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へ
l
ゲ
ル

『
論
理
学
』

に
お
け
る

「
反
省
」

の
構
造

岡

本

裕

朗

（ー）

本
稿
の
課
題
は
へ

l
グ
ル
「
論
理
学
』
に
お
け
る
「
反
省
悶
え
－

2
5ロ
」
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
『
論
理
学
』
は
「
存

在
論
」
・
「
本
質
論
」
・
「
概
念
論
」
の
三
部
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
「
反
省
」
は
第
二
部
「
本
質
論
」
の
冒
頭
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
る
。

そ
れ
故
、
我
々
は
乙
の
章
を
主
題
的
に
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、

乙
の
章
は
『
論
浬
学
』
全
体
に
お
い
て
い
か
な
る
意
義

を
も
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
何
故
我
々
は
『
論
理
学
』
の
な
か
で
、
他
な
ら
ぬ
こ
の
章
を
取
扱
う
必
要
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

我
々
は
ま
ず
、
「
反
省
」
が
「
本
質
論
」
全
体
を
支
配
し
て
い
る
根
本
規
定
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
｛
川
。

乙
の
乙
と

を、

へ
1
0ケ
ル
は
次
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
。
「
本
質
は
反
省
で
あ
る
」
。
（

d
Z
H
F
N
8・
官
。
）
だ
か
ら
こ
そ
、
「
反
省
」
は
「
本
質
論
」

の
冒
頭
で
論
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
「
反
省
」
の
十
分
な
理
解
な
し
に
は
、
「
本
質
論
」
へ
近
づ
く
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
、

と
言
え
る
。

さ
ら
に
、
「
反
省
」
は
『
論
理
学
』
全
体
に
対
し
て
、
き
わ
め
て
重
要
な
↑
意
義
を
も
っ
て
い
る
。

へ
ン
リ
ッ
ヒ
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て

「
そ
れ
な
く
し
て
は
論
理
学
が
全
く
叙
述
さ
れ
な
い
諸
概
念
の
多
く
が
、

式
存
在
論
的
分
析
の
対
象
と
さ
れ
て
い
お
よ
そ
う
で
あ
れ
ば
、
「
反
省
」
は
『
論
理
学
』
に
お
い
て
何
よ
り
も
ま
ず
主
題
化
す
べ
き
章
で

い
る
。

ま
さ
に
反
省
の
論
理
学
の
乙
の
章
に
お
い
て
明
確
に
形

あ
る
だ
ろ
う
。
で
は
、
我
々
は
『
論
理
学
』
に
お
け
る
「
反
省
」
を
ど
う
理
解
し
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

jへ



一
八
四

基
本
的
に
二
つ
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。

も
う
一
つ
は
カ
ン
ト
に
由
来
す
る
「
相
関
関
係
」
で
あ
お
r

そ
れ
で
は
へ

l
ゲ
ル
の
「
反
省
」
は
こ
の
近
世
哲
学
の
伝
統
に
従
っ
て
理
解

「
反
省
」
は
近
世
哲
学
に
お
い
て
、

一
つ
は
ロ
ッ
ク
に
由
来
す
る
「
内
部
感
覚
」

〔

4
｝

で
あ
り
、

す
る
乙
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
「
内
部
感
覚
」
に
対
し
て
、
我
々
は
へ

l
ゲ
ル
の
次
の
言
葉
を
提
示
す
る
だ
け
で
十
分
で
あ
る
。
「
乙
こ
で
問
題
に
し
て
い
る
の

は
、
意
識
の
反
省
で
は
な
く
：
：
：
反
省
一
般
で
あ
る
。
」
（
巧
門
戸
－

N
E）
『
論
理
学
』
に
お
け
る
「
反
省
」
は
、
「
内
部
感
覚
」
と
し
て
は
考

え
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
で
は
、
「
反
省
」
を
「
相
関
関
係
」
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

従
来
の
解
釈
で
は
、

へ
l
ゲ
ル
の
「
反
省
」
は
乙
の
「
相
関
関
係
」
か
ら
理
解
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

「
反
省
」
は
相
関
的

そ
の
際
、
「
光
の
反
射
河
民
－

zzロ
」
の
表
象
が
し
ば
し
ば
援
用
さ
れ
た
。

し
か

な
二
項
の
相
互
媒
介
を
意
味
す
る
、
と
い
う
具
合
に
。

し
、
こ
う
し
た
「
相
関
関
係
」
か
ら
『
論
理
学
』
に
お
け
る
「
反
省
」
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

強
か
に
、
へ

l
ゲ
ル
は
『
エ
ン
チ
ク
ロ
ペ
デ
ィ

l
』
の
「
論
理
学
」

で
あ
る
。
」
「
本
質
で
は
規
定
は
相
関
的
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
」
と
す
れ
ば
、
「
反
省
」
を
「
相
関
関
係
」
か
ら
理
解
す
る
こ
と
に
は
何
ら

に
お
い
て
言
っ
て
い
る
。
「
本
質
の
立
場
は
一
般
に
反
省
の
立
場

問
題
が
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

我
々
は
次
の
事
実
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
な
わ
ち
、
『
論
理
学
』
の
「
本

質
論
」
で
は
第
一
章
に
お
い
て
「
反
省
」
が
論
じ
ら
れ
、

そ
の
後
で
第
二
章
「
反
省
諸
規
定
」

へ
と
進
ん
で
行
く
の
に
対
し
て
、
『
エ
ン

チ
ク
ロ
ペ
デ
ィ

l
』
の
「
本
質
詳
細
」
で
は
「
純
粋
な
反
省
諸
規
定
」

が
最
初
の
章
な
の
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
、
「
反
省
」
論
は
『
エ
ン
チ

ク
ロ
ペ
デ
ィ

l
』
に
お
い
て
省
略
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
「
反
省
」
を
『
エ
ン
チ
ク
ロ
ペ
デ
ィ

l
』

に
基
づ
い
て
理
解
す
る
乙
と
は
方
法
的
に
疑
わ
し
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
『
論
理
学
』
だ
け
が

「
反
省
」
論
を
展
開
し
て
い
る
の
で

あ
れ
ば
、
「
反
省
」
は
『
論
理
学
』
に
基
づ
い
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
で
は
、
『
論
理
学
』
で
は
「
反
省
」
を
「
相
関
関
係
」

か
ら
理
解
す
る
と
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
我
々
は
簡
単
に
検
討
し
て
み
よ
う
。

乙
の
問
題
を
考
え
る
た
め
に
、
我
々
は
「
反
省
」
と
「
反
省
諸
規
定
」
を
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
の
う
ち
、
「
反
省
諸
規
定
」



が
「
相
関
関
係
」

【

叩

》

で
あ
る
乙
と
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

へ
l
ゲ
ル
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
反
省
規
定
は
自
己
の
他
在
を

自
己
の
内
に
取
り
戻
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
反
省
規
定
は
措
定
さ
れ
た
存
在
・
否
定
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
他
者
へ
の
関
係
を
自
己

の
内
へ
曲
げ
戻
し
て
お
り
、
〈
：
：
：
）
自
己
自
身
と
自
己
の
他
者
と
の
統
一
で
あ
る
。
」
（

dg「
自
叶
）
そ
れ
で
は
、
「
反
省
」

は
ど
う
だ

ろ
う
か
。

「
反
省
」
を
「
相
関
関
係
」
か
ら
理
解
す
る
場
合
、
相
関
的
な
ニ
項
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
『
論
理
学
』
に
お
い
て
「
反
省
」
が
提
示
さ

れ
る
の
は
、
「
本
質
」
と
「
仮
象
」
の
関
係
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
「
反
省
」
は
「
本
質
」
と
「
仮
象
」
の
「
相
関
関
係
」
と
い
う

仕
方
で
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
本
質
」
と
「
仮
象
」
の
関
係
は

「
相
関
関
係
」

と
し
て

を論
展じ
開ら
しれ
たて
後い
でる

と
は、は
じ、思

何
故
へ

l
ゲ
ル
は
「
反
省
」

ヘーゲル『論理学』における「反省」の構造

え
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
「
反
省
」
が
「
相
関
関
係
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

め
て
相
関
的
な
「
反
省
諸
規
定
」
へ
到
達
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
乙
れ
は
結
論
先
取
の
誤
り
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
『
論
理
学
』
の
展
開

は
「
反
省
」
か
ら
「
反
省
諸
規
定
」
へ
な
の
で
あ
る
か
ら
、
「
反
省
」
の
内
に

「
相
関
関
係
」

を
前
提
す
る
と
と
は
論
理
的
に
疑
わ
し
い

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
、
『
エ
ン
チ
ク
ロ
ペ
デ
ィ

l
』
で
は
、
「
純
粋
な
反
省
諸
規
定
」
か
ら

「
本
質
論
」
が
始
ま
る
の
だ
か
ら
、
「
反
省
」
は
「
相
関

関
係
」
か
ら
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
、
我
々
は
『
論
理
学
』
と
『
エ
ン
チ
ク
ロ
ペ
デ
ィ

i
』
の
単
な
る
差

異
を
主
張
し
た
に
す
ぎ
な
い
と
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

乙
の
場
合
、
「
反
省
」
を
『
論
理
学
』

に
基
づ
い
て
理
解
す
べ
き
決
定
的
な
理
由
は

見
出
せ
な
い
と
思
う
。
実
際
、

マ
ッ
ク
タ
ガ
ル
ト
は
『
エ
ン
チ
ク
ロ
ペ
デ
ィ

l
』
が
「
反
省
」
論
を
省
略
し
て
い
る
と
い
う
理
由
で
、
「
『
エ

ン
チ
ク
ロ
ペ
デ
ィ

l
』
の
方
が
『
大
論
理
学
』
よ
り
優
れ
て
い
る
」
と
断
定
す
れ
r

し
か
し
、
我
々
は
『
論
理
学
』
と
『
エ
ン
チ
ク
ロ
ペ

デ
ィ

l
』
の
単
な
る
差
異
を
主
張
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
『
エ
ン
チ
ク
ロ
ペ
デ
ィ

l
』
に
お
け
る
「
反
省
」
は
『
論
理
学
』
に
基
づ
い
て

理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

そ
れ
は
何
故
か
。
我
々
は
『
エ
ン
チ
ク
ロ
ペ
デ
ィ

l
』
を
簡
単
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

。

一
八
五



一
八
六

『
エ
ン
チ
ク
ロ
ペ
デ
ィ

l
』
を
注
視
す
れ
ば
、
「
反
省
」
が
「
本
質
論
」
の
序
論
に
お
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
の
に
気
付
く
で
あ
ろ
う
。

と
す
れ
ば
、
「
反
省
」
論
は
『
エ
ン
チ
ク
ロ
ペ
デ
ィ

l
』
に
お
い
て
単
に
省
略
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
「
反
省
」
論
は
確
か
に

本
論
か
ら
は
削
除
さ
れ
た
が
、
し
か
し
乙
れ
に
相
当
す
る
部
分
は
序
論
へ
と
移
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
『
エ
ン
チ
ク
ロ
ペ

デ
ィ

l
』
に
お
い
て
も
、
「
反
省
」
か
ら
「
反
省
諸
規
定
」
へ
の
展
開
が
遂
行
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
序
論
に
お
い
て
「
反
省
」
が

論
じ
ら
れ
る
こ
と
な
く
し
て
は
、
本
論
を
「
純
粋
な
反
省
諸
規
定
」

か
ら
始
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
『
エ

ン
チ
ク
ロ
ペ
デ
ィ

l
』
の
展
開
は
『
論
理
学
』
と
同
一
で
あ
る
、
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
う
で
あ
れ
ば
、
「
反
省
」
論
は
何
故
序
論
へ
と
移
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

来
の
解
釈
か
ら
は
理
解
す
る
乙
と
が
で
き
な
い
。

し
か
し
、

乙
の
疑
問
は
当
然
生
じ
る
と
思
う
。

乙
れ
は
従

答
え
た
い
。

こ
れ
に
対
し
て
、
我
々
は
、
「
反
省
」
が
「
相
関
関
係
」
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
、
と

『
エ
ン
テ
ク
ロ
ペ
デ
ィ

l
』
の
本
論
は
「
反
省
諸
規
定
の
体
系
」
で
あ
っ
て
、

総
じ
て
相
関
的
な
諸
規
定
を
取
り
扱
う
が
故

に
、
「
反
省
」
論
は
本
論
に
属
す
る
乙
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

『
論
理
学
』
に
お
け
る
「
反
省
」
は
、

『
エ
ン
チ
ク
ロ
ペ
デ
ィ

1
』
に

お
い
て
明
確
な
形
で
位
置
づ
け
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
『
エ
ン
チ
ク
ロ
ペ
デ
ィ

l
』
に
即
し
て
も
ま
た
、
「
反
省
」
を
「
相
関

関
係
」
か
ら
理
解
す
る
乙
と
は
き
わ
め
て
疑
わ
し
い
乙
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
「
反
省
」
を
「
相
関
関
係
」
か
ら
理
解
す
る
こ
と
は
、
「
反
省
諸
規
定
」
に
対
し
て
さ
え
も
誤
解
を
ひ
き
起
乙
す
だ
ろ
う
。
と

い
う
の
も
、
「
反
省
諸
規
定
」
は
「
反
省
諸
規
定
」
と
し
て
、
あ
く
ま
で
も
「
反
省
」
か
ら
理
解
さ
れ
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
ζ

で、

「
反
省
諸
規
定
」
に
つ
い
て
簡
単
に
検
討
し
て
み
よ
う
。

「
反
省
諸
規
定
」
は
「
相
関
関
係
」
で
あ
る
、
と
言
わ
れ
た
。
乙
の
場
合
、
「
相
関
関
係
」
は
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。

一
般
に
「
相
関
関
係
」
が
考
え
ら
れ
る
と
き
、
そ
の
強
調
点
は
「
他
者
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
て
い
る
と
と
」
に
あ
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。

A
は
B
な
し
に
は
存
立
す
る
乙
と
が
で
き
ず
、

「
反
省
諸
規
定
」
を
捉
え
る
と
す
れ
ば
、

B
と
の
関
係
に
お
い
て
は
じ
め
て
意
味
を
も
っ
。

そ
れ
が
「
反
省
諸
規
定
」
で
あ
る
所
以
は
隠
さ
れ
て
し
ま
う
と
思
う
。

乙
の
意
味
で
の
「
相
関
関
係
」

か
り

へ
l
ゲ
ル
は
「
反
省
諸



規
定
」
の
二
つ
の
契
機
を
「
他
者
へ
の
関
係
」
と
「
自
己
へ
の
還
帰
」
と
し
て
示
し
、
後
者
の
「
自
己
へ
の
還
帰
」
を
「
自
己
内
反
省
」

と
考
え
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
「
相
関
関
係
」
に
対
す
る
素
朴
な
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
「
反
省
諸
規
定
」
を
考
え
る
こ
と
は
、
「
反
省
諸
規

定
」
の
真
の
意
味
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

か
く
し
て
、
『
論
理
学
』
に
お
け
る
「
反
省
」
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
、
と
い
う
我
々
の
課
題
は
次
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
る
。
第
一

に
、
「
本
質
」
と
「
仮
象
」

で
な
い
と
す
れ
ば
、
「
本
質
」
と

の
関
係
が
解
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
反
省
」
が

「
相
関
関
係
」

「
仮
象
」
の
関
係
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
第
二
に
、
「
反
省
」
か
ら
「
反
省
諸
規
定
」

へ
の
展
開
が
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

Faa

、‘。

ふ
ん
、
’
uv

「
反
省
」
と
「
相
関
関
係
」
の
関
係
は
「
反
省
」
か
ら
「
反
省
諸
規
定
」
へ
の
展
聞
に
お
い
て
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

乙
の
課

題
を
遂
行
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
我
々
は
『
精
神
の
現
象
学
』
の
序
文
の
「
主
体
」
へ
と
導
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
「
主
体
」

は
「
自
己
内
反
省
」
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

へーゲル『論理学』における「反省」の構造

（ニ）

我
々
の
最
初
の
課
題
は
「
本
質
」
と
「
仮
象
」
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
へ

l
ゲ
ル
は
こ
の
関
係
を
二
段

に
分
け
て
論
じ
て
い
る
。
「

ω仮
象
を
本
質
か
ら
区
別
す
る
諸
規
定
は
本
質
自
身
の
諸
規
定
で
あ
り
、
問
仮
象
で
あ
る
本
質
の
こ
の
規
定

態
は
本
質
自
身
の
内
で
止
揚
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
ζ

と
の
み
が
示
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
」
（

dg「
N
台
数
字
は
筆
者
）
そ
れ
故
、
我

々
は
、
山
、
聞
に
分
け
て
「
本
質
」
と
「
仮
象
」
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
よ
う
。

414 

へ
1
ゲ
ル
は
い
か
に
し
て
「
仮
象
を
本
質
か
ら
区
別
す
る
諸
規
定
は
本
質
自
身
の
諸
規
定
で
あ
る
」
と
い
う
乙
と
を
示
し
た
の
だ
ろ
う

か
。
こ
の
こ
と
を
我
々
は
ま
ず
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

へ
1
．
ケ
ル
は
「
仮
象
」
の
分
析
に
よ
っ
て
、
「
空
無
態

zoz－mwaH」
と
「
直
接
態
ロ
ロ
呂
立
Z
E
R
W
O山仲」

と
い
う
規
定
を
取
り
出

一
八
七



－τ
・、ー、
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す
。
「
仮
象
」
は
「
空
無
」
な
も
の
で
あ
っ
て
、
一
種
の
「
非
存
在
」
し
か
し
同
時
に
「
直
接
的
」
に
「
存
在
」
す
る
、
と

い
う
「
逆
説
的
な
性
格
」
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
「
仮
象
」
の
「
空
無
態
」
は
「
自
体
的
に
存
在
す
る
否
定
態
」
と
呼
ば
れ
、
「
仮

象
」
の
「
直
接
態
」
は
「
自
己
の
否
定
を
媒
介
と
し
て
の
み
存
在
す
る
、
反
省
さ
れ
た
直
接
態
」
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
「
仮
象
の
諸
規
定
」
と
し
て
「
空
無
態
」
と
「
直
接
態
」
を
取
り
出
し
た
後
で
、

で
あ
る
が
、

へ
l
ゲ
ル
は
そ
れ
ら
が

「
本
質
自
身

の
諸
規
定
」
で
あ
る
と
と
を
示
す
。
第
一
に
、
「
空
無
態
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。
「
仮
象
を
な
し
て
い
る
の
は
非
存
在
の
直

接
態
で
あ
る
。
と
の
非
存
在
は
し
か
し
、
本
質
の
そ
れ
自
身
の
も
と
で
の
否
定
態
に
ほ
か
な
ら
な
い
旦

O
E
m
g品
。
門
田
色
目
。
存
在
は
本

質
に
お
い
て
非
存
在
で
あ
る
。
存
在
の
自
体
的
な
空
無
態
は
本
質
自
身
の
否
定
的
な
本
性
で
あ
る
。
」
（
d
E
H
F
N
当
）
第
二
に
、
「
直
接

態
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。
「
乙
の
非
存
在
が
含
む
直
接
態
は
、
本
質
の
絶
対
的
な
即
自
存
在
で
あ
る
。
本
質
の
否
定
態
は

本
質
の
自
己
自
身
と
の
相
等
性
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
本
質
の
単
一
な
直
接
態
で
あ
り
没
交
渉
態
で
あ
る
。
存
在
が
本
質
に
お
い
て
自
己
を

維
持
す
る
の
は
、
本
質
が
そ
の
無
限
の
否
定
態
に
お
い
て
自
己
自
身
と
の
乙
の
相
等
性
を
も
つ
か
ぎ
り
に
お
い
て
で
あ
る
。
乙
れ
に
よ
っ

て
、
本
質
は
そ
れ
自
身
存
在
で
あ
る
。
規
定
態
が
本
質
に
対
し
て
仮
象
の
も
と
で
も
っ
て
い
る
直
接
態
は
、
そ
れ
故
本
質
自
身
の
直
接
態

に
ほ
か
な
ら
な
い
旦
の
宮
田
釦
ロ
ao円
mmzo
し
か
し
、
そ
れ
は
存
在
す
る
直
接
態
で
は
な
く
て
、
端
的
に
媒
介
さ
れ
た
、
す
な
わ
ち
反
省

さ
れ
た
直
接
態
で
あ
る
。
」
（
d
g
F－
N
合同・）

か
く
し
て
、

へ
l
ゲ
ル
は
次
の
よ
う
に
結
論
す
る
。

「
本
質
に
お
け
る
仮
象
は
あ
る
他
者

の
仮
象
で
は
な
く
て
、
自
体
的
に
仮
象
で
あ
り
、
本
質
自
身
の
仮
象
で
あ
る
。
」
（
d
g
F－

N
S〉

乙
れ
以
上
の
説
明
が
与
え
ら
れ
て
い

乙
乙
の
議
論
の
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
の
は
、
「
否
定
態
」
・
「
直
接
態
」
と
い
う
多
義
的
な
概
念
で
あ
る
。

箇
所
を
理
解
す
る
の
は
非
常
に
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
、

と
の
箇
所
に
お
い
て
、
「
本
質
」
と
「
仮
象
」
の
関
係
は
き
わ
め
て
簡
潔
に
述
べ
ら
れ
て
お
り
、

な
い
。
し
か
も
、

そ
れ
故
、

と

の

す
る
ζ

と
が
で
き
な
い
と
思
う
。
で
は
、

と
の
箇
所
の
理
解
な
く
し
て
は
、
「
本
質
」
と
「
仮
象
」

乙
の
箇
所
は
ど
う
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

の
関
係
を
明
ら
か
に

乙
乙
で
は
、
「
本
質
」
と
「
仮
象
」
の
「
相
関
関
係
」
が
語
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

そ
の
場
合
、

乙
の
箇
所
は



次
の
よ
う
に
読
み
変
え
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
第
一
に
、
「
仮
象
の
空
無
態
は
本
質
の
否
定
態
に
媒
介
さ
れ
て
い
る
。
」
第
二
に
、
「
仮
象

の
直
接
態
は
本
質
の
直
接
態
に
媒
介
さ
れ
て
い
る
o
」

或
い
は
、
乙
こ
で
は
単
な
る
「
対
応
関
係
」
が
語
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
、
と
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
「
本
質
」

に
も
「
否
定
態
」
と
「
直
接
態
」
が
帰
属
し
、
そ
の
各
々
が
「
仮
象
」
の
「
空
無
態
」
と
「
直
接
態
」
に
対
応
す
る
わ
け
で
あ
る
。

乙
の
二
つ
の
解
釈
に
は
あ
る
共
通
の
前
提
が
存
し
て
い
る
。
そ
れ
は
「
本
質
」
と
「
仮
象
」
を
二
つ
の
異
な
る
項
と
し
て
想
定
す
る
こ

と
で
あ
る
。
乙
の
前
提
に
基
づ
い
て
、
二
つ
の
項
の
「
相
関
関
係
」
或
い
は
「
対
応
関
係
」
が
議
論
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の

へーゲル「論理学Jにおける「反省」の構造

箇
所
で
は
、
「
本
質
」
と
「
仮
象
」
は
二
つ
の
異
な
る
項
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。
ト
イ
ニ
ッ
セ
ン
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
：
・
に
ほ

か
な
ら
な
い
ロ

5
Z自
営
門
的
色
目
は
ま
じ
め
に
受
け
取
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
…
び
。
す
な
わ
ち
、
「
仮
象
の
非
存
在
は
本
質
の
そ
れ
自

身
の
も
と
で
の
否
定
態
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
」
「
（
仮
象
の
）
直
接
態
は
本
質
自
身
の
直
接
態
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
」
言
い
か
え
る
と
、
「
仮
象

の
空
無
態
」
は
端
的
に
「
本
質
の
否
定
態
」
で
あ
り
、
「
仮
象
の
直
接
態
」
は
端
的
に
「
本
質
の
直
接
態
」
で
あ
る
。
で
は
、
乙
の
乙
と
は

一
体
い
か
な
る
と
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
我
々
は
、
「
否
定
態
」
と
「
直
接
態
」
の
概
念
に
即
し
て
見
て
み
よ
う
。

第
一
に
、
「
仮
象
の
空
無
態
」
が
「
本
質
の
否
定
態
」
で
あ
る
、
と
い
う
の
は
い
か
な
る
意
味
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
「
仮
象
の
空

す
な
わ
ち
、
「
仮
象
」
が
空
無
で
あ

無
態
」
が
「
本
質
の
否
定
態
」
に
よ
っ
て
生
じ
る
こ
と
で
あ
る
、

る
の
は
、
「
本
質
」
が
「
仮
象
」
を
否
定
す
る
か
ら
で
あ
る
、
と
。

と
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、

も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
「
仮
象
」
の
「
空
無
態
」
川
「
否
定

さ
れ
る
と
と
」
、
「
本
質
」
の
「
否
定
態
」
い
「
否
定
す
る
こ
と
」
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
が
「
で
あ
る
」

に
よ
っ
て
結
び
つ
け
ら
れ
る
場
合
、
「
詑
弁
」

に
陥
る
乙
と
lと
な
る
の
で
はは
な全
いく
だ意
ろ味
う（が
か5異
。な

そ
れ
故
、
二
つ
の
「
否
定
態
」

し
か
し
、
果
た
し
て
そ
う
な
の
だ
ろ
う
か
。

「
仮
象
の
空
無
態
」
と
い
う
の
は
、
「
本
質
」
に
よ
っ
て
「
否
定
さ
れ
る
と
と
」
で
は
な
い
。
却
っ
て
、

へ
l
ゲ
ル
は
「
仮
象
の
自
体
的

な
空
無
態

Z
F
o
v
t
m
w由
主
釦
ロ
包
の
げ
」
と
語
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
「
仮
象
が
そ
れ
自
身
の
も
と
で
空
無
で
あ
る
こ
と
」

で
あ
る
。

そ
れ

一
八
九
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故
、
「
仮
象
の
空
無
態
」
と
い
う
の
は
、
「
仮
象
が
自
己
を
否
定
す
る
乙
と
」
を
意
味
す
る
、
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、

と

の

乙
と
は
「
本
質
の
否
定
態
」
に
つ
い
て
も
言
う
と
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
「
本
質
の
否
定
態
」
と
い
う
の
は
、
「
本
質
が
仮
象
を
否
定
す

る
と
と
」
で
は
な
く
て
、
「
本
質
が
自
己
を
否
定
す
る
と
と
」

丘
匹
件
島
町
田

d
『

2
8
m
mロ
E
B
白
色

ZH」
と
い
う
表
現
が
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

か
く
し
て
、
「
仮
象
の
空
無
態
」
が
「
本
質
の
否
定
態
」
で
あ
る
、
と
い
う
と
と
を
我
々
は
次
の
よ
う
に
定
式
化
で
き
る
だ
ろ
う
。
「
仮

象
が
自
己
を
否
定
す
る
乙
と
」
は
「
本
質
が
自
己
を
否
定
す
る
ζ

と
」
で
あ
る
。

第
二
に
、
「
仮
象
の
直
接
態
」
が
「
本
質
の
直
接
態
」
で
あ
る
、
と
い
う
の
は
い
か
な
る
意
味
な
の
だ
ろ
う
か
。
「
直
接
態
」
は
「
自
立

な
の
で
あ
る
。
「
本
質
の
そ
れ
自
身
の
も
と
で
の
否
定
態
品
目
。

zom凶丘
l

態
」
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
「
仮
象
の
直
接
態
」
と
「
本
質
の
直
接
態
」

の
「
自
立
態
」
で
あ
る
と
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
故
、

ζ

の
二
つ
の
「
直
接
態
」
を
「
で
あ
る
」
に
よ
っ
て
結
び
つ
け
る
ζ

と
は
不
可

は
二
つ

能
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
で
は
、
「
直
接
態
」
を
ど
う
考
え
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

相
等
性
」
を
意
味
し
て
い
る
。

こ
と
で
、
「
直
接
態
」
が
「
即
自
存
在
」
と
し
て
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
点
に
注
意
し
た
い
。
「
即
自
存
在
」
と
い
う
の
は
「
自
己
と
の

へ
l
ゲ
ル
は
「
定
在
論
ト
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
「
定
在
は
他
者
へ
の
そ
れ
の
関
係
に
対

立
し
た
自
己
へ
の
関
係
と
し
て
の
存
在
で
あ
り
、
そ
れ
の
不
等
性
に
対
立
し
た
自
己
と
の
相
等
性
と
し
て
の
存
在
で
あ
る
。

ζ

の
よ
う
な

存
在
が
即
自
存
在
で
あ
る
。
」
（
d
g
F
・0
N
）
と
す
れ
ば
、
「
直
接
態
」
は
「
自
己
と
の
相
等
性
」
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
%
。
そ
れ
故
、
「
仮

象
の
直
接
態
」
は
「
仮
象
が
自
己
と
相
等
で
あ
る
こ
と
」
「
本
質
の
直
接
態
」
は
「
本
質
が
自
己
と
相
等
で
あ
る
こ
と
」
で
な

で
あ
り
、

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

か
く
し
て
、
「
仮
象
の
直
接
態
」
が
「
本
質
の
直
接
態
」

だ
ろ
う
。
「
仮
象
ー
が
自
己
と
相
等
で
あ
る
と
と
」

lま

と
い
う
乙
と
を
我
々
は
次
の
よ
う
に
定
式
化
す
る
と
と
が
で
き
る

「
本
質
が
自
己
と
相
等
で
あ
る
乙
と
」
で
あ
る
。

で
あ
る
、

第
一
の
も
の
と
第
二
の
も
の
は
統
一
的
に
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
仮
象
」

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
ζ

と
が
で
き
る
。



「
仮
象
は
自
己
を
否
定
す
る
乙
と
を
通
し
て
自
己
と
相
等
で
あ
る
。
」

は
自
己
を
否
定
す
る
と
と
を
通
し
て
自
己
と
相
等
で
あ
る
。
」

ま
た
、
「
本
質
」

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
え
る
だ
ろ
う
。
「
本
質

へ
l
ゲ
ル
の
次
の
言
葉
が

示
し
て
い
る
と
思
う
。
「
本
質
は
自
己
の
無
限
の
否
定
態
に
お
い
て
自
己
自
身
と
の
相
等
性
を
も
っ
て
い
る
。
」
そ
れ
で
は
、

「
仮
象
の
諸
契
機
」
と
「
本
質
の
諸
契
機
」
が
「
：
・
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
、
す
な
わ
ち

こ
の
よ
う
な
理
解
が
怒
意
的
で
な
い
乙
と
は
、

こ
の
よ
v

つ
な

「
で
あ
る
」

に
よ
っ
て
結
び
つ
け
ら
れ
る
の
は
ど

う
考
え
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

乙
こ
で
生
起
し
て
い
る
の
は
、

一
箇
同
一
の
事
態
で
あ
る
。

乙
の
事
態
は
「
仮
象
」

に
即
し
て
見
れ
ば
、
「
仮
象
が
自
己
を
否
定
す
る

乙
と
を
通
し
て
自
己
と
相
等
で
あ
る
こ
と
」
で
あ
り
、
「
本
質
」
に
即
し
て
見
れ
ば
、
「
本
質
が
自
己
を
否
定
す
る
こ
と
を
通
し
て
自
己
と

相
等
で
あ
る
こ
と
」
で
あ
る
。
言
い
か
え
る
と
、
「
本
質
が
自
己
を
否
定
す
る
乙
と
を
通
し
て
自
己
と
相
等
で
あ
る
乙
と
」
は
、
「
仮
象
が

自
己
を
否
定
す
る
こ
と
を
通
し
て
自
己
と
相
等
で
あ
る
と
と
」
と
し
て
の
み
生
起
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
ほ
か
の
仕
方
で
働
ら
く
の
で

へーゲル『論理学』における「反省」の構造

は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
「
本
質
」
と
「
仮
象
」
の
関
係
が
「
相
関
関
係
」
で
な
い
の
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
「
本
質
」

と
「
仮
象
」
の
相
互
媒
介
が
語
ら
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
乙
の
乙
と
は
、
仰
の
考
察
に
よ
っ
て
、
よ
り
一
一
層
明
確
に
な
る
と
思
う
。

(2) 
「
本
質
」
と
「
仮
象
」
の
関
係
を
理
解
す
る
た
め
に
、

我
々
は
次
に
凶
「
仮
象
で
あ
る
本
質
の
規
定
態
は
本
質
自
身
に
お
い
て
止
揚
さ

れ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
聞
に
よ
っ
て
「
本
質
は
反
省
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
が
導
出
さ
れ
る
の

で
あ
る
か
ら
、

ωの
検
討
は
「
反
省
」
を
理
解
す
る
た
め
に
も
重
要
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
聞
は
ど
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば

よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

へ
1
0ケ
ル
は
、
山
に
お
い
て
「
仮
象
の
諸
契
機
」
が
「
本
質
の
諸
契
機
」
で
あ
る
と
い
う
乙
と
を
示
し
た
後
で
、
次
の
よ
う
に
議
論
を

展
開
す
る
。

九



九

「
①
仮
象
は
存
在
の
規
定
態
に
お
け
る
本
質
自
身
で
あ
る
。
本
質
が
仮
象
を
も
つ
の
は
本
質
が
自
己
の
内
で
規
定
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ

て
本
質
の
絶
対
的
な
統
一
か
ら
区
別
さ
れ
て
い
る
ζ

と
に
よ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
乙
の
規
定
態
は
同
様
に
端
的
に
そ
れ
自
身
の
も
と

で
止
揚
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
本
質
は
、
本
質
自
身
で
あ
る
と
ζ

ろ
の
自
己
の
否
定
を
通
し
て
自
己
を
自
己
と
媒
介
す
る
も
の
と

し
て
存
在
し
て
い
る
と
乙
ろ
の
、
自
立
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
本
質
は
絶
対
的
な
否
定
態
と
匝
接
態
と
の
同
一
的

な
統
一
で
あ
る
。
ー
ー

否
定
態
は
自
体
的
に
否
定
態
で
あ
る
。
否
定
態
は
否
定
態
の
自
己
へ
の
関
係
で
あ
る
か
ら
、
否
定
態
は
自
体
的
に
直
接
態
で
あ

る
。
し
か
し
、
否
定
態
は
自
己
へ
の
否
定
的
な
関
係
で
あ
り
、
自
己
自
身
を
突
き
放
し
つ
つ
否
定
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
自
体
的
に
存

② 
在
す
る
直
接
態
は
否
定
態
に
対
立
す
る
否
定
的
な
も
の
、
す
な
わ
ち
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
乙
の
規
定
態
は
そ
れ
自
身
絶

対
的
な
否
定
態
で
あ
り
、
ま
た
規
定
す
る
こ
と
は
規
定
す
る
乙
と
と
し
て
直
接
に
規
定
す
る
こ
と
自
身
を
止
揚
す
る
と
と
で
あ
り
、
自
己

へ
の
還
婦
で
あ
る
。

③ 

仮
象
は
存
在
し
て
い
る
が
、
し
か
し
あ
る
他
者
の
内
で
、
す
な
わ
ち
自
己
の
否
定
の
内
で
存
在
を
も
っ
て
い
る
否
定
的
な
も
の
で

あ
る
。
仮
象
は
そ
れ
自
身
の
も
と
で
止
揚
さ
れ
無
的
で
あ
る
非
自
立
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
仮
象
は
自
己
へ
と
還
帰
し
つ
つ
あ
る

否
定
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
自
身
の
も
と
で
非
自
立
的
な
も
の
と
し
て
の
非
自
立
的
な
も
の
で
あ
る
。
否
定
的
な
も
の
、
す
な
わ
ち
非

自
立
的
な
も
の
の
自
己
へ
の
と
の
関
係
は
否
定
的
な
も
の
の
直
接
態
で
あ
る
。
直
接
態
は
否
定
的
な
も
の
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
直

接
態
は
否
定
的
な
も
の
の
自
己
に
対
立
す
る
規
定
態
で
あ
り
、
否
定
的
な
も
の
に
対
す
る
否
定
で
あ
る
。
し
か
し
、
否
定
的
な
も
の
に
対

す
る
否
定
は
自
己
自
身
に
の
み
関
係
す
る
否
定
態
で
あ
り
、
規
定
態
そ
の
も
の
の
絶
対
的
な
止
揚
で
あ
る
。

④ 

＠
本
質
に
お
け
る
仮
象
で
あ
る
規
定
態
は
無
限
の
規
定
態
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
己
に
合
致
す
る
否
定
的
な
も
の
で
あ
る
に
す
ぎ
な

ぃ
。
か
く
し
て
、
そ
れ
は
規
定
態
と
し
て
自
立
態
で
あ
っ
て
、
規
定
さ
れ
て
い
な
い
規
定
態
で
あ
る
。

l
l＠
反
対
に
、
自
己
自
身
に
関

係
す
る
直
接
態
と
し
て
の
自
立
態
は
同
様
に
端
的
に
規
定
態
で
あ
り
契
機
で
あ
っ
て
、
自
己
自
身
に
関
係
す
る
否
定
態
と
し
て
あ
る
に
す



ぎ
な
い
。
の
直
接
態
と
同
一
な
否
定
態
、
そ
し
て
否
定
態
と
同
一
な
直
接
態
が
本
質
で
あ
る
。
従
っ
て
、
仮
象
は
本
質
自
身
で
あ
る
が
、

規
定
態
に
お
け
る
本
質
で
あ
る
。
し
か
し
、

己
自
身
に
お
け
る
本
質
の
仮
象
す
る
乙
と

記
号
は
筆
者
）

乙
の
規
定
態
は
本
質
の
契
機
に
す
ぎ
な
い
よ
う
な
規
定
態
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
本
質
は
自

色
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あ
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乙
の
箇
所
を
解
明
す
る
乙
と
な
く
し
て
は
、
我
々
は
「
本
質
」
と
「
仮
象
」
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
も
、
乙
の
箇
所
の
帰
結
と
し
て
「
反
省
」
が
導
出
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
と
の
箇
所
の
解
明
は
「
反
省
」
を
理
解
す
る
た
め
に
も
不
可

欠
で
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
乙
の
箇
所
の
展
開
を
解
明
す
る
試
み
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
札

μ。
む
し

ろ
、
と
の
箇
所
の
い
く
つ
か
の
言
葉
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
勝
手
に
改
釈
さ
れ
る
と
と
が
し
ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
る
。
と
う
し
た
乙
と
が
生

じ
る
の
は
、
「
本
質
」
と
「
仮
象
」
の
「
相
関
関
係
」
と
い
う
先
入
見
に
支
配
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
も
、

へーゲル『論理学』における「反省」の構造

乙
う
し
た
先
入
見
に
基
づ
い
て
は
ζ

の
箇
所
を
理
解
す
る
乙
と
が
で
き
な
い
し
、
も
し
理
解
し
よ
う
と
す
れ
ば
テ
キ
ス
ト
に
暴
力
を
加
え

乙
の
箇
所
の
展
開
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
に
よ
っ
て
、
我
々
は
「
本
質
」
と
「
仮
象
」

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、

の
「
相
関
関
係
」
と
い
う
先
入
見
を
決
定
的
に
打
破
す
る
乙
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

で
は
、

い
か
に
し
て
ζ

の
箇
所
の
展
開
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
我
々
は
ま
ず
全
体
の
連
聞
に
着
目
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
①
か
ら
④
ま
で
の
関
係
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
乙
れ
に
つ
い
て
、
①
か
ら
④
ま
で
の
す
べ
て
が
「
本

質
」
と
「
仮
象
」
の
関
係
を
論
じ
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
忍
か
も
し
れ
な
い
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
①
か
ら
④
ま
で
の
議
論
に
差
異

は
な
く
、
た
だ
同
じ
事
が
表
現
を
変
え
て
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
乙
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
場
合
、
基
本
的
に
は
①
の
議
論
だ
け
で
済
む

は
ず
で
あ
っ
て
、
そ
の
ほ
か
の
議
論
は
不
要
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
果
た
し
て
そ
う
だ
ろ
う
か
。

確
か
に
、
①
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
「
本
質
」
と
「
仮
象
」
の
関
係
で
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
＠
で
は
「
本
質
」
の
み
が
論
じ
ら

れ
、
ま
た
③
で
は
「
仮
象
」
の
み
が
議
論
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
ι

そ
し
て
、
④
は
②
と
③
の
議
論
の
総
括
と
し
て
あ
り
、

一
九
三
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＠
と
＠
に
お
い
て
そ
の
乙
と
が
確
認
さ
れ
、
④
の
の
は
こ
の
箇
所
全
体
の
結
論
を
な
し
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
故
、
①
か
ら
④

は
決
し
て
同
じ
事
の
繰
り
返
し
で
は
な
く
、
全
体
と
し
て
統
一
を
形
づ
く
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
確
証
す
る
た
め
に
、
我
々
は
①
か

ら
④
ま
で
の
各
々
を
順
次
考
察
す
る
乙
と
に
し
よ
う
。

展
開
の
内
に
位
置
づ
け
る
。
「
本
質
が
仮
象
を
も
つ
の
は
、

本
質
が
自
己
の
内
で
規
定
さ
れ
、

へ
l
ゲ
ル
は
「
仮
象
」
を
「
本
質
」
の

そ
れ
に
よ
っ
て
本
質
の
絶
対
的
な
統
一
か

①
「
仮
象
の
諸
規
定
」
が
「
本
質
自
身
の
諸
規
定
」
で
あ
る
、
と
い
う
と
と
を
示
し
た
後
で
、

ら
区
別
さ
れ
て
い
る
乙
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。
」

す
な
わ
ち
、
「
仮
象
は
存
在
の
規
定
態
に
お
け
る
本
質
自
身
で
あ
る
。
」

し
か
し
、

"" 

ゲ
ル
は
即
座
に
次
の
よ
う
に
続
け
る
。
「
こ
の
規
定
態
は
同
様
に
端
的
に
そ
れ
自
身
の
も
と
で
止
歯
さ
れ
て
い
る
。
」
乙
乙
で
の
論
理
を
我

々
は
ど
う
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
か
。

「
仮
象
」
が
「
本
質
」
の
「
規
定
態
」
と
言
わ
れ
る
場
合
、
「
仮
象
」
は
「
本
質
の
否
定
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
単
な
る
「
否
定
」
で
あ

る
と
す
れ
ば
、
「
仮
象
」
は
「
本
質
」
と
は
異
な
る
他
者
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。

そ
れ
故
、

乙
の
「
否
定
」

は
再
び
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
「
規
定
態
が
止
揚
さ
れ
る
」
と
い
う
の
は
、
「
否
定
の
否
定
」
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

と
し
て
規
定
す
る
乙
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
「
定

在
論
」
で
既
に
定
式
化
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
絶
対
的
な
否
定
態
」
は
「
否
定
の
否
定
」
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。

だ
か
ら
こ
そ
、

へ
l
ゲ
ル
は
「
本
質
」
を

「
絶
対
的
な
否
定
態
」

乙
こ
で
注
意
す
べ
き
で
あ
る
の
は
、

乙
の
「
絶
対
的
な
否
定
態
」
が
、
「
本
質
」

か
り

「
仮
象
」
へ

（
第
一
の
否
定
）
、
「
仮
象
」
か
ら

「
本
質
」
へ

（
否
定
の
否
定
）
と
い
う
往
復
運
動
で
は
な
い
、

と
い
う
と
’
乙
で
あ
る
。

「
絶
対
的
な
否
定
態
」
は
「
本
質
」
と
「
仮
象
」

の
区
別
が
止
揚
さ
れ
て
い
る
乙
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
「
仮
象
は
本
質
そ
れ
自
身
で
あ
る
」
と
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
「
仮
象
」
は
そ
れ
自

身
「
本
質
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
「
直
接
態
」
と
い
う
の
は
ど
う
考
え
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

乙
の
「
直
接
態
」
は
「
仮
象
」
を
指
示
す
る
、

と
考
え
ら

れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、

乙
ζ

で
「
本
質
（
絶
対
的
な
否
定
態
）
」
と
「
仮
象
（
直
接
態
）
」
の
統
一
が
語
ら
れ
て
い
る



乙
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
乙
の
よ
う
に
解
釈
す
れ
ば
、

「
本
質
」
と
「
仮
象
」
の
「
相
関
関
係
」

と
い
う
先
入
見
に
う
ま
く
適
合
す
る
よ

う
に
見
え
る
。

し
か
し
、

乙
ζ

で
「
直
接
態
」
と
い
う
の
は
、
「
本
質
」
の
「
直
接
態
」

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

へ
l
ゲ
ル
は
「
直
接
態
」
に
つ
い

て
述
べ
る
前
に
、
「
本
質
」
に
つ
い
て
「
自
己
を
自
己
と
媒
介
す
る
」
と
語
っ
て
い
る
。
「
自
己
を
自
己
と
媒
介
す
る
」
と
い
う
の
は
「
自

己
へ
の
関
係
」
・
「
自
己
と
の
相
等
性
」
で
あ
っ
て
、

乙
れ
が
「
直
接
態
」
を
意
味
す
る
概
念
で
あ
る
乙
と
は
既
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
そ

れ
故
、
「
自
己
と
相
等
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
「
本
質
」
は
「
直
接
態
」
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
①
は
次
の
よ
う
に
理
解
す
る
乙
と
が
で
き
る
。
「
本
質
」
は
「
否
定
の
否
定
」

と
し
て

「
絶
対
的
な
否
定
態
」
で
あ
り
、

そ
れ
に
よ
っ
て
「
自
己
と
相
等
で
あ
る
」
が
故
に
「
直
接
態
」
で
あ
る
。
「
本
質
」
を
こ
の
よ
う
に
捉
え
る
場
合
、
「
本
質
」
と
「
仮
象
」

の
区
別
は
端
的
に
止
揚
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
「
本
質
」
の
展
開
は
「
仮
象
」
の
展
開
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
＠
に
お
い
て
「
本

へーゲル『論理学』における「反省」の構造

質
」
の
展
開
が
、
＠
に
お
い
て
「
仮
象
」
の
展
開
が
論
じ
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

②

へ

l
ゲ
ル
は
「
本
質
」
を
「
否
定
態
」
と
し
て
捉
え
、
そ
の
展
開
を
三
段
階
に
分
け
て
論
じ
て
い
る
。
第
一
に
、
「
本
質
」
の
「
否

定
態
」
は
他
者
と
の
関
係
に
お
い
て
「
否
定
態
」
で
は
な
く
て
、
「
自
体
的
に
否
定
態
色
町

z
o
m
E
Z片

S
H
E
m－
の
ど
で
あ
る
。
従
っ

て
、
「
本
質
」
の
「
否
定
態
」
は
「
自
己
へ
の
関
係
」
で
あ
る
か
ら
、
「
自
体
的
に
直
接
態
」

で
あ
る
。
第
二
に
、
「
本
質
」
は
あ
く
ま
で

も
「
否
定
態
」
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
「
本
質
」
の
「
自
己
へ
の
関
係
」
は
「
自
己
へ
の
否
定
的
な
関
係
」
で
あ
り
、
「
自
己
を
突
き
放
し
つ

つ
否
定
す
る
こ
と
」
で
あ
る
。
乙
れ
に
よ
っ
て
、
「
最
初
の
直
接
態
」
は
「
否
定
態
」
に
対
立
す
る
「
規
定
態
」
と
な
る
。
第
三
に
、
「
本

質
」
の
「
直
接
態
（
規
定
態
）
」
と
「
否
定
態
」
の
区
別
が
止
場
さ
れ
、
「
直
接
態
」
は
「
絶
対
的
な
否
定
態
」
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
我

々
は
乙
乙
で
の
展
開
を
次
の
よ
う
に
定
式
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
自
体
的
に
否
定
態
H
直
接
態
」
｜
↓
「
直
接
態
H
規
定
態
3
否
定

態
」
｜
↓
「
直
接
態
H
絶
対
的
な
否
定
態
」

乙
の
展
開
の
内
に
、
「
仮
象
」
を
位
置
づ
け
る
解
釈
が
試
み
ら
れ
る
か
も
し
れ
札
問
。

そ
の
場
合
、

二
番
目
の
「
直
接
態
H
規
定
態
」

一
九
五
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が
「
仮
象
」
を
指
す
、
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
①
で
は
「
規
定
態
」
は
「
仮
象
」
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
す
れ

ば
、
乙
乙
で
は
①
と
同
様
に
、
「
本
質
」
と
「
仮
象
」

二
番
目
の
「
直
接
態
」
の
み
が
「
仮
象
」
を
指
す
、

の
関
係
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
も
し
そ
う
だ
と
す

れ
ば
、

と
い
う
と
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

二
番
目
の
「
直
接
態
」
が
生
じ
る
の
は

「
最
初
の
直
接
態
」
が
「
否
定
態
」
に
対
立
す
る
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
対
立
が
止
揚
さ
れ
る
と
と
に
よ
っ
て
三
番
目
の
「
直
接
態
」

が
確
立
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
「
規
定
態
」
は
必
ず
し
も
「
仮
象
」
を
指
す
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
「
本
質
」
が
「
直
接
態
」

と
し
て
の
み
捉
え
ら
れ
、
同
時
に
「
否
定
態
」
と
し
て
は
捉
え
ら
れ
な
い
場
合
、
へ

l
ゲ
ル
は
乙
の
「
本
質
」
を
「
規
定
態
と
い
う
直
接

態
」
と
呼
ん
で
い
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
二
番
目
の
「
直
接
態
H
規
定
態

3
否
定
態
」
は
「
本
質
」
の
「
直
接
態
」
で
な
け
れ
ば
な
ら

「ぉ、．

o

J

’日、’
uv我

々
は
②
の
展
開
を
次
の
よ
う
に
捉
え
直
す
乙
と
が
で
き
る
と
思
う
。
ま
ず
最
初
、
本
質
は
自
己
と
相
等
で
あ
る
。
し
か
し
次
に
、
本

質
は
自
己
を
否
定
し
、
自
己
を
自
己
に
対
立
さ
せ
る
。
そ
し
て
最
後
に
、

乙
の
対
立
が
止
場
さ
れ
、
再
び
本
質
は
自
己
に
相
等
で
あ
る
。

そ
れ
故
、

乙
乙
で
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、
「
本
質
が
自
己
を
否
定
す
る
乙
と
を
通
し
て
自
己
と
相
等
で
あ
る
乙
と
」
な
の
で
あ
る
。

③

へ

l
ゲ
ル
は
「
仮
象
」
を
「
否
定
的
な
も
の
」
と
し
て
捉
え
、
そ
の
展
開
を
三
段
階
に
分
け
て
論
じ
て
い
る
。
第
一
に
、
「
仮
象
」

は
「
そ
れ
自
身
の
も
と
で
止
場
さ
れ
、
空
無
で
あ
る
。
」
す
な
わ
ち
、
「
仮
象
」
は
「
否
定
的
な
も
の
の
自
己
へ
の
関
係
」
で
あ
る
。
そ
れ

故
、
「
仮
象
」
は
「
直
接
態
」
で
あ
る
。
第
二
に
、
「
直
接
態
」
と
い
う
の
は
「
自
立
態
」
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
非
自
立
的
な
「
否
定
的
な

も
の
」
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
言
い
か
え
る
と
、
「
直
接
態
」
は
「
否
定
的
な
も
の
に
対
立
す
る
規
定
態
、
否
定
」
で
あ
る
。
第
三
に
、

「
否
定
的
な
も
の
に
対
す
る
否
定
」
は
否
定
を
否
定
す
る
と
と
で
あ
る
か
ら
、
「
直
接
態
」
は
「
自
己
自
身
に
の
み
関
係
す
る
否
定
態
」
で

あ
る
。
か
く
し
て
、
我
々
は
と
こ
で
の
展
開
を
次
の
よ
う
に
定
式
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
－
そ
れ
自
身
の
も
と
で
否
定
的
な
も
の
H
直

接
態
」
｜
↓
「
直
接
態
H

規
定
態
す
否
定
的
な
も
の
」
｜
＋
「
直
接
態
H

否
定
態
」
と
す
れ
ば
、
こ
乙
の
展
開
は
②
と
共
通
で
あ
る
、
と

言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



で
は
、

そ
の
場
合
、

二
番
目
の
「
否
定
的
な
も
の
」
が

乙
の
展
開
の
内
に
、
「
本
質
」
を
位
置
づ
け
る
乙
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

「
本
質
」
と
考
ろ
り
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
丸
一
切
。
と
い
う
の
も
、
「
直
接
態
」
に
対
立
し
た
「
否
定
的
な
も
の
」
と
は
、
「
仮
象
」
に
対

立
す
る
「
本
質
」
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
②
と
同
様
に
、
二
番
目
の
「
否
定
的
な
も

の
」
だ
け
が
「
本
質
」
を
指
す
、
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
却
っ
て
、
「
直
接
態
」
に
対
立
し
た

の
は
、
「
仮
象
」
の
二
つ
の
契
機
の
対
立
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
仮
象
」
が
「
直
接
態
」
と
し
て
の
み
捉
え
ら

れ
、
同
時
に
「
否
定
的
な
も
の
」
と
し
て
は
捉
え
ら
れ
な
い
場
合
、
「
仮
象
」
の
「
直
接
態
」
は

「
否
定
的
な
も
の
」
と
い
う

「
否
定
的
な
も
の
」

に
対
立
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

我
々
は
こ
乙
の
展
開
を
②
と
同
様
に
表
現
で
き
る
と
思
う
。
ま
ず
最
初
、
「
仮
象
」
は
自
己
と
相
等
で
あ
る
。
し
か
し
次
に
、
「
仮
象
」

は
自
己
を
否
定
し
、
自
己
を
自
己
に
対
立
さ
せ
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
乙
の
対
立
が
止
相
拐
さ
れ
、
再
び
「
仮
象
」
は
自
己
と
相
等
で
あ

へーゲJレ『論理学』における「反省」の構造

る
。
か
く
し
て
、

乙
乙
で
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、
「
仮
象
が
自
己
を
否
定
す
る
こ
と
を
通
し
て
自
己
と
相
等
で
あ
る
乙
と
」
な
の
で
あ
る
。

さ
て
、
我
々
は
②
と
③
に
つ
い
て
、
②
が
「
本
質
」
の
展
開
で
あ
り
、
＠
が
「
仮
象
」
の
展
開
で
あ
る
、
と
い
う
点
を
強
調
し
て
お
き

た
い
。
②
は
「
本
質
」
が
「
否
定
態
と
直
接
態
の
統
ご
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
③
は
「
仮
象
」
が
「
否
定
態
と
直
接
態
の
統
こ
で
あ

る
乙
と
を
示
す
の
で
あ
る
。
乙
の
ζ

と
は
、
④
に
よ
っ
て
一
一
層
明
ら
か
に
な
る
と
思
う
。

④ 

こ
こ
で
は
、
②
と
③
が
各
々
総
括
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
＠
は
「
仮
象
」
に
つ
い
て
示
し
、

乙
れ
は
＠
に
対
応
す
る
。
こ
の
こ
と

は
、
の
に
お
い
て
「
直
接
態
と
同
一
な
否
定
態
」
と
表
現
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
＠
は
「
本
質
」
に
つ
い
て
示
し
、

乙
れ
は
②
に
対

応
す
る
。
こ
の
こ
と
が
、
の
に
お
い
て
「
否
定
態
と
同
一
な
直
接
態
」
と
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
直
接
態
と
同
一
な
否
定
態
」
と
「
否
定
態
と
同
一
な
直
接
態
」

従
来
引
用
さ
れ
る
乙
と
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
意
味

と
い
う
表
現
は
、

と
い
う
の
も
、
「
直
接
態
」

H

「
仮
象
」
、
「
否
定
態
」

H

「
本
質
」

と
い
う
先
入

が
理
解
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

見
に
支
配
さ
れ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
も
し
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
す
れ
ば
、
二
つ
の
表
現
の
相
違
は
単
な
る
言
い
換
え
に
帰
着
せ
ざ
る

九
七
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を
え
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

乙
の
表
現
は
決
し
て
言
い
換
え
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
各
々
が
「
仮
象
」
と
「
本
質
」
に
対
応
す
る
こ

と
は
明
ら
か
だ
と
思
う
。

へ
1
ゲ
ル
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
「
本
質
は
、
本

質
が
自
己
自
身
の
内
で
仮
象
す
る
こ
と

P
E
E
g
で
あ
る
。
」
乙
の
命
題
は
、
「
本
質
が
仮
象
へ
と
映
現
す
る

ω口
宮
古

g
」
と
い
う
よ

そ
れ
で
は
、
最
後
の
命
題
は
ど
の
よ
う
に
理
解
し
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

う
に
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
「
本
質
は
規
定
さ
れ
て
い
る
」
だ
け
に
す
ぎ
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
故
、
乙
の
「
映

現
」
は
再
び
止
揚
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
乙
れ
は
奇
妙
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
で
は
、
我
々
は
と
の
命
題
を
ど
う
考
え
れ
ば

よ
い
の
か
。

ぅ
。
と
す
れ
ば
、
「
仮
象
す
る
」
と
い
う
の
は

「
仮
象
が
自
己
を
否
定
す
る
こ
と
を
通
し
て
自
己
と
相
等
で
あ
る
と
と
」

乙

れ
は
ー「

仮
象
Lー

の
展、
閥、

をを
意指
味す
しで
てあ
いろ

乙
乙
で
「
仮
象
す
る

ω吾
包
ロ

g」
と
い
う
動
調
が
使
わ
れ
て
い
る
乙
と
に
注
意
し
た
い
。

る
。
そ
し
て
、

ζ

の
「
仮
象
す
る
こ
と
」
が
「
自
己
自
身
に
お
け
る
本
質
の
仮
象
す
る
こ
と
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
は
、
①
で
示
さ
れ

た
よ
う
に
「
仮
象
」
の
展
開
が
そ
れ
自
身
「
本
質
」
の
展
開
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
乙
の
命
題
を
我
々
は
次
の
よ
う
に
理
解

す
る
乙
と
が
で
き
る
。
「
仮
象
が
自
己
を
否
定
す
る
こ
と
を
通
し
て
自
己
と
相
等
で
あ
る
ζ

と
」
は
、
「
本
質
が
自
己
を
否
定
す
る
乙
と
を

通
し
て
自
己
と
相
等
で
あ
る
こ
と
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

さ
て
、
①
か
ら
④
ま
で
の
展
開
を
考
察
す
る
と
と
に
よ
っ
て
、
我
々
は
「
本
質
」
と
「
仮
象
」
の
関
係
を
一
応
理
解
す
る
こ
と
が
で
き

た
と
思
う
。
我
々
は
そ
の
成
果
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

ω「
仮
象
は
自
己
を
否
定
す
る
乙
と
を
通
し
て
自
己
と
相
等

で
あ
る
。
」
附
「
本
質
は
自
己
を
否
定
す
る
と
と
を
通
し
て
自
己
と
相
等
で
あ
る
。
」
凶
「
仮
象
の
展
開
は
そ
れ
自
身
本
質
の
展
開
で
あ

る
。
」
そ
れ
故
、
こ
乙
で
獲
得
さ
れ
た
も
の
が
「
本
質
」
と
「
仮
象
」
の
「
相
関
関
係
」
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
だ
と
思
う
。
こ
こ
で
は
、

「
本
質
」
か
ら
「
仮
象
」
へ
、
或
い
は
「
仮
象
」
か
ら
「
本
質
」
へ
、
と
い
う
往
復
運
動
が
決
し
て
考
え
ら
れ
て
い
な
い
の
だ
か
ら
。

そ
れ
で
は
、
「
本
質
」
と
「
仮
象
」
の
関
係
か
ら
「
反
省
」

は
ど
の
よ
う
に
導
か
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

へ
l
ゲ
ル
は
次
の
よ
う
に
言



っ
て
い
る
。
「
仮
象
は
反
省
と
同
一
の
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
仮
象
は
直
接
的
な
反
省
と
し
て
の
反
省
で
あ
る
。
（
：
：
：
）
本
質
は
反
省
で

あ
る
。

自
己
自
身
の
内
に
留
ま
る
生
成
と
移
行
の
運
動
で
あ
る
。
」
（
d
E
F－
N
色
・
）
と
す
れ
ば
、
「
仮
象
が
反
省
で
あ
る
」

す
な
わ
ち
、

と
い
う
の
は
、

ω
「
仮
象
が
自
己
を
否
定
す
る
乙
と
を
通
し
て
自
己
と
相
等
で
あ
る
こ
と
」
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま

た
、
「
本
質
が
反
省
で
あ
る
」
と
い
う
の
は
、
山
川
「
本
質
が
自
己
を
否
定
す
る
こ
と
を
通
し
て
自
己
と
相
等
で
あ
る
こ
と
」
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
果
た
し
て
そ
う
だ
ろ
う
か
。
我
々
は
今
や
「
反
省
」
を
主
題
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（三）

我
々
は
「
本
質
」
と
「
仮
象
」
の
関
係
を
考
察
し
た
。

乙
れ
に
よ
っ
て
我
々
は
、
「
本
質
」
と
「
仮
象
」
の
関
係
が

「
相
関
関
係
」
と

し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
と
と
を
明
ら
か
に
す
る
乙
と
が
で
き
た
と
思
う
。
「
本
質
」
は
「
仮
象
」
へ
向
か
う
の
で
も
な
く
、

「
仮
象
」

lま

へーゲル『論理学』における「反省」の構造

「
本
質
」
へ
向
か
う
の
で
も
な
い
。
「
仮
象
」
の
展
開
は
そ
れ
自
身
「
本
質
」
の
展
開
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
「
反
省
」
の
考
察
に

よ
っ
て
一
層
明
確
な
形
で
理
解
す
る
乙
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
我
々
は
へ

l
ゲ
ル
の
「
反
省
」

を
ど
う
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

へ
l
ゲ
ル
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
「
本
質

に
お
け
る
生
成
、
本
質
の
反
省
す
る
運
動
は
無
か
ら
無
へ
の
運
動
で
あ
り
、

そ
れ
に
よ
っ
て
自
己
自
身
へ
と
還
帰
す
る
運
動
で
あ
る
。
」

（者門回目、・
N
印
O

）
或
い
は
、
「
措
定
的
反
省
」
に
お
い
て
次
の
よ
う
な
表
現
が
見
出
さ
れ
る
。
「
反
省
は
無
か
ら
無
へ
の
運
動
で
あ
り
、
し
た

が
っ
て
自
己
自
身
と
合
致
す
る
否
定
で
あ
る
。
」
（

dg「
自
己
乙
こ
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「
反
省
」
は
「
無
か
ら
無
へ
の
運
動
」
で
あ

り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
自
己
自
身
へ
還
帰
し
、
自
己
自
身
と
合
致
す
る
」
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

と
の
こ
と
は
一
体
何
を
意
味
し
て
い
る

の
、
だ
ろ
う
か
。

「
無
か
ら
無
へ
」
と
い
う
場
合
、
「
本
質
か
ら
仮
象
へ
」
、
或
い
は
「
仮
象
か
ら
本
質
へ
」
と
い
う
方
向
が
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

と
い
う
の
も
、
「
本
質
」
は
「
否
定
態
」
で
あ
り
、

「
仮
象
」
は
「
否
定
的
な
も
の
」
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

「
本
質
」
と
「
仮
象
」
は
と

九
九
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も
に
「
否
定
」
と
し
て
「
無
」
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

そ
れ
故
、

我
々
は
乙
の
解
釈
を

次
の
よ
う
に
図
式
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
図
1
）

と
の
よ
う
に
解
釈
す
れ
ば
、

「
本
質
」
と
「
仮
象
」
の
「
相
関
関
係
」

と
い
う
先
入
見
に
う
ま
く
適
合

す
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、

こ
の
先
入
見
が
も
は
や
維
持
し
え
な
い
乙
と
は
、
「
本
質
」
と
「
仮
象
」

の
関
係
に
即
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

「
反
省
」
に
つ
い
て
の
こ
の
解
釈
も
や
は
り
維
持
で

と
す
れ
ば
、

き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
我
々
は
と
の
解
釈
を
簡
単
に
検
討
し
て
み
よ
う
。

「
無
か
ら
無
へ
」
が
「
本
質
か
ら
仮
象
へ
」
、
或
い
は
「
仮
象
か
ら
本
質
へ
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

乙
れ

は
「
自
己
自
身
へ
還
帰
す
る
運
動
」
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
、
「
本
質
」
と
「
仮
象
」
の
区
別
が

止
歯
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、

或
い
は
「
仮
象
」
が
「
本
質
」

「
本
質
」
が
「
仮
象
」
へ
行
く
乙
と
、

へ
行
く
こ
と
は
「
自
己
自
身
に
還
帰
す
る
」

「
他
者
」
へ
行
っ
た
は
ず
が
、

と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

そ
の
「
他
者
」
は
実
は
「
自
己
自
身
」
で
あ
っ
た
、

と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
場
合
、
「
自
己
」
は
常
に
読
み
変
え
ら
れ
る

う
具
合
に
。
し
か
し
、

る
」
と
考
え
る
場
合
、

す
な
わ
ち
、
「
本
質
は
仮
象
と
し
て
の
自
己
に
還
帰
す
る
」
、
「
仮
象
は
本
質
と
し
て
の
自
己
に
還
帰
す
る
」
と
い

乙
の
読
み
変
え
は
非
常
に
不
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
「
本
質
」
が
「
仮
象
」
へ
行
く
こ
と
を
「
選
帰
す

そ
れ
に
先
立
っ
て
「
仮
象
」
が
「
本
質
」
へ
行
く
乙
と
が
前
提
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
本
質
」
は
「
仮
象
」
に
行
く
乙
と
に
よ
っ
て
「
自
己
自
身
へ
還
帰
す
る
」

と
い
う
の
も
、
「
本

質
」
は
元
来
「
仮
象
」
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、

そ
う
で
あ
れ
ば
、

「
反
省
」
は
「
本

こ
と
に
な
る

か
ら
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
「
仮
象
」
が
「
本
質
」
に
行
く
と
と
に
か
ん
し
て
も
同
様
で
あ
る
。

質
」
↓
「
仮
象
」
↓
「
本
質
」
、
或
い
は
「
仮
象
」
↓
「
本
質
」
↓
「
仮
象
」
と
い
う
乙
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
乙
の
場
合
、
「
無
か
ら
無
へ
」

は
「
本
質
か
ら
本
質
へ
」
、
或
い
は
「
仮
象
か
ら
仮
象
へ
」
を
意
味
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
す
れ
ば
、
「
無
か
ら
無
へ
」
を

「
本
質
か
ら
仮
象
へ
」
、
或
い
は
「
仮
象
か
ら
本
質
へ
」

と
考
え
る
解
釈
は
、

そ
れ
自
身
の
内
部
で
自
己
崩
壊
す
る
乙
と
に
な
る
の
で
あ



る
。
そ
れ
で
は
、
我
々
は
「
反
省
」
を
ど
う
考
え
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

「
無
か
ら
無
へ
」
と
い
う
場
合
、
我
々
は
「
仮
象
か
ら
仮
象
へ
」
を
意
味
す
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
仮
象
」
は
「
否
定
的
な

も
の
」
で
あ
る
か
ら
「
無
」
で
あ
る
。
乙
の
「
否
定
的
な
も
の
」
が
否
定
さ
れ
る
と
と
に
よ
っ
て
、
再
び
「
否
定
的
な
も
の
」
自
身
へ
と

還
帰
す
る
。
そ
れ
故
、

ζ

の
運
動
は
「
自
己
自
身
へ
と
還
帰
す
る
運
動
」
で
あ
る
。

へ
l
ゲ
ル
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
存
在
は
ー
無
か
ら
無
へ
の
運
動

そ
れ
で
は
、
「
本
質
」
は
ど
う
考
え
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

と
し
て
の
み
あ
り
、
そ
れ
故
存
在
は
本
質
で
あ
る
。
本
質
は
乙
の
運
動
を
自
己
の
内
に
も
つ
の
で
は
な
い
。
乙
の
運
動
は
絶
対
的
な
仮
象

そ
れ
自
身
と
し
て
純
粋
な
否
定
態
で
あ
っ
て
、

乙
の
否
定
態
は
そ
れ
が
否
定
す
る
も
の
を
自
己
の
外
に
も
た
ず
、
た
だ
自
己
の
否
定
的
な

も
の
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
に
す
ぎ
ず
、

し
か
も
と
の
否
定
的
な
も
の
は
こ
の
否
定
す
る
こ
と
の
内
に
だ
け
あ
る
の
で
あ
る
。
」
（

dg「

N
g）
乙
乙
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「
本
質
」
は
「
無
か
ら
無
へ
」
と
「
反
省
す
る
運
動
」
そ
れ
自
身
で
あ
る
。
或
い
は
、
「
否
定
的
な
も
の

．ヘーゲル『論理学』における「反省jの構造

（
仮
象
）
」
を
「
否
定
す
る
乙
と
」
そ
の
こ
と
で
あ
る
。

か
く
し
て
、

我
々
は
「
反
省
」
に
つ

反
省

本
質一一

い
て
次
の
よ
う
に
図
式
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
（
図
2
）

か
く
し
て
、
「
無
か
ら
無
へ
」
は
「
仮
象
か
ら
仮
象
へ
」
で
あ
り
、
「
本
質
」
は
「
反
省
す
る

運
動
」
そ
れ
自
身
で
あ
る
、

と
言
う
乙
と
が
で
き
る
。

乙
の
解
釈
は
、
「
措
定
的
反
省
」
を
考

2 

察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
妥
当
性
を
確
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。

「
措
定
的
反
省
」
で
は
、
「
仮
象
」
が
「
無
か
ら
無
へ
の
運
動
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に

図

よ
っ
て
「
措
定
さ
れ
た
存
在
」
と
呼
ば
れ
る
。

す
な
わ
ち
、

「
措
定
さ
れ
た
存
在
」
は
「
否
定

的
な
も
の
の
自
己
へ
の
還
帰
と
し
て
の
み
あ
る
直
接
態
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、

へ
l
ゲ
ル
は
次

「
乙
の
直
接
態
は
仮
象
の
規
定
態
を
な
し
、

以
前
に
は
そ
と
か
ら
反
省
す

の
よ
う
に
続
け
る
。

る
運
動
が
始
ま
る
よ
う
に
見
え
た
あ
の
直
接
態
で
あ
る
。
そ
の
直
接
態
か
ら
始
め
る
と
と
が
で

。



。

き
る
か
わ
り
に
、
そ
の
直
接
態
は
む
し
ろ
還
婦
と
し
て
、
す
な
わ
ち
反
省
そ
の
も
の
と
し
て
は
じ
め
で
あ
る
の
で
あ
る
。
」
（

dg「
自
己

へ
1
0ケ
ル
は
「
反
省
」
と
し
て
の
「
本
質
」
を
「
措
定
す
る
ζ

と
」
と
し
て
捉
え
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、

「
反
省
は
、

そ
れ
が
還
帰
す

る
運
動
で
あ
る
か
ぎ
り
、
措
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
」
（
d
E
F・
自
乙
し
か
し
、
「
反
省
」
を
「
措
定
す
る
と
と
」
と
し
て
示
し
た
後
で
、

へ
1
ゲ
ル
は
「
反
省
」
が
同
時
に
「
前
提
す
る
こ
と
」
で
あ
る
と
言
う
？
「
反
省
は
、
還
帰
す
る
こ
と
と
し
て
、

否
定
的
な
も
の
の
自
己

自
身
と
の
合
致
と
し
て
直
接
態
で
あ
る
が

（
措
定
）
、

反
省
は
同
様
に
否
定
的
な
も
の
と
し
て
の
否
定
的
な
も
の
の
否
定
で
あ
る
。
そ
れ

故
、
反
省
は
前
提
す
る
乙
と
で
あ
る
。
」
（

d
g
r
N
Eか
っ
乙
内
は
筆
者
）
で
は
、
「
措
定
す
る
乙
と
」
と

え
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
我
々
は
こ
乙
で
あ
ら
か
じ
め
次
の
図
式
を
提
示
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
（
図
3
） 「

前
提
す
る
こ
と
」

は
ど
う
考

「
反
省
」
と
し
て
の
「
本
質
」
が
「
前
提
す
る
こ
と
」
で
あ
る
の
は
、

「
反
省
」
が
「
直
接
態
（
否
定
的
な
も
の
と

を
否
定
す
る
か
ら

で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
「
直
接
態
」
を
否
定
す
る
た
め
に
は
、
「
直
接
態
」
を
「
前
提
す
る
」
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

乙
れ
に
対
し
て
、
「
反
省
」
が
「
措
定
す
る
こ
と
」
で
あ
る
の
は
、
「
直
接
態
」
が
「
還
帰
す
る
乙
と
」
と
し
て
の
み
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
も
、
前
提
さ
れ
た
「
直
接
態
」
と
「
措
定
さ
れ
た
存
在
」
は
同
一
の
も
の
で
あ
る
。

「
直
接
態
は
一
般
に
還
帰
と
し
て
の
み
生
じ
、

本
質

そ
し
て
端
初
の
仮
象
で
あ
る
あ
の
否
定
的
な
も
の
で
あ
る
が
、

乙
の
端
初
は
選
婦
に
よ
っ
て
否

前提する

定
さ
れ
る
よ
（
d
E
F・
自
己

さ
て
、
「
反
省
」
に
つ
い
て
の
こ
う
し
た
理
解
を
、
我
々
は
こ
の
議
論
と
関
連
づ
け
て
み
る

同

3

こ
と
に
し
よ
う
。
己
に
お
い
て
、
我
々
は
次
の
と
と
を
獲
得
し
た
。

ω「
仮
象
は
自
己
を
否
定

4

1

4

f

t

、

版
図
す
る
こ
と
を
通
し
て
自
己
と
相
等
で
あ
る
。
」

ω
「
本
質
は
自
己
を
否
定
す
る
乙
と
を
通
し
て

自
己
と
相
等
で
あ
る
。
」
…
山
「
仮
象
の
展
開
は
そ
れ
自
身
本
質
の
展
開
で
あ
る
。
」
で
は
、
乙
の

成
果
は
「
反
省
」
に
つ
い
て
の
理
解
と
整
合
的
で
あ
る
だ
ろ
う
か
。

仰
は
「
無
か
ら
無
へ
の
運
動
」
に
対
応
し
て
い
る
。

「
仮
象
が
自
己
を
否
定
す
る
」

と
い
う



の
は
「
無
か
ら
」
を
示
し
、
「
仮
象
が
自
己
と
相
等
で
あ
る
」
と
い
う
の
は
「
無
へ
」
を
示
す
。
こ
う
し
て
、
「
仮
象
」
は
「
措
定
さ
れ
た

存
在
」
で
あ
る
。
し
か
も
、
乙
ζ

で
指
摘
す
べ
き
で
あ
る
の
は
、
以
前
に
「
仮
象
」
の
「
直
接
態
」
が
「
反
省
さ
れ
た
直
接
態
」
と
呼
ば

れ
て
い
た
と
と
で
あ
る
。
こ
の
「
反
省
さ
れ
た
直
接
態
」
は
「
措
定
さ
れ
た
存
在
」
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

附
は
「
本
質
」
が
「
反
省
す
る
運
動
」
で
あ
る
乙
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
ず
「
本
質
が
自
己
を
否
定
す
る
」
と
い
う
の
は
「
前
提
す
る

こ
と
」
を
示
し
、
次
に
「
本
質
が
自
己
と
相
等
で
あ
る
」
と
い
う
の
は
「
措
定
す
る
こ
と
」
を
示
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
へ

l
ゲ
ル

に
よ
れ
ば
、
「
前
提
す
る
こ
と
」
は
「
自
己
を
突
き
放
す
乙
と
」
で
あ
り
、
「
措
定
す
る
こ
と
」
は
「
自
己
へ
到
来
す
る
と
と
」
で
あ
る
の

だ
か
ら
。

仰
は
「
反
省
」
が
一
箇
同
一
の
事
態
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
「
無
か
ら
」
は
「
前
挺
す
る
乙
と
」
の
内
に
の
み
あ
り
、
「
無
へ
」

は
「
措
定
す
る
乙
と
」
の
内
に
の
み
あ
る
。

ヘーゲJレ『論理学」における「反省」の構造

か
く
し
て
、
「
反
省
」
に
つ
い
て
の
我
々
の
理
解
は
、
「
本
質
」
と
「
仮
象
」
の
関
係
に
即
し
て
も
妥
当
で
あ
る
だ
ろ
う
。
も
う
一
度
強

調
し
て
言
え
ば
、
「
反
省
」
は
決
し
て
「
相
関
関
係
」
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
で
は
「
反
省
」
は
一
体
何
で
あ
ろ
う
か
。

「
反
省
」
は
「
自
己
か
ら
出
発
し
て
自
己
へ
と
還
帰
す
る
乙
と
」
と
し
て
一
つ
の
「
円
環
」
を
形
成
し
て
い
る
。
「
仮
象
」
は
「
無
か
ら

無
へ
の
運
動
」
と
し
て
「
円
環
運
動
」
で
あ
り
、
「
本
質
」
は
「
自
己
を
突
き
放
し
つ
つ
自
己
へ
と
到
来
す
る
と
と
」

動
」
で
あ
る
。

と
し
て

「
円
環
運

（四）

「
反
省
」
に
つ
い
て
の
考
察
に
よ
っ
て
、
我
々
は
「
反
省
」
が
「
本
質
」
と
「
仮
象
」

の
「
相
関
関
係
」

で
は
な
い
乙
と
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
が
で
き
た
。
と
す
れ
ば
、
「
反
省
」
は
「
相
関
関
係
」

と
は
全
く
無
縁
の
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

我
々
は
否
で
あ
る
と
答
え
な

れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
何
故
な
の
だ
ろ
う
か
。

二
O
三



二
O
四

こ
と
で
注
意
す
べ
き
で
あ
る
の
は
、
「
相
関
関
係
」
が
「
反
省
諸
規
定
」

「
反
省
諸
規
定
」
は
「
反
省
」
の
展
聞
に
よ
っ
て
到
達
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
「
相
関
関
係
」
は
「
反
省
」
か
ら
生
じ
る
、
と
言

う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
れ
自
身
は
「
相
関
関
係
」
で
な
い
「
反
省
」
か
ら
、
い
か
に
し
て
「
相
関
関
係
」
が
生
じ
る
の
だ
ろ
う

に
お
い
て
成
立
す
る
、

と
い
う
と
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

か
。
こ
の
こ
と
を
理
解
す
る
た
め
に
、
我
々
は
「
反
省
」
の
展
開
を
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
て
、
我
々
は
「
反
省
」
の
展
開
を
ど
う
考
え
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

へ
l
ゲ
ル
は
「
反
省
」
を
三
つ
の
段
階
に
分
け
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、

1

「
措
定
的
反
省
」
、

2

「
外
的
反
省
」
、

3

「
規
定
的
反
省
」

で
あ
る
。

そ
し
て
、
「
反
省
諸
規
定
」
は
「
規
定
的
反
省
」
に

お
い
て
到
達
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
我
々
は
「
措
定
的
反
省
」
か
ら
「
規
定
的
反
省
」
ま
で
の
展
開
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

。
第
一
に

へ
l
ゲ
ル
は
「
措
定
的
反
省
」

を
次
の
よ
う
に
捉
え
直
す
。
「
措
定
さ
れ
た
存
在
は
直
接
的
な
も
の
で
あ
る
が
、

し
か
し
自

己
自
身
に
等
し
い
も
の
で
は
な
く
、
自
己
を
否
定
す
る
も
の
と
し
て
あ
る
。
措
定
さ
れ
た
存
在
は
自
己
内
還
帰
へ
の
絶
対
的
な
関
係
を
も

っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
措
定
さ
れ
た
存
在
は
自
己
内
反
省
抑
止
ぽ
丘
O
ロ
宮
回
目
。
げ
の
内
に
の
み
あ
る
が
、

乙
の
反
省
そ
の
も
の
で
は

な
い
。
」
（

d
E「
自
己

乙
乙
で
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
「
措
定
さ
れ
た
存
在
」
が

「
自
己
内
反
省
の
内
」

に
の
み
あ
っ
て
、
「
自
己
内
反
省
そ

の
も
の
」
で
は
な
い
、
と
い
う
乙
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
自
己
内
反
省
の
内
に
あ
る
」

と

「
自
己
内
反
省
を
そ
の
も
の
で
は
な
い
」
と

い
う
の
は
ど
う
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

「
自
己
内
反
省
の
内
に
あ
る
」
と
い
う
の
は
、
「
措
定
さ
れ
た
存
在
」
が
「
本
質
」
の
「
反
省
す
る
運
動
」
の
内
に
あ
る
乙
と
を
意
味
す

る
。
そ
れ
故
、

こ
の
場
合
の
「
自
己
内
反
省
」
は
「
本
質
の
自
己
内
反
省
」
で
あ
る
。

だ
か
ら
と
そ
、

次
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
る
。
「
措

定
さ
れ
た
存
在
は
本
質
の
顧
慮
に
お
い
て
措
定
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、

自
己
自
身
に
遠
帰
し
た
存
在
（
U
本
質
）
の
否
定
と
し

て
措
定
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
」
（

d
g
r
N
g
か
っ
と
内
は
筆
者
〉

そ
れ
に
対
し
て
、
「
自
己
内
反
省
そ
の
も
の
で
は
な
い
」
と
言
わ
れ
る
場
合
、
「
措
定
さ
れ
た
存
在
」
に
か
ん
し
て
「
自
己
内
反
省
」
が



自
己
内
反
省

本

質

否
認
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
乙
で
「
自
己
内
反
省
」
と
い
う
の
は
自
立
的
な
直
接
態
を
意

と
い
う
の
も
「
自
己
内
反
省
」
は
「
自
己
へ
の
関
係
」
と
し
て
、

「
他
者
へ
の

味
し
て
い
る
。

関
係
」

を
免
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
。

か
く
し
て
我
々
は
、
「
措
定
的
反
省
」
に
か
ん
し
て
次
の

4

図
式
を
提
示
し
た
い
。
（
図
4
）

図

そ
れ
で
は
、
「
措
定
さ
れ
た
存
在
」
が
そ
れ
自
身
「
自
己
内
反
省
」

と
い
う
意
義
を
獲
得
す

る
の
は
ど
乙
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
第
二
の
「
外
的
反
省
」
に
お
い
て
で
あ
る
。
と
い
う
の

、れ

J

」
さ
在
v

a

－－ロ】】
1r

一

戸

航

削

～

め

る

の

で

あ

る

が

、

の
関
係
」
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
か
片
山
そ
れ
故
、
「
外
的
反
省
」
で
は
「
直
接
的
な
も
の
」
は
自
立
的
な
も
の
と
し
て
、
「
本
質
」
の

も
、
「
外
的
反
省
」
は
「
直
接
的
な
も
の
」
を
前
提
し
、

そ
乙
か
ら
「
反
省
す
る
運
動
」

を
始

乙
の
場
合
「
直
接
的
な
も
の
」
は
「
自
己
内
反
省
」
で
あ
り
、

「
自
己
へ

へーゲル「論理学』における「反省Jの構造

「
反
省
」
に
対
立
す
る
の
で
あ
る
。
そ
乙
で
、
我
々
は
「
外
的
反
省
」
を
次
の
よ
う
に
図
式
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
（
図
5
）

で
は
、
第
三
の
「
規
定
的
反
省
」

は
ど
う
考
え
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

「
規
定
的
反
省
は
一
般
に
措
定
的
反
省
と
外
的
反
省
の
統
一

一
方
で
「
措
定
れ
た
存
在
」
は
「
措

で
あ
る
。
」
（
d
g
F
・
自
己
と
す
れ
ば
、
「
措
定
さ
れ
た
存
在
」
は
二
つ
の
側
面
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。

定
さ
れ
た
存
在
」
と
し
て
「
否
定
」
で
あ
る
が
、
他
方
で
そ
れ
は
「
自
己
内
反
省
」
で
あ
る
。
乙
の
二
つ
の
側
面
を
も
っ
「
措
定
さ
れ
た

存
在
」
が
「
反
省
規
定
」
で
あ
る
。

そ
れ
故
、
我
々
は
「
規
定
的
反
省
」
を
次
の
よ
う
に
図
式
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

図

6 
'-' 

「
措
定
的
反
省
」
で
は
「
本
質
」
が
「
自
己
内
反
省
」
で
あ
っ
た
が
、

「
措
定
さ
れ
た
存
在
」
は
そ
う
で
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
「
規
定

的
反
省
」
で
は
「
措
定
さ
れ
た
存
在
」
が
そ
れ
自
身
「
自
己
内
反
省
」
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
、

へ
l
ゲ
ル
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い

る
。
「
措
定
さ
れ
た
存
在
が
規
定
へ
と
自
己
を
固
定
化
す
る
の
は
、
ま
さ
に
反
省
が
そ
の
否
定
さ
れ
た
存
在
（
H
措
定
さ
れ
た
存
在
）
に
お

い
て
自
己
自
身
と
の
相
等
性
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
反
省
の
否
定
さ
れ
た
存
在
が
そ
れ
自
身
自
己
内
反
省
で
あ
る
。
」
（
巧
門
戸
・

二
O
五



言iーへ ¥* 反
丙＝（直接態） l = 
反」~ j質省
管＼，

本自
＝己

質良
省

に
よ
っ
て
の
み
本
質
態
で
あ
る
。
」

ろ
う
。
（
図
7
）

ニ
O
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N
m
G

か
っ
こ
内
は
筆
者
）

乙
の
よ
・
つ
に
、

「
本
質
」
の

「
自
己
内
反
省
」
が
「
措
定
さ
れ
た
存

在
」
の
「
自
己
内
反
省
」
へ
と
移
行
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、

「
反
省
規
定
」
は
「
本
質
態
」

と

呼
ば
れ
る
と
と
に
な
る
。

5 

さ
て
、
「
反
省
諸
規
定
」

が
成
立
す
る
と
い
う
の
は
ど
う
考
え
た

に
お
い
て
「
相
関
関
係
」

図

ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
少
く
と
も
、

今
ま
で
の
展
開
で
は
、
「
相
関
関
係
」
は
成
立
し
て
い
な

い
の
で
あ
る
。

へ
1
ゲ
ル
は
、
「
反
省
規
定
」
が
「
措
定
さ
れ
た
存
在
」
で
あ
る
と
同
時
に
「
自
己
内
反
省
」

で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
か
ら
「
他
者
」
を
導
入
す
る
。

「
措
定
さ
れ
た
存
在
と
し
て
、

反
省
規

定
は
否
定
そ
の
も
の
で
あ
り
、
他
者
、
す
な
わ
ち
絶
対
的
な
自
己
内
反
省
、
言
い
か
え
る
と
本

質
に
対
立
す
る
非
存
在
で
あ
る
。
し
か
し
、
自
己
へ
の
関
係
と
し
て
、
反
省
規
定
は
自
己
へ
と

還
帰
し
て
い
る
。

（
：
：
：
）
措
定
さ
れ
た
存
在
が
同
時
に
自
己
内
反
省
で
あ
る
か
ぎ
り
で
、

反

6 

省
規
定
態
は
そ
れ
自
身
の
も
と
で
自
己
の
他
在
へ
の
関
係
で
あ
る
。
」
（

dg「
出
品
す
な
わ

ち
、
「
措
定
さ
れ
た
存
在
」
は
「
他
者
へ
の
関
係
」
を
意
味
し
、
「
自
己
内
反
省
」
は
「
自
己
へ

図

か
く
し
て
、

へ
l
ゲ
ル
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
反
省
規

の
還
帰
」
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

定
は
そ
の
他
在
へ
の
関
係
を
自
己
の
内
へ
取
り
戻
す
。
反
省
規
定
は
措
定
さ
れ
た
存
在
・
否
定

で
あ
る
が
、
し
か
し
乙
の
否
定
は
他
者
へ
の
関
係
を
自
己
へ
と
曲
げ
戻
し
て
い
る
。
従
っ
て
、

乙
の
否
定
は
自
己
と
相
等
で
あ
り
、
自
己
自
身
と
自
己
の
他
者
と
の
統
一
で
あ
り
、

そ
の
と
と

（
dgF・
M
m
a
そ
れ
故
、
我
々
は
「
反
省
規
定
」
を
次
の
よ
う
に
図
式
化
す
る
と
と
が
で
き
る
で
あ
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こ
乙
の
議
論
で
注
意
す
べ
き
で
あ
る
の
は
、

「
他
者
」

が
あ
ら
か
じ
め
前
提
さ
れ
て
い
る
の

で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
む
し
ろ
「
反
省
規
定
」
の
二
つ
の
側
面
か
ら
「
他
者
」
が

導
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
、
我
々
は
「
反
省
」
か
ら
「
反
省
諸
規
定
」
へ
の
鹿
闘
を
理
解
す
る

7

こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。
「
反
省
規
定
」

lま

「
他
者
へ
の
関
係
を
自
己
へ
と
曲
げ
戻
す
」
の
で

図
あ
る
か
ら
、

乙
乙
で
は
じ
め
て
「
相
関
関
係
」
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

（五〉

我
々
の
課
題
は
『
論
理
学
』
に
お
け
る
「
反
省
」
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

、
B
ノ

、

B
ノ

そ
れ
は
「
反
省
」
が
「
相
関
関
係
」
か
ら
理
解
さ
れ
て
い
る
の
か
ど
う
か
検
討
す
る
乙
と
を
意
味
し
た
。
我
々
は
こ
か
ら
固
ま
で
の
考
察

r

，、、

rft

、

に
よ
っ
て
そ
の
課
題
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
た
と
思
う
。
し
か
し
、
我
々
の
考
察
は
「
反
省
」
の
語
義
に
果
た
し
て
妥
当
す
る
で
あ
ろ
う

か
「
反
省
」
の
語
義
と
し
て
最
初
に
思
い
浮
か
ぶ
の
は
、
お
そ
ら
く
「
光
の
反
射

M
N
E
Z社。ロ」

ル
の
「
反
省
」
が
一
般
に
説
明
さ
れ
る
場
合
、
「
光
の
反
射
」
の
表
象
は
好
ん
で
使
わ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
「
相
関
関
係
」
を
示
す
た
め

に
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
光
の
反
射
」
は
「
相
関
関
係
」
を
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
実
際
、

へ
1
ゲ

へ
l
ゲ
ル
は
『
エ
ン
チ
ク
ロ
ペ
デ
ィ

l
』

に
お
い
て
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
「
反
省
と
い
う
表
現
は
ま
ず
光
に
つ
い
て
、

光
が
直

進
し
て
反
射
面
に
突
き
当
た
り
、
そ
乙
か
ら
投
げ
返
さ
れ
る
場
合
に
使
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
我
々
は
乙
乙
で
二
重
の
も
の
を
も
っ
て
い

る
。
ま
ず
第
一
に
直
接
的
な
も
の
、
存
在
す
る
も
の
で
あ
り
、
次
に
第
二
に
媒
介
さ
れ
た
も
の
、
す
な
わ
ち
措
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
」

で
は
、
こ
こ
で
一
体
何
が
語
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

0 
七



ニ
O
八

こ
乙
で
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、
「
光
の
反
射
」
が
「
自
己
へ
の
還
帰
」
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
ζ

そ
、
「
光
の
反
射
」

に
続
け
て
、

へ
l
ゲ
ル
は
「
直
接
的
な
も
の
」
と
「
措
定
さ
れ
た
も
の
」
と
い
う

「
二
重
の
も
の
」

を
語
っ
た
の
で
あ
る
。
「
直
接
的
な

も
の
」
は
「
自
己
へ
の
還
帰
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
と
き
、
「
措
定
さ
れ
た
も
の
」
な
の
で
あ
る
。
乙
の
場
合
、
「
仮
象
」
が
「
二
重
の
も

ーノ

乙
の
構
造
は
我
々
が
三
に
お
い
て
提
示
し
た
も
の
な
の

ノ，‘、

の
」
に
相
当
し
、
「
本
質
」
は
「
光
」
そ
の
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
。

と
す
れ
ば
、

で
あ
る
。

し
か
し
、
「
光
の
反
射
」
で
は
「
反
射
面
」

を
考
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
反
論
が
予
想
さ
れ
る
。
そ

う
で
あ
れ
ば
、
「
光
の
反
射
」
は
次
の
よ
う
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
「
一
方
が
他
方
へ
と
突
き
当
り
、
そ
こ
か
ら
曲
が
り
戻
っ
て
自
己
へ
と

還
帰
す
る
」
と
い
う
具
合
に
。
と
の
と
と
は
他
方
に
か
ん
し
て
も
同
様
で
あ
る
か
ら
、
「
光
の
反
射
」
は
「
相
関
関
係
」
を
示
し
て
い
る
。

乙
れ
が
「
光
の
反
射
」
の
最
も
通
俗
的
な
表
象
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
に
対
し
て
、
我
々
は
次
の
と
と
を
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
「
相
関
関
係
」
が
成
立
す
る
の
は
「
反
省
諸
規
定
」
に
お

、，，，，

い
て
な
の
で
あ
る
。
乙
の
乙
と
を
、
我
々
は
固
に
お
い
て
示
す
と
と
が
で
き
た
と
思
う
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
「
本
質
」
と
「
仮
象
」
の

，，z
、

、、，，，

関
係
に
お
い
て
こ
の
表
象
が
使
わ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
根
本
的
に
誤
る
乙
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
こ
で
示
さ
れ
た
通
り
で
あ

る。
か
く
し
て
、
「
光
の
反
射
」
の
表
象
に
か
ん
し
て
我
々
の
考
察
は
完
全
に
妥
当
す
る
、
と
言
う
と
と
が
で
き
る
。
「
光
の
反
射
」
の
意
味

は
、
我
々
の
考
察
に
基
づ
い
て
の
み
真
に
理
解
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。

と
乙
ろ
で
、
「
反
省
」
の
語
義
は
基
本
的
に
は
ラ
テ
ン
語
の
叶
え
芯
也
o
に
即
し
て
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
反
省
」
が
「
外
国
誼
巴
で
あ
る
こ
と
を
殊
更
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
吋
民
－
2
5
と
は
い
か
な
る
意
味
で
あ
ろ
う
か
。

へ
l
ゲ
ル
は

3
2
2
g
は

3
1
2
2
5
と
し
て
「
曲
が
り
戻
る
こ
と
」
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
叶
旦
－

aHOは
「
自
己
へ
の
還
帰
」
と
し
て
理
解
さ

こ
の

5
2
0
M
g
の
内
に
は
、
「
他
者
」
は
合
意
さ
れ
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
円
民
－
z
g

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
す
れ
ば
、



は
「
自
己
か
ら
出
発
し
て
自
己
へ
と
還
帰
す
る
乙
と
」
で
あ
る
。

そ
れ
故
、
「
反
省
」
は
一
つ
の
「
円
環
」
と
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

『
論
理
学
』
に
お
け
る
「
反
省
」
は
「
自
己
か
ら
出
発
し
て
自
己
へ
と
還
帰
す
る
乙
と
」
と
し
て
、

を
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
我
々
は
「
反
省
諸
規
定
」

一
つ
の
「
円
環
」
を
形
成
し
て
い

る

こ
の
よ
う
に
「
反
省
」

の
意
味
を
捉
え
る
と
と
が
で
き
、

「
本
質
論
」
全
体
に
接
近
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
「
反
省
諸
規
定
」
が
「
反
省
諸
規
定
」
で
あ
る
の
は
、
各
々

の
規
定
が
他
方
を
媒
介
と
し
て
自
己
へ
と
還
帰
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
で
あ
り
、
し
か
も
「
本
質
論
」
全
体
が
「
反
省
諸
規
定
の
体
系
」

で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
「
本
質
」
は
「
反
省
」
か
ら
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
「
自
己
か
ら
出
発
し
て
自
己
へ
と
還
帰
す
る
円
環
」
と
し

て
把
握
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

更
に
は

さ
て
、
「
反
省
」
が
「
自
己
か
ら
出
発
し
て
自
己
へ
と
還
帰
す
る
円
環
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

我
々
は
『
精
神
の
現
象
学
』

の
序
文
に

へーゲノレ『論理学Jにおける「反省」の構造

お
け
る
「
主
体
」

へ
と
導
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。

へ
l
ゲ
ル
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

「
生
き
生
き
と
し
た
実
体
は
主
体
と
し
て
純
粋

で
単
一
な
否
定
態
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
単
一
な
も
の
の
二
分
化
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
対
立
的
に
二
重
化
す
る
乙
と
で
あ
る
が
、
そ

の
二
重
化
は
再
び
こ
の
没
交
渉
的
な
差
異
性
と
そ
の
対
立
の
否
定
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
自
己
を
再
建
す
る
相
等
性
、
す
な
わ
ち
他
在
に

お
け
る
自
己
自
身
へ
の
反
省
河
E
E巴
O
口
町
出
〉
ロ
宕

2
8
E
E
色
。

F
S
F
E
が
真
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
根
源
的
な
統
一
そ
の
も

の
、
す
な
わ
ち
直
接
的
な
統
一
そ
の
も
の
が
真
な
る
も
の
で
は
な
い
。
真
な
る
も
の
は
自
己
自
身
の
生
成
で
あ
っ
て
、
自
己
の
終
り
を
自

己
の
目
的
と
し
て
前
提
し
始
め
と
し
て
も
ち
、
た
だ
実
現
と
終
り
に
よ
っ
て
の
み
現
実
的
で
あ
る
円
環
で
あ
る
。
」

乙
こ
で
の
論
理
は
、
「
本
質
が
自
己
を
否
定
す
る
こ
と
を
通
し
て
自
己
と
相
等
で
あ
る
乙
と
」

と
し
て
定
式
化
さ
れ
た
も
の
と
同
じ
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
も
、

そ
れ
は
ま
さ
し
く
「
反
省
」
で
あ
っ
た
。
と
す
れ
ば
、
「
反
省
」
は
「
主
体
」
な
の
だ
ろ
う
か
。

確
か
に
、

へ
l
ゲ
ル
は
乙
の
序
文
に
お
い
て
、
「
主
体
」
を
「
自
己
自
身
の
内
で
反
省
す
る
運
動
」
、
あ
る
い
は
「
自
己
へ
と
反
省
し
た

も
の
」
と
言
い
か
え
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
「
主
体
」
は
『
論
理
学
』
の

「
本
質
論
」

に
お
い
て
到
達
さ
れ
る
と
と
に
な
る
の
で
は
な
い

二
O
九



二一

O

だ
ろ
う
か
。

質
論
」
の
最
後
に
お
い
て
「
実
体
」
が
論
じ
ら
れ
、

し
か
し
、
『
論
理
学
』
に
即
し
て
言
え
ば
、
「
主
体
」
が
到
達
さ
れ
る
の
は
「
本
質
論
」
で
は
な
く
、
却
っ
て
「
概
念
論
」
で
あ
る
。
「
本

そ
と
か
ら
「
概
念
論
」
の
「
主
体
」
へ
と
移
行
す
る
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、

我
々
は
単
純
に
「
反
省
は
主
体
で
あ
る
」
と
は
言
え
な
い
と
思
う
。

で
は
、
「
反
省
」
と
「
主
体
」
の
関
係
は
ど
う
考
え
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
乙
れ
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
「
本
質
論
」
か
ら
「
概
念

論
」
へ
の
移
行
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
、
我
々
は
新
た
な
課
題
に
直
面
す
る
の
で
あ
る
。
『
論
理
学
』
に
お
け
る
「
反

省
」
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
試
み
は
、
『
論
理
学
』
に
お
け
る
「
主
体
」
の
検
討
へ
と
向
か
う
で
あ
ろ
う
。

註
（1
）
の
・
4
『・『・国叩
mm】
日
当
日
目
回
目
白
田
口
官
民
営
叶

F
o
m
F
の叩凹白
H
H
H
B
叩－

g
d〈
2
E・回門戸
H
H
・
以
下
、
『
論
理
学
』
か
ら
の
引
用
は
特
別
な
事
情
が

な
い
か
ぎ
り
、
す
べ
て
と
の
書
に
よ
る
。
そ
の
場
合
、

d
g
F・
と
略
記
し
、
ペ
ー
ジ
数
の
み
を
記
す
。

（2
）
「
本
質
論
」
の
第
一
編
「
自
己
自
身
に
お
け
る
反
省
と
し
て
の
本
質
」
だ
け
で
な
く
、
第
二
編
「
現
象
」
、
第
三
編
「
現
実
態
」
も
ま
た
、
「
反
省
」

に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。
乙
れ
は
、
第
二
編
及
び
第
三
編
の
序
論
に
お
い
て
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。
（
〈
伺
戸
毛
色
円
、
．
忠
良
・

ω呂〉

（3
）
ロ
・
司
自
己
口
F
H
出
荷
叩
】

lmzeg・
切

mER仲
H

∞・百・

（
4
）
ロ
ッ
ク
は
外
的
事
物
の
「
感
覚

ω
g
g昨日
O
ロ
」
に
対
し
て
、
「
我
々
の
内
の
我
々
自
身
の
心
の
さ
ま
ざ
ま
な
作
用
に
つ
い
て
の
知
覚
」
を
「
反
省

HN02叩岡山
O
ロ
」
と
呼
ぶ
。
（
包
－

H
・
F
o
n
w
H
〉
ロ
岡
田
凹
喜
一
口
O
口
口
開
吋
包
阿
国
民
自
白
白
－

C
ロ仏四円伯仲田ロ
a
z
m－
∞
g
w
H
H・
口
同
岡
田
文
句

H・）

（
5
）
カ
ン
ト
は
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
い
て
、
「
あ
る
心
の
状
態
に
お
い
て
諸
概
念
が
相
互
に
帰
属
し
あ
う
関
係
」
を
「
反
省
概
念
」
と
名
づ
け
、

「
一
様
性
と
差
異
性
」
、
「
合
致
性
と
反
対
性
」
、
「
内
的
な
も
の
と
外
的
な
も
の
」
、
「
質
料
と
形
式
」
の
四
つ
の
組
を
挙
げ
て
い
る
。
（
ぐ
包
－

F

関
白
己
日
開
立
丘
一
w
a
R
S
E
g
〈
冊
目
ロ
ロ
コ
・
虫
色
0
8同MERVO
回目立山
O答申
w－
ω・
2
0）

（6
）
例
え
ば
、
ク
1
ノ
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
l
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
「
へ

l
ゲ
ル
は
、
彼
が
本
質
の
概
念
と
等
置
す
る
反
省
を
単
に
一
面
的
に
で

は
な
く
、
二
重
に
捉
え
る
。
す
な
わ
ち
、
単
に
一
側
面
が
反
省
す
る
も
の
で
あ
り
、
他
方
の
側
面
は
反
省
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
で
は

な
く
て
、
両
側
面
の
各
々
が
他
の
側
面
を
反
省
す
る
と
同
様
に
、
そ
の
他
の
側
面
に
よ
っ
て
反
省
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
に
捉
え
る
。
両
規
定
は
、
各



へーゲル『論理学』における「反省」の構造

々
が
他
方
の
規
定
を
投
げ
返
す
（
反
省
す
る
）
と
と
も
に
、
各
々
が
｜
｜
へ

l
ゲ
ル
の
好
み
の
表
現
で
は
｜
｜
他
方
の
規
定
に
お
い
て
仮
象
す
る

田口町田一
E
g一
（
他
方
の
規
定
に
よ
っ
て
反
省
さ
れ
る
）
と
い
う
よ
う
に
相
互
に
関
係
し
あ
う
。

A
の
概
念
は
私
に
B
の
概
念
を
思
惟
し
、
し
か
も
乙
の

概
念
以
外
の
何
物
を
も
思
惟
し
な
い
よ
う
に
強
い
る
の
で
あ
り
、
又
逆
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
二
つ
の
概
念
は
同
一
化
さ
れ
る
と
と
も
、
分
離
さ

れ
る
と
と
も
で
き
な
い
。
」
（
穴
－

E
R
F
2
日間
mmoZFmσ
叩
P

d『
R
W
O
ロロ仏

F
O何回日・

H
叫，

a
r
m－A
P

∞也）

（7
）
例
え
ば
、
ス
テ
l
ス
は
「
二
つ
の
項
の
相
互
的
な
依
存
は
へ

l
ゲ
ル
に
よ
っ
て
反
省
と
呼
ば
れ
る
」
と
述
べ
、
乙
の
部
分
に
「
光
か
ら
の
類
比
」

と
註
を
加
え
て
い
る
。
（
Z
・、H
J
ω
g
n
冊目、
H
，
Z

E忌
O
回O
同uy司、
0
同
国
叩
m一色・
M
M

・
5
0〉
尚
、
「
光
の
反
射
」
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
本
稿
五
に
お
い

て
論
じ
ら
れ
る
。

（8
〉
、
（
9
）

0
・
4『・司・同四
mm
－H岡町
NU込

内
］

O
B門
出
四
円
山
町
吋
ロ
笠
宮
田
OH》｝】目的
nFmロ
4
5田凹ロ田口町阻止
g
・
4『
R
5
5
N者
同

HMNFm
回
位
ロ
骨
戸
田
島
・
∞
・

的－

NωN
・
NωH・

（
叩
）
乙
れ
に
つ
い
て
は
、
本
稿
五
を
参
照
。

（
日
）
「
エ
ン
チ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
に
お
け
る
省
略
は
改
善
で
あ
る
」
と
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
（
】
・
開
・
窓
口
寸
釦
m
m釦
円
件
日
〉
の

O
B
g
g
S
4
0ロ

国叩伺刊日
J
W
H
k
o
m

－w－
P
由

ω〉

（
ロ
）
従
来
の
解
釈
で
は
、
「
反
省
」
論
が
序
論
へ
と
移
さ
れ
た
、
と
い
う
事
実
す
ら
気
づ
か
れ
て
い
な
い
。
『
論
理
学
』
と
の
差
異
を
完
全
に
無
視
す
る

か
、
あ
る
い
は
「
反
省
」
論
が
省
略
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
か
、
い
づ
れ
か
の
解
釈
に
陥
っ
て
い
る
。

（
日
）
「
逆
説
的
な
性
格
」
と
い
う
表
現
は
へ
ン
リ
ッ
ヒ
に
よ
る
。
〈
包
－

U
・出
g
ユ
吾
川
出
。
宮
Z
F
o
m
－w
骨
吋
官
同
ぽ
包
o
p
z
g叩
司

B
E口問・

同
口
問
叩
肉
色
lω
苫
円
四
日
冊
目
・
回
曲
目
宮
内
仲
H

白・

ω－
Nω
誌・

（U
）
「
否
定
態
」
の
多
義
性
に
つ
い
て
は
次
の
も
の
を
参
照
。
出
・
M
M

・司
mw

－wu
u
S
4
2回目
g

E

回目伺叩戸田

V
4
5凹
8
5口
町
阻
止
仏
R
F
o
m
－wA・
ω・

HD斗
戸
文
、
「
直
接
態
」
の
多
義
性
に
つ
い
て
は
へ
ン
リ
ッ
ヒ
の
前
掲
論
文
、
及
、
ひ
次
の
も
の
を
参
照
。
り
・
出
g
ユ
吾
川
岡
山
叩
肉
色

5
民
O
E
m
H
H・

ω
．H

H
口
門
戸

（
日
）
乙
の
箇
所
の
本
格
的
な
コ
メ
ン
タ
リ
ー
を
試
み
た
の
は
へ
ン
リ
ッ
ヒ
で
あ
る
。
我
々
は
彼
の
コ
メ
ン
タ
リ
ー
に
教
え
ら
れ
る
所
が
多
か
っ
た
。
し

か
し
、
我
々
は
彼
の
基
本
的
な
主
張
、
及
、
び
細
部
の
解
釈
に
お
い
て
彼
と
一
致
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
本
稿
は
へ
ン
リ
ッ
ヒ
と
の
対
決
が
目
的
で

は
な
い
。
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
の
コ
メ
ン
タ
リ
l
は
「
否
定
態
」
や
「
自
己
関
係
」
に
対
す
る
独
自
の
理
解
に
基
づ
い
て
構
成
さ
れ
た
、
き
わ
め
て
包
括
的

な
論
稿
で
あ
る
が
故
に
、
へ
ン
リ
ッ
ヒ
と
の
対
決
は
「
否
定
態
」
・
「
自
己
関
係
」
に
対
す
る
根
本
的
な
検
討
を
必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と

を
我
々
は
改
め
て
な
し
た
い
と
思
う
。



一一
一

（
日
）
玄
・
吋
宮
ロ
ロ
目
的
回
目
白
・

ω冊
目
ロ
ロ
ロ
仏

ωnvos－
ω・
ω
E－

（
げ
）
乙
乙
で
我
々
は

F
E
動
詞
が
使
わ
れ
て
い
る
乙
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
指
し
示
す
」
、
「
基
く
」
で
は
な
く
て
、
端
的
に
「
で
あ

る
」
な
の
で
あ
る
。

（
路
〉
フ
ァ
ル
ク
は
乙
う
し
た
解
釈
を
示
し
て
い
る
。
〈
mF
出
・
司
・
司
包
W
H
U
2
4
5回
目
由
ロ
山
口
問
。
m
m
Z
V
4
5曲
師
自
国
岳
民
件
骨
門
下
O
包
天

ω・
5斗
R

（
凶
）
「
直
接
態
」
の
最
も
基
本
的
な
意
味
は
「
自
己
へ
の
関
係
」
・
「
自
己
と
の
栂
等
性
」
で
あ
る
。
へ

l
ゲ
ル
は
既
に
、
「
純
粋
存
在
」
・
「
純
粋
無
」
を

「
自
己
と
の
相
等
性
」
と
し
て
示
し
て
い
る
。
（
〈
m－・
4
『
仏
「
色
町
・
）
そ
し
て
、
「
自
己
へ
の
関
係
」
・
「
自
己
と
の
相
等
性
」
と
い
う
こ
と
か
ら
、

「
直
接
態
」
の
さ
ま
ざ
ま
な
性
格
が
生
じ
る
。
「
自
己
へ
の
関
係
」
で
あ
る
が
故
に
、
「
直
接
態
」
は
「
他
者
へ
の
関
係
」
を
欠
い
た
「
無
媒
介
態
」

で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
他
者
へ
の
関
係
」
を
免
れ
て
い
る
が
故
に
、
「
直
接
態
」
は
「
自
立
態
」
で
あ
り
う
る
。

（
却
）
乙
乙
で
「
直
接
態
」
は
二
つ
に
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
つ
は
「
自
己
の
否
定
」
を
含
ま
な
い
、
「
単
な
る
自
己
と
の
相
等
性
」
で
あ

っ
て
、
「
存
在
す
る
直
接
態
」
と
呼
ば
れ
る
。
も
う
一
つ
は
、
「
自
己
の
否
定
に
媒
介
さ
れ
た
自
己
と
の
相
等
性
」
で
あ
っ
て
、
「
反
省
さ
れ
た
直
接

態
」
と
呼
ば
れ
る
。
「
仮
象
」
と
「
本
質
」
の
「
直
接
態
」
が
後
者
の
「
反
省
さ
れ
た
直
接
態
」
で
あ
る
乙
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

（
幻
）
乙
の
箇
所
の
解
明
を
試
み
た
の
は
、
我
々
の
知
る
か
ぎ
り
、
へ
ン
リ
ッ
ヒ
だ
け
で
あ
る
。
〈
包
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NmNR
し
か
し
、
彼
の
試
み
で
さ
え
も
、
乙
の
箇
所
の
展
開
を
十
分
明
ら

か
に
し
て
は
い
な
い
と
思
う
。

（
幻
）
例
え
ば
、
見
回
石
介
氏
は
、
『
へ

l
ゲ
ル
大
論
理
学
研
究
②
』
に
お
い
て
、
②
、
③
、
④
の
＠
、
＠
を
省
略
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。
同
書
m
l

日
貢
参
照
。
乙
れ
に
対
し
て
、
デ
ュ
パ

l
ル
は
②
の
み
を
議
論
し
て
い
る
。
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（
お
）
〈
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4
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あ
る
い
は
、
『
論
理
学
』
の
第
二
版
で
は
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。
「
第
一
の
否
定
、
即
ち
否
定
一
般
と
し
て
の
否
定
は

第
二
の
否
定
、
即
ち
否
定
の
否
定
か
ら
十
分
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
乙
の
否
定
の
否
定
は
具
体
的
で
絶
対
的
な
否
定
態
で
あ
っ
て
、
乙
れ

に
対
し
て
第
一
の
否
定
は
抽
象
的
な
否
定
態
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
」
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ュ
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へーゲル『論理学」における「反省」の構造

（
お
）
②
と
③
の
展
開
が
完
全
に
同
一
の
論
理
に
基
づ
い
て
い
る
、
と
い
う
乙
と
は
従
来
明
確
に
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

（
幻
）
例
え
ば
、
寺
沢
恒
信
氏
は
、
『
大
論
理
学
2
』
の
訳
註
に
お
い
て
、
「
否
定
的
な
も
の
そ
の
も
の
」
を
「
絶
対
的
否
定
態
と
し
て
の
本
質
」
と
理
解

さ
れ
て
い
る
。
同
審
問
貢
参
照
。

（
お
）
武
市
健
人
氏
は
『
へ

1
ゲ
ル
論
理
学
の
世
界
』
中
巻
に
お
い
て
、
「
本
質
」
を
も
「
措
定
さ
れ
た
存
在
」
と
解
釈
し
て
い
る
。
乙
の
解
釈
の
前
提

に
な
っ
て
い
る
の
は
、
「
本
質
」
と
「
仮
象
」
の
「
相
関
関
係
」
と
い
う
先
入
見
で
あ
る
。
同
書
附
貢
参
照
。
し
か
し
、
「
本
質
」
を
「
措
定
さ
れ
た

存
在
」
と
解
釈
す
る
乙
と
は
不
可
能
だ
と
思
う
。

（mm
）
本
稿
四
｜
凶
参
照

（
日
刊
）
〈
m戸
毛
色
円
、
・

N
S－

（
出
）
そ
れ
故
、
「
反
省
」
の
「
運
動
は
前
進
す
る
乙
と
と
し
て
直
接
に
自
己
自
身
の
内
で
向
き
を
変
え
、
そ
の
よ
う
に
し
て
の
み
自
己
運
動
で
あ
る
」

と
言
わ
れ
る
。
（
d
g
r
N印
N・）

（
位
）
〈
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4
Z
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（
お
）
「
反
省
」
を
「
自
我
の
活
動
」
と
し
て
解
釈
す
る
ラ
イ
ジ
ン
ガ
l
で
さ
え
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
「
H

反
省
a

と
い
う
表
現
は
光
学
に
お
い
て

鏡
面
に
よ
る
光
線
の
屈
折
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
。
」
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