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ヘ
ー
ゲ
ル
が
一
八
〇
七
年
の
『
精
神
現
象
学
』
の
「
序
文
」
で
、
「
わ
た
し
の
理
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
…
真
な
る
も
の
を
実
体
と
し
て
（
だ
け
）
で
は
な
く
同
様
に

　
　
ヘ
　
　
　
へ

ま
た
主
体
と
し
て
も
把
握
し
表
現
す
る
こ
と
に
一
切
が
懸
か
っ
て
い
る
。
し
か
も
同
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
こ
に
い
う
実
体
性
に
は
存
在
、
な
い
し
知
に

ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

対
す
る
直
接
性
と
い
う
意
味
で
の
直
接
性
が
含
ま
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

と
、
つ
ま
り
普
遍
性
、
な
い
し
知
の
直
接
性
も
ま
た
全
く
同
様
に
含
ま
れ
て
い
る
の
だ
、

と
い
う
点
で
あ
る
」
（
卜
。
b
。
ご
と
高
ら
か
に
言
明
し
た
と
き
、
十
年
前
の
シ
ェ
リ
ン
グ

や
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
と
の
書
簡
の
往
復
の
過
程
で
味
わ
っ
た
驚
愕
は
彼
の
脳
裡
に
ど
の
よ

う
に
去
来
し
た
こ
と
だ
ろ
う
か
。
右
の
テ
ー
ゼ
は
ス
ピ
ノ
ザ
と
カ
ン
ト
・
フ
ィ
ヒ
テ
と

を
両
翼
に
し
シ
ェ
リ
ン
グ
や
ロ
マ
ン
テ
ィ
カ
ー
た
ち
を
そ
の
中
央
に
配
す
る
総
体
を
三

重
の
「
実
体
性
」
と
し
て
括
り
あ
げ
（
く
α
q
H
．
卜
。
ω
）
、
こ
れ
を
全
体
と
し
て
止
揚
す
る
道

『
精
神
現
象
学
』
に
お
け
る
「
自
己
　
α
器
し
り
2
σ
ω
こ
　
　
（
一
）

を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
こ
の
箇
所
を
書
い
た
の
が
｝
八
〇
六
／
七
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
冬
と
推
定
さ
れ
る
か
ら
、
一
七
九
五
年
に
シ
ェ
リ
ン
グ
と
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
が
右
の
結

構
の
一
方
の
翼
た
る
フ
ィ
ヒ
テ
の
絶
対
的
自
我
を
、
他
方
の
翼
た
る
ス
ピ
ノ
ザ
の
実
体

に
引
き
付
け
た
解
釈
に
包
ん
で
、
ベ
ル
ン
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
も
と
に
伝
え
て
き
た
と
き
か

ら
数
え
て
そ
れ
は
約
十
年
後
の
こ
と
と
な
る
。
当
時
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
社
会
性
・
感
受
性

に
と
っ
て
は
、
彼
が
た
と
え
カ
ン
ト
の
実
践
理
性
や
宗
教
論
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
研
究

し
て
い
た
と
し
て
も
、
「
自
我
」
を
絶
対
的
な
原
理
に
し
て
「
哲
学
」
が
構
築
さ
れ
る

と
い
う
こ
と
そ
の
こ
と
が
、
奥
深
い
疑
惑
を
伴
わ
な
い
で
は
正
視
し
え
な
い
事
柄
で

あ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
の
と
き
の
様
子
を
追
跡
し
て
い
く
こ
と
が
本
稿
の
課
題
で
あ
る
。

　
こ
の
初
発
時
点
で
の
疑
惑
の
根
深
さ
を
欠
い
て
は
ヘ
ー
ゲ
ル
主
体
性
論
の
充
実
は
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

り
え
な
か
っ
た
と
筆
者
に
は
思
わ
れ
る
。
社
会
性
に
お
け
る
こ
の
疑
惑
と
、
観
念
に
お

ヘ
　
　
　
へ

け
る
超
越
論
的
自
我
論
の
批
判
的
摂
取
へ
の
志
向
、
ヘ
ー
ゲ
ル
内
部
で
の
こ
の
深
刻
な

分
裂
が
こ
の
時
か
ら
開
始
す
る
。
絶
対
と
有
限
と
の
媒
介
、
普
遍
と
個
別
と
の
媒
介
、

一
3
6
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こ
う
し
た
課
題
は
ヘ
ー
ゲ
ル
内
部
の
社
会
性
と
観
念
と
の
対
立
の
う
ち
に
受
け
止
め
ら

れ
た
が
故
に
、
そ
の
思
索
は
ラ
デ
ィ
カ
ル
か
つ
強
靭
で
あ
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
だ

と
い
え
よ
う
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
索
そ
の
も
の
の
分
裂
を
深
め
つ
つ
そ
の
分
裂
を
止
揚
し

て
い
く
媒
介
と
な
っ
た
も
の
こ
そ
、
「
否
定
性
」
の
深
化
に
即
し
て
そ
の
定
式
が
鋳
直

さ
れ
て
い
っ
た
反
省
概
念
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
「
自
我
」
の
哲
学
が
ヘ
ー
ゲ
ル

の
も
と
に
到
来
し
て
以
来
十
年
の
苦
闘
を
経
て
、
い
ま
や
冒
頭
の
テ
ー
ゼ
を
も
っ
て

ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
自
己
　
匿
ω
の
Φ
一
σ
ω
二
の
哲
学
が
確
立
し
た
こ
と
を
宣
言
す
る
。

　
筆
者
は
完
成
し
た
『
精
神
現
象
学
』
を
「
自
我
の
哲
学
」
一
般
の
批
判
と
し
て
読
む
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

こ
の
批
判
は
「
自
我
の
哲
学
」
を
展
開
す
る
「
自
我
」
が
何
者
か
を
問
う
。
如
何
な
る

実
体
を
己
れ
の
真
理
と
し
世
界
と
す
る
限
り
の
主
体
が
語
る
の
か
を
問
う
。
し
か
し
批

判
の
対
象
は
「
物
」
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
「
自
我
」
で
あ
る
。
行
為
と
い
う
自
己
否

定
に
お
い
て
自
己
確
証
を
求
め
る
自
己
意
識
で
あ
る
。
「
自
我
」
の
批
判
は
、
「
自
我
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

に
差
し
込
む
光
以
外
で
は
あ
り
え
な
い
。
光
を
受
け
て
活
性
化
し
た
「
自
我
」
が
、
そ

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

れ
に
対
す
る
実
体
と
そ
れ
に
お
い
て
あ
る
実
体
性
を
行
為
に
お
い
て
分
・
解
さ
せ
、
新

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ば
　
　

し
い
精
神
的
実
体
を
共
同
の
作
品
と
し
て
創
出
す
る
過
程
を
観
望
す
る
光
で
あ
る
。
こ

の
光
が
現
象
す
る
真
理
と
し
て
如
何
な
る
結
構
を
具
え
た
「
自
己
」
の
哲
学
で
あ
る
の

か
、
こ
れ
を
解
明
し
て
い
く
こ
と
が
今
後
の
筆
者
の
課
題
で
あ
る
。

　
し
か
し
翻
っ
て
、
批
判
の
光
を
投
げ
か
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
そ
の
人
の
「
自
己
」
が
何
で

あ
る
か
、
彼
に
と
っ
て
の
光
は
何
か
、
が
問
わ
れ
る
。
そ
の
問
い
の
第
一
着
手
が
本
稿

で
あ
る
。

　
ヘ
ー
ゲ
ル
が
一
八
〇
五
年
初
夏
に
『
精
神
現
象
学
』
を
『
意
識
の
経
験
の
学
』
と
し

て
書
き
始
め
た
時
に
は
い
ま
だ
術
語
と
し
て
の
「
自
己
　
量
』
。
。
り
Φ
一
σ
ω
二
は
発
生
し
て

は
い
な
い
。
そ
れ
が
発
生
し
た
時
点
に
筆
者
が
現
在
の
と
こ
ろ
遡
り
う
る
の
は
一
八
〇

五
年
秋
か
ら
六
年
夏
に
わ
た
る
（
＜
α
q
一
．
∩
　
≦
　
Q
O
”
ω
α
Φ
）
『
自
然
哲
学
な
ら
び
に
精
神
哲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
ま
ヨ
　

学
（
実
在
哲
学
）
へ
の
講
義
草
稿
』
ま
で
で
あ
る
。
9
8
霧
σ
q
σ
q
Φ
醇
氏
に
よ
れ
ば

『
精
神
現
象
学
』
に
お
け
る
「
自
己
　
匿
ω
Q
り
Φ
一
σ
ω
に
　
　
（
こ

「
自
己
　
Ω
霧
。
っ
2
σ
ω
に
が
術
語
と
し
て
成
立
を
み
る
の
は
『
一
八
〇
六
年
の
実
在
哲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
　

学
で
あ
り
、
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
吸
収
摂
取
に
よ
る
』
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
本
稿
は

『
精
神
現
象
学
』
に
現
れ
た
術
語
と
し
て
の
「
自
己
　
α
霧
Q
っ
①
一
σ
ω
行
」
（
以
下
特
別
の

場
合
を
除
い
て
〈
自
己
〉
と
表
記
す
る
）
を
考
察
の
対
象
と
し
、
そ
の
多
様
な
用
法
の

分
析
を
通
じ
て
こ
の
枢
要
な
術
語
が
こ
の
著
作
全
体
の
中
で
占
め
る
位
置
と
そ
の
機
能

を
明
ら
か
に
し
、
も
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
主
体
性
論
に
光
を
当
て
よ
う
と
す
る
作
業
の
一
環

を
な
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
く
自
己
V
と
い
う
術
語
が
「
良
心
論
」
と
「
啓
示
宗
教

論
」
に
向
か
っ
て
鋳
直
さ
れ
打
ち
固
め
ら
れ
、
鋳
直
さ
れ
打
ち
固
め
ら
れ
て
豊
富
化
さ

れ
て
い
く
過
程
を
追
跡
す
る
と
き
、
こ
の
言
語
化
が
孕
む
発
見
的
作
用
の
奥
深
さ
を
思

わ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
の
深
底
に
向
か
っ
て
少
し
で
も
深
く
分
析
が
届
く
こ
と
を
念
ず

る
ば
か
り
で
あ
る
。

　
「
対
自
存
在
　
利
弊
し
。
一
。
房
Φ
ヨ
」
と
い
う
規
定
も
凄
ま
じ
い
深
さ
と
広
が
り
を
持
つ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

し
か
し
「
自
己
　
量
ω
。
り
巴
σ
ω
こ
と
い
う
術
語
（
い
ま
の
筆
者
に
は
そ
れ
を
純
粋
概
念

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

と
も
規
定
と
も
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
も
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
）
が
遙
か
に
優
る
点
は
、

『
精
神
現
象
学
』
に
お
け
る
こ
の
術
語
に
は
己
れ
の
最
高
の
真
理
を
見
据
え
る
諸
形
態

の
境
面
、
な
ら
び
に
そ
れ
を
語
る
者
の
風
位
へ
の
通
路
が
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
単

純
な
も
の
へ
と
練
り
上
げ
ら
れ
た
言
葉
を
ひ
と
が
語
る
と
き
、
語
る
者
の
淵
が
自
己
に

も
他
面
に
も
顕
に
な
っ
て
い
く
な
ら
、
そ
れ
が
真
の
言
葉
と
い
う
も
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
と
こ
ろ
で
、
「
自
己
　
α
器
Q
っ
①
一
σ
雪
」
が
今
ま
で
に
術
語
と
し
て
十
分
に
注
目
さ
れ

て
こ
な
か
っ
た
の
に
も
理
由
が
あ
ろ
う
。
何
よ
り
も
先
ず
、
そ
れ
が
日
常
の
言
語
で
あ

る
こ
と
に
よ
る
。
た
と
え
ば
本
稿
第
一
節
に
関
下
す
る
シ
ェ
リ
ン
グ
の
『
哲
学
の
原
理

と
し
て
の
自
我
に
つ
い
て
』
に
は
、
「
経
験
的
自
我
以
外
に
は
な
ん
ら
の
自
我
を
も
知

ら
な
い
（
実
際
は
純
粋
自
我
を
前
提
し
な
い
で
は
経
験
的
自
我
は
全
く
考
え
ら
れ
な
い

こ
と
な
の
だ
が
）
人
た
ち
、
だ
か
ら
ま
た
己
れ
の
自
己
の
知
的
直
観
に
ま
で
は
自
「

）
2

（
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巨
巴
2
ε
巴
①
コ
〉
屋
。
冨
ロ
琶
。
q
一
ξ
Φ
ω
ω
巴
σ
ω
け
．
ω
ま
だ
一
度
も
向
上
し
た
こ
と
の
な
い
人

た
ち
」
（
。
っ
。
戸
≦
一
b
」
し
O
刈
ご
と
い
う
叙
述
が
あ
る
。
ま
た
こ
の
時
期
の
ヘ
ー
ゲ
ル

自
身
の
手
稿
か
ら
ひ
と
つ
例
を
と
れ
ば
『
イ
エ
ス
の
生
涯
』
で
ヘ
ー
ゲ
ル
は
イ
エ
ス
に
、

「
移
り
ゆ
く
こ
と
の
な
い
宝
を
、
道
徳
性
と
い
う
富
を
、
あ
な
た
が
た
自
身
の
う
ち
に

貯
え
な
さ
い
。
こ
の
よ
う
な
も
の
の
み
を
、
あ
な
た
が
た
は
言
葉
の
十
全
な
意
味
に
お

い
て
あ
な
た
が
た
の
所
有
田
σ
Q
魯
9
⊆
ヨ
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
う
え
も
な
く

あ
な
た
が
た
に
固
有
な
自
己
へ
と
①
霞
Φ
ヨ
蝕
α
Q
雪
鴇
雪
Q
り
2
σ
誓
そ
れ
は
結
び
付
け
ら
れ

て
い
る
か
ら
で
す
」
（
O
薯
H
噌
b
g
H
⑩
）
と
語
ら
せ
て
い
る
。
こ
う
し
た
日
常
的
な
言
語

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
※
5
）

の
地
平
で
『
精
神
現
象
学
』
の
た
と
え
ば
『
≦
　
精
神
』
の
章
の
ほ
と
ん
ど
の
箇
所

を
読
み
進
む
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
「
自
己

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

匹
p
ω
。
っ
①
下
げ
ω
こ
を
ひ
と
つ
の
術
語
と
し
て
捉
え
る
に
は
余
り
に
も
多
く
の
意
味
を
ヘ
ー

ゲ
ル
が
こ
の
語
に
含
ま
せ
た
こ
と
も
理
由
と
し
て
挙
げ
え
よ
う
。
し
か
し
こ
れ
ら
二
点

は
「
対
自
的
　
h
霞
ω
一
号
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
も
い
え
る
筈
の
こ
と
で
あ
る
。
む
し

ろ
最
大
の
理
由
は
お
そ
ら
く
次
の
点
に
あ
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
「
自
己
」
と
い
う
語

に
個
々
人
が
託
す
意
義
は
個
々
人
に
よ
り
異
な
る
と
は
い
え
、
そ
の
意
義
は
こ
の
語
の

性
格
か
ら
し
て
当
該
の
個
人
に
と
っ
て
最
高
の
普
遍
性
を
具
え
て
い
る
こ
と
、
従
っ
て

他
者
が
こ
の
語
に
託
す
意
義
は
た
い
て
い
は
こ
れ
を
特
殊
と
し
て
包
摂
し
う
る
と
い
う

こ
と
に
よ
る
だ
ろ
う
。

　
し
か
し
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
読
者
が
実
体
ほ
主
体
と
し
て
の
く
自

己
〉
や
、
「
規
定
」
と
し
て
自
己
運
動
す
る
く
自
己
V
が
了
解
で
き
た
つ
も
り
に
な
っ

た
と
き
、
読
解
の
上
で
の
危
険
も
同
時
に
到
来
す
る
。
な
ぜ
な
ら
行
文
の
理
解
の
終
結

を
も
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
で
の
く
自
己
〉
理
解
は
豊
富
化
さ
れ
て
安
定
を
回
復
し
た

と
し
て
も
、
わ
れ
わ
れ
の
く
自
己
〉
は
た
だ
旧
来
の
地
平
に
留
ま
っ
た
ま
ま
で
あ
る
の

か
も
知
れ
ず
、
そ
の
か
ぎ
り
で
の
く
自
己
〉
が
さ
ら
に
深
く
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
実
体

と
し
て
根
を
張
っ
た
だ
け
に
す
ぎ
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の

う
ち
で
の
く
自
己
V
の
自
己
運
動
を
考
察
の
対
象
に
据
え
る
た
め
に
も
、
「
自
己
　
匿
ω

『
精
神
現
象
学
』
に
お
け
る
「
自
己
　
9
ω
。
ら
Φ
一
σ
ω
二
　
　
（
こ

。
っ

@
ぴ
ω
二
を
強
固
に
定
式
化
さ
れ
た
術
語
と
し
て
分
析
し
尽
く
す
作
業
が
必
要
な
の
で

あ
る
。

注
※
－※

2
※
3

※
4

※
5

通
説
に
従
い
、
こ
の
著
作
の
起
稿
を
一
八
〇
五
年
初
夏
、
六
年
二
月
原
稿
の
｝
部
を
書
店
に
送
付
、

本
文
全
体
の
脱
稿
を
六
年
一
〇
月
＝
二
日
、
序
文
の
脱
稿
を
七
年
一
月
一
五
日
と
み
る
。

『
精
神
現
象
学
』
の
方
法
と
し
て
こ
の
よ
う
に
ま
と
め
て
み
た
が
、
『
イ
エ
ス
の
生
涯
』
に
は
既

に
次
の
よ
う
な
記
述
が
み
え
る
。
「
視
界
を
広
げ
て
み
な
さ
い
。
人
類
が
そ
こ
へ
と
向
け
て
成
熟

し
て
い
く
収
穫
を
見
な
さ
い
。
こ
の
よ
う
な
種
子
と
い
え
ど
も
稔
る
の
で
す
。
こ
の
畑
に
蒔
い
た

の
は
あ
な
た
が
た
で
は
な
い
。
自
然
が
人
々
の
心
の
う
ち
へ
と
埋
め
込
ん
で
お
い
た
善
の
芽
が
あ

ち
こ
ち
で
お
の
ず
と
芽
生
え
て
き
た
の
で
す
。
あ
な
た
が
た
の
為
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の

花
々
の
手
入
れ
を
し
、
自
然
が
始
め
た
仕
事
に
入
り
込
み
、
こ
の
種
子
を
稔
ら
せ
て
や
る
こ
と
で

す
」
（
O
乏
捨
b
。
＝
）
。

こ
の
草
稿
で
は
す
で
に
時
間
や
光
（
Φ
σ
α
．
一
ド
層
一
H
噂
刈
卜
⊃
雪
o
o
卜
。
）
に
「
自
己
α
器
し
り
色
σ
。
。
こ
が
使
用

さ
れ
て
い
る
。
詳
細
な
検
討
は
未
了
で
あ
る
が
、
こ
の
術
語
は
プ
ロ
セ
ス
論
や
有
機
体
論
（
①
σ
α
．

刈
N
。
。
卜
。
払
O
刈
h
ご
で
使
用
さ
れ
て
お
り
、
や
が
て
「
精
神
哲
学
」
（
㊦
σ
α
レ
。
。
㎝
跨
）
で
多
用
さ
れ

る
。
な
お
『
O
O
冨
≦
一
。
・
。
・
Φ
房
。
訂
h
島
（
O
≦
P
心
ω
。
。
h
じ
の
草
稿
に
も
こ
の
術
語
が
存
在
す
る
。

こ
れ
の
執
筆
時
期
は
一
九
六
七
年
の
エ
①
α
・
①
T
。
り
ε
α
歪
じ
σ
雪
α
轟
で
は
キ
ン
マ
ー
レ
氏
に
よ
り
一

八
〇
五
年
夏
と
さ
れ
て
い
た
が
（
Φ
σ
旦
」
食
）
、
一
九
七
六
年
の
○
≦
Q
。
で
は
同
氏
に
よ
っ
て

コ
八
〇
六
年
夏
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
」
と
訂
正
さ
れ
て
い
る
（
①
σ
位
■
ω
α
⑩
ご
。

一
九
八
九
年
三
月
東
京
大
学
哲
学
研
究
室
招
聴
に
よ
る
講
演
後
の
懇
親
会
席
上
、
こ
の
点
に
関
す

る
筆
者
の
質
問
に
対
す
る
氏
の
回
答

慣
例
に
反
し
、
こ
の
著
作
の
章
は
『
』
で
表
記
す
る
。

第
一
節

最
初
の
報
知

　
ヘ
ー
ゲ
ル
が
テ
ユ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
の
シ
ュ
テ
ィ
フ
ト
で
と
も
に
過
ご
し
た
盟
友
シ
ェ
リ

ン
グ
は
、
九
四
年
四
月
下
旬
に
イ
ェ
ナ
大
学
の
聴
講
者
用
に
印
刷
さ
れ
た
『
知
識
学
の

「
3
4

3
「

）
3

（



概
念
』
を
読
む
や
、
そ
れ
を
追
思
惟
す
る
か
の
よ
う
に
し
て
『
哲
学
一
般
の
形
式
の
可

能
性
に
つ
い
て
』
を
書
き
上
げ
印
刷
し
、
同
年
九
月
二
六
日
付
で
こ
れ
を
フ
ィ
ヒ
テ
に

献
呈
し
て
い
る
。
九
五
年
一
月
六
日
付
の
シ
ェ
リ
ン
グ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
宛
書
簡
は
、
『
全

知
識
学
の
基
礎
』
の
聴
講
者
用
草
稿
を
受
け
取
り
「
読
ん
で
み
ま
し
て
、
わ
た
し
の
予

言
が
間
違
っ
て
い
な
い
こ
と
が
判
明
し
ま
し
た
」
（
し
d
「
．
H
一
一
㎝
）
と
ま
で
語
っ
て
い
る
。

シ
ェ
リ
ン
グ
は
九
五
年
三
月
二
九
日
付
の
序
文
を
持
つ
『
哲
学
の
原
理
と
し
て
の
自
我

に
つ
い
て
』
を
出
版
す
る
が
、
ち
な
み
に
フ
ィ
ヒ
テ
の
完
成
し
た
『
全
知
識
学
の
基

礎
』
序
文
は
九
五
年
復
活
祭
と
な
っ
て
い
る
。
『
可
能
性
に
つ
い
て
』
は
二
月
四
日
付

の
、
『
自
我
に
つ
い
て
』
は
七
月
二
一
日
付
の
シ
ェ
リ
ン
グ
の
書
簡
と
並
行
し
て
ヘ
ー

ゲ
ル
の
も
と
に
届
く
。
以
上
三
通
に
対
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
の
返
事
は
そ
れ
ぞ
れ
、
一

月
末
、
四
月
一
六
日
、
八
月
三
〇
日
付
で
あ
る
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
は
こ
う
し
て
「
自

我
」
の
哲
学
の
生
成
の
い
ぶ
き
が
そ
の
ま
ま
突
入
し
て
来
て
い
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に

ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
が
、
イ
ェ
ナ
で
フ
ィ
ヒ
テ
の
講
義
を
直
接
聴
講
し
た
者
と
し
て
、
フ
ィ

ヒ
テ
哲
学
に
つ
い
て
の
自
ら
の
考
え
を
報
告
し
て
い
る
。
九
五
年
【
月
二
六
日
付
書
簡

が
そ
れ
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
書
簡
で
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　
フ
ィ
ヒ
テ
の
絶
対
的
自
我
（
ス
ピ
ノ
ザ
の
実
体
V
は
あ
ら
ゆ
る
レ
ア
リ
テ
ー
ト
を

包
含
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
す
べ
て
で
あ
り
、
そ
れ
の
外
部
は
無
三
。
耳
ω
で
す
。

だ
か
ら
こ
の
絶
対
的
自
我
に
対
し
て
は
客
観
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
と
い
う
の
も
も
し

客
観
が
存
在
す
る
な
ら
こ
の
絶
対
的
自
我
の
う
ち
に
あ
ら
ゆ
る
レ
ア
リ
テ
ー
ト
が
存

在
す
る
と
は
い
え
な
く
な
る
か
ら
で
す
が
、
し
か
し
客
観
の
な
い
意
識
は
考
え
ら
れ

ま
せ
ん
。
他
方
で
［
意
識
を
確
保
す
る
た
め
に
、
意
識
す
る
存
在
と
し
て
の
］
わ
た

し
の
方
が
こ
の
客
観
だ
と
す
れ
ば
、
わ
た
し
は
客
観
で
あ
る
か
ら
に
は
当
然
制
限
を

受
け
て
い
る
訳
で
あ
り
、
こ
の
場
合
に
は
絶
対
的
自
我
は
た
ん
に
時
間
の
う
ち
に
あ

る
に
す
ぎ
ず
、
し
た
が
っ
て
絶
対
的
で
は
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
う
し
て
絶
対

的
自
我
の
う
ち
で
は
［
主
客
い
ず
れ
に
も
］
意
識
は
考
え
ら
れ
ず
、
絶
対
的
自
我
と

『
精
神
現
象
学
』
に
お
け
る
「
自
己
、
9
。
。
。
り
Φ
一
σ
。
。
こ
　
　
（
こ

し
て
わ
た
し
は
意
識
を
も
ち
ま
せ
ん
。
わ
た
し
が
意
識
を
も
た
な
い
か
ぎ
り
は
、
わ

た
し
は
（
わ
た
し
に
対
し
て
V
無
昌
ざ
鐸
ω
で
あ
り
、
だ
か
ら
絶
対
的
自
我
は
（
わ

た
し
に
対
し
て
）
無
Z
ぎ
算
ω
な
の
で
す
。
（
し
u
「
．
一
噂
H
⑩
ご

　
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
は
詳
述
を
避
け
て
い
る
が
、
「
（
フ
ィ
ヒ
テ
の
言
葉
に
よ
れ
ば
）
自
我

と
非
我
と
の
交
替
限
定
の
定
立
」
、
「
努
力
の
理
念
」
、
「
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
に
関
す
る
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

え
」
は
「
注
目
に
値
す
る
∋
①
葺
≦
霞
q
面
　
［
内
容
か
ら
み
て
、
奇
妙
な
と
い
う
意

味
に
は
と
れ
な
い
］
」
と
述
べ
て
い
る
（
b
u
『
」
卜
Q
O
）
。
つ
ま
り
彼
は
一
方
で
フ
ィ
ヒ
テ

を
右
の
諸
点
に
関
し
て
肯
定
的
に
評
価
す
る
と
と
も
に
、
「
絶
対
的
自
我
」
が
経
験
的

自
我
と
し
て
の
「
わ
た
し
」
を
破
棄
す
る
が
ゆ
え
に
、
あ
る
い
は
こ
の
二
種
類
の
自
我

が
断
絶
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
こ
れ
に
反
対
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
文
面
で
は
絶

対
的
自
我
と
経
験
的
自
我
と
の
「
存
在
」
の
共
通
の
基
盤
、
根
基
が
「
意
識
」
に
あ
る

と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
ま
た
彼
は
、
「
フ
ィ
ヒ
テ
は
意
識
の
事

　
　
ヘ
　
　
へ

実
を
理
論
面
で
ヨ
O
Φ
「
『
ぎ
。
§
　
［
ヨ
α
Φ
「
↓
『
Φ
o
冨
二
。
。
9
雪
白
越
え
て
し
ま
お
う

と
」
し
て
い
て
「
私
は
最
初
は
彼
が
独
断
論
に
陥
っ
て
い
る
の
で
は
と
疑
っ
て
い
た
」

（
ゆ
「
」
・
卜
。
O
）
と
語
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
反
し
て
こ
の
時
点
で
の
シ
ェ
リ
ン
グ
に
は

こ
う
し
た
危
惧
へ
の
警
戒
が
薄
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
彼
の
上
掲
二
月
四
日
付
書
簡
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
※
1
）

読
ん
で
み
よ
う
。
当
時
の
彼
の
哲
学
に
つ
い
て
語
る
部
分
は
ま
こ
と
に
要
を
得
た
全
体

の
素
描
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
長
文
と
な
る
こ
と
を
い
と
わ
ず
こ
れ
を
引
用
し
て
お
く
。

　
わ
た
し
た
ち
は
人
格
的
実
在
よ
り
も
も
っ
と
先
ま
で
到
達
す
る
の
で
す
。
わ
た
し

は
こ
の
間
に
ス
ピ
ノ
チ
ス
ト
に
な
り
ま
し
た
！
1
驚
い
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

ス
ピ
ノ
ザ
に
と
っ
て
は
世
界
（
主
体
に
対
立
す
る
客
観
そ
の
も
の
）
が
一
す
べ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

で
し
た
。
わ
た
し
に
と
っ
て
は
自
我
が
す
べ
て
で
す
。
批
判
哲
学
と
独
断
哲
学
と
の

本
来
の
相
違
は
次
の
点
に
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
つ
ま
り
前
者
は
絶
対
的
な
（
い
ま

だ
な
ん
ら
の
客
観
に
よ
っ
て
も
制
約
さ
れ
て
い
な
い
）
自
我
か
ら
出
発
し
、
後
者
は

）
4

（
一3

3
3

一



絶
対
的
な
客
観
な
い
し
非
我
か
ら
出
発
す
る
と
い
う
点
で
す
。
後
者
は
そ
の
最
高
の

｝
貫
性
に
お
い
て
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
体
系
へ
と
通
じ
、
前
者
は
カ
ン
ト
の
体
系
へ
と
通

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

じ
ま
す
。
哲
学
は
無
制
約
者
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
こ
で
問
わ
れ

る
べ
き
こ
と
は
こ
の
無
制
約
者
は
ど
こ
に
存
す
る
か
、
自
我
の
内
に
か
そ
れ
と
も
非

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

我
の
内
に
か
、
と
い
う
こ
と
だ
け
で
す
。
こ
の
問
い
が
決
着
す
れ
ば
す
べ
て
が
決
着

し
ま
す
。
一
わ
た
し
に
と
っ
て
は
あ
ら
ゆ
る
哲
学
の
最
高
の
原
理
は
純
粋
で
絶
対

的
な
自
我
で
す
。
単
な
る
自
我
σ
δ
ゆ
Φ
し
つ
胃
げ
で
あ
る
か
ぎ
り
の
自
我
、
つ
ま
り
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

ま
だ
全
く
客
観
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
い
ず
自
由
に
よ
っ
て
定
立
さ
れ
て
い
る
か
ぎ

り
の
自
我
で
す
。
あ
ら
ゆ
る
哲
学
の
ア
ル
フ
ァ
に
し
て
オ
メ
ガ
で
あ
る
も
の
こ
そ
自

由
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
1
絶
対
的
自
我
は
絶
対
的
存
在
の
無
限
な
圏
域
を
包
括
し
、

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

こ
の
う
ち
に
有
限
な
諸
圏
域
が
形
成
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
は
客
観
に
よ
る
無
限
な
圏

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

域
の
制
限
に
よ
っ
て
生
じ
る
の
で
す
。
（
定
在
の
圏
域
i
理
論
哲
学
）
。
こ
れ
ら
有

限
な
諸
圏
域
に
は
全
く
の
被
制
約
性
が
あ
る
ば
か
り
で
あ
り
、
無
制
約
者
は
矛
盾
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

陥
り
ま
す
。
　
　
し
か
し
わ
た
し
た
ち
は
こ
の
よ
う
な
制
限
を
突
破
す
べ
き
で
す
。

つ
ま
り
わ
た
し
た
ち
は
こ
の
有
限
な
諸
圏
域
を
抜
け
出
て
無
限
な
圏
域
へ
と
到
る
ベ

　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

き
で
す
（
実
践
哲
学
）
。
実
践
哲
学
は
そ
の
た
め
に
有
限
性
の
破
壊
を
要
求
し
、
こ

の
よ
う
に
し
て
わ
た
し
た
ち
を
超
感
性
的
世
界
へ
と
導
く
の
で
す
。
〈
客
観
に
よ
っ

て
弱
体
化
さ
せ
ら
れ
て
い
た
が
ゆ
え
に
理
論
理
性
が
為
し
得
な
か
っ
た
事
を
、
実
践

理
性
が
為
す
の
で
す
。
〉
し
か
し
こ
の
超
感
性
的
世
界
に
あ
っ
て
わ
た
し
た
ち
が
見

出
す
も
の
は
、
わ
た
し
た
ち
の
絶
対
的
自
我
以
外
で
は
あ
り
え
ま
せ
ん
。
と
い
う
の

も
ま
さ
に
こ
の
絶
対
的
自
我
こ
そ
が
無
限
な
零
下
を
描
き
あ
げ
た
の
だ
か
ら
で
す
。

　
　
ヘ

ー
神
は
絶
対
的
自
我
以
外
の
な
に
も
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
ら
ゆ
る
理
論
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

も
の
を
絶
滅
し
た
か
ぎ
り
の
自
我
、
つ
ま
り
理
論
哲
学
で
は
”
0
で
あ
る
か
ぎ
り
の

自
我
に
他
な
ら
な
い
の
で
す
。
さ
て
人
格
性
が
生
ず
る
の
は
意
識
の
統
一
に
よ
る
こ

と
で
す
。
し
か
し
意
識
は
客
観
が
な
け
れ
ば
不
可
能
で
す
。
と
こ
ろ
で
神
に
と
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

は
、
つ
ま
り
絶
対
的
自
我
に
と
っ
て
は
客
観
は
な
ん
ら
存
在
し
ま
せ
ん
、
客
観
が
存

「
精
神
現
象
学
』
に
お
け
る
「
自
己
　
畠
。
。
Q
り
①
一
げ
ω
こ
　
　
（
こ

在
す
る
な
ら
絶
対
的
自
我
は
絶
対
的
で
あ
る
こ
と
を
や
め
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
す
。

1
こ
う
し
て
人
格
的
な
神
は
存
在
せ
ず
、
わ
た
し
た
ち
の
最
高
の
努
力
は
わ
た
し

た
ち
の
人
格
性
を
破
壊
す
る
こ
と
、
存
在
の
絶
対
的
な
圏
域
へ
と
移
行
す
る
こ
と
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

あ
る
で
す
。
し
か
し
こ
の
移
行
が
可
能
と
な
る
こ
と
は
永
遠
に
あ
り
え
ま
せ
ん
。
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

一
よ
っ
て
絶
対
者
へ
の
実
践
的
な
接
近
の
み
が
あ
り
え
る
の
だ
し
、
そ
こ
か
ら
不
死

［
の
要
請
］
も
生
ず
る
の
で
す
。
（
中
」
》
卜
。
い
。
）

注
※
1
こ
の
部
分
は
上
掲
一
月
六
日
付
シ
ェ
リ
ン
グ
書
簡
に
対
し
、
同
月
末
の
返
書
で
ヘ
ー
ゲ
ル
が
発
し

た
次
の
よ
う
な
質
問
へ
の
回
答
で
あ
る
。
「
貴
兄
は
［
神
の
存
在
の
〕
道
徳
的
証
明
を
め
ぐ
っ
て

前
便
で
次
の
よ
う
な
表
現
を
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
『
彼
ら
［
テ
ユ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
正
統
神
学
派
］
は

道
徳
的
証
明
を
、
個
人
的
で
人
格
的
な
実
在
が
飛
び
だ
し
て
く
る
と
い
う
ふ
う
に
操
作
す
る
術
を

心
得
て
い
る
』
と
。
し
か
し
こ
う
い
う
表
現
は
完
全
に
判
る
と
い
う
も
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
　
一

体
貴
兄
は
、
わ
た
し
た
ち
は
こ
う
し
た
実
在
に
ま
で
は
到
達
し
な
い
の
だ
と
で
も
お
考
え
な
の
で

し
ょ
う
か
？
」
（
b
d
「
』
・
一
。
D
）

第
二
節

「
自
我
」
を
意
識
す
る
者

　
相
前
後
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
に
訪
れ
た
「
自
我
」
の
哲
学
に
つ
い
て
の
報
知
は
こ
の
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

な
も
の
で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
彼
に
と
っ
て
の
こ
の
最
初
の
報
知
に
お
い
て
、
絶
対
的

自
我
は
（
理
論
哲
学
に
お
い
て
）
無
で
あ
り
、
経
験
的
自
我
は
無
限
の
自
己
否
定
を
実

践
的
に
要
求
さ
れ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
、
要
す
る
に
「
自
我
」
の
孕
む

「
否
定
性
」
が
最
も
信
頼
す
る
友
人
二
人
か
ら
こ
も
ご
も
指
摘
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

分
に
注
目
さ
れ
て
よ
い
。

　
さ
て
こ
の
最
初
の
体
験
に
お
け
る
彼
の
驚
愕
は
二
重
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ

一3
2

3
一

）
5

（



う
。
「
こ
の
う
え
も
な
く
稔
り
豊
か
な
成
果
」
（
し
d
「
」
鴇
N
ω
）
を
予
感
さ
せ
る
新
し
い

哲
学
が
確
実
に
開
始
し
た
と
い
う
驚
嘆
（
第
三
節
参
照
）
と
「
自
我
」
を
哲
学
の
絶
対

的
原
理
に
据
え
る
こ
と
へ
の
疑
惑
（
本
節
）
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
第
一
章
末
尾
の
シ
ェ
リ
ン
グ
書
簡
へ
の
返
書
（
四
月
「
六
日
付
）
で
ヘ
ー
ゲ
ル
は

シ
ェ
リ
ン
グ
の
業
績
を
讃
え
な
が
ら
も
、
君
は
君
の
道
を
行
け
、
自
分
は
自
分
の
道
を

行
く
、
と
い
う
類
の
口
吻
を
漂
わ
せ
て
は
い
る
（
＜
α
q
一
．
9
0
．
節
．
O
■
）
。
し
か
し
そ
れ
は
彼

が
こ
の
新
し
い
哲
学
か
ら
衝
撃
を
受
け
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
訳
で

は
な
い
。
現
在
の
最
高
の
原
理
で
あ
る
と
自
ら
思
う
も
の
を
そ
の
限
界
に
ま
で
推
し
進

め
て
み
る
こ
と
、
新
し
い
原
理
は
吟
味
を
重
ね
た
う
え
で
な
け
れ
ば
こ
れ
を
使
わ
な
い
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
※
2
V

と
い
う
の
が
彼
の
基
本
的
な
態
度
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
「
わ
た
し
が
期
待
し
て
い

る
の
は
」
と
彼
は
い
う
、
「
す
で
に
現
存
し
て
い
る
が
、
た
だ
普
遍
的
に
仕
上
げ
ら
れ

て
あ
ら
ゆ
る
従
来
の
知
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
さ
ら
に
必
要
と
し
て
い
る
諸
原
理
、
こ

う
い
う
も
の
か
ら
出
発
す
る
ド
イ
ツ
の
革
命
を
カ
ン
ト
の
体
系
と
そ
の
最
高
の
完
成
に

よ
っ
て
遂
行
す
る
こ
と
で
す
」
（
じ
d
「
．
疑
義
。
ω
ご
。
彼
が
当
時
構
想
し
て
い
た
も
の
が
民

族
教
育
の
理
念
た
る
べ
き
宗
教
で
あ
る
こ
と
を
ふ
ま
え
て
こ
の
文
面
を
読
め
ば
、
右
に

筆
者
が
彼
の
基
本
的
な
態
度
と
し
て
述
べ
た
こ
と
が
ら
は
、
た
ん
に
原
理
一
般
に
対
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

る
彼
の
研
究
上
の
個
人
的
格
率
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
原
理
そ
の
も
の
が
公
教
的
に

吟
味
さ
れ
展
開
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
当
時
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
要
求
を
も
意
味

し
て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
右
に
続
け
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
「
明
ら
か
に
あ
る

種
の
秘
教
的
哲
学
は
存
続
す
る
σ
一
巴
σ
窪
こ
と
で
し
ょ
う
。
　
　
絶
対
的
自
我
と
し

て
の
神
と
い
う
理
念
は
そ
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
で
し
ょ
う
」
（
u
u
「
．
押
卜
。
鼻
・
）
。
σ
一
9
σ
魯

と
い
う
動
詞
の
読
み
込
み
方
に
よ
っ
て
、
彼
が
絶
対
的
自
我
に
対
し
て
と
っ
た
距
離
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

大
き
な
相
違
が
生
じ
は
す
る
。
と
も
あ
れ
こ
こ
で
は
少
な
く
と
も
、
「
絶
対
的
自
我
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

の
哲
学
は
「
秘
教
的
」
（
民
族
教
育
の
前
提
と
し
て
の
公
教
性
に
反
す
る
と
い
う
意
味

で
の
そ
れ
）
で
あ
る
が
故
に
自
分
は
こ
れ
と
は
距
離
を
置
く
、
と
い
う
態
度
が
表
明
さ

『
精
神
現
象
学
』
に
お
け
る
「
自
己
　
α
ρ
ω
し
つ
2
σ
ω
け
」
　
　
（
一
）

れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
返
信
の
中
で
も
う
一
度
シ
ェ
リ
ン
グ

を
高
く
評
価
し
自
分
の
同
感
と
す
る
と
こ
ろ
を
述
べ
た
後
で
（
第
三
節
参
照
）
、
ヘ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

ゲ
ル
は
「
自
我
」
の
哲
学
な
る
も
の
へ
の
自
分
の
本
心
を
い
ま
一
歩
踏
み
込
ん
で
、
だ

が
な
お
も
間
接
的
に
、
語
っ
て
い
る
。
「
な
ぜ
な
ら
現
在
で
は
憲
法
の
精
神
は
利
己
心

田
α
q
①
目
昇
N
と
同
盟
を
結
び
、
利
己
心
の
上
に
そ
の
帝
国
を
う
ち
建
て
て
い
る
か
ら
で

す
」
（
ρ
p
ρ
）
。
こ
れ
は
確
か
に
直
接
的
に
は
、
現
状
の
指
摘
に
と
ど
ま
っ
て
は
い

る
。
し
か
し
現
状
を
ま
さ
に
右
の
よ
う
に
総
括
し
て
見
せ
る
こ
と
そ
の
こ
と
が
、
痛
烈

な
疑
惑
と
批
判
を
間
接
的
に
表
明
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
自
分
の
構
想
し
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
※
4
）

民
族
教
育
に
お
い
て
、
（
「
有
徳
の
人
」
で
は
な
く
）
「
自
我
」
を
民
族
結
集
の
基
軸
に

据
え
る
な
ら
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
か
を
ヘ
ー
ゲ
ル
は
言
い
た
い
訳
で
あ
る
。
超
越
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
※
5
）

的
自
我
は
い
ま
だ
彼
の
思
索
の
対
象
と
な
っ
て
は
い
な
い
け
れ
ど
も
、
彼
の
知
っ
て
い

る
限
り
の
「
自
我
」
を
原
理
に
ま
で
高
め
る
こ
と
は
自
我
の
恣
意
を
解
放
す
る
こ
と
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

な
る
に
違
い
な
い
と
彼
に
は
思
え
た
の
で
あ
る
。

　
ひ
と
り
の
人
間
の
観
念
は
と
も
か
く
、
ひ
と
た
び
形
成
さ
れ
た
社
会
性
は
容
易
に
変

り
う
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
経
験
的
な
場
面
で
の
（
つ
ま
り
「
己
れ
自
身

を
知
れ
」
と
の
古
来
か
ら
の
哲
学
的
命
法
と
は
区
別
さ
れ
た
限
り
の
）
「
自
我
」
意
識

を
め
ぐ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
社
会
性
の
｝
端
を
、
一
八
〇
二
年
の
『
信
仰
と
知
』
か
ら
と
り

だ
し
て
み
よ
う
。

　
何
が
永
遠
で
あ
り
、
ま
た
何
が
有
限
で
永
劫
の
罰
を
下
さ
れ
た
も
の
な
の
か
を
認
識

し
て
い
る
詩
人
た
ち
の
も
と
で
、
ま
た
昔
の
人
た
ち
や
ダ
ン
テ
の
も
と
で
、
あ
る
い
は

す
で
に
生
存
中
の
一
時
期
に
地
獄
へ
と
引
き
渡
さ
れ
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
ゲ
ー
テ
の

オ
レ
ス
テ
ー
ス
の
も
と
で
、
地
獄
の
劫
罰
が
何
と
し
て
語
り
出
さ
れ
て
い
る
き
詔
Φ
ω
－

嘆
。
9
9
ω
①
ヨ
の
か
を
わ
れ
わ
れ
は
知
っ
て
い
る
。
要
す
る
に
そ
れ
は
主
観
的
な
営
為

に
永
久
に
縛
り
つ
け
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
己
れ
の
み
に
帰
属
す
る
己
れ
に
固
有
な
も

の
（

一
3
1

3
一



の
を
抱
え
て
孤
立
し
続
け
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
己
れ
の
持
ち
物
を
死
ぬ
こ
と

も
か
な
わ
ず
見
つ
め
続
け
る
こ
と
が
そ
れ
で
あ
る
。
（
O
乏
蒔
ω
。
。
N
）

　
ヤ
コ
ー
ビ
の
作
品
の
登
場
人
物
の
特
徴
を
「
お
の
れ
自
身
に
固
執
し
た
主
観
性
、
己

れ
の
人
格
性
を
め
ぐ
る
不
断
の
思
慮
o
d
①
G
。
。
き
Φ
爵
簿
な
ら
ざ
る
不
断
の
反
省
、
か
か

る
永
遠
に
主
観
へ
と
還
帰
し
続
け
る
考
察
」
、
さ
ら
に
は
「
己
れ
自
身
と
の
淫
行
」
と

さ
え
ヘ
ー
ゲ
ル
は
語
る
（
①
σ
α
．
ω
。
。
N
ご
。
「
神
の
否
認
と
己
れ
自
身
を
神
と
な
す
こ

と
」
（
①
σ
α
．
ω
隷
）
と
い
う
評
価
を
含
め
、
こ
れ
ら
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
発
言
は
直
接
に
は

ヤ
コ
ー
ビ
に
向
け
ら
れ
た
批
判
で
は
あ
る
。
し
か
し
右
の
地
獄
論
に
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、

「
自
我
」
を
意
識
す
る
こ
と
そ
の
こ
と
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
社
会
性
に
と
っ
て
極
め
て
否
定

的
な
も
の
で
あ
り
、
モ
ラ
ル
と
し
て
も
問
題
視
さ
れ
る
よ
う
な
事
柄
で
あ
っ
た
こ
と
、

こ
の
こ
と
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
彼
が
「
自
我
」
の
意
識
に
疎
遠
で
あ
っ

た
と
い
う
訳
で
は
全
く
な
い
。
こ
の
よ
う
な
社
会
性
の
個
人
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、

こ
の
よ
う
な
意
識
を
意
識
す
る
こ
と
の
重
苦
し
さ
を
彼
は
充
分
に
知
っ
て
い
た
。
こ
の

点
で
は
、
青
年
期
ヘ
ー
ゲ
ル
が
人
間
の
内
面
に
巣
く
う
も
の
に
つ
い
て
の
精
妙
な
心
理

学
者
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。
た
と
え
ば
彼
は
次
の
よ

う
に
書
き
記
し
て
い
る
。
「
主
観
性
が
破
棄
さ
れ
た
の
だ
と
い
う
意
識
が
生
じ
、
利
己

主
義
国
α
q
9
ω
ヨ
易
が
滅
却
さ
れ
た
の
だ
と
い
う
意
識
を
得
て
い
る
が
、
し
か
し
こ
の

よ
う
に
意
識
す
る
こ
と
そ
の
こ
と
が
最
高
の
主
観
性
を
立
て
内
的
な
偶
像
崇
拝
を
行
っ

た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
正
当
化
し
た
こ
と
に
な
る
の
だ
」
（
Φ
σ
卑

ω
。
。
卜
。
）
。

　
以
上
を
一
言
で
規
定
し
て
、
何
事
か
を
為
す
に
あ
た
り
「
自
我
」
を
意
識
す
る
こ
と

を
潭
る
べ
き
こ
と
と
感
受
す
る
社
会
性
、
と
い
え
よ
う
か
。
そ
う
い
う
ヘ
ー
ゲ
ル
に

と
っ
て
は
、
「
七
九
五
年
に
お
い
て
も
一
八
〇
二
年
に
お
い
て
も
、
「
客
観
性
と
レ
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
※
7
）

リ
テ
ー
ト
」
は
「
民
族
の
身
体
と
普
遍
的
な
教
会
の
う
ち
に
」
（
①
σ
α
■
ω
o
。
①
）
存
す
る

と
し
か
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
ま
た
主
観
内
部
に
閉
塞
す
る
孤
立
し

『
精
神
現
象
学
』
に
お
け
る
「
自
己
　
O
諺
の
①
一
σ
ω
二
　
　
（
こ

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
へ
　
　
う
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

た
個
人
が
「
わ
た
し
は
…
で
あ
る
、
わ
た
し
は
…
し
た
い
と
い
う
第
一
人
称

で
の
言
い
方
」
を
す
る
と
き
、
彼
に
は
た
だ
ち
に
そ
の
客
観
性
が
疑
わ
れ
ざ
る
を
え
な

い
。
そ
の
よ
う
な
語
り
口
か
ら
は
「
普
遍
的
」
な
真
理
（
つ
ま
り
そ
れ
を
認
識
す
る
こ

と
に
お
い
て
諸
個
人
に
、
自
ら
が
ひ
と
つ
の
共
同
体
あ
る
い
は
ひ
と
つ
の
可
能
な
共
同

体
の
分
か
た
れ
ざ
る
一
員
で
あ
る
こ
と
を
同
時
に
意
識
さ
せ
る
よ
う
な
真
理
）
が
そ
の

「
客
観
性
」
に
お
い
て
表
現
さ
れ
は
し
な
い
、
あ
る
い
は
基
本
的
に
は
不
可
能
で
あ
る

筈
だ
と
彼
に
は
考
え
ら
れ
る
（
＜
α
q
r
　
Φ
σ
自
．
　
ω
G
o
①
）
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
自

我
」
の
哲
学
が
使
わ
ざ
る
を
え
な
い
筈
の
発
語
形
式
そ
の
も
の
が
ヘ
ー
ゲ
ル
に
は
信
用

で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
誰
が
語
る
の
か
、
す
な
わ
ち
如
何
に
公
的
に
承
認

さ
れ
た
主
体
が
語
る
の
か
の
問
題
と
結
び
付
け
て
考
え
る
と
（
右
に
引
用
し
た
「
地
獄

論
」
を
こ
の
視
点
か
ら
も
う
一
度
参
照
さ
れ
た
い
。
）
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
不
信
は
増
大
せ
ざ

る
を
え
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
彼
は
こ
の
返
信
を
書
く
前
の
あ
る
草
稿
（
シ
ュ
ー

ラ
ー
四
六
番
。
一
七
九
四
年
と
さ
れ
て
い
る
）
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。

　
も
し
あ
る
民
族
で
身
分
上
の
不
平
等
が
ま
だ
大
き
く
な
っ
て
い
ず
風
習
の
淳
朴
さ

が
守
ら
れ
て
い
て
、
こ
の
民
族
の
固
有
の
基
盤
の
上
に
史
的
出
来
事
○
Φ
ω
。
三
号
9

が
生
じ
た
の
な
ら
、
こ
の
語
り
伝
え
留
σ
Q
①
は
両
親
か
ら
子
供
た
ち
へ
と
受
け
継
が

れ
て
い
く
し
、
そ
れ
は
平
等
に
各
人
の
所
有
で
あ
る
。
し
か
し
あ
る
国
民
の
う
ち
に

特
別
な
身
分
が
形
成
さ
れ
一
家
の
父
親
が
同
時
に
大
司
祭
で
あ
る
の
で
は
も
は
や
な

く
な
っ
て
し
ま
う
や
い
な
や
、
語
り
伝
え
の
受
託
者
た
る
ひ
と
つ
の
身
分
が
い
ち
は

や
く
罷
り
出
て
く
る
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
う
な
っ
て
し
ま
え
ば
語
り
伝
え
の
知
識
は
こ

の
身
分
か
ら
民
族
の
間
に
広
ま
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
語
り
伝
え
が
異
な
る
国
に
、

異
な
る
風
習
の
間
で
、
異
な
る
言
語
に
お
い
て
生
じ
た
の
な
ら
特
に
そ
う
で
あ
る
。

一
こ
こ
に
語
り
伝
え
の
内
容
が
そ
の
も
と
も
と
の
形
で
は
万
人
の
所
有
で
は
な
く

な
る
原
因
が
あ
る
。
（
O
≦
　
ピ
H
㎝
o
。
）

一3
0

3
一

）
7

（



　
こ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
の
実
定
化
を
、
知
的
分
業
の
も
と
で
の
情
報
管
理
に
よ
る
国
民

支
配
と
い
う
角
度
か
ら
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
（
＜
α
q
r
P
P
ρ
）
。
こ
の
よ
う
に
、

「
如
何
な
る
社
会
性
に
立
つ
者
が
そ
れ
を
語
る
の
か
」
の
問
題
が
、
国
家
機
構
内
部
で

の
発
言
者
の
位
置
の
問
題
へ
と
拡
大
さ
れ
て
き
て
い
る
ヘ
ー
ゲ
ル
に
は
、
語
る
者
の
資

格
・
権
利
と
い
う
観
点
か
ら
も
「
自
我
し
の
哲
学
な
る
も
の
に
疑
惑
を
覚
え
ざ
る
を
え

な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

注※
1

※
2

※
3

※
4

※
5

も
う
一
点
だ
け
付
言
し
て
お
く
。
や
が
て
ヘ
ー
ゲ
ル
が
入
手
し
て
研
究
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
『
全

知
識
学
の
基
礎
』
に
は
「
神
の
自
己
意
識
を
証
明
す
る
」
と
い
う
議
論
が
出
て
く
る
（
＜
α
q
ピ
閃
≦

一
嘲
N
謡
）
こ
と
に
も
注
目
し
て
お
き
た
い
。
こ
れ
を
拙
論
の
主
要
テ
ー
マ
で
あ
る
「
自
己
論
」
か

ら
み
れ
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
こ
の
箇
所
を
最
初
に
は
、
そ
し
て
そ
の
後
は
ど
の
よ
う
に
自
分
の
問
題

圏
へ
受
け
止
め
て
い
っ
た
の
か
を
考
え
て
み
る
と
興
味
が
尽
き
な
い
。
な
お
、
「
無
限
性
」
を
定

式
化
す
る
際
に
も
ヘ
ー
ゲ
ル
が
こ
の
箇
所
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ

る
。事

実
、
彼
が
自
ら
記
入
し
た
日
付
に
よ
れ
ば
、
こ
の
返
信
の
後
五
月
九
日
か
ら
七
月
二
四
日
に
か

け
て
、
彼
は
『
イ
エ
ス
の
生
涯
』
の
執
筆
に
専
念
す
る
。
シ
ェ
リ
ン
グ
に
よ
る
カ
ン
ト
批
判
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
ま
た
「
自
我
」
内
部
の
超
越
論
的
な
活
ら
き
へ
の
注
目
の
促
し
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

へ
…
ゲ
ル
は
カ
ン
ト
の
道
徳
論
、
宗
教
論
に
依
拠
し
、
し
か
も
イ
エ
ス
を
眼
前
の
対
象
に
据
え
て

自
分
の
仕
事
を
続
行
し
た
訳
で
あ
る
。
（
た
だ
し
、
そ
こ
に
は
シ
ェ
リ
ン
グ
か
ら
の
報
知
が
大
き

な
影
を
落
す
こ
と
と
な
ろ
う
。
第
三
節
参
照
）

　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も
　
　
へ

た
だ
し
超
越
論
と
し
て
公
教
的
で
あ
る
、
と
い
う
次
元
の
可
能
性
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
い
う

こ
と
は
当
時
の
彼
の
発
想
の
圏
外
に
あ
っ
た
。

第
三
節
参
照

ヘ
ー
ゲ
ル
は
『
差
異
論
文
』
（
　
八
〇
一
年
）
で
フ
ィ
ヒ
テ
哲
学
は
「
最
も
根
本
的
で
こ
の
上
も

な
く
深
遠
な
思
弁
で
あ
り
、
真
正
の
哲
学
的
営
為
で
あ
る
。
そ
れ
が
出
現
し
た
時
代
を
顧
慮
す
る

な
ら
、
つ
ま
り
真
正
の
思
弁
と
い
う
概
念
は
も
は
や
失
わ
れ
て
い
て
、
あ
の
カ
ン
ト
哲
学
で
さ
え

理
性
を
呼
び
起
こ
し
は
し
て
も
そ
れ
を
こ
の
概
念
に
ま
で
至
ら
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
な
時

※
6

※
7

代
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
な
ら
、
そ
れ
だ
け
に
一
層
注
目
に
値
す
る
。
だ
が
、
そ
の
限
り
で
の

フ
ィ
ヒ
テ
哲
学
を
以
下
で
論
ず
る
の
で
は
な
い
［
体
系
で
あ
る
限
り
の
フ
ィ
ヒ
テ
哲
学
を
論
ず
る

の
で
あ
る
ご
（
O
≦
　
《
ω
轟
）
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
彼
が
こ
の
よ
う
に
超
　
般
的
な
言
辞
を

連
ね
る
と
き
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
「
自
我
」
そ
の
も
の
に
対
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
吟
味
は
ま
だ
そ
の
途
上

に
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
吟
味
の
第
一
次
の
成
果
は
『
懐
疑
主
義
論

文
』
（
一
八
〇
二
年
）
を
経
て
『
信
仰
と
知
』
（
同
年
）
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
著
作

は
カ
ン
ト
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
自
我
論
を
無
限
性
、
イ
デ
ア
リ
テ
ー
ト
、
否
定
性
の
角
度
か
ら
（
ヤ

コ
ー
ビ
や
シ
ャ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヒ
ャ
ー
の
社
会
性
へ
の
反
発
と
吸
引
に
揺
れ
動
き
つ
つ
、
客
観
性

へ
の
道
を
模
索
し
な
が
ら
）
摂
取
し
て
い
っ
た
ひ
と
つ
の
記
念
す
べ
き
頂
点
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

こ
の
著
作
で
ヘ
ー
ゲ
ル
は
反
省
哲
学
の
自
我
、
主
観
性
を
評
し
て
「
世
界
精
神
の
偉
大
な
形
態
」

「
北
方
の
原
理
」
（
O
≦
野
ω
一
①
）
と
語
り
、
そ
の
積
極
的
な
意
義
を
最
大
限
吸
収
す
る
こ
と
に

努
め
る
。
た
だ
し
観
念
の
上
で
は
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
他
方
で
は
彼
の
社
会
性
か
ら
す
れ
ば
、

「
自
我
」
を
意
識
す
る
こ
と
に
は
否
定
的
で
あ
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
と
は
右
の
本
文
に
み
ら

れ
る
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
こ
の
著
作
緒
論
末
尾
で
ヘ
ー
ゲ
ル
が
本
稿
冒
頭
の
実
体
1
1
主
体
テ
ー

ゼ
に
似
た
結
構
を
掲
げ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
お
こ
う
。
「
純
粋
な
存
在
と
純
粋
な
思
惟

絶
対
的
な
物
と
絶
対
的
な
自
我
性
心
α
q
。
隷
け
と
は
同
様
に
絶
対
化
さ
れ
た
有
限
性
で
あ
る
」

（
Φ
σ
ユ
．
ω
卜
。
鉢
）
。
た
だ
し
こ
の
場
合
の
両
翼
は
カ
ン
ト
と
ヤ
コ
ー
ビ
で
あ
り
、
そ
の
中
央
は
フ
ィ

ヒ
テ
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
（
＜
騎
一
．
Φ
σ
α
’
ω
N
H
）

お
そ
ら
く
は
こ
の
点
を
シ
ェ
リ
ン
グ
は
察
知
し
た
の
で
あ
ろ
う
、
彼
は
そ
の
返
信
（
七
月
二
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

付
）
で
次
の
よ
う
に
反
省
し
て
い
る
。
「
私
の
主
要
な
欠
点
は
人
間
を
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
、

人
間
の
善
意
志
か
ら
余
り
に
も
多
く
を
　
　
お
そ
ら
く
は
人
間
の
予
見
の
能
力
か
ら
さ
え
余
り
に

も
多
く
を
期
待
す
る
と
い
う
点
に
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
貴
兄
で
さ
え
前
便
で
は
、
［
こ
の
ご
批

判
と
は
］
別
の
お
考
え
を
お
持
ち
だ
っ
た
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」
（
じ
ロ
「
』
卜
。
。
。
）
。

「
神
の
国
」
と
い
う
術
語
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
前
便
に
も
み
え
（
一
月
末
付
、
じ
σ
「
．
一
」
。
。
）
、
『
イ
エ
ス

の
生
涯
』
で
も
多
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
此
岸
に
現
在
す
る
こ
と
が
希
望
さ
れ
る
な
ら
「
普
遍

的
な
教
会
」
「
見
え
ざ
る
教
会
」
で
あ
ろ
う
。

）
8

（
一2

9
3

一

『
精
神
現
象
学
』
に
お
け
る
「
自
己
．
量
ω
ω
①
一
冴
こ

（
一

j



第
三
節

人
間
の
尊
厳
と
時
代
の
徴
し

　
前
節
で
筆
者
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
「
自
我
の
哲
学
」
と
い
う
言
葉
を
最
初
に
つ
ぶ
や
い

て
み
た
と
き
に
彼
に
湧
き
出
て
き
た
だ
ろ
う
第
「
印
象
を
、
彼
の
社
会
性
か
ら
推
し
て

想
像
し
て
み
た
。
な
る
ほ
ど
新
し
く
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
哲
学
運
動
が
公
的
自
我
を
絶
対

化
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
こ
の
最
初
の
印
象
は
否
定
的
で
あ
ら
ざ
る
を
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

な
か
っ
た
と
し
て
も
、
人
間
そ
の
も
の
の
自
由
と
尊
厳
が
高
ら
か
に
強
調
さ
れ
つ
つ
あ

る
と
い
う
面
に
は
へ
」
ゲ
ル
は
心
か
ら
賛
同
し
、
そ
の
よ
う
な
時
代
の
到
来
を
慶
ん
だ

の
で
あ
る
。
シ
ェ
リ
ン
グ
宛
の
前
記
四
月
「
六
日
付
返
信
に
躍
る
彼
の
感
動
を
読
ん
で

み
よ
う
。

　
わ
た
し
は
実
践
理
性
の
要
請
に
つ
い
て
あ
ら
た
め
て
研
究
し
ま
し
た
が
、
そ
の
際

あ
る
事
に
つ
い
て
予
感
め
い
た
も
の
を
掴
み
ま
し
た
。
そ
れ
を
貴
兄
は
前
便
で
噛
み

砕
い
て
は
っ
き
り
と
説
明
し
て
く
れ
ま
し
た
し
、
貴
兄
の
論
文
［
『
哲
学
｝
般
の
形

式
の
可
能
性
に
つ
い
て
』
］
に
も
そ
れ
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
し
て

フ
ィ
ヒ
テ
の
『
全
知
識
学
の
基
礎
』
を
読
む
な
ら
そ
れ
は
隈
な
く
明
ら
か
に
な
る
こ

と
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
か
ら
生
ず
る
帰
結
を
見
て
愕
然
と
す
る
お
偉
方
も
多
い
こ
と

で
し
ょ
う
。
人
間
と
い
う
も
の
を
こ
ん
な
に
も
昂
揚
し
て
く
れ
る
、
あ
ら
ゆ
る
哲
学

の
こ
の
最
高
の
慰
み
に
臨
ん
で
ひ
と
は
目
眩
を
覚
え
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
し
か
し
わ

た
し
は
思
う
の
で
す
。
人
間
の
尊
厳
を
い
や
高
く
掲
げ
、
人
間
に
自
由
の
能
力
が
あ

る
こ
と
を
評
価
す
る
こ
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
精
神
の
平
等
の
位
階
の
う
ち
に
人
間
を
定

立
す
る
こ
と
に
他
な
り
ま
せ
ん
が
、
ひ
と
が
こ
こ
に
ま
で
到
達
す
る
の
が
ど
う
し
て

こ
ん
な
に
遅
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
と
も
あ
れ
人
間
性
が
そ
れ
自
身
に
お

い
て
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
尊
敬
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
と
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き

た
と
い
う
こ
と
、
こ
の
こ
と
ほ
ど
好
ま
し
い
時
代
の
徴
し
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ

れ
は
抑
圧
経
た
ち
や
地
上
の
神
々
の
頭
の
ま
わ
り
の
後
光
が
消
滅
し
て
い
く
と
い
う

『
精
神
現
象
学
』
に
お
け
る
「
自
己
　
匿
の
Q
っ
巴
σ
ω
こ
　
　
（
一
）

こ
と
を
証
明
す
る
も
の
で
す
。
哲
学
者
は
こ
の
尊
厳
を
証
明
し
、
民
族
は
こ
の
尊
厳

を
感
じ
と
る
よ
う
に
な
る
で
し
ょ
う
。
し
か
も
民
族
は
塵
や
芥
に
埋
も
れ
た
権
利
を

物
乞
い
し
た
り
せ
ず
、
自
ら
新
し
く
受
け
取
り
な
お
し
一
こ
れ
を
わ
が
も
の
と
す

る
で
し
ょ
う
。
こ
れ
ま
で
宗
教
と
政
治
は
結
託
し
続
け
て
い
ま
し
た
。
宗
教
は
抑
圧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

政
治
の
欲
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
人
類
蔑
視
の
教
え
を
垂
れ
、
人
類
は
自
分
で
は
な
ん

ら
の
善
を
も
為
し
え
ず
自
分
自
身
の
努
力
に
よ
っ
て
何
者
か
た
り
え
る
力
は
な
い
と

教
え
て
き
た
か
ら
で
す
。
〔
傍
点
筆
者
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
卑
」
る
轟
）

　
こ
こ
に
は
彼
が
そ
れ
ま
で
の
草
稿
の
な
か
で
陰
に
陽
に
書
き
つ
づ
け
て
き
た
、
現
行

の
キ
リ
ス
ト
教
な
ら
び
に
そ
れ
を
支
え
も
す
れ
ば
そ
れ
を
利
用
し
も
し
て
き
た
体
制
へ

め
批
判
が
生
の
ま
ま
で
噴
出
し
て
い
る
。
当
時
の
彼
に
と
っ
て
主
要
な
批
判
対
象
は

「
人
間
の
み
な
ら
ず
人
間
の
本
性
が
堕
落
し
て
い
る
と
い
う
命
題
」
（
O
≦
一
．
届
①
）

だ
っ
た
が
、
こ
れ
に
真
正
面
か
ら
対
抗
す
る
も
の
と
し
て
「
人
間
の
尊
厳
」
の
主
張
が
、

し
か
も
「
時
代
の
徴
し
」
と
い
う
レ
ア
リ
テ
ー
ト
に
お
い
て
、
登
場
し
て
き
た
こ
と
を

彼
は
こ
の
上
も
な
く
心
強
く
思
っ
て
い
る
訳
で
あ
る
。

　
自
我
を
意
識
す
る
こ
と
を
問
題
号
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
に
人
間
の
尊
厳
を
認
め
る
視
点
が

な
か
っ
た
訳
で
は
当
然
な
い
。
一
年
ほ
ど
前
の
草
稿
（
シ
ュ
ー
ラ
ー
三
二
番
）
で
は
、

「
ひ
と
り
ひ
と
り
の
人
間
の
う
ち
に
、
道
徳
性
か
ら
生
ず
る
一
層
繊
細
な
感
情

国
ヨ
℃
h
営
ユ
§
α
q
9
の
芽
を
自
然
は
植
え
付
け
て
い
た
。
た
ん
な
る
感
性
的
な
も
の
よ
り

も
一
層
高
い
目
標
へ
の
、
つ
ま
り
道
徳
性
へ
の
感
覚
①
ヨ
。
リ
ヨ
ロ
旨
近
目
。
再
構
9
①

を
自
然
は
人
間
の
う
ち
へ
埋
め
込
ん
で
い
た
」
（
O
≦
一
’
。
。
⑩
）
と
い
う
自
然
へ
の
信
頼

の
形
で
彼
は
そ
れ
を
書
き
記
し
て
い
る
。
し
か
し
右
の
「
人
間
堕
落
命
題
」
が
彼
に
重

く
の
し
か
か
っ
て
き
て
い
た
の
は
、
イ
エ
ス
の
購
罪
の
死
の
教
説
と
（
自
我
の
努
力
に

勲
を
立
て
か
ね
な
い
）
実
践
理
性
の
要
請
と
が
真
正
面
か
ら
衝
突
す
る
か
ら
で
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
教
説
に
対
し
て
そ
こ
ご
こ
で
罵
倒
じ
み
た
発
言
を
な
し
て
い
る
が
、

こ
の
時
期
の
草
稿
群
で
の
彼
の
叙
述
は
繰
り
返
し
こ
の
教
説
の
壁
か
ら
擾
ね
返
さ
れ
て

一2
8

ヨ

一
9
一

（



い
る
。
陣
く
よ
う
に
し
て
彼
は
記
し
て
い
る
。

　
徳
の
な
す
苦
闘
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
に
力
を
与
え
、
神
の
火
花
を
わ
れ
わ
れ
の
う

ち
に
、
つ
ま
り
感
性
的
な
も
の
を
支
配
す
る
力
を
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
感
じ
と
る
た

め
に
、
人
間
の
実
例
で
は
ど
う
し
て
［
瞭
罪
の
死
の
教
説
を
反
駁
す
る
に
至
る
に

は
］
充
分
で
な
い
の
だ
ろ
う
。
有
徳
の
士
の
う
ち
に
、
か
れ
ら
が
わ
れ
わ
れ
の
肉
と

同
じ
肉
、
わ
れ
わ
れ
の
骨
と
同
じ
骨
だ
と
わ
れ
わ
れ
は
ど
う
し
て
認
め
な
い
だ
ろ
う

か
、
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
こ
れ
こ
そ
わ
れ
わ
れ
の
精
神
と
同
じ
精
神
、
わ
れ
わ
れ
の

力
と
同
じ
力
で
あ
る
と
い
う
道
徳
的
共
感
を
わ
れ
わ
れ
が
ど
う
し
て
覚
え
な
い
こ
と

が
あ
ろ
う
か
。
（
O
芝
H
唱
H
①
O
）

　
こ
の
時
期
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
索
の
軸
は
「
万
人
の
、
あ
る
い
は
大
多
数
の
者
の
自
由

な
同
意
を
得
る
よ
う
な
、
宗
教
的
、
道
徳
的
な
諸
真
理
の
体
系
を
樹
立
す
る
こ
と
」
に

あ
る
（
O
自
．
圏
　
H
膳
ド
　
　
　
　
一
）
。
照
罪
の
死
の
教
説
が
強
固
に
根
を
張
る
社
会
基
盤
の
上
で
、

ヘ
ー
ゲ
ル
は
カ
ン
ト
の
道
を
進
み
か
ね
て
い
る
。
「
道
徳
性
」
「
神
聖
性
」
の
理
念
を
現

実
化
す
る
と
い
う
こ
と
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
一
方
で
右
の
教
説
を
社
会
的
に
否
定
す

る
こ
と
を
、
他
方
で
そ
れ
に
ふ
ま
え
て
道
徳
法
則
そ
の
も
の
へ
の
尊
敬
の
念
が
民
族
の

間
に
広
が
っ
て
い
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
「
自
由
な
選
択
に
基
づ
い
て

徳
を
愛
す
る
に
は
原
則
が
必
要
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
形
而
下
学
よ
り
も
わ
れ
わ
れ
の

形
而
上
学
が
、
感
性
的
な
も
の
よ
り
抽
象
的
理
念
が
優
位
に
立
つ
必
要
が
あ
る
。

い
つ
に
な
れ
ば
人
類
は
、
感
情
よ
り
も
原
則
が
、
諸
個
人
よ
り
も
法
則
が
支
配
的
に
な

る
域
に
達
す
る
の
だ
ろ
う
か
」
（
O
ぐ
刈
　
H
冒
H
鼻
O
Q
、
＜
α
q
r
鋤
口
O
ぴ
　
μ
O
H
）
。

　
両
面
の
課
題
の
中
で
揺
れ
な
が
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
が
打
開
の
道
を
模
索
し
て
い
る
な
か
で

「
人
間
の
尊
厳
」
を
高
調
す
る
報
知
が
彼
の
も
と
に
届
い
た
の
で
あ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
と

シ
ェ
リ
ン
グ
が
カ
ン
ト
を
越
え
よ
う
と
し
て
産
み
だ
し
つ
つ
あ
っ
た
理
念
を
受
け
て
、

へ
！
ゲ
ル
は
む
し
ろ
「
カ
ン
ト
の
道
」
へ
と
実
際
に
踏
み
出
す
。
そ
れ
が
翌
月
か
ら
執

『
精
神
現
象
学
』
に
お
け
る
「
自
己
　
匿
ω
。
り
Φ
一
σ
。
・
こ
　
　
（
一
）

筆
を
開
始
し
た
『
イ
エ
ス
の
生
涯
』
で
あ
る
。
そ
の
な
か
か
ら
、
人
間
性
へ
の
評
価
を

自
然
へ
の
信
頼
と
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
が
語
っ
て
い
た
上
掲
の
引
用
文
に
類
似
の
箇
所
を
読

ん
で
お
く
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
イ
エ
ス
に
語
ら
せ
る
。

　
あ
な
た
が
た
の
祈
り
は
、
［
他
人
の
見
て
い
な
い
］
開
か
れ
た
自
然
の
中
か
、
そ

れ
と
も
あ
な
た
が
た
の
部
屋
の
中
で
行
わ
れ
る
べ
き
で
す
。
そ
し
て
あ
な
た
が
た
の

祈
り
は
、
聖
な
る
実
在
へ
想
い
を
凝
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
が
自
分
に
立
て
る

小
さ
な
目
的
や
人
間
を
あ
ち
こ
ち
に
駆
り
立
て
る
欲
望
を
超
え
て
あ
な
た
が
た
の
心

情
O
①
臼
歯
げ
を
高
め
る
べ
き
も
の
で
す
。
聖
な
る
実
在
へ
の
想
い
を
通
じ
て
あ
な

た
が
た
は
あ
な
た
が
た
の
胸
に
刻
み
こ
ま
れ
た
法
則
［
律
法
］
を
想
起
し
、
傾
向
性

へ
の
い
か
な
る
刺
激
に
よ
っ
て
も
侵
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
こ
の
法
則
［
律
法
］
へ
の

尊
敬
の
念
で
満
た
さ
れ
る
べ
き
で
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
O
芝
押
N
ド
。
。
）

　
カ
ン
ト
と
フ
ィ
ヒ
テ
の
声
が
聞
こ
え
る
よ
う
な
こ
の
叙
述
は
、
し
か
し
な
が
ら
や
が

て
開
始
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
汎
悲
劇
主
義
の
幕
開
き
と
も
な
っ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

　
ヘ
ー
ゲ
ル
の
と
っ
た
「
カ
ン
ト
の
道
」
に
は
、
「
徳
に
応
じ
た
幸
福
」
と
い
う
条
件

が
引
き
抜
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
『
イ
エ
ス
の
生
涯
』
の
以
前
に
語
ら
れ
は

じ
め
て
い
る
（
シ
ュ
ー
ラ
ー
四
五
番
冒
頭
、
○
芝
押
H
①
ω
）
。
予
稿
を
先
取
り
し
て
結

論
的
に
言
え
ば
、
こ
の
幸
福
主
義
の
否
定
は
、
蹟
罪
の
死
の
恩
寵
の
拒
否
と
組
み
合
わ

さ
っ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
筆
者
に
は
思
わ
れ
る
。
『
精
神
現
象
学
』
で
「
良
心
」
と

「
啓
示
宗
教
」
を
結
び
付
け
て
「
絶
対
知
」
へ
と
昇
り
つ
め
る
の
に
似
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル

が
実
践
理
性
と
キ
リ
ス
ト
教
を
並
べ
て
両
者
の
「
相
違
」
を
比
較
す
る
と
こ
ろ
に

（
O
芝
H
雪
H
㎝
㎝
）
そ
れ
は
か
す
か
に
感
じ
と
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
は
徳
に

応
じ
た
幸
福
と
対
比
さ
せ
、
キ
リ
ス
ト
へ
の
信
仰
を
条
件
と
す
る
至
福
が
語
ら
れ
、
両

者
が
「
か
な
り
の
と
こ
ろ
ま
で
合
致
し
て
い
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
「
永
遠
の

至
福
へ
の
希
望
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
最
大
の
関
心
事
」
だ
と
い
う
こ
と
は
「
わ
た
し
は

。
－

Q「2
7

ヨ

「



キ
リ
ス
ト
教
の
か
な
り
普
遍
的
な
教
説
」
だ
と
思
っ
て
い
る
、
と
い
う
三
口
い
方
が
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
筆
者
は
注
目
す
る
。
以
上
を
「
ひ
と
が
道
徳
性
を
で
な
く
至
福
を
こ
の

教
説
の
最
終
目
的
に
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
す
で
に
、
道
徳
性
と
い
う
目
的
は
見
失
わ
れ

て
し
ま
っ
た
」
（
O
≦
一
・
一
㎝
一
）
と
い
う
一
文
と
重
ね
あ
わ
せ
る
と
き
、
筆
者
は
右
の

よ
う
な
ヘ
ー
ゲ
ル
の
境
涯
、
つ
ま
り
カ
ン
ト
道
徳
性
論
に
不
可
欠
の
「
徳
に
応
じ
た
幸

福
」
と
同
時
に
瞭
罪
の
死
の
恩
寵
を
自
ら
に
拒
否
す
る
こ
と
へ
の
態
度
決
定
、
を
推
察

す
る
の
で
あ
る
。

凡
一
、

二
、

三
、

四
、

五
、

例
テ
キ
ス
ト
は

Q
≦
’
男
＝
農
㊦
一
≦
①
夷
Φ
ヨ
N
≦
曽
N
碍
¢
口
雪
二
8
ω

勺
冨
8
∋
①
8
δ
笹
Φ
9
。
。
O
①
一
。
弓
8
ω
　
し
り
＝
7
「
す
ヨ
唱
く
Φ
ユ
叫
α
q
・

を
使
用
し
た
。
（
）
内
頁
数

フ
ェ
リ
ク
ス
・
マ
イ
ナ
ー
社
か
ら
現
在
刊
行
中
の
ア
カ
デ
ミ
ー
版
ヘ
ー
ゲ
ル
全
集
は
○
を
と
略
記

し
、
そ
の
巻
数
、
頁
数
を
（
）
内
に
示
し
た
。

そ
の
他
主
要
な
引
用
略
号
は
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

ゆ
「
∴
o
ロ
ユ
①
h
Φ
＜
■
F
陰
，
層
＝
Φ
α
q
①
一
＝
「
ω
噂
く
’
＝
o
頃
ヨ
虫
ω
叶
貧

　
　
　
勾
Φ
嵩
×
ζ
Φ
【
口
Φ
「

ω
o
げ
≦
日
「
■
≦
■
』
．
の
3
①
＝
ヨ
α
q
＝
房
8
ユ
。
。
0
7
ー
ス
ユ
甑
ω
0
7
①
〉
＝
ω
σ
q
曽
9

　
　
　
閃
「
o
ヨ
ヨ
四
『
＝
o
一
N
g
o
α
q

悶
≦
”
コ
。
耳
①
ω
≦
Φ
蒔
①
国
「
ω
α
q
層
く
］
綱
雰
コ
。
葺
①

　
　
　
≦
自
・
一
け
①
「
9
0
「
ξ
9
「
露
O
ρ

原
文
の
隔
字
体
は
傍
点
を
付
し
て
表
示
し
た
。

筆
者
自
身
に
よ
る
本
文
中
で
の
註
記
は
［
］
で
示
し
た
。
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『
精
神
現
象
学
』
に
お
け
る
「
自
己
　
母
ω
。
。
Φ
一
σ
ω
こ
　
　
（
こ
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