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ニ
1
チ
ェ
思
想
に
お
け
る

「
遠
近
法
」

ー
ー
そ
の
意
味
内
容
の
解
明
と
シ
ョ

1
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
よ
る
影
響
の
指
摘
|

稲
毛
友
蕎

は
じ
め
に

ニ
1
チ
ェ
の
著
作
に
し
ば
し
ば
遠
近
法
と
い
う
用
語
が
登

場
す
る
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
り
、
思
想
史
上
、
遠
近
法

と
い
う
用
語
の
浸
透
に
こ

1
チ
ェ
が
大
き
く
寄
与
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
も
、
首
肯
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ

つ。
遠
近
法
主
義
と
は
、
真
な
る
も
の
は
な
く
一
切
は
解
釈
で

あ
る
と
す
る
解
釈
一
元
論
と
も
言
う
べ
き
立
場
で
あ
り
、

ニ
1
チ
エ
に
よ
る
容
赦
な
い
真
理
批
判
の
根
底
に
あ
る
立
場

と
し
て
、
そ
の
思
想
に
お
い
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い

る
。
遠
近
法
主
義
は
、
か
つ
て
往
々
に
し
て
徹
底
的
な
相
対

主
義
と
見
な
さ
れ
て
き
た
。
ニ

1
チ
ェ
の
著
述
に
は
確
か
に

相
対
主
義
的
な
遠
近
法
思
想
が
見
て
と
れ
る
。
だ
が
、
遠
近

法
的
な
も
の
は
「
あ
ら
ゆ
る
生
の
根
本
条
件
」
と
呼
ば
れ
、

』
れ
は
、
ニ

1
チ
ェ
が
生
き
る
こ
と
と
の
関
係
に
お
い
て
、

遠
近
法
を
極
め
て
重
視
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
と
同
時
に
、

遠
近
法
に
独
特
の
意
義
を
見
出
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い

zv。こ
れ
ま
で
の
ニ

1
チ
ェ
研
究
は
、
テ
キ
ス
ト
の
精
轍
な
読

解
に
基
づ
い
て
遠
近
法
と
い
う
用
語
の
意
味
内
容
を
解
明
す

。。
噌
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る
こ
と
に
い
ま
だ
着
手
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
あ

る
日
本
の
哲
学
者
は
、
二

1
チ
ェ
の
入
門
書
と
し
て
高
い
評

「
八
パ

1
ス
ペ
ク
テ
ィ
プ
〉

価
を
得
て
い
る
著
作
の
な
か
で

は
、
従
来
八
遠
近
法
〉
と
訳
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、

私
は
た
ん
に
八
観
点
〉
と
か
〈
視
点
〉
の
意
味
、
だ
と
思
う
」

と
さ
え
述
べ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
ニ

1
チ
エ
の
残
し
た
テ
キ
ス
ト
を
精
読
す
る

と
、
パ

1
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
に
は
遠
近
法
と
訳
す
に
値
す
る
ほ

ど
の
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ
は
、

ニ
1
チ
ェ
の
遠
近
法
思
想
が
、
単
な
る
相
対
主
義
と
は
一
線

を
画
し
、
単
な
る
観
点
や
視
点
と
同
一
視
し
得
な
い
、
特
別

な
意
味
合
い
を
持
つ
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
本
稿
は
、
こ

の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、

ニ
1
チ
エ
が
遠
近
法
と
い
う
言
葉

で
表
現
し
よ
う
と
し
た
本
来
の
発
想
を
明
ら
か
に
す
る
試
み

で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
遠
近
法
に
つ
い
て
、
ニ

1
チ
ェ
が

『
意
志
と
表
象
と
し
て
の
世
界
』
に
お
け
る
シ
ョ

1
ぺ
ン
ハ

ウ
ア

1
の
言
説
か
ら
着
想
を
得
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

『
悦
ば
し
き
知
識
』
第
五
書
に
お
け
る
「
遠
近
法
」

「
遠
近
法
(
司
2
8
m
E
S
)
」
と
は
、
そ
も
そ
も
ル
ネ
サ
ン

ス
期
に
建
築
家
プ
ル
ネ
レ
ス
キ
が
発
見
し
た
と
さ
れ
る
絵
画

の
技
法
で
あ
り
、
狭
義
に
は
線
遠
近
法
、
あ
る
い
は
透
視
画

法
と
呼
ば
れ
る
画
法
で
あ
る
。
そ
の
限
り
哲
学
の
用
語
と
い

う
よ
り
、

む
し
ろ
芸
術
の
用
語
で
あ
る
。
絵
画
の
技
法
と
し

て
の
遠
近
法
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
平
面
的
な
画
面
に
遠
近

感
を
表
現
す
る
技
法
で
あ
る
。
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
線
遠
近

法
は
一
点
透
視
画
法
と
呼
ば
れ
、
ま
ず
画
面
に
一
本
の
地
平

線
を
引
き
、

そ
の
中
央
に
一
点
の
消
失
点
を
定
め
、
地
平
線

よ
り
ま
え
に
位
置
す
る
も
の
を
消
失
点
に
収
散
す
る
よ
う
に

変
形
し
て
描
く
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
画
面
に
奥
行
き
を
も

た
せ
、
結
果
的
に
遠
近
感
を
表
現
す
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
は

」
れ
を
遠
近
法
に
関
す
る
ご
く
一
般
的
な
知
識
と
し
て
覚
え

て
お
く
。

。フ
咽

A
噌

A

本
論
は
、
二

1
チ
ェ
思
想
に
お
け
る
遠
近
法
の
持
つ
意
味

内
容
を
究
明
す
る
に
あ
た
り
、
テ
キ
ス
ト
か
ら
得
ら
れ
る
ふ
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た
つ
の
事
実
を
糸
口
と
す
る
。
そ
の
ひ
と
つ
は
、
ニ

1
チ
エ

が
刊
行
著
作
上
で
遠
近
法
主
義
を
明
言
し
た
箇
所
は
、
た
つ

た
の
一
箇
所
だ
け
で
あ
る
、
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
そ
の
唯

一
の
箇
所
と
は
、
『
悦
ば
し
き
知
識
』
第
五
書
の
三
五
四
で

あ
り
、
次
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。

「
我
々
の
行
為
は
、
根
本
的
に
ど
れ
も
比
較
で
き
な
い
く

ら
い
個
人
的
で
、
唯
一
の
も
の
で
あ
り
、
限
り
な
く
個
別

的

(
E
Z句
B
Nず仲
E
E含
島
)
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
疑

い
な
い
。
し
か
し
、
我
々
が
そ
れ
を
意
識
化
す
る
と
、
も

は
や
そ
う
は
見
え
な
く
な
る
。
こ
れ
が
私
の
理
解
す
る
本

来
の
現
象
主
義
で
あ
り
、
遠
近
法
主
義
で
あ
る
ぺ

ニ
1
チ
ェ
が
、
出
版
し
た
著
作
に
お
い
て
遠
近
法
主
義
と

い
う
言
葉
を
使
用
し
た
の
は
、
後
に
も
先
に
も
こ
の
一
回
き

り
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ニ

l
チ
ェ
の
遠
近
法
主
義
と
い

う
も
の
が
、
出
版
さ
れ
な
か
っ
た
遺
稿
も
対
象
に
含
め
た
解

釈
研
究
に
よ
る
再
構
成
を
経
る
こ
と
で
、
こ
こ
ま
で
著
名
な

も
の
に
な
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
し
か
し
、
同
時

'」、』

ニ
1
チ
ェ
に
は
確
か
に
遠
近
法
主
義
と
い
う
発
想
が
あ

り
、
そ
れ
も
単
な
る
気
ま
ぐ
れ
の
思
い
つ
き
と
い
う
よ
う
な

も
の
で
は
な
く
、
著
作
に
お
い
て
公
表
で
き
る
だ
け
の
確
た

る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
も
い
る
。
『
悦
ば
し
き

知
識
』
第
五
書
の
三
五
四
は

は
、
意
識
化
の
問
題
)
」
を
扱
い
、
意
識
と
は
伝
達
の
必
要

か
ら
発
達
し
、
伝
達
記
号
と
し
て
の
言
葉
の
発
達
と
歩
み
を

「
意
識
の
問
題
(
よ
り
正
確
に

と
も
に
す
る
、

そ
し
て
意
識
化
、
す
な
わ
ち
言
語
化
と
は
対

象
の
個
性
を
捨
象
す
る
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
大
筋
で
展
開

さ
れ
る
。
か
か
る
発
想
を
ニ

1
チ
ェ
は
遠
近
法
主
義
と
呼
ん

だ
の
だ
が
、
こ
の
箇
所
で
は
、
そ
れ
が
遠
近
法
主
義
と
呼
ば

れ
る
所
以
に
言
及
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、

ニ
1
チ
ェ
は

『
悦
ば
し
き
知
識
』
第
五
書
に
お
い
て
遠
近
法
と
い
う
言
葉

を
比
較
的
多
用
し
て
お
り
、
そ
の
う
ち
三
七
三
で
は
こ
の
言

葉
を
使
用
す
る
意
図
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

nu 
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「
例
え
ば
学
者
ぶ
っ
た
英
国
人
ハ
ー
バ
ー
ド
・
ス
ペ
ン

サ
ー
を
彼
の
流
儀
に
則
っ
て
夢
中
に
さ
せ
、
希
望
の
線
、

願
わ
し
き
の
地
平
線
を
引
く
よ
う
命
じ
る
も
の
は
、

(
:
:
:
)
我
々
な
ど
に
は
ほ
と
ん
ど
吐
き
気
を
催
さ
せ
る
。

そ
の
よ
う
な
ス
ペ
ン
サ

1
流
の
遠
近
法
を
究
極
の
遠
近
法

と
す
る
人
類
は
、
我
々
に
は
軽
蔑
に
値
し
、
絶
滅
に
値
す

{6) 

る
も
の
に
見
え
る
。
」

ス
ペ
ン
サ

1
に
関
す
る
批
判
的
な
内
容
を
度
外
視
す
る

と
、
こ
の
箇
所
で
は
、
遠
近
法
は
「
希
望
の
線
、
願
わ
し
き

の
地
平
線
を
引
く
よ
う
命
じ
る
も
の
」
と
さ
れ
て
い
る
。

「
希
望
の
線
、
願
わ
し
き
の
地
平
線
を
引
く
(
巾
宮
市
ロ

国
O

B

g
回
想

-mE吾
、
叩
宮
市
民
O
江
N
O
ロ
ナ
戸
片
岡
居
仏
2
4〈
位
富
島

dVR宮
町

N
時岳

B)」
と
は
、
そ
こ
に
行
き
着
き
た
い
と
望
む
と
こ
ろ

の
、
そ
こ
か
ら
先
の
こ
と
は
と
り
あ
え
ず
考
え
な
く
て
も
か

ま
わ
な
い
よ
う
な
、
ひ
た
す
ら
そ
こ
ま
で
の
到
達
を
祈
願
す

べ
き
ゴ

1
ル
ラ
イ
ン
を
引
く
こ
と
で
あ
る
と
理
解
で
き
る
。

す
な
わ
ち
、
遠
近
法
と
は
、
現
在
か
ら
未
来
に
向
か
う
関
心

を
集
め
る
と
と
も
に
そ
こ
で
断
ち
切
る
よ
う
な
線
を
引
く
こ

と
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

一
点
透
視
画
法
の
成

立
に
、
地
平
線
を
引
く
こ
と
と
、
そ
の
上
に
視
線
を
収
散
さ

せ
る
消
失
点
を
設
定
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
の
知
識
に

基
づ
い
て
は
じ
め
て
意
味
を
な
す
叙
述
で
あ
る
。
ニ

1
チ
エ

は
、
遠
近
法
主
義
と
い
う
発
想
を
抱
い
て
い
た
こ
と
の
言
質

を
与
え
る
唯
一
の
刊
行
著
作
に
お
い
て
、
遠
近
法
と
い
う
言

葉
を
、
絵
画
に
お
け
る
遠
近
法
を
下
敷
き
に
し
て
使
用
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
三
五
四
で
は
、
「
我
々
の
行
為
は
、
根
本
的
に

ど
れ
も
比
較
で
き
な
い
く
ら
い
個
人
的
で
、
唯
一
の
も
の
で

あ
り
、
限
り
な
く
個
別
的
で
あ
る
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「
我
々
が
そ
れ
を
意
識
化
す
る
と
、
も
は
や
そ
う
は
見
え
な

く
な
る
」
と
い
う
こ
と
が
遠
近
法
主
義
で
あ
る
と
さ
れ
て
い

た
。
ニ

1
チ
ェ
は
、
遠
近
法
と
い
う
芸
術
の
用
語
を
、
哲
学

の
用
語
と
し
て
自
身
の
思
想
に
導
入
し
た
の
だ
が
、
そ
れ
は

咽

-a角

内

4
咽

i



ニーチエ思想における『遠近法JI

人
間
の
意
識
の
あ
り
方
を
表
現
す
る
た
め
で
あ
り
、
し
か
も

も
と
は
と
言
え
ば
、
平
板
な
現
在
か
ら
過
去
と
い
う
時
間
的

な
奥
行
き
に
関
わ
る
人
聞
の
意
識
の
あ
り
方
を
表
現
す
る
た

め
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

『
反
時
代
的
考
察
』
第
二
篇
「
生
に
対
す
る
歴
史
の
利

害
」
に
お
け
る
「
遠
近
法
」

『
悦
ば
し
き
知
識
』
と
い
う
著
作
は
、
五
つ
の
書
か
ら
成

り
、
最
後
の
第
五
書
は
一
八
八
六
年
秋
に
執
筆
さ
れ
た
。
一

八
八
六
年
と
い
う
年
は
、
ニ

1
チ
ェ
が
『
悲
劇
の
誕
生
』
、

『
人
間
的
な
、
あ
ま
り
に
人
間
的
な
』
、
『
曙
光
』
と
い
っ
た

過
去
の
著
作
に
改
め
て
序
文
を
付
し
た
年
で
あ
り
、
こ
の
こ

と
は
ニ

1
チ
ェ
に
そ
れ
ま
で
の
自
著
を
振
り
返
る
き
っ
か
け

を
与
え
て
い
る
。
序
文
を
書
い
た
著
作
は
当
然
と
し
て
、

『
人
間
的
な
、
あ
ま
り
に
人
間
的
な
』
序
文
は
『
反
時
代
的

考
察
』
や
未
刊
の
『
道
徳
外
の
意
味
に
お
け
る
真
理
と
虚
偽

に
つ
い
て
』
に
対
す
る
言
及
を
も
含
み
、
こ
の
時
期
、
ほ
と

ん
ど
全
刊
行
著
作
に
つ
い
て
ニ

1
チ
ェ
自
身
の
コ
メ
ン
ト
が

残
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
、
本
論
が
重
視
す
る
遠
近
法
に
ま
つ
わ
る
も
う
ひ
と

つ
の
事
実
と
は
、
先
に
引
用
し
た
『
悦
ば
し
き
知
識
』
第
五

書
が
上
述
の
よ
う
な
一
八
八
六
年
の
作
品
で
あ
る
こ
と
に
鑑

一
八
七
三
年
の
作
品
に
遡
及
し
て
得
ら
れ
る
も
の
で
あ

み、る
。
そ
れ
は
、
ニ

1
チ
ェ
が
『
反
時
代
的
考
察
』
第
二
篇

「
生
に
対
す
る
歴
史
の
利
害
」
に
お
い
て
刊
行
著
作
の
上
で

は
じ
め
て
遠
近
法
と
い
う
言
葉
を
使
用
し
た
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
「
生
に
対
す
る
歴
史
の
利
害
」
が

ニ
l
チ
エ
の
歴
史
論
で
あ
る
だ
け
に
、
非
常
に
興
味
深
い
。

と
い
う
の
も
、
遠
近
法
と
は
絵
画
に
お
け
る
空
間
表
現
の
方

法
で
あ
り
、
歴
史
と
い
う
言
わ
ば
時
間
的
な
記
述
と
は
対
極

に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
二
-

チ
エ
は
、
「
生
に
対
す
る
歴
史
の
利
窓
口
」
に
お
い
て
、
人
間

の
時
間
に
対
す
る
か
か
わ
り
を
、
明
ら
か
に
空
間
的
な
イ

メ
1
ジ
を
援
用
し
て
考
察
し
て
い
る
。
そ
れ
が
、
遠
近
法
と

明

ι
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い
う
言
葉
の
使
用
に
結
び
つ
く
の
で
あ
る
。

「
生
に
対
す
る
歴
史
の
利
害
」
冒
頭
に
お
い
て
、

「
非
歴
史

的
」
で
あ
る
こ
と
と
「
歴
史
的
」

で
あ
る
こ
と
は
、
記
憶
を

持
た
な
い
動
物
と
そ
れ
を
持
つ
人
聞
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
間

に
お
け
る
状
態
を
形
容
し
て
い
る
。
前
者
は

(9} 

杭
に
繋
が
れ
て
い
る
」
状
態
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
比
轍

「
瞬
間
と
い
う

は
、
「
動
物
が
昨
日
と
い
う
も
の
、
今
日
と
い
う
も
の
の
何

(
叩
)

た
る
か
を
知
ら
ず
」
に
生
き
て
い
る
こ
と
、
つ
ま
り
動
物
が

過
去
を
意
識
し
た
り
過
去
と
の
関
係
か
ら
現
在
を
意
識
し
た

り
せ
ず
に
ひ
た
す
ら
今
と
い
う
瞬
間
に
生
き
て
い
る
こ
と

を
、
時
間
上
の
一
点
に
生
き
て
い
る
状
態
と
し
て
表
現
し
て

い
る
。

一
方
、
人
聞
は
、
記
憶
が
備
わ
っ
て
い
る
と
い
う
前

提
ゆ
え
に
、
過
去
を
背
負
っ
て
そ
の
重
圧
に
「
歩
行
」
を
鈍

ら
せ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
歩
行
と
い
う
の
は
、
「
生

き
る
こ
と
」

の
比
喰
で
あ
る
。
そ
し
て
生
き
る
こ
と
と
は
、

随
所
で
「
行
為
」
を
起
こ
す
こ
と
と
も
言
い
換
え
ら
れ
、
人

聞
が
生
き
る
た
め
、
行
為
を
起
こ
す
た
め
に
は
、
ど
こ
か
に

一
線
を
引
い
て
過
去
を
「
忘
却
す
る
こ
と
」
が
必
要
で
あ
る

と
説
か
れ
る
。
こ
の
こ
と
を
ニ

1
チ
エ
は
、
「
過
去
の
も
の

が
忘
却
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
境
界
を
画
定
す
る
こ
と

(
島
市
の
B
R
m
Nロ
ザ
g
t
B
B
-
m
p
g
仏
民
含
∞
〈
2
m
g伺巾口市

(
日
)

4
2
m
m
g自
宅
巾
丘
自
虫
色
)
」
、
さ
ら
に
は
「
自
分
の
周
り
に
地(

昭
)

平
線
を
引
く
こ
と
(
官
自
民
2
5
E
g
a各
自

N
5
2
)」

(
日
)

と
表
現
し
、
人
間
の
意
識
す
る
時
聞
を
、
そ
の
周
囲
に
展
開

す
る
視
界
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
に
重
ね
て
理
解
す
る
よ
う
読
者

を
誘
導
し
て
い
る
。

ま
た
、
忘
却
の
一
一
線
を
画
す
る
た
め
に
は
、
生
や
行
為
の

主
体
に
備
わ
る
「
造
形
力

(
1
8皆
島
市
尽
島
)
」
が
ど
の
く

ら
い
大
き
い
か
を
見
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。

そ
の
造
形
力
と
は
、
「
過
去
の
も
の
ゃ
な
じ
み
の
な
い
も
の

を
変
形
す
る
力
」
、
「
過
去
の
も
の
を
生
に
役
立
て
、
起
こ
っ

た
こ
と
か
ら
再
び
歴
史
(
の
g
岳
』
舎
内
巾
)
を
つ
く
る
力
」
で
あ

る
と
言
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
個
々
の
過
去
の
出
来

事
を
、
あ
る
視
点
か
ら
歴
史
と
い
う
一
連
の

「
物
語
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(
の
巾
田
島
区
戸
丹
市
)
』
と
し
て
解
釈
す
る
力
で
あ
り
、
言
わ
ば
地

平
線
よ
り
も
手
前
に
あ
る
も
の
を
、
定
め
ら
れ
た
構
図
に
合

わ
せ
て
描
き
な
お
す
再
構
成
の
力
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

」
の
造
形
力
が
大
き
け
れ
ば
大
き
い
ほ
ど
地
平
線
を
遠
く
に

設
定
す
る
こ
と
が
で
き
、
逆
を
言
え
ば
、
地
平
線
を
よ
り
遠

く
へ
設
定
す
る
と
い
う
こ
と
は
よ
り
多
く
の
も
の
を
よ
り
大

き
く
変
形
さ
せ
る
と
い
.
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

」
う
し
て
「
生
に
対
す
る
歴
史
の
利
害
」

の
、
空
間
的
な

時
間
描
写
と
で
も
言
う
べ
き
記
述
を
た
ど
る
と
、
ニ

1
チ
エ

が
絵
画
の
技
法
で
あ
る
遠
近
法
を
念
頭
に
置
い
て
そ
れ
を
書

い
て
い
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
く
な
る
の
だ
が
、
果
た
し
て

ニ
1
チ
ェ
は
、
「
生
に
対
す
る
歴
史
の
利
窓
口
」
で
、
刊
行
著

作
上
は
じ
め
て
遠
近
法
と
い
う
言
葉
を
使
用
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

法「
虫愛

きz
t杢
な 肌
f の
後あ
方 る
に 限
ず q

;ぞ
れ の
る限
L..

Oi6り
あ
ら
ゆ
る
遠
近

こ
れ
が
、

ニ
1
チ
ェ
の
刊
行
著
作
に
お
け
る
「
遠
近
法
」

の
初
出
箇
所
で
あ
る
。
こ
の
箇
所
で
は
、
有
名
な
三
種
の
歴

史
と
い
う
か
た
ち
で
歴
史
が
生
に
利
す
る
と
い
う
見
解
に
続

け
て
、
歴
史
の
害
を
論
じ
る
部
分
に
属
し
て
い
る
。
「
内
在

的
な
造
形
力
に
よ
り
制
限
さ
れ
て
」
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

歴
史
的
関
心
は
、
学
問
的
関
心
と
な
っ
て
過
度
に
増
大
す
る

こ
と
に
よ
り
、
解
釈
の
能
力
、
再
構
成
の
力
量
を
超
え
て
過

去
の
知
識
を
詰
め
込
み
、
そ
れ
を
『
ひ
た
す
ら
未
来
と
現
在

に
役
立
つ
よ
う
に
ヘ
す
な
わ
ち
生
に
役
立
つ
よ
う
に
処
理

し
き
れ
な
く
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
先
に
引
い
た
文
脈
に
置

く
と
、
ど
こ
ま
で
記
憶
す
べ
き
か
、
あ
る
い
は
ど
こ
か
ら
忘

却
す
べ
き
か
を
示
す
一
線
で
あ
っ
た
地
平
線
が
、
よ
り
多
く

広
く
記
憶
す
る
方
向
へ
、
す
な
わ
ち
よ
り
遠
い
過
去
の
方
向

へ
押
し
や
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
こ
こ
で
、
構
図
を

決
定
づ
け
る
一
線
の
後
退
に
伴
っ
て
奥
行
き
方
向
に
間
延
び

し
て
い
く
遠
近
法
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
表
現
さ
れ
て
い
る
の

(
悶
}

で
あ
る
。
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以
上
の
こ
と
か
ら
得
ら
れ
る
結
論
は
、
二

1
チ
ェ
が
、

「
生
に
対
す
る
歴
史
の
利
害
」

に
お
い
て
、
冒
頭
か
ら
歴
史

を
時
間
的
奥
行
き
と
見
な
し
、
か
か
る
意
味
で
歴
史
的
な
人

聞
の
視
界
を
遠
近
法
的
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

四

シ
ョ

1
ペ
ン
ハ
ウ
ア

1
の
影
響

こ
こ
ま
で
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
遠
近
法
の
発
想
に
は
、
実

は
そ
の
原
点
と
も
言
う
べ
き
著
作
が
あ
る
。
そ
れ
は
、

シ
ョ

1
ペ
ン
ハ
ウ
ア
!
の
『
意
志
と
表
象
と
し
て
の
世
界
』

で
あ
る
。

前
節
ま
で
、
ニ

l
チ
ェ
の
『
悦
ば
し
き
知
識
』
第
五
書
三

ー
そ
し
て
『
反
時
代
的
考
察
』
第
二
篇
「
生

五
四
と
三
七
三
、

に
対
す
る
歴
史
の
利
害
」

の
テ
キ
ス
ト
に
即
し
て
、
遠
近
法

の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
解
明
し
て
き
た
。
し
か
し
、
『
悦
ば

し
き
知
識
』
第
五
書
三
五
四
に
お
い
て
、
そ
の
内
容
が
遠
近

法
主
義
と
呼
ば
れ
る
所
以
に
つ
い
て
は
、
ニ

1
チ
ェ
に
よ
る

解
説
が
乏
し
く
、
結
局
そ
の
ま
ま
保
留
の
状
態
に
あ
る
。
ま

た
、
『
悦
ば
し
き
知
識
』
第
五
書
三
七
三
と
「
生
に
対
す
る

歴
史
の
利
害
」
に
つ
い
て
、
個
々
の
解
釈
に
お
い
て
は
遠
近

法
と
い
う
表
現
が
絵
画
の
技
法
で
あ
る
一
点
透
視
画
法
を
踏

ま
え
て
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
た
が
、
両
者
に

お
い
て
遠
近
法
の
描
か
れ
る
時
間
の
前
後
が
異
な
る
と
い
う

点
で
文
脈
は
完
全
に
重
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
前
者
に
お
い

て
地
平
線
は
前
方
、
す
な
わ
ち
未
来
の
方
向
に
引
か
れ
、
後

者
に
お
い
て
後
方
、
す
な
わ
ち
過
去
の
方
向
に
引
か
れ
る
。

「
生
に
対
す
る
歴
史
の
利
害
」
に
お
い
て
遠
近
法
が
意
味
す

る
内
容
を
ニ

1
チ
ェ
の
最
初
の
発
想
と
考
え
る
な
ら
、
『
悦

ぼ
し
き
知
識
』
第
五
書
三
七
三
は
ま
さ
し
く
逆
向
き
の
ベ
ク

ト
ル
を
有
す
る
発
想
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ニ
1
チ
ェ
の
遠
近
法
の
発
想
が
、
シ
ョ

1
ペ
ン
ハ
ウ
ア
!

の
思
想
か
ら
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
得
た
も
の
で
あ
る
と

指
摘
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
有
意
義
な
こ
と
で
あ
る
が
、

上
述
の
ふ
た
つ
の
問
題
に
も
示
唆
と
説
明
を
与
え
て
く
れ

お
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る

「
生
に
対
す
る
歴
史
の
利
害
」
に
お
い
て
、

一1
チ
ェ
は

人
間
と
動
物
を
、
歴
史
的
で
あ
る
か
非
歴
史
的
で
あ
る
か
、

す
な
わ
ち
記
憶
を
持
っ
か
持
た
な
い
か
と
い
う
点
で
区
別
し

た
。
こ
の
区
別
に
お
い
て
ニ

1
チ
ェ
は
、

シ
ョ

1
ペ
ン
ハ
ウ

ア
ー
が
『
意
志
と
表
象
と
し
て
の
世
界
』
に
お
い
て
、
「
本

来
的
記
憶
の
欠
如
が
、
人
間
の
意
識
と
動
物
の
意
識
が
相
違

し
て
い
る
こ
と
の
主
た
る
根
拠
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
こ

と
を
踏
襲
し
て
い
る
。
『
意
志
と
表
象
と
し
て
の
世
界
』
に

お
い
て
、
人
間
と
動
物
の
決
定
的
な
相
違
は
そ
も
そ
も
理
性

の
有
無
で
あ
り
、
人
間
に
の
み
備
わ
る
理
性
の
機
能
は
「
概

念
の
形
成
(
回

E
g
M
1
g
F常
陸
凹
)
」
で
あ
る
。
非
理
性
的
な

(
幻
)

動
物
は
「
現
在
に
お
い
て
の
み
生
き
」
、
そ
の
こ
と
は
「
瞬

(M) 

聞
の
印
象
に
没
入
し
て
い
る
」
と
言
わ
れ
、
他
方
、
人
聞
は

理
性
に
よ
り
形
成
さ
れ
る
概
念
を
駆
使
す
る
こ
と
で
、
「
未

来
と
過
去
に
生
き
る
」
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
こ

と
を
、
シ
ョ

1
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
表
現

し
て
い
る
。
少
し
長
く
な
る
が
、
必
要
な
部
分
を
引
用
す

る
「
抽
象
的
概
念
が
我
々
の
生
存
全
体
に
も
た
ら
す
影
響
は

非
常
に
徹
底
的
で
重
大
な
も
の
で
あ
っ
て
、
言
わ
ば
我
々

と
動
物
の
関
係
を
、
も
の
を
見
る
こ
と
の
で
き
る
動
物
と

自
の
な
い
動
物
(
:
:
:
)

の
関
係
と
同
様
の
関
係
に
し
て

し
ま
う
ほ
ど
で
あ
る
。
後
者
は
空
間
に
お
い
て
直
接
現
前

し
て
い
る
も
の
、
自
分
に
触
れ
る
も
の
だ
け
を
触
覚
を
つ

う
じ
て
認
識
す
る
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
前
者
は

広
い
遠
近
の
あ
る
領
域
を
認
識
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
同
様

に
理
性
の
欠
知
は
、
動
物
を
時
間
に
お
い
て
直
接
現
前
す

逆る
に 直
我観
々 的

問琴
抽一、

象 す
悶 た

認わ
識 ち
の 室

主主
ぜ暑
に観

持品
V' 定
現

す
実

る
的

な
現
在
と
並
ん
で
、
さ
ら
に
過
去
と
未
来
の
全
体
を
、
広

い
可
能
性
の
世
界
と
と
も
に
手
に
す
る
。
(
:
:
:
)
し
た

が
っ
て
、
言
わ
ば
時
間
に
お
け
る
内
的
認
識
に
と
っ
て
の

4
0
 

内
，
ゐ

噌

A
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理
性
は
、
空
間
に
お
け
る
感
覚
的
認
識
に
と
っ
て
の
目
の

役
割
を
持
つ
の
で
あ
る
。
」

注
目
す
べ
き
は
、

シ
ョ

1
ぺ
ン
ハ
ウ
ア

1
が
、
理
性
、
そ

の
機
能
で
あ
る
概
念
の
形
成
、
そ
し
て
そ
れ
を
根
拠
と
す
る

本
来
的
記
憶
の
人
聞
に
も
た
ら
す
恩
恵
を
、
「
瞬
間
」

J¥ 

の

没
入
か
ら
の
解
放
、
自
に
見
え
る
広
い
遠
近
の
あ
る
領
域
に

の
展
開
と
言
い
表
し
て
い
る

比
せ
ら
れ
る
「
未
来
と
過
去
」

こ
と
で
あ
る
。
き
わ
め
て
自
覚
的
に
、
時
間
に
お
け
る
人
間

の
理
性
的
意
識
を
、
空
間
に
お
け
る
視
界
に
探
え
て
お
り
、

遠
近
法
を
連
想
さ
せ
る
轍
え
を
含
ん
で
い
る
。
「
生
に
対
す

る
歴
史
の
利
害
」
に
お
い
て
ニ

l
チ
ェ
が
「
瞬
間
の
杭
」
と

対
照
的
に
持
ち
出
す
、
地
平
線
に
固
ま
れ
た
時
間
の
範
囲
と

い〉つ、

一
見
す
る
と
非
常
に
独
特
で
、
形
容
矛
盾
と
い
う
印

象
す
ら
喚
起
す
る
イ
メ
ー
ジ
は
、
記
憶
の
有
無
と
い
う

シ
ョ

1
ぺ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
よ
る
人
間
と
動
物
の
区
別
か
ら
展

関
さ
れ
て
い
る
以
上
、
端
的
に
シ
ョ

1
ペ
ン
ハ
ウ
ア

1
の
影

響
を
受
け
て
い
る
と
言
え
る
。
加
え
て
、

そ
の
特
殊
な
表
現

は
、
理
性
を
視
覚
に
轍
え
る
そ
の
言
説
か
ら
着
想
を
得
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
遠
近
法
が
『
悦
ば

し
き
知
識
』
第
五
書
に
お
い
て
未
来
の
方
向
へ
展
開
す
る
時

間
的
奥
行
き
を
意
味
し
、
「
生
に
対
す
る
歴
史
の
利
害
」

お
い
て
過
去
の
方
向
へ
展
開
す
る
時
間
的
奥
行
き
を
意
味
し

て
い
た
こ
と
も
、

シ
ョ

1
ペ
ン
ハ
ウ
ア

1
の
理
性
的
意
識
が

未
来
と
過
去
の
両
方
向
へ
の
展
望
を
聞
く
も
の
で
あ
る
と
い

う
こ
と
か
ら
、

い
ず
れ
も
説
明
可
能
で
あ
る
。

ま
た
、
『
悦
ば
し
き
知
識
』
第
五
書
三
五
四
が
シ
ョ

1
ぺ

ン
ハ
ウ
ア

1
の
思
想
を
念
頭
に
置
い
て
書
か
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
は
、
そ
れ
に
冠
せ
ら
れ
た
題
名
「
類
の
守
護
霊

(の

B
E
m
m凶
巾
円
。
同
津
信

Hm)
」
が
も
と
も
と
シ
ョ

1
ぺ
ン
ハ
ウ

{
幻
)

ア
1
の
教
説
で
あ
る
と
い
う
ニ

1
チ
ェ
自
身
の
言
葉
に
よ
っ

(
却
)

て
端
的
に
裏
付
け
ら
れ
る
。
先
述
の
と
お
り
、
『
悦
ば
し
き

時

J
内
，
ゐ

噌

A

知
識
』
第
五
書
三
五
四
に
お
け
る
遠
近
法
主
義
の
叙
述
で

は
、
個
性
の
捨
象
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
『
意
志
と
表
象
と
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し
て
の
世
界
』
に
お
け
る
「
類
の
守
護
霊
」
と
は
、
個
人
よ

り
高
次
の
段
階
に
お
け
る
意
志
の
発
現
で
あ
り
、
そ
れ
は

「
類
型
宮
市
円
J

『弓
g
n凶

2
P吾
B
明
)
」
の
維
持
の
た
め
に
個
人

の
意
識
を
支
配
し
て
『
個
人
に
属
す
る
事
柄
(
誉

旨
在
巾
官

5
2
8
母
H
H
E
E含
自
)
を
容
赦
な
く
犠
牲
に
す

(
鈎
)

る
」
。
そ
う
し
た
類
の
守
護
霊
を
、

ニ
1
チ
ェ
は
、
個
人
的

な
事
柄
か
ら
個
性
を
切
り
捨
て
て

(
仏
曲
目

Z
n
Z
B
E舎
一
ヨ
含
冊
目
目
巾
)
」
、
言
わ
ば
他
人
と
同
じ
も
の
、

「
非
個
人
的
な
も
の

さ
ら
に
言
え
ば
皆
と
同
じ
も
の
に
翻
訳
す
る
意
識
に
見
出
す

の
で
あ
る
。
た
だ
し
ニ

1
チ
ェ
の
関
心
に
あ
っ
て
、

そ
れ
は

世
代
を
超
え
た
類
型
の
維
持
を
主
眼
に
す
る
も
の
と
い
う
よ

り
、
社
会
に
お
け
る
共
生
の
存
続
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ

り
、
そ
こ
か
ら
上
述
の
意
識
の
性
格
は
伝
達
記
号
と
し
て
の

言
葉
に
も
帰
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
も
ま
た
す

で
に
『
意
志
と
表
象
と
し
て
の
世
界
』
に
準
備
さ
れ
て
い
的
。

そ
こ
で
は
、
概
念
、

そ
し
て
そ
れ
を
指
示
す
る
言
葉
に
つ
い

て
、
未
来
や
過
去
の
展
望
を
開
く
と
い
う
先
の
引
用
と
趣
を

異
に
し
、

そ
の
包
摂
す
る
内
容
に
関
し
て
一
面
的
で
選
択
的

で
あ
り
、
言
わ
ば
捨
象
を
伴
う
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
そ
の
叙
述
は
、
近
い
も
の
は
大
き
く
は
っ
き
り

と
描
き
遠
い
も
の
は
小
さ
く
お
ぼ
ろ
げ
に
描
く
と
い
う
、
ご

く
一
般
的
に
知
ら
れ
る
遠
近
法
の
解
説
を
思
わ
せ
る
ニ
ユ
ア

ン
ス
を
帯
び
て
い
る
の
で
あ
る
。
先
に
保
留
と
な
っ
た
刊
行

著
作
上
の
ニ

1
チ
ェ
に
よ
る
遠
近
法
主
義
の
用
語
法
に
つ
い

て
、
そ
れ
が
「
類
の
守
護
霊
」
と
い
う
『
意
志
と
表
象
と
し

て
の
世
界
』
中
の
教
説
に
絡
め
て
語
ら
れ
る
以
上
、
何
ら
か

の
シ
ョ

1
ぺ
ン
ハ
ウ
ア

1
の
影
響
は
否
定
し
得
な
い
。
そ
う

な
る
と
、
概
念
や
言
葉
の
使
用
が
細
部
の
個
別
的
側
面
の
捨

象
を
余
儀
な
く
す
る
こ
と
を
論
じ
、
視
覚
的
に
し
て
遠
近
法

を
思
わ
せ
る
表
現
で
そ
れ
を
描
き
出
す
シ
ョ

1
ぺ
ン
ハ
ウ

ア
l
の
著
述
が
、
こ
こ
で
の
ニ

1
チ
ェ
の
思
索
に
影
響
を
与

え
て
い
る
可
能
性
は
非
常
に
高
い
。

ニ
1
チ
ェ
の
遠
近
法
思
想
に
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
影
響
が

認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
従
来
の
ニ

1
チ
ェ
研
究
で
は

1
 0

0
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ほ
ぽ
定
見
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
思
想
の
類
似
性
の
み
な
ら

ず
、
遠
近
法
に
言
及
し
た
テ
キ
ス
ト
の
上
で
ニ

1
チ
ェ
が
明

快
に
他
な
ら
ぬ
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
を
引
い
た
痕
跡
を
見
出
す
こ

と
は
難
し
い
。
特
に
著
名
な
カ
ウ
ル
バ
ッ
ハ
の
指
摘
で
す

ら
、
そ
の
思
想
的
類
似
点
を
列
挙
す
る
以
外
に
は
、

ニ
3
1

チ
エ
が
ラ
イ
ブ
ニ
ツ
ツ
の
逸
話
を
念
頭
に
書
い
た
で
あ
ろ
う

一
節
を
紹
介
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
、
影
響
の
論

証
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
「
共
通
性
」
の
指
摘
で
あ
り
、

ニ
1
チ
ェ
思
想
か
ら
「
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
よ
る
モ
ナ
ド
ロ

ギ
1
構
想
へ
の
橋
を
渡
す
試
み
」
で
あ
る
。
本
稿
も
、
遠
近

法
思
想
に
お
け
る
シ
ョ

1
ぺ
ン
ハ
ウ
ア

1
の
影
響
を
指
摘
す

る
に
あ
た
り
、
両
者
の
発
想
の
類
似
点
に
注
目
し
て
い
る
。

法
主
義
」

の
刊
行
著
作
上
の
初
出
箇
所
と
、
「
遠
近

の
刊
行
著
作
上
の
唯
一
の
使
用
箇
所
と
い
う
、

だ
が
、
「
遠
近
法
」

ニ
1
チ
エ
の
遠
近
法
思
想
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
ふ

た
つ
の
箇
所
の
い
ず
れ
に
も
、

シ
ョ

1
ペ
ン
ハ
ウ
ア

1
の
理

性
、
概
念
、
記
憶
に
関
す
る
言
説
と
の
思
想
的
な
類
似
性
の

み
な
ら
ず
、
比
轍
を
含
む
表
現
上
の
類
似
性
さ
え
認
め
ら
れ

る
と
い
う
こ
と
は
、
単
な
る
偶
然
の
類
似
と
片
付
け
ら
れ
る

べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。
ま
た
、
上
述
の
繰
り
返
し
と
な
る

が
、
前
者
が
、
記
憶
を
持
っ
か
持
た
な
い
か
と
い
う
シ
ョ
ー

ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
よ
る
人
間
と
動
物
の
区
別
か
ら
切
り
出
さ

れ
る
論
述
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
後
者
が
、

や
は
り
シ
ョ

1
ぺ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
よ
る
教
説
と
同
名
の
表
題

を
冠
せ
ら
れ
た
論
述
の
一
部
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
紛
れ

も
な
く
そ
の
影
響
を
示
す
テ
キ
ス
ト
上
の
事
実
で
あ
る
。

ち
な
み
に
本
稿
は
ニ

1
チ
エ
の
遠
近
法
思
想
に
ラ
イ
プ

ニ
ツ
ツ
の
影
響
が
な
い
と
主
張
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の

成
立
に
関
わ
る
思
想
は
、
あ
る
い
は
複
数
で
あ
る
可
能
性
も

否
め
な
い
。
た
だ
、

シ
ョ

1
ペ
ン
ハ
ウ
ア

1
の
影
響
は
、
遠

近
法
と
い
う
語
が
は
じ
め
て
使
用
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
と
遠
近

法
主
義
と
い
う
語
が
使
用
さ
れ
た
唯
一
の
テ
キ
ス
ト
を
検
討

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
か
に
導
か
れ
得
る
結
論
で
あ
る
。
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五

お
わ
り
に

従
来
の
遠
近
法
主
義
解
釈
は
、
主
と
し
て
一
八
八
六
年
以

降
の
ニ

1
チ
ェ
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
遠
近
法
思
想
を
題
材
に

し
て
き
た
。
こ
れ
は
一
八
八
六
年
を
境
に
遠
近
法
と
い
う
言

葉
の
使
用
頻
度
が
著
し
く
増
加
す
る
か
ら
で
あ
る
が
、
そ
の

こ
と
で
ニ

1
チ
エ
が
最
初
に
遠
近
法
と
い
う
用
語
を
導
入
し

た
時
期
に
鮮
明
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
問
題
と
さ
れ
て
こ
な
か
っ

た
。
し
か
し
、

お
よ
そ
思
想
の
解
釈
に
お
い
て
そ
の
原
点
の

見
極
め
は
基
本
的
な
手
続
き
で
あ
り
、

ニ
1
チ
エ
が
敢
え
て

遠
近
法
と
い
う
表
現
を
選
択
し
た
所
以
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
に
は
や
は
り
意
義
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
し
て
、
本
稿

に
お
い
て
解
明
さ
れ
た
遠
近
法
の
意
味
内
容
は
、
「
生
に
対

す
る
歴
史
の
利
害
」
と
い
う
所
謂
初
期
の
作
品
か
ら
、
『
悦

ぼ
し
き
知
識
』
第
五
書
と
い
う
後
期
の
作
品
に
至
る
ま
で

ニ
1
チ
ェ
に
よ
り
保
持
さ
れ
続
け
た
も
の
で
あ
る
だ
け
に
な

お
さ
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
『
悦
ば
し
き
知
識
』
第
五
書
及
び
「
生
に
対
す
る

歴
史
の
利
害
」

に
お
け
る
遠
近
法
の
意
味
を
詳
細
に
検
討
す

る
こ
と
は
、

ニ
l
チ
ェ
の
遠
近
法
の
発
想
が
シ
ョ

1
ペ
ン
ハ

ウ
ア

1
の
言
説
に
触
発
さ
れ
て
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い

-

nu 

内

3
噌

i

ぅ
、
言
わ
ば
思
想
的
系
譜
の
指
摘
に
繋
が
る
点
で
も
有
意
義

と
言
え
る
。
シ
ョ

l
ペ
ン
ハ
ウ
ア

1
研
究
は
、
初
期
思
想
の

丹
念
な
読
解
に
よ
り
、

カ
ン
ト
的
'
超
越
論
哲
学
的
な
問
題

関
心
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
思
索
す
る
新
た
な
シ
ョ

1
ぺ
ン
ハ

ウ
ア

1
像
の
描
出
に
大
き
く
踏
み
出
し
た
。
ニ

1
チ
ェ
の
遠

近
法
主
義
に
ま
つ
わ
る
論
点
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
そ
の
解
釈

一
元
論
的
な
立
場
が
、
権
力
へ
の
意
志
と
い
う
形
而
上
学
的

な
思
想
と
い
か
に
両
立
し
得
る
か
、

あ
る
い
は
い
か
に
両
立

し
得
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
こ
れ
ま
で
繰
り
返
し
議
論
さ
れ

て
き
た
が
、

ニ
1
チ
ェ
の
遠
近
法
思
想
が
シ
ョ

1
ぺ
ン
ハ
ウ

ア
1
表
象
論
の
一
部
を
成
す
そ
の
理
性
観
を
継
承
し
て
い
る

と
す
れ
ば
、
こ
の
議
論
に
も
、
初
期
ニ

1
チ
ェ
の
遠
近
法
思

想
に
お
け
る
シ
ョ

1
ぺ
ン
ハ
ウ
ア

1
の
影
響
を
汲
み
取
る
こ

と
に
よ
り
新
た
な
展
開
が
期
待
で
き
る
も
の
と
思
料
さ
れ
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る

(
い
な
げ

と
も
ひ
き

H
一
般
)

凡
例

』円『なな円
p
m

柏
町
立
言
阻
ま
な

F
a
E冊
、
回
目
明

4
0
ロ
の
・

n
o
E言
・

7
向
。
口
氏
出
旦
。
巾
ロ
神
田
舎

R
H
a
g
§
g
E岳
〈
巾
同
日
印
伊
豆
官
舎
巾
之

さ
曲
目
宮
司
含
の
E
3
m
p
∞
角
度
く

z
g〈

J
『

O
畏
か
ら
の
引
用
・
参
照
の

際
は
、

5〉
の
略
号
の
後
に
、
巻
数
と
頁
数
を
記
載
す
る
。
ま
た
、

〉
昆

E
E
6喝
B
F
E
R
む
た
さ
§
=
~
柏
署
ぬ
な
き
札

5
3酢

同

~Ezhwv

u
g
g岳
2
.吋
曲
目
岳

g-uロ
舎
〈
叩
門
戸
印
刷
、
お
浅
か
ら
の
引
用
・
参
照
の

際
は
、
さ
さ
〈
の
略
号
の
後
に
、
回
目
円
四
と
頁
数
を
記
載
す
る
。

(
:
:
:
)
は
中
略
を
表
す
。

註(I)
剛ハ

ω〉、切・
ω
H
N

(2)

こ
れ
は
、
遠
近
法
を
扱
う
本
論
に
お
い
て
「
生
に
対
す
る
」

歴
史
の
利
害
を
論
じ
る
著
作
を
取
り
上
げ
る
こ
と
を
、
間
接
的
に
で

あ
れ
、
正
当
化
す
る
。

(
3
)

永
井
均
、
『
こ
れ
が
ニ

1
チ
エ
だ
』
講
談
社
現
代
新
書
、

九
九
八
年
、
二
コ
ニ
頁
。

(4)

否
〉
、

2
・
5

(5)

穴

ω〉
、
u
-
m
-
U唱。

(
6
)
5〉、
ω
・∞
-BU

(7)

〈
包
・
穴
ω〉、
N
・
ω・ωUW(〕

(8)

次
の
よ
う
な
書
簡
に
も
、
『
悦
ば
し
き
知
識
』
第
五
書
の
初

期
の
作
品
と
の
連
関
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
「
こ
う
し
て
年
を
越
す

ま
え
に
、
初
期
の
著
作
の
た
め
に
為
す
べ
く
準
備
し
て
お
い
た
こ
と

は
す
べ
て
仕
上
げ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
最
後
の
も
の
、
原
稿
の

か
た
ち
で
同
封
し
て
お
届
け
し
た
も
の
が
、
悦
ば
し
き
知
識
の
最
終

巻
(
第
五
巻
)
だ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
以
前
か
ら
計
画

さ
れ
て
は
い
た
の
で
す
が
、
宿
命
的
な
健
康
上
の
突
発
事
故
の
結

果
、
当
時
は
仕
上
げ
ら
れ
ず
じ
ま
い
だ
っ
た
の
で
す

J

2回
開
自
国
内

2
5巾
E
E
g岱
E

Z
好
N
ポ
関
口
借
り
巾
N
巾
B
Z
F
H∞
ま
)

呂
向
没
者
旬
、
客
足
告
氏
、
生
時
な
n
E
C
R
M昌
三
時
晶
宮
師
句
白
守
何
回

N
、

om

c
g山、同市町、
S
問
、
∞
-
M
ま

咽

A
勾

3
唱

i
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(9)

穴∞〉、
H

・∞

-M&

(日

)
5〉、
5・N
S

(
日
)
穴
ω
〉、戸
ω
-
M
U
H

(ロ
)
5〉、

5
・M
臼

(
日
)
地
平
線
と
は
「
そ
の
彼
方
に
な
お
人
間
や
情
熱
や
教
え
や
目

的
が
あ
る
こ
と
を
思
い
出
さ
せ
る
も
の
は
何
も
な
い
」
(
穴
ω〉
、
戸

∞-
M
U
H
)

と
い
う
よ
う
な
境
界
線
で
あ
る
と
も
言
わ
れ
る
。
ま
た
、

こ
の
表
現
を
受
け
て
動
物
も
「
す
っ
か
り
非
歴
史
的
で
、
ほ
と
ん
ど

点
の
よ
う
な
地
平
線
の
内
部
に
住
ま
う
動
物
」
(
穴
ω
〉、
H
-
m
-
h
N
U
M
)

と
言
わ
れ
る
。

(
M
H
)

穴
ω
k
p
‘
戸
∞
-
N
U
H

(
日
)
穴
切
〉
、
戸
∞
-
M
U
U

(凶

)
5〉、
5
・

5

(
5
5〉
ト
認
可
H

(
問
)
穴
宮
、

5・
5

(
悶
)
遠
近
法
と
い
う
単
語
は
、
『
生
に
対
す
る
歴
史
の
利
害
」
に

お
い
て
、
こ
の
箇
所
の
他
に

2
箇
所

(5〉
、
戸
∞

-usg仏∞
-
U
N
U
)

で
見
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
初
出
箇
所
と
同
様
の
文
脈
で
使
用
さ
れ

て
い
る
。
特
に
最
後
の
箇
所
で
は
「
地
平
線
遠
近
法
」
と
あ
り
、
遠

近
法
と
地
平
線
が
、
線
遠
近
法
に
お
い
て
そ
う
で
あ
る
と
お
り
、
不

可
分
で
あ
る
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。

(
初
)
さ
さ
〈
、

N
雲市山内巾同国
g
n
p
ω

・一1
0
(
穴
毎
回
E

U

}

な
お
、
こ
の

「
本
来
的
記
憶
(
忠
白
色
問
。
ロ
佳
品
H
B
P
&岳
g
g
)
と
い
う
表
現
は
、

『
道
徳
の
系
譜
』

(
H
g
S
に
お
い
て
ニ

1
チ
ェ
に
よ
り
使
用
さ
れ
て

い
る

(5〉
、
伊

ω・巴
N
)
。
同
書
に
、
「
遠
近
法
」
(
〈
包
・

5
〉、切・

忠
男
∞
-uoa、
ω
・ω
E
、∞
-u
訳、
ω
・ω
ミ

En凶印
-
S
H
)

や
「
造
形
力
」

(5〉、印
-
m
-
N
3
)

な
ど
の
用
語
が
見
ら
れ
、
「
忘
却
」
が
「
強
い
健

康
の
一
形
式
」
を
体
現
し
て
い
る
と
呈
一
口
わ
れ
て
い
る
(
〈
包
・

5
k
f
u・

∞-
S
N
)

こ
と
も
注
目
に
値
す
る
。
す
な
わ
ち
、
一
八
八
七
年
の
こ

の
著
作
に
も
、
「
忘
却
」
を
生
き
る
た
め
に
必
要
な
こ
と
と
し
て
論

じ
た
「
生
に
対
す
る
歴
史
の
利
害
」
に
通
ず
る
文
脈
が
見
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

(
幻
)
ニ

l
チ
エ
は
同
時
期
の
『
道
徳
外
の
意
味
に
お
け
る
真
理
と

虚
偽
に
つ
い
て
』
(
同
∞
沼
)
に
お
い
て
「
理
性
的
な
人
間
と
直
観
的

な
人
間
」

(5〉、
H

・
ω・
∞
活
)
と
い
う
区
別
を
立
て
て
お
り
、
概
念

に
導
か
れ
て
生
き
る
人
聞
を
理
性
的
人
関
と
考
え
て
い
る
。
こ
れ
は

疑
い
な
く
、
シ
ョ

1
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
よ
る
『
(
悟
性
と
)
同
様
に

理
性
も
ま
た
唯
一
の
機
能
を
も
っ
。
そ
れ
は
概
念
の
形
成
で
あ
る
」

(
さ
さ
〈
、
恩
師
丹
市
同
回
目
仏
、
∞

-a-
括
弧
内
は
筆
者
に
よ
る
補
足
)
と
い

う
定
義
を
理
解
し
、
受
容
し
た
上
で
の
区
別
で
あ
る
。
と
い
う
の
も

こ
の
理
性
の
定
義
は
、
シ
ョ

1
ぺ
ン
ハ
ウ
ア
ー
が
敬
意
を
表
し
て
や

ま
な
い
カ
ン
ト
に
対
し
て
そ
の
定
義
を
は
っ
き
り
と
論
難
し
、
自
己

内

Lq
d
 

噌

A
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の
主
張
を
際
立
た
せ
る
点
な
の
で
あ
る
。
後
述
の
正
お
り
、
シ
ョ
ー

ペ
ン
ハ
ウ
ア
l
は
概
念
の
使
用
を
記
憶
の
条
件
と
考
え
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
、
ニ

1
チ
エ
が
「
生
に
対
す
る
歴
史
の
利
害
」
に
お
い
て

人
間
と
動
物
を
記
憶
の
有
無
で
区
別
し
て
い
る
こ
と
も
、
や
は
り

シ
ョ

l
ペ
ン
ハ
ウ
ア
1
の
理
性
の
定
義
か
ら
導
き
出
さ
れ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。

(
辺
)
さ
さ
〈
、
恩
師
吉
田
自
色
、

ω・
一
説
(
闇
∞
)
な
お
、
『
道
徳
外
の
意

味
に
お
け
る
真
理
と
虚
偽
に
つ
い
て
』
に
お
い
て
、
『
概
念
の
形
成

E
S
E
E
-
2
F宝
怠
)
」
と
い
う
ほ
ぽ
同
じ
語
句
を
用
い
た
考
察

が
展
開
さ
れ
て
い
る
言
明
】
・

5
〉
ト

ω・
∞
司
)
こ
と
か
ら
も
、
ニ
ー

チ
エ
が
『
意
志
と
表
象
と
し
て
の
世
界
』
の
こ
の
文
脈
を
重
視
し
て

い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ち
な
み
に
、
『
悦
ば
し
き
知
識
』
第
五

書
三
五
四
は
、
『
意
志
と
表
象
と
し
て
の
世
界
』
に
お
け
る
シ
ョ
ー

ペ
ン
ハ
ウ
ア

1
の
一
言
説
の
、
模
倣
と
言
う
よ
り
は
換
骨
奪
胎
で
あ

り
、
詩
集
は
シ
ョ

1
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
か
ら
借
り
つ
つ
、
内
容
は
『
道

徳
外
の
意
味
に
お
け
る
真
理
と
虚
偽
に
つ
い
て
』
か
ら
発
展
し
た
も

の
と
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
『
道
徳
外
の
意
味
に
お
け
る
真
理
と

虚
偽
に
つ
い
て
』
が
、
や
は
り
シ
ョ

1
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
か
ら
依
然
と

し
て
影
響
を
受
け
つ
つ
も
徐
々
に
講
離
し
て
い
〈
時
期
の
ニ

1
チ
エ

の
作
品
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
『
人
間
的
な
、
あ
ま
り
に
人
情
的

な
』
序
文
の
ニ

1
チ
ェ
自
身
の
証
言
(
〈
包
・

5
P
N
凶

-u
さ
)
か
ら
明

ら
か
で
あ
る
。

(
お
)
芝
さ
〈
、
原
田
ぽ
同
国

gnpω
・
ロ
(
明
白
山
)
な
お
、

N
毛
色
芯
同
国

g
p

穴
8
-
E印
は
、
同
章
の
註
が
示
す
と
お
り
(
〈
mu・
さ
さ
〈
、

N
君白押巾同

∞
gn目、
ω・1
0
)
、
原
告
品
目
仏
の
閣
∞
に
関
連
し
て
い
る
。

(
担
)
さ
さ
〈
、
回
目
仲
良
国
自
門
戸
、

ω・
豆
町
∞
)

(
お
)
さ
さ
〈
、
尽
田
仲
町
品
目
色
、

ω・可
M
(
闇
∞
)

(
お
)
老
若
〈
、
開
号
耳
切
目
仏
、

ω・5U(
古
郡
)
な
お
、
関
同
副
仲
良
切

B
仏

の
古
か
ら
聞
広
ま
で
は

m
B
E
E
P
U
2
2
m
-
E∞〈
O
B窓
口

E
一∞

巾
g
g
F
Z
E
M
Z
H
H
m
と
し
て
ひ
と
ま
と
ま
り
の
考
察
を
形
成
し
て
い

る。(
幻
)
〈
明
日
・
さ
さ
〈
、
N
宅
島
町
吋
回
目
門
戸

ω・8
患

(
お
)
〈
mH・
5
〉、

2・
E

(
却
)
さ
さ
〈
、
N
宅
巴
吉
田
自
色
、

m・8
∞

(
初
)
〈
包
・
穴
切
〉
、

u-∞
-us

(
幻
)
言
葉
や
言
語
に
関
す
る
考
察
と
し
て
、
『
道
徳
外
の
意
味
に

お
け
る
真
理
と
虚
偽
に
つ
い
て
』
に
、
言
語
の
成
立
が
二
段
階
の
隠

喰
を
伴
う
も
の
と
し
て
論
述
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
「
隠
聡

(ZEZOH)
」
は
、
神
経
刺
激
が
像
へ
、
さ
ら
に
は
そ
れ
が
音
声
へ

と
翻
訳
さ
れ
る
過
程
を
表
す
吉
弘
・
穴
切
〉
、
戸

ω・∞
ud)
。
す
な
わ
ち
、

隠
喰
と
は
、
別
の
領
域
に
飛
び
越
え
て
『
移
し

(
E
E
A『
耳
)
運
ぶ

(司

7
2
T
E凹
B)」
と
い
う
意
味
で
、
「
翻
訳
す
る
こ
と

Z
Z
E
a
g
)」
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な
の
で
あ
る
。
『
悦
ば
し
き
知
識
』
第
五
書
三
五
四
で
も
、
意
識
す

る
こ
と
は
、
「
意
識
に
移
し
入
れ
る
こ
と
(
買
ω

宮
宅
ロ
拍
車
宮

世
吉
岡
田
町
自
)
」
、
あ
る
い
は
「
群
居
動
物
の
遠
近
法
に
翻
っ
て
移
す
こ

と
(
宮
島
。
民
宿
丘
ぬ
守
思
昌
司
o
r
c
z
E
Z
n
T
1
5
3
m同

NB)
」
と
言
い
換

え
ら
れ
(
〈
包

5kfu-m-u遣
)
、
『
移
し
(
ロ
『
同
)
置
く

(Egロ)」、

す
な
わ
ち
「
翻
訳
す
る
こ
と
(
位
σ
2認
定

B)」
と
し
て
理
解
さ
れ

て
い
る
。
こ
う
し
た
恩
考
様
式
の
相
似
か
ら
も
、
『
悦
ば
し
き
知
識
』

第
五
書
三
五
四
は
『
道
徳
外
の
意
味
に
お
け
る
真
理
と
虚
偽
に
つ
い

て
』
執
筆
時
の
思
想
か
ら
発
展
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
、
実
際
に
の
Z
号
者
自
由
と

E
g
E
E聞
と
い
う
言
葉
は
、
『
道

徳
外
の
意
味
に
お
け
る
真
理
と
虚
偽
に
つ
い
て
』
に
お
い
て
同
義
で

扱
わ
れ
て
い
る
(
〈
包
・

5kFL-m-∞
邑
。

(
ロ
)
〈
mu・
さ
さ
〈
、
寄
与

mLBnrω
・濯(由

HH)

(
お
)
牧
野
英
二
、
'
『
遠
近
法
主
義
の
哲
学
』
、
弘
文
堂
、
一
九
九

六
年
、
五
九
頁
。

(M)
〈
mu・
-U吋
四
角
川
島
ロ
号
明
ハ
白
色
-u白
門
司

fz-比三
N
岡町宮

R
3弘
色

町

可

否
口
言
札
口
目
白
色
町
n
E
向
。
ミ
昌
司

F

Z
笠
N

田
仏
語
・
ω宮
門
田
町
♂
毛
色
丹
市
同
仏
巾

の
E
3巾円、切仏・∞、
m
-
H
a

(
お
)
伊
豆
.
、
∞

-HS

(お

)
F
E
-
U
-
E
N

(
幻
)
な
お
、
慎
重
な
検
証
を
要
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い

が
、
こ
の
指
摘
は
ニ

1
チ
ェ
思
想
に
対
す
る
次
の
よ
う
な
新
た
な
角

度
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
可
能
に
す
る
。
一
八
八
六
年
以
降
、
遠
近

法
主
義
が
権
力
へ
の
意
志
説
と
棺
互
に
深
く
関
連
し
な
が
ら
ニ

1

チ
エ
思
想
の
根
幹
を
成
す
こ
と
は
周
知
で
あ
る
。
シ
ョ

1
ペ
ン
ハ
ウ

ア
1
が
、
概
念
の
使
用
に
お
け
る
『
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
己
の
思
考
空

間
に
取
り
込
み
、
操
作
可
能
な
も
の
に
還
元
す
る
(
す
な
わ
ち
、
そ

の
空
間
の
中
に
強
引
に
位
置
づ
け
る
)
こ
と
に
よ
っ
て
支
配
し
よ
う

と
す
る
意
志
の
契
機
」
(
粛
藤
智
志
、
「
概
念
は
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
」
、
日
本
シ
ョ

1
ぺ
ン
ハ
ウ
ア

l
協
会
編

『
シ
ョ

1
ぺ
ン
ハ
ウ
ア

1
研
究
』
第
一
二
号
所
収
、
二

O
O七
年
、

七
三
頁
)
を
指
摘
し
て
い
る
(
向
上
、
七
六
頁
)
こ
と
に
鑑
み
て
、

そ
の
思
想
に
影
響
さ
れ
て
の
着
想
の
時
点
か
ら
ニ

1
チ
エ
の
遠
近
法

思
想
に
権
力
へ
の
意
志
説
と
結
び
つ
く
必
然
性
が
底
胎
し
て
い
た
と

も
考
え
ら
れ
る
。

(
お
)
粛
藤
智
志
¥
高
橋
陽
一
郎
¥
板
橋
勇
仁
編
、
『
シ
ョ

l
ペ
ン
ハ

ウ
ア
l
読
本
』
、
法
政
大
学
出
版
局
、
二

O
O七
年
、
二
頁
。
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