最
近
の
論
争
に
か
か
わ
っ
て
い
る
◎

　
マ
ル
ク
ス
主
義
哲
学
あ
る
い
は
弁
証
法
的
唯
物
論
が
論
理
学
あ
る
い

は
方
法
論
と
し
て
弁
証
法
を
か
か
げ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
分
析
哲
学

あ
る
い
は
新
実
証
主
義
の
哲
学
が
彩
式
論
理
学
の
厳
重
な
遵
守
を
主
張

し
て
、
弁
証
法
に
反
対
し
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ

こ
か
ら
や
や
も
１
す
る
と
弁
証
法
と
移
式
論
理
学
と
は
相
容
れ
る
こ
と
の

な
い
、
両
立
し
え
た
い
立
場
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
傾
向
が
あ
り
、
ま
た

科
学
方
法
論
の
面
で
い
え
ぱ
こ
の
彬
式
論
理
学
を
基
礎
と
し
て
い
る
の
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
六
（
四
五
二
）

が
分
析
的
な
方
法
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
の
分
析
的
方
法
は
弁
証
法

と
は
相
容
れ
る
こ
と
の
た
い
方
法
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
い
、
し
た
が

っ
て
ま
た
分
析
的
方
法
は
マ
ル
ク
ス
主
義
の
諾
科
学
の
方
法
論
と
し
て

は
と
ら
ざ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
う
傾
向
が
一
部
に
生
じ
て

い
た
。
ひ
い
て
は
マ
ル
ク
ス
主
義
の
弁
証
法
は
分
析
的
方
法
の
対
極
に

あ
る
と
思
わ
れ
る
総
合
的
方
法
と
一
義
的
に
結
び
っ
い
て
い
る
と
考
え

る
傾
向
さ
え
生
じ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
た
傾
向
は
国
際
的
に
も
あ
っ
た

し
、
わ
が
国
で
は
戦
前
の
唯
研
の
人
々
に
も
強
か
っ
た
。
今
日
に
お
い

て
も
弁
証
法
の
特
色
を
そ
の
「
内
在
的
考
察
の
態
度
」
と
「
歴
史
主
義

的
見
地
」
と
「
総
体
性
の
立
場
」
の
三
つ
に
求
め
て
、
っ
ま
り
は
弁
証

法
の
総
合
の
面
だ
げ
を
見
て
分
析
の
面
を
見
な
い
立
場
が
い
ま
だ
に
存

す
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
お
か
１
た
げ
れ
ぱ
た
ら
な
い
。

　
し
か
し
こ
の
よ
う
次
考
え
方
、
つ
ま
り
弁
証
法
が
正
し
い
と
す
れ
ぱ

直
ち
に
捗
式
論
理
学
は
誤
り
で
あ
り
、
同
時
に
こ
れ
と
結
び
つ
い
て
い

る
分
析
的
方
法
は
真
の
科
学
の
方
法
と
は
言
え
な
い
と
い
う
こ
の
考
え

方
が
、
正
し
い
と
は
い
え
な
い
こ
と
は
諸
科
学
の
現
実
の
発
展
の
姿
あ

る
い
は
科
学
史
上
の
事
実
に
て
ら
し
て
明
ら
か
で
あ
る
ぱ
か
り
か
、
た

と
え
ぱ
マ
ル
ク
ス
や
エ
ソ
ゲ
ル
ス
な
ど
古
典
家
た
ち
の
見
解
に
て
ら
し

て
も
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
一
九
五
〇
年
代
前
半
の
ソ
連
を
中
心
と
し
た



東
欧
諸
国
の
い
わ
ゆ
る
「
砂
式
論
理
学
論
争
」
は
起
る
べ
く
し
て
起
っ

た
・
わ
が
国
で
も
こ
れ
に
関
連
し
て
当
時
は
い
く
つ
も
の
論
文
が
書
か

れ
た
・
そ
し
て
ほ
ぽ
次
の
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。
弁
証
法

に
対
立
す
る
の
は
（
古
典
家
た
ち
の
用
語
か
ら
み
て
も
）
げ
っ
し
て
彬
式
論

理
学
で
は
匁
く
、
そ
れ
は
「
彬
而
上
学
的
思
考
」
で
あ
る
こ
と
。
こ
の

形
而
上
学
的
思
考
と
は
彬
式
論
理
学
と
分
析
的
方
法
の
一
面
的
絶
対
化

の
こ
と
で
あ
っ
て
、
彩
式
論
理
学
自
体
は
一
定
の
限
界
内
で
妥
当
す
る

思
考
法
で
あ
り
、
こ
の
限
界
と
は
、
い
わ
ゆ
る
「
日
常
的
、
常
識
的
思

考
」
の
枠
内
で
あ
る
こ
と
。

　
大
体
に
お
い
て
以
上
の
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
問
題
が

す
べ
て
解
決
し
た
わ
げ
で
は
な
か
っ
た
。
さ
ま
ざ
ま
た
論
理
学
上
、
方

法
論
上
、
あ
る
い
は
認
識
論
上
の
問
題
が
残
っ
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
問

題
の
う
ち
の
主
要
な
も
の
は
、
弁
証
法
と
彫
式
論
理
学
の
関
連
を
ど
う

み
る
か
と
い
う
問
題
、
ま
た
分
析
的
方
法
と
総
合
的
方
法
と
の
関
連
の

問
題
で
あ
っ
た
。

　
弁
証
法
と
秒
式
論
理
学
と
の
関
連
に
っ
い
て
い
え
ぱ
、
ほ
と
ん
ど
す

べ
て
の
唯
物
論
者
・
マ
ル
ク
ス
主
義
者
に
お
い
て
一
九
五
〇
年
代
以
後

彩
式
論
理
学
は
「
目
常
的
、
常
識
的
思
考
」
の
枠
内
で
妥
当
す
る
も
の

で
一
い
わ
ぱ
初
歩
的
た
論
理
で
あ
り
、
弁
証
法
は
そ
れ
に
対
し
て
高
次

　
　
　
　
　
向
井
俊
彦
著
『
唯
物
論
と
へ
－
ゲ
ル
研
究
』
（
鰺
坂
）

の
論
理
で
あ
る
こ
と
は
一
致
し
て
主
張
さ
れ
て
き
た
が
、
し
か
し
両
者

の
関
係
は
必
ず
し
も
明
確
に
　
１
さ
れ
た
と
は
い
え
な
い
状
態
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
は
じ
め
て
明
確
た
解
答
を
与
え
た
の
が
六
〇

年
代
以
降
の
見
田
石
介
氏
の
業
績
で
あ
っ
た
。
見
田
氏
は
『
資
本
論
』

の
徹
底
し
た
研
究
を
通
し
て
、
　
　
つ
ま
り
マ
ル
ク
ス
経
済
学
の
具
体

的
研
究
を
通
し
て
　
　
こ
の
業
績
を
た
し
と
げ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ

は
い
く
つ
か
の
経
済
学
の
領
域
で
の
業
績
で
も
あ
っ
た
が
、
同
時
に
哲

学
・
論
理
学
の
領
域
に
お
け
る
右
の
よ
う
な
業
績
で
も
あ
っ
た
の
で
あ

り
・
し
た
が
っ
て
こ
の
弁
証
法
と
彩
式
論
理
学
と
の
根
本
に
っ
い
て
の

見
田
氏
の
仕
事
は
そ
の
後
大
き
た
反
響
を
よ
び
お
こ
し
て
来
て
い
る
。

　
向
井
氏
の
今
回
の
著
作
は
、
こ
の
見
田
氏
の
学
説
の
上
に
立
っ
て
、

こ
れ
を
よ
り
明
確
に
し
、
一
般
読
者
に
理
解
し
易
い
も
の
に
し
た
と
こ

ろ
に
先
ず
そ
の
功
績
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
見
田
氏
の
業
績
は
そ
の
永

年
に
わ
た
る
巨
人
的
な
悪
戦
苦
闘
の
成
果
で
あ
っ
た
か
ら
、
必
ず
し
も

わ
か
り
易
い
と
は
い
え
な
い
点
が
あ
る
。
こ
れ
を
よ
り
体
系
的
に
理
解

し
易
い
彬
に
し
て
い
く
仕
事
は
今
後
と
も
必
要
た
作
業
で
あ
ろ
う
。

　
向
井
氏
は
そ
の
第
一
部
の
最
後
の
論
文
「
分
析
的
方
法
を
基
礎
と
す

る
弁
証
法
的
方
法
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
」
を
中
心
に
こ
の
仕
事
を
行

　
っ
て
い
る
。
彼
は
見
田
氏
の
思
想
を
「
唯
物
論
を
徹
底
す
る
か
ら
こ
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
七
（
四
五
三
）



　
　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
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弁
証
法
的
な
立
場
に
」
立
つ
と
い
う
明
確
な
方
法
的
自
覚
に
貫
か
れ
た

　
思
想
で
あ
り
、
そ
の
方
法
は
「
分
析
的
方
法
を
基
礎
と
す
る
弁
証
法
的

方
法
」
と
し
て
特
徴
づ
げ
ら
れ
る
も
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。
通
常
マ
ル

　
ク
ス
主
義
の
方
法
と
い
え
ぱ
「
下
向
の
道
」
と
「
上
向
の
道
」
を
思
い

浮
べ
、
探
究
の
過
程
と
叙
述
の
過
程
と
を
、
ま
た
分
析
の
過
程
と
総
合

の
過
程
と
を
切
り
離
し
て
、
叙
述
の
過
程
と
は
端
初
に
な
る
カ
テ
ゴ
リ

ー
か
ら
矛
盾
に
よ
っ
て
自
働
的
に
具
体
的
な
ヵ
テ
ゴ
リ
ー
へ
と
上
昇
す

る
道
だ
と
す
ち
「
論
理
ｎ
歴
史
説
」
あ
る
い
は
「
マ
ル
ク
ス
の
方
法
の

へ
ー
ゲ
ル
主
義
的
理
解
」
が
、
ま
だ
ま
だ
影
響
カ
を
も
っ
て
い
る
が
・

こ
れ
に
対
し
て
向
井
氏
は
見
田
氏
の
立
場
を
次
の
よ
う
に
把
握
す
る
・

　
　
「
見
田
氏
は
、
探
究
の
過
程
と
叙
述
の
過
程
を
関
係
さ
せ
・
叙
述
の

遇
程
が
吉
い
う
系
統
的
な
認
識
の
過
程
な
の
か
を
明
ら
ポ
に
す
る
・

『
具
体
的
な
対
象
そ
の
も
の
は
、
上
昇
の
過
程
の
は
じ
め
か
ら
終
り
ま

で
表
象
に
思
い
浮
か
べ
ら
れ
て
い
て
、
こ
れ
の
諾
側
面
が
相
手
の
前
に

呈
示
さ
れ
、
そ
の
面
前
で
分
析
さ
れ
、
既
知
の
抽
象
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
に

帰
着
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
が
、
上
昇
と
い
う
こ
と
の
具
体
的
な
内
容
で
あ

る
。
だ
か
ら
そ
れ
は
総
合
で
は
あ
る
が
、
そ
の
上
昇
の
一
歩
一
歩
が
分

析
と
な
つ
て
い
る
の
で
あ
る
』
一
一
著
作
集
一
第
四
巻
三
頁
一
・
そ
し
て
総

合
が
具
体
的
に
事
実
の
分
析
を
含
ま
ね
ぱ
な
ら
な
い
彊
的
な
理
由
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
八
（
四
五
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『
抽
象
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
か
ら
具
体
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
へ
上
昇
す
る
こ
と
に

　
は
、
先
行
す
る
抽
象
的
た
概
念
が
後
続
す
る
具
体
的
た
事
実
に
よ
っ

て
説
明
さ
れ
検
証
さ
れ
て
ゆ
く
過
程
で
あ
る
』
（
同
六
〇
頁
）
と
い
う
側

面
に
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
」
。

　
　
「
叙
述
の
過
程
が
ど
う
い
う
認
識
の
過
程
で
あ
る
か
を
明
確
に
し
よ

う
と
す
る
唯
物
論
的
精
神
が
、
抽
象
に
よ
っ
て
問
題
の
条
件
を
純
化
し
・

本
来
の
分
析
と
は
『
対
象
か
ら
そ
れ
よ
り
も
抽
象
的
な
そ
の
も
の
の
基

体
を
分
離
す
る
こ
と
』
（
同
三
七
頁
）
『
事
実
の
背
後
に
あ
っ
て
・
そ
こ

に
現
象
し
、
こ
れ
に
意
味
を
与
え
る
本
質
と
し
て
の
普
遍
…
…
そ
の
発

見
に
よ
っ
て
、
対
象
の
た
ん
な
る
表
象
が
概
念
に
変
り
、
認
識
の
う
え

に
感
性
的
認
識
か
ら
理
性
的
認
識
へ
の
本
質
的
た
変
化
が
お
こ
る
よ
う

な
普
遍
』
（
同
四
二
頁
）
を
分
離
す
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
・

マ
ル
ク
ス
に
よ
る
価
値
の
実
体
の
分
析
の
方
法
論
的
意
義
を
本
格
的
に

明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
」
。

　
こ
の
よ
う
に
向
井
氏
は
見
田
氏
の
業
績
を
特
徴
づ
げ
て
、
こ
の
よ
う

な
「
分
析
的
方
法
を
基
礎
と
す
る
弁
証
的
な
方
法
こ
そ
が
唯
物
論
的
に

一
貫
し
た
方
法
で
あ
る
」
圭
言
う
。
分
析
と
総
合
と
は
け
っ
し
て
対
立

し
相
容
れ
な
い
方
法
で
は
た
く
、
あ
る
い
は
た
ん
に
併
列
的
で
、
あ
る

と
き
に
は
分
析
が
用
い
ら
れ
他
の
と
き
に
は
総
合
が
用
い
ら
れ
る
と
い



う
よ
う
た
別
共
の
方
法
で
も
た
い
。
弁
証
法
的
方
法
は
ま
さ
に
徹
底
し

た
分
析
的
方
法
を
基
礎
に
し
て
成
立
す
る
方
法
で
あ
る
こ
と
を
向
井
氏

は
見
田
氏
の
仕
事
に
即
し
て
論
じ
て
い
る
。
見
田
氏
の
業
績
を
そ
の
よ

う
に
定
式
化
す
る
こ
と
は
適
切
で
あ
る
と
評
者
も
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

三

　
と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
た
見
田
氏
の
方
法
論
を
理
解
で
き
ず
、
わ
れ
わ

れ
か
ら
み
る
と
的
は
ず
れ
の
批
判
を
す
る
人
六
が
い
る
。
こ
の
よ
う
た

批
判
者
に
対
す
る
反
批
判
を
向
井
氏
は
行
っ
て
い
る
。

　
た
と
え
ぱ
代
表
的
た
批
判
者
は
許
万
元
氏
で
あ
る
が
、
彼
は
見
田
氏

が
「
思
考
と
存
在
と
の
二
元
論
的
分
離
の
立
場
」
に
お
ち
い
っ
て
い
る

と
い
う
。
こ
れ
は
「
理
論
と
は
何
か
に
対
し
て
は
た
は
だ
無
反
省
な
議

論
で
あ
る
」
と
向
井
氏
は
い
う
。
許
万
元
氏
は
「
思
考
と
存
在
の
同
一

性
」
を
主
張
す
る
が
、
こ
れ
は
マ
ル
ク
ス
主
義
に
お
い
て
認
識
論
上
の

用
語
で
あ
り
、
客
観
的
実
在
の
認
識
可
能
性
の
問
題
に
か
か
わ
る
用
語

で
あ
る
。
そ
れ
を
「
思
考
と
存
在
は
同
一
の
法
則
に
従
っ
て
い
る
の
だ

と
主
張
す
る
だ
げ
で
は
独
断
的
す
ぎ
る
。
客
観
的
実
在
と
は
区
別
さ
れ

た
思
考
が
ど
の
よ
う
に
客
観
的
実
在
を
認
識
し
て
い
く
か
の
過
程
、
そ

れ
ジ
」
そ
が
間
題
な
の
で
あ
る
。
見
田
氏
は
そ
の
過
程
と
は
一
般
に
分
析

　
　
　
　
向
井
俊
彦
著
『
唯
物
論
と
へ
１
ー
ゲ
ル
研
究
』
（
鰺
坂
）

・
総
合
の
過
程
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
を
明
瞭
に
し
て
い
る
。
そ
の
上

で
、
事
物
の
有
機
的
連
関
、
発
展
的
連
関
は
ど
の
よ
う
に
認
識
で
き
る

の
か
と
い
う
見
地
か
ら
、
単
純
た
分
析
・
総
合
と
は
区
別
さ
れ
た
弁
証

法
的
方
法
と
は
ど
ケ
い
う
も
の
な
の
か
を
明
確
に
し
て
い
く
こ
と
に
な

る
の
で
あ
る
」
。
こ
の
よ
う
た
「
分
析
的
方
法
を
基
礎
と
す
る
弁
証
法

的
方
法
こ
そ
が
唯
物
論
的
に
一
貫
し
た
方
法
で
あ
る
こ
と
」
を
理
解
で

き
た
い
と
こ
ろ
に
許
万
元
氏
の
誤
解
の
原
因
が
あ
る
と
向
井
氏
は
批
判

す
る
。

　
し
た
が
っ
て
ま
た
許
氏
が
、
見
田
氏
の
方
法
に
っ
い
て
「
唯
物
論
か

ら
は
単
純
た
分
析
・
総
合
の
方
法
を
借
り
、
概
念
の
発
生
的
展
開
の
さ

い
に
は
弁
証
法
的
方
法
を
借
り
る
」
と
い
う
「
方
法
的
二
元
論
」
で
あ

り
、
　
「
方
法
論
的
混
乱
」
で
あ
る
と
い
う
と
き
に
も
、
そ
れ
は
次
の
二

点
の
不
十
分
さ
が
許
氏
に
あ
る
か
ら
だ
と
向
井
氏
は
い
う
。
　
「
一
つ
は

弁
証
法
的
方
法
の
基
礎
と
し
て
の
分
析
・
総
合
が
明
確
に
さ
れ
て
い
な

い
こ
と
。
も
う
一
つ
は
、
弁
証
法
的
方
法
そ
の
も
の
が
ど
う
い
う
分
析

・
総
合
の
彩
態
な
の
か
明
確
に
。
し
よ
う
と
し
た
い
こ
と
で
あ
る
。
」

　
向
井
氏
は
こ
の
よ
う
に
し
て
、
許
氏
に
色
濃
く
残
存
す
る
弁
証
法
の

へ
ー
ゲ
ル
主
義
的
理
解
を
厳
し
く
批
判
し
、
そ
の
こ
と
を
通
し
て
唯
物

弁
証
法
と
は
何
か
を
探
究
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ハ
九
（
四
五
五
）
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ま
た
見
田
氏
の
方
法
論
が
、
こ
の
よ
う
に
分
析
的
方
法
を
強
調
す
る

と
こ
ろ
に
そ
の
特
徴
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
見
田
氏
は
普
通
の
科
学
の

分
析
的
方
法
を
明
ら
か
に
し
た
だ
げ
だ
と
考
え
、
　
「
他
方
で
見
田
氏
が

発
生
的
展
開
の
方
法
を
強
調
し
、
現
実
の
矛
盾
の
本
性
が
論
理
的
矛
盾

で
あ
る
と
論
じ
る
の
を
何
と
も
不
思
議
に
思
う
」
傾
向
が
あ
る
が
、
こ

れ
も
見
田
氏
の
「
分
析
的
方
法
を
強
調
す
る
そ
の
徹
底
し
た
唯
物
論
的

精
神
こ
そ
が
、
弁
証
法
と
は
具
体
的
に
は
っ
き
り
言
え
ぱ
、
ど
う
い
う

も
の
な
の
か
を
は
じ
め
て
明
確
に
さ
せ
た
の
だ
と
い
う
肝
腎
の
点
を
評

価
で
き
た
い
傾
向
に
あ
る
」
と
向
井
氏
は
い
う
。

　
六
〇
年
代
以
後
、
見
田
氏
が
弁
証
法
の
単
な
る
図
式
的
教
科
書
的
理

解
吃
排
し
、
ま
た
根
強
く
存
在
す
る
「
悪
し
き
へ
－
ゲ
ル
主
義
」
と
闘

っ
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
弁
証
法
（
真
に
科
学
的
な
弁
証
法
）
と
は
い
か

た
る
も
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
来
た
道
を
、
さ
ら
に
前
進
す
る
必
要
の

あ
る
こ
と
を
向
井
氏
は
強
調
し
て
い
る
。
見
田
氏
の
没
後
も
根
強
く

「
悪
し
き
へ
ー
ゲ
ル
主
義
」
が
残
存
す
る
目
本
の
哲
学
界
に
と
っ
て
向

井
氏
の
今
回
の
よ
う
な
仕
事
は
大
き
な
意
義
を
も
っ
　
。
て
い
る
と
思
わ
れ

る
。

一
七
〇
（
四
五
六
）

　
見
田
氏
の
理
論
的
功
績
と
し
て
、
向
井
氏
は
以
上
の
こ
と
と
関
連
し

つ
つ
さ
ら
に
い
く
つ
か
の
点
を
あ
げ
て
い
る
。
主
要
た
も
の
は
¢
「
対

立
」
と
「
矛
盾
」
と
を
異
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
峻
別
し
た
点
、
　

「
普
遍
」
「
特
殊
」
「
個
別
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
弁
証
法
的
理
解
を

決
定
的
に
深
め
た
点
で
あ
る
。

　
¢
に
っ
い
て
は
見
田
氏
が
対
立
と
矛
盾
を
混
同
す
る
へ
ー
ゲ
ル
の
傾

向
を
早
く
か
ら
批
判
し
、
「
相
対
的
価
値
形
態
と
等
価
彩
態
の
関
係
」

「
再
生
産
表
式
に
つ
い
て
の
マ
ル
ク
ス
の
分
析
の
方
法
論
的
性
格
」
こ

れ
ら
の
「
反
省
関
係
・
均
衡
関
係
の
分
析
の
意
義
」
を
明
確
に
し
て
い

っ
た
と
こ
ろ
に
見
田
氏
の
功
績
が
あ
っ
た
と
向
井
氏
は
い
う
。
　
「
こ
の

反
省
関
係
（
単
な
る
対
立
）
と
現
実
の
矛
盾
を
峻
別
す
る
こ
と
が
、
こ
ん

ど
は
事
物
の
原
理
で
あ
る
現
実
の
矛
盾
と
は
何
か
を
は
っ
き
り
問
題
提

起
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
」
。

　
こ
う
し
て
弁
証
的
た
矛
盾
と
は
何
か
と
い
う
点
に
つ
．
い
て
も
「
悪
し

き
へ
ー
ゲ
ル
主
義
」
の
隈
界
を
破
っ
て
、
見
田
氏
は
唯
物
論
を
徹
底
さ

せ
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
弁
証
法
の
理
解
を
創
造
的
に
発
展
さ
せ
た
の

で
あ
っ
た
が
、
向
井
氏
は
こ
の
点
も
的
確
に
指
摘
し
て
い
る
。



　
◎
に
っ
い
て
は
「
見
田
氏
は
事
物
の
本
性
、
事
物
の
概
念
を
認
識
す

る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
を
深
く
探
究
し
、
主
要
な
包
括
的
た
モ

メ
ソ
ト
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
事
物
の
概
念
を
認
識
す
る
こ
と
で

あ
り
、
そ
れ
が
普
遍
・
特
殊
・
個
別
に
ー
関
す
る
論
理
学
的
革
命
を
含
ん

で
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
１
し
た
」
と
向
井
氏
は
い
い
、
普
遍

・
特
殊
・
個
別
の
弁
証
法
的
把
握
の
決
定
的
重
要
性
を
は
じ
め
て
明
ら

か
に
し
た
見
田
氏
の
功
績
を
継
承
発
展
さ
せ
る
必
要
を
力
説
し
て
い

る
。　

そ
れ
は
も
の
ご
と
の
「
主
要
な
モ
メ
ソ
ト
と
し
て
の
普
遍
」
を
と
ら

え
る
こ
と
が
、
も
の
ご
と
の
有
機
的
本
性
を
と
ら
え
る
要
で
あ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
も
の
ご
と
の
有
機
的
連
関
は
そ
の
も
の
ご
と
の
内
都

の
モ
メ
ソ
ト
の
相
互
前
提
関
係
（
対
立
物
の
統
一
）
の
論
理
だ
げ
で
と
ら

え
る
こ
と
が
で
き
た
い
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
有
機
的
全
体
は
相
互
前

提
関
係
に
立
つ
諸
モ
メ
ソ
ト
に
対
し
て
第
三
者
な
の
で
は
な
く
、
そ
の

「
主
要
な
モ
メ
ソ
ト
と
し
て
の
普
遍
」
を
と
ら
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
有

機
的
全
体
は
は
じ
め
て
正
し
く
と
ら
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
「
土
台
と
上
部
構
造
の
相
関
関
係
に
お
い
て
土
台
が
主
要
な
モ
メ
ソ

ト
で
あ
り
、
杜
会
に
は
主
要
な
生
産
関
係
が
あ
り
、
資
本
の
諸
彩
態
の

関
係
に
お
小
て
産
業
資
本
が
主
要
た
モ
メ
ソ
ト
で
あ
り
、
資
本
の
生
産

　
　
　
　
向
井
俊
彦
著
『
唯
物
論
と
へ
ー
ゲ
ル
研
究
』
（
鰺
坂
）

過
程
と
流
通
過
程
に
お
い
て
生
産
過
程
が
主
要
な
モ
メ
ソ
ト
で
あ
り
、

絶
対
的
剰
余
価
値
の
生
産
と
相
対
的
剰
余
価
値
の
生
産
に
１
お
い
て
絶
対

的
剰
余
価
値
の
生
産
が
主
要
な
モ
メ
ソ
ト
で
あ
り
、
可
変
資
本
と
不
変

資
本
に
お
い
て
主
要
た
モ
メ
ソ
ト
が
可
変
資
本
で
あ
り
、
も
っ
ぱ
ら
こ

の
主
要
な
モ
メ
ソ
ト
に
お
い
て
資
本
の
概
念
を
捉
え
る
こ
と
、
こ
の
よ

う
に
普
遍
が
特
殊
の
上
に
立
っ
も
の
で
な
く
普
遍
自
身
が
主
要
な
モ
メ

ソ
ト
と
し
て
の
一
っ
の
特
殊
に
お
い
て
分
析
的
に
確
定
さ
れ
る
こ
と
、

こ
れ
が
事
物
の
有
機
性
を
捉
え
る
唯
物
論
的
た
仕
方
で
あ
り
、
そ
し
て

こ
の
唯
物
論
が
、
普
遍
概
念
に
つ
い
て
形
式
的
論
理
学
的
な
そ
れ
と
弁

証
法
的
な
そ
れ
と
の
区
別
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
」
。

　
こ
の
よ
う
に
－
向
井
氏
は
見
田
氏
の
学
説
を
要
約
し
て
、
こ
の
普
遍
の

捉
え
方
が
「
発
生
的
展
開
の
方
法
」
　
「
概
念
か
ら
の
展
開
の
方
法
」
の

意
味
を
明
確
に
さ
せ
る
と
い
う
。
　
「
普
遍
が
一
つ
の
特
殊
に
お
い
て
捉

え
ら
れ
る
」
こ
と
に
－
よ
っ
て
、
そ
の
「
特
殊
と
し
て
の
普
遍
」
か
ら
さ

ら
に
す
す
ん
で
、
そ
れ
が
前
提
す
る
前
に
捨
象
さ
れ
た
特
殊
を
説
明
す

る
の
で
な
け
れ
ぱ
、
本
当
に
自
分
の
脚
で
立
っ
た
概
念
だ
と
い
う
こ
と

に
は
な
ら
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
、
か
く
て
萌
芽
と
し
て
の
概
念

か
ら
の
展
開
の
方
法
を
と
ら
ざ
る
を
え
た
く
な
る
理
由
が
解
明
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
っ
ま
り
見
田
氏
は
「
論
理
・
歴
史
説
」
に
み
ら
れ
る
「
悪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
一
（
四
五
七
）
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し
き
へ
ー
ゲ
ル
主
義
」
に
反
対
し
た
げ
れ
ど
も
、
　
「
概
念
か
ら
の
発
生

的
展
開
」
そ
の
も
の
に
反
対
し
た
の
で
は
た
く
、
商
品
や
価
値
や
資
本

の
概
念
が
表
象
を
分
析
し
て
は
じ
め
て
得
ら
れ
る
こ
と
を
明
確
に
し
、

そ
れ
ら
の
概
念
の
論
理
的
性
格
を
解
明
し
て
、
　
「
概
念
か
ら
の
発
生
的

展
開
と
は
ど
う
い
う
分
析
の
過
程
た
の
か
を
は
じ
め
て
明
確
に
し
た
の

が
見
田
石
介
氏
た
の
で
あ
る
」
と
向
井
氏
は
い
う
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
弁
証
法
に
つ
い
て
し
ぱ
し
ぱ
誤
解
さ
れ
、
理
論

的
混
乱
を
ひ
き
お
こ
し
て
い
る
諾
問
題
、
特
に
見
田
石
介
氏
が
解
明
し

た
諾
間
題
、
す
な
わ
ち
移
式
論
理
学
と
弁
証
法
と
の
関
係
、
分
析
的
方

法
と
弁
証
法
的
方
法
と
の
関
係
、
分
析
的
方
法
と
発
生
的
展
開
の
方
法

と
の
関
係
に
っ
い
て
の
諾
問
題
た
ど
、
弁
証
法
の
根
幹
に
ふ
れ
る
重
要

な
諸
論
争
を
ひ
き
お
こ
し
て
い
る
諾
問
題
を
向
井
氏
は
よ
く
整
理
し
、

見
田
氏
の
学
説
に
対
す
る
批
判
者
の
議
論
の
弱
点
を
鋭
く
え
ぐ
り
出
し

て
い
て
、
こ
れ
ら
の
諸
間
題
を
今
後
研
究
し
て
い
く
人
々
の
有
力
た
足

が
か
り
を
提
供
し
て
い
る
。

　
向
井
氏
の
今
回
の
著
作
に
お
げ
る
氏
の
独
自
性
は
第
二
部
で
史
的
唯

物
論
の
基
礎
概
念
が
論
じ
ら
れ
る
と
き
に
一
層
鮮
明
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
二
（
四
五
八
）

　
第
二
部
の
第
一
論
文
「
哲
学
の
根
本
問
題
と
実
践
概
念
」
は
、
マ
ル

ク
ス
主
義
哲
学
の
中
心
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
何
か
と
い
う
間
題
を
め
ぐ
る
六

〇
年
代
後
半
の
東
ド
イ
ツ
に
お
げ
る
論
争
を
手
が
か
り
に
、
マ
ル
ク
ス

主
義
に
お
け
る
「
実
践
」
概
念
の
検
討
を
行
っ
て
い
る
。
東
独
に
お
げ

る
論
争
は
実
践
概
念
が
マ
ル
ク
ス
主
義
哲
学
の
中
心
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ

る
と
す
る
ザ
ィ
デ
ル
ら
の
議
論
に
対
し
て
、
様
六
な
視
点
か
ら
反
論
が

出
さ
れ
、
や
が
て
コ
ー
ジ
ソ
グ
が
こ
の
論
争
の
総
括
的
な
論
文
を
書
い

て
、
ザ
イ
デ
ル
ら
の
一
面
性
を
批
判
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も

「
物
質
」
「
意
識
」
「
実
践
」
の
三
つ
が
根
本
的
で
体
系
を
規
定
す
る
カ

テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
と
結
論
し
て
、
論
争
は
一
応
の
終
結
を
見
た
の
で
あ

っ
た
。

　
向
井
氏
は
ザ
イ
デ
ル
説
に
も
コ
ー
ジ
ソ
グ
の
総
括
に
も
難
点
が
あ
る

と
し
、
こ
の
論
争
で
「
物
質
　
　
意
識
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
「
実
践
概

念
」
と
ど
ち
ら
が
中
心
カ
テ
ゴ
リ
ー
な
の
か
と
い
う
よ
う
に
二
者
択
一

的
に
問
題
が
設
定
さ
れ
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
コ
ー
ジ
ソ
グ
の
説
の
よ

う
に
ど
ち
ら
も
重
要
で
あ
る
と
い
う
結
論
が
で
る
と
い
う
こ
と
に
た
っ

た
と
論
じ
、
重
要
な
の
は
「
物
質
　
　
意
識
」
関
係
と
「
主
体
　
　
客

体
」
関
係
と
の
間
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
解
明
す
る
の
か
と
い
う
こ
と

で
あ
る
と
す
る
。
コ
ー
ジ
ソ
グ
、
ザ
ィ
デ
ル
ら
に
共
通
た
の
は
、
　
「
物



質
－
意
識
」
関
係
が
第
一
義
的
に
は
認
識
論
的
性
格
の
も
の
で
あ
る

こ
と
が
重
視
さ
れ
て
お
ら
ず
、
同
時
に
こ
の
こ
と
は
マ
ル
ク
ス
主
義
哲

学
に
お
げ
る
認
識
論
の
重
み
を
軽
視
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
と
向
井

氏
は
論
ず
る
。
向
井
氏
が
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
こ
と
も
合
せ
て
、

評
者
も
全
く
同
感
で
あ
る
。

　
「
実
践
を
強
調
す
る
論
者
が
、
哲
学
も
ま
た
実
践
に
役
立
つ
よ
う
に

」
た
い
と
い
う
主
観
的
意
図
は
理
解
で
き
る
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、

そ
も
そ
も
理
論
が
、
現
実
の
生
活
過
程
に
お
げ
る
如
何
な
る
問
題
に
お

い
て
提
起
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
、
そ
し
て
そ
の
解
決
の
た
め
の

理
論
的
問
題
と
は
ど
う
い
う
性
格
の
も
の
で
あ
る
か
を
理
解
し
、
現
実

の
問
題
を
解
決
す
る
に
あ
た
っ
て
の
理
論
的
問
題
の
解
決
の
困
難
を
意

識
し
て
い
る
の
で
な
け
れ
ぼ
意
味
の
あ
る
討
論
に
な
ら
な
い
。
強
調
す

べ
き
は
、
理
論
を
実
践
に
解
消
し
ょ
う
と
す
る
よ
う
な
こ
と
で
は
な
く

て
、
実
践
的
視
点
に
立
つ
か
ら
こ
そ
も
つ
理
論
的
関
心
で
あ
ろ
う
。
生

活
．
実
践
の
立
場
が
如
何
に
し
て
理
論
的
立
場
に
な
り
得
る
か
を
考
え

ね
ぱ
な
ら
な
い
」
。六

第
二
部
第
二
論
文
「
史
的
唯
物
論
の
基
礎
概
念
に
つ
い
て
」
に
お
い

　
　
　
向
井
俊
彦
薯
『
唯
物
論
と
へ
ー
ゲ
ル
研
究
』
（
鰺
坂
）

て
は
、
右
の
第
一
論
文
の
論
点
を
す
す
め
て
、
芝
田
進
午
氏
や
島
田
豊

氏
の
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
実
践
的
唯
物
論
老
の
所
説
が
批
判
さ
れ
る
。
批

判
は
大
体
次
の
諸
点
で
あ
る
。

　
Ｈ
　
実
践
的
唯
物
論
者
は
「
史
的
唯
物
論
・
唯
物
史
観
が
、
杜
会
の

領
域
に
ま
で
拡
大
さ
れ
た
唯
物
論
、
却
ち
唯
物
論
を
杜
会
に
適
用
し
た

も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
」
を
軽
視
し
て
い
る
。
こ
れ
は
歴
史
の
主
観

主
義
的
た
見
方
に
道
を
開
く
お
そ
れ
が
あ
る
と
向
井
氏
は
い
う
。

　
○
　
実
践
的
唯
物
論
者
は
経
済
的
杜
会
構
成
体
と
い
う
概
念
を
、

「
土
台
と
上
部
構
造
を
統
一
的
に
総
括
し
た
マ
ル
ク
ス
主
義
の
杜
会
概

念
」
と
は
み
な
い
で
、
単
に
「
生
産
諸
関
係
の
総
体
か
ら
な
り
た
つ
概

念
で
上
都
構
造
は
含
ま
た
い
」
と
み
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
的
杜
会
関
係
が
意
識
を
通
過
し
て
形
成
さ
れ
る
に
し
て
も
そ
れ
自

体
客
観
的
た
関
係
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
二
つ
の
客
観
的
関
係
と
し

て
の
物
質
的
杜
会
関
係
と
イ
デ
ォ
ロ
ギ
ー
的
杜
会
関
係
と
の
問
の
関
係

を
客
観
的
に
認
識
し
よ
う
と
し
た
い
考
え
方
」
で
あ
り
、
結
局
は
「
歴

史
学
や
法
学
が
科
学
と
し
て
成
立
す
る
た
め
の
基
礎
を
掘
り
く
ず
し
て

」
ま
う
こ
と
に
な
る
」
と
向
井
氏
は
批
判
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
向
井

氏
は
藤
田
勇
氏
や
林
直
道
氏
の
理
論
を
支
持
し
て
い
る
。

　
実
践
的
た
唯
物
論
者
は
「
創
意
あ
ふ
れ
る
実
践
を
強
調
し
…
…
一
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
三
（
四
五
九
）
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も
っ
と
も
に
思
え
る
が
、
こ
れ
で
は
科
学
的
杜
会
主
義
の
ど
こ
が
科
学

的
な
の
か
、
分
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
実
践
的
誤
謬
は
何
を
根
拠
に

訂
正
す
る
の
か
、
創
意
的
実
践
が
何
を
根
拠
に
正
し
い
も
の
と
言
え
る

の
か
、
さ
っ
ぱ
り
分
ら
な
い
」
と
向
井
氏
が
い
う
と
き
、
全
く
評
者
も

同
感
で
あ
る
。

七

　
第
二
部
第
三
論
文
「
歴
史
の
必
然
性
と
主
体
　
　
人
問
の
自
由
や
主

体
性
に
と
っ
て
た
ぜ
必
然
性
の
認
識
が
重
要
た
の
か
」
に
お
い
て
は
自

由
と
主
体
性
の
問
題
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

　
○
　
ま
ず
粟
田
賢
三
氏
や
秋
間
実
氏
た
ど
が
従
来
マ
ル
ク
ス
主
義
が

「
必
然
性
と
関
連
さ
せ
た
自
由
」
を
重
視
し
て
来
た
が
、
こ
れ
と
は
別

種
の
「
市
民
的
・
政
治
的
自
由
」
を
も
重
視
す
べ
き
で
あ
り
、
両
者
は

統
一
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
見
解
を
述
べ
た
の
に
対
し
て
、
向
井
氏

は
疑
問
を
提
出
す
る
。
す
た
わ
ち
右
の
二
っ
の
自
由
は
な
ん
ら
原
理
的

に
異
る
も
の
で
は
た
い
だ
ろ
う
と
い
う
。
　
「
市
民
的
・
政
治
的
自
由
は

唯
物
論
の
学
説
に
な
じ
ま
た
、
い
の
で
は
た
く
て
、
唯
物
論
の
自
由
論
で

あ
る
行
動
の
自
由
に
は
、
当
然
、
市
民
的
・
政
治
的
自
由
が
含
ま
れ
て

い
る
の
で
あ
る
」
。
向
井
氏
は
こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
唯
物
論
的
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
四
（
四
六
〇
）

由
論
を
「
意
志
の
自
由
」
論
と
し
て
で
は
な
く
、
　
「
行
動
の
自
由
」
論

と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
た
立
場
か
ら
、

た
と
え
ぱ
エ
ソ
ゲ
ル
ス
の
意
志
の
自
由
に
っ
い
て
の
考
え
は
混
乱
し
て

い
る
と
い
う
よ
う
な
意
見
に
対
し
て
、
エ
ソ
ゲ
ル
ス
が
論
じ
て
い
る
の

は
「
行
動
の
自
由
か
ら
位
置
づ
げ
ら
れ
た
意
志
の
自
由
」
た
の
で
あ
っ

て
、
混
乱
は
な
い
と
い
う
。

　
○
　
主
体
性
の
概
念
に
つ
い
て
、
か
つ
て
の
い
わ
ゆ
る
主
体
的
唯
物

論
者
が
、
　
「
マ
ル
ク
ス
主
義
を
非
常
に
図
式
的
に
捉
え
た
上
で
そ
こ
に

別
の
原
理
と
し
て
主
体
性
を
入
れ
よ
う
と
し
て
来
た
」
が
、
こ
れ
は
唯

物
論
的
と
は
い
え
な
い
や
り
方
で
あ
る
と
向
井
氏
は
批
判
す
る
。
今
目

の
実
践
的
唯
物
論
を
と
次
え
る
人
次
も
同
様
で
あ
っ
て
「
主
体
－
客
体

弁
証
法
」
や
「
実
践
」
を
強
調
し
さ
え
す
れ
ぱ
、
た
だ
ち
に
実
践
的
・

主
体
的
立
場
に
立
っ
た
か
の
よ
う
に
受
げ
と
る
の
は
早
合
点
で
あ
る
と

い
う
。
　
「
人
間
が
杜
会
を
変
革
で
き
る
の
は
、
杜
会
を
実
践
的
に
考
え

る
か
ら
で
は
な
く
て
、
杜
会
の
客
観
的
た
発
展
法
則
の
認
識
に
基
づ
く

実
践
を
行
な
う
か
ら
で
あ
る
」
と
い
い
、
実
践
的
唯
物
論
者
を
鋭
く
批

判
し
て
い
る
。

　
嘗
　
唯
物
論
と
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
関
係
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が

い
え
る
と
し
て
、
実
践
的
唯
物
論
を
批
判
す
る
。
実
践
的
唯
物
論
老
は



「
唯
物
論
が
人
問
ぎ
ら
い
で
な
い
た
め
に
科
学
的
な
精
神
と
ヒ
ュ
ー
マ

ニ
ズ
ム
の
緒
神
を
統
一
し
な
げ
れ
ぱ
な
ら
な
い
」
と
い
う
ふ
う
の
こ
と

を
言
う
が
、
こ
れ
も
結
局
は
唯
物
論
の
外
か
ら
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と

い
っ
た
理
念
を
導
入
す
る
や
り
方
で
あ
る
。
　
「
ヒ
ュ
ー
マ
ソ
な
も
の
を

ほ
ん
と
う
に
大
切
に
す
る
に
は
、
人
間
的
な
も
の
が
何
で
、
何
が
非
人

問
的
た
も
の
か
を
唯
物
論
的
に
分
析
す
る
の
で
な
げ
れ
ぱ
な
ら
な
い
」

と
向
井
氏
は
い
い
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
強
調
す
る
に
も
唯
物
論
の
精

神
が
堅
持
さ
れ
ね
ぱ
な
ら
ぬ
こ
と
、
そ
れ
に
は
何
よ
り
も
事
実
を
分
析

し
て
正
確
に
と
ら
え
る
唯
物
論
的
認
識
論
が
堅
持
さ
れ
る
べ
き
こ
と
が

主
張
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ぱ
「
杜
会
を
階
級
的
視
点
か
ら
見
る
と
い

う
よ
り
も
、
そ
れ
が
い
か
な
る
階
級
杜
会
た
の
か
を
分
析
し
、
抑
圧
さ

れ
た
階
級
の
勝
利
の
必
然
性
を
認
識
す
る
の
が
ほ
ん
と
う
に
科
学
的
た

精
神
で
あ
ろ
う
し
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
言
う
た
ら
、
唯
物
論
は
そ
う

い
う
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
た
の
で
あ
る
。
」
と
い
い
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム

の
理
念
を
強
調
す
る
に
も
、
そ
の
基
礎
に
よ
り
根
本
的
な
問
題
と
し
て

の
唯
物
論
的
認
識
と
科
学
的
精
神
が
た
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
点
を
向
井
氏

は
強
調
し
て
い
る
。

　
　
「
主
体
的
で
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
大
切
な
こ
と
だ
が
、
杜
会
を
変

え
よ
う
と
い
う
だ
げ
で
杜
会
が
変
わ
る
わ
け
で
は
な
い
…
対
象
の
実

　
　
　
　
向
井
俊
彦
著
『
唯
物
論
と
へ
－
ゲ
ル
研
究
』
（
鰺
坂
）

践
的
把
握
を
強
調
す
る
人
が
え
て
し
て
実
践
そ
の
も
の
を
分
析
せ
ず
、

理
論
を
実
践
に
解
消
し
ょ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
の
に
対
し
、
強
調
す

べ
き
は
実
践
的
視
点
に
立
つ
か
ら
こ
そ
も
つ
理
論
的
関
心
で
あ
り
、
労

働
・
生
活
・
実
践
を
分
析
し
、
そ
の
変
化
を
捉
え
る
こ
と
で
あ
り
、
そ

れ
に
立
脚
す
る
主
体
性
で
あ
ろ
う
」
。
∴
」
こ
に
は
徹
底
的
た
科
学
的
唯

物
論
的
緒
神
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

八

　
紙
数
の
関
係
で
第
三
都
に
っ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
ふ
れ
る
余
裕
が
た
い

の
だ
が
、
へ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
哲
学
史
的
研
究
と
し
て
大
層
す
ぐ
れ
た
仕

事
で
あ
る
こ
と
を
記
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　
特
に
第
一
論
文
「
へ
ー
ゲ
ル
疎
外
論
、
そ
の
現
実
的
基
礎
と
論
理
に

っ
い
て
」
は
、
カ
ソ
ト
か
ら
へ
ー
ゲ
ル
そ
し
て
マ
ル
ク
ス
に
い
た
る
射

程
の
長
い
哲
学
史
的
展
望
の
中
に
、
、
へ
－
ゲ
ル
の
疎
外
論
を
位
置
づ
げ

て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。

　
よ
く
あ
り
が
ち
な
単
な
る
文
献
実
証
だ
げ
で
た
く
、
ま
た
当
時
の
杜

会
的
経
済
的
情
況
の
中
に
単
に
歴
史
的
に
位
置
づ
げ
る
だ
げ
の
や
り
方

で
も
な
く
、
文
献
実
証
と
歴
史
的
位
置
づ
げ
を
ふ
ま
え
っ
つ
、
へ
ｉ
ゲ

ル
疎
外
論
の
論
理
の
展
開
を
分
析
し
て
い
て
大
層
読
み
の
深
い
研
究
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
五
（
四
六
一
）
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な
っ
て
い
る
。

　
全
体
と
し
て
、
こ
の
薯
書
は
唯
物
論
哲
学
、
マ
ル
ク
ス
主
義
哲
学
は

認
識
論
的
性
格
を
第
一
義
と
す
る
こ
と
、
実
践
や
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
や

主
体
性
と
い
っ
た
理
念
が
ど
ん
な
に
大
事
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ

こ
か
ら
出
発
す
る
の
は
正
し
く
た
い
と
い
う
こ
と
。
何
よ
り
も
事
実
の

分
析
か
ら
出
発
す
る
の
が
唯
物
論
だ
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。

　
「
杜
会
科
学
的
認
識
以
外
の
何
ら
か
の
原
理
を
補
足
し
よ
う
と
い
う

こ
と
で
、
科
学
的
精
神
と
は
区
別
さ
れ
た
哲
学
的
精
神
と
か
を
強
調
し

よ
う
と
す
る
考
え
方
は
、
科
学
的
精
神
の
理
解
の
狭
さ
を
示
」
し
て
い

る
と
い
い
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
が
「
科
学
の
上
に
立
つ
よ
う
な
哲
学

を
求
め
が
ち
な
の
に
対
し
て
、
哲
学
は
も
っ
と
科
学
的
で
た
げ
れ
ば
な

ら
な
い
セ
思
う
」
と
向
井
氏
が
強
調
す
る
と
き
、
今
目
の
哲
学
界
の
情

況
を
鋭
く
突
い
て
い
て
、
評
者
と
し
て
も
深
く
共
感
を
感
じ
る
の
で
あ

る
。

一
七
六
（
四
六
二
）


