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加
　
藤

節
著

『
近
代
政
治
哲
学
と
宗
教
』

　
本
書
は
著
者
が
東
京
大
学
大
学
院
法
学
政
治
学
研
究
科
に
提
出
し
た
博
士
号

学
位
論
文
二
七
世
紀
政
治
理
論
に
お
け
る
『
宗
教
批
判
』
の
展
開
－
社
会

契
約
説
と
宗
教
理
論
－
」
に
若
干
の
形
式
的
修
正
を
加
え
た
も
の
（
「
あ
と
が

き
」
）
を
一
冊
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
内
容
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
序
章
　
問
題
史
的
前
提

　
　
　
第
一
節
　
一
七
世
紀
社
会
契
約
税
と
宗
教
理
論

　
　
　
第
二
節
　
一
七
世
紀
に
お
け
る
「
宗
教
批
判
」
の
不
可
避
性
と
社
会
契

　
　
　
　
　
　
　
約
説

　
　
　
第
三
節
　
ホ
ッ
ブ
ス
、
ス
ピ
ノ
ザ
、
・
ッ
ク
～
そ
の
問
題
史
的
意
味

　
　
　
　
　
　
　
連
関

　
　
第
一
章
　
ホ
ッ
ブ
ス
に
お
け
る
「
体
制
宗
教
9
二
一
↓
竃
9
霞
≦
の
強

　
　
　
　
　
　
行

　
　
　
第
一
節
解
釈
類
型
の
吟
味

　
　
　
第
二
節
哲
学
と
宗
教

　
　
　
紹
介
と
批
評

　
第
三
節
政
治
理
論
の
形
成
と
展
開

　
第
四
節
　
　
「
ク
リ
ス
ト
教
コ
モ
ソ
ウ
ェ
ル
ス
」
論
の
展
開

第
二
章
　
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
け
る
「
哲
学
す
る
自
由
口
げ
震
欝
ω
嘗
一
一
8
？

　
9
き
島
」
の
要
求

　
第
一
節
倫
理
学
と
政
治
理
論

　
第
二
節
　
政
治
理
論
の
成
立
と
展
開

　
第
三
節
　
　
「
宗
教
批
判
」
の
展
開

第
三
章
　
ロ
ッ
ク
に
お
け
る
「
寛
容
↓
o
一
〇
る
暮
富
」
の
主
張

　
第
一
節
　
ロ
ッ
ク
思
想
の
発
展

　
第
二
節
経
験
論
哲
学
の
形
成
と
哲
学
的
「
宗
教
批
判
」
の
展
開

　
第
三
節
　
政
治
理
論
の
形
成
と
「
寛
容
」
論
の
展
開

第
四
節
　
結
　
び

一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
と
こ
ろ
で
、
思
想
史
の
研
究
が
本
当
の
意
味
で
の
研
究
に
な
り
う
る
た
め
に

　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

は
、
研
究
の
対
象
と
主
体
と
の
あ
い
だ
に
、
ど
の
よ
う
な
要
素
が
介
在
し
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
い
ま
煩
項
な
論
議
は
避
け
て
さ
し
あ
た
り

の
見
通
し
だ
け
を
い
え
ば
、
対
象
と
な
る
問
題
に
対
す
る
、
な
に
か
非
常
に
強

　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

烈
な
モ
チ
ー
フ
ー
問
題
意
識
と
か
内
的
必
然
性
と
い
つ
た
コ
ト
バ
で
い
い
か

え
て
も
よ
か
ろ
う
ー
と
き
わ
め
て
正
確
な
視
点
、
そ
し
て
並
々
な
ら
ぬ
高
度

　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

な
抽
象
化
能
力
が
最
低
限
な
け
れ
ぽ
、
到
底
、
思
想
史
な
ど
や
れ
る
も
の
で
は

な
い
、
と
わ
た
く
し
は
考
え
て
い
る
。
な
に
ゆ
え
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
い
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
一
七
　
　
（
七
三
七
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

さ
ら
の
ご
と
く
、
確
認
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
。
そ
れ
は
不
遜
な
、
口
は
ぽ
つ
た

い
言
い
方
を
あ
え
て
犯
し
て
い
え
ば
、
一
つ
に
は
、
研
究
者
（
と
呼
ば
れ
る
人
び

と
）
の
あ
い
だ
に
、
な
ぜ
そ
の
問
題
と
取
り
組
む
こ
と
が
か
れ
に
と
つ
て
必
然

な
の
か
、
一
向
に
判
然
と
し
な
い
形
で
、
つ
ま
り
か
れ
な
り
の
間
題
意
識
が
明
ら

か
に
、
伝
わ
ら
な
い
ま
ま
に
た
だ
ひ
た
す
ら
い
わ
ゆ
る
〈
業
績
〉
を
蓄
積
さ
せ

る
だ
け
の
く
問
題
意
識
V
で
、
な
ん
ら
か
の
与
え
ら
れ
た
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
沿

つ
て
く
勉
強
V
し
、
そ
の
成
果
を
く
論
文
V
化
し
て
い
る
傾
向
性
が
皆
無
と
い

え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
お
そ

ら
く
、
学
問
を
成
立
さ
せ
る
も
つ
と
も
基
本
的
な
契
機
は
そ
れ
を
担
お
う
と
す

る
人
間
の
生
き
ざ
ま
の
最
深
部
か
ら
逆
る
情
熱
、
す
な
わ
ち
そ
の
人
の
モ
チ
ー

フ
な
の
で
あ
つ
て
、
そ
れ
に
支
え
ら
れ
て
い
な
い
研
究
は
所
詮
、
単
な
る
知
的

遊
戯
以
上
の
も
の
と
は
な
り
え
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
場
合
こ
と
の
ほ

か
始
末
の
悪
い
の
は
、
そ
の
よ
う
な
モ
チ
ー
フ
の
不
在
を
隠
蔽
し
、
糊
塗
す
る

た
め
に
、
し
ぽ
し
ば
く
知
的
禁
欲
V
が
も
ち
だ
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
で
あ
る
。

何
度
も
い
い
古
さ
れ
た
こ
と
だ
が
、
知
的
禁
欲
が
真
に
意
味
を
も
つ
の
は
、
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

さ
に
禁
欲
に
足
る
豊
饒
な
欲
望
（
っ
ま
り
、
対
象
に
さ
な
が
ら
盲
目
的
に
肉
迫
せ
ん

と
す
る
問
題
意
識
）
が
ま
え
も
つ
て
あ
つ
て
の
こ
と
な
の
だ
。

　
さ
て
、
こ
う
し
た
こ
と
に
わ
ざ
わ
ざ
触
れ
て
い
る
も
つ
と
大
き
な
理
由
は
、

大
急
ぎ
で
告
白
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
が
実
は
現
在
の
わ
た
く

し
自
身
の
自
戒
と
確
認
の
事
項
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
書
評
を
依
頼
さ
れ
て

本
書
を
最
初
に
播
い
て
、
著
者
が
わ
た
く
し
自
身
と
そ
れ
ほ
ど
年
令
的
に
開
き

の
な
い
こ
と
を
知
つ
た
と
ぎ
、
わ
た
く
し
が
ま
ず
感
じ
た
こ
と
は
右
の
よ
う
な

こ
と
だ
つ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
本
書
が
若
い
研
究
者
の
、
お
そ
ら
く
処
女

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
八
　
　
（
七
三
八
）

作
に
あ
た
る
と
思
わ
れ
る
だ
け
に
、
こ
こ
に
コ
ト
バ
と
な
つ
て
込
め
ら
れ
て
い

る
内
容
が
一
体
い
か
な
る
学
問
的
誠
実
に
裏
打
ち
さ
れ
て
、
そ
れ
が
そ
の
よ
う

な
も
の
と
し
て
形
を
な
す
に
い
た
つ
た
か
、
を
同
学
の
わ
た
く
し
は
つ
よ
く
意

識
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
か
つ
た
。
い
い
か
え
れ
ば
、
ホ
ッ
ブ
ズ
（
著
者
は

ホ
ヅ
ブ
ス
と
い
つ
て
い
る
が
、
最
近
の
い
い
方
に
な
ら
つ
て
、
こ
こ
で
は
ホ
ッ
ブ
ズ
と
書

く
こ
と
に
す
る
）
、
ス
ピ
ノ
ザ
お
よ
び
ロ
ッ
ク
に
代
表
さ
れ
る
一
七
世
紀
の
西
欧

政
治
理
論
に
お
け
る
「
宗
教
批
判
」
（
こ
れ
も
、
著
者
固
有
の
用
法
が
あ
る
。
後
述

　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

す
る
）
を
、
著
者
が
主
題
と
し
て
選
択
し
て
い
る
こ
と
の
う
ち
に
は
、
ど
の
よ

う
な
モ
チ
ー
フ
（
内
的
必
然
性
・
問
題
意
識
）
や
、
ど
の
よ
う
な
視
点
が
孕
ま
れ
て

い
る
の
か
。
そ
こ
が
知
り
た
い
。
そ
こ
の
と
こ
ろ
を
、
本
書
の
な
か
に
、
覗
き

こ
ん
で
み
た
い
。
そ
れ
さ
え
、
わ
か
り
え
た
ら
、
本
書
評
で
の
、
わ
た
く
し
の

　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

責
務
の
大
半
は
終
る
の
だ
、
と
あ
え
て
思
い
た
い
（
も
ち
ろ
ん
、
書
評
の
意
味
と

役
割
が
こ
う
し
た
こ
と
で
つ
き
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
断
わ
る
ま
で
も
な
か
ろ
う
）
。

二

　
「
近
代
政
治
哲
学
が
宗
教
問
題
を
処
理
す
る
に
当
つ
て
貫
い
た
内
的
論
理
を
、

特
に
一
七
世
紀
社
会
契
約
説
に
焦
点
を
結
ん
で
内
在
的
に
解
明
し
よ
う
と
試
み

た
も
の
」
（
「
あ
と
が
き
」
）
と
、
著
者
は
本
書
の
主
題
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
テ
ー
マ
に
、
著
者
は
な
ぜ
取
り
組
も
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
著
者
の
コ
ト
バ
に
ょ
れ
ば
、
「
ホ
ッ
ブ
ス
の
政
治
哲
学
上
の
主
著
『
リ

ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
の
過
半
が
宗
教
ー
神
学
論
に
割
か
れ
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
政
治
理

論
の
主
要
部
分
が
ま
さ
に
『
神
学
政
治
論
』
に
お
い
て
提
示
せ
ら
れ
、
ロ
ッ
ク
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ピ
ブ
リ
カ
ル
じ
が
リ
テ
イ
ノ
ク
ス

政
治
学
上
の
主
著
『
統
治
二
論
』
が
「
聖
書
に
基
づ
く
政
治
学
」
“
王
権
神
授



説
と
の
対
決
を
通
し
て
構
想
せ
ら
れ
た
そ
れ
ら
一
連
の
事
実
は
、
一
七
世
紀
社

会
契
約
説
に
占
め
る
宗
教
問
題
の
決
定
的
な
重
要
性
を
告
げ
、
そ
こ
に
お
け
る

政
治
理
論
と
宗
教
論
と
の
あ
る
本
質
的
な
関
連
性
を
示
唆
せ
ず
に
は
い
な
い
」

（
四
ー
五
ぺ
ー
ジ
）
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
彼
ら
の
契
約
説
に
お
け
る
宗
教
“
神

学
論
を
内
在
的
に
分
析
し
て
そ
の
意
味
を
積
極
的
に
確
定
」
）
よ
う
と
し
た
試
み

は
、
い
ま
だ
必
ず
し
も
多
い
と
は
言
い
難
い
」
（
三
ぺ
ー
ジ
）
か
ら
で
あ
る
。

　
た
し
か
に
、
こ
う
し
た
事
態
は
一
種
異
常
と
も
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
か
も
し

れ
な
い
。
西
欧
の
、
こ
と
に
近
代
の
政
治
思
想
史
を
専
攻
し
て
い
る
も
の
な
ら

ぽ
、
問
題
の
一
七
世
紀
が
ど
の
よ
う
な
時
代
で
あ
つ
た
か
、
は
ほ
と
ん
ど
い
う

を
ま
た
な
い
ほ
ど
で
あ
ろ
う
。
「
宗
教
と
国
家
の
関
係
の
問
題
ほ
ど
執
拗
に
一

七
世
紀
を
通
じ
て
政
治
思
想
家
の
心
を
奪
つ
た
問
題
は
な
か
つ
た
」
（
G
．
P
．

グ
ー
チ
『
イ
ギ
リ
ス
政
治
思
想
1
』
・
堀
・
竹
味
訳
　
岩
波
現
代
叢
書
　
一
五
三
ぺ
ー
ジ
）

と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
一
七
世
紀
は
ま
さ
に
宗
教
の
問
題
が
政
治
に
と
つ
て
第

一
義
的
な
重
要
性
を
も
つ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
だ
と
す
れ
ば
、
「
従
来
の
研
究
史
に
お
い
て
、
一
七
世
紀
社
会
契
約
説
に
占

め
る
宗
教
“
神
学
論
の
位
置
の
理
論
的
解
明
は
、
総
じ
て
未
開
拓
の
ま
ま
に
放

置
さ
れ
て
き
た
と
言
つ
て
も
過
言
で
は
な
い
」
（
三
ぺ
ー
ジ
）
と
ま
で
い
い
き
れ

る
か
否
か
は
と
も
か
く
、
そ
れ
が
思
想
史
研
究
の
う
え
で
必
ず
し
も
き
ち
ん
と

し
た
取
り
扱
い
を
受
け
て
こ
な
か
つ
た
印
象
を
拭
い
が
た
い
こ
と
自
体
が
奇
妙

で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
し
た
が
つ
て
、
著
者
が
こ
の
問
題
と
格
闘
す
る
に
さ
い
し
て
、
な
ぜ
そ
う
し

た
事
態
が
起
つ
た
か
、
の
論
及
か
ら
始
め
て
い
る
こ
と
は
き
わ
め
て
適
切
で
あ

ろ
う
。
著
者
は
そ
の
原
因
を
、
e
　
二
八
世
紀
以
降
、
政
治
に
お
け
る
宗
教

　
　
　
　
紹
介
と
批
評

の
直
接
的
機
能
が
急
激
に
低
下
し
、
政
治
思
想
か
ら
政
治
体
制
を
二
つ
に
引
き

裂
く
信
仰
問
題
と
の
原
理
的
対
決
が
急
速
に
影
響
を
潜
め
て
行
つ
た
」
結
果
、

「
世
俗
化
の
時
代
を
生
き
る
思
想
史
家
の
視
座
を
歴
史
的
に
規
定
」
し
て
、
ニ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

七
世
紀
社
会
契
約
説
の
固
有
の
構
造
へ
の
関
心
と
理
解
力
を
奪
わ
ず
に
は
措
か

な
か
つ
た
」
こ
と
、
そ
の
点
と
関
連
し
て
、
ω
二
七
世
紀
社
会
契
約
説
を
明

確
に
貫
く
反
神
学
的
世
俗
性
が
、
多
く
の
研
究
老
に
、
一
七
世
紀
社
会
契
約
説

に
お
け
る
宗
教
11
神
学
論
の
位
置
の
本
来
的
消
極
性
を
予
断
せ
し
め
た
こ
と
」

に
求
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
⇔
に
つ
い
て
さ
ら
に
、
「
一
七
世
紀
社
会
契
約
説
が

『
人
間
の
哲
学
』
に
支
持
せ
ら
れ
た
そ
の
反
神
学
的
地
上
性
の
故
に
、
永
く
神

学
に
統
御
さ
れ
き
た
つ
た
伝
統
的
政
治
学
を
清
算
し
て
、
『
近
代
政
治
原
理
』
へ

の
不
動
の
始
点
に
立
ち
え
た
と
す
れ
ぽ
」
、
そ
う
し
た
研
究
者
の
態
度
は
「
一
七

世
紀
社
会
契
約
説
に
お
け
る
宗
教
論
に
解
釈
上
過
重
の
力
点
を
お
ぎ
、
例
え
ぽ

そ
れ
を
、
伝
統
へ
の
強
い
傾
斜
に
お
い
て
『
神
学
的
政
治
学
』
と
解
す
る
か
の

如
ぎ
態
度
」
が
二
七
世
紀
社
会
契
約
説
の
原
理
的
核
心
そ
れ
自
体
を
見
誤
る

虞
れ
な
し
と
し
な
い
」
以
上
、
必
ず
し
も
不
当
で
は
な
か
つ
た
と
い
つ
て
い
る

（
一
二
ぺ
ー
ジ
）
。

　
非
常
に
犀
利
な
分
析
と
い
え
よ
う
。
こ
う
い
う
い
う
事
情
が
絡
ん
で
い
る
以

上
、
西
欧
の
近
代
政
治
思
想
を
専
攻
す
る
も
の
が
当
該
問
題
を
研
究
対
象
と

し
て
選
択
す
る
こ
と
は
充
分
に
意
味
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
し
、
こ
れ
だ
け
で
も

す
で
に
本
書
の
意
義
は
充
分
高
く
評
価
さ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
る
と
も
い
え
よ

う
o

　
だ
が
（
と
い
う
接
続
詞
は
必
ず
し
も
適
切
で
は
な
い
が
）
、
こ
こ
で
、
わ
た
く
し
は

つ
よ
く
立
ち
ど
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
も
の
を
感
じ
て
し
ま
う
。
他
に
適
当
な
表

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
一
九
　
　
（
七
三
九
）



紹
介
と
批
評

現
が
見
つ
か
ら
な
い
ま
ま
に
、
つ
い
大
仰
な
物
言
い
に
な
つ
て
し
ま
う
の
だ
が
、

そ
れ
は
お
そ
ら
く
わ
が
国
に
お
け
る
西
欧
近
代
政
治
思
想
史
研
究
が
し
つ
か
り

と
据
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
視
座
に
つ
い
て
な
の
だ
。
つ
ま
り
、
現
在
、
わ
た

く
し
も
ま
た
時
代
を
異
に
す
る
と
は
い
え
、
同
じ
く
西
欧
の
政
治
思
想
史
を
学

ぶ
も
の
と
し
て
著
者
と
ほ
と
ん
ど
変
ら
ぬ
位
相
に
立
つ
て
い
る
に
ち
が
い
な
い

の
だ
が
、
そ
の
こ
と
を
意
識
し
つ
つ
本
書
を
経
い
て
い
る
と
、
わ
が
国
固
有
の

　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

研
究
の
あ
り
よ
う
の
こ
と
が
心
か
ら
離
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
思
え
ば
、
本
当
の
意
味
で
西
欧
近
代
が
わ
た
く
し
た
ち
の
学
問
的
対
象
と
し

て
問
題
に
さ
れ
だ
し
た
の
は
、
敗
戦
後
の
こ
と
で
あ
る
と
い
つ
て
い
い
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
い
う
の
は
、
ほ
か
で
も
な
い
。
わ
た
く
し
に
は
た
と
え
ば
、
次
の

よ
う
な
一
節
が
す
ぐ
に
思
い
浮
か
ぶ
の
だ
。

　
　
　
ヲ
ヨ
ン
・
ロ
ヅ
ク
は
一
言
に
し
て
い
う
な
ら
ぽ
十
七
世
紀
に
身
を
置
き
な
が
ら

　
　
十
八
世
紀
を
支
配
し
た
思
想
家
で
あ
つ
た
。
ヨ
i
・
ッ
パ
近
代
思
想
が
ル
ネ
ヅ
サ
ン

　
　
ス
と
宗
教
改
革
に
は
じ
ま
る
と
い
う
『
常
識
』
が
あ
ま
り
に
普
遍
化
さ
れ
た
た
め
に
、

　
　
わ
れ
わ
れ
は
と
も
す
れ
ば
十
六
・
七
世
紀
か
ら
フ
ラ
ン
ス
革
命
ま
で
の
時
代
を
一
ま

　
　
と
め
に
し
て
観
念
し
が
ち
で
あ
る
が
、
少
く
と
も
思
想
史
的
に
は
、
十
七
世
紀
と
十

　
　
八
世
紀
の
間
に
は
裁
然
と
し
た
段
階
が
劃
さ
れ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
両

　
　
世
紀
に
み
な
ぎ
る
思
想
的
雰
囲
気
は
む
し
ろ
対
蹄
的
で
す
ら
あ
つ
た
。
十
七
世
紀
に

　
　
は
大
陸
に
も
英
本
土
に
も
宗
教
戦
争
の
暗
い
激
情
が
渦
ま
き
、
狂
熱
の
嵐
が
吹
き
す

　
　
さ
ん
で
い
た
。
近
世
理
性
哲
学
や
自
然
哲
学
が
既
に
希
望
に
満
ち
た
発
足
を
開
始
し

　
　
て
い
た
と
し
て
も
そ
こ
で
の
思
考
の
諸
範
疇
は
依
然
と
し
て
深
く
中
世
的
な
伝
統
に

　
　
規
定
さ
れ
て
い
た
。
哲
学
や
自
然
科
学
に
と
つ
て
、
そ
う
し
た
伝
統
か
ら
の
離
脱
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
　
な
ん
ら
か
外
部
的
な
敵
と
の
た
瓦
か
い
で
あ
る
以
上
に
、
自
己
の
裡
な
る
も
の
と
の

　
　
血
み
ど
ろ
の
格
闘
を
意
味
し
て
い
た
の
で
あ
る
」
　
（
丸
山
真
男
「
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ニ
○
　
　
（
七
四
〇
）

　
　
と
近
代
政
治
原
理
』
法
哲
学
四
季
報
　
第
三
号
　
　
「
法
と
政
治
の
関
連
」
　
昭
和
こ

　
　
十
四
年
朝
倉
書
店
　
七
蓋
ペ
ー
ジ
。
の
ち
『
戦
中
と
戦
後
の
間
』
み
す
ず
書
房

　
　
一
九
七
六
年
に
収
録
。
）

　
い
う
ま
で
も
な
く
、
丸
山
真
男
氏
の
有
名
な
論
文
の
冒
頭
の
一
節
だ
が
、
わ

た
く
し
に
は
こ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
い
ま
見
て
き
た
ぽ
か
り
の
本
書
の

主
題
と
ほ
と
ん
ど
二
重
映
し
に
な
つ
て
し
ま
う
。
否
、
こ
の
論
文
を
改
め
て

読
み
直
し
、
そ
の
光
に
照
ら
さ
れ
て
本
書
に
向
か
う
と
、
本
書
が
単
な
る
ア
カ

デ
ミ
ズ
ム
の
枠
内
の
一
く
業
績
V
以
上
の
も
の
、
す
な
わ
ち
真
に
わ
た
く
し
た

ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

ち
自
身
の
現
在
の
く
生
V
に
か
か
わ
る
〈
学
問
〉
に
な
る
た
め
に
は
、
そ
れ
が

ど
の
よ
う
な
モ
チ
ー
フ
と
視
点
に
支
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
、
が
初
心
に
帰

つ
て
痛
烈
に
意
識
さ
れ
る
と
い
つ
た
方
が
い
い
か
も
し
れ
な
い
。
な
ぜ
、
西
欧
が

問
題
か
。
し
か
も
、
な
ぜ
、
そ
の
う
ち
の
近
代
が
問
題
な
の
か
。
こ
の
こ
と
を

深
く
自
覚
し
な
い
西
欧
政
治
思
想
史
な
ど
、
わ
た
く
し
た
ち
に
と
つ
て
、
輔
体
、

何
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
の
文
脈
を
一
層
は
つ
き
り
さ
せ
る
た
め
に
、
右
の
論
文

に
も
少
し
こ
だ
わ
つ
て
お
き
た
い
の
だ
が
、
単
な
る
過
去
へ
の
関
心
な
ど
で
は

な
い
、
わ
が
国
の
戦
後
の
思
想
史
研
究
が
め
ざ
し
て
い
た
目
的
は
い
つ
に
か
か

つ
て
、
日
本
が
戦
後
、
民
主
国
家
と
し
て
真
に
再
生
す
る
た
め
に
は
、
制
度
の

具
備
と
い
つ
た
表
層
部
分
を
越
え
て
西
欧
近
代
の
思
想
原
理
の
内
奥
に
ま
で

照
明
を
当
て
て
、
そ
れ
を
自
己
の
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
つ
た
と

思
う
。
そ
の
こ
と
が
、
右
の
論
文
か
ら
生
々
し
く
伝
わ
つ
て
こ
な
い
だ
ろ
う

か
。

　
　
　
「
凡
そ
人
間
の
自
由
と
平
等
が
語
ら
れ
代
議
政
と
権
力
分
立
が
間
題
と
な
り
、
寛

　
　
容
と
説
得
に
よ
る
政
治
が
論
じ
ら
れ
ろ
と
こ
ろ
、
そ
こ
に
は
必
ず
ロ
ッ
ク
が
あ
る
。



　
　
（
中
略
）
。

　
　
　
し
か
し
ヨ
i
目
ッ
パ
人
に
と
つ
て
の
『
常
識
』
は
必
ず
し
も
わ
れ
わ
れ
日
本
人
に

　
　
と
つ
て
の
そ
れ
で
は
な
か
つ
た
。
戦
時
中
、
あ
の
暗
黒
時
代
に
は
西
欧
の
口
真
似
を

　
　
し
て
『
近
代
の
超
克
』
を
尤
も
ら
し
く
説
え
て
い
た
事
が
ど
ん
な
に
カ
リ
カ
チ
ュ
ア

　
　
だ
つ
た
か
は
今
日
誰
で
も
知
つ
て
い
る
。
（
中
略
）
。
十
七
世
紀
末
に
ロ
ッ
ク
に
よ
つ

　
　
て
展
開
さ
れ
た
諸
理
論
が
い
ま
漸
く
新
憲
法
の
な
か
に
実
現
さ
れ
て
、
こ
れ
か
ら
の

　
　
日
本
政
治
の
究
極
的
な
ノ
ル
ム
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
の
が
否
み
え
な
い
わ
れ
わ
れ

　
　
の
現
実
な
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
現
在
の
日
本
が
二
百
六
十
年
も
前
の
ロ
ッ
ク
の
原
理

　
　
で
は
到
底
解
決
出
来
な
い
問
題
に
当
面
し
て
い
る
こ
と
も
ま
た
疑
を
い
れ
な
い
。
に

　
　
も
拘
ら
ず
、
い
な
ま
さ
に
そ
の
故
に
こ
そ
、
今
日
わ
れ
わ
れ
は
更
め
て
こ
の
自
由
主

　
　
義
の
生
誕
期
に
立
ち
か
え
つ
て
、
ロ
ッ
ク
の
政
治
思
想
の
歴
史
的
か
つ
論
理
的
諸
前

　
　
提
を
吟
味
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
」
（
七
七
ぺ
ー
ジ
）
。

　
お
そ
ら
く
、
断
言
し
て
い
い
だ
ろ
う
が
、
と
く
に
戦
後
の
西
欧
思
想
史
研
究

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

は
こ
う
し
た
問
題
意
識
の
う
え
に
初
め
て
わ
た
く
し
た
ち
の
く
学
問
V
と
し
て

成
立
し
え
た
は
ず
だ
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
意
識
の
共
有
の
な
か
で
、
わ
た

く
し
た
ち
は
た
と
え
ば
福
田
歓
一
教
授
を
初
め
と
す
る
秀
れ
た
先
学
の
恩
恵
を

有
形
無
形
に
蒙
つ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
（
そ
れ
は
論
稿
ば
か
り
で
な

　
　
ヤ
　
　
ヤ

く
、
邦
訳
作
業
に
お
い
て
も
等
し
い
と
思
う
。
こ
の
点
で
、
著
者
が
引
用
し
て
い
る
文
献

が
ほ
と
ん
ど
も
つ
ば
ら
福
田
教
授
に
限
ら
れ
る
よ
う
な
ー
す
つ
か
り
そ
う
で
あ
る
と
は

い
つ
て
い
な
い
f
印
象
を
与
え
る
の
が
気
に
な
る
）
。
だ
が
、
こ
こ
で
、
と
く
に
わ

た
く
し
が
い
い
た
い
の
は
む
し
ろ
、
実
は
こ
の
後
に
次
第
に
露
呈
さ
れ
て
い
つ

た
問
題
に
つ
い
て
な
の
だ
。
再
び
、
丸
山
論
文
を
引
用
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、

そ
の
問
題
を
考
え
た
い
。

　
　
　
「
ロ
ッ
ク
が
と
く
に
念
頭
に
置
い
た
政
治
理
論
に
二
つ
あ
つ
た
。
　
一
が
ロ
バ
ー

紹
介
と
批
評

ト
・
フ
ィ
ル
マ
ー
卿
（
ω
罵
勾
o
げ
o
旨
問
一
一
ヨ
9
）
の
、
他
が
ト
ー
マ
ス
・
ホ
ッ
ゾ
ス
の

そ
れ
で
あ
る
。
彼
の
↓
毛
o
↓
お
葺
冨
霧
の
う
ち
の
第
一
部
は
、
全
巻
フ
ィ
ル
マ

ー
の
．
．
勺
碧
ユ
弩
o
富
、
．
（
一
①
o
。
O
刊
）
と
の
直
接
的
対
決
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
フ
ィ

ル
マ
ー
の
著
は
、
王
権
神
授
説
の
典
型
的
な
も
の
で
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
王
朝
の
有
力
な

思
想
的
武
器
で
あ
つ
た
か
ら
、
・
ッ
ク
が
そ
の
論
破
に
全
力
を
尽
し
た
事
は
当
然
で

あ
る
。
し
か
し
ロ
ッ
ク
が
こ
の
著
を
出
し
た
頃
は
す
で
に
絶
対
主
義
の
歴
史
的
敗
北

は
決
定
的
と
な
つ
て
お
り
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
神
権
説
の
運
命
も
ほ
呈
豫

見
さ
れ
て
い
た
。
だ
か
ら
こ
こ
で
ロ
ッ
ク
は
恰
も
戦
の
帰
趨
既
に
決
し
た
敵
を
追
打

ち
す
る
将
軍
の
様
な
余
裕
と
自
信
に
満
ち
た
態
度
で
、
と
き
に
皮
肉
な
嘲
笑
す
ら
た

』
え
つ
』
論
を
進
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
後
世
の
学
者
が
第
二
部
に
比
し
て
一
層
時

代
的
制
約
の
多
い
こ
の
第
一
部
を
重
要
視
し
な
い
の
も
当
然
で
あ
る
。
（
中
略
）
。
し

　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

か
し
現
在
の
わ
れ
わ
れ
日
本
人
が
こ
の
第
一
部
を
読
む
際
の
感
慨
は
ま
た
別
の
も
の

が
あ
る
。
君
主
の
統
治
権
は
、
神
が
ア
ダ
ム
に
与
え
た
支
配
権
が
歴
史
的
正
統
に
従

つ
て
代
々
伝
え
ら
れ
た
結
果
で
あ
る
と
い
う
論
拠
．
君
主
の
臣
民
に
対
す
る
絶
対
無

制
限
の
権
利
は
父
と
し
て
の
ア
ダ
ム
の
子
に
対
す
る
権
利
に
淵
源
し
、
政
治
的
主
権

は
家
長
権
の
延
長
で
あ
り
、
国
家
は
家
族
の
拡
大
で
あ
る
と
い
う
説
、
従
つ
て
子
が

永
遠
に
父
を
崇
め
ね
ば
な
ら
ぬ
と
同
じ
く
、
臣
民
は
君
主
の
命
に
絶
対
服
従
す
る
義

務
を
も
ち
、
之
に
違
反
す
る
者
は
祖
先
に
対
す
る
背
反
で
あ
る
と
同
時
に
神
意
に
対

す
る
反
逆
で
あ
る
と
な
す
説
ー
こ
う
し
た
フ
ィ
ル
マ
ー
の
考
え
方
は
、
つ
い
さ
き

ご
ろ
ま
で
疑
う
こ
と
を
許
さ
れ
な
か
つ
た
日
本
の
『
国
体
論
』
に
目
三
緯
諺
琶
仁
？

磐
良
ω
妥
当
す
る
で
は
な
い
か
。
実
際
フ
ィ
ル
マ
ー
が
ア
ダ
ム
か
ら
当
時
の
君
主
ま

で
支
配
権
が
相
続
さ
れ
る
系
譜
の
不
明
確
さ
に
心
を
悩
ま
せ
て
い
ろ
く
誰
弁
を
用

い
て
い
る
の
を
見
る
と
、
彼
が
日
本
に
生
れ
な
か
つ
た
の
が
不
運
に
思
わ
れ
る
位
で

あ
る
」
（
八
○
ぺ
ー
ジ
）
。

　
こ
の
一
節
を
、
現
代
の
日
本
人
は
ど
う
読
む
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
発
表
さ
れ

た
の
は
、
戦
後
ま
も
な
い
二
四
年
だ
つ
た
こ
と
に
つ
よ
く
注
意
を
喚
起
し
て
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
二
　
　
（
七
四
一
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

き
た
い
。
そ
れ
か
ら
実
に
三
〇
年
余
り
も
経
つ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ピ
ブ
リ
カ
ル
　
ぜ
リ
テ
イ
ノ
ク
ス

　
フ
ィ
ル
マ
ー
の
王
権
神
授
説
〔
”
「
聖
書
に
基
づ
く
政
治
学
」
〕
や
わ
が
国
体

論
が
く
戦
後
民
主
主
義
V
の
な
か
に
つ
よ
く
生
き
つ
づ
け
て
い
る
、
な
ど
と
は

わ
た
く
し
は
思
わ
な
い
。
わ
た
く
し
た
ち
の
個
人
意
識
や
権
利
感
覚
な
ど
が
こ

う
し
た
〈
マ
ギ
ー
か
ら
の
解
放
〉
を
と
う
に
果
し
て
い
る
、
と
思
う
。
だ
が
、

わ
た
く
し
が
や
は
り
こ
だ
わ
り
た
い
の
は
、
こ
の
〈
解
放
〉
過
程
に
お
い
て
、

戦
後
政
治
学
は
そ
の
全
責
任
を
完
全
に
果
し
て
い
る
か
、
ど
う
か
に
つ
い
て
な

の
で
あ
る
。
ポ
イ
ン
ト
を
一
つ
に
絞
つ
て
い
え
ば
、
問
題
は
こ
う
な
の
だ
。
丸

山
氏
は
右
の
論
文
の
「
追
記
」
で
、
今
日
（
二
四
年
）
で
は
、
ロ
ッ
ク
の
『
統

治
二
論
』
の
翻
訳
が
公
刊
さ
れ
た
の
で
、
邦
訳
の
な
い
時
期
に
執
筆
さ
れ
た
自

分
の
論
文
（
二
四
年
以
前
に
執
筆
さ
れ
た
、
啓
蒙
を
目
的
と
し
た
旧
稿
に
も
と
づ
く
）

の
意
味
は
な
く
な
つ
た
と
思
う
、
と
い
う
主
旨
の
発
言
を
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、

現
在
（
昭
和
五
五
年
）
の
時
点
に
立
つ
て
考
え
て
み
る
と
、
残
念
な
が
ら
、
そ
う
と

は
い
え
な
い
、
と
わ
た
く
し
は
思
う
。
つ
ま
り
、
氏
が
指
し
て
い
る
の
は
松
浦

嘉
一
訳
（
ジ
．
ン
．
・
ッ
ク
『
政
治
論
』
東
西
出
版
社
昭
和
二
三
年
）
と
鳥
井
博
郎
訳

（
氏
は
全
訳
か
否
か
詳
に
し
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
わ
た
く
し
も
未
見
で
あ
る
）
の

　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

こ
と
で
あ
る
が
、
問
題
の
「
第
一
篇
」
を
含
む
邦
訳
は
実
は
こ
の
松
浦
訳
の

後
、
わ
が
国
で
は
公
刊
さ
れ
て
い
な
い
し
、
そ
の
松
浦
訳
も
今
日
で
は
一
般
に

は
ほ
と
ん
ど
入
手
し
が
た
く
な
つ
て
し
ま
つ
た
。
現
在
も
つ
と
も
流
布
し
て
い

る
岩
波
文
庫
版
（
鵜
飼
信
成
訳
『
市
民
政
府
論
』
）
お
よ
び
中
央
公
論
社
の
『
世
界

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

の
名
著
』
シ
リ
ー
ズ
の
一
冊
（
宮
川
透
訳
「
統
治
論
」
）
は
い
ず
れ
も
「
第
二
編
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

（
「
市
民
政
府
の
真
の
起
源
、
範
囲
お
よ
び
目
的
に
つ
い
て
」
）
の
み
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
「
第
一
編
」
を
抜
き
に
し
た
ロ
ッ
ク
『
統
治
二
論
』
の
邦
訳
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
三
　
　
（
七
四
二
）

事
実
は
重
大
に
受
け
と
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
わ
た
く
し
は
思
つ
て
い
る
。

こ
こ
に
は
、
戦
後
西
欧
思
想
史
研
究
の
あ
る
構
造
的
な
盲
点
な
い
し
欠
陥
が
象

徴
的
か
つ
集
中
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
。
い
ま
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ソ
ノ
ア
ノ
　
レ
ノ
ビ
ム

詳
し
く
論
証
す
る
余
裕
も
紙
幅
も
な
い
が
、
そ
の
盲
点
は
た
ぶ
ん
く
旧
体
制
V

と
の
、
き
ち
ん
と
し
た
対
決
と
そ
の
清
算
の
自
覚
と
方
法
を
欠
い
た
ま
ま
に
、

〈
市
民
社
会
〉
の
構
築
を
急
務
と
し
た
、
わ
た
く
し
た
ち
の
焦
慮
か
ら
ぎ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
…
…
。
〈
マ
ギ
ー
か
ら
の
解
放
V
過
程
に
お
い
て
、
戦
後
政

治
学
が
そ
の
全
責
任
を
果
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
に
疑
問
を
投
げ
た
の
は
こ
う

い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
の
反
省
を
欠
落
さ
せ
た
西
欧
政
治
思
想
史
研
究
は
今
日

以
後
、
も
は
や
何
も
の
も
新
し
い
も
の
を
産
み
だ
し
え
な
い
と
い
つ
た
ら
、
強

弁
す
ぎ
る
だ
ろ
う
か
。

三

　
さ
て
、
こ
こ
ま
で
い
つ
て
ぎ
て
、
与
え
ら
れ
た
紙
幅
が
と
う
に
底
を
つ
い
て

い
る
。
本
書
の
内
容
ー
す
な
わ
ち
ホ
ッ
ブ
ズ
、
ス
ピ
ノ
ザ
お
よ
び
ロ
ッ
ク
の
思

想
分
析
1
そ
の
も
の
に
逐
一
即
し
た
読
み
方
が
で
き
な
い
ま
ま
に
書
評
を
閉

じ
る
こ
と
は
な
に
よ
り
著
者
自
身
に
対
し
て
非
礼
で
あ
ろ
う
。
だ
が
弁
解
め
く

が
、
時
代
を
異
に
す
る
と
は
い
え
、
同
じ
西
欧
政
治
思
想
史
を
専
攻
す
る
わ
た

く
し
は
や
は
り
ど
う
し
て
も
、
〈
な
ぜ
そ
れ
を
問
題
と
す
る
か
V
と
い
う
も
つ

と
も
基
本
的
な
問
い
を
問
わ
な
い
ま
ま
に
、
著
者
以
上
に
、
当
該
問
題
に
精
通

し
て
い
る
よ
う
な
振
り
を
し
て
、
本
書
を
書
評
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
つ
た
。

た
だ
、
以
上
の
文
脈
か
ら
、
著
書
の
営
為
へ
の
、
わ
た
く
し
の
少
な
か
ら
ぬ
共

感
を
汲
み
と
つ
て
も
ら
い
た
い
と
思
う
ば
か
り
で
あ
る
。
最
後
に
、
い
ま
こ
そ



そ
の
解
明
の
必
要
性
が
急
務
と
判
断
さ
れ
る
、
「
一
七
世
紀
社
会
契
約
説
に
お

け
る
宗
教
“
神
学
論
の
問
題
」
に
対
す
る
著
者
の
方
法
に
若
干
言
及
し
て
、
本

書
評
を
終
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
一
言
で
い
え
ば
、
本
問
題
へ
の
著
者
の
方
法
は
著
者
の
い
わ
ゆ
る
〈
宗
教
批

判
〉
と
い
う
タ
ー
ム
で
あ
る
。
人
は
こ
の
タ
ー
ム
か
ら
、
宗
教
否
定
な
い
し
宗

ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
も
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

教
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
批
判
と
い
う
意
味
を
連
想
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、

そ
れ
は
自
著
に
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
「
批
判
」
と
い
う
名
称
を
付
し
た
カ
ン
ト
の

く
批
判
哲
学
V
の
構
造
、
つ
ま
り
著
者
の
コ
ト
バ
を
使
え
ば
、
「
対
象
批
判
を

果
た
す
の
と
同
一
の
原
理
に
拠
つ
て
自
ら
の
立
論
を
構
成
し
、
そ
の
権
利
根
拠

を
確
認
す
る
」
（
ニ
ペ
ー
ジ
）
作
業
の
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
著

老
に
よ
れ
ば
、
一
七
世
紀
社
会
契
約
説
に
お
け
る
宗
教
“
神
学
論
を
真
に
明
ら

か
に
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
な
か
に
ω
「
伝
統
神
学
の
批
判
的
解
体
作
業
」
と

い
う
位
相
と
、
ω
「
宗
教
一
般
の
否
定
を
論
結
す
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
人
間

に
お
け
る
宗
教
的
価
値
生
活
の
不
可
避
性
を
事
実
と
し
て
も
理
念
と
し
て
も
承

認
し
て
、
そ
こ
に
『
真
の
宗
教
器
一
凝
δ
奉
る
』
像
を
確
定
す
る
と
い
う
作
業
」

の
位
相
　
の
二
つ
が
貫
か
れ
て
い
る
の
を
見
分
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、

こ
の
二
つ
の
位
相
の
腋
分
け
作
業
を
通
じ
て
、
ω
ば
か
り
で
な
く
、
②
を
こ
そ

問
題
に
し
え
た
と
き
、
初
め
て
そ
の
輪
郭
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ

の
こ
と
に
よ
つ
て
ま
た
、
近
代
政
治
哲
学
の
全
貌
も
見
え
て
く
る
と
い
う
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
ホ
ッ
ブ
ズ
、
ス
ピ
ノ
ザ
お
よ
び
ロ
ッ
ク
に
お
い

て
、
こ
れ
ら
二
つ
の
位
相
は
ど
の
よ
う
に
結
び
あ
い
、
そ
し
て
と
く
に
ロ
ッ
ク

『
寛
容
論
』
に
い
た
つ
て
、
近
代
国
民
国
家
に
お
け
る
〈
信
教
の
自
由
〉
は
ど

の
よ
う
に
原
理
的
に
貫
徹
さ
れ
た
か
、
は
も
は
や
本
書
そ
れ
自
体
の
う
ち
に
読

　
　
　
紹
介
と
批
評

み
込
む
し
か
仕
方
が
な
い
。

　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

　
終
り
に
、
あ
え
て
一
言
付
し
て
お
き
た
い
。
本
書
を
通
読
し
て
、
わ
た
く
し

は
対
象
に
対
す
る
著
者
の
ま
こ
と
に
怜
割
な
分
析
と
、
そ
れ
に
も
ま
し
て
腰
の

坐
つ
た
取
り
組
み
方
に
、
大
い
に
知
的
刺
激
を
与
え
て
も
ら
つ
た
。
学
ぶ
と
こ

ろ
大
で
あ
る
こ
と
も
、
告
白
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
ま
た
や
は

り
い
つ
て
お
き
た
い
の
だ
が
、
若
い
著
者
は
な
ぜ
か
く
も
硬
質
な
文
体
で
自
己

表
現
を
行
な
わ
ね
ぽ
な
ら
な
い
の
か
。
読
み
方
が
浅
い
の
だ
、
と
指
摘
さ
れ
れ

ぽ
、
そ
れ
だ
け
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
正
直
い
つ
て
、
わ
た
く
し
に
は
ど

う
し
て
も
理
解
し
え
な
い
箇
所
が
あ
る
の
を
否
定
し
え
な
か
つ
た
。
そ
れ
ぽ

か
り
か
、
わ
た
く
し
は
本
書
を
あ
た
か
も
戦
前
の
哲
学
書
を
読
む
よ
う
な
気
持

で
、
読
ん
だ
。
コ
ト
バ
が
特
権
的
な
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
狭
い
空
間
に
閉
ざ
さ
れ

て
い
る
、
と
い
つ
た
ら
、
あ
ま
り
に
失
礼
で
あ
ろ
う
か
。
わ
た
く
し
に
は
、
な

に
よ
り
も
徒
ら
に
晦
渋
な
ス
コ
ラ
学
的
語
法
を
嫌
つ
て
、
わ
ざ
と
わ
か
り
易
い

母
国
語
の
散
文
で
『
人
間
悟
性
論
』
を
書
い
た
ロ
ッ
ク
の
こ
と
が
し
き
り
に
思

わ
れ
た
こ
と
だ
つ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
八
○
年
・
二
月
）

　
　
（
東
京
大
学
出
版
会
・
一
九
七
九
年
・
三
八
O
O
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
柴
田
　
平
三
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二
一
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七
四
三
）


