
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
と
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
学
派

1
自
己
意
識
と
反
省
1

「
根
本
概
念
を
示
す
一
っ
の
栗
、
近
代
哲
学
の
歴
史
の
な
か
で
主
役
を
演
じ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
『
自
己
音
趣
で
あ

る
」
①
。
こ
れ
は
一
九
七
0
年
の
へ
ン
リ
ッ
ヒ
(
口
.
工
0
豆
今
)
の
論
文
「
自
己
意
識
1
一
っ
の
理
論
へ
の
批
判
的
導
入
」
(
以
下
「
自

己
意
識
」
論
文
と
略
記
)
の
跨
頭
の
一
言
で
あ
る
。
確
か
に
、
自
己
意
識
は
デ
カ
ル
ト
以
降
の
近
代
哲
学
の
中
心
的
問
題
の
位
置
を
占
め
て

き
た
。
し
か
し
、
三
十
世
紀
以
降
の
現
代
折
呈
子
は
、
必
ず
し
も
自
己
意
識
を
そ
の
中
心
問
題
と
し
て
き
た
と
一
冒
う
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ

う
。
む
し
ろ
主
観
性
や
自
己
意
識
と
い
っ
兪
需
的
な
思
考
の
枠
組
み
に
ょ
っ
て
強
く
刻
印
さ
れ
て
い
る
概
念
か
ら
の
解
放
こ
そ
が
そ

の
主
題
で
あ
っ
た
と
さ
え
言
う
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
は
こ
う
し
た
自
己
土
椴
が
後
景
に
退
き
つ
っ
あ
る
傾
向
に
抗
し
て
、
繰
り
返
し
自
己
土
最
の
問
題
を
取
り
上

げ
、
根
本
問
題
と
し
て
取
り
扱
っ
て
い
る
②
。
そ
し
て
、
前
世
紀
の
変
わ
り
目
に
誕
生
し
た
フ
ッ
サ
ー
ル
(
団
.
工
仁
誘
曾
一
)
の
現
象
学
も
意

識
の
折
呈
子
、
主
観
性
の
哲
学
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
、
両
者
は
同
じ
研
究
の
方
向
に
向
か
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か

し
、
奇
妙
な
こ
と
に
、
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
を
膳
同
矢
と
す
る
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
学
派
(
=
ゆ
§
一
ず
又
伽
曾
仇
6
言
一
ゆ
)
は
、
一
様
に
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現

象
学
に
対
し
て
批
判
的
な
評
価
を
下
し
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
の
批
判
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
主
観
性
の
問
題
を
、
そ
の
中
で
も
と
り
わ
け

中

拓
也

10]
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枢
要
な
自
己
意
識
の
問
題
を
正
し
く
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
点
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
あ

る
論
者
か
ら
は
「
フ
ッ
サ
ー
ル
は
問
題
の
次
元
を
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
」
③
と
さ
え
一
言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
こ
う
し
た

批
判
は
正
鵠
を
得
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
こ
そ
が
こ
こ
で
検
討
さ
れ
る
べ
き
課
題
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
論
考
の
目
的
は
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
学
派
に
ょ
る
批
判
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
の
自
己
音
璽
酬
の

検
証
を
通
し
て
、
そ
の
批
判
の
正
否
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
自
己
意
識
と
い
う
問
題
構
制
に
現
象
学
が
独
自
の
寄
与
を
な
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
を
論
証
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
際
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
学
派
の
批
判
的
検
討
に
ょ
れ
ば
、
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
が
呈
示
す
る
「
自
己

意
識
の
反
省
理
論
」
④
の
典
型
と
み
な
さ
れ
る
議
論
を
フ
ッ
サ
ー
ル
が
行
っ
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
フ
ッ
サ
ー
ル
の
自
己
意
識
論
が
厳
し

い
批
判
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
詳
し
く
検
討
す
る
。

論
証
の
手
続
き
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
ま
ず
、
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
を
惜
同
矢
と
す
る
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
学
派
の
基
調
を
な
し
て
い
る
主
張

を
、
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
が
古
典
的
研
究
『
フ
ィ
ヒ
テ
の
根
源
的
洞
察
』
で
定
式
化
し
た
、
い
わ
ゆ
る
「
自
己
意
識
の
反
省
理
論
」
を
と
り
あ
げ

る
こ
と
に
ょ
っ
て
整
理
す
る
。
次
い
で
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
学
派
に
ょ
る
フ
ッ
サ
ー
ル
批
判
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
特
徴
を
明
示
す
る
。
最

後
に
、
こ
う
し
た
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
学
派
が
典
拠
と
す
る
璽
加
と
は
異
な
る
璽
冊
を
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
行
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ

の
上
で
、
意
識
の
も
つ
時
問
的
構
造
に
ま
で
分
け
入
っ
た
フ
ッ
サ
ー
ル
の
緻
密
な
分
析
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
向
け
ら
れ
て
き
た
批
判
に
十

分
に
答
え
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
そ
こ
に
自
己
意
識
の
問
題
へ
の
現
象
学
独
自
の
寄
与
を
見
出
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う

こ
と
を
示
す
仏
0
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主
観
性
の
哲
学
の
諸
問
題
の
中
で
、
そ
の
中
心
に
座
を
占
め
て
い
る
自
己
瓢
の
問
題
に
つ
い
て
、
現
在
最
も
警
か
つ
霜
な
分
析

の
う
ち
の
一
つ
を
口
妻
尓
し
て
い
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
学
派
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
学
派
と
い
う
名

称
は
、
そ
れ
ほ
ど
人
口
に
謄
実
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
そ
こ
で
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
学
派
の
基
本
的
主
張
に
取
り
組
む
前
に
、
こ
の

学
派
の
名
称
の
由
来
と
そ
こ
に
属
す
る
折
呈
子
者
を
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
学
派
と
い
う
呼
称
は
、
そ
の
学
派
に
属
す
る
と
さ
れ
る
折
呈
子
者
に
ょ
っ
て
唱
道
さ
れ
て
き
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ

、し

ど
こ
ろ
か
、
こ
の
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
学
派
は
、
そ
の
棹
尾
を
飾
る
と
目
さ
れ
て
い
る
グ
ロ
イ
(
欠
.
 
n
巨
)
自
身
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に

「
け
っ
し
て
現
実
の
学
派
形
成
に
は
至
ら
な
か
っ
た
」
⑥
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
こ
の
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
学
派
と
い
う
呼
称
は
、
も
と
も
と

は
へ
ン
リ
ッ
ヒ
、
ポ
タ
ー
ス
ト
(
d
.
勺
o
a
N
m
一
)
、
ク
ラ
ー
マ
ー
(
ズ
.
(
昌
ヨ
又
)
ら
の
璽
冊
を
批
判
す
る
側
か
ら
、
す
な
わ
ち
、
一
一
晶
分

析
の
手
法
に
ょ
っ
て
こ
の
学
派
の
議
論
を
批
判
し
た
ト
ゥ
ー
ゲ
ン
ト
ハ
ッ
ト
(
閉
.
↓
仁
伽
雪
含
亘
)
に
ょ
っ
て
名
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ

＼ノ

る
口
0先

に
触
れ
た
グ
ロ
イ
に
ょ
れ
ぱ
、
こ
の
学
派
に
属
す
る
の
は
、
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
、
ポ
タ
ー
ス
ト
、
ク
ラ
ー
マ
ー
、
フ
ラ
ン
ク
(
三

■
曾
欠
)
、
そ
し
て
グ
ロ
イ
自
身
で
あ
る
W
。
そ
し
て
、
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
と
並
ん
で
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
学
派
の
重
要
な
折
呈
子
者
で
あ
る
フ
ラ
ン

ク
が
認
め
て
い
る
と
お
り
、
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
、
ポ
タ
ー
ス
ト
、
ク
ラ
ー
マ
ー
の
研
究
の
「
共
通
の
源
泉
は
も
ち
ろ
ん
自
己
意
識
と
い
う
主
題

に
つ
い
て
の
デ
ィ
ー
タ
ー
・
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
の
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
で
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
と
講
義
で
あ
る
」
⑨
0
 
こ
の
よ
う
に
そ
の
理
論
的
基
盤

、ノ

を
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
で
の
へ
ン
リ
ッ
ヒ
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
と
講
義
か
ら
な
ん
ら
か
の
仕
方
で
受
け
取
っ
た
一
群
の
折
忌
子
者
が
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル

一
自
己
意
識
の
反
省
理
論
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ク
学
派
の
名
で
ょ
ば
れ
て
い
る
。
で
は
、
こ
の
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
学
派
を
ま
さ
し
く
学
派
た
ら
し
め
て
い
る
基
調
と
な
る
統
一
的
主
張
と

は
一
体
何
か
。
以
下
で
は
、
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
が
明
ら
か
に
し
た
「
自
己
意
識
の
反
省
理
論
」
の
基
本
的
主
張
を
検
討
す
る
こ
と
で
そ
れ
に
答

え
る
こ
と
に
し
た
い
。

「
自
己
意
識
の
反
省
理
論
」
は
「
さ
し
あ
た
り
思
考
の
主
観
を
相
楚
し
、
こ
う
強
調
す
る
。
こ
の
主
観
は
自
己
自
身
と
絶
え
ず
関
係
し

て
い
る
、
と
。
そ
、
つ
し
て
さ
ら
に
こ
、
つ
主
張
す
る
。
こ
の
関
係
は
、
主
観
が
自
己
を
自
己
自
身
の
対
象
と
す
る
こ
と
、
根
源
的
に
は
対
象

に
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
表
象
す
る
は
た
ら
き
と
い
う
活
動
を
自
己
自
身
へ
と
振
り
向
け
、
そ
う
し
て
活
動
と
活
動
の
成
果
と
の
同
一
性

と
い
う
唯
一
の
事
例
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
に
ょ
っ
て
成
立
す
る
、
と
」
⑩
。

「
自
己
意
識
の
反
省
理
論
」
は
、
本
来
対
象
と
か
か
わ
る
活
動
で
あ
る
表
象
を
、
主
観
そ
の
も
の
へ
と
向
け
る
こ
と
に
ょ
っ
て
、
表
象

す
る
主
観
が
、
そ
の
主
観
自
身
を
表
象
す
る
、
す
な
わ
ち
、
表
象
す
る
主
観
が
表
象
さ
れ
た
表
象
す
る
主
観
に
関
係
す
る
、
と
主
張
す

る
。
ま
た
、
前
者
は
「
自
我
1
主
観
」
、
後
者
は
「
自
我
1
客
観
」
と
も
よ
ば
れ
る
⑪
。
し
か
も
、
こ
の
「
自
我
1
主
観
」
と
「
自
我
1

客
観
」
と
の
「
同
一
性
と
い
う
唯
一
の
事
例
」
が
成
立
す
る
こ
と
に
ょ
っ
て
、
自
我
Π
自
我
、
一
層
正
確
に
一
言
え
ば
、
「
自
我
1
主
観
」
"

「
自
我
1
客
観
」
と
い
う
等
式
が
帰
結
す
る
。

し
か
し
、
そ
も
そ
も
自
我
Π
自
我
と
い
う
等
式
が
反
省
か
ら
帰
結
す
る
こ
と
な
ど
あ
り
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
問
い
を
巡
っ
て
「
自

己
意
識
の
反
省
理
論
」
は
極
度
の
困
難
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
困
難
を
へ
ン
リ
ッ
ヒ
は
挟
出
す
る
。
万
一
そ
の
等
式
が
成
立
し

て
い
る
な
ら
ば
、
事
態
は
こ
う
で
あ
る
。

「
反
省
を
遂
行
す
る
者
は
、
そ
れ
自
身
す
で
に
両
者
、
知
る
者
で
あ
り
、
知
ら
れ
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
反
省

の
主
観
は
自
我
・
自
我
と
い
う
等
式
の
全
体
を
み
た
す
。
だ
が
、
反
省
に
ょ
っ
て
そ
れ
〔
等
式
〕
は
は
じ
め
て
成
立
す
る
は
ず
で
あ

る
」
叱
。
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も
し
こ
う
し
た
反
省
理
論
の
立
築
妥
当
で
あ
る
な
ら
ば
、
反
省
に
ょ
っ
て
は
じ
め
て
成
立
す
る
は
ず
の
そ
の
等
式
を
「
反
省
を
遂
行

す
る
者
」
は
反
省
に
先
立
っ
て
す
で
に
み
た
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
主
張
が
成
り
立
た
な
い
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
自
己
意
識
の
反
省
理
論
」
は
「
課
せ
ら
れ
て
き
た
問
題
の
完
全
な
解
決
を
前
提
と
し
て
い
る
」
⑬

循
環
論
証
に
陥
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
あ
る
い
は
ま
た
同
じ
欠
陥
が
別
の
仕
方
で
も
示
さ
れ
る
。

「
反
省
理
論
は
こ
う
仮
定
す
る
。
自
我
は
自
己
へ
と
遡
り
関
係
す
る
こ
と
に
ょ
っ
て
自
己
に
つ
い
て
の
知
識
を
得
る
、
と
。
さ
て
し
か

し
、
な
ん
ら
か
の
主
観
が
な
ん
ら
か
の
客
観
に
つ
い
て
の
は
っ
き
り
し
た
意
識
を
獲
得
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
、
自
我
H
自
我
と
い
う
意

識
を
説
明
す
る
た
め
に
は
十
分
で
は
な
い
。
こ
の
主
観
は
、
そ
の
客
観
が
自
己
自
身
と
同
一
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
ま
た
知
っ
て
い
る
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
⑭
。
し
か
し
「
こ
の
同
一
性
の
知
識
は
第
三
の
審
級
の
知
ら
せ
に
ょ
っ
て
そ
れ
〔
主
観
〕
に
認
め
ら
れ
る
こ
と

は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
自
己
意
識
と
い
う
現
象
は
自
己
自
身
と
の
無
媒
介
的
関
係
を
証
示
す
る
か
ら
で
あ
る
」
⑮
。

万
一
、
自
我
Π
自
我
と
い
う
等
式
が
み
た
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
つ
ま
り
自
我
1
主
観
と
自
我
1
客
観
と
の
同
一
性
が
、
第
三

の
審
級
に
ょ
っ
て
、
た
と
え
ば
一
層
高
次
の
反
省
に
ょ
っ
て
証
示
さ
れ
る
と
仮
定
す
る
な
ら
ぱ
、
さ
ら
に
そ
の
一
層
高
次
の
反
省
を
遂
行

す
る
も
の
と
、
そ
れ
に
ょ
っ
て
反
省
さ
れ
る
も
の
と
の
等
式
が
ど
の
よ
う
に
成
立
す
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
さ
ら
に
一
層
高
次

の
反
省
が
要
請
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
か
ら
帰
結
す
る
の
は
無
限
背
進
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
反
省
理
論

は
、
高
次
反
省
に
訴
え
る
こ
と
に
ょ
っ
て
は
自
ら
の
課
題
を
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
反
省
理
論
は
自
分
で
は
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
難
問
に
突
き
当
た
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
反
省
理

論
は
次
の
よ
う
な
二
っ
の
支
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
帰
結
の
ど
ち
ら
か
に
不
可
避
的
に
至
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

反
省
理
論
の
帰
結
は
、
反
省
を
遂
行
す
る
こ
と
に
ょ
っ
て
は
じ
め
て
解
明
さ
れ
る
は
ず
の
自
我
Π
自
我
と
い
う
等
式
を
反
省
に
先
立
っ
て

前
提
す
る
と
い
う
循
環
に
陥
る
か
、
自
我
"
自
我
の
等
式
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
結
局
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「
自
己
意
識
の
反
省
理
論
は
自
我
現
象
を
説
明
せ
ず
に
前
提
と
す
る
か
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
〔
自
我
現
象
〕
を
破
砕
し
て
し
ま
う
か
の
ど

ち
ら
か
」
⑯
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
。

以
上
が
へ
ン
リ
ツ
ヒ
の
呈
示
す
る
「
自
己
轟
の
反
省
理
論
」
と
そ
の
困
難
で
あ
る
。
こ
の
需
を
基
本
的
に
踏
襲
し
て
い
る
こ
と
が

ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
学
派
の
学
派
と
し
て
の
ゆ
る
や
か
な
統
一
の
基
礎
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
学
派
に
ょ
っ
て
、
フ

ツ
サ
ー
ル
の
現
象
学
は
こ
う
し
た
「
自
己
意
識
の
反
省
理
論
」
の
典
型
例
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
、
批
判
的
に
検
討
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
次
に
そ
の
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
学
派
の
フ
ッ
サ
ー
ル
批
判
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

以
下
で
は
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
学
派
の
フ
ッ
サ
ー
ル
へ
の
評
価
否
駁
撃
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
さ
て
、
で
は
ま
ず
へ
ン
リ

ツ
ヒ
の
所
論
を
見
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
し
か
し
、
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
自
身
の
フ
ッ
サ
ー
ル
へ
の
一
百
及
は
極
め
て
わ
ず
か
な
も
の
に
過
ぎ
な

ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
は
『
フ
ィ
ヒ
テ
の
根
源
的
洞
{
祭
』
の
末
尾
で
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
超
越
論
的
現
象
学
に
触
れ
て
い
る
。
「
フ
ッ
サ
ー
ル

0

の
超
越
論
的
現
象
学
は
、
多
く
の
実
り
タ
タ
い
特
質
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
反
省
と
し
て
の
自
我
の
理
論
の
批
判
に
屈
す
る
の
で
あ
る
」
⑱
。

フ
ィ
ヒ
テ
の
自
己
音
璽
加
に
焦
点
を
当
て
た
研
究
で
あ
る
と
い
う
性
格
上
、
『
フ
ィ
ヒ
テ
の
根
源
的
洞
察
』
の
中
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
つ

い
て
の
一
言
及
は
そ
れ
以
外
に
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
「
自
己
意
識
」
論
文
で
も
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
以
降
の
「
修
正
さ
れ
た
現
象

学
の
す
べ
て
の
立
場
」
へ
の
批
判
的
言
及
が
見
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
⑲
。
そ
こ
で
以
下
で
は
考
{
祭
の
範
囲
を
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
学
派
全
体

へ
と
広
げ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
学
派
は
極
め
て
多
く
の
折
呈
子
説
を
議
論
の
俎
上
に
載
せ
て
い
る
け
れ
ど
も
⑳
、
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
フ
ッ
サ
ー
ル
に

ニ
フ
ッ
サ
ー
ル
批
判
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対
す
る
否
定
的
評
価
は
、
そ
れ
以
後
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
学
派
に
共
有
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
の
上
で
引
用
し
た
フ
ツ
サ

ー
ル
に
対
す
る
否
定
的
評
価
が
書
か
れ
て
か
ら
約
三
0
年
後
に
、
グ
ロ
イ
は
フ
ッ
サ
ー
ル
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
ほ
ぼ
同
じ
内
{
谷
の
文

言
を
記
し
て
い
る
。
「
そ
し
て
フ
ッ
サ
ー
ル
の
自
己
意
識
の
分
析
も
ま
た
、
個
別
的
に
は
実
り
多
い
も
の
で
あ
り
、
い
か
に
術
語
的
か
つ

事
象
的
な
差
異
化
に
寄
与
し
よ
う
と
も
、
決
定
的
な
点
で
伝
統
的
反
省
モ
デ
ル
を
超
え
て
い
な
い
の
で
あ
る
」
⑳
。

さ
て
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
学
派
に
ょ
る
フ
ッ
サ
ー
ル
批
判
の
具
体
的
な
検
討
に
入
る
前
に
、
そ
の
批
判
の
一
般
的
特
徴
を
あ
ら
か
じ
め

述
べ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
学
派
が
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
を
論
じ
る
際
に
依
拠
す
る
テ
ク
ス
ト
と
し
て
は
、
主
に
フ

ツ
サ
ー
ル
現
象
学
の
最
初
期
の
著
作
で
あ
る
家
岫
理
学
研
究
』
、
そ
し
て
、
補
助
的
に
『
イ
デ
ー
ン
ー
』
と
『
内
的
時
間
意
識
の
現
象
学
』

が
論
及
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
意
味
で
「
狭
い
テ
ク
ス
ト
上
の
基
礎
」
⑳
に
し
か
拠
っ
て
い
な
い
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点

を
指
摘
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

以
上
の
一
般
的
特
徴
を
踏
ま
え
た
上
で
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
学
派
の
フ
ッ
サ
ー
ル
批
判
を
具
体
的
に
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
を
論
じ
る
際
に
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
学
派
が
好
ん
で
取
り
上
げ
る
の
が
、
内
的
知
覚
と
い
う
概
念
で
あ
る
。
そ
れ
と
関

連
し
て
『
論
理
学
研
究
』
の
第
五
研
究
で
呈
示
さ
れ
る
三
つ
の
意
識
概
京
取
り
上
げ
ら
れ
、
と
り
わ
け
第
二
の
意
識
概
条
批
判
的
に

検
討
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
以
下
に
そ
の
三
つ
の
意
識
概
念
を
米
手
げ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

「
一
、
経
験
的
自
我
の
全
実
的
現
象
学
的
成
素
と
し
て
の
、
体
験
流
の
統
一
に
お
け
る
心
理
的
体
験
の
織
り
合
わ
せ
と
し
て
の
土
織
。

〔
改
行
〕
三
、
自
分
の
心
理
的
体
験
の
内
的
覚
知
と
し
て
の
意
識
。
〔
改
行
〕
三
、
あ
ら
ゆ
る
『
心
理
的
作
用
』
あ
る
い
は
『
志
向
的
体

験
』
に
と
っ
て
の
要
約
的
名
称
と
し
て
の
意
識
」
(
χ
交
談
)
。

こ
の
三
つ
の
意
識
概
念
の
う
ち
の
第
二
の
意
識
概
念
に
関
連
し
て
内
的
意
識
あ
る
い
は
内
的
知
覚
と
い
う
概
念
が
フ
ッ
サ
ー
ル
に
ょ
っ

て
呈
示
さ
れ
る
(
χ
交
 
W
歌
)
。
そ
し
て
、
こ
の
内
的
知
覚
と
い
う
概
念
こ
そ
が
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
学
派
か
ら
の
批
判
の
的
と
な
る
。
以
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下
で
は
、
フ
ラ
ン
ク
と
グ
ロ
イ
に
ょ
る
内
的
知
覚
に
対
す
る
批
判
的
検
討
に
耳
を
傾
け
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

フ
ラ
ン
ク
は
上
の
三
つ
の
意
識
概
念
を
挙
げ
た
後
フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
が
内
的
知
覚
を
論
じ
る
部
分
(
子
区
.
)
を
引
用
し
な
が
ら
、
次

の
よ
う
に
論
じ
る
。
「
当
吠
火
現
在
の
問
い
の
連
関
で
興
味
を
引
く
の
は
と
り
わ
け
『
意
識
』
の
第
二
の
意
味
で
あ
る
。
嘉
は
こ
こ
で

『
内
的
意
識
』
、
『
内
的
知
覚
』
と
も
よ
ば
れ
て
い
る
。
・
:
・
・
・
内
的
知
覚
が
意
味
す
る
の
は
、
そ
れ
〔
内
的
知
覚
〕
は
現
勢
的
に
現
前
的
な

体
験
に
『
随
伴
し
』
、
『
そ
の
〔
内
的
知
覚
の
〕
対
象
と
し
て
の
そ
れ
〔
体
験
〕
に
関
係
し
て
い
る
』
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
⑳
。

そ
し
て
、
フ
ラ
ン
ク
は
こ
の
箇
所
に
依
拠
し
て
こ
の
内
的
知
覚
を
さ
ら
に
霜
に
分
析
す
る
。
「
こ
の
引
用
で
は
、
『
随
伴
す
る
』
と

『
対
象
』
と
い
う
二
っ
の
語
を
強
調
す
る
べ
き
で
あ
る
。
『
随
伴
す
る
』
は
、
随
伴
す
る
も
の
と
随
伴
さ
れ
る
も
の
と
の
間
の
非
同
種
性

乞
一
今
一
,
閉
言
曾
一
n
昔
鼻
)
と
い
う
相
関
を
前
提
と
す
る
関
係
の
表
現
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
随
伴
さ
れ
る
も
の
の
対
象
性
に
つ
い
て
語
る
こ
と

が
照
応
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
内
的
知
覚
に
ょ
っ
て
主
題
化
さ
れ
た
意
識
は
そ
れ
〔
内
的
知
覚
〕
に
対
し
て
客
観
の
役
割
を
し
て
い

る
」
⑳
。

な
る
ほ
ど
、
フ
ラ
ン
ク
が
指
摘
す
る
と
お
り
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
こ
こ
で
い
う
内
的
知
覚
と
し
て
の
意
識
概
念
は
、
「
自
己
意
識
の
反
省

理
論
」
が
明
ら
か
に
し
た
事
態
の
典
型
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
も
、
グ
ロ
イ
に
ょ
れ
ば
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
内
的
知
覚
と
い

う
概
念
に
こ
う
し
た
欠
陥
が
存
在
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
内
的
意
識
を
十
全
的
知
覚
に
ま
で
高
め
て
し
ま
う
。
「
唯
一
の
意
識
統
一
こ

お
け
る
二
っ
の
作
用
の
同
時
的
存
在
を
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
絶
対
的
な
ず
れ
の
な
さ
に
基
づ
い
て
『
十
全
的
知
覚
』
と
よ
ぶ
。
そ
れ
は
、
内

的
知
覚
を
意
味
し
て
い
る
」
⑳
。
こ
こ
で
グ
ロ
イ
は
「
十
全
的
知
覚
」
の
内
実
を
な
す
「
三
っ
の
作
用
の
同
時
存
在
」
を
「
覚
知
す
る
作

用
」
と
そ
れ
に
ょ
っ
て
「
覚
知
さ
れ
る
」
作
用
の
「
共
在
」
と
理
解
し
て
い
る
⑳
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
十
全
的
知
覚
と
し
て
の
内
的
知
覚
が
成
立
し
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
関
す
る
フ

ラ
ン
ク
と
グ
ロ
イ
の
所
論
を
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。
フ
ラ
ン
ク
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。
十
全
的
知
覚
と
し
て
の
内
的
知
覚
を
成
立
さ
せ
る
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「
非
対
象
的
自
己
熟
知
(
ぐ
n
ヨ
讐
ヨ
旦
,
亘
工
片
=
)
は
無
媒
介
的
な
も
の
と
し
て
し
か
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
は
随
伴
す
る
と
い

う
相
関
を
定
言
的
に
排
除
す
る
の
で
あ
る
」
⑳
。
し
か
し
、
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ク
に
ょ
れ
ぱ
、
内
的
知
覚
は
な
る
ほ
ど
見

勢
的
意
識
そ
の
も
の
を
知
覚
す
る
の
で
は
あ
る
が
、
た
と
え
内
的
知
覚
に
ょ
っ
て
捉
え
ら
れ
た
現
勢
的
意
識
で
あ
ろ
う
と
も
「
対
象
」
で

あ
る
こ
と
を
免
れ
な
い
の
で
あ
る
。
同
じ
事
態
を
グ
ロ
イ
は
一
層
明
瞭
に
語
っ
て
い
る
。
「
フ
ツ
サ
ー
ル
は
内
的
意
識
を
内
的
知
覚
と
し

て
理
解
す
る
。
し
か
し
、
知
覚
は
原
理
的
に
志
向
的
に
構
造
化
さ
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
〔
知
覚
〕
は
内
的
知
覚
と
し
て
も
志

向
構
造
に
従
属
し
て
い
る
」
⑳
。
と
い
う
の
は
、
た
と
え
内
的
知
覚
で
あ
ろ
う
と
も
知
覚
で
あ
る
か
ぎ
り
は
「
志
向
的
に
構
造
化
」
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
知
覚
す
る
も
の
と
知
覚
さ
れ
る
も
の
と
の
、
そ
し
て
フ
ラ
ン
ク
が
上
で
強
調
し
た
よ
う
に
、
随
伴
す
る
も

の
と
随
伴
さ
れ
る
も
の
と
の
位
置
価
の
ず
れ
が
不
可
避
的
に
生
じ
て
お
り
「
絶
対
的
な
ず
れ
の
な
さ
」
が
生
じ
る
余
地
は
あ
り
え
な
い
か

ら
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ク
と
グ
ロ
イ
に
ょ
る
フ
ッ
サ
ー
ル
批
判
を
検
討
す
る
こ
と
に
ょ
っ
て
次
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
『
論
理
学
研
究
』
で
の

フ
ッ
サ
ー
ル
の
内
的
知
覚
の
議
論
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
目
指
す
十
全
的
知
覚
を
達
成
す
る
ど
こ
ろ
か
、
内
的
知
覚
に
も
や
は
り
抜
き
が
た

く
志
向
的
構
造
が
刻
印
さ
れ
て
い
る
た
め
に
従
来
の
議
論
と
同
じ
く
反
省
理
論
の
困
難
を
解
決
す
る
こ
と
に
寄
与
し
て
は
い
な
い
、
と
0

し
か
し
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
学
派
か
ら
の
批
判
は
「
狭
い
テ
ク
ス
ト
上
の
基
礎
」
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
っ

た
。
し
か
も
、
現
象
学
の
分
析
の
一
部
分
を
取
り
出
し
強
調
す
る
こ
と
で
、
現
象
学
の
成
果
の
不
当
な
一
面
化
と
矮
卜
定
丁
う
も
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
学
派
は
知
覚
を
徹
頭
徹
尾
志
向
的
に
構
造
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
に
ょ
っ
て
、
そ
う
し

た
解
釈
の
枠
組
み
に
収
ま
り
き
ら
な
い
現
象
学
の
可
能
性
を
等
閑
視
す
る
か
不
当
な
も
の
と
し
て
破
棄
す
る
に
至
っ
て
い
る
0

以
下
で
の
考
{
祭
が
示
す
こ
と
に
な
る
よ
う
に
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
学
派
が
批
判
の
典
拠
と
す
る
の
と
同
じ
テ
ク
ス
ト
を
丹
念
に
経
く
こ

と
で
異
な
る
可
能
性
を
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
が
蔵
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
分
析
は
論
難
さ
れ
て
い
る
志
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向
的
に
構
造
化
さ
れ
た
知
覚
に
つ
き
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
学
派
が
主
題
と
す
る
自
己
意
識
と
反
省
の
解
明
へ
と

向
か
う
分
析
も
ま
た
す
で
に
『
論
理
学
研
究
』
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
⑳
。

そ
こ
で
以
下
で
は
、
ま
ず
『
論
理
学
研
究
』
で
の
フ
ツ
サ
ー
ル
が
展
開
し
て
い
る
異
な
る
方
向
性
を
検
討
す
る
。
そ
し
て
ハ
イ
デ
ル

ベ
ル
ク
学
派
の
自
己
意
識
と
反
省
に
つ
い
て
の
所
論
の
検
討
を
通
し
て
、
そ
こ
で
目
指
さ
れ
る
べ
き
自
己
意
識
の
内
実
を
明
ら
か
に
す

る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
学
派
の
呈
示
す
る
自
己
意
識
と
反
省
の
分
析
と
親
近
性
を
も
つ
思
索
と
そ
れ
を
超
え
て

い
く
独
自
の
寄
与
を
『
内
的
時
間
意
識
の
現
象
学
』
で
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の
時
間
論
に
求
め
る
こ
と
に
し
た
い
。

こ
こ
で
は
ま
ず
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
学
派
の
批
判
に
対
す
る
反
証
を
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
『
論
理
学
研
究
』
で
お
こ
な
っ
て
い
る
、
上
で
見

た
の
と
は
異
な
る
可
能
性
を
展
開
す
る
分
析
に
拠
り
な
が
ら
お
こ
な
う
。
次
い
で
へ
ン
リ
ッ
ヒ
の
所
論
を
見
る
こ
と
で
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク

学
派
の
自
己
意
識
概
念
の
内
実
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
の
上
で
『
内
的
時
間
意
識
の
現
象
学
』
で
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の
自
己
意
識
と
反
省
に

つ
い
て
の
分
析
を
読
み
解
く
こ
と
に
ょ
っ
て
、
自
己
意
識
と
反
省
の
問
題
に
つ
い
て
の
現
象
学
独
自
の
寄
与
を
明
示
す
る
こ
と
に
し
た

三
自
呈
織
と
反
省

0

さ
て
、
こ
れ
ま
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ク
と
グ
ロ
イ
が
典
拠
と
し
て
論
じ
る
箇
所
に
つ
い
て
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
「
自
己
意

識
の
反
省
理
論
」
の
困
難
を
免
れ
て
い
な
い
と
い
う
解
釈
も
可
能
で
あ
り
、
強
い
説
得
力
を
も
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
も
し
内
的
知

覚
が
志
向
的
な
も
の
で
あ
り
、
自
己
自
身
へ
と
向
け
ら
れ
た
知
覚
と
し
て
の
反
省
に
す
ぎ
ず
、
結
局
フ
ッ
サ
ー
ル
の
分
析
は
知
覚
と
し
て

の
反
省
に
ょ
っ
て
自
己
意
識
を
語
ろ
う
と
す
る
試
み
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
「
フ
ッ
サ
ー
ル
は
問
題
の
次
元
を
意
識
し
て
い
な
か

し、

フッサール現象学とハイデルベルク学派 Ⅱ0



つ
た
」
と
い
う
評
言
に
も
工
疋
の
妥
当
性
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
『
論
理
学
研
九
九
』
で
の
内
的
知
覚
の
概
念
は
ま
だ
確
定
し

た
も
の
で
は
な
く
、
生
成
の
途
上
に
あ
る
。
そ
の
た
め
こ
の
内
的
知
覚
は
多
義
的
に
解
釈
す
る
こ
と
を
許
す
の
で
あ
り
、
フ
ツ
サ
ー
ル
自

身
の
記
述
そ
の
も
の
に
も
あ
る
程
度
の
動
揺
が
認
め
ら
れ
る
⑳
。
そ
こ
に
反
省
理
論
の
困
難
を
免
れ
る
フ
ツ
サ
ー
ル
の
思
索
を
あ
る
い
は

小
ノ
な
く
と
も
そ
の
萌
芽
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

フ
ッ
サ
ー
ル
は
『
論
理
学
研
究
』
の
な
か
で
知
覚
と
体
験
を
区
別
す
る
こ
と
に
ょ
っ
て
は
っ
き
り
と
非
対
象
的
体
験
を
認
め
て
い
る
0

屡
見
と
同
じ
く
そ
れ
屡
見
〕
を
『
統
握
す
る
』
あ
る
い
は
『
統
覚
す
る
』
作
用
は
こ
の
場
合
体
験
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
す
象

的
に
は
現
出
し
な
い
。
そ
れ
ら
は
見
ら
れ
ず
、
聞
か
れ
ず
、
な
ん
ら
か
の
『
盛
目
』
に
ょ
っ
て
知
覚
さ
れ
な
い
。
他
方
で
、
寸
象
は
見
出

し
、
知
覚
さ
れ
る
が
、
体
験
さ
れ
て
い
な
い
」
ヌ
交
 
W
追
)
。
こ
れ
こ
そ
が
内
的
知
覚
と
い
う
概
念
が
孕
む
異
な
る
可
能
性
で
あ
る
0
 
つ

ま
り
、
こ
こ
で
「
体
験
」
と
い
う
翻
に
ょ
っ
て
名
指
さ
れ
て
い
る
事
態
こ
そ
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
内
的
知
覚
の
孕
む
も
う
一
つ
の
内

実
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
こ
で
従
来
の
知
覚
で
は
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
象
に
は
っ
き
り
と
気
づ
い
て
い
る
0

そ
し
て
『
論
理
学
研
究
』
以
降
、
こ
の
内
的
知
覚
が
腹
蔵
し
て
い
た
可
能
性
は
次
の
二
つ
の
概
念
へ
と
差
異
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
0

『
イ
デ
ー
ン
ー
』
で
の
反
省
を
意
味
す
る
「
内
在
的
知
覚
」
と
、
『
内
的
時
製
識
の
現
象
学
』
で
の
先
反
省
的
、
非
対
象
的
意
識
を
意
味

す
る
「
内
豊
識
」
あ
る
い
は
「
原
意
識
」
と
が
そ
れ
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
と
お
り
、
フ
ラ
ン
ク
は
内
的
知
覚
を
あ
く
ま
で
対
象
の
知
覚
、
す
な
わ
ち
上
の
区
分
に
従
え
ば
「
内
在

的
知
覚
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
拘
泥
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
こ
う
し
た
フ
ッ
サ
ー
ル
が
お
こ
な
う
自
己
意
識
と
反
省
の
問
題
の
解
決
の

試
み
を
「
ア
ポ
リ
ア
的
構
筑
六
」
に
す
ぎ
な
い
と
断
ず
る
こ
と
に
な
る
⑳
。
こ
の
よ
う
に
現
象
学
の
分
析
を
、
あ
る
意
味
で
は
フ
ツ
サ
ー
ル

以
上
に
徹
底
し
て
知
覚
の
分
析
と
み
な
し
、
そ
れ
以
外
の
可
能
性
を
排
除
す
る
こ
と
は
、
反
省
を
可
能
に
す
る
も
の
と
し
て
の
自
己
意
識

の
分
析
と
い
う
現
象
学
の
可
能
性
を
排
除
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
二
1
 
(
戸
.
 
Z
一
)
が
指
商
す
る
と
お
り
、
「
内
り
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意
識
(
先
対
象
的
意
識
と
し
て
の
原
寵
)
」
と
「
内
在
的
知
覚
(
対
象
的
意
識
と
し
て
の
反
省
)
」
と
を
混
同
し
て
し
ま
う
と
い
う
危
険

に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
興
つ
い
に
は
内
的
知
覚
と
い
う
概
念
の
孕
む
、
自
己
意
識
の
問
題
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
な
可
能
性
が
失

わ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
フ
ツ
サ
ー
ル
は
『
論
理
学
研
究
』
で
内
的
知
覚
と
よ
ん
で
い
た
事
態
に
孕
ま
れ
て
い
た
可
能
性
を
『
内
的
時
問

意
識
の
現
象
学
』
で
確
固
と
し
た
概
念
へ
と
彫
琢
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
「
印
象
的
『
内
讐
識
』
」
(
χ
=
9
 
あ
る
い
は
「
原

意
識
」
禽
=
C
)
と
よ
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
原
意
識
の
分
析
こ
そ
が
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
学
派
か
ら
の
批
判
に
答
え
、
さ
ら
に
は

「
自
己
意
識
の
反
省
理
論
」
の
困
難
を
解
決
す
る
現
象
学
独
自
の
試
み
を
呈
示
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
原
意
識
と
反
省
の
分
析

に
は
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
学
派
が
呈
示
す
る
自
己
意
識
と
反
省
と
い
う
事
態
に
つ
い
て
の
記
述
と
極
め
て
強
い
親
近
性
が
あ
る
。
そ
れ
に

、し

加
え
て
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
学
派
が
け
っ
し
て
考
慮
す
る
こ
と
が
な
い
、
寵
の
時
間
的
構
造
を
も
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
で
、
フ
ッ
サ
ー
ル

の
現
象
学
は
一
層
具
体
的
な
分
析
と
そ
の
成
果
を
呈
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
ま
ず
自
己
意
識
と
反
省
に
つ
い
て
の
へ
ン
リ
ッ
ヒ
の
説
明
を
見
る
こ
と
に
し
た
い
。
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
は
自
己
意
識
に
つ
ぃ
て
こ
う

述
べ
て
い
る
0
「
自
己
意
識
と
い
う
唯
一
の
事
例
で
は
、
思
考
と
思
考
さ
れ
る
も
の
、
所
有
と
所
有
さ
れ
る
も
の
、
ノ
エ
シ
ス
と
ノ
エ
マ

が
相
互
に
区
別
さ
れ
な
い
。
自
我
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
両
者
が
、
主
観
と
そ
の
〔
主
観
の
〕
対
象
と
し
て
の
こ
の
主
観
と
の
両
方
が

現
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
」
岡
。
「
自
己
意
識
と
い
う
唯
一
の
事
例
」
に
つ
い
て
は
、
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
だ
け
で
は
な
く
、
フ
ラ
ン
ク
が
無
媒
介

的
な
「
非
対
象
的
自
己
熟
知
」
と
よ
ん
で
い
た
こ
と
も
想
起
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
反
省
に
つ
ぃ
て
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。

「
『
反
省
』
は
す
で
に
眼
前
に
あ
る
知
が
こ
と
さ
ら
に
つ
か
ま
え
ら
れ
、
し
た
が
っ
て
明
確
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
を
意
味
す

る
」
別
0
 
し
た
が
っ
て
、
白
己
意
識
と
い
う
「
非
対
象
的
自
己
熟
知
」
が
成
立
し
て
い
な
け
れ
ば
、
「
眼
前
に
あ
る
灸
」
を
捉
え
る
に
す
ぎ

な
い
反
省
に
ょ
っ
て
、
反
省
す
る
も
の
と
反
省
さ
れ
る
も
の
と
の
等
式
が
成
立
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
換
言
す
れ
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ば
、
反
省
す
る
も
の
と
反
省
さ
れ
る
も
の
と
の
等
式
が
反
省
に
ょ
っ
て
成
り
立
っ
な
ら
ぱ
、
そ
の
可
能
性
の
条
件
と
し
て
の
自
己
意
識
が

成
立
し
て
い
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

翻
っ
て
フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
う
し
た
事
態
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
の
か
。
ま
ず
原
意
識
に
つ
い
て
見
る
こ
と
に
し
た
い
。

「
印
象
的
『
内
的
瓢
』
」
は
「
そ
の
つ
ど
の
原
印
象
と
具
体
的
に
一
っ
で
あ
り
、
そ
れ
と
不
可
分
」
禽
一
さ
一
.
)
で
あ
る
。
「
把
持
的
位

相
が
先
行
す
る
位
相
を
対
象
と
す
る
こ
と
な
く
意
識
し
て
い
る
よ
う
に
、
原
与
件
も
ま
た
す
で
に
ー
し
か
も
『
今
』
と
い
う
独
特
の
形

式
に
お
い
て
1
対
象
的
で
あ
る
こ
と
な
し
に
意
識
さ
れ
て
い
る
」
(
χ
=
C
)
。
そ
し
て
、
こ
の
原
与
件
の
非
対
象
的
意
識
こ
そ
が
「
原

意
識
」
で
あ
り
「
ま
さ
に
こ
の
原
意
識
が
把
持
的
変
様
へ
と
移
行
す
る
も
の
で
あ
る
」
(
子
区
.
)
。
そ
れ
に
対
し
て
、
反
省
に
つ
ぃ
て
は
こ

う
述
べ
て
い
る
。
「
私
は
そ
れ
〔
経
過
し
た
位
相
〕
を
所
持
し
続
け
て
い
る
の
で
、
あ
る
新
し
い
作
用
に
ょ
っ
て
ま
な
ざ
し
を
そ
れ
〔
経

過
し
た
位
相
〕
へ
と
向
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
」
(
χ
一
易
)
。
そ
の
新
し
い
作
用
が
「
反
省
(
内
在
的
知
覚
)
」
(
一
豆
巳
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
原
壽
に
お
い
て
原
印
象
が
原
与
件
と
し
て
非
対
象
的
に
意
識
さ
れ
、
「
黒
襲
把
持
的
変
様
へ
と
移
行
す
る
」
。
つ
ま

り
、
把
持
、
「
縦
の
志
向
性
」
(
χ
伽
一
)
が
、
原
寵
を
、
把
持
的
に
変
様
し
、
い
わ
ば
最
低
次
の
対
象
性
を
帯
び
た
仕
方
で
繋
ぎ
止
め

る
。
そ
し
て
、
把
持
が
原
意
識
を
繋
ぎ
止
め
る
こ
と
に
ょ
っ
て
は
じ
め
て
反
省
は
そ
の
繋
ぎ
止
め
ら
れ
た
当
の
も
の
へ
と
、
つ
ま
り
把
持

的
変
様
を
被
っ
た
原
意
識
へ
と
ま
な
ざ
し
を
向
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。
「
反
省
と
把
持
は

根
源
的
構
成
に
お
い
て
当
該
の
内
在
的
与
件
の
印
象
的
『
内
的
寵
』
を
前
提
と
し
て
い
る
」
(
χ
一
石
)
。
換
言
す
れ
ぱ
、
反
省
に
先
ん

じ
て
成
立
し
て
い
る
先
反
省
的
自
己
意
識
で
あ
る
原
音
趣
〕
そ
が
、
反
省
の
可
能
性
の
条
件
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
に
論
じ
て
き
た
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
と
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
学
派
の
間
に
強
い
親
近
性
を
見

出
す
の
は
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
両
者
の
自
己
意
識
へ
の
取
り
組
み
は
同
じ
方
向
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ハ
イ
デ

ル
ベ
ル
ク
学
派
の
議
築
自
己
意
識
と
反
省
の
関
係
を
な
お
「
自
己
意
識
の
反
省
理
論
」
の
困
難
と
し
て
描
出
し
、
自
己
意
識
を
抽
象
的
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か
つ
否
定
的
な
仕
方
で
論
じ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
現
象
学
は
、
非
対
象
的
意
雫
あ
る
原
意
識
と
対
象
的
意
識
で
あ
る
反
省
と
の
関
係

の
分
析
に
、
け
っ
し
て
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
学
派
が
顧
慮
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
時
間
性
の
構
造
を
見
出
し
一
層
具
体
的
に
考
察
し
て
い

る
。
そ
の
際
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
が
把
持
で
あ
る
。
把
持
こ
そ
が
「
そ
の
つ
ど
の
原
印
象
と
具
体
的
に
一
っ
で
あ
り
、
そ
れ

と
不
可
分
」
で
あ
る
原
意
識
、
す
な
わ
ち
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
学
派
の
言
う
「
非
対
象
的
自
己
熟
知
」
を
、
内
在
的
知
覚
と
し
て
の
反
省

へ
と
架
橋
す
る
た
め
の
独
特
の
機
能
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
把
持
は
時
間
的
位
置
価
の
ず
れ
か
な
い
一
層
正
確
に
言

え
ば
、
時
間
の
う
ち
に
は
な
い
自
己
意
識
に
、
そ
れ
と
は
異
な
る
時
間
的
位
置
価
を
割
り
当
て
る
と
い
う
機
能
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
現
象
学
は
、
原
意
識
を
流
れ
と
し
て
現
出
さ
せ
る
把
持
こ
そ
が
非
対
象
的
意
識
で
あ
る
原
意
識
と
対
象
的
意
識
で
あ
る

反
省
と
を
架
橋
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
ょ
っ
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
原
意
識
で
成
立
し
て
い
る
自
我
U

自
我
の
等
式
と
そ
の
等
式
が
反
省
に
ょ
っ
て
確
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
事
態
を
把
持
の
時
間
化
機
能
を
見
出
す
こ
と
に
ょ
っ
て
具

体
的
に
挟
出
し
て
い
る
。
こ
れ
こ
そ
が
自
己
意
識
と
反
省
の
問
題
構
制
へ
の
現
象
学
の
独
自
の
寄
与
な
の
で
あ
る
。

フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
の
主
観
性
理
論
、
と
り
わ
け
自
己
意
需
は
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
学
派
か
ら
反
省
理
論
の
典
型
で
あ
る
と
し
て
厳
し

く
批
判
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
本
論
考
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
学
派
の
批
判
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の

自
己
音
璽
酬
の
不
当
な
限
定
と
敷
衍
に
基
づ
く
た
め
に
妥
当
し
な
い
も
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
は
、
自
己
音
璽
岫
に
独

自
の
寄
与
を
行
い
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
学
派
の
看
過
す
る
時
間
意
識
研
究
に
立
脚
し
て
自
己
嘉
と
反
省
の
問
題
構
制
に
新
た
な
局
面
を

開
い
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
て
開
か
れ
た
現
象
学
的
の
自
己
音
璽
洲
は
『
内
的
時
間
意
識
の
現
象

む

す
び
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学
』
か
ら
、
本
論
考
で
は
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
フ
ッ
サ
ー
ル
の
最
後
期
の
時
間
論
に
至
る
ま
で
さ
ら
に
緻
密
に
攻
究
さ
れ
つ
づ

け
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

主
一
三
口

引
用
に
際
し
て
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
テ
ク
ス
ト
は
フ
ッ
サ
ー
ル
全
集
(
鵡
を
ミ
ミ
)
に
ょ
り
文
中
に
直
接
全
集
の
巻
数
を
口
ー
マ
数
字
で
ぺ
ー
ジ

数
を
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
挿
入
し
た
。
引
用
文
中
の
〔
〕
は
引
用
者
に
ょ
る
補
足
で
あ
る
。
ゲ
シ
ユ
ペ
ル
ト
な
ど
に
ょ
る
強
調
は
引
用
に
ょ
っ
て
脈
絡

か
ら
切
り
離
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
て
す
べ
て
無
視
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
フ
ッ
サ
ー
ル
全
集
厭
巻
は
二
分
冊
で
あ
る
が
頁
数
は
通
し
番
号
で
打
た

れ
て
い
る
の
で
分
冊
数
を
示
す
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。

①

工
ゆ
言
0
=
、
ロ
.
、
仂
n
一
ず
恥
一
ず
ゆ
言
=
誘
ゆ
冒
.
竪
牙
0
=
0
 
則
ヨ
一
ゆ
一
一
仁
=
伽
冒
ゆ
ヨ
n
 
↓
=
8
二
如
、
ヨ
一
、
ミ
選
ミ
ミ
、
が
丈
ミ
ロ
ミ
~
ミ
太
=
易
伽
.
ぐ
0
コ
閃
仁
ず
=
n
〔
刃
.
、
 
6
益
ヨ
n
-
、
匁

仁
温
ぎ
n
=
一
、
、
.
 
n
 
如
一
三
0
=
一
、
-
C
谷
.
 
m
.
 
N
血
司

②

ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
の
現
代
思
想
の
な
か
で
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
以
下
の
研
究
の
特
に
第
一
章
が
詳
し
く
論
じ
て
い
る
。
,
邑
己
一
諄
、
ロ
.
、
し
ミ
§

鵡
舎
ミ
辻
瓢
ミ
へ
0
辻
§
、
ミ
選
、
ミ
~
§
喜
¥
~
ミ
え
隙
ミ
き
仏
§
容
ヨ
§
)
仇
=
伽
N
お
、
N
O
O
W
、
写
.
一
1
W
N

3
 
剛
曾
片
.
三
:
辻
持
々
忌
ミ
ミ
⑳
代
§
§
.
、
尽
壽
ミ
ミ
、
ミ
ミ
§
仂
=
=
牙
帥
ヨ
や
、
-
C
伽
ひ
.
切
.
心
血

こ
の
「
自
己
意
識
の
反
省
理
論
」
と
い
う
名
称
の
他
に
、
「
自
我
の
反
省
理
論
」
や
「
反
省
モ
デ
ル
」
と
い
っ
た
呼
称
で
同
じ
事
祭
よ
ば
れ
て

4

い
る
が
、
本
論
考
で
は
基
本
的
に
「
自
己
意
識
の
反
省
理
論
」
あ
る
い
は
単
に
反
省
理
論
と
よ
ぶ
こ
と
に
す
る
。

ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
の
公
刊
さ
れ
た
著
作
の
中
に
、
は
っ
き
り
と
テ
ク
ス
ト
の
箇
所
を
挙
げ
な
が
ら
フ
ッ
サ
ー
ル
の
時
間
音
璽
加
を
論
じ
た
も
の
を
見
出

す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
フ
ラ
ン
ク
に
よ
れ
ば
、
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
は
現
在
未
刊
の
『
自
己
存
在
と
音
叢
(
仂
n
子
器
n
冒
言
0

如
旦
仁
誘
一
器
ヨ
)
』
の
な
か
で
、
自
ら
の
提
示
す
る
モ
デ
ル
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の
モ
デ
ル
に
対
す
る
優
位
を
指
示
し
て
い
る
、
と
の
こ
と
で
あ
る

(
間
三
欠
、
ヌ
.
、
§
§
亘
§
 
Z
1
 
一
途
0
、
仇
.
-
N
N
-
.
)
。

n
-
0
¥
欠
J
 
吻
曳
更
、
ミ
、
.
区
辻
§
§
.
 
N
ミ
、
ミ
§
禽
壽
弐
ミ
、
§
§
⑳
住
ミ
§
綣
§
吻
曳
更
、
ミ
§
弐
ミ
吻
典
~
曾
§
モ
§
ミ
冒
)
一
ず
醒
、
-
C
C
伽
.
仂
.
マ

粂
.
↓
仁
伽
n
=
住
亘
.
閉
.
、
山
住
§
§
モ
§
ミ
ミ
弐
ミ
山
価
~
辻
捻
寺
露
§
ミ
弐
=
如
.
仏
、
§
§
ミ
ミ
民
ミ
~
ミ
督
選
ミ
§
倉
、
仇
仁
=
一
寄
ヨ
ヤ
、
-
C
司
C
、
功
.
一
●
、
 
N
小
.
こ
こ
で
ト

ウ
ー
ゲ
ン
ト
ハ
ッ
ト
は
、
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
、
ポ
タ
ー
ス
ト
、
ク
ラ
ー
マ
ー
を
「
自
己
意
識
理
論
に
お
け
る
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
学
派
」
(
子
ミ
.
、
仂
.
石
)

と
よ
ん
で
い
る
。

)
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自
己
意
識
の
問
題
に
つ
い
て
の
そ
れ
ぞ
れ
の
論
者
の
代
表
的
な
研
究
を
以
下
に
挙
げ
て
お
く
。
=
今
牙
戸
口
.
、
、
§
§
ミ
選
ミ
ミ
§
劇
区
§

逃
o
m
一
ゆ
ヨ
秒
言
、
-
C
含
、
 
0
0
誘
」
仇
ゆ
一
ず
m
一
ず
n
乏
仁
雰
ゆ
ヨ
.
竪
牙
0
=
ゆ
鵬
ヨ
一
含
三
=
伽
冒
ゆ
一
易
一
=
n
0
二
ゆ
、
ヨ
一
鼬
曳
ミ
伽
ミ
ミ
斗
弐
ミ
辻
、
.
ミ
曳
ミ
、
=
誘
姻
.
ぐ
0
コ
則
仁
ず
=
g

匁
.
、
δ
『
与
n
『
、
欠
.
仁
=
含
乏
一
ゆ
=
一
.
〕
.
 
n
 
如
一
ミ
0
冨
、
一
心
谷
、
仂
.
 
N
血
司
1
N
望
.
口
n
誘
.
、
、
~
ミ
ミ
壽
§
.
、
き
.
~
§
喜
、
.
§
曳
、
ミ
}
y
 
仂
仁
=
一
"
=
ヨ
で
、
-
C
伽
N
.
勺
0
9
猫
功
一
、

d
.
、
々
守
九
、
九
ミ
如
曳
、
、
禽
⑳
曳
壽
§
仂
曳
§
§
N
§
ミ
=
や
区
o
m
-
n
ヨ
曽
雪
、
-
C
司
一
.
δ
昌
ヨ
ゆ
一
.
ズ
.
、
即
一
n
ず
ヨ
閉
.
一
=
ゆ
m
ゆ
=
 
N
仁
工
n
⑩
ゆ
一
m
 
↓
=
ゆ
0
=
ゆ
含
ゆ
m

m
巴
ず
伽
号
n
乏
民
誘
含
易
ヨ
一
一
夘
牙
器
一
0
=
一
ミ
ユ
一
ゆ
言
0
ユ
ゆ
=
ゆ
ヨ
ゆ
伽
 
0
を
=
巨
ず
ゆ
伽
ユ
弐
m
 
忌
0
=
牙
伽
n
一
器
=
曾
ヤ
豆
0
功
0
号
ぢ
、
ヨ
一
辻
へ
⑳
奥
卜
山
ミ
§
則
臼
牙
コ
一
一
.

-
C
ゞ
、
 
m
.
血
W
゛
1
血
O
W
.
■
ヨ
昆
ミ
.
、
辻
譜
々
§
ミ
R
鍔
ミ
ミ
異
言
謡
~
ミ
マ
ミ
ミ
ミ
§
 
m
=
亘
嘗
ヤ
這
獣
.
 
0
0
誘
.
、
山
曳
§
§
モ
§
身
§
弐
ミ
仏
曳
§
§
却
・

§
§
,
勺
豆
昔
や
匁
n
0
一
旦
、
一
途
一
.
 
n
-
0
イ
、
ズ
.
、
吻
曳
更
、
む
曳
、
.
区
ミ
ミ
壽
.
 
N
ミ
、
選
寺
~
曳
ミ
壽
弐
ミ
、
§
§
如
旦
き
.
ら
壽
、
舎
吻
曳
ミ
§
ミ
、
.
露
讐
ミ

物
曳
§
§
ミ
、
ミ
§
)
一
ず
曾
、
一
追
伽

グ
ロ
イ
は
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
学
派
に
属
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
の
周
辺
に
位
置
す
る
折
呈
子
者
と
し
て
デ
ユ
ー
ジ
ン
グ
(
ズ
.
又
m
冒
伽
)
と

ヴ
ァ
ン
ト
シ
ユ
ナ
イ
ダ
ー
(
口
.
乏
昌
胃
ず
昂
一
含
墾
)
を
挙
げ
て
い
る
(
命
巨
、
ズ
.
、
 
0
勺
.
 
9
-
.
、
仂
.
一
含
.
)
。
代
表
的
な
研
究
は
そ
れ
ぞ
れ
以
下
の
通
り

で
あ
る
0
 
口
男
ヨ
如
、
ズ
:
●
良
§
§
モ
§
身
九
§
言
糺
ミ
符
.
ミ
0
爲
ミ
爽
ミ
』
.
§
弐
ミ
傷
§
ミ
身
§
、
辻
ミ
§
価
内
ミ
§
ミ
ミ
舎
物
§
ミ
§
§
乏
一
一
冨
一
ヨ

司
ヨ
"
、
一
途
司
.
乏
習
身
0
=
=
ゆ
一
住
g
 
口
.
、
m
n
一
牙
一
ず
ゆ
各
宏
玲
ヨ
巴
m
 
曾
0
=
玲
一
ず
里
n
含
一
一
今
含
曾
団
三
耆
斗
、
ヨ
一
 
N
異
§
§
§
、
、
ミ
~
§
、
雰
へ
ミ
、
ミ
§
弐
壽
如
、
如
ユ

器
、
-
C
這
、
仂
.
O
C
C
1
山
N
O

デ
ユ
ー
ジ
ン
グ
の
需
を
批
判
的
倫
じ
る
研
究
と
し
て
以
下
の
も
の
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
日
暮
陽
一
「
自
己
意
識
の
ア
ポ
リ
ア
ー
デ

ユ
ー
ジ
ン
グ
『
自
己
意
識
の
理
念
的
発
生
史
』
の
批
判
的
紹
介
1
」
(
新
田
義
弘
・
河
本
英
夫
編
『
自
己
意
識
の
現
象
学
』
世
界
暴
社
、
二
0

0
五
年
、
所
収
)
七
四
1
九
一
頁
。
日
暮
は
、
デ
ユ
ー
ジ
ン
グ
が
行
う
現
代
の
自
己
音
璽
加
へ
の
さ
ま
ざ
ま
な
論
難
に
対
す
る
反
批
判
の
妥
当
性

を
認
め
、
高
く
評
価
し
つ
つ
も
、
自
己
意
識
に
つ
い
て
の
デ
ユ
ー
ジ
ン
グ
自
身
の
新
し
い
提
案
に
対
し
て
は
、
「
地
平
概
念
の
不
適
切
な
使
用
」

、V

箭
掲
論
文
八
五
1
六
、
九
0
頁
)
を
行
う
欠
陥
の
あ
る
議
論
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

剛
墨
具
国
.
、
-
C
賃
仂
.
獣
.
フ
ラ
ン
ク
は
、
ト
ゥ
ー
ゲ
ン
ト
ハ
ッ
ト
の
批
判
的
な
命
名
を
踏
ま
え
て
、
別
の
箇
所
で
括
弧
付
き
で
「
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル

ク
学
派
」
と
い
う
呼
称
を
用
い
て
い
る
(
子
一
9
家
.
)
。

工
ゆ
且
6
=
、
ロ
.
、
-
C
亀
、
仇
.
=

δ
、
.
一
ず
三
:
 
m
.
-
N

寺
ミ
.

寄
区
.
仇
.
-
W
.
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寺
ミ

寺
区

寄
区

自
己
壽
の
問
題
を
離
れ
れ
ば
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
『
第
一
折
呈
子
』
第
一
部
で
の
批
判
的
理
念
史
で
の
フ
ツ
サ
ー
ル
の
哲
学
史
を
論
じ
禽
文
が
あ

る
工
曾
月
=
、
ロ
.
、
乎
R
 
住
一
n
 
0
ヨ
昌
巳
伽
伽
含
各
=
工
仁
誘
臼
一
m
 
竪
芽
ユ
ゆ
「
勺
烹
一
0
仇
§
一
曽
=
曾
一
ヨ
島
一
一
0
戸
、
き
.
~
§
、
雰
ら
ミ
え
弐
ミ
ミ
昌
弐
、
ひ
、
-
C
物
伽
、
仇
.
一
1

試工
雪
ユ
6
=
、
ロ
.
、
-
C
ひ
司
、
仂
.
物
0

工
含
二
今
.
ロ
.
、
這
谷
、
仂
.
N
含
.
こ
こ
で
は
現
象
学
全
般
が
「
意
識
を
そ
の
つ
ど
の
個
別
的
な
内
{
谷
あ
る
い
は
与
件
の
自
己
自
身
に
対
す
る
関
係
と
し

て
解
釈
す
る
」
(
言
.
)
取
り
組
み
で
あ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。

註
の
⑧
で
挙
げ
た
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
学
派
の
著
作
の
中
で
は
、
た
と
え
ば
、
プ
ラ
ト
ン
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
ヒ
ユ
ー
ム
、
カ
ン
ト
、
フ
ィ
ヒ

テ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
、
ナ
ト
ル
プ
、
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
、
デ
ィ
ル
タ
イ
、
フ
ッ
サ
ー
ル
、
サ
ル
ト
ル
、
ラ
カ
ン
の
議
論
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

0
-
0
¥
ズ
:
 
0
勺
.
 
0
一
一
.
、
仂
.
 
N
O
W
.

N
磐
N
三
、
ロ
:
=
づ
n
『
↓
一
ヨ
ゆ
,
δ
0
=
m
含
0
呉
旨
ゆ
誘
台
含
勺
一
ゆ
・
昂
=
ゆ
0
一
一
ぐ
ゆ
仂
ゆ
=
・
N
乏
貸
今
n
誘
.
一
=
一
口
.
乏
ゆ
一
8
=
(
n
巨
.
)
、
~
ミ
之
全
辻
弐
ミ
ミ
.
)
ヘ
ミ
§
~
え
容
糺
R

=
巳
§
 
d
ヨ
各
易
三
勺
昂
訟
"
ご
o
y
 
で
.
一
船
.
ザ
ハ
ヴ
ィ
は
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
学
派
の
フ
ッ
サ
ー
ル
批
判
が
、
そ
れ
以
降
に
公
刊
さ
れ
た
フ
ッ
サ
ー

ル
全
集
を
考
慮
し
て
い
な
い
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
い
ま
だ
全
集
に
未
収
録
の
研
究
草
稿
が
考
慮
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
う
し
た
資
料

を
積
極
的
に
参
照
す
べ
き
で
あ
る
、
と
主
張
し
て
い
る
。
確
か
に
、
無
限
遡
求
の
問
題
を
主
題
の
一
つ
と
す
る
『
べ
ル
ナ
ウ
草
稿
』
や
最
後
期
の

「
生
け
る
現
在
」
を
扱
う
C
草
稿
を
姦
す
る
こ
と
に
ょ
っ
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
自
己
嘉
の
問
題
を
深
刻
に
受
け
止
め
、
精
緻
な
分
析
を
通
し

て
新
た
な
視
座
を
提
供
し
て
い
る
こ
と
は
強
調
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。

し
か
し
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
学
派
の
フ
ッ
サ
ー
ル
批
判
に
対
す
る
反
批
判
を
お
こ
な
う
と
い
う
目
下
の
脈
絡
で
は
、
そ
う
し
た
未
公
刊
資
料
を

典
拠
と
す
る
こ
と
な
く
、
批
判
が
お
こ
な
わ
れ
た
時
点
で
一
般
に
参
照
可
能
で
あ
っ
た
資
料
を
根
拠
と
し
て
積
み
上
げ
ら
れ
て
き
た
ハ
イ
デ
ル
ベ

ル
ク
学
派
の
批
判
に
対
し
て
、
そ
の
当
時
未
公
刊
で
あ
っ
た
資
料
を
根
拠
と
し
て
反
批
判
を
お
こ
な
う
の
は
必
ず
し
も
公
平
な
態
度
と
は
言
え
な

本
論
考
が
以
下
で
示
す
こ
と
に
な
る
よ
う
に
、
そ
の
時
点
で
利
用
可
能
で
あ
っ
た
『
論
理
学
研
究
』
や
『
内
的
時
間
意
識
の
現
象
学
』
に
基

0

、しづ
い
て
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
学
派
の
批
判
に
十
分
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

⑳
剛
墨
具
ミ
.
、
一
拐
び
、
切
.
会
一
.
な
お
、
フ
ラ
ン
ク
か
ら
の
引
用
文
中
に
示
さ
れ
て
い
る
フ
ッ
サ
ー
ル
か
ら
の
引
用
箇
所
の
指
示
は
表
記
の
混
乱
を
避
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概
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な
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概
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的
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ル
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の
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、
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述
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。
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