
〈
書

評
〉

石
崎
嘉
彦

政
治
哲
学
論
』 『倫
理
学
と
し
て
の
政
治
哲
学

ひ
と
つ
の
レ
オ
・
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス

来
る
べ
き

「
第
三
期
政
治
哲
学
」
の
た
め
の
頑
な
な
る

「
思考
革
命
」

序
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我
が
同
へ
の
レ
ォ
・

シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
政
治
科
学
の
羽
入
と
研
究
を
来
引

し
て
き
た
第

一
人
新
石
崎
高
彦
氏
の
初
め
て
の
著
作

『倫
理
学
と
し
て
の

政
治
哲
学
ひ
と
つ
の
レ
オ

・
シ
ュ
ト

ラ
ウ
ス
政
治
哲
学
論

』
が
出
版
さ

れ
た
。
こ
の
著
作
は
本
絡
的
な
レ
オ
・

シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
論
の
単
箸
と
し
て

は
技
が
同
で
初
め
て
の
も
の
で
あ
る
。
海
外
で
の
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
の
彬
細
川

力
や
研
究
熱
に
比
べ
て
「
典
様
で
あ
る
と
さ
え
思
わ
れ
る
」
ほ
ど
の

、

我

が
国
で
の
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
研
究
の
「
ほ
と
ん
ど
手
付
か
ず
の
状
態
」
に
対

し
て
風
穴
を
附
け

、

一
つ
の
高
い
研
究
水
準
を
世
界
に
一
一小す
こ
と
に
な
る

で
あ
ろ
う
こ
の
著
作
の
登
場
を
ま
ず
は
心
よ
り
歓
迎
し
た
い
と
思
う
。
し

ナ
カ
ニ
シ
ヤ

出
版
、

ニ
O
O
九
年

河

村

厚

か
し

、

本
料
は
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
政
治
哲
学
の
た
ん
な
る
紹
介
と
研
究
に
留

ま
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
得
ら
れ
た
成
果
を
武
器
に
し
て、

現
代
の

学
問
の
京
退
と
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
と
言
一
わ
れ
る
現
代
社
会
へ
の
線
底
的
な
批

判
と
錠
訂
ま
で
を
一
間
で
為
し
え
た
こ
と
の
・意
義
は
大
き
く
、
他
に
穎
例

を
探
す
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
考
え
る
と

、

本
H
一日が
凹
O
O
立
を
超
え

る
大
著
に
な
っ
た
こ
と
の
必
然
性
も
額
け
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
難
解
を
も

っ
て
知
ら
れ

、

近
寄
り
幾
さ
さ
え
隠
し
出
す
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
の
著
作
を
体

系
的
に
読
ん
だ
こ
と
も
研
究
し
た
こ
と
も
な
い
持
者
の
よ
う
な
阜
市
が

、

二

十
年
以
ヒ
に
も
わ
た
り
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
研
究
に
沈
措
附
し
て
こ
ら
れ
た
著
者

の
以
上
の
よ
う
な
研
究
成
果
に
対
し
て
こ
の
よ
う
な
告
評
を
告
く
資
格
が

あ
る
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
限
り
だ
が

、

本
町
白
の
内
容
の
中
で
評
者
に
重

要
に
思
わ
れ
た
所
を
で
き
る
だ
け
忠
裂
に
ま
と
め
て
伝
え
る
こ
と
を
中
心



u6 

に
そ
の
任
を
梨
た
し
た
い
。

Z干

構
成
と
射
程

ま
ず
本
刊
の
階
成
で
あ
る
が
、
－M
章
「
自
然
椛
を
め
ぐ
る
争
点
」
に
お

い
て
、

近
代
性
の
危
機
を
克
服
す
べ
く
川
決
別
さ
れ
る
「
第三
期
の
政
治
科

学
」
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
、
第

一
部
「
レ
オ
・

シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
政
治
科
学

紫
揃
」
に
お
い
て
、
近
代

（合
理
〉
性
批
判
と
古
典
的
政
治

的
合
理
主
義

へ
の
回
仰
を
指
示
し
た
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
政
治
哲
学
の
輪
郭
が
姉
き
山
さ
れ

る
。
続
く
第
二
部
「
倫
理
学
と
し
て
の
政
治
哲
学
の
可
能
性
」
に
お
い
て

は
、
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
政
治
哲
学
が
・
有
す
る
「
近
代
的
な
科
学
と
哲
学
の
思

想
に
対
す
る
批
判
の
論
点
の
・有
効
性
」
が
確
認
さ
れ
、

こ
の
近
代
性
批
判

の
観
点
か
ら
「
科
学
的
思
考
か
ら
の
倫
理
的
価
値
概
念
の
脱
滋
の
事
実
と

伝
統
的
倫
理
学
の
夜
逃
の
似
囚
」
を
確
認
し

、

そ
こ
か
ら
「
改
め
て
倫
型

的
な
視
雌
と
倫
理
的
概
念
か
ら
す
る
知
の
一内
情
築
の
可
能
性
」
が
傑
ら
れ

る
。
そ
し
て
故
後
の
第
三
部
「
現
代
の
政
治
哲
学
的
新
問
題
」
で、

「
節

三
期
政
治
析
学
」
そ
れ
n

体
の
中
心
的
論
点
と
そ
の
理
論
の
射
程
（グ
ロ

ー
バ
ル
化
し
た
現
代
枇
芥
に
お
け
る
環
境
世
耕
の
刷
機
、

共
同
体
の
山
川
山
明
、
テ

ロ
リ
ズ
ム
と
総
力
と
い
う
問
題
）
に
つ
い
て
の
考
・
祭
が
加
え
ら
れ
る
。

本
刊
の
扱
っ
て
い
る
対
象
川
削
減
は
＋
H
代
ギ
リ
シ
ア
科
学
か
ら
現
代
科
学

ま
で
、
ソ
ク

ラ
テ
ス
か
ら
近
代
の
デ
カ
ル
ト

、

ホ
ッ
プ
ズ
、

ス
ピ
ノ
ザ
を

経
て
ハ
イ
デ
ガ
l

あ
る
い
は
コ
ジ
ェ
l

ヴ
ま
で
と
広
範
凶
に
及
ぶ
の
だ
が
、

そ
こ
に

科
学
史
や
環
境
倫
理
学
の
川
題
、
通
例
の
叫
円
円
子
山
人
で
は
ほ
と
ん
ど

れ
み
ら
れ
な
い
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
や
ア
リ
ス
ト
フ
ア
ネ
ス

そ
し

て
小
世
の
ユ
ダ
ヤ
や
イ
ス
ラ
｜
ム
の
哲
学
者
マ
イ
モ
ニ
デ
ス
や
ア

ル
・

フ
ァ

l

ラ
l

ピ
l

に
閲
す
る
議
論
ま
で
が
入
り
込
み、
緩
め
て
日
僑

度
な
内
山
什
を
有
し
た
務
作
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
広
範
聞

に
及
ぶ
学
識
を
川
い
て
な
さ
れ
る
難
解
な
議
論
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

放
刷
新
の
学
的
姿
勢
と
主
般
は
一
此
し
て
い
て
プ
レ
が
な
い
。
そ
の
主
張
を

一
軒目
で
古
え
ば
、

シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
に
寄
り
添
い
な
が
ら
の
近
代
2
日
程
）

性
批
判
と
古
典
的
合
政
主
義

ハ古
典
的
自
然
縦
）
の
再
生
と
い
う
「
思
考

の
革
命
」
〈精
神
の
転
判
）
の
必
要
性
の
訴
え
と
い
う
こ
と
に
な
る

。
そ
し

て
本
昨
日
に
お
い
て
、
こ
の
「
思
考
の
革
命
」
に
基
づ
い
て
提
示
さ
れ
る
新

た
な
知
的
パ
ラ
ダ
イ
ム

と
は
、
哲
学
本
来
の
知
で
あ
る
「
全
体
の
知
」
の

取
り
戻
し
で
あ
り
、
そ
れ
は
つ
科
学
」
を
超
え
る
「
常
識
的
な
」
市
民

の
視
点
の
回
復

、

対
話
に
よ
る
友
愛
と
し
て
の
倫
理
を

回
復
さ
せ
る
い
っ

そ
う
向
次
の
知
と
し
て
の
「
コ
ン
ス
キ
エ
ン
テ
ィ
ア
L

の
知
の
回
復
の
企

て
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

『倫
理
学
と
し
て
の
政
治
哲
学
」
と
い
う
際
組
の

意
味
〈「
ま
え
が
き
」
よ
り）

法刷
新
に
よ
る
と
、
本
川
の
タ
イ
ト

ル
「
倫
理
与
と
し
て
の
政
治
科
学
」

は
、

倫
理
学
研
究
を
踏
ま
え
た
う
え
で
政
治
耕
門
学
へ
と向
か
っ
た
務
新
山

身
の
思
考
遍
僚
と
思
考
ス
タ
イ
ル
を
・立
味
し
て
い
る
ば
か
り
で
は
な
く
、

「
今
日
わ
れ
わ
れ
に
紋
も
必
要
と
さ
れ
て
い
る
思
考
を
も
川
時
に
丹H
い
茨
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わ
」
し
て
い
る
と
い
う

。
つ
ま
り

本
川
は
「
今
日
必
必
と
さ
れ
て
い
る
倫

理
的
な
観
点
は
、
科
学
的
な
観
念
装
恒
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
も
の
で
は

な
く
、

語
の
本
来
の
意
味
で
の
「
政
治
哲
学
」
的
思
考
に
よ
っ
て
そ
の
恨

拠
を
与
え
ら
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
考
え
の
も
と
に

、

「
倫
限
学的
治
概
念
を
そ
れ
れ

体
と
し
て
思
考
す
る
よ
り
も
、
そ
れ
ら
が

人
と
人
と
の
か
か
わ
り
の
な
か
で
生
起
し
て
く
る、

つ
ま
り
政
治
的
世
界

あ
る
い
は
U

常
的

一日
訴
前
動
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
生
前
世
界
で
生
起
す
る

問
題
と
し
て
仰
飢
え
思
考
す
る
道
」
を
辿
っ
て
い
る
の
で
あ
る

。

し
か
し
こ

の
よ
う
な
政
治
哲
学
へ
の
道
は
、
「
近
代
的
思
考
枠
組
み
の
成
立
と
と
も

に
科
学
の
方
向
へ
と
舵
を
切
っ
た
政
治
耕
門
学
の
思
考
と
は
区
別
さ
れ
る

元
A

の

〔古
典
的
〕
政
治
君
子
の
枠
組
み
、
つ
ま
り
｜

｜
小
略
｜
｜
与
の

恨
底
に
倫
現
と
側
他
を
伎
町
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
切
り
開
か
れ
る
知
の

枠
組
み
」
を
俊

一示
す
る
道
で
も
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
知
の
枠
組
み

は
、
「プ
ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
そ
の
範
型
が
日
比
ら
れ
た
古
典
的

合
理
性
」
に
よ
っ
て
羽
か
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

G止な泌彦 『倫J!I~学としての政治Vi学

近
代
性
の
危
機
と
「
第
三
期
政
治
哲
学
」

符
者
は
、

政
治
科
学
の
峰
山
人
を、

プ
ラ
ト
ン
や
ア
リ

ス
ト

テ
レ
ス
な
ど

の
十
日
代
ギ
リ
シ
ア
の
古
典
的
政
治
哲
学（第
一
期
〉、
マ
キ
ア
ヴ
ェ

ッ
リ

、

ホ
ッ
プ
ズ
、
ロ

ッ
ク
、

ス
ピ
ノ
ザ
、
ル
ソ
ー
な
ど
の
近
代
的
政
治
哲
学

（第
二
期
）
に
分
け
た
う
え
で
、
ニ
O
世
紀
か
ら
一
一
一
世
紀
に
か
け
て
の

こ
の
我
A

の
時
代
を
「
政
治
哲
学
が
再
A

度
脚
光
を
裕
び
る
」
べ
き
「
銘

"1 

一
一
一
期
政
治
耕
門
学
」
の
時
代
で
あ
る
と
主
裂
す
る
。
こ
の「m
三
期
政
治
析

学
」
の
時
代
は
「
近
代
性
の
危
機
の
時
代
」
に
照
応
し
、

そ
こ
に
は
近
代

的
リ
ベ
ラ
ル
・

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
そ
の
危
機
を
超
え
よ
う
と
す
る
新
し
い

政
治
哲
学
の
波
が
見
ら
れ
る
と
さ
れ
る
さ
一
｜四
頁

、

＝
一問
八
瓦
〉。
こ
の

「m
一二期
政
治
析
学
」
が
向
い
ムけ
っ
て
い
る

「
近
代性
の
危
機
」
と
は
、

「神
の
死
」
か
ら
い
加
給
さ
れ
る
エ
ヒリ
ズ
ム
の

こ
と
で
あ
り

、
そ
れ
は

「
わ
れ
わ
れ
の
眼
前
に
広
が
る
ポ
ス
ト
モ
ダ

ン
の
荒
涼
た
る
世
界
」
（
ま
え

が
き
v

瓦
〉
を
表
し
て
い
る
。

「｜
｜
近
代
性
は
、
つ
い
に
は
無
制
限
の
相
対
主
義
と
い
う
形
で
紳

の
観
念
そ
れ
れ
体
の
符
定
へ
と
行
き
清
い
た
。

そ
れ
に
よ
っ
て
意
味

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、

近
代
性
が

、

永
述
な
る
も
の

、

完
全
性
、
正

義
、
倫
理
的
善
を
奇
定
す
る
に
い
た
っ
た
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
何
よ
り

も
哲
学
そ
れ
肉
体
を
杯
由
化
す
る
に
い
た
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
神
な
き
時
代
、

つ
ま
り

ニ

ヒ
リ
ズ
ム
の
立
以
小
に
陥

っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」
（
五
日
）
。

だ
が
、

こ
の
事
態
を
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
政
治
哲
学
に
即
し
て
言

い
換
え
る

と
、
近
代
性
の
危
機
と
し
て
の
こ
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
は
「
学
問
的
レ
ヴ
ェ

ル
」
で
は
、

（巾
犬
証
主
義
と
限
山
人
主
義
に
よ
る
〉
「白
然
権
の
符
定
」
か
ら
必

<?”

>

然
的
に
μ加
給
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
ハ
六、
八
八
、
一
O
ヒ
l

一
O
八

、

一
一
七
瓦
）
。

「
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
は
、
こ
の
よ
う
な
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
が
、
戦
後
ア
メ
リ



u8 

カ
の
リ
ベ
ラ
ル
・

デ
モ
ク
ラ
シ
ー

の
な
か
に
蔓
延
し
、
第
二
次
大
戦

前
夜
の
ド
イ
ツ
に
見
ら
れ
た
の
と
同
じ
傾
向
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
指

摘
し
、

枇
白
血
口
を
発
し
た
。
現
代
の
政
治
・
社
会
思
想
に
見
ら
れ
る
自

然
続
否
定
は
、

史
証
主
義
的
で
価
値
白
山
的
な
社
会
科
学
と
脳
出
火
相

対
主
部
拙
か
ら
の
川
町
結
で
あ
り

、

そ
れ
は
、

人
間
や
社
会
の
目
指
す
と

こ
ろ
を
低
め
、
目
的
や
小
品
川
意

、

正
阜
、
不
正
と
い
っ
た
倫
理
的
な
カ
テ

ゴ
リ
ー

の
位
置
づ
く
エ
レ
メ
ン
ト
自
体
を
否
定
し
去
る
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
か
ら
人
間
の
笑
践
に
関
わ
る
理
論
か
ら
価
値
の
問
題
が
排
除
さ

れ
て
い
く
。
そ
れ
ゆ
え
、
下
郎
構
造
、
エ
ー
ト
ス
、
無
意
殺
、
構
造

と
い
っ
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
人
間
実
践
の
理
論
に
よ

っ
て
は
、
現
代
に
お
け
る
人
間
精
神
と
社
会
の
危
機
は
、
克
服
さ
れ

る
ど
こ
ろ
か
、

い
っ
そ
う
強
め
ら
れ
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
」

2
0
八
頁
〉
。

!!Ifｷ 

シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
は
、

近
代
性
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
学
問
的
危
般
意
織

を
以
下
で
見
る
よ
う
に
フ
ッ
サ
l

ル
と
共
有
し
て
い
た
と
著
者
は
主
張
し

て
い
る
。四

フ
ッ
サ
l

ル
か
ら
の
影
響
と
ウ
ェ
l
パ
1

批
判

｜
｜
生
活
世
界
か
ら
ポ
リ
ス
的
世
界
へ

以
前
者
に
よ
る
と
、
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
が
汚
う
「
西
洋
近
代
の
危
機
」
あ
る

い
は

「近
代
性
の
危
機

」
は

、

シ
ョ
l

ベ
ン
ハ
ウ
ア

ー

や
－
一l
チ
ェ
か
ら

発
す
る
近
代
合
理
主
滋
（と
そ
の
級
底
に
存
す
る
進
歩
へ
の
信
念

）
に
対
す

る
懐
疑
的
な
時
代
的
和
利
を
基
礎
に
持
ち
つ
つ
も
、
よ
り
直
接
的
に
は
、

フ
ッ
サ
｜
ル
の
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
新
学
の
危
機
と
超
越
論

的
現
象
学
』
〈
一

九
三
六
年
〉
あ
る
い
は
し
む
し
ろ
そ
の
誕
に
な
っ
た
「
ウ
ィ

ー

ン
誠
磁
」

（
一九
三
五
年
〉
の
な
か
で
表
明
さ
れ
た
危
俄
意
識
と
通
低
す
る
も
の
が
あ

る
。
こ
の
講
義
は
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
の

（近
代
の
進
歩
の
伯
念
に
拘
け
を
向
け
古

典
的
合
理
主
義
へ
と
向
か
う
〉
「
思
想
転
回
に
も
深
越
な
影
制
り
を
与
え
ず
に

は
お
か
な
か
っ
た
」
〈
五九
｜
六
O
、
七
＝
一
、

一
O
O
瓦
）。

著
者
に
よ
る
と
、
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
を
こ
の
「
思
想
転
回
」（古
典
的
合

裂
主
義
へ
の
回
帰
〉
に
向
か
わ
せ
し
め
た
決
定
的
な
動
機
の
一
つ
が
「
近

代
合
理
性
が
見
失
っ
て
い
て
古
典
的
理
論
に
は
備
わ
っ
て
い
た
、
独
特
の

合
理
性
」
を
腫
ら
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
近
代
合
迎
性
の
破
綻
の
嬰

因
の

一
つ
と
し
て
、
近
代
科
学
の
数
学
的
合
理
主
義
に
あ
っ
た
「
常
識
的

知
識
」
の
否
定
な
い
し
軽
視
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
は

、

こ

の
「
常
識
的
知
識
」
の
否
定
を
、

「
一
つ
は
フ
ッ
サ
l

ル
の
「
生
活
世
界
」

の
概
念
か
ら
、

ま
た
一
つ
に
は
ス
ピ
ノ
ザ
以
来
の
「
同
化
主
滋
」
の
破
綻

と
そ
の
帰
結
か
ら
、

明
確
に
意
識
し
始
め
」、

そ
れ
を
克
服
す
る
た
め
の

視
点
を
、
「
古
典
古
代
の
政
治
学
、
と
り
わ
け
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
の
政
治

学
に
備
わ
っ
て
い
た
「
常
滋
的
知
説
」
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え

た
」
の
で
あ
る
（八
三
瓦
〉。

次
に
、

シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
が
フ
ッ
サ

l

ル
と
共
有
し
た
こ
の
よ
う
な
「
近

代
性
の
危
機
」
の
意
識
の
内
突
を
、
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
ハ「
自
然
胤
と
腿
史
』

第
二
殺
〉
の
マ
ッ
ク
ス

・

ウ
ェ

l

パ
l

批
判
と
の
関
連
で
凡
て
み
よ
う
。
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シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
に
よ
る
と
「
近
代
性
の
危
機
と
し
て
の

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」
を
も
た
ら
し
た
学
問
的
要
因
の
一
つ
が
「
実
証
主
義的
で

側
他
白
山
的
な
社
会
科
尚
子
」
に
よ
る
「
内
然
僚
の
符
定
」
で
あ
っ
た
。
そ

し
て
、

こ
の
「
災
証
主
義
的
で
側
他
山
山
的
な
社
会
科
学
」
こ
そ
が
ウ
ェ

l

パ
l

の
社
会
別
論
で
あ
っ
た
の
だ
。
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
に
よ
る
と
、
「
初

制
仰
の
対
作
品
は
人
間
即
位
に
よ
っ
て
は
断
決
し
え
な
い
」
も
の
と
し
、

そ

れ
ゆ
え
に
社
会
科
乍
が
倫
県
的
に
小
立
で
あ
る
こ
と
を
喫
求
し
た
ウ
ェ

l

パ
l

の

「側
航
a
H山
2
q
F
『
『g
y
m－こ
の
な
場
は
、
必
然
的
に
ユ
ヒ
リ
ズ

ム
に
行
き
m
Mく

（九
阿
l

九
五
五
%

前
述
の
よ
う
に

、

11崎u,,z r倫Jll＇.学としての政治哲今

「
ウ
ェ

l

バ
ー
が
社
会
析
門
学
お
よ
び
社
会
科
学
の
倫
理
的
中
立
性

を
主
張
し
た
の
は
、
彼
が
存
花
と
当
為
の
松
本
的
対
立
を
れ
い
じ
て
い

た
こ
と
に
そ
の
本
当
の
理
由
が
あ
る
の
で
は
な
く、

当
為
に
つ
い
て

の
又
性
の
知
識
な
ど
あ
り
え
な
い
と
彼
が
信
じ
て
い
た
か
ら
な
の
で

あ
る
。
彼
は
人
間
が
、

兵
の
価
値
体
系
に
つ
い
て
、
経
験
的
で
あ
れ

AH
列
的
で
あ
れ
、

い
か
な
る
科
学
を
も
つ
こ
と
も
存
定
し
た
し
、
ま

た
科
学
的
で
あ
れ
析
学
的
で
あ
れ

、

い
か
な
る
知
識
を
も
つ
こ
と
も

認
め
な
か
っ
た
。
兵
の
悩
似
体
系
と
い
う
も
の
は
存
介
忙
し
な
い
。
存

住
す
る
の
は
川
絡
の
鉱
山
側
似
の
多
様
性
で
あ
っ
て

、

話
価
値
の
史
求

は
刺
広
に
衝
突
し

、

そ
の
衝
突
は
人
川
政
性
に
よ
っ
て
は
解
決
で
き

な
い
。
社
会
科
学
や
社
会
何
学
の
な
し
う
る
こ
と
は
、

そ
の
よ
う
な

対
立
お
よ
び
そ
の
対
立
の
も
つ
意
味
の
す
べ
て
を
切
紘
に
す
る
こ
と

に
尽
き
る
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
解
決
は
各
偶
人
の
の
山
で
非
即
位
的
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な
決
断
に
委
ね
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」
（「自
然
権
と
歴

史
」
塚
的
符
・

石
崎
嘉
彦
訳
、
附
和
堂、

一
九
八
八
年、

五
O
瓦
）
。

山
官
民
引
に
よ
る
と
、
こ
こ
か
ら
言
え
る
の
は
、
ウ
ェ
l

パ
l

に
限
っ
た
こ

と
で
は
な
く
、

「
凶
作
に
起
源
を
も

っ
合
問
主
義
一
般
が、

そ
れ
日

身
の

υ

ゴ
ス
に
よ
っ
て
非
合
開
的
な
も
の
に
転
じ
て
行
か
ざ
る
を
え
な
い
」
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
ウ
ェ
l

パ
l

の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
は
「
近
代
同
伴
の
危
機、

と
り
わ
け
近
代
合
理
主
義
の
危
俊
を
象
徴
す
る
も
の
」
に
ほ
か
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
ウ
ェ

l

パ
l

批
判
が
泌
閲
さ
れ
る

で日
然
権
と
舵
山
人
』m
一
．Z
の
れ
以
後
の
所
で、

シ
ュ

ト
ラ
ウ
ス
が
軒H
M
Aし

て
い
る

（
フ
ッ
サ
l

ル
の
立
場
を
紛
御
と
さ
せ
る
）
「生
祈
世
界
」
観
念
は
、

こ
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
克
服
す
る
た
め
の
方
向
性
を
暗
示
し
て
い
る
（九
五

頁
）。
だ
が
こ

の
方
向
性
を
確
認
す
る
に
は

、

シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
に
よ
る
ウ

エ
｜
パ
l

批
判
の
も
う
一
つ
の
極
で
あ
る
、
「
理
念
型

一
色白血
一c
d
cm
」
批

判
を
見
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

説
者
に
よ
る
と

、

こ
の
『
自
然
檎
と
陛
山
人
』
第
一
一
意
で
の
シ
ュ
ト
ラ
ウ

ス
の
ウ
ェ

l

パ
l

批
判
の
射
程
は
、

単
に
社
会
科
学
の
純
凶
に
仰
ま
ら
ず

、

近
代
「
科
学
」
全
体
に
ま
で
及
ん
で
い
る
（九
二
氏
）。
ゥ
ェ
l

パ
l

の

社
会
科
学
が
「
常
識
」
的
に
知
ら
れ
て
い
る
社
会
的

「災
従
」
の
分
析

（
「常
議
」
的
な
比
解
）
を
続
税
し
た
そ
の
似
氏
に
は
、

〈料
学
以
前
的
な

「
常
議
」的
な
世
削
介Ha
H

然
観
を
ポ
n
n止
す
る
と
い
う）
近
代
向
然
科
学
に
よ
っ

て
理
解
さ
れ
て
い
る
「
臼
然
」
の
品
万
が
影
科
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を

シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
は
品
店
け
て
い
た
。
そ
し
て
ウ
ェ
l

パ
ー
を
縦
れ
て
も
、
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「
科
学
が
「
自
然
」
を
変
形
す
るこ
と

の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
の
と
同

様
、

社
会
科
学
も
ま

た
社
会
の
自

然
的
理
解
と
し
て
の
「
常
識
的
理
解
」

を
変
形
し

て
社
会
を
理
解
し
て
い
る
」
の
で
あ
る
ハ八
六
｜
八
七
瓦
）。
シ

ュ
ト
ラ
ウ
ス
に
よ
る
と

、
ウ

ェ
l
パ

ー
は
、
社
会
科
学
は
社
会
生
前
の
中

で
経
験
さ
れ
「
常
識
」
的
に
知
ら
れ
て
い
る
社
会
的
実
在
の
分
析
に
基
づ

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
を
拒
否
し、

こ
の
社
会
的
実
在
を

「
変
形
」し
て
得
ら
れ
る
「
人
為
的
構
成
物
」
に
す
ぎ
な
い
「
理
念
型
」

の
定
義
に
よ
っ
て
代
川
さ
せ
た
の
だ

（九
二
頁
）。

務
者
に
よ
る
と
、

シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
が
ウ
ェ

i

パ
｜
の
「
理
念
型
」
に
見

た
の
と
同
様
の
事
柄
を
フ
ッ
サ
l
ル
は
「
ガ
リ
レ
オ
的
な
自
然
の
数
学

化
」
の
中
に
見
て
い
た

〈九
六
五
〉
。
フ
ッ
サ
l
ル

に
と
っ
て
、

こ
の

「
ガ
リ
レ
オ
的
な
自
然
の
数
学化
」
と
は
「
理
念
化
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

フ
ッ
サ
l

ル
は
、
こ

の
よ
う
な
「
自
然
の
数
学
化
」
に
よ
る
「
生
活
世

界
」
の
位
食
・

抑
圧
か
ら
、

生
き
ら
れ
る
が
ま
ま
の
「
生
活
世
界
」
を
取

り
戻
す
こ
と
こ
そ
が
学
問
の
課
題
で
あ
る
と
し
た
が

Q
危
機
』
魯
）、

シ

ュ

ト
ラ
ウ
ス
も

「
人
為的
構
成
物
」
に
す
ぎ
な
い

「
理
念
型
」
に
「
生
活

世
界
」
を
対
位
さ
せ
た
の
で
あ
る
（
「
自
然
権
と
舵
史
』
鈎
二
需
の
絞
後〉。

こ
の
こ
と
は
シ

ュ

ト
ラ
ウ
ス
が
わ
れ
わ
れ
に
、
新
た
な
学
知
の
と
る
べ
き

方
向
性
を
指

示
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り

、

「
常
識
」
の

世
界
を
取
り
戻
す
こ
と
に
よ
っ

て
再
桃
築
さ
れ
る
新
し
い
学
は
、
近
代
科

学
が
捨
て
去
っ
て
し

ま
っ
た
古
代
・

中
世
の
思
考
が
有
し
て
い
た
「
自

然
」
紙
念
の
上
に
再
興
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
（
九
八
頁
）
。

著
者
に
よ

る
と
、
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の

中
に
そ
の
原
型

w~ 
”H 

E
 

を
見
て
取
っ
た
「
常
識
」
的
な
知
は
、
政
治
哲
学
が
そ
れ
に
よ
っ
て
立
つ

「
自
然
」
の
紙
念
を
合
意
し
て
い

る
。
そ
れ
は
「
永
遠
的
「
ピ
ュ
シ
ス
」

と
し
て
の
「
自
然

」
」、

「
超
時
川
的
な

寸
ピ
ュ
シ
ス
」
と
し

て
の

ハ3
）

「
自
然L
」
で
あ
る
（
九
八
瓦
〉。

「
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
に
よ
る
「
生
活
世
界
」
あ
る
い
は
前
科
学
的
世

界
へ
の
言
及
は
、

わ
れ
わ
れ
を
そ
の
よ
う
な
ピ
ュ
シ
ス
概
念
の
現
わ

れ
と
し
て
の
ポ
リ
ス

的
世
界
、
つ
ま

り
需
の
本
来
の
意
味
で
の
政
治

的
世
界
へ
と
連
れ
戻
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
シ
ュ
ト

ラ
ウ
ス
の
古
典
回
婦
は
、
ま
さ
に
西
洋
近
代
の
危
機
を
克
服
す
る
た

め
に
不
可
避
の
選
択
肢
で
あ
っ
た
。
彼
は、

後
期
フ
ッ
サ
l

ル
に
よ

っ
て
提
出
さ
れ
た
「
生
活
世界
」
の
概
念
の
具
現
化
を
、
古
代
ギ
リ

シ
ア
の
政
治
的

（
ポ
リ
ス

的
）
世
界
の
な
か
に
見
出
し
う
る
と

考
え

た
の
で
あ
る

」
（九
八
頁
）
。

こ
う
し
て
、

フ
ッ
サ
l
ル
の
「
危
機
意
識
」
に
触
発
さ
れ
た
シ
ュ
ト

ラ

ウ
ス
の
思
考
の
結
論
は
、

「
古
典的
合
理
主
義
の
再
生
に
よ
る

政
治
哲
学

再
興
の
必
要
性
」
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
古
典
的
政
治
哲
学
に
よ

っ
て
生
命

を
吹
き
込
ま
れ
た
新
た
な
政
治
哲
学
と
し
て
の
「
第
三
期
政
治
哲
学
」
に

よ
っ
て
こ
そ
、
近
代
性
の
危
機
を
克
服
す
る
処
方
袋
が
与
え
ら
れ
る
と
い

う
も
の
で
あ
る

（
一O
O
瓦
〉。
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前
述
の
よ
う
に
、

著
者
に
よ
る
と
、

「
臼
然
権
の
符
定
」
が
近
代
性
の

危
機
を
も
た
ら
し
た
。
そ
こ
で
、

わ
れ
わ
れ
の
「
第
三
期
政
治
耕
門
学」
は

シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
と
共
に
、
古
典
的
「
肉
然
柿
の
復
航
」
を
試
み
る
。
自
然

織
は
「
共
に
生
き
る
」
た
め
の
原
理
で
あ
る
か
ら
、
政
治
哲
学
と
は

、

「
共
に
生
き
る
こ
と
」
と
し
て
あ
る
政
治
的
生
訴
の
銀
幹
を
再
度
打
ち
問

め
る
作
業
と
な
る
。
だ
が
そ
れ
は
、
政
治
的
な
も
の
を
本
来
還
元
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
非
政
治
的
な
も
の
に
還
元
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
磁
製
し
て

し
ま
っ
た
近
代
的
な
思
考
枠
組
み
を
、
同
似
底
か
ら
脱
構
築
す
る
作
業
と
も

な
る
の
で
あ
る

（七
瓦
）
。
こ
の
作
業
は

、

「
常
識
n
o
ヨ
ヨ

O
コ

∞
g
m
巾
」
的

な
知
の
地
平
へ
の
四
郎

、

あ
る
い
は
「
同
質
性
の
知
識
言
。
三
色
町
町
内O
『

7
0
ヨ

o
m
mコ
巾
5
、
」
と
し
て
あ
る
近
代
科
学
的
な
知
性
の
陥
鉾
を
克
服
す
る

た
め
の
刷
拠
点
と
し
て
の「
異
種混
合
的
な
知
識
一2
0
三
E
m
m
O『
22
句

－

o
m
mコ
内
定
可
」
の
回
復
と
も
言
い
表
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

「
兵
組
混
合

的
な
知
識
」
こ
そ
が
、
十
日
山
内
阿
川
と
白
然
権
復
僚
を
明
え
る
シ
ュ
ト
ラ
ウ

(l
) 

ス
政
治
析
学
の
敏
心
に
位
悦
づ
く
も
の
で
あ
る
。
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
による

と
、

こ
の
知
識
を
代
表
す
る
の
は
政
治
家
と
教
育
者
の
術
で
あ
る
が
、

そ

れ
ら
は
人
間
的
生
の
「
目
的
」
や
人
間
の
完
全
性
に
つ
い
て
知
で
あ
る
が

ゆ
え
に

一
つ
の
全
体
に
つ
い
て
の
知
識
で
あ
る

（
本u
n
w、
八
、
二
九
三
、

三
三
七
江
、
「政
治
析
学
と
は
何
か
』
、
石
崎
滋
彦
訳、

m
m和
盆

‘

一
九
八
八
年

、

五
凶
｜
五
五
一
氏
〉
。
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務
者
に
よ
る
と

、

こ
う
し
て

、

自
然
椴
（
自
然
的
正
〉
の
観
念
が
立
脚

し
て
い
た
目
的
論
的
な
知
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
近
代
の
後
械
論
的
な
知
的
パ

ラ
〆
イ
ム
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
失
わ
れ
た
「
「
常
議
的
」

な
市
民
の
H

で
社
会
や
人
間
と

い
っ
た
政
治
的
な
も
の
を
見
る
日

」
を
回

似
す
る
こ
と
、
そ
れ
は
、
「
災
都
混
合
的
な
知
識
」
の
凶
復、

「
全
体
的
な

も
の
の
知
」
の
取
り
戻
し
の
作
業
を
意
味
し
て
い
る
。
本
山
刊
に
お
い
て、

「ι日
然
的
疋
」
〈什
然
続
〉
の
エ
ー
ト
ス
と
か
そ
の
理
論
の
知
的
枠
組

み
と

し
て
示
さ
れ
る
も
の
も
、
こ

の
「
災
秘
混
合
的
な
知
識
」
に
ほ
か
な
ら
な

円5
V

い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
よ
う
な
作
業
は
、
サ
イ
エ

ン
ス
を
超
え
る
一

即
日
次
の
知
と
し
て
の

「
コ
ン
ス
キ
エ
ン

テ
ィ
ア

g
g
n

一g
E

」
の
知

の
取
戻
し
で
あ
る
と
も
言
え
る
。

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
知
こ
そ

、

「
わ
れ

(6
>

わ
れ
〔
政
治
析

学
者
〕
が
「
第
二
の
洞
符
」
に
降り
立
つ
際
に
必
要
と
す

る
知
」
な
の
で
あ
る
（
八
｜
一
O
瓦
〉
。

ーノ、

古
典
的
合
理
主
義
の
再
生
の
た
め
の
通
路

本
件
の
通
炎
低
音
と
も
い
う
べ
き
も
の
は
、
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
に
寄
り
添

っ
た

「
近代
（合
理
〉
性
批
判
と
古
典
的
合
恕
主
義
（古
典
的
自
然
術
）
の

再
生
と
い
う

「
思
考
の
革
命
」
（新
神
の
転
川
）
の
必
必
性
の
鉱
え
」
で
あ

っ
た
。
で
は
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
の

古
う

「古
典
的
合
理
主
滋
」
と
は
ど
の
よ

う
な
も
の
で
あ
る
う
か
。
し
か
し
評
者
の
理
解
力
の
な
さ
放
か

、
本
併
に

は
「
古
典
的
合
理
主
義
」
に
つ
い
て
の
明
確
な
定
緩
や
論
切
は
示
さ
れ
て

い
な
い
よ

う
に
思
え
た
。
た
だ
、
こ

の
古
典
的
合
理
主
義
に
至
る
「
通
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路
」
（k
H法
〉
は
明
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
「
対
活
」

、

「
注
意
深
い
読

解
2
5
E

一
店
主
百
四
」
の
妓
法
の
修
得

、

「
公
共的
諮
述
」
と
は
区
別
さ

れ
る
「
秘
教
的
都
述
2
2
R
R
5
4
・

F
宮
崎
」
技
法
の
発
比
の三
つ
で
あ
ろ

’
勺ノ
。

Z平4占

こ
の
う
ち
ま
．
す
「
対
話
」
と
いう
通
銘
（方
法
〉
に
つ
い
て
比
て
み
る
。

著
者
に
よ
る
と
、
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
政
治
哲
学
は
、
「
近
代
合
型
主
義
批
判

と
古
典
的
合
理
主
畿
の
再
生
を
と
お
し
て
近
代
以
降
の
知
的
枠
組
み
を
縦

一万
す
る
試
み
」
を、

「
三
つ
の
抗
争
」
と
呼
ば
れ
る
三
組
の
弁
証
法
的
統

念
の
「
対
話
」
に
よ
る
古
説
と
し
て
提
示
し
た
。
そ
の
コ
ニ
つ
の
抗
争
」

と
は
、
「
古
代
と
近
代
」
、
「
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
と
ア
テ
ナ
イ
」（称
示
と
理

性
）、
「
詩
と
折
門
学
」ハ製
作
と
自
然
）
で
あ
る
。
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
の
『
僧

主
政
治
に
つ
い
て
』
、
『迫
刊
と
務
述
の
技
法

」、

『n
然
掛
川
と

．

除
山
人
』
と
い

う
三
部
作
で
の
議
論
は
い
ず
れ
も
、
こ

の
コ
ニ
つ
の
抗
争
」
の
そ
れ
ぞ
れ

が
組
み
合
わ
さ
れ
て
反
問
さ
れ
る
「
対
お
」
の
よ
う
な
形
に
議
論
が
組
み

立
て
ら
れ
て
い
る

（
一
二
瓦
）。
そ
し
て
本
店
で
著
者
が
行
う
考
察
も
、

「
「古
代
と
近
代
」
と
い
う
相
互
に
対
立
し
合
う
二
以
理
、

つ
ま
り
近
代
合

理
主
義
の
合
理
性
と
＋H
典
的
合
理
主
義
の
合
理
性
を
対
質
さ
せ
る
仕
方

で
」
進
め
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、「
「古
代
と
近
代
L

の
論
φ
的

対
話
の
な
か
か
ら
、

＋H
山
内
古
代
の
対
話
論
争
に
よ
っ
て
浮
か
び
上
が
っ
て

き
た
そ
の
合
理
的
部
分
、

つ
ま
り
哲
学
的
思
考
の
核
心
的
部
分
を
再
生
さ

せ
る
こ
と
を
と
お
し
て
行
わ
れ
る
、
ポ
ス
ト
近
代
を
滋
く
合
理
性
概
念
一内

生
一
の
た
め
の
議
論
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
二
ニ瓦
）
。こ
う
し
て
論
争

的

「
対
叩
と
を通
じ
て
古
典
的
合
政
セ
批
判
へ
と
到
述
す
る
こ
と
が司
能
と

さ
れ
る
。

次
に
、

「
注
意
深
い
読
解
」
の
技
法
の
修
得
と
「
秘
教的
著
述
」
技
法

の
発
日
比
と
い
う
辿
路
（K
N法
〉
に
つ
い
て
凡
て
み
て

み
よ
う
（
引
川
文
小

の
傍
点
は
持
者
に
よ
る
）。

「
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
が
、
近
代
的
自
然
続
と
は
区
別
さ
れ
る
本
来
的

な
内

然
僚
の
概
念
的
枠
組
み
を
わ
れ
わ
れ
に
提
示
す
る
こ
と
が
で
き

た
の
は
、

「
注
意
深
い
読
解
」
を
と
お
し
た
古
典
的
著
作
の
独
特
の

解
釈
に
よ
っ
て
え
ら
れ
た
古
典
的
介
見
性
の
地
平
に
到
述
し
た
か
ら

で
あ
っ
た
が
、

彼
を
し
て
、
そ
の
よ
う
な
古
典
の
読
解
へ
と
向
か
わ

せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
彼
が
ユ
グ
ヤ
と
イ
ス
ラ
l

ム
の
過
去
の

思
想
家
た
ち
の
作
品
を
読
む
な
か
か
ら
、
迫
包
の
な
か
で
利
く
こ
と

を
余
儀
な
く
さ
れ
た
著
作
家
た
ち
が
「
秘
教
的
著
述
妓
法
」
を
も
っ

て
乃
物
を
竹
内
い
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
摘
み
出
し
てき
た
か
ら
で

あ
っ
た
。

こ
の
視
点
こ
そ
、
近
代
科
学
が
格
忽
し
過
ぎ
た
も
の
を
回

復
さ
せ
、
A
H
H
政
主
義
を
そ
の
本
来
の
形
へ
と
川
州
さ
せ
る
た
め
の
道

筋
を
照
ら
し
出
す
も
の
で
あ
っ
た
。
」（
一
一
一
一
O
、
ぇ
・
一
四
二
瓦
）

こ
の
よ
う
に
、
「
注
意
深
い
読
解
」
の
伎
法
の
修
仰
と
「
泌
教
的
H泌
述
」

銭
法
の
発
H
M
と
い
う
通
路

（刀
法
）
か
ら
も
古
典
的
合
理
主
義
へ
と
到
達

す
る
こ
と
が
可
能
と
さ
れ
る
。
だ
が
、
こ
れ
ら
三
つ
を
総
介
し
た
よ
う
な

宵
典
的
合
理
主
義
へ
の
通
協
〈刀
法
〉
を
H弱
者
は
示
し
て
も
い
る
。

「
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
は
、
古
典
的
著
作
、

特
に
プ
ラ
ト
ン
の
対
話
府
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や
ア
リ
ス
ト
ア
ア
ネ
ス
の
喜
酬
を
解
釈
す
る
際
に
も

、

本
告
で
試
み

ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
対
話
の
場
而
設
定
、
登
場
人
物

、

筋
市
む
き
に

注
意
を
向
け
て
い
る
。
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
は、

「
劇的
読
解
」
と
も
呼

ば
れ
る
こ
の
よ
う
な
読
解
を
実
践
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

あ
た
か
も

彼
が
読
ん
で
い
る
著
作
の
会
話
に
立
ち
会
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
自

ら
も
そ
の
会
話
に
参
加
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
読
解
に

よ
っ
て
、

シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
の
「
秘
教
主
義
」
は、
需
の
本
来
の
・
立
味

い
っ
そ
う
高
次
の
意
味
を
持
つ
に
至
る
」
（
一
五
凹

を
越
え
て

、

頁
〉
。

石配~~I.玄 f倫llll学としての政治宇r~f:

著
者
に
よ
る
と

、

こ
の
よ
う
な
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
独
特
の
古
典
読
解
は
、

へ
l

ゲ
ル
的
近
代
的
弁
証
法
の
対
案
と
し
て
出
さ
れ
て
い
る
が

、

へ
l

ゲ

ル
的
近
代
的
弁
証
法
と
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
的
古
典
的
弁
証
法
の
違
い
は、

啓

曲
家
の
近
代
的
合
理
性
と
古
典
的
合
理
性
の
違
い
に
対
応
し
て
い
る
。
「
過

去
の
思
想
を
現
代
の
思
想
に
よ
っ
て
解
釈
し
よ
う
と
す
る
近
代
の
歴
史
弁

証
法
」
に
対
し
て
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
が
対
位
し
た
の
は
、
「
過
去
の
著
作
家

た
ち
を
ち
ょ
う
ど
そ
の
人
が
自
分
自
身
を
理
解
し
て
い
た
よ
う
に
理
解
す

る
」
と
い
う
、

古
典
的
弁
証
法
の
立
制
切
で
あ
り
「
哲
学
は
永
遠
真
理
を
捉

え
る
と
は
言
わ
な
い
ま
で
も
そ
う
い
っ
た
真
理
を
探
究
す
る
営
み
で
あ

る
」
と
い
う
主
張
で
あ
っ
た
（
一
五
五
｜
一
五
六
頁
〉
。

以
上
の
よ
う
な
道
を
通
っ
て

、

わ
れ
わ
れ
は
古
典
的
合
理
主
畿
に
到
達

で
き
る
の
で
あ
る
が

、

で
は
こ
の
古
典
的
合
理
主
義
と
は
具
体
的
に
は
ど

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
。
お
そ
ら
く
そ
の

一
例
が
、

前
訟
で
み
た

123 

「
山
内
観
混
合
的
な
知
識
」
で
あ
ろ
う
（
三
七
一
頁
・

注
合
二

〉）
。
さ
ら
に
、

シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
の
近
代
合
政
性
批
判
が
前
提
と
す
る
「
常
識
に
基
づ
い
て

把
田
位
さ
れ
る
「
自
然
的
世
界
」
の
合
理
性
の
理
解
」
に
つ
い
て
、
著
者
は

、

「
そ
の
よ
う
な
世界
の
自
然
的
理
解
が
可
能
に
な
る
の
は

、

科
学
的
な
自

然
理
解
と
は
呉
な
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら、

し
か
し
そ
れ
で
い
て
前
科
学

的
な
自
然
現
解
と
も
一
線
を
画
す
る
自
然
理
解
に
よ
っ
て
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
が
、

そ
の
上
で
「
そ
れ
が
合
理
的
で
あ
る
と
い
う
用
件
を
満
た

し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
つ
つ
、
そ
の
よ
う
な
自
然
理
解
を
可

能
に
す
る
合
理
性
概
念
は
「
か
つ
て
古
典
的
哲
学
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た

も
の
を
措
い
て
ほ
か
に
は
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
ハ
八
七
｜
八
八
五
%
そ

し
て

、

科
学
的
合
政
主
義
と
し
て
の
近
代
合
型
主
義
に
対
し
て
、
こ
の
古

典
的
合
理
主
義
の
こ
と
を
著
者
自
身
は
「
哲
学
的
合
型
主
義
」
と
も
呼
ぶ

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る

〈二
七
三
叉
〉
。

(7
) 

以
上
、
本
稿
は
こ
こ
ま
で
主
に
序
章
と
第
一
部
を
中
心
に
論
じ
て
き
た
。

，七

「
ポ
ス
ト

モ
ダ
ン
の
荒
涼
た
る
世
界
」

の
中
で

本
仰
れ
は
第三
部
「
現
代
の
政
治
哲
学
的
諸
問
題
」
で

、

「
第
三
期
政
治

哲
学
」
が
直
而
し
て
い
る
課
題
で
あ
る
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
た
現
代
世
界

に
お
け
る
環
境
世
界
の
崩
段
、
共
同
体
の
崩
壊
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
と
暴
力
と

い
う
問
題
に
つ
い
て
の
考
察
が
行
わ
れ
て
い
る
。

ま
ず
第
一
0
・
撃
で、

現
代
の
環
境
問
題
に
向
か
う
と
き
の
著
者
の
立
場

は
「
第
三
期
政
治
哲
学
」
を
基
礎
付
け
る
も
の
と
し
て
の
「
ポ
ス
ト
モ
ダ
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ン
的
自
然
権
理
論
」
〈本
来
的
自
然
椴
・

自
然
的
正
の
理
論
）
〈
二
六
四
五
〉

と
そ
の
自
然
権

（自
然
的
正
）
理
論
が
提
示
す
る
「
新
た
な
コ
ス
モ
ス
的

宇
宙
観
」
で
あ
る
。
「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン的
自
然
権
理
論
」
と
は
、

シ
ュ
ト

ラ
ウ
ス
の
言
う
古
典
的
自
然
様

〈自
然
的
正
）
を
受
け
継
ぎ
つ
つ

、

（
近
代

の
危
機
の
絞
底
に
あ
る
「
目
的
概
念
の
否
定
」
を
乗
り
越
え
た
〉
目
的
論
的
｛
予

備
観
を
有
し

古
典
的
合
理
主
義
の
諸
原
理
を
継
承
し
た
、
「誕
百
き
生
」
を

保
証
す
る
自
然
的
正
の
迎
論

ハ自
然
権
理
論
〉
で
あ
る
（
ニ
七
ニ
｜
二
七
三

瓦
）。
そ
し
て
「
新
た
な
コ
ス
モ
ス
的
｛
予
備
飢
」
と
は
、
「
災
種
混
合
的
な

知
識
」
に
支
え
ら
れ
て
い
る

ハ口
的
論
的
人
間
観
を
合
ん
だ
〉
目
的
論
的
宇

宙
鋭
で
あ
り
、

「
同
質性
の
知
識
」
に
立
脚
す
る
近
代
科
学
の
機
械
論
的

宇
宙
鋭

（自
然
観
〉
と
対
照
を
な
す

（八
、

二
九
三
日
〉。

著
者
に
よ
る
と
、
目
的
論
的
字
街
観
の
中
で
の
「
人
間
的
自
然
の
位
階

秩
序
」
こ
そ
が
、
人
間
の
自
然
的
正
を
決
し
、
義
と
快
の
区
別
、
「
議
き

生
」
の
基
準
に
な
る
（八
、
二
六
九
｜

二
七
一
、
三
六
六
｜
一
二
六七
頁
〉
。こ

れ
に
対
し
て
、
目
的
傾
念
を
喪
失
し
た
「
近
代
科
学
の
機
械
論
的
宇
宙
観

（自
然
観
ど
は
、
「
解
放
が
無
秩
序
を
生
み
、
自
由
が
放
浴
に
転
じ
、
平

等
が
画
一
主
義
を
助
長
し
、

平
和
が
気
概
な
さ
と
精
神
の
弛
緩
を
生
み
、

山
泣
か
さ
が
無
気
力
と
浪
控
を
生
み
」
出
す
こ
と
に
も
つ
な
が
り
、
「
善
き

生
」
や
「
幸
稿
」
と
は
何
か
を
示
せ
な
い
。
よ
っ
て、

「
環境
問
題
と
い

う
形
で
問
題
が
銭
わ
に
な
っ
て
い
る
近
代
性
の
危
機
」
の
解
決
の
た
め
に

は
、
古
典
的
自
然
権
の
迎
論
と
古
典
的
自
然
的
正
の
理
論
の
字
街
飢（そ

の
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
バ
ー
ジ
ョ
ン
と
し
て
の

「ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
自
然
縦
論
」
と

「新
た
な
コ
ス
モ
ス
的
宇
宙
観
」
〉が
必
要
な
の
で
あ
る

（
二九
二
l

二
九
三

部昨H3
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T
A）
。以
上
の
よ
う
な
前
提
の
も
と
に
著
者
は
、
い
わ
ゆ
る

「
環
境倫
理

学
の
基
本
三
主
張
」
（加
藤
尚
武
氏
）
の
各
4

に
つ
い
て
、

①
自
然
の
生

存
椛
は
「
ポ
ス
ト
モ
〆
ン
的
自
然
椛
理
論
」
に
よ
っ
て
乗
り
越
えら
れ
る

べ
き
で
、

②
世
代
間
倫
理
と
③
地
球
全
体
主
義
は、

共
に
「
ポ
ス
ト

モ

ダ
ン
的
自

然
権
理
論
」
を
必
要と
し

て
い
る
と
主
張
し
て
い
る
。

次
に
第

一
一
意
で
著
者
は
、
近
代
性
の
危
機
を
示
す
指
標
と
し
て
の

「
共
同
体
の
崩
駿
」
を
取
り
上
げ
る
。
社
会
哲
学
側
か
ら
の
共
同
体
論
の

松
終
答
案
で
あ
る
コ
ジ
ェ
l

ヴ
の
「
普
通
同
質
的
国
家
」
（世
界
国
家
で
あ

る
と
同
時
に
無
階
級
社
会
で
あ
る
よ
う
な
人
類
の
共
向
性
）
は
、
そ
れ
が
よ

っ
て
立
つ
合
理
性
が、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
目
的
論
的
自
然
観
の
否
定
に

よ
っ
て
得
ら
れ
た
、
自
然
科
学
か
ら
の

（
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
以
来
の

）
「
借

り
物
の
合
裂
性
」
に
過
ぎ
ず
、

こ
の
近
代
合
理
性
自
身
が
社
会
問
題
や
共

同
体
磁
附
棋
を
焔
結
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
「
来
る
べ
き
時
代
の
共
同
体
論
」

と
し
て
は
却
下
さ
れ
る
。
そ
れ
に
こ
の

「
普
遍
同
質
的
悶家
」
は
そ
の
本

質
上
、

「
普
遍
的
で
恒
久
的
な
併主
政
治
」
と
な
っ
て
し
ま
う
と
さ
れ
る
。

箸
者
に
よ
る
と
、
目
的
因
を
否
定
す
る
近
代
的
合
理
性
と
機
械
論
的
字
飢

観
に
基
づ
い
て
い
る
近
代
の
社
会
哲
学
と
い
う
も
の
は
、
「
哲
学
的
な
共

向
性
」
の
理
解
を
伴
わ
ず
、
人
間
の
理
想
的
な
生
を
指
し
示
す
こ
と
が
で

き
な
い

（
刊
、
三
O
ニ
｜
三
O
七
、

三
二
人
、

一
ニ四
二
頁
）
。

こ
れ
に
対
し
て
政
治
哲
学
は
、
古
典
的
自
然
権
理論
と
そ
れ
を
支
え
る

目

的
論
的
宇
宙
鋭
お
よ
び
古
典
的
合
理
性
に
基
づ
い
て
お
り
、
本
来
共
向

性
の
理
論
に
不
可
欠
な
「
人
間
と
は
何
か
」
に
つ
い
て
の
問
い
を
根
底
に

据
え
た
思
考
パ
ラ
〆
イ
ム
で
あ
る
。
そ
こ
で

、

「
人
が
と
も
に
普
く
生
き



ひとつのレオ ・ シュ トラウ兄政治iJf学設j

る
た
め
の
理
論
」
と
し
て
の
共
同
体
論
を
求
め
る
の
で
あ
れ
ば
政
治
哲
学

に
向
か
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
著
者
は
、

シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
政
治
哲
学
に
基
づ

い
て
、

「
近
代
の
共
同
体
崩
媛
後
の
廃
峻
の
上
に
打
ち
立
て
ら
れ
る
来
る

べ
き
時
代
の
共
同
体
」
の
た
め
の
提
案
を
八
項
目
に
分
け
て
行
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
は
「
善
き
生
」
（人
間
的
信
越
性
の
生

〉、

社
会
性
、

公
共
的
徳

、

幾
何
学

（比
例
）
的
平
等
、

下
位
欲
求
の
抑
制
な
ど
が
求
め
ら
れ
て
い
る

が
、

（た
と
え
言
論
に
よ
っ
て
築
き
上
げ
ら
れ
る
も
の
と
さ
れ
る
に
せ
よ）
「
松

警
の
体
制
」
と
は
「
優
秀
者
が
支
配
す
る
体
制
」
で
あ
る
と
い
う
シ
ン
プ

(sv 

ル
な
表
現
に
は
少
し
違
和
感
を
覚
え
た
。
ま
た、

人
間
が
完
成
態
に
達
し

う
る
社
会
は
成
員
相
互
の
信
綴
凶
係
が
維
持
さ
れ
る
よ
う
な
「
閉
じ
た
社

会
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
ない
と
い
う

（シ
ュ
ト

ラ
ウ
ス
に
基
づ
く
〉
主
張
は

大
変
示
唆
的
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
、
「
人
間
の
直
接
知
の
能
力
に
応
じ
た
」

共
同
体
、
「
間
接
的
な
情
報
」
あ
る
い
は
「
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
よ
う
な
媒

体
に
よ
ら
ず
に
自
分
自
身
の
所
見
に
基
づ
い
て
自
ら
の
方
向
性
を
見
定
め

う
る
よ
う
な
」
共
同
体
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

言
わ
れ
る
と
き
、
そ
の

現
実
的
実
現
可
能
性
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
そ
も
そ
も
人
聞
に
と
っ
て
あ

ら
ゆ
る
「
媒
介
」
を
凶
削
除
し
た
「
直
接
知
」
が
可
能
な
の
か
と
い
う
疑
問

を
持
っ
た

（本
稿
注
3

参
照
〉
。そ
し
て
こ
の
「
閉
じ
た
共
同
体
」
が
そ

こ
へ
向
か
っ
て
歩
を
進
め
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
「
コ
ス
モ
ス
と
し
て
の

世
界
国
家
」
に
つ
い
て
も
よ
り
詳
し
い
説
明
を
聞
き
た
く
な
っ
た

（
一
一
一
C

八
l

＝
二
五
頁
）
。

最
終
の
第
二
一
意
に
お
い
て
、

今
日
の
「
戦
争
が
平
和
で
あ
り

」、

「
平

和
が
戦
争
で
あ
る
」
よ
う
な
「
戦
争
H

平
和
」
の
共
犯
関
係
が
成
り
立
つ
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て
い
る
情
況
を
、

務
者
は
「
ポ
ス
ト

モ
ダ
ン
的
「
自
然
状
態
」
の
到
来
」

と
名
づ
け
て
い
る
。
そ
し
て
務
者
は
、
「
現
代
の
戦
争
と
暴
力
の
根
・
紙
に

あ
る
借
主
政
治
に
は
近
代
科
学
と
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
関
与」
し
て
お
り
、

哲
学
は
ま
ず
こ
の
〈
僻
主
政
治
的
な
も
の
〉
の
解
明
に
向
か
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と

言
う
。
そ
こ
で
山
さ
れ
る
州民
家
が
、
俄
旧
主
政
治
に
転
滋
す
る

可
能
性
を
秘
め
て
い
る
民
主
制
を
「
哲
人
統
治
」
に
よっ
て
補
強
す
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の

「米
る
べ
き
時
代
の
哲
人
統
治」
と

は
、
「民
主
制
の
な
か
に

〔政
治
〕
科
学
の
居
場
所
を
確
保
」
し
、

テ
ク
ノ

ロ
ジ
g

ソ
1

7

ロ
シ
且
争
1

科
学
技
術
に
制
限
を
加
え
る
「
節
度
」
と
野
蛮
か
ら
の
揺
さ
ぶ
り
に
超
然

テ
ュ
ー
を
ス

た
る
態
度
で
立
ち
向
か
う

「
気
続
」
と
い
う
「
今
H

ほ
と
ん
ど
H
Aか
け

ら
れ
な
く
な
っ
た
」
ニ
つ
の
「
徳
」
を
わ
れ
わ
れ
に
想
起
さ
せ
る
と
い
う

使
命
を
持
っ
た
も
の
で
あ
る
の
だ

（
一
一
一
一
一
二
一
一

l

三
三
凶
瓦
）。

・
王（l

）
著
名
に
よ
る
と

、

こ
の
波
は

（
ニl
チ
ェ
の
予
言

と
と
も
に
始
ま

り
）
「
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
ハ
イ
デ
ガ
！
、

シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
と
コ
ジ

z
l

ヴ

に
よ
っ
て
切
り
開
か
れ
た
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
的
思
怨
の
展
開
と
重
な
り
合

う

（四
頁
）
」
。

（2
〉
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
に
よ
る
と

、

近
代
啓
議
以
後
の
思
想
は
、

「近
代
性

の
三
つ
の
放
」
と
彼
が
呼
ぶ

、

科
学
（
史
託
主
義
）、

歴
史
（
歴
史

「
相
対
」
主
磁
〉
、

実
存
主
義
（
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
〉
の
三
つ
の
段
階
を
辿
っ

て
ニ

ヒ
リ
ズ
ム
へ
と
翻
務
し
て
い
き

、
こ

の
m
三
の
波
に
お
い
て
西
洋

近
代
の
危
俄
は
頂
点
に
述
す
る
〈
間
八

、

二
二
八
、

一
七
九
｜
一
八
O

頁
）
。
こ
の

三
つ
の
放
の
う
ち
災
既
主
義
に
対
す
る
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
の
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批
判
は
、

例
え
ば
本
純
然
凶
需
で
n
Mる
よ
う
に
ウ
ェ
l

パ
l

の
社
会
科

学
方
法
論
に
対
す
る
批
判
と
し
て
な
さ
れ
る
。一
方
阪
巾
人
主
義
と
尖
存

主
綴
へ
の
批
判
は
、
例
え
ば
ハ
イ
デ
ガl
の
央
官
什
主
義
に
対
す
る
批
判

と
し
て
な
さ
れ
て
い
る
。
説
者
に
よ
る
と
、

シ
ュ
ト

ラ
ウ
ス
は
ハ
イ
デ

ガ
l

忠
怨
の
中
に
「
近
代
性
の
第
三
の
波
」
と
し
て
の
「
ラ
デ
ィ
カ
ル

な
脱
出
入
主
義
」
す
な
わ
ち
「
突
存
主
義
」
を
見
た
。
そ
し
て
す
べ
て
の

雌
白
人
主
義
と
そ
の
一
形
態
とし
て
の
災
存
主
後
に
は
、
「
雌
史
と
人間

の
日

然
に
対
す
る
優
位
」
の
主
仮
と
い
う
店
本
的
な
一
致
点
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
「
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
阪
山
人
主
後
」
と
し
て
の
耐
火
存
の
思
想
か

ら
す
れ
ば、

「
す
べ
て
は
雌
山
人
的
で
あ
っ
て
「
永
述
な
る
も
の
」
な
ど

存
花
し
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
殿
山
人主
義
は
、

普
き
社
会
に
つ
い

て
問
う
こ
と
そ
れ
自
体
を
放
棄
す
る
。
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
は

、

永
遠
的
な

も
の
へ
の
閃
い
を
否
定
す
る
こ
の
よ
う
な

（
隆
史
主
義
と
災
存
主
義

の
〉
思
想
の
な
か
に
、
「
近
代
性
の
危
俊
」
の川依
源
を
見
る
の
で
あ
る
」

（五
二
頁
〉
。

（3
）

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
た
「
自
然
」
や
「
常
識
」
は
「
人

為
的
関
成
物
」
で
は
な
い
と
い
う
政
災
な
保
斑
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

つ
ま
り
わ
れ
わ
れ
は
「
第

三
の
削
仰
」
が
存
犯
し
な
い
と
断
♂
で
き
る

で
あ
ろ
う
か

（注
6
e
照
〉
。

（4
〉

若
者
に
よ
る
と
、
プ
ラ
ト
ン
の
平
等
に
つ
い
て
の
議
論
に
お
い
て
、

平
等
に
は

、

す
べ
て
の
人
に
均
等
に
与
え
る
平
等
と
し
て
の
「
算
術
的

平
等
」
と
、
す
べ
て
の
人
に
そ
の
人
に
と
っ
て
本
性
的
に
符
い
も
の
を

与
え
る
「
比
例
的
〈幾
何
乍
的
〉
平
等
」
の
－
－
つ
が
あ
り
、
「
後
者
の

平
等
に
代
理
性
を
与
え
る
も
の
は
、
「
そ
れ
ぞ
れ
の
塊
に
と
っ
て
何
が

有
能
か
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
知
で
あ
る
が

、

そ
れ
は
穴
阜
市
に
し

洞t岱

て
初
め
て
述
し
う
る
知
識
」
で
あ
り
、
こ
の
知
総
こ
そ
が
「
山
内
邸
似
合

的
な
知
設
」
で
あ
る
ハ
ニ九
州
五
）
。

（5
〉
し
か
し
、

こ
の
「
災
郡
山
出
合
的
な
知
設
」
が
日
的
論
的
・

叫m
M的
字

街
観
（
と
そ
れ
に
基
づ
く
人
間
観
）
を
前
提
と
し
、

「
形
相1
質
料
モ

デ
ル
」
を
保
存
し
て
い
る
以
上
、
そ
れ
は
「
同
一
性
」
の
呪
縛
か
ら
逃

れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。
例
え
ば、
ド
ク
ル
ー
ズ

”
ガ

タ
リ
の
『
ミ
ル
プ
ラ
ト
l

』
に
お
け
る
「
遊
牧
的
科
学
」
と
「
王
道
料

学
」
（
市川
凶
的
科
学
）
の
対
比
に
お
い
て
は
、

こ
の
「
災
級
制
出
合的
な

知
銭
」
は
、

若
新

〈と
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
〉
が
そ
の
対
極
に
あ
る
と
主
張

す
る
「
同
質
性
の
知
激
」
共A

「
王
道
科
学
」
に同
収
さ
れ
て
し
ま
う

で
あ
ろ
う
。
ド
ク
ル

ー

ズ
”
ガ
タ
リ
の
観
点
か
ら
す
れ
．
は、

「
災
齢
制
混

合
的
な
知
識
」
の
本
質
と
さ
れ
る
「
常
滋
的
な
知
（市
民
の
U

）
」も
、

支
配
者
l

被
支
配
者
（
さ
ら
に
知
的
労
働
者
』
肉
体
労
働
者
〉
に
分
割

さ
れ
た
社
会
に
由
来
す
る
「
形
相
1

質
料
モ
デ
ル
」
と
結
び
つ
い
て
い

る
限
り
に
お
い
て
、

決
し
て
生
活
と
馴
染
み
削
除
い
も
の
で
は
な
く
な
る
。

究
極
的
に
は
こ
の
よ
う
な
同
和
〈川
崎
”
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
と
ド
ク
ル
ー

ズ
u

ガ
タ
リ

〉
の
相
進
を
辿
れ
ば
、

〈欲
q
uあ
る
い
は
そ
の
）
「
抑
制
」

に
対
す
る
態
度
の

相
述
に
行
き
将
く
は
ず
で
あ
る

（円
『・
ニ
六
九
i

ニ

七
二
、
二
七
五
、

一
一
一
一
一
瓦
）
。

〈6
）

シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
の
言
う
「
第
二
の
削
節
」
は
、

プ
ラ
ト
ン
の
『
問

家
』
の
「
洞
結
の
比
喰
」
を
も
と
に
、
こ
の
洞
抑
制
の
外
の
世
芥（
哲
学

や
科
学
）
が
「
勿
ニ
の
銅
烈
」
で
あ
る
と
主
阿
波
す
る
も
の
で
あ
る
（
六

｜
七

、

三
三
七
京
）
。

（7
）

本
摘
は
こ
こ
ま
で
、

第
一
部
の
内
務
を
ま
と
め
た
に
過
ぎ
な
い
。
し

か
し
そ
の
m

一
部
の
小
で
さ
え
、

ネ
オ
コ
ソ
と
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
の
思
怨
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的
つ
な
が
り
に
関
し
て
の
、

通
俗
的
論
争
と
は
一
線
を
回
す
、
誠
に
シ

ュ
ト
ラ
ウ
ス
研
究
者
ら
し
い
著
者
の
含
惑
に
富
む
見
解
を
紹
介
す
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た

〈
ア
メ
リ
カ
の
対
イ
ラ
ク
戦
争

（二
0
0
2
一
年

l

）

に
ネ
オ
コ
ン
を
通
し
て
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
が
及
．
ほ
し
た
影
轡
に
つ
い

て
は
、
石
崎
氏
は
懐
疑
的
な
立
場
を
表
明
さ
れ
て
い
る
。一
方

、

こ
の

影
轡
関
係
の
可
能
性
を
支
持
す
る
立
場
の
例
と
し
て
は
、

橋
本
勉
「
レ

オ
・

シ
a

ト
ラ
ウ
ス
の
「
公
儀
」
と
「
秘
儀
」
｜
｜
イ
ラF
戦
争
を
正

当
化
す
る
政
治
思
惣
の
桜
甑
」
（『刀
〉
→
5
』
第
二
句
、
講
談
社
、
二

O
O
六
年
）
）
。
ま
た、

近
年
の
多
く
の
解
釈
と
は
災
な
る
シ
ュ
ト
ラ
ウ

ス
独
特
の
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
ス
ピ
ノ
ザ
解
釈
や
ポ
ッ
プ
ズ
の
な
か
に
近
代

合
理
主
義
と
は
区
別
さ
れ
る
独
特
の
合
迎
主
義
を
日
比
印
刷
け
よ
う
と
す
る

ホ
ッ
プ
ズ
論
な
ど
、
税
務
の
長
年
の
シ
ュ
ト
ラ
ウ

λ
研
究
に
よ
っ
て
浮

か
び
上
が
っ
て
く
る
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
独
特
の
「
析
学
（

山
人
）研
究
」
に

つ
い
て
も
残
念
な
が
ら
触
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、

著

車
引
は
本丸
第
二
部
に
お
い
て
、
「
切
断
判
明
」
や
「峻
」
を
再
吟
味
す

る
中
で
、
折
見
守
山
人
の
読
み
抗
し
と
、
凶
作
近
代
の
ム

n
恕
主
義
に
代
わ
り

う
る
合
理
主
義
を
鎖
市
派
し
て
い
る
が
、

こ
の
極
め
て
独
創
的
な
析
門
学
的

挑
戦
に
つ
い
て
も
割
愛
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
は
務
者
の
へ

l

ゲ
ル
研
究
者
と
し
て
の
本
倣
が
発
榔
さ
れ
て
い
る
第
九
設
（
へl
ゲ

ル
市
民
社
会
論
に
お
け
る
「
災
直
さ
」
の
役
刈
な
ど
が
指
摘
さ
れ
る
〉

や
他
の
箇
所
に
つ
い
て
も
触
れ
る
こ
と
が
で
き
ず

、

官
酬
に
遺
憾
で
あ
る
。

（8
）
こ
こ
で
は
も
ち
ろ
ん
「
優
秀
者
」
と
は
何
か
が
吟
味
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
で
あ
ろ
う

（本
計
二
ニ
瓦
）。
確
か
に
務
者
自
身
の

「幾
何
学
的

平
等
」
の
提
案
で
は
、

能
力
や
功
例
飢
と
い
っ
た
も
の
へ
の
称
貨
は
「
性

別
や
美
悦
」
と
は
無
関
係
だ
か
ら
、

そ
れ
に
よ
る
差
別
は
む
し
ろ
自
然

に
反
す
る
と
し
て
い
る
が
〈
＝
二
二瓦
）、
シ

ュ
ト
ラ
ウ
ス
政
治
哲
学

は
も
と
も
と

、

男
性
中
心
主
義
的
で
エ
リ
ー
ト
主
義
的
な
要
紫
が
色
濃

い
よ
う
に
思
え
る
（
例
え
ば
『
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
古
代
と
近
代

』
の
一

般
教
授
教
育
論
を
多
照
）
。
ま
た
本
料
が
H

指
す
政
治
析
学
に
と
っ
て

級
幹
に
あ
る
「
対
活
」
の
相
手H
他
都
は
、

本
州
刊
が行
う
「
常
議
」
の

世
界
で
の
他
者
な
の
か
ど
う
か
疑
問
に
思
っ
た
。
私
に
は、

こ
の

「
対

話
」
は
決
し
て
闘
か
れ
た
も
の
で
は
な
く
「
エ
リ
ー
ト
主
義
的
」
な
も

の
に
思
わ
れ
た
。
そ
し
て
「
近
代
性
の
危
機
」
に
対
す
る
大
事
な
処
方

笈
の
一
つ
で
あ
る
「
災
組
混
合
的
な
知
識
」
も
賢
新
の
み
が
列
述
で
き

る
と
さ
れ
て
い
た
の
だ
（

ご
九
凶
頁
）
。
本
紛
の
タ
イ
ト
ル
の
中
に
敢

え
て
「
一政
な
な
る
」
と
い
う
言
楽
を
用
い
た
の
は
、
「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン

の
荒
涼
た
る
世
界
」
を
前
に
し
て
断
問
・

毅
然
た
る
学
的
柚
制
度
で
「
思

考
の
革
命
」
を
促
え
る
強
引
税
の
兵
慾
な
姿
勢
こ
そ
現
代
で
は
質
成
で
あ

る
と
思
え
た
か
ら
で
あ
る
と
同
時
に
、

シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
政
治
哲
学
白
身

が
初
他
的
な
真
理
観
を
＋
付
し
て
い
る
と
い
う
「
誤
解
」
を
招
き
や
す
い

印
象
を
受
け
た
か
ら
で
あ
る

（n
『
・H
K
M
m一
「φ
う
神
々
」
じ
山
社

絞
川
、

－

九
九
八
年
、

二
八
三
μ
）。

〈か
わ
む
ら

こ
う

・

閃
聞
大
学
）


