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〈
あ
い
だ
〉
か
ら
〈
縁
〉
へ

│
「
形
の
論
理
」
と
「
ア
ナ
ロ
ギ
ア
の
論
理
」

木

岡
　

伸

夫

序

　

一
年
前
の
拙
稿︵

１
︶

に
お
い
て
、﹁
論
理
﹂
の
妥
当
性
が
当
の
論
理
を
支
持
す
る
世
界
の
内
部
に
限
ら
れ
る
こ
と
、
異
な
る
型
の
﹁
論
理
﹂

が
衝
突
し
た
場
合
に
、
そ
れ
を
裁
く
上
級
審
が
存
在
し
な
い
こ
と
、
を
論
じ
た
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
世
界
と
世
界
が
対
峙
し
て
、

た
が
い
に
そ
の
主
張
の
正
当
性
を
競
う
よ
う
な
場
面
に
お
い
て
、
正
否
の
判
定
を
託
す
べ
き
基
準
が
ど
こ
に
も
存
在
し
な
い
、
と
い
う
深

刻
な
状
況
が
生
ま
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
状
況
は
、
ま
さ
し
く
﹁
論
理
の
臨
界
﹂
を
意
味
す
る
。
筆
者
の
め
ざ
す
︿
邂
逅
の
論
理
﹀

の
成
否
は
、
か
か
る
状
況
を
克
服
す
る
理
論
装
置
が
、
発
見
も
し
く
は
開
発
さ
れ
る
か
否
か
に
か
か
っ
て
い
る
。︿
邂
逅
の
論
理
﹀
は
、

成
立
す
る
の
か
し
な
い
の
か
。
こ
の
問
い
に
対
し
て
、
筆
者
は
﹁
成
立
す
る
﹂
と
肯
定
形
で
答
え
る︵

２
︶。

本
稿
が
以
下
で
展
開
す
る
の
は
、

筆
者
に
そ
の
答
え
を
可
能
な
ら
し
め
た
理
由
・
根
拠
で
あ
る
。

　

日
本
哲
学
は
、
一
九
三
〇
年
代
に
一
つ
の
画
期
を
迎
え
た
。
明
治
維
新
か
ら
半
世
紀
余
、
急
激
な
近
代
化
の
過
程
で
西
洋
か
ら
導
入
さ

れ
た
哲
学
︵philosophy

︶
の
模
倣
的
受
容
に
一
段
落
が
つ
き
、
近
代
化
以
前
の
伝
統
に
顧
慮
し
た
新
た
な
︿
総
合
﹀︵
そ
の
所
産
を
﹁
哲

学
﹂
と
表
記
す
る
︶
の
企
て
が
具
体
化
し
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
理
由
で
あ
る
。﹁
哲
学
﹂
の
ト
ッ
プ
ラ
ン
ナ
ー
で
あ
っ
た
西

田
幾
多
郎
や
田
辺
元
は
も
と
よ
り
、
つ
づ
く
世
代
の
和
辻
哲
郎
、
九
鬼
周
造
、
三
木
清
等
は
、
自
前
の
﹁
論
理
﹂
を
構
築
す
る
こ
と
に
精
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魂
を
尽
く
し
た

│
﹁
無
の
論
理
﹂︵
西
田
︶、﹁
種
の
論
理
﹂︵
田
辺
︶、﹁
風
土
の
論
理
﹂︵
和
辻
︶、﹁
偶
然
性
の
論
理
﹂︵
九
鬼
︶、
そ
し

て
﹁
構
想
力
の
論
理
﹂︵
三
木
︶。
こ
れ
ら
の
個
性
的
論
理
は
、
各
主
体
が
そ
れ
ぞ
れ
独
自
に
開
発
し
た
も
の
の
、
半
面
で
は
全
員
共
通
の

志
向
性
を
有
す
る
。
一
言
で
表
す
な
ら
、﹁
形
の
論
理
﹂

│
上
掲
の
人
々
の
中
で
は
、
三
木
に
よ
っ
て
首
唱
さ
れ
、
師
の
西
田
が
こ
れ

に
つ
づ
い
た

│
へ
の
志
向
で
あ
る
。
具
体
的
で
特
殊
な︿
形
﹀か
ら
、
普
遍
的
な
も
の
が
い
か
に
導
出
さ
れ
る
か
と
い
う
問
題
意
識
が
、

そ
こ
に
は
動
い
て
い
る︵

３
︶。

　
﹁
形
の
論
理
﹂
に
見
ら
れ
る
︿
総
合
﹀
志
向
を
、
上
の
人
々
と
は
異
な
る
ス
タ
ン
ス
で
、
同
時
代
に
追
求
し
た
人
物
が
い
る
。
そ
れ
は

西
田
の
高
弟
、
山
内
得
立
で
あ
る
。
山
内
が
標
榜
し
た
﹁
ア
ナ
ロ
ギ
ア
の
論
理
﹂
は
、
そ
の
文
字
面
か
ら
西
洋
哲
学
の
存
在
論
が
連
想
さ

れ
る
も
の
の
、
そ
の
展
開
の
過
程
に
お
い
て
東
洋
的
・
日
本
的
伝
統
が
取
り
込
ま
れ
た
度
合
は
、﹁
形
の
論
理
﹂
を
上
回
る
。﹁
ア
ナ
ロ
ギ

ア
の
論
理
﹂
を
東
西
総
合
の
企
て
と
し
て
見
る
な
ら
、
そ
れ
は
﹁
形
の
論
理
﹂
よ
り
も
長
き
に
わ
た
り
、
持
続
的
に
取
り
組
ま
れ
た
。
い

ず
れ
に
せ
よ
、
日
本
﹁
哲
学
﹂
が
一
九
三
〇
年
代
に
切
り
拓
い
た
東
西
総
合
の
地
平
を
、
こ
れ
ら
二
つ
の
論
理
は
、
典
型
的
に
表
示
す
る

と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

本
稿
で
は
、﹁
形
の
論
理
﹂
と
﹁
ア
ナ
ロ
ギ
ア
の
論
理
﹂
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
東
西
の
異
な
る
論
理
の
型
の
底
に
潜
む
存
在

論
の
︿
構
造
﹀
を
明
る
み
に
出
す
。
そ
の
︿
構
造
﹀
と
は
、
存
在
の
位
相
を
異
に
す
る
二
つ
の
も
の
の
関
係
性

│
筆
者
の
語
法
に
よ
る

な
ら
、︿
あ
い
だ
﹀

│
で
あ
る
。
東
西
両
世
界
に
お
け
る
存
在
論
の
異
な
り
は
、
双
方
に
お
け
る
︿
あ
い
だ
﹀
の
異
な
り
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
こ
の
こ
と
を
双
方
が
弁
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
異
な
る
両
世
界
の
真
の
出
会
い
、︿
邂
逅
﹀
が
成
立
す
る

│
両
者
の
︿
あ
い
だ
﹀

が
開
か
れ
る
。
本
稿
で
は
そ
の
こ
と
を
、︿
縁
﹀
の
成
立
、
と
い
う
言
い
方
に
よ
っ
て
結
論
づ
け
た
い
。
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︿
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︿
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﹀
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﹁
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一　

二
種
の
︿
あ
い
だ
﹀

〈
あ
い
だ
〉
と
は
？

　
﹁
形
の
論
理
﹂
と
﹁
ア
ナ
ロ
ギ
ア
の
論
理
﹂
を
比
較
す
る
カ
ギ
は
、
二
種
の
︿
あ
い
だ
﹀
で
あ
る
。
ま
ず
、
そ
れ
が
い
か
な
る
も
の
か

を
説
明
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。︿
あ
い
だ
﹀
は
、
存
在
す
る
二
者
の
関
係
を
表
す
付
属
語
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
が
単
独
で
特
別
な
内

容
を
も
つ
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
語
は
近
来
、
ど
う
い
う
わ
け
か
一
種
の
流
行
語
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
て

い
る
。
日
本
語
ば
か
り
で
な
く
、
西
欧
語
の
世
界
で
も
、
日
本
語
﹁
あ
い
だ
﹂
に
相
当
す
る
前
置
詞
が
、
実
詞
︵
名
詞
︶
と
し
て
通
用
さ

せ
ら
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
見
う
け
ら
れ
る

︵
４
︶。

　

日
本
で
﹁
あ
い
だ
﹂
そ
の
も
の
に
哲
学
的
な
意
味
内
容
を
賦
与
し
た
例
は
、
お
そ
ら
く
木
村
敏
を
嚆
矢
と
す
る
。
以
後
、
書
名
や
論
文

名
に
﹁
～
と
～
の
あ
い
だ
﹂
と
い
っ
た
言
い
回
し
が
使
用
さ
れ
る
例
が
、
数
多
く
見
う
け
ら
れ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
木
村
の
よ
う
に

書
名
に
こ
の
語
を
用
い
て
い
る
場
合︵

５
︶

で
さ
え
、
概
念
と
し
て
の
﹁
あ
い
だ
﹂
の
身
許
は
解
明
さ
れ
て
い
な
い
。«betw

een A
 and B»

の
用
例
が
物
語
る
と
お
り
、
二
者
を
結
ぶ
前
置
詞betw

een

に
は
実
体
的
な
内
容
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
語
に
い
わ
く
言
い

が
た
い
神
秘
的
意
味
が
含
ま
れ
る
か
の
ご
と
き
扱
い
が
為
さ
れ
て
い
る
の
は
、
ど
う
し
て
だ
ろ
う
か
。
た
だ
の
関
係
性
で
は
尽
き
な
い
何

か
が
、
そ
こ
に
潜
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。

　

本
稿
に
お
い
て
、﹁
あ
い
だ
﹂
の
用
法
を
め
ぐ
る
議
論
を
簡
単
に
片
づ
け
よ
う
と
い
う
意
図
は
な
い
。︿
あ
い
だ
﹀
と
は
何
で
あ
る
か
、

と
い
う
本
質
的
な
問
題
が
論
じ
ら
れ
る
別
の
機
会
を
期
待
し
つ
つ
、
こ
こ
で
は
本
稿
の
目
的
に
沿
う
仕
方
で
、
一
つ
の
立
場
に
よ
る
解
釈

を
提
示
し
、
以
下
の
考
察
に
つ
な
ぎ
た
い
。

　
﹁
あ
い
だ
﹂が
使
用
さ
れ
る
の
は
、
何
か
二
つ
の
も
の
が
存
在
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
二
者
の
関
係
の
仕
方
が
注
目
さ
れ
る
場
面
で
あ
る
。
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﹁
甲
と
乙
の
あ
い
だ
﹂
と
い
う
言
い
回
し
を
例
に
と
る
な
ら
、
甲
の
存
在
、
乙
の
存
在
が
認
め
ら
れ
、
か
つ
甲
と
乙
と
に
一
定
の
関
係
が

想
定
さ
れ
る
場
合
に
、
こ
の
言
い
方
が
用
い
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
甲
と
乙
が
と
も
に
物
体
で
あ
る
な
ら
、
そ
れ
ら
の
︿
あ
い
だ
﹀
に
は

何
も
な
い
。
文
字
ど
お
り
、﹁
空
間
﹂
が
広
が
る
の
み
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、﹁
万
年
筆
と
便
箋
の
あ
い
だ
に
封
筒
が
あ
る
﹂
と
い
っ
た
場

合
、
通
常
は
無
で
あ
る
は
ず
の
︿
あ
い
だ
﹀
に
、
第
三
の
物
体
が
存
在
す
る
と
い
う
事
実
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。
存
在
す
る
の
は
、
甲
と

乙
に
丙
を
加
え
た
三
者
で
あ
っ
て
、そ
の
う
ち
の
丙
が
、甲
と
乙
の
関
係
に
と
っ
て
看
過
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
意
義
を
有
す
る
こ
と
を
、

上
の
文
は
表
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
﹁
封
筒
﹂
は
、﹁
万
年
筆
﹂
と
﹁
便
箋
﹂
に
無
関
係
な
存
在
で
は
な
く
、
む
し
ろ
後
の
二
つ
が
﹁
手

紙
を
書
く
﹂
行
為
に
よ
っ
て
結
び
つ
く
さ
い
に
、
そ
の
行
為
に
欠
か
せ
な
い
も
の
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
状
況
に
お
い
て
、
も

し
﹁
封
筒
﹂
が
存
在
し
な
か
っ
た
ら
、
手
紙
を
書
く
行
為
が
現
実
的
可
能
性
と
し
て
浮
上
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。﹁
甲
と
乙

の
あ
い
だ
﹂
が
云
々
さ
れ
る
の
は
、
し
た
が
っ
て
甲
と
乙
の
関
係

│
ハ
イ
デ
ガ
ー
流
に
﹁
道
具
連
関
﹂
と
言
っ
て
も
よ
い

│
成
立
の

可
能
性
と
と
も
に
、
両
者
が
注
目
さ
れ
る
、
そ
う
い
う
場
合
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
け
る
﹁
あ
い
だ
﹂
は
、
何
よ
り
も
二
者
の
関
係
性

を
指
示
す
る
語
で
あ
っ
て
、
単
な
る
空
間
や
無
で
は
な
い
。
ま
ず
、
こ
の
点
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
︿
あ
い
だ
﹀
は
、
二
つ
の
も
の
に
何
ら
か
の
関
係
が
存
在
す
る
こ
と
を
指
示
す
る
。
し
か
し
、︿
あ
い
だ
﹀
そ
れ
自
体
は
、
何
ら
実
体
的

な
意
味
内
容
を
含
ま
な
い
。
こ
の
点
か
ら
す
れ
ば
、︿
あ
い
だ
﹀
は
空
無
で
あ
っ
て
何
も
の
で
も
な
い
、
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の

よ
う
な
無
の
性
格
は
、
第
一
義
的
に
は
、︿
あ
い
だ
﹀
が
結
ぶ
二
つ
の
存
在
の
関
係
の
仕
方
に
対
す
る
注
目
を
促
す
、
と
い
う
こ
と
と
切

り
離
し
が
た
い
。

　

だ
が
反
面
、︿
あ
い
だ
﹀
そ
れ
自
体
に
、
何
ら
存
在
と
し
て
の
性
格
が
伴
わ
な
い
と
も
言
い
が
た
い
。︿
あ
い
だ
﹀
そ
れ
自
体
を
、︿
二

者
の
関
係
が
成
立
す
る
た
め
の
条
件
﹀
と
し
て
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
た
場
合
、
そ
こ
に
あ
る
種
の
実
体
的
な
性
格
が
生
じ
て
く
る
こ
と
も

確
か
で
あ
る︵

６
︶。

そ
の
と
き
、
関
係
す
る
二
者
、
お
よ
び
そ
の
関
係
に
劣
ら
ず
、
関
係
成
立
の
条
件
で
あ
る
︿
あ
い
だ
﹀
に
も
、
そ
れ
相
当
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の
重
要
性
が
賦
与
さ
れ
る
。︿
あ
い
だ
﹀
が
、﹁
環
境
﹂
や
﹁
場
所
﹂
な
い
し
﹁
場
﹂
と
ほ
ぼ
同
じ
意
味
に
用
い
ら
れ
る
ケ
ー
ス
で
は
、
こ

の
よ
う
な
︿
あ
い
だ
﹀
の
実
体
化
が
行
わ
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う︵

７
︶︵

世
に
流
通
す
る
︿
あ
い
だ
﹀
の
実
体
的
用
法
は
、
お
お
む

ね
後
者
の
用
例
と
見
う
け
ら
れ
る
︶。

　

本
稿
で
は
こ
れ
以
上
の
意
味
論
的
詮
索
に
立
ち
入
る
こ
と
な
く
、
さ
し
あ
た
っ
て
︿
あ
い
だ
﹀
に
は
、
①
二
者
の
関
係
性
、
②
関
係
を

生
ぜ
し
め
る
環
境
、
と
い
う
二
と
お
り
の
意
味
が
含
ま
れ
る
こ
と
だ
け
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
以
下
の
考
察
で
は
、
当
面
①
の
面
に
絞
っ

て
二
者
の
関
係
性
に
着
目
す
る
と
い
う
仕
方
で
、
二
種
の
︿
あ
い
だ
﹀
を
区
別
す
る
こ
と
と
す
る
。
②
の
面
に
つ
い
て
は
、
別
の
機
会
に

検
討
を
加
え
る
こ
と
と
し
た
い
。

〈
垂
直
の
あ
い
だ
〉

　

二
つ
の
も
の
の
関
係
が
︿
あ
い
だ
﹀
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
第
一
に
考
え
ら
れ
る
の
は
、
た
が
い
に
そ
の
あ
り
方
を
異
に
す
る
二
種
の

存
在
の
︿
あ
い
だ
﹀
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
け
る
︿
あ
い
だ
﹀
は
、
た
と
え
ば
神
と
人
間
の
よ
う
に
、
存
在
の
位
階
を
異
に
し
な
が
ら
、

そ
の
異
な
り
ゆ
え
に
成
立
す
る
関
係
を
指
す
。
そ
れ
は
、︿
上
位-

下
位
﹀
と
し
て
た
が
い
に
区
別
さ
れ
る
存
在
の
水
準
を
結
ぶ
こ
と
か

ら
す
る
と
、︿
垂
直
の
あ
い
だ
﹀
と
呼
ぶ
こ
と
が
ふ
さ
わ
し
い
。

　

垂
直
的
な
関
係
性
と
は
、
い
か
な
る
も
の
か
。
世
の
中
は
、﹁
人
間
﹂
が
表
す
と
お
り
、
た
が
い
に
よ
く
似
た
多
く
の
人
々
か
ら
構
成

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
か
ぎ
り
で
は
、
そ
の
中
の
一
が
他
を
超
え
る
位
置
に
立
つ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。﹁
人
間
﹂
つ
ま
り
﹁
人
︵
と
人
︶

の
あ
い
だ
﹂
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
︿
水
平
の
あ
い
だ
﹀
で
あ
っ
て
、︿
垂
直
の
あ
い
だ
﹀
で
は
な
い
。
し
か
し
、
人
間
社
会
か
ら
区
別

さ
れ
る
神
の
存
在
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
﹁
天
上
界
﹂
が
た
だ
ち
に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
よ
う
に
、
人
間
の
窺
い
知
れ
な
い
高
み
に
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
天
上
界
は
、
地
上
界
か
ら
隔
絶
し
た
位
置
に
あ
る
も
の
の
、
む
し
ろ
そ
の
隔
た
り
ゆ
え
に
、
超
越
的
な
作
用
に
よ
っ
て
人
間
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を
支
配
す
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
に
二
種
の
存
在
は
、
根
本
的
に
区
別
さ
れ
、
混
同
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
非
連
続
の
関

係
に
立
つ
。
し
か
も
こ
の
区
別
は
、
存
在
と
し
て
の
位
階
を
分
か
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
上
位
か
ら
下
位
へ
の
支
配
力
を
絶
対
の
も
の
と
す

る

│
上
下
の
弁
別
が
曖
昧
に
さ
れ
れ
ば
、
天
上
︵
神
︶
か
ら
地
上
︵
人
間
︶
へ
の
働
き
か
け
は
、
も
は
や
絶
対
確
実
な
も
の
と
は
言
え

な
く
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
で
関
係
す
る
二
者
は
、
た
が
い
に
混
じ
り
合
う
こ
と
が
な
い
よ
う
、
そ
れ
ぞ
れ
の
存
在
が
完
全
に
切
り
離

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
し
か
も
そ
う
し
た
分
断
を
つ
う
じ
て
、
一
方
か
ら
他
方
へ
の
支
配
が
実
現
す
る
と
い
う
逆
説
的
な
関
係
、﹁
非

連
続
の
連
続
﹂
を
構
成
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
分
断
即
結
合
を
表
す
こ
の
よ
う
な
二
元
的
関
係
こ
そ
、
西
洋
形
而
上
学
三
千
年

の
歴
史
を
貫
く
根
本
原
理
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
神-

人
間
、
イ
デ
ア-

感
覚
的
現
実
、︿
存
在
﹀-

存
在
者
、
等
々
お
な
じ
み
の
関
係
項
は
、

す
べ
て
こ
う
し
た
二
元
対
立
的
な
世
界
構
造
の
表
現
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
お
認
め
い
た
だ
け
よ
う︵

８
︶。

こ
れ
ら
の
例
が
物
語
る
の
は
、

現
実
を
超
え
た
超
越
の
次
元
と
の
か
か
わ
り
が
、
人
々
の
生
き
ら
れ
る
世
界
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
、
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
上
下
の
差
別
に
も
と
づ
く
関
係
性
が
、︿
垂
直
の
あ
い
だ
﹀
で
あ
る
。

〈
水
平
の
あ
い
だ
〉

　

前
項
の
説
明
中
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、﹁
人
間
﹂
つ
ま
り
﹁
人
の
あ
い
だ
﹂
は
、
存
在
の
位
階
が
同
じ
で
あ
る
も
の
同
士
の
関
係

で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
︿
垂
直
の
あ
い
だ
﹀
と
対
比
す
る
な
ら
、︿
水
平
の
あ
い
だ
﹀
と
呼
ぶ
こ
と
が
ふ
さ
わ
し
い
。︿
水
平
の
あ
い
だ
﹀
は
、

文
字
ど
お
り
地
上
的
な
横
の
連
帯
、
人
間
同
士
の
絆
で
あ
っ
て
、
国
家
を
は
じ
め
と
す
る
現
実
の
共
同
体
が
維
持
さ
れ
る
た
め
の
必
須
条

件
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
以
上
、
言
を
連
ね
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。
論
議
の
必
要
が
あ
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
確
か

な
以
上
二
種
の
︿
あ
い
だ
﹀
が
、
た
が
い
に
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
か
で
あ
る
。︿
垂
直
の
あ
い
だ
﹀
と
︿
水
平
の
あ
い
だ
﹀、
こ
の
二
つ

の
異
な
る
関
係
性
は
、
ど
の
よ
う
に
そ
れ
自
体
を
保
持
し
つ
つ
、
た
が
い
に
関
係
し
合
う
の
だ
ろ
う
か
。
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絶
対
者
で
あ
る
神
へ
の
信
仰
を
、
例
に
と
っ
て
考
え
る
。
何
者
か
が
特
定
の
神
を
信
じ
る
と
い
う
行
為
は
、
ど
こ
か
ら
生
ま
れ
る
の
か
。

そ
れ
は
通
常
、
当
の
神
を
信
じ
る
他
の
人
々
の
集
い
、
信
仰
共
同
体
の
働
き
に
よ
っ
て
生
じ
て
く
る
。
教
団
組
織
に
よ
る
伝
道
、
布
教
が

功
を
奏
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
人
の
信
者
が
誕
生
す
る
。
こ
の
あ
り
ふ
れ
た
例
が
物
語
る
の
は
、
特
定
の
個
人
に
つ
い
て
︿
垂
直
の
あ

い
だ
﹀
が
成
立
す
る
前
に
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
す
で
に
︿
水
平
の
あ
い
だ
﹀
が
開
か
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
、
お
よ
び
後
者
に
よ
っ
て

前
者
が
成
立
す
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
一
人
の
信
者
が
誕
生
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
地
上
的
な
横
の
つ
な
が
り
と
垂
直
的

な
︿
神-

人
﹀
の
つ
な
が
り
が
、
い
ず
れ
を
欠
く
こ
と
も
不
可
能
な
仕
方
で
、
同
時
的
に
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

で
は
、︿
水
平
の
あ
い
だ
﹀
を
実
現
す
る
共
同
体
は
、
ど
こ
か
ら
ど
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
る
の
か
。
ユ
ダ
ヤ
＝
キ
リ
ス
ト
教
の
ご
と

き
一
神
教
の
場
合
、
最
初
に
神
の
教
え
を
伝
え
る
べ
く
神
に
選
ば
れ
た
存
在

│
預
言
者

│
が
、
周
囲
の
人
々
に
働
き
か
け
て
地
上
的

な
集
い
を
組
織
す
る
。
神
と
の
垂
直
的
な
関
係
に
お
い
て
選
ば
れ
た
少
数
者
が
、
主
体
と
な
っ
て
地
上
の
国
を
つ
く
る
先
導
者
と
な
る
。

こ
の
あ
り
方
は
、
上
の
場
合
と
は
反
対
に
、︿
垂
直
の
あ
い
だ
﹀
が
︿
水
平
の
あ
い
だ
﹀
を
開
く
た
め
の
先
行
条
件
と
な
る
例
を
示
し
て

い
る
。

　

以
上
の
と
お
り
、
二
種
の
︿
あ
い
だ
﹀
は
、
い
ず
れ
が
先
か
後
か
は
別
に
し
て
、
一
と
他
が
た
が
い
に
必
要
不
可
欠
な
条
件
と
し
て
、

相
互
に
依
存
し
合
う
関
係
を
構
成
す
る
。
す
な
わ
ち
、︿
水
平
の
あ
い
だ
﹀
な
く
し
て
︿
垂
直
の
あ
い
だ
﹀
が
な
い
よ
う
に
、︿
垂
直
の
あ

い
だ
﹀
な
し
に
は
︿
水
平
の
あ
い
だ
﹀
が
あ
り
え
な
い
。
例
示
し
た
信
仰
共
同
体
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
二
種
の
︿
あ
い
だ
﹀
の
い
ず
れ
か

の
み
で
は
な
く
、
両
方
が
そ
の
存
立
の
カ
ギ
を
握
っ
て
い
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　

で
は
、
信
仰
共
同
体
か
ら
区
別
さ
れ
る
人
間
社
会
全
般
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
と
同
じ
こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う
か
。
管
見
に
よ
れ
ば
、﹁
神
﹂

や
類
似
の
名
称
で
呼
ば
れ
る
絶
対
者
、
超
越
的
存
在
を
戴
く
こ
と
が
な
い
人
間
社
会
は
、
歴
史
上
に
存
在
し
た
例
を
見
出
し
が
た
い
。
人

間
存
在
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
超
越
志
向
を
有
し
て
お
り
、
そ
う
い
う
志
向
に
応
え
る
こ
と
の
で
き
る
超
越
的
存
在
を
、
何
ら
か
の
実
体



二
八

關
西
大
學
﹃
文
學
論
集
﹄
第
六
十
七
巻
第
一
号

と
し
て
奉
る
こ
と
な
し
に
は
生
き
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
を
も
っ
と
簡
略
に
、︿
宗
教
の
必
需
﹀
と
い
う
言
い
方
で
要
約
し
て
も
よ

い
だ
ろ
う
。
本
稿
は
、
こ
の
点
を
反
省
の
原
点
に
据
え
る
。
た
だ
し
、
宗
教
的
絶
対
者
の
存
在
を
普
遍
的
事
実
と
し
て
想
定
す
る
に
せ
よ
、

そ
の
存
在
性
格
や
そ
れ
と
は
区
別
さ
れ
る
人
間
存
在
の
位
置
づ
け
、
両
者
の
関
係
性

│
︿
あ
い
だ
﹀

│
は
、
一
律
に
論
じ
る
こ
と
が

で
き
な
い
複
雑
さ
を
表
し
て
い
る
。
人
間
社
会
に
対
し
て
、
そ
の
上
位
に
立
つ
﹁
神
﹂
と
の
︿
垂
直
の
あ
い
だ
﹀
が
典
型
的
に
窺
わ
れ
る

の
は
、
ユ
ダ
ヤ
＝
キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ス
ラ
ー
ム
と
い
っ
た
一
神
教
的
世
界
で
あ
る
。
そ
の
対
極
に
は
、
人
間
と
神
と
の
断
絶
で
は
な
く
、

連
続
性
を
印
象
づ
け
る
別
の
タ
イ
プ
の
宗
教
が
存
在
す
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
ア
ジ
ア
や
ア
フ
リ
カ
な
ど
非
西
欧
的
世
界
に
拡
が
る
多

神
教
的
世
界
が
そ
れ
で
あ
り
、
日
本
の
神
道
や
神
道
と
習
合
し
た
仏
教
を
、
そ
の
代
表
に
挙
げ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

　

一
神
教
対
多
神
教
と
い
う
陳
腐
な
対
立
の
構
図
を
、
こ
こ
に
持
ち
出
す
つ
も
り
は
な
い
。
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、
二
種
の
︿
あ
い
だ
﹀

の
連
関
の
仕
方
が
異
な
る
社
会
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
と
き
、た
ま
た
ま
二
つ
の
宗
教
類
型
に
言
及
し
た
ま
で
に
過
ぎ
な
い
。︿
水
平
の
あ
い
だ
﹀

と
︿
垂
直
の
あ
い
だ
﹀、
こ
の
二
つ
の
︿
あ
い
だ
﹀
が
不
可
分
に
つ
な
が
る
構
図
は
、
い
か
な
る
社
会
で
も
変
わ
ら
な
い
。
と
は
い
え
、

タ
テ
︵
垂
直
︶
と
ヨ
コ
︵
水
平
︶
の
い
ず
れ
の
関
係
性
に
重
心
が
置
か
れ
る
か
で
、
二
種
の
社
会
も
し
く
は
宗
教
の
型
が
区
別
さ
れ
る
。

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
多
神
教
的
世
界
で
は
ヨ
コ
、
一
神
教
的
世
界
で
は
タ
テ
の
関
係
に
比
重
が
か
か
る
、
と
い
う
言
い
方
に
よ
っ
て
、

便
宜
上
二
つ
の
社
会
の
タ
イ
プ
が
区
別
さ
れ
る
。
そ
う
し
て
、
前
者
の
社
会
に
成
立
す
る
︿
あ
い
だ
﹀
の
性
格
を
端
的
に
示
す
も
の
が
、

﹁
形
の
論
理
﹂
で
あ
る
。
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二　
︿
型
﹀
と
︿
形
﹀

見
落
と
さ
れ
た
〈
型
〉

　

前
節
で
は
、
存
在
の
位
階
が
異
な
る
も
の
同
士
に
成
立
す
る
関
係
性
を
、︿
垂
直
の
あ
い
だ
﹀
に
見
立
て
た
。
し
か
し
、
日
本
人
哲
学

者
が
﹁
形
の
論
理
﹂
を
追
究
す
る
さ
い
、
反
省
の
出
発
点
に
置
い
た
の
は
、
同
位
の
水
準
に
あ
る
︿
形
﹀
の
存
在
で
あ
っ
た
。﹁
形
の
論
理
﹂

と
は
何
か
。
た
が
い
に
異
な
る
さ
ま
ざ
ま
な
︿
形
﹀
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
、
か
つ
変
化
し
て
ゆ
く
か
、
を
説
明
す
る
こ
と
の
で

き
る
理
論
装
置
で
あ
る
。
生
物
の
世
界
を
例
に
と
っ
て
、
考
え
て
み
よ
う
。
だ
れ
も
が
知
る
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
生
き
物
は
︿
形
﹀
を
も

つ
。
一
つ
の
生
物
個
体
は
、
生
長
す
る
過
程
で
そ
れ
自
体
の
姿
を
変
え
て
ゆ
く
。
個
体
と
し
て
の
誕
生
か
ら
死
滅
に
至
る
時
間
経
過
は
、

﹁
形
態
変
化
﹂︵transform

ation

︶
の
典
型
で
あ
る
。

　

し
か
し
、︿
形
﹀
の
変
化
を
時
間
軸
上
だ
け
で
把
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
一
つ
の
個
体
は
、
そ
れ
と
近
似
的
な
形
態
を
も
つ
他
の
個

体
と
結
び
つ
い
て
、
生
物
学
的
に
一
つ
の
種
を
形
成
す
る
。
種
の
形
成
に
は
、
個
体
同
士
の
生
殖
を
つ
う
じ
て
一
定
の
群
が
構
成
さ
れ
る

過
程
が
不
可
欠
で
あ
り
、
主
に
交
配
の
可
能
性
を
指
標
と
す
る
個
体
群
を
囲
い
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
つ
の
種
が
他
の
種
か
ら
区
別
さ

れ
る
。
博
物
誌
︵natural history

︶
か
ら
発
展
し
た
分
類
学
は
、︿
似
た
も
の
﹀
と
︿
似
な
い
も
の
﹀
を
並
べ
て
付
き
合
わ
せ
る
比
較

の
手
続
き
を
方
法
と
す
る
。
形
態
の
相
互
比
較
は
、
同
時
的
に
存
在
す
る
多
様
な
形
態
に
関
す
る
空
間
的
な
反
省
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

空
間
的
比
較
と
時
間
的
発
展
の
両
方
の
視
点
を
噛
み
合
わ
せ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
生
物
学
に
お
け
る
﹁
形
の
論
理
﹂
の
輪
郭
が
浮
か
び
上
が

っ
て
く
る
。
一
九
世
紀
に
お
い
て
、
分
類
学
の
リ
ン
ネ
、
進
化
論
の
ダ
ー
ウ
ィ
ン
と
い
っ
た
立
役
者
が
、
こ
れ
ら
二
つ
の
視
点
を
代
表
す

る
。
そ
こ
か
ら
眼
を
日
本
に
転
じ
る
と
、
一
九
三
〇
年
代
の
三
木
清
や
西
田
幾
多
郎
は
、
一
九
世
紀
後
半
か
ら
当
時
に
か
け
て
め
ざ
ま
し

い
発
展
を
遂
げ
た
生
物
学
の
知
見
に
ヒ
ン
ト
を
得
て︵

９
︶、﹁

形
の
論
理
﹂
を
構
想
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
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近
代
自
然
科
学
の
諸
分
野
の
中
で
、
最
も
遅
く
に
開
花
し
た
生
物
学
。
そ
の
成
立
に
さ
い
し
て
は
、
生
物
進
化
論
が
﹁
創
造
﹂
を
め
ぐ

る
聖
書
の
記
述
に
正
面
か
ら
背
馳
す
る
こ
と
か
ら
も
判
る
よ
う
に
、
人
間
を
含
め
た
自
然
全
体
が
、
神
の
手
か
ら
独
立
に
自
己
発
展
を
遂

げ
て
い
く
、
と
い
う
新
た
な
物
語
が
紡
ぎ
出
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ま
さ
に
こ
の
趨
勢
に
乗
じ
て
浮
上
し
た
の
が
、﹁
形
の
論
理
﹂

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
従
来
の
存
在
論
・
形
而
上
学
に
よ
っ
て
つ
い
ぞ
試
み
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
、
一
つ
の
挑
戦
を
意
味
す
る
。
す
な

わ
ち
、
存
在
論
的
に
同
位
の
存
在
者

│
そ
の
い
ず
れ
も
が
︿
形
﹀
と
し
て
並
び
立
つ

│
の
み
に
よ
る
自
己
発
展
の
図
式
を
具
体
化
す

る
こ
と
、
こ
れ
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
こ
と
は
、
同
時
に
存
在
論
的
︿
根
拠
﹀
の
不
在
、
と
い
う
未
曽
有
の
事
態
に
直
面
す
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。︿
形
﹀
の
成
立
を
説
明
す
る
の
は
、︿
形
﹀
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
こ
れ
は
、
そ
れ
自
体
が
︿
形
﹀
で
は

な
く
、︿
形
﹀
で
な
い
が
ゆ
え
に
、︿
形
﹀
を
生
み
出
す
根
拠
と
な
る
よ
う
な
﹁
神
﹂
を
前
提
す
る
、
伝
統
的
な
形
而
上
学
と
の
絶
縁
に
ほ

か
な
ら
な
い
。

　
﹁
形
の
論
理
﹂の
着
想
を
、
日
本
人
の
独
創
に
見
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
一
神
教
的
背
景
を
有
し
な
い
強
み︵
？
︶

に
よ
っ
て
、
神
な
し
の
存
在
論
を
う
ち
だ
す
こ
と
が
で
き
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
三
木
清
が
、
形
の
展
開
を
﹁
無
か
ら
の
創
造︶

10
︵

﹂
と

呼
び
、
師
の
西
田
幾
多
郎
が
、
東
洋
的
な
﹁
形
な
き
形︶

11
︵

﹂
の
意
義
を
強
調
し
た
こ
と
は
、
東
西
両
世
界
に
お
け
る
精
神
的
基
盤
の
異
質
性

が
、
彼
ら
の
う
ち
に
何
ほ
ど
か
自
覚
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
証
拠
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
自
覚
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
ら

の
手
が
け
た
﹁
形
の
論
理
﹂
は
、
完
成
を
見
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
彼
ら
が
参
照
し
た
文
献
の
中
に
は
、﹁
弁
証
法
﹂
と

称
す
る
歴
史
的
発
展
の
論
理
に
せ
よ
、
生
物
学
の
最
新
文
献
に
せ
よ
、
同
位
の
存
在
者
同
士
の
関
係
の
み
で
は
説
明
し
が
た
い
︿
形
﹀
の

発
展
を
根
拠
づ
け
る
こ
と
の
で
き
る
原
理
が
、

│
﹁
機
械
仕
掛
け
の
神
﹂
に
訴
え
る
術
が
、
も
は
や
な
い
以
上

│
含
ま
れ
て
い
な

か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
︿
形
﹀
の
発
展
変
化
は
、
お
そ
ら
く
同
位
の
存
在
者
で
あ
る
︿
形
﹀
の
み
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
か
と
い
っ
て
、
神
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の
ご
と
き
超
越
的
原
理
に
す
が
る
と
い
う
選
択
肢
は
、
も
は
や
残
さ
れ
て
い
な
い
。
と
す
る
と
、
そ
れ
を
説
明
す
る
う
え
で
必
要
な
も
の

は
何
か
。︿
形
﹀
と
不
可
分
に
関
係
す
る
が
、
そ
れ
自
体
は
︿
形
﹀
で
は
な
い
よ
う
な
何
か
、
東
洋
的
な
﹁
形
な
き
形
﹂
と
言
い
表
さ
れ

た
も
の
、
が
そ
れ
で
あ
る
。﹁
形
な
き
形
﹂
と
は
何
か
。
日
本
人
が
、
昔
か
ら
そ
れ
に
な
じ
み
、
尊
重
し
て
き
た
﹁
か
た
﹂︵
型
︶
で
あ
る
。

日
本
語
の
﹁
か
た
﹂
と
﹁
か
た
ち
﹂
は
、
そ
の
語
形
か
ら
し
て
も
、
ほ
と
ん
ど
同
じ
言
葉
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
と
軌
を
一
に
す

る
か
の
よ
う
に
、
西
欧
語
の
語
彙
に
お
い
て
も
、
二
語
が
区
別
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
西
田
や
三
木
に
し
て
も
、
お
そ
ら
く
は

何
ほ
ど
か
感
触
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︿
型
﹀
と
︿
形
﹀
の
違
い
に
、
十
分
な
注
意
を
払
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
は
、
日
本
人
で
あ

る
自
身
の
経
験
に
訊
く
よ
り
も
、
西
洋
の
文
献
を
典
拠
と
す
る
こ
と
が
習
い
性
と
な
っ
た
日
本
人
哲
学
者
の
宿
命
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
と

も
か
く
、
彼
ら
の
書
き
物
に
﹁
型
﹂
の
一
語
が
ま
っ
た
く
見
当
た
ら
な
い
と
い
う
事
実
は
、
日
本
的
な
﹁
型
の
文
化
﹂
が
、
彼
ら
に
よ
っ

て
顧
慮
さ
れ
な
か
っ
た
次
第
を
物
語
っ
て
い
る
。

〈
型
〉
の
存
在
性

　

さ
て
、﹁
か
た
ち
﹂
か
ら
区
別
さ
れ
る
か
ぎ
り
で
の
﹁
か
た
﹂
と
は
何
か
。﹁
か
た
﹂
は
、
そ
の
語
源
上
、
不
在
と
な
っ
た
状
態
を
表
す
。

た
と
え
ば
﹁
干
潟
﹂
と
は
、
そ
こ
に
元
々
あ
っ
た
海
水
が
引
い
て
し
ま
っ
て
無
と
な
っ
た
地
形
で
あ
る
。
そ
の
場
合
の
﹁
か
た
﹂
と
は
、

内
容
物
を
取
り
去
っ
て
残
っ
た
後
の
︿
痕
跡
﹀
を
意
味
す
る
か
ら
、
こ
の
語
か
ら
は
、
も
っ
ぱ
ら
そ
こ
に
あ
る
べ
き
も
の
が
不
在
に
な
っ

た
、
と
い
う
消
極
的
事
実
が
浮
か
び
上
が
る
。
し
か
し
そ
の
反
面
、﹁
か
た
﹂
に
は
、
そ
こ
に
何
か
が
関
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、﹁
か
た

ち
﹂
を
も
た
ら
す
と
い
う
、
積
極
的
な
意
味
が
含
ま
れ
る
。
た
と
え
ば
﹁
鋳
型
﹂
は
、
い
ま
だ
流
動
物
で
し
か
な
い
溶
け
た
金
属
を
﹁
か

た
ど
る
﹂
こ
と
に
よ
っ
て
成
形
し
、
実
用
的
な
機
能
を
与
え
る
存
在
で
あ
る
。
こ
の
種
の
︿
型
﹀
は
、
そ
れ
自
体
は
︿
形
﹀
で
は
な
い
も

の
の
、︿
形
﹀
以
前
の
渾
沌
た
る
内
容
に
︿
形
﹀
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
以
上
、﹁
か
た
﹂
を
め
ぐ
る
消
極
的
お
よ
び
積
極
的
な
二
つ
の
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用
例
か
ら
は
、﹁
か
た
﹂
が
﹁
か
た
ち
﹂
と
は
異
な
る
あ
り
方
を
も
つ
こ
と
、
し
か
も
そ
う
し
た
﹁
か
た
ち
﹂
と
の
異
な
り
に
よ
っ
て
、﹁
か

た
ち
﹂
と
の
密
接
な
関
係
が
生
じ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。

　

本
来
的
内
容
の
不
在
を
し
る
し
づ
け
る
﹁
干
潟
﹂
の
例
は
、﹁
か
た
ち
﹂
と
の
結
合
を
失
っ
た
﹁
か
た
﹂
が
、
も
は
や
︿
痕
跡
﹀
で
し

か
な
い
と
い
う
事
態
を
物
語
る
。
こ
の
と
き
、
痕
跡
た
る
干
潟
は
、
元
々
そ
れ
を
充
た
し
て
い
た
内
容
︵
海
水
︶
が
失
わ
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
浮
上
し
た
形
状
を
表
す
も
の
の
、
そ
れ
は
形
骸
化
し
た
形
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
意
味
に
お
け
る
︿
型
﹀
は
、
生
命
を
失
っ
て
固
定
化

し
た
も
の
、
文
化
的
発
展
に
お
け
る
停
滞
の
要
因
に
相
当
す
る
も
の
、
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
も
う
一
方
の﹁
鋳
型
﹂

の
例
は
、︿
型
﹀
が
︿
形
﹀
を
生
み
出
す
必
要
条
件
と
な
る
場
合
を
示
し
て
い
る
。︿
型
﹀
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
︿
形
﹀
が
具
体
化
す
る

あ
り
方
は
、
型
の
習
得
が
伝
統
芸
能
の
世
界
で
必
須
の
要
件
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
生
命
的
な
も
の
が
現
実
化
す
る
う
え
で
必
須
の
条

件
を
表
し
て
い
る
。

　

上
に
瞥
見
し
た
と
お
り
、︿
型
﹀
は
︿
形
﹀
か
ら
区
別
さ
れ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、︿
形
﹀
が
存
続
す
る
う
え
で
無
く
て
は
な
ら

な
い
重
大
な
役
割
を
担
い
つ
つ
、︿
形
﹀
と
関
係
す
る
。
そ
う
い
う
︿
型
﹀
の
存
在
性
を
立
ち
入
っ
て
究
明
す
る
こ
と
は
、﹁
形
の
論
理
﹂

の
具
体
化
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
お
判
り
い
た
だ
け
よ
う
。︿
形
﹀
と
︿
型
﹀
の
相
関
は
、
戦
前
の
日
本
人
哲
学
者

の
多
く
が
標
榜
し
た
﹁
弁
証
法
﹂
に
は
当
た
ら
な
い
。
弁
証
法
は
、
独
立
の
二
項
間
に
﹁
定
立
﹂﹁
反
定
立
﹂﹁
総
合
﹂
の
関
係
を
想
定
す

る
が
、
そ
の
よ
う
な
関
係
は
︿
形
﹀
と
︿
型
﹀
の
あ
い
だ
に
は
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
個
々
の
︿
形
﹀
は
、
そ
の
反
復
・
継
続
を
つ

う
じ
て
、
一
般
的
な
︿
型
﹀
へ
と
上
昇
す
る
。
こ
の
面
に
関
し
て
、︿
型
﹀
は
︿
形
﹀
を
前
提
し
、︿
形
﹀
な
く
し
て
︿
型
﹀
は
あ
り
え
な

い
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、︿
形
﹀
は
︿
型
﹀
に
先
行
す
る
。
で
は
、︿
形
﹀
は
そ
れ
自
体
、
ど
こ
か
ら
生
ま
れ
る
の
か
。︿
型
﹀
を
な
ぞ

る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、︿
形
﹀
が
︿
型
﹀
へ
と
上
昇
す
る
反
面
、︿
型
﹀
か
ら
の
下
降
に
よ
っ
て
︿
形
﹀
が
生
み
出
さ
れ

る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
は
、︿
型
﹀
が
︿
形
﹀
に
先
行
す
る
。︿
形
﹀
と
︿
型
﹀
│
お
望
み
と
あ
れ
ば
、
西
田
哲
学
の
用
語
で
あ
る
﹁
個
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物
﹂
と
﹁
一
般
者
﹂
に
置
き
換
え
て
も
よ
い

│
は
、
こ
の
よ
う
に
︿
上
昇
﹀
と
︿
下
降
﹀
を
つ
う
じ
て
、
相
互
適
応
的
か
つ
相
互
依
存

的
な
対
を
構
成
す
る
。

　
︿
型
﹀
は
、
た
し
か
に
一
面
で
超
越
的
規
範
の
性
格
を
帯
び
る
も
の
の
、︿
形
﹀
の
反
復
的
実
践
を
つ
う
じ
て
そ
れ
が
浮
上
す
る
点
か
ら

す
る
と
、︿
形
﹀
と
︿
型
﹀
は
連
続
的
・
一
体
的
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、︿
形
﹀
に
と
っ
て
︿
型
﹀
は
、
自
己
の
延
長
上
に
単
純
に
連

続
的
に
成
立
す
る
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、︿
形
﹀
が
文
字
ど
お
り
﹁
形
成
さ
れ
る
﹂
た
め
に
は
、︿
型
﹀
を
模
範
と
し

て
踏
襲
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
か
ら
だ
。
ふ
つ
う
、︿
型
﹀の
存
在
は
、
そ
れ
が﹁
形
な
き
形
﹂で
あ
る
以
上
、
目
に
見
え
な
い
。
で
は
、

︿
型
﹀
を
踏
襲
す
る
に
は
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
。︿
型
﹀
の
存
在
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
知
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
他
の
︿
形
﹀
を
と

お
し
て
窺
わ
れ
る
。
さ
ま
ざ
ま
に
存
在
す
る
︿
形
﹀
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
他
の
︿
形
﹀
に
と
っ
て
は
、
そ
の
背
後
に
潜
む
不
可
視
的
な
︿
型
﹀

の
存
在
に
近
づ
く
手
が
か
り
と
な
る
。︿
形
﹀
が
︿
形
﹀
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
す
べ
て
の
︿
形
﹀
が
他
の
︿
形
﹀
を
︿
型
﹀
へ
と
導
く

媒
介
者
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、︿
型
﹀
が
そ
れ
だ
け
で
単
独
に
成
立
す
る
こ
と
な
く
、
必
ず
︿
形
﹀
を
と
お
し
て
、︿
形
﹀

の
背
後
に
望
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
と
、︿
形
﹀
の
方
も
ま
た
、
そ
れ
自
体
で
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
必
ず
︿
型
﹀
と
の
関
連
の
下
に
、

背
後
に
潜
む
︿
型
﹀
と
相
即
一
体
の
も
の
と
し
て
立
ち
現
わ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

三　
︿
存
在
﹀
と
存
在
者

デ
ィ
ア
ロ
ゴ
ス
の
逆
説

　
﹁
形
の
論
理
﹂
の
検
討
を
、
こ
こ
で
い
っ
た
ん
打
ち
切
る
こ
と
に
す
る
。︿
型
﹀
と
︿
形
﹀
の
関
係
性
を
め
ぐ
る
考
察
が
明
ら
か
に
し
た
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の
は
、
そ
の
関
係
性
が
二
種
の
︿
あ
い
だ
﹀
を
意
味
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
の
︿
あ
い
だ
﹀
に
独
特
な
連
関
が
成
立
す
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
点
を
念
頭
に
置
い
て
、﹁
ア
ナ
ロ
ギ
ア
の
論
理
﹂に
目
を
転
じ
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
の
前
に
浮
上
す
る
の
は
、﹁
形
の
論
理
﹂

と
は
ま
っ
た
く
異
質
な
二
種
の
︿
あ
い
だ
﹀
の
あ
り
よ
う
で
あ
る
。

　
︿
型
﹀
と
︿
形
﹀
に
は
、
同
質
性
と
異
質
性
、
連
続
と
非
連
続
の
関
係
が
成
立
す
る
。
そ
こ
に
は
、
一
見
矛
盾
す
る
か
の
ご
と
き
二
つ

の
も
の
が
、
そ
の
異
な
り
を
保
ち
、
し
た
が
っ
て
対
立
的
で
あ
り
な
が
ら
一
つ
に
つ
な
が
る
﹁
即
一
的
﹂
関
係
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
に

対
し
て
、
形
而
上
学
を
基
礎
づ
け
る
存
在
論
的
関
係
に
は
、
こ
の
よ
う
な
﹁
即
﹂
の
性
格
は
微
塵
も
な
い
。︿
存
在
﹀
と
存
在
者
、
よ
り

具
体
的
に
は
神
と
人
に
つ
い
て
、
連
続
的
一
体
的
な
関
係
性
と
い
う
も
の
は
な
く
、
断
絶
の
み
が
支
配
す
る
。
本
稿
に
お
け
る
既
出
の
言

い
回
し
に
よ
る
な
ら
、︿
垂
直
の
あ
い
だ
﹀
が
際
立
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
異
な
る
二
つ
の
も
の
が
、
ど
こ
ま
で
も
差
異
・
対
立

を
維
持
し
な
が
ら
、
そ
れ
ゆ
え
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
、
通
常
の
知
性
に
よ
っ
て
は
理
解
し
に
く
い
論
理
に
も
と
づ
く
関
係
性
で
あ

る
。
二
つ
の
も
の
が
、
た
が
い
に
断
絶
し
な
が
ら
結
び
つ
く
、
と
い
う
逆
説
。
こ
の
逆
説
こ
そ
、
西
洋
世
界
を
三
千
年
近
く
に
わ
た
っ
て

支
配
し
て
き
た
究
極
の
論
理
た
る
デ
ィ
ア
ロ
ゴ
ス
︵dialogos

︶、
す
な
わ
ち
﹁
弁
証
法
﹂︵dialectic

︶
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と

を
ふ
ま
え
て
、
弁
証
法
の
根
本
批
判
を
遂
行
し
た
の
が
山
内
得
立
で
あ
り
、
そ
の
さ
い
に
課
題
と
し
て
自
覚
さ
れ
た
の
が
、﹁
ア
ナ
ロ
ギ

ア
の
論
理
﹂
で
あ
る
。

　

二
つ
の
も
の
が
、
本
来
別
々
で
あ
り
な
が
ら
、
別
々
で
あ
る
が
ゆ
え
に
関
係
す
る
、
と
い
う
ア
ナ
ロ
ゴ
ス
の
逆
説
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア

の
プ
ラ
ト
ン
に
遡
る
。
そ
の
イ
デ
ア
論
に
お
け
る
イ
デ
ア
と
感
覚
的
世
界
の
区
別
は
、
そ
の
後
も
叡
智
界
と
感
性
界
の
﹁
二
世
界
論
﹂
に

受
け
継
が
れ
る
な
ど
、
西
洋
形
而
上
学
全
体
を
貫
く
根
本
思
想
と
な
っ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
二
つ
の
も
の
が
、
存
在
と
し
て
の
本
質
を

異
に
し
な
が
ら
、
ど
う
し
て
関
係
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
こ
れ
は
、
今
日
ま
で
十
全
な
解
答
が
得
ら
れ
て
い
な
い
難
問
で
あ
る
。

山
内
が
こ
の
問
題
に
関
し
て
参
照
し
た
の
は
、﹁
ア
ナ
ロ
ギ
ア
の
論
理
﹂
で
あ
る
。
戦
前
の
論
文
﹁
ア
ナ
ロ
ギ
ア
思
想
の
位
置
﹂︵
一
九
三



三
五

︿
あ
い
だ
﹀
か
ら
︿
縁
﹀
へ

│
﹁
形
の
論
理
﹂
と
﹁
ア
ナ
ロ
ギ
ア
の
論
理
﹂︵
木
岡
︶

七
年
︶
に
沿
っ
て
、
そ
の
大
筋
を
辿
っ
て
み
よ
う
。

超
弁
証
法

　

ア
ナ
ロ
ゴ
ス
と
デ
ィ
ア
ロ
ゴ
ス
は
、
ロ
ゴ
ス
の
形
態
と
し
て
関
連
的
に
把
え
ら
れ
る
。
根
幹
と
な
る
ロ
ゴ

ス
は
、
そ
の
発
展
の
上
で
、
ロ
ゴ
ス
︵logos

︶、
ア
ナ
ロ
ゴ
ス
︵analogos

︶、
カ
タ
ロ
ゴ
ス
︵katalogos

︶

と
い
う
三
つ
の
経
路
を
辿
る
。そ
の
う
ち
ロ
ゴ
ス
に
関
し
て
は
、ソ
ク
ラ
テ
ス
が
単
一
の
ロ
ゴ
ス
を
探
究
し
、

プ
ラ
ト
ン
が
二
つ
の
ロ
ゴ
ス
︵
デ
ィ
ア
ロ
ゴ
スdialogos

、
弁
証
法
︶
を
確
立
し
た
後
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

に
よ
っ
て
三
つ
の
ロ
ゴ
ス
︵
シ
ュ
ン
ロ
ゴ
スsunlogos

、
三
段
論
法
︶
が
形
成
さ
れ
た
。
こ
の
流
れ
に
お

い
て
、
ロ
ゴ
ス
の
三
つ
の
根
本
的
形
態
の
一
つ
で
あ
る
﹁
ア
ナ
ロ
ゴ
ス
﹂
は
、﹁
ロ
ゴ
ス
﹂
と
並
ぶ
上
位
区

分
に
位
置
す
る
。
そ
う
し
て
﹁
ロ
ゴ
ス
﹂
に
つ
い
て
の
下
位
区
分
の
一
つ
が
、﹁
デ
ィ
ア
ロ
ゴ
ス
﹂
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
関
係
は
、
上
の
表
の
ご
と
く
で
あ
る
。

　

第
二
の
ロ
ゴ
ス
で
あ
る
ア
ナ
ロ
ゴ
ス
は
、
第
三
の
カ
タ
ロ
ゴ
ス
と
の
対
比
に
よ
っ
て
、
そ
の
性
格
が
明
ら

か
と
な
る
。kata

は
﹁
上
か
ら
下
へ
﹂
を
意
味
し
、
時
間
的
継
起
の
秩
序
に
し
た
が
っ
て
把
握
さ
れ
る
歴

史
的
な
も
の
の
ロ
ゴ
ス
に
属
し
て
い
る
︵﹁
目
録
﹂
と
し
て
の
カ
タ
ロ
グ
の
用
法
は
、
こ
れ
に
由
来
す
る
︶。

ana

は
こ
れ
に
対
し
て
、﹁
下
か
ら
上
へ
﹂、
派
生
的
な
も
の
か
ら
原
理
的
な
も
の
に
至
る
秩
序
を
意
味
す
る
。

﹁
ア
ナ
ロ
ゴ
ス
と
は
⋮
二
つ
の
異
れ
る
も
の
が
互
に
異
れ
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
同
一
の
ロ
ゴ
ス
に
よ
っ
て

支
配
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
あ
ら
は
し
て
い
る︶

12
︵

﹂。
異
な
る
二
つ
の
も
の
を
同
一
の
ロ
ゴ
ス
が
支
配
す
る
、

と
は
い
か
な
る
こ
と
か
。
そ
の
典
型
は
、
数
的
な
比
例
関
係
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、a

：c

＝b

：d

と
い
う

　　　　　　ａ　ロゴス　　　……単一のもののロゴス
Ⅰ　ロゴス　ｂ　ディアロゴス……二つのもののロゴス
　　　　　　ｃ　シュンロゴス……三つのもののロゴス

Ⅱ　アナロゴス……下から上へのロゴス

Ⅲ　カタロゴス……上から下へのロゴス

表

│
ロ
ゴ
ス
の
区
分
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比
例
式
で
言
う
な
ら
、2

：4

＝6

：12 

と
い
う
式
に
お
け
る
、c

がa

の
、d

がb

の
二
倍
に
な
る
と
い
う
関
係
が
、﹁
同
一
の
ロ
ゴ

ス︶
13
︵

﹂
で
あ
る
。
カ
タ
ロ
ゴ
ス
が
歴
史
的
な
思
考
で
あ
る
の
に
対
し
、
ア
ナ
ロ
ゴ
ス
は
数
学
的
、
自
然
科
学
的
な
思
考
で
あ
る
。

　

表
が
示
す
ご
と
く
、
ア
ナ
ロ
ゴ
ス
は
ロ
ゴ
ス
か
ら
区
別
さ
れ
、
つ
ね
に
ロ
ゴ
ス
と
の
関
連
で
把
え
ら
れ
る
。
ロ
ゴ
ス
に
つ
い
て
行
わ
れ

た
三
つ
の
区
分
は
、
ア
ナ
ロ
ゴ
ス
と
ど
う
関
連
す
る
の
か
。
ま
ず
、﹁
ロ
ゴ
ス
﹂
が
﹁
秩
序
の
論
理
﹂
と
い
う
位
置
づ
け
を
得
た
の
は
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
ロ
ゴ
ス
が
そ
れ
自
体
と
し
て
秩
序
的
な
も
の
を
意
味
す
る
点
か
ら
、
ア
ナ
ロ
ギ
ア
は
﹁
規
則
的
な
﹂﹁
規

範
に
従
っ
て
﹂
等
の
意
味
を
具
え
、﹁
数
学
的
厳
密
さ
に
於
て
で
は
な
く
と
も
、
何
ら
か
の
秩
序
に
於
て
正
し
く
位
置
づ
け
ら
れ
た
る
関

係
を
表
は
し
て
ゐ
た︶

14
︵

﹂と
さ
れ
る
。
世
界
の
本
質
を
数
の
秩
序
と
し
た
、
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
学
派
か
ら
発
展
す
る
ア
ナ
ロ
ゴ
ス
。
そ
こ
か
ら
、

デ
ィ
ア
ロ
ゴ
ス
︵﹁
対
話
﹂
さ
ら
に
は
﹁
弁
証
法
﹂︶
を
根
本
的
立
場
と
す
る
プ
ラ
ト
ン
が
登
場
す
る
。

　

山
内
は
、
プ
ラ
ト
ン
に
お
け
る
﹁
弁
証
法
﹂
を
、
人
間
の
思
惟
方
式
と
し
て
最
も
原
本
的
な
も
の
の
一
つ
と
評
価
す
る
。
た
だ
し
問
題

は
、
二
つ
の
も
の
の
関
係
に
あ
る
。
デ
ィ
ア
ロ
ゴ
ス
と
は
、﹁
二
つ
の
も
の
の
分
た
れ
た
る
区
分
の
間
に
行
は
れ
る
と
こ
ろ
の
ロ
ゴ
ス︶

15
︵

﹂

で
あ
る
。
単
に
二
つ
の
も
の
が
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
、
ケ
ー
オ
ス
︵
渾
沌
︶
で
あ
っ
て
、
ロ
ゴ
ス
と
は
言
え
な
い
。
二
つ
の
も
の
が
、

正
当
な
理
由
に
よ
っ
て
た
が
い
に
区
別
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
存
在
性
を
主
張
す
る
こ
と
、
そ
の
う
え
で
異
な
る
二
つ
の
も
の
の
関
係
を
確

立
す
る
こ
と
、
こ
の
二
点
が
デ
ィ
ア
ロ
ゴ
ス
の
要
諦
で
あ
る
。
第
一
点
に
関
し
て
、
プ
ラ
ト
ン
は
一
と
多
、
イ
デ
ア
と
現
象
を
明
別
し
た
。

二
つ
の
も
の
は
、
存
在
的
に
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
な
く
、
し
た
が
っ
て
混
同
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　

そ
れ
で
は
、
根
本
的
に
区
別
さ
れ
た
二
つ
の
も
の
の
関
係
は
、
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
。﹁
ア
ナ
ロ
ギ
ア
思
想
の
位
置
﹂
と
近
い

時
期
に
書
か
れ
た
二
篇
の
論
文
、﹁
超
弁
証
法
﹂﹁
混
合
の
論
理︶

16
︵

﹂
に
は
、
プ
ラ
ト
ン
弁
証
法
の
詳
細
に
わ
た
る
分
析
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

　

二
つ
の
も
の
が
区
分
さ
れ
る
と
き
、
二
者
に
論
理
的
な
関
係
を
設
定
す
る
必
要
か
ら
、﹁
媒
介
﹂
が
考
え
ら
れ
た
。
し
か
し
、
区
分
さ

れ
た
二
つ
の
も
の
は
、﹁
媒
介
せ
ら
る
る
こ
と
な
し
に
、
即
ち
い
は
ば
間
接
的
に
で
は
な
く
、
直
接
的
に
結
合
す
る︶

17
︵

﹂。
プ
ラ
ト
ン
の
場
合
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に
は
、
近
代
の
弁
証
法
と
は
異
な
り
、
二
者
の
間
に
矛
盾
的
媒
介
を
認
め
な
い
﹁
存
在
的
弁
証
法
﹂
も
し
く
は
﹁
超
弁
証
法
﹂
が
成
り
立

つ
、
と
い
う
の
が
山
内
の
見
解
で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
の
弁
証
法
に
お
い
て
、
そ
の
根
本
を
な
す
の
は
、﹁
混
合
の
論
理
﹂
で
あ
る
と
い
う︶

18
︵

。

比
例
性
の
ア
ナ
ロ
ギ
ア

　

戦
後
の
山
内
は
、﹁
意
味
﹂
の
究
明
を
図
っ
た
﹃
意
味
の
形
而
上
学
﹄︵
一
九
六
七
年
︶﹁
第
十
一　

表
現
の
論
理
﹂
に
お
い
て
、
ア
ナ

ロ
ギ
ア
の
問
題
を
集
中
的
に
取
り
上
げ
て
い
る
。
西
田
哲
学
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
っ
た
﹁
表
現
﹂
を
取
り
上
げ
る
こ
と
自
体
、
山
内
が
西

田
の
忠
実
な
弟
子
で
あ
っ
た
事
実
を
物
語
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
山
内
は
、
西
田
の
﹁
弁
証
法
的
論
理
﹂
と
は
異
な
る
立
場
で
、
師
の
残

し
た
﹁
表
現
﹂
の
問
題
に
新
た
な
光
を
当
て
よ
う
と
企
て
た
。

　

表
現
と
は
、
一
と
多
の
関
係
で
あ
る︶

19
︵

。
こ
の
定
義
を
め
ぐ
っ
て
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
モ
ナ
ド
論
が
最
初
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
山
内
は
、

そ
こ
に
ア
ナ
ロ
ギ
ア
の
思
想
が
認
め
ら
れ
る
と
し
つ
つ
も
、
一
と
多
の
﹁
予
定
調
和
﹂
と
い
う
周
知
の
解
決
を
拒
ん
で
、
中
世
に
目
を
転

じ
る
。
ト
ー
マ
ス
・
デ
ル
・
ヴ
ィ
オ
︵
カ
エ
タ
ヌ
ス
︶
に
は
、﹁
不
等
の
ア
ナ
ロ
ギ
ア
﹂︵A

nalogia inequalitatis

︶、﹁
属
性
の
ア
ナ
ロ

ギ
ア
﹂︵A

nalogia attributatis

︶、﹁
比
例
性
の
ア
ナ
ロ
ギ
ア
﹂︵A

nalogia proportionalitatis

︶、
と
い
う
三
つ
の
ア
ナ
ロ
ギ
ア
概
念

が
見
ら
れ
る
。﹁
不
等
の
ア
ナ
ロ
ギ
ア
﹂
は
、
同
語
異
義
、
異
語
同
義
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
名
と
物
と
の
不
一
致
の
関
係
を
指
す
。﹁
属

性
の
ア
ナ
ロ
ギ
ア
﹂
は
、
た
と
え
ば
﹁
人
間
﹂
と
﹁
健
康
﹂
の
よ
う
に
、
一
な
る
本
体
と
そ
の
属
性
の
関
係
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、
神

と
人
の
よ
う
に
断
絶
し
た
も
の
の
関
係
は
、︿
本
体-

属
性
﹀
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
扱
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
か
く
し
て
、
断
絶
的
な
も
の

の
関
係
を
う
ち
た
て
る
の
が
、
第
三
の
﹁
比
例
性
の
ア
ナ
ロ
ギ
ア
﹂
で
あ
る
。

　

こ
れ
を
展
開
し
た
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の﹁
善
﹂を
例
と
し
て
、
比
例
を
説
明
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

善
一
般
、
善
の
イ
デ
ア
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
す
べ
て
に
遍
在
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
事
物
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
り
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
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が
善
に
関
係
す
る
。﹁
等
し
い
の
は
事
物
が
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
於
て
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
に
於
て
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
Ａ
と
Ｂ
と
が
直
接

に
等
し
い
の
で
は
な
く
、Ａ
と
Ｃ
と
の
関
係
が
Ｂ
と
Ｄ
と
の
関
係
に
等
し
い
の
で
あ
る︶

20
︵

﹂。こ
こ
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
は
、A

：C

＝B

：

D

の
比
例
式
が
表
す
よ
う
な
﹁
関
係
﹂
の
等
し
さ
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
解
さ
れ
た
﹁
比
例
性
︵
等
比
性
︶
の
ア
ナ
ロ
ギ
ア
﹂
に
よ
っ
て
、

一
と
多
の
関
係
が
明
ら
か
と
な
る︶

21
︵

。

　

一
と
多
、
神
と
人
間
の
間
に
、
本
体
と
属
性
の
関
係
は
成
り
立
た
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
は
そ
れ
ぞ
れ
﹁
一
﹂
あ
る
い
は
神
に

関
係
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
を
つ
う
じ
て
他
の
人
々
と
も
関
係
す
る
。
こ
の
関
係
の
核
心
は
、﹁
比
例
﹂︵
等
比
、proportion

︶
に
あ
る
。

し
か
し
、﹁
等
比
は
二
つ
の
事
物

4

4

の
量
的

4

4

関
係
で
あ
る
が
等
比
性
は
二
つ
の
関
係

4

4

の
質
的
関
係
で
あ
る︶

22
︵

﹂。﹁
等
比
性
﹂
が
量
的
関
係
で
は

な
く
質
的
関
係
で
あ
る
と
は
、
そ
れ
が
異
な
る
も
の
同
士
の
﹁
比
喩
﹂︵m

etaphor

︶
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

A

：C

＝B

：D

を
、
た
と
え
ば2
：3
＝4

：6

の
よ
う
な
数
的
比
例
式
で
表
す
と
き
、
後
項
が
前
項
の
1.5
倍
で
あ
る
と
い
う
量
的

関
係
が
、﹁
同
一
の
ロ
ゴ
ス︶

23
︵

﹂
と
し
て
成
り
立
つ
。
こ
れ
が
﹁
等
比
﹂
で
あ
る
。
し
か
し
﹁
質
的
関
係
﹂
は
、
そ
の
よ
う
な
量
的
比
例
と

は
異
な
り
、
直
接
に
等
号
に
よ
っ
て
は
結
び
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
種
類
の
関
係
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
数
学
的
な
比
例
関
係
︵A

：

C

＝B

：D

︶は
、
Ａ
と
Ｃ
の
関
係
が
、
Ｂ
と
Ｄ
の
関
係
に
相
当
す
る
と
い
う
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
定
義︶

24
︵

と
同
じ
意
味
で
、A

：C

≒B

：

D

と
い
う
﹁
類
比
関
係
﹂︵analogon

︶
に
書
き
換
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る︶

25
︵

。
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︿
あ
い
だ
﹀
か
ら
︿
縁
﹀
へ

│
﹁
形
の
論
理
﹂
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﹁
ア
ナ
ロ
ギ
ア
の
論
理
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岡
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四　
︿
意
味
﹀
と
し
て
の
︿
縁
﹀

表
現
の
論
理

　

デ
ィ
ア
ロ
ゴ
ス
︵
二
つ
の
も
の
の
ロ
ゴ
ス
︶
は
、︿
存
在
﹀
か
ら
隔
絶
さ
れ
た
存
在
者
同
士
が
、
た
が
い
に
比
喩
と
な
る
﹁
存
在
の
ア

ナ
ロ
ギ
ア
﹂
に
到
達
す
る
。
山
内
は
、
そ
れ
を
﹁
表
現
の
論
理
﹂
と
呼
ん
だ
。﹁
表
現
﹂
と
は
何
か
。︿
表
さ
れ
る
も
の
﹀
と
︿
表
す
も
の
﹀

と
の
﹁
一
と
多
﹂
の
関
係
で
あ
る
。﹁
多
﹂
な
る
存
在
者
に
よ
っ
て
表
さ
れ
る
の
は
、﹁
一
﹂
す
な
わ
ち
︿
存
在
﹀
の
意
味
で
あ
る
。﹁
表
現
﹂

に
つ
い
て
、
山
内
は
次
の
ご
と
く
に
言
う
。

　

表
現
の
論
理
は
お
そ
ら
く
は
ア
ナ
ロ
ギ
ア
の
論
理
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
⋮
表
現
と
は
何
も
の
か
を
示
し
、
何
事
か
を
表
わ
す
も
の
で

あ
る
が
、
表
わ
す
も
の
と
表
わ
さ
れ
る
も
の
と
は
別
の
世
界
に
属
す
る
。
表
わ
す
も
の
は
精
神
の
作
用
で
あ
り
、
表
わ
さ
れ
る
も
の
は

物
的
事
物
で
あ
る
こ
と
も
あ
ろ
う
、
前
者
が
意
味
で
あ
り
、
後
者
が
存
在
で
あ
る
で
も
あ
ろ
う
。
此
等
は
互
に
異
っ
た
も
の
で
あ
り
少

く
と
も
両
者
の
間
に
は
大
な
る
距
離
が
あ
り
、
そ
の
故
に
対
他
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
表
現
と
は
こ
れ
ら
の
異

他
的
な
も
の
の
間
に
な
お
何
ら
か
の
統
一
を
求
め
ん
と
す
る
、
一
見
全
く
異
っ
て
互
に
何
の
連
絡
も
な
い
も
の
の
間
に
さ
え
な
お
統
一

を
企
て
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
企
て
に
こ
た
え
う
る
も
の
は
ア
ナ
ロ
ギ
ア
の
統
一
よ
り
外
に
な
い
こ
と
も
既
に

論
ぜ
ら
れ
た
。
こ
の
論
理
は
Ａ
と
Ａ
と
の
同
一
性
で
も
な
く
、
Ａ
と
Ｂ
と
の
相
等
性
で
も
な
く
、
全
く
異
な
っ
た
二
物
を
第
三
者
に
よ

っ
て
統
一
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
論
理
の
厳
密
さ
に
於
て
欠
く
る
と
こ
ろ
あ
る
が
、
統
一
の
範
囲
に
於
て
最
も
広
大
な
る

も
の
で
あ
る
。
我
々
は
こ
の
第
三
者
と
し
て
﹁
意
味
﹂
の
世
界
を
比
定
し
た
。
そ
れ
は
単
に
両
者
の
中
間
に
あ
る
第
三
者
で
あ
る
の
み

で
は
な
く
ま
さ
に
仲
介
者
で
あ
り
、verm

itteln

す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
中
間
者
を
存
在
と
見
る
こ
と
は
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こ
の
統
一
を
可
能
に
す
る
所
以
で
は
な
く
却
っ
て
ア
ナ
ロ
ギ
ア
の
論
理
を
破
壊
す
る
も
の
で
あ
る
。
中
間
者
は
存
在
で
は
な
く
、
意
味

で
あ
り
、
ア
ナ
ロ
ギ
ア
は
存
在
の
論
理
で
は
な
く
意
味
の
論
理
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い︶

26
︵

。

　

か
く
し
て
山
内
は
、﹁
ア
ナ
ロ
ギ
ア
の
論
理
﹂
を
存
在
論
の
領
域
か
ら
引
き
出
し
、﹁
意
味
の
論
理
﹂
に
転
換
す
る
。
こ
の
手
続
き
は
、

何
を
物
語
る
の
か
。
デ
ィ
ア
ロ
ゴ
ス
な
い
し
﹁
弁
証
法
﹂
に
関
し
て
、
西
洋
形
而
上
学
が
絶
対
的
な
枠
組
み
と
す
る
︿
存
在
﹀
を
、﹁
意
味
﹂

の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
、
無
記
と
す
る
道
が
開
か
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
筆
者
の
言
い
方
に
よ
る
な
ら
、
そ
れ
は
、
さ
ま
ざ
ま

な
存
在
者
と
そ
の
上
位
に
立
つ
︿
存
在
﹀
を
結
び
つ
け
る
︿
存
在
の
ア
ナ
ロ
ギ
ア
﹀
が
、︿
無
の
ア
ナ
ロ
ギ
ア︶

27
︵

﹀
に
転
じ
ら
れ
た
と
い
う

こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
う
し
て
、
日
本
人
山
内
が
こ
の
よ
う
な
転
釈
を
行
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
東
洋
的
・
日
本
的
な﹁
形
の
論
理
﹂

と
西
洋
的
な
﹁
ア
ナ
ロ
ギ
ア
の
論
理
﹂
の
接
近
に
、
道
が
開
か
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
二
つ
の
︿
あ
い
だ
﹀
の
相
関
、
と
い
う

本
稿
の
テ
ー
マ
が
、
こ
う
し
て
浮
上
し
て
く
る
。

二
つ
の
論
理
と
〈
あ
い
だ
〉
の
相
関

　

二
つ
の
論
理
は
、
い
ず
れ
も
二
種

│
垂
直
的
と
水
平
的

│
の
︿
あ
い
だ
﹀
を
含
み
、
そ
れ
ら
の
相
関
を
前
提
す
る
。
確
認
の
た
め

に
、
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
︿
あ
い
だ
﹀
の
あ
り
よ
う
を
ま
と
め
て
述
べ
る
な
ら
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
﹁
形
の
論
理
﹂
に
お
い
て
は
、︿
型-

形
﹀
の
関
係
が
︿
垂
直
の
あ
い
だ
﹀
で
あ
る
。︿
型
﹀
は
、
形
而
上
学
的
絶
対
者
の
ご
と
く
、︿
形
﹀

か
ら
独
立
に
そ
れ
自
体
と
し
て
屹
立
す
る
存
在
で
は
な
く
、
つ
ね
に
︿
形
﹀
と
関
係
し
つ
つ
存
立
す
る
。
す
な
わ
ち
︿
型
﹀
は
、︿
形
﹀

の
継
続
・
反
復
の
中
か
ら
浮
上
し
て
、
規
範
化
す
る︶

28
︵

。
と
と
も
に
翻
っ
て
、︿
型
﹀
は
、
そ
れ
を
模
倣
す
る
側
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
︿
形
﹀

を
生
み
出
す
原
理
と
な
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
原
理
的
な
︿
型
﹀
も
、︿
形
﹀
の
実
践
を
つ
う
じ
て
破
棄
さ
れ
、
つ
く
り
か
え
ら
れ
る
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運
命
、︿
型
破
り
﹀
を
免
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
上
位
の
︿
型
﹀
と
下
位
の
︿
形
﹀
に
は
、
位
階
的
な
差
別
が
成
り
立
つ
も
の
の
、
二

元
論
的
な
対
立
・
断
絶
は
あ
り
え
な
い
。
こ
れ
が
、﹁
形
の
論
理
﹂
に
お
け
る
︿
垂
直
の
あ
い
だ
﹀
で
あ
る
。

　

そ
れ
と
並
ん
で
、﹁
形
の
論
理
﹂
を
特
徴
づ
け
る
の
は
、
同
位
の
水
準
に
あ
る
︿
形-

形
﹀
の
関
係
、︿
水
平
の
あ
い
だ
﹀
で
あ
る
。
多

様
な
︿
形
﹀
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
現
在
の
水
準
を
突
破
し
て
、︿
型
﹀
に
な
る
こ
と
を
め
ざ
す
。
日
本
的
な
芸
能
や
武
芸
の
﹁
道
﹂
が
、
そ

う
し
た
自
己
超
越
の
プ
ロ
セ
ス
、﹁
修
行
﹂
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
。
個
々
の
︿
形
﹀
は
、
他
の
︿
形
﹀
と
い
か
に

関
係
す
る
か
。
道
を
究
め
よ
う
と
す
る
主
体
に
と
っ
て
、
他
の
︿
形
﹀
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
自
己
に
と
っ
て
の
︿
差
異
﹀

│
つ
ま
り
は
、

別
の
可
能
性

│
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、︿
型
﹀
に
向
か
う
こ
と
の
で
き
る
き
っ
か
け
で
あ
る
。
卑
俗

な
例
に
置
き
換
え
る
な
ら
、
ス
ポ
ー
ツ
の
世
界
で
は
、
ラ
イ
ヴ
ァ
ル
の
存
在
が
、
自
己
を
高
め
る
た
め
に
不
可
欠
で
あ
る
よ
う
な
も
の
だ
。

一
つ
の
︿
形
﹀
に
と
っ
て
、
他
の
︿
形
﹀
の
存
在
は
、
競
合
的
な
場
面
で
は
対
抗
的
・
敵
対
的
と
な
る
が
、
信
仰
共
同
体
の
場
合
の
よ
う

に
協
調
的
な
場
面
で
は
、
自
己
超
越
へ
と
導
い
て
く
れ
る
援
助
者

│
﹁
菩
薩︶

29
︵

﹂
│
と
も
な
り
う
る
。︿
水
平
の
あ
い
だ
﹀
で
あ
る
︿
形

-

形
﹀
の
関
係
は
、
か
く
し
て
︿
型-

形
﹀
と
い
う
︿
垂
直
の
あ
い
だ
﹀
に
接
続
さ
れ
、
た
が
い
に
連
動
す
る
。

　

他
方
、﹁
ア
ナ
ロ
ギ
ア
の
論
理
﹂
の
本
家
と
目
さ
れ
る
西
洋
の
形
而
上
学
は
、﹁
形
の
論
理
﹂
と
は
ま
っ
た
く
異
質
な
存
在
論
的
関
係
を

想
定
す
る
。
絶
対
者
と
そ
れ
に
依
存
す
る
相
対
者
の
関
係
、︿
存
在
﹀と
存
在
者
の
関
係
、
が
そ
れ
で
あ
る
。﹁
絶
対
﹂︵absolute

︶と
は
、

﹁
離
れ
て
独
り
在
る
﹂︵ab

-solus

︶
30
︵

︶と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
存
立
を
他
に
依
存
し
な
い︿
存
在︶

31
︵

﹀そ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な︿
存

在
﹀
と
存
在
者
に
は
、
明
瞭
に
︿
垂
直
の
あ
い
だ
﹀
が
成
立
す
る
︵
こ
の
関
係
に
比
べ
れ
ば
、
上
述
し
た
よ
う
な
︿
型-

形
﹀
の
関
係
に

お
い
て
は
、︿
型
﹀の
超
越
性
が
際
立
た
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
も
、
同
じ︿
垂
直
の
あ
い
だ
﹀と
い
う
言
い
方
を
当
て
は
め
る
の
は
、﹁
ア

ナ
ロ
ギ
ア
の
論
理
﹂
と
比
較
し
て
論
じ
る
必
要
か
ら
の
便
宜
的
適
用
で
あ
る
︶。

　

こ
ち
ら
の
場
合
、
同
位
に
あ
る
存
在
者
同
士
に
成
立
す
る
関
係
が
、︿
水
平
の
あ
い
だ
﹀
を
構
成
す
る
。
先
に
も
挙
げ
た
と
お
り
、
同
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じ
神
の
下
に
形
成
さ
れ
る
信
仰
共
同
体
が
、
そ
の
典
型
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
て
、
山
内
の
﹁
表
現
の
論
理
﹂
に
示
さ
れ
た
﹁
比
例
性

の
ア
ナ
ロ
ギ
ア
﹂
が
、︿
水
平
の
あ
い
だ
﹀
と
︿
垂
直
の
あ
い
だ
﹀
に
必
然
的
相
関
が
成
り
立
つ
理
由
を
説
明
す
る
。
す
な
わ
ち
、
一
人

の
神
観
念
は
、
他
の
神
観
念
と
比
較
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
た
が
い
に
比
喩
と
し
て
機
能
す
る
一
連
の
ア
ナ
ロ
ゴ
ン
︵
比

例
関
係
︶
を
構
成
す
る

│
︿
水
平
の
あ
い
だ
﹀
を
開
く
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
時
に
、
各
主
体
が
も
つ
超
越
的
な
神
と
の
関
係
性

│
︿
垂
直
の
あ
い
だ
﹀

│
が
強
化
さ
れ
る
と
い
う
仕
方
で
、
二
種
の
︿
あ
い
だ
﹀
の
相
互
連
関
が
成
立
す
る
。

〈
あ
い
だ
〉
か
ら
〈
縁
〉
へ

　

以
上
、
二
種
の
︿
あ
い
だ
﹀
が
、
い
ず
れ
の
論
理
に
お
い
て
も
相
関
す
る
構
造
を
も
つ
事
情
を
見
き
わ
め
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、﹁
ア

ナ
ロ
ギ
ア
の
論
理
﹂
と
﹁
形
の
論
理
﹂
の
相
互
接
近
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
で
、
終
わ
る
こ
と
も
で
き
る︶

32
︵

。
し
か
し
本
稿
は
、
そ
こ
か
ら
一

歩
を
進
め
、︿
あ
い
だ
﹀
を
︿
縁
﹀
に
置
き
換
え
る
と
こ
ろ
ま
で
、
議
論
を
進
め
て
お
き
た
い
と
考
え
る
。
と
い
う
の
は
、
東
西
両
世
界

を
代
表
す
る
二
つ
の
論
理
に
関
し
て
、
同
一
的
側
面
と
差
異
的
側
面
が
明
ら
か
と
な
っ
た
今
、
双
方
の
差
異
を
認
め
つ
つ
、
対
立
を
乗
り

越
え
る
た
め
の
試
み
が
、
い
ず
れ
の
側
か
ら
も
仕
掛
け
ら
れ
て
よ
い
、
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
の
提
案
が
、
東
洋
の
側

か
ら
の
︿
縁
の
論
理
﹀
に
な
る
、
と
筆
者
は
確
信
す
る
。

　
︿
あ
い
だ
﹀
が
含
意
す
る
﹁
中
﹂
は
、﹃
中
論
﹄︵
龍
樹
︶
に
遡
る
大
乗
仏
教
の
思
想
を
表
す
。︿
縁
﹀
が
﹁
縁
起
説
﹂
に
由
来
す
る
仏
教

の
思
想
で
あ
る
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
こ
で
は
、︿
縁
の
倫
理︶

33
︵

﹀
が
現
代
世
界
の
閉
塞
を
突
破
す
る
可
能
性
に
言
及
す
る
。

　
︿
縁
の
倫
理
﹀
は
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
自
己
と
は
無
関
係
な
他
者
に
対
し
て
も
、
自
他
の
︿
あ
い
だ
﹀
を
開
く
。
こ
こ
に
未
曾
有
の
倫

理
的
地
平
が
出
現
す
る
。﹁
ご
縁
に
よ
っ
て
﹂
成
り
立
つ
人
と
人
の
関
係
は
、
そ
れ
以
前
に
当
事
者
同
士
に
知
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た

そ
の
関
係
が
、︿
縁
﹀
の
成
立
と
同
時
に
確
認
さ
れ
信
じ
ら
れ
る
、
と
い
っ
た
偶
然
的
か
つ
必
然
的
な
関
係
で
あ
る︶

34
︵

。
そ
れ
が
偶
然
的
で
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︿
あ
い
だ
﹀
か
ら
︿
縁
﹀
へ

│
﹁
形
の
論
理
﹂
と
﹁
ア
ナ
ロ
ギ
ア
の
論
理
﹂︵
木
岡
︶

あ
る
の
は
、
甲
に
と
っ
て
乙
と
の
出
会
い
が
、
ま
っ
た
く
予
想
外
の
仕
方
で
不
意
打
ち
的
に
起
こ
っ
た
た
め
に
、﹁
無
い
こ
と
が
で
き
る︶

35
︵

﹂

と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
が
必
然
的
で
あ
る
の
は
、
い
っ
た
ん
生
じ
た
時
点
で
は
、
そ
の
出
会
い
が
ま
さ
し
く
避
け
が
た

い
仕
方
で
起
こ
っ
た
、
と
い
う
確
信
を
生
む
か
ら
で
あ
る
。

　
︿
邂
逅
﹀
の
名
に
値
す
る
す
べ
て
の
出
会
い
に
は
、
偶
然
的
＝
必
然
的
の
両
義
性
、
つ
ま
り
﹁
運
命︶

36
︵

﹂
の
意
味
が
伴
う
。
そ
れ
が
生
じ

た
時
点
で
は
、
そ
の
廻
り
合
わ
せ
を
運
命
と
し
て
引
き
受
け
る
以
外
に
な
い
と
い
う
実
感
が
、﹁
あ
り
が
た
い
ご
縁
で
﹂
と
い
っ
た
日
常

用
い
ら
れ
る
言
い
回
し
に
込
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
人
の
よ
く
知
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。﹁
ご
縁
﹂
を
信
じ
る
人
々
の
﹁
あ
り
が
た
い
﹂

思
い
は
、
そ
れ
を
実
現
す
る
こ
と
に
与
っ
た
神
仏
へ
の
感
謝
を
含
み
つ
つ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
引
き
合
わ
さ
れ
た
他
者
に
対
す
る
︿
責
任
﹀

の
意
識
を
生
み
出
さ
ず
に
は
お
か
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、︿
邂
逅
﹀
に
よ
っ
て
、
垂
直
的
と
水
平
的
、
二
重
の
︿
あ
い
だ
﹀
が
一
体
と
な

っ
て
成
り
立
つ
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
二
重
の
︿
あ
い
だ
﹀
で
あ
る
、
と
い
う
そ
の
こ
と
自
体
、
や
や
も
す

れ
ば
垂
直
的
な
関
係
が
突
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
水
平
的
な
関
係
を
閉
ざ
し
て
き
た
、
過
去
の
普
遍
性
追
求
の
企
て
と
は
、
異
な
る
行

き
方
を
意
味
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、︿
縁
﹀
に
寄
せ
ら
れ
る
思
い
は
、
当
事
者
各
々
が
い
か
な
る
神
あ
る
い
は
仏
を
信
じ
よ
う
と
︵
あ

る
い
は
信
じ
ま
い
と
︶、
そ
れ
に
拘
泥
す
る
こ
と
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
現
前
す
る
他
者
と
の
︿
あ
い
だ
﹀
を
開
く
こ
と
へ
と
向
け
ら
れ
る
か

ら
で
あ
る
。

無
の
ア
ナ
ロ
ギ
ア

　

も
ち
ろ
ん
、
い
か
な
る
神
を
絶
対
者
と
し
て
仰
ぐ
か
は
、
信
仰
主
体
の
一
人
一
人
に
と
っ
て
、
抜
き
差
し
な
ら
ぬ
重
み
を
も
っ
た
問
題

で
あ
る
。
甲
の
信
じ
る
神
と
乙
の
信
じ
る
神
が
異
な
る
場
合
、
両
者
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
精
神
的
共
同
体
に
属
し
、
そ
れ
ゆ
え
生
き
る
世

界
を
異
に
す
る
。
そ
の
さ
い
、
一
方
も
し
く
は
双
方
が
、
お
の
れ
の
神
を
い
っ
た
ん
棚
上
げ
に
す
る
こ
と
で
、
は
じ
め
て
対
話
の
場
が
開
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か
れ
る
。
そ
れ
は
、
水
平
的
な
︿
あ
い
だ
﹀
を
開
く
た
め
に
、
自
身
と
そ
の
神
と
の
垂
直
的
な
︿
あ
い
だ
﹀
へ
の
信
を
、
何
ほ
ど
か
留
保

す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
さ
い
、
お
の
れ
の
信
仰
を
、
し
ば
し
棚
上
げ
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
信
仰
を
放
棄
す
る
こ
と
で
は
な

い
。
と
い
う
の
も
、︿
縁
﹀
を
結
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
に
連
な
る
人
々
を
唯
一
特
定
の
神
に
結
び
つ
け
る
こ
と
な
く
、
各
人
各
様
の

信
の
立
場
を
維
持
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
相
互
の
信
頼
を
か
ち
と
る
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、︿
縁
﹀

と
は
な
に
よ
り
も
ま
ず
、︿
水
平
の
あ
い
だ
﹀
で
あ
る
。

　

な
ぜ
、︿
水
平
の
あ
い
だ
﹀
が
︿
垂
直
の
あ
い
だ
﹀
に
先
行
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
い
か
な
る
神
も
、
他
の
神
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
ど
の
神
も
絶
対
で
あ
り
、
絶
対
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
さ
し
く
そ
れ
ゆ
え
、
一
つ
の
世
界

が
唯
一
絶
対
の
神
を
戴
く
と
き
、
そ
の
神
は
、
そ
れ
の
君
臨
す
る
世
界
と
別
の
神
を
戴
く
他
の
世
界
と
を
結
び
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

世
界
Ａ
と
世
界
Ｂ
が
相
対
す
る
と
き
、
Ａ
の
神
と
Ｂ
の
神
は
、
い
ず
れ
も
他
方
の
世
界
を
支
配
す
る
地
位
に
立
つ
こ
と
は
で
き
な
い
。
と

い
う
こ
と
は
、
二
つ
の
世
界
が
結
び
つ
こ
う
と
す
る
な
ら
、
い
ず
れ
の
神
も
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一

つ
の
世
界
が
他
の
世
界
と
邂
逅
す
る
と
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
世
界
を
支
配
す
る
神
が
、
い
っ
た
ん
否
定
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
を
敷
衍
す
る
な

ら
、︿
邂
逅
﹀
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
神
が
自
己
否
定
を
免
れ
な
い
。
だ
が
、
そ
の
こ
と

│
す
べ
て
の
神
が
自
己
否
定
を

経
る
こ
と

│
に
よ
っ
て
、
一
転
、
い
か
な
る
神
も
そ
の
存
立
を
奪
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
あ
り
方
が
、﹁
レ
ン
マ
の
論
理
﹂
に
よ
っ
て
成

立
す
る
。
す
べ
て
の
神
が
否
定
さ
れ
る
、
と
い
う
絶
対
的
な
否
定
に
よ
っ
て
、
即4

す
べ
て
の
神
が
肯
定
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、﹁
即
の
論
理
﹂

に
お
け
る
第
三
レ
ン
マ
︵
絶
対
否
定
︶
か
ら
第
四
レ
ン
マ
︵
絶
対
肯
定
︶
へ
の
翻
り
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
こ
そ
、﹁
無
の
ア
ナ

ロ
ギ
ア
﹂
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

山
内
得
立
が
、
最
終
的
に
﹁
即
非
の
論
理︶

37
︵

﹂
と
し
て
う
ち
だ
し
た
の
は
、
つ
づ
め
て
言
え
ば
、﹁
存
在
の
ア
ナ
ロ
ギ
ア
﹂
に
お
け
る
﹁
存

在
﹂︵
神
︶
を
﹁
絶
対
無
﹂︵﹁
非
﹂︶
に
置
き
替
え
た
﹁
無
の
ア
ナ
ロ
ギ
ア
﹂
で
あ
る
。
こ
れ
を
従
来
の
存
在
論
的
思
考
に
引
き
寄
せ
て
説
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︿
あ
い
だ
﹀
か
ら
︿
縁
﹀
へ

│
﹁
形
の
論
理
﹂
と
﹁
ア
ナ
ロ
ギ
ア
の
論
理
﹂︵
木
岡
︶

明
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、
人
々
は
特
定
の
神
を
信
仰
す
る
代
り
に
﹁
無
﹂
を
信
じ
る
、
と
い
っ
た
言
い
方
を
と
ら
ざ
る
を
え
な
い
。﹁
無

を
信
じ
る
﹂
と
は
、
ま
こ
と
に
異
様
な
言
い
回
し
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
が
そ
の
こ
と
は
、
他
者
の
信
仰
に
対
し
て
、
ど
こ
ま
で
も
開

か
れ
た
寛
容
さ
の
姿
勢
を
も
っ
て
臨
む
、
と
い
う
こ
と
を
論
理
的
に
言
い
換
え
た
に
す
ぎ
な
い
。
心
あ
る
信
仰
者
は
、
か
つ
て
そ
の
よ
う

に
異
教
徒
や
不
信
の
徒
に
接
し
て
き
た
は
ず
だ
し
、
い
ま
も
お
そ
ら
く
そ
う
で
あ
る
だ
ろ
う
。
た
だ
現
在
の
世
界
は
、
そ
の
こ
と
を
個
々

の
宗
教
的
人
格
に
委
ね
る
だ
け
で
は
す
ま
さ
れ
な
い
破
局
に
陥
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
つ
の
一
神
教
的

世
界
が
、
他
の
そ
れ
と
相
互
排
反
的
な
関
係
に
立
っ
て
せ
め
ぎ
合
う
状
況
は
、
そ
れ
ら
の
世
界
が
信
奉
し
て
き
た
二
元
論
的
原
理
の
超
克

を
要
求
す
る
。︿
あ
い
だ
﹀
を
開
く
新
た
な
倫
理
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
た
め
の
︿
邂
逅
の
論
理
﹀
が
、
確
立
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

本
稿
は
、
そ
の
手
が
か
り
を
二
種
の
︿
あ
い
だ
﹀
に
求
め
つ
つ
、︿
水
平
の
あ
い
だ
﹀
が
︿
垂
直
の
あ
い
だ
﹀
に
先
行
す
る
と
い
う
︿
縁
﹀

の
構
造
が
、
最
終
結
論
と
な
り
う
る
こ
と
を
示
し
た
の
で
あ
る
。

註︵
１
︶﹁「
論
理
」
へ
の
問
い
﹂﹃
関
西
大
学 

文
学
論
集
﹄
第
六
十
六
巻
第
一
号
、
二
〇
一
六
年
。

︵
２
︶
こ
の
答
え
に
至
る
ま
で
の
反
省
の
全
容
は
、
近
刊
予
定
の
拙
著
﹃
邂
逅
の
論
理
﹄︵
春
秋
社
、
二
〇
一
七
年
︶
に
示
さ
れ
る
。
本
稿
は
、
そ
の
結
論
に

多
少
の
補
足
的
考
察
を
加
え
て
、
再
提
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

︵
３
︶
旧
稿
﹁︿
形
の
論
理
﹀
と
風
土
学
的
構
想
力

│
一
九
三
〇
年
代
日
本
哲
学
と
の
対
話
か
ら
﹂
の
再
論
。﹃
関
西
大
学 

文
学
論
集
﹄
第
五
十
八
巻
第
一
号
、

二
〇
〇
八
年
、
に
お
い
て
こ
の
問
題
を
取
り
扱
っ
た
。

︵
４
︶
筆
者
は
、
フ
ラ
ン
ス
留
学
中
の
二
〇
〇
二
年
、
現
象
学
者
と
し
て
高
名
な
ダ
ス
ト
ゥ
ー
ル
︵Françoise D

astur

︶
が
、
木
村
か
ら
借
用
し
た
こ
の
概

念
︵
フ
ラ
ン
ス
語
で
は
、
前
置
詞
を
名
詞
化
し
たl'«entre»

と
訳
さ
れ
る
︶
を
講
演
の
論
題
に
掲
げ
た
例
に
接
し
た
こ
と
が
あ
る
。
木
村
の
専
門
で
あ

る
精
神
病
理
学
、
そ
の
方
法
で
あ
る
現
象
学
の
関
係
者
に
、﹁
あ
い
だ
﹂
に
注
目
す
る
人
が
多
い
こ
と
の
一
例
で
あ
る
。

︵
５
︶
木
村
敏
﹃
あ
い
だ
﹄
弘
文
堂
、
一
九
八
八
年
。
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︵
６
︶
大
槻
文
彦
﹃
大
言
海
﹄
冨
山
房
、
一
九
四
二
年
、
第
一
巻
、
一
〇
八
頁
、
一
一
〇
頁
で
は
、﹁
合
処
﹂︵
間
処
︶︵
ア
ヒ
ド
︶
の
転
と
し
て
、﹁
あ
う
処
﹂

の
義
と
さ
れ
て
い
る
。

︵
７
︶
英
独
仏
に
共
通
す
るm

ilieu

︵
環
境
︶
は
、
そ
の
語
形
︵m

i-lieu

︶
が
物
語
る
よ
う
に
、﹁
中
間
の
場
所
﹂
を
表
す
。

︵
８
︶
山
内
得
立
戦
前
の
﹃
體
系
と
展
相
﹄︵
弘
文
堂
書
房
、
一
九
三
七
年
︶
各
章
、
特
に
﹁
超
弁
証
法
﹂
で
は
、
プ
ラ
ト
ン
以
来
の
形
而
上
学
が
拠
っ
て
立
つ
、

こ
う
し
た
論
理
構
造
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

︵
９
︶
西
田
が
﹁
論
理
と
生
命
﹂︵
一
九
三
六
年
︶
の
文
中
に
引
くJ.S.H
aldane, T

he Philosophical Basis of Biology

は
、
当
時
の
生
物
学
の
代
表
的

な
文
献
で
あ
る
。

︵
10
︶﹃
構
想
力
の
論
理
﹄[
三
木
清
全
集
第
八
巻]

岩
波
書
店
、
一
九
六
七
年
、
四
〇
九
頁
。

︵
11
︶﹁
幾
千
年
来
我
等
の
祖
先
を
孚
み
来
っ
た
東
洋
文
化
の
根
柢
に
は
、
形
な
き
も
の
の
形
を
見
、
声
な
き
も
の
の
声
を
聞
く
と
云
っ
た
様
な
も
の
が
潜
ん

で
居
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
﹂︵﹃
働
く
も
の
か
ら
見
る
も
の
へ
﹄﹁
序
﹂︹
西
田
幾
多
郎
全
集
第
四
巻
︺
岩
波
書
店
、
一
九
六
五
年
、
六
頁
。︶

︵
12
︶﹃
體
系
と
展
相
﹄
六
八
頁
。

︵
13
︶
数
的
比
例
関
係
は﹁
比
例︵
等
比
︶﹂︵proportion

︶を
表
す
が
、後
に
示
す
よ
う
に
、よ
り
重
要
性
を
も
つ
の
は
、﹁
比
例
性︵
等
比
性
︶﹂︵proportionality

︶

の
ア
ナ
ロ
ギ
ア
で
あ
る
。

︵
14
︶﹃
體
系
と
展
相
﹄
六
九-

七
〇
頁
。

︵
15
︶
同
書
二
五
頁
。

︵
16
︶
山
内
は
、
同
書
の
﹁
序
﹂
に
お
い
て
、
執
筆
年
代
の
遅
い
も
の
か
ら
順
に
各
篇
を
配
列
し
た
と
述
べ
て
い
る
。﹁
ア
ナ
ロ
ギ
ア
思
想
の
位
置
﹂
に
先
行

す
る
二
篇
は
、
同
論
文
の
公
刊
後
に
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

︵
17
︶
同
書
二
八
頁
。

︵
18
︶﹁
混
合
の
論
理
﹂
と
は
、
い
か
な
る
も
の
か
。
本
稿
で
は
説
明
を
略
さ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
註
︵
2
︶
に
挙
げ
た
拙
著
の
﹁
第

八
章　

ア
ナ
ロ
ギ
ア
の
論
理
﹂
を
お
読
み
い
た
だ
き
た
い
。

︵
19
︶﹃
意
味
の
形
而
上
学
﹄
岩
波
書
店
、
一
九
六
七
年
、
三
四
三
頁
以
下
。

︵
20
︶
同
書
三
五
〇
頁
。
こ
の
定
義
は
、
当
然
な
が
ら
、
中
世
哲
学
に
先
行
す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
﹁
甲
の
乙
に
対
す
る
関
係
が
丙
の
丁
に
対
す
る
関
係
に

類
似
す
る
場
合
﹂︵﹃
詩
学
﹄︶
と
い
う
ア
ナ
ロ
ゴ
ス
の
定
義
を
踏
襲
し
て
い
る
。



四
七

︿
あ
い
だ
﹀
か
ら
︿
縁
﹀
へ

│
﹁
形
の
論
理
﹂
と
﹁
ア
ナ
ロ
ギ
ア
の
論
理
﹂︵
木
岡
︶

︵
21
︶
こ
の
後
に
つ
づ
い
て
、
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
は
比
例
の
ア
ナ
ロ
ギ
ア
と
比
例
性
の
ア
ナ
ロ
ギ
ア
を
区
別
し
、
前
者
に
よ
っ
て
被
造
物
と
神
の
関
係
、

後
者
に
よ
っ
て
個
物
と
個
物
の
関
係
を
考
え
た
、
と
す
る
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
本
書
に
と
っ
て
特
に
重
要
で
あ
り
、
注
目
す
べ
き
点
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
立
ち
入
っ
た
議
論
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

︵
22
︶﹃
意
味
の
形
而
上
学
﹄
三
五
一
頁
。

︵
23
︶
前
出
註
︵
13
︶
参
照
。

︵
24
︶﹃
詩
学
﹄［
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
全
集
17
］
今
道
友
信
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
二
年
、
七
七
頁
。
な
お
、
前
註
︵
20
︶
を
参
照
。

︵
25
︶﹁

≒

﹂
で
結
ば
れ
る
ア
ナ
ロ
ゴ
ン
の
典
型
は
、
和
辻
哲
郎
﹃
風
土
﹄﹁
第
二
章　

三
つ
の
類
型
﹂
に
現
れ
る
風
土
間
の
比
較
で
あ
る
。﹁
モ
ン
ス
ー
ン
﹂

と
﹁
沙
漠
﹂
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
気
候
学
的
特
質
と
人
間
性
の
関
係
が
成
立
す
る
。
モ
ン
ス
ー
ン
に
お
け
る
﹁湿

潤

：受
容

性

・忍
従

性

﹂
と
沙

漠
に
お
け
る
﹁乾

燥
：戦

闘
性

・服
従

性

﹂
と
は
、
た
が
い
に
異
質
な
関
係
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、﹁
モ
ン
ス
ー
ン
に
お
い
て
人
間
が
受
容
的
・

忍
従
的
で
あ
る
よ
う
に
、
沙
漠
に
お
い
て
人
間
は
戦
闘
的
・
服
従
的
で
あ
る
﹂
と
い
う
言
い
回
し
が
成
り
立
つ
よ
う
に
、
異
質
な
風
土
の
あ
り
方
は
、

た
が
い
に
他
を
知
る
た
め
の
﹁
比
喩
﹂︵
メ
タ
フ
ァ
︶
を
構
成
す
る
。

︵
26
︶
同
書
三
六
四-

三
六
五
頁
。

︵
27
︶
拙
著
﹃
邂
逅
の
論
理
﹄
の
ほ
か
、
次
の
拙
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
。﹁
無
の
ア
ナ
ロ
ギ
ア

│
山
内
得
立
に
お
け
る
東
西
の
︿
総
合
﹀﹂
京
都
大
学
哲
学
論

叢
刊
行
会
編
﹃
哲
学
論
叢
﹄
第
四
一
号
、
二
〇
一
四
年
。

︵
28
︶﹁
た
だ
一
つ
の
機
会
に
だ
け
行
な
わ
れ
た
「
形
」
は
「
型
」
で
は
な
い
。
あ
る
「
形
」
が
「
型
」
に
な
っ
て
定
着
し
固
定
す
る
の
は
、
幾
度
も
繰
り
返

し
て
そ
の
「
形
」
が
演
じ
ら
れ
、
時
代
の
観
客
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
「
形
」
が
あ
る
種
の
規
範
と
な
っ
て
、
俳
優
か
ら
俳
優
へ

と
伝
承
さ
れ
る
こ
と
が
前
提
と
な
る
﹂︵
源
了
圓
﹃
型
﹄
創
文
社
、
一
九
八
九
年
、
一
三
頁
︶

︵
29
︶
田
辺
元
は
、﹁
社
会
存
在
の
論
理
﹂
に
お
い
て
、
種
的
社
会
を
﹁
人
類
的
国
家
﹂
へ
と
転
換
す
る
た
め
に
﹁
類
的
個
﹂
の
媒
介
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と

を
主
張
し
、
そ
う
し
た
個
の
存
在
を
﹁
菩
薩
﹂
に
喩
え
て
い
る
。
藤
田
正
勝
編
﹃
種
の
論
理
﹄
田
辺
元
哲
学
選
Ⅰ　

岩
波
文
庫
、
二
〇
一
〇
年
。
な
お
、

前
註
︵
２
︶
に
挙
げ
た
﹃
邂
逅
の
論
理
﹄﹁
第
六
章　
︿
あ
い
だ
﹀
を
開
く
主
体
﹂﹁
三　
︿
あ
い
だ
﹀
を
開
く

│
菩
薩
行
﹂
を
参
照
。

︵
30
︶
山
内
得
立
﹃
ロ
ゴ
ス
と
レ
ン
マ
﹄
岩
波
書
店
、
一
九
七
四
年
、
一
〇
八
頁
。

︵
31
︶
山
内
の
弟
子
で
あ
る
山
田
晶
は
、
そ
の
ト
マ
ス
研
究
に
お
い
て
、
神
を
﹁
在
り
て
在
る
も
の
﹂
と
し
、
被
造
物
を
﹁
在
ら
し
め
ら
れ
て
在
る
も
の
﹂
と

し
て
、
明
確
に
区
別
し
て
い
る
。



四
八

關
西
大
學
﹃
文
學
論
集
﹄
第
六
十
七
巻
第
一
号

︵
32
︶﹃
邂
逅
の
論
理
﹄
の
結
論
に
不
足
が
あ
る
と
い
う
訳
で
は
な
い
が
、
東
洋
的
世
界
の
住
人
と
し
て
付
言
す
る
な
ら
、
と
い
う
含
み
に
お
い
て
、
本
稿
の

狙
い
を
理
解
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

︵
33
︶﹁
縁
の
論
理
﹂
お
よ
び
﹁
縁
の
倫
理
﹂
に
つ
い
て
は
、
同
書
﹁
第
九
章　

縁
の
結
ぶ
世
界
へ
﹂
を
参
照
。

︵
34
︶
俗
に
言
わ
れ
る
﹁
見
え
な
い
赤
い
糸
﹂
は
、
関
係
の
成
立
と
同
時
に
、
そ
れ
ま
で
知
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
そ
の
既
在
性
が
確
信
さ
れ
る
、
と
い
う

︿
縁
﹀
の
不
可
思
議
さ
を
物
語
っ
て
い
る
。

︵
35
︶
九
鬼
周
造
﹃
偶
然
性
の
問
題
﹄
岩
波
文
庫
、
二
〇
一
二
年
、
一
三
頁
。

︵
36
︶﹁
運
命
と
し
て
の
偶
然
性
は
、
必
然
性

4

4

4

と
の
異
種
結
合
に
よ
っ
て
、﹁
必
然-

偶
然
者
﹂
の
構
造
を
示
し
、
超
越
的
威
力
を
も
っ
て
厳
と
し
て
人
間
の
全

存
在
性
に
臨
む
の
で
あ
る
﹂︵
同
書
二
四
四
頁
︶。

︵
37
︶
遺
著
﹃
隨
眠
の
哲
学
﹄︵
燈
影
社
、
二
〇
〇
二
年
︶
に
お
け
る
山
内
の
論
述
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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