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(波平）批判的社会理論と哲学的解釈学3１

は
じ
め
に

第
一
章
経
済
学
批
判
か
ら
道
具
的
理
性
の
批
判
へ

第
二
章
認
識
の
三
形
態
ｌ
批
判
的
社
会
理
論
の
地
位

第
三
章
Ｈ
・
ガ
ダ
マ
ー
の
哲
学
的
解
釈
学

第
四
章
解
釈
学
の
権
利
と
限
界

近
代
の
科
学
論
に
お
い
て
幾
度
と
な
く
再
然
し
て
き
た
い
わ
ゆ
る
「
実
践
哲
学
の
復
権
」
を
求
め
る
議
論
は
、
概
し
て
、
こ
れ
ま

で
隆
盛
を
誇
っ
て
き
た
諸
科
学
の
実
証
主
義
的
自
己
理
解
に
対
す
る
内
在
的
批
判
、
と
り
わ
け
社
会
諸
科
学
に
お
け
る
理
論
と
実
践

「
科
学
は
、
唯
一
の
種
類
の
純
正
な
知
識
で
あ
る
と
は
と
て
も
言
い
難
く
、
究
極
的
に
は
、
世
界
を
見
る
多
く
の
形
式
の
う
ち

のひとつにすぎないのであってそれらの形式のすべてが同じ尊厳を持っている」（レオ・シュトラゥ苑。

批
判
的
社
会
理
論
と
哲
学
的
解
釈
学

－
ハ
バ
ー
マ
ス
に
お
け
る
支
配
と
解
放
の
理
論
Ｈ
１

は
じ
め
に

波
平
恒
男



琉大法学第30号 （１９８２） 3２
の讃関係をめぐる批判的反省の中から超・てきたもので篭｛周知のように、マックス・ウ￥「バー以来の、経
験
的
－
分
析
的
手
続
き
を
規
範
化
す
る
実
証
主
義
的
－
科
学
主
義
的
な
理
解
に
よ
れ
ば
、
科
学
は
、
理
論
か
ら
引
き
出
す
こ
と
も
、

ま
た
理
論
に
よ
っ
て
正
当
化
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
諸
目
的
の
目
的
合
理
的
追
求
の
た
め
の
諸
手
段
の
解
明
の
み
に
関
わ
る
。
こ
の

よ
う
に
、
経
験
的
１
分
析
的
知
識
と
価
値
判
断
の
間
の
固
定
し
た
分
離
を
前
提
に
し
て
、
科
学
が
価
値
中
立
的
な
も
の
と
し
て
理
解

さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
科
学
と
生
活
実
践
と
の
間
の
唯
一
の
正
当
な
関
係
が
「
技
術
的
」
な
も
の
で
し
か
あ
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
は
、

改
め
て
篭
一
一
一
］
す
る
ま
で
も
越
ぃ
で
あ
ろ
う
．
「
科
学
ｌ
か
っ
て
そ
れ
は
震
の
た
め
に
留
保
さ
れ
て
い
た
ｌ
は
、
技
術
家
の
姿

（３）テヒノクラテイーデモクラテイー
勢
に
方
法
的
に
拘
束
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」
。
我
々
が
「
実
践
的
」
哲
学
の
復
権
に
つ
い
て
語
り
、
そ
の
際
し
ば
し
ば
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
的
な
「
技
術
」
と
「
実
践
」
の
区
別
を
引
き
合
い
に
出
す
の
は
、
こ
う
し
た
文
脈
に
お
い
て
で
あ
る
。
今
日
、
科
学
と
技
術

の
制
度
的
融
合
（
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
発
達
）
が
ま
す
ま
す
増
大
し
、
そ
し
て
し
ば
し
ば
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
、
技
術
支
配
と
民
主
主

義
の
間
に
消
去
し
難
い
相
克
が
存
在
す
る
と
す
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
実
践
哲
学
の
復
権
」
の
叫
び
は
、
そ
の
喫
緊
性
を
い
や
増
し
こ

そ
す
れ
、
決
し
て
科
学
主
義
の
確
固
と
し
た
勝
利
に
付
随
す
る
単
な
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
ー
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
の
「
風
車
と
の
戦
い
」

ｌ
な
ど
で
は
な
い
．
先
ず
は
こ
う
断
じ
て
も
恐
ら
く
大
過
な
い
で
あ
ろ
う
．

本
稿
は
、
解
釈
学
の
権
利
と
限
界
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
た
Ｊ
・
ハ
バ
ー
マ
ス
と
Ｈ
・
ガ
タ
マ
ー
と
の
間
の
対
質
（
い
わ
ゆ
る

「解釈学論茜一を主要な素材にしながらどのような「実践哲学の復権」のひとつの企図としてみ越すことの
出
来
る
ハ
バ
ー
マ
ス
の
社
会
理
論
の
特
質
に
一
照
射
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
実
証
主
義
論
争
」
に
始
ま
り
、
「
解
釈

学
論
争
」
や
「
シ
ス
テ
ム
理
論
論
争
」
を
経
て
最
近
の
一
一
一
一
口
語
理
論
上
の
諸
論
争
に
至
る
、
現
代
哲
学
の
主
要
な
諸
潮
流
と
の
批
判
的

対
決
に
ひ
と
つ
の
外
的
な
徴
表
を
見
い
出
し
う
る
彼
の
理
論
的
発
展
の
過
程
で
ハ
バ
ー
マ
ス
の
「
批
判
的
社
会
理
論
」
は
、
そ
の

ア
プ
ロ
ー
チ
と
強
調
点
に
お
け
る
幾
つ
か
の
変
化
を
経
験
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
我
々
は
、
彼
の
諸
著
作
の
う
ち
に
、
あ
ら
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ゆる不必要な支配からの解放という一貫した実践的－解放的な根本モチーフを読み取ることが出来るであを秘
ま
た
同
様
に
、
Ｈ
・
ガ
ダ
マ
ー
の
「
哲
学
的
解
釈
学
」
の
理
論
は
、
実
証
主
義
と
歴
史
主
義
に
対
す
る
体
系
的
批
判
を
内
包
し
た

「
実
践
哲
学
の
復
権
」
と
い
う
文
脈
に
お
い
て
、
今
日
依
然
と
し
て
注
目
す
べ
き
立
場
を
占
め
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
解
釈
学
的
ア

プ
ロ
ー
チ
の
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
ハ
バ
ー
マ
ス
に
よ
っ
て
受
容
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
拒
絶
さ
れ
る
の
か
を
考
察
す
る
こ
と
は
、

今
日
の
学
問
論
の
文
脈
に
お
け
る
ハ
バ
ー
マ
ス
の
企
図
の
特
質
を
探
る
上
に
お
い
て
極
め
て
有
益
で
あ
ろ
う
。

も
っ
と
も
、
こ
こ
で
あ
ら
か
じ
め
一
つ
の
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ハ
バ
ー
マ
ス
が
す
で
に
膨
大
な
著
作
を
残
し
て
い
る

と
は
い
え
、
彼
は
現
在
活
躍
中
の
生
産
的
な
学
者
で
あ
り
、
彼
の
理
論
体
系
は
い
ま
だ
生
成
発
展
の
途
上
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

雫本稿は、全体として「ハバーマスにおける支配と解放の理醤ど題する一一部作の第一部を構成する予定であ
る
が
、
本
稿
の
主
題
と
な
る
ハ
パ
ー
マ
ス
の
解
釈
学
と
の
対
質
も
、
彼
の
理
論
的
発
展
過
程
に
お
け
る
一
契
機
に
す
ぎ
な
い
。
主
題

の
こ
の
よ
う
な
限
定
性
の
ゆ
え
に
、
ハ
バ
ー
マ
ス
の
解
釈
学
批
判
に
対
す
る
最
終
的
な
評
価
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
は
こ
れ
を
保
留

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
・
解
釈
学
の
諸
限
界
を
乗
り
超
え
る
こ
と
を
そ
の
モ
チ
ー
フ
の
一
環
と
し
て
そ
の
後
発
展
さ
せ
ら
れ
て
い
る

彼
の
様
々
な
理
論
的
諸
成
果
に
つ
い
て
は
、
前
記
標
題
稿
の
第
二
部
と
し
て
稿
を
改
め
て
考
察
し
た
い
と
思
う
。

（
１
）
Ｆ
・
の
５
房
の
・
勺
す
ぎ
砂
・
口
ご
研
凹
国
碩
・
『
・
層
の
ｇ
の
ｇ
の
目
色
Ｐ
一
旨
・
巴
勺
三
一
・
⑪
：
ご
］
冒
酌
冒
回
頁
の
薗
冒
Ｐ
⑪
ロ
日
日
の
【

己
『
】
．
。
。
』
・
ハ
パ
Ｉ
マ
ス
は
、
「
科
学
主
義
」
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
言
う
。
「
十
九
世
紀
の
半
ば
以
来
認
識
理
論
の
相
続
人
と
し

て
登
場
し
て
き
た
科
学
理
論
は
、
諸
科
学
の
科
学
主
義
的
自
己
理
解
に
お
い
て
営
な
ま
れ
て
き
た
方
法
論
で
あ
る
。
八
科
学
主
義
の
園
瀞
マ

ニ
⑩
日
扇
Ｖ
と
は
、
科
学
の
自
己
自
身
に
対
す
る
信
仰
の
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、
科
学
を
可
能
的
認
識
の
一
形
態
と
し
て
理
解

す
る
こ
と
は
出
来
な
く
、
む
し
ろ
認
識
と
科
学
を
同
一
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
確
信
の
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
」
。
毎
局
目
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四四ケ①『目画⑫皀同門戸の百日且⑩ｐｐｑ冒芹①門①⑩の⑦（］①①⑭）》←，シ昌一・『日（の】ロの『ロロのｐｍｐｚ山。ご弱『◎目》句『四目丙冒耳］・『②》
の
．
］
函
・
奥
山
。
木
橋
・
渡
辺
訳
『
認
識
と
関
心
』
未
来
社
一
九
八
一
年
、
一
一
一
一
頁
。

（２）最近の動向については、言・宛一。』巴（四ｎｍｍひ）》幻の可四目］三の『巨。、ａの『ロ日穴武⑪８のご勺亘一○⑫。□言の．⑬切目：》

印
の
ぎ
目
頭
】
召
画
所
収
の
諸
論
文
、
さ
ら
に
有
福
孝
岳
「
実
践
哲
学
の
復
権
」
（
『
思
想
』
）
一
九
八
一
年
一
一
月
号
）
、
お
よ
び
『
思

想
」
一
九
八
一
年
六
月
号
（
「
実
践
哲
学
の
復
権
」
特
集
号
）
所
収
の
諸
論
文
を
参
照
せ
よ
。

（３）］ぱ【函の二四四ヶ⑩『日囚⑪》㈱巨司Ｆ◎囚戸口の『印○頃旨一三】⑩⑪①。：可凹津の貝冨日①『旨一】のご」句『四コ【旨『芹】召Ｐｍ・唾『②（』自日・）》
貝
・
○
・
幻
呂
已
高
ご
》
ｎ
ｏ
。
忌
日
ｐ
Ｃ
３
ｑ
の
・
ず
８
｝
⑩
。
角
宣
の
厨
の
。
】
の
ご
り
①
》
○
三
３
ｍ
Ｃ
己
蜀
・
ロ
・
凹
囲
．

（４）この論争における重要な諸論文は、【１。．」ざの］の一・四一・（国『の、．）》■日日の。①貝】丙二目［：Ｃ－Ｃｍ】の丙１丘丙・富】芹
国
の
芦
『
四
ｍ
の
。
ご
ｏ
□
し
Ｃ
の
］
、
、
。
『
曰
目
Ｐ
、
ｍ
５
ｐ
Ｒ
、
。
且
四
口
】
月
、
。
】
の
、
の
］
、
甲
】
ｇ
の
『
『
目
⑪
》
句
３
コ
【
旨
『
芹
ら
『
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（５）ｏ〔・ロエ両国》閂。拝『。ｑ巨ｏはＣｐ８Ｏ『冨○、一月可の。『瑁叩四．【【ずの」日の［８国ロワの『『。ｍ⑩。Ｆ◎印」Ｐ。、の一の］①ｍＰｐｍ四・
（
６
）
ハ
パ
ー
マ
ス
の
理
論
体
系
の
概
観
を
試
み
た
も
の
と
し
て
、
拙
稿
「
ハ
パ
ー
マ
ス
の
批
判
的
社
会
理
論
」
（
「
東
京
都
立
大
学
法
学
会

雑
誌
」
第
一
一
十
一
一
巻
第
一
号
、
一
九
八
一
年
）
を
参
照
。

（
７
）
本
論
考
は
、
全
体
と
し
て
、
も
と
も
と
前
掲
拙
稿
の
一
部
で
あ
っ
た
が
紙
数
の
都
合
に
よ
り
削
除
さ
れ
た
部
分
を
基
礎
に
し
て
成
っ
た

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
多
く
の
点
で
前
記
拙
稿
を
前
提
に
し
て
い
る
と
と
も
に
、
内
容
上
幾
つ
か
の
重
複
箇
所
が
あ
る
・
そ
の
点
、

御
寛
容
頂
く
と
と
も
に
、
併
続
し
て
本
稿
の
欠
を
補
っ
て
頂
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

な
お
、
本
稿
に
お
け
る
ハ
パ
ー
マ
ス
の
著
作
か
ら
の
引
用
に
際
し
て
は
、
文
脈
確
認
の
便
宜
上
、
邦
訳
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
当
該
頁

数
を
掲
げ
た
が
、
訳
文
に
つ
い
て
は
す
べ
て
筆
者
の
責
任
で
あ
る
。



3５ 批判的社会理論と哲学的解釈学（波平）

ハ
バ
ー
マ
ス
は
、
周
知
の
よ
う
に
西
欧
ネ
オ
・
マ
ル
ク
ス
主
義
の
一
流
派
で
あ
る
「
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
」
の
第
二
世
代
を

代
表
す
る
思
想
家
で
あ
る
。
こ
の
学
派
の
唱
え
る
「
批
判
的
理
論
」
な
る
も
の
は
、
も
と
も
と
一
九
一
一
○
－
一
一
一
○
年
代
に
お
け
る
中
欧

の
歴
史
的
経
験
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
我
々
は
、
こ
こ
で
あ
ら
か
じ
め
「
批
判
的
理
論
」
の
理
念
を
育
ん
だ
歴
史
的
文

脈
を
一
瞥
す
る
こ
と
に
よ
り
、
後
論
と
の
関
連
で
必
要
な
限
り
に
お
い
て
、
ハ
バ
ー
マ
ス
が
第
一
世
代
か
ら
継
受
し
た
問
題
意
識
の

一
端
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
ぬ
い

一
九
一
一
○
年
代
の
初
頭
以
来
の
ネ
オ
・
マ
ル
ク
ス
主
義
に
お
け
る
問
題
意
識
の
変
化
を
理
解
す
る
た
め
に
、
我
々
に
と
っ
て
、
こ

こ
で
近
代
社
会
の
「
合
理
化
」
を
め
ぐ
る
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
議
論
を
想
起
す
る
こ
と
が
好
便
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に

ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
近
代
生
活
の
発
展
に
関
す
る
彼
の
分
析
に
際
し
て
、
「
合
理
化
」
の
概
念
を
用
い
て
科
学
的
お
よ
び
技
術
的
進
歩
、

お
よ
び
そ
の
伝
統
的
社
会
の
制
度
的
枠
組
へ
の
影
響
に
関
す
る
諸
傾
向
の
複
合
体
を
把
握
し
よ
う
と
試
み
た
。
そ
れ
ら
は
、
（
経
済

活
動
、
私
法
、
官
僚
的
支
配
の
よ
う
な
）
合
理
的
決
定
の
尺
度
に
服
す
る
社
会
の
諸
領
域
の
拡
大
、
工
業
化
の
進
展
と
（
生
活
様
式

の
都
市
化
の
よ
う
な
）
そ
の
諸
帰
結
、
行
政
の
官
僚
化
と
官
僚
的
統
制
の
拡
大
、
世
俗
化
の
進
展
と
伝
統
や
世
界
像
の
根
底
的
な
信

用
吃
下
な
ど
を
含
ん
で
い
る
。
確
か
に
、
こ
の
過
程
に
対
す
る
ウ
ェ
ー
バ
ー
自
身
の
感
情
に
は
極
め
て
両
価
的
な
も
の
が
あ
っ
た
が
、

しかし彼は、明らかにそれを逆乾不可能なものとみなした。現代人は、「隷属の臥雛一のうちに生きるべく運命
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
社
会
主
義
革
命
は
、
官
僚
的
統
制
の
さ
ら
な
る
拡
大
へ
導
く
こ
と
が
出
来
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
ウ

ェ
ー
バ
ー
の
結
論
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
理
論
、
特
に
正
統
的
な
い
し
は
科
学
主
義
的
形
態
に
お
け
る
そ
れ
へ
の

明
ら
か
な
ア
ン
チ
・
テ
ー
ゼ
を
意
味
す
る
。
こ
の
論
点
が
、
戦
後
の
我
が
国
に
お
い
て
も
「
マ
ル
ク
ス
か
ウ
ェ
ー
バ
ー
か
」
と
い
う

標
題
の
下
に
論
争
さ
れ
た
諸
争
点
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

第
一
章
経
済
学
批
判
か
ら
道
具
的
理
性
の
批
判
へ
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さ
て
商
品
の
物
神
性
が
資
本
主
義
社
会
に
お
い
て
果
し
て
い
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
機
能
に
関
す
る
ル
カ
ー
チ
の
認
識
は
、
’
九

一
一
一
○
年
代
初
期
の
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
の
諸
成
員
に
よ
っ
て
も
共
有
さ
れ
た
が
、
し
か
し
両
者
の
間
に
は
、
強
調
点
に
お
け
る
注

る
こ
と
が
出
来
た
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
種
の
論
争
は
「
甲
も
乙
も
」
と
い
う
欲
張
っ
た
結
論
に
落
ち
着
く
の
が
常
で
あ
る
が
、
合
理
化
と
官
僚
制
化
の

過
程
の
分
析
を
「
経
済
学
批
判
（
【
「
三
六
号
『
ロ
・
一
言
的
呂
の
ロ
○
六
・
国
Ｃ
目
の
）
」
の
う
ち
に
統
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
で
に
一

九
二
○
年
代
の
初
頭
に
マ
ル
ク
ス
と
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
一
種
の
統
合
を
試
み
た
の
が
、
Ｇ
・
ル
カ
ー
チ
で
あ
る
。
彼
は
、
ウ
ェ
ー

バ
ー
か
ら
採
用
し
た
「
合
理
化
」
の
概
念
を
意
識
や
人
間
の
諸
関
係
の
「
物
象
化
」
と
い
う
観
点
か
ら
再
解
釈
し
た
。
彼
に
と
っ
て

「
意
識
の
物
象
化
」
と
は
、
究
極
の
と
こ
ろ
、
「
資
本
論
』
の
第
一
巻
に
お
い
て
マ
ル
ク
ス
が
「
商
品
の
物
神
性
」
と
し
て
分
析
し

た
事
態
の
表
現
で
あ
り
、
そ
の
帰
結
で
あ
っ
た
。
労
働
（
力
）
の
商
品
化
の
う
ち
に
そ
の
起
源
を
有
し
、
そ
し
て
商
品
関
係
の
普
遍

化
へ
導
く
と
こ
ろ
の
資
本
１
労
働
関
係
の
内
在
的
力
学
が
、
そ
れ
ゆ
え
、
合
理
化
の
過
程
の
「
隠
さ
れ
た
本
質
」
で
あ
り
、
そ
し
て

そ
の
媒
体
で
あ
る
。
社
会
が
あ
ら
ゆ
る
諸
要
求
を
「
商
品
交
換
と
い
う
形
態
に
お
い
て
」
満
足
さ
せ
る
こ
と
を
学
ん
で
し
ま
う
と
、

「
合
理
的
な
機
械
化
と
計
算
可
能
性
の
原
理
は
、
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
局
面
を
包
括
」
せ
ず
に
は
お
か
処
岨
こ
う
し
て
、
ル
カ
ー
チ

に
と
っ
て
は
、
物
象
化
が
資
本
主
義
社
会
の
再
生
産
過
程
に
お
け
る
本
質
的
要
素
に
な
り
、
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
生
活
領
域
へ
の
合
理

化
の
拡
大
は
、
そ
の
よ
う
な
物
象
化
さ
れ
た
商
品
関
係
の
普
遍
化
の
帰
結
で
あ
り
、
か
つ
そ
の
反
映
を
意
味
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
悲
観
的
結
論
は
正
し
く
な
い
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
資
本
主
義
の
内
的
崩
壊
は
、
意

識
の
物
象
化
の
克
服
の
客
観
的
可
能
性
を
創
り
出
す
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
ル
カ
ー
チ
は
、
「
形
式
的
」
合
理
性
の

普
遍
化
を
、
単
に
全
体
と
し
て
の
体
制
の
究
極
的
な
非
合
理
性
に
根
ざ
し
た
も
の
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
同
様
に
資
本
と
賃
労
働

の
間
の
関
係
の
基
礎
に
あ
る
支
配
関
係
を
隠
蔽
す
る
と
同
時
に
正
当
化
す
る
と
こ
ろ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
形
態
と
し
て
も
、
批
判
す
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目
す
べ
き
差
異
が
存
在
し
た
。
彼
等
は
、
マ
ル
ク
ス
の
経
済
学
批
判
の
本
質
的
な
正
し
さ
を
前
提
に
し
て
は
い
た
が
、
資
本
主
義
の

内
在
的
発
展
が
単
に
社
会
の
革
命
的
変
革
の
た
め
の
客
観
的
諸
条
件
だ
け
で
な
く
、
主
体
的
諸
条
件
を
も
創
り
出
す
で
あ
ろ
う
と
い

う
仮
定
に
つ
い
て
は
、
ま
す
ま
す
懐
疑
的
に
な
っ
て
い
っ
た
。
（
確
か
に
、
こ
の
傾
向
は
決
し
て
単
線
的
な
も
の
で
は
な
く
、
ま
た

内
容
に
つ
い
て
も
個
々
の
成
員
に
よ
り
様
々
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
差
異
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
こ
と
に
す
る
。
）

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
革
命
と
そ
れ
が
も
た
ら
す
生
産
力
の
解
放
と
い
う
古
典
的
マ
ル
ク
ス
主
義
の
基
本
的
な
考
え
に
対
す
る
増
大
す
る

懐
疑
は
、
け
れ
ど
も
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
を
マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
の
放
棄
や
資
本
主
義
と
の
和
解
へ
導
い
た
の
で
は
な
く
、
む

しろ、彼等の政治的立場の超ラディカル化と、政治的実践から美学への退却へと導い（兇このラディカリズムとペシ
ミ
ズ
ム
の
奇
妙
な
複
合
の
最
も
印
象
的
な
例
を
、
我
々
は
、
科
学
と
技
術
に
関
す
る
ホ
ル
ク
ハ
ィ
マ
ー
、
ア
ド
ル
ノ
、
マ
ル
ク
ー
ゼ

臺
論
ｌ
い
…
「
道
具
鯛
…
批
判
（
藻
…
…
（
…
：
ご
…
零
）
」
ｌ
の
う
ち
…
こ
と

が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
科
学
と
技
術
（
す
な
わ
ち
「
道
具
的
理
性
」
）
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
伝
統
に
お
い
て
は
進
歩
的
で
革
命
的

な
も
の
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
き
た
が
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
は
、
ま
す
ま
す
そ
れ
を
社
会
的
抑
圧
の
直
接
的
原
因
で
あ
り
、
そ

し
て
そ
の
正
当
化
で
あ
る
と
み
な
よ
う
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ク
ル
ト
学
派
の
哲
学
者
た
ち
の
「
道
具
的
理
性
の
批
判
」
と
マ
ル
ク
ス
が
科
学
や
技
術
に
つ
い
て
語
っ
た
こ

と
を
比
較
し
て
み
る
と
、
我
々
は
、
そ
こ
に
幾
分
人
を
当
惑
さ
せ
る
よ
う
な
対
立
が
あ
る
こ
と
に
気
付
く
。
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
は
、

「
道
具
的
理
性
」
（
自
然
科
学
な
い
し
は
経
験
的
厳
密
科
学
）
は
、
歪
み
の
な
い
理
性
、
真
の
合
理
性
の
範
型
で
あ
っ
た
が
、
フ
ラ

ン
ク
フ
ル
ト
学
派
の
古
典
的
諸
成
員
に
と
っ
て
は
、
「
道
具
的
理
性
」
は
奇
形
化
さ
れ
た
理
性
の
範
型
に
な
る
。
マ
ル
ク
ス
に
と
っ

て
は
、
工
業
化
の
過
程
の
内
在
的
論
理
は
解
放
の
方
向
を
指
し
示
し
て
い
た
が
、
後
者
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
は
隷
属
の
新
た
な
形
態

ｌ
技
術
支
配
的
バ
ー
バ
リ
ズ
ム
ー
の
方
向
を
指
し
示
し
て
い
た
．
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な
か
っ
た
。

以
上
の
よ
う
な
マ
ル
ク
ス
と
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
に
集
っ
た
マ
ル
ク
ス
主
義
の
後
継
者
た
ち
と
の
間
の
奇
妙
な
対
▼
看
、
我
々
は
い
か
に

理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
考
察
す
る
前
に
ル
カ
ー
チ
に
つ
い
て
ひ
と
こ
と
言
及
し
て
お
け
ば
、
我
々
は
、
彼
が
『
歴
史

と
階
級
意
識
」
（
’
九
一
一
一
一
一
）
を
書
い
た
頃
の
経
済
と
政
治
の
関
係
を
想
い
起
こ
す
と
き
、
彼
の
物
象
化
理
論
の
諸
限
界
の
最
も
重

要
な
一
端
を
明
ら
か
に
し
う
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ル
カ
ー
チ
に
従
え
ば
、
意
識
の
物
象
化
の
進
展
は
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
商

品
形
態
の
普
遍
化
を
反
映
し
て
お
り
、
そ
し
て
後
者
は
、
資
本
１
労
働
関
係
の
内
在
的
論
理
に
対
応
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
彼
が

物
象
化
理
論
を
構
想
し
た
時
代
に
は
、
自
動
的
に
発
展
す
る
経
済
的
「
土
台
」
と
い
う
概
念
は
、
厳
密
に
言
え
ば
、
す
で
に
時
代
遅

れ
な
も
の
に
な
っ
て
い
た
よ
う
に
見
え
る
。
か
っ
て
私
的
自
律
の
圏
域
に
指
定
さ
れ
て
い
た
諸
領
域
へ
の
国
家
活
動
の
拡
大
や
科
学

的
研
究
と
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
制
度
的
融
合
に
よ
り
、
自
由
資
本
主
義
に
特
徴
的
な
経
済
と
政
治
（
お
よ
び
科
学
）
の
特
殊
な
布
置
構

造
は
大
幅
に
変
化
し
た
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
分
析
は
、
明
ら
か
に
、
こ
の
よ
う
な
変
貌
が
可
視
的
に
な
っ
た
状
況
に
言
及
し
て
い
る
。

し
か
し
、
経
済
と
政
治
（
お
よ
び
科
学
）
の
間
の
関
係
の
こ
の
よ
う
な
変
化
と
と
も
に
、
同
時
に
小
一
元
か
び
争
卜
批
判
呑
む
あ
る
よ

う
な
経
済
学
批
判
の
諸
条
件
は
、
失
な
わ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
経
済
学
批
判
が
社
会
の
発
展
諸
傾
向
を
そ
の
本
質

的
特
徴
に
お
い
て
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
主
張
し
う
る
の
は
、
原
則
的
に
い
わ
ゆ
る
「
上
部
構
造
」
が
経
済
的
「
土
台
」
に

依
存
し
、
逆
に
経
済
シ
ス
テ
ム
の
発
展
が
経
済
外
的
諸
要
因
（
す
な
わ
ち
政
治
や
科
学
、
等
）
の
関
数
で
は
な
い
場
合
に
限
ら
れ
る

か
ら
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
少
な
く
と
も
生
活
世
界
全
般
へ
の
物
象
化
現
象
の
拡
大
を
直
接
的
に
商
品
形
態
の
普
遍
化
に
関
係

さ
せ
る
ル
ヵ
ー
チ
の
理
論
的
概
念
戦
略
の
諸
前
提
の
下
で
は
、
形
式
的
合
理
化
の
拡
大
や
そ
れ
が
含
む
社
会
主
義
連
動
に
対
す
る
危

険
性
、
技
術
支
配
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
固
有
の
新
し
さ
や
そ
れ
が
果
し
て
い
る
特
殊
な
機
能
は
、
適
切
に
分
析
さ
れ
る
こ
と
は
出
来

そ
れ
に
対
し
て
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
の
古
典
的
諸
思
想
に
は
、
後
期
資
本
主
義
社
会
に
お
い
て
技
術
支
配
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
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が
果
し
て
い
る
特
殊
な
役
割
へ
の
洞
察
が
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
学
派
の
若
い
世
代
（
ハ
バ
ー
マ
ス
、

Ａ
・
ヴ
エ
ル
マ
ー
等
）
は
、
古
典
的
世
代
の
究
極
的
挫
折
の
原
因
を
、
彼
等
の
マ
ル
ク
ス
の
思
篝
風
弐
か
ら
の
難
反
の
う
ち
に
で
は
な
く
、

マ
ル
ク
ス
の
歴
史
哲
学
の
う
ち
に
潜
在
的
に
含
ま
れ
て
い
る
還
元
主
義
的
傾
向
が
、
ル
ヵ
ー
チ
と
異
っ
て
倒
錯
し
た
形
に
お
い
て
で

はあるが、フランクフルト学派の哲学のうちにも生き残ったという事実のうちに求めてＬ頚｛このことは、アド
ルノとホルクハクマーの『啓蒙の弁邇郷一（一九四七）のうちに最も明瞭な形で現われる。なぜなら、そこでは
「
道
具
的
理
性
」
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
文
明
化
の
世
界
史
的
過
程
の
二
つ
の
次
元
が
、
す
な
わ
ち
外
的
自
然
の
変
形
（
テ
ク
ノ
ロ
ジ

ー
、
工
業
、
自
然
の
支
配
な
ど
）
と
同
様
、
同
時
に
ま
た
内
的
自
然
の
変
形
（
個
体
化
、
抑
圧
、
社
会
的
支
配
の
諸
形
態
な
ど
）
が
、

把握されることの出来る単一のカテゴリーになるからである。フランクフルト学派の哲学者たちを特徴づけるのは、
こ
の
人
間
学
的
お
よ
び
認
識
論
的
「
一
元
主
義
」
で
あ
る
。
外
的
自
然
の
変
形
が
解
放
さ
れ
た
社
会
の
客
観
的
可
能
性
を
創
り
出
す

に
し
て
も
、
内
的
自
然
の
同
時
的
変
形
は
、
解
放
的
実
践
の
主
観
的
可
能
性
を
破
壊
せ
ん
と
脅
や
か
す
。
「
意
識
の
物
象
化
」
と
は
、

結
局
の
と
こ
ろ
、
諸
主
体
が
外
的
自
然
の
征
服
の
た
め
に
支
払
っ
た
内
的
自
然
の
変
形
と
い
う
代
償
な
の
で
あ
る
。

「
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
形
で
、
マ
ル
ク
ス
の
歴
史
哲
学
の
潜
在
的
還
元
主
義
は
、
こ
こ
で
、
そ
の
究
極
的
な
帰
結
に
ま
で
も
た
ら

さ
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
解
放
は
、
今
や
、
道
具
的
理
性
の
連
続
体
と
徹
底
的
に
手
を
切
る
こ
と
と
し
て
し
か
考
え
る
こ
と
は
出
来

な
い
。
道
具
的
理
性
の
否
定
と
し
て
、
そ
れ
は
外
的
お
よ
び
内
的
自
然
の
復
活
で
あ
り
、
同
様
に
、
人
間
の
新
し
い
歴
史
の
始
ま、、

り
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
マ
ル
ク
ス
の
理
論
に
お
い
て
は
、
解
放
さ
れ
た
社
会
を
道
具
的
理
性
の
宇
宙
か
ら
分
離
す
る
歴
史
的
不
連

続性をあいまいにする傾向があるが、フランクルト学派の哲学には、それのみが社会主義を歴壁的企図とする
ことが出来る歴史的逢続憐を見失う危険がある・すなわち解放は、終末論的カテゴリーになる可｛
ハ
バ
ー
マ
ス
は
、
学
派
の
古
典
的
世
代
と
は
異
っ
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
「
技
術
」
と
「
実
践
」
の
区
別
か
ら
出
発
す
る
。
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彼
に
よ
れ
ば
、
こ
の
古
典
的
区
別
は
、
イ
ェ
ナ
期
ヘ
ー
ゲ
ル
の
精
神
哲
学
や
、
そ
の
「
哲
学
的
自
己
理
解
」
の
水
準
に
お
け
る
還
元

主
義
的
傾
向
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
様
に
マ
ル
ク
ス
の
社
会
理
論
の
う
ち
に
も
潜
在
的
に
含
ま
れ
て
い
る
が
、
我
々
は
、
そ
れ
を
現

代
の
方
法
意
識
の
高
み
か
ら
適
切
に
再
構
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
の
み
が
、
「
合
理
化
」
の
動
態
や
「
啓
蒙
の
弁
証

法
」
の
真
の
意
味
を
把
握
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
新
た
に
彫
琢
さ
れ
た
概
念
図
式
に
照
ら
し
て
考
察
す
れ
ば
、

ル
ヵ
ー
チ
や
学
派
の
古
典
的
世
代
が
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
把
え
損
っ
た
「
技
術
支
配
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
の
固
有
の
新
し
さ
は
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
（
８
）

そ
れ
が
「
技
術
と
実
践
の
諸
差
異
」
を
、
す
な
わ
ち
「
労
働
と
相
互
行
為
の
二
元
論
」
を
我
々
の
意
識
か
ら
除
去
す
る
こ
と
を
そ
の

本
質
的
傾
向
に
し
て
い
る
と
い
う
点
に
あ
る
．
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
は
公
正
な
交
換
と
い
う
プ
ル
ジ
劃
ァ
・
イ
デ
オ
。
ギ
ー
ｌ
こ

れ
は
、
明
ら
か
に
、
人
間
の
讃
関
係
の
質
に
一
一
薑
及
し
相
互
性
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
訴
え
て
い
る
ｌ
を
も
含
め
た
従
来
の
正
当
化
の
古

い
諸
形
態
と
は
異
っ
て
、
単
純
に
特
定
の
階
級
の
支
配
へ
の
利
害
関
心
の
正
当
化
や
他
の
階
級
の
側
に
お
け
る
解
放
へ
の
欲
求
の
抑

圧
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
．
そ
れ
は
、
む
し
ろ
．
「
人
類
の
解
放
的
関
心
そ
の
も
玲
訂
圧
す
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
対
す
る
批
判
は
、
も
は
や
単
純
に
そ
の
特
定
の
階
級
的
内
容
を
暴
露
す
る
こ
と
を
目
指
す
こ
と
は
出
来
な
い
。

む
し
ろ
我
々
は
、
何
よ
り
も
先
ず
、
こ
れ
ま
で
の
あ
ら
ゆ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
依
然
と
し
て
前
提
に
し
て
い
た
ま
さ
に
「
実
践
的

（
－
解
放
的
）
な
る
も
の
」
の
次
元
を
回
復
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
こ
の
新
た
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
我
々
の
文
化
的
実
存
の
二
つ
の
基
本
的
条
件
の
ひ
と
つ
、
つ
ま
り
言
語
に
、
よ
り
正
確
に

一
一
一
口
え
ば
、
日
常
言
語
的
意
思
疎
通
に
よ
る
社
会
化
と
個
体
化
に
根
ざ
し
た
関
心
を
傷
つ
け
る
。
こ
の
関
心
は
、
理
解
の
相
互
主
観

性
と
同
様
、
支
配
か
ら
自
由
な
意
思
疎
通
の
創
出
に
ま
で
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。
技
術
支
配
的
意
識
は
、
技
術
的
処
理
権
能
へ
の
関

心
の
背
後
に
、
こ
の
よ
う
な
実
践
的
関
心
を
消
滅
さ
せ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
新
た
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
１
に
対
応
し
て
要
求
さ
れ
る

反
省
は
、
特
定
の
歴
史
的
階
級
利
害
の
背
後
に
さ
か
の
ぼ
り
、
自
己
を
構
成
す
る
人
類
そ
の
も
の
の
関
心
連
関
を
解
明
し
な
け
れ
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ば
な
ら
な
節
｝

こ
れ
が
、
ハ
バ
‐

て
彼
が
、
さ
し
あ
，

（
１
）
本
章
に
お
け
る
以
下
の
叙
述
に
つ
い
て
は
、
勺
・
○
．
目
の
【
８
コ
・
弓
。
①
芹
『
四
館
の
：
。
（
の
ロ
］
】
ぬ
胃
の
ロ
ョ
の
。
｛
・
」
ア
コ
の
の
：
］
。
。
旨
の

『
『
四
コ
六
［
ロ
同
行
の
◎
す
○
○
一
・
Ｆ
○
口
。
。
。
」
、
、
Ｃ
コ
ン
’
言
の
二
日
の
Ｈ
》
○
○
日
日
ロ
ロ
旨
呉
一
○
コ
四
コ
ユ
向
目
四
コ
。
』
で
山
一
】
。
Ｒ
宛
の
ど
の
○
は
◎
ロ
。
。
旨
の

巨
己
堀
巳
⑪
は
。
、
目
『
ロ
冒
○
『
曰
薄
日
一
目
す
の
。
ご
》
冒
叩
閂
○
一
コ
の
旨
（
の
ロ
・
）
》
○
コ
０
１
二
日
一
目
弓
の
。
こ
・
炉
。
且
。
口
己
『
⑤
・
を
参

照
。
な
お
、
本
稿
執
筆
の
段
階
で
は
、
］
・
四
号
の
『
日
凹
⑪
．
、
『
す
８
１
の
。
の
⑪
宍
○
日
日
目
】
丙
菖
く
の
⑬
国
自
已
の
］
Ｐ
ｍ
Ｑ
・
岸
田
自
己
目
頤
印
‐

【
目
：
四
一
一
威
芹
巨
口
、
①
の
①
一
一
の
。
冨
津
｝
一
目
の
訶
凹
三
．
ロ
ロ
］
回
の
『
ロ
ロ
炉
司
『
：
六
（
ロ
『
芹
一
①
⑪
一
・
日
⑩
す
’
尿
８
．
二
は
利
用
で
き
な
か
Ｐ

た
。
本
書
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
主
題
的
に
検
討
し
た
い
と
思
う
。

（
２
）
富
・
二
言
の
ワ
の
『
・
勺
画
『
一
口
。
ｍ
ヨ
ロ
コ
ロ
宛
の
四
の
２
口
に
】
ロ
ゴ
の
巨
困
の
。
「
召
の
（
①
ゴ
ロ
の
員
切
○
三
目
。
（
富
四
一
］
⑫
臼
）
・
】
月
：
『
⑩
》
○
の
ぃ
四
‐

日
日
の
一
戸
の
勺
。
｜
昌
印
ｎ
コ
の
の
、
冨
冒
の
Ｐ
Ｃ
員
耳
の
》
貝
一
・
自
国
ワ
ヨ
、
目
・
叩
，
⑬
閏
中
村
貞
二
・
山
田
高
生
択
「
新
秩
序
ド
イ
ツ
の
議

会
と
政
府
」
（
『
ウ
ェ
ー
バ
ー
・
政
治
社
会
論
集
』
世
界
の
大
思
想
鍋
、
河
出
善
一
腸
一
九
六
五
年
）
、
一
一
一
二
九
頁
。
Ｑ
・
曰
巨
ｎ
ｏ
ｍ
１
ご
『

、
『
。
の
○
『
一
二
，
四
一
、
月
面
の
Ｃ
【
『
＆
］
ご
『
、
の
ロ
四
四
コ
の
『
『
ゴ
ロ
い
》
Ｆ
Ｃ
ｐ
Ｑ
ｏ
ｐ
］
ｃ
『
Ｐ
Ｃ
ロ
・
』
、
【
｛
．

（
３
）
。
，
Ｆ
巨
威
。
⑪
●
の
、
Ｃ
ご
Ｏ
ご
｛
の
二
コ
ｇ
【
一
勝
醜
の
ゴ
ロ
９
己
巨
、
戸
⑪
巴
Ｐ
の
曰
＆
の
。
げ
す
・
『
三
四
『
×
』
⑪
丘
の
：
の
Ｃ
冒
一
の
冒
】
丙
一
因
の
『
一
一
コ

］
垣
麗
・
平
井
俊
彦
訳
『
歴
史
と
階
級
意
識
』
未
来
社
一
九
六
一
一
年
、
一
一
一
一
一
頁
。
○
「
・
ン
．
ご
く
の
一
一
日
の
『
・
画
・
Ｐ
Ｃ
・
の
，
暖
］
［
【
．

（
４
）
。
（
○
・
日
。
の
『
ワ
。
『
。
》
可
『
Ｐ
目
云
冒
【
一
三
口
『
〆
】
の
日
叩
シ
Ｏ
『
旨
ロ
ロ
の
←
一
員
ｚ
の
急
げ
の
津
宛
の
く
｝
の
乏
争
四
Ｃ
中
『
。
）
》
シ
・
三
の
ニ
ー

ョ
の
『
》
同
日
ｂ
】
国
⑩
：
‐
自
巴
胃
一
⑪
ｇ
の
ロ
ヨ
ニ
ズ
ュ
茸
：
可
の
⑫
○
日
ロ
｜
夛
二
の
⑪
の
□
の
○
す
凰
芹
・
ヨ
且
①
厨
》
【
ゴ
【
】
⑩
○
コ
の
○
の
：
二
：
９
戸
⑪
号
の
Ｃ
，

・
ハ
バ
ー
マ
ス
が
学
派
の
古
典
的
世
代
の
「
道
具
的
理
性
の
批
判
」
か
ら
発
展
的
に
継
受
す
る
問
題
意
識
で
あ
り
、
そ
し

さ
し
あ
た
り
、
階
級
理
論
的
視
点
か
ら
「
認
識
人
間
学
的
視
点
」
（
ア
ー
ペ
的
）
へ
転
換
す
る
理
由
で
あ
る
。
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第
二
章
認
識
の
三
形
態
－
－
‐
批
判
的
社
会
理
論
の
地
位

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
「
一
一
コ
マ
ス
倫
理
学
』
に
お
い
て
、
魂
の
有
理
的
部
分
を
さ
ら
に
二
つ
の
構
成
要
素
に
区
分
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
「
認
識
的
部
分
」
と
「
勘
考
的
部
分
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
前
者
は
、
「
そ
れ
以
外
の
仕
方
に
お
い
て
あ
る
こ
と
の
出
来

。
①
ロ
ｐ
Ｑ
Ｕ
Ｃ
２
は
く
一
切
日
ロ
⑪
・
可
『
、
口
丙
帛
巨
Ｈ
←
』
①
③
垣
》
⑪
。
、
一
局
〔

（
５
）
く
、
一
・
シ
・
三
の
｜
一
日
の
『
『
尻
己
忌
め
：
の
。
①
の
①
｜
｜
の
Ｃ
冨
冒
島
８
コ
の
．
・
・
・
四
・
ｍ
．
。
》
印
・
＄
｛
（
》
」
、
②
竃
．

（
６
）
富
・
円
）
鳥
ロ
の
｝
『
ロ
の
（
、
弓
戸
三
・
」
Ｅ
Ｃ
『
。
。
．
□
茜
］
の
宍
ご
【
：
『
毎
頁
匡
醒
『
巨
皀
、
．
（
ど
ゴ
の
（
の
ａ
ｍ
ロ
］
ご
』
『
）
甲
、
ロ
穴
台
風
Ｓ
３
．

（
７
）
シ
・
－
房
一
一
ョ
の
『
・
ｏ
ｏ
ｐ
目
目
一
Ｃ
目
。
。
：
ロ
ロ
ロ
］
ｐ
ｐ
ｏ
５
：
。
。
》
○
ケ
．
。
】
芹
：
己
・
層
⑰
．
こ
め
よ
う
な
黙
示
録
的
に
提
示
さ
れ
た
思

想
に
積
極
的
表
現
を
与
え
よ
う
と
し
た
の
が
、
マ
ル
ク
ー
ゼ
で
あ
る
。
］
・
西
呂
の
日
】
四
Ｐ
目
汀
・
言
一
天
：
○
三
】
⑪
印
の
。
：
冨
津
、
｜
②
ｖ

固
の
。
－
．
四
の
八
．
一
目
：
『
⑩
】
弓
の
。
云
己
丙
巨
且
言
】
の
⑩
の
『
団
・
ゴ
呂
口
一
ｍ
Ｖ
国
①
。
］
。
、
一
の
八
）
可
『
：
国
巨
【
芹
ご
ｓ
（
以
下
の
引
用
に
お
い

て
は
、
目
可
Ｏ
ゴ
コ
房
口
且
二
二
冊
の
己
：
高
｛
｛
と
略
記
）
の
．
置
亀
・
長
谷
川
宏
訳
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
技
術
と
科
学
』
紀
伊
國

臆
書
店
一
九
七
五
年
、
五
一
頁
以
下
を
参
照
。

（
８
）
」
・
起
号
①
『
日
凹
印
》
自
可
○
冒
昌
自
己
三
一
⑪
⑫
の
日
切
ロ
冨
芦
印
．
⑪
Ｐ
巴
・
邦
訳
、
七
七
、
八
八
頁

（
９
）
シ
・
口
’
○
・
肋
・
忠
・
邦
訳
、
八
五
頁
。

（
、
）
シ
・
回
．
。
ｍ
・
巴
・
邦
訳
、
八
八
頁
。
前
掲
拙
稿
、
九
五
１
六
頁
を
参
照
。

（
Ⅱ
）
く
頃
一
・
【
．
‐
○
・
シ
ロ
の
］
。
⑫
筥
の
。
匡
映
ご
【
・
函
の
閂
目
］
の
。
①
巳
房
・
胃
□
の
○
一
○
四
の
汽
己
【
一
行
回
ゴ
ヴ
ミ
丘
『
局
の
旨
の
『
二
三
⑩
⑫
の
ロ
の
ｏ
ロ
四
声
印
一
の
。
『
①

一
コ
の
『
穴
の
ロ
ロ
ヨ
厨
四
口
曽
『
○
℃
○
一
○
四
⑬
○
す
⑦
『
の
】
Ｃ
胃
・
ヨ
恥
已
。
『
ｍ
・
弓
『
四
コ
め
す
『
日
、
ご
ｏ
ｐ
Ｑ
の
円
勺
三
］
Ｃ
の
。
已
冨
の
口
四
口
。
吋
・
可
『
：
冨
巨
『
芹

」
①
『
①
。
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な
い
よ
う
な
も
ろ
も
ろ
の
事
鼬
司
糘
考
察
す
る
た
め
の
部
分
で
あ
り
、
そ
の
真
価
は
、
存
在
論
的
恒
常
性
を
も
っ
た
事
象
に
関
し
て
、

直
覚
的
に
把
握
さ
れ
た
第
一
原
理
か
ら
様
々
な
演
鐸
を
行
な
う
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
過
程
は
、
そ
の
主
題
事
象
が
不
変
で
あ
る
か
ら
、

普
遍
的
で
論
証
的
な
諸
真
理
か
ら
成
り
立
っ
て
お
り
、
学
問
的
認
識
（
・
；
…
）
を
生
み
出
す
。
他
方
、
後
者
ｌ
す
な
わ
ち
勘

考
的
部
分
ｌ
は
、
「
そ
れ
以
外
の
仕
方
に
お
い
て
あ
る
こ
と
の
可
能
で
あ
る
よ
う
な
事
象
」
を
慕
す
る
た
め
の
部
分
で
あ
り
、

人
間
活
動
に
お
け
る
諸
目
的
の
達
成
に
関
わ
る
計
算
や
思
量
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
。
こ
の
過
程
は
、
普
遍
的
Ｉ
必
然
的
な
真
理

を
生
み
出
す
の
で
は
な
く
、
当
該
活
動
が
「
製
作
（
日
の
⑪
一
切
）
」
で
あ
る
か
「
実
践
（
ロ
「
四
凶
の
）
」
で
あ
る
か
に
応
じ
て
、
製
作
（
生
産
）

知
も
し
く
は
実
践
知
を
生
み
此
れ
｝
製
作
も
実
践
（
Ⅱ
行
為
）
も
と
も
に
特
定
の
目
的
の
達
成
に
関
わ
る
が
、
し
か
し
、
製
作
が
そ

れ
自
身
の
外
に
あ
る
目
的
（
即
ち
製
作
物
）
を
目
指
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
実
践
は
そ
う
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
「
そ
こ
で
は

『
よ
く
や
る
と
い
う
こ
と
」
そ
れ
自
体
が
目
的
な
の
で
あ
る
」
か
ら
だ
。
製
作
は
そ
れ
以
外
の
何
物
か
の
た
め
に
遂
行
さ
れ
る
活
動

で
あ
る
が
、
実
践
は
そ
れ
自
身
の
た
め
に
遂
行
さ
れ
る
。
以
上
の
区
別
か
ら
、
「
こ
と
わ
り
を
伴
っ
て
行
為
の
出
来
る
状
態
は
、
こ

とわりを伴って製作の出来る状態とは異な臥帛さとになる。製作に関する知識が「技術（汀・言の）」であるのに対し
て
、
実
践
知
は
「
思
慮
（
ロ
冑
。
ｐ
の
⑫
一
⑪
）
」
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
の
た
め
に
善
き
事
柄
や
善
き
生
活
（
の
こ
つ
日
〆
冒
）
の
た
め
に
理
性
的
に

（
４
）

思
量
す
る
能
力
の
こ
と
で
あ
る
。

ハ
バ
ー
マ
ス
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
製
作
」
（
な
い
し
は
「
技
術
」
）
と
「
実
践
」
の
間
の
古
典
的
区
別
を
受
け
入
れ
、
そ

れ
を
「
目
的
合
理
的
行
為
（
２
の
。
盲
目
・
ロ
画
一
の
⑫
四
目
：
一
口
）
」
と
「
意
思
疎
通
的
行
為
（
六
・
ヨ
ョ
目
房
菖
蔚
の
函
四
目
の
一
口
）
」

１
両
誉
峰
そ
れ
ぞ
れ
単
純
に
「
労
働
（
…
己
」
と
「
相
互
関
係
（
胃
…
一
・
口
）
」
と
も
一
一
一
一
三
ぃ
換
え
ら
れ
る
ｌ
の

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

間
の
概
念
的
区
別
に
彫
琢
す
る
。
ハ
バ
ー
マ
ス
が
導
入
す
る
こ
の
対
概
念
は
、
一
一
つ
の
分
析
的
に
区
別
可
能
な
、
し
か
し
歴
史
的
に

は
相
互
依
存
的
な
合
理
化
の
過
程
、
す
な
わ
ち
「
技
術
的
合
理
化
」
と
「
実
践
的
合
理
化
」
の
間
の
彼
に
よ
る
区
別
の
基
礎
で
あ
る
。
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「
目
的
合
理
的
行
為
」
な
い
し
は
単
純
に
「
労
働
」
の
概
念
の
下
に
ハ
バ
ー
マ
ス
が
理
解
す
る
の
は
、
「
道
具
的
行
為
な
い
し
は

合
理
的
選
択
、
も
し
く
は
両
者
の
結
合
し
た
も
の
」
で
あ
る
。
道
具
的
行
為
は
、
与
え
ら
れ
た
諸
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
諸
手
段

の
利
用
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
経
験
的
知
識
に
基
づ
い
た
技
術
的
諸
規
則
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
。
合
理
的
選
択
は
、
字
義
通
り
、
与

え
ら
れ
た
諸
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
諸
手
段
の
適
切
な
選
択
そ
の
も
の
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
選
好
構
造
や
決
定
原
理
か
ら
の
演

鐸
か
ら
得
ら
れ
る
戦
略
、
す
な
わ
ち
分
析
的
知
識
に
基
づ
く
戦
略
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
。
要
す
る
に
、
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
目

（
５
）

的
合
理
的
行
為
は
「
与
え
ら
れ
た
諸
条
件
の
下
で
特
定
の
目
標
を
実
現
す
る
」
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
際
、
行
為
主
体
は
、
行

為
準
備
を
原
理
的
に
「
独
白
的
」
に
、
つ
ま
り
他
の
行
為
主
体
と
の
合
意
に
依
存
す
る
こ
と
な
く
、
採
用
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
「
意
思
疎
通
的
行
為
」
は
、
相
互
主
観
的
な
拘
束
力
を
持
つ
渚
規
範
に
基
づ
い
て
営
な
ま
れ
る
と
こ
ろ
の
象
徴

的
に
媒
介
さ
れ
た
相
互
行
為
を
意
味
す
る
。
意
思
疎
通
行
行
為
を
導
く
こ
れ
ら
の
諸
規
範
は
、
「
行
為
に
関
す
る
相
互
的
な
渚
期
待

を
定
義
し
、
そ
し
て
少
な
く
と
も
一
一
人
以
上
の
行
為
主
体
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
、
承
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
。
：
そ
の
意

味
は
、
日
常
言
語
的
意
思
疎
通
の
中
で
客
観
化
さ
れ
島
｝
そ
れ
ゆ
え
、
意
思
疎
通
的
行
為
は
原
理
的
に
「
対
話
的
」
に
宮
な
ま

れ
る
、
と
我
々
は
言
う
こ
と
が
出
来
る
。

こ
の
目
的
合
理
的
行
為
と
意
思
疎
通
的
行
為
の
間
の
差
異
は
、
ハ
バ
ー
マ
ス
に
従
え
ば
、
そ
の
中
で
「
現
実
」
が
現
実
と
し
て
初

め
て
対
象
化
さ
れ
、
そ
の
開
示
さ
れ
た
対
象
領
域
に
関
す
る
認
識
が
蓄
積
さ
れ
る
一
一
つ
の
異
っ
た
、
「
擬
似
１
超
越
論
的
」
な
準
拠

枠
組
を
意
味
す
る
。
目
的
合
理
的
行
為
の
枠
組
に
お
い
て
は
、
現
実
は
カ
ン
ト
的
意
味
に
お
け
る
「
自
然
」
と
し
て
、
つ
ま
り
一
般

的
譜
法
則
に
従
っ
た
事
物
な
い
し
は
事
象
の
存
在
と
し
て
対
象
化
ｌ
ハ
バ
ー
マ
ス
流
に
一
一
一
雷
え
ば
「
構
成
」
ｌ
さ
れ
る
．
そ
れ
ゆ

え
、
認
識
論
的
範
嶬
と
し
て
考
察
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
法
則
論
的
知
識
へ
の
「
認
識
関
心
」
を
表
現
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
・

対
照
的
に
、
意
思
疎
通
的
行
為
は
、
認
識
論
的
範
畷
と
し
て
考
察
す
れ
ば
、
信
頼
し
う
る
相
互
了
解
と
強
制
の
な
い
相
互
理
解
の
保
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証
と
拡
大
へ
の
「
認
識
関
心
」
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
意
思
疎
通
的
行
為
の
枠
組
に
お
い
て
は
、
現
実
は
、
行
為
し
発
話
す
る
者
達

の
共
同
体
と
し
て
構
成
さ
れ
る
。
こ
の
対
象
領
域
を
ド
イ
ツ
哲
学
の
慣
用
語
法
に
従
っ
て
「
精
神
」
と
呼
ぶ
と
す
れ
ば
、
上
述
の
一
一

つ
の
行
為
類
型
の
間
の
差
異
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
自
然
科
学
」
と
「
精
神
科
学
」
の
方
法
論
的
諸
規
則
の
う
ち
に
反
映
さ
れ
て
い
る
で

以
上
の
よ
う
な
議
論
に
は
、
明
ら
か
に
、
一
ナ
イ
ル
タ
イ
に
お
け
る
「
自
然
科
学
」
と
「
精
神
科
学
」
の
区
別
を
想
起
さ
せ
る
も
の

が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
実
際
、
ハ
バ
ー
マ
ス
は
、
知
識
と
人
間
活
動
の
間
の
連
関
の
解
明
を
試
み
た
『
認
識
と
関
心
』
二
九

六
八
）
に
お
い
て
、
彼
の
「
認
識
関
心
」
の
理
論
の
体
系
的
祖
述
の
た
め
の
素
材
と
し
て
、
パ
ー
ス
と
と
も
に
『
ア
ィ
ル
タ
ィ
を
引
き

合
い
に
出
し
て
い
る
。
し
か
し
我
々
は
、
こ
こ
で
パ
ー
ス
や
一
プ
ィ
ル
タ
イ
の
固
有
の
業
績
や
限
界
を
め
ぐ
る
彼
の
議
論
に
立
ち
入
る

必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
我
々
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
は
、
自
然
科
学
と
精
神
科
学
、
な
い
し
は
説
明
的
科
学
と
理
解
的
科
学
（
理

解
社
会
学
）
の
伝
統
的
二
分
法
が
、
ハ
バ
ー
マ
ス
の
認
識
理
論
の
体
系
の
う
ち
に
い
か
に
受
容
さ
れ
、
い
か
な
る
改
訂
を
施
さ
れ
る

あ
ろ
う
。

解
社
会
学
）
の
伝
統
的
一

か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ハ
バ
ー
マ
ス
の
認
識
関
心
の
理
論
に
従
え
ば
、
我
々
は
、
（
一
つ
で
も
一
一
つ
で
も
、
あ
る
い
は
四
つ
で
も
な
く
）
一
一
一
つ
の
基
本
的

、
、
、

な
認
識
関
心
と
、
そ
れ
に
対
応
し
た
霊
な
い
し
は
’
譜
の
広
い
意
味
に
お
け
る
ｌ
科
学
の
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
．
第
一
に

対
象
化
さ
れ
た
自
然
的
霜
よ
び
社
会
的
）
諸
過
程
の
技
術
的
処
理
を
目
指
す
「
技
術
的
関
心
」
に
は
、
「
経
験
的
－
分
析
的
諸
科
学
」

が
対
応
し
て
い
る
。
第
一
一
に
、
「
歴
史
的
－
解
釈
学
的
諸
科
学
」
は
、
生
活
実
践
に
お
け
る
理
解
の
相
互
主
観
性
の
保
証
を
志
向
す

、
、
、

、
、
も

る
「
実
践
的
関
心
」
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
。
第
一
一
一
に
、
「
批
判
的
諸
科
学
」
（
批
判
的
理
論
）
を
糟
導
す
る
も
の
と
し
て
、
人
間

の
成
熟
性
へ
の
志
向
性
、
す
な
わ
ち
支
配
か
ら
自
由
な
意
思
疎
通
の
確
立
を
目
指
す
「
解
放
的
関
心
」
が
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
の
認

識
関
心
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
労
働
、
言
譜
お
よ
び
支
配
」
と
い
う
媒
体
の
中
で
育
く
ま
れ
、
促
進
さ
れ
、
そ
し
て
諸
科
学
の
「
可
能
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二
つ
の
行
為
類
型
の
う
ち
に
現
わ
れ
る
人
間
行
為
を
構
成
す
る
諸
要
素
の
差
異
に
関
す
る
以
上
の
議
論
の
結
論
は
、
こ
の
二
つ
の

行
為
類
型
が
、
認
識
論
的
範
囑
と
し
て
考
察
す
れ
ば
、
我
々
が
そ
の
下
で
認
識
を
獲
得
し
、
蓄
積
す
る
異
っ
た
範
型
を
意
味
し
て
い

的
客
麗
の
諸
条
件
」
を
確
定
薪
｛

ハ
パ
ー
マ
ス
が
『
認
識
と
関
心
」
の
中
で
パ
ー
ス
と
デ
ィ
ル
タ
イ
に
仮
託
し
な
が
ら
展
開
し
て
い
る
認
識
と
人
間
活
動
の
連
関
に

関
す
る
議
論
は
、
「
道
具
的
行
為
」
と
「
意
思
疎
通
的
行
為
」
の
う
ち
に
現
わ
れ
る
人
間
行
為
を
構
成
す
る
諸
要
素
の
差
異
を
強
調
し

て
い
る
。
道
具
的
行
為
の
機
鱸
的
枠
組
の
う
ち
に
お
い
て
は
、
我
々
は
、
我
々
の
対
象
世
界
ｌ
す
な
わ
ち
「
現
実
」
ｌ
を
、
そ

の
技
術
的
制
御
の
観
点
か
ら
構
成
す
る
。
道
具
的
行
為
の
こ
の
観
点
は
、
明
ら
か
に
、
言
語
と
経
験
の
「
制
限
さ
れ
た
概
念
」
を
含

ん
で
い
る
。
言
語
は
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
道
具
的
機
能
、
す
な
わ
ち
そ
の
形
式
化
の
可
能
性
な
い
し
は
効
率
と
い
う
点
か
ら
理
解
さ

れ
、
他
方
、
経
験
は
、
制
御
さ
れ
た
観
察
に
、
典
型
的
に
は
実
験
に
還
元
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
道
具
的
行
為
に
お
け
る
言
語
の
概

念
は
、
本
質
的
に
「
独
白
的
」
な
ま
ま
で
あ
り
穴
バ
ー
マ
ス
は
、
「
厳
密
に
演
鐸
的
な
連
関
は
推
論
を
許
す
る
が
、
決
し
て
意
思

疎
通
を
許
す
の
で
は
な
い
『
ど
論
断
す
る
）
、
経
験
の
範
畷
も
そ
れ
に
構
造
的
に
対
応
し
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
意
思
疎
通
的
相
互
行
為
に
お
い
て
は
、
そ
れ
に
対
応
す
る
言
語
の
構
造
は
、
本
質
的
に
「
対
話
的
」
で
あ
る
。

こ
の
場
合
に
は
、
経
験
の
可
能
的
対
象
と
な
る
「
現
実
」
は
、
相
互
行
為
の
非
言
語
的
諸
要
素
を
も
同
時
に
規
制
し
て
い
る
日
常
言

語
の
文
法
の
枠
組
の
中
で
構
成
さ
れ
る
。
「
現
実
は
、
意
思
疎
通
す
る
諸
集
団
の
日
常
言
語
的
に
組
織
さ
れ
た
生
活
形
態
の
枠
組
の

な
か
に
お
い
て
構
成
さ
れ
る
・
妥
当
し
て
い
る
象
徴
体
系
の
解
釈
の
下
で
経
験
さ
れ
る
こ
と
の
出
来
る
も
の
が
現
実
で
あ
ん
『
｝
解

釈
学
的
諸
科
学
の
対
象
領
域
で
あ
る
こ
の
「
現
実
」
は
、
法
則
定
立
的
諸
科
学
に
お
け
る
よ
う
に
研
究
方
法
論
の
超
越
論
的
諸
条
件

の
下
で
は
じ
め
て
構
成
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
理
論
主
体
す
な
わ
ち
解
釈
者
が
、
所
与
と
し
て
見
い
出
す
超
越
論
的
構
造
を
示
し
て

（
Ⅲ
）

い
る
。
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る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
・
諸
科
学
が
組
織
化
す
る
認
識
の
体
系
も
、
こ
れ
ら
の
範
型
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
経
験
的
１
分
析
的
諸
科

学
の
研
究
は
、
道
具
的
な
い
し
は
目
的
合
理
的
行
為
の
機
能
圏
の
内
部
で
前
－
科
学
的
レ
ベ
ル
で
遂
行
さ
れ
て
い
る
蓄
積
的
学
習

過
程
の
方
法
的
拡
大
で
あ
る
。
歴
史
的
１
解
釈
学
的
諸
科
学
は
、
言
語
象
徴
を
媒
体
と
し
た
意
思
疎
通
を
通
じ
て
導
か
れ
た
社
会
的

相
互
行
為
の
機
能
圏
に
お
い
て
、
前
１
科
学
的
レ
ベ
ル
で
展
開
さ
れ
、
客
観
化
さ
れ
て
い
る
理
解
過
程
に
依
存
し
た
知
識
を
我
々
に

伝
達
す
る
・
前
者
に
お
い
て
我
々
が
技
術
的
価
値
を
持
っ
た
認
識
の
生
産
に
つ
い
て
語
り
う
る
と
す
れ
ば
、
解
釈
学
的
諸
科
学
は
、

相互主観的理解の保証を追求し、意思疎通的行為の伝統連関に依存した実践的知識を生み此知｝
そ
れ
で
は
、
歴
史
的
－
解
釈
学
的
諸
科
学
と
は
区
別
さ
れ
た
「
批
判
的
諸
科
学
」
な
い
し
は
「
批
判
に
定
位
し
た
諸
科
学
」
と
は

何
か
。
後
者
を
導
く
と
さ
れ
る
、
実
践
的
関
心
と
は
区
別
さ
れ
た
「
解
放
的
関
心
」
と
は
何
か
。
こ
う
し
て
今
や
我
々
は
、
批
判
的

（
社
会
）
理
論
の
固
有
の
認
識
論
的
地
位
を
め
ぐ
る
ハ
バ
ー
マ
ス
の
議
論
の
核
心
部
に
到
達
す
る
こ
と
に
な
る
。

批
判
的
理
論
（
す
な
わ
ち
「
批
判
的
諸
科
学
」
）
に
関
す
る
ハ
バ
ー
マ
ス
の
理
論
の
中
心
的
概
念
は
、
「
（
自
己
）
反
省
」
の
概

念
で
あ
る
・
道
具
的
行
為
の
機
能
連
関
で
出
会
う
経
験
（
彼
の
用
語
法
に
言
う
「
感
性
的
経
験
」
）
や
「
意
思
疎
通
的
経
験
」
に
対

応
す
る
の
は
、
こ
こ
で
は
、
「
反
省
の
経
験
」
で
あ
る
。
自
己
反
省
の
概
念
は
、
ハ
バ
ー
マ
ス
が
啓
蒙
主
義
の
伝
統
か
ら
引
き
出
す

理
性
と
「
理
性
へ
の
意
思
」
と
の
同
一
性
の
テ
ー
ゼ
の
基
礎
で
あ
る
。
自
己
反
省
の
力
学
は
、
虚
偽
の
意
識
を
克
服
し
、
諸
事
象
の

誤
っ
た
観
方
や
慣
習
的
生
活
形
態
の
独
断
論
的
態
度
を
破
壊
す
る
力
を
持
っ
て
い
る
。
解
放
的
関
心
が
促
進
さ
れ
る
の
は
、
自
己
反

省
の
否
定
性
の
力
を
通
じ
て
、
し
た
が
っ
て
「
反
省
の
経
験
」
を
媒
介
に
し
て
で
あ
る
。

「
批
判
的
諸
言
明
の
妥
当
性
を
確
定
す
る
方
法
論
的
枠
組
は
、
自
己
反
省
の
概
念
を
基
準
に
す
る
。
自
己
反
省
は
、
主
体
を
実

体
化
さ
れ
た
諸
力
へ
の
従
属
か
ら
解
き
放
す
．
自
己
反
省
は
解
放
的
関
心
に
よ
そ
規
定
さ
れ
て
い
齢
｝

自
己
反
省
と
い
う
ド
イ
ツ
観
念
論
の
中
心
的
概
念
は
、
ハ
バ
ー
マ
ス
に
よ
れ
ば
、
古
典
哲
学
、
特
に
プ
ラ
ト
ン
に
よ
る
ソ
ク
ラ
テ
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ハ
バ
ー
マ
ス
は
、
彼
の
「
技
術
的
関
心
」
の
概
念
を
展
開
す
る
に
あ
た
っ
て
、
パ
ー
ス
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
と
と
も
に
、
マ
ル

ク
ス
の
唯
物
論
の
理
論
に
依
拠
し
て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
の
唯
物
論
は
、
人
類
の
自
己
形
成
過
程
を
自
然
の
経
験
的
諸
条
件
に
依
存
し
、

そ
れ
ら
に
よ
り
条
件
づ
け
ら
れ
た
も
の
と
し
て
捉
え
る
。
人
類
は
、
自
然
の
諸
条
件
の
下
で
彼
等
の
生
活
を
再
生
産
す
る
中
で
、

「
社
会
的
労
働
」
の
過
程
を
通
じ
て
自
然
と
の
物
質
対
謝
を
営
む
。
こ
の
よ
う
な
人
間
活
動
は
、
生
活
の
再
生
産
の
条
件
で
あ
る
と

同
時
に
、
対
象
を
構
成
す
る
と
い
う
超
越
論
的
機
能
を
も
持
っ
て
い
る
。
「
対
象
的
活
動
の
体
系
は
、
社
会
的
生
活
の
可
能
的
再
生

産
の
条
件
で
あ
り
、
そ
し
て
同
時
に
、
経
験
の
諸
対
象
の
可
能
的
客
観
性
の
超
越
論
的
条
件
で
あ
亀
｛
こ
の
よ
う
戦
観
点
か
ら
、

マ
ル
ク
ス
は
、
人
類
の
自
己
形
成
過
程
の
再
構
成
の
課
題
や
世
界
構
成
の
問
題
を
、
ヘ
ー
ゲ
ル
や
カ
ン
ト
の
観
念
論
的
諸
前
提
か
ら

ス
の
描
写
に
ま
で
そ
の
起
源
を
遡
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
こ
の
よ
う
な
解
放
の
テ
ロ
ス
を
志
向
し
た
哲
学
の
伝
統
に
お
い
て
、
「
反

省
の
経
験
」
の
持
つ
解
放
的
な
力
と
い
う
考
え
方
は
、
と
り
わ
け
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
精
神
現
象
学
』
に
お
い
て
跡
づ
け
ら
れ
て
い
る

「
絶
望
の
道
」
の
中
で
、
最
も
洗
練
さ
れ
た
形
で
展
開
さ
れ
て
い
る
。

ハ
パ
ー
マ
ス
は
、
こ
の
自
己
反
省
の
概
念
を
、
ヘ
ー
ゲ
ル
を
越
え
て
追
跡
し
、
そ
し
て
そ
れ
が
マ
ル
ク
ス
と
フ
ロ
イ
ト
に
よ
っ
て

い
か
に
変
形
さ
れ
た
か
を
示
し
て
い
る
．
ハ
バ
ー
マ
ス
が
．
「
徹
底
的
な
認
識
批
判
は
社
会
理
論
と
し
て
の
み
可
能
で
あ
亀
ど
い

う
彼
の
テ
ー
ゼ
を
引
き
出
す
の
も
、
マ
ル
ク
ス
に
よ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
メ
タ
批
判
か
ら
で
あ
る
。
「
認
識
関
心
」
の
概
念
は
、
「
形
成

過
程
（
、
巨
目
鴨
Ｃ
『
８
の
画
）
と
し
て
把
握
さ
れ
た
類
史
（
○
四
冒
呂
の
館
の
②
。
三
，
三
の
）
の
構
想
」
の
う
ち
に
お
い
て
の
み
、
す
な
わ

ち
、
「
そ
の
中
で
類
主
体
が
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
初
め
て
構
成
さ
れ
る
形
成
過
程
」
に
対
す
る
反
省
に
よ
っ
て
の
み
、
適
切
に

把
握
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
ハ
バ
ー
マ
ス
に
従
え
ば
、
マ
ル
ク
ス
の
社
会
理
論
の
う
ち
に
は
、
こ
の
よ
う
な
構
想
が
含
ま
れ
て
い

る
が
、
し
か
し
マ
ル
ク
ス
の
哲
学
的
準
拠
枠
組
の
う
ち
に
お
い
て
は
、
「
反
省
の
経
験
」
は
し
か
る
べ
き
位
置
値
を
与
え
ら
れ
て
は

い
な
い
。
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切
り
離
す
こ
と
が
出
来
た
．
「
世
界
構
成
の
主
体
は
超
越
論
的
意
識
一
般
〔
や
精
神
ｌ
筆
者
〕
で
は
な
く
自
然
的
諸
条
件
の

下
で
彼
等
の
生
活
を
再
生
産
す
る
具
体
的
な
人
類
で
あ
髭
｝
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
は
、
「
労
働
」
が
カ
ン
ト
の
意
識
一
般
の
統
覚

作
用
と
類
比
的
葱
機
能
を
持
つ
．
労
働
は
「
物
質
代
謝
を
規
制
し
、
か
つ
世
界
を
構
成
す
齢
）
し
た
が
『
て
、
「
カ
ン
ト
が
超
越

（
Ⅳ
）

、
、
、
、
、

論
的
意
識
の
統
一
と
し
て
理
解
し
た
意
識
の
同
一
性
は
、
〔
労
働
に
よ
り
〕
獲
得
さ
れ
た
同
一
性
で
あ
る
」
。
し
か
し
な
が
ら
、
イ
ェ

ナ
期
ヘ
ー
ゲ
ル
の
体
系
構
想
を
引
き
合
い
に
出
し
て
言
え
ば
、
そ
の
中
で
こ
の
よ
う
な
「
老
檜
な
意
識
」
が
形
成
さ
れ
る
「
労
働
の

弁
証
法
」
は
、
「
人
倫
の
弁
証
法
」
と
同
一
で
は
匁
悩

「
現
象
学
』
以
後
の
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
お
い
て
は
、
自
己
反
省
の
概
念
は
、
認
識
論
上
の
範
畷
で
あ
る
と
同
時
に
存
在
論
上
の
範

鴫
で
も
あ
る
・
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
自
己
反
省
は
、
精
神
の
自
己
自
身
へ
の
還
帰
で
あ
る
。
勿
論
、
ハ
バ
ー
マ
ス
は
、
存
在
論
の
レ

ベ
ル
で
は
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
と
手
を
切
る
が
、
し
か
し
彼
は
、
「
反
省
知
」
の
範
畷
が
社
会
的
労
働
の
過
程
を
通
じ
た
類
主
体
の
自
己

産
出
の
次
元
に
は
還
元
出
来
な
い
独
立
的
な
位
置
値
を
持
っ
て
い
る
、
と
主
張
す
る
。

「
社
会
は
、
外
的
自
然
力
か
ら
の
解
放
を
労
働
過
程
に
す
な
わ
ち
技
術
的
に
利
用
可
能
な
知
識
の
産
出
に
負
っ
て
い
る
。
内

的
自
然
の
強
制
か
ら
の
解
放
は
、
暴
力
的
諸
制
度
が
支
配
か
ら
自
由
な
意
思
疎
通
と
結
び
つ
い
た
社
会
的
交
通
の
組
織
化
に
よ
り

解
消
さ
れ
る
程
度
に
応
じ
て
成
功
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
生
産
活
動
を
通
じ
て
直
接
的
に
起
こ
る
の
で
は
な
く
、
（
反
省
す
る
諸

科
学
の
批
判
的
活
動
を
含
め
て
）
闘
争
す
る
諸
階
級
の
革
命
的
活
動
を
通
じ
て
起
こ
る
。
社
会
的
実
践
の
こ
の
一
一
つ
の
範
畷
が
一

緒になってマルクスがヘーゲルを解釈しながら人類の自己生産行為と呼んだものを可能にす齢｝
ハ
バ
ー
マ
ス
に
よ
る
と
、
フ
ロ
イ
ト
の
「
文
化
理
論
」
や
「
精
神
分
析
学
」
の
う
ち
に
は
、
マ
ル
ク
ス
が
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し

て
把
え
そ
こ
な
っ
た
反
省
知
の
地
位
、
反
省
の
経
験
と
そ
の
媒
体
へ
の
洞
察
が
含
ま
れ
て
い
る
。

「
マ
ル
ク
ス
は
、
人
類
の
自
然
史
的
自
己
構
成
と
い
う
考
え
を
次
の
二
つ
の
次
元
に
お
い
て
展
開
し
た
。
す
な
わ
ち
、
ひ
と
つ
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は
、
社
会
的
に
労
働
す
る
者
た
ち
の
生
産
活
動
を
通
じ
て
推
進
さ
れ
、
生
産
力
の
う
ち
に
蓄
積
さ
れ
る
自
己
産
出
過
程
と
し
て
で

あ
り
、
そ
し
て
も
う
ひ
と
つ
は
、
諸
階
級
の
批
判
的
１
革
命
的
活
動
を
通
じ
て
推
進
さ
れ
、
反
省
の
経
験
の
う
ち
に
蓄
積
さ
れ
る

形
成
過
程
と
し
て
で
あ
る
。
他
方
マ
ル
ク
ス
は
、
批
判
と
し
て
、
類
の
自
己
構
成
を
再
構
成
す
べ
き
科
学
の
地
位
に
つ
い
て
は
釈

明
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
人
間
と
自
然
の
総
合
の
彼
の
唯
物
論
的
な
概
念
が
、
道
具
的
行
為
の
範
畷
的
枠
組

に
制
限
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
枠
組
の
中
で
は
、
生
産
知
は
正
当
化
さ
れ
た
が
、
し
か
し
反
省
知
は
正
当
化

さ
れ
な
か
っ
た
。
同
様
に
生
産
活
動
と
い
う
範
型
は
、
支
配
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
再
構
成
の
た
め
に
は
役
に
立
た
な
か
っ
た
。

さ
て
そ
れ
に
対
し
て
フ
ロ
イ
ト
は
、
メ
タ
心
理
学
の
な
か
で
、
歪
め
ら
れ
た
意
思
疎
通
的
行
為
の
枠
組
を
手
に
入
れ
た
が
、
こ
の

枠
組
が
、
諸
制
度
の
生
成
や
も
ろ
も
ろ
の
幻
想
の
位
置
値
を
、
ま
さ
に
支
配
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
把
握
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る

の
で
あ
る
．
：
イ
ト
は
マ
ル
ク
ス
が
洞
察
し
な
か
・
た
或
る
連
関
を
叙
述
す
る
こ
と
が
出
来
射
｝

マ
ル
ク
ス
の
経
済
学
批
判
は
、
彼
の
時
代
の
資
本
主
義
社
会
秩
序
の
理
論
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
社
会
の
連
動
の
説
明
を
提
供
し

な
が
ら
、
同
時
に
そ
の
経
済
学
的
諸
範
鴫
の
擬
似
１
自
然
的
性
格
を
暴
露
し
た
。
そ
れ
は
、
特
に
自
由
労
働
契
約
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

的
ベ
ー
ル
の
下
に
隠
さ
れ
た
搾
取
的
支
配
の
過
程
を
解
明
し
た
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
マ
ル
ク
ス
の
社
会
理
論
は
本
質
的
に
「
批

判
的
社
会
理
論
」
で
あ
る
が
、
し
か
し
ハ
バ
ー
マ
ス
に
よ
れ
ば
、
そ
の
哲
学
的
自
己
理
解
の
水
準
に
お
け
る
還
元
主
義
に
よ
り
、

「
マ
ル
ク
ス
は
支
配
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
歪
め
ら
れ
た
意
思
疎
通
と
し
て
洞
察
す
る
こ
と
が
曇
》
ず
、
自
分
が
目
指
し
て
い
る
夕

（
配
）

イ
ブ
の
社
会
理
論
の
認
識
論
的
地
位
に
関
す
る
メ
タ
理
論
を
発
展
さ
せ
な
か
っ
た
。

そ
れ
に
対
し
て
、
ハ
バ
ー
マ
ス
の
フ
ロ
イ
ト
解
釈
に
お
い
て
強
調
さ
れ
る
こ
と
は
、
支
配
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
諸
現
象
が
歪
め
ら

れ
た
意
思
疎
通
と
い
う
観
点
か
ら
把
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
解
消
を
目
指
す
「
反
省
知
」
の
範
畷
が
、
「
生
産

知
（
技
術
知
）
」
の
範
鴎
と
同
様
、
単
な
る
「
意
味
理
解
」
（
前
に
特
定
さ
れ
た
意
味
に
お
け
る
解
釈
学
的
実
践
知
）
の
そ
れ
に
も
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還
元
さ
れ
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ハ
バ
ー
マ
ス
は
、
「
認
識
関
心
」
を
育
く
む
人
類
の
自
己
構
成
の
媒
体
を
表
現
す
る
た
め

に、「労働、言語および支配」という定式とともに、単純に「労働と相互行為」と定式を用いてい鰯←彼が好ん
で
用
い
る
後
者
の
定
式
を
採
用
す
れ
ば
、
支
配
や
そ
の
正
当
化
と
し
て
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
相
互
行
為
の
枠
組
に
お
け
る
意
思
疎

通
の
構
造
化
さ
れ
た
歪
み
と
い
う
観
点
か
ら
把
握
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
要
す
る
に
安
定
的
な
相
互
理
解
の
達
成
は
、
も
し
意

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

恩
疎
通
が
単
に
偶
然
的
に
で
は
な
く
、
体
系
的
に
歪
め
ら
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
決
し
て
直
接
的
に
「
実
践
的
合
理
性
」
を
表
現
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
こ
こ
で
は
肝
要
で
あ
る
。
後
述
す
る
Ｈ
・
ガ
ダ
マ
ー
と
の
論
争
の
書
の
一
節
で
、
ハ
バ
ー

マ
ス
は
以
下
の
よ
う
に
言
う
。

「
そ
の
中
で
意
味
理
解
が
終
局
す
る
あ
ら
ゆ
る
合
意
は
、
原
則
的
に
、
似
而
非
１
意
思
疎
通
的
に
強
制
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い

か
と
い
う
嫌
疑
の
下
に
立
っ
て
い
る
。
事
実
的
な
理
解
の
仮
象
の
下
に
誤
解
と
自
己
誤
解
が
手
を
つ
け
ら
れ
な
い
ま
ま
永
続
す
る

（
別
）

場
合
、
古
代
人
は
そ
れ
を
眩
惑
と
呼
ん
だ
」
。

こ
こ
に
言
う
「
眩
惑
」
は
、
啓
蒙
主
義
に
お
い
て
は
理
性
の
敵
と
し
て
「
独
断
論
」
の
名
の
下
に
主
題
化
さ
れ
、
マ
ル
ク
ス
主
義

に
お
い
て
は
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
と
呼
ば
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
眩
惑
連
関
か
ら
の
諸
主
体
の
解
放
が
、
ソ
ク
ラ
テ
ス

に
始
ま
る
哲
学
に
よ
る
啓
蒙
の
企
図
の
内
在
的
テ
ロ
ス
を
形
づ
く
っ
て
い
る
。
そ
し
て
同
様
に
ハ
バ
ー
マ
ス
に
よ
れ
ば
、
「
自
己

、
、

（
妬
）

反
省
を
方
法
的
に
要
求
す
る
科
学
の
明
瞭
な
例
」
と
し
て
の
フ
ロ
イ
ト
の
「
精
神
分
析
」
の
企
図
も
、
ま
さ
に
啓
蒙
ｌ
諸
主
体
の

エ
ス
か
ら
自
我
へ
の
霞
繩
－
１
に
よ
る
解
放
の
企
図
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

我
々
は
、
こ
こ
で
Ａ
・
ロ
ー
レ
ン
ッ
ェ
ン
流
に
再
解
釈
さ
れ
た
精
神
分
析
学
を
め
ぐ
る
ハ
バ
ー
マ
ス
の
議
論
の
詳
細
に
立
ち
入
る

余
裕
は
な
い
・
我
々
は
、
彼
が
精
神
分
析
学
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
か
ら
批
判
的
社
会
理
論
の
た
め
に
引
き
出
す
幾
つ
か
の
含
意
の
う
ち
、

両
者
に
お
け
る
「
説
明
の
論
理
」
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
る
だ
け
で
満
足
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
精
神
分
析
学
の
例
に
つ
い
て
、
ハ
バ
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－
マ
ス
は
以
下
の
よ
う
に
言
う
。

「
説
明
の
論
理
と
い
う
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
特
殊
理
解
不
可
能
な
表
現
の
意
味
論
的
分
析
と
い
う
こ
の
例
は
、
以
下
の
理
由
に

よ
り
興
味
深
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
、
特
殊
な
仕
方
で
、
同
時
に
解
釈
学
的
理
解
と
因
果
的
説
明
を
与
え
る
、
と
い
う
こ
と
が

そ
の
理
由
で
あ
る
。
分
析
家
の
理
解
は
、
そ
の
説
明
力
を
．
…
・
・
…
体
系
的
に
接
近
不
可
能
な
意
味
の
解
明
は
誤
っ
た
、
も
し
く
は

誤
解
を
招
き
が
ち
な
意
味
の
起
源
が
説
明
さ
れ
る
程
度
に
応
じ
て
の
み
成
功
す
る
、
と
い
う
事
実
に
負
っ
て
い
る
。
オ
リ
ジ
ナ
ル

な
光
景
〔
す
な
わ
ち
．
そ
こ
に
お
い
て
自
己
表
現
が
抑
座
さ
れ
た
源
初
的
状
況
ｌ
蕪
首
の
再
構
成
は
同
時
に
次
の
一
一
つ
の

こ
と
を
可
能
に
す
る
。
す
な
わ
ち
、
再
構
成
は
、
奇
形
化
さ
れ
た
言
語
ゲ
ー
ム
の
意
味
の
理
解
へ
導
き
、
そ
し
て
同
時
に
奇
形
化

そ
の
も
の
の
起
源
を
説
明
す
４
翅

精
神
分
逐
鑿
的
蝋
解
と
…
説
明
の
…
綣
合
蓬
饗
求
す
る
。
「
何
（
舅
鬮
）
ｌ
棒
系
的
に
謹
め
ら
れ
た
讓
現

の
意
味
内
蘂
ｌ
は
同
滕
に
何
故
（
鬘
貰
目
）
ｌ
燃
系
的
…
そ
…
の
…
…
生
成
Ｉ
が
八
霞
…
こ

と
な
し
に
は
八
理
解
ｖ
さ
れ
え
な
い
胡
｛
こ
こ
で
要
求
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
い
か
に
し
て
歪
め
ら
れ
た
意
思
疎
通
が
生
じ
た
か
を

同
時
に
説
明
す
る
意
思
疎
通
に
お
け
る
歪
み
の
理
解
、
単
な
る
経
験
的
説
明
で
も
単
な
る
解
釈
学
的
理
解
で
も
な
く
、
両
者
の
ア
プ

ロ
ー
チ
の
総
合
１
月
‐
マ
ス
の
一
一
一
一
亘
う
「
説
明
的
礫
鶴
奇
あ
る
・
そ
の
よ
う
な
批
判
的
知
識
が
、
そ
の
名
宛
さ
れ
る
篭
主
体
に

よ
っ
て
領
得
さ
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
理
性
的
自
己
形
成
の
諸
過
程
を
促
進
す
る
構
成
的
契
機
に
な
る
こ
と
が
出
来
る
。

精
神
分
析
学
が
病
理
的
行
動
と
私
的
言
語
的
に
歪
め
ら
れ
た
自
己
表
現
の
起
源
の
説
明
的
理
解
を
生
み
出
す
の
と
同
じ
仕
方
で
、

批
判
的
社
会
理
論
は
理
性
的
な
一
般
的
意
思
の
実
践
的
形
成
を
体
系
的
に
妨
げ
て
い
る
諸
制
度
の
起
源
と
存
続
の
説
明
的
理
解
を

生
み
出
す
。
こ
れ
ら
の
知
識
が
批
判
的
啓
蒙
の
過
程
を
通
じ
て
社
会
の
諸
成
員
に
領
得
さ
れ
る
と
き
、
彼
等
は
、
彼
等
の
真
の
諸
条

件
に
関
す
る
自
己
反
省
の
過
程
を
触
発
さ
れ
、
自
律
的
な
責
任
能
力
の
あ
る
主
体
に
な
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
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し
か
し
な
が
ら
、
我
々
は
、
最
後
に
、
批
判
的
社
会
理
論
と
精
神
分
析
学
の
間
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
が
き
わ
め
て
限
定
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
こ
と
に
も
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．
精
神
分
析
陣
逸
脱
し
た
Ｉ
そ
の
基
準
は
文
化
的
文
脈
に
依
存
し
て
い
る
Ｉ
自

己
形
成
を
遂
げ
た
諸
主
体
と
い
う
病
理
的
ケ
ー
ス
に
関
連
し
て
お
り
、
そ
こ
に
お
け
る
治
療
的
対
話
が
い
か
に
成
功
で
あ
る
に
せ
よ
、

批
判
的
社
会
理
論
が
前
提
に
す
る
通
常
の
相
互
行
為
能
力
の
あ
る
主
体
の
形
成
へ
導
く
こ
と
が
出
来
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
批

判
的
社
会
理
論
は
、
ま
さ
に
そ
こ
か
ら
出
発
す
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
精
神
分
析
的
治
療
に
お
い
て
は
、
受
苦
か
ら
の
解
放
へ
の
意

志
を
持
つ
患
者
と
制
度
化
さ
れ
た
権
威
を
持
つ
分
析
医
と
の
役
割
分
化
が
前
提
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
、
社

会
的
啓
蒙
の
過
程
に
お
い
て
は
、
「
啓
蒙
す
る
者
が
い
ま
だ
こ
れ
か
ら
啓
蒙
さ
れ
る
べ
き
者
た
ち
に
対
し
て
権
利
請
求
す
る
優
越
性

は
、
理
論
的
に
は
不
可
避
で
あ
る
が
、
し
か
し
同
時
に
擬
制
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
自
己
修
正
を
心
要
と
す
る
も
の
な
の
で
あ

る
。
啓
蒙
の
過
程
に
お
い
て
は
、
存
在
す
る
も
の
は
た
だ
当
事
者
た
ち
の
み
で
あ
４
判

こ
れ
ら
の
ｌ
あ
る
い
は
そ
の
他
の
ｌ
篝
驫
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
我
々
が
禰
蓄
の
ア
ナ
。
ジ
ー
か
ら
何
か
を
学
ぶ
可
能
性

を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
精
神
分
析
の
モ
デ
ル
を
直
接
的
に
社
会
的
レ
ベ
ル
へ
転
用
す
る
こ
と
を
我
々
に
禁
止
す
る
で
あ
ろ

う
。
我
々
は
技
術
的
関
心
や
実
践
的
関
心
の
場
合
に
は
、
す
で
に
制
度
化
さ
れ
た
諸
科
学
に
対
す
る
メ
タ
批
判
か
ら
、
認
識
と
関
心

の
連
関
を
解
明
す
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
批
判
に
定
位
し
た
諸
科
学
、
と
り
わ
け
我
々
の
主
題
で
あ
る
批
判
的
社
会
理
論
の
場
合
に

は
、
そ
う
は
い
か
な
い
。
ハ
バ
ー
マ
ス
が
目
指
し
て
い
る
、
社
会
的
諸
主
体
の
有
効
な
自
己
反
省
を
方
法
的
に
要
求
す
る
社
会
理
論

の
確
立
と
い
う
課
題
は
、
本
質
的
に
開
か
れ
た
課
題
な
の
で
あ
る
。

（
１
）
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
一
一
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
」
第
六
巻
第
一
章
。

（
２
）
同
、
第
六
巻
第
一
一
、
四
、
五
章
。
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（
３
）
同
、
第
六
巻
第
四
章
。

（
４
）
ぐ
ぃ
一
・
四
・
‐
○
・
○
口
目
ョ
の
『
・
ヨ
コ
の
ｏ
『
一
の
》
曰
行
・
三
．
房
・
勺
『
、
×
厨
・
曰
の
』
自
侭
号
の
①
旨
の
同
之
の
Ｅ
①
ロ
曽
昌
８
℃
・
’
○
四
の
国
。
。

］
》
三
冒
呂
の
ロ
、
の
一
日
碕
閏
芹
」
召
四
三
三
の
：
［
四
ヶ
ｍ
８
２
Ｃ
丙
（
一
目
ｃ
の
【
の
．
【
一
の
】
ロ
の
⑫
。
胃
一
［
戸
ｇ
】
弓
》
曰
］
ロ
ヨ
頭
の
。
］
弓
『
・

理
論
－
技
術
－
実
践
の
古
典
的
構
図
が
、
近
代
の
「
社
会
哲
学
」
の
拾
頭
と
と
も
に
崩
壊
す
る
経
緯
に
つ
い
て
は
、
ぐ
価
一
・
］
・
函
：
Ｒ
‐

日
、
⑪
）
Ｃ
『
の
【
一
四
⑪
⑪
『
②
○
百
の
Ｆ
の
ぎ
【
の
ぐ
Ｃ
ｐ
Ｑ
の
円
勺
○
二
臣
云
一
己
－
す
円
の
ロ
】
く
の
『
或
岬
］
芹
ロ
）
②
闘
巨
『
の
。
“
旨
一
己
三
一
○
⑩
。
己
亘
の
．
一
員
９
の
円
⑪
一

目
す
の
○
コ
の
ロ
ゴ
Ｑ
で
『
ロ
×
｝
い
’
の
○
億
国
一
己
三
一
。
⑪
○
℃
三
：
。
①
の
冨
臼
の
Ｐ
Ｚ
の
冒
亘
の
。
、
、
の
『
一
一
二
』
垣
①
②
・
ぐ
】
の
日
の
旦
巨
『
Ｃ
ご
頤
⑦
、
の
ゴ
⑦
。
Ｐ

の
。
「
の
芦
の
『
戸
の
巨
且
。
：
の
曰
、
の
一
国
扇
冨
シ
ご
「
一
僧
の
）
可
『
：
穴
『
ロ
『
庁
］
弓
】
．
⑪
．
怠
－
ｍ
⑭
・
細
谷
貞
雄
訳
『
理
論
と
実
践
」
未
来
社

一
九
七
五
年
、
一
一
－
七
二
頁
を
参
照
。
ガ
リ
レ
オ
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
近
代
自
然
科
学
の
登
場
と
と
も
に
、
科
学
（
理
論
）
は
「
技
術
家

の
姿
勢
に
方
法
的
に
拘
束
さ
れ
る
よ
う
に
な
」
り
、
そ
の
方
法
的
手
続
き
が
あ
ら
ゆ
る
認
識
の
範
型
と
し
て
規
範
化
さ
れ
に
股
ん
で
（
実

証
主
義
の
怡
頭
）
、
実
践
意
識
は
収
縮
す
る
、
な
い
し
は
決
断
主
義
的
に
奇
形
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
く
ぬ
一
・
〕
・
由
呂
の
『
ョ
厨
・

』
吟
目
四
一
再
勝
０
ケ
の
三
一
脇
の
ロ
い
０
ヶ
呉
后
号
①
Ｃ
ユ
の
巳
ｐ
Ｑ
Ｄ
－
巴
の
六
二
戸
・
一
目
弓
迂
・
三
・
』
少
□
Ｃ
門
口
。
■
・
煙
’
（
函
『
⑪
、
．
）
一
』
〕
の
［
で
。
⑪
ご
く
一
切
‐

ロ
】
Ｅ
⑩
⑪
芹
『
の
一
二
コ
こ
の
『
鳥
貝
印
◎
ず
の
。
⑩
・
里
Ｃ
ｌ
◎
館
扇
□
四
『
：
薗
号
、
ｚ
の
ロ
ー
ミ
且
］
・
『
口
・
の
」
困
－
』
昌
・
城
塚
登
／
浜
井
修
択
『
社

〈
雪
科
学
の
総
蝋
Ｉ
ド
イ
ツ
社
会
学
に
お
け
る
巽
誕
主
義
総
論
』
河
出
普
陽
新
祉
一
九
七
五
躯
一
六
一
１
－
几
七
頁
を
参
照
。
他
方
．

臘
心
連
関
か
ら
麹
蝋
し
た
認
識
ｌ
‐
礫
論
的
態
度
ｌ
の
概
念
は
、
あ
る
意
味
で
は
ハ
バ
ー
マ
ス
の
ｌ
「
術
為
」
と
区
馴
さ
れ
た
ｌ

「
論
議
」
の
概
念
の
う
ち
に
保
存
さ
れ
る
。
ご
殖
一
・
囚
９
国
日
ｐ
Ｐ
ｐ
『
丙
の
ゴ
コ
ヨ
一
ｍ
ロ
且
旨
芹
の
『
の
②
の
①
（
ｚ
目
冒
二
○
二
】
⑪
『
い
）
・
囚
・
Ｐ

ｏ
３
の
・
器
ｍ
・
邦
訳
、
一
一
一
七
○
－
一
頁
、
さ
ら
に
、
］
・
国
呂
の
『
日
研
・
乏
昌
『
す
の
諄
い
言
の
。
『
一
の
口
．
旨
“
津
・
丙
：
『
の
コ
ワ
ロ
目
（
■
『
の
、
）
》

三
一
『
六
一
一
○
ヶ
戸
の
芹
ロ
コ
ユ
宛
の
（
一
の
×
一
○
二
皿
甸
の
の
豚
○
す
『
）
声
Ｎ
ｐ
曰
つ
Ｐ
Ｃ
の
す
■
『
前
一
ｍ
ぬ
く
。
□
三
ｍ
一
言
の
【
⑩
。
｝
】
巳
肩
》
勺
「
巨
一
］
ご
宛
①
。
」
①
『
四
・

ｍ
・
唾
］
」
ｌ
患
、
．
お
よ
び
前
掲
棚
橋
一
二
一
頁
以
下
を
参
照
。
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（
５
）
］
・
西
山
ロ
の
『
日
騏

伊
四
・
○
；
の
．
の
画
．

（
６
）
戸
伊
○
・

（
７
）
］
・
西
堅
）

（７）］・西凹すの局日四ｍ》向門戸のロ日ロ一切巨己已円員①円の⑪印の（」尹貝ユニいく。『］①⑩■二ｍ）・旨⑪。①『②．ｑけり弓已丙ロコロミー②の⑩。、◎ず⑤‐

津
．
四
・
四
・
○
・
・
の
．
】
患
（
（
・
邦
訳
、
一
五
九
頁
以
下
。

（８）］’四口すの『曰蔚》Ｆ罫の『呉巨『ずのａＣ頁叩田口『Ｆ○四丙この『のＣい』、一三一⑪⑪。。四○宮、塵》の。・勺画一８○つ三鮠○ず①宛巨二二⑩。宮凹Ｆ

ｍ
の
房
の
津
の
、
》
曰
ご
Ｃ
ご
囚
の
ロ
］
＠
ｓ
．
且
の
：
『
ロ
ケ
晒
巴
日
、
貢
ご
独
旦
の
『
の
．
Ｎ
日
Ｆ
ｏ
四
六
Ｑ
Ｒ
ｍ
ｏ
Ｎ
国
一
三
筋
の
ロ
の
○
コ
呉
蔚
２

三
ｇ
①
『
国
一
一
の
貝
甸
『
印
。
穴
［
貝
（
Ｓ
『
Ｐ
⑪
・
囲
①
。

（
９
）
］
・
餌
：
の
『
ゴ
忌
扇
・
回
『
丙
①
目
［
己
⑪
Ｐ
且
目
。
芹
の
門
●
の
⑪
の
・
の
．
星
『
・
邦
訳
、
二
○
二
頁
。

（
旧
）
く
ぬ
一
・
口
・
回
．
。
・
・
の
．
ｇ
②
露
・
邦
訳
、
一
一
○
一
一
一
頁
以
下
。

（
ｕ
）
シ
・
Ｐ
。
．
》
印
・
ｇ
ｍ
－
色
・
邦
訳
、
一
一
○
○
－
一
一
○
六
頁
。

（⑫）一・国：囚Ｂｍい・シコ芹『旨のく。『一の２コ、．、．四・○・》の．」患・邦訳、’六二頁。くい一・回『穴のコロ目】のロゴ』旨（の『朋印の》

ｍ
・
置
』
・
邦
訳
、
一
一
○
七
－
八
頁
。

（
旧
）
固
『
六
２
口
目
】
の
自
已
閂
【
旨
の
門
の
冊
の
』
の
．
垣
・
重
要
な
こ
と
だ
が
、
我
々
は
こ
の
テ
ー
ゼ
を
、
し
ば
し
ば
誤
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
社
会
理

論
を
認
識
理
論
に
還
元
す
る
こ
と
が
出
来
る
、
と
い
う
意
味
に
解
し
て
は
な
ら
な
い
。
ご
ｍ
一
・
ｚ
目
冒
「
Ｃ
『
庁
（
一
⑪
『
②
）
》
】
ロ
》
印
戸
の
ロ
日
‐

己
の
ロ
コ
ロ
］
貝
の
局
の
⑩
の
》
の
・
笥
画
－
四
・
邦
訳
、
一
一
一
五
八
－
九
頁
。

（
ｕ
）
シ
・
Ｐ
。
：
ｍ
・
患
・
邦
訳
、
三
六
－
七
頁
。

（
巧
）
シ
・
画
・
Ｃ
ｌ
の
，
患
・
邦
訳
、
一
一
一
六
頁
。

四
ｍ
す
の
『
『
息
の
・
弓
・
目
冑
巨
ロ
ュ
ニ
訂
印
①
ロ
⑪
。
目
津
四
一
⑪
Ｖ
Ｅ
の
。
一
・
ｍ
】
の
八
》
日
》
』
の
【
⑪
．
ｑ
可
：
己
戸
口
且
雪
】
⑰
⑭
の
ロ
⑪
。
ｇ
［
戸
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（記）」・・四ｍすの『ロ］、⑪》ロゴ］くの『８－】威厨四コ⑭己『ロ、戸凹・囚，○・・ｍ・］四ｍ．

（
豹
）
○
コ
の
弩
⑫
芹
の
ロ
〕
日
】
８
］
］
罠
昌
⑪
８
目
の
１
８
ｐ
肩
口
ロ
ロ
】
８
二
○
Ｐ
Ｃ
ケ
・
◎
戸
・
》
。
．
Ｅ
『
．

グー､〆、'■､

２７２６２５
、甲ソ、.ノ、､ゾ

（
型
）

グー、グー、〆■、／･へグー、

２３２２２１２０１９
、.'、－'ミーノ、.〆、－'

'■、〆■、〆■、

１８１７１６
、.’、.’、－'

シ
・
Ｐ
ｐ
．

］
・
出
四
ワ
ロ

ロ
Ｐ
画
］
①
１
コ

シ
・
四
・
○
・
．
印
・
さ
・
邦
訳
、
一
一
一
七
頁
。

少
・
Ｐ
Ｃ
》
ｍ
・
引
・
邦
訳
、
五
○
頁
。

】・函②すの【日凹印。シ『ワ呂巨且曰芹の国寓】。ｐ・国のロ〕の鳥目館目罵硝の］⑪ｖ］の。の『甸冨］。⑪８頁の。①切○の】切芹の⑪八》
】
月
旦
の
『
⑪
・
目
⑰
自
己
房
口
且
言
」
⑩
、
の
。
、
Ｏ
宮
津
・
の
，
垣
－
』
⑪
・
前
掲
邦
訳
書
、
五
－
四
四
頁
・

ロ
『
丙
の
自
日
一
切
■
且
旨
訂
『
①
閉
＠
ｍ
・
『
］
ｌ
函
・
邦
訳
、
六
一
一
一
－
四
頁
。

シ
・
Ｐ
Ｃ
・
の
．
②
凸
・
邦
訳
、
二
九
五
－
六
頁
。

シ
・
口
．
。
：
ｍ
・
置
唖
・
邦
訳
、
二
九
六
頁
。

少
，
四
・
○
・
・
ｍ
・
巴
－
函
・
邦
訳
、
五
四
－
六
頁
。

例えば、回鳥のゴロ目】⑪巨口已冒厨『の⑪⑩の（」百片１〔扇ぐ。『一のの巨口、）》曰血目の：具云ごロロニニ印仇の。⑪。ｇ岸》②。］ｇ・
邦
訳
、
一
六
六
頁
、
因
『
丙
の
ロ
ロ
冒
曰
印
目
旦
冒
（
の
円
の
⑪
の
ｐ
の
．
置
函
・
邦
訳
、
二
○
六
頁
を
参
照
せ
よ
。

］・四四ヶの門目〕四ｍ》ロヨくの厨口冒嘗叩目印ＲｐＣ彦已の門出の『日のロの貝】【・】月穴・’ｐシ□の’（固『⑩、．）壹四の『目のロ①回‐
茸
戸
口
ロ
ロ
閂
旦
の
○
一
ｃ
ｍ
】
の
丙
ユ
は
戸
》
Ｐ
Ｐ
Ｏ
：
の
．
］
、
四
・

回
『
宍
①
ロ
日
ロ
】
め
こ
且
百
斤
⑪
『
①
⑫
の
①
．
ｍ
・
函
ｇ
・
邦
訳
、
’
一
五
五
頁
。

シ
・
Ｐ
ｐ
・
の
。
“
ｇ
・
邦
訳
、
一
一
六
七
頁
。

］・出画すのｎ日■い》○口の旨⑪【の日呉】８］］琶曰的一．『厨旦８目貝曰ロヨ８→】。Ｐ一目目□巳四ｑ〆白（シ具ロヨロこ『。）『
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第
三
章
Ｈ
・
ガ
ダ
マ
ー
の
哲
学
的
解
釈
学

我
々
は
、
前
章
に
お
い
て
、
ハ
バ
ー
マ
ス
の
認
識
関
心
の
理
論
に
お
け
る
認
識
の
ト
ラ
イ
コ
ト
ミ
ー
の
梗
概
を
み
て
き
た
が
、
「
道

具
的
理
性
の
批
判
」
な
い
し
は
そ
れ
に
対
応
す
る
「
実
践
哲
学
の
復
権
」
と
い
う
我
々
の
文
脈
に
お
い
て
は
、
批
判
的
（
社
会
）
理

論
の
企
図
と
同
様
に
解
釈
学
的
諸
科
学
、
お
よ
び
両
者
の
関
係
が
我
々
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
。
も
し
技
術
と
科
学
が
現
在
の
歴
史

的
諸
条
件
の
下
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
「
背
景
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
に
な
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
経
済
学
批
判
は
、
我
々
を
し
て
我
々
の

歴
史
的
１
社
会
的
状
況
を
技
術
的
に
支
配
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
実
践
的
に
解
決
さ
れ
る
べ
き
状
況
と
し
て
知
覚
す

る
こ
と
を
妨
げ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
我
々
の
歴
史
的
ｌ
社
会
的
状
況
の
集
合
的
解
釈
の
諸
様
式
に
対
す
る
批
判
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
ね
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
文
脈
に
お
い
て
解
釈
学
の
企
図
が
注
目
に
値
す
る
の
は
、
そ
れ
が
技
術
と
実
践
の
間
の
区
別
を
基
礎
に
し

て
い
る
か
ら
で
計
｝
そ
れ
は
、
解
釈
学
的
理
解
が
経
験
的
ｌ
分
析
的
藷
科
学
の
客
観
化
的
方
法
（
・
…
且
。
『
…
鬘
①
言
・
号
）

と
は
異
っ
た
構
造
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
、
し
た
が
っ
て
意
思
疎
通
的
行
為
の
諸
様
式
の
反
省
に
対
す
る
科
学
的
方
法
の
諸
制
限
を

自
覚
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
解
釈
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
再
検
討
は
、
批
判
的
社
会
理
論
に
と
っ
て
、
意
思
疎
通
的
行
為
の
連
関
の

う
ち
に
お
い
て
我
々
が
出
会
い
、
か
つ
解
決
す
べ
き
実
践
的
諸
問
題
と
、
科
学
的
に
指
導
さ
れ
た
道
具
的
制
御
の
諸
技
術
の
助
け
に

よ
り
解
決
す
る
こ
と
の
出
来
る
諸
問
題
の
間
に
ど
の
よ
う
な
差
異
が
存
在
す
る
の
か
を
、
現
代
の
方
法
意
識
の
高
み
か
ら
解
明
す
る

の
に
役
立
つ
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
批
判
的
理
論
と
解
釈
学
は
、
両
者
と
も
、
現
在
の
歴
史
的
諸
条
件
の
下
で
我
々
が
直
面
し
て
い
る
主
要
な
課
題
と

（
釦
）
］
・
国
回
す
の
ロ
目
色
⑪
．
国
己
の
一
目
。
頤
闘
Ｒ
ｚ
①
巨
凹
扇
頃
回
す
の
睡
国
日
、
の
⑫
○
．
量
「
一
の
１
顕
丙
の
芦
の
□
す
の
旨
】
く
の
【
切
巨
ｎ
戸
ヨ
ゴ
①
。
『
一
の
口
口
已

で
『
関
扇
且
く
⑩
【
日
冒
の
］
ロ
．
ご
“
弓
写
の
ｏ
１
の
■
且
勺
『
貰
一
⑩
．
■
・
Ｐ
○
・
》
②
・
急
・
前
掲
邦
訳
書
、
六
二
一
頁
。
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し
て
、
道
具
的
理
性
（
よ
り
精
確
に
は
、
実
証
主
義
や
歴
史
主
義
に
内
在
す
る
客
観
主
義
）
に
対
す
る
批
判
を
想
定
し
て
い
る
。
け

れ
ど
も
、
両
者
が
そ
の
課
題
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
仕
方
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
異
っ
て
い
る
。
我
々
は
こ
の
争
点
を
、
Ｈ
・
ガ
ダ

マ
ー
の
哲
学
的
解
釈
学
に
対
す
る
ハ
バ
ー
マ
ス
の
論
判
を
中
心
に
以
下
に
お
い
て
考
察
し
た
い
。
そ
の
際
、
叙
述
上
の
便
宜
と
し
て
、

我
々
は
先
ず
本
章
に
お
い
て
、
ハ
バ
ー
マ
ス
の
理
論
体
系
に
同
化
さ
れ
る
諸
論
点
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
ガ
ダ
マ
ー
の
解
釈
学
の

幾
つ
か
の
特
徴
を
考
察
す
る
。
ガ
ダ
マ
１
の
解
釈
学
に
お
け
る
、
ハ
バ
ー
マ
ス
の
認
識
関
心
の
理
論
の
図
式
に
お
い
て
解
釈
学
に
割

り
当
て
ら
れ
た
固
有
の
地
位
と
は
一
致
し
な
い
諸
特
徴
、
お
よ
び
そ
れ
ら
を
め
ぐ
る
ハ
バ
ー
マ
ス
と
ガ
ダ
マ
ー
と
の
間
の
対
質
に
つ

い
て
は
、
次
章
で
触
れ
る
こ
と
に
し
た
い
。

解
釈
学
（
国
の
『
月
口
の
昌
穴
）
な
る
言
語
は
、
ギ
リ
シ
ャ
語
の
解
釈
（
ゴ
の
「
ョ
の
月
巨
幽
）
に
起
源
を
有
し
、
後
者
は
、
ギ
リ
シ
ャ
神
話

に
お
け
る
神
々
の
腱
脅
で
あ
り
、
繩
々
の
一
一
言
葉
の
鏡
寶
で
あ
る
ヘ
ル
メ
ス
（
函
…
）
に
由
来
す
る
ｌ
あ
る
い
は
そ
の
逆

で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
ｌ
と
い
う
．
こ
の
よ
う
に
解
釈
学
の
起
源
は
そ
の
名
の
由
来
か
ら
す
れ
ば
古
く
ギ
リ
シ
鞭
に
ま
で
趨

る
こ
と
が
出
来
る
が
、
し
か
し
そ
の
学
問
と
し
て
の
確
立
は
比
較
的
最
近
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
十
七
世
紀
に
お
い
て
古
く

か
ら
伝
え
ら
れ
た
「
解
釈
の
術
」
（
四
［
⑰
冒
芹
の
『
口
の
ご
ロ
日
）
が
「
解
釈
学
」
と
い
う
ギ
リ
シ
ャ
語
風
の
新
造
語
を
も
っ
て
呼
ば
れ
る

よ
う
に
な
り
、
こ
の
名
の
下
に
神
学
や
法
学
の
た
め
の
補
助
学
科
が
発
展
さ
せ
ら
れ
た
が
、
十
九
世
紀
に
人
っ
て
、
ベ
ッ
ク
や
シ
ュ

ラ
ィ
ェ
ル
マ
ッ
ヒ
ャ
ー
に
よ
る
方
法
と
し
て
の
解
釈
学
の
基
礎
づ
け
の
試
み
を
経
て
、
や
が
て
デ
ィ
ル
タ
イ
に
よ
る
精
神
科
学
の
学

問
的
基
礎
の
反
省
に
お
い
て
、
解
釈
学
の
伝
統
は
、
そ
の
最
初
の
高
揚
を
経
験
す
る
。
こ
の
過
程
は
、
も
と
も
と
神
学
や
法
学
の
補

助
学
科
、
つ
ま
り
宗
教
的
お
よ
び
法
的
テ
キ
ス
ト
の
解
釈
の
技
法
と
し
て
の
解
釈
学
が
、
そ
の
対
象
領
域
を
除
々
に
拡
大
し
、
や
が

て
文
献
学
の
全
領
域
や
生
の
客
体
化
さ
れ
た
も
の
の
全
体
を
も
含
む
よ
う
に
な
る
過
程
で
も
あ
っ
廟
壺

Ｈ
・
ガ
ダ
マ
ー
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
よ
り
最
近
の
解
釈
学
的
伝
統
の
再
生
は
、
ロ
マ
ン
主
義
か
ら
デ
ィ
ル
タ
イ
に
至
る
解
釈
学
の



伝
統
と
と
も
に
、
現
象
学
哲
学
の
知
見
に
よ
っ
て
も
強
く
影
響
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
こ
に
言
う
現
象
学
と
は
、
諸
前
提
か

ら
自
由
な
認
識
の
基
礎
の
探
究
と
い
う
初
期
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
っ
て
唱
導
さ
れ
た
形
式
に
お
け
る
超
越
論
的
現
象
学
で
は
な
く
、
世

界
１
内
１
存
在
と
し
て
人
間
存
在
の
言
語
的
性
格
の
反
省
を
主
導
テ
ー
マ
と
す
る
ハ
ィ
デ
ガ
ー
の
後
期
の
諸
著
作
に
お
け
る
よ
う
な
、

一種の「言語学的転換」と「存在論的転換」をともに体験した解釈学的現象学のことを糺調岸解釈学の伝統にお
ｊ平

け
る
初
期
の
著
者
達
は
、
主
と
し
て
、
「
理
解
」
を
歴
史
家
や
文
献
学
者
が
彼
の
主
題
事
象
へ
体
系
的
に
接
近
す
る
た
め
に
利
用
す

波く

る
「
方
法
」
と
し
て
取
り
扱
っ
た
が
、
ガ
ダ
マ
ー
は
、
ハ
イ
ー
プ
ガ
ー
と
と
も
に
、
そ
れ
を
人
間
の
相
互
主
観
性
そ
の
も
の
の
条
件
な

学

批判的社会理論と哲学的解釈学5９

い
し
は
様
式
と
み
な
す
。

ハ
バ
ー
マ
ス
は
、
今
日
の
社
会
科
学
に
著
し
い
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
実
証
主
義
と
歴
史
主
義
の
批
判
を
通
じ
て
、
社
会
科
学
に

再
方
向
づ
け
を
与
え
る
た
め
に
、
ガ
ダ
マ
ー
の
『
真
理
と
方
法
』
の
中
で
展
開
さ
れ
た
議
論
を
、
彼
の
方
法
論
的
考
察
の
中
に
導
入

し
て
Ｌ
鄙
｛
そ
の
際
、
彼
は
、
ガ
ダ
マ
ー
の
解
釈
学
的
考
察
の
特
質
を
浮
き
彫
り
に
す
る
た
め
に
、
ヴ
ィ
ッ
ト
ゲ
ン
シ
１
ダ
イ
ン
お

よ
び
彼
の
後
継
者
で
あ
る
Ｐ
・
ウ
ィ
ン
チ
の
言
語
学
的
な
い
し
は
社
会
言
語
学
的
研
究
を
比
較
の
準
拠
点
に
利
用
す
る
。
そ
れ
ゆ
え

（
５
）

我
々
も
、
ガ
ダ
マ
ー
の
解
釈
学
が
「
後
期
ヴ
ィ
ッ
ト
ゲ
ン
シ
１
ダ
イ
ン
に
よ
っ
て
印
さ
れ
た
言
語
分
析
の
社
会
言
語
学
的
段
階
」
を

い
か
に
超
え
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
ハ
バ
ー
マ
ス
が
与
え
て
い
る
説
明
を
手
が
か
り
に
考
察
を
始
め
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
社
会
科
学
に
お
い
て
、
解
釈
学
的
な
い
し
は
一
一
一
一
口
語
分
析
的
方
法
が
社
会
研
究
に
お
け
る
不
可
欠
な
手
続
き
で
あ
る
と

主
張
さ
れ
る
場
合
、
こ
の
主
張
は
、
通
常
、
以
下
の
よ
う
な
事
実
を
論
拠
に
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
社
会
的
お

よ
び
歴
史
的
現
実
は
、
本
質
的
に
「
象
徴
的
に
媒
介
さ
れ
た
」
、
つ
ま
り
「
言
語
的
に
組
織
さ
れ
た
」
現
実
で
あ
る
、
と
い
う
事
実

が
そ
れ
で
あ
る
。
ハ
バ
ー
マ
ス
が
「
言
語
分
析
の
社
会
言
語
学
的
段
階
」
と
呼
ぶ
も
の
は
、
こ
の
こ
と
か
ら
お
よ
そ
以
下
の
よ
う
な

筋
道
の
議
論
を
引
き
出
す
で
あ
ろ
う
．
’
そ
れ
ゆ
え
、
社
会
的
お
よ
び
歴
史
的
分
脈
の
対
象
や
デ
ー
タ
は
そ
れ
自
身
に
お
い
て
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有
意
味
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
ら
が
有
意
味
的
で
あ
る
限
り
で
、
対
象
や
一
ア
ー
タ
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
与
え
ら
れ
て
い
る
。

換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
を
分
析
の
可
能
的
対
象
や
デ
ー
タ
と
し
て
構
成
す
る
も
の
は
、
ま
さ
に
そ
れ
ら
に
内
在
す
る
有
意
味
性
で
あ

る
。
分
析
の
対
象
や
一
フ
ー
タ
の
こ
の
あ
ら
か
じ
め
与
え
ら
れ
た
固
有
の
意
味
は
、
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
が
そ
の
部
分
で
あ
る
と
こ
ろ

の
譲
的
全
佳
ｌ
す
な
わ
ち
祷
艤
な
「
一
一
一
一
皀
籍
ゲ
「
△
」
ｌ
の
う
ち
に
…
そ
れ
ら
の
位
置
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
．
そ
れ

ゆ
え
社
会
科
学
者
峰
究
極
の
と
こ
ろ
、
社
会
的
‐
艫
史
的
分
析
か
ら
社
会
言
語
学
的
分
析
を
省
略
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
難
｝

さ
て
、
我
々
の
文
脈
に
お
い
て
は
、
社
会
的
－
歴
史
的
分
析
の
対
象
や
デ
ー
タ
、
す
な
わ
ち
諸
々
の
信
条
や
行
為
は
、
常
に
そ
の

中
に
そ
れ
ら
が
位
置
し
て
い
る
言
語
ゲ
ー
ム
な
い
し
は
生
活
形
態
の
全
体
的
文
脈
の
中
で
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
以
上
の

よ
う
な
見
解
が
、
歴
史
主
義
を
想
い
起
こ
さ
せ
る
客
観
主
義
的
含
意
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
見
抜
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
連

関
で
ハ
バ
ー
マ
ス
が
ガ
ダ
マ
ー
を
引
き
合
い
に
出
す
の
は
、
歴
史
主
義
の
客
観
主
義
的
自
己
理
解
に
向
け
ら
れ
た
後
者
の
解
釈
学
的

批
判
が
、
一
一
一
一
口
語
分
析
的
哲
学
に
対
し
て
も
同
様
に
妥
当
す
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ヴ
ィ
ッ
ト
ゲ
ン
シ
１
ダ
イ
ン
や
ウ
イ
ン
チ

に
よ
り
一
一
一
一
自
語
が
生
活
形
態
と
し
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
が
、
し
か
し
ハ
バ
ー
マ
ス
に
よ
れ
ば
、
彼
等
に
あ
っ
て
は
、

分
析
さ
れ
た
一
一
一
一
口
語
ゲ
１
ム
と
自
己
の
言
語
ゲ
ー
ム
が
相
互
に
媒
介
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
反
省
さ
れ
て
い
Ｌ
Ｍ
彼
等
の
こ
の
よ
う
な

「
言
語
ゲ
ー
ム
の
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー
」
に
対
し
て
、
ハ
バ
ー
マ
ス
は
、
彼
が
ガ
ダ
マ
ー
の
解
釈
学
か
ら
引
き
出
す
自
然
言
語
の
相
互
翻

訳
可
能
性
と
い
う
考
え
方
を
対
置
す
る
。
「
あ
ら
ゆ
る
日
常
一
一
一
一
口
語
の
文
法
は
、
す
で
に
そ
れ
自
身
、
そ
れ
が
規
定
し
て
い
る
当
の
一
一
一
一
口

語を超え出る可能性を備えてぃ亀｛言語ゲームの文法を規定する生這界は、ヴィットゲンン１ダインの「言
語
ゲ
ー
ム
」
の
モ
ナ
ド
ロ
ジ
カ
ル
な
概
念
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
閉
じ
た
生
活
形
態
で
は
な
い
。
我
々
は
、
我
々
の
各
々
の
生
活
世

界
の
文
法
的
諸
境
界
の
う
ち
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
は
い
な
い
。

ヴ
ィ
ッ
ト
ゲ
ン
シ
１
ダ
イ
ン
は
、
理
解
を
社
会
化
の
観
点
か
ら
、
す
な
わ
ち
ネ
イ
テ
ィ
ブ
（
の
日
照
ワ
Ｃ
『
ｇ
の
）
な
話
し
手
た
ち
が
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彼
等
の
生
活
形
態
の
中
へ
社
会
化
さ
れ
る
訓
練
の
実
際
上
の
操
り
返
し
と
い
う
観
点
か
ら
把
え
る
。
し
か
し
ガ
ダ
マ
ー
に
と
っ
て
は
、

こ
の
よ
う
な
言
語
理
解
は
い
ま
だ
「
現
実
的
な
理
解
（
三
一
鳥
一
一
Ｃ
訂
の
ぐ
の
『
：
。
①
ご
）
」
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
「
生
活
の
遂
行

（Ｆのすのロいき一一国長）」にすぎなく、いかなる解釈の過程をも含んではい舛旭なぜなら、言語的諸規則の適用に随
伴
す
る
反
省
は
、
言
語
ゲ
ー
ム
が
問
題
的
に
な
っ
た
と
き
に
の
み
現
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
一
一
一
一
口
語
的
諸
規
則
の
妥
当
性
の
相
互
主
観
性

が
撹
乱
さ
れ
る
と
き
に
の
み
、
合
意
を
再
び
打
ち
建
て
る
と
こ
ろ
の
解
釈
の
過
程
が
再
び
呼
び
起
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

ヴ
イ
ッ
ト
ゲ
ン
シ
１
ダ
イ
ン
や
ウ
ィ
ン
チ
が
一
一
一
一
口
語
共
同
体
の
中
へ
の
社
会
化
な
い
し
は
参
加
の
過
程
を
理
解
の
モ
デ
ル
と
み
な
し
た

の
に
対
し
て
、
ガ
ダ
マ
ー
は
、
そ
の
達
成
が
特
に
困
難
で
し
か
も
そ
の
成
功
が
よ
り
容
易
に
明
ら
か
に
な
る
ケ
ー
ス
、
つ
ま
り
一
一

つ
の
異
っ
た
一
一
一
口
語
の
間
の
「
翻
訳
」
を
、
反
省
的
理
解
の
構
造
分
析
の
た
め
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
採
用
す
る
。

翻
訳
は
、
理
解
が
撹
乱
さ
れ
る
と
き
に
の
み
必
要
で
あ
る
。
翻
訳
の
行
為
は
、
彼
等
の
文
法
的
諸
規
則
を
修
得
し
了
っ
て
い
る
者

た
ち
に
、
言
語
が
与
え
る
と
こ
ろ
の
生
産
的
な
働
き
を
、
す
な
わ
ち
疎
遠
な
も
の
を
同
化
し
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
に
よ
り
自
分
自
身

の
言
語
体
系
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
る
と
い
う
働
き
を
明
ら
か
に
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
日
常
的
に
は
、
討
議
の
相
手
同
士
が
ま
ず
最

初
に
「
共
通
の
言
語
」
を
見
い
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
起
っ
て
い
る
。
こ
の
「
共
通
の
一
一
一
一
口
語
」
は
、
理
解

に
達
す
る
こ
と
の
結
果
で
あ
る
が
、
こ
の
理
解
の
構
造
は
、
翻
訳
の
そ
れ
と
相
同
的
な
構
造
で
あ
る
。
「
ち
ょ
う
ど
同
じ
様
に
、
翻

訳
者
は
、
そ
れ
へ
彼
が
翻
訳
す
る
と
こ
ろ
の
彼
の
母
国
語
の
権
利
に
固
執
し
、
そ
し
て
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
テ
キ
ス
と
そ
の
表

現における疎遠なもの、まさに敵対的なものにさえ、それ自身の価値を認めなければならなし師｛翻訳者が彼の
母
国
語
の
権
利
と
彼
の
テ
キ
ス
ト
の
疎
遠
性
（
印
の
目
冨
一
（
声
・
『
の
一
ｍ
目
研
）
を
と
も
に
尊
重
す
る
共
通
の
一
一
一
一
百
語
を
発
見
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
よ
う
に
、
解
釈
者
も
ま
た
、
そ
の
疎
遠
性
が
保
存
さ
れ
る
が
、
し
か
し
同
時
に
彼
の
生
活
世
界
と
理
解
可
能
な
関
係
に
も

た
ら
さ
れ
る
と
い
う
仕
方
で
彼
の
素
材
を
概
念
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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翻
訳
は
、
単
に
水
平
的
レ
ベ
ル
で
、
つ
ま
り
競
合
す
る
諸
々
の
言
語
共
同
体
の
間
で
必
要
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
諸
世
代
お
よ

び
諸
時
代
の
間
に
お
い
て
も
必
要
で
あ
る
・
ガ
ダ
マ
ー
は
、
「
理
解
の
歴
史
腱
訓
糘
強
調
す
る
点
に
お
い
て
も
、
ヴ
イ
ッ
ト
ゲ
ン
シ

１
ダ
イ
ン
や
ウ
ィ
ン
チ
か
ら
異
な
る
。
一
一
一
一
口
語
と
伝
統
は
分
か
ち
難
く
相
互
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
言
語
は
「
伝
承
の
存
在
様
式
」

で
あ
り
、
そ
し
て
伝
承
は
、
そ
の
中
で
言
語
が
持
続
し
か
つ
発
展
す
る
媒
体
で
あ
る
。
そ
の
中
で
言
語
が
伝
達
さ
れ
る
媒
体
と
し
て

の
伝
承
は
、
翻
訳
と
し
て
、
す
な
わ
ち
諸
世
代
の
間
の
隔
り
の
架
橋
と
し
て
生
起
す
る
。
こ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
諸
個
人
が
彼
の

言
語
の
中
へ
成
長
す
る
社
会
化
の
過
程
は
、
謂
わ
ば
伝
統
の
過
程
の
最
小
の
単
位
と
し
て
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
中
で
一
一
一
一
口
語
が
解
釈
さ

れ
、
変
化
さ
せ
ら
れ
、
そ
し
て
発
展
さ
せ
ら
れ
る
進
行
的
過
程
の
構
成
部
分
と
し
て
、
み
な
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。

ガ
ダ
マ
ー
は
、
そ
の
構
造
的
完
成
の
側
面
に
対
し
て
、
言
語
の
持
つ
同
化
的
お
よ
び
創
造
的
な
力
を
強
調
す
る
た
め
に
「
地
平

（
四
・
『
－
８
己
）
」
と
い
う
フ
ッ
サ
ー
ル
的
概
念
を
用
い
る
。
彼
は
、
文
法
的
諸
規
則
の
う
ち
に
単
に
制
度
化
さ
れ
た
生
活
形
態
だ
け

で
な
く
、
「
地
平
」
の
諸
制
限
を
も
見
る
が
、
し
か
し
こ
れ
ら
の
地
平
は
開
か
れ
て
お
り
、
そ
し
て
そ
れ
ら
は
移
動
す
る
こ
と
が
出

来
る
。
各
々
の
具
体
的
言
語
は
ヴ
ィ
ッ
ト
ゲ
ュ
シ
１
ダ
イ
ン
の
「
言
語
ゲ
ー
ム
」
の
モ
ナ
ド
ロ
ジ
カ
ル
な
概
念
が
示
唆
す
る
よ
う
な

閉
じ
ら
れ
た
境
界
を
持
つ
こ
と
か
ら
は
程
遠
く
、
原
理
的
に
、
言
語
的
に
疎
遠
な
、
そ
し
て
最
初
は
理
解
不
可
能
な
も
の
を
編
入
す

る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
理
解
の
過
程
は
、
解
釈
か
ら
、
す
な
わ
ち
把
握
さ
れ
る
諸
々
の
意
味
の
言
語
的
明
蜥
化
か
ら
切
り
離
す
こ

と
は
出
来
な
い
．
ガ
ダ
マ
ー
の
採
用
す
る
「
翻
訳
」
の
モ
デ
ル
は
最
初
か
ら
、
心
理
学
的
附
譜
ｌ
例
え
ば
「
自
己
移
入
」
や

「
追
体
験
」
ｌ
に
お
け
る
理
解
の
分
析
を
排
除
し
，
逆
に
迦
解
の
媒
体
と
し
て
の
「
一
一
一
一
塁
腱
（
の
…
三
…
－
ご
」
を
意

識化させるのに役Ｌ塑彼等の間で意思疎通が確立されねばならない対話の相手同士は、ある「地平」の中で生
き
て
い
る
。
こ
の
た
め
に
、
ガ
ダ
マ
ー
は
、
効
果
的
な
解
釈
学
的
理
解
を
「
地
平
の
融
合
（
く
：
：
日
の
目
ｇ
ｍ
Ｑ
の
［
函
Ｒ
旨
・
具
）
」

の
表
象
を
も
っ
て
表
現
す
る
。
解
釈
者
は
、
彼
の
素
材
に
タ
ブ
ラ
・
ラ
サ
と
し
て
接
近
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
彼
は
、
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こ
の
解
釈
者
の
役
割
は
、
翻
訳
者
の
そ
れ
と
同
一
の
構
造
を
持
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
翻
訳
者
は
、
そ
の
疎
遠
さ
が
保
存
さ
れ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
自
身
の
生
活
形
態
と
理
解
可
能
な
関
係
に
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
仕
方
で
、
彼
の
素
材
を
理
解
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
成
功
的
な
解
釈
は
、
「
地
平
の
融
合
」
を
含
ん
で
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
文
化
的
な
言
語
的
隔
り
が
媒
介
さ
れ
る
水

平
的
次
元
に
対
し
て
と
同
様
、
我
々
が
歴
史
的
隔
り
を
理
解
を
通
じ
て
克
服
す
る
垂
直
的
次
元
に
と
っ
て
も
真
で
あ
る
。
理
解
を
通

じ
た
伝
統
の
領
得
は
、
翻
訳
の
パ
タ
ー
ン
に
従
う
。
現
在
の
世
界
は
、
そ
こ
か
ら
伝
統
が
よ
っ
て
く
る
と
こ
ろ
の
地
平
を
消
滅
さ
せ

（
旧
）

る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
と
融
合
し
て
い
る
。

ガ
ダ
マ
ー
に
よ
れ
ば
、
歴
史
主
義
の
自
己
了
解
と
は
異
っ
て
、
我
々
は
こ
の
よ
う
な
諸
地
平
の
相
互
的
縫
合
関
係
を
、
客
観
性
の

観
想
モ
デ
ル
に
従
っ
て
方
法
論
的
に
消
去
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
出
来
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
、
ま
さ
に
解
釈
学
的
作
業
の

諸
条
件
そ
の
も
の
に
属
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
先
行
理
解
（
弓
『
§
：
目
白
⑫
）
と
理
解
さ
れ
る
も
の
の
解

帆
と
の
間
の
傭
環
的
関
係
の
う
ち
に
お
い
て
明
ら
か
に
極
ろ
．
我
々
は
、
我
々
が
全
体
の
ｌ
さ
し
あ
た
り
漠
然
と
し
て
は
い
る
が

ｌ
理
解
を
先
取
り
す
る
場
合
に
の
み
、
テ
キ
ス
ト
の
諸
部
分
を
解
読
す
る
こ
と
が
出
来
る
．
そ
し
て
逆
に
我
々
は
、
我
々
が
個

別
的
な
諸
部
分
を
解
明
す
る
程
度
に
応
じ
て
の
み
、
こ
の
先
取
り
を
修
正
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
し
ガ
ダ
マ
ー
に
よ
れ
ば
、
解

釈
者
が
伝
統
を
す
で
に
こ
の
伝
統
に
よ
っ
て
育
く
ま
れ
た
諸
期
待
の
地
平
か
ら
領
得
す
る
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
彼
は
、
彼
の

対
象
で
あ
る
伝
統
と
い
う
同
一
の
複
合
体
の
ひ
と
つ
の
契
機
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
が
ひ
と
た
び
承
認
さ
れ
れ
ば
、
こ
の
全
体
と
部

分
の
間
の
「
解
釈
学
的
循
環
」
は
、
そ
の
循
環
構
造
に
関
す
る
通
常
の
叙
述
が
含
意
す
る
よ
う
に
形
式
的
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
明

彼
自
身
の
生
活
世
界
に
よ
り
規
定
さ
れ
た
諸
期
待
の
地
平
を
持
っ
て
お
り
、
こ
の
地
平
と
の
相
互
性
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
、
そ
れ

が
有
意
味
的
な
も
の
と
し
て
構
成
さ
れ
た
概
念
枠
粗
と
は
異
っ
た
概
念
枠
組
の
中
て
彼
の
素
材
の
意
味
を
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
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解
釈
学
は
、
解
釈
者
が
す
で
に
持
っ
て
い
る
も
の
と
彼
が
新
た
に
領
得
し
よ
う
と
す
る
も
の
と
の
媒
介
を
、
解
釈
者
が
領
得
し
よ

う
と
欲
し
て
い
る
同
じ
伝
統
の
さ
ら
な
る
発
展
と
し
て
把
握
す
る
。
そ
れ
は
、
す
で
に
成
し
遂
げ
ら
れ
た
形
成
過
程
（
四
一
○
月
鴨
‐

己
【
Ｃ
瞬
思
）
の
地
平
か
ら
新
た
な
形
成
過
程
へ
と
導
く
。
伝
統
を
解
釈
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
そ
れ
は
伝
統
を
持
続
さ
せ
、
発
展
さ
せ

る
。
こ
う
し
て
、
ガ
ダ
マ
ー
に
と
っ
て
は
、
テ
キ
ス
ト
の
「
作
用
史
（
三
［
丙
巨
鴨
堀
田
・
冒
亘
の
）
」
の
原
理
が
、
テ
キ
ス
ト
自
身
の

解釈のための基本的な方法論的公準に齢←解釈者の先行理解は、作用史すなわち過去の諸解釈の連鎖の歴史
的
影
響
に
よ
っ
て
、
た
と
え
彼
の
意
識
の
背
後
に
お
い
て
で
あ
る
に
せ
よ
、
彼
の
対
象
と
客
観
的
に
媒
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
観
点

か
ら
見
れ
ば
、
歴
史
主
義
が
隔
っ
て
い
る
客
観
主
義
の
幻
想
は
、
そ
の
中
に
歴
史
的
意
識
そ
れ
自
身
が
位
置
し
て
い
る
「
作
用
史
の

連
関
（
国
巨
困
曰
曰
の
ご
冨
口
、
９
閂
三
一
「
百
コ
、
⑫
胆
＄
ｏ
豆
・
亘
の
）
」
を
覆
い
隠
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
解
釈
学
的
理
解
は
、
そ
れ
自
身
そ

の
中
で
反
省
さ
れ
る
客
観
的
文
脈
に
属
し
て
い
る
か
ら
、
時
代
の
隔
り
の
克
服
は
、
認
識
主
体
の
構
成
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
こ
と
は

ら
か
に
な
る
。

た
が

（
Ⅲ
）
る
」
。 「
循
環
は
、
…
…
…
形
式
的
な
性
質
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
主
観
的
な
も
の
で
も
な
け
れ
ば
客
観
的
な
も
の
で
も
な
く
、

理
解
を
、
伝
承
の
連
動
と
解
釈
者
の
運
動
が
相
互
に
働
き
合
う
こ
と
と
し
て
叙
述
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
我
々
の
テ
キ
ス
ト
理

耀
を
導
く
意
味
の
先
取
り
は
、
主
観
性
の
行
為
で
は
な
く
、
我
々
を
伝
承
と
結
び
つ
け
て
い
る
共
通
性
か
ら
規
定
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
共
通
性
は
、
伝
承
に
対
す
る
我
々
の
関
係
の
う
ち
に
お
い
て
絶
え
ず
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
・
そ
れ
は
、
単
に

そ
の
下
に
我
々
が
常
に
す
で
に
立
っ
て
い
る
よ
う
な
前
提
で
は
な
く
、
我
々
が
班
解
し
、
伝
承
と
い
う
出
来
事
に
関
与
し
、
そ
し

て
そ
の
こ
と
を
通
じ
て
そ
れ
を
み
ず
か
ら
さ
ら
に
規
定
す
る
限
り
、
我
々
は
そ
の
共
通
性
を
み
ず
か
ら
作
り
出
す
の
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
理
解
の
循
環
は
、
一
般
に
八
方
法
的
ｖ
な
循
環
で
は
な
く
、
理
解
の
存
在
論
的
な
構
造
契
機
を
叙
述
す
る
も
の
で
あ

４
》
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出
来
な
い
。
伝
統
の
連
続
性
が
、
す
で
に
解
釈
者
と
彼
の
対
象
と
の
隔
り
を
架
橋
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
考
察
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
実
際
、
そ
れ
自
体
に
お
い
て
正
し
い
解
釈
、
最
終
的
に
妥
当
す
べ
き
唯
一
の
解
釈
と
い
う
考

え
が
無
意
味
で
あ
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
伝
承
さ
れ
た
記
録
や
出
来
事
住
そ
れ
に
続
く
出
来
事
や
解
釈
か
ら
独
立
し
て
ｌ
解

釈
学
的
理
解
が
ま
さ
に
叙
述
的
に
理
解
せ
ん
と
努
力
す
る
ｌ
そ
れ
ら
の
意
味
を
獲
得
し
た
り
は
し
な
い
．
「
伝
承
さ
れ
た
テ
キ
ス

ト
は
、
ど
の
時
代
で
あ
っ
て
も
そ
の
時
代
の
や
り
方
で
理
解
さ
れ
る
し
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
テ
キ
ス
ト
は
伝
承
の
全

体
の
一
部
、
つ
ま
り
時
代
に
よ
っ
て
具
体
的
な
関
心
が
も
た
れ
、
そ
の
中
で
時
代
の
自
己
理
解
が
行
な
わ
れ
る
、
伝
承
の
一
部
だ
か

（
旧
）

ら
で
あ
る
。
．
…
・
…
・
お
よ
そ
理
解
す
る
と
は
、
別
の
仕
方
で
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
」
。

こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
あ
る
意
味
で
は
、
（
宗
教
的
お
よ
び
法
的
な
）
規
範
的
テ
キ
ス
ト
の
意
味
の
、
現
在
の
状
況
に
お
け
る
現

実
化
と
し
て
の
解
釈
と
い
う
、
歴
史
主
義
以
前
の
見
解
の
再
興
で
あ
る
。
ガ
ダ
マ
ー
は
、
上
述
の
よ
う
な
「
作
用
史
」
の
理
説
に
基

づいて、解釈学的理解に内在する「適用（百三の且目、）」の契機に関する啓発的な理論を展開土地・理解
と
適
用
の
内
在
的
結
合
は
、
神
学
と
法
学
の
例
の
う
ち
に
見
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
説
教
に
お
け
る
聖
書
の
解
釈
や
判
決
に
お
け

る
実
定
法
の
解
釈
は
、
同
時
に
、
与
え
ら
れ
た
状
況
へ
証
拠
を
い
か
に
適
用
す
べ
き
か
と
い
う
こ
と
の
指
針
と
し
て
役
立
つ
。
こ
こ

で
峰
顧
客
ｌ
そ
れ
が
教
会
の
集
会
で
あ
れ
法
共
同
体
で
あ
れ
’
の
自
己
理
解
と
の
生
活
実
践
的
関
係
峰
解
釈
に
対
す
る
単

、
、
、
、
、
、
、
、
、

な
る
コ
ロ
ラ
リ
ー
で
は
な
い
。
む
し
ろ
解
釈
は
、
適
用
そ
れ
自
体
の
中
で
実
現
さ
れ
る
の
で
あ
る

し
か
し
極
が
ら
、
ガ
ダ
マ
ー
は
、
理
解
と
生
活
実
践
と
の
内
在
的
結
合
を
、
単
に
ｌ
教
会
法
の
伝
統
に
お
け
る
神
聖
趣
テ
キ
ス

ト
葱
い
し
は
実
定
法
の
現
に
妥
当
し
て
い
る
簔
範
の
よ
う
な
ｌ
す
で
に
制
度
的
な
拘
束
力
を
持
っ
て
い
る
伝
統
領
域
に
限
定
し

よ
う
と
欲
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
彼
は
、
理
解
の
適
用
的
契
機
が
普
遍
的
で
必
然
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ

と
、
そ
し
て
真
理
要
求
を
賦
与
さ
れ
た
、
異
っ
た
伝
統
の
適
用
的
理
解
が
、
解
釈
学
的
理
解
一
般
の
た
め
の
モ
デ
ル
を
提
供
す
る
と
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い
う
こ
と
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

「
伝
承
と
関
わ
っ
て
い
る
解
釈
者
は
、
そ
れ
を
自
己
に
適
用
し
よ
う
と
欲
す
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
で
も
、
こ
の
こ
と
は
、
伝

承
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
が
彼
に
対
し
て
或
る
普
遍
的
な
も
の
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
与
え
ら
れ
、
か
つ
理
解
さ
れ
、
そ
し
て
し
か
る
後

に
初
め
て
薫
な
適
用
の
た
め
に
利
用
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
髭
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
解
釈
者
は
こ
の
普
遍
ｌ

す
ぱ
わ
ち
テ
キ
ス
ト
ー
を
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
伝
承
が
語
る
と
こ
ろ
の
も
の
、
テ
キ
ス
ト
の
意
味
や
意
義
を
構
成

し
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
以
外
の
い
か
な
る
も
の
を
も
欲
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
を
理

解
す
る
た
め
に
は
彼
は
自
己
自
身
と
そ
の
中
に
彼
自
身
が
い
る
具
体
的
な
解
釈
学
的
状
況
を
度
外
視
し
よ
う
と
す
べ
き
で
は
な

い
。
彼
は
、
そ
も
そ
も
理
解
し
よ
う
と
欲
す
る
な
ら
ば
、
テ
キ
ス
ト
を
こ
の
状
況
に
関
係
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
刑
》

（２）解釈学およびその歴史については、【・－。シ□の一・ｐｐｍくの【⑪芹呂のロ．ご汕少ｎｏ宣く昏『、の、１［汀、①のＯ豆○三一の》
国Ｃｐｐｓｍｍ・く。－．閂》宛．固’勺四一口】の『．■の『曰のロの巨冒⑪・百一の『つ『の国丘。ロヨゴ①。『望冒印。二の一の『ロ〕口○ずの『》□】｝‐

戸
夛
の
量
》
四
の
】
。
①
、
、
の
【
》
四
コ
」
の
ロ
已
凹
日
円
．
固
く
四
．
印
（
。
□
」
①
。
＠
》
三
・
幻
」
の
こ
の
一
．
ぐ
の
、
⑪
芹
の
す
の
。
。
□
の
『
向
『
戸
一
山
『
の
ロ
や
Ｎ
ｐ
『
『
す
の
０
０

１
の
．
■
ロ
ロ
○
の
②
○
三
ｏ
三
の
口
の
『
す
の
『
日
の
目
の
昌
一
の
目
の
ロ
ミ
コ
閉
の
。
⑪
。
冨
津
の
ロ
》
凹
貝
侭
四
目
」
①
『
、
》
○
・
幻
且
。
冒
亘
．
。
○
日
衙
ロ
】
‐

Ｄ
Ｃ
Ｂ
ｑ
ｍ
ｏ
ゴ
８
－
⑩
。
【
言
の
白
、
Ｑ
の
ロ
Ｏ
Ｐ
Ｏ
旨
８
ｍ
。
ご
①
⑪
。
ご
◎
一
・
房
○
国
、
殖
の
』
①
門
（
出
『
②
、
．
）
》
田
の
円
目
山
口
の
具
】
⑭
○
す
⑦
勺
冨
，

（１）］’四ｍすの『日軸切・国巨ｈＦＣｍ涛已の『の８冒一一己⑪印のロ⑪◎ず四津のご汕冨四斤『菌一一のＰ⑩・嘩『の－『》ぐ、一・四・－○・○四Ｑロ‐

日の円》因の『曰の。の日一戸巴のＣ『囚江一切○ずの勺冨】ＣｍＣｃ三の》ご仙冨・幻｝巴の］（四『⑪幅・）》宛の弓ロワー］言の円ｐｐｍ。①司已門回丙‐

は
、
９
の
。
勺
菖
（
研
Ｃ
ロ
三
の
》
団
○
・
円
：
、
・
四
・
ｐ
森
田
美
都
男
訳
「
実
践
哲
学
と
し
て
の
解
釈
学
」
（
『
思
想
」
’
九
七
五
年
五
月
号
所

収
）
を
参
照
せ
よ
。
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｝
８
．
℃
三
の
・
三
冒
呂
の
ロ
］
垣
冒
邦
訳
、
Ｏ
・
ペ
ゲ
ラ
ー
編
「
解
釈
学
の
根
本
問
題
」
晃
洋
書
房
一
九
八
○
年
、
お
よ
び
因
・
’
○
・
○
ｍ
‐

：
『
己
の
円
、
。
・
団
。
：
曰
（
囚
『
の
、
．
）
》
で
三
一
。
、
○
℃
｛
】
一
⑪
９
の
津
の
「
日
の
ゴ
の
貝
房
・
司
日
目
丙
旨
『
｛
』
召
②
所
収
の
諸
論
文
を
参
照
せ
よ
。

（
３
）
ガ
ダ
マ
ー
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
と
も
に
、
「
理
解
さ
れ
う
る
存
在
は
、
言
語
で
あ
る
」
と
言
う
。
円
Ｉ
。
。
○
且
ロ
ョ
の
【
》
三
脚
胃
‐

す
の
一
芹
日
巨
冨
の
曽
且
の
．
○
日
日
豊
碩
の
の
一
コ
の
『
ロ
ヨ
一
○
⑪
○
℃
頁
⑪
◎
ず
の
。
国
の
『
日
①
ロ
の
Ｅ
二
Ｆ
（
】
患
。
）
・
』
Ｌ
百
二
・
・
ロ
ロ
く
の
勘
ゴ
：
『
篇
『

三
四
Ｃ
ｇ
２
Ｏ
云
月
『
い
・
・
の
「
三
の
一
一
①
『
冨
酵
貝
一
四
ｍ
Ｐ
、
目
ケ
ー
品
①
。
】
①
『
、
》
の
．
急
ロ
ガ
ダ
マ
ー
の
哲
学
的
解
釈
学
に
つ
い
て
は
、
さ

し
あ
た
り
、
三
・
⑪
９
口
一
Ｆ
シ
ゴ
『
ロ
の
『
云
巨
。
、
の
ご
佃
員
四
の
『
『
ゴ
の
ロ
①
昌
一
丙
○
日
ロ
ロ
）
の
「
の
》
一
．
函
幻
・
ｍ
Ｅ
ワ
ロ
の
『
の
戸
四
一
・
（
国
日
、
．
）
）

因
①
口
目
の
ロ
の
貝
一
戸
目
」
□
一
四
一
①
【
ご
丙
・
ｍ
ｍ
ａ
Ｆ
国
】
ワ
ヨ
陀
目
］
旨
Ｃ
》
元
・
向
・
思
一
ョ
の
『
・
○
す
・
○
戸
．
．
ｐ
］
富
（
『
高
橋
榔
暁

「
ガ
ー
ダ
マ
ー
の
解
釈
学
」
（
『
文
明
」
第
一
六
号
東
海
大
学
一
九
七
六
年
、
所
収
）
、
中
岡
成
文
「
解
釈
学
と
弁
証
法
」
（
「
思
想
』
一

九
七
九
年
五
月
号
、
所
収
）
を
参
照
せ
よ
。

（
４
）
〕
・
国
呂
の
日
】
厨
．
Ｎ
貝
Ｆ
Ｃ
ｍ
房
：
『
の
。
い
旨
ラ
ミ
⑪
⑩
の
ロ
、
目
鼻
の
。
》
Ｐ
Ｐ
Ｃ
：
⑪
．
、
臼
Ｉ
患
Ｐ
本
書
当
該
部
分
の
書
評
と
し

て
、
ぐ
頂
］
・
少
・
○
の
■
い
い
。
□
】
の
国
①
門
口
〕
の
ロ
の
巨
芹
〕
丙
ロ
コ
ユ
（
】
］
の
⑭
。
凰
口
ラ
ミ
⑪
⑩
の
ロ
⑪
。
ゴ
呉
厨
ゴ
》
旨
》
⑫
○
い
】
四
一
①
重
の
一
（
暉
○
（
」
①
ｍ
①
）

（
５
）
シ
・
ロ
．
。
・
・
の
．
画
、
餌

（
６
）
○
（
・
で
．
一
三
コ
、
ゴ
》
弓
宮
の
丘
ｇ
ｏ
｛
、
○
○
国
一
の
、
一
の
ｐ
８
目
。
戸
の
”
の
ｌ
ｇ
－
Ｃ
。
５
勺
三
一
○
ｍ
○
つ
ご
『
Ｆ
Ｃ
【
】
ｇ
○
二
］
＠
団
・
森
川

真
規
雄
訳
『
社
会
科
学
の
理
念
」
新
曜
社
一
九
七
七
年
。

（
７
）
ヴ
ィ
ッ
ト
ゲ
ン
ン
１
ダ
イ
ン
に
お
け
る
言
語
ゲ
ー
ム
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
く
い
一
・
匹
・
ぼ
号
す
の
》
一
三
〔
菌
の
己
⑭
忘
一
ロ
Ｉ
の
ヨ
向
〆
】
⑪
‐

前
日
】
巴
】
⑪
一
や
冒
如
こ
の
『
⑪
》
国
の
三
口
、
厨
の
冒
巨
ロ
ロ
ロ
の
の
。
ご
ｎ
可
戸
の
ロ
．
⑫
日
曰
の
ロ
Ｎ
ｐ
『
□
ご
叫
己
Ｃ
日
の
ロ
○
一
○
四
の
こ
の
『
印
巨
ワ
）
の
丙
（
一
『
）
蔵
戸

甸
『
の
】
す
ロ
『
ぬ
］
①
『
函
》
の
．
］
】
、
（
［
一
【
・
’
○
・
シ
己
の
一
・
三
芦
侭
の
ロ
②
（
の
臼
ロ
ゴ
Ｑ
○
凹
叩
勺
［
。
Ｅ
の
曰
。
①
の
。
①
『
『
ロ
の
ロ
の
巨
二
⑪
○
西
の
ロ
ペ
の
『
‐

て
、
ぐ
ぬ
戸

雷
の
辱
の
鱒
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第
四
章
解
釈
学
の
権
利
と
限
界

ハ
バ
ー
マ
ス
は
、
解
釈
学
的
理
解
が
行
為
期
待
の
崩
壊
に
際
し
て
必
要
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
は
自
己
理
解
に
対
す
る
実
践

的
意
義
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
論
点
を
始
め
と
し
て
、
理
解
の
歴
史
性
、
言
語
性
お
よ
び
社
会
的
文
脈
依
存
性
、
等
に
関
す
る
ガ
ダ

マ
ー
の
解
釈
学
の
見
解
に
多
く
の
点
で
同
意
す
る
。
し
か
し
彼
は
、
ガ
ダ
マ
ー
が
こ
れ
ら
の
見
解
か
ら
引
き
出
す
、
伝
統
に
対
す
る

／￣、￣、グー、グー、グム、〆■、グー、グー、グー、グー、グー、

迫ｌＺｕ四凶哩ｇｌｌＵＱ，＆ 輿
①
宮
の
Ｐ
一
月
こ
の
『
の
．
目
３
口
、
ご
『
日
貨
】
ｏ
ｐ
Ｑ
の
円
勺
匡
一
○
８
つ
三
の
》
国
四
コ
。
『
・
句
３
口
冨
冒
芹
】
⑤
『
四
・
の
．
い
い
、
算
」
・
國
呂
の
Ｈ
‐

日
回
附
》
脚
自
伝
。
、
一
天
…
》
四
・
句
。
。
．
。
⑪
・
唾
ｍ
Ｃ
－
ｍ
］
．

］
・
起
凹
ご
Ｒ
日
凹
め
》
凶
ｐ
Ｈ
Ｆ
Ｃ
ｍ
房
…
》
“
。
、
。
。
》
、
’
唾
切
国
・

西
．
－
○
・
ロ
ロ
Ｑ
ｐ
ｐ
】
の
『
．
言
回
す
『
可
の
再
ロ
ヨ
ニ
屋
可
昌
Ｃ
Ｑ
Ｐ
ｍ
・
煙
。
。
，
］
、
．
②
③
』
・

ン
’
四
・
○
・
・
の
．
』
③
、
〔
・

少
・
四
・
○
：
の
・
画
、
Ｃ
魚

少
・
口
・
○
・
》
の
．
②
②
田
’

シ
’
四
・
○
・
・
ｍ
・
曙
「
←
［
’

シ
・
口
．
。
．
》
の
．
唖
『
『
．

シ
・
四
・
○
・
・
⑩
．
⑭
、
心
Ｒ

シ
’
、
．
。
．
．
の
。
⑬
②
Ｐ

シ
・
四
・
○
：
ｍ
・
睦
む
つ
篭
・

尹
・
四
・
○
：
口
四
つ
『
．



6９ 批判的社会理論と哲学的解釈学 (波平）
保
守
主
義
的
な
諸
含
意
や
方
法
論
上
の
幾
つ
か
の
帰
結
を
拒
絶
す
る
。
我
々
は
、
以
下
の
残
さ
れ
た
紙
幅
で
、
い
わ
ゆ
る
「
解
釈
学

論
争
」
に
お
け
る
主
要
な
テ
ー
マ
と
な
っ
た
こ
れ
ら
の
徴
妙
な
争
点
に
簡
単
な
交
通
整
理
を
試
み
た
い
と
匙
弘
一

ハ
バ
ー
マ
ス
の
見
解
に
お
い
て
、
ガ
ダ
マ
ー
解
釈
学
の
最
も
啓
発
的
な
特
徴
は
、
意
味
理
解
の
過
程
が
消
去
し
難
い
実
践
的
次
元

を
持
つ
と
い
う
Ｉ
実
証
主
義
や
歴
史
主
義
に
対
立
す
る
だ
け
で
な
く
、
「
一
一
一
一
曇
分
析
の
社
会
一
一
一
塁
學
的
段
階
」
を
も
超
え
る
ｌ

主
張
に
あ
る
。
「
私
は
Ｉ
と
ハ
バ
ー
マ
ス
は
一
一
一
一
『
う
ｌ
解
釈
学
的
理
解
が
、
超
越
論
的
必
然
的
に
行
為
に
方
向
づ
け
を
与
え
る

（
２
）

自
己
理
解
に
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
の
証
明
の
う
ち
に
、
ガ
ダ
マ
ー
の
固
有
の
業
績
を
見
る
」
。
ハ
バ
１
マ
ス
の
認

識
関
心
の
理
論
の
体
系
的
構
図
に
お
い
て
、
彼
の
「
実
践
的
認
識
関
心
」
の
概
念
の
う
ち
に
採
用
さ
れ
る
の
は
、
ガ
ダ
マ
ー
の
こ
の

よ
っ
な
洞
察
で
あ
る
。

壊
さ
れ
る
。
一

心
ど
呼
鈴
｝

こ
の
よ
う
に
、

「
解
釈
学
的
理
解
は
、
そ
の
構
造
か
ら
し
て
文
化
的
伝
統
の
内
部
で
個
人
や
集
団
の
行
為
の
方
向
づ
け
を
許
す
可
能
的
自
己
理

解
や
異
っ
た
個
人
や
集
団
の
間
の
相
互
理
解
を
保
証
す
る
。
そ
れ
は
、
暴
力
を
伴
な
わ
な
い
合
意
の
形
式
や
意
思
疎
通
的
行
為
が

依
存
し
て
い
る
開
か
れ
た
種
類
の
相
互
主
観
性
を
可
能
に
す
る
。
そ
れ
は
二
つ
の
方
向
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
、
個
人
の
生
活
史

や
そ
こ
に
人
間
が
属
し
て
い
る
集
団
的
伝
統
の
間
を
媒
介
す
る
と
い
う
垂
直
方
向
と
同
様
、
異
っ
た
個
人
や
集
団
の
文
化
の
伝
統

の
間
を
媒
介
す
る
と
い
う
水
平
方
向
に
お
い
て
、
意
思
疎
通
の
崩
壊
と
い
う
危
険
を
防
過
す
る
。
こ
の
よ
う
な
意
思
疎
通
の
流
れ

が
途
切
れ
、
理
解
の
相
互
主
観
性
が
麻
癖
す
る
か
も
し
く
は
崩
壊
す
る
と
き
に
は
、
生
き
残
り
の
条
件
、
す
な
わ
ち
、
そ
れ
自
体

源
初
的
条
件
で
あ
る
と
と
も
に
道
具
的
行
為
の
効
果
の
福
次
的
条
件
で
も
あ
る
暴
力
を
伴
な
わ
な
い
合
意
と
承
認
の
可
能
性
が
破

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

壊
さ
れ
る
。
こ
れ
蕾
ｂ
の
可
能
性
は
実
践
の
前
提
で
あ
る
の
で
、
我
々
は
精
神
諸
科
学
の
認
識
を
響
導
す
る
関
心
を
八
実
践
的
Ｖ
関

ハ
バ
ー
マ
ス
は
、
ガ
ダ
マ
ー
の
「
作
用
史
」
の
理
説
や
あ
る
形
態
の
「
適
応
」
が
理
解
に
と
っ
て
本
質
的
で
あ
る
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と
い
う
議
論
を
受
け
入
れ
る
が
、
し
か
し
彼
は
、
ガ
ダ
マ
ー
が
そ
れ
ら
か
ら
引
き
出
す
保
守
的
な
含
意
を
拒
絶
す
る
。
「
作
用
史
の

契
機
が
伝
統
の
あ
ら
ゆ
る
理
解
に
お
い
て
働
い
て
お
り
、
働
き
続
け
る
」
と
い
う
事
実
か
ら
、
伝
統
と
権
威
を
正
統
化
す
る
い
か
な

る
「
論
拠
」
を
も
引
き
出
す
こ
と
は
出
来
な
い
。
さ
ら
に
ま
た
、
「
理
解
は
、
そ
れ
が
領
得
を
通
じ
て
さ
ら
に
形
成
す
る
と
こ
ろ
の

伝
統
に
構
造
的
に
帰
属
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
伝
承
と
い
う
媒
体
が
科
学
的
反
省
に
よ
っ
て
深
く
変
化
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
は

な
い
、
と
い
う
こ
と
が
帰
結
す
る
わ
け
で
は
な
い
印
｝
こ
の
誤
っ
た
結
論
に
対
し
て
、
ハ
バ
ー
マ
ス
は
、
「
伝
統
の
反
省
的
領
得
は
、

伝
統
の
自
然
成
長
的
実
体
を
破
壊
し
、
そ
し
て
そ
の
中
に
お
け
る
主
体
の
立
場
を
変
革
す
る
と
い
う
棡
邊
蔦
蘆
す
る
．
伝
統
に

内
在
す
る
様
々
な
妥
当
性
要
求
を
批
判
的
に
吟
味
す
る
理
性
的
反
省
の
う
ち
に
お
い
て
、
「
単
な
る
支
配
に
す
ぎ
な
か
っ
た
権
威
は

そ
の
仮
面
を
剥
が
さ
れ
、
洞
察
と
合
理
的
決
定
の
よ
り
非
暴
力
的
な
力
の
う
ら
に
解
消
さ
れ
島
｝

こ
の
種
の
反
省
は
、
け
れ
ど
も
、
「
伝
統
の
連
関
そ
の
も
の
を
超
え
出
る
準
拠
体
系
を
必
要
と
す
る
。
そ
の
と
き
に
の
み
、
伝
承

も
ま
た
批
判
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
」
。
伝
統
は
、
何
ら
か
の
形
で
、
よ
り
包
括
的
な
準
拠
体
系
の
中
で
相
対
化
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。
ハ
バ
ー
マ
ス
に
よ
れ
ば
、
確
か
に
、
「
言
語
を
、
そ
れ
に
あ
ら
ゆ
る
社
会
的
諸
制
度
が
依
存
し
て
い
る
一
種
の
メ
タ
制
度
と
し

て
考
え
る
こ
と
は
意
味
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
社
会
的
行
為
は
、
曰
常
言
語
的
意
思
疎
通
の
う
ち
に
お
い
て
構
成
さ
れ

る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
伝
統
と
し
て
の
言
語
と
い
う
メ
タ
制
度
は
、
明
ら
か
に
、
そ
れ
は
そ
れ
で
規
範
的
諸
関
係
に
還

元
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
社
会
的
諸
過
程
に
依
存
し
て
い
る
．
言
語
は
、
同
様
に
、
支
配
と
社
会
的
権
力
の
媒
体
で
も
あ
島
｝
意

思
疎
通
に
お
け
る
歪
み
の
諸
源
泉
を
解
明
す
る
た
め
に
、
「
言
語
性
（
い
つ
「
四
・
三
一
・
冨
昌
）
の
観
念
論
に
屈
服
し
、
そ
し
て
社
会
的

諸
過
程
を
完
全
に
文
化
的
伝
承
に
昇
化
さ
せ
る
」
よ
う
な
こ
と
の
な
い
ア
プ
ロ
ー
チ
が
要
求
さ
れ
る
。

「
社
会
的
行
為
は
、
労
働
、
言
語
お
よ
び
支
配
か
ら
同
時
に
構
成
さ
れ
た
客
観
的
連
関
か
ら
の
み
〔
真
に
〕
把
握
さ
れ
る
こ
と

が
出
来
る
。
伝
承
と
い
う
出
来
事
は
、
労
働
と
同
様
支
配
の
諸
体
系
に
よ
っ
て
相
対
化
さ
れ
て
い
る
が
、
た
だ
自
足
化
さ
せ
ら
れ
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た解釈学に対してだけは絶対的な力として立ち現われ亀｛
ガ
ダ
マ
ー
に
欠
け
て
い
る
も
の
は
、
謂
わ
ば
「
下
部
言
語
的
（
一
員
Ｂ
一
一
コ
、
巳
の
篇
：
）
」
な
諸
条
件
を
体
系
的
に
考
慮
に
入
れ
た
、

伝
統
に
対
す
る
批
判
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
ｌ
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
Ｉ
で
あ
る
．
自
然
一
蟇
に
よ
る
意
思
疎
邇
の
通
常
的
能
力
の
讃

仮
定
の
み
に
基
づ
い
た
ア
プ
ロ
ー
チ
の
諸
制
限
は
、
先
の
引
用
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
社
会
的
諸
過
程
が
労
働
、
一
一
一
一
口
語
お
よ
び
支
配

の
客
観
的
枠
組
の
中
で
展
開
さ
れ
る
こ
と
を
認
識
し
、
こ
れ
ら
の
諸
領
域
の
理
論
的
お
よ
び
経
験
的
探
究
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
乗
り
超
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
最
近
の
ハ
バ
ー
マ
ス
が
展
開
し
て
い
る
意
思
疎
通
能
力
の
理
論
や
社
会
的
進
化
の
理
論
は
、
こ

の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
発
展
方
向
に
お
け
る
決
定
的
な
段
階
を
示
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

ハ
バ
ー
マ
ス
の
以
上
の
よ
う
な
見
解
に
対
し
て
、
彼
に
対
す
る
応
答
の
中
て
ガ
ダ
マ
ー
は
、
単
純
に
伝
統
の
優
越
性
を
弁
護
す

る
こ
と
が
彼
の
意
図
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
そ
う
で
は
な
く
、
文
化
的
伝
統
へ
の
参
加
が
、
批
判
的
反
省
を

も
含
め
て
、
あ
ら
ゆ
る
思
考
の
可
能
性
の
条
件
を
常
に
す
で
に
形
成
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
彼
は
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
伝
統

の
歴
史
性
を
逃
れ
る
い
か
な
る
方
途
も
存
在
し
な
い
。
い
か
な
る
反
省
と
い
え
ど
も
、
歴
史
的
に
有
限
な
人
間
存
在
の
存
在
論
的
諸

制
約
を
超
克
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
ガ
ダ
マ
ー
の
こ
の
論
点
に
つ
い
て
は
、
後
に
立
ち
還
る
こ
と
に
し
た
い
。

ガ
ダ
マ
ー
が
解
釈
学
の
た
め
に
留
保
す
る
認
識
論
的
権
利
要
求
、
す
な
わ
ち
「
解
釈
学
の
普
遍
性
要
求
」
の
主
張
も
、
以
上
の
議

論
と
密
接
か
つ
微
妙
に
関
連
し
て
い
る
。
ガ
ダ
マ
ー
に
よ
る
解
釈
学
の
普
遍
化
は
人
間
存
在
の
有
限
性
、
つ
ま
り
そ
の
一
一
一
一
口
語
性
と
歴

史
性
の
ゆ
え
に
、
解
釈
学
的
観
点
を
方
法
的
に
超
え
出
る
い
か
な
る
可
能
性
も
存
在
し
な
い
、
と
い
う
論
点
を
基
礎
に
し
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
ハ
バ
ー
マ
ス
は
、
「
反
省
の
権
利
は
、
解
釈
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
自
己
制
限
を
要
求
す
る
。
そ
れ
は
、
伝
統
の
連
関

そ
の
も
の
を
超
え
出
る
準
拠
体
系
を
必
要
と
す
る
」
と
述
べ
、
実
証
主
義
的
な
統
一
科
学
の
要
求
と
同
様
に
、
こ
の
解
釈
学
の
過
度

の
認
識
鵜
的
権
利
蘂
求
を
拒
絶
す
る
ｌ
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
前
に
述
べ
た
麺
り
で
あ
る
．
し
か
し
な
が
ら
、
ガ
ダ
マ
ー
に
と
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っ
て
は
、
一
一
一
一
口
語
は
単
に
他
の
諸
局
面
と
並
ん
だ
社
会
生
活
の
ひ
と
つ
の
局
面
、
す
な
わ
ち
、
社
会
的
労
働
の
諸
体
系
や
支
配
の
諸
関

係
を
含
ん
だ
包
括
的
な
枠
組
の
な
か
で
相
対
化
さ
れ
る
べ
き
ひ
と
つ
の
次
元
、
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
社
会
生
活
の

「普遍的媒体」である。労働と支配は、一一一一口語の「外側に」その位置を見い出すのではなく、一一一一口語によって媒介さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
解
釈
学
的
観
点
を
超
え
出
る
い
か
な
る
必
要
性
も
存
在
し
な
い
。

「
そ
れ
〔
哲
学
的
解
釈
学
〕
は
、
普
遍
性
へ
の
要
求
を
掲
げ
る
。
そ
れ
は
そ
の
要
求
を
、
理
解
や
了
解
は
、
第
一
次
的
か
つ
本

源
的
に
は
、
方
法
的
に
よ
く
訓
練
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
に
対
す
る
姿
勢
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
究
極
的
に
定
式
化
す
れ
ば
、
ひ

と
つ
の
対
話
共
同
体
（
の
①
⑫
□
【
四
９
ｍ
の
曰
の
一
目
目
鼻
）
で
あ
る
人
間
の
社
会
生
活
の
遂
行
形
態
な
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
よ
っ

て
根
拠
つ
け
る
。
何
物
も
そ
も
そ
も
い
か
な
る
世
界
経
験
も
、
こ
の
対
話
共
同
体
か
ら
除
外
さ
れ
は
し
な
い
。
現
代
諸
科
学
の
特

殊
化
や
そ
の
増
大
す
る
秘
教
的
管
理
も
、
物
質
的
労
働
や
そ
の
組
織
諸
形
態
も
、
ま
た
社
会
を
包
括
的
に
統
括
す
る
政
治
的
支
配

の
諸
制
度
や
行
政
諸
制
度
も
、
こ
の
実
践
理
性
（
お
よ
び
非
理
性
）
の
普
遍
的
媒
体
の
外
側
に
置
か
れ
て
は
い
な
い
師
｝

と
こ
ろ
で
、
以
上
の
よ
う
な
批
判
的
社
会
理
論
と
哲
学
的
解
釈
学
の
権
利
要
求
の
対
立
を
、
我
々
は
如
何
に
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ

う
か
。
確
か
に
あ
る
意
味
で
は
、
我
々
は
こ
の
対
立
を
か
っ
て
の
啓
蒙
主
義
と
ロ
マ
ン
主
義
の
哲
学
的
論
争
の
再
生
と
し
て
理
解
す

こ
と
が
出
来
る
。
実
際
、
啓
蒙
主
義
の
「
反
省
哲
学
」
に
対
し
て
、
よ
り
精
確
に
一
一
一
一
口
え
ば
、
デ
カ
ル
ト
哲
学
に
代
表
さ
れ
る
啓
蒙
主

義
的
「
判
断
哲
学
（
ロ
ュ
の
一
一
⑫
口
冨
一
・
⑩
。
□
宮
の
）
」
の
「
全
体
的
反
省
」
知
の
要
求
と
そ
れ
が
含
意
す
る
「
予
断
（
先
人
見
）
の
信
用

吃
下
（
因
員
胃
の
。
量
の
『
已
揖
Ｑ
の
『
ご
◎
『
貝
亘
一
ｍ
）
」
に
対
し
て
、
ガ
ダ
マ
ー
は
、
ロ
マ
ン
主
義
と
の
連
続
性
を
顕
揚
し
な
が
ら
、
権

威
と
伝
統
（
お
よ
び
そ
の
中
に
含
ま
れ
る
諸
々
の
予
断
）
の
復
権
に
つ
い
て
語
・
て
師
｛
我
々
に
と
・
て
問
題
は
、
両
者
の
対
立

が
啓
蒙
主
義
と
ロ
マ
ン
主
義
の
歴
史
的
対
立
の
水
準
を
い
か
に
超
え
て
い
る
か
で
あ
る
。
こ
の
点
を
考
察
す
る
前
に
、
我
々
は
、
こ

こ
で
ガ
ダ
マ
ー
の
『
真
理
と
方
法
』
の
一
節
を
引
用
し
て
、
彼
が
「
権
威
と
伝
統
の
復
艇
、
が
要
求
の
下
に
了
解
し
て
い
る
と
こ
ろ
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の
も
の
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

「
ロ
マ
ン
主
義
に
よ
っ
て
と
り
わ
け
支
持
さ
れ
た
権
威
の
一
形
態
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
伝
統
が
そ
れ
で
あ
る
。
伝
承
と
慣
習

に
よ
っ
て
聖
化
さ
れ
た
も
の
は
、
あ
る
無
名
に
な
っ
た
権
威
を
持
ち
、
わ
れ
わ
れ
歴
史
的
に
有
限
な
存
在
は
、
伝
承
さ
れ
た
も
の

の
権
威
が
常
に
我
々
の
行
為
と
振
舞
を
支
配
す
る
力
を
持
つ
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
。
あ
ら
ゆ
る
教
育
は
、
そ
こ
に

立
脚
し
て
い
る
。
…
…
…
実
際
、
我
々
は
、
啓
蒙
主
義
の
以
下
の
よ
う
な
修
正
を
ロ
マ
ン
主
義
に
負
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
理

性
的
根
拠
が
な
い
と
こ
ろ
で
も
伝
統
が
或
る
権
威
を
保
持
し
、
そ
し
て
広
範
に
我
々
の
諸
制
度
や
振
舞
を
規
定
す
る
、
と
い
う
こ

と
が
そ
れ
で
あ
る
。
近
代
の
道
徳
哲
学
に
対
す
る
古
代
の
倫
理
学
の
優
越
性
を
持
徴
づ
け
る
も
の
は
、
ま
さ
に
そ
れ
が
伝
統
の
不

可
欠
な
る
こ
と
の
洞
察
の
う
ち
に
、
倫
理
学
か
ら
八
政
治
学
ｖ
、
す
な
わ
ち
正
し
い
立
法
の
技
法
へ
の
移
行
を
根
拠
づ
け
た
と
い

（
皿
）

う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
比
べ
る
と
、
近
代
の
啓
蒙
主
義
は
、
抽
象
的
で
か
つ
革
命
的
で
あ
る
」
。

こ
の
人
間
の
反
省
能
力
の
限
定
性
の
指
摘
は
、
決
し
て
伝
統
へ
の
解
釈
学
の
盲
目
の
服
従
を
含
意
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ガ
ダ
マ

１
に
と
っ
て
、
問
題
の
争
点
は
、
我
々
が
伝
統
に
お
け
る
所
与
の
妥
当
性
要
求
を
受
け
入
れ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
拒
絶
す
る
の
か
と

い
う
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
重
要
な
こ
と
は
、
い
か
に
し
て
我
々
は
、
我
々
の
「
先
行
理
解
」
を
構
成
す
る
諸
々
の
「
前
概
念
」

や
「
予
断
」
を
意
識
化
し
、
そ
し
て
評
価
す
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
言
わ
ば
「
反
省
」
な
る
主
権
的
行
為

に
お
い
て
一
挙
に
為
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
よ
う
な
事
柄
で
は
な
い
。
そ
れ
が
可
能
と
な
る
の
は
、
む
し
ろ
、
他
の
観
点
を

理
解
す
る
と
い
う
解
釈
学
的
努
力
の
う
ち
に
お
い
て
、
つ
ま
り
他
者
と
の
理
解
へ
達
す
る
こ
と
へ
の
試
み
の
う
ち
に
お
い
て
で
あ
る
。

理
解
は
、
正
当
化
可
能
な
権
威
の
承
認
と
同
様
、
正
当
化
で
き
な
い
予
断
（
先
人
見
Ⅱ
偏
見
）
の
拒
絶
を
含
ん
で
い
る
。
理
解
は
、

反
省
と
対
立
す
る
よ
う
な
事
柄
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
に
見
え
る
の
は
、
我
々
が
伝
統
的
予
断
（
先
人
見
Ⅱ
偏
見
）
の
肯
定
と
し
て

の
理
解
と
、
そ
れ
の
解
体
と
し
て
の
反
省
と
い
う
誤
っ
た
対
立
を
し
つ
ら
え
る
場
合
の
み
で
あ
る
。
ガ
ダ
マ
ー
に
と
っ
て
は
、
啓
蒙
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主
義
と
。
マ
ン
主
義
ｌ
そ
れ
住
綣
局
の
と
こ
ろ
害
蒙
主
義
の
闘
い
の
立
て
方
そ
の
も
の
に
は
手
を
触
れ
ず
に
、
答
え
を
蓋

さ
せ
た
に
す
ぎ
葱
い
’
の
抽
象
的
対
立
は
．
解
釈
学
の
存
在
論
的
転
換
に
よ
っ
て
止
揚
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
．

’
‐
所
与
の
先
行
理
解
の
反
省
は
、
さ
も
な
け
れ
ば
私
の
〔
意
識
の
〕
背
後
で
生
起
す
る
と
こ
ろ
の
何
事
か
を
私
に
意
識
化
さ
せ

る
．
全
て
で
は
鞍
く
何
蕊
か
を
で
あ
る
（
国
…
Ｉ
…
参
二
の
“
）
．
と
い
う
の
も
、
作
鬮
史
の
意
識
（
蔓
…
鴇
…
一
「

・
言
－
３
の
、
、
の
三
巨
耳
の
①
旨
）
は
、
あ
る
廃
棄
し
が
た
い
仕
方
に
お
い
て
、
意
識
（
、
の
冒
茸
、
の
ヨ
）
で
あ
る
以
上
に
、
む
し

（
旧
）

ろ
存
在
（
、
の
曰
）
だ
か
ら
で
あ
る
」
。

我
々
は
、
我
々
が
現
実
を
歪
曲
す
る
諸
々
の
予
断
を
透
視
す
る
と
き
に
も
、
理
解
を
行
っ
て
い
る
。
「
確
か
に
、
そ
の
と
き
に
我

（
ｕ
）

々
は
最
も
よ
く
八
理
解
す
る
ｖ
の
で
あ
る
」
。
解
釈
学
的
意
味
理
解
は
、
「
理
解
す
る
こ
と
の
出
来
る
す
べ
て
の
事
柄
を
理
解
す
る

こ
と
」
に
関
わ
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
う
ち
に
は
、
ハ
バ
ー
マ
ス
が
批
判
的
社
会
理
論
（
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
）
に
留
保
す
る
支
配

（
巧
）

や
イ
デ
ォ
。
ギ
ー
の
諸
現
象
ｌ
そ
れ
ら
は
言
語
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
て
い
る
－
－
も
含
ま
れ
て
い
る
．

ガ
グ
マ
ー
の
以
上
の
よ
う
な
議
論
の
結
論
は
ハ
バ
「
マ
ス
は
批
判
的
反
省
に
対
し
て
ｌ
恐
ら
く
は
観
念
論
的
讃
前
提
の
下

で
の
み
持
つ
こ
と
の
出
来
る
ｌ
誤
っ
た
力
を
帰
属
さ
せ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
．
全
体
的
反
省
知
と
い
う
考
え
方
に
対
し

て
ガ
ダ
マ
ー
は
、
「
人
間
の
現
存
在
の
有
限
性
と
反
省
の
本
質
的
な
特
殊
性
〔
と
い
う
考
え
〕
を
対
置
ざ
せ
齢
｛
反
省
す
る
老

体
は
、
そ
れ
ら
自
身
と
し
て
は
主
題
化
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
一
群
の
概
念
、
判
断
、
原
理
、
規
準
、
等
を
自
明
の
も
の
と
し
て
前
提

に
す
る
。
彼
は
、
す
べ
て
の
事
柄
を
一
度
に
一
挙
に
疑
問
化
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
批
判
は
、
必
然
的
に
部
分
的
な
も
の
で
あ
り
、

そ
し
て
特
定
の
観
点
か
ら
為
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
も
し
批
判
的
観
点
が
そ
の
自
身
反
省
に
服
さ
せ
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
こ
と

は
不
可
避
的
に
他
の
異
っ
た
観
点
か
ら
、
そ
し
て
他
の
異
っ
た
、
か
つ
自
明
の
も
の
と
み
な
さ
れ
た
諸
前
提
に
基
づ
い
て
、
為
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
ハ
バ
ー
マ
ス
が
批
判
的
反
省
の
た
め
に
掲
げ
る
権
利
要
求
は
、
過
大
で
あ
り
、
過
度
に
誇
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張
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

最
後
に
、
ガ
ダ
マ
ー
に
よ
れ
ば
、
対
立
す
る
妥
当
性
の
諸
要
求
を
解
明
し
、
評
価
す
る
た
め
の
媒
体
と
し
て
は
、
「
対
話
」
以
外

の
い
か
な
る
選
択
肢
も
存
在
し
芯
い
・
馨
の
謹
念
は
対
話
ｌ
同
時
代
者
と
の
現
実
的
恋
水
平
的
対
話
と
過
去
と
の
罐
史
的
な

塗
蘆
的
対
話
の
両
者
ｌ
へ
の
讓
性
と
内
在
的
に
繕
ぴ
っ
け
ら
れ
て
い
る
．
理
性
や
正
義
の
麹
懲
の
菫
陸
封
誌
の
中
で
理
解

に
達
す
る
と
い
う
試
み
、
す
な
わ
ち
解
釈
学
的
理
解
か
ら
独
立
し
て
は
、
達
成
さ
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
批
判
家
は
、
自
己
の
洞
察
に
対
し
て
、
実
際
に
は
正
当
化
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
優
越
性
を
仮
定
し
て
い
る
よ
う
に
見
え

る
。
彼
等
は
、
真
理
へ
の
特
権
的
通
路
を
ド
グ
マ
化
し
、
理
性
的
対
話
の
起
こ
る
以
前
に
そ
の
成
果
の
先
取
り
を
、
つ
ま
り
真
理
の

唯
一
の
所
有
者
で
あ
る
こ
と
を
、
僧
称
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
誇
張
さ
れ
た
認
識
要
求
に
対
し
て
は
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
彼
の
時
代
の
プ
ラ
ト
ン
主
義
者
た
ち
に
対
し
て
提
出
し
た
論
難
、
す
な
わ
ち
、
善
の
イ
デ
ア
は
具
体
的
状
況
と

関
係
づ
け
ら
れ
な
い
限
り
空
虚
で
あ
る
と
い
う
論
難
が
範
例
的
な
意
義
を
持
つ
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「
人
間
の
善
は
、
人
間
の
実
践
の
中
で
出
会
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
何
物
か
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
は
、
そ
の
中
で
あ
る
も
の
が
そ

の
他
の
‐
も
の
よ
り
も
望
ま
し
い
と
さ
れ
る
具
体
的
状
況
を
難
れ
て
は
、
規
定
で
き
る
‐
も
の
で
は
な
い
。
…
・
・
・
…
反
事
実
的
理
解
で

は
な
く
、
そ
の
こ
と
の
み
が
、
善
の
批
判
的
経
験
で
あ
る
。
善
は
、
状
況
の
具
体
性
の
中
で
彫
琢
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
普

遍的理念としては、そのような善き生活の理念は、八空虚Ｖであふ利
こ
こ
で
主
張
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
ガ
ダ
マ
ー
が
解
釈
学
的
理
解
に
お
け
る
適
用
的
契
機
と
し
て
主
題
化
し
た
議
題
の
操
り
返
し

で
あ
る
。
ガ
ダ
マ
ー
に
と
っ
て
は
、
「
真
理
」
や
「
善
」
の
観
念
は
、
「
反
事
実
的
理
解
」
に
で
は
な
く
、
一
般
に
異
っ
た
伝
統
の

対話的適用的理解の「解釈学的経験」と内在的に結びついて雄｛我々は、最後に、この論点に対するハバー
マ
ス
の
批
判
を
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
の
こ
れ
ま
で
の
考
察
を
総
括
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
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ハ
バ
ー
マ
ス
の
見
解
に
お
い
て
は
、
存
在
論
的
転
換
を
通
じ
た
解
釈
学
の
絶
対
化
は
、
支
配
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
す
な
わ
ち
「
体
系

的
に
歪
め
ら
れ
た
意
思
疎
通
」
の
批
判
と
そ
れ
か
ら
の
解
放
を
目
指
し
て
、
社
会
的
１
歴
史
的
存
在
と
し
て
の
諸
個
人
や
諸
集
団
の

「
背
後
に
」
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
を
志
向
す
る
社
会
理
論
の
過
少
評
価
に
帰
着
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ハ
バ
ー
マ
ス
は
、
彼
の
ガ
ダ
マ
ー

に
対
す
る
応
答
や
そ
の
後
の
理
論
的
営
為
に
お
い
て
ガ
ダ
マ
ー
の
「
解
釈
学
の
普
遍
性
要
求
」
が
批
判
的
社
会
理
論
の
可
能
性
に

課
す
よ
う
に
み
え
る
諸
制
限
を
拒
絶
し
、
そ
し
て
解
釈
学
の
仮
定
す
る
日
常
一
一
一
一
口
語
的
意
思
疎
通
の
通
常
的
能
力
を
超
え
る
体
系
的
に

一
般
化
さ
れ
た
経
験
的
知
識
Ｉ
こ
れ
は
、
し
ば
し
ば
社
会
現
象
の
擬
似
‐
因
果
的
説
明
を
可
能
に
す
る
ｌ
を
そ
の
基
礎
に
編
入

し
た
社
会
理
論
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
を
理
論
的
に
追
求
し
て
い
る
。

解
釈
学
に
対
す
る
ハ
バ
ー
マ
ス
の
批
判
の
結
論
を
ひ
と
こ
と
で
言
え
ば
、
我
々
は
解
釈
学
を
「
深
層
解
釈
学
」
へ
と
変
形
し
な
け

ハ
バ
ー
マ
ス
は
、
批
判
的
反
省
と
解
釈
学
的
理
解
の
密
接
な
結
合
を
否
定
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
解
放
の
一
般
的
理
論
な
ど
と
い

う
も
の
は
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
歴
史
的
に
有
意
な
啓
蒙
を
志
向
す
る
批
判
的
社
会
理
論
は
、
解
釈
学
と
同
様
に
、
与
え
ら
れ

た
歴
史
的
－
社
会
的
文
脈
の
中
か
ら
手
続
き
し
、
そ
し
て
こ
の
生
活
連
関
の
う
ち
に
実
践
的
に
還
帰
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の

観
点
か
ら
す
れ
ば
、
我
々
は
、
社
会
生
活
の
普
遍
的
媒
体
と
し
て
の
意
思
疎
通
の
承
認
を
含
め
て
人
間
存
在
の
歴
史
性
の
自
覚
や

実
践
的
諸
問
題
の
対
話
を
通
じ
た
解
決
の
理
想
等
、
ハ
バ
ー
マ
ス
と
ガ
ダ
マ
ー
の
立
場
の
共
通
性
を
理
解
す
る
に
難
く
は
な
い
。
し

か
し
な
が
ら
、
ハ
パ
ー
マ
ス
に
よ
れ
ば
、
我
々
は
ガ
ダ
マ
ー
の
方
法
論
的
結
論
を
受
け
入
れ
る
こ
と
な
し
に
以
上
の
よ
う
な
立
場

を
採
用
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
議
論
が
ロ
マ
ン
主
義
と
啓
蒙
主
義
の
対
立
を
想
起
さ
せ
る
伝
統
に
対
す
る
単
な
る
姿
勢
の
差
異
と
い

う
問
題
水
準
を
起
え
て
い
る
限
り
、
争
点
は
方
法
論
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
方
法
論
的
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
原
理
的
争
点
は

解
釈
学
的
「
意
味
理
解
」
が
社
会
研
究
の
適
切
か
つ
唯
一
の
基
礎
で
あ
る
、
な
い
し
は
あ
る
こ
と
が
出
来
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
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れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
解
釈
学
の
限
界
は
、
解
釈
学
的
手
続
き
が
日
常
的
な
意
思
疎
通
的
相
互
行
為
の
う
ち
に
お
い

て
起
こ
る
理
解
の
達
成
の
過
程
の
方
法
的
継
続
で
あ
る
と
い
う
事
実
か
ら
帰
結
す
る
。
解
釈
学
は
、
あ
る
意
味
で
は
、
文
化
的
伝
統

の
内
実
を
額
面
通
り
に
受
け
取
る
。
そ
の
方
法
は
、
原
理
的
に
、
意
識
的
に
表
現
さ
れ
た
も
の
に
の
み
向
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ

え
、
そ
れ
が
関
わ
っ
て
い
る
諸
個
人
の
彼
自
身
や
他
者
に
対
す
る
「
誠
実
性
」
の
仮
定
を
、
す
な
わ
ち
、
当
該
の
「
言
語
ゲ
ー
ム
」

が
ハ
バ
ー
マ
ス
の
言
う
「
純
粋
な
相
互
行
為
」
の
モ
ー
テ
ル
に
一
致
し
て
い
る
か
の
如
き
反
事
実
的
な
仮
定
を
、
し
ば
し
ば
行
な
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
解
釈
学
的
理
解
の
努
力
が
社
会
的
１
歴
史
的
存
在
と
し
て
の
諸
個
人
や
諸
集
団
の
自
己
理
解
の
み
に

単
純
に
向
け
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
フ
ロ
イ
ト
的
意
味
に
お
け
る
「
合
理
化
」
や
「
自
己
欺
臓
」
の
概
念
は
、
い
か
な
る
体
系
的
な
位

置
値
を
も
持
た
な
い
こ
と
に
な
る
。
ハ
バ
ー
マ
ス
に
よ
れ
ば
、
我
々
は
、
こ
の
よ
う
な
事
実
的
理
解
の
仮
象
を
生
み
出
す
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
的
眩
惑
を
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
批
判
で
き
る
た
め
に
は
、
メ
タ
解
釈
学
的
知
識
を
必
要
と
す
る
。

「
洞
察
と
眩
惑
を
区
別
す
る
批
判
的
に
自
己
啓
蒙
し
た
解
釈
学
は
、
体
系
的
に
歪
め
ら
れ
た
意
思
疎
通
の
可
能
性
の
諸
条
件
に

関
す
る
メ
タ
解
釈
学
的
知
識
を
自
己
の
中
に
採
り
入
れ
る
。
そ
れ
は
理
解
を
理
性
的
発
話
の
原
理
に
結
び
つ
け
る
。
そ
の
原
理
に

従
え
ば
、
真
理
は
制
限
の
な
い
、
そ
し
て
支
配
か
ら
自
由
な
意
思
疎
通
の
下
で
達
成
さ
れ
、
そ
し
て
長
期
的
に
主
張
さ
れ
る
こ
と

の
で
き
る
合
意
を
通
じ
て
の
み
、
保
証
さ
れ
ふ
朝

このような観点から、ハバーマスは、理性的発話の諸規範を解明する「真理の合意理垂蠅剖捗下位理論として含
（
皿
）

む
「
意
思
疎
通
能
力
の
理
論
」
を
展
開
し
て
い
る
。
さ
ら
に
彼
は
、
個
体
発
生
の
レ
ベ
ル
に
お
け
る
意
思
疎
通
能
力
の
発
展
の
諸
段

階
の
解
明
だ
け
で
な
く
、
社
会
的
進
化
の
レ
ベ
ル
に
お
け
る
、
理
論
的
お
よ
び
実
践
的
論
議
の
理
性
的
諸
規
範
を
修
得
す
る
諸
段
階

の
考
察
を
も
展
開
し
て
い
る
。
「
社
会
的
進
化
の
理
糺
翅
欲
そ
れ
で
あ
る
・
意
思
疎
通
能
力
の
理
論
と
社
会
的
進
化
の
理
論
は
、
そ

れ
ぞ
れ
構
造
的
Ｉ
共
時
的
レ
ベ
ル
と
歴
史
的
－
適
時
的
レ
ベ
ル
で
、
相
互
行
為
の
枠
組
に
お
け
る
意
思
疎
通
の
歪
み
を
批
判
的
に
解
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明
す
る
た
め
の
理
論
的
基
礎
と
し
て
役
立
つ
こ
と
が
出
来
る
。
そ
の
よ
う
な
体
系
的
－
再
構
成
的
に
一
般
化
さ
れ
た
経
験
的
知
識
を

組
み
込
む
こ
と
を
適
じ
て
そ
の
理
論
的
基
礎
を
豊
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
構
造
か
ら
し
て
ｌ
社
会
的
啓
蒙
の
過
穣
を
通
じ

て
ｌ
発
話
し
行
為
す
る
者
た
ち
の
生
活
実
践
の
中
へ
還
帰
す
る
こ
と
を
志
向
し
て
い
る
批
判
的
社
会
離
論
住
繼
か
に
与
え
ら
れ

た
歴
史
的
１
社
会
文
化
的
文
脈
の
中
か
ら
手
続
き
す
る
に
せ
よ
、
純
粋
に
解
釈
学
的
な
知
識
の
持
つ
不
確
か
な
文
脈
依
存
性
、
根
底

的
状
況
依
存
性
を
軽
減
し
、
社
会
の
諸
成
員
や
諸
集
団
の
集
合
的
自
己
解
釈
の
理
論
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
批
判
を
通
じ
て
、
社
会

の
自
己
反
省
の
過
程
を
、
し
た
が
っ
て
理
性
的
自
己
形
成
の
過
程
を
触
発
す
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
批
判
的
社
会
理
論
の
企
図
の
言
語
理
論
的
お
よ
び
歴
史
理
論
的
基
礎
づ
け
と
い
う
課
題
に
対
す
る
ハ
バ
ー
マ
ス
の
こ

れ
ま
で
の
成
果
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
。
ハ
バ
ー
マ
ス
の
解
釈
学
批
判
の
射
程
の
全
次
元
を
理
解
す
る
た
め
に
も
、
我
々

は
こ
の
よ
う
な
問
い
を
改
め
て
主
題
化
す
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
遺
棄
さ
れ
た
こ
の
論
件
が
、
我
々
の
次
稿
の
課
題

で
あ
る
。

（
１
）
『
社
会
科
学
の
論
理
に
よ
せ
て
』
に
お
け
る
ハ
パ
ー
マ
ス
の
批
判
に
対
す
る
ガ
ダ
マ
ー
の
応
答
に
つ
い
て
は
、
因
の
『
ロ
〕
の
。
①
日
】
穴
目
〔
一

国
の
ｏ
ｌ
ｏ
ｍ
－
の
穴
１
已
丙
》
四
・
四
・
○
・
・
所
収
の
四
・
Ｉ
の
。
○
且
、
ョ
の
円
．
宛
ず
の
８
１
戸
・
西
の
『
ョ
⑦
。
の
貝
房
色
目
嵐
の
。
一
○
四
の
六
『
冒
丙
・
の
。
、
『

ｌ
届
そ
れ
に
対
す
る
ハ
パ
ー
マ
ス
の
答
え
は
、
同
じ
く
、
］
・
国
：
①
『
日
四
の
．
□
の
『
ロ
ゴ
］
ぐ
の
『
の
臼
一
】
威
扇
目
：
『
口
：
□
の
【
国
の
『
日
の
ご
目
‐

丘
戸
の
．
］
９
１
」
ｇ
さ
ら
に
、
ガ
ダ
マ
ー
の
宛
の
己
｜
】
宍
・
の
・
酉
＄
１
臣
『
を
参
照
。
「
解
釈
学
論
争
」
に
関
す
る
本
章
の
以
下

の
叙
述
に
つ
い
て
は
、
ご
ｍ
－
，
三
・
Ｏ
戸
田
】
ヨ
ョ
の
『
一
一
・
崗
芹
巳
の
【
○
日
ヨ
ロ
ヨ
冨
茸
○
コ
の
号
の
○
円
の
ど
⑫
：
の
三
目
。
①
の
冒
少
口
印
乏
凋

凹
巨
印
旦
の
日
四
の
『
日
の
ロ
の
巳
曰
厨
弓
①
】
馬
一
月
万
・
ｍ
】
『
ｐ
Ｃ
ｐ
ｌ
の
Ｏ
目
の
【
の
『
、
三
・
○
ヶ
・
い
一
ロ
旨
】
の
円
一
一
》
ヨ
ゴ
①
ｏ
１
の
：
『
筋
、
｝
】
①
二
【
『
ヨ
オ

ロ
ロ
已
勺
【
、
〆
】
の
。
］
ご
［
ぬ
の
口
四
四
ケ
の
『
『
。
囚
②
ロ
ロ
。
Ｓ
の
句
田
口
質
巨
旦
①
『
の
。
ゴ
ニ
ー
の
．
、
（
戸
耳
、
四
１
」
①
『
、
》
勺
・
両
】
Ｃ
Ｏ
の
Ｅ
『
・
ロ
ー
豆
。
の
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〆ﾛ、′￣、

３２
、-〆、－'

'－，／凸、〆向、￣、'－，￣へ

1０９８７６５
ﾐーゾ、－'、.〆、＝ノ、－ゾ、－'

グー、

４
里＝

ｍ
ｐ
ｐ
ｏ
已
日
『
》
四
四
ｃ
の
『
日
、
⑪
四
目
□
○
ｍ
ｇ
、
日
日
一
コ
□
国
一
ｃ
ｍ
一
冒
坤
円
□
己
・
勺
○
一
耳
一
○
伽
一
四
コ
○
ｍ
。
Ｑ
巴
固
め
⑪
②
望
⑭
．
□
．
⑪
芹
の
‐

乏
四
『
芹
偉
］
・
□
】
の
口
（
の
。
の
．
）
『
些
少
苔
の
ロ
⑪
］
①
『
』
》
□
・
言
】
②
、
の
一
。
．
○
『
旨
８
－
月
ゴ
の
。
『
垣
四
コ
』
国
の
門
目
】
の
ロ
の
巨
丘
８
．
】
目
○
二

○
【
葛
８
一
目
声
の
。
『
望
．
◎
ケ
・
ロ
芹
’
ロ
Ｃ
・
〕
の
』
ｌ
】
四
四
》
弓
・
富
。
○
日
菖
望
・
目
宮
の
○
円
ご
Ｃ
牌
一
ヨ
ゴ
①
。
『
臣
◎
局
］
酵
門
、
の
口
浬
四
ワ
の
『
ョ
閉
．

・
ワ
・
Ｃ
Ｆ
Ｃ
巳
・
］
９
（
〔
｝
向
Ｃ
四
一
一
コ
］
ど
『
・
両
ｇ
一
・
甲
】
貝
三
口
一
の
１
ｍ
一
一
の
ロ
２
浬
：
の
『
ョ
勝
一
Ｖ
同
『
宍
の
目
自
】
の
ロ
且
自
己
の
『
の
‐

⑪
⑭
の
八
》
胃
叩
ｍ
・
ぐ
。
ｐ
句
・
○
“
一
一
日
畠
、
．
『
３
口
［
［
巨
耳
］
・
『
陰
・

］
・
国
号
の
、
【
：
②
．
ｍ
ロ
『
ぼ
。
、
詩
：
『
の
ｇ
巨
笈
『
】
⑪
⑪
の
ロ
の
呂
呉
〔
の
Ｐ
の
・
陣
『
、
．

］
・
西
、
ワ
の
『
自
国
の
．
固
『
六
８
．
冒
厨
ロ
ロ
・
冒
一
①
『
の
⑪
⑩
の
．
ｍ
・
旨
］
１
画
・
邦
訳
、
一
八
八
頁
。
同
じ
主
張
に
つ
い
て
、
Ｎ
ｐ
「
Ｆ
○
ｍ
】
丙

…
・
Ｐ
四
・
○
・
・
の
・
目
印
を
参
照
。

」
・
餌
回
す
の
『
ョ
肘
・
悶
口
『
Ｆ
○
ｍ
】
丙
旦
の
同
、
。
且
四
一
夢
『
］
⑪
い
の
。
⑪
◎
す
呉
篇
。
・
ぬ
’
、
⑭
函
ｌ
』
．

シ
・
Ｐ
。
》
印
・
山
田
・

尹
・
四
・
○
・
・
ｍ
・
画
の
ロ

シ
ー
四
・
○
・
》
ｍ
・
噂
、
ヨ

シ
．
、
．
○
・
・
⑫
・
函
⑭
Ｐ

四
・
－
○
・
○
且
凹
己
の
『
》
幻
の
ロ
ー
穴
》
曰
》
出
の
同
日
の
ロ
の
巳
】
丙
巨
ロ
ー
国
の
Ｃ
－
Ｃ
巴
の
穴
ゴ
ー
宍
》
四
・
ｍ
．
○
こ
の
・
四
ｍ
①
・

ガ
ダ
マ
ー
の
こ
の
要
求
は
、
「
真
実
の
と
こ
ろ
、
歴
史
が
我
々
に
属
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
我
々
が
歴
史
に
属
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

…
・
…
：
個
人
の
自
己
省
察
は
、
歴
史
燗
笙
の
閉
間
蕗
の
な
か
で
点
滅
す
る
微
光
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
個
人
の
予
断
〔
先
入
見
〕
は

彼
の
判
断
よ
り
は
る
か
以
上
に
、
彼
の
存
在
の
歴
史
的
現
実
で
あ
る
」
と
い
う
主
張
に
基
づ
い
て
い
る
。
言
昌
昌
の
】
《
｛
】
コ
ロ
ニ
の
夢
Ｃ
１
Ｐ

臼
、
。
○
・
・
ｍ
・
国
。
』
．
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’－，

２２
ミージ

〆■、

２１
、-グ

〆へ〆へ

２０１９
、＝、－ノ

ノー、グー、グー、／￣、グー、〆角、〆へ／￣、

１８１７１６１５１４１３１２１１
、＝グ凶一、‐'、_’、■ノ、_〆ﾐープ、■ゾ

○
ｍ
目
己
の
『
・
三
島
『
ゴ
の
鳶
口
。
二
三
の
言
Ｃ
：
》
の
．
患
］
氏
（
．

シ
・
四
・
○
：
ｍ
・
唾
②
←
－
回

四
・
Ｉ
Ｃ
・
の
四
』
四
日
の
『
・
幻
汀
の
一
。
己
丙
》
国
の
『
『
ロ
の
。
①
貝
】
丙
巨
ロ
Ｑ
国
の
Ｃ
一
．
四
の
【
回
｛
】
丙
・
口
。
、
，
○
・
・
の
。
『
、
．

シ
・
四
・
○
・
》
い
『
⑭
．

シ
’
臼
・
○
・
》
、
．
『
」
竃
・

少
・
撰
○
・
苞
⑫
．
『
」
，

○
且
目
〕
の
『
・
詞
の
ロ
ー
一
戸
・
Ｐ
ｍ
．
。
・
・
の
．
⑬
］
ｍ
・
ガ
ダ
マ
ー
は
、
シ
ュ
⑪
｛
，
同
岳
・
ｚ
－
Ｃ
・
シ
ム
を
参
照
要
求
し
て
い
る
。

三
昌
昌
の
】
［
ロ
且
三
円
ロ
。
」
の
．
⑫
．
←
③
、
。

］
・
津
画
す
の
局
ヨ
ロ
ヅ
ロ
コ
ゴ
の
『
い
四
一
一
威
厨
ｍ
ｐ
ｍ
□
『
戸
○
可
…
．
ｍ
‐
］
、
』
・

く
、
一
・
］
・
出
四
ず
の
【
ロ
】
画
印
》
三
口
冑
夛
の
〕
厨
昏
の
。
『
】
の
。
》
】
ロ
曲
二
三
『
六
一
一
○
ゴ
云
囚
（
■
ご
已
幻
の
。
●
×
】
。
Ｐ
囚
’
四
・
○
・
軒
○
の
『
の
》
三
四
百
円
弓
の
鳶

口
ロ
。
□
一
ｍ
戸
口
厨
》
司
司
四
コ
丙
帛
巨
瓜
］
①
「
②
・

く因］・］’四四ヶの『ロ〕、ｍ・くｏ『すの『の芦の。」の国の冒の門戸ロロ館①。雨巨の】ロの【自剴】の○コのユ⑦Ｈ六．白日Ｐ已丙山ごくの。【○ロ】ロ‐

の
篇
。
侭
・
ョ
叩
］
・
出
回
す
の
『
ョ
山
⑪
、
ｚ
・
Ｆ
昌
曰
：
ロ
．
ヨ
ゴ
①
。
『
】
の
：
【
の
①
ｍ
の
こ
い
◎
す
呉
芹
。
」
の
【
の
。
風
呂
の
・
目
Ｃ
一
・
四
の
》
『
『
：
【
‐

帛
巨
『
【
」
②
『
］
ご
巨
０
⑫
．
ご
『
・

く
い
｝
，
］
’
四
“
す
の
吋
目
〕
四
ｍ
百
Ｎ
目
幻
の
丙
○
コ
の
（
【
巨
宣
』
Ｃ
ｐ
Ｑ
の
⑪
四
一
⑪
ご
『
】
の
ロ
ゴ
の
回
三
四
房
ユ
四
一
厨
ロ
〕
■
ｍ
・
可
門
口
回
天
『
日
｛
』
・
『
①
．

二
九
八
一
年
二
月
一
○
日
）


