
｛
、
一
…

へ
ー
ゲ
ル
の
「
現
実
性
」

概
念

『
小
論
理
学
』
に
よ
せ
て

泉
　
　
　
俊
　
宏

は
じ
め
に

　
へ
ー
ゲ
ル
が
そ
の
晩
年
、
一
八
二
〇
年
に
出
版
し
た
『
法
哲
学
』
の
序
文
に

「
理
性
的
な
も
の
は
現
実
的
で
あ
り
、
現
実
的
な
も
の
は
理
性
的
で
あ
る
」

と
い
う
有
名
な
命
題
が
見
え
る
。
こ
の
人
目
を
引
く
命
題
に
関
し
て
は
古

来
賛
否
両
面
か
ら
様
々
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
が
、
お
お
む
ね
「
多
く
の
人

に
驚
き
と
敵
意
と
を
お
こ
さ
せ
た
」
一
同
冨
｝
■
伽
⑦
一
の
で
あ
っ
た
。
こ

こ
で
言
う
「
敵
意
」
と
は
、
目
の
前
の
「
現
実
」
　
　
当
時
の
プ
ロ
イ

セ
ン
で
は
、
天
一
四
～
一
五
年
の
ウ
ィ
ー
ン
会
議
以
来
、
国
家
主
義
的
・
反
動

的
傾
向
が
進
捗
し
つ
つ
あ
っ
た
　
　
と
「
理
性
」
と
の
結
合
に
よ
り
現

実
を
絶
対
化
す
る
こ
と
に
対
す
る
警
戒
と
反
感
で
あ
る
。
同
じ
理
由
か
ら
、

後
の
世
で
も
へ
ー
ゲ
ル
を
「
反
動
的
」
と
見
る
傾
向
が
あ
り
、
彼
が
か
か

る
評
価
か
ら
本
格
的
に
脱
し
始
め
た
の
は
漸
く
最
近
の
こ
と
で
あ
る
。

　
け
だ
し
、
か
の
命
題
を
い
か
に
読
む
か
、
な
か
ん
ず
く
「
現
実
的
な
も

の
」
を
ど
う
と
ら
え
る
か
に
よ
っ
て
、
『
法
哲
学
』
全
体
を
ど
う
読
む
べ

き
か
が
左
右
さ
れ
て
く
る
。
ゆ
え
に
本
稿
は
、
へ
ー
ゲ
ル
の
「
現
実
」
認

識
の
解
明
に
向
け
て
一
定
の
視
座
を
確
保
す
る
こ
と
を
主
題
と
す
る
。
そ

の
目
的
の
た
め
に
、
こ
こ
で
は
『
エ
ン
ツ
ユ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』
第
一
編
一
い

わ
ゆ
る
『
小
論
理
学
』
一
の
第
二
部
「
本
質
論
」
・
「
O
．
現
実
性

オ
マ
巨
O
亭
①
岸
」
の
記
述
に
沿
っ
て
考
え
て
い
く
。
こ
れ
は
『
法
哲
学
』

の
精
言
に
お
い
て
『
法
哲
学
』
を
展
開
す
る
学
的
方
法
が
『
論
理
学
』
に

前
提
さ
れ
て
い
る
、
と
へ
ー
ゲ
ル
自
身
が
明
言
し
て
い
る
こ
と
一
〇
男
。

　
　
　
　
一
ユ
一

吻
N
一
に
よ
る
。

　
以
下
、
「
現
実
性
」
概
念
を
検
討
す
る
。

二
　
『
小
論
理
学
』

後
年
、
へ
ー
ゲ
ル
は
、

に
お
け
る
「
現
実
性
」
の
諸
契
機

『
エ
ン
ツ
ユ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』
一
第
二
版
一

へ
の
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序
文
一
同
冒
＜
．
伽
①
一
で
も
、
改
め
て
『
論
理
学
』
で
の
「
現
実
性
」
の

記
述
に
注
意
を
促
し
て
い
る
。
そ
こ
で
彼
は
「
現
実
性
」
を
「
現
存
在
し

て
は
い
る
偶
然
的
な
も
の
」
と
区
別
し
て
い
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
そ
こ

で
ま
ず
、
『
エ
ン
ツ
ユ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』
の
記
述
に
し
た
が
っ
て
「
現
実
性
」

が
い
か
に
成
立
す
る
か
を
、
そ
の
諸
契
機
を
一
瞥
し
つ
つ
考
え
て
い
く
。

　
「
現
実
性
」
と
い
う
規
定
は
『
小
論
理
学
』
第
二
部
「
本
質
論
」
の
第

三
節
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ま
で
の
「
有

論
」
お
よ
び
「
本
質
論
」
に
お
け
る
弁
証
法
的
運
動
が
こ
こ
に
お
い
て
合

流
し
て
い
る
の
だ
か
、
そ
こ
で
「
現
実
性
」
は
、
「
本
質
と
現
存
在
と
の

統
一
」
、
「
内
的
な
も
の
外
的
な
も
の
と
の
統
一
」
が
直
接
的
と
な
っ
た
も

の
、
と
定
義
さ
れ
て
い
る
（
穿
亭
竈
竃
一
。
読
者
は
、
こ
れ
に
先
立
つ

「
本
質
　
ミ
8
實
」
や
現
存
在
　
穿
一
箒
冒
L
と
い
っ
た
諸
規
定
を
経
て
、

そ
れ
ら
の
統
合
が
「
現
実
性
」
に
お
い
て
な
っ
て
い
る
こ
と
を
見
出
す
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
こ
で
直
ち
に
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
そ

も
そ
も
「
現
実
性
」
こ
そ
が
文
字
ど
お
り
「
現
実
的
」
、
し
た
が
っ
て
具

体
的
な
の
で
あ
っ
て
、
「
本
質
」
お
よ
び
「
現
存
在
」
は
こ
れ
に
分
析
を

加
え
て
見
出
さ
れ
る
抽
象
的
契
機
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
、

相
互
に
外
在
的
な
「
本
質
」
と
「
現
存
在
」
と
が
、
謂
わ
ば
合
体
し
て
「
現

実
性
」
を
構
成
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
、
こ
の
点
で
あ
る
。

へ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
こ
と
を
「
本
質
論
」
全
体
の
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
で
さ
ま

ざ
ま
に
表
現
を
換
え
な
が
ら
強
調
し
て
い
る
一
穿
苧
㎜
H
嵩
易
h
一
。

　
一
例
を
挙
げ
る
な
ら
、
『
エ
ン
ツ
ユ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
i
』
竈
嵩
の
追
加

お
よ
び
補
遺
に
お
い
て
へ
ー
ゲ
ル
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
し
ば
し
ば
「
絶
対
者
は
本
質
で
あ
る
」
と
表
現
さ
れ
る
が
、
そ
の

際
「
有
（
現
存
在
）
を
本
質
と
区
別
し
、
有
は
本
質
と
の
関
係
に
お
い
て

は
仮
象
で
あ
る
」
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
し
た
ら
、
本
質
と
は
さ
ま
ざ
ま

な
述
語
を
捨
象
し
た
「
抽
象
の
か
す
旨
ω
8
o
旦
目
冒
巨
…
痔
『
＞
σ
－

阻
；
ξ
旨
」
、
空
虚
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
、
と
。

　
後
に
詳
述
す
る
よ
う
に
、
一
者
性
と
し
て
の
本
質
は
、
多
様
な
も
の
、

転
変
す
る
も
の
と
し
て
の
現
存
在
と
峻
別
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し

ろ
そ
う
い
っ
た
多
様
な
も
の
へ
と
お
の
れ
を
展
開
す
る
と
こ
ろ
の
力
な
の

で
あ
る
。

二
－
一
　
現
存
在

　
そ
札
で
は
、
『
エ
ン
ツ
ユ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』
で
の
叙
述
の
順
序
に
し
た

が
っ
て
「
現
存
在
　
穿
一
箒
冒
」
な
る
も
の
か
ら
検
討
を
加
え
て
い
く
。

　
「
現
存
在
」
は
、
ま
ず
「
自
己
の
う
ち
へ
の
反
省
と
他
者
の
う
ち
へ
反

省
と
の
直
接
的
な
統
一
」
と
定
義
さ
れ
る
一
同
冒
宇
竈
轟
一
。
そ
れ
は
「
自

己
の
内
へ
反
省
す
る
と
同
時
に
、
他
者
の
内
・
へ
も
反
照
し
、
相
関
的
で
あ

り
、
根
拠
づ
け
ら
れ
た
も
の
と
の
相
互
依
存
、
お
よ
び
無
隈
の
連
関
か
ら

な
る
世
界
を
形
成
す
る
、
無
限
の
現
存
在
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
一
冒
P
）
。

　
こ
の
定
義
は
「
本
質
論
」
の
ご
く
最
初
の
方
に
現
れ
て
い
る
が
、
既
に

「
現
実
性
」
と
い
う
概
念
の
大
枠
を
表
現
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
言
っ
て

よ
い
。
と
い
う
の
は
、
「
根
拠
づ
け
る
」
、
「
根
拠
づ
け
ら
れ
る
」
と
い
う

関
係
は
も
は
や
「
原
因
」
と
「
結
果
」
、
「
本
質
」
と
「
現
象
」
の
関
係
を

含
意
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
世
界
」
を
形
成
し
て
い
る
種
々

雑
多
な
現
存
在
が
、
単
に
非
本
質
的
な
も
の
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
現
存
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在
す
る
「
本
質
」
と
し
て
他
に
作
用
し
一
現
象
し
）
、
同
時
に
他
の
現
存

在
か
ら
も
影
響
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
事
態
が
こ
れ
な
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
さ
し
あ
た
り
こ
の
定
義
は
、
少
な
く
と
も
外
面
的
に
は
、
比
較
的

常
識
的
な
世
界
把
握
を
表
現
し
て
い
る
も
の
と
読
め
る
。
例
え
ば
私
が
働

い
て
何
か
を
生
産
し
、
そ
こ
か
ら
賃
金
を
得
て
他
の
誰
か
が
生
産
し
た
の

を
求
め
、
お
の
れ
の
血
肉
と
す
る
、
等
々
。
衣
食
は
無
論
の
こ
と
、
精
神

的
に
も
「
私
」
と
い
う
存
在
は
他
の
現
存
在
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
か
ら
、
「
現
存
在
」
の
定
義
は
「
市
民
社
会
　
巨
轟
邑
婁
①
Ω
8
①
昌
－

ω
O
訂
津
」
的
な
つ
な
が
り
を
表
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

、
し
か
し
こ
れ
は
「
自
己
へ
の
反
省
」
と
「
他
者
へ
の
反
省
」
の
う
ち
、

「
他
者
へ
の
反
省
」
一
ま
た
は
、
他
者
か
ら
の
反
省
一
に
注
目
す
る
限
り

に
お
い
て
で
あ
る
。
へ
ー
ゲ
ル
は
続
く
竈
冒
に
お
い
て
直
ち
に
「
し
か

し
、
他
者
へ
の
反
省
は
自
己
へ
の
反
省
と
不
可
分
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い

る
。
「
現
存
在
」
と
は
、
自
己
へ
の
反
省
と
他
者
へ
の
反
省
と
の
統
一
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
2
一

ら
「
あ
ら
わ
れ
出
た
」
も
の
な
の
で
あ
る
（
彗
P
）
。

　
こ
こ
で
「
反
省
黒
自
①
色
昌
」
と
い
う
語
に
注
目
し
た
い
。
「
反
省
」

は
「
直
接
的
な
も
の
を
超
え
て
他
の
も
の
に
進
む
こ
と
」
、
「
与
え
ら
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛
3
一

多
様
性
を
一
つ
の
統
一
に
総
括
す
る
こ
と
」
で
あ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。

近
い
意
味
合
い
の
言
葉
に
「
反
照
ω
9
9
箏
g
」
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
、

「
反
省
」
に
よ
っ
て
「
媒
介
的
に
定
立
さ
れ
た
概
念
」
で
あ
る
と
こ
ろ
の

「
本
質
オ
8
實
」
が
外
面
的
な
「
有
」
を
「
仮
象
O
っ
序
9
目
」
に
引
き

下
げ
る
と
い
う
事
態
を
表
明
し
て
い
る
一
向
冨
｝
．
竈
嵩
）
。
た
だ
し
、
「
本

質
」
に
お
い
て
「
有
」
の
規
定
が
消
滅
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
「
本
質
は

有
の
真
理
態
考
監
｝
①
岸
」
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
有
と

し
て
の
本
質
L
に
お
け
る
「
反
省
」
は
「
反
照
」
と
同
義
で
あ
る
「
反
省
」

は
「
有
」
の
性
質
、
量
な
ど
の
た
よ
う
な
規
定
を
超
え
て
本
質
へ
と
媒
介

す
る
作
用
で
あ
り
、
そ
の
時
、
同
時
に
そ
れ
ら
諸
規
定
は
仮
象
に
引
き
下

げ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
「
本
質
」
自
身
の
自
己
関
係
に

注
目
す
れ
ば
の
こ
と
で
あ
り
、
「
本
質
」
と
「
有
」
の
諸
規
定
と
の
関
係

に
注
目
し
て
整
理
す
れ
ば
、
「
反
省
」
と
は
多
様
か
ら
一
者
へ
の
運
動
で

あ
り
、
「
反
照
」
は
一
者
と
し
て
の
「
本
質
」
が
外
面
的
多
様
性
を
も
「
持

つ
」
こ
と
を
表
現
す
る
と
い
う
逆
の
方
向
性
を
持
っ
た
作
用
で
あ
る
こ
と

も
わ
か
る
（
向
目
ミ
．
吻
H
崖
）
。

　
こ
こ
か
ら
「
現
存
在
」
が
「
自
己
の
内
へ
の
反
省
す
る
と
同
時
に
、
他

者
の
内
へ
も
反
照
」
す
る
と
い
う
こ
と
の
よ
り
深
い
意
義
が
明
ら
か
に
な

る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
に
は
へ
ー
ゲ
ル
独
特
の
存
在
観
が
垣
間
見
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

二
ー
二
　
「
物
」
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と

　
「
赤
く
て
、
丸
く
て
、
甘
酸
っ
ぱ
く
、
木
か
ら
落
ち
る
と
こ
ろ
の
こ
れ
、

そ
れ
は
リ
ン
ゴ
で
あ
る
」
と
い
う
の
が
、
謂
わ
ば
「
反
省
」
で
あ
る
。
こ

れ
に
対
し
て
「
リ
ン
ゴ
は
、
赤
く
て
、
丸
く
て
、
甘
酸
っ
ぱ
く
、
木
か
ら

落
ち
る
」
が
「
反
照
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
「
リ
ン
ゴ
」
の
よ
う
な
「
物

一
】
晶
」
は
、
こ
の
よ
う
に
「
根
拠
と
現
存
在
と
が
一
つ
の
も
の
う
ち
に

定
立
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
統
体
」
で
あ
る
（
同
冒
く
、
伽
H
緕
）
。
か
か
る

個
物
の
物
性
に
即
し
て
見
れ
ば
、
「
赤
い
」
、
「
丸
い
」
、
「
甘
酸
っ
ぱ
い
」

と
い
っ
た
諸
々
の
性
質
一
す
な
わ
ち
、
「
有
」
の
諸
規
定
）
が
「
リ
ン
ゴ

そ
の
も
の
」
と
い
う
「
根
拠
」
な
い
し
「
本
質
」
と
統
一
さ
れ
て
い
る
と
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い
う
こ
と
に
な
る
。
リ
ン
ゴ
の
持
つ
一
定
の
重
量
、
空
間
的
広
が
り
、
色
、

味
な
ど
の
諸
性
質
は
、
「
リ
ン
ゴ
そ
の
も
の
」
と
い
う
「
本
質
」
に
照
せ

ば
「
仮
象
」
と
し
て
破
棄
さ
れ
て
い
る
が
、
同
時
に
「
本
質
」
に
よ
っ
て

保
持
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
ゆ
え
、
「
自
己
の
内
へ
反
省
す
る
と
同
時
に
、
他
者
へ
も
反
照
す
る
」

と
い
う
こ
と
は
、
独
立
し
た
諸
々
の
個
物
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
「
世
界
」

を
離
れ
、
個
物
に
即
し
て
見
れ
ば
、
「
自
己
の
う
ち
へ
の
反
省
」
が
「
本
質
」

へ
の
運
動
で
あ
り
、
「
他
者
の
う
ち
へ
の
反
照
」
が
諸
々
の
諸
性
質
を
持

つ
こ
と
で
あ
る
と
い
う
事
態
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
「
本
質
」
と
諸
々
の
属
性
、
性
質
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
て

み
る
。
ま
ず
、
諸
性
質
は
「
自
己
同
一
で
あ
り
、
物
に
結
び
っ
け
ら
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
解
放
さ
れ
て
も
い
る
。
し
か
し
…
一
中
略
一
…
そ
れ
ら

自
身
は
具
体
的
な
物
で
は
な
く
、
抽
象
的
な
規
定
性
と
し
て
自
己
へ
反
省

し
た
現
存
在
、
質
料
ζ
箒
ユ
①
で
あ
る
」
一
穿
苧
竈
ミ
）
と
い
う
。
つ

ま
り
、
個
物
は
ま
ず
第
一
に
、
現
存
在
す
る
諸
性
質
の
集
合
体
で
あ
る
。

「
か
く
し
て
物
は
自
己
へ
の
反
省
を
諸
質
料
の
う
ち
に
持
ち
、
自
己
に
即

し
て
存
立
す
る
も
の
で
は
な
く
て
、
諸
質
料
か
ら
な
る
も
の
で
あ
り
、
諸

性
質
の
表
面
的
な
連
関
、
外
面
的
な
結
合
に
す
ぎ
な
い
」
一
ξ
O
、
）
。
雑

多
な
現
存
在
に
よ
っ
て
、
個
物
は
形
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
他
方
、
「
反
省
」
と
い
う
作
用
は
「
与
え
ら
れ
た
多
様
性
を
一

つ
の
統
一
に
向
け
て
総
括
」
し
て
い
く
。
そ
れ
ら
諸
性
質
、
諸
質
料
が
「
全

体
と
し
て
何
で
あ
る
か
」
と
い
う
「
本
質
」
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
「
本
質
」
と
そ
れ
ら
諸
質
料
は
「
S
は
P
で
あ
る
」
と
い
っ

た
文
法
形
式
に
端
的
に
あ
ら
わ
さ
れ
る
よ
う
な
「
形
式
『
O
；
」
に
よ
っ

て
結
び
付
け
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
へ
ー
ゲ
ル
の
場
合
、
「
本
質
」
と
諸
属

性
と
の
関
係
を
「
主
語
－
述
語
」
の
関
係
で
表
象
す
る
こ
と
に
は
危
険

が
伴
う
。
と
い
う
の
は
、
先
に
簡
単
に
注
意
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
へ
ー

ゲ
ル
に
お
い
て
は
「
主
語
」
と
「
述
語
」
の
間
の
「
区
別
」
も
ま
た
揚
棄

さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
「
物
」
は
「
資
料
」
と
「
形
式
」
と
の
統
体
と
し
て
示
さ
れ
た

わ
け
だ
が
、
か
か
る
統
体
性
は
「
矛
眉
考
幕
『
名
；
9
」
で
あ
る
、
と
へ
ー

ゲ
ル
は
言
う
（
向
目
ミ
．
宵
c
o
〇
一
。

　
ま
ず
「
形
式
」
か
ら
見
る
と
、
「
O
っ
は
巾
で
あ
る
」
と
言
う
こ
と
は
先

に
述
べ
た
「
反
照
」
の
作
用
、
す
な
わ
ち
、
諸
質
料
を
「
仮
象
」
に
引
き

下
げ
る
作
用
で
あ
る
。
か
か
る
否
定
的
作
用
に
よ
る
統
一
、
そ
れ
が
「
形

式
」
で
あ
る
一
巨
P
）
。
こ
こ
に
お
い
て
実
体
で
あ
る
の
泄
断
る
ま
で
も

な
く
「
本
質
」
の
方
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
、
「
諸
質
料
は
否
定
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
独
立
的
な
も
の
で
も
」
あ
っ
て
、
「
物
」
は
そ

う
い
っ
た
「
諸
々
の
質
料
か
ら
な
っ
て
い
る
」
一
旨
P
）
の
で
あ
る
。
そ

も
そ
も
、
ま
ず
も
っ
て
「
本
質
」
そ
の
も
の
が
、
「
こ
れ
こ
れ
の
質
料
一
P
）

か
ら
な
る
も
の
、
そ
れ
は
S
で
あ
る
」
と
い
う
「
反
省
」
の
成
果
と
し
て

あ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
単
純
に
言
っ
て
「
形
式
」
と
「
資
料
」

は
「
に
わ
と
り
と
卵
」
の
関
係
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。
「
形
式
」
た
る
も

の
は
、
そ
れ
が
結
び
付
け
る
と
こ
ろ
の
質
料
が
な
け
れ
ば
あ
り
え
な
い
。

反
対
に
、
『
エ
ン
ツ
ユ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』
竈
竃
に
お
け
る
定
義
か
ら
し
て
、

「
形
式
」
に
よ
っ
て
他
の
質
料
一
現
存
在
一
と
関
係
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば

「
質
料
」
そ
の
も
の
も
根
拠
を
失
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り

「
主
語
」
と
「
述
語
」
の
区
別
は
通
過
点
に
す
ぎ
な
小
の
で
あ
る
。
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そ
れ
ゆ
え
、
「
物
」
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
う
し
て
「
本
質
」

が
お
の
れ
自
身
を
諸
性
質
へ
と
揚
棄
し
、
諸
性
質
が
「
本
質
」
に
お
い
て

仮
象
と
な
り
な
が
ら
保
持
さ
れ
る
、
と
い
う
運
動
で
あ
る
。
単
に
「
あ
る
」

こ
と
と
い
え
ど
も
決
し
て
静
的
な
も
の
で
は
な
い
。
「
本
質
」
は
お
の
れ

を
否
定
し
て
仮
象
へ
と
反
照
し
つ
つ
お
の
れ
を
保
持
す
る
一
①
『
－

ω
9
9
目
冒
す
る
）
。
そ
し
て
か
か
る
運
動
こ
そ
「
現
象
宰
ω
9
9
昌
①
・
」

と
呼
ば
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

二
－
三
　
現
象
、
及
び
「
ち
か
ら
」
と
し
て
の
本
質

　
し
た
が
っ
て
「
本
質
は
現
象
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
一
冒
ギ
竈
ω
H
）
。

と
い
う
の
は
、
「
本
質
が
反
照
す
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
「
反
省
」
と
い
う

媒
介
作
用
一
き
昌
ま
①
巨
）
に
よ
っ
て
生
じ
た
「
本
質
」
が
「
自
己
を
直

接
態
O
目
邑
幕
；
實
蚕
↓
へ
と
揚
棄
す
る
こ
と
」
一
旨
α
■
一
だ
か
ら
で
あ

る
。
か
く
し
て
「
現
象
」
が
「
本
質
」
自
身
の
自
己
開
示
で
あ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
「
本
質
は
現
象
の
背
後
ま
た
は
彼
方
に
あ
る
の
で
は
な
い
」

一
曇
ω
一
）
こ
と
に
な
る
。
逆
に
言
え
ば
、
「
現
象
」
は
「
本
質
」
を
覆
い

隠
す
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
本
質
」
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
完
全
に
表

現
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
現
象
」
よ
り
も
「
本
質
」
を

真
の
実
在
と
考
え
る
立
場
に
即
せ
ば
、
「
本
質
が
現
存
在
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
」
現
象
も
ま
た
真
で
あ
り
、
反
対
に
「
現
象
」
重
視
す
る
立
場
に
つ
い

て
は
、
「
現
象
が
現
存
在
し
て
い
る
」
限
り
、
同
程
度
に
「
本
質
も
ま
た

現
存
在
す
る
の
だ
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
「
本
質
」
と
「
現

象
」
と
を
峻
別
し
固
定
す
る
、
西
洋
で
は
伝
統
的
な
図
式
に
、
「
本
質
」

自
身
の
運
動
性
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
へ
ー
ゲ
ル
は
「
本
質
」
と
「
現

象
L
と
を
、
区
別
へ
の
固
執
に
よ
っ
て
陥
る
無
内
容
か
ら
救
い
出
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
「
現
実
性
」
は
「
本
質
と
現
存
在
と
の
統
一
」
と
定
義
さ
れ
て

い
る
。
一
冒
亭
竈
亀
）
。
こ
の
「
本
質
」
と
い
う
規
定
は
、
「
現
実
性
」

概
念
に
お
い
て
も
重
要
な
一
契
機
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
い
ま
少
し
詳
細
に

見
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

　
「
本
質
」
と
「
現
象
」
に
関
す
る
記
述
は
『
エ
ン
ツ
ユ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』

の
竈
ω
H
～
竈
亀
に
詳
し
い
が
、
す
で
に
『
精
神
現
象
学
』
の
「
悟
性
」

の
項
に
ま
と
ま
っ
た
記
述
が
あ
る
。
こ
れ
は
『
エ
ン
ツ
ユ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』

で
の
記
述
に
比
べ
て
は
る
か
に
短
く
、
そ
れ
ゆ
え
難
解
で
あ
る
が
、
よ
り

端
的
に
「
本
質
」
の
何
た
る
か
が
実
現
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
に
要
約

し
て
お
き
た
い
。

　
こ
こ
で
見
る
の
は
、
『
精
神
現
象
学
』
の
「
意
識
」
一
「
悟
性
」
一
の
項
に

含
ま
れ
る
知
覚
論
一
艘
賢
ω
．
竈
饒
）
で
あ
る
。
へ
ー
ゲ
ル
は
こ
こ
で
、

あ
る
事
物
と
、
そ
れ
に
対
時
す
る
認
識
主
体
と
の
関
係
を
取
り
上
げ
て
い

る
。　

知
覚
が
事
物
に
対
す
る
時
、
ま
ず
受
け
取
る
の
は
そ
の
事
物
が
持
つ
多

様
な
感
覚
的
与
件
で
あ
る
。
そ
れ
が
リ
ン
ゴ
で
あ
れ
ば
、
赤
い
、
丸
い
、

す
っ
ぱ
い
等
々
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
知
覚
は
対
象
が
一
つ
の
も
の
で
あ

る
こ
と
も
意
識
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
多
者
性
は
主
体
に
、
一
者
性
は
対

象
事
物
に
帰
し
て
い
る
。
し
か
し
次
の
瞬
間
に
は
、
主
体
は
、
こ
れ
な
る

事
物
に
対
し
て
い
る
自
分
こ
そ
が
一
者
で
あ
り
、
先
に
受
け
取
っ
た
多
様

な
感
覚
与
件
が
実
は
対
象
に
帰
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
見
出
す
。
多

者
性
と
一
者
性
の
帰
属
が
逆
転
す
る
の
で
あ
る
。
「
知
覚
思
『
8
昌
o
p
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婁
監
；
①
ぼ
昌
昌
①
・
」
と
は
、
そ
の
語
義
に
反
し
て
「
受
け
取
る
」
と
い
う

一
方
的
・
静
態
的
な
も
の
で
は
な
く
、
こ
う
し
た
主
体
と
客
体
の
双
方
を

捲
き
こ
む
運
動
全
体
に
よ
っ
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
、
対
象
事
物
の
持
つ
多
様
で
「
自
立
的
な
諸
区
別
項
」
一
諸
性
質
一

が
媒
介
さ
れ
て
「
統
一
へ
と
還
元
さ
れ
」
、
そ
し
て
す
ぐ
に
「
統
一
が
展

開
へ
と
移
行
す
る
」
と
い
う
運
動
が
見
出
さ
れ
る
の
だ
が
、
へ
ー
ゲ
ル
は

「
か
か
る
運
動
こ
そ
ち
か
ら
琴
箒
と
呼
ば
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の

で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
雲
旨
・
ω
μ
O
㎝
）
。

　
用
語
法
に
後
年
の
へ
ー
ゲ
ル
ほ
ど
の
厳
密
さ
が
欠
け
て
い
る
も
の
の
、

内
容
的
に
は
『
エ
ン
ツ
ユ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』
に
お
け
る
「
現
存
在
」
か
ら

「
現
象
」
に
か
け
て
の
記
述
と
重
な
っ
て
い
る
こ
と
は
了
解
で
き
よ
う
。

こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
の
は
以
下
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
本
質
」

が
諸
性
質
に
反
照
し
て
い
く
と
い
う
「
形
式
」
一
「
S
は
P
で
あ
る
」
）
、
そ

し
て
全
体
と
し
て
「
か
か
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
「
内
容
」
、
そ
れ
ら

の
相
関
は
な
べ
て
「
力
琴
岸
と
、
そ
の
発
現
＞
易
ω
實
昌
σ
q
」
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
穿
亭
竈
鵠
）
。

　
端
的
に
言
っ
て
、
「
本
質
」
と
は
「
力
」
で
あ
る
。
「
本
質
」
が
お
の
れ

自
身
を
揚
棄
し
て
「
現
象
」
せ
し
め
る
と
こ
ろ
の
「
力
」
で
あ
る
。
ち
ょ

う
ど
、
あ
る
物
を
指
で
押
し
て
あ
る
位
置
か
ら
あ
る
位
置
へ
動
か
す
と
き
、

「
動
い
た
」
と
い
う
「
結
果
」
の
う
ち
に
「
力
」
の
作
用
が
顕
現
し
て
い

る
よ
う
に
、
こ
れ
な
る
事
物
が
現
に
「
あ
る
」
と
い
う
こ
と
の
う
ち
に
、

力
と
し
て
の
「
本
質
」
が
作
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
へ
ー
ゲ
ル
は
「
力

そ
の
も
の
は
認
識
し
え
ず
、
認
識
で
き
る
の
は
力
の
発
現
だ
け
だ
」
と
い

う
考
え
方
を
空
論
だ
と
い
う
。
そ
れ
は
「
本
質
は
認
識
し
え
ず
、
認
識
で

き
る
の
は
現
象
だ
け
だ
L
と
い
う
の
と
同
じ
だ
か
ら
で
あ
る
。
一

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
「
現
存
在
」
を
「
現
存
在
」
せ
し
め
る
こ
と
、
す

な
わ
ち
「
現
象
す
る
」
と
い
う
運
動
、
さ
ら
に
言
え
ば
「
あ
る
」
と
い
う

運
動
に
お
い
て
、
「
本
質
」
と
は
ま
さ
し
く
そ
の
よ
う
な
運
動
の
原
動
力

と
し
て
の
「
力
」
に
他
な
ら
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
の
「
力

と
し
て
の
本
質
」
は
、
「
現
存
在
」
よ
り
も
高
次
の
規
定
で
あ
る
「
現
実
性
」

に
お
い
て
も
、
な
お
「
本
質
的
」
な
役
割
を
果
す
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え

つ
つ
、
次
に
「
現
実
性
」
概
念
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

三
　
現
実
性

　
さ
て
、
以
上
で
「
現
実
性
奉
斥
彗
o
寿
①
旨
」
へ
至
る
道
筋
を
追
い
な

が
ら
、
そ
の
構
成
諸
契
機
を
一
瞥
し
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と

を
通
じ
て
同
時
に
、
あ
る
事
物
が
「
現
実
に
、
具
体
的
に
存
在
し
て
い
る

こ
と
」
と
は
い
か
な
る
こ
と
で
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
へ
ー

ゲ
ル
の
把
握
の
大
枠
も
ま
た
、
示
さ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
「
現
実
性
」
は
、
「
本
質
」
、
「
現
象
」
、
「
現
存
在
」
と
い
っ
た

諸
規
定
よ
り
も
一
層
高
次
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
定
義
を
、
い
ま
一
度
示

そ
う
。

　
「
現
実
性
と
は
、
本
質
と
現
存
在
と
の
統
一
、
内
的
な
も
の
外
的
な
も

の
と
の
統
一
が
直
接
的
な
統
一
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
現
実
的
な
も
の

の
発
現
は
、
現
実
そ
の
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
現
実
的
な
も
の
は
、

発
現
の
う
ち
に
あ
っ
て
も
、
依
然
と
し
て
本
質
的
な
も
の
で
あ
る
ば
か
り

で
な
く
、
直
接
的
な
外
的
現
存
在
の
う
ち
に
あ
る
限
り
に
お
い
て
の
み
本
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質
的
な
も
の
で
あ
る
。
L
一
穿
亭
竈
亀
一

　
こ
れ
だ
け
な
ら
、
先
の
「
本
質
－
現
象
」
論
を
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
す
れ

ば
い
え
な
く
も
な
い
。
こ
こ
で
は
さ
し
あ
た
り
、
先
の
「
本
質
－
現
象
」

論
を
踏
ま
え
つ
つ
、
へ
ー
ゲ
ル
の
言
う
「
現
実
性
」
が
ラ
テ
ン
語
の
尾
ω

に
由
来
す
る
零
嘗
嚢
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
色
寿
冒
で
あ
る
と
い

う
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
単
に
静
的
に
目
の
前
に
「
あ
る
」
こ
と
の
み
で
は

な
く
、
力
動
的
な
運
動
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
確
認

し
て
お
き
た
い
。

　
し
か
し
へ
－
ゲ
ル
は
「
現
存
在
し
て
は
い
る
偶
然
的
な
も
の
」
と
「
現

実
的
な
も
の
」
と
を
区
別
し
て
い
る
一
穿
亭
㎜
①
一
。
「
現
存
在
」
す
る
も

の
の
す
べ
て
を
「
現
実
的
な
も
の
」
、
し
た
が
っ
て
「
理
性
的
な
も
の
」

と
は
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
間
の
区
別
項
を
、
「
現
実
性
」
な
る

概
念
そ
の
も
の
の
検
討
を
通
じ
て
明
ら
か
に
し
て
い
こ
う
。

　
さ
て
、
へ
ー
ゲ
ル
の
言
う
「
現
実
的
な
も
の
」
は
上
述
の
よ
う
に
動
的

な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
は
「
現
在
」
に
縛
り
付
け
ら
れ
た
も

の
で
は
な
く
、
そ
の
う
ち
に
過
去
も
あ
れ
ば
未
来
も
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
に
「
現
実
的
な
も
の
」
が
展
開
す
る
と
い
う
こ
と

を
へ
ー
ゲ
ル
は
ど
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

　
「
現
実
性
」
と
は
、
「
本
質
」
と
「
現
存
在
」
の
統
一
で
あ
る
。
こ
こ

で
言
う
「
本
質
」
と
は
、
お
の
れ
を
揚
棄
し
て
現
象
せ
し
め
る
原
動
力
を

秘
め
た
「
内
的
な
も
の
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
、
現
象
し
て

現
存
在
を
持
つ
に
至
っ
た
「
外
的
な
も
の
」
と
し
て
の
「
現
実
性
（
現
実

態
オ
マ
彗
〔
薫
①
岸
）
」
と
の
対
比
か
ら
言
え
ば
、
「
可
能
態
竃
O
σ
q
ざ
寿
①
岸
」

に
他
な
ら
な
い
。
「
同
一
性
一
般
と
し
て
は
現
実
性
は
ま
ず
可
能
性
、
す

な
わ
ち
現
実
の
具
体
的
統
一
に
対
時
す
る
も
の
と
し
て
、
抽
象
的
で
非
本

質
的
な
本
質
性
と
し
て
定
立
さ
れ
て
い
る
自
己
内
反
省
」
一
穿
亭
竈
お

傍
点
部
は
原
著
で
は
イ
タ
リ
ッ
ク
体
）
な
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
の
「
可
能
性
」
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
、
「
現
実
」
そ
の
も
の
を

現
象
せ
し
め
た
と
こ
ろ
の
「
可
能
態
」
で
あ
る
の
と
並
ん
で
、
「
現
実
」

そ
の
も
の
か
ら
外
へ
脱
し
延
び
て
い
く
よ
う
な
「
可
能
性
」
で
あ
る
。
こ

こ
に
お
い
て
は
、
「
可
能
性
は
現
実
に
と
っ
て
本
質
的
な
も
の
で
は
あ
る
」

が
、
ま
だ
「
単
に
可
能
的
な
仕
方
で
そ
う
な
の
で
あ
る
」
（
ま
P
）
。
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
自
己
内
反
省
と
し
て
の
可
能
性
と
区
別
さ
れ
た
「
現
実

性
」
は
、
「
非
本
質
的
な
直
接
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
」
一
旨
α
．
一
と
い

う
の
で
あ
る
か
ら
、
「
可
能
性
」
は
「
現
実
性
」
に
と
っ
て
枢
要
の
も
の

と
言
っ
て
も
い
い
。

　
こ
の
「
可
能
性
」
と
「
現
実
性
」
と
の
関
係
を
考
え
る
こ
と
が
、
実
は

「
現
存
在
し
て
は
い
る
偶
然
的
な
も
の
」
と
「
現
実
性
」
と
の
区
別
項
を

見
出
す
最
初
の
ヒ
ン
ト
に
な
り
う
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
自
己
関

、
係
的
・
自
己
同
一
的
で
あ
る
か
、
否
か
」
が
こ
こ
で
は
判
断
基
準
で
あ
る
。

　
「
同
一
性
一
般
」
と
し
て
「
可
能
性
」
で
あ
ろ
う
よ
う
な
も
の
は
い
く

ら
で
も
考
え
ら
れ
る
。
「
明
日
、
月
が
地
上
に
落
下
を
始
め
る
」
と
か
「
戦

争
の
な
い
世
界
」
と
か
「
病
人
い
な
い
社
会
」
な
ど
で
あ
る
一
こ
れ
に
反

し
て
「
一
台
の
バ
ス
が
二
列
に
な
っ
て
走
る
」
と
い
う
の
は
自
家
撞
着
を

含
む
の
で
、
あ
り
え
な
い
。
一
一
」
う
い
っ
た
事
柄
は
す
べ
て
可
能
で
あ
り
、

同
様
の
事
例
は
「
無
限
に
」
案
出
で
き
る
。
そ
し
て
か
か
る
「
無
限
」
と

区
別
さ
れ
た
「
現
実
」
は
「
有
限
な
も
の
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
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か
し
実
際
に
は
、
「
可
能
性
」
よ
り
も
「
現
実
性
の
方
が
よ
り
包
括
的
」

な
規
定
な
の
で
あ
る
（
向
冒
｝
．
竈
お
N
易
き
）
。
と
い
う
の
は
、
「
戦
争

が
な
い
」
「
病
人
が
い
な
い
」
「
犯
罪
が
な
い
」
等
々
の
可
能
性
は
「
現
実
」

に
と
っ
て
本
質
的
な
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
「
単
に
可
能
的
な

仕
方
で
」
、
つ
ま
り
そ
れ
ら
個
々
の
可
能
性
の
総
和
と
し
て
も
な
お
「
真

に
無
限
の
可
能
性
」
で
は
な
い
よ
う
な
仕
方
で
そ
う
な
の
で
あ
る
。
そ
う

い
っ
た
可
能
性
が
「
現
実
」
に
お
け
る
自
己
内
反
省
と
し
て
定
立
さ
れ
た

と
し
て
も
、
そ
れ
が
「
現
実
」
白
身
の
う
ち
に
還
帰
す
る
こ
と
は
な
い
の

で
あ
る
。

　
つ
ま
り
、
ま
ず
第
一
に
、
「
現
実
」
自
身
に
由
来
し
、
「
現
実
」
へ
と
還
っ

て
い
く
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
が
「
単
に
現
存
在

し
て
い
る
こ
と
」
と
「
現
実
的
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
」
と
の
区
別
項
と

し
て
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
「
単
な
る
可
能
性
」
に
対
し
て
、
真
の
意
味
で
「
現
実
性
」
の
無
限

の
可
能
性
を
示
す
よ
う
な
「
可
能
性
」
、
換
言
す
れ
ば
、
「
直
接
的
現
実
性

冒
目
岸
匡
σ
弩
①
峯
ヰ
彗
o
寿
以
叶
1
－
忍
昌
葬
」
と
対
に
な
っ
て
「
現
実
」
を
展

開
さ
せ
る
よ
う
な
可
能
性
は
「
実
在
的
可
能
性
『
邑
①
呂
置
庁
薫
①
岸
」
と

呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
一
向
冒
＜
．
竈
お
）
。
「
現
実
」
そ
の
も
の
に
由
来

し
て
「
現
実
」
そ
の
も
の
に
還
っ
て
い
く
も
の
こ
そ
が
「
現
実
的
」
な
の

で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
「
現
実
性
」
よ
り
も
低
い
規
定
で
あ
る
「
現

存
在
」
に
お
い
て
は
な
お
、
お
の
れ
以
外
の
も
の
に
規
定
さ
れ
る
よ
う
な
「
力
」
、

あ
る
い
は
、
お
の
れ
の
外
へ
と
作
用
し
て
自
己
に
還
帰
す
る
こ
と
の
な
い

「
力
」
と
し
て
の
本
質
も
あ
り
う
る
（
穿
ギ
竈
ω
①
N
易
註
）
。
だ
が
、

か
か
る
本
質
性
は
「
単
に
可
能
的
な
も
の
」
、
し
た
が
っ
て
「
偶
然
的
な

も
の
L
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
「
現
実
性
」
は
、
た
だ
自
己
の
み
と
交
替
す
る
運
動
体
と
し

て
、
「
直
接
的
現
実
性
」
と
「
実
在
的
可
能
性
」
と
い
う
二
契
機
に
媒
介

さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
二
契
機
が
直
接
態
へ
還
し
て
「
現
実
性
」

に
お
い
て
定
立
さ
れ
る
と
、
そ
れ
は
「
必
然
性
Z
O
碁
雪
3
σ
・
冨
津
」
と
な

る
。
こ
こ
で
「
現
実
性
」
は
、
現
に
「
あ
る
」
と
こ
ろ
の
「
現
実
」
一
直

接
的
現
実
性
一
と
、
現
に
「
あ
る
」
と
こ
ろ
の
「
可
能
性
」
一
実
在
的
可

能
性
）
と
の
結
合
な
の
で
あ
る
が
、
「
あ
ら
ゆ
る
条
件
が
現
存
す
れ
ば
」
、

こ
の
「
実
在
的
可
能
性
」
は
「
現
実
的
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
」
（
冒
苧

竈
ミ
傍
点
は
筆
者
）
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
「
必
然
性
」
は
、
「
強
制
」
と
し
て
の
「
外
的
必
然
」
と
は
区
別

さ
れ
る
。
む
し
ろ
こ
の
「
必
然
性
」
は
「
自
由
～
①
旨
Φ
岸
」
で
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
「
た
だ
自
己
の
み
と
交
替
運
動
を
す
る
自
立
性
」
（
穿
亭

貿
竃
一
で
あ
り
、
他
の
何
も
の
に
も
由
来
せ
ず
、
「
現
実
」
自
身
か
ら

内
発
す
る
運
動
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
自
律
＞
巨
冒
O
邑
ご
の
拡

大
さ
れ
た
も
の
と
い
っ
て
も
さ
し
つ
か
え
な
か
ろ
う
。

　
こ
う
し
て
最
初
の
も
の
と
の
関
連
か
ら
、
第
二
の
判
断
基
準
が
現
れ
て

く
る
。
す
な
わ
ち
、
「
合
目
的
的
で
あ
る
か
、
否
か
」
で
あ
る
。
た
だ
し
、

こ
の
論
点
一
何
が
目
的
で
あ
る
か
）
に
関
し
て
は
、
「
現
実
的
な
も
の
」

と
連
結
さ
れ
た
「
理
性
的
な
も
の
」
の
詳
細
な
検
討
な
く
し
て
は
充
分
に

述
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
「
現
実
的
な
も
の
」
の
内
容
に
か
か
わ
る
か

ら
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
そ
の
お
お
ま
か
な
方
向
だ
け
は
こ
こ
で
既
に
示

さ
れ
て
い
る
。
春
秋
の
筆
法
に
な
る
こ
と
を
畏
れ
ず
に
言
う
な
ら
ば
、
す

な
わ
ち
「
自
由
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
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け
だ
し
「
現
実
」
が
「
展
開
す
る
昌
尋
庁
ぎ
巨
」
こ
と
、
こ
れ
は
ま

さ
し
く
「
歴
史
0
8
0
巨
O
巨
①
」
に
他
な
ら
ず
、
ま
た
歴
史
と
は
と
り
も

な
お
さ
ず
、
へ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は
「
自
由
の
展
開
」
で
あ
る
。

　
「
歴
史
」
を
外
面
的
に
見
れ
ば
、
そ
れ
は
ま
ず
「
直
接
的
現
実
性
」
の

変
容
の
系
列
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
直
接
的
現
実
性
」
は
「
現
実
性
」
を
固

定
的
な
相
に
お
い
て
の
み
見
た
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
自
体
「
有

限
な
も
の
」
で
あ
る
。
「
直
接
的
現
実
性
」
と
し
て
見
た
現
実
が
完
結
し

た
有
限
性
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
を
「
無
限
に
」
羅
列
し
た
と
こ
ろ
で
総
体

と
し
て
も
な
お
「
真
の
無
限
性
」
た
り
え
な
い
。
そ
の
っ
ど
、
そ
の
っ
ど

の
有
限
性
の
反
復
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
単
に
記
述
的
な

歴
史
把
握
は
「
真
の
無
限
性
」
に
到
達
し
え
な
い
。

　
「
現
実
性
」
が
無
隈
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
が

単
に
水
平
的
に
他
の
現
実
へ
の
「
可
能
性
」
を
持
つ
と
い
う
こ
と
に
尽
き

る
も
の
で
は
な
い
。
「
歴
史
」
が
真
に
無
限
で
あ
り
う
る
の
は
、
「
現
実
性
」

の
「
展
開
」
が
垂
直
的
、
す
な
わ
ち
価
値
的
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
ま
さ

し
く
合
目
的
的
な
と
き
だ
け
で
あ
る
。

　
詳
細
に
見
れ
ば
、
「
現
実
的
な
も
の
」
は
、
常
に
そ
の
つ
ど
、
実
在
的

に
可
能
な
限
り
の
自
由
な
実
現
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
「
理
性
的
」
で

あ
る
が
、
同
時
に
絶
え
ず
自
己
内
反
省
を
通
じ
て
「
よ
り
以
上
の
自
由
」

べ
の
実
在
的
可
能
性
を
お
の
れ
の
う
ち
に
定
立
。
し
て
い
る
。
こ
れ
を
直
接

的
現
実
性
へ
と
実
現
し
て
い
く
運
動
に
お
い
て
、
或
る
も
の
は
「
よ
り
以

上
の
自
由
」
と
い
う
目
的
に
お
い
て
展
開
さ
れ
、
或
る
も
の
は
廃
棄
さ
れ

て
い
く
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
よ
う
に
、
総
体
と
し
て
自
律
的
で
、

そ
れ
ゆ
え
自
由
な
主
体
で
あ
る
「
現
実
性
」
に
と
っ
て
、
お
の
れ
に
還
帰

し
な
い
よ
う
な
「
現
存
在
」
は
「
非
現
実
的
」
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は

な
ん
ら
歴
史
に
貢
献
す
る
こ
と
の
な
い
「
偶
然
的
な
も
の
」
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
、
「
現
実
性
」
の
総
体
と
し
て
の
「
自
由
」
に
照
し
て
、
こ
れ

に
貢
献
し
う
る
か
否
か
、
と
い
う
こ
と
が
、
「
現
実
的
な
も
の
」
と
「
現

存
在
し
て
は
い
る
偶
然
的
な
も
の
」
と
を
区
別
す
る
第
二
の
判
断
基
準
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

四
　
む
す
び

　
最
後
に
、
以
上
の
推
論
か
ら
明
ら
か
と
な
っ
た
帰
結
を
こ
こ
に
ま
と
め

て
結
論
と
し
た
い
。

a
．
ま
ず
、
へ
ー
ゲ
ル
の
持
っ
「
現
存
在
」
へ
の
見
方
、
な
ら
び
に
「
本

質
－
現
象
」
論
か
ら
見
て
、
単
に
事
物
存
在
と
し
て
「
あ
る
」
こ
と
と

謂
え
ど
も
、
そ
れ
は
力
動
的
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。

b
．
し
た
が
っ
て
「
現
実
性
」
ま
た
、
「
現
在
」
に
固
定
さ
れ
る
も
の
で

は
な
く
、
内
に
過
去
を
担
い
、
未
来
を
懐
胎
す
る
運
動
体
で
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え
に
、
「
理
性
的
な
も
の
は
現
実
的
で
あ
り
、
現
実
的
な
も
の
は
理
性

的
で
あ
る
」
な
る
命
題
も
、
眼
前
の
現
状
を
絶
対
肯
定
す
る
も
の
で
は
あ

り
え
な
い
。

C
．
「
現
存
在
す
る
も
の
」
が
、
真
に
意
味
で
「
現
実
的
で
あ
る
か
否
か
は
、

「
現
実
」
そ
の
も
の
と
白
己
同
一
的
で
あ
る
か
否
か
に
か
か
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
「
自
由
が
展
開
す
る
」
と
い
う
こ
と
に
照
し
て
必
然
的
、
か
つ

合
目
的
的
で
あ
る
も
の
だ
け
が
「
現
実
的
」
で
あ
る
。

　
な
お
、
「
現
実
的
な
も
の
」
の
内
容
規
定
を
な
す
「
理
性
的
な
も
の
」
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に
関
す
る
詳
細
、
お
よ
び
『
法
哲
学
』
に
盛
り
込
ま
れ
た
「
現
実
的
な
も

の
」
の
諸
分
肢
屈
の
検
討
は
、
本
稿
の
帰
結
を
踏
ま
え
つ
つ
他
の
機
会
に

論
考
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

一
い
ず
み
・
と
し
ひ
ろ
　
筑
波
大
学
大
学
院
哲
学
・
思
想
研
究
科
在
学
中
一
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引
用
箇
所
の
指
示
は
本
文
中
の
カ
ッ
コ
内
に
示
し
た
。
主
要
な
文
献
に

つ
い
て
は
以
下
の
略
符
号
を
用
い
た
。
（
す
べ
て
ω
亭
淳
竃
り
版
に
よ
る
。
）

向
冒
く
．
　
H
向
目
員
巨
8
ぎ
庁
ま
『
o
巨
－
o
ω
o
昌
｝
g
旨
オ
a
ω
竃
ω
o
臣
津
8

○
勺
宛
－
　
　
H
o
；
目
巳
－
己
竃
箒
『
｝
す
目
o
ω
ε
巨
①
ま
ω
宛
g
罧
ω

勺
冨
p
　
　
H
～
霊
昌
冒
竃
o
－
o
⑰
q
庁
o
8
0
9
黒
g

（
1
一
な
お
、
『
法
哲
学
』
が
、
元
々
三
ン
ツ
ユ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
i
』
第
三

　
　
部
「
精
神
哲
学
」
・
第
二
編
「
客
観
的
精
神
」
に
含
ま
れ
る
『
法
哲

　
　
学
』
に
関
す
る
講
義
に
用
い
る
テ
キ
ス
ト
と
し
て
著
さ
れ
て
い
る
と

　
　
い
う
こ
と
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
『
小
論
理
学
』
が
『
法
哲
学
』
と
、
思

　
　
想
形
成
の
時
期
に
お
い
て
も
隔
た
り
の
な
い
同
一
文
脈
に
置
か
れ
て

　
　
い
る
と
も
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
し
か
し
こ
れ
を
イ
ル
テ
ィ
ン

　
　
グ
の
問
題
提
起
を
考
慮
せ
ず
に
断
言
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
よ
っ

　
　
て
こ
れ
は
別
な
機
会
に
考
え
た
い
。

（
2
）
「
現
存
在
」
に
は
ラ
テ
ン
系
の
語
幹
が
使
わ
れ
て
い
る
。
断
る
ま
で

　
　
も
な
く
、
語
源
は
「
外
に
立
つ
こ
と
」
で
あ
り
、
「
あ
ら
わ
れ
出
る

　
　
こ
と
」
を
含
意
し
て
い
る
。

一
3
一
．
5
σ
・
岸
旨
・
O
幕
ま
萎
①
、
し
易
．
．
宗
箒
・
膏
昌
旨
8
旨
ω
・
｝
昌

　
　
？
o
忌
忌
巨
寿
．
．
一
ω
■
享
ζ
昌
o
ω
p
戸
し
o
．
H
窪


