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シ
ス
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て
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i
l
i
中
期
シ
ェ
リ
ン
グ
の
想
起
説
i

l

官
同

尾

由

子

か
つ
て
句
自
然
哲
学
へ
の
理
念
』
で
、
哲
学
は
必
要
悪
で
あ
る
と
語
っ
た

(HFE)
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、

の
ち
の
『
近
世
哲
学
史
講
義
』
(
一
八
二
七
)
で
、
自
ら
の
超

越
論
的
観
念
論
の
体
系
を
総
括
す
る
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
、
学
の
任
務
、

そ
れ
も
、
根
源
学

C
3
ι
ω
ω
2
ω
の

E
H丹
、
す
な
わ
ち
哲
学
の
任
務
は
、
あ
の
意
識
の
自
我
に
意
識
を
も
っ
て
自
己
自
身
へ
来
た
ら

し
め
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
意
識
に
来
た
ら
し
め
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

い
い
か
え
れ
ば
、
学
の
課
題
と
は
、
あ
の
よ
思
識
の
自
我
」
が
そ
の
自
己
外
存
在
の
元
初
か
ら

最
高
の
意
識
へ
至
る
ま
で
の
全
行
程
を
、
自
ら
意
識
を
も
っ
て
進
む
こ
と
な
の
で
あ
る
。
哲
学
は
そ
の
か
ぎ
り
で
自
我
に
と
っ
て
ひ
と
つ
の
ア
ナ
ム
、
不
!
シ
ス
、
自
我

が
自
ら
の
普
通
的
な
存
在
(
自
ら
の
前
個
人
的
な
存
在
)

に
お
い
て
行
い
か
つ
被
っ
て
き
た
こ
と
の
想
起
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
有
名
な
プ
ラ
ト
ン
の
見
解
と
一

致
す
る
結
果
で
あ
る
。

(
M
P
S
)

哲
学
は
哲
学
す
る
も
の
に
と
っ
て
ア
ナ
ム
ネ
l

シ
ペ
想
起
で
あ
る
、
と
い
う
こ
の
規
定
は
、
超
越
論
的
観
念
論
の
体
系
が
、
精
神
が
自
ら
の
「
超
越
論
的
過
去
い
を

思
い
出
す
体
系
、
す
な
わ
ち
、
意
識
を
も
っ
て
自
ら
の
成
り
た
ち
を
た
ど
り
な
お
す
体
系
で
あ
っ
た
こ
と
を
ま
ず
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
可
視
的
精
神
で
あ
る
自
然
、

す
な
わ
ち
無
意
識
の
世
界
と
、

不
可
視
の
自
然
で
あ
る
精
神
、
す
な
わ
ち
意
識
の
世
界
と
を
(
戸
ω
∞
)
、
連
続
的
に
、
そ
し
て
意
識
的
に
、
再
構
成
す
る
こ
と
に
ほ
か
な

哲
学

思
想
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第
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十
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。
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。

ら
な
い
。

シ
ェ
リ
ン
グ
の
い
う
想
起
は
、

し
た
が
っ
て
、
精
神
が
、
「
わ
た
し
」
と
い
う
意
識
と
な
る
以
前
、
意
識
的
な
「
わ
た
し
」
が
生
ま
れ
る
以
前
の
こ
と
を
由
顧

す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
た
と
え
ば
、
プ
ラ
ト
ン
の
『
メ
ノ
ン
b

、
?
ハ
イ
ド
ン
』
な
ど
に
描
か
れ
る
想
起
が
引
用
さ
れ
る
の
も
当
然
で
あ
る
と
い
え
る
。

し
か
し
、
プ
ラ
ト
ン
の
想
起
の
場
面
が
、
あ
く
ま
で
対
話
に
よ
っ
て
導
か
れ
、
そ
の
途
上
で
知
に
関
す
る
あ
る
可
能
性
が
断
た
れ
、
対
話
が
ア
ポ
リ
ア
に
焔
っ
た
の
ち

に
、
「
知
ら
な
い
も
の
を
探
究
す
る
L

と
い
う
知
が
い
か
に
し
て
可
能
で
あ
る
か
、
を
説
明
す
る
唯
一
の
根
拠
と
し
て
想
起
説
が
語
り
出
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
に
設
定
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
想
起
は
単
に
い
ま
現
在
は
意
識
に
の
ぼ
っ
て
い
な
い
自
ら
の
過
去
を
思
い
出
す
、
と
い
う
超
越
論
的
患
惟
の
構
造
を
示
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、

そ
の
よ
う
な
思
惟
の
可
能
根
拠
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、

た
と
え
ば
『
哲
学
と
宗
教
b

(

一
八

O
毘
)

で
は
、
っ
そ
れ
ゆ
え
、
人
間
に
関
し
て
哲
学
が
め
ざ
し
て
い
る
の
は
、
人
間
に
何
か
を
与
え
る
と
い
う
こ
と

よ
り
も
、
肉
体
、
現
象
界
、
感
性
的
生
活
が
人
間
に
も
た
ら
し
た
偶
然
的
な
も
の
か
ら
で
き
る
か
ぎ
り
人
間
を
引
き
離
し
、
根
源
的
な
も
の
へ
引
き
戻
し
て
や
る
こ
と
で

あ
る
L

(

〈
H
W
N

∞
)
と
い
わ
れ
る
。
単
に
自
ら
の
無
意
識
的
過
去
を
意
識
を
も
っ
て
振
り
返
る
こ
と
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
、
「
根
源
的
な
も
の
L

へ
の
関
わ
り
が
、
問
題

に
な
る
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、

シ
ェ
リ
ン
グ
の
超
越
論
哲
学
お
よ
び
そ
の
前
後
の
思
想
に
お
い
て
、
哲
学
が
ア
ナ
ム
ネ
l
シ
ス
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
場
面
で
、
こ
の
寸
根
源
的
な
も

の
L

へ
の
関
わ
り
が
問
題
に
な
る
際
に
、
何
が
主
張
さ
れ
て
い
た
の
か
を
見
て
い
き
た
い
と
思
う
。

哲

学

の

知

『
自
然
哲
学
へ
の
理
念
』
で
哲
学
が
「
必
要
悪
」
と
い
わ
れ
る
文
脈
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
人
間
が
自
分
を
外
界
と
対
立
さ
せ
る
こ
と
が
、
哲
学
の
第
一
歩

で
あ
る
。
外
界
と
の
対
立
が
、
経
験
の
始
ま
り
で
あ
り
、
経
験
の
世
界
全
体
の
可
能
性
を
原
理
か
ら
導
き
出
す
、

と
い
う
自
然
哲
学
の
課
題
は
、
こ
れ
を
前
提
し
な
く
て

は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
対
立
と
と
も
に
反
省
が
始
ま
る
が
、
一
反
省
は
人
間
と
世
界
の
分
離
を
も
た
ら
し
、

つ
い
に
自
己
自
身
に
対
す
る
一
反
省
に
い
た
っ
て
、
自

己
分
離
を
す
ら
も
た
ら
す
。
「
し
た
が
っ
て
単
な
る
反
省
は
人
間
精
神
の
病
で
あ
る
」
(
戸
口
)
。

@

@

@

@

@

@

@

@

@

 

コ
」
れ
に
、
反
省
一
般
を
単
な
る
手
段
と
み
な
す
真
の
哲
学
、
が
対
立
す
る
。
こ
の
哲
学
は
前
述
の
根
源
的
分
離
を
前
提
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
、
ぜ
な
ら
こ
の
分
離

が
な
け
れ
ば
、

わ
れ
わ
れ

る
こ
と
を
必
要
と
し
な
い
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る

J
(戸
ニ
)
。
そ
の
た
め
、
こ
の
哲
学
は
反
省
に
消
極
的
価
値
し
か
与
え
な
い
、
と



い
う
シ
ェ
リ
ン
グ
の
主
張
(
与
門
戸
)

は
、
後
期
に
至
る
ま
で
一
貫
し
て
い
る
。
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@

@
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し
か
し
、
こ
こ
で
、
真
の
哲
学
は
、
根
源
的
分
離
を
三
別
提
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

E
P
ω
ω

め
円
ご
と
ゲ
シ
ュ
ベ
ル
ト
で
強
調
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
反
省
を
単

な
る
手
段
と
み
な
し
、
反
省
的
認
識
を
克
服
す
べ
き
も
の
と
理
解
し
て
い
る
か
ぎ
り
に
お
レ
て
、
哲
学
は
ま
ず
人
間
の
学
と
し
て
の
哲
学
と
し
て
あ
る
べ
き
で
あ
る
な
ら

ば
、
反
省
か
ら
出
発
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
哲
学
は
論
理
的
な
順
序
と
し
て
は
、

ま
ず
シ
ェ
リ
ン
グ
の
一
一
言
葉
で
い
う
「
消
極
哲
学
円
高
官

tz
同
)
}
己
目
。

ω
C日
)
E
r
で
な
く

て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
含
意
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
哲
学
は
、
真
の
目
的
に
と
っ
て
は
、
「
必
要
悪
」
で
あ
り
、
「
そ
れ
自
身
の
否
定
に
向
か
っ
て
仕
事
を

す
る
L

(

与
門
戸
)
も
の
で
あ
る
と
い
う
主
張
を
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

シ
ェ
り
ン
グ
の
レ
う
消
極
哲
学
は
確
か
に
、
「
否
定
さ
れ
る
べ
き
」
哲
学
、

必
要
で
は
あ
る
が
「
悪
」
で
あ
る
も
の
と
い
う
側
面
を
も
っ
。

し
か
し
そ
の
側
面
が
、

ま

さ
に
そ
の
も
の
と
し
て
機
能
す
る
の
は
、
「
単
に
媒
介
さ
れ
た
絶
対
者
の
認
識
を
前
提
と
す
る
」
(
〈
F
N吋
)

よ
う
な
場
合
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
絶
対
者
は
、
否
定
神
学

の
よ
う
に
つ
ー
な
ら
ぬ
も
の
L

と
い
う
仕
方
で
あ
ら
わ
さ
れ
よ
う
と
、

カ
ン
ト
の
無
制
約
者
の
よ
う
な
仕
方
で
あ
ら
わ
さ
れ
よ
う
と
、
そ
れ
が
無
批
判
に
前
提
さ
れ
る
か

ぎ
り
、
絶
対
性
以
外
の
内
実
を
付
加
さ
れ
た
、
絶
対
者
な
ら
ね
も
の
で
あ
り

シ
ェ
リ
ン
グ
の
い
う
寸
哲
学
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
想

J

定
さ
れ
た
何
も
の
か
」

(
m
w
σ

己
・
)

に
す
ぎ
な
レ
。

認
識
、
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
何
よ
り
も
、
「
誰
で
も
、
彼
が
知
的
直
観
に
お
い
て
認
識
し
た
も
の
を
い
い
表
そ
う
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、

雌

w
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@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

と
し
て
、
そ
れ
以
上
の
規
定
な
し
に
、

「
真
の
哲
学
」
の
た
め
に
シ
ェ
リ
ン
グ
が
前
提
す
る
の
は
、
唯
一
、
知
的
直
観
で
あ
る
。
『
哲
学
と
宗
教
』
に
お
い
て
、
知
的
悲
観
は
、
唯
一
最
J

初
の
認
識
、
絶
対
的

@

@

@

@

@

@

 

そ
れ
は
純
粋
な
絶
対
性

い
い
表
し
う
る
の
み
で
あ
る
」
(
〈
戸
N
C
)

と
い
う
規
定
に
注
自
す

J

へ
き
で
あ
ろ
う
。
絶
対
者
を
媒
介
さ
れ
な
い
ま
ま
に
直
観
す

る
認
識
が
、
知
的
直
観
な
の
で
あ
る
。

知
的
直
観
が
、
純
粋
な
絶
対
性
の
認
識
で
あ
り
、
直
観
す
る
も
の
と
さ
れ
る
も
の
が
同
一
で
あ
る
よ
う
な
認
識
で
あ
る
な
ら
ば
(
日
戸

8
5、
知
的
直
観
の
本
糞
は
絶

対
性
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
知
的
直
観
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
た
も
の
が
純
粋
な
絶
対
性
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
直
観
し
て
い
る
も
の
も
ま
た
絶
対
性
で
あ

0
、
そ
れ
以

上
に
媒
介
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
何
ら
か
の
表
現
に
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
も
で
き
ず
、
こ
の
「
絶
対
性
」
と
い
う
言
葉
も
、
実
体
的
に
捉
え
て
は
な

ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
最
高
の
認
識
に
至
っ
た
人
間
が
い
る
と
す
れ
ば
、

そ
の
認
識
内
容
で
あ
る
絶
対
性
を
あ
る
特
殊
な
認
識
の
内
容
と
し
て
表
現
す
る
こ

と
は
で
き
ず
、
自
分
自
身
を
そ
れ
と
し
て
表
現
す
る
ほ
か
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
絶
対
性
を
自
ら
の
存
在
と
し
て
存
在
す
る
、
と
い
う
の
が
、
知
的
直
線
に
至
っ
た
人
間

哲
学

思
想
論
集
第
二
十
号

一
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一ニ
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哲
学

0 
四

の
認
識
の
、

そ
し
て
存
在
の
あ
り
方
で
あ
ろ
う
。
『
哲
学
の
原
理
と
し
て
の
自
我
に
つ
い
て
ら
(
一
七
九
五
)
で
は
、
知
的
直
観
は
、

J
日
我
は
自
我
で
あ
る
」
、
あ
る
い
は

っ
自
我
は
在
る
」
(
円
、
申
)
と
い
う
フ
ィ
ヒ
テ
的
自
己
定
立
を
意
味
し
て
い
る
が
、

シ
ェ
リ
ン
グ
初
期
の
知
的
直
観
は
、
絶
対
的
自
我
の
存
在
そ
の
も
の
と
し
て
完
結
し

た
か
た
ち
で
維
持
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
『
知
識
学
の
観
念
論
解
明
の
た
め
の
諸
論
考
』
(
一
七
九
六
/
九
七
)
で
は
、
す
で
に
「
精
神
は
自
己
自
身
に
と
っ
て
の
客
観

i
iー
で
あ
る
の
で
は
な
く
i

i
と
な
る
べ
き
で
あ
る

L
Qい
ミ
)
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
な
る

4
3
E
g
L
の
強
調
は
、
精
神
が
自
己
客
観
化
包
与
s
z
g
E
8
0
σ
'

古
}
内
門
自
宅
⑦
吋
(
ぽ
ロ
の
過
程
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
の
主
張
で
あ
り
、
こ
の
過
程
を
な
す
働
き
こ
そ
が
、
直
観
活
動
な
の
で
あ
る
(
円
い
お
)
。
よ
り
明
断
な
か
た
ち
で
こ
の
こ

と
が
主
題
化
さ
れ
る
の
が
、
『
超
越
論
的
観
念
論
の
体
系
』
(
一
八

O
二
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
「
知
的
誼
観
は
、
超
越
論
的
思
惟
の
唯
一
の
オ
ル
ガ
ン
で
あ
る
」

(
H
H
H
u
g
s

と
主
張
さ
れ
、
自
己
客
観
化
と
い
う
仕
方
で
自
我
を
産
出
し
て
ゆ
く
知
の
活
動
と
さ
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
活
動
の
終
局
に
、

シ
ェ
リ
ン
グ
が
お
く
の
は
、
知
的
直
観
の
自
己
表
現
に
よ
る
体
系
の
完
結
で
は
な
く
、
美
的
直
観
の
芸
術
的
産
出
で
あ
る
。
芸
術
作

品
は
芸
術
家
が
意
図
的
に
構
成
し
た
有
限
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
以
上
の
無
限
性
を
表
現
し
て
お
り
、
無
意
識
的
活
動
と
意
識
的
活
動
の
協
働
の
所
産
で
あ

る
。
そ
し
て
、

J
実
的
直
観
は
、
客
観
的
と
な
っ
た
知
的
直
観
で
あ
る
」
(
門
戸

sg。
し
た
が
っ
て
、
自
己
客
観
化
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
い
え
ば
、
美
的
直
観
は
知
的
直
観
の

上
位
に
あ
り
、
芸
術
が
哲
学
の
上
位
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

美

的

直

観

純
粋
な
絶
対
性
の
認
識
は
、
哲
学
の
最
終
日
的
で
も
あ
っ
た
。
コ
哲
学
と
宗
教
ら
で
い
わ
れ
て
い
る
、
哲
学
が
人
間
を
引
き
戻
す
べ
き
根
源
的
な
も
の
と
は
、
絶
対
性

な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
知
と
い
う
レ
ヴ
ェ
ル
で
は
表
現
に
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
唯
一
、
芸
術
に
お
い
て
の
み
、
絶
対
性
は
客
観
的
に
表
現
さ
れ
る
こ

と
が
で
き
る
。
そ
の
た
め
、
「
十
云
術
は
、
哲
学
の
唯
て
真
の
オ
ル
ガ
ノ
ン
で
あ
り
、
同
時
に
哲
学
の
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
」

(
H
H
F
G
N
u
-
)

で
あ
り
、
「
哲
学
が
外
的
に
表
現
で

き
な
い
も
の
、

す
な
わ
ち
働
き
や
産
出
活
動
に
お
け
る
無
意
識
的
な
も
の
と
、

そ
れ
と
意
識
的
な
も
の
と
の
根
源
的
問
一
性
を
絶
え
ず
新
た
に
記
録
す
る
し

(
H
H
F
S
ご
し
。
こ
の
よ
う
な
役
割
を
芸
術
に
与
え
る
以
上
、

シ
ェ
リ
ン
グ
の
い
う
最
高
の
直
観
は
、
む
し
ろ
美
的
直
観
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。

「
哲
学
者
に
と
っ
て
の
知
的
直
観
で
あ
る
も
の
は
、
哲
学
者
の
客
観
に
と
っ
て
の
美
的
直
観
で
あ
る
」
(
口
戸
お
む
)
。
す
な
わ
ち
、
美
的
直
観
は
、
客
観
的
自
我
と
よ

ば
れ
る
通
常
の
意
識
的
自
我
に
と
っ
て
、
哲
学
者
に
お
け
る
知
的
直
観
に
匹
敵
す
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、
超
越
論
的
観
念
論
の
体
系
が
成
立
す
る



た
め
に
は

ハ
ン
ス
・
フ
ラ
イ
ヤ

i
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
哲
学
者
の
超
越
論
的
思
惟
と
、
通
常
の
意
識
的
自
我
の
対
象
意
識
と
あ
い
だ
に
は
落
差
が
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
知
的
直
観
を
客
観
化
す
る
、

と
い
う
美
的
直
観
に
お
い
て
は
じ
め
て
、
超
越
論
的
観
念
論
の
体
系
が
完
結
し

(
H
H
H
-
S

∞
)
、
自
我
の
成
立
を
見
守
っ
て
き
た
超

越
論
的
意
識
と
そ
の
対
象
で
あ
る
意
識
的
自
我
と
が
統
一
さ
れ
て
い
る
。
超
越
論
的
思
惟
と
対
象
意
識
の
落
差
が
、
美
的
産
観
に
お
い
て
埋
め
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

当
初
、
知
的
直
観
は
あ
く
ま
で
も
、
誼
観
す
る
も
の
と
さ
れ
る
も
の
が
同
一
で
あ
る
よ
う
な
直
観
と
規
定
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
間
一
一
性
は
、
直
観
す
る
も
の
の
自
己
表

現
と
い
う
仕
方
で
、
す
で
に
客
観
化
さ
れ
終
え
て
い
る
は
ず
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
直
観
す
る
も
の
が
、
自
己
と
し
て
の
自
己
を
産
出
し
終
え
、
自
己
と
し
て
存
在

す
る
、

と
い
う
こ
と
が
、
自
己
の
存
在
ぎ

2
8
N
の
表
現
問
弓
見
詰
ロ

g
t
g
と
し
て
の
自
己
客
観
化

rgω
ケ

czo冒
し
君
。
吋
含
ロ
の
完
成
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
知
的
直

観
を
さ
ら
に
客
観
化
す
る
も
の
と
し
て
、
美
的
直
観
を
要
請
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
知
的
直
観
の
絶
対
性
が
こ
こ
で
す
で
に
破
綻
し
て
い
る
。

し
て
い
る
、

フ
ラ
イ
ヤ
ー
は
、
美
的
甚
観
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
シ
ェ
リ
ン
グ
が
、
超
越
論
的
思
堆
の
誤
謬
可
能
性
を
排
除
す
る
た
め
に
、
そ
れ
と
同
等
の
外
的
直
観
を
設
定

と
解
釈
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
知
的
直
鋭
、
が
っ
単
な
る
主
観
的
な
迷
妄
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
は
な
い
」
(
同
戸

3
2
こ
と
を
証
明
し
、
そ
の
内
容
の
正

さ
ら
に
自
ら
を
客
観
化
す
べ
く
芸
術
的
直
観
へ
と
移
行
す
る
の
で
あ
引
o

吋
超
越
論
的
観
念
論
の
体
系
』
の
結
末
部
分
の
記
述
か
ら
見
て
、
こ
の
解

当
性
を
示
す
た
め
、

釈
は
正
し
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
が
こ
こ
で
、
自
己
意
識
の
閉
鎖
性
、
完
結
性
を
破
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

自
我
の
自
己
表
現
で
終
結
す
る
体
系
に
お
い
て
、
こ
の
自
我
は
、
絶
対
的
同
一
性
か
ら
一
直
線
に
導
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
絶
対
的
問
一
性
自
身
の
自
己
客
観
化
に

ほ
か
な
ら
な
い
。
自
我
が
実
践
的
に
活
動
す
る
領
域
に
お
い
て
、
自
我
の
外
の
英
知
的
存
在
者
と
し
て
の
他
者
も
ま
た
、
自
己
意
識
の
制
約
と
し
て
導
出
さ
れ
る
に
す
ぎ

な

(
H
H
F

印恥∞)。

し
か
し
、
こ
う
し
た
自
己
意
識
、

な
い
し
自
己
意
識
を
モ
デ
ル
と
し
た
体
系
は
、
自
己
意
識
の
主
観
的
な
活
動
は
こ
の
自
ら
の
活
動
そ
の
も
の
に
は

決
し
て
到
達
し
え
な
い
、
と
い
う
原
理
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
つ
ど
の
産
出
活
動
に
お
い
て
は
、
そ
こ
で
産
出
さ
れ
た
客
観
的
な
自
己
が
、
活
動
す

る
自
己
に
と
っ
て
、
そ
の
活
動
の
限
界
と
し
て
現
れ
う
る
の
み
で
あ
り
、
活
動
そ
の
も
の
で
あ
る
主
観
的
な
自
己
と
、
こ
の
活
動
が
め
ざ
し
て
い
る
自
己
自
身
と
の
あ
い

だ
に
は
、
常
に
ず
れ
が
生
ま
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
れ
は
、
自
我
の
主
観
的
活
動
と
、
客
観
的
活
動
の
矛
盾
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
矛
盾
を
認
識
し
て
い
る
か
否
か
が
、
超

越
論
的
意
識
と
対
象
意
識
の
落
差
で
あ
る
。
超
越
論
的
観
念
論
の
体
系
は
、
こ
の
原
理
に
よ
っ
て
成
立
し
て
お
り
、
そ
れ
は
、
無
意
識
的
産
出
に
あ
っ
て
も
、
意
識
的
産

出
に
あ
っ
て
も
同
様
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
体
系
は
、
自
己
の
外
に
あ
る
も
の
は
、
自
己
で
あ
っ
た
、
と
い
う
原
理
に
従
っ
て
、
知
的
護
観
に
お
け
る
根
源
的
同
一

哲
学

思
想
論
集
第
二
十
号

一O
五



ア
ナ
ム
ネ

i
シ
ス
と
し
て
の
哲
学

一
O
六

性
、
す
な
わ
ち
、
直
観
す
る
も
の

(
産
出
す
る
も
の
)

で
あ
る
か
ぎ
り
で
の
自
我
と
直
観
さ
れ
た
も
の
(
産
出
さ
れ
た
も
の
)
で
あ
る
か
ぎ
り
で
の
自
我
の
同
一
性
を
示

す
命
題
、
「
自
我
は
自
我
で
あ
る
し
か
ら
出
発
す
る
。
は
じ
め
、
こ
の
命
題
は
甚
観
活
動
に
お
け
る
向
一
性
命
題
と
し
て
、
無
内
容
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
次
第
に
主

客

観
化
を
経
て
、
無
mm
に
内
容
豊
か
な
、
す
な
わ
ち
、
全
自
然
を
内
容
と
す
る
「
自
我
は
自
我
で
あ
る
」
に
至
っ
て
、
自
己
意
識
と
し
て
完
成
す
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
客

観
的
世
界
は
、
自
我
に
お
け
る
矛
盾
に
よ
っ
て
、
自
我
に
と
っ
て
客
観
的
な
も
の
と
し
て
成
立
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
自
我
に
お
け
る
矛
盾
の
解
消
、
す
な
わ
ち
、

意
識
的
活
動
と
無
意
識
的
活
動
の
協
働
が
、
美
的
産
観
で
あ
る
。

た
と
え
全
自
然
を
包
含
し
て
い
よ
う
と
、
自
己
意
識
に
お
い
て
は
自
我
か
ら
脱
却
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
直
観
活
動
は
、
芸
術
的
産
出
に
い
た
っ
て
は
じ
め
て
自
己
の

外
へ
と
出
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
。
「
芸
術
的
産
出
に
よ
っ
て
の
み
、
英
知
〔
自
我
]
は
、
客
'
説
、
す
な
わ
ち
自
ら
の
産
出
物
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
客
観
よ
り
も
は
る

か
高
次
の
何
も
の
か
に
、
す
な
わ
ち
、
自
ら
の
外
の
直
観
に
追
レ
や
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
直
観
は
、
決
し
て
直
観
さ
れ
た
も
の
と
は
な
り
え
な
い
た
め
、
英
知

に
と
っ
て
は
自
分
か
ら
完
全
に
独
立
な
、
最
初
の
絶
対
的
に
客
観
的
な
も
の
で
あ
る
し
(
口
ど
山
信
)
。
芸
術
的
産
出
は
、
「
わ
た
し
の
直
観
に
す
ぎ
な
い
L

(

与
己
・
)

も

か
か
わ
ら
ず
、

わ
た
し
に
と
っ
て
、
意
識
的
に
わ
た
し
か
ら
独
立
で
あ
る
。
意
識
的
で
、
観
念
的
な
活
動
は
、
「
必
然
的
に
客
観
の
外
の
何
ら
か
不
可
視
の
も
の
へ
と
追

い
や
る
。
こ
の
不
可
視
の
も
の
が
、
活
動
が
客
観
へ
と
盲
目
的
に
向
か
う
こ
と
を
端
的
に
不
可
能
に
し
て
い
る
。
」
(
与
〔
日
)
。
す
な
わ
ち
、
芸
術
的
直
観
に
よ
る
産
出
活

動
は
、
こ
の
活
動
が
無
限
に
自
ら
の
客
観
的
自
我
に
の
み
向
か
う
こ
と
を
姐
止
し
、
同
時
に
、
直
観
さ
れ
る
こ
と
な
く
直
観
し
て
い
る
他
の
も
の
、
す
な
わ
ち
、
他
の
英

知
(
自
我
)

の
共
存
す
る
世
界
へ
と
客
観
的
自
我
を
導
き
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

シ
ェ
リ
ン
グ
の
芸
術
哲
学
の
解
釈
や
、
芸
術
の
意
味
は
、
本
稿
の
課
題
で
は
な
い
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
絶
対
的
問
一
性
の
自
己
客
観
化
の
終
局
に
は
、

そ
の
根
源

的
な
自
己
同
一
性
を
破
綻
さ
せ
る
も
の
が
用
意
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
自
己
客
観
化
の
完
成
は
、
「
自
我
は
自
我
で
あ
る
し
と
い
う
意
味
で
の
、
自
我
モ
デ

ル
に
お
け
る
閉
じ
た
自
己
同
一
性
の
破
壊
、

な
い
し
そ
こ
か
ら
の
突
破
な
の
で
あ
る
。

「
全
体
系
は
二
つ
の
極
の
あ
い
だ
に
あ
る
。

一
方
の
極
は
知
的
直
観
に
よ
っ
て
、
も
う
一
方
は
美
的
直
観
に
よ
っ
て
表
さ
れ
る
し
(
同
門
戸
∞
ω
O
)

と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、

知
的
蓋
観
が
矛
盾
か
ら
出
発
し
、
美
的
註
観
が
矛
盾
を
合
一
す
る
。
こ
の
矛
盾
と
は
、
す
で
に
述
、
へ
た
よ
う
に
、
自
我
の
意
識
的
活
動
と
無
意
識
的
活
動
の
矛
盾
、
す
な

わ
ち
、
産
出
活
動
そ
の
も
の
と
産
出
さ
れ
た
成
果
と
の
ず
れ
で
あ
る
。
す
る
と
、
閉
じ
た
自
己
向
一
性
を
突
破
す
る
契
機
で
あ
る
美
的
直
観
が
体
系
の
一
方
の
極
に
あ
る

と
す
れ
ば
、
超
越
論
的
観
念
論
の
体
系
は
、
す
で
に
、
自
我
に
お
け
る
こ
の
矛
盾
を
そ
の
ま
ま
自
我
に
残
し
、
芸
術
的
産
出
物
(
芸
術
作
品
)
と
い
う
寸
客
観
的
」
な
も



の
、
す
な
わ
ち
自
我
に
と
っ
て
外
的
な
も
の
に
、
矛
活
の
統
一
を
求
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
自
我
は
、

は
じ
め
か
ら
、
単
な
る
自
己
向
一
的
な
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
の

で
あ
り
、
同
じ
他
の

J
央
知
」
を
構
造
的
に
含
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
。

堕
落
論
再
考

こ
の
構
造
が
、
『
哲
学
と
宗
教
も
で
、
根
源
的
な
絶
対
者
と
そ
の
直
観
活
動
そ
の
も
の
、
そ
し
て
直
観
さ
れ
た
絶
対
者
と
い
う
絶
対
界
の
三
重
構
造
と
し
て
語
ら
れ
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
、
ま
っ
た
く
観
念
的
な
次
元
で
の
み
「
他
」
で
あ
る
こ
と
が
問
題
と
な
り
、
実
践
的
な
領
域
で
の
他
者
は
さ
し
あ
た
り
現
れ
て
は
こ
な
い
。

そ
れ
は
、
こ
の
「
他
い
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
「
堕
落
〉
克
己
ご
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

『
哲
学
と
宗
教
』
で
は
、
宗
教
が
通
俗
化
し
、
外
的
権
力
と
な
っ
て
、
理
性
か
ら
奪
レ
取
っ
た
っ
哲
学
に
お
け
る
真
に
哲
学
的
な
も
の
ど
〈

g

E
ハ
円
内
山
門
司

y
口。
ω40日
)
『
ぽ

丘町山
g
z
w
y
H
U
F
F
-
c
ω
C
H
)
E
ω
n
v
E
L
(
〈
円
い
ご
す
な
わ
ち
、
絶
対
者
を
、

ふ
た
た
び
哲
学
に
取
り
戻
そ
う
、

と
い
う
構
函
の
な
か
で
、
有
限
者
の
絶
対
者
か
ら
の
由
来
と

絶
対
者
へ
の
還
帰
が
語
ら
れ
れ
て
い
る
。
真
に
哲
学
的
な
も
の
が
哲
学
か
ら
奪
わ
れ
た
後
、
哲
学
に
残
さ
れ
た
絶
対
者
は
反
省
と
い
う
形
式
に
お
い
て
現
象
す
る
絶
対
者

に
す
ぎ
な
い
(
〈
戸
ω
臼
・
)
。
絶
対
者
の
反
省
に
お
け
る
現
象
を
検
討
し
た
後
、
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
絶
対
者
と
い
う
対
象
に
適
合
す
る
唯
一
の
オ
ル
ガ
ン
は
絶
対
的
認
識
で

あ
る
、
と
述
べ
る
(
ぐ
ど
山
岱
)
。
こ
の
絶
対
的
認
識
こ
そ
、
魂
の
本
体
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

等
し
い
も
の
は
等
し
い
も
の
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
、
と
い
う
古
く
か
ら
の
定
式
に
従
っ
て
、
絶
対
的
に
観
念
的
な
も
の
で
あ
り
、
同
時
に
絶
対
的
に
実
在
的
な
も
の

で
あ
る
絶
対
者
は
、
観
念
的
で
あ
り
同
時
に
実
在
的
な
魂
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
す
で
に
、
絶
対
的
認
識
、
す
な
わ
ち
魂
は
、
絶

対
者
と
間
一
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
認
識
は
、
反
省
に
よ
ら
ず
、
直
観
に
よ
っ
て
す
で
に
絶
対
者
を
捉
え
て
い
る
、
と
い
う
意
味

で
の
認
識
で
あ
り
、
こ
の
直
観
こ
そ
が
、
知
的
産
観
で
あ
る
。

J
弛
は
、
こ
の
藍
観
に
達
し
た
そ
の
と
き
、
絶
対
性
を
単
に
消
極
的
に
記
述
す
る
補
助
手
段
を
捨
て
去
り
〉

そ
れ
が
も
は
や
必
要
で
は
な
く
な
る
や
否
や
、
そ
こ
か
ら
離
れ
る
」
(
〈
F
N
2
・
)
。
哲
学
は
、
人
間
の
魂
を
、
こ
の
段
階
に
ま
で
到
達
さ
せ
る
役
割
を
果
た
す
。
冒
頭
に

あ
げ
た
箇
所
を
ふ
た
た
び
引
用
す
る
と
、
「
そ
れ
ゆ
え
、
入
院
に
関
し
て
哲
学
が
め
ざ
し
て
い
る
の
は
、
人
間
に
何
か
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
肉
体
、
現
象
界
、

感
性
的
生
活
が
人
間
に
も
た
ら
し
た
偶
然
的
な
も
の
か
ら
で
き
る
か
ぎ
り
人
間
を
引
き
離
し
、
根
源
的
な
も
の
へ
引
き
戻
し
て
や
る
こ
と
で
あ
る
」
な
げ
P
、
傍
線
引
用

i

者
)
。
哲
学
の
役
割
は
、
究
極
的
に
は
「
根
源
的
な
も
の
へ
の
引
き
戻
し
」
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
哲
学
が
魂
に
絶
対
者
を
直
接
示
す
と
い
う
よ
う
な
仕
方
守
、
魂

哲
学

思
想
論
集
第
二
十
号

一O
七



プ

ナ

ム

ネ

l
シ
ス
と
し
て
の
哲
学

一
O
八

を
即
座
に
絶
対
的
認
識
の
状
態
に
お
く
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
で
は
か
え
っ
て
、
魂
に
と
っ
て
絶
対
者
が
外
的
な
も
の
と
な
り
、
魂
と
絶
対
者
の
分
離
を
招
く
の
み
だ
か

ら
で
あ
る
。

シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
そ
れ
自
体
絶
対
的
認
識
に
至
る
以
前
の
哲
学
は
、
「
一
切
の
有
娘
的
対
立
の
無
呂
の
百
一
向
}
日
比
を
一
不
し
、
魂
を
間
接
に
無
限
な
も
の
の
盛
観

に
導
く
と
い
う
、
単
に
消
極
的

2
2
E〈
な
も
の
で
し
か
あ
り
え
な
い
」
(
与
門
戸
)
と
す
る
。

し
か
し
ま
た
、
哲
学
の
オ
ル
ガ
ン
が
絶
対
的
認
識
で
あ
り
、

そ
れ
が
向
時

に
魂
の
本
一
寅
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
寸
哲
学
、
が
」
「
魂
を
」
「
導
く
L

と
い
う
主
語
述
語
の
一
区
別
も
、
実
体
的
な
主
客
の
一
区
別
を
意
味
し
て
は
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
魂
が

哲
学
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
を
導
く
の
で
あ
る
。

い
い
か
え
れ
ば
、
魂
は
、
絶
対
性
を
消
極
的
に
記
述
す
る
補
助
手
段
を
使
っ
て
、

一
切
の
有
摂
的
対
立
の
無
を
示

し
な
が
ら
、
知
的
直
観
に
達
し
た
段
階
で
、
絶
対
性
と
合
一
し
、
絶
対
性
に
つ
い
て
は
沈
黙
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
と
き
に
は
、
哲
学
も
、
沈
黙
す
る

は
ず
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
先
の
引
用
中
傍
線
を
つ
け
た
部
分
に
注
目
し
た
い
。
あ
く
ま
で
も
魂
の
、
す
な
わ
ち
人
間
の
営
為
と
し
て
哲
学
を
考
え
る
以
上
、
哲
学
は
や
は
り
ま
ず
第
一

に
、
シ
ェ
り
ン
グ
が
「
単
に
消
極
的
な
も
の
」
と
い
う
あ
り
方
以
外
に
は
あ
り
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
っ
偶
然
的
な
も
の
か
ら
で
き
る
か
ぎ
り
人
間
を
引
き
離
す
し
と
い

わ
れ
て
い
る
そ
の
つ
偶
然
的
な
も
の
」
と
は
必
ず
有
摂
的
対
立
を
伴
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
哲
学
は
、
人
間
を
根
源
的
な
も
の
に
引
き
戻
す
と
い
う
真
の
目
的
を
達
成
す

る
た
め
に
、
絶
対
的
認
識
に
至
っ
て
い
よ
う
と
い
ま
い
と
、
必
然
的
に
、
偶
然
的
な
も
の
、
す
な
わ
ち
有
照
的
対
立
を
伴
う
も
の
と
か
か
わ
ら
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
な

る
か
ら
で
あ
る
。

現
実
的
世
界
を
こ
う
し
た
有
限
的
対
立
に
由
来
す
る
も
の
と
し
て
語
っ
て
い
る
の
が
、
『
哲
学
と
宗
教
』
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
絶
対
性
の
自
己
直
観
の
世
界
か
ら
、

第
二
の
絶
対
者
、
あ
る
い
は
も
う
一
つ
の

(
他
の
)
絶
対
者
と
呼
ば
れ
る
、
原
初
的
な
絶
対
者
の
自
己
写
像
(
対
像
)
が
、
堕
落
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
実
的
世
界
が

生
じ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
「
絶
対
者
の
自
立
的
な
産
出
活
動
は
、
自
己
自
身
を
実
在
的
な
も
の
〔
対
像
〕
の
内
へ
と
か
た
ち
入
れ
る
こ
と
百
日
一
ロ
ヴ
一

5
2、
直
観
し
入
れ

る
こ
と
出
吉
立
ロ
ω
の『

5
5ロ
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
の
実
在
的
な
も
の
は
独
立
で
あ
り
、

ま
た
第
一
の
絶
対
者
と
等
し
く
自
己
自
身
の
内
に
あ
る
」
(
〈
戸
ω
品
)
。
し

か
し
こ
の
対
像
は
、
「
絶
対
者
の
自
己
客
観
化
の
中
で
、
絶
対
的
で
あ
り
、
自
立
的
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
」
な

E
・
)
。
し
か
し
ま
た
、
「
対
像
は
、
第
一
の
絶
対
者
と
一
切

@

@

e

e

@

 

の
性
一
揖
を
共
通
に
す
る
一
つ
の
絶
対
者
と
し
て
、
も
う
一
つ
の
絶
対
者
と
し
て
真
に
存
在
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
我
性
∞
己

Z
F
Z門
に
お
い
て
自
ら
を
捉
え
る
こ
と
が
で

@

@

@

@

@

e

@

@

 

き
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
真
に
自
記
自
身
の
内
に
あ
る
こ
と
も
、
絶
対
的
で
あ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う

L
2戸
ω
S
。
絶
対
者
の
自
己
写
像
で
あ
る
か
ぎ
り
、
対
像

は
、
「
も
う
一
つ
の
」
と
い
う
制
約
つ
き
の
絶
対
者
で
あ
る
が
、
自
己
自
身
ま
た
絶
対
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、

そ
も
そ
も
対
像
は
絶
対
的
で
は
あ



り
え
な
い
。
「
我
性
に
お
い
て
自
ら
を
捉
え
る
」
と
は
、
こ
の
自
己
自
身
ま
た
絶
対
的
、
自
立
的
な
自
己
で
あ
ろ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。

絶
対
性
が
絶
対
性
と
し
て
存
立
す
る
た
め
に
は
、
絶
対
性
内
部
に
、
こ
の
よ
う
な
直
観
活
動
に
お
け
る
動
的
な
構
造
が
考
え
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
絶

対
性
の
こ
う
し
た
「
自
己
」
構
造
の
中
に
、
絶
対
性
が
、
超
越
的
に
離
在
し
た
も
の
で
は
あ
り
続
け
ら
れ
な
い
契
機
が
必
然
的
に
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
、
「
我
性
に

お
い
て
自
ら
を
捉
え
る
こ
と
」
が
、
現
実
に
発
動
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
寸
そ
れ
〔
対
像
〕
は
、

ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
、
真
の
絶
対
者
か
ら
分
離
し
、
あ
る
い
は
そ
れ
か
ら

堕
落
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
も
う
一
つ
の
絶
対
者
と
し
て
存
在
し
え
な
レ
L

(

〈戸

ω
2・
)
。
絶
対
者
が
、
自
己
を
絶
対
者
と
し
て
直
観
す
る
。
こ
れ
も
ま
た
、
直
観
す
る

も
の
と
直
観
さ
れ
る
も
の
が
同
一
で
あ
る
よ
う
な
絶
対
的
直
鋭
、
知
的
直
観
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
も
、
対
像
に
堕
落
と
い
う
事
態
が
伴
勺
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

知
的
華
鏡
の
向
一
性
は
破
綻
の
契
機
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
破
綻
が
向
か
う
先
は
、
「
客
観
の
外
の
不
可
視
の
も
の
」
で
は
な
く
、
「
感
性
的
、
被
制
約
的
現
実
性
」
(
ぐ
H
h
b
)
、
す
な
わ
ち
現
実
的
な
、
感
性
的
世

界
で
あ
る
。
対
像
の
、
絶
対
界
か
ら
の
堕
落
が
、
現
実
的
な
感
性
界
、
有
限
界
の
根
拠
で
あ
る
。

箆
落
は
起
こ
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
に
ま
ず
第
一
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
堕
落
し
た
、
感
性
的
世
界
で
あ
る
。
哲
学
は
、
こ
の
有
限
界
に
お
け
る
偶

然
的
な
も
の
か
ら
人
間
を
引
き
離
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
「
堕
落
」
し
た
世
界
か
ら
、
魂
を
根
源
的
な
も
の
、
す
な
わ
ち
も
と
の
絶
対
界
へ
と
引
き
戻
す
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
あ
ま
り
に
古
拙
な
ミ
ュ
ト
ス
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
っ
諸
君
は
、
こ
の
間
じ
教
説
が
『
パ
イ
ド
ン
』
の
す
べ
て
の
ベ
!
ジ
の
上
に
霊
園
か
れ
て
い
る
の
を
見
る
L

(ぐ戸
ωゆ
)
、

と
い
わ
れ
て
い
る
の
は
、
絶
対
界
か
ら
の
堕
落
と
、
哲
学
に
よ
る
絶
対
界
へ
の
還
帰
、

と
い
う
単
純
な
構
図
を
、
プ
ラ
ト
ン
の
記
述
に
重
ね
合
わ
せ
て
い
γ

る
だ
け
な
の
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
、
墜
落
論
の
重
点
は
、
む
し
ろ
次
の
一
文
に
あ
る
と
忠
わ
れ
る
。
「
感
性
界
の
起
源
は
、
絶
対
性
か
ら
の
完
全
な
離
断
〉
σσ
足。

y
gと
し
て
の
み
、

一
つ
の
飛

躍
に
よ
っ
て
考
え
う
る
」
(
ぐ
戸
ω
∞)。

こ
こ
に
は
、
二
つ
の
こ
と
が
い
わ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
感
性
界
は
、
絶
対
性
か
ら
の
離
断
、
隔
絶
と
い
う
こ
と
に
起
源
を
も
っ
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
、

そ
し
て
、
思
惟
は
、
感
性
界
が
絶
対
性
に
起
源
を
も
つ
こ
と
を
考
え
る
た
め
に
は
、
飛
躍
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
た
か
も
、
絶

対
者
の
構
造
か
ら
、
現
実
的
世
界
を
導
出
す
る
よ
う
に
語
り
な
が
ら
、

シ
ェ
リ
ン
グ
が
意
図
し
て
い
る
の
は
、
逆
に
、
感
性
的
世
界
の
根
拠
を
探
求
す
る
と
す
れ
ば
、
何

が
い
わ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
を
示
す
こ
と
な
の
で
あ
る
。

哲
学
・
思
想
論
集
第
二
十
号

一O
九



ア
ナ
ム
ネ

i
シ
ス
と
し
て
の
哲
学

。

た
と
え
ば
い
わ
ゆ
る
流
出
説
の
よ
う
に
、
イ
デ
ア
界
な
ど
の
絶
対
界
に
求
め
ら
れ
る
と
す
る
。
こ
の
と
き
、

{
川
)

端
的
な
反
論
と
な
る
の
は
、
位
界
の
中
の
恋
の
起
源
も
絶
対
界
に
求
め
ら
れ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
患
の
問
題
は
、
も
ち
ろ
ん
後
の
『
人
間
的
自
由
の
本
質
』

現
実
的
世
界
の
起
源
が
、
何
ら
か
の
仕
方
で
連
続
的
に
、

(
一
八

O
九
)
で

よ
り
精
密
に
探
求
さ
れ
る
が

い
ず
れ
に
し
て
も
、

シ
ェ
リ
ン
グ
の
場
合
、
悪
は
有
限
性
、
存
在
者
性
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
で
あ
る
と
い
う
仕
方
で
答

え
ら
れ
、
善
な
る
絶
対
者
に
対
し
て
、

そ
の
根
源
的
な
使
者
を
存
立
さ
せ
て
い
る
、

ま
っ
た
く
存
在
論
的
な
契
機
で
あ
り
、
倫
理
的
な
患
は
、

む
し
ろ
派
生
的
な
問
題
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
使
わ
れ
る
堕
落
と
い
う
倫
理
的
な
含
み
を
も
っ
た
用
語
も
、

そ
れ
自
体
は
、

ま
さ
に
世
界
の
存
立
の
起
源
を
示
す
存
在
論
的
な
用
語
で
あ

り
、
む
し
ろ
、
社
界
内
的
な
倫
理
的
堕
落
は
こ
の
存
在
論
的
な
墜
落
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
可
能
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、

H 

フ

l
ル
マ
ン
ス
の
よ
う

に
、
倫
理
的
な
昭
一
落
と
の
み
解
釈
す
る
こ
と
は
、

ま
ず
こ
の
意
味
で
、
正
当
と
は
言
え
な
い
。

さ
ら
に
、
現
実
世
界
内
部
で
人
間
が
神
の
意
志
に
背
く
よ
う
な
患
を
行
う
こ
と
が
堕
落
で
あ
る
と
し
て
も
、

そ
も
そ
も
、
悪
の
起
源
と
い
う
問
題
が
、
現
実
的
世
界
の

事
実
性
が
い
し
u

か
に
し
て
説
明
さ
れ
る
か
、

と
い
う
、
自
然
哲
学
期
か
ら
の
問
題
設
定
に
由
来
し
て
レ
る
(
戸
ω

ロ)
た
め
、
倫
理
的
な
問
題
を
扱
い
な
が
ら
、
世
界
の
現

実
性
そ
れ
自
身
を
問
題
に
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
シ
ェ
リ
ン
グ
の
思
想
圏
内
で
は
成
立
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
堕
落
論
の
第
一
の
機
能
は
、

恵
、
す
な
わ
ち
、
絶
対
者
に
対
し
て
根
源
的
に
位
な
る
も
の
を
も
含
む
よ
う
な
現
実
的
な
世
界
の
根
拠
の
説
明
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
「
堕
落
し
と
い
う
用
語
は
ふ
さ

わ
し
い
と
一
言
え
る
。

重
要
な
点
は
、
堕
落
が
、
思
惟
の
飛
躍
を
も
要
求
す
る
よ
う
な
事
態
で
あ
る
こ
と
、

い
い
か
え
れ
ば
、
こ
の
思
惟
の
飛
躍
こ
そ
が
墜
落
な
い
し
縦
断
と
い
う
言
葉
で
意

味
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
絶
対
界
内
部
に
、

必
然
的
に
堕
落
が
用
意
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
知
的
直
観
の
破
綻
と
同
様
に
、
知
的
直
観
の
対
象
で
あ

る
べ
き
絶
対
的
な
も
の
は
、

そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
し
か
、
思
惟
さ
れ
え
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
、
現
実
的
世
界
か
ら
出

一
発
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
哲
学
が
人
間
の
学
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

シ
ェ
リ
ン
グ
の
言
葉
で
い
え
ば
、
哲
学
は
堕
落
し
た
世
界
で
し
か
な
さ
れ
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
で

あ
ろ
う
。
繰
灼
ノ
返
し
て
い
え
ば
、
知
的
直
観
は
、
哲
学
の
唯
一
の
オ
ル
ガ
ン
で
あ
り
、
直
観
す
る
も
の
と
さ
れ
る
も
の
と
が
同
一
の
建
鋭
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ

て
、
知
的
直
観
が
自
己
完
結
的
な
直
観
で
は
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
こ
で
直
観
さ
れ
た
も
の
も
、

ま
た
自
己
完
結
的
な
対
象
で
は
あ
り
え
な
い
。
「
現
象
界
も
絶
対
性
で
あ

る
」
(
〈
H
1
5
)
。
し
か
し
、
「
即
自
的
な
絶
対
性
で
は
な
く
、
差
異
と
有
限
性
に
よ
っ
て
く
も
ら
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
で
の
し
(
各
己
・
)
絶
対
性
で
あ
る
。
哲
学
は
、
こ
の

差
異
と
有
限
性
に
よ
っ
て
「
く
も
ら
さ
れ
た
」
世
界
で
の
み
可
能
な
、

そ
れ
自
身
差
異
と
有
限
性
に
よ
っ
て
寸
く
も
っ
て
L

お
り
、

ま
さ
に
そ
の
た
め
、
差
異
と
有
限
性



を
し
か
見
い
だ
し
え
な
い
営
為
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
差
異
を
差
異
と
し
て
、
有
限
性
を
有
隈
性
と
し
て
、
客
観
化
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
哲
学
は
、
「
根
源

的
な
も
の
へ
の
引
き
戻
し
し
な
ど
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
絶
対
的
認
識
に
至
っ
て
い
な
い
と
さ
れ
る
哲
学
で
す
ら
、
有
線
的
対
立
の
無
を
示
す
、

と
い
う

仕
方
で
、
有
限
性
を
客
観
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

コドB
Jlよμ

起

差
異
と
有
限
性
の
た
だ
中
に
あ
り
な
が
ら
、

な
ぜ
思
惟
は
、
現
実
的
世
界
を
、
っ
絶
対
界
か
ら
」
堕
一
落
し
た
世
界
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
わ
れ
わ
れ

に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
現
実
世
界
の
み
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
世
界
の
根
拠
が
、
絶
対
界
に
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
な
ぜ
な
の
か
。
こ
れ
は
、
こ
の
時

司
l
J

E
 

H
r
i
 

空
間
的
世
界
と
何
ら
か
別
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
、
何
ら
か
の
仕
方
で
す
で
に
こ
の
現
実
的
世
界
の
子
像
が
あ
り
、
こ
の
世
界
は
そ
の
予
像
で
あ
る
世
界
と
、

ま
た
何
ら
か

の
仕
方
で
関
わ
っ
て
い
る
、

と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
だ
が
、
世
界
が
そ
も
そ
も
根
拠
づ
け
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
。

こ
こ
で
、
『
超
越
論
的
観
念
論
の
体
系
』
に
お
け
る
美
的
直
観
の
役
割
を
ふ
た
た
び
考
え
て
み
る
と
、

フ
ラ
イ
ヤ

i
に
よ
れ
ば
、
美
的
直
観
は
、
知
的
直
観
の
誤
謬
可

能
性
を
排
除
す
る
た
め
に
要
請
さ
れ
て
い
た
。
知
的
直
観
の
内
容
の
正
当
性
は
、
芸
術
的
産
出
物
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
こ
こ
で
は
、
知
的
直
観
は
、

そ
れ
自
身
で
は
自
ら
の
正
当
性
を
一
不
し
え
な
い
、
と
定
式
化
し
て
お
く
。
超
越
論
的
観
念
論
の
体
系
は
、
知
の
究
極
的
な
制
約
と
し
て
の
主
観
的
な
も
の
と
客
観
的
な
も

の
と
の
一
致
を
説
明
す
る
こ
と
を
第
一
の
課
題
と
し
て
い
た
(
同
戸
お
む
)
。
主
観
的
な
も
の
と
客
観
的
な
も
の
と
の
根
源
的
な
間
一
性
を
め
ぐ
り
な
が
ら
、
知
は
自
ら
展

開
し
、
美
的
直
観
に
お
い
て
正
当
化
さ
れ
る
。
こ
の
正
当
化
は
、
コ
他
の
自
我
(
英
知
)
」
の
存
在
な
し
に
は
あ
り
え
な
い
。
っ
個
体
に
と
っ
て
世
界
が
も
ち
う
る
唯
一
の

客
観
性
は
、
世
界
が
そ
の
個
体
以
外
の
諸
英
知
に
よ
っ
て
直
観
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
し
(
門
戸

g
g。

と
こ
ろ
が
、
『
哲
学
と
宗
教
』
に
お
い
て
「
他
の
自
我
」
が
問
題
に
な
ら
な
い
の
は
、
す
で
に
、
あ
ら
ゆ
る
世
界
内
的
な
存
在
者
は
、
世
界
全
体
と
し
て
の
寸
堕
落
L

の
内
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
箆
落
L

し
て
い
な
い
認
識
、
あ
る
い
は
、
「
堕
落
か
ら
還
帰
し
た
L

認
識
、
す
な
わ
ち
絶
対
界
に
お
け
る
絶
対
的
誼
観
で
あ
る
知

的
直
観
の
内
容
と
は
、
絶
対
性
そ
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
知
的
直
観
に
お
い
て
は
、

そ
の
働
き
そ
れ
自
体
で
あ
り
か
つ
内
容
そ
の
も
の
で
あ
る
絶
対
性
は
、
決
し
て
そ
れ

自
身
に
お
い
て
正
当
性
を
も
た
な
い
、

い
い
か
え
れ
ば
、

そ
れ
自
身
に
お
い
て
真
と
は
レ
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
あ
く
ま
で
存
在
論
的
暖
位
は
絶
対
界
に
あ
る

た
め
、
客
観
化
さ
れ
た
絶
対
界
、
す
な
わ
ち
、
現
実
的
な
「
堕
落
し
た
」
世
界
が
、
誼
観
の
正
当
性
を
保
証
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
現
実
的
世

哲
学

思
想
論
集
第
二
十
号
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シ
ス
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し
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哲
学

界
の
根
拠
は
、
現
実
的
世
界
の
事
実
存
在
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
魂
が
墜
落
し
た
状
態
か
ら
絶
対
界
へ
と
還
帰
す
る
契
機
を
次
の
よ
う
に
述
、
べ
る
。
「
た
だ
我
性
の
脱
却
〈
出
向
〉
σ円高
EHm
己

2
ω
巳ずω
門

Z
X
と
、
そ
の

〔
魂
の
根
源
的
な
〕
観
念
的
統
一
へ
の
還
帰
に
よ
っ
て
の
み
、
魂
は
、

ふ
た
た
び
神
的
な
も
の
を
直
観
し
、
絶
対
的
な
も
の
を
産
出
す
る
に
至
る
」
(
〈
戸
主
)
。
額
一
落
は

対
像
が
「
我
性
に
お
い
て
自
ら
を
捉
え
る
し
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
絶
対
界
へ
の
還
帰
は
、
こ
の
「
我
性
の
脱
却
」
に
か
か
っ
て
い
る
。
我
性
の
脱
却

は
、
自
ら
が
自
己
自
身
に
よ
っ
て
は
絶
対
的
で
は
な
い
こ
と
の
認
識
で
あ
り
、
自
己
自
身
の
非
絶
対
位
、
被
制
約
性
、
有
限
牲
を
意
識
に
上
ら
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
が
、
『
近
世
哲
学
史
講
義
b

で
い
わ
れ
た
、
「
意
識
を
も
っ
て
自
己
自
身
に
来
た
ら
し
め
る
」
(
戸
市
出
)
こ
と
で
あ
り
、
超
越
論
的
観
念
論
の
体
系
で
の
自
我
の
自
己

客
観
化
過
程
に
即
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
、
無
意
識
か
ら
意
識
へ
と
い
う
い
わ
ば
下
か
ら
の
過
程
で
あ
る
超
越
論
的
観
念
論
の
体
系
が
、
『
哲
学
と

宗
教
』
の
絶
対
界
か
ら
現
実
界
へ
と
い
う
一
見
二
世
界
論
風
の
過
程
を
重
層
的
に
支
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
墜
落
論
は
は
じ
め
て
意
味
を
持
つ
。
知
的
直
観
の
み
で
完
結

し
よ
う
と
し
て
い
る
自
我
は
「
我
性
に
お
い
て
自
ら
を
捉
え
る
こ
と
」
し
か
で
き
て
い
な
い
。
し
か
し
、
知
的
直
観
が
実
際
に
は
告
向
的
な
直
観
で
は
な
い
こ
と
に
よ
っ

て
、
「
我
性
の
脱
却
L

は
、
す
で
に
用
意
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

我
性
を
脱
却
す
る
、

と
い
う
こ
と
は
、
知
が
自
ら
絶
対
的
で
は
な
い
こ
と
を
知
る
こ
と
を
音
山
味
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
同
時
に
、
知
ら
れ
た
も
の
も
絶
対
的
で
は
な

い
こ
と
を
知
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
明
確
に
意
識
化
さ
れ
た
、
知
と
し
て
の
知
に
お
い
て
の
み
な
さ
れ
う
る
。

「
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
知
る
」
こ
と
、

ま
さ
し
く
、
こ
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
な
「
無
知
の
知
」
に
お
い
て
、
知
は
、
絶
対
的
な
も
の
へ
還
帰
す
る
、
と
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
こ
の
還
帰
こ
そ
が
、
哲
学
の
出
発
点
で
あ
る
。

現
実
的
世
界
の
根
拠
を
求
め
る
、

と
い
う
仕
方
で
構
築
さ
れ
た
絶
対
界
が
、
「
現
実
世
界
の
し
慢
拠
と
し
て
し
か
理
解
さ
れ
な
い
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、

論
理
的
な
先
行
関
係
と
し
て
こ
の
根
拠
を
考
え
る
な
ら
ば
、
有
限
的
で
し
か
あ
り
え
な
い
現
実
世
界
に
、
無
制
約
的
な
も
の
が
先
行
し
て
い
な
け
れ
ば
、
そ
も
そ
も
そ
の

世
界
に
関
す
る
一
切
が
理
解
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
有
般
的
な
も
の
は
そ
れ
自
体
と
し
て
の
正
当
性
を
も
た
な
い
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
有
限
的
な
も
の
は
自
ら

を
真
と
し
て
示
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
は
、
思
惟
の
働
き
で
あ
っ
て
も
、

そ
の
対
象
で
あ
っ
て
も
同
様
で
あ
る
。
そ
れ
が
何
ら
か
意
味
あ
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ

る
た
め
に
は
、
何
か
に
却
し
て
意
味
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。
根
拠
づ
け
は
、
こ
の
意
味
づ
け
の
作
業
で
あ
り
、
意
味
が
成
立
す
る
場
面
が
ど
こ
に
あ
る

の
か
を
示
そ
う
と
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。



し
た
が
っ
て
、
根
拠
の
探
求
に
お
い
て
真
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
世
界
の
事
実
存
在
の
根
拠
で
は
な
く
世
界
が
、
意
味
あ
る
も
の
と
し
て
、

理
解
可
能
な
も
の

と
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
の
根
拠
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
世
界
一
般
の
意
味
と
同
時
に
、
世
界
内
的
な
個
々
の
存
在
者
の
意
味
が
、
ど
こ
に
基
づ
い
て
い
る
か
を

探
求
す
る
こ
と
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

世
界
の
意
味
を
、

し
た
が
っ
て
論
理
を
基
礎
づ
け
て
い
る
は
ず
の
も
の
が
無
制
約
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
は
、
有
限
的
な
も
の
は
根
拠
を
自
己
自
身
以
外
の

も
の
に
も
っ
と
レ
う
論
理
に
基
づ
レ
て
レ
る
。
こ
の
こ
と
が
、
循
環
に
な
ら
な
い
た
め
に
、

シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
「
堕
落
L

と
い
い
、

思
惟
の
「
飛
躍
L

と
い
う
。
現
実
的

世
界
の
根
拠
は
、
絶
対
界
で
あ
る
、

と
は
ト
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
絶
対
界
の
必
然
的
帰
結
が
現
実
的
世
界
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
墜
落
が
、
対
像
の
自
由
に
よ
っ
て

生
じ
る
(
〈
H
h
(
)
)

と
は
、

ま
さ
に
こ
の
こ
と
で
あ
る
。
自
由
は
発
動
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
あ
く
ま
で
自
由
で
あ
っ
て
、
必
然
で
は
な
い
。
因
果
関
係
は
、
常

に
こ
の
よ
う
に
偶
然
的
、
あ
る
い
は
一
方
的
で
あ
る
。
原
因
も
、
結
果
も
、
郎
自
的
に
見
れ
ば
独
立
し
た
出
来
事
で
あ
り
、
あ
る
原
菌
、
が
あ
る
結
果
を
も
た
ら
す
か
も
た

ら
さ
な
い
か
、

と
い
う
こ
と
は
そ
の
原
因
に
と
っ
て
は
偶
然
的
で
あ
り
、
あ
る
結
果
が
他
で
も
な
い
そ
の
原
因
か
ら
し
か
生
じ
な
い
か
、

と
い
う
こ
と
も
ま
た
確
定
し
が

た
い
。
し
か
し
、
自
己
自
身
を
、
何
も
の
か
の
結
果
で
あ
る
、

と
認
識
し
た
知
に
と
っ
て
、
自
分
自
身
に
は
、
自
分
自
身
以
外
の
と
こ
ろ
に
原
因
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ

け
が
必
然
的
で
あ
る
。
そ
し
て
向
特
に
、
知
の
内
容
で
あ
る
個
々
の
現
実
的
な
存
在
者
全
体
の
原
盟
が
そ
の
知
の
外
に
あ
る
と
い
う
こ
と
も
、
必
然
的
で
あ
る
。

シ
ェ
リ
ン
グ
初
期
か
ら
の
執
助
な
有
限
性
の
確
認
は
、
自
己
自
身
の
外
な
る
根
拠
へ
の
還
帰
で
あ
っ
た
。
自
ら
の
超
越
論
的
過
去
を
意
識
的
に
た
ど
り
な
お
す
、
と
い

わ
れ
た
想
起
は
、
自
ら
の
根
拠
、
す
な
わ
ち
、
意
味
へ
の
超
出
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

門注〕シ
ェ
リ
ン
グ
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
以
下
に
よ
り
、
巻
数
(
ロ
ー
マ
数
字
)
、
ペ
ー
ジ
数
(
ア
ラ
ビ
ア
数
字
)
を
本
文
中
に
部
庄
で
示
し
た
。
引
用
文
中
の
傍
点
は
原
文
の
ゲ
シ
ュ
ベ
ル
ト
、

〔
]
内
は
引
用
者
の
補
足
を
示
す
。

34.一ミミ
h
P
5
.
志
向
ぎ
h
o
h
e
p
q
警
句
♀
ミ
ぎ
怒
川
泣
き
叫
h
n
b
同
事
、
同
司
君
、
出
gm-
〈
。
ロ
町
内
・
明
・
〉
・

rzEロ
ぬ
峰
山
門
戸
門
広
岡
門
戸
∞
印
。

1
5
2・

(
l
)
司

E
Z
P
H高
室
。
湾
、
∞
仏
〉
i

∞∞(い・

(
2
)
芸
術
は

J
大
才
に
よ
っ
て
の
み
可
能
巳
Z

5

5
仏
ロ
ロ
円

E
R
U
0
2
5
5芯
口
の
ど

(
E
h
N
ω
)
な
活
動
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
産
出
活
動
と
産
出
物
主
の
「
無
限
の
矛
屑
L
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シ
ス
と
し
て
の
哲
学

四

(
与
(
げ
)
を
合
一
で
き
る
の
は
、
「
天
才
」
に
の
み
よ
る
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
シ
ェ
リ
ツ
ン
グ
の
い
う
天
才
と
は
、
無
意
識
的
活
動
と
意
識
的
活
動
が
対
立
し
つ
つ
、
協
働
し
て
、

何
ご
と
か
を
産
出
す
る
こ
と
で
あ
り
、
特
定
の
個
人
や
理
想
的
な
人
間
を
意
味
し
て
は
い
な
い
の
で
、
自
常
的
な
活
動
に
お
い
て
も
、
こ
の
協
働
が
あ
ら
わ
れ
る
か
ぎ
り
、
原
則
的
に

は
誰
に
で
も
美
的
誼
観
は
可
能
で
あ
る
(
口
F
8
0
)
。

(
3
)
出
山
口
印
司
日
一
向
p

bに
~
刊
誌
円
b
b
S
司、丸町可む円山内同町、
γ
ω
E
2
m町内同門門同市山、吋
myω
・5
2同・

(
4
)
司
5
5
F
〉ゐ・
0
・w
印
-
H
h
片山・

(
5
)
明
日
5
F
〉・

ω-cwω-Hhg・

(
6
)
町

5
5
F
開
ぴ
門
戸

(
7
)
拙
論
「
シ
ェ
リ
ン
グ
に
お
け
る
自
然
と
知
的
産
観
」
筑
波
大
学
『
哲
学
・
思
想
論
集
』
一
九
号
、
一
九
九
三
年
。

(
8
)
拙
論
「
シ
ェ
り
ン
ク
に
お
け
る
堕
落
論
」
筑
波
大
学
哲
学
・
思
想
学
会
『
哲
学
・
思
想
論
叢
』
八
号
一
九
九

O
年。

(
9
)
こ
れ
に
先
立
つ

J
出
術
の
哲
学
』
(
一
八

O
一
己
、
コ
子
阿
川
論
』
(
一
八

O
三
)
も
、
す
で
に
生
じ
て
し
ま
っ
た
こ
と
と
し
て
の
謹
落
を
基
礎
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。

(
刊
)
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
『
哲
学
と
宗
教
』
の
第
二
章
「
有
限
的
事
物
の
絶
対
者
か
ら
の
由
来
、
お
よ
び
そ
の
絶
対
者
へ
の
関
係
し
を
、
プ
ラ
ト
ン
の
第
二
書
簡
と
さ
れ
て
レ
る
文
献
か
ら
の

引
用
で
始
め
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
、
意
図
的
な
読
み
換
え
、
あ
る
い
は
誤
訳
が
な
さ
れ
て
い
る
。
シ
ェ
リ
ン
グ
の
引
用
は
次
の
通
り
。
「
し
か
し
、
お
お
、
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ

ウ
ス
と
ド

l
り
ス
の
息
子
よ
。
君
の
投
げ
か
け
た
問
い
、
す
べ
て
の
災
い
の
恨
拠
は
何
か
、
と
い
う
問
い
は
、
い
っ
た
い
何
と
い
う
関
い
な
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
こ
の
間
い

の
と
げ
こ
そ
、
魂
に
生
来
備
わ
っ
て
い
る
も
の
だ
。
だ
か
ら
、
こ
の
と
げ
を
抜
き
去
っ
て
し
ま
わ
な
い
も
の
は
、
決
し
て
本
当
に
は
真
理
に
与
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
」
。
岩
波
版

全
集
に
よ
る
長
坂
公
一
訳
を
以
下
に
あ
げ
る
。
コ
」
の
問
い
方
こ
そ
、
い
や
、
も
っ
と
ひ
ど
い
の
は
、
こ
の
問
い
方
を
め
ぐ
っ
て
精
神
の
内
に
生
ず
る
煩
悶
こ
そ
が
、
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ

ー
も
!
と

オ
ス
と
ド
り
ス
の
間
の
愛
し
子
よ
、
あ
ら
ゆ
る
不
幸
の
国
を
な
す
も
の
な
の
で
あ
り
、
こ
の
煩
悶
を
取
り
除
か
ず
し
て
は
、
何
び
と
も
と
う
て
い
、
真
実
と
い
う
も
の
に
実
際
に
触
れ

る
わ
け
に
い
か
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」
(
戸
ωと
。
こ
の
文
の
直
前
に
述
べ
ら
れ
た
間
い
が
神
に
と
っ
て
不
幸
の
原
因
で
あ
る
、
と
い
う
文
脈
が
、
悲
の
根
拠
は
向
か
と
レ
う
間

い
、
と
い
い
変
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
言
い
醤
え
が
、
ど
の
よ
う
な
意
図
に
基
づ
く
の
か
は
明
ら
か
で
あ
る
に
し
ろ
、
た
と
え
ば
『
国
家
』
篇
ω
一
ぷ
〉
以
下
の
よ
う
な
部
分
で
は
な
く
、

あ
え
て
こ
の
文
献
を
引
用
し
た
意
図
は
不
明
で
あ
る
。

(
日
)
「
シ
ェ
リ
ン
グ
は
『
感
性
界
へ
の
堕
落
』
で
、
時
間
空
間
的
な
世
界
の
成
立
を
考
え
て
い
た
の
で
は
な
く
、
人
間
的
な
視
点
に
お
け
る
、
人
間
の
、
純
粋
に
感
性
的
な
も
の
へ
の
『
堕

落
ら
で
あ
る
」
o
Z
2
2
F
H耳
目
山
口
ω:ω
忌
ミ
~shhNUE~huheE同門出向司有と円三円町、司、
U
D
ω
ω
σ
5
0江
戸

ゆ

日

hFWω
・3
・

持
本
稿
は
平
成
六
年
度
筑
波
大
学
学
内
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
費
に
よ
る
研
究
の
一
部
で
あ
る
。



Die Philosophie als Anamnese 

一一-'Anamnesis' bei Schelling 

Yuko TAKAO 

"Die Philosophie ist insofern fur das ich nichts anderes als eine Anamnese， Er-

innerung dessen， was es in seinem allgemeinen (seinem vorindividuellen) Seyn gethan 

und gelitten hat“. In den Vorlesungen Zur Geschichte der neuereη PhuosoPhie hat 

Schelling seines System des transzendentalen Idealismus kurz als Anamnese zusammen-

gefasst. Wenn man in Bezug auf Platonische anamnesis bei Menon wie Phaidon diese 

W orte Schellings uberlegt， so sollen sie sich nicht als einen blosen Mythos halten 

lassen， sondern als die Probleme der Begrundung des Wissens， besonderes des trans-

zendentalen Denkens. Denn wenn die Philosophie das Wissen des ¥iVissens ist， so11 die 

Anamnese， die Platon als die Erklalungsgrund dessen， wie das Wissen， das Unwis-

sende zu untersuchen， mδg1ich ist， erzahlt hat， die Philosophie selbst sein. 

Und bei Schel1ing bedeutet die Philosophie das Verfahren， das Dasein der Welt zu 

erklalen， mit andern W orten， den Sinn der v司Telt zu erklalen， insofern ist sie sogar die 

Begrundung des Sinn der Welt. Die Philosophie ist daher das Verfahren， das erlautert， 

wie und wo das Sinn entsteht. 

哲
学
・
思
想
論
集
第
二
十
号

五
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