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は
じ
め
に

谷
徹
先
生
（
以
下
、敬
称
略
）
の
退
職
記
念
論
集
に
寄
稿
さ
せ
て
い
た
だ
く
に
あ
た
っ

て
、
筆
者
が
取
組
ん
で
み
た
い
の
は
、
記
憶
／
想
起
（E

rinnerung

）
と
い
う
テ
ー
マ

で
あ
る
。
こ
の
テ
ー
マ
を
選
ん
だ
理
由
は
、大
著
『
意
識
の
自
然
』（
一
九
九
八
）
に
お

い
て
提
示
さ
れ
た「
記
憶
と
自
己
移
入
の
対
比
と
平
行
関
係①
」に
関
す
る
谷
の
独
創
的

な
フ
ッ
サ
ー
ル
解
釈
が
、
筆
者
に
と
っ
て
の
思
索
の
道
標
で
あ
り
つ
づ
け
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
た
着
想
に
も
と
づ
い
て
、
記
憶
／
想
起

と
自
己
移
入
（E

infühlung

）
の
関
係
に
つ
い
て
、さ
ら
な
る
考
察
を
進
め
て
み
た
い
。

そ
こ
で
ま
ず
は
、同
書
に
お
け
る
谷
の
論
述
を
概
観
し
て
お
こ
う
。「
フ
ッ
サ
ー
ル

と
相
互
主
観
性
」
と
題
さ
れ
た
同
書
第
Ⅲ
部
第
六
章
に
お
い
て
、
谷
は
、
フ
ッ
サ
ー

ル
が
一
九
三
三
年
五
月
に
マ
ー
ン
ケ
に
宛
て
た
書
簡②
を
参
照
し
て
い
る③
。
そ
れ
に
よ

れ
ば
、
記
憶
が
現
在
の
自
我
と
過
去
の
自
我
と
の
共
同
化
で
あ
る
の
に
対
し
、
自
己

移
入
は
自
我
と
他
我
と
の
共
同
化
で
あ
る
と
さ
れ
る
。つ
ま
り
記
憶
と
自
己
移
入
は
、

「
共
同
化
（V

ergem
ein

sch
aftu

n
g

）」（D
ok. III/3, 496

）
と
い
う
特
徴
を
共
有
す
る
が

ゆ
え
に
、
対
比
的
・
平
行
的
に
論
じ
ら
れ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
谷
は
、

こ
の
書
簡
を
解
釈
す
る
上
で
、
ヘ
ル
ト
を
援
用
し
て
い
る
。
ヘ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
自

己
構
成
お
よ
び
他
者
構
成
に
際
し
て
の
共
同
に
は
原
受
動
的
・
先
志
向
的
な
層
が
あ

り
、
そ
こ
で
の
共
同
は
、
緩
や
か
で
あ
る
が
ゆ
え
に
自
己
と
の
共
同
で
あ
る
と
と
も

に
他
者
と
の
共
同
で
も
あ
り
う
る
と
さ
れ
る④
。
谷
は
ヘ
ル
ト
の
こ
の
主
張
を
手
が
か

り
と
し
つ
つ
も
、
自
我
を
中
心
に
置
い
て
い
た
ヘ
ル
ト
と
は
異
な
り
、
当
該
の
層
で

起
き
て
い
る
こ
と
が
「
先
自
我
的
・
没
自
我
的
な
事
態⑤
」
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。

そ
し
て
谷
は
、
こ
の
層
を
「
深
層
」
と
呼
び
、
そ
こ
で
の
記
憶
が
、
暗
黙
の
自
我
の

構
成
に
資
す
る
「
中
層
」
で
の
記
憶
（
第
一
次
記
憶
＝
把
持
）
と
も
明
示
的
な
自
我
の

構
成
に
資
す
る
「
表
層
」
で
の
記
憶
（
第
二
次
記
憶
＝
再
想
起
）
と
も
異
な
る
、
い
わ

ば
「
第
三
の
記
憶
」
で
あ
る
と
述
べ
る⑥
。
こ
の
第
三
の
記
憶
は
、
世
界
の
側
か
ら
の

は
た
ら
き
か
け
に
よ
っ
て
原
初
の
時
間
の
「
最
低
限
度
の
広
が
り
」
が
与
え
ら
れ
る

と
い
う
事
態
で
あ
る⑦
と
さ
れ
、
以
下
の
よ
う
な
ベ
ク
ト
ル
の
逆
転
に
よ
っ
て
特
徴
づ

け
ら
れ
る
。

こ
こ
〔
＝
第
三
の
記
憶
〕
で
は
、
意
識
の
志
向
性
の
ほ
う
が
諸
位
相
を
と
り
ま

と
め
る
の
で
は
な
く
、
世
界
の
ほ
う
が
意
識
の
ま
と
ま
り
を
可
能
に
す
る
と
い

う
意
味
で
、
ベ
ク
ト
ル
が
逆
転
し
て
い
る
の
で
あ
る⑧
。

そ
の
上
で
谷
は
、
こ
の
第
三
の
記
憶
と
同
じ
深
層
に
お
い
て
、
自
己
移
入
も
ま
た

生
じ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
谷
に
よ
れ
ば
、『
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』

（
一
九
三
一
）
で
論
じ
ら
れ
た
よ
う
な
自
己
の
側
か
ら
の
「
身
体
の
意
味
」
と
「
対
象

の
現
出
」
の
移
し
入
れ
は
、
あ
く
ま
で
表
層
で
の
自
己
移
入
で
あ
る⑨
。
こ
れ
に
対
し

て
深
層
で
の
自
己
移
入
に
お
い
て
は
、
自
他
未
分
の
「
癒
合
状
態
」
の
中
で
、「
後
に

他
者
の
身
体
と
し
て
構
成
さ
れ
る
も
の
」
が
、「
後
に
自
己
の
身
体
と
し
て
構
成
さ
れ

対
話
の
よ
う
な
想
起

―
フ
ッ
サ
ー
ル
の
記
憶
論
の
展
開
に
関
す
る
一
考
察

鈴　

木　

崇　

志
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る
も
の
」
へ
と
浸
透
し
て
く
る
と
さ
れ
る⑩
。
こ
の
よ
う
に
、
深
層
に
お
い
て
は
、
表

層
に
お
け
る
自
己
か
ら
の
移
入
と
い
う
ベ
ク
ト
ル
が
自
己
へ
の
移
入
と
い
う
方
向
に

逆
転
す
る
。
こ
う
し
た
逆
転
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
が
ゆ
え
に
、
深
層
で
の
自

己
移
入
は
、
深
層
で
の
記
憶
と
平
行
関
係
に
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
谷
の
解
釈
は
、
第
一
次
記
憶
よ
り
も
さ
ら
に
受
動
的
な
「
第
三
の

記
憶
」
に
ま
で
遡
り
、
自
己
と
の
共
同
と
他
者
と
の
共
同
の
平
行
関
係
を
理
解
す
る

た
め
の

を
そ
こ
に
見
て
取
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
示
唆
に
富
む
。
そ
し
て
こ
の
解

釈
が
フ
ッ
サ
ー
ル
の
晩
年
の
テ
ク
ス
ト
の
綿
密
な
読
解
か
ら
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
る

以
上
、
そ
れ
が
先
述
の
マ
ー
ン
ケ
宛
書
簡
を
理
解
す
る
た
め
の
最
も
説
得
的
な
選
択

肢
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
、
お
そ
ら
く
反
論
の
余
地
は
な
い
。
し
か
し
、
記
憶
と
自

己
移
入
の
平
行
関
係
を
め
ぐ
る
フ
ッ
サ
ー
ル
の
思
索
の
中
に
は
、
原
受
動
的
・
先
志

向
的
な
層
に
向
か
う
だ
け
で
な
く
、
反
対
の
方
向

―
つ
ま
り
能
動
的
・
志
向
的
な

層
に

―
向
か
う
傾
向
が
あ
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。そ
こ
で
本
稿
は
、こ
の
フ
ッ

サ
ー
ル
の
記
憶
／
想
起
論
の
も
う
一
つ
の
傾
向
を
追
跡
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
の

記
憶
／
想
起
論
の
も
つ
さ
ら
な
る
可
能
性
を
探
り
出
す
こ
と
を
目
指
す
。
あ
ら
か
じ

め
見
通
し
を
述
べ
て
お
く
と
、第
一
次
記
憶
（
把
持
）
よ
り
も
受
動
的
な
方
向
へ
と
沈

潜
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
第
三
の
記
憶
」
が
見
出
さ
れ
る
の
と
は
対
照
的
に
、
第
二

次
記
憶
（
再
想
起
）
よ
り
も
能
動
的
な
方
向
へ
と
上
昇
す
る
場
合
に
は
、い
わ
ば
第
四

の
記
憶
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

一　

再
想
起
の
よ
う
な
自
己
移
入 

一・一　
『
内
的
時
間
意
識
の
現
象
学
』
に
お
け
る
把
持
と
再
想
起

『
内
的
時
間
意
識
の
現
象
学
』（
一
九
二
八
）
に
お
い
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
、
第
一
次

記
憶
と
し
て
の
把
持
（R

eten
tion

）
と
、
第
二
次
記
憶
と
し
て
の
再
想
起

（W
iedererin

n
eru

n
g

）の
区
別
を
行
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
本
節
で
は
、

次
節
以
降
の
議
論
に
関
連
す
る
か
ぎ
り
で
、
こ
の
基
本
的
な
区
別
に
つ
い
て
確
認
し

て
お
き
た
い
。（
な
お
周
知
の
と
お
り
、『
内
的
時
間
意
識
の
現
象
学
』
は
一
九
〇
四
／
〇
五

年
冬
学
期
講
義
「
現
象
学
と
認
識
論
の
主
要
部
分
」
の
第
四
部
「
時
間
の
現
象
学
に
つ
い
て
」

を
下
敷
き
に
し
て
い
る
も
の
の
、編
集
の
過
程
で
一
八
九
三
―
一
九
一
七
年
の
テ
ク
ス
ト
が
利

用
さ
れ
て
い
る
。
以
下
で
は
、
公
刊
著
作
と
し
て
の
同
書
の
地
位
を
重
視
し
つ
つ
も
、
必
要
に

応
じ
て
元
の
テ
ク
ス
ト
も
参
照
す
る
。）

同
書
に
お
い
て
フ
ッ
サ
ー
ル
が
反
省
の
目
を
向
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
時
間

客
観
が
知
覚
さ
れ
る
と
い
う
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
特
別
な
意
味
で
の
時
間
客

観
と
は
、「
単
に
時
間
の
な
か
で
の
統
一
体
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
自
ら
の
う
ち
に
時

間
的
な
広
が
り
を
も
含
ん
で
い
る
よ
う
な
客
観
」
の
こ
と
で
あ
る
（X

, 23

）。「
２
×

２
＝
４
」
等
の
命
題
と
異
な
り
、
聴
か
れ
る
音
は
、
あ
る
時
点
で
鳴
り
始
め
、
一
定

の
あ
い
だ
持
続
し
、
や
が
て
鳴
り
止
む
。
そ
の
よ
う
に
時
間
の
中
で
始
ま
り
と
終
わ

り
を
も
っ
て
移
ろ
う
対
象
が
、
時
間
客
観
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
同
書

で
は
、こ
の
時
間
客
観
を
意
識
の
外
な
る
世
界
の
対
象
と
し
て
把
握
す
る
と
い
う「
超

越
的
統
握
」
が
差
し
止
め
ら
れ
る
（X

, 24

）。
こ
れ
に
よ
り
時
間
客
観
は
意
識
に
「
内

在
的
」な
も
の
と
見
な
さ
れ
、さ
ら
に
そ
の
諸
位
相
を
な
す「
諸
現
象（P

h
än

om
en

e

）」

に
目
が
向
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
（X

, 28

）。
内
在
的
時
間
客
観
の
諸
位
相
に
は
、
そ

れ
に
つ
い
て
の
意
識
の
諸
位
相
が
対
応
し
て
い
る
（
よ
り
正
確
に
言
え
ば
、超
越
的
統
握

が
差
し
止
め
ら
れ
て
い
る
以
上
、両
者
は
不
可
分
の
相
関
関
係
の
う
ち
に
あ
る
）。
重
要
な
の

は
、
意
識
の
今
の
位
相
に
お
い
て
は
、
そ
の
今
に
お
け
る
時
間
客
観
の
あ
り
方
以
上

の
も
の
が
意
識
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
も
し
今
に
お
け

る
時
間
客
観
の
あ
り
方
し
か
意
識
さ
れ
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
意
識
位
相
は
前

後
の
意
識
位
相
と
の
つ
な
が
り
を
欠
き
、
結
果
と
し
て
時
間
客
観
に
つ
い
て
の
意
識

が
成
立
し
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
だ
。
客
観
が
細
切
れ
に
な
ら
な
い
た
め
に
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
意
識
位
相
に
は
、時
間
客
観
の
「
た
っ
た
今
あ
っ
た
（eben

 G
ew

esen

）」
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と
い
う
あ
り
方
に
つ
い
て
の
意
識
、
す
な
わ
ち
「
把
持
」
が
含
ま
れ
て
い
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
（X

, 32

）。

こ
う
し
て
把
持
は
、
時
間
客
観
に
つ
い
て
の
意
識
が
成
立
す
る
た
め
の
条
件
と
し

て
理
解
さ
れ
る
。
こ
こ
か
ら
さ
ら
に
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
把
持
が
起
こ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム

を
説
明
し
て
い
る
。
彼
の
現
象
学
の
枠
組
み
に
よ
れ
ば
、
意
識
の
志
向
性
は
、
与
件

（
知
覚
意
識
の
場
合
に
は
、
感
覚
与
件
）
が
統
握
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。
こ

の
と
き
与
件
と
統
握
は
、
意
識
が
客
観
を
志
向
す
る
と
い
う
事
態
を
可
能
な
ら
し
め

る
成
分
と
し
て
、
意
識
に
実
的
に
（reell

）
内
在
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
こ

の
枠
組
み
は
、「
今
の
意
識
（Jetztbew

u
ßtsein

）」
に
は
当
て
は
ま
る
が
、
た
っ
た

今
あ
っ
た
も
の
に
つ
い
て
の
意
識
と
し
て
の
把
持
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
（ibid

.

）。

な
ぜ
な
ら
、例
え
ば
依
然
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
音
の
感
覚
に
つ
い
て
の
意
識
は
、

ま
さ
に
今
あ
る

4

4

4

「
残
響
」
に
つ
い
て
の
意
識
で
あ
っ
て
、
た
っ
た
今
あ
っ
た

4

4

4

4

4

4

4

音
に
つ

い
て
の
把
持
で
は
な
い
か
ら
だ
（X

, 31

）。
で
は
把
持
に
実
的
に
含
ま
れ
て
い
る
の
は

何
な
の
か
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
見
解
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

把
持
的
意
識
が
実
的
に
含
ん
で
い
る
の
は
、
音
に
つ
い
て
の
過
去
意
識
、
す
な

わ
ち
第
一
次
的
な
音
―
記
憶
で
あ
る
。
そ
れ
を
、〈
感
覚
さ
れ
る
音
〉
と
〈
記
憶

と
し
て
の
統
握
〉
へ
と
分
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い⑪
。（X

, 32

）

フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
感
覚
与
件
と
統
握
が
実
的
に
内
在
し
て
い
る
今
の
意
識
を
「
原
印

象
」
あ
る
い
は
「
印
象
的
意
識
」
と
呼
ぶ
（X

, 29

）。
こ
れ
に
対
し
て
、
上
の
引
用
で

述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
把
持
（
＝
把
持
的
意
識
）
に
は
新
た
な
感
覚
与
件
が
含
ま

れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
起
源
と
し
て
の
原
印
象
（
＝
印
象
的
意
識
）
か
ら
の

変
様
、
す
な
わ
ち
「
把
持
的
変
様
（reten

tion
ale M

odifikation

）」
で
あ
る
と
さ
れ

る
（ibid

.

）。
つ
ま
り
把
持
は
、
時
間
客
観
の
一
位
相
の
存
在
様
態
を
〈
今
あ
る
〉
か

ら
〈
た
っ
た
今
あ
っ
た
〉
へ
と
変
化
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
把
持
的
変
様
の
特
徴
を
、
二
点
指
摘
し
て
お
こ
う
。
第
一
は
、
把
持
そ
れ
自

身
は
感
覚
与
件
に
対
す
る
新
た
な
統
握
で
は
な
く
、
む
し
ろ
原
印
象
に
お
け
る
感
覚

与
件
と
統
握
を
保
存
す
る
は
た
ら
き
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
の
か
ぎ
り
に
お

い
て
、把
持
的
変
様
は
「
過
去
の
遺
産
を
自
ら
の
う
ち
に
担
っ
て
い
る
」（X

, 29–30

）。

第
二
は
、
時
間
客
観
が
連
続
的
な
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
る
以
上
、
そ
の
意
識
を
可

能
な
ら
し
め
て
い
る
把
持
的
変
様
も
、
や
は
り
一
定
の
区
間
に
お
い
て
「
連
続
的

（kon
tin

u
ierlich

）」
で
あ
っ
て
「
絶
え
間
が
な
い
（stetig

）」
と
い
う
点
で
あ
る⑫
（X

, 

30

）。と
こ
ろ
で
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
こ
う
し
た
第
一
次
記
憶
と
し
て
の
把
持
に
加
え
て
、

第
二
次
記
憶
と
し
て
の
再
想
起
に
つ
い
て
も
論
じ
て
い
る
。
先
述
の
よ
う
に
、
把
持

は
、
時
間
客
観
に
つ
い
て
の
知
覚
を
成
り
立
た
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し

て
再
想
起
は
、
時
間
客
観
に
つ
い
て
の
知
覚
の
「
再
生
（R

eprodu
ktion

）」
で
あ
る

（X
, 40

）。
そ
し
て
、
知
覚
が
時
間
客
観
を
現
在
的
な
も
の
と
し
て
意
識
す
る
は
た
ら

き
、
す
な
わ
ち
「
現
在
化
（G

egen
w

ärtigu
n

g

）」
で
あ
る
の
に
対
し
、
再
想
起
は
、

現
在
的
な
も
の
と
し
て
知
覚
に
お
い
て
構
成
さ
れ
た
も
の
を
再
現
す
る
と
い
う
意
味

で
「
準
現
在
化
（V

ergegen
w

ärtigu
n

g

）」
な
の
で
あ
る
（X

, 38, 42

）。

ま
た
同
書
に
よ
れ
ば
、
知
覚
が
感
覚
を
与
件
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
再
想
起
は

「
フ
ァ
ン
タ
ス
マ
」
を
与
件
と
し
て
い
る
（X

, 46

）。
そ
れ
ゆ
え
、
再
想
起
は
「
空
想

（P
h

an
tasie

）」
の
一
種
で
あ
る
と
さ
れ
る
（X

, 44

）。
た
だ
し
再
想
起
は
、知
覚
の
再

生
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
そ
の
他
の
恣
意
的
な
空
想
か
ら
区
別
さ
れ
る
。
特

筆
す
べ
き
は
、
そ
の
よ
う
に
し
て
再
想
起
が
か
つ
て
の
知
覚
と
重
な
り
合
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
が
、
過
去
に
つ
い
て
の
真
な
る
言
明
が
可
能
に
な
る
た
め
の
条
件
で
あ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
再
想
起
が
か
つ
て
の
知
覚
と
「
同
一
化
す
る
合

致
（iden

tifizieren
de D

ecku
n

g

）⑬
」（X

, 48

）
の
関
係
に
あ
る
と
い
う
想
定
の
も
と
で

は
、
時
間
客
観
の
知
覚
に
お
い
て
明
証
的
で
あ
っ
た
系
列
（
例
え
ば
メ
ロ
デ
ィ
ー
の
順

序
）
が
完
全
に
再
現
さ
れ
、
過
去
に
つ
い
て
の
言
明
（
例
え
ば
「
か
つ
て
、
し
か
じ
か
の
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順
序
で
メ
ロ
デ
ィ
ー
が
知
覚
さ
れ
た
」）
が
真
と
な
る
。
そ
し
て
時
間
客
観
の
知
覚
は
把

持
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
の
だ
か
ら
、
再
想
起
は
把
持
に
基
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ

れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
把
持
が
第
一
次
的
で
、
再
想
起
が
第
二
次
的
だ
と
い
う
わ
け
で
あ

る
。

一
・
二　

  「
現
象
学
の
根
本
問
題
」
講
義
に
お
け
る
記
憶
と
自
己
移

入
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー

把
持
と
再
想
起
の
二
層
構
造
に
よ
る
『
内
的
時
間
意
識
の
現
象
学
』
の
記
憶
／
想

起
論
は
、
時
間
客
観
に
つ
い
て
の
意
識
、
お
よ
び
過
去
に
つ
い
て
の
言
明
を
正
当
化

す
る
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、完
成
度
の
高
い
理
論
だ
と
言
え
よ
う
。だ
が
フ
ッ
サ
ー

ル
は
、
そ
れ
が
形
成
さ
れ
た
一
九
〇
五
年
か
ら
一
九
一
〇
年
代
に
か
け
て
、
同
時
に

自
己
移
入
論
を
も
構
想
し
つ
つ
あ
っ
た
。記
憶
／
想
起
論
へ
の
懸
念
が
生
じ
る
の
は
、

そ
れ
が
こ
の
自
己
移
入
論
の
モ
デ
ル
と
し
て
使
用
さ
れ
る
場
面
に
お
い
て
で
あ
る
。

フ
ッ
サ
ー
ル
が
初
め
て
間
主
観
性
の
問
題
を
体
系
的
に
論
じ
た
の
は
、
一
九
一
〇

／
一
一
年
の
「
現
象
学
の
根
本
問
題
」
講
義
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
他
の

意
識
流
の
存
在
を
知
る
た
め
の
経
験
が
「
自
己
移
入
」
と
し
て
説
明
さ
れ
、
そ
の
現

象
学
的
分
析
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
す
で
に
テ
ン
ゲ
イ
が
指
摘
し
て
い
る
よ

う
に
、
こ
の
講
義
に
お
け
る
自
己
移
入
論
は
、
同
時
期
の
記
憶
／
想
起
論
と
密
接
な

関
連
の
う
ち
に
あ
る
。

同
講
義
に
お
い
て
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
自
己
移
入
が
像
意
識
の
一
種
で
は
な
い
こ
と

を
強
調
し
て
い
る
。
仮
に
自
己
移
入
が
起
こ
る
時
点
で
の
私
の
体
験
が
他
者
の
体
験

の
像
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
当
該
の
時
点
で
の
私
の
体
験
は
、
他

者
の
体
験
と
似
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
の
自
己
移
入
に
お
い
て
は
そ

の
よ
う
に
な
っ
て
い
な
い
。

私
が
君
に
怒
り
を
移
入
す
る
（ein

fü
h

len

）
と
き
、
私
は
自
分
で
は
怒
っ
て
い

な
い
。
そ
う
、
少
し
も
怒
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
、
私
が

怒
り
を
空
想
し
た
り
そ
れ
に
つ
い
て
単
に
想
起
し
た
り
す
る
と
き
に
私
が
怒
っ

て
い
な
い
の
と
同
様
で
あ
る
。（X

III, 188

）

こ
う
し
て
、
自
己
移
入
が
像
意
識
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
空
想
あ
る
い
は
そ
の

一
種
と
し
て
の
再
想
起
を
引
き
合
い
に
出
し
つ
つ
説
明
さ
れ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、

自
己
移
入
と
再
想
起
は
、
像
意
識
に
属
し
て
い
な
い
と
い
う
消
極
的
な
特
徴
の
み
な

ら
ず
、「
準
現
在
化
」
で
あ
る
と
い
う
積
極
的
な
特
徴
を
も
共
有
し
て
い
る
と
さ
れ
る

（ibid
.

）。
テ
ン
ゲ
イ
は
こ
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の
主
張
の
う
ち
に
、「
自
己
移
入
と
記
憶
の
平
行
関

係⑭
」
を
め
ぐ
る
思
考
の
萌
芽
を
見
て
取
っ
て
い
る
。
冒
頭
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、「
平

行
関
係
」（D

ok. III, 496

）
と
い
う
語
が
晩
年
の
マ
ー
ン
ケ
宛
書
簡
に
お
い
て
実
際
に

使
わ
れ
て
い
る

―
た
だ
し
そ
こ
で
は
「
平
行
関
係
」
の
み
な
ら
ず
「
対
比

（K
on

fron
tation

）」
へ
の
言
及
も
な
さ
れ
て
い
た
の
だ
が

―
を
考
慮
す
る
と
、
テ

ン
ゲ
イ
の
こ
の
見
解
は
重
要
で
あ
る
。

な
お
テ
ン
ゲ
イ
自
身
は
、こ
の
平
行
関
係
に
疑
義
を
呈
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、

自
己
移
入
と
記
憶
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
る
変
様
の
違
い
に
あ
る
。
た

し
か
に
、
記
憶
と
同
じ
よ
う
に
、
自
己
移
入
に
お
い
て
も
あ
る
種
の
変
様
が
な
さ
れ

て
は
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、「
自
分
自
身
の
意
識
流
」
か
ら
「
他
我
」
へ
の
「
意
味

の
変
様
」
で
あ
る⑮
。
こ
れ
に
対
し
て
記
憶
に
お
け
る
変
様
は
、
第
一
次
記
憶
と
し
て

の
把
持
に
お
け
る
「
連
続
的
変
様⑯
」
を
基
盤
と
し
て
い
る
。
本
稿
の
一
・
一
で
も
見
た

よ
う
に
、
再
想
起
は
こ
の
連
続
的
変
様
に
よ
っ
て
成
立
し
た
知
覚
と
の
〈
同
一
化
す

る
合
致
〉
で
あ
る
以
上
、
基
盤
と
な
っ
て
い
る
連
続
的
変
様
を
忠
実
に
な
ぞ
る
こ
と

に
な
る
。
そ
の
よ
う
に
記
憶
の
は
た
ら
き
を
一
貫
し
て
連
続
的
な
も
の
と
解
す
る
な

ら
ば
、
そ
れ
は
自
己
移
入
の
は
た
ら
き
と
は
相
容
れ
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
も

し
自
己
移
入
が
「
他
者
の
本
来
的
な
異
他
性⑰
」
に
つ
い
て
の
経
験
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
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そ
こ
に
お
け
る
変
様
は
、
連
続
的
で
は
な
く
非
連
続
的
で
あ
る
は
ず
だ
か
ら
だ
。
以

上
の
よ
う
な
解
釈
の
も
と
で
、
テ
ン
ゲ
イ
は
、「
現
象
学
の
根
本
問
題
」
講
義
に
お
け

る
自
己
移
入
と
記
憶
の
平
行
関
係
あ
る
い
は
類
比
に
つ
い
て
の
議
論
の
行
く
末
に
悲

観
的
な
見
通
し
を
与
え
て
い
る
。

〔
…
〕
自
己
移
入
と
記
憶
の
類
比
の
破
綻
と
と
も
に
、他
者
に
お
け
る
打
ち
消
す

こ
と
の
で
き
な
い
否
定
的
な
も
の

―
つ
ま
り
本
来
的
に
異
他
的
な
も
の

―

を
、
準
現
在
化
と
い
う
概
念
を
介
し
て
「
連
続
的
変
様
」
と
結
び
つ
け
よ
う
と

す
る
試
み
も
ま
た
失
敗
す
る
。
こ
の
失
敗
は
、
決
し
て
偶
然
に
起
こ
る
わ
け
で

は
な
い⑱
。

こ
の
テ
ン
ゲ
イ
の
指
摘
か
ら
、
私
た
ち
は
一
つ
の
方
針
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
は
す
な
わ
ち
、連
続
性
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
第
二
次
記
憶
（
再
想
起
）
を
、

非
連
続
性
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
自
己
移
入
と
類
比
的
に
語
る
こ
と
は
で
き
な

い
と
い
う
こ
と
だ⑲
。
言
い
換
え
れ
ば
、
再
想
起
の
よ
う
な
自
己
移
入
に
つ
い
て
語
ろ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

う
と
す
る
試
み
は
必
然
的
に
失
敗
す
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
本
稿
の
冒
頭
で
紹
介
し
た
谷
の
「
第
三
の
記
憶
」
概

念
の
重
要
性
を
再
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
再
想
起
の
基
盤
と

な
っ
て
い
る
把
持
を
、
さ
ら
に
も
う
一
段
掘
り
下
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
深
層
」
レ

ベ
ル
で
自
己
移
入
と
記
憶
の
平
行
関
係
と
対
比
を
説
得
的
に
論
じ
て
い
た
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
、「
現
象
学
の
根
本
問
題
」
講
義
の
時
点
で
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の
議
論
の
難

点
を
、
晩
年
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の
思
想
に
よ
っ
て
、
い
わ
ば
内
在
的
に
乗
り
越
え
よ
う

と
す
る
試
み
で
あ
っ
た
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

他
方
で
本
稿
は
、
こ
う
し
た
内
在
的
な
乗
り
越
え
が
、
逆
方
向
に
お
い
て
も

―

つ
ま
り
、
再
想
起
よ
り
も
自
発
的
な
レ
ベ
ル
で
の
想
起
を
指
摘
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

も

―
可
能
で
あ
る
こ
と
を
次
節
以
降
で
示
し
て
い
き
た
い
。
こ
れ
は
、
ほ
か
な
ら

ぬ
テ
ン
ゲ
イ
が
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
晩
年
の
草
稿
に
お
け
る
「
生
の
歴
史

（L
eben

sgesch
ich

te

）」
と
い
う
概
念
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
示
し
て
い
た
方
向

で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
『
生
の
歴
史
／
物
語
と
い
う
混
種
概
念
』（
一
九
九
八
）
に
お

い
て
テ
ン
ゲ
イ
が
行
っ
た
の
は
、
こ
の
概
念
を
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
や
リ
ク
ー
ル
の

思
想
を
介
し
て
豊
か
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
本
稿
は
、
テ
ン
ゲ
イ

の
研
究
に
範
を
と
り
つ
つ
も
、
専
ら
フ
ッ
サ
ー
ル
の
思
想
の
内
部
で
「
生
の
歴
史
」

概
念
の
形
成
過
程
を
解
明
す
る
こ
と
を
試
み
る⑳
。

二　

記
憶
へ
の
自
己
移
入

前
節
の
初
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、『
内
的
時
間
意
識
の
現
象
学
』
の
原
型
と
な
っ
た

の
は
一
九
〇
四
／
〇
五
年
冬
学
期
講
義
「
現
象
学
と
認
識
論
の
主
要
部
分
」
の
第
四

部
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
か
ら
間
も
な
い
一
九
〇
五
年
夏
学
期
に
、
フ
ッ
サ
ー

ル
は
「
判
断
論
」
と
題
し
た
講
義
を
行
っ
て
い
る
。
現
在
で
は
『
フ
ッ
セ
リ
ア
ー
ナ

資
料
集
』
第
Ｖ
巻
と
し
て
出
版
さ
れ
て
い
る
そ
の
講
義
録
の
中
に
は
、『
論
理
学
研

究
』
第
一
版
（
一
九
〇
〇
／
〇
一
、
以
下
『
論
研
』）
や
一
九
〇
二
／
〇
三
年
冬
学
期
の

「
論
理
学
」
講
義
、お
よ
び
同
学
期
の
「
一
般
認
識
論
」
講
義
と
重
な
る
部
分
も
多
い

㉑
。
し
か
し
こ
の
講
義
で
新
た
に
論
じ
ら
れ
た
事
柄
も
い
く
つ
か
あ
り
、こ
れ
か
ら
紹

介
す
る
「
自
己
移
入
」
概
念
の
判
断
論
へ
の
適
用
も
そ
の
一
つ
で
あ
る㉒
。

フ
ッ
サ
ー
ル
が
一
九
〇
五
年
頃
か
ら
リ
ッ
プ
ス
か
ら
「
自
己
移
入
」
と
い
う
語
を
借

用
し
て
使
い
始
め
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
同
年
の
「
判
断
論
」
講
義

に
お
い
て
、
リ
ッ
プ
ス
と
は
全
く
別
の
「
自
己
移
入
」
概
念
が
登
場
し
て
い
る
こ
と

は
、
現
在
で
も
十
分
に
知
ら
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。『
フ
ッ
セ
リ
ア
ー
ナ
』
第
XIII

巻
の
編
者
の
ケ
ル
ン
は
こ
の
用
法
と
マ
イ
ノ
ン
グ
のÜ

ber A
n

n
ah

m
en

（1902

）
と

の
関
連
を
指
摘
し
て
い
る㉓
が
、『
フ
ッ
セ
リ
ア
ー
ナ
資
料
集
』
第
Ｖ
巻
の
編
者
の
エ
リ

ザ
ベ
ト
・
シ
ュ
ー
マ
ン
は
、
む
し
ろ
そ
れ
が
「
判
断
論
」
講
義
に
出
席
し
て
い
た
ダ
ウ
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ベ
ル
ト
に
由
来
す
る
と
し
て
、
ケ
ル
ン
に
反
論
し
て
い
る㉔
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
用

法
が
リ
ッ
プ
ス
由
来
の
用
法
と
は
別
の
特
殊
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

同
講
義
に
お
い
て
「
自
己
移
入
」
と
い
う
語
が
登
場
す
る
の
は
、『
論
研
』
以
来
の

「
判
断
」
と
「
表
象
」
の
関
係
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
で
あ
る
（M

at. V, 135f.

）。
こ

こ
で
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、『
論
研
』
の
と
き
と
同
様
に
、〈
表
象
が
判
断
を
基
づ
け
て
い

る
〉
と
い
う
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
説
を
退
け
た
上
で
、
客
観
化
作
用
（
そ
こ
に
お
い
て
何

ら
か
の
客
観
と
の
志
向
的
関
係
が
成
立
す
る
作
用
）
と
い
う
点
で
両
者
は
同
等
で
あ
る
と

述
べ
る
。
つ
ま
り
表
象
と
判
断
は
「
同
一
の
意
味
内
容
」（M

at. V, 136

）
を
も
ち
う

る
が
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
ど
ち
ら
か
一
方
が
他
方
を
基
づ
け
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

の
で
あ
る
。『
論
研
』
で
は
、
両
者
の
違
い
は
客
観
の
存
在
を
措
定
す
る
か
否
か
で

あ
っ
た
（vgl. X

IX
/2, 500

）。
こ
れ
に
対
し
て
同
講
義
に
お
い
て
は
、
表
象
と
判
断
の

関
係
の
み
な
ら
ず
、
願
望
や
疑
問
を
も
視
野
に
入
れ
て
、
よ
り
一
般
的
な
説
明
が
試

み
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
表
象
と
は
、
私
た
ち
が
判
断
作
用
の
う
ち
に
身

を
置
き
つ
つ
も
（u

n
s h

in
ein

fü
h

len

）、自
分
で
は
判
断
を
下
さ
な
い
と
き
に
成
立
す

る
。
同
様
に
、
願
望
作
用
の
う
ち
に
身
を
置
き
つ
つ
も
自
分
で
は
願
望
し
な
い
こ
と

や
、
疑
問
作
用
の
う
ち
に
身
を
置
き
つ
つ
も
自
分
で
は
疑
問
を
抱
か
な
い
こ
と
も
可

能
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
自
己
移
入
（E

in
fü

h
lu

n
g

）
と
い
う
語
は
、こ
こ
で

は
、
そ
の
よ
う
な
〈
あ
る
作
用
の
う
ち
に
身
を
置
き
つ
つ
も
、
自
分
で
は
そ
の
作
用

を
遂
行
し
な
い
こ
と
〉
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
も
認

め
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
と
き
、
特
に
「
感
情
（G

efü
h

l

）」
が
問
題
に
な
っ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
（M

at. V, 136

）。

む
し
ろ
私
た
ち
は
、「
身
を
置
い
て
思
考
す
る
こ
と
（S

ich
-H

in
ein

den
ken

）」
や

「
空
想
に
よ
っ
て
身
を
置
き
入
れ
る
こ
と
（S

ich
-H

in
ein

p
h

an
tasieren

）」
と

言
っ
て
も
よ
い
。（Ibid

.

）

と
は
い
え
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ずE

in
fü

h
lu

n
g

と
い
う
語
を
採

用
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
作
用
に
及
ぼ
し
う
る
先
述
の
変
様
が
、「
自
己

移
入
的
変
様
（E

in
fü

h
lu

n
gsm

odifikation

）」
と
名
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

し
た
が
っ
て
、
単
な
る
表
象
は
判
断
の
自
己
移
入
的
変
様
で
あ
る
。
同
じ
よ
う

に
、
単
な
る
空
想
表
象
は
知
覚
へ
の
自
己
移
入
で
あ
る
〔
…
〕。
同
じ
よ
う
に
、

過
去
に
つ
い
て
の
単
な
る
表
象
は
、
そ
れ
が
直
観
的
表
象
と
解
さ
れ
る
場
合
に

は
、
記
憶
へ
の
自
己
移
入
（E

in
fü

h
lu

n
g in

 die E
rin

n
eru

n
g

）
に
ほ
か
な
ら
な

い
、
等
々
。（M

at, V, 137

）

目
下
の
意
味
で
の
自
己
移
入
の
対
象
が
、
他
者
で
あ
る
必
要
は
な
い
。
私
は
、
過
去

の
私
の
判
断
に
対
し
て
、
そ
の
判
断
の
う
ち
に
身
を
置
き
つ
つ
、
今
で
は
そ
の
判
断

を
下
さ
な
い
こ
と
が
あ
る
。
引
用
文
中
で
「
記
憶
へ
の
自
己
移
入
」
と
呼
ば
れ
て
い

る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
過
去
の
判
断
の
自
己
移
入
的
変
様
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

記
憶
へ
の
自
己
移
入
は
、
前
節
で
見
た
よ
う
な
再
想
起
と
は
異
な
り
、
過
去
と
同
一

化
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
し
か
に
そ
れ
は
、
過
去
の
知
覚
（
及
び
、
そ
れ
に
依
拠
し

て
下
さ
れ
た
判
断
）
の
再
現
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
は
「
直
観
的
」
で
あ
る
。
し
か
し

そ
れ
は
、過
去
の
判
断
に
お
け
る
存
在
措
定
を
も
は
や
行
っ
て
い
な
い
と
い
う
点
で
、

す
で
に
過
去
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
。
同
様
に
、
過
去
の
願
望
や
疑
問
に
つ
い
て
も
、

こ
の
意
味
で
の
自
己
移
入
が
可
能
だ
ろ
う
。
か
つ
て
は
固
く
信
じ
て
い
た
、
か
つ
て

は
強
く
望
ん
で
い
た
、
か
つ
て
は
不
思
議
で
た
ま
ら
な
か
っ
た

―
こ
う
し
た
作
用

は
、
生
き
生
き
と
再
現
さ
れ
つ
つ
も
、
も
は
や
今
の
私
に
は
共
有
さ
れ
な
い
こ
と
が

あ
る
。
そ
の
場
合
に
は
記
憶
へ
の
自
己
移
入
が
起
こ
り
、
過
去
の
私
が
、
あ
た
か
も

他
者
で
あ
る
か
の
よ
う
に
遇
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ケ
ル
ン
は
、自
己
移
入
と
い
う
語
が
こ
う
し
た
特
殊
な
意
味
で
用
い
ら
れ
る
の
は
、

一
九
〇
五
年
の
「
判
断
論
」
講
義
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る㉕
。
た
し
か
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に
以
降
の
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
自
己
移
入
と
い
う
語
を
、
主
と
し
て
身
体
を
介
し
た
感

覚
や
感
情
の
移
入
を
表
す
た
め
に
用
い
る
よ
う
に
な
る
。
だ
が
、
彼
が
一
九
〇
五
年

に
表
明
し
た
発
想
そ
の
も
の
を
放
棄
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、

同
講
義
で
の
「
自
己
移
入
」
は
「
空
想
に
よ
っ
て
身
を
置
き
入
れ
る
こ
と
（S

ich
-

H
in

ein
ph

an
tasieren

）」
と
も
言
い
換
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
こ
の
語
は
、後
の
テ

ク
ス
ト
に
お
い
て
も
し
ば
し
ば
登
場
し
、
空
想㉖
・
像
意
識㉗
・
他
者
経
験㉘
な
ど
の
さ
ま
ざ

ま
な
場
面
で
の
作
用
へ
の
自
己
移
入
を
表
す
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

た
だ
し
本
稿
で
は
そ
れ
ら
の
場
面
に
は
立
ち
入
ら
ず
、
専
ら
現
実
の
自
分
の
作
用

と
の
関
連
で
、
こ
の
語
の
用
例㉙
に
注
目
し
た
い
。
と
り
わ
け
以
下
で
取
り
上
げ
て
み

た
い
の
は
、一
九
一
〇
年
に
書
か
れ
た
草
稿㉚
で
の
論
述
で
あ
る
。そ
こ
に
お
い
て
フ
ッ

サ
ー
ル
は
、
命
令
文
に
お
い
て
は
「
私
」
と
「
君
」
が
不
可
欠
で
あ
り
、「
伝
達
的
な

も
の
（das K

om
m

u
n

ikative

）」
が
文
の
内
容
に
含
ま
れ
て
い
る
は
ず
だ
と
主
張
し

て
い
る
（X

X
/2, S. 247

）。
そ
の
上
で
彼
は
、
自
分
に
命
令
を
向
け
る
と
い
う
状
況
に

目
を
転
じ
る
。

し
た
が
っ
て
「
孤
独
な
」
思
考
に
お
い
て
私
が
「
間
抜
け
な
や
つ
め
（D

u
 bist 

ein
 E

sel

）」
と
言
う
の
は
、
私
が
空
想
に
よ
っ
て
彼
と
の
対
話
の
場
面
へ
と
身

を
置
き
入
れ
て（m

ich
 in

 ein
 Z

w
iegespräch

 m
it ih

m
 h

in
ein

ph
an

tasieren

）、

そ
し
て
彼
と
の
空
想
的
な
話
し
合
い
（P

h
n

tasiegespräch

）
に
お
い
て
、
な
る

べ
く
好
意
的
に
「
間
抜
け
な
や
つ
め
」
と
言
い
な
が
ら
、
同
時
に
、
彼
は
間
抜

け
な
や
つ
だ
と
実
際
に
判
断
す
る
と
き
だ
け
で
あ
る
。（Ibid

.

）

こ
こ
で
「
間
抜
け
な
や
つ
め
」
と
い
う
発
言
が
例
に
挙
げ
ら
れ
た
の
は
、
そ
れ
が

「
も
っ
と
し
っ
か
り
し
ろ
」と
い
う
命
令
を
暗
に
含
ん
で
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。『
論
研
』

で
の
「
失
敗
し
た
の
だ
か
ら
、
も
う
こ
れ
以
上
続
け
ら
れ
な
い
ぞ
」（X

IX
/1, 43

）
と

い
う
独
白
の
例
と
同
様
に
、
自
分
の
不
出
来
を
指
摘
す
る
表
現
が
選
ば
れ
て
い
る
の

は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
性
格
に
よ
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
さ
て
お
き
、『
論

研
』
が
同
様
の
発
言
を
あ
く
ま
で
独
白
と
見
な
し
て
い
た
の
に
対
し
、
こ
こ
で
は
、

自
分
自
身
と
の
空
想
的
な
対
話
の
可
能
性
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
可

能
に
す
る
も
の
こ
そ
が
、
一
九
〇
五
年
の
講
義
で
言
及
さ
れ
て
い
た
「
空
想
に
よ
っ

て
身
を
置
き
入
れ
る
」と
い
う
は
た
ら
き
な
の
で
あ
る
。
こ
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
、

一
方
の
側
に
は
、実
際
に
「
彼
は
間
抜
け
な
や
つ
だ
」
と
判
断
す
る
者
が
登
場
す
る
。

他
方
の
側
に
は
、
そ
の
判
断
を
聞
き
入
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
「
彼
」
が
登

場
す
る
。
こ
の
者
が
「
私
」
で
は
な
く
「
彼
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
は
、お
そ
ら
く
、

こ
の
者
が
発
言
の
主
体
と
し
て
の
「
私
」
と
同
じ
判
断
を
、
さ
し
あ
た
り
は
共
有
し

て
い
な
い
（
つ
ま
り
、
自
分
の
こ
と
を
間
抜
け
だ
と
思
っ
て
い
な
い
）
か
ら
で
あ
る
。
そ

し
て
こ
の
よ
う
な
食
い
違
い
は
、
空
想
的
な
対
話
が
始
ま
る
た
め
の
条
件
で
あ
る
と

さ
れ
る
。
も
し
初
め
か
ら
意
見
が
一
致
し
て
い
る
な
ら
ば
、
自
分
で
自
分
に
命
令
す

る
必
要
も
な
い
か
ら
だ
。
目
下
の
例
に
お
け
る
私
は
、
批
判
的
判
断
を
下
す
も
う
一

人
の
「
私
」
の
側
へ
と
自
己
移
入
に
よ
っ
て
身
を
置
き
入
れ
て
い
る
。
そ
し
て
私
は
、

そ
ち
ら
の
視
点
か
ら
、「
彼
」
と
化
し
た
自
分
を
見
つ
め
直
す
の
で
あ
る
。

三　

対
話
の
よ
う
な
想
起

前
節
で
確
認
さ
れ
た
の
は
、
一
九
〇
五
年
の
「
判
断
論
」
講
義
で
論
じ
ら
れ
た
独

自
の
意
味
で
の
「
自
己
移
入
（
＝
空
想
に
よ
る
身
の
置
き
入
れ
）」
が
一
九
一
〇
年
の
草

稿
に
受
け
継
が
れ
、
自
己
と
の
対
話
を
可
能
に
す
る
と
い
う
役
割
を
与
え
ら
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
一
九
一
〇
年
の
草
稿
に
お
い
て
は
、
過
去
の
自
己

と
の
対
話
が
話
題
に
な
る
こ
と
は
特
に
な
い
。
そ
こ
で
は
、
一
九
〇
五
年
の
段
階
で

は
存
在
し
て
い
た
記
憶
／
想
起
論
と
の
つ
な
が
り
が
、
か
え
っ
て
薄
れ
て
い
る
と
言

え
る
。
管
見
の
か
ぎ
り
、「
記
憶
（
想
起
）」
と
「
対
話
」
が
明
示
的
に
結
び
つ
け
ら
れ

る
の
は
、
そ
れ
か
ら
20
年
以
上
が
経
っ
た
一
九
三
一
年
一
一
月
二
〇
日
の
草
稿
（X

V, 
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r. 24

）に
お
い
て
で
あ
る
。「
他
者
と
の
共
同
体
と
平
行
的
な
も
の
と
し
て
の
、

私
自
身
と
の
人
格
的
（
自
我
的
）
共
同
体
」
と
題
さ
れ
た
こ
の
草
稿
の
冒
頭
に
お
い
て
、

フ
ッ
サ
ー
ル
は
、一
九
一
〇
年
の
草
稿
で
論
じ
ら
れ
て
い
た「
対
話（Z

w
iegespräch

）」

の
問
題
に
、
ふ
た
た
び
立
ち
入
っ
て
い
る
。

私
は
私
と
の
対
話
の
う
ち
に
、
つ
ま
り
私
と
の
弁
証
法
的
な
話
し
合
い
の
う
ち

に
あ
る
。
私
は
過
去
の
態
度
決
定
、
か
つ
て
私
に
よ
っ
て
構
想
さ
れ
た
理
論
、

そ
し
て
そ
の
理
論
の
う
ち
に
秘
め
ら
れ
た
動
機
へ
と
沈
潜
す
る
。
そ
う
す
る
こ

と
で
私
は
、
今
や
現
在
的
な
私
と
し
て
批
判
を
行
い
つ
つ
、
自
分
の
か
つ
て
の

先
入
見
を
明
ら
か
に
し
て
、
そ
れ
を
拒
む
。（X

V, 416

）

私
と
の
対
話
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
ま
ず
も
っ
て
過
去
の
先
入
見

（V
oru

rteil

）
の
是
正
で
あ
る
。
た
だ
し
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
か
つ
て
の
判
断
の
み
な
ら

ず
「
か
つ
て
の
生
」
の
全
体
が
「
自
己
省
察㉛
」
や
「
自
己
批
判
」
の
対
象
と
な
る
と

付
け
加
え
て
い
る
（ibid

.

）。
こ
こ
で
彼
が
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
は
、
お
そ
ら
く
、

か
つ
て
の
心
情
や
願
望
や
行
為
か
ら
距
離
を
と
る
こ
と
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
目

下
の
草
稿
で
は
、
対
話
の
相
手
が
過
去
の
私
で
あ
る
と
い
う
ケ
ー
ス
に
焦
点
が
当
て

ら
れ
て
い
る
。

す
る
と
こ
の
と
き
、
記
憶
／
想
起
と
自
己
移
入
の
平
行
関
係
を
、
新
た
な
視
座
の

も
と
で
描
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
興
味
深
い
の
は
、
本
稿
の
冒
頭
で

紹
介
し
た
一
九
三
三
年
の
マ
ー
ン
ケ
宛
書
簡
と
同
じ
「
共
同
体
（G

em
ein

sch
aft

）」

と
い
う
語
が
、
こ
れ
ら
二
種
の
作
用
を
関
係
づ
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。

さ
て
、
他
者
と
の
共
同
体
と
の
平
行
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
自
己
移

入
に
お
い
て

―
つ
ま
り
他
者
を
根
源
的
に
理
解
し
、
他
者
を
共
に
現
在
の
う

ち
に
あ
る
人
格
と
し
て
も
つ
こ
と
に
お
い
て

―
私
は
君
と
、
つ
ま
り
他
の
私

と
接
触
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
者
と
と
も
に
あ
る
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
、
私

が
想
起
の
隔
た
り
の
も
と
で
過
去
の
私
と
接
触
し
て
い
る
、
す
な
わ
ち
過
去
の

私
と
の
意
識
の
共
同
体
の
う
ち
に
あ
る
の
と
同
様
で
あ
る32
。（Ibid

.

）

こ
こ
で
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
一
九
一
〇
／
一
一
年
の
「
現
象
学
の
根
本
問
題
」
講
義
の

と
き
と
同
じ
よ
う
に
、
再
想
起
と
の
類
比
で
自
己
移
入
を
説
明
す
る
と
い
う
陥
穽
に

陥
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？　

答
え
は
否
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
一
つ
前
の
引
用
で
確

認
し
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
過
去
と
の
〈
同
一
化
す
る
合
致
〉
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け

ら
れ
る
よ
う
な
再
想
起
で
は
な
く
、
む
し
ろ
過
去
と
の
対
立
に
よ
る
自
己
吟
味
が
主

題
と
な
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
直
前
の
引
用
で
は
、
そ
の
こ
と
が
「
想
起
の
隔
た
り

（E
rin

n
eru

n
gsdistan

z

）」
と
い
う
言
葉
で
表
さ
れ
て
い
る
。
過
去
の
私
は
、
単
に
現

在
の
私
と
時
間
的
に
隔
た
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
態
度
に
関
し
て
も
隔
た
っ
て
い

る
。
そ
の
よ
う
に
距
離
を
と
る
想
起
は
、
他
者
と
の
対
話
や
自
己
移
入
に
喩
え
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
と
き
現
在
の
私
は
過
去
の
私
を
あ
た
か
も
他
者
で
あ
る
か
の
よ
う
に

見
つ
め
る
の
で
あ
っ
て
、
仮
に
そ
こ
で
過
去
の
私
と
の
「
接
触
（F

ü
h

lu
n

g

）」
が
生

じ
る
の
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
自
己
移
入
（E

in
fü

h
lu

n
g

）
に
お
け
る
他
者
と
の
接

触
と
同
程
度
で
し
か
な
い
。
本
稿
の
解
釈
で
は
、
こ
こ
で
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
他
者
経

験
を
記
憶
／
想
起
に
喩
え
て
い
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
記
憶
／
想
起
を
他
者
経
験

に
喩
え
て
い
る
。
要
す
る
に
、
再
想
起
の
よ
う
な
自
己
移
入
で
は
な
く
、
対
話
の
よ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

 

4

4

4

4

う
な
想
起
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
と
、
同
草
稿
が
フ
ッ
サ
ー
ル
の
記
憶
／
想
起
論
に
お
い
て

有
す
る
意
義
が
見
え
て
く
る
。
こ
こ
で
フ
ッ
サ
ー
ル
が
論
じ
て
い
る
よ
う
な
「
隔
た

り
」
を
生
じ
さ
せ
る
想
起
は
、『
内
的
時
間
意
識
の
現
象
学
』
に
登
場
し
た
再
想
起
と

同
じ
も
の
で
は
な
い
。
本
稿
の
一
・
一
で
説
明
し
た
と
お
り
、
そ
こ
で
の
再
想
起
は
、

把
持
の
連
続
的
変
様
に
よ
っ
て
成
立
し
た
知
覚
と
同
一
化
し
つ
つ
合
致
す
る
作
用
、

す
な
わ
ち
過
去
の
再
生
で
あ
っ
た
。
他
方
で
こ
こ
で
の
想
起
は
、
対
話
者
の
視
点
か
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ら
過
去
と
向
き
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
連
続
性
や
同
一
性
に
切
れ
目
を
入
れ
る
作
用
、

す
な
わ
ち
過
去
の
自
己
へ
の
批
判
的
反
省
で
あ
る
。
本
稿
で
は
こ
れ
を
、
第
一
次
記

憶
（
把
持
）
と
も
第
二
次
記
憶
（
再
想
起
）
と
も
、
そ
し
て
谷
が
指
摘
し
た
「
第
三
の

記
憶
」
と
も
異
な
る
、
第
四
の
記
憶
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い
。

も
し
か
す
る
と
、
そ
れ
を
記
憶
と
呼
ぶ
こ
と
に
は
語
弊
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

な
ぜ
な
ら
当
該
の
想
起
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
の
は
、単
な
る
過
去
の
保
存
で
は
な
く
、

場
合
に
よ
っ
て
は
そ
れ
を
是
正
し
、
そ
れ
に
新
た
な
意
味
を
与
え
る
と
い
う
営
み
だ

か
ら
だ
。
し
か
し
フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
が
、
そ
の
よ
う
な
営
み
をE

rin
n

eru
n

g

と
い

う
言
葉
で
表
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
が
恣
意
的
な
空
想
で
は

な
く
あ
く
ま
で
記
憶
／
想
起
の
枠
内
に
収
ま
る
の
は
、
把
持
と
再
想
起
に
よ
っ
て
保

存
さ
れ
て
き
た
過
去
が
そ
の
下
地
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

で
は
、な
ぜ
下
地
に
と
ど
ま
る
だ
け
で
は
不
十
分
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
は
、

フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
下
地
と
な
る
過
去
が
そ
れ
自
体
で
完
成
し
た
織
物
と
は
言

え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
そ
れ
は
「
間

を
含
ん
で
い
た
り33
（lü

cken
h

aft

）、あ

る
い
は
そ
の
他
の
仕
方
で
不
完
全
で
あ
っ
た
り
す
る
」（X

V
, 418

）。
私
の
把
持
と
再

想
起
の
産
物
と
し
て
の
「
生
の
記
憶
（L

eben
serin

n
eru

n
g

）」
は
、
そ
の
い
く
つ
か

の
段
階
が
際
立
っ
て
い
る
だ
け
の
、「『
曖
昧
な
』
統
一
体
」
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る

（ibid
.

）。
こ
の
事
実
を
踏
ま
え
る
と
、
第
四
の
記
憶
／
想
起
は
、
私
の
記
憶
の
間

を
埋
め
て
、
よ
り
明
確
な
統
一
体
を
作
る
と
い
う
役
割
を
も
つ
と
言
え
る
。
そ
し
て

そ
れ
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
も
の
は
、
同
草
稿
で
は
、
生
の
記
憶
を
下
地
と
し
た
「
生

の
歴
史
（L

eben
sgesch

ich
te

）」
と
呼
ば
れ
て
い
る
（X

V, 419

）。

フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
そ
の
よ
う
に
し
て
生
の
歴
史
を
編
み
上
げ
る
作
業
を
、
他
者
の

行
為
を
見
た
と
き
に
子
供
が
発
す
る
「
ど
う
し
て
（W

aru
m

）
？
」
と
い
う
問
い
へ

の
応
答
に
な
ぞ
ら
え
て
い
る
（X

V, 420

）。
そ
の
よ
う
に
問
わ
れ
た
大
人
は
、
自
分
の

行
為
の
目
的
や
、
使
っ
て
い
る
道
具
の
用
途
を
教
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
答
え
よ
う
と

す
る
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
現
在
の
私
は
、
過
去
の
自
分
の
目
的
や
そ
の
た
め
に

採
ら
れ
た
手
段
を
吟
味
す
る
た
め
に
、
過
去
の
私
に
「
ど
う
し
て
？
」
と
問
い
か
け

る
。
も
し
仮
に
、
私
が
完
全
な
再
想
起
の
能
力
を
も
ち
、
生
ま
れ
て
か
ら
今
に
至
る

ま
で
の
生
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
再
生
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で

生
の
歴
史
が
出
来
上
が
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
生
き
て
い
る
と
き
に
は
自
覚
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
目
的
を
確
か
め
、
そ
の
妥
当
性
を
吟
味
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
の

生
は
徐
々
に
明
確
な
統
一
性
を
も
つ
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る34
。

た
だ
し
フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
が
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
な
明
確
な
統
一
が

な
く
て
も
私
た
ち
は
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
。
空
間
的
な
道
を
歩
む
際
に
は
、
そ
の

目
的
は
、
途
中
の
「
美
し
い
景
色
」
で
あ
れ
、「
終
点
」
に
辿
り
着
く
こ
と
で
あ
れ
、

あ
ら
か
じ
め
意
識
さ
れ
て
い
る
（X

V, 419

）。
し
か
し
「
生
の
道
程
」
は
、
決
し
て
あ

ら
か
じ
め
「
目
的
論
的
な
統
一
」
を
も
つ
こ
と
が
な
い
（ibid

.

）。
は
っ
き
り
し
た
目

標
な
ど
な
く
て
も
、
と
に
か
く
生
は
進
行
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
満
足
し
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
上
で
述
べ
た
よ
う
な
仕

方
で
〔
＝
過
去
の
自
己
と
の
対
話
と
し
て
の
想
起
に
よ
っ
て
〕、
私
と
、
そ
れ
か

ら
（
仲
間
と
し
て
の
）
各
人
に
対
し
て
「
生
の
道
」
が
、
私
の
生
の
時
間
が
、
私

の
「
生
の
歴
史
」
が
構
成
さ
れ
る
こ
と

―
こ
の
こ
と
は
、
所
与
の
世
界
が
所

与
の
人
間
的
世
界
（
人
間
と
そ
の
仲
間
の
世
界
）
と
し
て
構
成
さ
れ
る
こ
と
の
要

点
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
お
そ
ら
く
、〔
人
間
と
〕
動
物
と
の

根
本
的
な
違
い
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。（Ibid

.

）

過
去
の
私
の
目
的
を
吟
味
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
の
歴
史
を
作
っ
て
ゆ
く
こ
と
の
意

義
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、「
仲
間
（M

itm
en

sch
en

）」
か
ら
の
「
ど
う
し
て
？
」
と
い

う
問
い
に
答
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
そ
う
し
た
問
い
へ
の
答
え

が
用
意
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
世
界
は
文
化
や
歴
史
を
備
え
た
「
人
間
的
世

界
」
と
な
る
の
で
あ
る
。
仲
間
た
ち
の
行
為
が
何
の
た
め
に
な
さ
れ
、
身
の
回
り
の
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道
具
が
何
の
た
め
に
あ
る
の
か
を
知
る
術
が
な
け
れ
ば
、
人
々
は
文
化
や
歴
史
を
共

有
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
だ
。
そ
れ
ゆ
え
同
草
稿
の
末
尾
で
述
べ
ら
れ
て
い
る

よ
う
に
、
目
的
を
尋
ね
る
「
ど
う
し
て
？
」
と
い
う
言
葉
は
、「
原
歴
史

（U
rgesch

ich
te

）」
を
学
ぶ
た
め
の
問
い
か
け
な
の
で
あ
る
（X

V, 420

）。

以
上
を
踏
ま
え
る
と
、
自
己
と
の
共
同
体
（
生
の
歴
史
）
と
他
者
と
の
文
化
的
・
歴

史
的
共
同
体
は
、
単
に
平
行
関
係
に
あ
る
だ
け
で
な
く
、
前
者
の
形
成
が
後
者
の
形

成
を
可
能
に
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
影
響
関
係
に
あ
る
と
言
え
る
。し
た
が
っ
て
、

上
の
引
用
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
私
の
生
の
歴
史
が
「
私
」
に
対
し
て
構
成

さ
れ
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
「
各
人
」
に
対
し
て
構
成
さ
れ
る
こ
と
を
も
含
意
し
て
い

る
。
す
る
と
こ
こ
で
のL

eben
sgesch

ich
te

と
い
う
言
葉
に
は
、
ド
イ
ツ
語
の

G
esch

ich
te

と
い
う
言
葉
の
二
義
性
を
読
み
込
む
こ
と
が
で
き
る
。
対
話
の
よ
う
な

想
起
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
私
の
「
生
の
歴
史
」
は
、
同
時
に
、
実
際
の
対
話
の
場

面
で
他
者
に
語
り
出
す
こ
と
の
で
き
る
私
の
「
生
の
物
語
」
な
の
で
あ
る
。

結
び

冒
頭
で
述
べ
た
と
お
り
、
本
稿
の
目
的
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
記
憶
／
想
起
論
が
原

受
動
的
な
方
向
だ
け
で
は
な
く
能
動
的
な
方
向
に
も
展
開
さ
れ
て
い
っ
た
経
緯
を
辿

る
こ
と
で
、
そ
の
さ
ら
な
る
可
能
性
を
示
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
ま
ず

一
・
一
に
お
い
て
は
、『
内
的
時
間
意
識
の
現
象
学
』
に
お
け
る
彼
の
記
憶
／
想
起
論

の
原
型
が
提
示
さ
れ
た
。
次
に
一
・
二
で
は
、そ
こ
で
登
場
し
た
「
再
想
起
」
に
自
己

移
入
を
な
ぞ
ら
え
る
こ
と
、
つ
ま
り
「
再
想
起
の
よ
う
な
自
己
移
入
」
に
つ
い
て
語

る
こ
と
に
伴
う
難
点
が
、
先
行
研
究
に
な
ら
っ
て
指
摘
さ
れ
た
。
そ
こ
で
第
二
節
で

は
、
別
の
仕
方
で
記
憶
／
想
起
と
他
者
経
験
の
平
行
関
係
に
つ
い
て
語
る
方
法
を
探

る
た
め
に
、
一
九
〇
五
年
の
「
判
断
論
」
講
義
が
参
照
さ
れ
た
。
そ
れ
に
よ
り
明
ら

か
に
な
っ
た
の
は
、
そ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
た
「
記
憶
へ
の
自
己
移
入
」
が
、
後
年

の
、
自
己
と
の
「
対
話
」
に
関
す
る
思
想
へ
と
受
け
継
が
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

た
。
そ
の
上
で
第
三
節
で
は
、
特
に
過
去
の
自
己
と
の
対
話
に
つ
い
て
論
じ
た

一
九
三
一
年
の
草
稿
の
読
解
を
行
っ
た
。
そ
こ
に
お
い
て
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、「
対
話
」

に
想
起
を
な
ぞ
ら
え
る

―
つ
ま
り
「
対
話
の
よ
う
な
想
起
」
に
つ
い
て
語
る

―

と
い
う
仕
方
で
、
記
憶
／
想
起
と
他
者
経
験
の
平
行
関
係
を
説
明
し
て
い
る
。
そ
の

場
合
に
は
、
他
者
が
自
己
と
連
続
的
な
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ

自
己
の
う
ち
に
隔
た
り
が
生
じ
う
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う

に
し
て
過
去
の
自
分
と
距
離
を
置
い
て
自
分
の
生
を
検
討
す
る
こ
と
は
、「
生
の
歴

史
」
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
の
、
ひ
い
て
は
人
間
的
世
界
が
構
成
さ
れ
る
こ
と
の
条
件

で
あ
る
。
第
四
の
記
憶
と
し
て
の「
対
話
の
よ
う
な
想
起
」を
含
む
よ
う
に
フ
ッ
サ
ー

ル
の
記
憶
／
想
起
論
が
展
開
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
、
新
た
な
仕
方

で
記
憶
／
想
起
と
他
者
経
験
の
平
行
関
係
を
捉
え
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
あ

る
。

凡
例

フ
ッ
サ
ー
ル
か
ら
の
引
用
は
、H

u
sserlian

a

の
巻
数
を
ロ
ー
マ
数
字
、
頁
数
を
ア

ラ
ビ
ア
数
字
で
表
す
。
ま
た
、M

aterialien

とD
oku

m
en

te

か
ら
の
引
用
に
際
し

て
は
、
巻
数
の
前
に
そ
れ
ぞ
れM

at.

とD
ok.

と
い
う
略
号
を
付
す
。

注①　
谷
一
九
九
八
、
六
一
五
頁

②　
H

u
a. D

ok. B
d. III/3, S. 491–9. 

な
お
、こ
の
書
簡
に
お
い
て
フ
ッ
サ
ー
ル
は「
私

と
私
と
の
、つ
ま
り
流
れ
つ
つ
あ
る
今
の
私
と
過
ぎ
去
っ
た
す
べ
て
の
私
と
の
『
共
同

体
』」
に
言
及
し
、
そ
れ
を
私
と
他
者
と
の
共
同
体
と
対
比
し
て
い
る
（S. 496

）。
こ

の
文
言
に
つ
い
て
は
、
本
稿
の
第
三
節
で
ふ
た
た
び
検
討
す
る
。

③　

谷 

一
九
九
八
、
六
一
三
―
四
頁
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④　

V
gl. H

eld 1966, S. 164–172/ 

邦
訳
二
二
六
―
二
三
八
頁

⑤　

谷 

一
九
九
八
、
六
一
六
頁

⑥　

同
上
、
六
一
七
頁

⑦　

同
上
、
六
一
七
―
八
頁

⑧　

同
上
、
六
一
八
頁

⑨　

同
上
、
六
二
三
―
四
頁

⑩　

同
上
、
六
二
七
頁

⑪　

こ
れ
に
対
応
す
る
文
章
は
一
九
〇
七
〜
〇
九
年
の
時
期
に
書
か
れ
た
と
推
測
さ
れ

る
草
稿
（H

u
a. B

d. X
, T

ext. N
r. 49

）
の
中
（X

, 312

）
に
見
出
さ
れ
る
。
な
お
、

こ
の
草
稿
の
執
筆
時
期
の
推
定
根
拠
に
つ
い
て
は
、『
フ
ッ
セ
リ
ア
ー
ナ
』
Ｘ
巻
の
補

足
テ
ク
ス
ト
の
抜
粋
版
の
編
者
ベ
ル
ネ
ッ
ト
の
序
文
を
参
照
（H

u
sserl 1985, S

. 

X
X

X
III–X

LV

）。

⑫　

こ
れ
に
対
応
す
る
文
章
はH

u
a. B

d. X
, T

ext. N
r. 50

の
中
（X
, 327

）
に
見
出
さ

れ
る
。
な
お
ベ
ル
ネ
ッ
ト
は
、こ
の
草
稿
の
執
筆
時
期
を
一
九
〇
九
年
九
月
〜
一
一
年

末
と
推
定
し
て
い
る
（H

u
sserl 1985, S. X

LV
–L

III

）。

⑬　

こ
れ
に
対
応
す
る
語
句
はH

u
a. B

d. X
, T

ext. N
r. 53

の
中
（X

, 368

）
に
見
出
さ

れ
る
。
な
お
前
註
で
挙
げ
た
草
稿
と
同
様
、
ベ
ル
ネ
ッ
ト
は
、
こ
の
草
稿
の
執
筆
時
期

も
一
九
〇
九
年
九
月
〜
一
一
年
末
と
推
定
し
て
い
る
。

⑭　

T
en

gelyi 1998, S. 68

⑮　

Ibid
., S. 70

⑯　

Ibid
., S. 71

⑰　

Ibid
., S. 72

⑱　

Ibid
., S. 73

⑲　

同
様
の
指
摘
はR

öm
pp

に
よ
っ
て
も
な
さ
れ
て
い
る
（V

gl. R
öm

pp 1989, S
. 

153

）。

⑳　

も
ち
ろ
ん
、だ
か
ら
と
い
っ
て
テ
ン
ゲ
イ
が
フ
ッ
サ
ー
ル
の
思
想
そ
の
も
の
の
展
開

を
無
視
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
彼
は
、
時
間
論
と
の
関
連
に
お
い
て
は
、
ベ
ル
ナ

ウ
草
稿
で
生
じ
た
「
原
印
象
と
内
的
時
間
意
識
の
志
向
性
の
関
係
」
の
変
化
を
追
跡
し

て
い
る
（T

en
gelyi, 2008, p. 36

）。

㉑　
『
論
研
』
お
よ
び
一
九
〇
二
／
〇
三
年
の
講
義
録
と
の
対
応
関
係
に
つ
い
て
は
、

S
ch

u
h

m
an

n
, E

., „E
in

leitu
n

g der H
erau

sgeberin“, in
 H

u
a. M

at. B
d. V, 

S. IX

を
参
照
。

㉒　

な
お
、
こ
の
『
フ
ッ
セ
リ
ア
ー
ナ
資
料
集
』
第
Ｖ
巻
の
内
容
は
、
二
〇
一
九
年
三
月

の
フ
ッ
サ
ー
ル
研
究
会
の
特
別
企
画
「
フ
ッ
サ
ー
ル
の
新
資
料
を
読
む
（
8
）」
に
お

い
て
植
村
玄
輝
氏
（
岡
山
大
学
）
に
よ
っ
て
報
告
さ
れ
た
。
本
節
で
の
「
自
己
移
入
」

の
解
釈
は
、
こ
の
植
村
氏
の
報
告
、
お
よ
び
当
日
の
研
究
会
で
交
わ
さ
れ
た
議
論
に
多

く
を
負
っ
て
い
る
。

㉓　

K
ern

, I., „E
in

leitu
n

g des H
erau

sgebers“, in
 H

u
a. B

d. X
III, S. X

X
V

II

㉔　

S
ch

u
h

m
an

n
, E

., „E
in

leitu
n

g der H
erau

sgeberin“, in
 H

u
a. M

at. B
d. V, 

S. X
–X

I

㉕　

K
ern

, I., „E
in

leitu
n

g des H
erau

sgebers“, in
 H

u
a. B

d. X
III, S. X

X
V

II

㉖　

V
gl. H

u
a. B

d. X
III, S

. 298, 303. 

な
お
、
こ
こ
で
挙
げ
た
草
稿
（H

u
a. B

d. 

X
III, T

ext N
r. 10

）
に
対
し
て
は
、
リ
シ
ー
ル
が
集
中
的
な
読
解
を
施
し
て
い
る

（R
ich

ir 2000, p
p. 134–150

）。
こ
の
草
稿
と
リ
シ
ー
ル
の
思
想
の
関
連
に
つ
い
て

は
、
勝
田
岬
氏
（
立
命
館
大
学
）
か
ら
学
ん
だ
。

㉗　

V
gl. H

u
a. B

d. X
X

III, S. 467

㉘　

V
gl. H

u
a. B

d. X
IV, S. 18, 484; B

d. X
V, 250

㉙　

例
え
ば
一
九
一
七
年
に
書
か
れ
た
草
稿
に
お
い
て
は
、一
九
〇
五
年
の
「
記
憶
へ
の

自
己
移
入
（E

in
fü

h
lu

n
g in

 d
ie E

rin
n

eru
n

g

）」
に
対
応
す
る
、„S

ich
-

h
in

ein
ph

an
tasieren

 in
 ein

e E
rin

n
eru

n
g“

（X
X

V, 170

）
と
い
う
言
い
回
し
が

見
出
さ
れ
る
。
ま
た
、
一
九
二
一
／
二
四
年
に
書
か
れ
た
草
稿
に
お
い
て
は
、「
古
い

自
我
」
と
の
「
不
一
致
」
が
生
じ
る
場
面
で
のH

in
ein

ph
an

tasieren

が
論
じ
ら
れ

て
い
る
（X

X
III, 582

）。

㉚　

H
u

a. B
d, X

X
/2, T

ext N
r. 16

㉛　

こ
こ
で
「
自
己
省
察
」
と
訳
し
た
単
語
は
、Selbstbesin

n
u

n
g

で
あ
る
。
な
お
谷

は
、「
省
察
（B

esin
n

u
n

g

）」
を
、「
生
の
方
向
を
（
そ
の
つ
ど
新
た
に
）
見
い
だ
す

人
間
の
哲
学
的
思
考
作
用
」
と
し
て
説
明
し
、そ
れ
が
「
現
象
学
そ
の
も
の
の
自
己
規

定
」
で
も
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
（
谷 

二
〇
一
九
，
八
四
頁
）。

32　

ヘ
ル
ト
も
、『
生
き
生
き
し
た
現
在
』
の
中
で
、こ
の
箇
所
を
引
用
し
て
い
る
（H

eld 

1966, S. 166/ 

邦
訳
二
二
九
―
二
三
〇
頁
）。
た
だ
し
彼
は
こ
れ
を
、「
原
受
動
的
で
先

反
省
的
な
」
層
（ibid

, S, 165/ 

邦
訳
二
二
八
頁
）
で
の
平
行
関
係
の
例
と
し
て
扱
っ

て
い
る
。
本
稿
は
、こ
れ
を
む
し
ろ
能
動
的
な
層
で
の
自
己
省
察
と
し
て
読
む
と
い
う

点
で
、
ヘ
ル
ト
と
解
釈
を
異
に
す
る
。

33　
「
間

」
と
い
う
語
と
の
関
連
で
は
、Ｃ
草
稿
群
に
属
す
る
一
九
三
〇
年
の
草
稿
で
の
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記
述
を
参
照
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
は
、
想
起
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
直
観
的

対
象
が
、
過
去
そ
の
も
の
を
知
る
た
め
の
手
が
か
り
と
し
て
、
言
い
換
え
れ
ば
「
埋
め

合
わ
せ
（L

ückenbüßer

）」
と
し
て
用
い
ら
れ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
（M

at. V
III, 

92
）。

34　

よ
り
厳
密
に
言
え
ば
、『
社
会
的
世
界
の
意
味
構
成
』（
一
九
三
二
）
の
中
で
シ
ュ
ッ

ツ
が
行
っ
た
よ
う
に
、
行
為
の
動
機
に
関
す
る
「
た
め
に
（U

m
-zu

）」
と
「
ゆ
え
に

（W
eil

）」
を
区
別
す
べ
き
だ
ろ
う
（vgl. S

ch
ü

tz 2004, §
§
17–18

）。
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