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鍔
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駐
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屋
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霜
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鮭
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＋
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コDK
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ユ　1レ

ニテノ
　ソケセ
1　ン
シ著
ヨ

ン

の

基
礎
理
論
』

（）

　
一
九
五
九
年
春
、
評
呂
。
○
讐
巳
9
の
轟
旨
霞
一
図
に
発
表
し
た
B
・
ベ
レ
ル

ソ
ン
の
論
文
、
．
．
醤
。
幹
跨
①
亀
O
。
目
ヨ
琶
8
暮
一
自
寄
器
舘
魯
．
．
が
、
コ
、
・
・
ユ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
に
与
え
た
影
響
の
大
き
さ
は
、
い
ま
さ
ら
指
摘
す
る
ま
で

も
な
い
．
そ
れ
は
従
来
な
さ
れ
て
き
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
が
大
き
な

転
期
を
迎
え
、
新
た
な
研
究
方
法
の
発
展
が
要
請
さ
れ
て
い
る
事
実
を
我
々
に



確
認
さ
せ
る
こ
と
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
十
年
を
経
た
今
日
ま
で
、
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
に
新
た
な
理
論
的
展
開
を
も
と
め
て
、
米
国
に
お
い

て
も
日
本
に
お
い
て
様
々
な
試
み
が
な
さ
れ
て
き
た
．
た
と
え
ば
、
日
本
新
聞

学
会
で
は
こ
こ
十
年
に
わ
た
つ
て
、
停
滞
か
ら
の
突
破
口
を
探
る
た
め
数
々
の

シ
ソ
ポ
ジ
ウ
ム
が
開
か
れ
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
主
要
な
傾
向
の
一
つ
は
、
従
来

こ
の
学
問
領
域
で
大
ぎ
な
比
重
を
占
め
て
い
た
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

研
究
へ
の
反
省
で
あ
る
．
他
の
一
つ
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ヨ
ソ
概
念
の
整
理
と

統
合
へ
の
試
み
で
あ
る
。

　
本
書
は
、
後
者
に
属
す
る
試
み
の
一
つ
と
し
て
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
．
本

書
に
収
録
さ
れ
た
論
文
の
多
く
は
、
一
九
六
〇
年
代
に
発
表
さ
れ
た
著
名
な
論

述
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
五
〇
年
代
の
諸
研
究
の
総
括
と
七
〇
年
代
の
諸
研
究
へ

の
橋
渡
し
の
役
割
を
果
し
て
い
る
。
本
書
は
そ
の
意
味
で
、
今
目
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
の
初
学
者
の
た
め
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
も
格
好
の
も
の
で
あ

る
。
と
同
時
に
、
編
者
で
あ
る
モ
ー
テ
ン
セ
ソ
と
セ
レ
ノ
に
よ
る
六
〇
年
代
諸

論
文
の
分
類
と
整
埋
の
仕
方
は
、
我
々
も
大
き
な
関
心
を
払
わ
ざ
る
を
得
な
い
．

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
二

　
　
　
　
　
（

　
本
書
は
、
　
館
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
“
人
間
の
相
互
行
為
の
本
質
”
に
つ
い

て
の
基
礎
知
識
に
関
す
る
妥
当
な
枠
組
を
提
示
す
る
こ
と
を
狙
つ
て
編
集
さ
れ

て
い
る
。
よ
り
基
本
的
に
は
本
書
の
表
題
の
一
部
と
な
つ
て
い
る
　
、
、
O
§
ヨ
午

三
β
菖
舅
望
8
曙
、
．
と
は
何
か
、
あ
ら
ゆ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
現
象
を
理

解
す
る
上
で
．
果
し
て
一
つ
の
確
定
し
た
「
理
論
」
が
考
え
ら
れ
る
か
ど
う
か

と
い
う
問
題
を
提
示
し
て
い
る
。

　
　
　
紹
介
と
批
評

　
す
な
わ
ち
、
編
者
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
一
九
四
九
年
、
シ
ャ
ノ
ソ

と
ウ
ィ
ー
バ
ー
に
よ
る
．
、
弓
ぎ
ζ
象
ぎ
筥
葺
オ
巴
弓
ぎ
o
胃
気
亀
O
o
ヨ
ヨ
q
昆
3
江
8
、
．

は
、
一
九
五
〇
年
代
初
期
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
に
多
大
の
影
響
を
与

え
た
。
そ
れ
は
今
日
に
お
け
る
情
報
理
論
の
形
成
に
と
つ
て
、
一
つ
の
基
盤
を

提
供
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
　
．
、
O
。
舅
冒
§
一
鶏
菖
8
些
8
曙
．
．
と

い
う
名
の
下
で
、
情
報
伝
達
や
受
容
の
仕
方
が
き
わ
め
て
選
択
的
な
人
間
コ
ミ

ュ
ニ
ヶ
ー
シ
ョ
ン
に
、
主
と
し
て
電
信
電
話
の
技
術
か
ら
開
発
さ
れ
た
理
論
を

画
一
的
に
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
つ
た
。
し
た
が
つ
て
、
人
間
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
に
関
し
て
は
、
そ
れ
を
構
成
す
る
諸
過
程
を
と
り
あ
つ
か
う
た
め

の
行
動
論
的
志
向
や
学
際
的
志
向
が
一
層
強
調
さ
れ
る
こ
と
と
な
つ
た
の
で
あ

る
。　

事
実
　
一
九
五
九
年
の
ベ
レ
ル
ソ
ソ
論
文
を
バ
ウ
ア
ー
が
未
来
を
あ
ま
り
に

も
悲
観
的
に
描
い
て
い
る
と
批
判
し
て
、
「
初
期
の
方
法
論
的
研
究
、
つ
ま
り
内

容
分
析
、
調
査
研
究
、
小
集
団
の
動
態
研
究
、
組
織
的
な
心
理
学
の
実
験
が
十

分
開
発
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
と
方
法
の
限
界
が
あ
き
ら
か
に
さ
れ
た
現

在
、
い
よ
い
よ
問
題
の
本
質
を
と
り
あ
げ
る
時
期
を
迎
え
た
の
で
あ
る
」
と
予

想
し
た
．
六
〇
年
代
の
研
究
は
、
そ
の
と
お
り
そ
れ
ま
で
の
研
究
成
果
を
ふ
ま

え
て
、
ω
従
来
の
諸
研
究
を
統
合
し
よ
う
と
す
る
努
力
（
た
と
え
ば
密
9
俸

9
器
霞
＆
㌔
①
蓉
μ
巴
ぎ
曽
魯
8
」
。
困
や
困
竜
窟
き
穿
Φ
国
篤
①
g
鋤
昌
等
8
霧

亀
匡
器
・
Q
§
巨
琶
壁
ぎ
p
一
8
。
な
ど
）
と
、
に
9
課
題
志
向
的
（
学
際
的
）
ア
プ
・

ー
チ
（
た
と
え
ば
近
代
化
研
究
）
の
一
層
の
強
調
に
あ
つ
た
．
モ
ー
テ
ン
セ
ン
と

セ
レ
ノ
に
よ
る
本
書
の
編
集
の
仕
方
（
あ
る
い
は
彼
ら
の
六
〇
年
代
研
究
の
見
方
）

に
た
い
し
て
は
、
基
本
的
に
何
ら
異
論
を
唱
え
る
所
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
一
　
　
（
一
七
八
九
）



　
　
紹
介
と
批
評

本
書
は
次
の
六
つ
の
章
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
（
）
内
は
掲
載
論
文
数
。

　
寄
①
♂
8
u
冒
葺
。
倉
＆
。
見
＞
男
蚕
旨
。
≦
o
詩
。
隔
O
。
目
目
暮
ざ
暮
帥
8

　
　
翠
8
奨
．

評
言
ど

評
詳
卜
。
”

霊
詳
o。

噛

霊
辞
♪

評
辞
貸

　
こ
れ
に
よ
つ
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、

の
確
定
し
た

問
題
と
な
つ
て
い
る
の
は
、

す
る
諸
理
論
の
中
か
ら
、

と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

う
な
四
つ
の
明
確
に
区
別
で
き
る
分
析
的
な
レ
ベ
ル
に
分
け
ら
れ
る
と
し
て
い

る
．
す
な
わ
ち
、
そ
の
第
一
は
最
も
包
括
的
な
．
、
O
§
窮
信
三
。
豊
8
醤
8
曙
．
．

の
レ
ベ
ル
で
あ
り
、
人
間
の
相
互
行
為
と
い
う
も
の
が
一
つ
の
行
動
体
系
と
し

て
．
ア
プ
ロ
ー
チ
で
ぎ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
は
や
や
特
殊
化
さ
れ
た

分
析
レ
ベ
ル
で
あ
り
、
人
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ソ
行
為
に
お
け
る
特
殊
人

間
的
な
構
成
要
素
に
そ
の
焦
点
を
あ
て
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
U
①
8
－

良
轟
自
琴
。
息
渥
の
諸
機
能
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
第
三
の
レ
ベ
ル

は
相
互
作
用
の
概
念
を
理
解
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
．
こ
れ
は
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
も
の
が
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
交
換
に
お
い
て
結
び

合
わ
さ
れ
、
共
通
の
志
向
（
文
化
）
を
持
つ
に
い
た
る
特
定
の
手
段
に
関
心
の

Q
o
ヨ
冨
彗
帥
8
菖
8
日
富
。
曙
后
o
議
冨
。
菖
く
＄
（
ω
）

9
唐
目
目
一
。
畳
8
翠
。
。
曼
”
ω
図
馨
Φ
墓
．
（
㎝
）

O
o
目
目
琶
凶
8
江
o
”
日
ぎ
o
奨
”
U
①
8
良
轟
自
ぎ
o
象
護
9
（
蒔
）

O
o
目
唐
q
三
8
菖
8
目
げ
Φ
o
q
晶
導
。
蚕
。
二
〇
p
（
刈
）

O
o
第
目
仁
鼠
β
9
8
日
ぎ
o
蔓
あ
o
。
置
O
o
暮
①
蓉
。
（
㎝
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ
ー
テ
ソ
セ
ン
と
セ
レ
ノ
は
．
叫
つ

、
．
Q
。
目
3
暮
帥
。
彗
一
8
目
8
曙
．
、
は
存
在
し
な
い
。
む
し
ろ
今
日

　
　
　
　
　
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
行
動
の
特
定
の
側
面
に
関

　
　
　
　
そ
れ
ら
に
共
通
の
中
心
概
念
は
何
か
を
描
出
し
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
し
て
、
今
目
の
諸
理
論
は
次
の
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
二
　
　
（
一
七
九
〇
）

中
心
を
む
け
る
の
で
あ
る
。
第
四
の
レ
ベ
ル
は
人
間
の
相
互
作
用
が
行
わ
れ
る

と
こ
ろ
の
環
境
や
状
況
を
と
り
あ
つ
か
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
分
析
上
の

四
つ
の
レ
ベ
ル
は
、
人
間
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
ダ
イ
ナ
、
・
・
ク
ス
を
よ
り
効

果
的
に
理
解
す
る
た
め
の
、
学
際
的
基
盤
を
も
つ
た
よ
り
有
効
な
展
望
に
と
つ

て
不
可
欠
の
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　
モ
ー
テ
ソ
セ
ソ
と
セ
レ
ノ
が
、
こ
の
四
つ
の
分
析
レ
ベ
ル
を
設
定
し
た
理
由

は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
そ
れ
を
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ソ
と
い
う
言
葉
の
定
義

が
多
様
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
彼
ら
は
「
一
定
の
社
会
的
情
況
に
お
い
て
、

メ
ッ
セ
ー
ジ
の
送
受
に
よ
り
成
立
す
る
相
互
作
用
の
過
程
」
と
定
義
す
る
。
こ

の
よ
う
な
相
互
作
用
が
成
立
す
る
た
め
に
は
「
共
通
の
志
向
」
が
、
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
参
加
者
に
分
有
さ
れ
て
い
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
相
互
作
用
は

そ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
行
動
を
決
定
づ
け
る
諸
要
因
の
包
括
的
な
考
察
を

も
つ
て
、
は
じ
め
て
有
効
に
と
り
あ
げ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、

以
上
に
述
べ
た
分
析
の
四
レ
ベ
ル
は
、
便
宜
的
な
も
の
で
あ
つ
て
ど
の
一
つ
を

と
り
あ
げ
る
場
合
で
も
、
全
体
と
の
関
連
の
中
で
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
る
．
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
シ
ス
テ
ム
や
モ
デ
ル
を
考
察
す
る
理
由

は
、
あ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
行
為
が
生
起
す
る
上
で
必
要
な
諸
要
因
を
、

抽
象
化
し
概
念
的
に
記
述
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
社
会
科
学
に
お
け
る
ほ

と
ん
ど
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
モ
デ
ル
は
数
学
的
な
モ
デ
ル
と
異
つ
て
、
単

に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ソ
過
程
を
．
．
留
民
ぼ
叩
⇒
き
m
巨
…
黄
力
8
鉱
三
轟
．
．

機
能
だ
け
か
ら
構
成
さ
れ
た
も
の
と
は
考
え
て
い
な
い
．
相
互
作
用
の
性
格
や

メ
ゾ
セ
ー
ジ
ヘ
の
反
応
や
相
互
作
用
が
起
る
社
会
的
脈
絡
の
よ
う
な
諸
要
因
を

も
考
慮
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
べ
て
の
人
間
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
行
動



に
共
通
す
る
も
の
を
抽
象
化
し
て
、
す
べ
て
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
行
動
を

よ
り
よ
く
理
解
す
る
た
め
の
枠
組
を
提
供
す
る
の
が
シ
ス
テ
ム
・
ア
プ
・
ー
チ

の
目
的
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
第
二
章
で
は
、
サ
イ
バ
ネ
テ
ィ
ッ
ク
ス
と
情

報
理
論
、
相
互
作
用
に
関
す
る
二
・
三
の
モ
デ
ル
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
の
シ
ス
テ
ム
・
ア
プ
ロ
ー
チ
に
と
つ
て
、
人
間
的
要
因
を
く
み
こ
む
こ
と

が
中
心
課
題
の
一
つ
と
な
る
。
そ
れ
は
、
（
帥
）
勺
霞
8
筥
一
8
貫
U
8
a
ゆ
凝
（
ε

9
讐
葺
旨
簿
H
暮
。
暮
曇
畳
自
（
讐
）
評
8
。
霧
①
簿
国
琴
。
＆
夷
と
い
う
分
析

上
の
分
類
が
で
き
る
。
第
三
章
で
は
、
人
間
の
認
知
構
造
に
関
す
る
論
文
が
と

り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
相
互
作
用
は
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
送
り
手
と
受
け

手
の
連
鎖
の
状
態
に
注
目
し
て
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
中
に
は
バ
ー

ソ
ナ
リ
テ
ィ
要
因
や
情
報
源
の
信
頼
性
、
認
知
的
協
和
や
不
協
和
の
状
態
、
態

度
要
因
、
選
択
さ
れ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
妥
当
性
な
ど
の
諸
要
因
が
考
慮
さ
れ
る

こ
と
と
な
る
。
第
四
章
で
は
態
度
構
造
、
態
度
変
容
、
意
見
変
容
に
関
す
る
論

文
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
最
後
に
社
会
的
脈
絡
の
問
題
で
あ
る
が
、
こ
の

中
に
は
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
流
れ
や
影
響
を
大
き
く
支
配
し
て
い
る
社
会
的
慣
習
、

規
範
、
価
値
の
問
題
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
五
章
で
は
集
団
構

造
、
グ
ル
ー
プ
ダ
イ
ナ
、
・
・
ク
ス
、
技
術
革
新
の
普
及
に
関
す
る
論
文
が
と
り
あ

げ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
三

　
　
　
　
　
　
（

　
一
九
七
〇
年
代
の
人
間
コ
ミ
き
一
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
は
、
四
つ
の
強
調
点
を

持
つ
と
私
は
考
え
る
。
そ
れ
ら
は
e
学
際
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
い
う
言
葉
の
持
つ

意
味
内
容
の
確
定
で
あ
り
、
口
相
互
作
用
ア
プ
・
！
チ
の
整
備
と
操
作
化
で
あ

　
　
　
紹
介
と
批
評

り
、
白
情
報
の
意
味
側
面
へ
の
重
視
で
あ
り
、
四
行
動
科
学
に
お
け
る
生
物
学

的
基
盤
へ
の
再
評
価
で
あ
る
。
e
と
口
に
関
し
て
は
、
拙
稿
（
法
学
研
究
四
五
巻

三
号
）
や
、
「
コ
、
・
三
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ソ
行
動
の
理
論
」
　
（
慶
応
通
信
昭
和
四
十
七

年
）
で
論
じ
て
お
い
た
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。
⑬
の
意
味
的
側
面
に
関
し
て

は
、
我
々
は
言
語
学
者
か
ら
よ
り
多
く
の
も
の
を
学
び
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
に
は
次
の
よ
う
な
点
を
十
分
に
留
意
し
て
お
か
ね
ば
な

ら
な
い
。
「
た
し
か
に
言
語
は
構
造
分
析
の
可
能
な
対
象
と
し
て
あ
つ
か
う
こ

と
が
で
き
る
し
、
そ
う
あ
つ
か
う
べ
き
で
も
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
対
象
は

自
己
目
的
的
な
完
結
し
た
も
の
で
な
く
、
構
造
は
作
用
を
組
織
し
明
確
に
す
る

だ
け
で
あ
る
。
意
味
作
用
を
通
じ
て
人
間
と
世
界
の
関
係
は
展
開
す
る
．
そ
し

て
分
析
の
最
終
段
階
に
至
つ
て
哲
学
は
言
語
を
過
不
足
な
く
と
り
あ
つ
か
う

た
め
に
、
こ
の
関
係
に
反
省
を
加
え
ね
ぽ
な
ら
な
い
の
で
あ
る
．
」
　
（
、
・
・
ケ
ル
．

デ
ュ
フ
レ
ン
ヌ
・
長
谷
川
宏
訳
・
言
語
と
哲
学
・
せ
り
か
書
房
一
九
七
〇
年
）
と
い
う
言

語
哲
学
か
ら
の
言
語
学
や
論
理
学
の
科
学
的
厳
密
さ
へ
の
羨
望
と
L
か
し
そ
れ

へ
の
拒
否
と
い
う
事
実
が
あ
る
。
よ
り
現
象
的
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
そ
れ
は

人
間
行
動
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ヶ
ー
シ
ョ
ン
の
適
切
性
の
問
題
と
し
て
把
え
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。
㊨
の
行
動
科
学
に
お
け
る
生
物
学
的
基
盤
の
再
評
価
に

つ
い
て
は
、
シ
ス
テ
ム
理
論
の
展
開
と
密
接
な
関
連
を
持
つ
て
い
る
の
で
あ

る
。
シ
ス
テ
ム
理
論
は
一
九
六
〇
年
代
に
盛
ん
に
論
じ
ら
れ
た
。
そ
の
概
念
の

多
様
性
は
い
ま
さ
ら
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
が
、
シ
ス
テ
ム
を
構
成
す
る
諸
要

素
間
の
相
互
作
用
を
コ
、
・
・
ユ
ニ
ヶ
ー
シ
ョ
！
の
問
題
と
し
て
と
り
あ
げ
よ
う
と

す
る
こ
こ
ろ
み
が
あ
る
．
そ
こ
に
お
い
て
、
コ
、
・
三
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ソ
と
い
う
言

葉
は
、
原
初
的
な
生
物
の
レ
ベ
ル
か
ら
人
間
の
レ
ベ
ル
に
い
た
る
ま
で
、
あ
る
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紹
介
と
批
評

い
は
ま
た
機
械
に
お
い
て
さ
え
も
、
そ
の
行
動
の
一
定
の
基
本
的
特
質
を
解
明

し
理
解
す
る
共
通
の
枠
組
を
提
供
し
う
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
立
場
の
典
型
的
な
理
論
に
サ
イ
バ
ネ
テ
ィ
ヅ
ク
ス
が
あ
り
、
さ
ら

に
こ
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
論
が
普
遍
的
性
格
を
強
調
す
る
点
に
お
い
て
一
般
シ

ス
テ
ム
論
と
大
き
な
関
係
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
る
．
こ
の
二
つ
の
シ
ス
テ
ム

論
と
も
、
生
物
学
的
背
景
を
強
く
有
し
て
お
り
、
今
後
の
コ
ミ
ュ
ニ
ヶ
ー
シ
ョ

ソ
研
究
の
発
展
の
一
つ
の
方
向
が
こ
の
意
味
で
、
生
物
学
的
基
盤
の
再
評
価
に

あ
る
と
い
う
こ
と
が
言
い
得
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
純
粋
に
生
物
学
の
諸
成

果
を
社
会
科
学
の
領
域
に
ひ
き
入
れ
よ
う
と
試
み
る
も
の
も
あ
る
。
た
と
え
ば

政
治
学
の
領
域
に
お
い
て
は
、
生
物
政
治
学
（
ぎ
－
箆
三
邑
な
い
し
行
動
の
生

物
学
的
考
察
（
頴
醇
＞
6
電
巳
壷
霞
。
一
。
鴨
邑
田
罷
9
切
魯
奨
ゆ
8
嶺
。
『
崔
卑

置
8
お
§
魯
注
）
な
ど
、
関
連
学
問
領
域
の
成
果
を
と
り
入
れ
よ
う
と
す
る

学
際
ア
プ
ロ
ー
チ
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ソ
は

双
方
の
学
間
領
域
の
共
通
項
と
し
て
主
要
な
概
念
と
な
つ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
本
書
の
構
成
は
、
こ
の
よ
う
な
七
〇
年
代
へ
の
展
望
に
全
く
欠
け
て
い
る
。

そ
れ
は
六
〇
年
代
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ソ
研
究
の
ま
と
め
と
し
て
は
価
値
を

認
め
て
も
、
せ
め
て
編
集
方
針
と
し
て
無
難
な
論
文
ば
か
り
で
な
く
七
〇
年
代

研
究
の
手
掛
り
あ
る
い
は
た
た
き
台
と
な
る
よ
う
な
論
文
を
も
載
せ
て
お
い
て

欲
し
か
つ
た
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
本
書
は
、
今
日
の
こ
の
分
野
の
初
学
者
の
た
め
の
教
科
書
と

し
て
、
あ
る
い
は
我
々
が
六
〇
年
代
の
研
究
を
振
り
返
る
際
の
資
料
と
し
て
大

い
に
役
立
つ
も
の
と
考
え
る
。
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