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『
存
在
と
時
間
』
の
第
一
部
第
三
編
『
時
間
と
存
在
』
に
つ
い
て
、

ハ
イ
デ
ガ

l
は
『
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
書
簡
』
で
次
の
よ
う
に
書
い

て
い
る
。

「
こ
こ
に
お
い
て
全
体
が
逆
転
す
る
。
問
題
に
な
っ
て
い
る
第
三
編
が
さ
し
控
え
ら
れ
た
の
は
、
思
惟
が
こ
の
転
回
国
内
巾
Z
Z
を
十
分
に

言
う
こ
と
に
役
立
た
ず
、
形
而
上
学
の
一
言
葉
の
助
け
に
よ
っ
て
は
切
り
抜
け
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

告
さ
れ
た
が
、

一
九
三

O
年
に
思
惟
さ
れ
報

存

主

一
九
四
三
年
に
は
じ
め
て
印
制
さ
れ
た
「
真
理
の
本
質
に
つ
い
て
」
と
い
う
講
演
は
、
『
存
在
と
時
間
』

へ
の
転
回
の
思
惟
に
対
し
て
或
る
桐
察
を
与
え
る
。
」
（
切
色
・

ω・
ω
N
∞）

か
ら
「
時
間
と

の
こ
の
有
名
な
箇
所
は
転
回
を
め
ぐ
る
多
様
な
解
釈
を
生
み
出
し
た
。
ハ
イ
デ
ガ

l
研
究
は
転
回
に
つ
い

て
何
ら
か
の
形
で
触
れ
る
か
、
あ
る
い
は
暗
黙
の
う
ち
に
一
定
の
転
回
理
解
を
前
提
し
て
い
る
。
転
回
の
十
分
な
解
釈
な
し
に
は
ハ
イ
デ

『
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
書
簡
』

ガ
l
理
解
は
不
可
能
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
転
回
と
い
う
語
は
ハ
イ
デ
ガ
l
解
釈
の
鍵
概
念
で
あ
る
。
す
べ
て
の
ハ
イ

デ
ガ

l
解
釈
者
は
「
転
回
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
の
前
に
立
た
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

の
思
惟
の
道
は
「
転
回
以
前
」
（
ハ
イ
デ
ガ

l
I）

転
回
の
解
釈
は
多
様
で
あ
る
が
、
従
来
の
解
釈
は
「
転
回
が
ハ
イ
デ
ガ
！
の
思
惟
の
転
回
で
あ
る
」
と
す
る
点
で
一
致
し
て
い
る
。
彼

と
い
う
仕
方
で
二
区
分
さ
れ
る
。
「
思
惟
の
転

と
「
転
回
以
後
」
（
ハ
イ
デ
ガ

l
E）

五
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換
と
し
て
の
転
回
」
と
い
う
前
提
の
も
と
で
転
回
問
題
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

転
回
は
さ
ま
ざ
ま
な
仕
方
で
定
式
化
さ
れ
る
。
例
え
ば
「
無
か
ら
存
在
へ
の
転
回
」
、
「
超
越
論
的
発
端
か
ら
真
理
論
的

l
脱
存
的
発
端

へ
の
移
行
」
、
「
前
期
の
実
存
論
的
｜
存
在
論
的
発
端
か
ら
後
期
の
存
在
史
的
思
惟
へ
の
転
回
」
と
い
う
形
で
。
さ
ら
に
我
々
は
多
く
の
「
あ

れ
か
｜
こ
れ
か
」
の
前
に
立
た
さ
れ
る
。
転
回
は
も
と
も
と
計
画
さ
れ
て
い
た
の
か
、
あ
る
い
は
発
端
の
変
貌
な
の
か
。
『
存
在
と
時
間
』

の
発
端
の
展
開
な
の
か
、
あ
る
い
は
断
絶
な
の
か
。
転
回
は
問
題
を
解
決
す
る
思
惟
努
力
の
成
果
な
の
か
、
あ
る
い
は
ナ
チ
経
験
の
結
果

な
の
か
。
ま
た
ハ
イ
デ
ガ

I
の
思
惟
に
お
け
る
転
換
と
し
て
の
転
回
は
何
時
遂
行
さ
れ
た
の
か
と
問
わ
れ
る
。
『
真
理
の
本
質
に
つ
い
て
』

と
い
う
講
演
（
一
九
三

O
）
に
お
い
て
か
、
『
形
而
上
学
入
門
』
と
い
う
一
九
三
五
年
夏
学
期
の
講
義
に
お
い
て
か
、
あ
る
い
は
一
九
三

六
年
か
ら
三
八
年
の
『
哲
学
へ
の
寄
与
』
に
お
い
て
か
。
さ
ら
に
一
九
四
七
年
（
『
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
書
簡
』
）
以
来
、
あ
る
い
は
一
九
四

五
年
か
ら
、
と
も
主
張
さ
れ
う
る
。
転
回
を
め
ぐ
る
問
い
と
そ
れ
へ
の
答
え
は
極
め
て
多
様
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
問
い
と
答
え
は

「
転
回
が
ハ
イ
デ
ガ
l
の
思
惟
の
転
換
を
意
味
す
る
」
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
。

我
々
は
転
回
問
題
へ
の
こ
の
よ
う
に
多
様
な
答
え
に
さ
ら
に
一
つ
の
解
答
を
付
け
加
え
る
つ
も
り
は
な
い
。
む
し
ろ
以
上
の
問
い
と
答

え
が
前
提
し
て
い
る
「
思
惟
の
転
換
と
し
て
の
転
回
」
と
い
う
前
提
そ
の
も
の
を
問
い
返
す
こ
と
｜
｜
こ
れ
が
我
々
の
課
題
で
あ
る
。
こ

の
課
題
は
し
か
し
簡
単
に
果
た
さ
れ
る
よ
う
に
見
え
る
。

一
九
四
九
年
の
連
続
講
演
の
第
四
講
演
『
転
回
」

の
う
ち
で
、
思
惟
の
転
換
と

し
て
の
転
回
で
は
な
い
転
回
の
用
例
に
出
会
う
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
転
回
は
「
存
在
に
お
け
る
転
回
」
で
あ
り
、
思
惟
に
お
け
る
転
回
と

は
区
別
さ
れ
る
。
か
く
し
て
「
思
惟
の
転
回
」
と
「
存
在
の
転
回
」
と
い
う
こ
義
性
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
両
者
の
関
係
が
問
わ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、
存
在
の
転
回
が
思
惟
の
転
回
を
必
要
と
し
、
思
惟
の
転
回
が
存
在
の
転
回
に
応
答
す
る
と
答
え
ら
れ
る
。
し
か

し
こ
こ
で
も
「
思
惟
の
転
換
と
し
て
の
転
回
」
が
自
明
な
前
提
で
あ
り
続
け
て
い
る
。

ハ
イ
デ
ガ

1
は
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
宛
の
手
紙
（
以
下
「
R
へ
の
手
紙
」
と
略
）

で
、
転
回
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
の
転
回

は
ハ
イ
デ
ガ
！
の
思
惟
に
お
け
る
出
来
事
で
な
い
と
は
っ
き
り
一
言
ロ
わ
れ
て
い
る
。
し
か
も
そ
れ
を
『
転
回
』

で
の
「
存
在
の
転
回
」
と
解



釈
す
る
こ
と
も
、
ほ
と
ん
ど
望
み
が
な
い
。
転
回
と
い
う
語
は
、
さ
ら
に
一
九
二
八
年
夏
学
期
講
義
（

E
－
N
a）
の
補
遣
、

一
九
三
七
／

三
八
年
冬
学
期
講
義
（
切
色
・
色
）
、
『
真
理
の
本
質
に
つ
い
て
』
の
註
記
（
一
九
四
九
）
等
に
お
い
て
も
語
ら
れ
て
い
る
。
我
々
は
こ
う
し

た
転
回
の
多
様
な
用
例
に
よ
っ
て
、
転
回
の
二
義
性
だ
け
で
な
く
、
転
回
の
多
義
性
に
突
き
当
た
る
。
我
々
は
「
転
回
は
多
様
に
語
ら
れ

る
」
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
も
転
回
の
多
義
性
（
富
喜
三

2
Z事
与
）

を
ハ
イ
デ
ガ
l
自
身
が
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
4
包
・
戸

に
す
ぎ
な
い
の
か
。
そ
れ
と
も
そ
こ
に
司
、
b
q

H
H
閏）

し
か
し
こ
の
多
義
性
は
単
な
る
「
名
の
み
共
通
の
多
義
性
」
（
F
O
E
O

ロヨ
H

）

ヶ
、
の
ご
と
き
意
味
の
一
性
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
と
も
角
我
々
は
転
回
解
釈
の
多
様
性
だ
け
で
な
く
、
転
回
の
用
例
の
多

義
性
に
直
面
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
ハ
イ
デ
ガ

1
自
身
は
転
回
を
め
ぐ
る
多
様
な
解
釈
を
ど
う
見
て
い
た
の
か
。

M
－
ミ
ュ
ラ
l
は
次
の
よ
う
に
報
告
し
て
い
る
。
「
ハ

（

9
）
 

イ
デ
ガ
l
自
身
は
転
回
に
つ
い
て
の
騒
が
し
い
議
論
と
お
し
ゃ
べ
り
を
瑚
笑
し
て
い
る
」
と
。

R
へ
の
手
紙
で
ハ
イ
デ
ガ
l
は
転
回
解
釈

を
「
転
回
に
つ
い
て
の
基
盤
な
き
果
て
し
な
き
む
だ
話
」
（
戸
同
開
）

と
断
じ
て
い
る
。
何
故
む
だ
話
な
の
か
。
そ
れ
は
転
回
解
釈
が
自

明
と
し
て
い
る
前
提
が
根
本
的
に
誤
っ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
。

転
回
解
釈
を
「
転
回
に
つ
い
て
の
む
だ
話
」
と
断
じ
た
R
へ
の
手
紙
で
、

ハ
イ
デ
ガ
l
は
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
の
転
回
に
つ
い
て
の
問
い

に
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。
「
転
回
は
ま
ず
第
一
に
問
う
思
惟
に
お
け
る
出
来
事
で
は
な
い
」
（
河
・
同
開
）

と
。
ハ
イ
デ
ガ
l
の
こ
の
答

え
に
従
え
ば
、
転
回
を
彼
の
思
惟
の
転
換
と
解
釈
す
る
こ
と
は
そ
の
根
底
か
ら
誤
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
す
べ
て

の
ハ
イ
デ
ガ

l
解
釈
者
は
彼
の
思
惟
の
転
回
に
つ
い
て
相
変
ら
ず
語
っ
て
い
る
。
恐
ら
く
次
の
よ
う
な
逃
げ
道
を
見
つ
け
る
の
で
あ
ろ
う
。

。

で
の
転
回
の
後
か
ら
の
自
己
改
釈
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
改
釈
に
盲
目
的
に
従
っ
て
は

｜
｜
R
へ
の
手
紙
は
『
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
書
簡
』

転回試論

な
ら
な
い
の
だ
と
。

「
転
回
H
思
惟
の
転
換
」
と
す
る
解
釈
は
「
思
惟
の
転
回
」
あ
る
い
は
「
思
惟
に
お
け
る
転
回
」
と
い
う
表
現
を
前
提
し
て
い
る
。
し

か
し
『
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
書
簡
」
に
お
い
て
も
、
ま
た
他
の
ハ
イ
デ
ガ
l
の
著
作
、
講
義
等
に
お
い
て
も
、
そ
の
よ
う
な
表
現
は
見
当
ら

七
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ハ
イ
デ
ガ
l
は
「
思
惟
の
転
回
」
で
は
な
く
、
「
転
回
の
思
惟
」
を
語
る
。
｜
｜
こ
の
こ
と
は
転
回
解
釈
に
と
っ
て
重
大
な
こ
と

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
転
回
の
思
惟
」
と
い
う
表
現
は
、
転
回
が
「
思
惟
の
転
換
」
で
な
く
、
「
思
惟
さ
る
べ
き
も
の
」
で
あ
る
こ
と
を

言
い
表
わ
し
て
い
る
。
誰
も
「
転
回
の
思
惟
」
と
「
思
惟
の
転
回
」
と
を
混
同
し
よ
う
と
は
思
わ
な
い
だ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
転
回
を
め
ぐ

る
議
論
（
む
だ
話
？
）
が
無
批
判
的
に
「
ハ
イ
デ
ガ

1
の
思
惟
の
転
回
」
を
相
変
ら
ず
語
り
続
け
て
い
る
の
は
奇
妙
な
こ
と
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
ハ
イ
デ
ガ

l
が
「
転
回
に
つ
い
て
の
地
盤
な
き
む
だ
話
」
と
断
じ
て
い
る
の
も
当
然
で
は
な
い
か
。

転
回
が
「
思
惟
さ
る
べ
き
も
の
」
で
あ
り
、
「
思
惟
の
転
回
」
で
な
い
と
す
れ
ば
、
「
存
在
の
転
回
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
そ

の
意
味
で
R
へ
の
手
紙
で
の
転
回
が
解
釈
さ
れ
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
転
回
が
「
思
惟
の
転
回
」
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
「
存
在
の

転
回
」
で
あ
る
か
と
い
う
安
易
な
「
あ
れ
か
｜
こ
れ
か
」
が
問
い
返
さ
る
べ
き
で
あ
る
。

「
転
回
の
思
惟
」
と
語
ら
れ
、
決
し
て
「
思
惟
の
転
回
」
と
語
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
｜
｜
こ
の
こ
と
だ
け
で
も
、
転
回
に
つ
い
て
の
従

来
の
解
釈
を
再
検
討
し
、
転
回
を
新
た
に
解
明
す
る
こ
と
へ
と
導
く
の
に
十
分
で
あ
る
。
「
転
回
H
思
惟
の
転
換
」
と
い
う
極
め
て
根
強

い
解
釈
を
敢
え
て
批
判
す
る
と
い
う
意
味
で
、
我
々
の
試
み
は
、
「
転
回
試
論
」
で
あ
る
。
ま
た
転
回
解
釈
に
も
う
一
つ
の
「
む
だ
話
」

を
加
え
る
と
い
う
危
険
を
官
す
と
い
う
意
味
で
も
試
論
で
あ
る
。
試
論
は
一
つ
の
問
題
提
起
と
な
れ
ば
そ
れ
で
十
分
で
あ
る
。

す
べ
て
の
転
回
解
釈
が
そ
こ
か
ら
出
発
し
、
そ
こ
へ
帰
る
『
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
書
簡
』

で
の
転
回
を
新
た
に
問
い
返
す
こ
と
t

｜
｜
こ
れ

が
我
々
の
課
題
で
あ
る
。

『
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
書
簡
』

で
の
転
回
を
解
明
す
る
た
め
に
、

R
へ
の
手
紙
に
手
が
か
り
を
求
め
た
い
。
こ
の
手
紙
は
『
ヒ
ュ

l
マニ

ズ
ム
書
簡
』
で
の
転
回
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
表
立
っ
て
論
じ
た
唯
一
の
文
献
で
あ
る
。
し
か
も
そ
こ
で
語
ら
れ
る
転
回
の
自
己
解
釈
は
、
従

来
の
転
回
解
釈
｜
｜
「
思
惟
の
転
回
」
か
「
存
在
の
転
回
」
か
｜
｜
に
納
ま
ら
な
い
。
そ
れ
故
こ
の
手
紙
は
転
回
に
つ
い
て
再
検
討
す
る



手
が
か
り
を
我
々
に
与
え
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。

こ
の
手
紙
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
の
二
つ
の
聞
い
の
一
つ
は
転
回
に
関
す
る
問
い
で
あ
る
。
「
あ
な
た
の
存
在
思
惟

に
お
い
て
『
転
回
』
が
生
起
し
た
と
す
れ
ば
、

そ
の
場
合
こ
の
『
転
回
』
は
い
か
に
生
起
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。
あ
る
い
は
別
様
に
問
う

な
ら
ば
、
こ
の
生
起
そ
の
も
の
は
い
か
に
思
惟
さ
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
」
（
河
・

H
謡
）
｜
｜
我
々
は
ま
ず
こ
の
聞
い
が
「
転
回
が
ハ
イ
デ

ガ
l
の
存
在
思
惟
に
お
け
る
転
回
で
あ
る
」
と
い
う
前
提
を
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
転
回
解
釈
と
共
有
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

ハ
イ
デ
ガ
l
の
答
え
は
こ
の
前
提
そ
の
も
の
を
明
確
に
否
定
し
て
い
る
。
「
転
回
は
ま
ず
第
一
に
問
う
思
惟
に
お
け
る
出
来

事
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
転
回
は
『
存
在
と
時
間
』
『
時
間
と
存
在
』
と
い
う
表
題
に
よ
っ
て
名
づ
け
ら
れ
た
事
態
そ
の
も
の
に
属
し
て
い

ま
す
。
」
（
河
－

H
同
）
｜
｜
我
々
は
ハ
イ
デ
ガ
！
の
転
回
の
自
己
解
釈
に
対
し
て
い
か
な
る
態
度
を
と
り
う
る
の
か
。
こ
の
自
己
解
釈
を
後

か
ら
の
暴
力
的
改
釈
と
見
な
し
、
「
転
回
日
思
惟
の
転
換
」
解
釈
を
保
持
す
る
と
い
う
逃
げ
道
は
あ
り
う
る
。
し
か
し
自
己
改
釈
と
い
う

暴
力
を
『
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
書
簡
」

に
加
え
ね
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
、

（
一
九
四
七
）

一
九
四
七
年
か
ら
一
九
六
二
年
（
R
へ
の
手
紙
）
の

聞
に
ハ
イ
デ
ガ

l
の
思
惟
の
道
は
変
貌
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
転
回
が
「
思
惟
の
転
換
」
で
な
い
の
だ
か
ら
、
転
回
は
「
存
在
の

転
回
」
で
あ
る
と
速
断
す
る
。
し
か
し
『
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
書
簡
』

で
の
転
回
を
「
存
在
の
転
回
」
と
読
む
こ
と
は
で
き
そ
う
に
な
い
。

し
か
も
こ
の
手
紙
で
の
転
回
を
『
転
回
』

で
の
転
回
と
同
一
視
す
る
こ
と
も
困
難
で
あ
る
。
結
局
R
へ
の
手
紙
で
の
転
回
解
釈
を
後
か
ら

の
暴
力
的
改
釈
と
見
な
さ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
暴
力
的
改
釈
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
は
、
「
転
回
が
思
惟
に
お
け
る
転
回
か
、
存
在

に
お
け
る
転
回
か
で
あ
る
」
と
い
う
前
提
に
ム
由
来
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
と
も
角
R
へ
の
手
紙
が
従
来
の
転
回
解
釈
に
と
っ
て
蹟
き

の
石
な
の
で
あ
る
。

転回試論

し
か
し
転
回
が
思
惟
に
属
す
る
か
、
あ
る
い
は
存
在
に
属
す
る
か
と
い
う
形
で
思
惟
と
存
在
と
を
切
り
離
し
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
ハ

。

イ
デ
ガ
l
は
R
へ
の
手
紙
で
「
存
在
の
思
惟
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
「
こ
の
属
格
は
存
在
と
し
て
の
存
在
（
ω弓
ロ
）
が

同
時
に
、
存
在
に
応
答
す
る
思
惟
を
必
要
と
す
る
思
惟
さ
る
べ
き
も
の
と
し
て
自
己
を
示
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
」
（
河
・

九



。

岡
高
）
こ
の
指
示
に
よ
っ
て
彼
は
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
の
転
回
に
関
す
る
問
い
に
触
れ
て
い
る
と
語
り
、
転
回
に
つ
い
て
語
り
始
め
て
い
る
。

。

と
す
れ
ば
「
存
在
が
思
惟
を
必
要
と
し
、
思
惟
が
思
惟
さ
る
べ
き
も
の
と
し
て
の
存
在
に
応
答
す
る
」
と
い
う
事
態
（
「
存
在
の
思
惟
」

の
「
の
」
が
表
示
し
て
い
る
事
態
）
が
転
回
に
関
係
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
転
回
は
思
惟
の
み
に
属
す
る
の
で
も
、
存
在
の
み
に
属
す
る

の
で
も
な
く
、
「
思
惟
と
存
在
と
の
間
」
に
属
す
る
。

R
へ
の
手
紙
で
「
存
在
と
時
間
の
閥
、
時
間
と
存
在
の
間
の
転
回
」
（
戸

H
H
H
）

。

。

と
言
わ
れ
、
「
転
回
は
「
存
在
と
時
間
』
「
時
間
と
存
在
」
と
い
う
表
題
に
よ
っ
て
名
ざ
さ
れ
た
事
態
そ
の
も
の
に
属
す
る
」
（
戸
同
開
）

と
語
ら
れ
て
い
る
。
我
々
の
解
釈
に
よ
れ
ば
こ
の
「
と
」

C
E
の
う
ち
に
転
回
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
ハ
イ
デ
ガ
l
は
「
と
」
を

問
う
哲
学
者
で
あ
る
。
『
存
在
と
時
間
』
（
一
九
二
七
）
の
「
と
」
を
問
う
と
は
、
「
存
在
と
時
間
の
共
属
性
」
を
問
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

（〈同

F
E・
2
・
足
。
）
『
時
間
と
存
在
』
（
一
九
六
二
）
に
お
い
て
「
と
」
は
事
態
と
し
て
の
性
起
を
意
味
す
る
。
（
Nω
・
当
）
「
と
」
こ
そ

が
ハ
イ
デ
ガ

l
に
お
い
て
つ
ね
に
「
思
惟
さ
る
べ
き
も
の
」
で
あ
っ
た
と
一
一
一
一
口
え
る
だ
ろ
う
。
「
転
回
の
思
惟
」
と
い
う
表
現
が
「
転
回
が

思
惟
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
」
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
転
回
は
思
惟
に
の
み
属
す
る
の
で
も
、
存
在
に
の
み
属
す
る
の
で
も
な

く
、
「
存
在
と
思
惟
と
の
関
わ
り
」
そ
の
も
の
に
属
す
る
。

我
々
は
「
転
回
H
思
惟
の
転
換
」
説
を
批
判
す
る
が
、

ハ
イ
デ
ガ
l
の
思
惟
に
お
け
る
転
換
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

「
転
回
の
思
惟
は
私
の
思
惟
に
お
け
る
転
換
で
あ
る
」
（
戸
岡
高
）

と
彼
は
語
っ
て
い
る
。
転
回
そ
の
も
の
で
な
く
、
転
回
の
思
惟
（
転

回
を
思
惟
す
る
こ
と
）
が
ハ
イ
デ
ガ

I
の
思
惟
の
転
換
な
の
で
あ
る
。
こ
の
言
明
は
「
転
回
H

思
惟
の
転
換
」
説
の
不
可
能
性
を
は
っ
き

り
と
示
し
て
い
る
。

R
へ
の
手
紙
で
は
確
か
に
「
転
回
H
思
惟
の
転
換
」
解
釈
は
成
り
立
た
な
い
。
し
か
し
こ
の
手
紙
そ
の
も
の
が
後
か
ら
の
暴
力
的
な
改

釈
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
う
る
。
こ
の
よ
う
に
「
転
回
目
思
惟
の
転
換
」
説
は
根
強
い
の
で
、

R
へ
の
手
紙
以
外
の
、
し
か
も
『
ヒ
ュ

l

マ
ニ
ズ
ム
書
簡
』
以
前
の
、
転
回
の
用
例
を
一
一
つ
挙
げ
よ
う
。
「
存
在
と
し
て
の
存
在
の
現
成
と
真
理
の
本
質
に
属
す
る
転
回
」
（
一
九
三

七
年
夏
学
期
講
義
、
∞
己
・
主
－
H
N
m
w
）
「
転
回
は
そ
れ
の
み
を
哲
学
が
熟
思
す
る
そ
れ

（
性
起
と
し
て
の
存
在
）
に
本
質
的
に
属
さ
ね
ば
な



ら
な
い
」
（
一
九
三
七
／
三
八
年
冬
学
期
講
義
、

E
・
8
・
2
）
こ
れ
ら
の
用
例
は
R
へ
の
手
紙
で
の
「
転
回
は
『
存
在
と
時
間
』
『
時
間

と
存
在
』
と
い
う
表
題
に
よ
っ
て
名
ざ
さ
れ
て
い
る
事
態
そ
の
も
の
に
属
す
る
」
（
河
岡
田
）
に
対
応
し
て
い
る
。
と
す
れ
ば
R
へ
の
手

紙
で
の
転
回
の
自
己
解
釈
を
後
か
ら
の
改
釈
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
『
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
書
簡
」
で
の
転
回
を
「
思

惟
の
転
換
」
と
す
る
解
釈
自
体
が
問
い
返
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
我
々
は
『
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
書
簡
」

で
の
転
回
を
主
題
的
に
検
討
す
る

」
と
に
し
よ
う
。

す
で
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
『
存
在
と
時
間
』

の
第
一
部
第
三
編
「
時
間
と
存
在
』
に
お
い
て
「
こ
こ
に
お
い
て
全
体
が
逆
転
す
る
」
。

し
か
し
「
全
体
」
と
は
何
か
。
転
回
が
「
思
惟
の
決
定
的
な
転
換
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
「
全
体
」
は
例
え
ば
形
而
上
学
と
い
う
思
惟
と
解

釈
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
転
回
は
「
形
而
上
学
か
ら
形
而
上
学
の
克
服
へ
の
思
惟
の
転
換
」
を
意
味
す
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
形
市
上
学
の

単
な
る
逆
転
は
そ
れ
が
逆
転
す
る
当
の
も
の
に
囚
わ
れ
た
ま
ま
で
あ
り
、
形
而
上
学
に
と
ど
ま
る
に
す
ぎ
な
い
。
ハ
イ
デ
ガ
l
は
転
回
に

言
及
し
た
す
ぐ
後
に
サ
ル
ト
ル
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
「
サ
ル
ト
ル
は
そ
れ
に
対
し
実
存
主
義
の
根
本
命
題
を
次
の
よ
う

に
表
現
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
実
存
は
本
質
に
先
立
つ
。
彼
は
そ
の
際
、
実
存
と
本
質
を
形
而
上
学
の
意
味
で
捉
え
て
い
る
。
形
而
上
学

は
プ
ラ
ト
ン
以
来
、
本
質
は
実
存
に
先
立
つ
と
言
う
。
サ
ル
ト
ル
は
こ
の
命
題
を
逆
転
す
る
。
し
か
し
形
而
上
学
の
命
題
の
逆
転
は
形
而

転回試論

上
学
の
命
題
に
と
ど
ま
る
。
」
（
切
己
・
少

ω
N
∞
）
あ
る
い
は
同
じ
書
簡
で
ニ

l
チ
ェ
を
批
判
し
て
い
る
。
「
ニ

l
チ
ェ
は
形
而
上
学
の
内
部

で
形
而
上
学
の
逆
転
以
外
に
、
故
郷
喪
失
か
ら
の
逃
げ
道
を
見
出
し
え
な
か
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
は
逃
げ
道
の
な
さ
の
完
成
で
あ
る
。
」
（

E－

P
ω
ω
∞
）
と
す
れ
ば
「
全
体
」
を
形
而
上
学
と
捉
え
「
全
体
が
逆
転
す
る
」
を
形
而
上
学
の
逆
転
と
解
釈
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ

故
形
而
上
学
の
克
服
と
し
て
こ
の
逆
転
を
解
釈
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
類
似
し
た
諸
解
釈
｜
思
惟
の
逆
転
｜
は
許
さ
れ
な
い
。

で
は
「
全
体
」
と
は
何
か
。

R
へ
の
手
紙
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
そ
の
問
い
に
答
え
て
い
る
。
「
『
全
体
』
｜
そ
れ
は
『
存
在
と
時
間
』
『
時



間
と
存
在
』

の
事
態
を
言
う
。
」
（
戸
〕
〔
同
）
「
事
態
」
の
意
味
は
R
へ
の
手
紙
と
閉
じ
年
の
講
演
『
時
間
と
存
在
」
｜
｜
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ

ン
自
身
も
聴
講
し
て
い
る
｜
｜
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
事
態
と
は
「
二
つ
の
事
象
（
存
在
と
時
間
、
時
間
と
存
在
）
の
関
係
」
で
あ

り
、
「
二
つ
の
事
象
を
相
互
に
保
ち
、
そ
の
関
係
を
保
持
す
る
事
態
」
（
Nω

・
主
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
事

1
態
」
が
性
起
で
あ
る
。
（
〈
包
・

の
事
態
と
し
て
、
性
起
を
意
味
し
て
い
る
。
全
体
の
逆
転
と
は
性
起
が
性
起

Nω

－N
O
）
「
全
体
」
と
は
『
存
在
と
時
間
』
『
時
間
と
存
在
』

す
る
あ
り
方
で
あ
る
。

ハ
イ
デ
ガ

l
は
「
転
回
と
い
う
名
の
も
と
で
思
惟
さ
れ
て
い
る
事
態
は
す
で
に
一
九
四
七
年
よ
り
十
年
前
か
ら
私
の
思
惟
を
動
か
し
て

い
た
」
（
戸
岡
高
）
と
R
へ
の
手
紙
で
書
き
、

こ
こ
で
は
何
ら
か
の
人
間
学
の
対
象
で
は
な
い
。
人
間
は
こ
こ
で
は
最
も
深
く
広
い
、
本
来
的
に
根
本
的
な
観
点
で
問
わ
れ
て
い
る
。
す

一
九
三
七
／
三
八
年
冬
学
期
講
義
の
第
一
構
想
の
テ
キ
ス
ト
を
引
用
し
て
い
る
。
「
人
聞
は

な
わ
ち
存
在
へ
の
関
わ
り
に
お
け
る
人
間
｜
｜
即
ち
、
転
回
の
う
ち
に
、
す
な
わ
ち
人
間
へ
の
関
わ
り
に
お
け
る
存
在
と
そ
の
真
理
。
」

（河・

H
H
H
）
転
回
に
関
し
て
一
九
三
七
／
三
八
年
冬
学
期
講
義
か
ら
引
用
し
て
い
る
こ
と
に
ま
ず
注
意
し
た
い
。
一
九
三
O
年
の
講
演
『
真

理
の
本
質
に
つ
い
て
』
に
言
及
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
一
九
三

O
年
に
は
未
だ
「
転
回
と
い
う
名
の
も
と
で
思
惟
さ
れ
て

い
る
事
態
」
が
思
惟
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
と
も
角
「
転
回
の
思
惟
」
を
一
九
三

O
年
の
ハ
イ
デ
ガ
l
に
見
出
す
こ
と
に

慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
九
三
七
／
三
八
年
の
冬
学
期
講
義
は
「
『
哲
学
の
寄
与
』
の
教
説
を
分
か
り
ゃ
す
く
講
義
に
適
し
た
形

で
講
義
し
て
い
る
」
。
そ
し
て
『
哲
学
の
寄
与
』
は
「
性
起
に
つ
い
て
」
と
い
う
本
質
的
表
題
を
も
っ
て
い
る
（
〈
包
－

E
－
合
－
N
ω
H
）
「
性

起
の
本
質
構
造
を
な
す
関
わ
り
と
連
闘
が
一
九
三
六
年
と
一
九
三
八
年
の
聞
に
仕
上
げ
ら
れ
た
」
（
Nω

・
怠
一
）
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
そ

れ
は
『
哲
学
へ
の
寄
与
』
（
一
九
三
六
｜
三
八
）
に
お
い
て
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
一
九
三
七
／
三
八
の
冬
学
期
講
義
で
語
ら
れ
て
い
る
転

回
は
性
起
と
内
的
に
関
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
す
で
に
主
張
し
た
よ
う
に
、
転
回
は
「
性
起
が
性
起
す
る
あ
り
方
」
な
の
で
あ
る
。

一
九
三
七
／
三
八
年
冬
学
期
講
義
で
の
転
回
を
ど
う
解
釈
し
う
る
の
か
。
「
存
在
へ
の
関
わ
り
に
お
け
る
人
間
｜
｜
即
ち
、
転
回
の
う

ち
に
、
す
な
わ
ち
人
間
へ
の
関
わ
り
に
お
け
る
存
在
と
そ
の
真
理
」
｜
｜
l

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
こ
で
も
転
回
に
つ
い
て
謎
め
い
た
仕
方
で
暗



示
的
に
の
み
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
謎
め
い
た
定
式
が
我
々
に
転
回
解
釈
の
鍵
を
与
え
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
｜
｜
「
存
在
へ
の
関

わ
り
に
お
け
る
人
間
」
、
す
な
わ
ち
「
人
聞
が
存
在
へ
と
関
わ
っ
て
い
る
」
と
い
う
事
態
そ
の
も
の
が
転
回
の
う
ち
に
あ
る
。
言
い
換
え

れ
ば
「
人
間
の
存
在
へ
の
関
わ
り
」
は
「
存
在
の
人
間
へ
の
関
わ
り
」
と
い
う
逆
の
関
わ
り
宮
田
町
岳
岳
『
窓
『
宮
自
問
）
に
お
い
て
の
み

は
じ
め
て
成
立
す
る
。
し
か
し
「
存
在
の
人
間
へ
の
関
わ
り
」
は
同
様
に
転
回
の
う
ち
に
あ
り
、
そ
れ
へ
の
応
答
と
し
て
の
「
人
聞
の
存

在
へ
の
関
わ
り
」
を
必
要
と
す
る
。
全
体
と
は
「
人
間
と
存
在
」
「
存
在
と
人
間
」
と
い
う
事
態
、
両
者
の
共
属
と
い
う
事
態
で
あ
る
。

一
九
三
七
／
三
八
年
講

義
の
第
一
草
稿
で
転
回
が
語
ら
れ
た
後
で
、
人
間
存
在
の
変
様
と
し
て
「
存
在
の
真
理
を
根
拠
づ
け
守
蔵
す
る
者
に
な
る
こ
と
、
存
在
そ

の
も
の
の
本
質
に
よ
っ
て
必
要
と
さ
れ
る
根
拠
と
し
て
の
現
で
あ
る
こ
と
」
（
切
B
・
8
・
N
H
S
が
言
わ
れ
て
い
る
。
「
存
在
の
人
間
へ
の

関
わ
り
」
に
す
べ
て
が
解
消
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
存
在
そ
の
も
の
の
本
質
は
「
存
在
の
真
理
を
根
拠
づ
け
守
蔵
す
る
者
」
と
し
て
の
人

転
回
解
釈
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
転
回
が
単
な
る
一
方
向
的
で
な
く
、
相
互
的
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

問
、
す
な
わ
ち
「
人
間
の
存
在
へ
の
関
わ
り
」
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
人
聞
は
存
在
の
本
質
に
よ
っ
て
必
要
と
さ
れ
る
根
拠

と
し
て
の
現
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
人
間
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
人
聞
は
「
存
在
の
人
間
へ
の
関
わ
り
」
に
応
答
す
る
と
い

う
「
人
間
の
存
在
へ
の
関
わ
り
」
の
う
ち
で
人
間
で
あ
り
、
「
存
在
の
人
間
へ
の
関
わ
り
」
は
そ
の
意
味
で
の
人
聞
を
必
要
と
す
る
。
「
人

聞
の
存
在
へ
の
関
わ
り
」
と
「
存
在
の
人
間
へ
の
関
わ
り
」
は
相
互
的
で
あ
り
、
相
互
に
補
完
し

（回目
nv
巾『目間宮

Ng）
、
全
体
を
な
す
。

こ
の
よ
う
に
転
回
を
解
釈
す
る
こ
と
は
ハ
イ
デ
ガ
l
の
根
本
思
想
に
完
全
に
一
致
し
て
い
る
。
根
本
思
想
と
は
「
存
在
あ
る
い
は
存
在

。

。

（

げ

）

の
開
明
性
は
人
聞
を
必
要
と
し
、
逆
に
ロ
富
岡
市
宮
町
ユ
は
人
聞
は
存
在
の
開
明
性
の
う
ち
に
立
つ
限
り
で
の
み
人
間
で
あ
る
」
（
強
調
は
筆

者
）
と
表
現
さ
れ
る
。
こ
の
「
逆
に
」
と
い
う
語
の
う
ち
に
「
人
間
と
存
在
」
「
存
在
と
人
間
」
と
の
聞
の
転
回
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

転回試論

こ
の
「
逆
に
」
＝
E
刷
巾
宮
町
ユ
は
単
な
る
一
方
向
の
逆
転
で
は
な
く
、
相
互
的
な
逆
転
吉
田
Z
F『
ロ
ロ
伺
）
、
人
間
と
存
在
と
の
関
わ
り
の
相

互
性
を
言
い
表
し
て
い
る
。
「
逆
に
」
と
い
う
重
要
な
副
詞
は
、

一
九
三
七
／
三
八
年
冬
学
期
講
義
で
の
「
転
回
の
う
ち
に
」
と
同
じ
意

味
な
の
で
あ
る
。



四

一
九
三
七
／
三
八
年
冬
学
期
講
義
の
第
一
構
想
に
即
し
て
見
る
限
り
、
転
回
は
「
人
間
と
存
在
と
の
関
わ
り
」
の
相
互
性
と
い
う
事
態

の
あ
り
方
で
あ
っ
て
、
決
し
て
「
思
惟
の
転
換
」
で
は
な
い
。
し
か
し
『
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
書
簡
』
で
の
転
回
を
同
じ
よ
う
に
解
釈
し
う

る
の
だ
ろ
う
か
。
『
書
簡
』
で
の
「
全
体
」
は
「
人
間
と
存
在
と
の
関
わ
り
」
で
な
く
、
「
『
存
在
と
時
間
』
『
時
間
と
存
在
』
の
事
態
」
で

あ
る
。
両
者
は
同
一
の
事
態
な
の
だ
ろ
う
か
。
我
々
の
解
釈
は
「
『
存
在
と
時
間
』
か
ら
『
時
間
と
存
在
」

へ
の
転
回
」
を
解
明
し
う
る

の
だ
ろ
う
か
。
と
も
角
『
書
簡
』

の
当
該
箇
所
の
解
釈
の
試
み
を
続
け
る
ニ
と
に
し
よ
う
。

四

「
こ
こ
に
お
い
て
全
体
が
逆
転
す
る
」
と
い
う
言
明
の
後
に
、
ハ
イ
デ
ガ

l
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
「
問
題
に
な
っ
て
い
る
第
三

編
が
さ
し
控
え
ら
れ
た
の
は
、
思
惟
が
こ
の
転
回
を
十
分
に
一
言
う
こ
と
に
役
立
た
ず
、
形
而
上
学
の
言
葉
の
助
け
に
よ
っ
て
は
切
り
抜
け

ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
」

こ
こ
で
「
転
回
を
十
分
に
言
う
こ
と
」
と
語
ら
れ
て
い
る
。
「
転
回
を
言
う
」
と
い
う
表
現
は
、
転
回
が
「
吾
一
口
わ
れ
る
べ
き
も
の
」
「
一
一
百

葉
へ
と
も
た
ら
さ
れ
る
べ
き
も
の
」
で
あ
る
こ
と
を
言
い
表
し
て
い
る
。
『
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
書
簡
』
に
お
い
て
「
思
惟
が
－
一
豆
宮
市
へ
と
も

た
ら
す
も
の
」
は
存
在
で
あ
る
。
「
思
惟
は
そ
の
言
う
こ
と
に
お
い
て
存
在
の
語
ら
れ
ざ
る
語
の
み
を
言
葉
へ
と
も
た
ふ
す
。
」
（

E－
my

ω
色
）
思
惟
が
十
分
に
言
う
べ
き
も
の
は
決
し
て
思
惟
の
転
換
で
は
な
く
、
存
在
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
「
こ
の
転
回
を
十
分
に
言
う
」
と

い
う
表
現
は
「
転
回
が
思
惟
の
転
回
で
は
な
い
」
こ
と
を
我
々
に
は
っ
き
り
示
し
て
い
る
。
転
回
が
「
思
惟
に
よ
っ
て
言
わ
れ
る
べ
き
も

の
」
で
あ
り
、
「
書
簡
」
に
お
い
て
言
葉
へ
と
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
が
存
在
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
転
回
は
存
在
と
内
的
な
関
係
の
う
ち
に

あ
る
の
で
は
な
い
か
。

我
々
は
こ
こ
で
R
へ
の
手
紙
を
想
起
し
よ
う
。
「
転
回
の
『
生
起
」
は
存
在
と
し
て
の
存
在
『
で
あ
る
』
。
存
在
と
し
て
の
存
在
は
転
回

か
ら
の
み
思
惟
さ
れ
る
。
」
（
戸

H
H
H
）
『
書
簡
」
に
お
い
て
「
存
在
そ
の
も
の
」
は
性
起
を
す
で
に
名
ざ
し
て
い
る
と
す
れ
ば

（
〈
伺
］
・



（初）

N
ω

・
8
）、

R
へ
の
手
紙
で
の
「
存
在
と
し
て
の
存
在
」
と
は
性
起
を
意
味
し
て
い
る
。
転
回
は
存
在
と
し
て
の
存
在
の
あ
り
方
、
性
起

が
性
起
す
る
あ
り
方
で
あ
る
。
転
回
を
言
う
こ
と
は
性
起
を
言
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
「
転
回
を
十
分
に
言
う
」
と
い
う
表
現
は
「
転
回

の
思
惟
」
と
い
う
表
現
同
様
に
、
「
転
回
目
思
惟
の
転
換
」
解
釈
が
成
り
立
た
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
示
し
て
い
る
。

で
は
「
形
而
上
学
の
言
葉
の
助
け
に
よ
っ
て
は
切
り
抜
け
ら
れ
な
か
っ
た
」
と
は
い
か
な
る
こ
と
か
。
「
形
而
上
学
の
言
葉
」
は
さ
し

当
り
『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
超
越
論
哲
学
に
由
来
す
る
言
葉
と
解
釈
し
う
る
。
し
か
し
一
九
二
九
年
の
三
部
作
（
『
カ
ン
ト
と
形
而

上
学
の
問
題
』
『
根
拠
の
本
質
に
つ
い
て
』
『
形
市
上
学
と
は
何
か
』
）
の
後
で
は
、
も
は
や
ハ
イ
デ
ガ
l
は
「
超
越
」
に
定
位
し
て
い
な
い
。

こ
の
こ
と
は
一
九
二
九
／
三
O
年
冬
学
期
講
義
に
お
け
る
形
而
上
学
の
定
式
か
ら
読
み
取
り
う
る
だ
ろ
う
。
（
〈
伺
－
－

E
－N
m
w＼

ω
0
・
ω
誌
と

あ
る
い
は
『
存
在
と
時
間
』
の
問
題
設
定
に
潜
む
「
形
而
上
学
に
由
来
す
る
表
象
」
の
立
場
（
〈
包
－

E
・
ω
・
ωゴ
）
の
う
ち
に
「
形
市
上

学
の
言
葉
」
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
『
存
在
と
時
間
』
に
お
い
て
「
存
在
の
了
解
」
の
構
造
は
「
存
在
者
の
了
解
」
の
構
造
を
モ
デ

ル
と
し
、
「
存
在
者
l
存
在
」
を
「
存
在
｜
存
在
の
意
味
」
関
係
へ
と
ポ
テ
ン
ツ
を
高
め
る
（
超
越
）
こ
と
に
よ
っ
て
、
存
在
を
対
象
化

す
る
。
（
4
包・回向日・
N
・
品
N一山

Y
回向田・
N
A
P

－
h
H
ω

一
寸
）
し
か
し
こ
の
問
題
設
定
は
一
九
三
O
年
の
講
義
に
お
い
て
す
で
に
批
判
さ
れ
て
い
る
。
（
4
開－－

E
・
2
・
S
）
『
存
在
と
時
間
』
の
問
題
設
定
を
よ
り
原
初
的
に
形
成
し
、
『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
聞
い
の
発
端
を
内
在
的
に
批
判
す

る
試
み
（
〈
伺
F
N
ω

・
2
）
が
一
九
三
O
年
か
ら
始
ま
る
こ
と
を
認
め
う
る
が
、
し
か
し
そ
れ
が
た
だ
ち
に
形
而
上
学
の
克
服
を
意
味
し
な

い
。
一
九
三
五
年
夏
学
期
講
義
の
表
題
は
『
形
市
上
学
入
門
』
で
あ
り
、
一
九
三
五
／
三
六
年
冬
学
講
義
は
『
形
而
上
学
の
根
本
問
題
』

と
さ
れ
て
い
る
。
「
一
九
二
七
年
か
ら
一
九
三
六
年
ま
で
の
、
存
在
論
的
差
異
へ
の
断
え
ざ
る
関
わ
り
は
必
然
的
な
迷
い
道
出
o－N
当
高
と

見
な
さ
れ
る
。
」
（
回
色
－
H

？
ω
o
a）
す
な
わ
ち
一
九
二
七
年
か
ら
一
九
三
六
年
の
ハ
イ
デ
ガ

I
は
形
而
上
学
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
言
わ

ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
対
し
『
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
書
簡
』
は
一
九
三
六
年
以
降
の
思
惟
を
展
開
し
た
も
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
「
形
而

上
学
の
言
葉
」
は
別
様
に
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

転回試論

ハ
イ
デ
ガ

1
は
『
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
書
簡
』

の
表
題
に
次
の
よ
う
に
欄
外
註
記
し
て
い
る
。
「
こ
こ
で
言
わ
れ
た
こ
と
は
執
筆
の
時
期

五



」．，、

に
は
じ
め
て
思
惟
し
抜
か
れ
た
の
で
は
な
く
、
存
在
の
真
理
を
単
純
に
言
う
試
み
の
『
瞬
間
』
に
お
い
て
、

道
の
歩
み
に
基
づ
い
て
い
る
。
｜
｜
書
簡
は
依
然
と
し
て
な
お
形
而
上
学
の
言
葉
の
う
ち
で
語
っ
て
い
る
、
し
か
も
意
識
的
に
。
別
の
言

一
九
三
六
年
に
始
め
ら
れ
た

葉
は
背
景
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
」
宙
門
戸
市
Y
ω
Z
－
〉
ロ
ヨ
・
国
）
「
背
景
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
別
の
言
葉
」
か
ら
「
形
市
上
学
の
言
葉
」
が

明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。
「
『
存
在
』
と
『
存
在
そ
の
も
の
』
は
こ
の
言
い
方
に
よ
っ
て
た
だ
ち
に
絶
対
者
の
孤
立
化
へ
と
到
る
。
し
か
し

性
起
が
さ
し
控
え
ら
れ
て
い
る
限
り
、
こ
の
言
い
方
は
避
け
ら
れ
な
い
。
」
（

E
・タ

ω
N
ゲ
〉
吉
田
・
白
）
と
す
れ
ば
背
景
に
と
ど
ま
っ
て
い

（

m）
 

る
別
の
言
葉
と
は
「
さ
し
控
え
ら
れ
た
性
起
」
と
い
う
語
で
あ
り
、
「
形
市
上
学
の
言
葉
」
と
は
存
在
で
あ
る
。
存
在
と
い
う
「
名
前
は

元
来
形
而
上
学
の
言
葉
の
所
有
に
属
し
て
い
る
」
（

E
・
5
・
5
8
の
で
あ
る
。
「
形
而
上
学
宣
言
葉
の
助
け
で
は
切
り
抜
け
ら
れ
ず
」
、

性
起
と
い
う
別
の
言
葉
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
「
転
回
を
十
分
に
言
う
こ
と
」
が
可
能
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
一
九
三
六
年
に
始
ま
っ
た
「
存

在
の
真
理
を
単
純
に
言
う
試
み
」
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
『
性
起
に
つ
い
て
』
と
い
う
本
質
的
表
題
を
も
っ
た
『
哲
学
へ
の
寄
与
』
（
一

九
三
六

l
三
人
）
に
お
い
て
で
あ
る
。
一
九
三
六
年
以
来
「
性
起
」
が
ハ
イ
デ
ガ

l
に
と
っ
て
主
導
語
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
（
4
包・切色・

タ

ω
H
少
〉
ロ
ヨ
・
白
）
性
起
を
言
葉
へ
と
も
た
ら
す
試
み
こ
そ
が
、
「
転
回
を
十
分
に
言
う
」
試
み
で
あ
る
。
性
起
（
存
在
と
し
て
の
存
在
）

は
転
回
か
ら
の
み
思
惟
さ
れ
る
。
何
故
な
ら
転
回
は
「
性
起
が
性
起
す
る
仕
方
」
で
あ
る
か
ら
。

五

「
一
九
三

O
年
に
思
惟
さ
れ
報
告
さ
れ
た
が
、
一
九
四
三
年
に
は
じ
め
て
印
刷
さ
れ
た
『
真
理
の
本
質
に
つ
い
て
』
と
い
う
講
演
は
、
『
存

在
と
時
間
』
か
ら
『
時
間
と
存
在
』

へ
の
転
回
の
思
惟
に
対
し
或
る
洞
察
を
与
え
る
。
」

ま
ず
「
転
回
の
思
惟
」
で
あ
っ
て
「
思
惟
の
転
回
」
と
一
一
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
再
度
注
意
を
喚
起
し
た
い
。
「
転
回
の
思
惟
」
と
い

う
表
現
は
転
回
が
「
思
惟
さ
る
べ
き
も
の
」
で
あ
っ
て
、
決
し
て
「
思
惟
に
お
け
る
出
来
事
」
「
思
惟
の
転
換
」
で
な
い
こ
と
を
明
示
し

て
い
る
。
転
回
解
釈
に
お
い
て
「
思
惟
の
転
回
」
「
思
惟
に
お
け
る
転
回
」
と
い
う
言
い
方
が
自
明
の
ご
と
く
通
用
し
て
い
る
こ
と
は
、



大
変
奇
妙
な
こ
と
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
l
に
お
い
て
存
在
が
つ
ね
に
思
惟
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
れ
ば
、
「
転
回
の
思
惟
」
と
は
存
在
の

思
惟
に
他
な
ら
な
い
。

「
『
存
在
と
時
間
』
か
ら
『
時
間
と
存
在
』

は
『
存
在
と
時
間
』
と
い
う
初
期
ハ
イ
デ
ガ
l
の
思
惟
か
ら
『
時
間
と
存
在
』
と
い
う
後
期
ハ
イ
デ
ガ
l
の
思
惟
へ
の
転
換
を
意
味
し
て

い
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
れ
故
「
転
回
以
前
の
思
惟
」
と
「
転
回
以
後
の
思
惟
」
と
い
う
二
分
法
が
ハ
イ
デ
ガ
I
の
転
回
の
用
例
に
忠
実

な
言
い
方
と
し
て
通
用
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
『
存
在
と
時
間
』
は
ハ
イ
デ
ガ
l
の
一
九
二
七
年
の
主
著
の
名
前
で
あ
り
、
『
ヒ
ュ

l
マ

で
は
一
貫
し
て
『
存
在
と
時
間
』
と
い
う
書
物
を
指
し
て
い
る
。
転
回
が
語
ら
れ
る
文
脈
か
ら
見
て
も
『
存
在
と
時
間
』

は
『
存
在
と
時
間
』
第
一
部
第
三
編
の
表
題
で
あ
る
。
第
三
編
の
表
題
『
時
間
と
存
在
』

の
思
惟
が
第
三
編
『
時
間
と
存
在
』

へ
の
転
回
」
を
ど
う
解
釈
す
る
か
に
、
転
回
解
釈
の
す
べ
て
が
か
か
っ
て
い
る
。
こ
の
表
現

ニ
ズ
ム
書
簡
』

は
書
名
で
あ
り
、
『
時
間
と
存
在
』

と
時
間
』
と
い
う
書
名
を
逆
転
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
『
存
在
と
時
間
』

は
『
存
在

で
逆
転
す
る
こ
と
は
表
題

転回試論

か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
第
三
編
に
お
い
て
思
惟
が
転
回
す
る
。
｜
｜
し
か
し
も
し
『
存
在
と
時
間
』
と
い
う
表
題
が
『
存
在
と
時
間
』
で

明
示
さ
れ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
『
存
在
と
時
間
』
第
入
節
）
全
体
を
意
味
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
第
三
編
『
時
間
と
存
在
』
は
そ
の
プ
ロ
グ

ラ
ム
の
一
部
を
な
す
の
だ
か
ら
、
「
『
存
在
と
時
間
』
か
ら
『
時
間
と
存
在
』
へ
の
転
回
」
と
い
う
表
現
は
不
可
能
で
あ
る
。
『
存
在
と
時
間
』

を
現
行
の
『
存
在
と
時
間
』
第
一
部
第
一
一
編
、
第
二
編
の
み
を
指
す
と
考
え
る
と
し
て
も
、
『
存
在
と
時
間
』
の
明
示
さ
れ
た
プ
ロ
グ
ラ

ム
全
体
の
う
ち
に
、
逆
転
と
呼
ば
れ
る
思
惟
の
転
回
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
『
存
在
と
時
間
』
全
体
は
基
礎
的
存
在
論
と
い
う
統

（お）

一
の
う
ち
で
構
想
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
。
あ
る
い
は
『
存
在
と
時
間
』
の
問
題
設
定
か
ら
存
在
の
真
理
へ
の
聞
い
へ
の
思
惟
の
転
回
と

解
釈
し
う
る
だ
ろ
う
か
。
『
時
間
と
存
在
』
が
何
故
存
在
の
真
理
へ
の
聞
い
（
後
期
ハ
イ
デ
ガ
l
の
思
惟
を
ど
う
特
徴
づ
け
る
に
し
ろ
）

を
意
味
し
う
る
か
は
問
わ
な
い
と
し
て
も
、
何
故
「
『
存
在
と
時
間
』
か
ら
『
時
間
と
存
在
』
へ
の
思
惟
の
転
回
」
と
言
わ
れ
な
か
っ
た

か
と
い
う
聞
い
が
残
る
。
ハ
イ
デ
ガ
l
は
「
『
存
在
と
時
間
』
か
ら
『
時
間
と
存
在
』
へ
の
転
回
の
思
惟
」
と
書
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
転
回
の
定
式
に
お
け
る
『
存
在
と
時
間
』
は
、
も
し
そ
れ
が
『
存
在
と
時
間
』
と
い
う
書
物
を
指
示
し
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、

七
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体
何
を
意
味
す
る
の
か
。

と
時
間
』

ハ
イ
デ
ガ
l
は
「
『
存
在
と
時
間
』

は
決
し
て
書
物
（
「
存
在
と
時
間
」
に
お
け
る
聞
い
と
言
わ
れ
る
場
合
）

へ
の
問
い
」
（

E
・
8
・
Nω
）
と
い
う
言
い
方
を
す
る
。
こ
の
場
合
「
存
在

で
な
く
、
『
存
在
と
時
間
』
と
い
う
名
の
も
と
で
問
わ

れ
る
べ
き
事
態
を
意
味
す
る
。
そ
れ
故
『
存
在
と
時
間
』

の
「
と
」

へ
の
聞
い
は
「
存
在
と
時
間
の
共
属
性
」

へ
の
聞
い
、
す
な
わ
ち
事

態
へ
の
聞
い
な
の
で
あ
る
。
（
〈
伺
］
・
回
円
四
・

2
・
HNめ
）
『
存
在
と
時
間
」
と
い
う
語
は

『
存
在
と
時
間
』
と
い
う
表
題
を
も
っ
た
書
物
を
指

す
の
で
は
な
く
、
「
一
つ
の
課
題
に
対
す
る
名
」
（

E
－巴－

NHN）
、
「
課
せ
ら
れ
た
も
の
」
（

E
－ち－

N
E）
を
意
味
し
う
る
。
『
存
在

は
「
『
存
在
と
時
間
』
と
い
う
表
題
の
も
と
で
思
惟
さ
る
べ
く
諜
せ
ら
れ
た
事
態
」
で
あ
り
、
「
『
存
在
と
時
間
』
と
い
う
思
惟

と
時
間
』

さ
る
べ
き
事
象
」
（
河
・
岡
高
）
で
あ
る
。
我
々
は
転
回
の
定
式
に
お
け
る
『
存
在
と
時
間
」
を
「
「
存
在
と
時
間
』
と
い
う
書
物
が
そ
れ
を

解
明
す
べ
き
事
態
」
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ハ
イ
デ
ガ
l
は
端
的
に
「
存
在
そ
の
も
の
に
お
け
る
性
起
に
対
す
る
名
と
し
て
の
『
存

在
と
時
間
』
」
と
書
き
記
し
て
い
る
o
t
－
－
「
存
在
と
時
間
』
が
思
惟
さ
る
べ
き
事
態
を
意
味
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
転
回
の
定
式
に
お
け

｛お）

る
『
時
間
と
存
在
』
も
編
名
で
な
く
、
思
惟
さ
る
べ
き
事
態
を
指
し
示
し
て
い
る
。

で
は
「
『
存
在
と
時
間
』
か
ら
『
時
間
と
存
在
」
へ
の
転
回
」
を
ど
う
解
釈
し
う
る
の
だ
ろ
う
か
。

R
へ
の
手
紙
に
お
い
て
、
『
ヒ
ュ
ー

マ
ニ
ズ
ム
書
簡
』
で
の
転
回
の
自
己
解
釈
に
際
し
、
引
用
さ
れ
た
一
九
三
七
／
三
八
年
冬
学
期
講
義
の
第
一
草
稿
を
こ
こ
で
想
起
し
よ
う
。

｜
｜
「
存
在
へ
の
関
わ
り
に
お
け
る
人
間
i
｜
即
ち
、
転
回
の
う
ち
に
、
す
な
わ
ち
人
間
へ
の
関
わ
り
に
お
け
る
存
在
と
そ
の
真
理
」

｜
｜
ハ
イ
デ
ガ
l
の
自
己
解
釈
に
従
え
ば
、
こ
の
転
回
は
『
書
簡
』

で
の
転
回
と
同
じ
意
味
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
第
一
草
稿
の
テ
キ
ス
ト

の
解
釈
を
『
書
簡
』
の
転
回
解
釈
に
適
用
す
る
こ
と
は
ハ
イ
デ
ガ
l
の
指
示
に
忠
実
で
あ
る
。
そ
れ
故
我
々
は
「
『
存
在
と
時
間
』
か
ら
『
時

聞
と
存
在
』

へ
の
転
回
」
と
い
う
表
現
を
次
の
よ
う
に
書
き
換
え
う
る
。
！
｜
「
「
存
在
と
時
間
』
｜
｜
即
ち
転
回
の
う
ち
に
、
「
時
間
と

は
「
存
在
へ
の
関
わ
り
に
お
け
る
人
間
」
に
対
応
し
、
『
時
間
と
存
在
』
は
「
人
間
へ
の
関
わ
り
に
お
け

存
在
』
」
｜
｜
『
存
在
と
時
間
』

る
存
在
と
そ
の
真
理
」
に
対
応
し
て
い
る
。
こ
う
言
い
換
え
た
と
し
て
も
何
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
そ
も
そ
も
「
存

在
と
時
間
」
「
時
間
と
存
在
」
は
「
人
間
と
存
在
」
「
存
在
と
人
間
」
と
は
異
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。



こ
こ
で
R
へ
の
手
紙
が
書
か
れ
た
一
九
六
二
年
の
講
演
『
時
間
と
存
在
』
に
助
け
を
求
め
よ
う
。
「
性
起
さ
せ
る
こ
と
の
う
ち
に
の
み

存
在
と
時
聞
が
あ
る
限
り
、
こ
の
性
起
さ
せ
る
こ
と
に
、
本
来
的
時
間
の
う
ち
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
存
在
を
聴
取
す
る
者
と
し
て
の
人

聞
を
、
そ
の
固
有
な
も
の
へ
と
も
た
ら
す
と
い
う
独
自
性
が
属
す
る
。
」
（
Nω
－
N
S
『
存
在
と
時
間
』
と
は
「
人
聞
の
存
在
へ
の
関
わ
り
」

（お｝

と
し
て
、
「
人
聞
が
本
来
的
時
間
の
う
ち
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
存
在
を
聴
取
す
る
」
と
い
う
事
態
で
あ
る
。
『
時
間
と
存
在
』
と
は
「
存

在
の
人
間
へ
の
関
わ
り
」
と
し
て
、
「
性
起
さ
せ
る
こ
と
が
そ
う
し
た
人
聞
を
そ
の
固
有
な
も
の
へ
と
も
た
ら
す
」
と
い
う
事
態
、
「
存
在

に
よ
っ
て
性
起
さ
せ
ら
れ
る
」
（
〈

m
F
E－
my
巴
少
ωωω
・
ωωω
）
と
い
う
事
態
で
あ
る
。

「
『
存
在
と
時
間
」
か
ら
『
時
間
と
存
在
』
へ
の
転
回
」
は
す
で
に
論
じ
た
よ
う
に
『
存
在
と
時
間
」
の
問
題
設
定
か
ら
別
の
立
場
へ
の

思
惟
の
転
換
を
意
味
し
な
い
。
「
そ
れ
に
対
し
転
回
の
思
惟
（
思
惟
の
転
回
で
は
な
い
｜
｜
筆
者
註
）
に
お
い
て
『
存
在
と
時
間
』
の
問

題
設
定
が
決
定
的
な
仕
方
で
補
完
さ
れ
る
よ
（
戸
同
開
）
こ
の
補
完
が
欠
け
て
い
る
限
り
、
「
主
観
性
を
放
棄
す
る
思
惟
を
追
｜
遂
行
、

共
｜
遂
行
す
る
こ
と
」
（

E
・？

ω
N
斗
）
は
困
難
で
あ
る
。
こ
れ
は
ハ
イ
デ
ガ

l
自
身
の
試
み
が
突
き
当
っ
た
困
難
で
も
あ
る
。
『
根
拠
の

の
欄
外
註
記
が
こ
の
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
｜
｜
「
依
然
と
し
て
転
回
に
お
け
る
存
在
の
真
理
を
遮
蔽
し
た
ま
ま
で
現

本
質
に
つ
い
て
』

ー
存
在
を
思
惟
す
る
空
し
い
試
み
」
（
回
a・
c
－
コ
？
〉
ロ
自
・
白
）
｜
｜
存
在
に
よ
っ
て
性
起
さ
せ
ら
れ
る
「
存
在
の
真
理
」
（
時
間
は
そ
の

前
名
で
あ
る
）
を
全
く
考
え
ず
、
現
ー
存
在
を
「
人
間
の
存
在
へ
の
関
わ
り
」
に
の
み
定
位
し
て
思
惟
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
り
、
「
転

回
の
思
惟
」
は
こ
の
空
し
い
試
み
を
克
服
す
る
の
で
あ
る
。

転
回
は
思
惟
の
転
換
で
は
な
く
、
「
「
存
在
と
時
間
』
「
時
間
と
存
在
」

の
聞
の
転
回
」
（
戸

H
H
H
）
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
転
回
は
存
在

転回試論

了
解
の
う
ち
を
動
く
解
釈
学
的
循
環
と
は
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
循
環
は
存
在
の
企
投
と
し
て
解
釈
さ
れ
た
「
人
間
の
存
在
へ
の
関

わ
り
」
に
の
み
属
す
る
。
循
環
が
「
人
間
の
存
在
へ
の
関
わ
り
」
と
い
う
了
解
の
構
造
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
人
間
と
存
在
と
の
相
E
的

関
わ
り
」
と
し
て
の
転
回
に
包
摂
さ
れ
、
そ
の
う
ち
に
根
拠
づ
け
ら
れ
る
。

「
『
真
理
の
本
質
に
つ
い
て
』
と
い
う
講
演
が
、
『
存
在
と
時
間
』

か
ら
「
時
間
と
存
在
』

へ
の
転
回
の
思
惟
に
対
し
て
或
る
洞
察
を
与

九
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え
る
」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
の
講
演
を
検
討
し
よ
う
。
多
く
の
転
回
解
釈
は
上
の
引
用
文
を
根
拠
に
し
て
「
一
九
三
O
年
に

ハ
イ
デ
ガ
l
の
思
惟
の
転
回
が
生
じ
た
」
と
語
る
。
ま
ず
こ
の
解
釈
は
転
回
を
「
思
惟
の
転
回
」
と
見
な
し
て
い
る
点
で
批
判
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
。
そ
れ
故
「
転
回
の
思
惟
」
が
一
九
三
O
年
の
ハ
イ
デ
ガ
l
に
見
出
し
う
る
か
と
間
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
出
版
さ

（犯）

は
一
九
三
O
年
の
講
演
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
と
す
れ
ば
現
行
の
「
真
理
の
本
質
に
つ
い
て
」
に
基
づ

れ
た
『
真
理
の
本
質
に
つ
い
て
』

い
て
一
九
三
O
年
の
ハ
イ
デ
ガ
l
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
転
回
の
思
惟
を
一
九
三
O
年
に
見
出
し
え
な
い
こ
と
は
、

R
へ

の
手
紙
で
の
ハ
イ
デ
ガ
l
の
発
言
「
転
回
と
い
う
名
の
も
と
で
思
惟
さ
れ
て
い
る
事
態
は
私
の
思
惟
を
一
九
四
七
年
よ
り
十
年
前
か
ら
動

か
し
て
い
た
」
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
「
一
九
三
O
年
か
ら
」
と
は
語
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

理
の
本
質
に
つ
い
て
』

し
か
し
出
版
さ
れ
た
『
真
理
の
本
質
に
つ
い
て
』
が
転
回
の
思
惟
へ
の
或
る
調
察
を
与
え
る
こ
と
自
体
は
否
定
し
え
な
い
。
事
実
『
真

の
欄
外
註
記
に
「
（
性
起
の
う
ち
で
現
成
す
る
）
転
回
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
我
々
の
解
釈
に
よ
れ
ば
こ
の
「
性

起
の
う
ち
で
現
成
す
る
転
回
」
こ
そ
が
『
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
書
簡
』

で
の
転
固
な
の
で
あ
る
。
こ
の
講
演
の
検
討
は
我
々
の
解
釈
を
確
認

す
る
だ
ろ
う
。

我
々
は
ま
ず
『
真
理
の
本
質
に
つ
い
て
』
に
付
さ
れ
た
註
記
（
一
九
四
九
）
で
語
ら
れ
て
い
る
転
回
を
主
題
と
し
よ
う
。
｜
｜
「
真
理

の
本
質
へ
の
聞
い
の
答
え
は
存
在
の
歴
史
の
内
部
で
転
回
を
言
う
こ
と
で
あ
る
。
」
（

E
・タ

N
E）
そ
の
答
え
と
は
「
真
理
の
本
質
は
本

質
の
真
理
で
あ
る
」
（
回
色
・
少
N
O
H
）
と
言
い
表
わ
さ
れ
る
。
何
故
こ
の
テ
l
ゼ
が
転
回
を
き
口
う
こ
と
な
の
か
。
こ
の
テ
l
ゼ
は
語
の
逆

転
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
『
書
簡
』
で
の
「
全
体
が
逆
転
す
る
」
「
『
存
在
と
時
間
』
か
ら
『
時
間
と
存
在
』

へ
の
転
回
」

を
想
起
さ
せ
る
。
と
す
れ
ば
こ
の
テ
l
ゼ
は
次
の
よ
う
に
言
い
換
え
ら
れ
る
。
｜
｜
「
真
理
の
本
質
｜
｜
転
回
の
う
ち
に
｜
｜
本
質
の
真

理
」
｜
｜
「
真
理
の
本
質
」
と
「
本
質
の
真
理
」
と
を
結
び
つ
け
て
い
る
コ
プ
ラ
と
し
て
の

J
臼
「
が
転
回
を
言
い
表
わ
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

し
か
し
「
真
理
の
本
質
」
が
「
人
間
の
存
在
へ
の
関
わ
り
」
に
、
「
本
質
の
真
理
」
が
「
存
在
の
人
間
へ
の
関
わ
り
」
に
対
応
し
て
い



る
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
真
理
の
本
質
は
「
認
識
と
存
在
者
の
一
致
」
と
い
う
正
当
性
百
円

E
岡
宮
芹
で
あ
る
が
、
正
当
性
の
本
質
は

自
由
で
あ
る
。
真
理
の
本
質
は
自
由
へ
と
極
ま
る
。
自
由
と
は
「
存
在
者
を
存
在
せ
し
め
る
」
と
い
う
「
人
間
の
存
在
へ
の
関
わ
り
」
を

意
味
す
る
。
（
〈
包
－

E
－
m
y
E∞
・
〉
ロ
自
・
国
）
自
由
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。
「
自
由
は
現
存
在
の
内
存
的
脱
｜
存
か
ら
概

念
把
握
さ
れ
、
真
理
（
表
｜
象
の
正
当
性
の
意
味
で
の
）
の
本
質
で
あ
る
が
、
そ
う
で
あ
る
の
は
、
自
由
そ
れ
自
身
が
真
理
の
原
初
的
本

質
、
迷
誤
に
お
け
る
秘
密
の
支
配
に
由
来
す
る
が
故
に
の
み
で
あ
る
。
」
（

E
－
m
y
E∞
）
「
真
理
の
原
初
的
本
質
」
、
す
な
わ
ち
存
在
の
現

成
と
し
て
の
明
ら
め
る
守
蔵
（
存
在
の
人
間
へ
の
関
わ
り
）
が
自
由
（
人
聞
の
存
在
へ
の
関
わ
り
）
を
現
成
せ
し
め
る
。
こ
れ
は
『
書
簡
』

に
お
け
る
『
存
在
と
時
間
』

の
自
己
解
釈
を
通
し
て
語
ら
れ
た
事
態
（
4
包－

E
－
myωω
少

ω
包
｜
｜
六
参
照
）

と
同
様
に
転
回
を
一
一
一
一
口
つ

て
い
る
。

「
第
五
節
と
第
六
節
と
の
聞
で
（
性
起
の
う
ち
で
現
成
す
る
）
転
回
へ
の
飛
躍
」
（

E
・。・

5ω
・
〉
ロ
自
・
印
）
と
い
う
言
葉
が
『
真
理
の

の
欄
外
註
記
に
あ
る
。
第
五
節
ま
で
で
真
理
の
本
質
へ
の
聞
い
は
「
人
間
の
存
在
へ
の
関
わ
り
」
と
し
て
の
自
由
へ
と

本
質
に
つ
い
て
』

究
極
す
る
。
第
六
節
以
降
、
存
在
の
現
成
と
し
て
の
明
ら
め
る
守
蔵
が
自
由
を
現
成
せ
し
め
る
と
い
う
事
態
（
存
在
の
人
間
へ
の
関
わ
り
）

が
語
ら
れ
る
。
そ
れ
放
次
の
よ
う
に
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
｜
｜
「
第
五
節
ま
で
の
事
態
｜
｜
転
回
の
う
ち
に
｜
｜
第
六
節
以
降

。

。

の
事
能
t
i－
－
「
性
起
の
う
ち
で
現
成
す
る
転
回
」
と
は
「
人
間
と
存
在
と
の
聞
の
転
回
」
で
あ
る
。

最
後
に
「
存
在
の
歴
史
の
内
部
で
」
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
こ
う
。
「
存
在
の
歴
史
の
内
部
で
」
は
「
完
成
さ
れ
た
形
而
上
学
と

し
て
の
『
立
て
｜
集
め
』
の

2
E－
の
エ
ポ
ケ
1
3
0与
巾
の
う
ち
で
」
と
読
み
う
る
。
「
存
在
の
歴
史
の
内
部
で
転
回
を
言
う
」
と
は
「
立

て
｜
集
め
」
の
う
ち
に
「
相
互
に
駆
り
立
て
る
と
い
う
仕
方
で
の
人
間
と
存
在
と
の
共
属
」
と
い
う
転
回
を
言
い
、
そ
の
「
人
間
と
存
在

転回試論

と
の
共
属
」
の
う
ち
に
「
性
起
の
先
｜
現
象
」
を
経
験
す
る
こ
と
で
あ
る
。
（
〈
聞
こ
0
・
2
同）

『
真
理
の
本
質
に
つ
い
て
』
の
註
記
と
欄
外
註
記
で
語
ら
れ
て
い
る
転
回
は
『
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
書
簡
』
で
の
転
回
と
同
じ
意
味
で
あ
る
。

そ
れ
故
こ
の
講
演
が
「
転
回
の
思
惟
に
対
し
て
或
る
洞
察
を
与
え
る
」
と
言
わ
れ
る
。
「
『
存
在
と
時
間
」

か
ら
『
時
間
と
存
在
』

へ
の
転

四



四

回
」
は
「
性
起
の
う
ち
で
現
成
す
る
転
回
」
な
の
で
あ
る
。

-'-，、

我
々
の
考
察
は
ハ
イ
デ
ガ

1
が
「
思
惟
の
転
回
」
を
決
し
て
語
ら
ず
、
「
転
回
の
思
惟
」
と
語
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
出
発
し
た
。
「
転
回

明
示
し
て
い
る
。
と
す
れ
ば
『
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
書
簡
』

の
思
惟
」
「
転
回
を
十
分
に
言
う
こ
と
」
と
い
う
表
現
は
、
転
回
が
「
思
惟
さ
れ
る
べ
き
も
の
」
「
一
言
わ
れ
る
べ
き
も
の
」
で
あ
る
こ
と
を

そ
れ
自
身
は
「
転
回
以
後
の
思
惟
」
で
は
な
く
、
「
転
回
の
思
惟
」
そ
の
も
の

で
あ
る
。
『
書
簡
』
が
「
転
回
の
思
惟
」
「
転
回
を
十
分
に
言
う
こ
と
」
の
試
み
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
『
書
簡
』

見
出
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
転
回
の
思
惟
は
『
存
在
と
時
間
』
の
問
題
設
定
を
決
定
的
な
仕
方
で
補
完
す
る
が
故
に
、
そ
れ
は
『
存
在
と

時
間
』
で
思
惟
さ
れ
た
事
態
の
自
己
解
釈
と
い
う
形
で
遂
行
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
も
「
『
存
在
と
時
間
』
か
ら
『
時
間
と
存
在
』
へ
の

転
回
」
で
あ
る
が
故
に
、
『
存
在
と
時
間
』
で
思
惟
さ
れ
た
事
態
が
「
全
体
が
逆
転
す
る
」
と
い
う
仕
方
で
語
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
『
ヒ
ュ

l

の
う
ち
に
「
転
回
を
言
う
試
み
」
を
見
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
『
存
在
と
時
間
』
か
ら
『
時
間
と
存
在
』
へ
の
転
回
」

の
う
ち
に
転
回
の
表
現
が

マ
ニ
ズ
ム
書
簡
』

に
つ
い
て
の
我
々
の
解
釈
に
正
当
性
と
具
体
性
を
与
え
た
い
と
思
う
。

『
存
在
と
時
間
』
の
基
本
的
問
題
設
定
を
表
現
し
て
い
る
「
現
存
在
が
存
在
す
る
限
り
に
お
い
て
の
み
、
存
在
が
あ
る
」
を
、
ハ
イ
デ
ガ
ー

は
『
書
簡
』
で
次
の
よ
う
に
自
己
解
釈
し
て
い
る
。

「
そ
れ
は
、
存
在
の
明
る
み
が
性
起
す
る
限
り
に
お
い
て
の
み
存
在
は
人
間
に
自
己
を
委
ね
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
現
、
存
在

そ
れ
自
身
の
真
理
と
し
て
の
明
る
み
が
性
起
す
る
こ
と
は
存
在
そ
れ
自
身
の
贈
り
で
あ
る
。
」
（
田
島
－

myωω
め
）
（
強
調
は
筆
者
）

こ
こ
で
ま
ず
「
し
か
し
」
と
い
う
目
立
た
な
い
語
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
語
は
「
全
体
の
逆
転
」
を
暗
示
し
、

R
へ
の

手
紙
で
引
用
さ
れ
た
「
転
回
の
う
ち
に
」
と
い
う
表
現
に
対
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
「
し
か
し
」
の
前
半
が
『
存
在
と
時
間
』

と
い
う
事
態
、
す
な
わ
ち
「
人
間
の
存
在
へ
の
関
わ
り
」
と
い
う
事
態
を
言
い
表
わ
し
て
い
る
。
こ
の
事
態
は
し
か
し
転
回
の
う
ち
に
あ



り
、
『
時
間
と
存
在
』
と
い
う
事
態
へ
と
転
回
す
る
。
「
し
か
し
」
の
後
半
が
「
存
在
の
人
間
へ
の
関
わ
り
」
と
い
う
事
態
を
表
現
し
て
い

の
改
釈
で
あ
る
が
、
こ
の
改
釈
こ
そ
が
転
回
を
言
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

る
。
勿
論
ハ
イ
デ
ガ
l
の
こ
の
自
己
解
釈
は
「
存
在
と
時
間
」

『
存
在
と
時
間
』
の
自
己
解
釈
は
次
の
よ
う
な
形
で
も
遂
行
さ
れ
る
。

「
そ
れ
故
『
存
在
と
時
間
』

の
二
三

O
頁
で
、
『
意
味
』
か
ら
、
す
な
わ
ち
存
在
の
真
理
か
ら
は
じ
め
て
い
か
に
存
在
が
存
在
す
る
か
が

了
解
さ
れ
る
、
と
言
わ
れ
て
い
る
。
存
在
は
人
間
に
脱
存
的
企
投
に
お
い
て
自
己
を
明
ら
め
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
企
投
は
存

。
。
。

在
を
創
造
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
の
上
に
企
投
は
本
質
的
に
被
投
的
企
投
で
あ
る
。
企
投
す
る
こ
と
に
お
け
る
投
げ
る
も
の
は

人
間
で
な
く
、
人
間
を
人
間
の
本
質
と
し
て
の
現
｜
存
在
の
脱
存
へ
と
贈
る
存
在
そ
れ
自
身
で
あ
る
。
」
（

E
・タ

ωω
斗
）
（
強
調
は
筆
者
）

こ
こ
で
も
「
し
か
し
」
と
い
う
語
の
う
ち
に
「
転
回
の
う
ち
に
」
を
読
み
取
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
し
か
し
」
の
前
半
は
『
存
在
と
時
間
」

と
い
う
書
物
で
展
開
さ
れ
た
事
態
、
す
な
わ
ち
『
存
在
と
時
間
』
と
い
う
事
態
を
言
い
表
わ
し
て
い
る
。
『
存
在
と
時
間
」

の
根
本
的
問

い
は
存
在
の
意
味
へ
の
問
い
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
存
在
を
時
間
（
存
在
の
意
味
）

へ
と
企
投
す
る
こ
と
」
の
う
ち
で
答
え
ら
れ
る
。
す
な

わ
ち
存
在
の
意
味
か
ら
存
在
が
了
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
存
在
の
意
味
」
が
「
存
在
の
真
理
」
と
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
が
、

こ
の
言
い
換
え
は
す
で
に
「
転
回
の
思
惟
」
に
由
来
し
て
い
る
。
「
し
か
し
」
の
後
半
は
「
存
在
の
人
間
へ
の
関
わ
り
」
と
い
う
事
態
を

表
現
し
て
い
る
。
前
半
と
後
半
の
関
係
は
一
方
的
で
は
な
い
。
存
在
そ
れ
自
身
は
投
げ
と
し
て
そ
の
投
げ
に
応
答
す
る
「
存
在
の
企
投
」

（4
包・

ω
a－
mweω

コi

〉
ロ
自
・
色
）
を
必
要
と
す
る
。
「
投
げ
と
し
て
の
存
在
そ
れ
自
身
」
と
そ
れ
へ
の
応
答
で
あ
る
「
脱
存

し
つ
つ
存
在
を
投
げ
返
す
こ
と
の
晶
S
4
2弓
と
と
の
相
互
的
関
わ
り
が
こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
。
「
存
在
を
企
投
す
る
こ
と

（切手当ロ仲間）

（
投
げ
へ
の

応
答
）
」
と
「
存
在
が
投
げ
る
こ
と
」
｜
｜
こ
の
相
互
性
の
う
ち
に
「
転
回
を
言
う
こ
と
」
が
見
出
さ
れ
る
。

転回試論

」
の
こ
と
は
『
書
簡
』

で
転
回
が
語
ら
れ
る
直
前
に
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
確
証
さ
れ
る
。

「
脱
存
す
る
者
と
し
て
の
人
間
は
、
存
在
の
明
る
み
と
し
て
の
現
を
『
関
心
』
の
う
ち
に
引
き
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
｜
存
在
を
耐

。
。
。

え
抜
く
。
し
か
し
現
｜
存
在
そ
れ
自
身
は
『
被
投
的
』
現
｜
存
在
と
し
て
現
成
す
る
。
現
｜
存
在
は
贈
る
贈
ら
れ
た
も
の
と
し
て
の
存
在

四



四
回

の
投
げ
の
う
ち
に
現
成
す
る
。
」
（

E
・山
y
ω
N
叶
）
（
強
調
は
筆
者
）

こ
こ
で
も
「
し
か
し
」
と
い
う
語
が
「
転
回
の
う
ち
に
」
を
意
味
し
て
い
る
。
「
し
か
し
」
の
前
半
が
『
存
在
と
時
間
』
と
い
う
事
態

で
あ
り
、
後
半
が
『
時
間
と
存
在
』
と
い
う
事
態
を
表
現
し
て
い
る
。
転
固
と
い
う
術
語
が
導
入
さ
れ
る
直
前
に
、
「
し
か
し
」
と
い
う

語
に
よ
っ
て
事
態
に
属
す
る
転
回
が
す
で
に
語
ら
れ
て
い
る
の
ぞ
あ
る
。

「
存
在
の
意
味
」
が
「
存
在
の
真
理
」
と
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
う
ち
に
す
で
に
「
転
回
の
思
惟
」
が
見
出
さ
れ
る
と
語
っ
た
。

こ
の
言
い
換
え
に
関
し
て
こ
こ
で
『
四
つ
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
』
の
言
葉
を
引
用
し
て
お
き
た
い
。

「
存
在
が
意
味
と
い
う
語
を
存
在
の
真
理
の
た
め
に
放
棄
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
『
存
在
と
時
間
』
か
ら
生
じ
た
思
惟
は
今
後
、
存
在
の

開
性
に
直
面
し
た
現
存
在
の
開
性
よ
り
、
存
在
そ
れ
自
身
の
開
性
を
強
調
す
る
。
こ
れ
が
転
回
を
意
味
し
、
こ
の
転
回
の
う
ち
で
思
惟
は

ま
す
ま
す
決
定
的
に
存
在
と
し
て
そ
の
存
在
に
向
か
う
の
で
あ
る
。
」
（

E
・
E
－
ω怠）

で
の
転
回
は
「
思
惟
が
現
存
在
の
開
性
よ
り
存
在
そ
れ
自
身
の
開
性
を
強
調
す
る
よ
う
に
な
る
」
と
い
う
思

『
四
つ
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
』

惟
の
転
換
を
意
味
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
転
回
は
そ
れ
の
う
ち
で
思
惟
が
動
く
場
で
あ
り
、
転
回
は
事
態
に
属
す
る
転
回
と

読
む
こ
と
が
で
き
る
。
「
思
惟
が
そ
れ
の
う
ち
で
動
く
場
」
と
し
て
の
転
回
は
、
我
々
を
一
九
三
七
／
三
八
年
冬
学
期
講
義
へ
と
導
く
。

「
す
べ
て
の
哲
学
的
思
惟
が
よ
り
根
源
的
に
思
惟
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
す
な
わ
ち
哲
学
に
お
い
て
最
初
に
つ
ね
に
思
惟
さ
れ
熟
ゐ
鳳
さ
れ

る
も
の
に
近
づ
け
ば
近
づ
く
ほ
ど
、
思
惟
が
こ
の
転
回
の
う
ち
を
よ
り
不
可
避
的
に
動
か
ざ
る
を
え
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
場
合
転
回
は

本
質
的
に
、
そ
れ
の
み
を
哲
学
が
熟
思
す
る
そ
れ
（
性
起
と
し
て
の
存
在
）
に
属
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
」
（

E－
hE－
2）

『
四
つ
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
』
で
の
転
回
は
こ
の
引
用
に
お
け
る
転
回
、
す
な
わ
ち
「
性
起
と
し
て
の
存
在
に
属
す
る
転
回
」
と
同
じ
で
あ
る
。

で
の
転
回
は
次
の
よ
う
に
再
定
式
化
さ
れ
う
る
。
｜
｜
・
「
存
在
の
開
性
に
直
面
し
た
現
存
在
の
閲
性

｜
｜
転
回
の
う
ち
に
｜
｜
存
在
の
開
性
」
｜
｜
前
半
が
「
人
間
の
存
在
へ
の
関
わ
り
」
、
後
半
が
「
存
在
の
人
間
へ
の
関
わ
り
」
を
表
現

し
て
い
る
の
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
こ
の
定
式
は
「
『
存
在
と
時
間
』
か
ら
『
時
間
と
存
在
』

と
す
れ
ば
『
四
つ
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
』

へ
の
転
回
」
を
言
い
表
わ
し
て
い
る
。
思
惟



が
こ
の
転
回
の
う
ち
を
動
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
「
性
起
の
う
ち
で
現
成
す
る
転
回
へ
の
飛
躍
」
（
田
弘
－

m
y
E
ω
・
〉
ロ
自
・
同
）
に
よ
っ

て
、
ま
す
ま
す
決
定
的
に
存
在
と
し
て
の
存
在
（
性
起
）
に
向
か
う
の
で
あ
る
。

以
上
の
我
々
の
考
察
は
『
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
書
簡
』
自
身
が
『
存
在
と
時
間
』
の
自
己
解
釈
に
よ
る
転
回
を
言
う
試
み
で
あ
る
こ
と
を

明
ら
か
に
し
た
。
そ
れ
は
同
時
に
我
々
の
転
回
解
釈
を
も
確
証
し
た
の
で
あ
る
。

七

我
々
の
転
回
解
釈
に
と
っ
て
、
転
回
が
「
転
回
の
思
惟
」
と
し
て
語
ら
れ
、
「
思
惟
の
転
回
」
「
思
惟
に
お
け
る
転
回
」
と
言
わ
れ
て
い

な
い
こ
と
が
重
要
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
奇
妙
な
こ
と
に
今
ま
で
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
ず
、
無
視
さ
れ
続
け
て
き
た
。
「
転
回
の
思
惟
」

と
い
う
表
現
は
転
回
が
思
惟
さ
る
べ
き
も
の
、
「
思
惟
の
事
象
」

ω
R
Z
色

g
u
g
z
g
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
我
々
を
転
回
の
再
検
討
へ

導
い
た
の
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ

I
の
転
回
の
用
例
に
従
う
限
り
、
「
思
惟
の
転
回
」
を
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
従
っ
て
「
転
回
以
前
の

思
惟
」
「
転
回
以
後
の
思
惟
」
と
い
う
言
い
方
は
許
さ
れ
な
い
。
「
初
期
ハ
イ
デ
ガ
ー
か
ら
後
期
ハ
イ
デ
ガ
ー
へ
の
思
惟
の
転
回
」
は
虚
構

で
あ
る
。
「
転
回
H
思
惟
の
転
換
」
説
を
前
提
と
す
る
す
べ
て
の
従
来
の
解
釈
を
ハ
イ
デ
ガ
l
は
「
転
回
に
つ
い
て
の
地
盤
な
き
む
だ
話
」

と
断
じ
た
の
で
あ
る
。
転
回
は
「
人
間
と
存
在
と
の
相
互
的
関
わ
り
」
と
い
う
事
態
に
属
し
、

ハ
イ
デ
ガ
1
の
根
本
思
想
「
存
在
あ
る
い

は
存
在
の
開
明
性
は
人
聞
を
必
要
と
し
、
逆
に
人
聞
は
存
在
の
開
明
性
の
う
ち
に
立
つ
限
り
で
の
み
人
間
で
あ
る
」
を
表
現
し
て
い
る
。

転
回
は
「
性
起
の
う
ち
で
現
成
す
る
転
回
」
「
性
起
が
性
起
す
る
あ
り
方
」
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
存
在
了
解
の
う
ち
の
み
を
動
く
解
釈

転回試論

学
的
循
環
と
は
根
本
的
に
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
我
々
は
こ
の
意
味
で
の
転
回
を
「
本
来
的
転
回
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い
。

す
で
に
我
々
は
『
書
簡
』
で
の
転
回
を
解
釈
す
る
際
、
そ
れ
以
外
の
転
回
の
用
例
に
も
触
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
（
R
へ
の
手
紙
、

一
九
三
七
／
三
八
年
冬
学
期
講
義
と
そ
の
第
一
草
稿
、
『
真
理
の
本
質
に
つ
い
て
』
の
註
記
と
欄
外
註
記
、
一
九
三
七
年
冬
学
期
講
義
、
『
四

つ
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
』
、
『
根
拠
の
本
質
に
つ
い
て
』
の
欄
外
註
記
）
こ
れ
ら
の
用
例
の
検
討
は
、
転
回
が
上
述
の
意
味
で
の
本
来
的
転
回
で

四
五



四
六

あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
し
か
し
未
だ
論
じ
て
い
な
い
転
回
の
用
例
が
残
っ
て
い
る
。
我
々
は
再
ぴ
「
転
回
は
多
様
に
語
ら
れ
る
」
と
い
う

転
回
の
多
義
性
に
突
き
当
た
る
の
か
。
あ
る
い
は
「
転
回
の
多
様
に
語
ら
れ
る
、
し
か
し
一
と
の
関
係
に
お
い
て
」
と
言
い
う
る
の
だ
ろ

う
か
。我

々
の
知
る
限
り
、
ハ
イ
デ
ガ
l
が
転
回
と
い
う
術
語
を
初
め
て
用
い
た
の
は
一
九
二
六
年
夏
学
期
講
義
の
付
論
に
お
い
て
で
あ
る
。

「
存
在
論
の
基
礎
づ
け
と
仕
上
げ
の
全
体
が
基
礎
的
存
在
論
で
あ
る
。
基
礎
的
存
在
論
は

ω現
存
在
の
分
析
論
と
∞
存
在
の
テ
ン
ポ
ラ

リ
テ
l
ト
の
分
析
論
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
テ
ン
ポ
ラ
l
ル
な
分
析
論
は
同
時
に
転
回
で
あ
る
。
こ
の
転
回
の
う
ち
で
存
在
論
自
身
が
形

而
上
学
的
存
在
者
論
ー
ー
そ
の
な
か
に
存
在
論
が
非
明
示
的
に
つ
ね
に
立
っ
て
い
る
｜
｜
へ
と
明
示
的
に
還
帰
す
る
の
で
あ
る
。
根
源
化

と
普
遍
化
と
の
動
性
に
よ
っ
て
存
在
論
を
、
存
在
論
の
う
ち
に
潜
在
し
て
い
る
転
化
へ
と
も
た
ら
す
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
転
回

す
る
こ
と
が
遂
行
さ
れ
、
メ
タ
存
在
論
へ
の
転
化
に
到
る
の
で
あ
る
。
」
（

E
・
g
－
N
O
H
）

こ
こ
で
転
回
は
「
基
礎
的
存
在
論
か
ら
メ
タ
存
在
論
へ
の
転
化
」
を
意
味
し
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
「
存
在
者
と
し
て
の
存
在
者

へ
の
聞
い
」
（
一
般
形
市
上
学
）
か
ら
「
全
体
と
し
て
の
存
在
者
へ
の
聞
い
」
（
特
殊
形
而
上
学
）
へ
の
転
化
で
あ
る
。
そ
れ
故
こ
の
転
回

を
「
聞
い
の
転
回
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
転
回
に
よ
っ
て
存
在
論
！
神
学
O
ロH
0
・5
8
Z包
巾
と
し
て
の
形
而
上
学
が
成
立
す
る
。

（

4
m戸
田
島
－

N
0
・N
O
N）

本
来
的
転
固
と
同
様
に
、
こ
の
転
回
は
一
方
的
で
な
く
相
互
的
で
あ
る
。
「
聞
い
の
転
回
」
の
相
互
性
は
『
カ
ン
ト
書
』
の
う
ち
で
表

現
さ
れ
て
い
る
。
「
存
在
者
の
存
在
の
認
識
の
本
質
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
こ
の
認
識
は
ど
の
程
度
全
体
と
し
て
の
存
在
者
の
認
識
へ
と

必
然
的
に
展
開
す
る
の
か
。
何
故
全
体
と
し
て
の
存
在
者
の
認
識
は
再
ぴ
存
在
認
識
の
認
識
へ
と
先
鋭
化
す
る
の
か
。
」
（
戸
∞
）
問
い
の

転
回
に
お
い
て
「
存
在
論
の
存
在
的
基
礎
」
す
な
わ
ち
「
存
在
了
解
の
存
在
的
可
能
性
」
が
問
わ
れ
る
。
（
4
包－

E
－
N

－
m斗
0

・N
∞H
）
そ

れ
故
聞
い
の
転
回
は
存
在
了
解
の
う
ち
を
動
く
解
釈
学
的
循
環
を
突
き
抜
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
循
環
と
根
本
的
に
異
な
っ
て
い
る
。

で
は
聞
い
の
転
固
と
本
来
的
転
固
と
は
ど
う
関
わ
っ
て
い
る
の
か
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
存
在
論
は
「
存
在
の
時
間
へ
の
企
投
」
に



基
づ
く
。
し
か
し
す
べ
て
の
企
投
は
同
時
に
被
投
的
企
投
で
あ
る
。
存
在
者
と
し
て
の
存
在
者
へ
の
聞
い
が
企
投
に
対
応
す
る
の
に
対
し
、

全
体
と
し
て
の
存
在
者
へ
の
問
い
は
現
存
在
の
被
投
性
に
関
わ
る
。
存
在
論
｜
神
学
と
い
う
形
而
上
学
の
二
重
性
は
「
被
投
さ
れ
た
企
投
」

に
基
づ
い
て
い
る
。
基
礎
的
存
在
論
と
メ
タ
存
在
論
と
の
相
互
転
回
は
、
企
投
と
被
投
性
の
二
重
性
の
う
ち
で
遂
行
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

す
で
に
『
書
簡
』
に
即
し
て
論
じ
た
よ
う
に
、
本
来
的
転
回
は
「
存
在
の
企
投
開
三
・
当
ロ
ユ
と
投
げ
と
し
て
の
存
在
そ
れ
自
身
と
の
聞
の

転
回
」
と
い
う
形
で
語
ら
れ
て
い
た
。
と
す
れ
ば
問
い
の
転
回
と
本
来
的
転
回
と
は
無
関
係
で
は
あ
り
え
な
い
だ
ろ
う
。
我
々
は
詳
細
な

考
察
な
し
に
暫
定
的
に
次
の
よ
う
に
主
張
し
た
い
。
｜
｜
形
而
上
学
の
自
己
基
礎
づ
け
を
狙
っ
た
聞
い
の
転
回
が
挫
折
す
る
時
、
人
間
の

存
在
へ
の
関
わ
り
と
し
て
の
問
い
の
転
回
が
本
来
的
転
回
の
う
ち
に
あ
る
と
い
う
事
態
に
達
す
る
。

次
に
一
九
四
九
年
の
連
続
講
演
「
存
在
す
る
も
の
へ
の
観
入
』

（お）

の
第
四
講
演
『
転
回
』
を
簡
単
に
扱
う
こ
と
に
し
よ
う
。
ハ
イ
デ
ガ
l

は
こ
の
講
演
で
「
存
在
が
転
回
す
る
」
と
語
っ
て
い
る
。
転
回
は
「
存
在
の
転
回
」
で
あ
る
。
こ
の
「
存
在
の
転
回
」
「
存
在
に
お
け
る

転
回
」
は
二
義
的
で
あ
る
。
ー

ω存
在
忘
却
へ
の
転
回
、

ω存
在
忘
却
か
ら
存
在
の
真
理
へ
の
転
回
可
欠
・

8
・
お
）
｜
｜
し
か
し
存

在
に
お
け
る
転
回
は
人
間
の
そ
れ
へ
の
応
答
を
必
要
と
す
る
。
存
在
忘
却
へ
の
転
回
の
最
終
段
階
で
あ
る
「
立
て
｜
集
め
」
に
お
い
て
「
相

互
的
駆
り
立
て
と
い
う
仕
方
で
の
人
間
と
存
在
と
の
共
属
」
（

5
Nと
が
語
ら
れ
る
。
「
存
在
の
真
理
へ
の
転
回
」
は
、
存
在
の
真
理
の

守
蔵
な
き
存
在
へ
の
稲
光
り
と
し
て
、
こ
の
稲
光
り
巴
ロ
z
k
r
の
呼
び
か
け
に
応
答
す
る
人
聞
を
必
要
と
す
る
。
（
〈
包
同
，

F
2）
存
在

の
転
回
は
存
在
の
呼
び
か
け
〉
自
官
宮
町
と
し
て
「
存
在
の
人
間
へ
の
関
わ
り
」
の
あ
り
方
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
「
存
在
に
お
け
る
転
回
」

は
人
間
と
存
在
と
の
相
互
的
関
わ
り
と
い
う
本
来
的
転
回
の
う
ち
で
性
起
す
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
我
々
は
こ
こ
で
も
う
一
度
ハ
イ
デ

ガ
l
の
根
本
思
想
を
想
起
し
よ
う
o

l

－
－
「
存
在
あ
る
い
は
存
在
の
開
明
性
は
人
間
を
必
要
と
し
、
逆
に
人
間
は
存
在
の
開
明
性
の
う
ち

転回試論

に
立
つ
限
り
で
の
み
人
間
で
あ
る
。
」

我
々
は
「
問
い
の
転
回
」
と
「
存
在
の
転
回
」
を
簡
単
に
考
察
し
た
。
問
い
の
転
回
は
人
間
の
存
在
へ
の
関
わ
り
と
し
て
形
而
上
学
（
哲

四
七



四
)¥ 

学
）
の
自
己
基
礎
づ
け
を
狙
っ
て
い
た
。
し
か
し
こ
の
自
己
基
礎
づ
け
の
試
み
が
「
存
在
の
人
間
へ
の
関
わ
り
」
に
突
き
当
た
り
、
本
来

的
転
回
の
う
ち
に
あ
る
と
い
う
事
態
に
達
す
る
。
聞
い
の
転
回
は
人
間
の
存
在
へ
の
関
わ
り
と
し
て
「
人
間
と
存
在
と
の
相
互
的
関
わ
り
」

と
い
う
転
回
の
う
ち
を
動
く
こ
と
に
な
る
。
（
〈
同
一
－

E
・
2
）
存
在
の
転
回
は
存
在
の
人
間
へ
の
関
わ
り
と
し
て
、
存
在
の
呼
び
か
け
に

応
答
す
る
人
間
（
人
間
の
存
在
へ
の
関
わ
り
）
を
必
要
と
す
る
。
存
在
の
転
回
は
本
来
的
転
回
の
う
ち
で
遊
動
す
る
の
で
あ
る
。

確
か
に
本
来
的
転
回
、
聞
い
の
転
回
、
存
在
の
転
回
と
し
て
、
転
回
は
多
様
に
語
ら
れ
る
。
そ
し
て
転
回
の
こ
の
多
様
性
は
「
人
間
と

存
在
と
の
そ
れ
自
身
多
様
な
事
態
」
（
〈
包
－

F
H
H
園
）
に
基
づ
い
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
多
様
性
は
「
人
間
と
存
在
と
の
相
互
的
関
わ
り
」

の
う
ち
に
あ
る
。
そ
れ
故
我
々
は
我
々
の
結
論
を
次
の
よ
う
に
表
現
し
う
る
だ
ろ
う
。

「
転
回
は
多
様
に
語
ら
れ
る
｜
｜
し
か
し
本
来
的
転
回
と
の
関
係
に
お
い
て
」

註
（

l
）
 

∞
門
戸
は
、
ハ
イ
デ
ガ
l
全
集
を
意
味
す
る
。
我
々
は
ハ
イ
デ
ガ
l
の
著
作
に
対
し
次
の
略
号
を
用
い
る
。

－U
H
E
2
M
g同帥同回目色。民同市『巾ロ
F

目up－－F
ロ岡市口
H

也問、吋・

日
向

H
目内回目骨
E
口
ιι
曲目司『
D
U
Z
自
己
巾
『
去
四
件
由
主
弓
凹
F
W
－明，「曲目

r
p『仲＼冨－
H
U
斗
ω
・

河

H
F正
面
白
当
己
目
白
ヨ
』
－

E
n
E『品目
D
P

－R
d〈・』－

m－n
E
E
g
p
z出色且巾伺岡市『岨、
H
，F
『O
ロ
$
3
2
0田町田口－
o間
三
口
、
H
，F
O
G
Z
J

、吋宮市甲山曲宮内
H
U
＝－

J

「間内
H
Oぽ叶巾門町
a
w
E田島島市開巾『同『タ同
v
p
E口問巾国同由∞
N
－

〈〉
M
〈口『円『帥伺巾匡ロ品〉ロ同帥肺門
N
m
－定己目白田岡市田
H

山X
X－

（2
）
最
初
に
転
回
問
題
を
指
摘
し
た
の
は
恐
ら
く
、
M
・
ミ
ュ
ラ
ー
で
あ
ろ
う
。
『
存
在
と
時
間
』
の
第
一
部
第
三
編
『
時
間
と
存
在
』
は
「
存
在
そ

れ
自
身
か
ら
、
考
察
の
『
転
回
』
を
も
た
ら
す
は
ず
で
あ
っ
た
」
（
玄
・
玄
巴
Z
F
品
H
F
2
8
8
E
o
g
Z
5
5
%互応
g
z
g白
血
号
。

a
g若田『円
J

H
U
品川
y

f
〉匡同－
J

的・斗印）

レ
ヴ
ィ
ッ
ト
の
論
争
的
な
論
文
は
、
転
回
を
「
有
限
な
現
存
在
分
析
か
ら
存
在
の
思
惟
へ
の
転
倒
」
と
解
釈
し
て
い
る
。
（
穴
－

E
d
z
p

E

国包含伺岡市『－

u
g
E『
自
身
吉
岡
市
『

N
a
q）
転
回
解
釈
は
最
初
か
ら
転
回
を
思
惟
の
転
換
と
解
釈
し
て
い
る
。
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“

Martin
Heidegger i
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n
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玄
・
出
向
F

角田市開岡市『・主的円宮市－－

E個
師
〉

5
8
2
5同－
C
F
q
色
白
白
当
g
g
島
市
『
自
g
R
E
R
F
g
F包
FaHJ
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・

（
お
）
第
三
編
『
時
間
と
存
在
』
に
お
い
て
全
体
が
逆
転
す
る
。
し
か
し
他
方
「
『
存
在
と
時
間
』
か
ら
『
時
間
と
存
在
』
へ
の
転
回
」
は
、
『
存
在
と

時
間
』
と
『
時
間
と
存
在
』
と
の
聞
で
生
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
転
回
の
定
式
で
の
『
時
間
と
存
在
』
を
編
名
と
見
な
す
と
、
「
に
お
い
て
」
と
「
と

の
問
」
と
の
矛
盾
に
陥
る
こ
と
に
な
る
。

（
お
）
『
存
在
と
時
間
』
で
は
「
そ
れ
か
ら
現
存
在
が
一
般
に
存
在
と
い
っ
た
も
の
を
表
立
た
ず
に
了
解
し
解
釈
す
る
と
こ
ろ
の
そ
れ
は
時
間
で
あ
る
」

（
E
－N
－
N
品
）
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
｜
こ
れ
が
『
存
在
と
時
間
』
と
い
う
書
物
が
解
明
す
べ
き
『
存
在
と
時
間
』
と
い
う
事
態
で
あ
る
。
こ
の

『
存
在
と
時
間
』
と
い
う
事
態
が
「
存
在
に
よ
っ
て
生
起
さ
せ
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
事
態
を
、
『
時
間
と
存
在
』
が
一
一
い
表
わ
し
て
い
る
。

（
幻
）
〈
包
・
〉
・
冨
岡
市
F
6
0円
FZon富
島
玄
恒
三
宮
田
町
田
品
市
伺
岡
市
吋

J
m・
ω
E
－
E
g・∞寸・

（
お
）
〈
包
・
何
・
司
『
帥
口
同
N
F
E
U－
巾
関
与
吋
タ
国
忠
也
舟
崎
岡
市

z
m
n
F『
5ε
〈
O
昌
者
g
g
島市『
4
〈曲

E
5
2円
3

・

あ
る
い
は
湯
浅
誠
之
助
「
真
理
の
本
質
に
就
い
て
』
（
『
理
想
』
第
二
三
号
）
参
照
。

一
九
三

O
年
の
講
演
は
一
九
三

O
夏
学
期
講
義
（
切
島
・

2
）
か
ら
も
推
定
し
う
る
。
両
者
と
も
カ
ン
ト
か
ら
の
同
じ
引
用
で
終
わ
っ
て
い
る
。

（m
U
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〈
包
・

6
8
4〈巾師岡田島市『的唱『曲
n
Z
一
ロ
ぽ
的
唱
『
宮
町
市
島
市
白
巧

g
g師事（
E
・
5
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M
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弓
0

・
H
斗
h

ア
ロ
？
昌
也
）
こ
の
コ
ロ
ン
が
「
転
回
の
う
ち

に
」
を
表
現
し
て
い
る
。

（
初
）
『
存
在
と
時
間
』
で
は
、
正
確
に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
0
5〉
宏
三
宮
匂
ロ
匡
吋
師
三
回
目
岡
市

U
g巴ロ
E
－
a
g
F
Z
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R
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g
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さ
ロ
∞
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目
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q
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E
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包
U
丹市印｛印何回ロ－
z

（E
－
N－
N
E）
こ
こ
で
現
存
在
が
「
存
在
了
解
の
存
在
的
可
能
性
」
と
言
い
換
え
ら
れ
て

い
る
が
、
『
書
簡
」
で
は
こ
の
言
い
換
え
を
省
い
て
い
る
。
『
存
在
と
時
間
』
の
こ
の
箇
所
で
は
、
現
存
在
が
「
存
在
的
な
も
の
」
、
人
間
と
い
う
存

在
者
を
意
味
し
て
い
る
。
『
書
簡
』
で
の
現
存
在
H
存
在
の
明
る
み
は
す
で
に
改
釈
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
「
転
回
の
思
惟
」
に
由
来
す
る
改
釈

で
あ
る
。

（
幻
）
「
存
在
論
｜
神
学
」
の
相
互
転
化
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
に
即
し
て
諮
ら
れ
て
い
る
。
（
宮
・
ぉ
－

g
－
H
H
N
C

「
真
理
の
本
質
へ
の
聞
い
と
本
質
の
真
理
へ
の
聞
い
は
相
互
に
転
回
し
あ
う
」
（
〈
包
－

E
・
8
・
ω印）・

〈
包
回
色
・
品
ω
咽］－∞円切品・品品．

HN∞円

『
転
回
』
で
の
転
回
は
、
「
若
き
学
生
へ
の
手
紙
」
（
一
九
五

O
）
で
語
ら
れ
る
転
固
と
同
じ
で
あ
る
。
（
〈
四
－
－
〈
〉
・
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N
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