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2５ニーチェからヘーゲルへ

ニ
ー
チ
ェ
は
天
才
的
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
最
初
に
決
定
的
に
し
た
の
が
、
「
悲
劇
の
誕
生
」
で
あ
っ
た
の
だ
。

（
１
）
 

こ
の
書
は
、
若
く
し
て
西
洋
古
典
学
者
と
し
て
世
に
認
め
ら
れ
始
め
た
ニ
ー
チ
ェ
を
葬
り
去
っ
た
。
そ
し
て
、
〈
７
日
ま
で
響
き
渡
る
偉
大

な
哲
学
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
、
漂
泊
の
う
ち
に
過
し
た
孤
高
の
道
を
ニ
ー
チ
ェ
の
前
に
拓
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
書
が
哲
学
史
の
地
下
に
掘
り

抜
い
た
道
は
い
ま
だ
突
き
止
め
ら
れ
て
は
い
な
い
。
わ
た
し
た
ち
は
、
哲
学
史
の
地
下
か
ら
響
き
渡
ろ
へ
－
ゲ
ル
、
シ
ェ
リ
ン
グ
、
ク
ロ
ィ

ッ
ァ
ー
、
ワ
ー
グ
ナ
ー
そ
し
て
ニ
ー
チ
ェ
の
大
シ
ン
フ
ォ
ニ
ー
を
聴
き
の
が
し
て
い
け
な
い
。
と
り
わ
け
ニ
ー
チ
ェ
と
ヘ
ー
ゲ
ル
と
の
間

に
横
た
わ
る
哲
学
史
の
地
下
通
路
を
、
こ
れ
ま
で
内
在
的
か
つ
系
統
的
に
解
明
す
る
こ
と
は
充
分
に
な
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
哲
学

史
の
地
表
の
通
路
と
は
正
反
対
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。

ニ
ー
チ
ェ
ま
で
到
達
し
て
い
る
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
の
地
下
通
路
は
、
「
悲
劇
の
誕
生
」
に
も
、
ま
こ
と
に
驚
く
べ
き
所
に
貫
い
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
こ
の
書
に
従
え
ば
、
ワ
ー
グ
ナ
ー
の
楽
劇
「
ト
リ
ス
タ
ン
と
イ
ゾ
ル
デ
」
に
も
へ
－
ゲ
ル
流
の
自
己
否
定
の
弁
証
法
が
貫
通

ニ
ー
チ
ェ
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
へ

山
口
誠
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2６ 
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
ニ
ー
チ
ェ
が
絶
賛
し
、
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
再
生
の
実
例
と
し
て
挙
げ
た
第
三
幕
に
は
、
た
し
か
に
死
と
生
と
の
矛
盾

を
め
ぐ
る
弁
証
法
が
躍
動
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
ニ
ー
チ
ェ
は
、
後
年
に
な
っ
て
も
、
「
ト
リ
ス
タ
ン
と
イ
ゾ
ル
デ
」
を
、
驚
く
ほ
ど
絶

賛
し
て
い
る
。
「
〔
…
〕
し
か
し
な
が
ら
、
わ
た
し
は
今
日
で
も
な
お
「
ト
リ
ス
タ
ン
と
イ
ゾ
ル
デ
」
と
同
じ
く
ら
い
危
険
な
魅
力
を
持
ち
、

同
じ
く
ら
い
戦
標
的
で
甘
美
な
無
限
性
を
具
え
た
作
品
を
探
し
て
い
る
。
ｌ
芸
術
の
全
領
域
を
探
し
て
も
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。
レ
ォ
ナ

ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
の
示
す
あ
ら
ゆ
る
異
様
な
魅
力
も
、
「
ト
リ
ス
タ
ン
と
イ
ゾ
ル
デ
」
の
最
初
の
一
音
で
魔
力
を
失
っ
て
し
ま
う
で

あ
ろ
う
。
こ
の
作
品
こ
そ
断
じ
て
ワ
ー
グ
ナ
ー
の
最
高
の
絶
品
で
あ
る
」
（
穴
豊
Ｐ
ｍ
・
畠
Ｃ
【
）
。
こ
の
作
品
に
も
、
否
定
し
よ
う
に
も
否
定

で
き
な
い
地
下
通
路
が
貫
通
し
て
い
る
。

ま
ず
は
、
死
に
か
け
な
が
ら
も
生
き
よ
う
と
し
、
生
き
よ
う
と
し
て
は
死
に
向
か
う
ト
リ
ス
タ
ン
の
演
技
。
「
恋
い
焦
が
れ
る
！
い

｛
凶
｝

ち
ず
に
恋
い
焦
が
れ
る
！
死
に
の
ぞ
ん
で
恋
い
焦
が
れ
、
焦
が
れ
る
思
い
の
た
め
に
死
ね
な
い
、
と
－
．
」
と
の
べ
、
も
う
ほ
と
ん
ど
死

ん
で
い
た
か
と
思
わ
れ
た
ト
リ
ス
タ
ン
が
起
き
あ
が
る
。
「
死
に
の
ぞ
ん
で
焦
が
れ
、
焦
が
れ
る
思
い
の
た
め
に
死
ね
な
い
、
と
！
」
と

は
、
ま
さ
し
く
生
と
死
の
矛
盾
の
な
か
に
身
を
置
く
ト
リ
ス
タ
ン
の
姿
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
生
の
世
界
に
い
る
イ
ゾ
ル
デ
ヘ
の
憧
れ

が
、
イ
ゾ
ル
デ
の
到
着
に
よ
っ
て
歓
喜
に
変
わ
る
と
と
も
に
、
ト
リ
ス
タ
ン
は
、
逆
に
死
に
向
か
う
。
ト
リ
ス
タ
ン
は
、
包
帯
を
自
分
で

振
り
ほ
ど
い
て
死
を
決
定
的
に
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
歓
喜
と
と
も
に
ト
リ
ス
タ
ン
は
死
ぬ
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
も
ま
し
て
、
イ
ゾ
ル
デ
が
締
め
く
く
る
最
終
場
面
に
も
驚
か
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
愛
す
る
ト
リ
ス
タ
ン
と
と
も
に
死
ん
で
宇

宙
生
命
と
な
る
こ
と
を
歓
ぶ
様
を
、
イ
ゾ
ル
デ
が
絶
唱
し
て
い
る
。

「
歓
喜
の
海
の

鳴
り
渡
る
響
き
の
な
か
で
、

波
打
ち
騒
ぐ
高
潮
の
な
か
で
、

霊
気
の
波
の
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2７ニーチェからヘーゲルヘ

溺
れ
ゆ
く
よ
ｌ
沈
み
ゆ
く
よ
ｌ

（
３
）
 

意
識
も
失
せ
て
Ｉ
こ
れ
ぞ
歓
び
の
極
み
！
」

こ
こ
で
、
イ
ゾ
ル
デ
は
、
ア
ポ
ロ
ン
的
演
劇
の
役
者
で
あ
り
な
が
ら
、
自
己
否
定
と
も
い
う
べ
き
死
に
よ
っ
て
デ
ィ
ォ
ニ
ュ
ソ
ス
の
世

、
、
、
、
、
、

界
へ
と
還
る
こ
と
を
唱
っ
て
い
る
。
こ
の
歌
を
引
用
す
る
直
前
で
、
ニ
ー
チ
ェ
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
。
「
デ
ィ
ォ
ニ
ュ
ソ

、
、
、

ス
的
な
魔
法
｝
」
そ
、
一
見
ア
ポ
ロ
ン
的
な
感
動
を
極
度
に
刺
戟
す
る
か
の
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、
し
か
も
な
お
ア
ポ
ロ
ン
的
な
力
の
｝
」
の

、
、
、
、
、

充
溢
を
己
れ
に
奉
仕
す
る
よ
う
に
強
制
し
う
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
悲
劇
的
神
話
は
、
ア
ポ
ロ
ン
的
な
芸
術
手
段
に
よ
る
一
ナ
ィ
ォ
ニ
ュ
ソ

ス
的
な
叡
智
の
具
象
化
と
し
て
の
み
理
解
し
う
る
。
神
話
は
現
象
の
世
界
を
そ
の
限
界
に
ま
で
導
き
、
現
象
の
世
界
は
か
か
る
限
界
に
お

い
て
自
己
自
身
を
否
定
し
、
真
実
な
る
唯
一
の
実
在
の
懐
へ
再
び
逃
げ
還
ろ
う
と
す
る
。
そ
し
て
次
に
イ
ゾ
ル
デ
と
と
も
に
そ
の
形
而
上

学
的
な
白
鳥
の
歌
を
唱
い
始
め
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
」
（
【
量
一
ｈ
．
一
と
）
と
。
演
劇
と
い
う
「
現
象
の
世
界
」
は
自
己
を
否
定
し
、
音

楽
の
「
真
実
な
る
唯
一
の
実
在
の
懐
」
つ
ま
り
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
の
世
界
へ
還
る
。
つ
ま
り
、
喝
う
イ
ゾ
ル
デ
は
、
現
象
世
界
に
い
る
け

れ
ど
も
、
歌
の
内
容
は
、
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
意
志
の
世
界
を
「
万
象
」
と
し
て
表
現
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
悲
劇
と
い
う
演
技
が
、

「
現
象
の
世
界
」
と
い
う
概
念
で
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
概
念
の
自
己
否
定
と
い
う
弁
証
法
が
姿
を
現
し
て
い
る
の
で
あ

た
だ
し
、
ニ
ー
チ
ェ
は
、
こ
の
弁
証
法
を
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
か
ら
は
、
か
ろ
う
じ
て
区
別
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
続
く
行
文

で
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
ず
、
ワ
ー
グ
ナ
ー
を
悲
劇
芸
術
家
と
讃
え
、
デ
ィ
ォ
ニ
ュ
ソ
ス
の
芸
術
衝
動
が
、
根
源

一
者
の
胎
内
で
楽
劇
を
産
み
出
す
。
「
こ
の
よ
う
に
し
て
わ
た
し
た
ち
は
、
真
に
審
美
的
聴
衆
の
経
験
に
も
と
づ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
悲

ほ
う
ふ
つ

劇
拳
云
術
家
そ
の
も
の
の
姿
を
眼
前
に
努
寵
た
ら
し
め
る
の
で
あ
る
、
彼
が
個
体
の
多
産
な
神
さ
な
が
ら
に
そ
の
形
姿
を
創
造
す
る
姿
を
、

る
０ 揺

れ
ざ
や
ぐ
万
象
の
な
か
で
、

世
界
の
息
吹
き
の

Hosei University Repository



2８ 

で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
、
ま
こ
Ｌ

通
路
は
、
哲
学
史
の
謎
で
あ
る
。

ｌ
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
悲
劇
芸
術
家
の
作
品
を
理
解
す
る
に
『
自
然
の
模
倣
」
を
も
っ
て
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
ろ
う
ｌ

の

し
か
し
つ
ぎ
に
悲
劇
芸
術
家
の
絶
大
な
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
な
衝
動
が
こ
の
現
象
の
全
世
界
を
呑
み
尽
く
し
、
こ
の
世
界
の
背
後
に
か
っ

こ
の
世
界
の
破
壊
に
よ
っ
て
根
源
一
者
の
胎
内
に
お
け
る
一
つ
の
芸
術
的
な
最
高
の
根
源
的
歓
喜
を
予
感
せ
し
め
る
ざ
ま
を
坊
佛
た
ら
し

め
る
」
（
の
賃
）
。
つ
ぎ
に
、
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
れ
ば
、
悲
劇
を
、
芸
術
の
次
元
で
理
解
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
道
徳
の
次
元
で
理
解
す
べ
き
で

は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
芸
術
の
次
元
は
、
道
徳
の
次
元
よ
り
も
深
く
、
そ
こ
ま
で
ド
イ
ツ
の
観
念
論
哲
学
者
た
ち
に
は
到
達
で
き

な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
実
は
、
ト
リ
ス
タ
ン
の
演
技
に
あ
っ
て
は
、
一
層
明
白
な
の
で
あ
る
。
「
も
ち
ろ
ん
、

根
源
的
故
郷
へ
の
か
か
る
還
帰
に
関
し
、
悲
劇
に
お
け
る
二
柱
の
芸
術
神
の
兄
弟
の
結
盟
に
関
し
、
聴
衆
の
ア
ポ
ロ
ン
的
た
る
と
同
時
に

デ
ィ
ォ
ニ
ュ
ソ
ス
的
な
昂
奮
に
関
し
、
わ
れ
ら
が
美
学
者
た
ち
は
何
一
つ
伝
え
る
す
べ
を
知
ら
な
い
。
そ
し
て
他
方
彼
ら
は
飽
き
も
果
て

ず
、
主
人
公
と
運
命
と
の
闘
い
、
道
義
的
な
世
界
秩
序
の
勝
利
、
あ
る
い
は
、
悲
劇
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
激
情
の
爆
発
、
な
ど
を
本
来

悲
劇
的
な
る
も
の
と
し
て
特
徴
づ
け
る
の
に
汲
々
た
る
あ
り
さ
ま
で
あ
る
。
か
れ
ら
の
こ
の
よ
う
な
根
気
の
良
さ
を
見
る
に
つ
け
わ
た
し

に
思
わ
れ
る
こ
と
は
、
彼
ら
は
お
よ
そ
美
的
感
受
性
を
持
っ
た
人
間
で
は
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
、
悲
劇
を
聴
く
に
当
た
っ
て
は
多
分

単
に
道
徳
的
存
在
と
し
て
し
か
問
題
に
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
（
六
三
一
・
ｍ
・
一
全
【
）
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
ニ
ー
チ
ェ
は
、
ワ
ー
グ
ナ
ー
の
楽
劇
「
ト
リ
ス
タ
ン
と
イ
ゾ
ル
デ
」
を
論
評
す
る
こ
と
を
経
由
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル

の
弁
証
法
と
の
接
点
を
露
わ
に
し
て
い
る
。
ニ
ー
チ
ェ
に
従
え
ば
、
い
わ
ば
、
イ
ゾ
ル
デ
の
歌
か
ら
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
飛
び
出
し
て
き
た
の

で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
、
ま
こ
と
に
明
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
ニ
ー
チ
ェ
か
ら
ワ
ー
グ
ナ
ー
を
経
由
し
て
へ
－
ゲ
ル
に
通
じ
て
い
る
地
下

た
し
か
に
、
Ｋ
・
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
は
、
反
キ
リ
ス
ト
者
の
系
譜
と
い
う
観
点
か
ら
、
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
、
ヘ
ー
ゲ
ル
左
派
と
り
わ
け
Ｂ
・

バ
ゥ
ァ
ー
そ
し
て
ニ
ー
チ
ェ
ヘ
と
い
う
通
路
を
、
ワ
ー
グ
ナ
ー
経
由
の
地
下
通
路
よ
り
も
重
視
し
た
。
「
ニ
ー
チ
ェ
の
「
反
キ
リ
ス
ト
者
」

（
一
八
九
五
年
）
と
バ
ウ
ァ
ー
の
「
暴
か
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
」
と
の
対
応
は
非
常
に
顕
著
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
こ
の
二
つ
の
著
書
は
、
少

Hosei University Repository



2９ニーチェからへ－ゲルへ

そ
こ
で
、
ニ
ー
チ
ェ
自
身
に
、
「
悲
劇
の
誕
生
」
の
地
下
を
貫
く
通
路
の
存
在
を
ま
ず
明
言
し
て
も
ら
う
。
「
ｌ
こ
の
本
〔
「
悲
劇
の
誕

生
」
〕
は
不
快
に
も
ヘ
ー
ゲ
ル
の
に
お
い
が
す
る
、
ま
た
、
こ
の
本
は
、
ほ
ん
の
二
、
一
一
一
の
言
い
回
し
に
お
い
て
だ
け
だ
が
、
と
に
か
く

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
葬
儀
ふ
れ
回
り
者
用
香
水
が
し
み
こ
ん
で
い
る
。
一
つ
の
「
理
念
」
ｌ
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
と
ア
ポ
ロ
ン
的
と

の
対
立
と
い
う
理
念
ｌ
こ
れ
が
翻
訳
さ
れ
て
、
形
而
上
学
的
な
も
の
に
ま
で
な
っ
て
い
る
。
歴
史
で
さ
え
も
が
こ
の
「
理
念
」
の
展
開
な

の
だ
。
悲
劇
に
お
い
て
こ
の
対
立
が
揚
棄
せ
ら
れ
て
統
一
に
達
す
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
光
を
当
て
る
と
、
い
ま
だ
か
っ
て
一
度
も

、

面
と
向
か
い
あ
っ
て
互
い
を
眺
め
あ
っ
た
こ
と
の
な
い
一
一
つ
の
も
の
が
、
突
如
対
置
せ
ら
れ
、
互
い
に
照
ら
し
あ
っ
て
、
は
っ
き
り
と
慨

、
、
、

念
把
握
さ
れ
る
…
…
た
と
え
ば
オ
ペ
ラ
と
革
命
と
い
う
一
一
つ
の
も
の
が
…
…
」
（
【
量
。
、
．
四
一
ｓ
。

こ
の
言
明
か
ら
は
、
こ
れ
ま
で
の
ニ
ー
チ
ェ
理
解
を
覆
す
よ
う
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
発
信
さ
れ
て
い
る
。
第
一
に
、
「
悲
劇
の
誕
生
」
の

思
索
圏
に
お
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
と
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
比
重
が
逆
転
す
る
。
と
い
う
の
は
、
ニ
ー
チ
ェ
は
、
両
者
の
影
響
を
「
に
お
い
」

に
た
と
え
た
上
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
「
不
快
に
も
ヘ
ー
ゲ
ル
の
に
お
い
が
す
る
」
と
表
現
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対

し
て
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
つ
い
て
は
「
葬
儀
ふ
れ
回
り
者
用
香
水
が
し
み
こ
ん
で
い
る
」
と
表
現
し
て
い
る
。
ど
ち
ら
の
表
現
も
、

肯
定
的
と
は
い
え
な
い
が
、
違
い
は
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
不
快
な
に
お
い
は
、
「
悲
劇
の
誕
生
」
の
思
索
圏
の
体
内
か
ら
体
臭
の
よ
う
に

に
お
っ
て
く
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
香
り
は
、
通
説
に
反
し
て
「
悲
劇
の
誕
生
」
の
思
索
圏
の
表
面
に
し
み
こ

な
く
と
も
一
九
世
紀
の
進
行
に
お
け
る
一
つ
の
地
下
通
路
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
り
、
バ
ウ
ア
ー
の
キ
リ
ス
ト
教
批
判
と
へ
－
ゲ
ル
の
青

（
１
）
 

年
期
神
学
論
文
中
の
批
判
と
の
一
致
に
劣
ら
ず
暗
示
に
富
む
も
の
で
あ
る
」
。
し
か
し
、
｝
」
の
地
下
通
路
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
地
下

通
路
と
は
い
え
な
い
。

｜’ 
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3０ 
ん
で
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
た
と
え
ば
、
ア
ポ
ロ
ン
的
な
も
の
を
律
す
る
「
根
拠
の
原
理
」
も
、
香
水
で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
「
悲
劇
の
誕
生
」
本
文
で
は
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
か
ら
の
影
響
を
、
こ
と
あ
る
ご
と
に
ニ
ー
チ
ェ
自
身
が
明
言
し
て
い
る

が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
ま
っ
た
く
語
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
落
差
が
持
つ
意
味
を
徹
底
的
に
解
明
す
る
必
要
が
あ
る
。

（一○｝

端
的
に
い
っ
て
、
そ
の
意
味
は
、
ニ
ー
チ
ェ
の
隠
さ
れ
た
へ
１
ゲ
ル
受
容
と
い
う
地
下
通
路
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
の
影
響
を
「
に
お
い
」
と
表
現
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
ニ
ー
チ
ェ
は
、
不
快
な
「
に
お
い
」
を
明
言
し
て
い
る
。
と
い
う

こ
と
は
、
不
快
で
は
な
い
「
に
お
い
」
の
可
能
性
も
出
て
く
る
。
つ
ま
り
、
ニ
ー
チ
マ
ー
が
こ
こ
で
明
言
し
て
い
な
い
が
、
後
年
に
な
っ
て

も
、
否
定
し
な
い
へ
－
ゲ
ル
受
容
も
潜
ん
で
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
「
悲
劇
の
誕
生
」
そ
の
も
の
と
、
後
の

ニ
ー
チ
ェ
の
言
明
等
の
両
面
か
ら
、
さ
ら
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

そ
こ
で
、
ま
ず
、
そ
も
そ
も
へ
－
ゲ
ル
か
ら
の
不
快
な
「
に
お
い
」
を
精
査
し
て
み
る
。
端
的
に
い
っ
て
、
そ
れ
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の

「
理
念
の
弁
証
法
的
自
己
運
動
」
と
い
う
見
地
で
あ
る
。
第
一
に
、
こ
こ
で
の
理
念
と
は
、
ア
ポ
ロ
ン
的
な
も
の
と
デ
ィ
ォ
ニ
ュ
ソ
ス
的

な
も
の
と
の
対
立
で
あ
る
。
そ
し
て
、
第
二
に
、
理
念
が
対
立
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
展
開
し
運
動
す
る
。
そ
れ
を
揚
棄
と
統
一
の
過
程
と

表
現
し
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
ア
ポ
ロ
ン
的
な
も
の
と
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
な
も
の
と
は
反
照
関
係
に
あ
っ
て
概
念
把
握
さ
れ
る
と
ま
で

い
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
ニ
ー
チ
ェ
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
理
念
の
弁
証
法
の
一
般
定
式
を
精
確
に
再
現
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

問
題
は
、
ニ
ー
チ
ェ
が
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
弁
証
法
を
受
容
せ
ざ
る
を
な
く
な
っ
た
理
由
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
そ
も
そ
も
造
形
芸
術
あ
る
い

は
演
劇
を
、
ア
ポ
ロ
ン
芸
術
と
重
ね
、
音
楽
を
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
な
も
の
と
重
ね
た
と
こ
ろ
に
胚
胎
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
ワ
ー
グ
ナ

ー
の
楽
劇
を
、
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
の
再
生
と
す
る
基
本
構
想
か
ら
し
て
不
可
避
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
｜
方
で
ワ
ー
グ
ナ
ー
の
楽
劇
そ
の

も
の
は
、
ワ
ー
グ
ナ
ー
自
身
に
よ
れ
ば
、
男
性
原
理
と
し
て
の
演
劇
と
女
性
原
理
と
し
て
の
音
楽
と
の
生
殖
な
い
し
合
体
に
よ
っ
て
産
出

さ
れ
る
。
他
方
で
、
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
そ
の
も
の
は
、
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
れ
ば
、
ア
ポ
ロ
ン
的
芸
術
衝
動
と
デ
ィ
ォ
ニ
ュ
ソ
ス
的
芸
術
衝
動
の

対
立
拮
抗
に
よ
っ
て
産
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
二
柱
の
神
そ
の
も
の
は
男
性
で
あ
る
し
、
二
つ
の
芸
術
衝
動
を
両
性
の
各
々
に
割
り
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3lニーチェからヘーゲルへ
振
る
根
拠
も
薄
弱
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
も
そ
も
ニ
ー
チ
ェ
に
あ
っ
て
は
、
二
つ
の
芸
術
衝
動
の
対
立
拮
抗
が
、
悲
劇
を
産
出
す
る

原
動
力
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
異
性
間
の
愛
を
基
調
と
す
る
生
殖
と
は
対
立
す
る
。

、
、
、
、
、

生
殖
理
論
に
つ
い
て
、
ワ
ー
グ
ナ
ー
は
、
こ
う
の
べ
て
い
る
。
「
〔
・
・
・
〕
詩
人
に
と
っ
て
不
可
欠
な
旋
律
の
進
展
を
唯
一
可
能
に
す
る
も

の
は
、
当
然
コ
ト
バ
Ⅱ
言
語
の
領
域
に
は
存
在
し
な
い
。
む
し
ろ
疑
い
も
な
く
音
楽
の
領
域
に
し
か
存
在
し
な
い
。
ま
っ
た
く
音
楽
独
自

、
、

の
要
素
で
あ
る
和
声
は
も
う
一
方
の
女
性
的
要
素
で
あ
る
（
》
そ
の
要
素
に
〔
た
だ
男
性
的
要
素
で
あ
る
〕
詩
人
の
意
図
が
自
己
実
現
、
救

済
を
遂
げ
る
た
め
に
注
ぎ
込
ま
れ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
和
声
は
、
詩
人
の
意
図
に
な
お
制
約
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
和
声
は
、
詩
人
の
意

、
、
、
、

図
を
、
ひ
た
す
ら
授
精
す
る
精
子
と
し
て
受
け
入
れ
て
出
産
す
る
要
素
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
授
精
に
よ
っ
て
精
子
は
、
一
方
の
女

性
的
有
機
体
が
独
自
に
有
す
る
条
件
の
下
に
成
長
し
、
日
の
目
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
和
声
と
い
う
有
機
体
は
、
出
産
は
す
る
が
授
精

、
、

す
る
わ
け
で
は
な
い
独
特
の
個
別
的
な
存
在
で
あ
る
。
一
）
の
有
機
体
は
詩
人
か
ら
精
子
を
受
け
入
れ
て
受
胎
し
た
の
で
あ
り
、
そ
一
）
で
独

自
の
、
個
別
的
能
力
に
応
じ
て
胎
児
を
育
成
す
る
の
で
あ
る
」
（
幻
・
乏
猪
目
『
．
Ｓ
）
９
雇
員
ロ
ミ
ミ
Ｐ
刀
①
。
一
回
昌
一
ｇ
一
・
の
．
］
Ｓ
）
。
こ
こ
で
は
、

詩
人
と
和
声
と
の
間
で
、
受
精
、
受
胎
、
出
産
と
い
う
肯
定
的
関
係
だ
け
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
む
ろ
ん
、
男
性
と
女
性
と
の
間
の
対

立
関
係
に
つ
い
て
ワ
ー
グ
ナ
ー
も
言
及
す
る
こ
と
は
あ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
、
楽
劇
を
出
産
す
る
た
め
の
生
殖
と
直
接
関
係
は
な
い
。

ニ
ー
チ
ェ
も
、
た
し
か
に
生
殖
理
論
を
認
容
す
る
か
の
よ
う
な
覚
え
書
き
を
過
し
て
い
る
。
「
七
［
五
二
］
自
然
は
、
生
殖
を
両
性
の

一
一
元
性
に
結
び
つ
け
た
よ
う
に
、
芸
術
作
品
の
最
高
の
生
殖
を
個
別
化
一
般
に
結
び
つ
け
た
」
〈
六
塁
ヨ
凸
・
一
苫
・
）
。
そ
し
て
、
「
悲
劇
の

、
、
、
、
、
、

誕
生
」
冒
頭
の
一
節
も
、
｝
」
の
遺
稿
を
敷
桁
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
「
も
し
わ
た
し
た
ち
が
、
芸
術
の
発
展
が
ア
ポ
ロ
ン
的
な

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

る
も
の
と
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
な
る
も
の
と
の
一
一
元
性
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
、
あ
た
か
も
生
殖
が
、
絶
え
間
も
な
く
闘
争
を
続
け
た

だ
周
期
的
に
の
み
和
解
を
示
す
に
す
ぎ
ざ
る
男
女
両
性
の
二
元
性
に
依
存
し
て
い
る
の
と
同
様
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
単
に
論
理
的
に

認
識
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
直
観
に
よ
っ
て
直
接
確
証
し
た
な
ら
ば
、
美
学
の
た
め
に
わ
た
し
た
ち
の
得
る
と
こ
ろ
、
け
だ
し
多
大
な
る

も
の
が
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
」
（
六
選
］
と
。
＆
）
と
。
た
し
か
に
、
こ
の
箇
所
は
、
生
殖
理
論
の
よ
う
に
読
む
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
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あ
む
瓜
３

当
該
箇
所
の
後
に
は
「
こ
の
は
な
は
だ
し
く
異
な
っ
た
一
一
つ
の
衝
動
は
、
多
く
の
場
合
公
然
と
軋
礫
を
続
け
な
が
ら
、
繰
り
返
し
新
た
に

⑤
』

層
一
層
強
健
な
児
を
設
け
る
よ
う
に
相
互
に
刺
戟
し
合
っ
て
は
、
「
芸
術
」
と
い
う
共
通
の
一
一
二
口
葉
が
単
に
外
見
上
橋
渡
し
し
て
い
る
に
す

ぎ
な
い
か
の
対
立
の
闘
争
の
跡
を
こ
れ
ら
の
産
児
の
な
か
に
永
久
に
と
ど
め
る
べ
く
、
相
並
ん
で
進
ん
で
行
く
」
（
の
貝
）
と
あ
る
。
こ
の

〈訳、）

箇
所
は
、
実
は
、
ワ
ー
グ
ナ
ー
の
い
う
生
殖
理
論
と
重
な
っ
て
は
い
な
い
。
そ
し
て
、
遺
稿
で
ｊ
ｂ
、
ニ
ー
チ
ェ
の
い
う
生
殖
は
、
「
両
性

の
対
立
拮
抗
」
を
基
盤
に
す
え
て
い
る
特
殊
な
見
地
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
「
’
四
［
一
四
］
芸
術
は
、
デ
ィ
ォ
ニ
ュ
ソ
ス
的
な
も

の
と
ア
ポ
ロ
ン
的
な
も
の
と
が
対
立
拮
抗
し
あ
う
こ
と
を
必
然
的
な
機
縁
に
し
て
進
展
す
る
。
そ
れ
は
、
人
類
が
両
性
の
対
立
拮
抗
を
必

然
的
機
縁
に
し
て
進
展
す
る
の
と
同
じ
で
あ
る
」
（
一
Ｇ
－
一
〕
・
切
目
心
・
）
。
そ
し
て
、
「
悲
劇
の
誕
生
」
の
終
わ
り
で
は
、
こ
う
の
べ
ら
れ
て

い
る
。
「
悲
劇
に
お
け
る
ア
ポ
ロ
ン
的
な
る
も
の
と
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
な
る
●
も
の
と
の
難
解
な
関
係
は
、
ま
さ
し
く
二
柱
の
神
の
兄
弟

の
結
盟
に
よ
っ
て
象
徴
し
う
る
で
あ
ろ
う
」
（
六
』
三
一
・
ｍ
・
己
Ｃ
［
）
と
。
す
な
わ
ち
、
「
悲
劇
の
誕
生
」
冒
頭
で
は
、
「
男
女
両
性
の
二
元
性
」

あ
る
い
は
「
組
」
（
勺
目
『
自
函
）
と
表
現
さ
れ
て
い
た
事
態
が
、
こ
こ
で
は
、
「
二
柱
の
神
の
兄
弟
の
結
盟
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
両
者
は
、

明
ら
か
に
矛
盾
し
あ
う
が
、
後
者
が
ニ
ー
チ
ェ
の
本
心
を
は
っ
き
り
表
現
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
表
現
は
、
性
別
か
ら
脱
却
し

て
ア
ポ
ロ
ン
的
な
る
も
の
と
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
な
る
も
の
と
の
弁
証
法
的
関
係
に
行
き
着
く
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
表
現
の
後
に
は
こ
う

い
わ
れ
て
い
る
。
「
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
は
ア
ポ
ロ
ン
の
言
葉
を
、
し
か
し
ア
ポ
ロ
ン
は
最
後
に
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
の
言
葉
を
語
る
」
（
｝
ｇ
－

－
ｂ
』
一
ｓ
と
。
こ
れ
こ
そ
が
、
ニ
ー
チ
ェ
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
に
お
い
」
と
い
っ
て
い
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
で
あ
る

な
ら
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
の
影
響
が
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
か
ら
の
影
響
よ
り
も
強
い
こ
と
が
判
明
す
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル

の
弁
証
法
が
、
悲
劇
を
誕
生
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
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つ
ぎ
に
問
題
と
な
る
の
は
、
ま
さ
し
く
、
ニ
ー
チ
ェ
か
ら
へ
－
ゲ
ル
へ
の
地
下
通
路
の
根
幹
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ヘ
ー
ゲ

ル
の
「
に
お
い
」
で
は
あ
る
が
、
い
や
で
は
な
い
「
に
お
い
」
の
方
で
あ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
は
、
こ
れ
を
「
ド
イ
ツ
的
な
も
の
」
と
、
後
に

呼
ん
で
い
る
。
「
す
べ
て
の
真
の
ロ
マ
ン
民
族
の
人
に
と
っ
て
は
精
神
に
反
す
る
罪
で
あ
る
、
不
合
理
な
る
が
ゆ
え
に
わ
れ
信
ず
、
と
い

う
あ
ら
ゆ
る
結
論
中
も
っ
と
も
危
険
な
こ
の
結
論
ほ
ど
、
古
来
ド
イ
ツ
人
の
魂
に
深
い
印
象
を
与
え
た
も
の
は
な
く
、
ま
た
ド
イ
ツ
人
の

魂
を
こ
れ
は
ど
「
誘
惑
」
し
た
も
の
は
な
い
の
で
あ
る
。
ｌ
こ
の
結
論
と
と
も
に
ド
イ
ツ
的
論
理
学
が
は
じ
め
て
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
の

歴
史
に
登
場
す
る
。
し
か
し
、
一
千
年
す
ぎ
た
今
日
に
お
い
て
も
な
お
、
わ
た
し
た
ち
今
日
の
ド
イ
ツ
人
、
あ
ら
ゆ
る
点
に
お
い
て
末
商

の
ド
イ
ツ
人
は
ｌ
ヘ
ー
ゲ
ル
が
当
時
の
ド
イ
ツ
精
神
を
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
対
す
る
勝
利
を
か
ち
と
ら
せ
る
た
め
に
用
い
た
、
あ
の
有
名

な
現
実
弁
証
法
的
な
根
本
命
題
ｌ
「
矛
盾
が
世
界
を
動
か
す
。
一
切
の
事
物
は
そ
れ
自
身
に
矛
盾
し
て
い
る
」
〔
（
老
○
ｍ
・
Ｊ
ｅ
〕
ｌ
の
背

、
、
、

後
に
、
真
理
の
幾
ら
か
を
、
真
理
の
可
能
性
の
幾
ば
く
か
を
嗅
ぎ
出
す
の
で
あ
る
。
わ
た
し
た
ち
は
ま
さ
に
、
論
理
学
の
内
部
に
入
り
込

ん
で
さ
え
、
厭
世
論
者
な
の
で
あ
る
」
（
穴
塁
熈
の
．
－
ｍ
）
。
こ
の
点
で
、
ド
イ
ツ
人
が
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
者
で
あ
る
こ
と
は
不
可
避
な
の
で
あ

る
。
「
わ
た
し
た
ち
が
本
能
的
に
（
ラ
テ
ン
人
の
す
べ
て
と
は
反
対
に
）
「
存
在
す
る
」
も
の
に
対
し
て
よ
り
も
生
成
や
発
展
に
一
層
深
い

意
味
と
一
層
豊
か
な
価
値
と
を
付
与
す
る
ｌ
わ
た
し
た
ち
は
「
存
在
」
と
い
う
概
念
の
権
能
を
ほ
と
ん
ど
信
じ
な
い
ｌ
か
ぎ
り
、
わ
た
し

た
ち
ド
イ
ツ
人
は
、
た
と
え
へ
－
ゲ
ル
ご
と
き
が
存
在
し
な
か
っ
た
に
し
て
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
者
な
の
だ
、
同
様
に
わ
た
し
た
ち
が
、

わ
た
し
た
ち
人
間
の
論
理
を
も
っ
て
、
論
理
そ
の
も
の
・
唯
一
の
種
類
の
論
理
だ
と
容
認
す
る
気
に
は
な
れ
な
い
（
む
し
ろ
わ
た
し
た
ち

は
、
む
し
ろ
そ
れ
が
特
殊
な
場
合
の
も
の
に
す
ぎ
な
い
こ
と
、
お
そ
ら
く
は
も
っ
と
も
ま
れ
で
も
っ
と
も
愚
劣
な
場
合
の
一
例
だ
と
ば
か

り
、
わ
れ
と
わ
が
身
に
い
い
き
か
せ
た
が
る
ｌ
）
か
ぎ
り
、
わ
た
し
た
ち
ド
イ
ツ
人
は
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
者
な
の
だ
」
（
【
塁
い
・
の
．
巴
Ｃ
）
。

■■■■■ 

■■■■ 

￣ 
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3４ 
こ
う
し
て
、
ド
イ
ツ
人
の
本
能
の
な
か
に
不
可
避
に
あ
る
厭
世
的
意
志
が
「
ド
イ
ツ
的
な
も
の
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
明

示
さ
れ
て
い
る
生
成
や
発
展
の
見
地
で
あ
り
、
矛
盾
を
論
理
と
考
え
る
現
実
弁
証
法
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
れ
ば
、
こ

、
、
、
、
、

の
論
理
学
そ
の
も
の
は
、
道
徳
的
な
現
象
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
。
「
し
か
し
論
理
学
的
な
価
値
判
断
は
わ
た
し
た
ち
の
勇
敢
な
疑
い
が
降

り
て
ゆ
く
こ
と
の
で
き
る
一
番
下
で
も
っ
と
も
徹
底
的
な
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
判
断
の
妥
当
性
が
そ
れ
に
従
っ
て
増
減
す
る
理
性
へ
の

、
、
、
、

信
頼
は
、
信
頼
で
あ
る
が
ゆ
え
に
道
徳
的
な
現
象
で
あ
る
…
」
（
【
遭
い
・
の
．
－
Ｊ
）
。
換
一
一
一
一
口
す
れ
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
合
理
な
い
し
論
理
の
価

値
を
疑
っ
て
否
定
し
た
が
、
道
徳
の
価
値
を
疑
い
否
定
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
ニ
ー
チ
ェ
は
、
後
者
を
疑
い
否
定
し
よ
う
と

い
う
の
で
あ
る
。
「
理
性
へ
の
信
頼
」
と
は
道
徳
な
現
象
な
の
で
あ
り
、
「
理
性
」
と
は
「
道
徳
」
な
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
も
こ
う

い
っ
て
い
る
。
「
と
こ
ろ
で
さ
し
あ
た
り
わ
た
し
が
諸
君
に
要
求
し
う
る
こ
と
は
、
た
だ
諸
君
が
学
問
に
た
い
す
る
信
頼
、
理
性
が
あ
る

、
、
、
、
、
、
、
、
、

と
い
う
信
念
、
自
分
自
身
へ
の
信
頼
と
信
念
を
持
つ
と
い
う
一
」
と
だ
け
で
あ
る
。
真
理
の
勇
気
、
精
神
の
力
に
た
い
す
る
信
頼
一
」
そ
哲
学

的
研
究
の
第
一
の
条
件
で
あ
り
、
人
間
は
自
己
を
う
や
ま
い
、
自
己
が
最
高
の
も
の
に
価
す
る
と
い
う
自
信
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

（
○
二
畠
の
．
］
函
）
・
こ
こ
で
い
わ
れ
て
い
る
理
性
と
は
、
矛
盾
の
論
理
と
し
て
の
思
弁
理
性
で
あ
り
、
理
性
が
矛
盾
を
認
容
す
る
こ
と
を
、

ニ
ー
チ
ェ
は
、
「
不
合
理
」
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
理
性
が
あ
る
と
い
う
信
念
」
は
「
不
合
理
な
る
が
ゆ
え
に
わ
れ
信
ず
」
と
い

ニ
ー
チ
ェ
は
、
「

う
こ
と
に
な
る
。

「
も
し
か
す
る
と
ド
イ
ツ
的
厭
世
論
は
そ
の
最
後
の
手
段
を
さ
ら
に
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
？
も
し
か
す
る

、
、
、
、
、
、
、

と
そ
れ
は
も
う
一
度
お
そ
ろ
し
い
や
り
方
で
、
そ
の
わ
れ
信
ず
と
そ
の
不
合
理
と
を
対
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
？

、
、

ま
た
》
」
の
本
〔
『
曙
光
」
〕
が
、
道
徳
の
内
部
に
つ
き
す
す
む
に
い
た
る
ま
で
、
道
徳
へ
の
信
頼
を
乗
り
越
え
る
に
い
た
る
ま
で
、
厭
世
的

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ｌ
こ
の
本
は
ま
さ
に
そ
れ
に
よ
っ
て
一
個
の
ド
イ
ツ
的
な
本
で
は
な
か
ろ
う
か
？
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
本
は
実
際
に

矛
盾
を
明
示
し
て
お
り
、
そ
れ
を
お
そ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
本
の
な
か
で
は
、
道
徳
に
信
頼
の
解
約
告
知
が
出
さ
れ
て
い
る
Ｉ
だ

、
、
、
、
、
、
、
、

が
何
故
な
の
か
？
道
徳
だ
か
ら
で
あ
る
！
」
（
六
塁
］
．
ｍ
・
一
切
ご
・
「
ド
イ
ツ
的
厭
世
論
」
が
講
じ
る
手
段
と
は
、
「
厭
世
的
意
志
」
を
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3５ニーチェからヘーゲルへ

ニ
ー
チ
ェ
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
の
ド
イ
ツ
哲
学
が
、
「
道
徳
へ
の
信
頼
」
を
乗
り
越
え
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
と
り
わ
け
カ
ン
ト
に

と
っ
て
は
、
「
道
徳
の
王
国
」
を
理
性
に
対
し
て
守
る
た
め
に
、
「
純
粋
理
性
批
判
」
が
必
要
だ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
か
ぎ
り
で
、
カ
ン
ト

の
場
合
は
、
道
徳
へ
の
信
仰
が
あ
っ
た
。
現
に
、
カ
ン
ト
は
、
被
造
世
界
の
究
極
目
的
は
、
道
徳
的
人
間
で
あ
り
、
神
が
存
在
す
る
こ
と

を
、
道
徳
的
に
証
明
で
き
る
と
し
た
。
し
か
し
、
ニ
ー
チ
ェ
は
、
カ
ン
ト
道
徳
論
を
継
承
し
た
前
期
フ
ィ
ヒ
テ
、
そ
し
て
、
そ
れ
を
批
判

し
た
へ
ル
ダ
ー
リ
ン
、
シ
ェ
リ
ン
グ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
へ
の
通
路
を
追
跡
し
て
は
い
な
い
。
そ
し
て
、
「
不
合
理
な
る
が
ゆ
え
に
わ
れ
信
ず
」

と
い
う
見
地
か
ら
、
い
き
な
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
学
へ
跳
躍
し
つ
つ
、
ニ
ー
チ
ェ
自
身
の
「
道
徳
の
自
己
揚
棄
」
へ
と
突
進
し
て
い

る
。

、
、

執
行
す
る
こ
と
で
あ
る
。
「
こ
の
良
心
を
も
つ
人
間
と
し
て
の
み
、
わ
た
し
た
ち
道
徳
を
否
定
す
る
者
、
今
日
の
わ
た
し
た
ち
神
を
失
っ

た
者
は
、
た
と
え
も
っ
と
も
疑
わ
し
い
そ
し
て
最
後
の
末
商
と
し
て
で
は
あ
っ
て
も
、
や
は
り
数
千
年
来
の
ド
イ
ツ
的
な
正
し
さ
と
敬
虚

の
近
親
者
で
あ
る
こ
と
を
感
じ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
あ
る
意
味
で
は
、
そ
の
相
続
者
で
さ
え
あ
る
と
感
じ
、
そ
の
も
っ
と
も
内
面
的
な

、
、

意
志
の
執
行
者
、
す
な
わ
ち
歓
び
を
抱
き
な
が
ら
否
定
す
る
た
め
に
自
己
自
身
を
否
定
す
る
こ
と
を
お
そ
れ
な
い
、
前
述
の
よ
う
な
厭
世

、
、
、
▽

的
な
意
志
の
、
執
行
者
で
あ
る
と
感
じ
る
！
わ
た
し
た
ち
の
内
面
に
お
い
て
は
、
も
し
諸
君
が
定
式
を
望
ま
れ
る
な
ら
、
ｌ
道
徳
の
白
］

、
、
、

己
揚
棄
が
遂
行
さ
れ
る
」
（
」
〈
里
〕
．
、
・
一
ｓ
。
こ
こ
で
、
ニ
ー
チ
ェ
は
、
自
分
が
ド
イ
ツ
観
念
論
も
含
む
ド
イ
ツ
哲
学
の
継
承
者
で
あ
る
こ

、
、

と
を
明
言
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
「
厭
世
的
意
志
」
は
、
「
歓
び
を
抱
き
な
が
ら
否
定
す
る
た
め
に
自
己
白
］
身
を
否
定
す
る
こ
と
を
お
そ

れ
な
い
」
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ま
さ
し
く
、
「
曙
光
」
は
、
「
道
徳
の
自
己
揚
棄
」
を
遂
行
し
て
い
る
。

ま
ず
、
こ
の 四

「
道
徳
の
自
己
揚
棄
」
と
重
な
る
見
地
が
ヘ
ー
ゲ
ル
に
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
。
青
年
期
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3６ 
へ
１
ゲ
ル
の
草
稿
に
は
、
実
定
性
↓
道
徳
↓
愛
‐
坐
示
教
と
直
線
的
に
展
開
す
る
充
足
（
プ
レ
ー
ロ
ー
マ
ー
）
の
見
地
、
さ
ら
に
は
、
生
の

円
環
の
見
地
が
あ
る
。
そ
し
て
、
生
の
円
環
の
見
地
は
、
信
仰
の
完
成
と
し
て
の
自
己
還
帰
の
見
地
と
な
る
。
「
信
仰
の
完
成
が
、
す
な

わ
ち
、
人
間
が
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
た
神
性
へ
の
還
帰
が
、
人
間
の
展
開
の
円
環
を
閉
じ
る
」
（
二
一
ｈ
．
浅
＠
）
と
い
う
主
張
に
ほ
か
な
ら
な

い
・
こ
の
主
張
は
、
道
徳
を
発
展
的
に
解
体
し
て
、
全
一
論
的
和
合
へ
到
る
点
で
、
根
源
一
考
へ
の
全
一
論
的
還
帰
を
主
張
す
る
「
悲
劇

の
誕
生
」
と
も
重
な
る
。
こ
う
い
わ
れ
て
い
る
。
「
［
全
的
調
和
へ
の
和
合
を
そ
の
ま
ま
に
保
持
し
て
い
る
と
は
い
え
、
ま
だ
、
展
開
し
な

い
ま
ま
に
、
そ
れ
を
秘
め
て
い
る
］
子
は
、
ま
ず
、
自
分
の
外
の
神
々
を
、
ｌ
畏
怖
し
つ
つ
ｌ
信
仰
す
る
こ
と
に
始
ま
り
、
つ
い
に
は
自

ら
さ
ま
ざ
ま
に
行
為
し
な
が
ら
分
裂
を
い
や
増
す
に
到
る
。
し
か
し
、
ｌ
種
々
の
和
合
に
お
い
て
ｌ
根
源
的
で
、
し
か
も
い
ま
や
展
開
さ

れ
自
己
産
出
し
感
得
さ
れ
た
全
一
性
へ
と
立
ち
返
る
に
到
り
、
神
性
を
認
識
す
る
」
（
ミ
ー
ｂ
・
畠
Ｃ
）
。
こ
の
文
に
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
こ
れ

ま
で
の
思
索
の
主
要
な
局
面
が
、
全
一
論
を
基
軸
に
し
な
が
ら
、
全
一
な
る
も
の
の
展
開
と
い
う
形
で
結
合
し
合
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の

契
機
は
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。
（
ａ
）
未
展
開
の
全
一
性
（
ｂ
）
人
間
に
と
っ
て
外
的
な
神
々
へ
の
信
仰
（
ｃ
）
行
為
と
分
裂
〔
道
徳
〕

（
ｄ
）
種
々
の
和
合
〔
愛
〕
（
ｅ
）
展
開
さ
れ
た
全
一
性
〔
信
仰
の
完
成
〕
。
結
局
、
全
一
な
る
も
の
は
、
（
ａ
）
か
ら
、
実
定
化
と
道
徳
の

（
７
）
 

分
裂
を
経
て
、
（
ｅ
）
へ
と
立
ち
到
る
わ
け
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
こ
の
よ
う
な
青
年
期
へ
－
ゲ
ル
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
学
と
り
わ
け
概
念
へ
の
通
路
を
追
跡
し
て
み
る
。
す
る
と
、
ニ
ー
チ
ェ

も
見
通
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
地
下
通
路
を
発
見
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
前
期
フ
ィ
ヒ
テ
そ
し
て
前
期
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
カ
ン

ト
の
実
践
理
性
優
位
の
見
地
を
引
き
継
ぎ
、
絶
対
我
か
ら
実
践
的
我
そ
し
て
道
徳
法
則
を
基
礎
づ
け
よ
う
と
し
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
ま
さ

に
こ
の
よ
う
な
フ
ィ
ヒ
テ
の
道
徳
法
則
を
批
判
的
に
摂
取
し
つ
つ
、
愛
そ
し
て
信
仰
へ
の
発
展
を
試
み
た
。
そ
れ
も
、
「
道
徳
の
自
己
場

葉
」
な
の
で
あ
る
。

卑
見
に
よ
れ
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
ー
フ
ィ
ヒ
テ
関
係
と
い
う
の
は
、
原
理
論
と
実
践
哲
学
の
領
域
の
ど
ち
ら
に
重
点
を
置
く
と
い
う
の
で
も

な
く
、
二
つ
の
領
域
を
統
一
的
に
と
ら
え
な
が
ら
考
察
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
と
り
わ
け
「
差
異
論
文
」
で
、
概
念
と
い
う
用
語
を
用
い
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3７ニーチェからへ－ゲルへ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
フ
ィ
ヒ
テ
の
共
同
体
論
を
批
判
す
る
。
「
自
然
法
論
文
」
で
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
実
践
哲
学
を
批
判
す
る
途
上
で
「
絶
対

概
念
」
、
「
無
限
性
」
「
お
の
れ
自
身
の
直
接
的
反
対
」
と
い
う
へ
－
ゲ
ル
独
自
の
原
理
論
の
用
語
も
登
場
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
概
念

は
、
知
識
学
で
は
、
前
期
か
ら
後
期
に
到
る
ま
で
、
重
要
な
位
置
を
持
っ
て
い
る
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
原
理
論
の
領
域
で
は
な
く
て
実
践

哲
学
の
領
域
で
問
題
に
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
よ
り
重
要
な
こ
と
は
、
そ
れ
が
、
青
年
期
の
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
草
稿
に
、
よ
り
原
初

的
な
か
た
ち
で
叙
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
原
初
的
叙
述
は
、
端
的
に
い
え
ば
、
ノ
ー
ル
が
「
道
徳
・
愛
・
宗
教
」
二
七
九
七
年
）
と
題
し
た
青
年
期
断
片
に
あ
る
。
こ
の

断
片
は
、
前
半
部
と
後
半
部
に
分
か
れ
、
前
半
部
で
は
、
道
徳
法
則
を
、
客
体
的
・
理
論
的
概
念
か
ら
区
別
し
な
が
ら
、
主
体
的
・
実
践

的
道
徳
概
念
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
後
半
部
で
は
、
前
半
部
で
前
提
さ
れ
て
い
た
主
体
と
客
体
と
の
区
別

を
克
服
す
る
〈
主
体
と
客
体
と
の
和
合
〉
が
語
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

端
的
に
い
え
ば
、
当
該
断
片
に
こ
そ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
い
う
概
念
解
明
の
出
発
点
が
あ
る
。
第
一
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
い
う
概
念
が
、
特
異

性
を
帯
び
て
ゆ
く
の
は
、
そ
れ
が
理
論
的
領
域
か
ら
で
は
な
く
て
、
実
践
的
領
域
か
ら
生
ま
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
第
二
に
、
そ
の
概
念
が
、

や
が
て
思
弁
的
な
も
の
に
な
っ
て
絶
対
概
念
と
な
る
こ
と
が
、
当
該
断
片
後
半
部
に
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
当
該
断
片
の
こ
の
よ

う
な
画
期
的
意
義
を
従
来
の
研
究
は
看
過
し
て
き
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
概
念
の
見
地
に
よ
っ
て
、
カ
ン
ト
の
道
徳
法
則
を
、
フ
ィ
ヒ
テ
の

絶
対
我
か
ら
根
拠
づ
け
、
さ
ら
に
実
定
性
克
服
の
道
を
進
も
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
道
徳
法
則
は
、
理
論
概
念
で
は
な
く
て
、

実
践
的
概
念
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
。

カ
ン
ト
自
身
も
、
『
実
践
理
性
批
判
」
で
道
徳
法
則
を
概
念
の
見
地
か
ら
も
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
実
践
理
性
の
規
定
活
動
は
、

道
徳
法
則
に
よ
っ
て
命
令
す
る
実
践
理
性
の
、
つ
ま
り
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
純
粋
意
志
の
意
識
の
統
一
に
も
ろ
も
ろ
の
欲
望
を
従
わ
せ
る
た

め
に
だ
け
行
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
道
徳
法
則
な
い
し
純
粋
な
実
践
的
法
則
を
根
拠
と
す
る
そ
の
規
定
活
動
こ
そ
が
、
「
自
由
の
諸
カ
テ
ゴ

（
肘
）

一
助
）

リ
ー
」
つ
ま
り
は
「
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
実
践
的
諸
概
念
」
な
の
で
あ
る
。
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3８ 
「
自
由
の
諸
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
は
、
自
由
な
選
択
意
志
を
規
定
し
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
「
自
然
の
諸
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
つ
ま
り

「
理
論
的
諸
概
念
」
は
、
す
べ
て
の
、
わ
た
し
た
ち
の
可
能
的
直
観
に
対
す
る
諸
客
体
一
般
を
普
遍
的
概
念
に
よ
っ
て
た
だ
無
規
定
に
表

示
す
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
「
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
実
践
的
諸
概
念
」
が
規
定
す
る
の
は
、
「
自
由
な
選
択
意
志
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

〈
、
）

「
理
論
的
諸
概
念
」
は
、
諸
客
体
一
般
を
無
規
定
に
表
示
す
る
。

前
者
に
お
け
る
意
志
を
、
さ
ら
に
絶
対
我
に
ま
で
深
め
て
、
根
拠
づ
け
よ
う
と
し
た
の
が
、
フ
ィ
ヒ
テ
で
あ
る
。
「
全
知
識
学
の
基
礎
」

、
、

、
、
、

で
は
｝
」
う
い
わ
れ
て
い
る
。
「
我
は
一
切
を
設
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
そ
れ
が
存
在
し
な
い
か
ぎ
り
は
、
少
な
く
と
も
存
在
す
べ
き

も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
我
が
絶
対
に
存
在
す
る
こ
と
を
前
提
す
る
こ
と
か
ら
出
発
す
る
の
で
な
く
て
は
、
純
粋
我
と
の
一
致
と
い

（
Ⅱ
）
 

う
絶
対
要
請
と
し
て
の
定
言
命
法
に
、
カ
ン
ト
は
ど
の
よ
う
に
し
て
到
達
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
。
こ
の
我
は
、
純
粋
能
動
性
と
し

（
肥
）

て
把
握
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
「
自
己
自
身
に
お
い
て
か
つ
自
己
自
身
に
向
か
う
力
（
【
『
四
『
｛
）
」
つ
ま
り
「
内
的
力
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

力
は
、
衝
動
と
も
い
い
換
え
ら
れ
て
、
フ
ィ
ヒ
テ
で
は
、
我
の
実
践
活
動
の
作
用
因
と
な
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
当
該
断
片
で
は
、
力
は
、
概
念
の
威
力
（
三
目
三
）
と
し
て
、
ま
ず
問
題
と
な
る
。
つ
ま
り
、
力
が
問
題
と

な
る
場
面
が
、
主
体
と
し
て
の
我
か
ら
、
客
体
と
し
て
の
概
念
へ
転
換
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
概
念
は
、
実
践
的
能
動
性
が
客
体
と

な
っ
た
実
践
的
概
念
と
、
我
の
外
側
か
ら
権
威
と
し
て
与
え
ら
れ
る
実
定
的
概
念
と
に
大
別
さ
れ
て
い
る
。
前
者
の
実
践
的
概
念
の
威
力

は
、
③
「
わ
た
し
た
ち
の
自
身
の
自
由
な
活
力
と
活
動
」
（
ぞ
』
ら
・
い
ち
）
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
の
実
定
的
概
念
の
威
力
は
、

⑥
「
尊
敬
や
畏
怖
を
呼
び
起
こ
す
客
体
」
（
、
頁
）
を
通
し
て
得
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
客
体
を
前
に
し
て
は
、
わ
た
し
た
ち
は
、
消

え
去
っ
て
し
ま
い
、
服
従
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
要
す
る
に
は
、
威
力
の
源
泉
が
、
実
践
的
概
念
の
場
合
に
は
、
我
自
身
に
あ
る

の
に
対
し
て
、
実
定
的
概
念
の
場
合
に
は
、
我
の
外
の
権
威
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
い
う
概
念
は
、
カ
ン
ト
・
ブ
イ

（
旧
）

ヒ
テ
の
道
徳
概
念
を
相
対
化
す
る
た
め
に
産
み
出
さ
れ
、
田
心
弁
論
理
学
の
形
成
へ
と
向
か
う
こ
と
に
な
る
。
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3９ニーチェからヘーゲルへ

（
１
）
〈
祝
祭
と
し
て
の
悲
劇
〉
さ
て
、
ニ
ー
チ
ェ
の
場
合
は
、
「
悲
劇
の
誕
生
」
で
、
主
知
主
義
的
道
徳
を
悲
劇
芸
術
に
よ
っ
て
超
え

出
る
。
そ
の
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
悲
劇
を
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
の
祝
祭
と
し
て
と
ら
え
た
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
つ

も
と

ぎ
の
行
文
に
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い
る
。
「
一
ナ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
な
る
も
の
の
魔
法
の
下
に
お
い
て
は
、
た
ん
に
人
間
と
人
間
と
の
間

の
紐
帯
が
再
び
結
び
合
わ
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
い
。
疎
外
さ
れ
、
敵
視
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
抑
圧
さ
れ
た
自
然
が
、
彼
女
の
も
と
を
逃

と
う
と

二
と
Ｍ

げ
去
っ
た
蕩
児
人
間
と
の
和
解
の
祝
祭
を
、
再
び
寿
ぐ
の
で
あ
る
」
（
【
望
一
・
ｍ
・
回
し
）
。

悲
劇
を
祝
祭
と
し
て
と
ら
え
る
と
い
う
見
地
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
も
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
「
精
神
現
象
学
」
「
宗
教
」
の
章
で
、
「
精
神

の
自
己
意
識
」
な
い
し
「
自
己
を
精
神
と
し
て
知
る
精
神
」
を
、
中
心
的
に
問
題
に
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
の
「
自
己
意
識
」

あ
る
い
は
「
知
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
む
ろ
ん
彼
岸
に
あ
る
神
を
信
仰
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
意
識

を
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
不
幸
な
意
識
」
と
呼
び
、
そ
の
克
服
を
、
ま
さ
に
「
宗
教
」
の
章
に
課
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
い
う
「
知
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
か
。
つ
ま
り
、
認
識
主
体
が
、
客
体
と
し
て

の
神
を
と
ら
え
る
と
い
う
こ
と
な
の
か
。
そ
う
で
も
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
精
神
を
自
己
と
し
て
知
る
の
は
、
有
限
な
人
間
で
は
な
く
て
、

人
間
の
知
る
こ
と
が
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
本
質
に
お
い
て
絶
対
者
の
知
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
人
間
が
知

る
こ
と
を
通
し
て
、
人
間
の
知
が
否
定
さ
れ
、
絶
対
者
の
知
が
姿
を
現
す
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
知
が
否
定
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
人

間
が
行
為
を
通
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
、
こ
こ
で
の
「
知
る
」
と
は
、
精
神
の
根
源
的
自
己
経
験
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
「
宗
教
」
の
章

で
、
自
己
意
識
が
宗
教
的
行
事
（
祝
祭
）
を
通
し
て
追
究
さ
れ
て
い
る
点
に
、
如
実
に
現
れ
て
い
る
。

五
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4０ 

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
神
が
自
然
宗
教
に
お
け
る
よ
り
も
さ
ら
に
人
間
化
し
た
場
合
の
宗
教
を
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
芸
術
の
う
ち
に
見
て
い
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
そ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
、
「
抽
象
的
芸
術
作
品
」
と
し
て
の
神
像
の
彫
刻
、
神
を
讃
え
る
讃
歌
、
そ
し
て
、
祝
祭
に
つ
い

て
論
じ
て
い
る
。
つ
ぎ
に
「
生
き
た
芸
術
作
品
」
と
し
て
身
体
で
表
現
さ
れ
る
密
儀
宗
教
の
秘
儀
や
ス
ポ
ー
ツ
競
技
を
挙
げ
て
い
る
。
最

後
に
、
「
精
神
的
芸
術
作
品
」
と
し
て
、
一
一
一
一
口
語
で
表
現
さ
れ
る
叙
事
詩
、
悲
劇
、
喜
劇
を
挙
げ
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
こ
で
、
注
意
す
べ

き
は
、
「
生
き
た
芸
術
作
品
」
そ
し
て
「
精
神
的
芸
術
作
品
」
も
、
広
い
意
味
で
の
祝
祭
と
し
て
考
察
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
宗
教
を
、
主
と
し
て
祝
祭
に
お
い
て
と
ら
え
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
つ
ぎ
に
、
祝
祭
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
ヘ
ー

ゲ
ル
は
、
祝
祭
を
手
が
か
り
に
し
て
、
神
の
人
間
化
を
、
古
代
の
ギ
リ
シ
ア
の
芸
術
の
う
ち
に
見
て
い
る
。

（
Ⅱ
）
〈
祝
祭
の
規
定
〉
祝
祭
と
は
、
簡
単
に
い
え
ば
、
神
と
一
体
と
な
る
べ
く
、
人
間
が
行
う
宗
教
的
行
事
で
あ
る
。
そ
の
主
要
な
形

態
は
、
一
般
的
に
は
供
御
と
共
餐
で
あ
る
。
前
者
は
、
神
に
、
小
麦
や
ぶ
ど
う
の
実
な
ど
を
供
え
る
こ
と
で
あ
り
、
後
者
は
、
バ
ン
や
ぶ

ど
う
酒
を
人
間
が
消
費
す
る
こ
と
で
あ
る
。
供
御
と
は
、
人
間
が
、
自
分
の
所
有
物
を
、
神
の
前
に
差
し
出
す
こ
と
に
よ
り
、
個
別
性
を

否
定
し
て
、
神
の
普
遍
性
に
近
づ
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
共
餐
と
は
、
神
が
、
人
間
の
中
へ
入
っ
て
い
く
こ
と
で

あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
神
と
人
間
が
一
体
と
な
る
こ
と
を
象
徴
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
祝
祭
に
つ
い
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
つ
ぎ
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。
「
こ
の
祝
祭
に
お
い
て
は
、
神
的
実
在
が
彼
岸
に
あ
っ
た
状
態
か
ら
自
己
の
方
へ
降
臨
し
て
く
る
と
い
う
意
識
を
自

己
が
取
得
す
る
。
そ
し
て
、
前
に
非
現
実
的
な
も
の
で
あ
り
、
た
だ
対
象
的
な
も
の
で
あ
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
の
神
的
実
在
の
方

は
、
こ
の
降
臨
に
よ
っ
て
自
己
意
識
と
し
て
の
本
来
の
現
実
態
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
」
（
二
】
・
切
留
一
）
と
。

事
態
が
、
初
め
て
明
確
に
な
一

事
を
芸
術
と
と
ら
え
て
い
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
そ
の
追
究
を
、
自
然
宗
教
、
芸
術
宗
教
、
そ
し
て
、
啓
示
宗
教
に
つ
い
て
行
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
そ

の
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
行
事
の
中
に
、
超
越
的
な
神
の
人
間
化
と
い
う
事
態
を
、
執
勧
に
確
認
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
ま
ず
、
そ
の

事
態
が
、
初
め
て
明
確
に
な
っ
た
宗
教
を
、
古
代
エ
ジ
プ
ト
の
宗
教
の
中
に
見
て
い
る
。
そ
し
て
、
つ
ぎ
に
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
宗
教
行
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4１ニーチェからへ－ゲルへ
こ
の
よ
う
に
し
て
、
祝
祭
は
、
自
己
と
神
的
実
在
の
両
者
の
交
互
的
な
関
係
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
自
己
と
実
在
は
、
一
定
の
距

離
を
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
芸
術
宗
教
の
祝
祭
に
お
い
て
は
、
実
在
の
単
純
性
は
欠
け
て
お
り
、
実
在
は
、
自
己
と

一
体
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
形
な
き
実
在
に
つ
い
て
の
宗
教
つ
ま
り
日
の
出
の
太
陽
を
崇
拝
の
対
象
と
す
る
光
の
宗
教
の
祝

祭
に
お
い
て
は
、
民
の
実
体
は
与
え
ら
れ
る
が
、
現
実
的
自
己
が
与
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

（
Ⅲ
）
〈
エ
レ
ウ
シ
ス
の
密
儀
と
競
技
〉
と
こ
ろ
で
、
神
的
実
在
が
、
民
の
う
ち
で
現
実
的
に
な
っ
て
い
る
場
合
の
祝
祭
を
、
ヘ
ー
ゲ
ル

は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
エ
レ
ウ
シ
ス
の
密
儀
と
ポ
リ
ス
同
士
の
身
体
競
技
に
見
て
い
る
。

絶
対
的
精
神
が
、
意
識
に
対
し
て
、
自
然
の
単
一
な
実
在
と
し
て
最
初
に
打
ち
明
け
ら
れ
る
祝
祭
は
、
エ
レ
ゥ
シ
ス
の
密
儀
で
あ
る
。

こ
こ
に
お
い
て
、
自
然
宗
教
の
実
在
は
、
対
象
的
な
自
然
力
と
こ
の
力
の
も
ろ
も
ろ
の
発
現
と
な
り
、
意
識
の
前
に
あ
っ
て
自
己
に
よ
っ

て
喰
い
尽
く
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
単
一
な
実
在
と
し
て
の
「
自
然
は
、
食
わ
れ
飲
ま
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
有
用
性
に
お
い
て
」

人
間
に
近
づ
い
て
く
る
の
で
あ
る
。
「
こ
の
現
実
の
享
受
に
よ
っ
て
、
こ
の
実
在
は
自
己
と
一
つ
に
な
り
、
こ
う
し
て
完
全
に
そ
の
秘
密

が
自
己
に
打
ち
明
け
ら
れ
て
自
己
に
と
っ
て
顕
わ
な
の
で
あ
る
」
（
三
】
ｂ
・
岡
Ｊ
）
。

られる・競技とは、人間が自分自身の栄光のために催す祝祭である。、、
こ
の
密
儀
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
対
象
性
を
持
た
な
い
。
そ
こ
で
、
そ
の
対
象
性
が
、
身
体
的
競
技
に
お
い
て
、
「
一
つ
の
生
き

、
、
、
、
、
、
、

生
き
と
し
た
自
己
」
（
三
四
・
ｍ
・
山
呂
）
「
完
全
に
自
由
な
運
動
を
な
し
う
る
ま
で
に
育
て
挙
げ
ら
れ
鍛
練
せ
ら
れ
た
形
態
」
（
⑩
頁
）
に
求
め

し
か
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
以
上
の
密
儀
と
身
体
競
技
は
、
自
己
意
識
と
神
的
実
在
と
の
統
一
で
は
あ
る
が
、
両
者
の
均
衡
を
欠

い
て
い
る
。
そ
こ
で
、
両
者
の
均
衡
を
、
再
び
言
語
し
か
も
明
断
に
し
て
普
遍
的
な
内
容
を
獲
得
し
た
言
語
に
求
め
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。

さ
し
あ
た
っ
て
、
そ
れ
は
叙
事
詩
で
あ
る
。

（
Ⅳ
）
〈
叙
事
詩
〉
糖
神
は
、
こ
れ
ま
で
た
ど
っ
て
来
た
神
と
人
と
の
一
致
の
過
程
を
、
言
語
と
い
う
、
精
神
に
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い

形
式
で
改
め
て
と
ら
え
な
お
し
、
そ
の
内
容
を
十
全
な
表
現
と
明
漸
な
自
覚
に
も
た
ら
し
た
。
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4２ 
言
語
芸
術
に
お
け
る
最
初
の
表
現
形
態
は
、
神
々
と
英
雄
た
ち
の
物
語
、
叙
事
詩
で
あ
る
。
叙
事
詩
と
い
う
こ
と
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、

お
そ
ら
く
、
ホ
メ
ロ
ス
の
オ
デ
ュ
ッ
セ
ィ
ァ
や
イ
リ
ァ
ス
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
叙
事
詩
の
中
で
は
、
人
間
は
、
た

ん
に
特
殊
な
個
人
と
し
て
で
は
な
く
て
、
神
々
に
一
歩
近
づ
い
た
英
雄
的
な
姿
と
し
て
描
か
れ
る
。
ま
た
、
神
々
の
方
も
、
背
後
に
控
え

る
抽
象
的
な
存
在
と
し
て
で
は
な
く
て
、
よ
り
人
間
化
さ
れ
た
個
性
的
な
姿
と
し
て
登
場
す
る
。
こ
こ
で
は
、
神
も
ま
た
、
憎
し
み
合
っ

た
り
争
い
合
っ
た
り
し
、
勝
手
気
ま
ま
に
人
間
の
世
界
に
介
入
し
て
来
る
。
叙
事
詩
の
内
容
を
な
し
て
い
る
の
は
、
自
己
意
識
を
持
っ
た

人
間
の
行
為
で
は
あ
る
が
、
こ
の
行
為
に
は
、
神
々
も
関
与
し
て
い
る
た
め
、
行
為
の
結
果
は
人
間
の
も
の
と
も
神
の
も
の
と
も
判
然
と

し
な
い
暖
昧
な
混
合
と
な
っ
て
い
る
。
英
雄
で
は
あ
っ
て
も
、
死
す
べ
き
も
の
と
し
て
の
人
間
は
、
神
々
の
介
入
の
前
に
は
、
無
力
で
あ

り
、
ど
の
よ
う
な
行
為
も
、
結
局
は
無
駄
な
努
力
と
な
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
神
々
も
ま
た
、
一
定
の
規
定
性
を
帯
び
た
特
殊
な
神
々

と
し
て
互
い
に
反
目
し
合
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
力
も
相
対
的
な
も
の
で
し
か
な
い
。
こ
こ
に
は
、
人
間
を
も
神
々
を
も
越
え
て
支

配
す
る
も
う
一
つ
別
の
「
究
極
的
威
力
」
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
あ
ら
ゆ
る
出
来
事
を
生
み
出
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
す
べ
て
を
押
し
流
し
、

一
切
を
呑
み
込
ん
で
、
無
の
中
に
沈
め
尽
く
し
て
し
ま
う
「
否
定
的
な
威
力
」
（
弓
い
あ
・
笹
山
）
と
し
て
の
運
命
の
必
然
性
で
あ
る
。
こ
れ

こ
そ
は
、
物
語
全
体
の
中
で
生
起
し
て
い
る
真
の
意
味
で
の
出
来
事
な
の
で
あ
る
。

▽
）
〈
悲
劇
〉
悲
劇
に
お
い
て
は
、
神
的
実
体
は
、
人
間
の
自
己
意
識
と
不
可
分
の
相
に
お
い
て
表
現
さ
れ
、
悲
劇
作
品
の
内
容
そ
の

も
の
を
構
成
し
て
い
る
。
こ
こ
に
登
場
す
る
の
は
、
一
定
の
神
的
本
質
を
一
身
に
体
現
し
て
い
る
確
固
た
る
性
格
と
し
て
の
人
間
で
あ
る
。

彼
ら
は
も
は
や
神
々
に
思
う
ま
ま
操
ら
れ
る
人
形
の
よ
う
な
存
在
で
は
な
く
て
、
自
分
が
担
っ
て
い
る
神
的
本
質
を
自
覚
し
、
そ
の
意
味

を
証
明
す
る
た
め
に
行
為
す
る
す
ぐ
れ
て
主
体
的
な
存
在
で
あ
る
。
彼
ら
は
ま
た
、
そ
の
本
質
に
根
ざ
し
た
自
分
の
権
利
や
目
的
や
使
命

を
自
ら
言
明
し
表
現
す
る
。
こ
こ
で
は
英
雄
自
身
が
語
り
手
で
あ
る
。
語
り
手
の
自
己
と
語
ら
れ
る
言
語
の
内
容
と
は
ぴ
っ
た
り
一
致
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

（
Ⅵ
）
〈
喜
劇
〉
１た
と
え
ば
、
「
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
」
と
い
う
悲
劇
で
は
、
「
神
々
の
徒
」
と
い
う
実
体
を
、
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
の
仮
面
を
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へ
誹
少
郭
妙
計
リ
ブ
石
》
」
し
』
》
し
上

心
し

釣
の
表
明
で
終
わ
る
。

へ
た
と
え
ば
、
洗
刊

か
つ

》
こ
の
確
信
を
、
へ
‐

→
こ
の
場
合
、
自
」

一
一
す
る
悪
と
な
る
こ
Ｌ

へ
①

４
は
、
形
式
の
上
か
《

つ
け
た
役
者
が
演
じ
、
「
国
家
の
徒
」
と
い
う
実
体
を
、
ク
レ
オ
ン
の
仮
面
を
つ
け
た
役
者
が
減
ず
る
。
自
己
意
識
と
し
て
の
役
者
と
仮

面
と
は
分
裂
し
な
が
ら
一
体
化
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
ア
リ
ス
ト
パ
ネ
ス
の
「
騎
士
」
と
い
う
喜
劇
な
ど
に
お
い
て
は
、
役
者
が
、
作
者
自
身
の
こ
と
や
作
品
制
作
の
裏
話
を
す

る
。
た
と
え
ば
、
実
在
の
ク
レ
オ
ン
を
椰
楡
し
た
「
騎
士
」
で
は
、
仮
面
つ
く
り
の
職
人
が
ク
レ
オ
ン
の
怒
り
を
恐
れ
て
、
ク
レ
オ
ン
そ
っ

く
り
の
仮
面
を
つ
く
る
の
を
拒
ん
だ
と
い
う
文
字
通
り
の
舞
台
裏
ま
で
暴
露
さ
れ
て
い
る
。

（
Ⅶ
）
〈
キ
リ
ス
ト
教
〉
キ
リ
ス
ト
教
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
教
団
の
成
立
を
中
心
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
教
団
は
「
普
遍
的

自
己
意
識
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
さ
し
あ
た
っ
て
、
教
団
と
し
て
の
自
己
意
識
は
、
自
分
を
、
自
分
の
表
象
た
る
神
人
イ
エ
ス
か
ら
区
別

す
る
。
そ
れ
は
、
神
人
を
自
分
と
同
じ
普
遍
的
自
己
意
識
と
見
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
教
団
の
運
動
は
、
さ
ら
に
、
神

、
、
、
、
、

人
イ
エ
ス
が
普
遍
的
自
己
意
識
で
あ
る
こ
と
を
創
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
一
」
と
を
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
「
神
人
は
、
こ
の
自
己
意

、
、
、
、
、

識
に
対
し
て
、
普
遍
的
自
己
意
識
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
重
い
．
、
．
ｕ
ｇ
）
と
い
っ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、
教
団
の
自
己
意
識
た
る
「
こ
の
自
己
意
識
」
の
行
為
を
通
し
て
行
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
悪
の
側
面
と
し
て
の
自
己
意
識

が
、
自
分
に
即
し
て
、
か
つ
自
分
に
対
し
て
、
自
分
を
霊
（
精
神
）
に
高
め
る
こ
と
で
あ
り
、
自
分
の
も
と
で
、
霊
（
精
神
）
の
運
動
を

表
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
運
動
は
、
洗
礼
と
聖
餐
式
と
い
う
宗
教
行
事
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
結
局
は
、
疎
遠
な
実
体
と
し
て
神
の
死

た
と
え
ば
、
洗
礼
と
は
、
自
体
的
に
悪
で
あ
る
自
然
的
精
神
が
、
自
然
的
生
存
が
悪
で
あ
る
こ
と
を
確
信
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
し
て
、

の
確
信
を
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
自
己
内
行
為
あ
る
い
は
、
「
自
然
の
直
接
態
か
ら
の
自
己
内
還
帰
」
（
言
い
功
．
Ｊ
ご
）
と
呼
ん
で
い
る
。

こ
の
場
合
、
自
体
的
な
悪
は
、
表
象
す
る
意
識
に
属
し
、
確
信
さ
れ
た
悪
は
、
自
己
意
識
そ
の
も
の
に
属
す
る
。
前
者
の
悪
は
、
定
在

る
悪
と
な
る
こ
と
と
、
世
界
が
悪
で
あ
る
こ
と
に
あ
り
、
そ
れ
は
、
表
象
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
表
象
さ
れ
た
も
の

、
形
式
の
上
か
ら
、
発
展
的
に
解
消
さ
れ
た
契
機
と
し
て
の
み
属
す
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
自
己
が
否
定
的
な
も
の
で
あ
り
、
悪
に
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盤
つ
い
て
の
知
だ
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
同
様
に
、
こ
の
否
定
的
な
も
の
は
、
内
容
に
お
い
て
も
現
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
知
は
、
悪
の

思
想
の
生
成
で
あ
り
、
和
解
の
最
初
の
契
機
と
し
て
承
認
さ
れ
て
い
る
。
知
は
、
悪
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
て
、
自
然
の
直
接
態
か
ら
自

己
へ
の
還
帰
と
し
て
自
然
を
捨
て
る
こ
と
で
あ
り
、
罪
が
死
ぬ
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
行
事
や
表
明
に
も
、
行
為
の
根
源
へ
届
く
否
定
性
の
影
を
目
撃
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

註

（
７
）
 

（
８
）
 

（
ｕ
）
 

〈
⑫
）

（
５
）
 

（
６
）
 

〆￣へ〆へ

４３ 
、－〆、－〆

￣へ

２ 
、－戸

（
１
）
 

Ｑ
』
・
一
・
で
。
。
⑰
『
・
ニ
ミ
ミ
、
ミ
ミ
』
Ｑ
Ｃ
ミ
』
）
冤
量
・
ど
』
陳
員
）
『
ミ
』
『
言
』
ミ
呑
具
『
冒
驚
ら
ら
（
目
ざ
ａ
己
で
．
⑫
【
目
ご
己
云
ｕ
ｍ
一
一
ご
ョ
厨
・
ｇ
ｃ
Ｐ
ロ
ー
β
・
詞
ゴ
・
円
・

生
殖
理
論
を
め
ぐ
る
ワ
ー
グ
ナ
ー
と
ニ
ー
チ
ェ
と
の
相
違
に
つ
い
て
は
、
谷
本
慎
介
「
ニ
ー
チ
ェ
の
ワ
ー
グ
ナ
ー
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
Ｉ
「
生
殖
理

論
」
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」
（
三
光
長
治
他
「
思
索
す
る
耳
Ｉ
ワ
ー
グ
ナ
ー
と
ド
イ
ツ
近
代
Ｉ
」
所
収
、
同
学
社
、
一
九
九
四
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
著
「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
古
代
ギ
リ
シ
ア
論
」
（
創
文
社
、
一
九
八
九
年
）
一
六
二
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
９
）
（
、
）
『
・
穴
自
一
・
六
ゴ
｛
『
岑
烏
『
、
己
否
旨
＆
ミ
ニ
毎
コ
』
ミ
＆
・
訶
句
一
頁
二
，
三
の
『
く
の
『
一
緒
・
吻
・
ゴ
・

面
○
三
Ｐ
。
ヨ
ミ
ミ
百
鷺
烏
『
親
冨
巳
ミ
§
三
国
、
昌
一
（
冒
す
一
き
『
応
（
｝
『
壇
）
’
一
コ
叩
｝
爵
雪
男
署
、
異
化
・
雪
国
、
．
こ
・
西
・
國
島
【
ｎ
．
三
曲
一
一
の
『
こ
の
。
『
昌
一
①
『
円
の
。
；
国
已
』
⑫
・
国
Ｓ
・

ロ
凹
喚
望
白
・
ロ
・
○
・
つ
め
・
回
＠
吋
．

Ｒ
・
ワ
ー
ク
・

年
、
一
一
六
，

前
掲
響
、
云

云
』
＆
三
一
号
一

］
。
い
い
．
⑫
・
碑
三
・

く
、
一
・
ｃ
ｍ
『
欝
忌
弓
｛
ヘ
ミ
ミ
巴
曾
ａ
』
２
（
苛
曾
。
烏
『
『
》
自
逗
ｓ
企
．
Ｃ
司
閏
＆
｝
（
詩
》
ミ
ミ
』
同
記
二
二
へ
》
記
・
三
亮
一
一
目
巨
戸
三
百
ミ
。
｝
三
月
，
ミ
ご
奇
員
ご
ｑ
》
侭
疸
圏
ヨ
ョ
⑰
ロ
脆
腰
〔
①
一
一
一

色
ゴ
ロ
◎
三
ｍ
ｃ
－
ｃ
－
［
臼
く
○
コ
【
・
ロ
ユ
旨
。
⑦
『
．
。
●
。
『
、
（
）
｜
ヨ
頷
く
⑥
『
一
色
鶴
づ
Ｅ
ロ
ゴ
ゴ
目
。
』
巨
ロ
殖
・
エ
ー
ー
ニ
①
吾
⑱
一
ヨ
』
⑤
Ｇ
Ｐ

Ｒ
・
ワ
ー
グ
ナ
ー
「
ト
リ
ス
タ
ン
と
イ
ゾ
ル
デ
」
、
日
本
ワ
ー
グ
ナ
ー
協
会
監
修
、
一
二
光
長
治
・
高
辻
知
義
・
三
宅
幸
夫
編
訳
、
白
水
社
、
一
一
○
○
二

年
、
一
一
六
～
一
一
七
頁
。

前
掲
響
、
一
四
○
～
一
四
一
頁
。
．

【
Ｆ
○
諄
「
一
う
ぐ
三
』
｛
｛
、
鷺
一
瞥
三
里
目
３
角
・
ウ
ミ
『
⑱
ご
ミ
ミ
「
ミ
ミ
『
飼
画
貝
島
冒
Ｃ
句
「
房
§
烏
ご
』
、
ミ
局
冬
ミ
、
』
』
」
葛
『
言
三
号
。
臣
・
源
一
寅
三
⑰
三
、
『
く
の
『
一
樹
・
エ
目
う
こ
『
、
．
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４５ニーーチェからヘーゲルへ

［
本
研
究
は
、
平
成
一
五
年
度
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
〈
基
盤
研
究
（
Ｂ
）
（
ｌ
ご
お
よ
び
平
成
一
五
年
度
法
政
大
学
特
別
研
究
助
成

金
の
交
付
を
受
け
て
い
る
」

略
号

穴
匿
知
、
ユ
ミ
ユ
ｓ
乏
司
『
目
＆
角
言
ミ
ミ
（
菩
妃
｝
寡
鼻
毎
．
【
）
『
「
一
馬
意
図
ミ
ミ
ｓ
富
冒
彊
時
。
。
①
。
『
こ
［
の
『
・
エ
『
笛
・
く
・
Ｃ
Ｄ
Ｃ
戸
Ｆ
三
・
三
Ｃ
ヨ
ヨ
目
・
二
言
ｇ
の
己
口
の
『
一
言
三
の
こ
ぐ
。
『
六
・

ｓ
９
．
（
第
七
巻
以
降
の
「
適
さ
れ
た
断
想
」
に
つ
い
て
は
、
こ
の
全
集
の
分
類
整
理
番
号
と
配
列
番
号
を
付
記
す
る
場
合
も
あ
る
。
例
え
ば
、
一
一

ｏ
一
三
．
肉
貝
輻
三
二
＆
弓
雷
ゴ
ミ
「
ミ
是
錯
里
串
。
⑯
旨
ミ
ミ
ミ
肴
ミ
ミ
ミ
一
一
く
再
忌
冒
言
三
ご
ミ
ミ
ミ
ロ
宛
三
豊
冒
一
。
」
『
咳
ｓ
三
一
碧
驚
ミ
ミ
ー
ー
肖
嵜
亀
・
函
『
橘
と
・
ロ
⑰
『
里
⑦
ご
－
ｍ
Ｃ
ラ
ー
ミ
⑰
妨
一
「

屋
一
沼
冨
ヨ
シ
百
号
ヨ
ー
①
二
ｍ
『
ミ
ヨ
協
呂
の
。
冨
胃
二
・
『
⑰
一
頁
三
⑪
旨
⑩
『
ぐ
⑰
『
一
膳
・
エ
陣
ョ
目
『
脆
』
ｃ
呂
焦

棗
。
宛
貝
哺
三
年
ｇ
ミ
ゴ
ミ
ュ
３
重
恥
彌
｛
恥
室
町
『
鳶
冒
豊
目
仙
蒟
冨
冒
ミ
ー
エ
ミ
鳥
『
○
二
三
（
諄
』
鷺
烏
、
一
惠
鼻
ペ
マ
ベ
ミ
』
固
い
‐
二
合
』
』
豊
企
ミ
ニ
侭
１
角
二
言
彊
冨
・
幻
巳
臭
（
】
。
■
両
国

三
○
一
号
昌
冒
①
『
・
巨
己
宍
貰
一
三
自
百
勿
三
－
，
コ
、
一
・
「
『
昌
六
ご
ロ
目
］
三
巳
二
・
ｍ
色
盲
宮
目
□
く
⑰
『
一
臆
』
。
＄
‐
一
臼
①
．

（
Ｂ
）
以
上
の
カ
ン
ト
・
フ
ィ
ヒ
テ
・
ヘ
ー
ゲ
ル
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
絶
対
概
念
の
原
点
Ｉ
青
年
期
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
学
ｌ
」
（
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学

研
究
会
編
「
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学
研
究
」
第
八
号
、
二
○
○
一
一
年
）
一
一
一
一
頁
で
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。

一
℃
し
①
。

［
｜
］
。
）
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