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三木　清の方法

は
じ
め
に

オ
ラ
ン
ダ
を
代
表
す
る
孤
高
の
哲
学
者
ス
ピ
ノ
ザ
（
一
六
三
二
～
七
七
）
は
、
政
治
学
者
・
国
家
学
者
で
も
あ
っ
た
。

ス
ピ
ノ
ザ
生
誕
三
〇
〇
年
記
念
に
さ
い
し
て
、
日
本
ヘ
ー
ゲ
ル
連
盟
は
「
ス
ピ
ノ
ザ
研
究
」
を
公
刊
す
る
こ
と
に
な
り
、
内
外
の
著
名
な
研
究
者
八
名
が
寄
稿
し
た
ス
ピ

ノ
ザ
論
を
も
っ
て
成
っ
た
の
が
『
国
際
ヘ
ー
ゲ
ル
連
盟
日
本
版
　
ス
ピ
ノ
ザ
と
ヘ
ー
ゲ
ル
』（
岩
波
書
店
、
昭
和
７
・
７
）
で
あ
る
。
国
際
ヘ
ー
ゲ
ル
連
盟
日
本
支
部
の
代

表
者
で
あ
っ
た
三
木
　
清
は
、
こ
の
記
念
号
に
「
ス
ピ
ノ
ザ
に
於
け
る
人
間
と
国
家
」
と
題
す
る
論
文
を
よ
せ
て
い
る
。

宮
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三
　
ス
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の
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よ
う
と
す
る
の
が
、
筆
者
の
目
的
で
あ
る
。
三
木
論
文
の
組
み
立
て
方
に
は
、
一
定
の
法
則
（
や
り
方
）
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
か
れ
は
論
文
を
作
成
す
る
と
き
、
何
に
着

目
し
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
問
題
化
し
、
掘
り
さ
げ
、
展
開
し
、
結
論
に
至
る
の
か
。
帰
結
に
至
る
ま
で
の
道
筋
に
お
い
て
、
か
れ
は
論
理
を
補
強
し
、
説
を
う
ら
づ
け
る

た
め
に
、
い
ろ
い
ろ
文
献
を
引
用
す
る
。

三
木
は
こ
の
論
文
の
へ
き
と
う
、
ス
ピ
ノ
ザ
が
国
家
論
（
国
家
に
関
す
る
理
論
）
に
お
い
て
意
図
し
た
も
の
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
か
れ
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
政
治
論
文
を

ひ
い
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
国
家
論
は
、「
人
間
的
本
性
の
状
態
」ex ipsa hum

unae conditione deducere intendi

（
人
間
が
本
来
も
っ
て
い
る
性
質
の
あ
り
さ
ま
）
か
ら

三
木
そ
の
ひ
と
は
、
一
種
の
天
才
的
直
観
を
も
っ
て
、
問
題
点
を
掘
り
お
こ
し
、
推
論
し
、
結
論
を
み
ち
び

き
出
す
こ
と
に
す
ぐ
れ
て
い
た
が
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
最
晩
年
の
著
述
『
国

ト
ラ
ク
タ
ト
ゥ
ス
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス

家

論
』T

ractatus Politicus

（‘
国
家
経
営
論
’
が
原
意
か
。
一
六
七
五
～
七
七
年
の
あ
い
だ
に
執
筆
。
未
完
成
）
を
お
も
な
論テ
ー
マ題

に
え
ら
ん

だ
の
で
あ
る
。
か
れ
が
ス
ピ
ノ
ザ
論
に
お
い
て
何
を
意
図
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

該
博
な
知
識
を
背
景
に
、
主
題
の
設
定
、
演
え
き
、
関
連
づ
け
に
す
ぐ
れ
た
能
力
を
発
揮
し
た
三
木
は
、
あ

る
い
み
に
お
い
て
、
書
物
く
さ
さ

0

0

0

0

0

が
ぬ
ぐ
い
き
れ
ぬ
、
机
上
学
問
の
哲
学
者

0

0

0

0

0

0

0

0

で
も
あ
っ
た
。
い
ま
筆
者
が
い
ち

ば
ん
興
味
が
あ
る
の
は
、
か
れ
が
く
だ
ん
の
論
文
を
か
く
と
き
、
ど
の
よ
う
な
方
法
を
用
い
、
ど
の
よ
う
な
材

料
を
使
っ
た
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
い
わ
ば
三
木
の
創
作
の
秘
密

0

0

0

0

0

0

0

0

の
一
端
を
知
る
こ
と
で
あ
る
。
三
木
の
論
文

構
想
の
道
程
（
み
ち
の
り
）、
思
索
の
あ
と
を
「
ス
ピ
ノ
ザ
に
於
け
る
人
間
と
国
家
」
を
研
究
材
料
と
し
て
さ

ぐ
っ
て
み
た
い
。

一　

三
木
論
文
の
内
容

三
木
の
「
ス
ピ
ノ
ザ
に
於
け
る
人
間
と
国
家
」
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
中
味
の
論
文
な
の
か
。
ま
ず
そ

れ
に
つ
い
て
の
べ
て
み
た
い
。

か
れ
は
こ
の
論
文
を
ど
の
よ
う
に
作
成
し
た
の
か
。
そ
の
創
作
の
過
程
（
み
ち
す
じ
）
を
構
造
的
に
分
析
し

スピノザ三木　清
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三木　清の方法

み
ち
び
き
出
す
に
在
る
と
の
べ
て
い
る
（T

r. pol. I, 4

）。
こ
こ
で
三
木
は
、
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
に
い
た
と
き
、
さ
か
ん
に
読
ん
だ
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
デ
ィ
ル
タ
イ
（
一
八
三

三
～
一
九
一
一
、
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
。
バ
ー
ゼ
ル
、
キ
ー
ル
、
ブ
ン
ス
ラ
ウ
ム
、
ベ
ル
リ
ン
大
教
授
）
の
説
を
引
用
す
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
の
一
書
『
十
六
、
七
世
紀
の
文
化

に
お
け
る
人
種
学
の
は
た
ら
き
』
の
こ
と
ば
を
借
り
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
国
家
論
を
人
間
学
と
よ
ん
で
い
る
。

三
木
に
よ
る
と
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
国
家
論
は
、
人
間
学
を
基
礎
と
し
た
も
っ
と
も
典
型
的
な
ば
あ
い
（
例
）、
と
い
う
。
こ
こ
で
三
木
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
主
著
『
倫エ

チ

カ
理
学
』

の
「
序
論
」
を
ひ
き
、
人
間
的
本
性
（
も
と
も
と
あ
る
性
質
）
の
中
味
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
人
間
の
諸
活
動
を
あ
り
の
ま
ゝ
に
認
識
す
る
こ
と
に
努

め
た
と
い
う
。
人
間
的
諸
情
念
（
感
情
を
と
も
な
う
思
い
）、
す
な
わ
ち
愛
情
・
に
く
し
み
・
い
か
り
・
し
っ
と
・
功
名
心
・
同
情
な
ど
は
、
人
間
の
本
性
に
属
す
る
性
質

で
あ
っ
た
。
ス
ピ
ノ
ザ
に
と
っ
て
、‘
情

ア
フ
ェ
ク
ト
ゥ
ス

念
’
を
科
学
的
に
研
究
す
る
こ
と
が
、
国
家
論
の
基
礎
で
あ
っ
た
。
同
時
に
か
れ
の
情
念
論
は
、
人
間
学
の
主
要
部
分
の
一
つ

で
も
あ
っ
た
。

こ
こ
で
い
う
‘
人
間
学
’
と
は
、
ど
う
い
う
も
の
か
。

人
間
学
を
、‘
人
性
学
’（
人
間
が
も
っ
て
い
る
性
質
、
性
格
を
究
め
る
学
問
）
と
解
し
た
方
が
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
人
類
学
は
、
ひ
と
を
生
物
学
的
に
研
究
す
る
も
の
と

す
れ
ば
、
人
間
学
は
、
ひ
と
を
心
理
学
的
、
哲
学
的
に
研
究
す
る
学
問
と
い
う

（
新
明
正
道
編
著
『
社
会
学
小
辞
典
』、
岩
崎
書
店
、
昭
和
25
・
２
、
二
九
六
頁
）。

こ
ん
に
ち
人
間
学
は
、‘
哲
学
的
人
間
学
’
と
、
ほ
ぼ
お
な
じ
意
味
に
解
さ
れ
て

い
る
と
い
う
（
前
掲
書
）。

つ
い
で
三
木
は
、
人
間
学
の
一
般
的
性
質
に
つ
い
て
問
題
提
起
し
て
い
る
。

か
れ
は
そ
れ
を
心
理
学
と
解
し
て
は
な
ら
ぬ
、
と
い
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
ス
ピ

ノ
ザ
を
引
き
、
国
家
に
関
す
る
諸
問
題
に
心
理
学
的
説
明
を
あ
た
え
た
も
の
と
考

え
て
は
な
ら
ぬ
、
と
い
う
。
三
木
は
デ
ィ
ル
タ
イ
を
援
用
す
る
。

―
人
間
的
本

性
の
内
容
を
研
究
す
る
点
で
、
人
間
学
は
近
代
の
心
理
学
と
区
別
さ
れ
る
。
人
間

学
は
、
人
間
の
本
性
も
し
く
は
‘
生
’（
体
験
と
し
て
の
‘
生
’
を
、
直
接
的
に

と
ら
え
よ
う
と
す
る
哲
学
の
立
場
。
理
知
［
理
性
と
知
恵
］
に
対
し
て
感
情
を
重

「国家論」を収録している『スピノザの遺稿のすべて』
1844年［第２巻］
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は
、
当
然
『
倫エ

チ

カ
理
学
』
と
の
本
質
的
な
関
連
に
お
い
て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
国
家
論
の
い
ち
ば
ん
重
要
な
内
容
の
ひ
と
つ
の
語
、

自
然
法
（ 

自
然
を
支
配
す
る
法
則
。
時
と
所
を
超
越
し
て
存
在
す
る
不
変
の
法
。
ふ
つ
う
は
人
間
の
自
然
的
性
質
に
も
と
づ
く
、
ふ
へ
ん
恒
久
的
な
規
範
や
法
律
の
意
で
あ
る
。

が
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
意
は
、‘
自
然
権
’
に
ち
か
い
）

自
然
権
（ 

人
が
生
ま
れ
な
が
ら
持
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
権
利
。
国
家
以
前
に
存
在
す
る
も
の
。
天
賦
人
権
）

な
ど
の
独
自
性
が
理
解
さ
れ
る
と
い
う
。

三
木
は
、
さ
ら
に
デ
ィ
ル
タ
イ
の
こ
と
ば
を
借
り
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
国
家
論
の
特
色
は
、
そ
れ
が
「
精
神
科
学
の
自
然
的
体
系
」
だ
と
い
う
。
こ
の
こ
と
は
自
然
科
学
の

方
法
を
、
精
神
科
学
の
領
域
に
移
入
す
る
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
。
両
者
の
方
法
は
同
じ
も
の
で
あ
り
、
対
象
は
原
理
的
に
同
一
な
の
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
科
学
の
活
動

範
囲
を
つ
く
っ
て
い
る
も
の
は
、「
自
然
」（
人
類
以
外
に
存
す
る
外
界
の
意
と
人
間
の
も
っ
て
生
ま
れ
た
性
質
の
意
が
あ
る
）
だ
と
い
う
。

三
木
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
『
倫
理
学
第
三
部
』
の
「
序
説
」
を
引
用
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。

―
自
然
は
つ
ね
に
同
一
で
あ
る
。
自
然
の
力
、
自
然
の
活
動
力
、
自

然
の
法
則
、
規
則
は
い
た
る
と
こ
ろ
常
に
同
一
で
あ
る
。
だ
か
ら
あ
ら
ゆ
る
物
の
本
質
の
認
識
も
同
一
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ス
ピ
ノ
ザ
の
全
存
在
論
（
存
在
そ
の
も
の
に

関
す
る
学
説
）
の
根
本
概
念
は
、‘
自
然
’
で
あ
っ
た
と
い
う
。
自
然
は
存
在
を
あ
ら
わ
す
い
ち
ば
ん
包
括
的
な
名
で
あ
る
。
精
神
科
学
の
自
然
的
体
系
と
し
て
の
ス
ピ
ノ

ザ
の
国
家
論
の
い
っ
さ
い
の
特
殊
性
を
理
解
す
る
に
は
、
自
然
概
念
の
す
べ
て
の
基
本
的
構
造
を
明
ら
か
に
し
て
は
じ
め
て
達
成
で
き
る
と
い
う
。

ス
ピ
ノ
ザ
の
国
家
論
の
特
徴
は
、
経
験
的
立
場
に
立
つ
も
の
で
は
な
く
、
現
実
的
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
政
治
論
文
の
序
論
を
み
れ
ば
分
か
る
と
い
う
。
か
れ

ん
じ
る
立
場
）
を
全
存
在

―
人
間
的
存
在
の
存
在
根
拠
で
あ
る
も
の
と
の
関
係
に
お
い
て
、
研
究
す
る
も
の
で

あ
る
。
だ
か
ら
人
間
学
は
、
単
な
る
心
理
学
で
は
な
く
、
ひ
と
つ
の
存
在
論
（
不
変
の
実
在
。
本
質
。
客
観
的
実

在
。
存
在
の
い
み
を
問
う
い
と
な
み
）
で
あ
る
。

三
木
は
い
う
。
人
間
学
を
基
礎
と
す
る
ス
ピ
ノ
ザ
の
国
家
論
は
、
そ
の
存
在
論
的
前
提
か
ら
と
ら
え
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
根
本
的
に
解
明
さ
れ
る
、
と
。
だ
か
ら
か
れ
の
『
政
治
論
文
』『
神
学
・
政
治
論
文
』
の
よ
う
な
も
の

ヴィルヘルム・ディルタイ
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三木　清の方法

は
人
間
を
あ
る
が
ま
ゝ
に
捉
え
よ
う
と
せ
ず
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
（
理
想
的
）
に
国
家
論
を
描
い
た
哲
学
者
ら
を
非
難
し
た
。
ス
ピ
ノ
ザ
の
政
治
論
文
の
序
論
的
な
部
分
は
、

ニ
コ
ル
・
マ
キ
ア
ベ
リ
（
一
四
六
九
～
一
五
三
七
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
外
交
官
・
政
治
家
。『
君
主
論
』［
一
五
一
三
年
］
を
か
い
た
）
に
つ
ら
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
影

響
を
う
け
て
い
る
。
こ
の
特
異
な
る
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
人
は
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
国
家
を
か
ん
が
え
だ
し
た
哲
学
者
ら
を
あ
な
ど
り
、
有
効
な
政
治
論
を
か
こ
う
と
す
る
者
は
、

そ
う
あ
る
べ
き
人
間
の
生
活
で
な
く
、
い
ま
現
に
あ
る
と
こ
ろ
の
人
間
の
生
活
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
し
た
。

し
か
し
、
三
木
は
い
う
。
ス
ピ
ノ
ザ
を
マ
キ
ア
ベ
リ
と
お
な
じ
現
実
主
義
者
と
み
る
こ
と
は
で
き
ぬ
、
と
。
ス
ピ
ノ
ザ
の
国
家
論
に
お
け
る
現
実
主
義
（
現
実
に
そ
く
し

た
こ
と
を
重
視
す
る
。
空
想
的
、
理
想
的
な
も
の
を
排
斥
す
る
主
義
）
は
、
哲
学
的
現
実
主
義
の
帰
結
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ス
ピ
ノ
ザ
に
と
っ
て
、‘
神デ

ウ
ス
・
シ
ウ
ェ
・
ナ
ー
ト
ゥ
ー
ラ

す
な
わ
ち
自
然
’

と
い
っ
た
汎
神
論
的
立
場
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
っ
た
と
い
う
。

認
識
（
理
性

―
物
ご
と
を
合
理
的
に
考
え
、
判
断
す
る
能
力

―
に
よ
っ
て
、
真
理
を
き
わ
め
る
行
為
）
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
に
と
っ
て
高
き
も
の
で
あ
っ
た
が
、
か
れ
は

在
る
が
ま
ゝ
に
認
識
し
よ
う
と
し
た
。
ス
ピ
ノ
ザ
の
現
実
主
義
的
立
場
は
、
マ
キ
ア
ベ
リ
の
も
の
と
似
て
い
な
い
と
い
う
。
三
木
の
観
方
に
よ
る
と
、
む
し
ろ
ヘ
ー
ゲ
ル
に

近
い
も
の
と
い
う
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
イ
エ
ナ
時
代
、「
自
然
法
の
学
問
的
な
取
り
あ
つ
か
い
方
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
論
文
を
か
き
、
こ
の
中
で
既
存
の
諸
体
系
お
よ
び
諸
方
向
に
対
立
し
て
、

こ
の
領
域
に
お
け
る
か
れ
の
新
理
論
を
説
明
し
よ
う
と
し
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
取
り
あ
つ
か
い
方
は
三
分
さ
れ
る
と
い
う
。

第
一
　
　
経
験
的
取
り
あ
つ
か
い
方

第
二
　
　
反
省
的
取
り
あ
つ
か
い
方

第
三
　
　
思
弁
的
（
経
験
の
助
け
を
借
り
ず
、
思
考
だ
け
で
つ
く
る
認
識
）
取
り
あ
つ
か
い
方

第
二
の
自
然
法
の
、‘
反
省
的
取
り
あ
つ
か
い
方
’
と
は
、
カ
ン
ト
や
フ
ィ
ヒ
テ
の
哲
学
的
立
場
を
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
立
場
（
見
方
、
観
点
）
を

し
り
ぞ
け
た
と
い
う
。
こ
の
こ
と
は
、
三
木
に
よ
る
と
、
ス
ピ
ノ
ザ
が
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
な
考
え
方
を
排
し
た
こ
と
に
相
当
す
る
も
の
か
も
知
れ
ぬ
と
い
う
。

そ
の
理
由
と
し
て
、
当と

う

為い

の
思
想
（
そ
う
す
べ
き
、
か
く
あ
る
べ
し
、
と
の
要
求
。
義ゾ
ー
レ
ン務

）
は
、
一
つ
の
最
高
の
意
味
に
お
け
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
み
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ
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る
。
第
一
の
自
然
法
の
‘
経
験
的
取
り
あ
つ
か
い
方
’
に
お
け
る
‘
自
然
状
態
’
に
関
し
て
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
ホ
ッ
ブ
ス
（
一
五
八
八
～
一
六
七
九
、
イ
ギ
リ
ス
の
哲
学

者
・
法
学
者
）
を
眼
中
に
お
い
て
い
た
。
自
然
法
思
想
の
歴
史
に
つ
い
て
語
る
と
き
、
ふ
つ
う
ホ
ッ
ブ
ス
や
ス
ピ
ノ
ザ
が
い
っ
し
ょ
に
語
ら
れ
る
と
い
う
。
両
者
に
は
あ
る

類
似
点
が
あ
る
が
、
決
定
的
な
ち
が
い
も
あ
る
。

ホ
ッ
ブ
ス
の
経
験
論
（
経
験
に
も
と
づ
い
て
得
た
見
解
。
経
験
が
す
べ
て
と
す
る
考
え
）
が
抽
象
的
で
あ
っ
た
の
に
反
し
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
立
場
は
現
実
主
義
的
で
あ
っ

た
。ス

ピ
ノ
ザ
が
国
家
論
に
お
い
て
意
図
し
た
も
の
は
な
に
か
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
三
木
は
ふ
た
た
び
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
自
然
法
の
学
問
的
な
取
り
あ
つ
か
い
方
に
つ
い
て
」

を
援
用
し
て
、「
経
験
ま
た
は
実
践
と
合
致
す
る
も
の
」「
実
践
と
も
っ
と
も
よ
く
一
致
す
る
も
の
」
を
た
し
か
な
、
う
た
が
い
の
な
い
や
り
方
で
展
開
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
も
現
実
主
義
者
で
あ
っ
た
と
い
う
。
経
験
的
立
場
は
、
理
論
的
欠
陥
が
あ
る
に
せ
よ
、
経
験
に
オ
リ
エ
ン
テ
ィ
ー
レ
ン
（
考
え
や
立
場
を

合
わ
せ
る
）
と
い
っ
た
大
き
な
利
益
を
有
し
て
い
る
と
い
う
。

ヘ
ー
ゲ
ル
に
は
『
法
律
哲
学
綱
要
』（
一
八
二
一
年
）
と
い
う
著
作
が
あ
り
、
そ
の
序
言
に
お
い
て
、
本
書
を
倫
理
的
宇
宙
と
し
て
の
国
家
の
認
識
方
法
を
お
し
え
る
も

の
と
し
て
い
る
。
が
、
三
木
に
よ
る
と
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
こ
の
よ
う
な
態
度
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
が
政
治
論
文
の
序
論
で
あ
き
ら
か
に
し
た
態
度
と
の
あ
い
だ
に
、
あ
る
一
致
点
を

み
と
め
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
。
三
木
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
哲
学
史
に
関
す
る
講
義
』（
一
八
三
七
年
）
に
見
ら
れ
る
、「
ひ
と
が
哲
学
す
る
こ
と
を
始
め
る
と
き
、
ひ
と
は
ま

ず
ス
ピ
ノ
ザ
主
義
者
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
っ
た
文
章
を
引
い
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
三
木
論
文
の
‘
序
論
’
と
も
‘
前
置
き
’
と
も
つ
か
ぬ
も
の
が
な
が
な
が
と
続
い
た
が
、
こ
こ
で
は
じ
め
て
か
れ
は
じ
ぶ
ん
の
論
文
の
目
的
に
つ
い
て
語
っ
て

い
る
。

「
今い

ま

こ
の
小
論
の
目も
く

的て
き

は
、
い
か
な
る
点て
ん

に
お
い
て
、
ま
た
い
か
な
る
程て
い

度ど

ま
で
、
ス
ピ
ノ
ザ
が
「
思
弁
的
」（
経
験
に
よ
ら
ず
、
理
性
に
訴
え
て
考
え
る
）、
し
た
が
っ

て
弁
証
法
的
（
真
の
認
識
に
い
た
る
方
法
。
自
己
の
発
展
に
よ
っ
て
、
じ
ぶ
ん
の
内
部
に
あ
る
矛
盾
を
な
く
し
、
新
し
い
統
一
を
は
か
る
方
法
）
で
あ
っ
た
か
を
示し

め

し
、
従
じ
ゅ
う

来ら
い

ス
ピ
ノ
ザ
の
国
家
論
に
つ
い
て
行
お
こ
な
は
れ
て
来き

た
見け
ん

解か
い

（
考
え
方
、
評
価
）
に
た
い
し
、
若
干
の
補ほ

正せ
い

を
試
こ
こ
ろ
み
る
こ
と
に
あ
る
（
補
っ
て
ぐ
あ
い
の
悪
い
と
こ
ろ
を
直
す
こ

と
）」
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三木　清の方法

と
語
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
三
木
が
こ
の
論
文
に
お
い
て
め
ざ
し
た
の
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
思
弁
的

―
弁
証
法
的
な
方
法
論
の
観
点
や
大
き
さ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で

お
こ
な
わ
れ
て
き
た
ス
ピ
ノ
ザ
の
国
家
論
に
つ
い
て
の
研
究
上
の
誤
り
を
多
少
正
そ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
が
三
木
論
文
の
第
一
部
で
あ
る
。

第
二
部
は
、
精
神
科
学
（
精
神
現
象
を
研
究
の
対
象
と
す
る
も
の
。
精
神
の
作
用
か
ら
生
じ
る
い
ろ
い
ろ
な
現
象

―
宗
教
、
社
会
、
歴
史
、
政
治
な
ど
の
理
論
的
解

明
）
の
自
然
的
体
系
に
と
っ
て
の
根
本
命
題
（
判
断
の
対
象
と
な
る
基
礎
的
な
問
題
）
か
ら
は
じ
ま
る
。
三
木
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
倫
理
学
を
引
い
て
、
こ
の
命
題
は
、
つ
ぎ
の

よ
う
に
表
現
で
き
る
と
い
う
（Eth. III, 6.

）。
す
な
わ
ち
、
自
己
の
有ゆ
う

（
じ
ぶ
ん
の
存
在
）
に
固こ

執し
つ

し
よ
う
と
す
る
努
力
。
す
な
わ
ち
自
己
保
存
（
生
物
が
じ
ぶ
ん
の
生

命
を
守
り
、
発
展
さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
）
の
努
力
。
こ
れ
は
人
間
の
い
っ
さ
い
の
道
徳
的
生
活
の
中
心
だ
と
い
う
。
こ
の
努
力
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
物
の
本
質
で
も
あ
る
。

一
般
的
に
い
え
ば
、
人
間
の
本
質
（
本
来
の
性
質
）
は
、
そ
の
力
で
あ
り
、
そ
の
力
は
徳
で
も
あ
る
。
自
己
保
存
の
努
力
は
、
す
べ
て
こ
れ
ら
の
も
の
を
現
わ
す
。

こ
の
こ
と
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
存
在
論
（
存
在
の
い
み
を
問
う
し
ご
と
）
の
根
本
思
想
か
ら
来
て
い
る
と
い
う
。
け
だ
し
（
思
う
に
）
物
の
本
質
は
、
神
の
様モ

ー
ド
ゥ
ス態
（
状
態
、

あ
り
さ
ま
）
だ
と
い
う
。
神
の
本
質
と
力
と
は
同
一
で
あ
る
か
ら
、
神
の
力
を
あ
る
一
定
の
し
か
た
で
表
現
す
る
（
倫
理
学
第
一
部
　
定
理
三
十
四
）。
法
律
や
権
利
の
思

想
も
、
ま
っ
た
く
お
な
じ
関
係
に
あ
る
。
自
然
的
な
も
の
に
よ
っ
て
存
在
し
、
か
つ
活
動
す
る
力
は
、
神
の
力
そ
の
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
自
然
権
が
い
か
な

る
も
の
か
、
す
ぐ
理
解
で
き
る
（T

r. Pol. II, 3

）。

こ
の
こ
と
か
ら
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
力
と
権
力
、
力
と
徳
は
一
致
す
る
と
考
え
た
。
だ
か
ら
ス
ピ
ノ
ザ
の
自
然
法
（
自
然
を
支
配
す
る
法
則
の
意
で
あ
る
。
が
、
汎
神
論
的

見
地
か
ら
す
れ
ば
、‘
理
性
の
法
’
を
い
み
す
る
）
の
概
念
は
、
な
ん
ら
の
当
為
（
義
務
）
を
も
意
味
し
な
い
と
い
う
。
ひ
と
は
じ
ぶ
ん
の
存
在
を
維
持
し
よ
う
と
努
め
る
。

ひ
と
は
力
を
有
す
る
だ
け
、
そ
れ
だ
け
権
力
を
も
つ
か
ら
、
何
を
な
そ
う
と
自
然
の
じ
ゅ
う
ぶ
ん
な
権
利
を
も
っ
て
試
み
た
り
行
っ
た
り
す
る
。
自
然
法
は
だ
れ
も
が
欲
せ

ず
、
だ
れ
も
が
な
し
え
な
い
こ
と
の
ほ
か
、
何
ご
と
も
禁
じ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
争
い
・
に
く
し
み
・
怒
り
・
苦
痛
な
ど
、
ひ
と
つ
の
衝
動
が
う
な
が
す
何
物
を
も
非
難
し

な
い
。

も
ろ
も
ろ
の
情
念
も
、
人
間
の
自
己
保
存
の
努
力
と
む
す
び
つ
い
て
い
る
か
ぎ
り
、
自
然
権
を
も
っ
て
い
る
。
万
人
は
理
性
に
し
た
が
っ
て
生
活
し
て
い
る
わ
け
で
な
い
。

ひ
と
は
欲
望
に
う
ご
か
さ
れ
て
活
動
し
て
い
る
。
人
間
の
自
然
権
は
、
理
性
と
い
う
よ
り
欲
望
と
力
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
。
人
間
は
全
自
然
の
一
部
分
で
あ
る
。
あ
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病
ん
だ
人
間
と
の
あ
い
だ
に
、
何
ら
の
差
が
な
い
の
と
同
じ
だ
と
い
う
。
あ
ら
ゆ
る
個
体
は
、
自
己
の
有
に
固
執
し
よ
う
と
す
る
。
自
然
の
権
利
と
し
て
そ
の
こ
と
を
な
す
。

宇
宙
的
な
も
の
に
オ
リ
エ
ン
テ
ィ
ー
レ
ン
し
た
自
然
法
の
概
念
は
、
も
と
も
と
一
つ
の
法
律
概
念
で
は
な
い
と
い
う
。

三
木
に
よ
る
と
、
こ
の
よ
う
に
し
て
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
人
間
の
自
然
権
か
ら
出
発
し
、「
自
然
状
態
」
を
規
定
し
た
と
い
う
。

そ
れ
は
人
間
生
活
の
自
然
状
態
（
秩
序
や
権
威
が
存
在
し
な
い
状
態
）
か
ら
出
発
し
て
、
自
然
権
を
規
定
す
る
の
で
は
な
く
て
、
そ
の
逆
の
方
法
を
と
っ
た
。
ス
ピ
ノ
ザ

の
自
然
法
の
取
り
あ
つ
か
い
方
は
、
単
に
経
験
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
か
れ
の
国
家
論
の
特
殊
性
を
ホ
ッ
ブ
ス
と
の
関
係
に
お
い
て
考
え
る
と
き
、
そ
の
手
法
を
忘
れ

て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
。
三
木
は
ス
ピ
ノ
ザ
を
引
き
、
人
間
は
自
然
の
一
部
分
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
。
し
か
し
、
自
然
で
あ
る
と
こ
ろ
の
自
然
の
こ
の
部
分
は
、
力
で
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
、
と
。
人
間
は
詭き

計け
い

（
は
か
り
ご
と
）
や
狡こ
う

智ち

（
悪
が
し
こ
さ
）、
す
な
わ
ち
力
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
動
物
に
ま
さ
っ
て
い
る
。
人
間
は
動
物
よ
り
も
い
っ
そ

う
多
く
の
力
と
権
利
を
も
っ
て
い
る
。
人
間
は
奸
智
に
た
け
て
い
る
か
ら
、
お
互
い
も
っ
と
も
危
険
で
あ
る
。

ス
ピ
ノ
ザ
が
も
っ
と
も
恐
れ
た
の
は
最
大
の
敵
で
あ
っ
た
。
保
護
を
必
要
と
し
た
の
も
そ
の
敵
の
せ
い
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
い
う
敵
と
は
、
人
間
で
あ
る
。
人
間
は
自
然

上
、
お
た
が
い
敵
で
あ
る
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
人
は
い
か
り
、
ね
た
み
、
に
く
し
み
と
い
っ
た
諸
情
念
に
、
自
然
的
に
し
た
が
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
人
間
生
活
の
自
然

状
態
に
お
い
て
、
各
人
は
お
た
が
い
敵
で
あ
る
と
い
う
。

人
間
は
自
然
状
態
に
あ
っ
て
、
ま
っ
た
く
「
自
己
の
権
利
の
も
と
」
に
あ
る
と
い
う
。
各
人
は
他
人
の
侵
害
か
ら
の
保
証
が
あ
る
か
ぎ
り
、
自
己
の
権
利
の
も
と
に
あ
る

に
す
ぎ
な
い
。
個
人
の
自
然
権
は
、
自
然
状
態
に
お
い
て
‘
無
’
に
ひ
と
し
い
と
い
う
。
三
木
は
ヘ
ー
ゲ
ル
を
引
き
、
個
人
の
絶
対
的
な
自
然
権
は
、
ま
っ
た
く
抽
象
的
な

も
の
と
い
う
。
そ
れ
は
他
人
に
よ
っ
て
危

あ
ぶ
な

く
さ
れ
、
現
実
に
お
い
て
ゼ
ロ
だ
と
い
う
。「
自
己
の
権
利
の
も
と
に
」
と
い
う
こ
と
は
、「
他
人
の
権
利
の
も
と
に
」
と
い
う
こ

ら
ゆ
る
個
体
は
、
あ
る
一
定
の
し
か
た
で
存
在
し
、
活
動
す
る
よ
う
決
定
さ
れ
て
い
る
（T

ractatus 

theologico-politicus, X
V

I.

）。
三
木
に
よ
る
と
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
自
然
法
思
想
は
、
宇
宙
的
な
も
の
に
オ
リ
エ
ン

テ
ィ
ー
レ
ン
し
て
い
る
と
い
う
。

自
然
権
は
人
間
が
規
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
逆
に
全
自
然
の
中
で
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
て
、
人
間
に

お
い
て
特
殊
化
さ
れ
る
。
だ
か
ら
ス
ピ
ノ
ザ
は
自
然
権
に
関
し
て
、
人
間
と
魚
と
い
っ
た
他
の
自
然
の
個
体
（
一

個
の
生
物
）
と
の
あ
い
だ
に
、
差
別
を
み
と
め
な
い
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
理
性
を
賦
与
さ
れ
た
人
間
と
、
精
神
を

ホッブス
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三木　清の方法

と
と
同
一
だ
と
い
う
。

人
間
は
お
た
が
い
敵
で
あ
り
、
他
人
を
お
そ
れ
る
理
由
が
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
生
き
る
た
め
に
、
他
人
と
交
わ
っ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
の
本
性
に
と
っ
て
有
用
な
も
の
が

あ
る
。
そ
れ
は
人
間
で
あ
る
。
人
間
に
と
っ
て
最
悪
の
敵
で
あ
る
は
ず
の
人
間
が
、
同
時
に
人
間
に
と
っ
て
も
っ
と
も
必
要
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
人
種
間
に
固
有
な
自
然

権
に
つ
い
て
、
三
木
は
ス
ピ
ノ
ザ
を
引
い
て
い
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
の
は
、
ど
う
い
う
と
き
か
。
そ
れ
は
人
間
が
共
同
の
権
利
を
も
ち
、
住
い
と
耕
地
を
じ
ぶ
ん

の
も
の
と
し
て
要
求
し
、
じ
ぶ
ん
を
守
り
、
い
っ
さ
い
の
暴
力
を
排
除
し
、
全
体
の
意
志
に
し
た
が
っ
て
生
活
す
る
こ
と
が
可
能
な
場
合
で
あ
る
。
ス
コ
ラ
哲
学
者
ら
が
、

人
間
を
社
会
的
動
物
と
呼
ぶ
こ
と
を
欲
す
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
に
反
対
し
な
い
、
と
い
っ
た
の
は
ス
ピ
ノ
ザ
で
あ
る
。

よ
り
多
く
の
人
間
が
共
同
的
に
結
合
し
（
二
人
以
上
い
っ
し
ょ
に
結
び
つ
く
意
）、
全
体
的
権
利
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
と
、
人
間
は
自
然
状
態
に
お
い
て
、
ほ
と
ん
ど

ま
っ
た
く
「
自
己
の
権
利
の
も
と
」
に
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
人
間
の
力
が
存
在
す
る
の
は
、
国
家
や
社
会
の
力
と
し
て
で
あ
る
。

個
人
の
自
然
権
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。

三
木
は
ス
ピ
ノ
ザ
か
ら
引
い
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
っ
た
く
抽
象
的
な
も
の
で
あ
る
。「
共
同
の
権
利
」
と
し
て
だ
け
現
実
的
で
あ
る
と
い
う
。
国
家
を
は
な
れ
て
は
、
人

間
の
権
利
（
人
権
）、
力
、
存
在
と
い
っ
た
も
の
は
、
な
ん
ら
現
実
的
で
な
い
。
だ
か
ら
人
間
は
本
来
の
性
質
か
ら
い
え
ば
、
社
会
的
動
物
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
オ
ラ
ン

ダ
国
内
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
よ
く
不
和
や
反
乱
が
お
こ
っ
た
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
国
家
そ
の
も
の
を
廃
止
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
た
だ
そ
の
形
態
（
か
た
ち
）
を
変

え
た
だ
け
で
あ
る
。
人
間
は
法
的
共
同
体
を
離
れ
て
は
暮
ら
し
て
ゆ
け
ぬ
と
い
う
。

三
木
は
い
う
。
こ
の
意
味
で
、
人
間
の
存
在
の
社
会
的
規
定
か
ら
、
国
家
の
存
在
は
自
然
的
に
従
っ
て
く
る
と
。
国
家
は
自
然
の
外そ

と

に
立
た
な
い
。
国
家
は
ど
こ
ま
で
も

自
然
的
な
全
体
で
あ
る
。
こ
こ
で
か
れ
は
ホ
ッ
ブ
ス
を
引
い
て
い
う
。

　

―
動
物
に
あ
っ
て
の
一
致
は
、
自
然
の
業わ
ざ

（
行
為
）
で
あ
る
。
人
間
の
あ
い
だ
の
一
致
は
、
人
為
の
業
（
ひ
と
の
し
わ
ざ
）
で
あ
り
、
諸
契
約
の
結
果
で
あ
る
。
三
木

に
よ
る
と
、
ホ
ッ
ブ
ス
は
国
家
を
法
律
的
、
規
範
的
（
規
則
的
）
に
構
成
し
た
と
い
う
。
か
れ
は
自
然
状
態
と
社
会
状
態
と
の
あ
い
だ
に
絶
対
的
な
区
別
を
お
い
た
。

ス
ピ
ノ
ザ
に
と
っ
て
の
国
家
と
は
、
ど
う
い
う
も
の
か
。

か
れ
に
と
っ
て
そ
れ
は
単
な
る
法
律
行
為
の
結
果
成
立
し
た
も
の
で
は
な
く
、
一
つ
の
自
然
的
な
も
の
と
い
う
。
か
れ
は
国
家
を
法
律
的
、
規
範
的
に
組
み
た
て
よ
う
と

し
た
の
で
は
な
い
。
か
れ
が
く
わ
だ
て
た
の
は
、
国
家
が
生
れ
る
お
お
も
と
、
そ
の
自
然
的
基
礎
を
、
人
間
の
共
通
的
本
性
や
状
態
か
ら
み
ち
び
き
出
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
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だ
か
ら
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
い
て
、‘
契
約
’
な
る
語
が
み
い
だ
さ
れ
て
も
、
ホ
ッ
ブ
ス
に
お
け
る
中
心
的
位
置
に
立
つ
も
の
で
は
な
く
、
副
次
的
意
味
と
し
て
捉
え
る
必
要
が

あ
る
と
い
う
。

個
人
の
自
然
権
を
正
し
く
考
え
た
ば
あ
い
、
そ
れ
は
国
家
生
活
に
お
い
て
な
く
な
ら
な
い
、
と
い
っ
た
ス
ピ
ノ
ザ
の
思
想
は
、
ホ
ッ
ブ
ス
流
の
国
家
契
約
説
（
国
家
は
自

由
な
個
人
の
自
発
的
な
合
意
に
も
と
づ
く
契
約
に
よ
っ
て
成
立
す
る
と
い
っ
た
考
え
）
と
一
致
し
な
い
と
い
う
。
政
治
学
に
お
い
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
と
ホ
ッ
ブ
ス
の
あ
い
だ
に

見
解
の
相
違
が
あ
っ
た
。
ス
ピ
ノ
ザ
に
よ
る
と
、
国
家
が
成
立
す
る
の
は
、
力
が
社
会
的
に
結
合
し
た
と
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
個
人
が
契
約
行
為
に
よ
っ
て
、

じ
ぶ
ん
の
自
然
権
を
す
っ
か
り
国
家
に
譲
渡
す
る
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
。

個
人
は
「
自
己
の
権
利
の
も
と
」
に
あ
る
と
共
に
、「
他
人
の
権
利
の
も
と
」
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
自
然
権
は
必
然
的
に
国
家
に
移
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
三
木
は
ヘ
ー

ゲ
ル
の
こ
と
ば
を
借
り
て
、
そ
れ
を
‘
国ユ

ー
バ
ー
ゲ
ー
エ
ン

家
へ
の
移
行
’
と
よ
ん
で
い
る
。
国
家
は
単
な
る
機
械
的
産
物
で
な
く
、
む
し
ろ
弁
証
法
的
結
果
だ
と
い
う
。
国
家
は
人じ
ん

為い

（
人

間
の
し
わ
ざ
）
で
な
く
、
自
然
だ
と
い
う
。
そ
れ
は
一
つ
の
自

レ
ス
・
ナ
ト
ゥ
ー
ラ
リ
ス

然
物
（
人
工
の
加
わ
ら
な
い
、
あ
り
の
ま
ま
の
形
態
的
事
物
）
だ
と
い
う
。
個
人
の
自
然
権
は
、
国
家

に
よ
っ
て
単
純
に
否
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
弁
証
法
的
に
否
定
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
肯
定
さ
れ
る
。

こ
こ
ま
で
が
三
木
論
文
の
第
二
部
に
あ
た
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

つ
い
で
三
木
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
国
家
の
性
質
（
も
と
も
と
持
っ
て
い
る
性
格
）
に
つ
い
て
分
け
入
っ
て
い
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
の
国
家
論
に
み
る

―
国
家
と
個
人
と
の
関
係

―
国
家
の
性
格
と
機
能

―
国
家
で
く
ら
す
こ
と
の
目
的

―
国
家
の
力

―
国
家
論
の
矛
盾
点

―
国
際
連
盟
の
思
想
な
ど
。

三
木
は
ス
ピ
ノ
ザ
を
引
き
、
国
家
と
個
人
と
の
関
係
は
、
根
本
的
に
力
の
関
係
で
あ
る
と
い
う
。
力
と
権
力
は
一
致
す
る
ゆ
え
に
、
こ
の
関
係
は
権
利
の
関
係
で
も
あ
る
。

二
人
の
合
わ
さ
っ
た
力
は
、
各
人
の
力
よ
り
も
大
き
い
。
結
合
さ
れ
た
多
数
人
の
力
は
、
大
勢
の
各
人
の
力
よ
り
も
大
き
い
。
個
人
に
対
す
る
国
家
の
権
利
は
、
個
々
別
々

の
多
数
人
に
対
し
て
結
合
さ
れ
た
多
数
人
の
力
と
同
じ
も
の
で
あ
る
。

人
間
が
共
同
の
権
利
を
も
ち
、
す
べ
て
の
者
が
一
つ
の
精
神
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
と
き
、
ひ
と
は
じ
ぶ
ん
に
認
め
ら
れ
た
権
利
以
外
、
自
然
に
た
い
し
て
も
っ
て
い
な
い
。

ひ
と
は
一
般
の
意
志
に
よ
っ
て
命
じ
ら
れ
た
も
の
を
遂
行
せ
ざ
る
を
え
ず
、
法
に
よ
っ
て
そ
の
よ
う
に
強
制
さ
れ
る
。
国
家
は
大
勢
の
人
が
結
合
し
た
結
果
の
力
で
あ
る
。

個
人
の
主
人
は
じ
ぶ
ん
で
は
な
く
、
国
家
で
あ
る
。
だ
か
ら
個
人
は
、
国
家
に
た
い
し
て
「
他
の
権
利
の
も
と
に
」
あ
る
。

そ
う
で
あ
る
な
ら
、
個
人
は
国
家
に
お
い
て
「
自
己
の
権
利
の
も
と
」
に
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
他
の
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
個
人
は
人
間
関
係
に
お
い
て
、
自
己
の
権
利
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三木　清の方法

の
も
と
に
あ
る
。
か
れ
は
自
然
状
態
に
お
け
る
よ
う
に
、
他
人
か
ら
の
無
制
限
の
侵
害
の
危
険
に
身
を
さ
ら
さ
れ
て
い
な
い
。
自
然
人
（
未
開
人
、
自
然
の
ま
ま
の
人
間
）

を
支
配
し
て
い
る
恐
怖
の
情
念
（
恐
怖
心
）
は
、
秩
序
の
あ
る
国
家
で
は
そ
れ
が
な
い
。

国
家
は
市
民
に
そ
の
安
全
を
保
証
し
て
い
る
。
個
人
は
も
は
や
じ
ぶ
ん
の
力
に
ま
か
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
国
家
の
強
大
な
力
に
よ
っ
て
守
ら
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
か

れ
は
自
然
状
態
に
あ
る
も
っ
と
も
強
力
な
人
間
よ
り
も
ず
っ
と
強
力
で
あ
る
。
国
民
は
国
家
と
の
関
係
に
お
い
て
、「
他
の
権
利
の
も
と
に
」
あ
る
。
か
れ
の
権
利
は
、
自

然
状
態
に
あ
る
と
き
の
よ
う
に
無
制
限
で
は
な
い
。
そ
の
権
利
の
範
囲
は
、
共
同
の
権
利
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
。

国
家
に
お
い
て
は
、
国
家
全
体
の
共
同
の
権
利
に
よ
っ
て
、
何
が
善
で
あ
り
、
何
が
悪
で
あ
る
か
定
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
罪

ペ
ッ
カ
ト
ゥ
ム過

（
つ
み
、
と
が
）
や
不
イ
ン
ユ
ー
リ
ア正

（
よ
こ

し
ま
）
が
考
え
ら
れ
る
（
判
断
さ
れ
る
）。
そ
れ
は
自
然
状
態
に
あ
っ
て
は
存
在
し
な
い
。
そ
れ
は
自
然
法
の
範
囲
に
な
い
も
の
で
あ
る
。
市ユ

ー
ス
・
キ
ウ
ィ
レ

民
法
の
範
囲
に
属
し
、
い

わ
ゆ
る
法
律
に
対
す
る
違
反
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
三
木
は
い
う
。
も
し
国
家
に
行
動
の
自
由
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
個
人
の
権
利
は
な
い
に
ひ
と
し
い
。
国
家
は
最
高
の
権
力
と
し
て
ど
ん
な
法
則
に

も
し
ば
ら
れ
ず
、
意
を
ほ
し
い
ま
ま
に
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
し
ひ
と
が
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
す
れ
ば
、
ス
ピ
ノ
ザ
に
よ
る
と
、
国
家
を
‘
自
然
物
’
と
し
て
考

え
ず
、
空
想
的
怪
物
と
し
て
考
え
て
い
る
に
ほ
か
な
ら
ぬ
と
い
う
（T

r. Pol. IV
, 4

）。
国
家
は
そ
れ
自
身
ひ
と
つ
の
自
然
物
と
し
て
、
自
然
の
法
則
を
は
な
れ
て
存
在
す

る
こ
と
が
で
き
ぬ
と
い
う
。

と
こ
ろ
で
あ
る
人
が
、
じ
ぶ
ん
の
権
利
に
も
と
に
あ
る
或
る
も
の
を
、
じ
ぶ
ん
の
好
き
な
よ
う
に
処
理
で
き
る
と
い
っ
た
と
き
、
こ
の
権
力
は
単
に
働
き
か
け
る
か
れ
の

力
ば
か
り
か
、
そ
の
働
き
を
う
け
る
そ
の
物
自
体
の
性
質
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
ひ
と
が
あ
る
机
に
た
い
し
て
好
き
な
よ
う
に
で
き
る
権
利
を
も
っ
て
い
て

も
、
そ
の
机
を
し
て
草
を
食
う
よ
う
に
す
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。

お
な
じ
よ
う
に
、
国
家
は
そ
の
国
民
に
た
い
し
て
絶
大
な
権
力
を
も
っ
て
い
る
に
せ
よ
、
か
れ
ら
に
そ
の
本
性
（
う
ま
れ
つ
き
の
性
質
。
本
来
の
性
質
）
に
反
す
る
こ
と

を
や
ら
せ
た
り
、
我
慢
さ
せ
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
国
家
と
い
え
ど
も
、
国
民
の
本
性
を
う
し
な
わ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
本
性
に
反
し
て
、
国
家
が
そ
の

権
力
を
行
使
し
た
ば
あ
い
、
国
家
の
存
在
そ
の
も
の
が
危
く
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
、
と
。

だ
か
ら
国
家
に
お
い
て
は
、
個
人
の
権
利
と
共
同
の
権
利
と
を
調
和
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
。

個
人
の
自
然
権
は
、
国
家
の
う
ち
に
お
い
て
無
く
な
ら
な
い
か
ら
、
こ
の
こ
と
は
国
家
の
存
続
の
た
め
に
必
要
だ
と
い
う
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
個
人
は
臣

ス
ブ
デ
ィ
ト
ゥ
ス
民
と
い

わ
れ
ず
、
た
だ
の
ドセ

ル
ウ
ス

レ
イ
に
す
ぎ
な
い
。
ド
レ
イ
と
は
な
に
か
。
ド
レ
イ
は
じ
ぶ
ん
の
利
益
だ
け
を
眼
中
に
お
い
て
い
る
主
人
の
命
令
に
し
た
が
う
者
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
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し
て
、
臣
民
と
は
一
般
人
が
最
高
の
命
令
に
よ
っ
て
、
ま
た
じ
ぶ
ん
自
身
に
と
っ
て
、
有
用
な
こ
と
を
な
す
者
で
あ
る
。

三
木
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
こ
と
ば
を
引
い
て
言
明
す
る
。
も
し
国
民
の
す
べ
て
が
ド
レ
イ
で
あ
る
と
す
る
と
、
そ
の
よ
う
な
国
は
も
は
や
国
家
と
よ
ば
れ
る
に
値
い
し
な
い
、

と
。
国
家
の
平
和
の
維
持
が
、
国
民
の
無
気
力
に
依
存
し
て
い
る
国
は
、
国
家
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
荒
野
な
の
で
あ
る
。
国
民
は
あ
た
か
も
家
畜
の
よ
う
に
、
た
だ
奉
仕

す
る
こ
と
だ
け
を
学
ぶ
よ
う
に
指
導
を
う
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

国
家
生
活
の
目
的
と
は
な
に
か
。
最
上
の
国
家
と
は
な
に
か
。
国
家
の
究
極
の
目
的
と
は
な
に
か
。

こ
れ
ら
の
点
に
関
し
て
、
三
木
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
言
説
を
引
い
て
い
る
。

国
家
生
活
の
目
的
は
、
生
活
の
平
和
（
お
だ
や
か
な
暮
ら
し
）
と
生
活
上
の
安
全
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。
も
っ
と
も
よ
い
国
家
は
、
ひ
と
が
む
つ
ま
じ
く
暮
ら
し
、
そ

の
権
利
が
侵
害
さ
れ
ず
、
維
持
さ
れ
て
い
る
国
の
こ
と
で
あ
る
。
国
家
の
究
極
目
的
は
、
ひ
と
を
支
配
し
た
り
、
ひ
と
に
恐
怖
を
あ
た
え
た
り
、
権
力
に
従
わ
せ
る
こ
と
で

は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
ひ
と
を
恐
怖
か
ら
解
放
し
、
で
き
る
だ
け
安
全
に
生
活
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

い
い
か
え
る
と
、
生
存
に
た
い
す
る
ひ
と
の
自
然
権
を
そ
こ
な
う
こ
と
な
く
、
最
大
限
維
持
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
理
性
的
な
人
間
を
、
動
物
や
自
働
機
械
に
す
る
こ

と
で
も
な
い
。
ひ
と
の
精
神
や
身
体
を
安
全
に
発
達
さ
せ
、
か
れ
ら
が
自
由
に
理
性
を
使
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
ひ
と
が
に
く
し
み
、
怒
り
、
詭
計
、

敵
対
心
を
も
っ
て
お
互
い
争
う
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
ス
ピ
ノ
ザ
に
よ
る
と
、
国
家
の
目
的
は
、
じ
つ
に
自
由
に
あ
る
と
い
う
。
三
木
は
こ
こ
で
原
文
（
ラ
テ
ン
語
）
を
引
い
て
い
る
。F

フ
ィ
ニ
ス

inis r

レ
イ
プ
ブ
リ
カ
エ

eipublicae r

レe v

ウ
ェ
ラ

era 

l

リ
ベ
ル
タ
ス

ibertas e

エ
ス
ト

st. 

ひ
と
は
自
然
状
態
の
な
か
で
、
自
由
で
あ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
こ
で
は
ひ
と
は
た
え
ず
恐
怖
に
お
び
や
か
さ
れ
、
か
れ
の
自
然
権
は
幻
想
的

で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ひ
と
が
自
由
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
ど
こ
か
。
国
家
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
。
し
か
も
ひ
と
は
理
性
に
し
た
が
い
、
か
れ
自
身
の

権
利
と
共
同
の
権
利
と
を
一
致
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
可
能
な
と
き
だ
け
、
国
家
に
お
い
て
自
由
で
あ
る
。
そ
の
と
き
ひ
と
は
、「
他
の
権
利
の
も
と
に
」
あ
る
と

共
に
「
自
己
の
権
利
の
も
と
に
」
あ
る
。
三
木
に
よ
る
と
、
自
由
と
は s

ス
イ

ui j

ユ
ー
リ
ス

uris

（
自
己
の
権
利
の
も
と
）
と a

ア
リ
エ
ニ

lieni j

ユ
ー
リ
ス

uris

（「
他
の
権
利
の
も
と
」）
と
の
一
致
に
ほ
か
な

ら
ぬ
で
あ
ろ
う
と
い
う
。

国
家
の
力
は
何
に
よ
っ
て
き
ま
る
の
か
。
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そ
れ
を
決
定
す
る
も
の
は
、
国
民
の
性
質
だ
と
す
る
と
、
自
由
な
る
個
人
か
ら
成
る
国
家
の
基
礎
が
も
っ
と
も
強
固
で
あ
る
と
き
、
そ
の
権
利
は
も
っ
と
も
大
き
い
と
い

う
。
こ
こ
で
三
木
は
、
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
エ
ス
ピ
ナ
ス
（
一
八
四
四
～
一
九
二
二
、
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
学
者
。
ボ
ル
ド
ー
、
パ
リ
大
教
授
）
を
引
き
、「
エ
スマ

マピ
ナ
が
そ
の

重
要
な
意
味
を
認
め
た
や
う
に
」
と
い
う
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
国
家
を
も
っ
て
、
そ
れ
自
身
個
体
が
結
合
し
、
自
然
に
お
け
る
他
の
ど
の
個
体
と
も
同
一
の
法
則
に
し
た
が
い
、

そ
の
精
神
は
権
利
の
共
同
も
し
く
は
意
志
の
一
致
で
あ
る
と
こ
ろ
の
一
つ
の
個
体
と
考
え
た
と
い
う
。
理
性
に
基
礎
を
も
ち
、
理
性
に
み
ち
び
か
れ
る
国
家
こ
そ
が
い
ち
ば

ん
力
が
あ
り
、
か
つ
も
っ
と
も
独
立
的
で
あ
る
、
と
ス
ピ
ノ
ザ
は
い
っ
た
と
い
う
（T

r. Pol. V
, 1.

）。

こ
う
い
っ
た
も
の
が
ス
ピ
ノ
ザ
の
思
想
で
あ
っ
た
と
、
三
木
は
い
い
、
さ
ら
に
ス
ピ
ノ
ザ
の
こ
と
ば
を
引
い
て
い
る
。

　

―
理
性
に
み
ち
び
か
れ
る
人
間
は
、
じ
ぶ
ん
自
身
だ
け
に
服
従
す
る
孤
独
に
お
い
て
よ
り
も
、
共
同
の
決
定
に
し
た
が
っ
て
生
活
す
る
と
こ
ろ
の
国
家
に
お
い
て
、
よ

り
多
く
自
由
で
あ
る
（Eth. IV

, 73
）。

三
木
に
よ
る
と
、
ひ
と
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
国
家
論
が
、
こ
の
よ
う
な
思
想
に
お
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
、
奇
異
の
感
に
う
た
れ
る
か
も
知
れ
ぬ
と
い
う
。
あ
る
者
は
、
か
れ
の

国
家
論
に
お
け
る
つ
ぎ
の
よ
う
な
矛
盾
点
を
気
軽
に
指
摘
し
よ
う
と
す
る
と
い
う
。

現
実
主
義
と
理
想
主
義

存
在
と
当
為

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
矛
盾
の
指
摘
が
、
か
れ
の
国
家
論
を
そ
の
形
而
上
学
的
な
い
し
は
存
在
論
的
基
礎
か
ら
は
な
し
て
考
え
、
そ
の
現
実
主
義
が
お
う
お
う
に
し
て
単

な
る
経
験
主
義
、
実
証
主
義
、
功
利
主
義
、
実
用
主
義
に
ひ
と
し
い
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

三
木
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
引
用
し
、「
国
家
は
自
然
的
な
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
。
そ
れ
と
意
味
を
異
に
す
る
に
し
て
も
、
ス
ピ
ノ
ザ
に
と
っ
て
の
国
家
は
、
ど
こ
ま

で
も
‘
自

レ
ス
・
ナ
ト
ゥ
ー
ラ
リ
ス

然
物
’（
人
工
が
加
わ
ら
な
い
、
在
り
の
ま
ま
形
体
的
事
物
）
で
あ
っ
た
。
国
家
は
な
ん
ら
の
当
為
も
理
想
も
あ
ら
わ
し
て
い
な
い
。
自
然
状
態
に
お
け
る

個
人
の
力
（
権
利
）
は
、
絶
対
的
に
肯
定
さ
れ
て
い
る
と
同
時
に
、
絶
対
的
に
否
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
矛
盾
の
た
め
に
、
自
然
状
態
は
必
然
的
に
社
会
状
態
へ
移
行
す
る
。

と
こ
ろ
が
こ
ん
ど
は
国
家
と
個
人
と
が
対
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
対
立
は
個
人
や
国
家
が
理
性
的
（
道
理
に
し
た
が
っ
て
判
断
し
た
り
、
行
動
す
る
）
に
な
る
ま
で
調

和
し
な
い
。
個
人
が
情
念
に
し
た
が
っ
て
生
活
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
ま
た
国
家
が
恐
怖
や
希
望
と
い
っ
た
情
念
に
訴
え
て
支
配
を
つ
づ
け
る
か
ぎ
り
、
こ
の
対
立
は
つ
づ
く
。
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個
人
の
権
利
と
共
同
の
権
利
は
、
理
性
的
で
あ
る
と
き
一
致
す
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
、「
自
己
の
権
利
の
も
と
に
」
と
「
他
の
権
利
の
も
と
に
」
と
の
関
係
を
、
国
家
間
の

関
係
に
適
用
し
た
。
自
然
状
態
に
お
け
る
人
間
が
、
お
互
い
敵
で
あ
る
よ
う
に
、
二
つ
の
国
家
は
自
然
上
敵
で
あ
る
。
国
家
は
自
己
の
た
め
に
計
画
し
、
他
か
ら
の
圧
迫
か

ら
身
を
ま
も
り
う
る
か
ぎ
り
、「
自
己
の
権
利
の
も
と
」
に
あ
る
。
ま
た
他
の
国
の
力
を
お
そ
れ
る
あ
ま
り
、
自
国
の
意
志
の
遂
行
が
さ
ま
た
げ
ら
れ
た
り
、
自
国
の
存
続
、

成
長
の
た
め
に
助
け
が
必
要
と
す
る
か
ぎ
り
、「
他
の
権
利
の
も
と
に
」
あ
る
（T

r. Pol. III, 12.

）。

自
然
状
態
に
お
け
る
人
間
が
、
国
家
を
形
成
す
る
に
い
た
る
よ
う
に
、
国
家
は
国コ

ン
フ
ォ
エ
デ
ィ
ラ
テ
ィ
オ
・
キ
ウ
ィ
タ
ト
ゥ
ム

家
連
合
を
つ
く
る
傾
向
を
も
っ
て
い
る
。
多
く
の
国
が
平
和
条
約
を
む
す
べ
ば
、

他
の
国
を
恐
れ
る
心
配
も
な
く
な
る
。
い
い
か
え
る
と
、
国
家
間
の
戦
争
が
す
く
な
く
な
る
が
、
平
和
の
諸
条
件
を
よ
り
多
く
維
持
す
る
必
要
が
生
じ
る
。
す
な
わ
ち
、
よ

り
す
く
な
く
「
自
己
の
権
利
の
も
と
に
」
あ
る
こ
と
に
な
る
。
三
木
に
よ
る
と
、
こ
こ
に
ス
ピ
ノ
ザ
の
国
際
連
盟
の
思
想
や
カ
ン
ト
の
永
久
平
和
の
思
想
が
、
先
ど
り
さ
れ

て
い
る
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
ま
た
国
際
法
が
、
各
国
の
法
律
よ
り
も
上
位
に
あ
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
る
と
い
う
。

三
木
が
み
る
と
こ
ろ
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
基
礎
ず
け
の
や
り
方
は
、
カ
ン
ト
よ
り
も
多
く
の
点
で
ス
ト
ア
（
学
派
）
に
似
て
い
る
と
い
う
。
汎
神
論
的
基
礎
に
立
っ
た
ス
ト
ア

の
古
典
的
な
自
然
法
（
自
然
を
根
源
と
し
て
成
立
し
た
も
の
）
の
概
念
は
、
西
洋
に
お
け
る
最
大
の
汎
神
論
者
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
い
て
復
活
さ
れ
た
と
み
な
し
う
る
と
い
う
。

ま
た
哲
学
史
家
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
情
念
論
と
ス
ト
ア
の
情
念
論
に
類
似
点
を
み
と
め
た
。
が
、
ス
ト
ア
は
世コ

ス
モ
ポ
リ
テ
ィ
ス
ム
ス

界
市
民
主
義
に
お
わ
っ
た
が
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
立
場

に
接
近
し
て
い
た
と
み
る
べ
き
と
い
う
。

三
木
は
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
マ
イ
ネ
ッ
ケ
（
一
八
六
二
～
一
九
五
四
、
ド
イ
ツ
の
歴
史
学
者
。
シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
、
ベ
ル
リ
ン
大
教
授
を
歴
任
。
国
民

主
義
と
世
界
主
義
の
関
係
、
国
家
の
本
質
、
近
代
的
歴
史
感
覚
の
成
立
を
総
合
的
に
研
究
し
た
）
を
引
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。

何
よ
り
も
ま
ず
国
家
が
生
き
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
し
て
国
家
倫
理

―
そ
れ
を
ひ
と
は
ス
ピ
ノ
ザ
か
ら
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る

―
は
、
個
人
の
機
械
的
な
見
方
と
全
体

的
な
見
方
は
統
一
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
に
、

一
方
で
は
極
端
な
機
械
論

他
方
で
は
無ア
コ
ス
ミ
ス
ム
ス

世
界
論
●＊

 

＊
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
っ
て
有
名
に
な
っ
た
も
の
。
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三木　清の方法

と
い
っ
た
非
難
を
う
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
。

こ
こ
ま
で
が
三
木
論
文
の
第
三
部
で
あ
る
。
こ
の
問
題
を
も
う
す
こ
し
追
求
し
た
の
が
、
つ
ぎ
の
第
四
部
で
あ
る
。

ス
ピ
ノ
ザ
は
国
家
論
を
み
ち
び
き
出
す
と
き
、
理
性
に
よ
ら
ず
‘
情
念
’
に
よ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
大
多
数
の
人
間
は
、
ふ
だ
ん
理
性
に
よ
ら
ず
、
情
念
の
命
ず
る
ま
ゝ

に
生
活
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
か
れ
は
理
性
を
非
現
実
的
な
も
の
と
し
て
し
り
ぞ
け
た
。

三
木
の
み
る
と
こ
ろ
、
情
念
は
国
家
の
自
然
的
基
礎
で
あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
情
念
を
二
重
に
評
価
し
た
と
い
う
。

一
方
で
は
‘
人
間
的
無
力
’

他
方
で
は
‘
自
然
の
共
通
の
力
’‘
自
然
の
必
然
性
と
徳
’

と
し
て
。 

（Eth. III, praef.

）

三
木
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
二
重
性

0

0

0

に
関
し
て
、
デ
ィ
ル
タ
イ
、
コ
ー
ヘ
ン
、
カ
メ
ー
ラ
ー
の
語
を
引
き
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
よ
ん
で
い
る
。

デ
ィ
ル
タ
イ
　
　
両
面
性
（Zw

eiseitigkeit

）

コ
ー
ヘ
ン
　
　
　
両
義
性
（Zw

eidentigkeit

）

カ
メ
ー
ラ
ー
　
　
二
重
の
因
果
（doppelte K

ausalität

）

国
家
の
自
然
的
基
礎
を
な
す
と
考
え
ら
れ
る
人
間
の
情
念
倫
理
に
た
い
し
て
優
越
を
有
す
る
、
と
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
序
曲
で
あ
っ
た
と
い
う
。
三
木
が
み
る
と

こ
ろ
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
「
社
会
」
と
「
国
家
」
の
概
念
を
厳
密
に
区
別
せ
ず
、
ま
し
て
や
「
身
分
」
や
「
階
級
」
と
い
う
も
の
を
配
慮
し
な
か
っ
た
。
か
れ
の
国
家
論
は
、
現

実
主
義
と
理
想
主
義
と
の
混
こ
う
と
み
ら
れ
る
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
か
れ
に
歴
史
的
、
発
展
的
、
段
階
的
な
考
え
方
が
欠
け
て
い
た
か
ら
だ
と
い
う
。
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三
木
は
ス
ピ
ノ
ザ
哲
学
の
機
械
論
的
な
見
方
（
す
べ
て
の
現
象
を
機
械
的
な
法
則
で
説
明
し
よ
う
と
す
る
）
に
ふ
れ
て
い
る
。
一
般
に
か
れ
の
哲
学
は
、
機
械
論
的
で
あ

る
と
い
わ
れ
て
い
る
と
い
う
。
三
木
は
こ
こ
で
ク
ー
ノ
ー
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
（
一
八
二
四
～
一
九
〇
七
、
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
。
イ
エ
ナ
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
教
授
。
カ
ン
ト

哲
学
の
研
究
を
へ
て
カ
ン
ト
に
帰
り
、
新
カ
ン
ト
派
興
隆
に
貢
献
し
た
）
を
引
い
て
、「
ス
ピ
ノ
ザ
は
国
家
に
た
い
し
て
、
メ
ハマ

マニ
カ
ー
（
正
し
く
は
メ

M
e

c
h

a
n

i
k

e
r

ヒ
ャ
ー
ニ
カ
ー
）

と
し
て
対
す
る
」
と
論
じ
た
と
い
う
。
ス
ピ
ノ
ザ
に
そ
の
よ
う
な
面
が
あ
る
こ
と
を
じ
ゅ
う
ぶ
ん
認
め
る
必
要
が
あ
る
に
せ
よ
、
問
題
は
そ
れ
だ
け
で
片
づ
け
ら
れ
ぬ
と
い

う
。
も
し
ひ
と
が
多
少
注
意
深
く
あ
れ
ば
、
ス
ピ
ノ
ザ
思
想
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
、
全
体
性
の
思
想
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
は
ず
だ
と
い
う
。

三
木
に
よ
る
と
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
『
短
論
文
』（『
神
・
人
間
お
よ
び
人
間
の
幸
福
に
関
す
る
短
論
文
』
一
六
五
〇
？
～
一
六
六
〇
年
）
を
特
色
づ
け
て
い
る
も
の
は
、
全
体

的
な
見
方
で
あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
同
書
に
お
い
て
‘
実
体
’（
不
変
の
本
質
的
存
在
）
を
‘
全
体
’
と
し
て
規
定
し
た
。
三
木
は
こ
の
実
体
の
こ
と
を
概
念
的
抽
象
と
し
て

の
‘
一
般
的
存
在
’

―
能
産
的
自
然
（
宇
宙
に
存
在
す
る
す
べ
て
の
も
の
を
生
み
だ
す
源
泉
）
と
し
て
と
ら
え
ず
、‘
所ナ
ト
ゥ
ラ
・
ナ
ト
ゥ
ラ
ー
タ

産
的
自
然
’（
万
物
が
生
み
だ
さ
れ
た
結
果
と
し

て
の
総
体
）
と
し
て
考
え
て
い
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
け
る
、
恐
怖
、
希
望
、
し
っ
と
な
ど
は
、
か
れ
に
し
た
が
え
ば
、‘
受

パ
ッ
シ
ョ
ネ
ス動
’
的
な
情
念
で
あ
っ
た
。
人
間
が
こ
の
よ

う
な
性
質
を
そ
な
え
て
い
る
の
は
、
か
れ
が
自
然
の
一
部
で
あ
り
、
自
然
と
の
連
関
（
物
の
因
果
的
連
鎖
）
の
う
ち
に
差
し
こ
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

人
間
は
有
限
な
る
も
の

―
ま
た
は
‘
個
物
’‘
個
イ
ン
デ
ィ
ウ
ィ
デ
ュ
ム
体
’
と
し
て
、
因
果
的
連
鎖
の
う
ち
に
立
っ
て
い
る
と
い
う
。
三
木
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
『
倫
理
学
第
二
部
　
定
理

四
十
五
』
を
引
い
て
、
現
実
的
に
存
在
す
る
個
物
の
観
念
は

―
神
の
永
遠
か
つ
無
限
の
本
質
を
必
然
に
ふ
く
む
と
い
っ
た
命
題
に
ふ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
個
物
に
賦

与
さ
れ
て
い
る
存
在
の
本
性
、
個
物
の
存
在
そ
の
も
の
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
二
重
の
意
味
に
お
け
る
存
在
は
、

一
方
で
は
永
遠
か
つ
無
限
な
る
神
の
う
ち
に
お
け
る
存
在
、
他
方
で
は
有
限
か
つ
時
間
的
な
る
現
実
に
相
応
し
て
、
い
は
ゆ
る
二
重
の
因
果

―
無
限
な
る
因
果
と
有
限
な
る
因

果

と
に
区
別
さ
れ
る
。

三
木
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
神
に
つ
い
て
語
り
、
そ
れ
は A

n sich

（
そ
れ
自
体
）
に
と
ど
ま
ら
ず
、Für sich

（
そ
れ
だ
け
で
、
一
人
で
）
に
転
化
（
変
化
）
し
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
と
い
う
。‘
即
自
’（
そ
れ
自
体
）
の
イ
デ
ー
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
あ
っ
て
は
、
自
己
の
他
者
と
し
て
の
「
自
然
」
と
な
る
と
い
う
。

三
木
は
つ
い
で
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
存
在
論

―
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
ま
た
は
ス
コ
ラ
的
存
在
論
、
身
体
と
精
神
と
の
関
係
に
ふ
れ
た
の
ち
、‘
む
す
び
’
へ
と
む
か
う
。
三



102（17）

三木　清の方法

木
に
よ
る
と
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
国
家
論
は
、
単
な
る
機
械
論
に
と
ど
ま
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
‘
序
曲
’
と
み
ら
れ
る
面
が
あ
っ
た
。
両
者
の
ち
が
い
は
、
程
度

上
の
も
の
で
な
く
、
そ
こ
に
質
的
な
転
化
（
他
の
状
態
、
も
の
に
変
化
す
る
こ
と
）
が
存
在
し
た
と
い
う
。
ス
ピ
ノ
ザ
の
国
家
論
は
、
個
人
か
ら
出
発
す
る
か
ぎ
り
、
す
な

わ
ち
有
限
な
る
因
果
の
方
面
か
ら
出
立
す
る
か
ぎ
り
、
神
に
た
い
す
る
個
体
の
世
界
の
相
対
的
独
立
性
を
い
っ
そ
う
は
っ
き
り
と
説
明
し
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
と
い
う
。

そ
の
た
め
に
は
弁
証
法
的
思
惟
が
必
要
で
あ
っ
た
。
が
、
機
械
論
以
上
に
多
く
で
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

ス
ピ
ノ
ザ
の
こ
の
よ
う
な
自
然
法
思
想
は
、
か
っ
て
ス
ト
ア
の
自
然
法
思
想
が
、
そ
の
当
時
の
社
会
に
た
い
し
て
革
命
的
意
義
を
も
っ
て
い
た
よ
う
に
、
か
れ
の
時
代
に

た
い
し
て
同
様
の
意
義
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
も
っ
て
満
足
す
べ
き
で
あ
ろ
う
と
い
う
。
三
木
論
文
は
こ
こ
で
お
わ
っ
て
い
る
。

二　

ス
ピ
ノ
ザ
が
生
き
た
（
低オ

ラ

ン

ダ

地
諸
国
）
時
代

三
木
が
、「
ス
ピ
ノ
ザ
に
於
け
る
人
間
と
国
家
」
と
題
し
た
論
文

に
お
い
て
目
ざ
し
た
も
の
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
『
国
家
論
』
が
も
つ
意

義

―
人
間
と
国
家
と
の
か
か
わ
り
（
関
係
）
を
人
性
学
（
人
間

学
）
の
面
か
ら
切
り
ひ
ら
き
、
考
察
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
人
間
に

本
有
の
「
諸
感
情
」
は
、
人
性
学
の
構
成
要
素
の
一
つ
で
も
あ
っ
た
。

三
木
の
こ
の
論
文
を
理
解
す
る
う
え
で
、
ス
ピ
ノ
ザ
が
生
き
た
当

時
の
時
代
背
景

―
オ
ラ
ン
ダ
の
国
内
事
情
を
知
っ
て
お
く
必
要
が

あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
が
生
ま
れ
、
生
き
た
時
代
は
十
七
世
紀
で
あ
り
、

当
時
い
ま
わ
れ
わ
れ
が
‘
オ
ラ
ン
ダ
’
と
よ
ぶ
呼
称
は
な
く
、
正
式

の
国
名
は
「
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
」（
低
地
諸
国

― N
ederland 

ま

た
は N

ederduitschland

）
と
い
っ
た
。
ち
な
み
に
ド
ゥ
ー
フ
ハ
ル

マ
の
『
和
蘭
字
彙
』
は
、N

ederland 

を
「
業
謁
垤
尓
蘭
杜
」
と
訳

し
て
い
る
。
こ
の
漢
語
訳
は
、
ル
ビ
が
な
い
と
と
て
も
読
め
な
い
が

オランダの地図
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「
子
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
」
と
よ
ま
せ
た
も
の
で
あ
る
。
オ
ラ
ン
ダ
が
ベ
ル
ギ
ー
と
合
併
し
て
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
王
国
を
つ
く
っ
た
の
は
十
九
世
紀
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
ス
ピ
ノ

ザ
が
自
著
に
つ
け
た
タ
イ
ト
ル
は
、T

ractatus Politicus 

で
あ
る
。
こ
れ
を
わ
が
国
で
は
「
国
家
論
」
の
ほ
か
、「
政
治
論
」
と
か
「
政
治
的
論
文
」
と
訳
し
て
い
る
（
畠

中
）。
が
、
こ
の
ラ
テ
ン
語
の
原
意
は
‘
国
家
経
営
論
’
に
ち
か
い
。
オ
ラ
ン
ダ
は
、
ロ
ー
マ
時
代

―
フ
ラ
ン
ク
時
代

―
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
公
家
の
時
代

―
ハ
プ
ス
ブ

ル
ク
家
時
代

―
ス
ペ
イ
ン
領
時
代
と
い
っ
た
風
に
、
多
難
な
対
外
関
係
の
な
か
で
、
と
き
の
強
者
に
服
属
し
、
支
配
を
う
け
な
が
ら
生
き
ぬ
い
て
き
た
。

ス
ピ
ノ
ザ
の
時
代
（

1632
～
77
）、
一
般
の
オ
ラ
ン
ダ
人
は
‘
国
家
’
と
い
う
一
般
的
な
概
念
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
の
、
各
都
市
、
各
州
は
、

少
数
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
や
貴
族
ら
が
支
配
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
国
家
が
生
ま
れ
た
の
は
、
十
六
世
紀
以
降
の
こ
と
で
あ
る
（
中
村
哲
）。
十
六
世

紀
中
葉
、
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
の
北
部
七
州
（
民
主
主
義
的
共
和
制
）
は
、
ス
ペ
イ
ン
の
カ
ル
ロ
ス
一
世
（
一
五
一
九
～
五
六
在
位
）
の
圧
制
に
抗
し
て
、
ス
ペ
イ
ン
か
ら
の

独
立
を
宣
言
し
（
一
五
八
二
年
）、
オ
ラ
ニ
エ
ン
侯
家
の
者
を
代
々
の
総
督
と
し
た
。
宗
教
的
に
は
、
北
部
は
新
教
徒
、
南
部
は
旧
教
徒
が
多
い
。

ス
ピ
ノ
ザ
の
最
晩
年
、
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
の
連
邦
議
会
を
構
成
し
た
支
配
政
党
は
、
つ
ぎ
の
二
つ
で
あ
っ
た
。

政
党

���　　　 　
民
主
的
な 

君
政
党
（
オ
ラ
ニ
エ
ン
党
）

―
世
襲
の
総
督
オ
ラ
ニ
エ
ン
侯
の
君
主
的
専
権
の
た
め
の
王
制
を
め
ざ
し
た
。
こ
れ
に
帰
属
す
る
者
は
、
旧
貴
族
・
僧
侶
・
農

民
・
一
般
大
衆
で
あ
る
。

　
　
　
貴
族
的
な 

共
和
党

―
家
が
ら
の
よ
い
資
本
家
・
大
商
人
・
中
産
階
級
の
代
表
か
ら
な
る
政
党
。
各
州
の
伝
統
的
独
立
主
義
を
か
か
げ
て
い
た
。

 

注
・
篁た
か

　
実
み
の
る

著
『
ス
ピ
ノ
ザ
』
弘
文
書
房
、
昭
和
11
・
２
を
参
照
。

共
和
党
時
代
の
国
政
の
指
導
者
は
、
ヤ
ン
・
デ
・
ウ
ィ
ッ
ト
（

1625
～
72
）
で
あ
っ
た
。
愛
国
主
義
者
、
共
和
主
義
者
の
か
れ
は
、
ド
ル
ト
レ
ヒ
ト
の
名
門
の
出
で
あ
り
、

一
六
五
三
年
二
十
八
歳
で
国
務
長
官
と
な
り
、
以
後
二
十
年
ち
か
く
そ
の
地
位
に
あ
っ
た
。
こ
の
間
二
度
の
オ
ラ
ン
ダ
・
イ
ギ
リ
ス
戦
争
を
指
導
し
た
。
一
六
六
八
年
フ
ラ

ン
ス
の
ル
イ
十
四
世
は
、
ス
ペ
イ
ン
領
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト H

et Spaansch N
ederland 

―
す
な
わ
ち
フ
ラ
ン
ド
ル
（
い
ま
の
フ
ラ
ン
ス
北
西
端
か
ら
ベ
ル
ギ
ー
西
部
に

か
け
て
の
地
方
。
羊
毛
工
業
地
域
）
へ
の
侵
入
を
く
わ
だ
て
た
た
め
、
デ
・
ウ
ィ
ッ
テ
は
イ
ギ
リ
ス
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
の
間
で
三
国
同
盟
を
む
す
び
フ

ラ
ン
ス
に
対
抗
し
た
（
一
六
六
八
・
一
・
一
三
）。
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フ
ラ
ン
ド
ル
侵
入
に
失
敗
し
た
ル
イ
十
四
世
は
、
一
六
七
〇
年
イ
ギ
リ
ス
王
チ
ャ
ー
ル
ズ
二
世
と
密
約
を
む
す
び
、
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
の
分
割
を
策
し
た
。
一
六
七
二
年

フ
ラ
ン
ス
と
イ
ギ
リ
ス
は
、
共
同
戦
線
に
よ
り
、
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
に
侵
入
し
て
こ
れ
を
脅
か
し
た
の
で
、
国
民
は
堤
防
を
破
壊
し
、
水
門
を
あ
け
て
抵
抗
し
た
。
こ
の
と

き
全
国
土
が
水
び
た
し
に
な
っ
た
（T

. C
. G

rattan: T
he H

istory of the N
etherlands, 1914, p. 305

）。
ま
た
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
を
破
滅
の
窮
地
に
お
と
し
い
れ
た
の
は
、

デ
・
ウ
ィ
ッ
テ
兄
弟
の
せ
い
に
さ
れ
た
。
ヤ
ン
は
君
主
党
（
オ
ラ
ニ
エ
党
）
か
ら
国
家
の
謀
反
人
と
み
ら
れ
、
兄
の
コ
ル
ネ
リ
ス
は
オ
ラ
ニ
エ
ン
侯
の
暗
殺
を
も
く
ろ
ん
だ

と
さ
れ
、
二
人
と
も
暴
徒
に
よ
っ
て
虐
殺
さ
れ
た
（G

. E
dm

undson: H
istory of H

olland, 1922, p. 256

）。
ス
ピ
ノ
ザ
は
デ
・
ウ
ィ
ッ
テ
と
親
交
が
あ
り
、
そ
の
死
を

知
っ
て
慟
こ
く
し
た
。

ス
ピ
ノ
ザ
の
壮
年
期
の
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
の
政
治
風
土
や
国
際
環
境
は
、
い
ま
の
べ
た
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
か
れ
が
『
国
家
論
』
を
書
こ
う
と
思
い
た
ち
、
そ
れ
に

着
手
し
た
の
は
、
か
れ
の
経
済
的
な
後
援
者
ヤ
ー
ラ
ッ
ハ
・
イ
エ
レ
ス
（
？
～
一
六
八
三
、
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
の
香
料
商
人
）
の
勧
め
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ス
ピ
ノ
ザ

は
最
晩
年
に
ハ
ー
グ
で
く
ら
し
、
パ
ヴ
ィ
リ
ュ
ー
ン
河
岸
の
下
宿
の
屋
根
裏
部
屋
で
、『
国
家
論
』
の
執
筆
に
は
げ
む
の
だ
が
、
し
ご
と
に
取
り
か
か
っ
た
の
は
、
一
六
七

五
年
の
秋
ご
ろ
で
あ
り
、
亡
く
な
る
一
六
七
七
年
二
月
に
い
た
る
ま
で
の
約
一
年
半
、
そ
れ
に
精
励
し
た
が
未
完
に
お
わ
っ
た
。

ス
ピ
ノ
ザ
は
『
国
家
論
』
を
ラ
テ
ン
語
で
か
き
、
死
後
出
版
の
『
ス
ピ
ノ
ザ
遺
稿
集
』（
原
文
は
ラ
テ
ン
語
、
一
六
七
七
年
十
二
月
刊
。B

. d. S. O
PE

R
A

 

PO
SH

U
M

A

）
に
収
め
ら
れ
た
（
二
六
五
～
三
五
四
頁
）。
こ
ん
に
ち
わ
れ
わ
れ
が
こ
う
し
た
古
典
を
日
本
語
で
よ
む
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
小
尾
範
治
や
斎
藤
晌し
ょ
う、

畠
中

尚な
お

志し

と
い
っ
た
先
学
の
訳
業
の
お
か
げ
で
あ
る
。

い
ま
畠
中
訳
『
ス
ピ
ノ
ザ
　
国
家
論
』（
岩
波
文
庫
、
平
成
25
・
１
）
の
目
次
を
の
ぞ
い
て
み
る
と
、
本
書
は
第
一
章
か
ら
第
十
一
章
ま
で
あ
る
。
原
文
に
は
「
章
」
と

そ
の
内
容
を
あ
ら
わ
す
く
わ
し
い
「
索
引
」
が
つ
い
て
い
る
が
、
ど
う
い
う
わ
け
か
畠
中
訳
で
は
、
訳
者
が
便
宜
的
に
付
し
た
「
見
出
し
」
が
、
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
お
そ

ら
く
、
読
者
の
こ
と
を
考
え
て
、
原
意
を
改
変

0

0

0

0

0

し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

第
一
章（
七
節
）…
…
…
原
文
に
は＊ C

A
P. I.   Introduction.

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

第
一
章
　
序
説 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
畠
中
訳
で
は
）
序
論

第
二
章（
二
四
節
）…
…
　
　
　
　 C

A
P. II.  D

e iure naturali. 

　
　
　
　
　
　
　
　 

第
二
章
　
自
然
権
に
つ
い
て 

　
　
　
　
　
　 

　
　
　
　
　
　
自
然
権
に
つ
い
て

第
三
章（
一
八
節
）…
…
　
　
　
　 C

A
P. III. D

e iure sum
m

arum
 potestatum

. 

　
　 

第
三
章
　
最
高
権
力
の
法
に
つ
い
て 

　
　
　 

　
　
　
　
　
　
国
家
の
権
利
に
つ
い
て

第
四
章（
六
節
）…
…
…
　
　
　
　 C

A
P. IV

. D
e negotiis pubticus. 

　
　
　
　
　
　
　 

第
四
章
　
国
家
の
つ
と
め
に
つ
い
て 

　
　
　 

　
　
　
　
　
　
最
高
権
力
の
所
管
事
項
に
つ
い
て
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第
五
章（
七
節
）…
…
…
　
　
　
　 C

A
P. V

.  D
e optim

o im
perii statu. 

　
　
　
　
　 

第
五
章
　
国
家
の
最
適
条
件
に
つ
い
て 

　
　 

　
　
　
　
　
　
国
家
の
目
的
に
つ
い
て

 

＊ C
A

P. 

は
ラ
テ
ン
語
で capitulum

（「
章
」）
を
意
味
す
る
。

第
六
章
か
ら
第
十
一
章
ま
で
は
、
君
主
国
家
・
貴
族
国
家
・
民
主
国
家
に
つ
い
て
で
あ
る
。
三
木
論
文
と
の
か
か
わ
り
で
重
要
と
思
わ
れ
る
の
は
第
一
章
か
ら
第
五
章
あ

た
り
ま
で
で
あ
る
。

ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
人
（
オ
ラ
ン
ダ
人
）
は
、
主
権
と
独
立
制
を
も
っ
た
州
の
住
民

0

0

0

0

で
あ
っ
た
か
ら
、
国
家
の
民
と
い
っ
た
観
念
（
概
念
）
を
も
つ
こ
と
が
な
く
、
持
っ
た

と
し
て
も
希
は
く
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
ん
に
ち
国
や
国
家
に
相
当
す
る
オ
ラ
ン
ダ
語
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

S

ス
タ
ー
ト

taat 

…
…
… 

国
家
　
国
　
州

N

ナ
シ
ー

atie 

…
…
… 

国
家
　
国
民
　
民
族

R

レ
イ
ク

ijk

…
…
…
…
国
家
　
王
国
　
領
土
　
君
主

こ
れ
ら
の
語
が
生
ま
れ
た
の
は
後
世

―
十
八
世
紀
ご
ろ
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
ち
な
み
に
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ハ
ル
マ
の
『
蘭
仏
辞
典
』（W

oordenboek, D
en 

N
ederduitsche en F

ransch T
aalen door François H

alm
a, 

ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
と
ウ
ト
レ
ヒ
ト
で
一
七
二
九
年
に
刊
行
）
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
見
出
し
語
が
か
か
げ

て
あ
る
。

Staat. z. m
. land, koninqrÿk,

�
い
み
�　
国
家
　
国
　
帝
国

rÿk. z. g. koningkrÿk rÿksgebied.
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　H

et R
oom

sche rÿk.
�
い
み
�　
国
家
　
国
　
帝
国
　
王
の
国
土

ロ
ー
マ
帝
国

ま
た
こ
の
辞
典
の
翌
年
に
刊
行
さ
れ
た
ピ
ィ
ー
タ
ー
・
マ
リ
ン
の
『
蘭
仏
・
仏
欄
大
辞
典
』〔
第
二
版
〕（G

root N
ederduitsch en F

ransche W
O

O
R

D
E

N
B

O
E

K
, 

G
rand D

IC
T

IO
N

N
 A

IR
E

 H
ollandoits &

 F
rançois, 

ウ
ト
レ
ヒ
ト
と
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
で
一
七
三
〇
年
に
刊
行
）
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
見
出
し
語
が
か
か
げ
て
あ
る
。

�
い
み
�　
国
家
　
統
治
　
帝
国

�
い
み
�　
国
家
　
国
　
王
国

い
ま
ス
ピ
ノ
ザ
の
『
国
家
論
』
の
第
一
章
か
ら
第
五
章
ま
で
の
叙
述
の
骨
子
（
要
点
）
を
か
い
つ
ま
ん
で
記
す
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
の
『
国
家
論
』
は
、

あ
る
日
突
然
に
筆
を
お
こ
し
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
き
ざ
し
は
、
部
分
的
に
『
倫エ

チ

カ
理
学
』（
一
六
六
二
～
六
五
年
）
や
『
神
学
的
・
政
治
学
的
論
文
』（
一
六
七
〇
年
）
に

み
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
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三　

ス
ピ
ノ
ザ
の
『
国
家
論
』
の
構
成
の
概
要

第
一
章

こ
の
章
の
冒
頭
の
文
章
は
、
わ
れ
わ
れ
人
間
が
悩
ま
さ
れ
る
諸
感
情
に
つ
い
て
の
哲
学
者
の
考
え
を
の
べ
た
も
の
で
あ
る
。
人
が
諸
感
情
に
悩
む
の
は
、
罪
を
犯
し
た
か

も
知
れ
ぬ
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
哲
学
者
ら
は
、
自
責
の
念
に
か
ら
れ
た
人
間
を
こ
ば
か
に
す
る
と
い
う
。

ス
ピ
ノ
ザ
が
国
家
学
に
つ
い
て
思
考
を
こ
ら
そ
う
と
し
た
と
き
、
か
れ
は
何
か
新
鮮
味
が
あ
る
事
柄
、
何
か
未
聞
の
事
柄
を
説
こ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
か
れ
の

念
頭
に
あ
っ
た
の
は
、
実
践
（
じ
っ
さ
い
の
情
況
に
お
い
て
み
ず
か
ら
行
動
す
る
こ
と
）
と
も
っ
と
も
つ
り
あ
う
事
柄
を
、
た
し
か
な
疑
い
の
余
地
の
な
い
理
論
を
用
い
て

証
明
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
国
家
学
を
人
間
の
本
性
の
状
態
か
ら
導
き
だ
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
人
間
の
諸
感
情
（
愛
、
に
く
し
み
、
い
か
り
、
し
っ
と
、
名
誉
心
、
同

情
な
ど
）
は
、
ひ
と
の
本
性
に
属
す
る
諸
性
質
で
も
あ
り
、
一
定
の
原
因
を
も
つ
必
然
的
存
在
で
あ
っ
た
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
そ
の
諸
原
因
を
通
し
て
、
人
間
の
本
性
を
理
解
し

よ
う
と
し
た
（
第
四
節
）。

人
間
の
性せ

い

向こ
う

（
性
質
の
傾
向
）
と
は
な
に
か
。

ひ
と
は
さ
ま
ざ
ま
な
感
情
に
し
た
が
っ
て
い
る
。
そ
の
性
情
（
性
質
と
お
も
い
）
は
、
不
幸
な
る
者
を
あ
わ
れ
み
、
幸
福
な
る
者
を
ね
た
む
よ
う
に
で
き
て
い
る
。
同
情

よ
り
は
復
し
ゅ
う
に
傾
く
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
ひ
と
は
他
の
ひ
と
が
じ
ぶ
ん
の
意
向
に
し
た
が
っ
て
暮
ら
す
こ
と
を
求
め
る
。
じ
ぶ
ん
が
よ
し
と
し
て
認
め
る
も
の
を
人

が
み
と
め
、
ま
た
じ
ぶ
ん
が
排
斥
す
る
も
の
を
人
が
排
斥
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。

宗
教
は
隣
人
愛
、
他
人
の
権
利
の
保
護
を
お
し
え
る
が
、
感
情
に
た
い
し
て
は
大
き
な
効
果
は
な
い
。
理
性
は
感
情
を
制
御
し
た
り
、
調
節
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
が
、

ひ
と
が
理
性
の
お
し
え
、
理
性
の
掟
に
し
た
が
っ
て
生
活
で
き
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
妄
想
（
キ
メ
ラ
）
で
あ
る
。（
第
五
節
）。

安
定
し
た
国
家
と
は
な
に
か
。

政
治
家
の
信
義
（
約
束
、
つ
と
め
を
果
す
心
）
や
正
し
い
政
務
の
遂
行
い
か
ん
に
よ
る
よ
う
な
国
家
は
、
安
定
し
た
も
の
と
は
い
え
な
い
。
国
家
が
永
続
す
る
に
は
、
国

事
（
国
家
に
関
係
あ
る
こ
と
が
ら
）
が
整
え
ら
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
政
治
家
は
理
性
や
感
情
に
み
ち
び
か
れ
る
に
せ
よ
、
か
れ
ら
が
信
義
に
そ
む
い
た
り
、
邪
悪
な
行

動
を
と
れ
ぬ
よ
う
に
国
事
が
整
備
さ
れ
て
い
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
要
は
正
し
い
政
治
が
お
こ
な
わ
れ
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
（
第
六
節
）。

け
っ
き
ょ
く
人
間
と
い
う
も
の
は
、
野
蛮
人
や
文
明
人
た
る
を
問
わ
ず
、
い
た
る
と
こ
ろ
で
お
互
い
結
合
し
、
国
家
状
態
を
つ
く
る
。
国
家
が
起
る
も
と
と
そ
の
自
然
的

な
諸
基
礎
は
、
理
性
の
教
え
の
中
に
求
め
る
べ
き
で
な
い
。
む
し
ろ
人
間
に
共
通
す
る
本
性
も
し
く
は
状
態
か
ら
導
き
だ
す
べ
き
で
あ
る
（
第
七
節
）。
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こ
こ
ま
で
が
第
一
章
で
あ
る
。

第
二
章

も
ろ
も
ろ
の
自
然
物
を
存
在
さ
せ
、
か
つ
活
動
さ
せ
る
力
は
、
神
の
永
遠
な
る
力
そ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
自
然
権
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
容
易
に
わ
か
る
。

な
ぜ
な
ら
神
は
万
物
に
た
い
し
て
権
利
を
も
っ
て
お
り
、
神
の
権
利
は
絶
対
に
自
由
な
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
か
ぎ
り
、
神
の
力
そ
の
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
（
第
三

節
）。自

然
権
（
自
然
法
）
と
は
な
に
か
。

ス
ピ
ノ
ザ
の
解
釈
に
よ
る
と
、
そ
れ
は
万
物
を
生
起
さ
せ
る
（
発
生
さ
せ
る
）、
自
然
の
諸
法
則
も
し
く
は
諸
規
則
で
あ
る
。
い
い
か
え
る
と
、
自
然
の
力
そ
の
も
の
で

あ
る
。
各
人
が
じ
ぶ
ん
の
本
性
の
諸
法
則
に
し
た
が
っ
て
行
動
す
る
こ
と
は
、
す
べ
て
最
高
の
自
然
権
に
し
た
が
っ
て
行
動
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
各
人
は
力
が
お

よ
ぶ
か
ぎ
り
の
権
利
を
、
自
然
に
た
い
し
て
も
っ
て
い
る
（
第
四
節
）。

人
間
は
理
性
よ
り
も
盲カ

エ

カ
目
的
（
分
別
を
欠
い
た
）
欲
ク
ピ
デ
ィ
タ
テ望

に
導
か
れ
る
こ
と
が
多
い
。
だ
か
ら
人
間
の
自
然
力
す
な
わ
ち
自
然
権
は
、
理
性
に
よ
っ
て
で
な
く
、
人
を
行

動
に
駆
り
た
て
、
自
己
保
存
に
努
め
さ
せ
る
衝
動
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
人
間
は
も
っ
ぱ
ら
自
然
の
諸
法
則
、
諸
規
則
に
し
た
が
っ
て
行
動
し
て
い
る
。
つ
ま

り
自
然
権
に
よ
っ
て
の
み
行
動
し
て
い
る
（
第
五
節
）。

人
間
の
精
神
は
、
何
ら
か
の
自
然
的
な
諸
原
因
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
神
が
じ
か
に
作
っ
た
も
の
で
あ
り
、
他
の
諸
物
か
ら
ま
っ
た
く
独
立
し
て
い
る
。
自

分
じ
し
ん
を
決
定
し
、
理
性
を
正
し
く
使
う
絶
対
の
力
を
も
っ
て
い
る
と
考
え
る
者
が
多
い
（
第
六
節
）。

人
間
は
他
の
個
物
（
個
々
に
独
立
し
、
存
在
す
る
も
の
）
と
同
じ
よ
う
に
、
で
き
る
だ
け
自
己
の
存
在
を
維
持
す
る
こ
と
に
努
め
て
い
る
。
人
間
と
他
の
個
物
と
の
あ
い

だ
に
、
何
か
違
い
が
あ
る
と
し
た
ら
、
人
間
が
自
由
意
志
を
も
つ
と
い
っ
た
想
定
か
ら
で
あ
る
（
第
七
節
）。

各
人
が
他
人
の
力
の
も
と
に
あ
る
間
は
、
他
人
の
権
利
の
も
と
に
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
暴
力
を
排
除
し
、
じ
ぶ
ん
に
対
す
る
加
害
を
自
己
の
考
え
に
従
っ
て
復
し
ゅ
う
し
よ

う
と
す
る
と
き
、
自
己
の
権
利
の
も
と
に
あ
る
（
第
九
節
）。

ス
ピ
ノ
ザ
が
い
う
、
つ
ぎ
の
こ
と
ば
の
意
味
・
内
容
と
は
な
に
か
。
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「
自
己
の
力
の
う
ち
に
」
あ
る
こ
と
の
意
と
は
…
…  

相
手
を
し
ば
り
、
武
器
お
よ
び
自
衛
・
逃
亡
手
段
を
う
ば
っ
た
と
き
。
相
手
に
恐
怖
の
念
を
お
こ
さ
せ
た
と
き
を
い
う
。
相

手
に
な
さ
け
を
か
け
、
じ
ぶ
ん
に
な
び
か
せ
、
相
手
の
考
え
に
よ
っ
て
生
き
よ
う
と
し
た
と
き
。
し
か
し
、
相
手
か
ら
恐
怖

の
念
や
希
望
が
う
せ
た
と
き
、
相
手
は
ふ
た
た
び
「
自
己
の
権
利
の
も
と
」
に
立
つ
（
第
一
〇
節
）。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

精
神
が
理
性
を
正
し
く
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
間
を
い
う
。
理
性
に
も
っ
と
も
す
ぐ
れ
、
理
性
に
よ
っ
て
も
っ
と
も
導
か
れ

た
と
き
を
い
う
（
第
一
一
節
）。

人
間
は
諸
感
情
に
と
ら
わ
れ
、
互
い
に
対
立
す
る
。
人
間
は
多
く
を
な
す
に
従
っ
て
、
他
の
動
物
よ
り
も
奸
智
に
た
け
、
人
を
あ
ざ
む
く
よ
う
に
な
り
、
恐
る
べ
き
存
在

と
な
る
。
人
間
は
木
性
上
お
た
が
い
敵
で
あ
る
（
第
一
四
節
）。

自
然
状
態
に
お
い
て
、
各
人
は
じ
ぶ
ん
を
他
の
圧
迫
か
ら
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
間
だ
け
、「
自
己
の
権
利
の
も
と
」
に
あ
る
。
人
間
は
相
互
の
援
助
が
な
い
と
、
生
活
を

さ
さ
え
、
精
神
を
養
成
す
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
き
な
い
。
人
類
に
固
有
な
自
然
権
が
考
え
ら
れ
る
の
は
、
ど
の
よ
う
な
と
き
か
。

そ
れ
は
ひ
と
が
共
同
の
権
利
を
も
ち
、
居
住
し
、
耕
し
う
る
土
地
を
手
に
入
れ
、
じ
ぶ
ん
を
守
り
、
あ
ら
ゆ
る
暴
力
を
排
除
し
、
万
人
が
共
同
の
意
志
に
従
っ
て
生
活
で

き
る
と
き
で
あ
る
（
第
一
五
節
）。

統
治
権
　
民
主
政
治
　
貴
族
政
治
　
君
主
政
治
に
つ
い
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。

統
治
権
と
は
、
群
衆
の
力
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
権
利
を
い
う
。
統
治
権
を
も
つ
者
は
だ
れ
か
。
共
同
の
（
ふ
た
り
以
上
の
者
の
）
意
志
に
も
と
ず
き
、
国
事
の
配
慮
を

な
す
者
。
す
な
わ
ち
法
律
を
制
定
し
た
り
、
そ
れ
を
解
釈
し
、
廃
止
し
た
り
、
都
市
を
守
っ
た
り
、
戦
争
や
平
和
の
決
定
に
心
を
く
だ
く
者
が
に
ぎ
る
。
民
主
政
治
と
は
、

す
べ
て
の
民
衆
か
ら
成
る
会
議
体
に
、
そ
の
配
慮
が
属
す
る
と
き
の
統
治
で
あ
る
。
貴
族
政
治
と
は
、
そ
の
会
議
体
の
若
干
の
代
表
者
か
ら
成
る
と
き
で
あ
る
。
君
主
政
治

と
は
、
国
事
の
配
慮
、
統
治
権
が
ひ
と
り
の
手
中
に
あ
る
と
き
で
あ
る
（
第
一
七
節
）。

自
然
状
態
に
お
い
て
は
、
罪
と
い
う
も
の
が
存
在
し
な
い
。
も
し
だ
れ
か
が
罪
を
犯
す
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
じ
ぶ
ん
に
対
し
て
犯
す
も
の
で
あ
り
、
他
人
に
対
し
て
犯
す

の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
自
然
権
（
自
然
法
）
に
よ
る
と
、
じ
ぶ
ん
が
欲
し
な
い
の
に
、
他
人
の
意
に
従
う
義
務
は
な
く
、
じ
ぶ
ん
の
考
え
で
善
悪
を
認
め
る
以
外
、
そ
れ

ら
を
認
め
る
義
務
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
い
が
い
の
ひ
と
は
理
性
で
は
な
く
欲
望
に
み
ち
び
か
れ
て
い
る
。
が
、
ひ
と
は
自
然
の
秩
序
を
乱
さ
ず
、
か
え
っ
て
必
然
的
に
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そ
れ
に
従
っ
て
い
る
（
第
一
八
節
）。

罪
と
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
る
所
は
ど
こ
か
。
罪
と
は
な
に
か
。
罪
を
犯
す
と
き
は
ど
ん
な
と
き
か
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。

罪
が
考
え
ら
れ
る
唯
一
の
場
所
は
、
国
家
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
共
同
の
権
利
［
法
］
に
よ
っ
て
、
善
と
悪
と
を
決
定
す
る
。
罪
と
は
権
利
と
し
て
な
さ
れ
な
い
こ
と
、
法

律
に
よ
っ
て
禁
じ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
罪
と
は
健
全
な
（
異
常
が
な
い
）
理
性
の
命
令
に
反
し
て
な
さ
れ
る
行
為
で
あ
る
。
理
性
が
わ
れ
わ
れ
に
教
え
る
も
の
は
、

道
義
（
人
の
ふ
み
行
な
う
べ
き
正
し
い
み
ち
）、
お
だ
や
か
な
善
良
な
心
も
ち
で
あ
る
。
そ
れ
が
可
能
な
の
は
、
国
家
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
。
純
心
さ
を
も
っ
て
神
を
愛

す
る
者
は
、
神
に
服
従
し
、
盲
目
的
欲
望
に
み
ち
び
か
れ
る
者
は
、
罪
を
犯
す
の
で
あ
る
（
第
一
九
節
～
第
二
二
節
）。

こ
こ
ま
で
が
第
二
章
で
あ
る
。

国
家
状
態
　
国
家
　
国
事
　
国
民
　
臣
民
　
な
ど
に
つ
い
て
考
察
し
た
の
が
、
第
三
章
で
あ
る
。

国
家
状
態
と
は
、
統
治
の
状
態
の
こ
と
で
あ
る
。
統
治
の
全
体
（integrum

 corpus

）
を
国
家
と
よ
ぶ
。（
注
・
畠
中
訳
で
は integrum

 corpus 

の
句
が
‘
全ぜ
ん

体た
い

軀く

’

と
な
っ
て
い
る
。
軀く

は
‘
か
ら
だ
’
の
意
で
あ
る
）。
国
事
と
は
統
治
権
を
に
ぎ
っ
た
者
の
指
導
に
た
よ
る
共
同
の
政
務
（
政
治
上
の
事
務
）
の
こ
と
で
あ
る
。
国
民
と
は

国
家
の
すキ

ィ
ウ
ィ
タ
リ
ス
コ
モ
デ
ィ
ス

べ
て
の
恩
恵
を
う
け
る
者
の
意
で
あ
る
。
臣
民
と
は
国
家
の
諸
規
定
や
も
ろ
も
ろ
の
法
律
に
従
う
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
た
人
間
の
こ
と
で
あ
る
。

国
家
は
ま
た
最
高
権
力
で
あ
り
、
大
多
数
の
精
神
に
よ
っ
て
導
か
れ
、
決
定
さ
れ
る
自
然
権
そ
の
も
の
で
あ
る
（
第
二
節
）。
臣
民
が
国
家
の
力
や
お
ど
し
を
恐
れ
た
ば

あ
い
、
国
家
状
態
を
愛
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、「
自
己
の
権
利
の
も
と
」
と
い
う
よ
り
「
国
家
の
権
利
の
も
と
」
に
あ
る
（
第
八
節
）。

国
家
状
態
の
目
的
と
は
な
に
か
。
ス
ピ
ノ
ザ
に
よ
る
と
、
そ
れ
は
お
だ
や
か
な
生
活
と
安
全
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
い
ち
ば
ん
よ
い
国
家
と
は
、
ど
う
い
う
も
の

を
い
う
の
か
。
そ
れ
は
法
が
ま
も
ら
れ
、
維
持
さ
れ
る
国
を
い
う
。
反
乱
や
戦
争
が
お
こ
っ
た
り
、
法
律
を
な
い
が
し
ろ
に
し
た
り
、
そ
れ
を
犯
し
た
り
す
る
の
は
、
臣
民

の
悪
性
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
て
、
正
し
く
な
い
統
治
状
態
の
せ
い
で
あ
る
（
第
五
章
　
第
二
節
）。

こ
こ
ま
で
が
第
五
章
で
あ
る
。

何
び
と
も
孤
立
し
て
は
、
じ
ぶ
ん
を
守
る
力
、
生
活
上
必
要
な
も
の
を
得
る
こ
と
が
で
き
ぬ
か
ら
、
だ
れ
も
が
孤
立
に
た
い
す
る
恐
怖
心
を
も
つ
。
だ
か
ら
ひ
と
は
本
性

上
国
家
状
態
を
も
と
め
、
そ
れ
を
解
消
す
る
こ
と
は
な
い
（
第
六
章
　
第
一
節
）。
経
験
上
、
い
っ
さ
い
の
権
力
を
一
人
の
人
間
に
ゆ
だ
ね
る
の
が
、
平
和
裡
に
な
か
よ
く
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く
ら
す
の
に
有
益
で
あ
る
よ
う
だ
。
国
民
国
家
す
な
わ
ち
民
主
国
家
ほ
ど
、
長
続
き
し
な
か
っ
た
も
の
は
な
い
。
民
主
国
家
は
反
乱
も
多
か
っ
た
。
し
か
し
、
も
し
隷
属
・

野
蛮
・
広
野
を
平
和
と
よ
ぶ
と
す
れ
ば
、
人
間
に
と
っ
て
平
和
ほ
ど
み
じ
め
な
も
の
は
な
い
（
第
四
節
）。

統
治
権
を
に
ぎ
る
者
の
任
務
（
つ
と
め
）
は
、
つ
ね
に
国
家
の
状
態
と
事
情
を
知
る
こ
と
で
あ
る
。
万
人
の
福
利
（
幸
福
と
利
益
）
に
目
ざ
め
、
大
多
数
の
臣
民
の
た
め

に
な
る
こ
と
を
実
行
す
る
こ
と
で
あ
る
（
第
七
章
　
第
二
節
）。

む
す
び

戦
前
の
旧
制
高
校
生
や
大
学
生
の
な
か
に
は
三
木
フ
ァ
ン
が
い
て
、
か
れ
の
こ
と
を
〝
三ミ

木キ

　
清セ
イ

〟
と
よ
ん
で
い
た
ら
し
い
（
生
田
　
勉
「
思
い
出
」）。
ま
た
そ
の
風
貌

は
写
真
な
ど
に
よ
っ
て
か
な
り
世
間
に
知
ら
れ
て
い
た
よ
う
だ
。
三
木
の
弟
・
繁

し
げ
る
（
旧
制
姫
路
高
校
か
ら
京
大
哲
学
科
卒
）
は
、
何
か
の
用
で
東
大
へ
い
っ
た
と
き
、
清
と

み
ま
ち
が
え
ら
れ
、
イ
チ
ョ
ウ
の
並
木
道
で
学
生
か
ら
お
じ
ぎ
を
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
、
と
筆
者
は
本
人
か
ら
聞
い
た
。
三
木
の
著
作
に
は
、
あ
る
は
っ
き
り
と
し
た
ス

タ
イ
ル
が
あ
っ
て
、
そ
れ
は
な
か
な
か
魅
力
的
で
あ
る
、
と
後
年
の
東
大
教
授
・
生
田
　
勉
は
、「
思
い
出
」
の
な
か
で
書
い
て
い
る
。

書
き
手
の
考
え
（
思
想
）
は
、
ふ
つ
う
当
人
が
か
い
た
文
体
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
三
木
が
書
く
も
の
を
高
く
評
価
す
る
者
が
い
る
一
方
で
、
よ
く
わ
か

ら
な
い
、
つ
か
み
ど
こ
ろ
が
な
い
、
と
低
く
評
価
す
る
者
も
い
る
（
橋
川
文
三
「
ど
う
ど
う
め
ぐ
り
の
感
想
」）。
法
政
で
同
僚
で
あ
っ
た
戸
坂
　
潤
な
ど
は
、「
三
木
は
立

派
な
一
個
の
文
章
家
で
あ
る
。
そ
の
文
章
は
非
常
に
整
っ
て
い
る
し
、
文
献
上
の
連
想
を
伴
い
な
が
ら
、
概
念
を
使
っ
て
い
る
か
ら
、
見
る
者
が
見
れ
ば
含
蓄
も
多
い
」
と
、

大
む
ね
好
意
的
な
評
価
を
く
だ
し
て
い
る
（
戸
坂
　
潤
「
三
木
　
清
氏
と
三
木
哲
学
」）。

し
か
し
、
他
方
に
お
い
て
、
三
木
は
修
辞
法
（
レ
ト
リ
ッ
ク
）
の
妙
手
で
も
あ
り
、
そ
れ
に
毒
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
筆
者
は
三
木
の
著
作
の
一
部
し
か
よ

ん
で
い
な
い
の
で
大
言
を
吐
く
こ
と
は
で
き
ぬ
が
、
そ
の
述
作
は
よ
み
や
す
い
、
理
解
し
や
す
い
エ
ッ
セ
イ
風
の
も
の
と
、
評
論
や
哲
学
論
文
の
よ
う
に
難
解
な
も
の
と
に

二
分
さ
れ
る
よ
う
だ
。
後
者
の
も
の
は
、
一
行
一
行
半は

ん

解か
い

の
ま
ゝ
（
中
途
は
ん
ぱ
な
理
解
の
ま
ま
）、
つ
ま
づ
き
な
が
ら
読
み
す
す
む
も
の
で
あ
る
。
結
果
に
お
い
て
、
よ

く
わ
か
ら
ず
、
雲
を
つ
か
ん
だ
よ
う
な
印
象
し
か
残
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
内
容
の
一
部
だ
け
が
わ
か
り
、
全
体
像
が
よ
く
わ
か
ら
ぬ
と
い
っ
た
あ
い
ま
い
模
糊
さ
が
、
三
木

の
「
ス
ピ
ノ
ザ
に
於
け
る
人
間
と
国
家
」
の
読
後
感
で
あ
っ
た
。
い
い
か
え
る
と
、
山
の
ふ
も
と
だ
け
が
よ
く
み
え
て
、
頂
上
が
よ
く
み
え
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
。
古
典
の
さ

わ
り
集
の
要

ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト約
を
よ
ん
だ
よ
う
な
印
象
し
か
残
ら
な
か
っ
た
。

な
ぜ
な
ら
三
木
論
文
を
構
成
し
て
い
る
も
の
は
、
小
さ
な
テ
ー
マ
（
題
目
）
の
集
合
体
で
あ
り
、
そ
れ
が
複
雑
に
入
り
ま
じ
り
、
か
つ
か
ら
ん
で
い
る
た
め
に
、
大
き
な
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筋
道
が
立
た
ず
、
議
論
の
大
き
な
流
れ
や
一
貫
性
が
み
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
が
か
れ
の
論
文
を
わ
か
り
に
く
く
し
て
い
る
理
由
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
。

三
木
の
く
だ
ん
の
ス
ピ
ノ
ザ
論
は
、
中
野
区
宮
前
町
二
十
四
番
地
に
お
い
て
書
か
れ
た
。
昭
和
七
年
（
一
九
三
二
）
七
月
に
岩
波
書
店
か
ら
出
版
さ
れ
て
い
る
。
が
、
か

れ
は
い
つ
論
文
の
執
筆
を
開
始
し
、
い
つ
書
き
お
え
た
の
か
不
明
で
あ
る
。
三
木
論
文
は
、
活
字
に
組
ん
で
約
四
〇
ペ
ー
ジ
、
原
稿
用
紙
に
し
て
七
、
八
〇
枚
位
の
も
の
で

あ
ろ
う
。
三
木
は
し
ご
と
が
早
か
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
必
要
と
す
る
西
洋
文
献
（
洋
書
三
五
七
七
冊

―
三
木
文
庫
）
は
だ
い
た
い
手
元
に
あ
っ
た
か
ら
、
迅
速
に
し
ご

と
を
片
づ
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
か
れ
は
二
年
前
の
昭
和
五
年
（
一
九
三
〇
）
五
月
、「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
科
学
」
で
知
っ
た
小
川
信
一
に
た
の
ま
れ
て
渡
し
た
金
が
、
日
本

共
産
党
の
資
金
だ
と
い
う
嫌
疑
で
検
挙
さ
れ
、
の
ち
豊
多
摩
刑
務
所
に
収
監
さ
れ
た
。
こ
の
た
め
法
大
教
授
の
職
を
し
り
ぞ
い
た
（
三
十
三
歳
）。

出
所
後
、
著
述
に
よ
り
生
計
を
た
て
た
。
昭
和
七
年
十
一
月
、
懲
役
一
年
、
執
行
猶
予
二
年
の
判
決
を
う
け
た
。
昭
和
九
年
（
一
九
三
四
）
学
校
当
局
は
、
社
会
情
勢
の

推
移
を
理
由
に
、
三
木
の
復
職
を
文
部
省
に
内
申
し
た
（
内
々
に
申
し
の
べ
た
）。
本
学
の
代
表
が
赤
間
専
門
学
務
局
長
を
訪
ね
、
指
示
を
乞
う
と
、「
も
う
す
こ
し
遠
慮
し

て
は
…
」
と
い
っ
た
回
答
を
え
た
。
文
部
省
は
色
よ
い
返
事
を
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
文
学
部
教
授
会
の
昭
和
七
年
の
決
定
が
保
留
さ
れ
る
に
至
っ
た

（「
三
木
氏
復
職
問
題
」『
法
政
大
学
新
聞
』
昭
和
９
・
６
・
15
付
）。

三
木
が
ス
ピ
ノ
ザ
論
を
執
筆
す
る
前
後
の
身
辺
状
況
は
、
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
昭
和
初
期
の
日
本
の
資
本
主
義
社
会
は
、
不
況
の
ど
ん
底
に
あ
り
、
昭
和

六
年
（
一
九
三
一
）
に
は
満
州
事
変
が
勃
発
し
、
時
代
は
フ
ァ
シ
ズ
ム
（
独
裁
的
指
導
体
制
）
へ
と
傾
斜
し
つ
つ
あ
っ
た
。
ひ
と
は
生
き
る
目
標
が
わ
か
ら
ぬ
ま
ま
、
天
皇

制
絶
対
主
義
の
不
安
な
社
会
の
な
か
で
、
息
を
こ
ろ
し
て
生
き
て
い
た
。

三
木　

清
の
方
法
。

三
木
は
研
究
対
象
の
精
神
や
本
質
を
て
っ
か
く
に
つ
か
む
と
、
あ
と
で
そ
れ
を
構
成
し
、
再
現
す
る
こ
と
に
す
ぐ
れ
た
能
力
を
発
揮
し
た
と
い
う
（
波
多
野
精
一
「
三
木

清
君
に
つ
い
て
」）。
三
木
が
ス
ピ
ノ
ザ
論
を
完
成
さ
せ
る
ま
で
の
工
程
は
、
お
よ
そ
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

第
一
段
階
（
設
問
）
…
…
…
…
… 

何
に
つ
い
て
書
く
か
、
頭
の
中
で
テ
ー
マ
を
き
め
る
（
設
題
）。
仮
定
さ
れ
た
問
か
ら
導
び
き
だ
さ
れ
る
答
は
、
あ
る
て
い
ど
初
め
か
ら
わ
か

っ
て
い
る
。
の
ち
執
筆
を
開
始
。
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第
二
段
階
（
問
題
の
布
置
）
…
… 

大
き
な
問
題
を
中
心
に
す
え
、
つ
い
で
小
さ
な
問
題
を
そ
れ
ぞ
れ
の
位
置
に
配
す
る
。

第
三
段
階
（
論
証
）
…
…
…
…
… 

論
拠
や
関
連
性
を
し
め
す
た
め
に
、
諸
家
の
説
を
引
用
す
る
。
こ
の
と
き
あ
れ
も
こ
れ
も
引
用
す
る
た
め
、
お
の
ず
と
当
初
の
中
心
的
な
論
点

が
ぼ
や
け
、
叙
述
が
錯
綜
し
、
読
者
を
つ
か
れ
さ
せ
る
。
よ
り
道
、
回
り
み
ち
が
多
い
と
、
文
脈
が
冗
漫
に
な
る
。
論
旨
が
み
だ
れ
る
。

第
四
段
階
（
帰
結
）
…
…
…
…
…
結
論
は
明
確
な
印
象
を
あ
た
え
な
い
。
第
一
そ
れ
が
あ
る
の
か
無
い
の
か
も
は
っ
き
り
し
な
い
。
設
問
に
た
い
す
る
回
答
に
な
っ
て
い
な
い
。

三
木
論
文
の
胚は
い

胎た
い

（
身
ご
も
り
）
か
ら
、
生
育
、
完
成
ま
で
の
過
程
は
、
樹
木
の
成
長
に
似
て
い
る
。
大
き
く
育
っ
た
幹み
き

（
木
の
ふ
と
い
部
分
）
は
、
枝
や
葉
を
つ
け
る
。

幹
を
「
大
き
な
中
心
的
な
論
題
」
と
す
る
と
、
枝
葉
は
「
小
さ
な
題
目
」
で
あ
る
。

三
木
が
こ
の
小
論
に
お
い
て
目
的
と
し
た
も
の
は
、
そ
れ
ま
で
ス
ピ
ノ
ザ
の
「
国
家
論
」
に
つ
い
て
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
考
え
方
、
評
価
を
い
さ
さ
か
正
す
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
っ

た
。
こ
れ
が
、
三
木
の
本
旨
で
あ
っ
た
。
三
木
論
文
に
は
「
章
」
が
設
け
ら
れ
て
い
な
く
、
そ
れ
に
代
わ
る
数
字
（‘
一
’
か
ら
‘
四
’）
が
付
い
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
か

れ
は
論
文
の
冒
頭
に
お
い
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
が
『
国
家
論
』
に
お
い
て
意
図
し
た
も
の
は

―
人
間
的
本
性
の
状
態
か
ら
国
家
論
を
導
き
だ
す
こ
と
で
あ
っ
た
と
の
べ
て
い
る
。

こ
の
一
文
は
、『
国
家
論
』
の
第
一
章
　
第
一
節
か
ら
引
い
た
も
の
で
あ
る
。‘
人
間
的
本
性
の
状
態
’
が
意
味
す
る
も
の
は
、
人
間
が
も
つ
さ
ま
ざ
ま
な
感
情
や
情
動 

a

ア
フ
ェ
ク
ト
ゥ
ス

ffectus 

で
あ
る
。

三
木
論
文
の
中
味
の
概
要
。

三
木
は
ラ
テ
ン
語
の affectus 

を
‘
情
念
’
と
訳
し
て
い
る
。
が
、
こ
の
‘
情
念
’
は
、
人
間
学
（
人
性
学
）
を
構
成
す
る
主
要
部
分
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
三
木
は
こ
の

あ
と
、

―人
間
学
の
一
般
的
性
質

『
倫エ

チ

カ
理
学
』
と
の
本
質
的
関
連
に
お
い
て
『
国
家
論
』
を
理
解
す
る
こ
と
の
必
要
性

自
然
法
　
自
然
権
と
い
っ
た
『
国
家
論
』
の
重
要
な
内
容

『
国
家
論
』
の
現
実
的
な
特
徴
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ス
ピ
ノ
ザ
が
『
国
家
論
』
に
お
い
て
意
図
し
た
も
の

―
ヘ
ー
ゲ
ル
と
の
関
連

な
ど
に
ふ
れ
る
の
だ
が
、
こ
の
と
き
デ
ィ
ル
タ
イ
、
マ
キ
ア
ベ
リ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
、
カ
ン
ト
、
フ
ィ
ヒ
テ
、
ホ
ッ
ブ
ス
な
ど
、
断
片
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
諸
家
の
言
説
を
引

用
し
て
い
る
。

こ
こ
ま
で
が
第
一
部
に
相
当
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

つ
い
で
三
木
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
を
論
題
と
し
て
い
る
。

精
神
科
学
の
自
然
的
体
系
に
と
っ
て
の
根
本
命
題

ス
ピ
ノ
ザ
の
自
然
法
（
理
性
の
法
）
の
概
念

人
間
が
も
つ
自
然
権
の
概
念

「
自
己
の
権
利
の
も
と
」「
他
人
の
権
利
の
も
と
」
が
意
味
す
る
も
の

ス
ピ
ノ
ザ
に
と
っ
て
の
国
家
の
い
み

こ
の
と
き
ホ
ッ
ブ
ス
や
ヘ
ー
ゲ
ル
を
引
い
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
が
第
二
部
に
相
当
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
三
木
が
論
題
と
し
た
も
の
は
、

ス
ピ
ノ
ザ
の
国
家
論
に
み
る
も
ろ
も
ろ
の
性
格

で
あ
る
。
こ
の
と
き
か
れ
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
、
エ
ス
ピ
ナ
ス
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
マ
イ
ネ
ッ
ケ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
な
ど
の
説
を
ひ
く
。
こ
こ
ま
で
が
第
三
部
で
あ
る
。
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三
木
は
さ
ら
に
第
四
部
へ
と
論
を
す
す
め
、

ス
ピ
ノ
ザ
が
国
家
論
を
み
ち
び
き
出
す
と
き
、‘
理
性
’
を
し
り
ぞ
け
、‘
情
念
’
を
採
用
し
た
こ
と
の
理
由

ス
ピ
ノ
ザ
哲
学
の
機
械
論
的
、
全
体
的
な
見
方

ス
ピ
ノ
ザ
の
神
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
存
在
論

な
ど
に
ふ
れ
た
の
ち
、
論
を
お
え
る
。
そ
の
ま
え
に
ス
ピ
ノ
ザ
、
デ
ィ
ル
タ
イ
、
コ
ー
ヘ
ン
、
カ
メ
ー
ラ
ー
、
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
ヘ
ー
ゲ
ル
な
ど
の
名

に
ふ
れ
た
り
、
そ
の
学
説
を
引
い
て
い
る
。

結
論
は
、
お
よ
そ
結
論
ら
し
か
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
な
に
よ
り
も
、
そ
れ
が
あ
る
の
か
無
い
の
か
も
は
っ
き
り
し
な
い
。
帰
結
は
前
提
か
ら
み
ち
び
き
出
さ
れ
た
判
断
を

書
く
も
の
で
あ
る
が
、
三
木
は
わ
き
見
し
た
ま
ゝ
終
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
つ
ま
り
し
り
切
り
と
ん
ぼ
（
物
事
が
途
中
で
切
れ
、
あ
と
が
つ
づ
か
な
い
）
の
よ
う
な
印
象

を
あ
た
え
る
。

い
ま
ま
で
述
べ
た
も
の
が
、
三
木
の
「
ス
ピ
ノ
ザ
に
於
け
る
人
間
と
国
家
」
の
構
造
に
つ
い
て
の
あス

ケ
ル
ト
ン

ら
筋
で
あ
る
。
か
れ
は
こ
の
論
文
を
書
く
た
め
に
当
然
の
こ
と
と
し

て
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
『
国
家
論
』
を
よ
む
必
要
が
あ
っ
た
。
邦
訳
と
し
て
の
畠
中
訳
『
ス
ピ
ノ
ザ
　
国
家
論
』
の
文
庫
本
の
初
版
が
岩
波
書
店
か
ら
刊
行
さ
れ
た
の
は
昭
和
十

五
年
（
一
九
四
〇
）
十
二
月
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
本
稿
執
筆
時
に
か
れ
は
そ
れ
を
参
照
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

す
る
と
、
三
木
は
原
書
（
ラ
テ
ン
文
）
を
よ
ま
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
か
れ
の
ラ
テ
ン
語
や
ギ
リ
シ
ャ
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
は
ほ
ぼ
独
学
で
あ
っ
た
。
三
木
が

用
い
た
原
書
は
、
カ
ル
ロ
ス
・
ヘ
ル
マ
ヌ
ス
・
ブ
ル
ー
ダ
ー
が
編
み
序
文
を
付
け
た

―B
ベ
ネ
デ
ィ
ク
テ
ィ

enedicti d

デe S

ス

ピ

ノ

ザ

pinoza O

オ

ペ

ラ

pera Q

ク
ア
エ

uae S

ス
ペ
ル
ス
ン
ト

upersunt o

オ
ム
ニ
ア

m
nia

（『
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
ゥ

ス
・
デ
・
ス
ピ
ノ
ザ
　
遺
稿
の
す
べ
て
』
第
二
巻
、
ス
テ
ロ
版
＝
鉛
版
印
刷
、
ド
イ
ツ
の
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
ベ
ル
ン
ハ
ル
ト
・
タ
ウ
フ
ニ
ッ
ツ
社
、
一
八
四
四
年
刊
で
あ

る
（
三
頁
の
写
真
を
み
よ
））。
こ
の
中
に
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
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T
ractatus de intellectus em

endatione

「
知
性
改
善
論
」
一
六
七
七
年

T
ractatus politicus

「
政
治
論
」
ま
た
は
「
国
家
論
」
一
六
七
七
年

E
pistolae

「
書
簡
集
」

の
三
篇
で
あ
る
。
編
者
の
序
文
は
、
四
五
～
四
六
頁
ま
で
。
索
イ
ン
デ
ッ
ク
ス引

は
四
六
～
五
〇
頁
ま
で
。
つ
い
で
第
一
章
の
序
論
（C

ap. 1. Introductio

）
か
ら
第
十
一
章
（C

ap. 

X
I. D

e dem
ocratia

）
ま
で
が
つ
づ
く
（
五
一
～
一
三
六
頁
）。

お
そ
ら
く
三
木
は
、
こ
の
論
文
を
す
み
か
ら
す
み
ま
で
読
ま
ず
、
必
要
な
と
こ
ろ
だ
け
を
ひ
ろ
い
読
み

0

0

0

0

0

し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
か
れ
の
本
の
よ
み
方
は
、
体
系
立
っ
た
も

の
で
な
く
、
ぞ
ん
ざ
い
な
も
の
で
あ
っ
た
。
か
れ
は
み
ず
か
ら
「
ず
い
ぶ
ん
勝
手
な
読
み
方
を
す
る
」
と
語
っ
て
い
る
。
す
こ
し
読
ん
で
み
て
、
お
も
し
ろ
く
な
い
と
や
め

る
。
は
じ
め
か
ら
読
ん
だ
り
、
途
中
か
ら
、
あ
る
い
は
お
わ
り
か
ら
読
ん
だ
り
す
る
。
本
を
よ
む
と
き
の
場
所
や
時
も
一
定
し
て
い
な
い
。
机
に
む
か
っ
て
読
ん
だ
り
、
立

っ
て
読
ん
だ
り
、
あ
る
い
は
寝
こ
ろ
ん
で
よ
む
（「
私
の
読
書
法
」）。

清
と
同
居
し
て
い
た
繁
に
よ
る
と
、
清
は
く
わ
え
タ
バ
コ
で
よ
く
洋
書
を
よ
ん
で
い
た
、
と
筆
者
に
語
っ
た
。
三
木
が
よ
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
タ
ウ
フ
ニ
ッ
ツ
版
（
貴
重

本
）
を
み
る
と
、
書
き
込
み

0

0

0

0

な
ど
は
一
切
な
く

0

0

0

0

、
紙
面
は
き
れ
い
な
ま
ゝ
で
あ
る
。
他
の
書
物
の
ば
あ
い
、
ご
く
た
ま
に
原
書
に
書
き
入
れ
を
す
る
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ

は
エ
ン
ピ
ツ
で

横
組
み
の
原
文
下
に
…
…
横
線
を
引
い
た
り

紙
面
の
余
白
に
…
…
…
…
縦
線
（

―
）
を
引
い
た
り

す
る
て
い
ど
で
あ
る
。
か
れ
は
本
に
書
き
入
れ
を
し
、
汚
す
の
を
好
ま
な
か
っ
た
。
三
木
が
書
き
込
み
を
し
な
か
っ
た
に
は
理
由
が
あ
る
。
第
一
次
世
界
大
戦
の
と
き
、
外

国
本
の
輸
入
が
と
ま
っ
た
。
そ
の
た
め
学
校
の
研
究
室
に
あ
る
本
を
利
用
せ
ざ
る
を
え
ず
、
書
き
入
れ
は
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
と
き
本
を
き
れ
い
な
ま
ゝ
に
し
て
お
く
習

慣
が
や
し
な
わ
れ
た
。

ま
た
他
日
、
ひ
と
が
じ
ぶ
ん
の
本
を
使
う
こ
と
を
考
え
、
な
る
べ
く
き
れ
い
な
状
態
に
保
っ
て
お
き
た
い
気
持
か
ら
出
た
こ
と
で
あ
っ
た
（「
私
の
読
書
法
」）。
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し
か
し
、
古
典
語
の
学
習
は
、
辛
気
く
さ
い
し
ご
と
で
あ
る
。
も
の
を
い
う
の
は
、
根
気
と
記
憶
力
で
あ
る
。
複
雑
な
活
用
変
化
を
一
つ
ず
つ
覚
え
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
と

ば
に
対
す
る
愛
情
と
根
気
が
な
い
と
、
と
て
も
つ
と
ま
ら
な
い
。
た
い
て
い
の
者
は
、
学
校
で
う
わ
っ
つ
ら
を
習
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
学
習
は
な
が
く
つ
づ
か
ず
、
困
難

に
お
さ
れ
、
途
中
で
放
き
す
る
。
ま
た
つ
づ
い
た
と
し
て
も
、
さ
い
ご
に
投
げ
だ
す
の
が
ふ
つ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
三
木
は
語
学
の
才
に
め
ぐ
ま
れ
て
い
た
よ
う
だ
。
辞

引
を
ひ
き
解
読
で
き
る
ま
で
に
な
っ
た
。
そ
の
ラ
テ
ン
語
は
、
お
そ
ら
く
は
じ
め
は
日
本
人
が
書
い
た
入プ

ラ
イ
マ
ー

門
書
に
目
を
と
お
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
（
三
木
文
庫
に
は
、
ラ
テ

ン
語
の
語
学
書
、
辞
引
は
な
い
）。
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
に
留
学
中
、
ハ
イ
デ
カ
ー
教
授
の
講
義
（
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
こ
と
か
。
こ
の
と
き
用
い
た
テ
キ
ス
ト
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

の
『
自
然
学
』
か
）
に
よ
っ
て
刺
激
を
う
け
、
そ
の
哲
学
的
論
文
を
ラ
テ
ン
語
の
辞
引
を
た
よ
り
に
よ
み
だ
し
た
。
す
る
と
そ
れ
を
知
っ
て
下
宿
し
て
い
た
家
の
主
人
（
牧

師
）
が
、
ア
オ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
『
告
白
録
』
も
い
っ
し
ょ
に
読
ん
で
く
れ
た
と
い
う
（「
読
書
遍
歴
」）。
ラ
テ
ン
語
を
よ
み
解
い
て
く
れ
る
者
が
そ
ば
に
い
た
だ
け
で
も
、

三
木
は
幸
運
で
あ
っ
た
。

け
っ
き
ょ
く
三
木
は
、
じ
ぶ
ん
が
提
起
し
た
問
題

―
従
来
の
ス
ピ
ノ
ザ
の
国
家
論
に
つ
い
て
の
研
究
上
の
誤
り
を
多
少
是
正
す
る
こ
と

―
を
な
し
え
た
の
で
あ
ろ
う

か
。こ

の
点
に
な
る
と
、
筆
者
の
読
み
ち
が
え
か
、
読
み
の
浅
さ
の
せ
い
か
、
否
定
的
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
三
木
は
は
じ
め
に
論
証
さ
れ
る
べ
き
命テ

ー
ゼ題

を
し
め
す
が
、
答

え
は
か
な
ら
ず
し
も
論
証
や
証
明
に
な
っ
て
い
な
い
。
じ
っ
さ
い
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
国
家
論
の
特
色
づ
け

0

0

0

0

、
納
得
づ
け

0

0

0

0

に
お
わ
っ
た
だ
け
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
か
れ
が
諸
家

を
引
っ
ぱ
り
出
し
て
き
た
の
は
、
自
説
を
も
っ
と
も
ら
し
く
み
せ
る
た
め
で
あ
っ
た
り
、
脈
絡
が
あ
る
よ
う
に
装
う
た
め
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

か
れ
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
『
国
家
論
』
の
中
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
核
心

―
「
人
間
的
本
性
の
状
態
」

―
の
研
究
に
着
目
す
る
と
、
そ
れ
を
テ
ー
マ
と
し
、
い
さ
さ
か
無
理

を
し
て
脈
絡
を
つ
け
、
押
し
ひ
ろ
げ
て
論
じ
た
だ
け
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
た
め
中
心
と
な
る
論
旨
は
細
目
と
か
み
あ
わ
ず
、
空
ま
わ
り
し
た
よ
う
に
も
み
え
る
。

要
す
る
に
、
三
木
の
こ
の
論
文
は
、
論
旨
や
考
え
が
雑
然
と
し
、
統
一
が
な
く
、
雑ざ

っ
ぱ
く駁

な
印
象
し
か
あ
た
え
な
い
。
後
年
、
か
れ
は
ち
ょ
っ
と
学
問
を
や
っ
た
者
な
ら
だ
れ

で
も
知
っ
て
い
る
も
の
を
論
題
と
し
て
応
用
し
た
が
、
そ
れ
は
斬
新
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
一
般
に
う
け
る
よ
う
に
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
こ
な
し
た
。

学ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
ス

者
た
ち
の
三
木
評
。

三
木
の
ほ
ん
と
う
の
顔
、
か
れ
が
本
領
と
し
た
も
の
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
な
る
ほ
ど
か
れ
は
三
高
の
教
師
を
へ
て
、
京
大
哲
学
科
の
教
官
に
な
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
が
、
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三木　清の方法

女
性
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
の
た
め
、
こ
と
志
し
に
反
し
て
、
私
大
に
つ
と
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
本
人
に
と
っ
て
大
き
な
誤
算
で
あ
っ
た
。
か
れ
は
生
前
学
界
や
マ
ス

コ
ミ
の
世
界
で
、
縦
横
の
活
躍
を
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
は
じ
め
は
著
作
集
が
出
、
死
後
全
集
（
全
二
〇
巻
―
岩
波
書
店
）
が
刊
行
さ
れ
る
ほ
ど
の
多
量
の
し

ご
と
を
し
た
が
、
よ
ほ
ど
筆
が
た
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
か
れ
は
三
面
ろ
っ
ぴ
の
大
活
躍
を
し
て
、
こ
の
世
を
去
っ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
仕
事
量
が
多
い
こ
と
は
、
か
な

ら
ず
し
も
そ
の
人
が
優
秀
で
あ
る
こ
と
の
証
し
に
は
な
ら
な
い
。
だ
い
た
い
が
ま
あ
ま
あ
の
で
き
と
で
き
の
悪
い
作
品
の
混
交
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
む
か
し
、
慶
大
の
史

学
科
で
教
鞭
を
と
っ
た
幸
田
成し

げ

友と
も

（
一
八
七
三
～
一
九
五
四
、
昭
和
期
の
経
済
史
家
。
露
伴
の
弟
。
著
作
集
全
七
巻
を
の
こ
し
た
）
は
、
エ
ッ
セ
イ
の
中
で
、「
多
作
は
ほ

と
ん
ど
が
駄
作
で
あ
る
」
と
書
い
て
い
た
の
を
思
い
だ
す
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
三
木
　
清
は
、
世
間
で
は
哲
学
者
と
し
て
通
っ
て
い
た
。
が
、
じ
っ
さ
い
は
多
面
的
な
才
子
で
あ
っ
た
。
い
ま
大
学
関
係
者
の
三
木
評
を
ひ
ろ
う
と
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
京
大
教
授
　
　
波
多
野
精
一
…
… 

（
三
木
は
）
体
系
的
思
想
家
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
評
論
家
・
批
評
家
。
体
系
家
と
し
て
は
、
ば
あ
い
に
よ
っ
て
は
他
人
の

説
の
紹
介
に
満
足
し
た
（「
三
木
　
清
君
に
つ
い
て
」）。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 （
波
多
野
の
言
を
ひ
い
て
）
よ
い
意
味
で
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
ま
た
は
文
明
批
評
家
（
坂
田
徳
男
「
三
木
君
の
思
い
出
」）。

京
大
関
係
者
　
　
法
大
教
授
　
　
谷
川
徹
三
…
…
… 

波
多
野
評
に
同
調
し
、
三
木
は
本
質
に
お
い
て
、
思
想
家
と
い
う
よ
り
評
論
家
（「
哲
学
者
と
し
て
の
三
木
　
清
」）。
す
ぐ

れ
た
独
創
家
と
い
う
よ
り
も
、
す
ぐ
れ
た
解
釈
家
。

　
　
　
　
　
　
　
法（獄

死
）
大
講
師
　
　
戸
坂
　
潤
…
…
… 

発
明
家
と
い
う
よ
り
、
発
見
家
。
た
い
て
い
の
場
合
、
た
っ
し
ゃ
な
応
用
家
。
一
貫
し
て
歴
史
哲
学
者
。
分
析
家
と
い
う
よ

り
主
張
家
。
三
木
の
本
質
は
、
解
釈
家
（「
三
木
　
清
と
三
木
哲
学
」）。

　
　
　
　
　
　
　
佐
藤
信の
ぶ

衛え

…
…
…
…
…
…
…
…
… 

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
文
筆
家
。
評
論
家
と
し
て
は
、
主
義
者
で
も
運
動
家
で
も
な
く
、
一
個
の
「
批
評
家
」（「
三
木
　
清
氏

の
思
ひ
出
」『
人
間
』
第
一
巻
第
一
号
所
収
、
昭
和
21
・
１
）。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 「
理
解
」
の
人
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
同
時
に
独
創
の
人
で
は
な
い
と
い
ふ
意
味
で
あ
る
（『
西
田
幾
多
郎
と
三
木
　

清
』
中
央
公
論
社
、
昭
和
22
・
１
、
八
五
頁
）。
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三
木
は
京
都
の
学
生
で
あ
っ
た
こ
ろ
か
ら
、
名
声
に
執
着
し
、
野
心
に
も
え
て
い
た
（
林
　
達
夫
「
三
木
　
清
の
思
ひ
出
」）。
か
れ
は
わ
り
と
裕
福
な
家
に
生
ま
れ
、
順

境
の
な
か
で
育
ち
、
学
業
も
す
ぐ
れ
て
い
た
か
ら
、
大
き
な
挫
折
を
経
験
す
る
こ
と
な
く
大
人
に
な
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
学
校
秀
才
に
あ
り
が
ち
な
自
信
家
で
あ
り
、
衒げ

ん

気き

（
じ
ぶ
ん
の
才
を
人
に
み
せ
た
い
気
持
）
が
つ
よ
く
、
見
え
っ
ぱ
り
で
あ
っ
た
。
と
き
に
お
ご
り
高
ぶ
り
、
ひ
と
を
い
み
は
ば
か
る
こ
と
な
く
批
判
し
た
。
そ
の
直
言
癖
も

ま
た
か
れ
の
治
ら
ぬ
病
い
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。

ひ
と
は
じ
ぶ
ん
を
よ
り
よ
く
見
せ
よ
う
と
す
る
気
持
が
つ
よ
く
、
み
ず
か
ら
を
つ
く
ろ
い
飾
ろ
う
と
す
る
。
本
人
が
読
ん
で
も
よ
く
わ
か
ら
ぬ
外
国
文
献
を
や
た
ら
と
引

き
、
注
も
そ
れ
ら
の
文
献
で
に
ぎ
に
ぎ
し
く
飾
り
た
て
る
。
本
文
は
ひ
と
が
よ
ま
ぬ
外
国
語
の
引
用
で
み
ち
あ
ふ
れ
、
満
艦
飾
で
あ
る
。
艦ふ

ね

に
洗
た
く
も
の

0

0

0

0

0

を
い
っ
ぱ
い
に

ほ
し
な
ら
べ
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
書
か
れ
た
も
の
は
、
お
よ
そ
お
も
し
ろ
さ
が
感
じ
ら
れ
ぬ
、
つ
ま
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
昨
今
の
紀
要
な
ど
を
み
る
と
、
そ
の
よ
う
な

も
の
が
多
い
。

一
高
を
出
た
も
の
が
、
わ
ざ
わ
ざ
京
都
の
大
学
に
き
た
と
い
う
こ
と
で
評
判
に
な
り
、
三
木
は
ま
わ
り
を
意
識
す
る
気
持
が
つ
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
西
田
幾
多
郎

は
演
習
で
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
『
創
造
的
進
化
』
の
英
訳
を
使
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
三
木
は
い
つ
も
フ
ラ
ン
ス
語
の
原
書
を
も
っ
て
き
て
い
た
と
い
う
（
坂
口
徳
男
「
三
木

君
の
思
い
出
」）。
西
田
の
演
習
は
あ
ま
り
お
も
し
ろ
い
も
の
で
な
か
っ
た
ら
し
い
（
田
中
美
知
太
郎
「
京
都
で
の
学
生
生
活
」）。
人
数
の
多
い
教
室
で
、
学
生
が
順
番
に
訳

を
つ
け
て
い
く
も
の
で
あ
り
、
内
容
も
よ
く
わ
か
ら
ず
、
た
だ
機
械
的
に
訳
語
を
当
て
て
ゆ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
学
生
が
わ
け
の
わ
か
ら
ぬ
訳
を
つ
け
、
も
た
も
た
し
て
い

る
と
、
教
師
も
他
の
学
生
も
た
い
く
つ
を
し
、
あ
く
び
が
出
る
も
の
で
あ
っ
た
。

西
田
は
学
生
の
訳
を
正
さ
ず
、
原
文
の
説
明
を
す
る
わ
け
で
も
な
く
、
た
だ
ち
ょ
っ
と
思
い
つ
い
た
こ
と
を
話
す
だ
け
の
演
習
で
あ
っ
た
。
田
中
美
知
太
郎
や
谷
川
徹
三

ら
は
、
西
田
の
演
習
を
と
っ
た
が
、
や
が
て
か
れ
ら
は
授
業
に
出
な
く
な
っ
た
。
三
木
は
見
え
が
あ
っ
た
か
ら
、
授
業
中
フ
ラ
ン
ス
語
の
原
書
を
の
ぞ
い
て
い
た
も
の
か
。

ま
た
大
正
十
五
年
（
一
九
二
六
）
の
暮

―
百
万
遍
に
ち
か
い
ミ
ル
ク
ホ
ー
ル
で
、
内
密
の
話
と
し
て
、
京
大
哲
学
科
の
助
教
授
に
内
定
し
た
、
と
、
ま
こ
と
し
や
か
に
学

友
に
語
っ
た
。
が
、
こ
れ
な
ど
も
三
木
一
流
の
見
え

0

0

、
ま
た
は
ほ
ら

0

0

、
は
っ
た
り

0

0

0

0

で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

三
木
の
人
物
批
判
は
、
研
究
会
（
月
に
一
、
二
度
の
ビ
ー
ル
の
み
会
）、
電
車
の
中
、
バ
ー
な
ど
、
場
所
を
わ
き
ま
え
ず
、
不
用
意
に
ど
こ
に
お
い
て
も
お
こ
な
わ
れ
た
。

そ
れ
は
各
大
学
の
有
名
教
授
の
人
物
評
論
や
学
風
批
判
で
あ
っ
た
り
、
軍
人
や
官
僚
に
た
い
す
る
悪
口
で
あ
っ
た
。
が
、
傾
倒
し
て
い
た
恩
師
西
田
に
た
い
し
て
は
、
批
判

は
し
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
新
聞
報
道
に
よ
る
と
、
か
れ
の
遺
稿
に
未
完
の
「
西
田
哲
学
批
判
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
検
挙
の
と
き
ま
で
執
筆
し
て
い
た
と

い
う
（
佐
藤
信
衛
「
三
木
　
清
の
思
ひ
出
」）。



084（35）

三木　清の方法

三
木
は
留
学
中
、
田
辺
　
元
教
授
に
よ
く
近
況
を
知
ら
せ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
大
正
13
年
（
一
九
二
四
）
１
・
６
（
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
よ
り
）、
同
年
５
・
６
（
マ
ー
ク

ブ
ル
ク
よ
り
）、
同
年
６
・
１
（
マ
ー
ク
ブ
ル
ク
よ
り
）、
同
年
７
・
２
（
マ
ー
ク
ブ
ル
ク
よ
り
）、
大
正
14
年
（
一
九
二
五
）
１
・
３
（
パ
リ
よ
り
）
な
ど
。
そ
れ
ら
の
書

簡
の
末
尾
は
、
い
つ
も
田
辺
へ
の
ご
き
げ
ん
と
り
の
よ
う
な
麗
句
で
お
わ
っ
て
い
る
。
例
を
あ
げ
る
と
、「
先
生
の
御
健
康
を
い
つ
も
祈
っ
て
ゐ
ま
す
」（
大
正
13
・
１
・
６

付
）、「
何
よ
り
も
先
生
の
御
健
康
を
祈
っ
て
ゐ
ま
す
」（
大
正
13
・
５
・
６
付
）、「
い
つ
も
先
生
の
御
健
康
を
祈
っ
て
ゐ
ま
す
」（
大
正
13
・
６
・
１
）、「
い
つ
も
先
生
の
御

健
康
を
祈
っ
て
ゐ
ま
す
」（
大
正
13
・
７
・
２
付
）、「
遙

は
る
か

に
先
生
の
御
健
康
を
祈
り
ま
す
」（
大
正
14
・
１
・
３
付
）。

明め
い

哲て
つ

（
才
知
に
す
ぐ
れ
、
事
理
に
通
じ
た
者
）
は
、
保
身
の
術
を
知
る
と
い
う
。
口
や
こ
と
ば
は
重
宝
な
も
の
で
あ
る
。
お
せ
じ
を
い
わ
れ
、
よ
ろ
こ
ば
ぬ
者
は
い
な
い
。

三
木
が
田
辺
の
歓
心
を
く
す
ぐ
る
よ
う
な
こ
と
ば
を
使
っ
た
の
は
、
将
来
の
京
大
入
り
の
こ
と
を
計
算
の
う
ち
に
入
れ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
が
駄

目
に
な
る
と
、
こ
ん
ど
は
批
判
す
る
側
に
ま
わ
っ
た
。「
西
田
哲
学
に
対
す
る
批
判
を
私
は
三
木
さ
ん
の
口
か
ら
き
い
た
こ
と
を
思
い
出
せ
な
い
。
そ
れ
に
対
し
田
辺
先
生

に
つ
い
て
は
、
私
が
三
木
さ
ん
の
口
か
ら

0

0

0

き
い
た
も
の
は
す
べ
て
批
判

0

0

0

0

0

で
あ
っ
た
」（
船
山
信
一
「
三
木
さ
ん
に
つ
い
て
想
ふ
こ
と
」）。

三
木
の
批
判
は
、
田
辺
ひ
と
り
に
む
け
ら
れ
た
だ
け
で
な
く
、
い
わ
ゆ
る
京
都
学
派
に
た
い
し
て
も
痛
烈
な
ほ
こ
先
を
む
け
た
。

哲
学
徒
と
し
て
の
三
木
の
願
望
。

三
木
は
学
問
に
志
し
て
以
来
ず
っ
と
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
と
、
思
い
つ
づ
け
て
い
た
も
の
が
あ
る
。

か
れ
は
学
者
で
あ
る
た
め
に
は
、
学
問
上
じ
ぶ
ん
の
立
場
を
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
と
思
っ
た
。
い
い
か
え
る
と
、
そ
れ
は
じ
ぶ
ん
の
‘
立
脚
点
’（
よ
り
ど
こ
ろ
）
ま
た
は

‘
じ
ぶ
ん
の
哲
学
’
の
こ
と
を
い
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
三
木
の
見
方
に
よ
る
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
学
者
と
よ
ば
れ
う
る
者
は
、
つ
ね
に
自
己
の
立
場
を
も
っ
て

い
る
と
い
う
。
し
か
し
、
日
本
の
学
者
を
み
る
と
、
博
識
（
博
学
）
の
み
を
も
っ
て
能
事
お
わ
れ
り
（
完
成
し
た
）
と
考
え
る
風
が
あ
る
。
が
、
か
れ
は
こ
の
こ
と
を
ひ
そ

か
に
歎な

げ

い
た
。
三
木
は
つ
ね
に
じ
ぶ
ん
の
哲
学
を
求
め
て
歩
い
て
き
た
か
ら
で
あ
る
（
三
木
　
清
「
手
記
」）。

い
う
な
れ
ば
三
木
の
哲
学
の
旅
は
、
死
ぬ
ま
で
お
わ
ら
な
か
っ
た
。
さ
す
ら
い
の
絵
描
き
が
、
気
に
入
っ
た
と
こ
ろ
に
歩
を
と
め
て
絵
を
か
く
よ
う
に
、
三
木
は
人
か
ら

人
へ
と
渡
り
あ
る
い
た
。
彷
徨
ち
ゅ
う
に
す
ぐ
れ
た
人
物
と
出
会
い
、
い
っ
と
き
そ
れ
に
心
を
う
ば
わ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
い
つ
ま
で
も
そ
こ
に
留
る
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
。
か
れ
は
あ
る
と
き
は
、
西
田
哲
学
に
、
ま
た
あ
る
と
き
は
ハ
イ
デ
カ
ー
の
哲
学
に
心
酔
す
る
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
そ
こ
か
ら
勇
敢
に
立
ち
去
る
こ
と
が
で
き
た
。
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他
人
の
哲
学
を
い
く
ら
学
ん
で
み
て
も
、
そ
れ
は
人
の
も
の
。
万
巻
の
書
を
よ
ん
で
み
て
も
、
し
ょ
せ
ん
そ
れ
は
人
の
も
の
で
あ
る
。
三
木
は
ま
た
か
わ
り
み
（
転
身
）

が
早
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
「
そ
れ
は
（
そ
の
哲
学
は
）
…
…
自
分
自
身
の
も
の
で
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
」（「
私
記
」）。
三
木
は
ひ
と
つ
の
哲
学
か
ら
つ
ぎ
の
哲
学
へ
と
、

旅
を
つ
づ
け
る
哲
学
者
で
あ
っ
た
。

三
木
が
い
っ
と
き
西
田
哲
学
の
呪じ

ゅ

縛ば
く

に
か
か
っ
た
の
は
、
西
田
に
は
じ
ぶ
ん
自
身
の
哲
学
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
日
本
の
哲
学
徒
は
、
西
洋
哲
学
を
た
だ
伝
授
的
に
ま

な
び
愛
好
す
る
だ
け
で
、
そ
れ
を
こ
や
し
と
し
て
新
し
い
哲
学
を
創
造
す
る
と
か
、
じ
ぶ
ん
の
哲
学
を
つ
く
る
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
。
だ
れ
も
が
内
心
西
洋
の
名
だ
た

る
哲
学
者
に
ひ
れ
ふ
し
、
教
祖
と
し
て
あ
が
め
、
劣
等
感
を
い
だ
き
な
が
ら
、
文
献
を
い
じ
く
り
つ
つ
、
こ
そ
こ
そ
研
究
を
や
っ
て
き
た
だ
け
で
あ
る
。
日
本
の
哲
学
徒
は
、

独
創
性
に
た
い
す
る
劣
等
感
を
払
し
ょ
く
し
て
く
れ
そ
う
な
人
物
を
、
た
ま
た
ま
西
田
幾
多
郎
の
哲
学
に
み
い
だ
し
、
か
れ
を
独
創
の
権
化
、
独
創
の
神
の
よ
う
に
み
な
し

た
。け

っ
き
ょ
く
三
木
は
、
じ
ぶ
ん
の
立
脚
点

―
じ
ぶ
ん
の
哲
学
を
も
つ
と
い
う
み
は
て
ぬ
夢
を
追
い
な
が
ら
、
あ
の
世
へ
旅
立
っ
た
不
幸
な
哲
学
者
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

三
木
論
文
に
み
ら
れ
る
引
用
文
献
は
、
左
記
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
三
木
は
論
文
に
お
い
て
、V

gl.

（vergleich! 

参
照
せ
よ
）
と
い
っ
て
い
る
。
以
下
、
原
書
名
と

そ
の
邦
訳
（
意
訳
）
を
か
か
げ
る
。

W
. D

ilthey: D
ie Funktion der A

ntholopologie in der K
ulture des 16, und 17, Jahrhunderts, G

esam
m

elte Schriften, II. B
and

　
　
　
　
　
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
デ
ィ
ル
タ
イ
著
「
十
六
、
十
七
世
紀
の
文
化
に
お
け
る
人
類
学
の
は
た
ら
き
」

A
dolf M

enzel: D
ie Staatslehre Spinozas (B

eiträge zur G
eschichte der Staatslehre, 1929

　
　
　
　
　
ア
ド
ル
フ
・
メ
ッ
ツ
エ
ル
著
『
ス
ピ
ノ
ザ
の
国
家
説
』

V
gl. N

iccolo M
achiavelli: D

er Fürstenspiegel, D
eutsch von Fr. O

ppeln-B
ronikow

ski 1912, S, 51.

　
　
　
　
　（
独
訳
）
ニ
コ
ロ
・
マ
ッ
キ
ヴ
ェ
リ
著
『
君
主
論
』

V
gl. Leo Strauss: D

ie R
eligionskritik Spinozas als G

rundlage seiner B
ibelw

issenschaft 1930, S. 221.

　
　
　
　
　
レ
オ
・
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
著
『
ス
ピ
ノ
ザ
の
宗
教
批
評
』

V
gl. H

egel: U
eber die w

issenschaftlieben B
ehandlung sarten des N

aturrechts, W
W

. I, S. 341.
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ヘ
ー
ゲ
ル
著
『
自
然
法
の
学
問
的
取
り
あ
つ
か
い
方
に
つ
い
て
』

　
　
　
　
　G

rundlinien der Philosophie des R
echts, W

W
. V

III, S. 18.

　
　
　
　
　
　
ヘ
ー
ゲ
ル
著
『
権
利
の
哲
学
の
基
線
』

　
　
　
　
　V

orlesungen über die G
eschichte der Philosphie, W

W
. X

V
, S. 376.

　
　
　
　
　
　
ヘ
ー
ゲ
ル
著
『
哲
学
史
講
義
』

V
gl. A

lfred E
spinas: D

ie thierischen G
esellschaften, D

eutsch. V
. W

. Schloesser, 1879, S. 31 ff.

　
　
　
　
　
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
エ
ス
ピ
ナ
ス
著
『
理
論
社
会
』

Fr. M
einecke: D

ie idee der Staatsraison 1924, S. 273. E
bd. S. 434.

　
　
　
　
　
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
マ
イ
ネ
ッ
ケ
著
『
国
家
的
な
理
由
の
理
念
』

K
arl Larenz: Staat und R

eligion bei H
egel (R

echtsidee und Staatsgedanke, H
rsg. v. Larenz 1930.).

　
　
　
　
　
カ
ル
ル
・
ロ
レ
ン
ツ
著
『
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
国
家
と
宗
教
』

D
unin B

orkow
ski: Spinoza nach dreihundert Jahren, 1932.

　
　
　
　
　
ド
ゥ
ニ
ン
・
ボ
ル
コ
ウ
ス
キ
ー
著
『
ス
ピ
ノ
ザ
三
百
年
』

V
gl. T

h. C
am

erer: D
ie Lehre Spinozas, 2te A

ufl. 1914, S. 30ff.

　
　
　
　
　
テ
オ
ド
ー
ル
・
カ
メ
ラ
ー
著
『
ス
ピ
ノ
ザ
の
学
説
』

V
gl. J. E

. E
rdm

ann: G
rundriss der G

eschichte der Philasophie, II. B
d, 3te A

ufl. 1878, S. 57.

　
　
　
　
　
Ｊ
・
Ｅ
・
エ
ル
ト
マ
ン
著
『
哲
学
史
概
要
』

H
egel: W

issenschaft der Logik, W
W

. III, 178.

　
　
　
　
　
ヘ
ー
ゲ
ル
著
『
論
理
学
と
い
う
学
問
』
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主
な
る
参
考
文
献

国
際
ヘ
ー
ゲ
ル
連
盟
日
本
版
『
ス
ピ
ノ
ザ
と
ヘ
ー
ゲ
ル
』
岩
波
書
店
、
昭
和
７
・
７
。

三
木
　
清
著
『
人
間
学
的
文
学
論
』
改
造
社
、
昭
和
９
・
７
。

畠
中
尚
志
訳
『
ス
ピ
ノ
ザ
　
国
家
論
』（
文
庫
本
）
岩
波
書
店
、
平
成
25
・
１
。

 

注
・
本
稿
を
草
す
る
う
え
で
、
い
ち
ば
ん
利
用
し
た
も
の
。

斎
藤
　
晌

し
ょ
う

訳
『
ス
ピ
ノ
ザ
全
集
　
第
二
巻
』
内
田
老
鶴
圃
、
昭
和
８
・
11
。

　
　
　
　
　
　『
世
界
』
第
11
号
、
岩
波
書
店
、
昭
和
21
・
11
。

佐
藤
信
衛
著
『
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