
デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
け
る
歴
史
的
理
性
批
判
の
構
想
(
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デ
ィ
ル
タ
イ
は
そ
の
八
十
年
近
く
の
生
涯
の
う
ち
で
、
膨
大
な
量
の
哲
学
的
.
歴
史
的
心
理
学
的
解
釈
学
的
著
作
、
論
摘
を
残
し
た
が
、

そ
こ
に
、

そ
れ
ら
の
作
品
を
貫

い
て
全
体
的
統
了
百
?
え
て
い
る
理
念
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
庇
史
的
四
位
性
批
判
」
(
}
ハ
ユ
丘
町
己

2
7
2
gユ
ω
の
百
戸
〈
σ門
口
「

5
3
の
構
想
で
あ
る
。

一
八
八
三
年
に
発
表

さ
れ
た
最
初
の
主
著
『
精
神
科
学
序
説
』
(
以
下
『
序
説
』
と
略
記
)

は
、
そ
の
起
草
の
時
代
に
「
新
し
い
理
性
批
判
」
の
課
題
の
必
要
性
が
語
ら
れ
、

ま
た
こ
の
作
品

冒
頭
の
ヨ
ル
ク
伯
へ
の
献
常
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

も
と
も
と
歴
史
的
理
性
批
判
と
い
う
表
題
の
も
と
に
構
想
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
『
序
説
』
第
一

巻
序
文
の
中
で
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
続
け
て
第
二
巻
を
発
表
す
る

こ
と
を
予
告
し
て
い
る
の
で
、

」
れ
は
全
二
巻
の
大
部
の
著
作
に
な
る
は
ず
の
も
の
で
あ
っ
た
。
第
一
巻

は
「
個
々
の
精
神
科
学
の
概
観
」
と
「
精
神
科
学
の
基
礎
と
し
て
の
形
而
上
学
」
の
二
部
か
ら
成
り
、
第
二
巻
は
、

そ
の
予
告
に
よ
れ
ば
、
「
現
代
ま
で
の
認
識
論
の
労

作
の
叙
述
と
評
価
」
と
「
精
神
科
学
の
認
識
論
的
基
礎
づ
け
」
を
含
む
は
ず
の
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、

こ
の
第
二
巻
は

0

フ
ラ
ン
は
ほ
ぼ
完
成
し
て
い
た
と
い
わ
れ

る
が
、

し
か
し
実
際
に
は
中
断
し
遂
に
刊
行
さ
れ
る
に
は
到
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
以
後
の
デ
ィ
ル
タ
イ
の
研
究
は
、

」
の
第
二
巻
の
主
テ
!
マ
で
あ
る
「
精
神
科
学
の
認

識
論
的
基
礎
づ
け
」
を
め
ぐ
っ
て
、

こ
れ
を
完
成
さ
せ
る
た
め
の
準
備
研
究
と
い
う
意
味
を
も
っ
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
口
『
序
説
』
刊
行
の
ほ
ぼ
十
年
後
に
『
記
述

的
分
祈
的
心
理
学
の
構
想
』
(
一
八
九
四
年
、
以
下
、

心
理
学
論
稿
と
略
記
)
が
発
表
さ
れ
る
ま
で
の
期
間
を
、
『
序
説
』
第
二
巻
の
資
料
収
集
の
時
期
と
み
な
す
説

(
G

ま
た
こ
れ
以
後
の
諸
著
作
も
、
「
本
来
の
認
識
論
的
構
想
と
結
び
つ
い
て
い
て
、
『
序
説
』
第
一
巻
第
二
巻
と
共
に
、

(
1
)
 

れ
完
成
さ
れ
て
い
く
思
想
過
程
に
密
接
に
関
係
し
て
い
る
」
と
み
な
し
う
る
と
す
れ
ば
、
司
序
説
』
以
後
の
ほ
ぼ
全
作
品
、
研
究
は
、

、
ッ
シ
ュ
)
も
あ
り
、

そ
の
端
初
が
一
一
層
拡
大
さ

」
の
で
序
説
』
あ
る
い
は
歴
史
的
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デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
け
る
歴
史
的
理
性
批
判
の
構
想
口

七。

理
性
批
判
の
構
想
を
続
行
し
完
成
す
る
た
め
の
補
完
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
最
晩
年
の
作
品
『
精
神
科
学
に
お
け
る
歴
史
的
世
界
の
構
成
』
(
一
九
一

O
年
、
以
下

『
構
成
』
と
略
記
〕
の
中
で
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
彼
が
精
神
科
学
の
方
法
論
的
根
拠
と
し
た
体
験
、
表
現
、
理
解
の
一
一
一
つ
の
構
造
を
語
る
に
先
立
っ
て
、

も
う
一
度
く
り
返

し
て
、
自
分
の
課
題
が
歴
史
的
理
性
批
判
と
名
づ
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る

(
の
い
ぜ
そ
一
一

'
S
]
)
こ
と
を
み
て
も
、
歴
史
的
理
性
批
判
は
、
デ
ィ

ル
タ
イ
の
思
想
生
涯
全
体
の
核
心
を
な
す
中
心
テ
!
マ
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

B 

グ
レ

i
一
ア
ュ
イ
、
七
ン
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
「
結
腸
デ
ィ
ル
タ
イ

全
集
。
の
全
巻
は
、
総
合
表
題
、
す
な
わ
ち
精
神
科
学
序
説
も
し
く
は
歴
史
的
理
性
批
判
と
い
う
表
題
を
つ
け
る
こ
と
が
で
、
き
る
」

(
C・
ωu/一
一
ゆ
/
「
)
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の

基
本
構
想
は
、
『
構
成
』
論
文
お
よ
び
そ
の
周
辺
の
草
稿
論
文
に
お
い
て
一
応
の
結
実
を
み
た
と
は
い
え
、

な
お
完
全
な
形
で
は
実
現
さ
れ
な
い
ま
ま
に
終
っ
た
。

と
こ
ろ
で
「
序
説
』
か
ら
心
理
学
論
考
に
到
る
時
期
と
、
こ
の
論
稿
以
後
『
構
成
』
に
到
る
時
期
と
の
間
に
は
、
精
神
科
学
の
基
礎
づ
け
を
め
ぐ
っ
て
、
或
る
思
想
的

転
換
が
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
そ
れ
は
簡
単
に
い
え
ば
、

心
理
学
的
基
礎
づ
け
の
構
想
か
ら
、
心
理
学
に
対
す
る
懐
疑
と
そ
れ
の
克
服
へ
の
転
換
で
あ
る
。
そ
し
て
、
デ
ィ

ル
タ
イ
が
心
理
学
的
基
礎
づ
け
の
限
界
を
自
覚
し
心
理
学
を
克
服
し
て
、
晩
年
の
『
構
成
』
論
文
に
お
い
て
歴
史
的
理
性
批
判
の
大
よ
そ
の
輪
郭
を
提
示
す
る
に
到
る
こ

の
転
換
の
過
程
で
、
こ
の
基
本
構
想
に
と
り
わ
け
大
き
な
影
響
を
与
え
た
も
の
と
し
て
、

フ
ッ
サ

i
ル
と
へ

i
ゲ
ル
の
哲
学
の
受
容
の
問
題
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
思
う
。
と
く
に
フ
ッ
サ

i
ル
の
意
味
論
と
へ
!
ゲ
ル
の
「
生
」
の
概
念
の
受
容
で
あ
る
。
こ
れ
が
デ
ィ
ル
タ
イ
の
構
怨
を
新
た
な
形
成
へ
と
促
進
し
つ
つ
、

し

か
し
同
時
に
ま
た
、
晩
年
の
構
想
を
特
徴
づ
け
、

ま
た
問
題
を
は
ら
む
も
の
に
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
本
稿
で
は
、

か
か
る
阿
哲
学
受
容
に
よ
る
デ
ィ
ル
タ
イ
の
構
惣

の
特
妹
性
と
問
題
点
を
、

主
と
し
て
ブ
ッ
サ

i
ル

を
中
心
に
し
て
考
え
て
み
た
い
。

デ
ィ
ル
タ
イ
は
一
八
七

O
年
頃
「
私
は
宗
教
的
性
質
の
人
間
で
は
な
い
」
と
し
て
、
自
分
の
立
場
を
「
歴
史
的
客
観
性
」
の
立
場
と
特
徴
づ
け
て
い
る
よ
う
に
、
基
本

し
か
も
そ
れ
は
か
な
り
包
括
的
な
意
味
で
そ
う
い
え
る
の
で
あ
り
、

(
2
)
 

学
主
義
と
反
科
学
的
理
想
主
義
の
時
代
思
潮
に
対
し
て
は
デ
ィ
ル
タ
イ
独
自
の
立
場
を
保
持
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

的
に
は
科
学
的
実
証
主
義
の
精
神
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
と
い
え
る
が
、

'
r
L
L
l
d
己半、
μ十
コ
ノ
ル
パ
限
月
ヰ
e

一
寸
ノ

H'φ
不必
h
i
、一一

fu
一「ニコ

n-十

エ
ア
マ

i
ス
は
前
期
ベ
ル
リ
ン
時
代
の
デ
ィ
ル

そ
れ
を
、
意
識
の
構
成
的
役
割
を
重
視
す
る
が
ゆ
え
に
、

(
3
)
 

唯
物
論
と
は
な
ら
な
い
実
在
論
と
、
現
実
の
所
与
に
思
想
を
帰
せ
し
め
る
が
ゆ
え
に
主
観
主
義
と
は
な
り
え
な
い
観
念
論
と
の
総
合
の
立
場
だ
と
説
明
し
て
い
る
。

タ
イ
の
立
場
を
、

ト
レ
ン
デ
レ
ン
フ
ル
ク
か
ら
影
響
を
受
け
た

E
g
]円
。
己
訪
日
の
立
場
冗
と
特
徴
ゴ
つ
け
て
、

'-
e._ 
J 



し
た
立
場
は
、

こ
れ
以
後
の
デ
ィ
ル
タ
イ
の
思
想
を
も
、
根
底
の
と
こ
ろ
で
規
定
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

さ
て
デ
ィ
ル
タ
イ
は

シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
!
の
解
釈
学
、

ト
レ
ン
プ
レ
ン
ブ
ル
ク
の
観
念
論
批
判
、
一
ブ
ン
ケ
に
代
表
さ
れ
る
歴
史
学
派
の
肢
史
認
識
、

さ
ら
に
は

ヘ
ル
ダ
ー
や
ゲ

i
テ
の

の
理
念
に
大
き
な
影
響
を
受
け
つ
っ
こ
れ
を
批
判
的
に
接
取
し
て
、
精
神
科
学
の
基
礎
づ
け
の
課
題
を
確
認
し
て
い
く
の
で
あ
る
が
、

さ

ら
に
、
自
己
の
構
想
を
確
か
な
も
の
に
し
て
い
く
た
め
に
は
、

な
お
と
く
に
十
九
世
紀
後
半
の
め
ま
ぐ
る
し
く
変
転
す
る
思
潮
と
包
括
的
に
対
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。

へ
!
ゲ
ル
左
派
の
現
実
的
分
解
以
後
の
唯
物
論

つ
ま
り
モ
!
レ
ス
コ
ッ
ト
や
ビ
ュ
ヒ
ナ
!
に
代
表
さ
れ
る
生
物
学
的
唯
物
論
、
六
十
年
代
か
ら
七
十
年
代
に
か

け
て
自
然
科
学
の
み
な
ら
ず
人
文
、
社
会
科
学
に
ま
で
大
、
ぎ
な
衝
撃
を
与
え
た
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
、

ま
た
リ
!
プ
マ
ン
、

ラ
ン
ゲ
な
ど
実
証

の
系
譜
に
属
す
る
初
期

新
カ
ン
卜
学
一
派
な
ど
、

そ
れ
ら
の

に
よ
る
形
而
上
学
的
精
神
的
概
念
の
放
透
、
す
な
わ
ち
精
神
と
意
識
の
「
自
然
化
」
の
傾
向
に
対
し
て
、
デ
ィ
ル
タ

イ
は
自

の
立
場
に
立
ち
つ
つ
も
、

こ
れ
を
時
代
の
危
険
な
徴
候
、
文
化
の
疎
外
で
あ
る
と
し
て
、
「
進
歩
-
へ
の
最
悲
の

は
、
実
り

か
な
過
去
の
成
果
と

手
を
切
る
こ
と
だ
」
(
や

ω
w
v
p
g
)
と
い
っ
て
箸
告
し
た
。
ま
た
一
八
七

0
年
代
の
後
半
か
ら
次
第
に
強
ま
っ
て
く
る
、
実
証
主
義
、

へ
の
反
動
、
懐
疑
、

す
な
わ
ち
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ド
や
リ
ッ
ケ
ル
ト
に
代
表
さ
れ
る
後
期
新
カ
ン
ト
学
派
や
、
「
十
年
間
モ
ッ
ト
ー
と
さ
れ
た
八
カ
ン
ト
に
帰
れ
〉
が
姿
を
消
し
て
、

フ
ィ
ヒ

ア

シ
ェ
リ
ン
グ
に
、

へ
!
ゲ
ル
に
帰
れ
が
登
場
す
る
」
(
ヴ
イ
ン
デ
ル
パ
ン
ド
)

と
さ
れ
る
、

オ
イ
ケ
ン
な
ど
の
新
理
想
主
義
、

さ
ら
に
ニ

l

チ
ェ
や
ベ
ル
グ
ソ
ン
な

ど
の
生
の
哲
学
、

こ
れ
ら
の
主
張
に
対
し
て
デ
ィ
ル
タ
イ
は
何
ほ
ど
か
共
感
を
示
し
つ
つ
も
、
精
神
の
自
然
化
と
い
う
誤
ま
っ
た
科
学
主
義
を
否
定
し
て
、

そ
の
代
り
に

同
じ
誤
ま
っ
た
主
観
主
義
を
代
入
す
る
こ
と
の
危
険
を
警
告
し
て

」
れ
ら

い
感
情
と
主
観
性
の
唆
昧
さ
」

に
対
し
て
科
学
的
知
識
は
擁
護
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ

と

(
C
・∞w
H

J
〉

N
O
Q
)

を
説
い
た
。
客
観
主
義
と
主
観
主
義
、
科
学
的
合
理
主
義
と
非
合
理
的
理
想
主
義
と
い
っ
た
向
極
の
振
幅
を
悟
れ
動
く
、
乙
れ
ら
近
代
か
ら
現
代
へ

の
過
渡
期
の
潮
流
と
の
対
決
の
中
で
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
自
己
の
立
場
と
構
想
を
検
証
し
、

そ
し
て
ま
す
ま
す
基
本
構
想
の
必
要
性
を
確
信
し
て
い
っ
た
口
精
神
科
学
の
基

礎
づ
け
と
い
う
課
題
に
と
っ
て
、
こ
れ
ら
思
想
の
う
ち
で
も
と
り
わ
け
ず
ィ
ル
タ
イ
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
は
、

フ
ェ
ヒ
ナ

l

ヘ
ル
ム
ホ
ル
ツ
な
ど
の
心
理
学
で

あ
っ
た
。

し
か
し
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
彼
ら
の
心
理
学
を
規
定
し
て
い
る
科
学
主
義
、
す
な
わ
ち
精
神
現
象
を
個
々
の
要
素
に
分
解
し
て
、

そ
れ
を
科
学
的
国
築
関
係
に
よ

っ
て
説
明
す
る
「
説
明
的
心
理
学
」
(
開
門
芝
山
日
出
号

3
U
1
0
y
o
E忠
立
を
批
判
し
て
、

そ
れ
に
対
し
て
、
人
間
の
精
神
生
活
全
体
を
構
造
連
関
と
し
て
扱
う
、
構
造
的
な

「
記
述
的
心
理
学
」
(
出

2
0
7
3
F
S宏
司
毛
与
己
認
芯
)
を
提
示
す
る
。
か
か
る
心
理
学
に
よ
る
精
神
科
学
の
基
礎
づ
け
の
可
能
性
を
問
う
こ
と
が
、
一
ア
ィ
ル
タ
イ
の

構
想
の
出
発
点
で
あ
っ
た
。
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デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
け
る
歴
史
的
理
性
批
判
の
構
想
。

，じ

と
こ
ろ
で
精
神
科
学
と
は
、
厳
密
に
は
精
神
静
科
学
で
あ
り
、
精
神
諸
科
学
の
基
礎
づ
け
と
は
、
精
神
諸
科
学
を
成
立
さ
せ
る
根
源
的
な
理
性
意
識
の
権
能
と
能
力
限

界
を
吟
味
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
精
神
諸
科
学
を
学
的
に
基
礎
守
つ
け
る
こ
と
を
内
容
と
し
て
い
る
。
こ
れ
が
歴
史
的
理
性
批
判
と
よ
ば
れ
る
の
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
い
て

は
生
(
戸
与

g)
は
歴
史
性
に
お
い
て
あ
り
、
歴
史
を
通
じ
て
認
識
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
、

そ
の
認
識
論
は
札
件
理
性
批
判
で
は
な
く
て
、
腕
山
史
跡
理
性
批
判
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る

D

し
た
が
っ
て
精
神
諸
科
学
の
基
礎
づ
け
の
課
題
は
、
歴
史
的
理
性
の
権
能
と
妥
当
範
囲
を
批
判
、
検
証
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
れ
が
い
か
に

し
て
精
神
諸
科
学
の
知
の
客
観
性
を
構
成
し
う
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
デ
ィ

ル
タ
イ
は
次
の
よ
う
に
諮
っ
て
い
る
。

「
か
か
る
精
神
的
世
界
は

一
方
で
は
、
把
握
す

る
主
観
の
創
造
で
あ
る
が
、

し
か
し
他
方
、

そ
の
精
神
の
運
動
は
精
神
的
世
界
に
お
け
る
客
観
的
知
識
の
獲
得
を
め
ざ
し
て
い
る
。

か
く
て
わ
れ
わ
れ
は
、
主
観
に
お
け

る
精
神
的
世
界
の
構
成
が
い
か
に
し
て
精
神
的
現
実
の
〔
客
観
的
〕
知
識
を
可
能
に
し
う
る
か
、
と
い

う
課
題
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
る
。
私
は
か
つ
て
こ
の
課
題
を
股

史
的
理
性
批
判
と
名
づ
け
た
」
(
の
・

ω噌
〈
戸

SH)
。
深
い
影
響
を
受
け
た
カ
ン
ト
と
同
じ
よ
う
に
、
認
識
作
用
の
主
観
性
が
い
か
に
し
て
認
識
内
容
の
普
遍
妥
当
的
な
客

観
性
を
獲
得
す
る
か
を
理
性
批
判
と
し
て
、

し
か
し
カ
ン
ト
と
ち
が
っ
て
、

歴
史
に
お
け
る
理
性
批
判
と
し
て
問
う
こ
と
が
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
説
題
で
あ
っ
た
口

デ
ィ
ル
タ
イ
の
理
性
批
判
は
、
歴
史
を
生
み
出
す
も
の
が
人
間
の
「
生
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
生
か
ら
出
発
す
る
。
生
は
も
ち
ろ
ん
生
物
学
的
生
命
で
も
、
プ
ラ
グ
マ

テ
ィ
、
ス
ム
の
扱
う
生
活
で
も
な
く
、

ま
た
形
而
上
学
的
意
味
の
宇
宙
的
世
界
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
、

7
C
寸しま、

・
4
F
Vサ
ペ

』
U
・‘

い
わ
ば
舵
史
の
根
拠
と
も
い
う
べ
き
企
体
的
生
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
股
史
に
お
け
る
始
源
と
終
末
を
想
定
し
た
と
こ
ろ
か
ら
意
味
づ
け
ら
れ
た
り
、
先
験
的
な
絶
対
的
理
念
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
則
一
念
の

〈
あ
ら
わ
れ
V
と
し
て
構
成
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
の
な
い
、
前
学
問
的
な
「
な
ま
の
あ
り
さ
ま
」
(
問
。

}
J

さ
え
さ
(
一
)
で
あ
る
。

「
と
こ
ろ
で
、

」
の
生
と
い
う
大
い
な
る

事
実
は
、

わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
精
神
科
学
の
出
発
点
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
哲
学
の
出
発
点
で
あ
る
。
し
か
し
、

」
の
事
実
に
対
し
て
わ
れ
わ
れ
が
は
じ
め
て
立
ち
向
う

と〉ざ、

こ
の
事
実
に
学
問
、
が
ほ
ど
こ
し
た
加
工
以
前
の
と
こ
ろ
に
立
ち
帰
り
、
こ
の
事
実
そ
の
も
の
を
な
ま
の
あ
り
さ
ま
で
把
保
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
」

(
0
・ω4
〈
口

ロ
同
)
。
さ
て
、

こ
の
学
問
以
前
の
生
が
い
か
に
し
て
学
的
知
に
も
た
ら
さ
れ
る
か
と
い
う
問
い
が
、
デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
い
て
は
、
生
の
内
在
的
自
己
理
解
が
い
か
に
し
て

普
通
的
知
識
と
し
て
の
歴
史
的
経
験
に
ま
で
高
め
ら
れ
る
か
と
い
う
形
で
問
い
す
す
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
生
の
分
祈
を
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
ま
ず
心
理
学
的
方
法
に

お
い
て
、
す
な
わ
ち
生
の
構
造
の
心
理
的
「
内
的
経
験
」
の
事
象
と
し
て
扱
お
う
と
し
た
。
し
か
し
前
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
試
み
は
一
八
九
四
年
の
心
理
学
論
稿
を
境

に
し
て
中
断
さ
れ
る
。

デ
ィ
ル
タ
イ
に
こ
の
試
み
の
中
断
を
余
儀
な
く
さ
せ
た
背
景
と
し
て

ミ
ッ
シ
ュ
は
次
の
よ
う
な
事
情
を
あ
げ
て
い
る
。
づ
歴
史
理
論
に
お
け
る
論
理
的
に
熟
達
し
た



批
判
主
義
の
登
場
、
こ
れ
と
並
ん
で
:
:
:
彼
の
身
近
か
に
い
る
心
理
学
の
擁
護
者
か
ら
『
構
想
』
に
加
え
ら
れ
た
予
期
せ
ぬ
攻
撃
と
、

困
難
の
度
を
増
す
老
年
の
疲
労
の

徴
候
へ
の
不
安
な
ど
が
、

こ
れ
に
関
係
し
て
い
る
」
(
の
・

ω噌
〈
ゅ
の
凶
〈
出
)
。
『
構
想
』
と
は
前
述
ヨ
山
述
的
分
祈
的
心
理
学
に
関
す
る
構
想
』
を
さ
す
が
、

」
の
記
述
的

心
理
学
の
立
場
を
主
張
す
る
論
文
に
対
し
て
、

心
理
学
者
エ
ビ
ン
グ
ハ
ウ
ス
か
ら
徹
底
的
な
批
判
と
攻
撃
が
加
え
ら
れ
た
。
「
予
期
せ
ぬ
攻
撃
」
と
は
こ
の
こ
と
を
さ
す

(
4
)
 

こ
の
批
判
は
「
デ
ィ
ル
タ
イ
に
、
人
間
的
に
も
理
論
的
に
も
深
い
衝
撃
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
」
。
他
方
「
批
判
主
義
の
登
場
」
と
は
、
主
と
し
て
ヴ
イ
ン
デ
ル

が、パ
ン
ド
の
.
テ
イ
ル
タ
イ
批
判
を
さ
す
。

心
理
学
と
歴
史
理
論
の
両
者
か
ら
、
デ
ィ
ル
タ
イ
が
ま
さ
し
く
両
者
を
結
合
し
よ
う
と
し
た
論
理
そ
の
も
の
に
攻
撃
が
加
え
ら
れ

た
の
で
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
一
方
に
お
い
て
、
現
実
的
生
の
心
理
学
的
抽
象
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
生
の

般
形
式
と
し
て
の
「
同
形
性
」
(
の

Z
E
μ
3
3
J庁
一
升
巴
門
)

と

生
の
生
動
性
と
の
整
合
性
を
示
す
こ
と
、
他
方
で
、

心
的
連
関
が
い
か
に
歴
史
の
現
実
的
形
態
に
到
達
し
う
る
か
を
示
す
こ
と
を
、
迫
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
精
神

科
学
の
基
慌
づ
け
と
い
う
構
想
の
要
石
に
か
か
わ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
老
年
の
疲
労
に
加
え
て
、
構
想
の
再
検
討
を
迫
ら
れ
て
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
こ
れ
以
後
一
九

O
五
年

頃
に
改
め
て
自
己
の
構
想
に
着
手
す
る
ま
で
ほ
ぼ
十
年
間
「
沈
黙
の
時
代
」
を
余
犠
な
く
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
外
的
要
因
に
触
発
さ
れ
て
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
う
ち
に
心
理
学
的
方
法
へ
の
懐
疑
が
、
そ
れ
も
新
た
な
心
理
学
の
形
成
の
た
め
の
懐
疑
で
は
な
く
、
精
神
科

〈

5
)

学
の
心
理
学
的
基
礎
づ
け
の
有
効
性
へ
の
疑
念
が
生
じ
て
き
た
は
ず
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

(
ご
体
系
的
歴
史
的
精
神
科
学
は
、

そ
れ
が
確
実
な
成
果
を
あ
げ
る
た
め
に

心
理
学
を
前
提
と
す
べ
き
か
否
か

(
一
一
)
学
的
確
実
性
は
心
理
的
事
実
の
分
析
に
依
存
す
る
か
、

(
三
)
体
験
の
生
動
性
と
心
理
的
事
象
の
概
念
把
慢
と
は
、

ど
の
よ
う

に
整
合
す
る
か
な
ど
、

心
理
学
的
方
法
そ
の
も
の
に
対
す
る
包
括
的
な
問
題
が
生
じ
て
き
た

(
の
・
印
"
〈
出
ゅ
〈
H
H
)

。

え
」
て

い
わ
ば
こ
の
心
理
学
を
め
ぐ
る
ア
ポ
リ
ア
を
打
開
す
る
契
機
を
与
え
た
の
が
、

フ
ッ
サ
!
ル
の
哲
学
で
あ
っ
た
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
「
沈
黙
の
時
代
」

九

O
O
l
一
九

O
一
年
に
発
表
さ
れ
た
フ
ッ
サ
i
ル
の
『
論
理
学
研
究
』
を
集
中
的
に
研
究
し
て
、
生
の
構
造
連
関
の
思
想
を
、
生
の
生
動
性
に
関
係
つ
け
る
と
共
に
、

な

お
か
つ
客
観
性
を
も
ち
う
る
生
の
認
識
の
可
能
性
を
、
こ
こ
に
見
い
出
す
の
で
あ
る
。
か
く
て
心
理
学
論
稿
以
後
「
十
年
後
に
な
っ
て
は
じ
め
て
、

ブ
ッ
サ
I

ル
の

『
論
理
学
研
究
』
の
生
き
生
き
と
し
た
影
響
も
あ
っ
て
、
彼
は
中
断
し
て
い
た
研
究
を
再
開
し
た
」
(
の
・

ωu
〈
w

(

リ
同
〈
口
)
。

デ
ィ
ル
タ
イ
が
心
理
学
的
方
法
を
脱
却
し
て
以
後
と
り
わ
け
強
調
す
る
の
は
、
生
は
「
関
係
」
の
刻
印
を
受
け
て
い
る
、

と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
の
用

哲
学
・
思
想
論
集

第
九
号

七



デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
け
る
庇
史
的
理
性
批
判
の
構
想

ω

七
lZ.9 

認
で
は
、

こ
れ
は
、
生
は
「
連
関
」

(
N
C
S
5
5
3古
山
口
問
)

で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
体
験
と
理
解
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
に
対
し
て
現
わ
れ
る
も
の
の
総
体
が
、

人
類
を
包
括
す
る
連
関
と
し
て
の
生
で
あ
る
」
(
の
・

ωw
〈

戸

広
]

)

0

連
関
と
は
、
或
る
存
在
と
或
る
存
在
と
の
間
の
関
係
や
結
合
作
用
、
結
合
状
態
で
は
な
く
、
結
合
を

成
り
立
た
せ
て
い
る
結
合
の
恨
底
、

つ
な
が
り
そ
の
も
の
で
あ
る
。
連
関
は
、
諸
関
係
の
根
底
的
総
体
性
を
表
わ
す
概
念
で
あ
る
。
「
連
関
」
は
後
期
に
な
っ
て
は
じ
め

て
あ
ら
わ
れ
る
概
念
で
は
決
し
て
な
い
が
、
実
は
フ
ッ
サ

l
ル
の
『
論
理
学
研
究
』
に
出
会
っ
て
、

そ
こ
に
新
し
い
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

ガ
ダ
マ
ー
は

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
フ
ッ
サ

l
ル
の
分
析
に
よ
っ
て
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
は
じ
め
て
構
造
を
因
果
連
関
か
ら
区
別
す
る
こ
と
を
学
」
び
、

意
識
の
志
向
性
の
説
に
よ
っ
て
、
所
与
性
の
概
念
の
新
し
い
基
礎
づ
け
を
与
え
ら
れ
、
「
意
識
は
つ
ね
に
す
で
に
連
関
の
う
ち
に
あ
り
、

そ
れ
自
身
の
存
在
を
連
関
の
思

念
の
う
ち
に
も
っ
て
い
る
」
こ
と
の
意
味
の
重
大
さ
を
学
ん
だ
。
そ
し
て
、
「
こ
の
作
用
連
関
か
ら
立
ち
あ
ら
わ
れ
て
く
る
と
こ
ろ
の
意
味
(
出
包

2
2口
問
)
の
慨
念
を
、

(
6
)
 

デ
ィ
ル
タ
イ
は
結
局
フ
ッ
サ

l
ル
の
『
論
理
学
研
究
』
を
も
っ
て
完
成
し
た
の
で
あ
る
」
と
。
一
附
与
性
と
連
関
、
連
関
そ
れ
自
体
に
お
け
る
「
意
味
」
の
形
成
を
、
デ
ィ

ル
タ
イ
は
フ
ッ
サ
!
ル
に
学
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
デ
ィ
ル

タ
イ

に
と
っ
て
は
一
画
期
的
」
意
味
を
も
っ
て
い
た
。
「
私
が
現
実
的
な
い
し
批
判
的
客
観
的
方
向
を

と
る
自
分
の
認
識
論
の
基
礎
づ
け
を
続
行
し
よ
う
と
す
る
時
、
私
が
は
っ
き
り
言
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
認
識
論
の
叙
述
の
評
価
の
点
で
画
期
的
な
ブ
ッ
サ

ー
ル
の
『
論
理
学
研
究
』
に
ど
れ
ほ
ど
多
く
の
こ
と
を
負
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」

(
C
-
P
〈
戸
広
)
。

さ
て
、
デ
ィ
ル
タ
イ
が
一
九

O
七
i

一
九
一

O
年
に
書
い
た
と
さ
れ
る

(の・
ωwi〈
戸
〈
円
)
「
知
の
構
造
連
関
」
(
ワ
2
・
ω
c
d
E
E
N
C
S
B日
g
E口
問
巳

g
J
ξ
5
2
ω
)

と
い
う
論
稿
は
、

直
接
フ
ッ
サ
l

ル
の
意
味
論
に
言
及
し
て
い
る
口
デ
ィ
ル
タ
イ
は
こ
の
論
稿
の
中
で
、
『
論
理
学
研
究
』
第
二
巻
の
第
一
論
文
「
表
現
と
意
味
」
の
、

と
く
に
「
意
味
志
向
」
(
白
色

2
Eロ
ぬ
巴

Eg--OHMS)
と
「
意
味
充
実
」
(
∞
怠

2
2兵
忠
正
三
一
言
問
)

を
と
り
'
め
げ
て
、

フ
ッ
サ

i
ル
の
言
葉
を
川
引
用
し
つ
つ
そ
れ
を
展

閉
し
て
以
下
の
よ
う
に
諮
っ
て
い
る
。

表
現
と
は
「
あ
ら
ゆ
る
言
説
お
よ
び
ι
一
一
口
説
の
部
分
で
あ
り
、

ま
た
そ
れ
と
本
質
的
に
同
種
の
記
号
で
あ
る
」
(
フ
ッ
サ
!
ル
、

論
理
学
研
究
第
二
巻
一
一
一

O
頁
)
。
そ
し

て
こ
れ
ら
表
現
は
、
こ
れ
が
或
る
も
の
を
意
味
す
る
と
い
う
こ
主
に
よ
っ
て
、
他
の
種
類
の
記
号
か
ら
区
別
さ
れ
る
。
「
わ
れ
わ
れ
が
ま
ず
心
理
学
的
記
述
の
立
場
に

た
て
ば
、
意
味
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
た
表
現
(
号
円

ω
宮
口
Z
Z
U
Z
〉
ロ
包
さ
の
]
内
)

の
具
体
的
現
象
は
一
方
の
、
表
現
が
そ
の
物
理
的
側
面
に
し
た
が
っ
て
構
成
さ
れ

る
、
そ
の
物
理
的
現
象
と
、
他
方
の
、
表
現
に
意
義
(
∞

&
2
Z口
問
)

を
与
え
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
直
観
的
充
実
を
与
え
る
諸
作
用
に
分
か
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
し

て
こ
れ
ら
の
諸
作
用
の
中
で
、
表
現
さ
れ
た
対
象
性
へ
の
関
係
が
構
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
」
(
論
理
学
研
究
第
二
巻
三
七
頁
)
。
表
現
が
こ
の
よ
う
に
対
象
性
に
関
係
す



る
か
さ
り
、
表
現
は
何
か
を
思
念
し
て
い
る
口
表
現
が
こ
の
関
係
を
、
現
前
の
、
あ
る
い
は
現
前
化
さ
れ
た
直
観
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
、
体
験
に
お
い
丈
遂
行
す
る

か
ぎ
り
、
名
辞
と
命
名
さ
れ
た
も
の
と
の
関
係
は
、
「
意
味
充
実
」
の
形
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る

(
問
書
第
一
一
巻
、
一
ニ
八
頁
)
。

し
か
も
表
現
の
物
理
的
現
象
と
表
現
の

思
念
さ
れ
た
対
象
的
な
も
の
へ
の
関
係
と
は
、
単
な
る
共
在

(
N
G
8
5
2
8
)
、
同
時
的
な
も
の
で
は
な
く
、
内
的
統

で
あ
る
。
そ
の
統
一
の
性
格
を
な
す
の
は

わ
れ
わ
れ
は
言
語
表
象
を
体
験
し
て
い
る
間
は
、
単
語
の
表
象
の
う
ち
に
い
る
の
で
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
単
一
訟
の
意
味
な
い
し
意
味
作
用
の
遂
行
の
う
ち
に
生
き
て
い

る
と
い
う
こ
1
乙
で
あ
る

(
一
ニ
九
真
)
。

わ
れ
わ
れ
の
関
心
は
思
念
さ
れ
た
対
象
に
属
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
直
観
的
一
一
一
一
口
諮
表
象
か
ら
、

そ
の
機
能
に
し
た
が
っ
て
対

象
に
及
び
、
対
象
を
指
示
す
る
。
名
併
を
名
辞
が
意
味
す
る
対
象
に
関
係
づ
け
、
こ
の
関
係
を
対
応
す
る
直
観
を
通
し
て
完
全
に
遂
行
す
る
体
験
は
、

し
'
に
、
が
っ
て
一

つ
の
統
一
を
な
し
て
お
り
、

そ
し
て
こ
の
統
一
は
、
意
味
の
本
質
の
う
ち
に
あ
る
関
係
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
(
の

'ω¥〈
戸
谷

jS)

ブ
ッ
サ

i
ル
に
お
い
て
は
、
表
現
が
単
な
る
語
音
で
は
な
く
、
「
意
味
(
辺
ロ
ロ
)

に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
た
語
音
で
あ
る
以
上
一
、
そ
の
表
現
に
お
け
る
本
質
作
用
が
「
意

味
賦
与
作
用
」
(
任
。
宮
号

E
5
3
5「
一
色
一
括
互
の
と
え
ぬ
)

な
い
し
「
意
味
志
向
」
と
よ
ば
れ
、

ま
た
「
意
味
充
実
作
用
」
あ
る
い
は
「
意
味
充
実
」
と
は

io

明、-、.

，
山
出
中
川
河
北
心

向
を
充
実
し
」
「
そ
れ
に
よ
っ
て
去
現
の
対
象
関
係
を
顕
在
化
す
る
点
で
、
表
現
に
対
し
て
論
理
的
に
根
本
的
な
関
係
に
あ
る
作
用
」
で
あ
っ
て
、
「
認
識
統
一
な
い
し
充

(
7〕

実
統
一
と
い
う
形
で
意
味
賦
与
作
用
と
融
合
す
る
作
用
」
の
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
司
カ
ダ
マ
!
の
述
、
ベ
る
ご
と
く
、

フ
ッ
サ

l
ル
に
お
い
て
は
、
意
識
の
志
向
的
対

象
は
い
か
な
る
現
実
的
な
心
的
事
実
で
も
な
く
、

イ
デ
ア
ル
な
統
一
、
思
念
さ
れ
た
も
の
そ
の
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
に
よ
っ
て
、

イ
デ
ア
ル
な
一
つ
の
意
味
と
い
う
概
念

が
論
理
的
心
理
主
義
の
偏
見
か
ら
守
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、

(8) 

び
っ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
た
の
で
あ
る

D

す
な
わ
ち
、
表
現
は
本
質
的
に
意
味
賦
与
作
用
も
し
く
は
意
味
志
向
で
あ
り
、

こ
の
分
析
か
ら
、
構
造
は
因
果
連
関
と
は
異
な
り
、

し
か
も
構
造
連
関
が
意
味
概
念
に
結

そ
し
て
こ
の
意
味
志
向
が
、
対
象
性

に
関
係
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
か
ぎ
り
で
意
味
充
実
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
、
こ
の
こ
と
が
、
デ
ィ
ル
タ
イ
が
フ
ッ
サ

l

ル
か
ら
読
み
と
っ
た
主
題
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、

こ
の
意
味
論
を
自
己
の
「
生
」
の
哲
学
の
中
に
読
み
こ
ん
で
い
く
の
で
あ
る
。
コ
ア
ィ
ル
タ
イ
に
と
っ
て
は
、
意
味
は
論
理
的
概
念
で
は
な
く
、
生
の
表
現
と

(9) 

し
て
理
解
さ
れ
る
」
。
し
た
が
っ
て
意
味
論
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
い
て
次
の
よ
う
な
形
で
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
え
る
。

は
、
前
述
の
ご
と
く
歴
史
の
根

拠
と
も
い
う
べ
き
全
体
的
生
で
あ
り
、

そ
し
て
デ
ィ
ル
タ
イ
に
と
っ
て
「
表
現
」
(
〉

5
巳
「
に
の
片
)

と
は
こ
の
生
の
表
現
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
「
生
の
客
観
態
」
(
。
σす
片
江
‘

s
t
oロ
巳
g
F
m
w
c
g
ω
)
も
し
く
は
「
客
観
的
精
神
」
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
表
現
に
お
け
る
意
味
志
f

同
が
対
象
性
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
と
は
、
生
の

現

で

あ

り

哲
学
・
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生
の
部
分
で
も
あ
る
生
の
客
観
態
が
、
こ
の
全
体
的
生
と
し
て
の
対
象
性
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
口
そ
し
て
、
部
分
と
し
て
の
生
の
客
観
態
は
つ
ね
に

全
体
と
し
て
の
生
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
意
味
充
実
を
遂
行
し
う
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
、
生
は
、
部
分
と
全
体
と
の
関
係
に
お
い
て
意
味

充
実
を
遂
げ
て
い
く
連
関
H
意
味
連
関
と
し
て
把
え
ら
れ
、
生
の
理
解
は
、

全
体
的
生
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
お
い
て
ま
す
ま
す
意
味
充
実
を
遂
行
し
て
い
く
、

そ

の
部
分
を
通
し
て
行
な
わ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
生
は
そ
れ
自
体
連
関
で
あ
り
、

こ
の
生
の
客
観
化
と
は
、
個
別
的
生
の
単
な
る
抽
象
化
、
普
遍
化
で
は
な
く
、
意
味
の

充
実
、
意
味
の
形
成
で
あ
り
、
意
味
違
関
の
形
成
で
あ
る
。
生
は
、
連
関
そ
の
も
の
の
う
ち
に
お
い
て
意
味
を
産
出
す
る
「
創
造
的
生
L

で
あ
る
。
そ
し
て
か
か
る
意
味

形
成
の
所
産
が
生
の
客
観
態
、
客
観
的
精
神
と
よ
ば
れ
る
。
部
分
の
理
解
が
全
体
に
い
き
っ
き
、

ま
た
全
体
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
部
分
は
意
味
を
形
成
す

る。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
部
分
と
全
体
と
の
関
係
に
お
け
る
意
味
論
を
、
吋
構
成
続
行
計
画
の
第
一
論
文
の
中
で
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
一
意
味
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
生
の
諸

部
分
と
全
体
と
の
関
係
を
あ
ら
わ
ず
が
、

そ
の
関
係
は
生
の
本
質
に
根
拠
を
も
っ
」

(
C
・ω
U
5
F
N
ω
ω
)
、
さ
ら
に
こ
の
こ
と
を
文
章
に
お
け
る
単
語
の
意
味
の
関
係
と
し

て
、
「
意
味
と
は
、
生
の
中
で
そ
の
諸
部
分
が
全
体
に
対
し
て
有
す
る
特
殊
な
関
係
の
様
態
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
意
味
を
文
章
に
お
け
る
単
語
の
意
味
と
同
じ
く
、

記
憶
や
未
来
の
可
能
性
に
よ
っ
て
認
識
す
る
」
(
の
・
戸
〈
戸
民
ピ
)
。
個
々
の
単
語
は
そ
れ
ぞ
れ
何
ら
か
の
規
定
さ
れ
た
意
味
を
も
ち
、

そ
れ
ら
の
結
合
か
ら
文
章
の

味
が
場
か
れ
る
が
、

し
か
し
文
章
の
窓
味
は
個
々
の
単
誌
の
意
味
の
単
な
る
集
積
で
は
な
く
、
全
体
と
し
て
の
文
章
が
単
誌
の
意
味
を
充
実
さ
せ
、

そ
の
充
実
せ
ら
れ
た

現ミ
カl

ま
た
文
章
に
作
用
し
て
い
く
。
「
全
体
と
部
分
の
間
に
は
相
互
作
用
が
成
り
立
ち
、

そ
の
作
用
に
よ
っ
て
意
味

(ω
百
三

の
未
規
定
性
、
意
味
の
可
能
性
お
よ

び
個
々
の
単
誌
が
〈
規
定
さ
れ
る
〉
」
(
の

'ω噌

15-Nω
日
)
。
意
味
の
未
規
定
性
、
が
〈
規
定
さ
れ
る
〉
と
は
、
全
体
へ
の
関
係
づ
け
に
お
け
る
意
味
の
新
た
な
現
わ
れ
の
こ

と
で
あ
る
。
単
語
と

の
関
係
と
同
じ
よ
う
に
、
著
者
に
よ
っ
て
表
出
さ
れ
た
、
生
の
客
観
態
と
し
て
の
作
品
も
、

つ
ね
に
全
体
と
し
て
の
生
の
連
関
に
関
係
づ
け
ら

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
意
味
充
実
を
遂
げ
て
い
く
。

し
た
が
っ
て
作
品
の
解
釈
と
は
、
部
分
の
全
体
へ
の
関
係
づ
け
、
す
な
わ
ち
作
品
を
全
体
的
生
の
連
関
に
関
係
づ
け
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
作
品
の
う
ち
に
た
ち
現
わ
れ
て
く
る
意
味
連
関
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。

生
の
客
観
化
と
は
パ
前
述
の
ご
と
く
、
単
な
る
個
別
性
の
止
揚
や
普
遍
化
で
は
な
く
、

全
体
へ
の
志
向
に
お
い
て
絶
え
ず
意
味
充
実
を
遂
げ
て
い
く
形
成
で
あ
り
運
動

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
生
そ
の
も
の
が
か
か
る
連
関
と
し
て
の
運
動
で
あ
る
こ
と
、

そ
れ
ゆ
え
に
、
精
神
科
学
の
認
識
の
問
題
は
、

つ
ね
に
意
味
を
充
実
す
る

(
と
い

う
こ
と
は
、
生
の
意
味
を
自
己
に
お
い
て
形
成
し
て
い
く
)
運
動
の
所
産
と
し
て
の
客
観
態
を
認
識
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
生
の
客
観
態
の
構
造
の
う
ち
に
働
く
連
関
の



認
識
で
あ
る
こ
と
を
、

デ
ィ
ル
タ
イ
は
フ
ッ
サ
!
ル
の
意
味
論
か
ら
自
己
の
精
神
科
学
の
課
題
の
中
に
く
み
入
れ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
端
的
に
部
分
と
全
体

に
お
け
る
「
関
係
」
概
念
の
問
題
で
あ
っ
た
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
精
神
科
学
の
基
礎
づ
け
の
課
題
と
し
て
、
「
精
神
科
学
の
領
域
に
お
い
て
、

所
与
に
も
と

ご
つ
い
て
普
遍
妥

当
的
な
知
識
を
成
立
さ
せ
る
連
関
の
一
般
的
性
格
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
」
(
の
・

ω.
〈

戸

ロ
C
)

を
あ
げ
た
の
で
あ
る
が
、

」
れ
は

フ
ッ
サ

l
ル
の
意
識
の
イ

デ
ア
リ
テ

l
ト
の
証
明
を
以
上
の
よ
う
な
意
味
連
関
に
お
い
て
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
心
理
学
を
克
服
し
て
解
決
さ
れ
う
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
「
精
神
科
学
が

扱
う
包
括
的
な
事
実
は
生
の
客
観
態
で
あ
る
」
(
の
・

ω司
〈
戸
区
∞
)
、
か
、

こ
の
客
観
態
は
生
の
部
分
で
あ
り
、
そ
の
か
ぎ
り
生
の
固
定
で
あ
る
も
の
の
、
全
体
的
生
へ
の

関
係
づ
け
を
つ
ね
に
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
同
時
に
生
の
生
動
性
を
表
現
し
、

か
つ
表
現
さ
れ
た
所
産
と
し
て
、

そ
こ
に
、
客
観
的
知
が
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で

あ
る
。さ

て
、
精
神
科
学
の
も
う
一
つ
の
課
題
で
あ
る
「
精
神
的
世
界
の
構
成
」

に
お
い
て
、

こ
の
意
味
連
関
は
「
作
用
連
関
」
(
宅
E
g
p
m
ω
さ
ω
Eーロヨ

g
g
Z
)
と
し
て

川
町
示
さ
れ
る
。
「
精
神
的
位
界
を
作
用
連
関
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
と
し
て
理
解
す
る
」
(
の
・

ωw
〈
戸
工
∞
)

」
と
に
よ
っ
て
、
精
神
的
世
界
は
構
成
さ
れ
る
。

作
用
連
関
は
、

生
の
デ
ュ
ナ

l

i
ッ
シ
ュ
な
運
動
を
表
わ
す
概
念
で
あ
る
が
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
作
用
連
関
の
創
造
的
性
格
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
「
精

神
が
作
用
連
関
と
し
て
あ
り
、
把
慢
に
も
と
.
、
つ
い
て
価
値
を
生
み
目
的
を
実
現
す
る
の
は
、
時
と
場
合
に
よ
っ
て
そ
う
な
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、

そ
れ
こ
そ
精
神

の
構
造
な
の
で
あ
る
。
私
は
こ
れ
を
精
神
的
作
用
連
関
の
内
在
的
目
的
論
的
性
枯
と
呼
ぶ
」
(
の
・

ω噌
〈
戸

5
ω
)
D
「
内
在
的
目
的
論
的
」
と
と
い
う
の
は
、
連
関
が
外
部

か
ら
考
え
出
さ
れ
た
り
、
構
成
さ
れ
た
り
す
る
の
で
は
な
く
、

そ
れ
自
体
に
お
い
て
意
味
を
産
出
す
る

(
価
値
を
定
立
し
目
的
を
実
現
す
る
)
創
造
的
性
格
を
も
っ
と

い

う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、

際
史
的
世
界
は
個
人
、
文
化
体
系
、
家
族
・
社
会
・
国
家
な
ど
の
外
的
組
織
、

さ
ら
に
時
代
に
到
る
ま
で
そ
の
全
体
が
、
こ

れ
ら
作
用
連
関
の
世
界
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
個
人
は
知
性
、
感
情
、
意
志
の
構
造
連
関
と
し
て
あ
り
、

」
の
連
関
に
お
い
て
独
自
の
価
値
を
定
立
し

目
的
の

実
現
に
向
か
う
が
、
そ
の
倒
人
は
、
さ
ら
に
個
人
を
結
え
た
よ
り
大
き
な
社
会
的
歴
史
的
連
関
の
中
に
く
み
こ
ま
れ
て
、
「
歴
史
的
世
界
か
ら
影
響
を
受
け
、

そ

の

影

響

下
に
自
己
を
形
成
し
、

そ
し
て
再
び
こ
の
歴
史
的
世
界
に
作
用
し
か
え
す
」
(
の
・

ω・
〈
戸
立
∞
)

と
い
う
作
用
連
関
に
お
い
て
、
個
人
に
の
み
妥
当
す
る
意
味
は
次
第
に

共
向
性
、
普
遍
性
を
帯
び
た
も
の
へ
と
転
化
す
る
。
こ
の
創
造
さ
れ
た
意
味
の
も
つ
共
向
性
の
体
験
を
媒
介
に
し
て
さ
ら
に
意
味
が
形
成
さ
れ
る
と
い
う
、
作
用
連
関
の

展
開
の
う
ち
で
、
生
の
個
別
的
表
現
は
絶
え
ず
止
揚
さ
れ
て
一
一
層
の
共
同
性
、
普
遍
性
を
実
現
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
作
用
連
関
に
お
け
る
表
出
さ
れ
た
共
同

性
と
い
う
点
に
、

理
解
な
い
し
認
識
成
立
の
可
能
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。
「
個
々
の
生
の
表
出
は
い
ず
れ
も
、
こ
の
客
観
的
精
神
の
国
に
お
い
て
は
、
あ
る
共
同
的
な
も
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の
を
い
い
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
す
べ
て
の
言
語
、
す
べ
て
の
文
章
、
す
べ
て
の
身
振
り
や
礼
儀
、
す
べ
て
の
芸
術
作
品
、
す
べ
て
の
歴
史
的
行
為
が
理
解
可
能
と
な
る
の

は
、
共
向
性
、
が
そ
れ
ら
に
お
い
て
自
己
を
表
出
す
る
者
と
理
解
す
る
者
と
を
結
び
つ
け
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
個
々
人
は
つ
ね
に
共
同
性
の
領
域
に
お
い
て
体

験
し
、
考
え
、
行
動
す
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
領
域
に
お
い
て
の
み
理
解
す
る
の
で
あ
る
」
(
の
・

ω咽
〈
戸
広
告
)
。

躍
史
的
世
界
を
或
る
絶
対
理
念
か
ら
規
制
的
に
構
成
す
る
こ
と
を
拒
否
し
て
、
歴
史
内
在
主
義
の
立
場
か
ら
構
成
し
よ
う
と
す
る
デ
ィ
ル
タ
イ
に
と
っ
て
、
こ
の
作
用

連
関
の
思
想
は
核
心
を
な
す
原
理
で
あ
る
。
全
体
的
生
は
、
現
実
的
に
は
創
造
的
作
用
連
関
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
生
と
は
作
用
連
関
で
あ
る
。
個
々
人
は
時
代
精

神
と
共
同
精
神
に
授
さ
れ
た
歴
史
的
側
人
で
あ
り
、

モ
パ
し
つ
〉
問
中
間

E
f一、

y
a
u
i
l
/
l
f
J
」」

目
的
実
現
に
よ
る
歴
史
的
世
界
に
お
い
て
お
り
な
す
作
用
通
関
そ
の
も
の
を
、
或
る
理
念
を

前
促
し
て
構
成
す
る
の
で
は
な
く
、

そ
れ
自
体
に
お
い
て
理
解
す
る
こ
と
、

し
か
も
、
作
用
連
関
の
内
在
的
形
成
作
用
と
形
成
さ
れ
た
も
の
と
の
意
味
論
的
問
一
性
に
お

い
て
、

そ
こ
か
ら
「
あ
ら
ゆ
る
概
念
的
思
考
を
駆
使
し
て
、
川
制
定
し
た
も
の
、

不
変
な
も
の
を
取
り
出
す
こ
と
「
(
の
・
戸
〈
戸

E
S
、

」
れ
が
精
神
的
世
界
の
構
成
の
根

底
を
な
し
て
い
る
。
こ
の
歴
史
内
在
の
立
場
を
徹
底
し
て
い
く
か
に
み
え
る
デ
ィ
ル
タ
イ
の
歴
史
認
識
は
、

し
か
し
な
が
ら
、

な
お
い
く
つ
か
の
問
題
を
成
し
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。川↓

生
は
わ
れ
わ
れ
に
対
し
て
、

そ
れ
自
体
と
し
て
全
体
的
に
与
え
ら
れ
て
い
な
い
以
上
、
生
の
肘
一
界
は
或
る
理
念
と
し
て
形
成
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
デ
ィ
ル
タ
イ
に

お
い
て
は
、
そ
れ
が
作
用
連
関
で
あ
っ
た
。
作
用
連
関
は
生
の
現
実
で
あ
る
と
共
に
、
学
の
対
象
で
も
あ
り
、

ま
た
方
法
概
念
で
も
あ
る
。

し
か
し
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
忠

想
の
核
心
を
な
す
こ
の
生
と
作
用
連
関
、

お
よ
び
こ
れ
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
構
想
は
、
次
の
よ
う
な
問
題
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
口

〆'ー、与

一
、、F ノ

作
用
連
関
の
意
味
形
成
は
、

歴
史
的
世
界
に
お
い
て
い
わ
ば
無
限
に
続
く
運
動
で
あ
る
と
い
え
る
口
と
こ
ろ
が
生
の
客
鋭
態
は
生
の
こ
の
不
断
の
運
動
の
同
定

で
あ
る
か
ぎ
り
、

そ
の
場
合
に
は
客
観
的
知
は
可
能
と
な
り
う
る
も
の
の
、

の
生
動
的
通
勤
を
疎
外
す
る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
こ
の
運
動
を
そ
の
ま
ま
に
把
え
よ
う
と

す
る
か
ぎ
り
、
作
用
連
関
に
お
け
る
歴
史
的
世
界
の
構
成
は
完
結
し
な
い
。
と
い
う
の
も
ー
生
そ
の
も
の
、
が
閉
じ
ら
れ
完
結
し
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
口
デ
ィ
ル

タ
イ
の
場
合
に
は
、
生
の
運
動
と
生
の
回
定
の
間
を
揺
れ
動
き
つ
つ
、
結
局
は
、
生
の
運
動
を
生
の
国
定
H

の
客
観
態
の
う
ち
に
と
り
こ
み
、

そ
し
て
、
生
の
客
観
態

に
つ
い
て
の
認
識
の
拡
大
が
客
観
的
普
通
的
知
を
可
能
に
す
る
と
い
う
主
旨
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
生
の
近
似
的
理
解
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
「
わ
れ
わ
れ
は
、

た
だ
絶
え
ざ



る
接
近
と
い
う
形
で
し
か
生
を
理
解
し
な
い
」

(PωW15HWNω
小
)
の
で
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
自
身
が
「
相
対
性
か
ら
全
体
性
へ
」
の
途
上
に
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た

(ω〉

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
歴
史
主
義
の
問
題
と
も
い
え
る
が
、
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
歴
史
と
哲
学
の
間
を
、

歴
史
を
徹
底
し
て
い
く
こ
と
で
解
決
し
よ
う
と
す
る
場
合
の
重

大
な
問
題
を
提
起
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

，--司、、

-‘ 

一、、ーノ

こ
の
こ
と
は
ま
た
、
全
体
と
部
分
の
問
題
と
も
重
な
っ
て
く
る
。
生
の
客
観
態
の
把
握
と
は
、

全
体
的
生
を
部
分
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
で
あ
る
。
全
体
を
予

想
し
つ
つ
理
解
す
る
こ
と
が

部
分
の
認
識
の
前
民
条
件
と
な
る
が
、

し
か
し
、
部
分
を
認
識
し
な
け
れ
ば
全
体
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
。
ミ
の
全
体
と
部
分
の
「
循
環
」

(
N
訂
}
ハ
巴
)

は
、
ど
の
よ
う
に
解
決
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
た
こ
の
こ
と
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
掲
げ
る
方
法
、
す
な
わ
ち
「
理
念
的
体
系
的
構
成
と
歴
史
的
方
法
」

の
問
題
に
も
重
な
っ
て
く
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
「
理
念
構
成
と
歴
史
的
知
識
と
は
相
互
に
影
響
を
及
ぼ
す
。
歴
史
的
知
識
が
発
展
し
た
経
過
は
、

こ
の
位
界
の
理
念
構
成

を
理
解
す
る
た
め
の
手
が
か
り
を
与
え
、

理
念
構
成
は
惟
史
の
理
解
を
深
め
る

(の・印
w

〈
口
湖
∞
∞
)
と
詰
る
が
、
こ
の
場
合
に
も
理
念
と
歴
史
の
循
環
が
あ
る
。

U

「

J
q
'
レ

ニ
J

P

/

タ
イ
は
こ
の
よ
う
な
循
療
を
、
部
分
的
相
対
性
と
し
て
の
歴
史
か
ら
そ
の

(
札
)

実
在
性
」
と
し
て
の
生
日
作
用
連
関
に
還
帰
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
決
し
よ
う
と
し
た
。
「
作
用
連
関
は
、

に
ま
で
進
み
、

そ
こ
に
お
い
て
部
分
と
全
体
の
結
合
で
あ
る
「
汲
み
尽
し
が
た
き
創
造
的

一
と
多
、

全
体
と
部
分
、
構
成
作
用
と
相
互
作
用
の
関
係
に

よ
っ
て
は
汲
み
尽
さ
れ
な
い
特
別
な
性
質
を
示
ず
い
(
の
・

ω唱
〈
戸
川
包
)
。

し
か
し
、
デ
ィ
ル
タ
イ
が
こ
う
し
て
還
帰
し
て
く
る
生
な
い
し
作
用
連
関
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の

め
ざ
す
客
観
的
知

i
l
ガ
ダ
マ
ー
は
こ
れ
を
「
デ
ィ
ル
タ
イ
を
魅
惑
し
て
い
る
認
識
論
的
デ
カ
ル

と
よ
ん
で
い
る
1
1
1
の
対
象
と
な
り
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

全
体
と
部
分
に
よ
っ
て
は
汲
み
尽
さ
れ
な
い
生
な
い
し
作
用
連
関
の
尽
さ
れ
が
た
さ
は
、

さ
ら
に
、
デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
い
て
「
生
」
概
念
の
一
一
義
性
の
問
題
に

か
か
わ
っ
て
く
る
。

シ
ュ
ル
ツ
は
ず
ィ
ル
タ
イ
の

の
折
日
尚
子
」

J
乞

の
形
而
上
学
一
と
よ
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、
生
は
「
デ
ィ
ル
タ
イ
に
と
っ
て
線
源
と
い
う
意
味

で
の
原
理
」
で
あ
る
が
、

そ
の
「
生
と
い
う
概
念
は
二
義
的
で
あ
る
こ
と
を
免
れ
て
い
な
い
」
と
述
べ
て
、
生
は
一
方
で
単
に
「
個
人
の
生
」
で
あ
り
な
が
ら
、
他
方

「
ま
さ
し
く
原
理
と
い
う
意
味
で
、
単
に
個
人
的
な
成
長
過
程
の
根
源
で
あ
る
ば
か
り
か
、
同
時
に
、
ま
た
と
り
わ
け
、

(
は
)

根
源
と
し
て
J

評
価
さ
れ
る
」
と
諮
る
の
で
あ
る
。
生
が
偲
的
生
を
表
わ
す
と
共
に
、
形
而
上
学
的
な
起
源
概
念
と
し
て
も
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
二
義
的
性
格
で
あ

〈
生
の
表
現
〉
で
あ
る
包
括
的
な
秩
序
連
関
の

る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
生
の
二
義
性
が
個
(
部
分
)

と
普
遍
(
全
体
)

の
関
係
を
不
明
瞭
な
も
の
に
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
個
は
、
作
用
連
関

そ
の
も
の
に
お
け
る
社
会
的
連
続
的
な
共
同
的
生
と
い
う
全
体
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
み
え
つ
つ
、
他
方
、
こ
の
共
同
的
生
を
さ
ら
に
根
源
に
お
い
て
基
礎
づ

け
て
い
る
、

い
わ
ば
基
体
的
生
に
い
う
全
体
に
関
係
す
る
よ
う
に
も
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
生
が
二
様
の
層
に
お
い
て
想
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

哲
学
・
思
想
論
集

第
九
号

d七
九



デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
け
る
歴
史
的
理
性
批
判
の
構
想
∞

/¥ 。

は
な
く
、
生
そ
の
も
の
が

重
一
の
意
味
内
容
を
帯
び
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
体
験
、
表
現
、
理
解
と
い
う
一
ニ
肢
構
造
を
も
っ
生
の
、
そ
の
裏
側

に
ま
わ
る
こ
と
を
拒
否
し
て
、
歴
史
内
在
的
立
場
か
ら
生
の
学
的
把
握
を
め
ざ
し
た
。

し
か
し
こ
の
生
が
、
単
に
部
分
の
集
積
に
お
い
て
は
到
り
え
な
い
「
汲
み
尽
し
が

た
き
」
全
体
と
い
う
、

い
わ
ば
汎
神
論
的
形
而
上
学
的
性
格
を
も
含
ん
で
い
て
、

そ
の
た
め
に
、
生
の
学
的
把
握
の
客
観
性
が
こ
の
生
の
二
義
性
に
お
び
や
か
さ
れ
る
と

い
う
面
を
も
つ
の
で
あ
る
。

デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
け
る
こ
の
生
の
二
義
性
の
背
景
に
は
、

お
そ
ら
く
フ
ィ
ヒ
テ
の

「
自
我
」
概
念
、
あ
る
い
は
へ

i
ゲ
ル
の
「
生
」
の
概
念
の
影
響
、
が
あ
る
よ
う
に
思

う
。
事
実
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
多
く
の
個
所
で
フ
ィ
ヒ
テ
の
「
自
我
」
に
言
及
し
、

そ
れ
を
独
創
的
な
概
念
だ
と
強
調
し
て
、

例
え
ば
「
自
我
は
実
体
、
存
在
、
所
与
で
は

な
く
、
生
、
活
動
、

エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
現
わ
れ
る
。
ま
た
彼
は
す
で
に
、

歴
史
的
世
界
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
概
念
を
形
成
し
て
い
た
」
(
の
・
伊
〈
戸

5
3
と
語
っ
て
い
る
。

他
方
ま
た
、
自
己
の
精
神
科
学
の
新
し
い
構
想
に

し
は
じ
め
た
と
き
、

フ
ッ
サ
!
ル
と
並
ん
で
集
中
的
に
研
究
し
た
初
期
へ

I
ゲ
ル
哲
学
の

の
概
念
が
、

"'" 

や
は
り
デ
ィ
ル
タ
イ
の

(
日
)

は
一
な
る
神
性
の
中
に
あ
る
が
ゆ
え
に
、
生
が
生
か
ら
別
れ
て
別
の
も
の
に
な
る
こ
と
は
な
い
」
と
へ

l
ゲ
ル
は
諮
っ
た
が
、

ー
ゲ
ル
の
哲
学
に
ひ
そ
む
形
而
上
学
的
性
格
を
強
く
批
判
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

に
大
き
な
影
を
落
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

へ
l
ゲ
ル
に
お
い
て
は
、
生
は
単
な
る
個

別
的
生
で
は
な
く
、

主
観
と
客
観
の
根
底
に
あ
っ
て
こ
れ
ら
に
浸
透
し
作
用
し
て
統
合
す
る
汎
神
論
的
基
体
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
汎
神
論
的
な
生
概

念
を
、

そ
の
ま
ま
デ
ィ
ル
タ
イ
の
「
生
」
に
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
デ
ィ
ル
タ
イ
が
そ
こ
に
或
る
共
感
を
示
し
た
こ
と
は
想
定
で
き
る
口

ノ
!
ル
は
、

デ
ィ
ル
タ
イ
の
『
へ

i
ゲ
ル
の
青
年
時
代
』
に
付
し
た
「
序
文
」
の
中
で
次
の
よ
う
に
詰
っ
て
い
る
。
「
『
精
神
科
学
序
説
』
と
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
た
一
連
の
研
究
と
は
、

や
は
り
一
貫
し
て
彼
を
へ

i
ゲ
ル
に
向
か
わ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
口
形
而
上
学
の
、

と
り
わ
け
発
展
史
的
汎
神
論
の
歴
史
と
、
歴
史
的
意
識
の
構
成
の
成
立
史
と
は
、

"'" 

ー
ゲ
ル
の
立
場
の
理
解
と
い
う
課
題
に
お
い
て
重
な
り
合
う
も
の
で
あ
っ
た
」

(
C
・ω・
コ
〉
〈
)
。
こ
の
へ

i
ゲ
ル
論
の
中
で
デ
ィ
ル
タ
イ
が
、
体
系
以
前
の
若
き
へ
!
ゲ

ル
の
歴
史
構
造
を
、

と
り
わ
け
「
生
」
に
注
目
し
て
、
全
一
な
る
生
が
分
裂
し
た
現
実
態
と
な
っ
て
再
び
自
己
に
還
帰
す
る
運
動
を
本
質
と
し
た
「
生
の
歴
史
」
と
し
て

特
徴
、
つ
け
て
い
る
こ
と
は
、
注
目
に
値
す
る
と
い
え
る
。
少
な
く
と
も
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の

が

フ
ィ
ヒ
テ
の
「
自
我
」
や
へ

i
ゲ
ル
の

の
も
つ
形
而
上
学

的
性
格
を
完
全
に
払
拭
し
え
て
い
る
か
否
か
を
間
わ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
が
、
歴
史
内
在
的
認
識
の
徹
底
と
確
立
と
い
う
デ
ィ
ル
タ
イ
の
立
場
を
問
題
を
は
ら
む
も
の
に

し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

(
四
)

前
述
の
よ
う
に
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
歴
史
認
識
の
問
題
は
、
結
局
は
客
観
的
精
神
の
「
類
型
」
の
学
に
い
き
っ
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

ガ
ダ
マ
!
は
デ
ィ
ル
タ



的
過
去
の
研
究
と
は
歴
史
的
経
験
と
し
て
で
は
な
く
、
解
明

イ
の
言
葉

「
単
語
の
文
字
の
よ
う
に
、
生
と
歴
史
は
一
つ
の
意
味
-V-
も
っ
て
い
る
」
(
の
・

ωゅ
〈
戸
自
由
)
を
引
き
合
い
に
出
し
て
「
結
局
デ
ィ
ル

タ
イ
に
お

い
て
は
、
歴
史

(
M
H
)
 

と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
」
と
諮
っ
て
い
る
。
生
と
歴
史
は
、

(
開
口
門
包
司
内
山
門
戸

5
m
)

一
冊
の
書
物
の
よ
う
に

「
迎
解
」
さ
れ
解
説
さ
れ
る
べ

き
対
象
で
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
に
と
っ
て
問
題
な
の
は
、
生
の
表
現
で
あ
り
、
表
現
の
浬
解
で
あ
る
口
生
の
理
解
は
生
の
表
現
の
理
解
で

あ
っ
て
、
生
あ
る
い
は
体
験
そ
れ
自
体
は
「
陛
史
的
位
界
の
原
細
胞
」

(
0
・ω・
〈
戸

5H)
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
は
、

そ
れ
が
自
己
を
表
出
し
て
表
現
に
到
る
プ
ロ

セ
ス
は
稀
稀
で
あ
る
。
舵
史
認
識
者
が
向
時
に
庇
史
的
存
在
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
歴
史
認
識
は
自
己
認
識
で
あ
る
と
い
う
視
座
に
お
い
て
形
成
さ
れ
た
デ
ィ
ル
タ
イ

の
歴
史
内
在
主
義
は

一
方
で
そ
の
豊
か
な
内
容
を
提
示
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

し
か
し
そ
れ
が
庇
史
の
解
説
な
い
し
解
明
と
い
う
発
想
の
中
で
、
人
間
の
自
己
表
出

と
い
う
創
造
的
活
動
の
認
識
を
稀
薄
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
生
の
体
験
が
自
己
を
表
現
し
て
客
観
的
精
神
を
表
出
し
て
い
く
、

そ
の
自
己
表
出
が
、
例

え
ば
へ

l
ゲ
ル
の
よ
う
に

一
つ
の
疎
外
で
あ
る
こ
と
を
提
示
し
え
て
は
い
な
い
。

へ
l
ゲ
ル
は
絶
対
精
神
と
い
う
普
遍
的
理
念
の
導
入
に
よ
っ
て
、

歴
史
的
世
界
に
お

け
る
自
己
表
出
、
か
つ
ね
に
疎
外
関
係
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
を
み
て
い
た
。

し
か
し
デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
い
て
は
、
客
観
的
精
神
は
解
説
の
対
象
と
な
る
生
の
客
観
的
形

態
、
す
で
に
形
成
さ
れ
た
形
態
と
し
て
平
版
化
さ
れ
て
い
て
、

そ
こ
で
は
、
そ
の
形
成
過
程
そ
の
も
の
、
あ
る
い
は
主
観
的
精
神
と
客
観
的
精
神
、
体
験
と
表
現
の
う
ち

に
展
開
さ
れ
る
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
構
造
は
捨
象
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
こ
に
デ
ィ
ル
タ
イ
の
静
寂
主
義
が
あ
る
と
い
え
る
。

デ
ィ
ル
タ
イ
の
作
用
連
関
を
核
心
と
す
る
歴
史
把
握
は
、

へ
!
ゲ
ル
の
観
念
論
的
歴
史
観
を
否
定
し
た
最
初
の
内
在
的
歴
史
観
の
一
つ
と
し
て
積
極
的
な
意
味
を
も
っ

も
の
で
あ
る
が
、

そ
こ
で
提
起
さ
れ
て
い
る
諸
問
題
が
さ
ら
に
、

控
史
認
識
と
解
釈
学
の
可
能
性
と
い
っ
た
包
括
的
な
観
点
に
立
っ
と
き
、

い
か
な
る
位
相
に
あ
る
の
か

を
見
き
わ
め
る
よ
う
な
試
み
を
、
改
め
て
考
え
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
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Diltheys Konzeption der Kritik der historischen Vernunft (II) 

一一DieAporien cles Stanclpunktes cler geschichtlichen Immanenz 哲
学
・
思
想
論
集

Tatsuo M[ZUNO 

Diltheys Plan cler psychologischen Gruncllegung cler Geisteswissenschaften， die er 

seit "Einleitung" (1883) entworfen hatte， wanclte sich nach cler Veroffentlichung der 

“Icleeが， (1894). 1m Prozes clieser唱 ¥Venclung，wo er sich cler Grenzen cler psychologト

schen Gruncllegung bewust war， uncl clen neuen U mris cler Kritik cler historischen 

Vernllnft schlieslich in dem“Allfball" (1910) Zll zeigen gekommen ist， hat es Diltheys 

Plan einen Einflus gegeben， das er die Philosophie von Husserl uncl Hegel， besonders 

Bedeutllngslehre von Husser! llnd Hegels Begriff“Leben" angenommen hat. Diese 

Annahme fりrderteseinen Plan Zllr nelleηForm ZLl bilclen， aber zllgleich macht sie 

allch seine spatere Konzeption problematisch. 

N un suche ich in cliesem Essy clas Problem uncl clie Besonderheit in der Diltheys 

Konzeption， clie von der Annahme clieser beiclen Philosophien chal・akterisiertist. 
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