
PDF issue: 2024-10-26

ニーチェの真理観

Ikeda, Toshihiko / 池田, 俊彦

(出版者 / Publisher)
法政大学人間環境学会

(雑誌名 / Journal or Publication Title)
人間環境論集 / 人間環境論集

(巻 / Volume)
1

(号 / Number)
1

(開始ページ / Start Page)
33

(終了ページ / End Page)
39

(発行年 / Year)
2000-03-31
(URL)
https://doi.org/10.15002/00002868



3３ 

（
｜
）
 

ニ
ー
チ
ェ
に
よ
れ
ば
結
局
、
真
の
認
識
と
さ
れ
る
も
の
は
一
つ
の
解
釈
で
あ
る
、
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
、
「
「
真
理
へ
の
意
志
」
と
は
本
質
的
に
解
釈
の
技
術
で

あ
る
」
と
言
わ
れ
る
。
Ｉ
し
か
し
、
「
真
理
へ
の
意
志
と
は
、
固
定
的
な
も
の
を
で
っ
ち

あ
げ
る
こ
と
、
真
な
る
．
持
続
的
な
も
の
を
で
っ
ち
あ
げ
る
こ
と
、
あ
の
偽
り
の
性
格

を
度
外
視
す
る
こ
と
、
こ
の
も
の
を
存
在
す
る
も
の
へ
と
解
釈
し
変
え
る
こ
と
で
あ

る
。
だ
か
ら
「
真
理
」
と
は
、
現
存
す
る
或
る
も
の
、
見
出
さ
れ
、
発
見
さ
れ
る
べ

真
理
な
い
し
認
識
に
つ
い
て
の
ニ
ー
チ
ェ
の
思
索
は
、
彼
の
著
作
の
中
で
ま
と
ま

っ
た
形
で
適
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
彼
は
哲
学
に
お
い
て
よ
く
あ
る
よ

う
な
認
識
論
や
真
理
論
を
展
開
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
真
理
な
い
し

認
識
の
問
題
は
彼
の
生
涯
を
貫
く
関
心
事
だ
っ
た
。
例
え
ば
彼
の
初
期
に
は
、
未
完

に
終
り
公
刊
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
「
道
徳
外
の
意
味
に
お
け
る
真
理
と
虚
偽
に
つ
い

て
」
と
い
う
短
い
論
文
が
過
さ
れ
て
い
る
。
中
期
以
降
で
は
、
彼
の
著
作
の
ほ
と
ん

ど
が
断
章
の
形
式
で
書
か
れ
た
こ
と
に
も
よ
る
が
、
そ
れ
ら
の
断
章
の
う
ち
に
、
か
つ

一
八
八
○
年
代
の
過
さ
れ
た
断
想
の
う
ち
に
、
散
ら
ば
っ
た
形
で
、
真
理
な
い
し
認

識
に
つ
い
て
の
思
索
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
一
八
八
○
年
代
の
道
さ
れ
た
断

想
の
う
ち
で
は
、
力
へ
の
意
志
の
思
想
か
ら
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
が
見
出
さ
れ

る
。
そ
こ
で
、
主
に
「
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
こ
う
語
っ
た
」
執
筆
時
期
以
降
の
後

期
に
書
か
れ
た
断
章
や
断
想
に
お
い
て
、
彼
の
認
識
に
つ
い
て
の
思
索
を
さ
き
に
検

討
し
た
。
そ
の
結
果
、
彼
に
よ
れ
ば
結
局
、
真
の
認
識
と
さ
れ
る
も
の
は
一
つ
の
解

釈
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
以
下
で
は
、
同
時
期
に
瞥
か
れ
た
断
章
や
断
想
に
お
い
て
、

彼
の
真
理
に
つ
い
て
の
思
索
を
検
討
し
て
み
た
い
と
思
う
。

ニ
ー
チ
ェ
の
真
理
観
Ｉ

き
或
る
も
の
で
は
な
く
、
つ
く
り
出
さ
れ
る
べ
き
或
る
も
の
で
あ
り
、
一
つ
の
過
程
の

た
め
の
名
称
の
役
を
果
た
す
或
る
も
の
、
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
自
体
終
わ
る
こ

と
の
な
い
征
服
の
意
志
の
た
め
の
名
称
の
役
を
果
た
す
或
る
も
の
、
の
こ
と
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
真
理
を
置
き
入
れ
る
の
は
、
一
つ
の
無
限
の
過
程
と
し
て
、
一
つ
の
能

動
的
に
規
定
す
る
働
き
と
し
て
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
体
で
固
定
し
確
立
し
て
い
る
か

に
見
え
る
或
る
も
の
を
意
識
化
す
る
こ
と
と
し
て
、
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
「
力
へ
の

意
志
」
の
た
め
の
一
つ
の
用
語
で
あ
る
Ｊ
こ
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
の
も
、
真
理
と
は

認
識
す
る
も
の
と
認
識
さ
れ
る
そ
れ
自
体
で
存
在
す
る
も
の
と
の
一
致
（
且
回
の
冒
甲

弓
）
、
と
い
う
見
解
を
ニ
ー
チ
ェ
が
と
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
い
や
そ
れ
ば
か
り
か
、

彼
は
真
理
へ
の
接
近
と
い
う
こ
と
も
斥
け
る
。
「
何
ら
か
の
方
法
で
近
づ
き
う
る
「
真

３
 

理
」
が
あ
る
と
は
。
］
「
「
真
理
」
な
る
も
の
は
な
い
が
ゆ
え
に
、
決
し
て
真
理
に
近

づ
く
こ
と
は
な
い
」
と
さ
れ
る
。
Ｉ
そ
し
て
、
「
多
種
多
様
の
眼
が
あ
る
。
ス
フ
ィ
ン
ク

ス
も
ま
た
、
眼
を
も
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
多
種
多
様
の
「
真
理
」
が
あ
り
、
し

５
 

た
が
っ
て
い
か
な
る
真
理
も
な
い
」
と
言
わ
れ
る
。
！
あ
る
い
は
、
「
真
理
と
は
、
そ
れ

な
く
し
て
は
特
定
種
の
生
物
が
生
き
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
よ
う
な
種
類

６
 

の
誤
謬
で
あ
る
。
生
に
と
っ
て
の
価
値
が
、
結
局
は
決
定
的
で
あ
る
。
］

と
い
う
の
も
、
解
釈
自
体
は
、
「
生
成
に
お
い
て
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

い
か
に
し
て
そ
れ
が
可
能
で
あ
る
の
か
。
自
身
に
つ
い
て
の
誤
謬
と
し
て
、
力
へ
の
意

志
と
し
て
、
迷
妄
へ
の
意
志
と
し
て
」
だ
か
ら
で
あ
る
１
あ
る
い
は
、
「
生
成
の
世
界

は
、
厳
密
な
意
味
で
は
、
「
概
念
」
さ
れ
、
解
釈
さ
れ
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
「
概

念
」
し
解
釈
す
る
知
性
が
、
全
く
の
仮
象
性
か
ら
組
み
立
て
ら
れ
た
、
し
か
し
確
立

し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
す
で
に
つ
く
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
粗
雑
な
世
界
を
眼

前
に
し
て
い
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
の
み
、
つ
ま
り
、
こ
の
種
の
仮
象
が
生
を
保
存
し
て

池
田
俊
彦
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き
た
か
ぎ
り
に
お
い
て
の
み
、
解
釈
と
い
う
が
ご
と
き
或
る
も
の
が
、
換
言
す
れ
ば
、

以
前
の
誤
謬
と
そ
の
後
の
誤
謬
と
の
相
互
測
定
が
、
あ
る
の
で
あ
る
。
］
あ
る
い
は

ま
た
、
「
世
界
の
価
値
は
わ
れ
わ
れ
の
解
釈
の
う
ち
に
あ
る
と
い
う
こ
と
…
こ
れ
ま
で

の
解
釈
は
生
の
う
ち
で
、
言
い
か
え
れ
ば
力
へ
の
意
志
の
う
ち
で
、
力
の
生
長
へ
の

意
志
の
う
ち
で
、
わ
れ
わ
れ
の
自
己
保
存
を
可
能
な
ら
し
め
る
遠
近
法
的
評
価
で
あ

る
と
い
う
こ
と
、
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
向
上
は
よ
り
狭
陰
な
解
釈
の
超
克
を
必
然
的
に

伴
う
と
い
う
こ
と
、
あ
ら
ゆ
る
強
化
や
力
の
拡
大
の
達
成
は
新
し
い
遠
近
法
を
開
き
、

新
し
い
地
平
を
信
ず
る
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
、
こ
の
こ
と
が
私
の
諸
著
作
を

一
貫
し
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
と
何
ら
か
の
関
わ
り
あ
い
を
も
つ
世
界
は
、
偽
で
あ
る
。

言
い
か
え
れ
ば
、
い
か
な
る
事
実
で
も
な
く
、
諸
観
察
の
貧
弱
を
総
計
の
う
え
に
創

作
さ
れ
彫
琢
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
世
界
は
、
何
か
生
成
す
る
も
の
と
し
て
、
「
真

理
」
な
る
も
の
は
な
い
が
ゆ
え
に
決
し
て
真
理
に
近
づ
く
こ
と
の
な
い
絶
え
ず
転
位
し

９
 

て
や
ま
な
い
虚
偽
と
し
て
、
「
流
れ
の
う
ち
に
」
あ
る
Ｊ

生
成
す
る
世
界
に
つ
い
て
の
解
釈
は
常
に
、
誤
謬
、
虚
偽
に
と
ど
ま
る
。
解
釈
す

る
こ
と
の
本
質
に
は
、
牽
強
、
修
正
、
簡
約
、
省
略
、
充
填
、
提
造
、
偽
造
、
そ

帥

の
他
が
属
す
る
。
０
生
成
す
る
世
界
に
つ
い
て
の
解
釈
は
常
に
、
仮
象
、
虚
構
１
偽

り

造
、
０
創
作
で
あ
る
。

「
定
式
化
さ
れ
が
た
い
も
の
と
し
て
の
、
「
偽
」
と
し
て
の
、
「
自
己
矛
盾
す
る
」

も
の
と
し
て
の
、
生
成
の
世
界
の
性
格
。
解
釈
と
生
成
と
は
た
が
い
に
排
除
し
あ
う
。

そ
の
結
果
、
解
釈
は
何
か
別
の
も
の
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
解
釈

し
う
る
も
の
た
ら
し
め
よ
う
と
す
る
一
つ
の
意
志
が
、
先
行
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
一
種
の
生
成
自
身
が
、
存
在
す
る
も
の
と
い
う
迷
妄
を
つ
く
り
あ
げ
な
け
れ
ば

⑩
 

な
ら
な
い
の
で
あ
る
Ｊ
「
存
在
す
る
も
の
」
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
解
釈
か
ら
し
て
、

静
止
さ
せ
た
も
の
、
持
続
さ
せ
た
も
の
、
不
変
化
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
ま
た
「
存
在
」
は
、
静
止
し
た
も
の
、
停
滞
す
る
も
の
で
あ
り
、
固
定
的
な
も
の
、

持
続
的
な
も
の
、
持
久
す
る
も
の
、
不
動
の
も
の
、
自
己
同
等
の
も
の
で
あ
り
、
さ

ら
に
、
硬
直
化
、
永
遠
化
、
な
ど
と
も
呼
ば
れ
る
。
ｉ
こ
う
し
た
「
存
在
す
る
も
の
を

想
定
す
る
こ
と
は
、
思
考
し
推
論
し
う
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
。
論
理
学
は
、
恒
常

不
変
な
も
の
に
あ
て
は
ま
る
公
式
の
み
を
取
り
扱
う
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
ゆ
え
に
、
こ

う
し
た
想
定
は
実
在
性
を
証
明
す
る
力
を
ま
だ
も
っ
て
は
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
「
存

副

在
す
る
も
の
」
は
わ
れ
わ
れ
の
光
学
に
属
す
る
。
〕
だ
か
ら
、
精
神
も
、
理
性
４
℃
、
思

考
も
、
意
識
も
、
霊
魂
も
、
意
志
も
、
そ
う
し
た
「
存
在
す
る
も
の
」
と
さ
れ
た
虚

臼

構
で
あ
る
９
‐
実
体
も
、
事
物
』
わ
、
物
体
も
、
生
起
を
「
存
在
す
る
も
の
」
の
、
存
続

刀

す
る
も
の
の
、
一
種
の
転
位
や
移
転
と
し
て
捉
え
る
試
み
で
あ
っ
て
、
Ｉ
わ
れ
わ
れ
の

帥

虚
構
で
あ
り
、
提
造
で
あ
る
＄

例
え
ば
、
存
在
す
る
も
の
と
し
て
の
「
自
我
」
（
目
の
庁
夛
）
の
み
が
わ
れ
わ
れ
に
と

っ
て
唯
一
の
「
存
在
」
で
あ
り
、
こ
の
唯
一
の
存
在
に
則
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
一
切

存
存
在
せ
し
め
た
り
、
理
解
し
て
い
る
と
さ
れ
る
が
、
こ
こ
に
は
或
る
遠
近
法
に
由

酬

来
す
る
幻
想
が
働
い
て
い
る
。
‐
つ
ま
り
｝
」
こ
に
は
、
す
べ
て
の
も
の
を
一
つ
の
地
平
線

の
う
ち
へ
の
よ
う
に
ひ
と
ま
と
め
に
閉
じ
こ
め
て
し
ま
う
、
見
せ
か
け
の
統
一
が
働
い

て
い
る
。
し
か
し
、
肉
体
を
手
引
き
と
す
る
な
ら
ば
、
巨
大
な
多
様
性
が
そ
こ
に
あ

る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
生
成
や
発
展
に
よ
っ
て
触
れ
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
存
在
す

る
も
の
と
し
て
の
自
我
、
こ
れ
は
一
つ
の
偽
造
で
あ
り
、
虚
構
で
あ
る
。
同
様
の
こ

と
が
ま
た
、
「
主
観
」
の
概
念
に
つ
い
て
も
言
わ
れ
て
い
る
。
「
主
観
」
と
は
、
何
ら

与
え
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
何
か
仮
構
さ
れ
つ
け
加
え
ら
れ
た
も
の
、
背
後
に
挿
入

さ
れ
た
も
の
で
あ
り
”
わ
れ
わ
れ
の
立
場
か
ら
解
釈
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
α
「
主
観
」

は
、
最
高
の
実
在
感
情
の
さ
ま
ざ
ま
の
契
機
す
べ
て
の
間
の
統
一
に
よ
せ
る
わ
れ
わ

れ
の
信
仰
存
表
わ
す
術
語
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
「
主
観
」
と
は
、
あ
た
か
も
わ
れ
わ
れ

の
も
つ
多
く
の
同
等
の
諸
状
態
は
唯
一
の
基
体
の
結
果
で
あ
る
か
の
ど
と
く
見
な
す

虚
構
で
あ
る
通
明
ら
か
に
、
自
我
の
場
合
と
同
様
に
、
「
主
観
」
を
存
在
す
る
も
の

と
し
て
実
体
的
統
一
と
見
な
す
こ
と
、
お
よ
び
、
解
釈
の
原
因
と
見
な
す
こ
と
が
、

拒
絶
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
ま
た
、
こ
う
言
わ
れ
て
い
る
。
「
主
観
を
一
つ
だ
け
想
定

す
る
必
然
性
は
、
お
そ
ら
く
な
い
。
お
そ
ら
く
多
数
の
主
観
を
想
定
し
て
も
差
し
つ

か
え
な
く
、
そ
れ
ら
諸
主
観
の
協
調
や
闘
争
が
わ
れ
わ
れ
の
思
考
の
、
総
じ
て
わ
れ

わ
れ
の
意
識
の
、
根
底
に
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
…
主
観
存
多
数
と
見
な
す
私
の

仮
説
山

存
在
の
世
界
が
ま
置
猩
造
さ
れ
、
存
在
す
る
も
の
に
価
値
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
か

ら
、
生
成
す
る
も
の
を
断
罪
し
そ
れ
に
不
満
を
お
ぼ
え
る
こ
と
が
由
来
す
る
。
物
体

も
、
神
も
、
理
念
も
、
そ
う
し
た
「
存
在
す
る
も
の
」
の
諸
変
形
で
あ
り
、
握
造
さ

れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
鋤
法
則
や
、
定
式
も
、
「
存
在
す
る
も
の
」
と
い
う
根
源
的
な

Hosei University Repository
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（｜｜） 

生
成
す
る
世
界
に
つ
い
て
の
解
釈
は
常
に
、
仮
象
、
虚
構
、
偽
造
、
創
作
で
あ

り
、
誤
謬
、
虚
偽
に
と
ど
ま
る
。
と
い
う
の
も
ま
た
、
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
れ
ば
、
「
遠
近

法
的
に
（
己
の
厨
己
の
冨
菖
、
９
）
観
る
こ
と
し
か
、
遠
近
法
的
な
解
釈
し
か
、
存
在
し

な
い
」
か
ら
で
あ
る
物

「
こ
の
遠
近
法
的
世
界
、
視
覚
、
触
覚
、
聴
覚
の
捉
え
る
こ
の
世
界
は
、
は
る
か

に
精
織
な
感
覚
器
官
の
捉
え
る
世
界
と
比
較
し
た
だ
け
で
も
、
き
わ
め
て
偽
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
世
界
の
理
解
し
や
す
さ
、
見
透
し
や
す
さ
、
そ
の
有
用
さ
、
そ
の
美
し

さ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
感
官
が
精
繊
な
も
の
に
さ
れ
る
や
、
消
え
う
せ
始
め
る
。
同
じ

く
、
美
も
、
出
来
事
の
経
過
を
省
察
し
つ
く
す
と
き
に
は
消
え
う
せ
る
。
目
的
の
秩

序
が
、
す
で
に
一
つ
の
幻
想
な
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
皮
相
的
に
粗
雑
に
概
括
す

れ
ば
す
る
ほ
ど
、
世
界
は
ま
す
ま
す
、
価
値
が
あ
り
、
確
定
的
で
あ
り
、
美
し
く
、

有
意
義
で
あ
る
も
の
に
見
え
て
く
る
。
深
く
立
ち
入
っ
て
洞
察
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
わ

れ
わ
れ
の
価
値
評
価
は
ま
す
ま
す
消
滅
す
る
。
す
な
わ
ち
、
無
意
義
さ
が
近
づ
い
て

く
る
。
わ
れ
わ
れ
が
、
価
値
を
も
つ
世
界
を
つ
く
り
あ
げ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を

認
め
つ
つ
、
わ
れ
わ
れ
は
ま
た
、
真
理
へ
の
畏
敬
が
す
で
に
或
る
幻
想
の
結
果
で
あ

虚
構
の
諸
変
形
と
さ
れ
る
。
露
つ
ま
り
認
識
は
、
生
成
を
不
変
的
な
規
則
と
し
て
捉
え

よ
う
と
す
る
。
変
化
し
転
変
す
る
生
成
の
世
界
の
う
ち
に
、
定
式
化
さ
れ
た
規
則
を
、

法
則
を
、
普
遍
的
な
不
動
性
を
、
永
遠
の
持
久
を
、
捉
え
る
こ
と
を
目
指
す
。
し
か

し
見
出
さ
れ
た
「
法
則
」
に
と
っ
て
、
新
し
い
生
成
が
常
に
現
わ
れ
る
が
、
わ
れ
わ

れ
が
そ
の
新
し
い
も
の
を
古
い
も
の
と
比
較
し
同
等
で
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
そ
の

新
し
い
も
の
を
法
則
と
い
う
統
一
の
中
へ
と
数
え
入
れ
、
そ
こ
で
そ
の
法
則
の
正
し

さ
が
証
明
さ
れ
た
と
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
あ
た
か
も
生
成
の
う
ち
に
す
で
に
範
型
が
あ

り
、
そ
の
範
型
が
生
成
を
導
い
て
お
り
、
内
在
し
て
い
る
か
の
ど
と
く
見
な
さ
れ
る

が
、
し
か
し
、
た
と
え
ど
れ
ほ
ど
し
ば
し
ば
そ
の
法
則
の
正
し
さ
が
証
明
さ
れ
る
に
し

て
も
、
こ
れ
は
そ
の
法
則
が
「
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
は
い
な
い
。
そ
の
法

則
は
、
存
在
の
図
式
に
し
た
が
っ
て
定
式
化
さ
れ
た
わ
れ
わ
れ
の
解
釈
に
す
ぎ
な
い
。

そ
の
法
則
は
、
そ
れ
を
「
見
出
し
」
、
「
あ
る
」
と
す
る
わ
れ
わ
れ
の
、
虚
構
で
あ
り
、

仮
象
に
す
ぎ
な
い
鞠

る
こ
と
を
、
か
つ
ま
た
、
真
理
よ
り
以
上
に
、
形
成
し
単
純
化
し
形
態
づ
け
仮
構
す

る
力
を
高
く
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
、
認
め
る
。
「
す
べ
て
の
も
の
は
偽

で
あ
る
。
す
べ
て
の
も
の
は
許
さ
れ
て
い
る
。
」
眼
差
し
の
或
る
程
度
の
鈍
さ
が
あ
っ

て
は
じ
め
て
、
単
純
化
へ
の
意
志
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
、
美
し
い
も
の
が
、
「
価
値
多

い
も
の
」
が
、
生
ず
る
。
こ
れ
ら
が
そ
れ
自
体
で
存
在
す
る
と
し
て
も
、
私
は
そ
の

何
で
あ
る
か
を
知
ら
な
い
上

「
真
の
世
界
な
る
も
の
は
全
く
存
在
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ

に
由
来
す
る
一
つ
の
遠
近
法
的
仮
象
（
己
の
『
の
己
の
召
ゴ
の
ｓ
の
『
呼
冨
ご
）
で
あ
る
」
と

さ
れ
る
麺
ま
た
、
目
的
、
統
一
、
存
在
に
つ
い
て
も
駒
あ
る
い
は
、
実
体
、
魂
な
ど

に
つ
い
て
も
、
⑥
同
様
の
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
「
自
我
」
の

概
念
の
形
成
に
は
遠
近
法
に
由
来
す
る
幻
想
が
働
い
て
い
る
、
と
言
わ
れ
た
物
ま
た

「
主
観
」
の
概
念
も
、
「
見
る
時
の
一
種
の
遠
近
法
を
も
う
一
度
見
る
行
為
そ
の
も
の

の
原
因
と
し
て
定
立
す
る
」
と
い
う
よ
う
に
握
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
、
と
さ
れ
る
鞠

さ
ら
に
、
「
数
は
時
間
や
空
間
と
同
じ
く
、
一
つ
の
遠
近
法
的
形
式
で
あ
る
」
と
さ

れ
る
鞠
「
主
観
と
客
観
」
、
「
能
動
態
と
受
動
態
」
、
「
原
因
と
結
果
」
、
「
手
段
と
目

的
」
も
、
常
に
た
だ
遠
近
法
的
な
諸
形
式
に
す
ぎ
な
い
。
“
あ
る
い
は
、
「
目
的
と
手

段
」
、
「
原
因
と
結
果
」
、
「
主
観
と
客
観
」
、
「
能
動
と
受
動
」
、
「
物
自
体
と
現
象
」
、

こ
れ
ら
は
解
釈
で
あ
っ
て
事
実
で
は
な
い
と
さ
れ
る
鞠
結
局
そ
れ
ら
は
、
決
し
て
そ
れ

自
体
で
あ
る
普
遍
的
な
も
の
な
ど
で
は
な
く
、
常
に
わ
れ
わ
れ
の
一
定
の
視
点
と
一

定
の
角
度
と
か
ら
特
定
の
解
釈
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
握
造
、
虚
構
、
仮
象
に
す
ぎ

な
い
。
こ
れ
ら
に
も
と
づ
い
た
解
釈
そ
れ
自
体
も
、
わ
れ
わ
れ
が
生
成
を
あ
る
一
定
の

視
点
に
制
約
さ
れ
て
一
定
の
角
度
か
ら
特
定
の
解
釈
を
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
わ

れ
わ
れ
は
生
成
を
常
に
、
あ
る
一
定
の
視
点
か
ら
一
面
的
に
解
釈
し
て
い
る
に
す
ぎ

な
い
。
だ
か
ら
こ
う
言
わ
れ
て
い
る
。
「
総
じ
て
解
釈
と
い
う
言
葉
が
意
味
を
も
つ
か

ぎ
り
、
世
界
は
解
釈
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
世
界
は
別
様
に
も
解
釈
さ

れ
う
る
の
で
あ
り
、
世
界
は
自
身
の
背
後
に
い
か
な
る
意
味
を
も
も
っ
て
は
お
ら
ず
、

か
え
っ
て
無
数
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
ｌ
「
遠
近
法
主
義
」
（
勺
囚
普
の
丘
菖
の
冒
吊
）
勘

し
か
も
こ
の
解
釈
の
遠
近
法
は
、
人
間
の
生
に
根
差
す
も
の
と
さ
れ
、
生
に
基
礎
づ

け
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
あ
ら
ゆ
る
生
の
根
本
条
件
で
あ
る
遠
近
法
的
な
も
の
」

と
言
わ
れ
て
い
る
・
鋤
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3６ 

解
釈
が
遠
近
法
的
で
あ
る
と
は
、
ま
た
、
考
察
し
て
感
性
的
・
精
神
的
に
わ
が
も

の
と
す
る
と
き
の
あ
ら
ゆ
る
遠
近
法
か
ら
離
れ
て
、
何
も
の
か
が
あ
る
、
「
そ
れ
自
体
」

（
エ
ロ
巴
＆
）
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
を
確
か
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
そ
の
何
で

あ
る
か
を
知
ら
な
い
し
、
そ
の
よ
う
な
も
の
は
存
在
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
籾

あ
る
い
は
、
「
自
体
」
（
目
の
一
ｓ
）
と
さ
れ
る
も
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
想
定
で
あ
り
、

解
釈
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
事
物
が
性
質
「
自
体
」
を
も
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
は
、
絶
対
に
放
棄
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
独
断
的
な
考
え
、
全
く
く

‐
 

だ
ら
な
い
仮
説
で
あ
る
。
Ｉ
事
物
と
い
う
概
念
そ
の
も
の
と
同
じ
く
、
す
べ
て
の
固
有

性
が
、
徹
頭
徹
尾
、
表
象
し
、
思
考
し
、
意
欲
し
、
感
覚
す
る
も
の
の
作
品
で
あ

り
２
 

り
１
解
釈
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
１
ま
た
、
「
い
か
な
る
「
事
実
自
体
」
な
る
も
の

も
な
く
、
或
る
事
実
が
あ
り
う
る
た
め
に
は
、
一
つ
の
意
味
が
常
に
ま
ず
害
薑
入
れ

郡

ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
】
「
事
実
は
ま
ず
、
解
釈
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

と
い
う
の
も
、
こ
の
事
実
が
そ
れ
自
体
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
物
自
体
と
同
様
に
、
氷

心

遠
に
愚
か
し
く
も
そ
｝
」
に
存
立
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
＃
」
わ
れ
わ
れ
は
事
実
な
る
も

Ｓ
 

の
に
、
決
し
て
突
き
あ
た
る
一
」
と
は
な
い
、
だ
か
ら
、
「
現
象
に
立
ち
ど
ま
っ
て
、
「
あ

る
の
は
た
だ
事
実
の
み
」
と
主
張
す
る
実
証
主
義
に
反
対
し
て
、
私
は
言
う
だ
ろ
う
。

い
や
、
ま
さ
し
く
事
実
な
る
も
の
は
な
く
、
あ
る
の
は
た
だ
解
釈
の
み
、
と
。
わ
れ
わ

れ
は
、
い
か
な
る
事
実
「
自
体
」
を
も
確
か
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
お
そ
ら
く
、
そ

句

の
よ
う
な
こ
と
を
欲
す
る
の
は
背
理
だ
ろ
う
。
ご
さ
ら
に
ま
た
、
こ
う
一
一
口
わ
れ
て
い
る
。

「
わ
れ
わ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
存
在
に
、
わ
れ
わ
れ
の
論
理
や
心
理
学
的
先
入
見
に
、
週か

元
す
る
｝
」
と
の
な
か
っ
た
世
界
は
、
世
界
「
自
体
」
と
し
て
現
存
し
て
は
い
な
い
Ｊ

「
そ
れ
自
体
で
あ
る
も
の
」
と
い
う
の
が
そ
れ
自
身
、
わ
れ
わ
れ
の
解
釈
で
あ
る
。

だ
か
ら
遠
近
法
的
な
解
釈
は
、
そ
れ
自
体
で
存
在
す
る
も
の
を
見
出
し
、
そ
れ
と
の

一
致
を
求
め
て
解
釈
を
行
な
う
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
解
釈
は
、
「
つ
く
り
出
さ
れ
る

勘

べ
き
或
る
も
の
『
で
あ
り
、
そ
れ
は
生
成
に
つ
い
て
の
仮
象
で
あ
り
、
虚
梢
で
あ
り
、

偽
造
に
と
ど
ま
る
が
、
し
か
し
ま
た
同
時
に
、
創
造
で
も
あ
る
。

（一一一）

生
成
す
る
世
界
に
つ
い
て
の
遠
近
法
的
な
解
釈
は
常
に
、
誤
謬
、
虚
偽
に
と
ど
ま

る
。
そ
れ
は
常
に
、
仮
象
、
虚
構
、
偽
造
だ
が
、
し
か
し
ま
た
同
時
に
、
創
造
で
も

あ
る
。
と
も
か
く
そ
れ
ゆ
え
に
、
「
多
種
多
様
の
「
真
理
」
が
あ
り
、
し
た
が
っ
て
い

９
 

か
な
る
真
理
も
な
い
。
Ｊ
ま
た
換
言
す
れ
ば
、
真
理
と
さ
れ
る
も
の
は
す
べ
て
真
理
の

偽
造
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
い
わ
ば
認
識
論
的
な
以
上
の
「
真
理
」
に
つ
い
て
の

評
価
を
、
ニ
ー
チ
ェ
は
し
か
し
さ
ら
に
根
本
的
に
「
生
」
か
ら
し
て
評
価
し
て
い
く
。

そ
し
て
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
真
理
は
生
に
と
っ
て
の
一
つ
の
有
用
な
偽
造
庁
曰
の

己
同
胃
可
の
烈
房
呂
目
、
）
鋤
で
あ
る
。

生
か
ら
評
価
し
て
、
彼
は
次
の
よ
う
に
一
言
っ
て
い
る
。
「
わ
れ
わ
れ
の
認
識
装
置

は
、
「
認
識
」
そ
の
も
の
の
た
め
に
設
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
Ｊ
「
知
識
や
認
識

の
仕
方
は
、
そ
れ
自
身
す
で
に
生
存
の
諸
条
件
の
も
と
に
あ
る
蝉
「
わ
れ
わ
れ
の
す

べ
て
の
認
識
機
関
や
慰
官
は
、
生
の
保
存
・
生
長
の
諸
条
件
に
関
し
て
の
み
発
達
し

て
い
る
。
〕
「
認
識
機
関
が
発
達
す
る
背
後
に
動
機
と
し
て
あ
る
の
は
、
自
己
保
存
の

有
用
性
で
あ
っ
て
、
欺
か
れ
な
い
た
め
の
何
ら
か
の
抽
象
的
・
理
論
的
な
欲
求
な
ど

で
は
な
い
。
認
識
機
関
は
、
そ
の
観
察
が
わ
れ
わ
れ
の
自
己
保
存
を
満
足
せ
し
め
る

よ
う
発
達
す
る
虫

さ
き
に
例
え
ば
自
我
や
主
観
と
い
っ
た
概
念
は
、
生
成
を
同
一
化
し
不
変
化
し
て

一
つ
の
存
在
す
る
も
の
と
し
た
偽
造
で
あ
り
、
虚
構
で
あ
り
、
提
造
で
あ
る
、
と
言

わ
れ
る
の
を
見
た
。
し
か
し
、
概
念
に
つ
い
て
一
般
的
に
だ
が
、
次
の
よ
う
に
言
わ

れ
て
い
る
。
「
概
念
は
、
厳
密
に
狭
義
に
人
間
中
心
的
に
、
ま
た
生
物
学
的
に
、
解

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
或
る
特
定
種
は
、
自
身
を
保
存
し
そ
の
力
を
増
大
さ
せ

る
た
め
に
は
、
自
身
の
実
在
性
の
構
想
の
う
ち
に
き
わ
め
て
多
く
の
同
一
に
と
ど
ま

り
算
定
し
う
る
も
の
を
、
捉
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
こ
そ
、

自
身
の
と
る
態
度
の
範
型
冴
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
ｊ

ま
た
「
範
嬬
は
、
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
生
の
条
件
と
な
っ
て
い
る
と
い
う

意
味
に
お
い
て
の
み
、
「
真
理
」
で
あ
る
。
蜜
「
理
性
の
諸
範
畷
は
、
多
く
の
暗
中
模

索
を
か
さ
ね
な
が
ら
、
相
対
的
な
有
用
性
に
よ
っ
て
そ
の
真
な
る
こ
と
が
証
明
さ
れ

た
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
ら
の
範
畷
が
、
総
括
さ
れ
、
全
体
と
し
て
意
識

さ
れ
る
に
至
っ
た
時
点
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
ひ
と
が
そ
れ
ら
を
命
令
し
た
時
点
が
、
言

い
か
え
れ
ば
、
そ
れ
ら
が
命
令
す
る
も
の
と
し
て
作
用
し
た
時
点
が
あ
っ
た
。
そ
の
と

き
以
来
そ
れ
ら
は
、
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
も
の
と
し
て
、
経
験
の
彼
岸
に
あ
る
も
の
と
し

て
、
拒
否
し
が
た
い
も
の
と
し
て
、
通
用
し
た
。
と
は
い
っ
て
も
、
そ
れ
ら
が
表
現
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3７ 
し
て
い
る
の
は
、
お
そ
ら
く
は
種
族
や
類
の
特
定
の
合
目
的
性
以
外
の
何
も
の
で
も

な
い
か
も
し
れ
な
い
。
ｌ
単
に
そ
れ
ら
の
有
用
性
が
、
そ
れ
ら
の
「
真
理
」
な
の
で

１
 

あ
る
。
ご

さ
ら
に
こ
う
一
一
一
一
口
わ
れ
て
い
る
。
「
理
性
、
論
理
、
範
囑
が
形
成
さ
れ
る
と
き
、
欲
求

が
決
定
的
と
な
っ
て
い
た
。
が
そ
れ
は
、
「
認
識
す
る
」
欲
求
で
は
な
く
、
理
解
し
算

定
し
や
す
く
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
包
摂
し
図
式
化
す
る
欲
求
で
あ
る
。
…
そ

こ
で
働
い
て
い
た
の
は
、
先
在
的
な
「
イ
デ
ア
」
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
が
事
物
を

粗
雑
に
ま
た
同
等
化
し
て
見
る
と
き
に
の
み
、
事
物
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
算
定
し

取
り
扱
い
や
す
く
な
る
、
と
い
う
有
用
性
で
あ
る
趣
」
ま
た
、
「
理
性
と
そ
の
諸
範
畷

と
へ
の
信
頼
は
、
弁
証
法
へ
の
信
頼
は
、
そ
れ
ゆ
え
論
理
学
の
尊
重
は
、
こ
れ
ら
の

も
の
が
生
に
と
っ
て
経
験
に
よ
っ
て
証
明
ず
み
の
有
用
性
を
も
っ
て
い
る
こ
と
の
み
を

証
明
す
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
も
の
の
「
真
理
」
を
証
明
す
る
の
で
は
な
い
種
」

だ
か
ら
さ
ら
に
、
「
論
理
と
理
性
範
畷
と
の
う
ち
に
認
め
ら
れ
る
の
は
、
有
用
性
を
目

的
と
し
て
世
界
を
調
整
す
る
（
そ
れ
ゆ
え
「
原
理
的
」
に
は
、
一
つ
の
有
用
な
偽
造

を
な
す
）
た
め
の
手
段
で
あ
る
。
が
そ
の
代
わ
り
に
、
論
理
と
理
性
範
畷
と
の
う
ち

に
は
、
真
理
の
標
識
が
あ
る
と
、
も
し
く
は
実
在
性
の
標
識
が
あ
る
と
、
信
ぜ
ら
れ

た
。
こ
う
信
ぜ
ら
れ
た
こ
と
に
、
哲
学
の
迷
誤
は
も
と
づ
い
て
い
る
「
真
理
の
標
識
」

と
は
事
実
、
原
理
的
偽
造
で
あ
る
そ
う
し
た
体
系
の
生
物
学
的
有
用
性
に
す
ぎ
な
か

っ
た
ｊ
こ
う
し
て
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
れ
ば
、
真
理
と
は
生
に
と
っ
て
の
一
つ
の
有
用
な
偽
造
で

あ
る
。
「
真
理
は
何
で
も
っ
て
証
明
さ
れ
る
の
か
。
高
揚
さ
れ
た
力
の
感
情
で
も
っ

て
。
有
用
性
で
も
っ
て
。
不
可
欠
性
で
も
っ
て
。
要
す
る
に
、
利
益
で
も
っ
て
で
あ

る
。
旧
」
「
真
理
と
は
、
そ
れ
な
く
し
て
は
特
定
種
の
生
物
が
生
き
る
こ
と
が
で
き
な
い

か
も
し
れ
な
い
よ
う
な
種
類
の
誤
謬
で
あ
る
。
生
に
と
っ
て
の
価
値
が
、
結
局
は
決

定
的
で
あ
る
。
ｊ

真
理
と
さ
れ
る
も
の
は
こ
の
よ
う
に
、
一
つ
の
有
用
な
偽
造
で
あ
る
。
し
か
し
い

ず
れ
に
し
て
も
、
真
理
は
常
に
真
理
の
偽
造
で
あ
り
、
誤
謬
に
と
ど
ま
る
。
が
そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ
は
真
理
を
求
め
る
。
そ
こ
で
ニ
ー
チ
ェ
は
さ
ら
に
、
「
真

理
へ
の
意
志
」
（
・
臼
三
富
の
目
尉
三
目
島
の
一
（
）
を
問
う
。
た
だ
し
、
「
わ
れ
わ
れ
は
、

真
理
へ
の
意
志
が
も
つ
価
値
を
問
う
た
。
わ
れ
わ
れ
は
真
理
を
欲
す
る
と
い
う
が
、
と

こ
ろ
で
な
ぜ
む
し
ろ
非
真
理
券
欲
し
な
い
の
か
。
な
ぜ
不
確
実
を
欲
し
な
い
の
か
。
な

ぜ
無
知
を
さ
え
欲
し
な
い
の
か
・
壁
こ
う
間
う
て
、
真
理
へ
の
意
志
を
や
は
り
生
か
ら

評
価
し
て
い
く
。

す
な
わ
ち
、
「
「
真
理
へ
の
意
志
」
と
は
本
質
的
に
解
釈
の
技
術
で
あ
る
。
そ
れ
に

は
や
は
り
、
解
釈
す
る
力
が
属
し
て
い
る
。
ｊ
が
し
か
し
、
解
釈
自
体
は
、
「
生
成
に

お
い
て
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
い
か
に
し
て
そ
れ
が
可
能
で
あ
る
の
か
。
自

身
に
つ
い
て
の
誤
謬
と
し
て
、
力
へ
の
意
志
と
し
て
、
迷
妄
へ
の
意
志
と
し
て
で
あ

る
・
學
だ
か
ら
、
「
こ
れ
ま
で
の
解
釈
は
、
生
の
う
ち
で
、
言
い
か
え
れ
ば
力
へ
の
意

志
の
う
ち
で
、
力
の
生
長
へ
の
意
志
の
う
ち
で
わ
れ
わ
れ
の
自
己
保
存
を
可
能
な

ら
し
め
る
遠
近
法
的
評
価
で
あ
る
。
』
し
か
も
、
解
釈
す
る
そ
の
意
欲
の
度
合
は
、

可

生
に
お
け
る
「
力
へ
の
意
志
の
生
長
の
度
合
い
に
依
存
し
て
い
る
。
ご
解
釈
は
、
「
力

の
道
具
と
し
て
働
く
。
だ
か
ら
、
解
釈
が
力
の
増
大
に
つ
れ
て
生
長
す
る
こ
と
は
、

明
ら
か
で
あ
る
虫
つ
ま
り
、
「
力
へ
の
意
志
が
解
釈
す
る
・
空
「
解
釈
す
る
働
き
そ
の

も
の
が
力
へ
の
意
志
の
一
形
式
と
し
ふ
、
解
釈
を
実
現
し
て
い
る
。

そ
れ
だ
か
ら
、
「
真
理
に
達
す
る
方
法
が
見
出
さ
れ
て
き
た
の
は
、
真
理
を
動
機
と

し
て
で
は
な
く
、
力
を
動
機
と
し
て
、
優
越
し
た
い
と
の
意
欲
を
動
機
と
し
て
で
あ

る
。
］
「
「
真
理
の
感
覚
」
は
、
「
汝
虚
言
す
る
こ
と
な
か
れ
」
と
い
う
道
徳
性
が
却
下

さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
別
の
法
廷
に
よ
っ
て
そ
の
合
法
性
を
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
す
な
わ
ち
、
人
間
保
存
の
手
段
と
し
て
、
力
へ
の
意
志
と
し
て
で
あ
る
上
つ

ま
り
、
「
真
理
と
い
う
標
識
は
、
力
の
感
情
の
上
昇
の
う
ち
に
あ
る
上
「
真
理
へ
の

意
志
と
は
、
固
定
的
な
も
の
を
で
っ
ち
あ
げ
る
こ
と
、
真
な
る
・
持
続
的
な
も
の
を

で
っ
ち
あ
げ
る
こ
と
、
あ
の
偽
り
の
性
格
を
度
外
視
す
る
こ
と
、
こ
の
も
の
を
存
在
す

る
も
の
へ
と
解
釈
し
変
え
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
「
真
理
」
と
は
、
現
存
す
る
或

る
も
の
、
見
出
さ
れ
、
発
見
さ
れ
る
べ
き
或
る
も
の
で
は
な
く
、
つ
く
り
出
さ
れ
る
べ

き
或
る
も
の
で
あ
り
、
一
つ
の
過
程
の
た
め
の
名
称
の
役
を
果
た
す
或
る
も
の
、
そ

れ
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
自
体
終
わ
る
こ
と
の
な
い
征
服
の
意
志
の
た
め
の
名
称
の
役

を
果
た
す
或
る
も
の
、
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
真
理
を
置
き
入
れ
る
の
は
、
一

つ
の
無
限
の
過
程
と
し
て
、
一
つ
の
能
動
的
に
規
定
す
る
働
き
と
し
て
で
あ
っ
て
、

そ
れ
自
体
で
固
定
し
確
立
し
て
い
る
か
に
見
え
る
或
る
も
の
を
意
識
化
す
る
こ
と
と

し
て
、
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
「
力
へ
の
意
志
」
の
た
め
の
一
つ
の
用
語
で
あ
る
。
伽
」
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つ
ま
り
、
「
真
理
へ
の
意
志
は
、
い
か
な
る
道
徳
的
な
威
力
で
も
な
く
、
力
へ
の
意
志

の
一
形
式
で
あ
る
上

こ
の
よ
う
に
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
れ
ば
、
真
理
へ
の
意
志
と
は
、
力
へ
の
意
志
の
一
つ

の
形
式
で
あ
る
。
あ
る
い
は
彼
は
、
「
生
そ
の
も
の
が
力
へ
の
意
志
で
あ
る
」
と
言
っ

て
い
る
為
し
た
が
っ
て
、
真
理
へ
の
意
志
は
、
生
そ
の
も
の
を
貫
く
力
へ
の
意
志
の

一
つ
の
形
式
で
あ
る
。
だ
か
ら
例
え
ば
、
真
な
る
も
の
と
し
て
一
つ
の
解
釈
を
実
行

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
生
成
に
存
在
の
性
格
を
刻
印
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
力
へ
の
最

高
の
意
志
」
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

（
注
）

い
『
感
巴
１
８
ｚ
－
の
国
の
ｓ
の
即
□
の
『
三
二
三
の
目
Ｈ
巨
胃
頁
目
叩
、
の
三
豊
一
目
目
顔
の
Ｃ
ａ
ど
の
弓
○
コ

己
の
庁
の
『
○
四
呉
自
扇
『
言
冒
弓
『
丙
目
、
ご
呂
固
房
号
の
夢
『
②
【
⑩
冨
早
ｚ
｝
の
口
の
９
の
（
一
声
【
『
ヰ
コ
の
『

く
の
１
農
》
】
⑪
震
）
負
３
コ
の
『
の
『
回
の
●
肩
９
房
、
号
の
》
国
・
・
『
巴
（
以
下
Ｗ
Ｍ
と
略
土
、
ｚ
『
・

ｍ
ｍ
ｍ
Ｏ
 

②
三
富
亨
三
円
。
、
、
国
．

③
言
菖
雪
ｚ
『
・
←
巴
・

い
ミ
ョ
マ
ヱ
『
・
臼
①
。

⑤
言
貫
ｚ
【
・
切
さ
．

⑥
ミ
ニ
》
ｚ
『
・
色
⑭
．

、
ニ
ラ
二
三
『
・
臼
『
に
よ
る
。

⑧
三
三
・
ｚ
『
・
田
Ｃ
に
よ
る
。

⑨
ミ
ニ
雪
ｚ
『
・
＠
］
③
．

⑩
卑
一
の
９
１
○
ゴ
ニ
の
肩
⑩
号
の
自
巨
『
○
８
の
堅
◎
四
①
□
の
Ｈ
三
○
且
へ
〆
］
【
『
。
ｐ
の
『
ぐ
の
二
画
い
＄
霞
）

（
臥
日
臣
昌
の
二
言
の
『
澪
の
日
日
息
一
帛
国
壁
已
の
員
思
・
ぐ
己
（
以
下
Ｇ
Ｍ
と
略
す
）
、
ｏ
ゴ
ヰ
の

」
ニ
ワ
戸
三
『
・
画
一
．

⑪
ミ
員
Ｚ
ｎ
・
認
Ｃ
ｆ

⑫
田
〉
１
の
９
１
畳
畠
の
厨
叩
呂
の
卯
□
｝
の
［
〕
口
、
呂
昌
□
。
①
の
二
の
ａ
の
ロ
ｍ
・
□
の
『
ｚ
②
、
三
儲
叩
喜
固
毫
の
胃
『

、『の岸煙巨、、の三岼三庁巨目○ｍの。『Ｑ口の（ぐ。。」シ庫『の□因、のロロ］の『（←．【Ｈごロの旬ごｍユ色、。
】
や
３
）
（
臥
日
島
ロ
ゴ
の
三
国
穴
の
ヨ
ロ
ミ
留
国
野
』
の
。
》
田
・
〉
ロ
）
（
以
下
Ｕ
Ｗ
と
略
す
）
、

ｚ
『
・
＄
つ
．

⑬
三
三
つ
ｚ
『
・
臼
『
に
よ
る
。

⑭
三
三
・
三
『
Ｃ
団
Ｐ
訊
国
・
巴
『
》
医
①
。
〔
『
二
「
》
ｚ
『
＠
＄
．

⑮
三
三
》
之
『
・
巴
『
。

⑯
乏
冨
ｚ
『
・
念
○
・

⑰
三
三
・
ｚ
『
・
＆
】
。

⑱
乏
巨
》
ｚ
閑
・
日
ペ
・
臼
『
》
①
農
．

⑲
ミ
ニ
『
ｚ
『
・
図
『
・
巴
ｍ
に
よ
る
。

剛
ミ
ニ
》
ｚ
『
・
陰
］
．

⑪
言
三
・
三
円
・
念
、
．

⑫
三
三
・
ｚ
『
・
虜
の
．

⑬
三
三
》
ｚ
『
・
ち
つ
。

⑭
言
三
》
Ｚ
ｎ
・
臼
『
．

⑮
ご
芦

田
三
三
・
三
『
・
目
］
に
よ
る
。

⑰
○
三
マ
ロ
ュ
耳
の
』
さ
す
。
ｚ
『
・
旨
に
よ
る
。

⑱
ミ
ニ
マ
ヱ
『
・
ｇ
Ｐ

⑲
三
三
・
ｚ
『
・
】
ｍ
・

鋤
三
三
一
三
局
・
局
・

⑪
〔
『
三
・
ｚ
試
】
。
・

⑫
三
二
・
三
『
・
巴
函
・

倒
二
貫
ｚ
『
・
切
浅
．

⑭
［
］
員
ｚ
『
・
】
。
．

⑬
ご
丘
・

㈱
三
三
》
ご
『
。
、
＄
・

㈱
三
三
》
ｚ
『
・
色
］
に
よ
る
。

⑬
因
試
の
９
１
８
三
一
の
厨
②
ｓ
の
叩
］
の
ロ
の
①
一
蕨
ぐ
○
コ
の
色
目
己
思
⑪
の
一
二
．
【
『
ヰ
ロ
の
『
こ
の
旨
、
．
】
⑪
Ｅ
）

（
臥
曰
屋
号
の
三
の
『
穴
の
ヨ
国
葛
留
因
目
・
の
Ｐ
田
・
臼
［
）
（
以
下
Ｊ
Ｇ
Ｂ
と
略
す
）
、

》
「
。
『
『
の
。
①
。

⑬
急
三
・
三
『
・
←
『
四
》
⑦
ｇ
’

㈹
三
三
雪
三
門
・
畠
Ｐ
ｍ
ｇ
。
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