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凡
例

本
Ｐ
Ｄ
Ｆ
は
、
岩
波
書
店
刊
『
三
木
清
全
集
』（1966

〜68

、1986

年
）
よ
り
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
以
下

の
よ
う
な
改
定
を
施
し
て
い
る
。

・
旧
漢
字
は
新
漢
字
に
改
め
、
旧
仮
名
遣
い
は
新
仮
名
使
い
に
改
め
た
。

・
送
り
仮
名
を
一
部
現
代
的
に
改
め
た
。「
表
は
す
・
現
は
す
・
顕
は
す
・
著
は
す
・
露
は
れ
」
は
「
表
す
・
現
す
・
顕
す
・

著
す
・
露
れ
」
と
、「
明
か
」
は
「
明
ら
か
」、「
少
い
」
は
「
少
な
い
」、「
異
る
」
は
「
異
な
る
」
な
ど
多
数
に
の
ぼ
る
。

・「
帰き
ち
ゃ
く著
」
な
ど
現
代
的
に
は
「
著
」
で
は
な
く
「
着
」
が
使
わ
れ
る
ケ
ー
ス
は
「
帰
着
」
等
と
変
え
た
。「
屡
」
は
「
屡
々
」

と
し
た
。「
愈
い
よ
い
よ」「

益
ま
す
ま
す」

も
「
愈
々
」「
益
々
」
と
。

・
人
名
な
ど
カ
タ
カ
ナ
表
記
は
論
文
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
が
、
主
な
も
の
は
統
一
し
た
。
殊
に
「
ヰ
・

ヸ
・
ヷ
」
な
ど
現
代
で
は
使
わ
れ
な
い
も
の
は
す
べ
て
変
え
た
。

・
ル
ビ
は
底
本
に
あ
る
も
の
は
す
べ
て
取
り
入
れ
て
い
る
が
、
加
え
て
、
漢
字
の
読
み
と
し
て
作
成
者
が
追
加
し
た
。
そ

れ
ら
の
区
別
は
し
て
い
な
い
。

・〔
〕
は
編
者
。【
】
に
よ
る
注
記
、
お
よ
び
ペ
ー
ジ
左
端
の
脚
注
は
作
成
者
の
も
の
で
あ
る
。「
解
題
」
は
作
成
者
に
よ
る
。

・
文
献
名
が
青
字
斜
体
で
あ
る
の
は
ネ
ッ
ト
上
に
公
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
文
献
中
の
ロ
ー
マ
数
字
は
ア
ル
フ
ァ

ベ
ッ
トI, II, IV, X

で
代
用
し
て
い
る
。

・
ギ
リ
シ
ャ
文
字
はTekniaG

reek font

を
使
っ
て
い
る
。
但
しφι

は
作
成
ソ
フ
ト
と
の
相
性
が
悪
く
別
フ
ォ
ン
ト
で
あ
る
。



底
本
と
し
た
全
集
の
編
集
方
針
は
、「
原
則
と
し
て
最
終
稿
を
原
典
と
し
、
校
異
は
特
別
の
他
示
さ
な

い
。
明
確
な
誤
記
・
誤
植
以
外
は
原
形
を
保
存
す
る
。
歴
史
的
意
義
を
持
つ
初
期
著
作
は
原
形
の
ま

ま
収
録
し
、
各
種
発
表
さ
れ
た
た
ぐ
い
の
も
の
は
、
分
類
し
年
代
順
に
配
列
し
た
。」
と
あ
る
。

底
本
と
し
た
全
集
は
、
次
の
五
氏
の
編
集
よ
り
な
っ
た
も
の
で
す
。

大
内　

兵
衛

東
畑　

精
一

羽
仁　

五
郎

桝
田
啓
三
郎

久
野　
　

收
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ル
と
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ル
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序

七

序

す
で
に
雑
誌
『
思
想
』
へ
唯
物
史
観
覚
書
と
し
て
載
せ
た
三
つ
の
論
文
に
、
い
ま
新
た
に
草
し
た
「
ヘ
ー
ゲ
ル

と
マ
ル
ク
ス
」
な
る
一
篇
を
加
え
て
、
人
の
勧
め
に
従
っ
て
、
私
は
こ
こ
に
一
小
冊
子
を
編
む
。
固
よ
り
ど
こ
ま

で
も
覚
書
で
あ
る
。こ
こ
で
は
凡す
べ

て
が
単
に
暗
示
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
っ
て
未
だ
十
分
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。

そ
れ
を
一
層
具
体
的
に
、
そ
し
て
一
層
包
括
的
に
、
規
定
す
る
こ
と
若も
し

く
は
規
定
し
直
す
こ
と
は
、
私
に
と
っ
て

な
お
将
来
の
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
課
題
の
解
決
の
た
め
に
、
若
し
こ
の
書
が
幾
人
な
り
と
も
同
情

者
を
集
め
、
進
ん
で
は
協
力
者
を
贏か

ち
得
た
な
ら
ば
、
私
の
望
外
の
幸
福
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
小
篇
は
そ
の
特
殊
な
る
成
立
の
事
情
を
負
う
て
或
る
程
度
ま
で
夫
々
独
立
し
て
い
は
す
る
が
、
少
な

く
と
も
方
法
的
な
る
も
の
に
関
し
て
は
一
の
共
通
の
意
図
の
も
と
に
繋
り
合
っ
て
い
る
。
私
は
そ
れ
ら
の
も
の
に

於
て
理
論
の
系
譜
学

0

0

0

0

0

0

（G
enealogie der Theorien

）
を
目
論
見
た
の
で
あ
る
。
如
何
に
し
て
一
定
の
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
は
出
生
し
、
成
長
し
、
崩
壊
し
、
そ
し
て
新
し
い
も
の
に
よ
っ
て
代
ら
れ
る
か
、
の
系
統
を
理
解
す
る
こ
と
が

私
の
企
て
に
属
し
て
い
た
。
こ
の
系
譜
学
の
根
本
命
題
は
、
歴
史
に
於
て
存
在
は
存
在
を
抽
象
す
る
こ
と
に
よ
っ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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八

て
理
論
を
抽
象
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
私
は
こ
の
こ
と
を
マ
ル
ク
ス
か
ら
学
ん
だ
。
そ
れ
は
実
に
マ
ル
ク

ス
が
「
歴
史
的
抽
象
」（historische A

bstraktion

）
と
呼
ん
だ
と
こ
ろ
の
過
程
で
あ
る
。
―
―
我
々
は
更
に
更
に

多
く
の
こ
と
を
マ
ル
ク
ス
か
ら
学
び
得
る
し
ま
た
学
ば
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
に
収
め
ら
れ
た
諸
論
文
の
成
立
に
機
会
を
与
え
ら
れ
た
河
上
肇
博
士
並
び
に
京
都
帝
国
大
学
経
済
学
批
判

会
の
諸
氏
に
対
し
て
私
は
今
ま
た
改
め
て
謝
意
を
表
し
た
い
と
思
う
。

千
九
百
二
十
八
年
四
月
十
六
日　

東
京
に
於
て



人
間
学
の
マ
ル
ク
ス
的
形
態

九

人
間
学
の
マ
ル
ク
ス
的
形
態

一

人
間
の
生
活
に
於
け
る
日
常
の
経
験
は
つ
ね
に
言
葉
に
よ
っ
て
導
か
れ
て
い
る
。
普
通
の
場
合
ロ
ゴ
ス
は
人
間

の
生
活
を
あ
ら
か
じ
め
支
配
す
る
位
置
に
あ
る
。
我
々
は
通
常
我
々
の
既
に
有
す
る
ロ
ゴ
ス
の
見
地
か
ら
存
在
と

交
渉
す
る
。
我
々
は
我
々
の
経
験
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
が
言
葉
を
も
っ
て
語
ら
れ
得
る
よ
う
に
、
言
葉
に
よ
っ
て

解
決
さ
れ
得
る
よ
う
に
、
恰あ
た
かも

そ
の
仕
方
に
於
て
存
在
を
経
験
す
る
の
で
あ
る
。
経
験
の
斯
く
の
如
き
仕
方
か
ら

私
は
私
の
基
礎
経
験

0

0

0

0

と
呼
ぶ
も
の
を
区
別
す
る
。
日
常
の
経
験
が
ロ
ゴ
ス
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
の
に
反
し

て
、
基
礎
経
験
は
ロ
ゴ
ス
に
指
導
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
却
っ
て
み
ず
か
ら
ロ
ゴ
ス
を
指
導
し
、
要
求
し
、
生
産
す

る
経
験
で
あ
る
。
そ
れ
は
言
葉
の
支
配
か
ら
独
立
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
ひ
と
つ
の
全
く
自
由
な
る
、
根
源
的
な

る
経
験
で
あ
る
。
し
か
る
に
経
験
は
ロ
ゴ
ス
に
於
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
救
わ
れ
、
公
共
性
を
得
て
、
安
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一
〇

定
に
お
か
れ
る
こ
と
が
出
来
る
か
ら
、
我
々
の
経
験
が
ロ
ゴ
ス
の
指
導
の
も
と
に
立
っ
て
お
り
、
ま
た
立
つ
こ
と

が
出
来
る
限
り
、
我
々
に
は
何
の
不
安
も
起
る
こ
と
が
な
い
。
最
も
公
共
的
な
ロ
ゴ
ス
で
あ
る
常
識
に
も
と
づ
い

て
凡す
べ

て
の
存
在
と
関
係
し
、
常
識
の
言
葉
の
解
決
し
得
る
よ
う
に
あ
ら
ゆ
る
存
在
と
交
渉
す
る
普
通
の
生
に
、
不

安
の
属
す
る
こ
と
が
な
い
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
基
礎
経
験
は
そ
の
本
来
の
性
格
と
し
て
既
存
の
ロ
ゴ
ス
を
も
っ

て
救
済
さ
れ
、
止
揚
さ
れ
得
ぬ
も
の
で
あ
る
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
そ
れ
の
存
在
に
於
て
不
安
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。

ロ
ゴ
ス
は
経
験
を
固
定
し
、
停
止
せ
し
め
る
作
用
を
す
る
の
で
あ
る
が
、
ロ
ゴ
ス
の
支
配
し
能
わ
ぬ
根
源
的
な
る

経
験
は
動
性
と
し
て
存
在
す
る
の
外
な
い
で
あ
ろ
う
。
不
安
的
動
性
は
基
礎
経
験
の
最
も
根
本
的
な
る
規
定
で
あ

ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
言
葉
は
経
験
を
救
い
、
そ
れ
を
公
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
に
謂
わ
ば
光
を
与
え
る
の
で

あ
る
か
ら
、
在
来
の
言
葉
を
も
っ
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
を
拒
む
と
こ
ろ
の
根
源
的
な
る
経
験
は
そ
れ
に
対
し
て
闇

と
し
て
経
験
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
基
礎
経
験
は
現
実
の
経
験
と
し
て
は
ひ
と
つ
の
闇
で
あ
る
。＊

＊　

拙
稿
、
解
釈
学
的
現
象
学
の
基
礎
概
念
（「
思
想
」
第
六
十
三
号
）〔
本
巻
収
録
〕
参
照
。

私
は
基
礎
経
験
の
名
を
借
り
て
或
る
神
秘
的
な
る
も
の
、
形
而
上
学
的
な
る
も
の
を
意
味
し
よ
う
と
欲
す
る
の

で
は
な
く
、
む
し
ろ
ま
さ
に
そ
の
反
対
で
あ
る
。＊

そ
れ
は
ひ
と
つ
の
全
く
単
純
な
る
、
原
始
的
な
る
事
実
に
対
す

る
概
念
で
あ
る
。
私
は
在
る
、
私
は
他
の
人
々
と
共
に
在
り
、
他
の
事
物
の
中
に
在
る
。
こ
れ
を
経
験
の
最
も
基
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一
一

本
的
な
形
式
と
見
做
す
と
き
、
私
は
私
以
外
の
事
物
及
び
人
間
の
存
在
そ
の
も
の
が
私
の
意
識
に
依
存
す
る
、
と

は
主
張
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
世
界
の
存
在
は
固
よ
り
私
自
身
の
存
在
と
同
じ
よ
う
に
根
源
的
で
あ
る
で
あ
ろ

う
。
然
し
な
が
ら
、
私
は
基
礎
経
験
の
概
念
を
も
っ
て
素
朴
実
在
論
的
思
想
か
ら
私
を
明
確
に
、
決
定
的
に
分
離

せ
し
め
よ
う
と
思
う
。
我
々
を
め
ぐ
っ
て
在
る
世
界
の
存
在
は
、
例
え
ば
か
の
物
自
体
の
如
く
、
我
々
の
交
渉
か

ら
全
然
独
立
に
、
自
体
に
於
て
完
了
し
た
存
在
を
保
っ
て
い
る
の
で
な
く
し
て
、
却
っ
て
そ
れ
は
我
々
の
交
渉
に

於
て
初
め
て
そ
の
存
在
性
を
顕
に
す
る
。
人
間
が
他
の
存
在
の
中
に
在
る
仕
方
は
植
物
が
他
の
植
物
に
囲
ま
れ
て

い
る
関
係
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
人
間
は
い
つ
で
も
他
の
存
在
と
交
渉
的
関
係
に
あ
り
、
こ
の
関
係
の
故
に
、
そ

し
て
こ
の
関
係
に
於
て
、
存
在
は
彼
に
と
っ
て
凡
て
有
意
味
的
で
あ
り
、
そ
し
て
存
在
の
担
う
と
こ
ろ
の
意
味
は
、

彼
の
交
渉
の
仕
方
に
応
じ
て
初
め
て
具
体
的
に
限
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
存
在
は
彼
の
交
渉
の
過
程
に
於
て
意
味

を
具
現
し
て
ゆ
き
、
そ
し
て
か
か
る
も
の
と
し
て
現
実
的
に
な
っ
て
ゆ
く
。
そ
れ
の
み
で
は
な
い
の
で
あ
る
、
人

間
そ
の
も
の
の
存
在
も
ま
た
実
に
こ
の
よ
う
な
交
渉
の
関
係
に
於
て
初
め
て
自
己
み
ず
か
ら
に
対
し
て
現
実
的
に

な
り
、
こ
の
よ
う
な
交
渉
の
過
程
に
於
て
次
第
に
自
己
み
ず
か
ら
に
対
し
て
現
実
的
に
な
っ
て
ゆ
く
。
約
言
す
れ

ば
、
人
間
は
他
の
存
在
と
動
的
双
関
的
関
係
に
立
っ
て
お
り
、
他
の
存
在
と
人
間
と
は
動
的
双
関
的
に
そ
の
存
在

に
於
て
意
味
を
実
現
す
る
。
存
在
は
我
々
の
交
渉
に
於
て
現
実
的
に
な
り
、
そ
し
て
そ
れ
に
即
し
て
我
々
の
存
在



唯
物
史
観
と
現
代
の
意
識

一
二

の
現
実
性
は
成
立
す
る
。
か
か
る
関
係
を
有
す
る
こ
と
が
ま
さ
し
く
人
間
の
根
本
的
な
る
規
定
で
あ
っ
て
、
そ
の

故
に
こ
そ
人
間
は
彼
の
世
界
を
所
有
す
る
存
在
で
あ
る
の
で
あ
る＊
＊。
嘗
て
屡
々
述
べ
た
よ
う
に
、
人
間
は
「
世
界

に
於
け
る
存
在
」
で
あ
る
、
こ
れ
に
反
し
て
植
物
の
如
き
存
在
は
彼
の
世
界
を
持
つ
と
云
う
こ
と
が
出
来
な
い
。

と
こ
ろ
で
経
験
と
は
一
般
に
右
の
動
的
双
関
的
関
係
の
構
造
の
全
体
の
名
で
あ
り
、
基
礎
経
験
と
は
そ
れ
の
特
殊

な
る
も
の
、
即
ち
存
在
に
対
す
る
人
間
の
交
渉
の
仕
方
が
既
に
在
る
ロ
ゴ
ス
に
よ
っ
て
あ
ら
か
じ
め
強
制
さ
れ
る

こ
と
な
き
も
の
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

＊　

こ
の
点
に
関
し
て
我
々
の
謂
う
基
礎
経
験
と
ベ
ル
グ
ソ
ン
的
な
純
粋
経
験
と
の
異
同
を
吟
味
す
る
の
は
興
味
深

く
、
利
益
多
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
も
彼
の
純
粋
持
続
が
言
葉
に
支
配
さ
れ
ぬ
も
の
で
あ
る
に
反
し
て
、

日
常
の
経
験
が
言
葉
に
よ
っ
て
分
離
さ
れ
、
固
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
（H

. B
ergson, Essai 

sur les données im
m

édiates de la conscience, p.99 et suiv.)

。
我
々
と
の
根
本
的
な
相
違
は
、
我
々
が
基
礎
経
験

の
歴
史
性
を
特
に
主
張
し
よ
う
と
す
る
に
対
し
て
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
は
一
般
に
歴
史
性
の
思
想
が
欠
け
て
い
る
の

に
由
来
す
る
。

＊
＊　

マ
ル
ク
ス
も
云
っ
て
い
る
、「（
私
の
環
境
に
対
す
る
私
の
関
係
―
―
〔
交
渉
的
関
係Verhältnis

〕
―
―
が
私

の
意
識
で
あ
る
。）
関
係
の
存
在
す
る
と
こ
ろ
、
そ
れ
は
私
に
と
っ
て
存
在
す
る
、
動
物
は
何
物
に
対
し
て
も
関
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係
せ
ず
そ
し
て
一
般
に
関
係
し
な
い
。
動
物
に
と
っ
て
は
他
に
対
す
る
彼
の
関
係
が
関
係
と
し
て
存
在
し
な
い
。」

（M
arx-Engels A

rchiv, I.B
and, S.247.)

基
礎
経
験
に
対
す
る
ロ
ゴ
ス
に
於
て
私
は
二
つ
の
種
類
若も
し

く
は
段
階
を
区
別
し
よ
う
と
思
う
。
第
一
次
の
ロ
ゴ

ス
は
基
礎
経
験
を
な
お
そ
れ
の
直
接
性
に
於
て
表
現
す
る
。
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
（
人
間
学
）
は
、
最
初
に
そ
し

て
原
始
的
に
は
、
第
一
次
的
な
る
ロ
ゴ
ス
に
属
す
る
。
こ
こ
に
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
と
は
人
間
の
自
己
解
釈

0

0

0

0

0

0

0

の
謂

で
あ
る
。
人
間
は
彼
の
生
活
の
過
程
に
於
て
彼
み
ず
か
ら
の
本
質
に
関
し
て
何
等
か
の
仕
方
に
於
て
解
釈
を
与
え

る
よ
う
に
余
儀
な
く
さ
れ
る
に
到
る
。
こ
の
解
釈
の
仕
方
そ
の
も
の
は
彼
の
基
礎
経
験
に
よ
っ
て
つ
ね
に
必
然
的

に
一
定
の
方
向
に
決
定
さ
れ
る
。
人
間
は
、
し
た
が
っ
て
彼
の
基
礎
経
験
も
、
固
よ
り
歴
史
的
社
会
的
に
限
定
さ

れ
て
在
る
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
の
自
己
解
釈
は
ま
た
言
う
ま
で
も
な
く
歴
史
的
社
会
的
な
る
限
定
の
も
と
に
立
っ

て
い
る
。
そ
れ
故
に
ひ
と
は
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
が
抽
象
的
一
般
的
な
る
形
式
に
於
て
恰
も
永
遠
の
体
系
と
し
て

成
立
す
る
も
の
で
あ
る
か
の
如
く
考
え
て
は
な
ら
な
い
。
在
る
も
の
は
た
だ
具
体
的
な
る
歴
史
的
な
る
ア
ン
ト
ロ

ポ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
。
各
の
時
代
に
属
す
る
人
間
は
彼
に
特
有
な
仕
方
に
於
て
の
み
存
在
に
対
し
て
根
源
的
に
交
渉

す
る
こ
と
が
出
来
る
。こ
の
交
渉
の
仕
方
に
於
て
ま
さ
し
く
存
在
は
彼
に
対
し
て
現
実
的
に
な
る
ば
か
り
で
な
く
、

そ
し
て
そ
れ
と
同
時
に
彼
は
ま
さ
し
く
彼
の
存
在
を
そ
の
存
在
に
於
て
自
覚
し
、
把
握
す
る
。
彼
が
、
例
え
ば
、
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特
に
感
性
的
活
動
と
い
わ
る
べ
き
性
格
を
有
す
る
交
渉
の
仕
方
を
も
っ
て
絶
え
ず
存
在
と
交
渉
す
る
の
で
あ
る
な

ら
ば
、
彼
は
恰
も
斯
く
交
渉
す
る
こ
と
に
於
て
、
自
己
の
存
在
を
感
性
的
実
践
的
な
る
存
在
と
し
て
理
解
す
る
に

到
る
で
あ
ろ
う
。
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
は
生
の
根
源
的
な
る
具
体
的
な
る
交
渉
の
中
か
ら
直
接
に
産
れ
る
ロ
ゴ
ス

で
あ
っ
て
、
私
が
そ
れ
を
第
一
次
的
な
る
ロ
ゴ
ス
と
名
づ
け
る
理
由
は
そ
こ
に
あ
る
。
然
る
に
ひ
と
た
び
こ
の
ロ

ゴ
ス
の
産
出
さ
れ
る
や
否
や
、
そ
れ
は
却
っ
て
み
ず
か
ら
主
と
な
っ
て
、
人
間
の
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
経
験
を
支
配

し
、
指
導
す
る
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
は
我
々
の
生
の
現
実
の
中
に
織
り
込
ま
れ
、
我
々
の
行
動
も
制
作
も
こ
の
ロ

ゴ
ス
の
見
地
か
ら
意
味
づ
け
ら
れ
、
実
行
さ
れ
、
更
に
進
ん
で
は
、
我
々
の
生
の
表
現
も
生
産
も
た
だ
そ
れ
の
見

地
か
ら
し
て
の
み
認
識
さ
れ
、
評
価
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
人
間
が
彼
の
存
在
そ
し
て
そ
れ
の
本
質
を
如
何
に

解
釈
す
る
か
は
、
彼
の
生
に
於
け
る
実
践
ま
た
生
に
つ
い
て
の
認
識
の
仕
方
を
規
定
す
る
と
こ
ろ
の
最
も
根
本
的

な
る
根
源
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
、
人
間
に
関
す
る
ロ
ゴ
ス
の
斯
く
の
如
き
支
配
的
な
る
力
も
勿
論
そ
の
限
界
を

も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
生
の
基
礎
経
験
か
ら
生
れ
、
そ
れ
の
把
握
と
し
て
、
表
現
と
し
て
、
こ
の
基
礎
経

験
そ
の
も
の
を
活
か
し
、
発
展
さ
せ
る
こ
と
に
役
立
つ
こ
と
の
出
来
た
ロ
ゴ
ス
は
、
そ
れ
が
絶
対
的
な
る
専
制
的

な
る
位
置
を
占
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
今
は
却
っ
て
生
そ
の
も
の
を
抑
制
し
、
圧
迫
す
る
に
到
る
。
変
化
し
運
動

す
る
生
に
於
け
る
基
礎
経
験
が
或
る
強
度
と
拡
延
と
に
達
す
る
と
き
、
そ
れ
は
も
は
や
ロ
ゴ
ス
の
圧
迫
に
堪
え
る
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こ
と
が
不
可
能
と
な
り
、
却
っ
て
こ
の
旧
き
ロ
ゴ
ス
に
反
対
し
反
抗
し
て
、
み
ず
か
ら
新
し
き
ロ
ゴ
ス
を
要
求
す

る
。
我
々
は
こ
こ
に
ひ
と
つ
の
弁
証
法
的
な
る

0

0

0

0

0

0

関
係
を
発
見
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
基
礎
経
験
の
発
展
形
式
と
し
て

そ
れ
の
発
展
を
促
進
せ
し
め
る
ロ
ゴ
ス
は
、
基
礎
経
験
の
発
展
が
一
定
の
段
階
に
到
達
す
る
に
及
ん
で
、
そ
れ
の

発
展
に
対
す
る
桎
梏
に
転
化
す
る
。＊

ロ
ゴ
ス
と
基
礎
経
験
と
の
間
の
矛
盾
、
そ
れ
に
伴
う
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
の

変
革
は
か
く
し
て
或
る
時
に
は
徐
々
に
そ
し
て
他
の
時
に
は
急
激
に
生
起
す
る
の
で
あ
る
。
私
は
こ
の
過
程
を
ロ0

ゴ
ス
の
第
一
次
変
革
過
程

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
名
づ
け
る
で
あ
ろ
う
。

＊　

こ
こ
に
私
は
発
展
形
式
（Entw

icklungsform

）
と
い
う
語
を
マ
ル
ク
ス
が
彼
の
唯
物
史
観
を
規
定
し
た
句
（M

arx, 

Zur K
ritik der politischen Ö

konom
ie, Vorw

ort.

【『
経
済
学
批
判
』
序
文
】）
の
中
か
ら
転
用
し
た
。

第
二
次
の
ロ
ゴ
ス
を
私
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
概
念
を
も
っ
て
総
括
し
よ
う
。
そ
れ
に
は
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
精
神

科
学
あ
る
い
は
歴
史
的
社
会
的
科
学
が
属
す
る
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
第
一
次
的
な
る
ロ
ゴ
ス
と
の
相
違
は
、
後
者

が
基
礎
経
験
を
な
お
そ
れ
の
直
接
性
に
於
て
表
現
す
る
の
に
反
し
て
、
前
者
は
そ
れ
を
媒
介
者
を
通
じ
て
把
握
す

る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
の
媒
介
と
な
る
も
の
は
そ
の
時
代
の
学
問
的
意
識
、
哲
学
的
意
識
で
あ
っ
て
、
私
の
謂
う 

par excellence 

【
一
段
優
れ
た
】
な
る
「
公
共
圏
」
に
外
な
ら
な
い
。
経
験
を
救
う
と
い
う
ロ
ゴ
ス
の
課
題
は
、
そ

れ
が
客
観
的
な
る
公
共
性
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
満
足
に
解
決
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
か
か
る
公
共
性
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に
対
す
る
ロ
ゴ
ス
の
衝
動
は
、
そ
れ
が
そ
の
当
時
の
学
問
的
も
し
く
は
哲
学
的
意
識
に
よ
っ
て
「
基
礎
付
け
ら

れ
」、「
客
観
化
さ
れ
る
」
こ
と
に
努
力
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
我
々
は
、
人
間
の
自
己
解

釈
（Selbstauslegung

）
と
し
て
の
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
に
対
立
さ
せ
て
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
人
間
の
自
己
了
解

0

0

0

0

0

0

0

（Selbstverständigung

）
と
し
て
規
定
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
於
て
は
経
験
の
表
現
は
夫
々
の
時

代
の
学
問
ま
た
は
哲
学
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
も
の
に
よ
っ
て
客
観
的
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に

反
し
て
第
一
次
の
ロ
ゴ
ス
は
生
の
根
源
的
な
る
交
渉
の
中
か
ら
直
接
に
生
れ
て
そ
れ
を
直
接
に
反
映
し
、
自
己
み

ず
か
ら
の
う
ち
に
は
基
礎
付
け
ら
れ
、
客
観
化
さ
れ
る
こ
と
に
対
す
る
要
求
は
い
ま
だ
顕
で
な
い
の
で
あ
る
。
固

よ
り
こ
の
も
の
と
雖
も
、
そ
れ
が
ロ
ゴ
ス
で
あ
る
以
上
、
客
観
性
へ
の
要
求
は
そ
れ
自
身
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る

の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
自
覚
さ
れ
る
場
合
こ
の
も
の
は
た
だ
ち
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
ま
で
発
展
す
る
で
あ
ろ
う
。

ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
は
最
初
に
そ
し
て
原
始
的
に
は
ひ
と
つ
の
第
一
次
の
ロ
ゴ
ス
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
そ

れ
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
形
態
に
於
て
存
在
す
る
こ
と
が
出
来
、
そ
し
て
ま
た
事
実
上
時
と
し
て
は
か
か
る
も
の
と

し
て
存
在
し
て
来
た
。
然
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
人
々
か
ら
殆
ど
全
く
見
逃
さ
れ
て
い
る
、
そ
し
て
私
が
こ
こ
に
特

に
高
調
し
よ
う
と
す
る
重
要
な
役
目
を
演
じ
て
来
た
の
は
、
多
く
の
場
合
第
一
次
の
ロ
ゴ
ス
と
し
て
で
あ
る
。
ア

ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
は
、
恰
も
カ
ン
ト
の
シ
ェ
マ
テ
ィ
ス
ム
ス
に
於
け
る
時
間
が
直
観
と
範
疇
と
を
媒
介
す
る
よ
う
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に
、
基
礎
経
験
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
を
媒
介
す
る
。
け
だ
し
そ
れ
は
、
一
方
で
は
、
生
の
交
渉
の
中
か
ら
直
接
に

産
れ
る
も
の
と
し
て
そ
れ
自
身
或
る
意
味
で
は
基
礎
経
験
そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
他
方
で
は
、
そ
れ
は
既
に

そ
れ
自
身
ロ
ゴ
ス
と
し
て
他
の
意
味
で
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
属
す
る
が
故
に
、
能
く
両
者
を
媒
介
す
る
こ
と
が
出

来
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
媒
介
す
る
こ
と
に
於
て
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
の
構
造
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
構
造
を

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

規
定
す
る

0

0

0

0

こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
ま
さ
に
そ
こ
に
人
間
学
が
第
一
次
の
ロ
ゴ
ス
と
し
て
有
す
る
機
能
の
全
き
重
要

さ
は
横
た
わ
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
意
味
に
於
て
ま
さ
し
く
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
歴
史
的
社
会
的
科
学
の
基
礎
で

あ
る
と
云
わ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
け
れ
ど
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
最
も
注
意
す
べ
き
事
柄
は
、
各
の
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
に
あ
っ
て
は
そ
れ
の
構
造
を
規
定
す
る
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
が
直
接
に
は
顕
で
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
む

し
ろ
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
堅
き
概
念
の
組
織
を
破
壊
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
の
根
柢
を
な
す
隠
れ
た
る
ア
ン
ト
ロ

ポ
ロ
ギ
ー
は
発
見
さ
れ
得
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
成
立
に
あ
た
っ
て
そ

れ
の
規
定
力
と
し
て
は
た
ら
い
て
い
る
、
し
か
し
ひ
と
た
び
後
者
が
成
立
し
終
る
や
否
や
、
前
者
み
ず
か
ら
は
後

者
の
中
に
埋
没
し
没
入
し
て
し
ま
う
。
私
は
今
こ
れ
ら
の
事
情
を
多
少
詳
細
に
分
析
し
て
み
よ
う
。

精
神
科
学
は
生
、
殊
に
そ
れ
に
於
け
る
実
践
そ
の
も
の
の
中
か
ら
出
生
し
、
成
長
し
た
。
こ
の
学
問
の
分
化
は

生
の
分
化
、
殊
に
そ
れ
の
実
践
の
領
域
に
於
け
る
分
化
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
来
た
。＊

精
神
科
学
の
対
象
を
な
す
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歴
史
的
社
会
的
存
在
は
人
間
を
基
体
と
し
て
成
立
す
る
世
界
で
あ
る
。
自
然
は
言
う
ま
で
も
な
く
そ
れ
の
欠
く
べ

か
ら
ざ
る
要
素
で
あ
る
に
相
違
な
い
が
、
そ
れ
は
た
だ
人
間
と
交
渉
し
彼
の
生
と
関
係
す
る
限
り
に
於
て
の
み
こ

の
世
界
へ
這
入
っ
て
来
る
こ
と
が
出
来
る
。
歴
史
は
ひ
と
つ
の
人
間
的
な
る
、
人
間
中
心
的
な
る
世
界
で
あ
る
。

純
粋
な
る
自
然
主
義
の
立
場
に
と
っ
て
は
一
般
に
歴
史
は
存
在
し
得
な
い
。
歴
史
的
世
界
は
人
間
が
そ
れ
を
作
る

と
こ
ろ
の
、
作
り
つ
つ
あ
る
と
こ
ろ
の
、
そ
し
て
彼
が
み
ず
か
ら
そ
の
中
に
住
む
と
こ
ろ
の
世
界
で
あ
る
。
人
間

は
こ
の
世
界
に
単
に
対
立
す
る

0

0

0

0

の
で
な
く
、
却
っ
て
絶
え
ず
彼
自
身
そ
れ
の
基
本
的
な
る
契
機
と
し
て
そ
れ
と
密

に
交
渉
す
る

0

0

0

0

、
―
―
そ
れ
は
「
対
象
的
存
在
界
」
で
は
な
く
し
て
「
交
渉
的
存
在
界
」
で
あ
る
、
―
―
し
た
が
っ

て
そ
れ
は
彼
に
と
っ
て
彼
が
そ
れ
と
交
渉
す
る
と
こ
ろ
の
具
体
的
な
る
仕
方
を
離
れ
て
は
現
実
的
に
な
る
こ
と
が

絶
対
的
に
不
可
能
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
故
に
こ
の
世
界
に
向
う
と
こ
ろ
の
認
識
も
こ
の
具
体
的
な
る

交
渉
を
離
れ
て
は
そ
れ
に
接
近
す
べ
き
如
何
な
る
現
実
の
通
路
も
見
出
す
こ
と
が
出
来
ぬ
で
あ
ろ
う
。
精
神
科
学

と
生
と
の
不
離
な
る
関
係
は
根
本
的
に
は
こ
こ
に
そ
の
深
き
根
拠
を
も
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
歴

史
的
社
会
的
存
在
界
を
構
成
す
る
者
と
し
て
、
そ
し
て
同
時
に
そ
れ
と
交
渉
す
る
者
と
し
て
、
人
間
は
、
単
に
精

神
で
は
な
く
む
し
ろ
精
神
物
理
的
統
一
で
あ
り
、
単
に
思
惟
す
る
主
観
で
な
く
却
っ
て
意
志
、
感
情
、
表
象
の
あ

ら
ゆ
る
方
面
に
自
己
を
表
現
す
る
統
一
的
主
体
で
あ
る
。
精
神
科
学
の
対
象
が
生
の
交
渉
を
離
れ
て
現
実
的
に
な
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九

り
得
ぬ
以
上
、
ま
た
そ
れ
を
離
れ
て
こ
の
学
問
の
認
識
は
対
象
へ
の
現
実
の
通
路
を
も
つ
こ
と
が
出
来
ぬ
以
上
、

こ
の
学
問
に
於
て
認
識
主
観
と
云
わ
る
べ
き
も
の
は
、
単
に
表
象
し
思
惟
す
る
主
観
で
な
く
、
具
体
的
な
る
全
体

的
な
る
人
間
の
存
在
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
学
問
の
領
域
に
於
て
嘗
て
偉
大
な

る
業
績
を
為
し
遂
げ
た
人
々
の
多
く
が
単
な
る
理
論
家
で
な
く
同
時
に
強
大
な
る
実
践
家
で
あ
っ
た
こ
と
も
同
じ

理
由
か
ら
む
し
ろ
当
然
の
こ
と
と
し
て
感
ぜ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
さ
て
、
人
間
は
彼
が
存
在
と
交
渉
す
る
仕
方
に

応
じ
て
直
接
に
自
己
の
存
在
を
把
握
す
る
。
彼
は
存
在
を
語
る
こ
と
に
即
し
て
そ
れ
に
於
て
自
己
を
語
る
。
―
―

一
切
の
物
は
、
人
間
の
交
渉
を
受
け
る
程
度
に
応
じ
て
、
人
間
に
と
っ
て
見
ゆ
る
も
の
と
な
り
、
即
ち
初
め
て
物0

と
な
り
、こ
こ
に
於
て
そ
の
称
呼
、そ
の
名
称
を
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、そ
の
場
合
、ノ
ア
レ
に
よ
れ
ば
、「
固

有
の
人
間
の
活
動
が
原
本
的
語
根
の
内
容
と
し
て
留
ま
る
の
で
あ
る
。＊
＊」

―
―
こ
の
過
程
に
於
て
彼
が
自
己
を
語

る
と
こ
ろ
の
言
葉
即
ち
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
が
生
れ
る
と
共
に
、こ
の
ロ
ゴ
ス
は
ひ
と
つ
の
独
立
な
る
力
と
な
り
、

彼
の
経
験
の
先
導
と
な
り
、
支
配
者
と
な
る
。
こ
の
と
き
彼
の
経
験
す
る
存
在
は
凡す
べ

て
人
間
学
的
な
る
限
定
の
も

と
に
立
つ
こ
と
と
な
る
。
か
よ
う
に
し
て
、
高
次
の
ロ
ゴ
ス
で
あ
る
歴
史
的
社
会
的
諸
科
学
が
自
己
の
研
究
の
出

発
点
に
於
て
与
え
ら
れ
た
る
現
実
と
し
て
見
出
す
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
つ
ね
に
既
に
斯
く
の
如
く
人
間
学
的
な
る

限
定
の
も
と
に
あ
る
存
在
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
故
に
存
在
が
こ
れ
ら
の
学
問
に
向
っ
て
提
起
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す
る
課
題
は
、
基
礎
経
験
と
人
間
学
と
の
間
に
矛
盾
の
存
在
し
て
い
な
い
限
り
に
於
て
、
そ
れ
は
同
時
に
ア
ン
ト

ロ
ポ
ロ
ギ
ー
が
そ
れ
ら
に
対
し
て
提
出
す
る
課
題
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
ま
た
そ
の
限
り
に
於
て

は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
存
在
の
問
題
を
残
り
な
く
解
決
し
終
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
や
が
て
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
が

そ
れ
に
課
す
る
限
り
の
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と

の
間
に
こ
の
場
合
に
あ
っ
て
は
矛
盾
が
存
在
し
な
い
。
そ
こ
で
後
者
が
一
の
完
了
し
た
、
客
観
的
な
る
体
系
と
し

て
組
織
さ
れ
る
と
き
、
前
者
は
こ
の
も
の
に
於
て
充
全
に
表
現
さ
れ
、
か
く
し
て
そ
れ
は
安
定
を
得
て
後
者
の
中

に
埋
没
し
没
入
し
て
し
ま
う
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
概
念
体
系
に
於
て
そ
れ
の
構
造
を
規
定
す
る
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ

ー
が
何
故
に
直
接
に
顕
で
な
い
か
は
明
瞭
に
な
っ
た
。
尤も
っ
とも

基
礎
経
験
と
人
間
学
と
の
間
に
矛
盾
の
存
在
す
る
場

合
、
若
く
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
存
在
の
問
題
を
満
足
に
解
決
し
て
い
な
い
場
合
、
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
が
こ
れ
ら

の
も
の
の
間
に
あ
っ
て
ひ
と
つ
の
独
立
な
る
力
と
し
て
、
自
己
の
存
在
を
維
持
し
、
主
張
し
よ
う
と
す
る
の
は
論

ず
る
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
さ
て
、
ひ
と
た
び
成
立
し
た
と
こ
ろ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
我
々
の
生

活
に
徹
底
的
に
干
渉
す
る
に
到
る
。
我
々
は
そ
れ
の
立
場
か
ら
の
み
存
在
と
交
わ
る
よ
う
に
さ
せ
ら
れ
、
そ
れ
の

解
決
し
得
る
問
題
の
み
を
存
在
に
於
て
見
る
よ
う
に
強
い
ら
れ
る
。
そ
れ
は
固
よ
り
経
験
の
客
観
的
な
る
表
現
で

あ
り
、
把
握
で
あ
る
が
故
に
、
そ
れ
は
恰
も
斯
く
干
渉
す
る
こ
と
に
於
て
、
む
し
ろ
経
験
を
導
き
、
教
え
、
そ
れ
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を
活
か
し
、発
展
さ
せ
る
に
役
立
つ
こ
と
が
出
来
る
。
然
し
な
が
ら
経
験
の
発
展
が
一
定
の
段
階
に
達
す
る
と
き
、

斯
く
干
渉
す
る
こ
と
は
、
却
っ
て
ま
さ
し
く
そ
れ
の
根
源
的
な
る
発
展
を
拘
束
し
、
妨
害
す
る
こ
と
と
な
る
。
即

ち
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
経
験
の
発
展
形
式
か
ら
そ
れ
の
桎
梏
に
ま
で
転
化
す
る
。
ロ
ゴ
ス
と
経
験
と
の
間
の
こ
の
弁0

証
法
的
な
る

0

0

0

0

0

関
係
に
於
て
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
変
革
の
運
動
は
時
と
し
て
は
緩
慢
に
そ
し
て
時
と
し
て
は
急
速
に

成
就
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
私
は
こ
れ
を
ロ
ゴ
ス
の
第
二
次
変
革
過
程

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
呼
ぼ
う
と
思
う
。
我
々
は
こ
こ
に
素
晴
ら

し
い
革
命
を
見
る
。
数
世
紀
に
亙
っ
て
大
伽
藍
の
如
く
聳
え
て
い
た
概
念
体
系
が
徐
々
に
動
揺
を
始
め
、
昨
日
ま

で
帝
王
の
如
く
君
臨
し
て
い
た
思
想
体
系
が
一
朝
に
し
て
権
威
を
失
墜
す
る
。
人
々
は
か
の
文
芸
復
興
期
に
於
け

る
、
か
の
啓
蒙
時
代
に
於
け
る
変
動
を
想
い
起
し
て
み
る
が
好
い
。
然
る
に
こ
の
よ
う
な
目
覚
し
い
変
動
を
観
察

す
る
に
あ
た
っ
て
、
ひ
と
は
こ
の
過
程
の
根
柢
に
横
た
わ
っ
て
い
る
ひ
と
つ
の
決
定
的
な
る
要
素
を
見
落
し
て
は

な
ら
な
い
。
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
は
基
礎
経
験
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
を
媒
介
す
る
の
で
あ
る
が
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

の
変
革
は
ま
た
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
の
変
革
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
る
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
自
己
の
研
究
を
出
発
す

る
に
際
し
て
直
接
与
件
と
し
て
見
出
す
と
こ
ろ
の
現
実
が
そ
も
そ
も
既
に
人
間
学
的
な
る
限
定
の
も
と
に
あ
る
限

り
、
そ
れ
と
経
験
と
の
間
の
弁
証
法
的
な
る
運
動
は
、
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
の
運
動
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
る
こ
と

な
く
し
て
は
起
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。高
次
の
ロ
ゴ
ス
の
変
革
は
低
次
の
ロ
ゴ
ス
の
変
革
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
。
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ロ
ゴ
ス
の
第
一
次
変
革
過
程
が
既
に
行
わ
れ
た
後
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
現
に
行
わ
れ
つ
つ
あ
る
場
合
で
な
い

な
ら
ば
、
ロ
ゴ
ス
の
第
二
次
変
革
過
程
は
生
ず
る
こ
と
が
な
い
。
前
者
の
運
動
は
後
者
の
そ
れ
に
比
し
て
、
見
た

と
こ
ろ
顕
著
で
な
い
た
め
に
、
人
々
に
気
附
か
れ
ぬ
こ
と
が
多
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
だ
け
そ
れ
は
一
層
直
接
的
で

あ
り
、
一
層
浸
透
的
で
あ
り
、
一
層
普
遍
的
で
あ
る
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
人
目
を
惹
く
に
足
る
変
化
も
、
若
し
そ

れ
が
こ
の
よ
う
な
基
礎
を
欠
い
て
い
る
な
ら
ば
、
真
実
で
な
く
、
現
実
的
で
も
な
く
、
却
っ
て
た
だ
既
成
概
念
の

整
理
で
あ
り
、
折
衷
で
あ
り
、
修
正
と
補
足
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
苟
も
根
本
的
な
る
、
徹
底
的
な
る
、
生
命
あ

る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
変
革
に
際
し
て
は
、
ひ
と
は
そ
の
背
後
に
、
た
と
い
そ
れ
が
顕
で
な
い
に
せ
よ
、
必
ず
ア
ン

ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
の
本
質
的
な
る
変
革
を
見
逃
す
こ
と
が
出
来
ぬ
で
あ
ろ
う
。
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人
間
学
の
位
置
と
意
義
と
は
右
の
叙
述
に
よ
っ
て
極
め
て
簡
単
な
が
ら
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
そ
し
て
私
は
そ
れ

に
よ
っ
て
同
時
に
私
の
当
面
の
問
題
で
あ
る
唯
物
史
観
の
解
釈
に
関
し
て
必
要
な
手
懸
り
を
捉
え
得
た
か
の
よ
う

に
思
う
。
唯
物
史
観
は
言
う
ま
で
も
な
く
ひ
と
つ
の
―
―
右
に
規
定
し
た
概
念
の
意
味
に
於
て
―
―
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
で
あ
る
。
そ
れ
は
如
何
な
る
基
礎
経
験
に
も
と
づ
き
、
如
何
な
る
人
間
学
―
―
こ
の
も
の
は
勿
論
唯
物
史
観
の
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概
念
体
系
そ
の
も
の
に
於
て
は
直
接
に
顕
で
な
い
が
、
―
―
に
倚
っ
て
組
織
さ
れ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
で
あ

ろ
う
か
。
斯
く
問
う
こ
と
は
、
唯
物
史
観
を
ひ
と
つ
の
固
定
し
た
ド
グ
マ
と
し
て
単
純
に
信
奉
す
る
の
で
な
く
、

そ
れ
を
ひ
と
つ
の
凝
結
し
た
体
系
と
し
て
外
面
的
に
批
評
す
る
の
で
も
な
く
、
却
っ
て
そ
れ
を
ひ
と
つ
の
生
け
る

生
命
と
し
て
根
本
的
に
把
握
す
る
た
め
に
は
避
く
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
で
あ
る
と
私
は
信
ず
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

や
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
の
政
治
学
が
彼
等
の
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
を
除
い
て
理
解
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
唯
物
史
観
は
ア

ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
の
マ
ル
ク
ス
的
形
態
を
先
ず
認
識
す
る
こ
と
な
し
に
は
到
底
完
全
に
理
解
さ
れ
得
な
い
の
で
あ

る
。
若
し
こ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
対
し
て
人
間
学
が
有
す
る
重
要
な
意
味
を
認
め
な
い
な
ら
ば
、マ
ル
ク
ス
の『
フ

ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
関
す
る
テ
ー
ゼ
』
に
つ
い
て
「
新
し
い
世
界
観
の
天
才
的
な
る
萌
芽
を
蔵
し
て
い
る
最
初
の

文
書
と
し
て
こ
の
上
な
く
貴
重
な
も
の
で
あ
る
」、
と
エ
ン
ゲ
ル
ス
が
云
っ
た
言
葉
の
意
味
は
つ
い
に
十
分
に
理

解
さ
れ
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
こ
の
貴
重
な
る
文
書
に
於
て
マ
ル
ク
ス
の
人
間
学
に
出
会
う
。
唯
物
史
観
は

一
箇
の
独
立
し
た
、
特
色
あ
る
人
間
学
の
上
に
立
つ
世
界
観
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
こ
そ
そ
れ
は
、
ひ
と
り
経
済
学

者
に
と
っ
て
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
哲
学
者
に
と
っ
て
、
そ
し
て
む
し
ろ
あ
ら
ゆ
る
人
間
に
と
っ
て
研
究
さ
る
べ

き
事
柄
な
の
で
あ
る
。
唯
物
史
観
は
今
や
ひ
と
つ
の
現
実
で
あ
る
。
何
人
も
こ
れ
と
対
質
す
べ
く
迫
ら
れ
て
い
る
。
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「
ド
イ
ツ
に
と
っ
て
は
宗
教
の
批
判
は
本
質
に
於
て
は
終
っ
て
い
る
、
そ
し
て
宗
教
の
批
判
は
あ
ら
ゆ
る
批
判

の
前
提
で
あ
る
」、
と
い
う
語
を
も
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
は
千
八
百
四
十
四
年
『
ヘ
ー
ゲ
ル
法
律
哲
学
批
判
』
の
序

論
を
書
き
起
し
て
い
る
。
一
切
の
批
判
、
従
っ
て
ま
た
経
済
学
批
判
の
、
前
提
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
宗
教
批
判

の
仕
事
は
実
に
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
よ
っ
て
為
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
彼
が
彼
の
劃
期
的
な
著
述
『
キ
リ
ス
ト
教

の
本
質
』
に
於
て
遂
行
し
た
こ
の
仕
事
は
、
若
い
マ
ル
ク
ス
に
よ
っ
て
全
き
情
熱
を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
た
。
エ
ン

ゲ
ル
ス
は
後
年
、「
こ
の
書
が
齎
し
た
救
い
の
力
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
、
み
ず
か
ら
こ
れ
を
体
験

し
た
者
で
な
け
れ
ば
想
像
が
つ
か
ぬ
。
世
を
挙
げ
て
感
激
し
た
、
我
々
は
皆
ひ
と
と
き
は
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の

徒
で
あ
っ
た
」、
と
告
白
し
て
い
る
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
宗
教
批
判
は
い
っ
た
い
何
を
為
し
遂
げ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
そ
れ
に
於
て
何
が
マ
ル
ク
ス
及
び
エ
ン
ゲ
ル
ス
に
か
く
も
決
定
的
な
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
る
か
。

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
宗
教
批
判
に
於
て
発
見
さ
れ
た
の
は
人
間
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
宗
教
は
人
間
と
動

物
と
の
本
質
的
な
差
異
に
基
礎
を
も
っ
て
い
る
、
動
物
は
如
何
な
る
宗
教
も
も
た
な
い
。
人
間
と
動
物
と
の
本
質

的
な
区
別
は
意
識
に
あ
る
。
し
か
る
に
厳
密
な
意
味
に
於
け
る
意
識
は
そ
の
も
の
に
と
っ
て
そ
れ
の
種
あ
る
い
は

そ
れ
の
本
質
性
が
対
象
で
あ
る
と
こ
ろ
に
の
み
存
在
す
る
。
こ
の
よ
う
な
意
識
は
無
限
な
る
も
の
の
意
識
と
離
す
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こ
と
が
出
来
ぬ
、
制
限
さ
れ
た
意
識
は
本
来
の
意
味
に
於
て
は
何
等
の
意
識
で
も
な
い
。
無
限
な
る
も
の
の
意
識

に
於
て
は
意
識
に
と
っ
て
自
己
の
本
質
の
無
限
性
が
対
象
で
あ
る
。
対
象
に
於
て
人
間
は
自
己
み
ず
か
ら
を
意
識

す
る
、
対
象
の
意
識
は
人
間
の
自
己
意
識
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
宗
教
は
無
限
な
る
も
の
の
意
識
で
あ
る
。
従
っ
て

そ
れ
は
人
間
の
、
有
限
な
、
制
限
さ
れ
た
彼
の
本
質
に
つ
い
て
の
で
は
な
く
、
却
っ
て
彼
の
無
限
な
る
本
質
に
つ

い
て
の
、
意
識
の
ほ
か
の
何
物
で
も
あ
り
得
な
い
。
神
的
本
質
と
は
人
間
的
本
質
の
他
の
も
の
で
は
な
く
、
し
か

し
個
人
的
な
現
実
的
な
人
間
の
制
限
か
ら
離
れ
て
、
対
象
化
さ
れ
た
、
即
ち
ひ
と
つ
の
他
の
、
彼
と
は
異
な
る
、

独
立
の
存
在
と
し
て
直
観
さ
れ
、
崇
拝
さ
れ
た
、
人
間
の
本
質
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
主
観
的
に
若
く
は
人

間
の
側
に
於
て
本
質
の
意
義
を
も
つ
も
の
は
、ま
た
客
観
的
に
若
く
は
対
象
の
側
に
於
て
本
質
の
意
義
を
有
す
る
。

神
的
本
質
の
あ
ら
ゆ
る
規
定
は
そ
れ
故
に
人
間
的
本
質
の
規
定
で
あ
る
。
宗
教
は
人
間
の
本
質
的
な
る
規
定
を
人

間
か
ら
引
離
し
て
そ
れ
を
独
立
な
る
本
質
と
し
て
神
化
す
る
。
こ
の
と
き
単
に
人
間
の
悟
性
的
規
定
、
道
徳
的
規

定
が
神
の
規
定
と
し
て
対
象
化
さ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
特
に
彼
の
感
情
的
、
感
性
的
規
定
が
神
の
も
の

と
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
神
は
愛
で
あ
る
、
と
い
う
の
は
、
人
間
の
愛
が
神
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
神

は
悩
み
、
感
ず
る
神
で
あ
る
、
と
教
会
が
教
え
る
の
は
、
人
間
の
苦
悩
や
感
覚
や
が
神
的
本
質
の
も
の
で
あ
る
の

を
意
味
す
る
、
三
位
一
体
の
教
理
は
人
間
の
性
愛
や
友
情
の
投
射
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
我
々
は
、「
神
学
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の
秘
密
は
人
間
学
で
あ
る
」、
と
云
い
得
る
で
あ
ろ
う＊

。
宗
教
は
人
間
の
本
質
の
自
己
内
に
於
け
る
反
射
で
あ
り
、

反
映
で
あ
る
。
人
間
は
彼
に
対
立
す
る
存
在
と
し
て
神
を
自
己
に
対
せ
し
め
る
。
人
間
が
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
は

神
で
は
な
く
、
神
が
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
人
間
で
な
い
。
神
と
人
間
と
は
両
極
端
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
、
真

実
を
言
え
ば
、
そ
れ
を
も
っ
て
宗
教
が
成
立
す
る
と
こ
ろ
の
こ
の
対
立
、
こ
の
乖
離
は
人
間
と
彼
自
身
の
本
質
と

の
乖
離
で
あ
る
。「
人
間
―
―
こ
れ
が
宗
教
の
秘
密
で
あ
る
―
―
は
彼
の
本
質
を
対
象
化
し
、
そ
し
て
然
る
後
ふ

た
た
び
、
自
己
を
、
こ
の
対
象
化
さ
れ
た
、
ひ
と
つ
の
主
体
、
ひ
と
つ
の
人
格
に
ま
で
転
化
さ
れ
た
本
質
の
封
象

と
す
る
。＊
＊」

こ
の
過
程
に
於
て
神
的
本
質
は
万
能
な
る
絶
対
者
と
し
て
人
間
に
臨
む
に
到
る
。
然
し
な
が
ら
彼
に

対
す
る
対
象
の
力
は
彼
み
ず
か
ら
の
本
質
の
力
に
外
な
ら
な
い
。
感
情
の
対
象
の
力
は
感
情
の
力
で
あ
り
、
理
性

の
対
象
の
力
は
理
性
そ
の
も
の
の
力
で
あ
り
、意
志
の
対
象
の
力
は
意
志
の
力
で
あ
る
。か
く
の
如
く
、宗
教
は「
人

間
の
自
己
分
離
」
で
あ
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
的
に
表
現
す
る
な
ら
ば
「
人
間
の
自
己
疎
外
」（die m

enschliche Selbst 

entfrem
dung

）
で
あ
る
。

＊　

Feuerbach, Vorläufige Thesen zur Reform
 der Philosophie ( Säm

m
tliche W

erke, H
rsg.v.B

olin und Jodl, 

II.B
d., S. 222.).

＊
＊D

as W
esen des C

hristenthum
s (V

I. B
and, S. 37.).



人
間
学
の
マ
ル
ク
ス
的
形
態

二
七

宗
教
の
秘
密
を
暴
露
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
た
も
の
は
人
間
で
あ
っ
た
。
神
と
は
何
か
、
と
い
う
従
来

の
神
学
の
根
本
問
題
は
、
神
と
は
人
間
で
あ
る
、
と
い
と
も
簡
単
に
答
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。「
人
間
を
否
定
す

る
の
は
宗
教
を
否
定
す
る
の
謂
で
あ
る
。＊」
人
間
が
宗
教
を
作
る
の
で
あ
っ
て
、
宗
教
が
人
間
を
作
る
の
で
は
な

い
の
で
あ
る
。
我
々
は
こ
こ
に
ひ
と
つ
の
全
く
重
大
な
る
転
換
を
見
定
め
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。「
宗

教
の
批
判
は
人
間
を
迷
い
か
ら
醒
め
し
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
が
ひ
と
り
の
覚
醒
し
た
、
理
性
に
達
し
た
人
間
の

如
く
に
考
え
、
行
い
、
彼
の
存
在
を
形
造
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
が
自
己
み
ず
か
ら
の
周
囲
を
、
ま
た
か
く
て
彼

の
真
実
の
太
陽
の
周
囲
を
運
動
す
る
よ
う
に
せ
し
め
る
。
宗
教
は
た
だ
、
人
間
が
自
分
自
身
の
周
囲
を
廻
転
し
て

い
な
い
間
、
人
間
の
周
囲
を
め
ぐ
る
幻
想
的
太
陽
に
過
ぎ
な
い
。＊
＊」

今
や
人
間
は
自
己
み
ず
か
ら
の
上
に
立
つ
こ

と
が
可
能
に
な
っ
た
、
彼
は
自
己
み
ず
か
ら
を
中
心
と
し
て
廻
転
し
始
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
彼
は
彼
が
宗
教
に
与

え
る
こ
と
に
よ
っ
て
失
っ
た
彼
の
本
質
を
取
戻
す
た
め
に
、
神
へ
で
は
な
く
彼
自
身
へ
正
当
に
復
帰
す
べ
き
で
あ

る
、
と
い
う
の
が
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
仕
事
の
当
然
の
帰
結
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
云
っ
て
い
る
、「
宗
教
の

批
判
は
、
人
間
が
人
間
に
と
っ
て
最
高
の
存
在
で
あ
る
、
と
い
う
教
義
を
も
っ
て
終
る
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
、

そ
の
中
で
は
人
間
が
一
の
賤い
や

し
め
ら
れ
た
、
隷
従
さ
せ
ら
れ
た
、
見
棄
て
ら
れ
た
、
軽
蔑
す
べ
き
存
在
で
あ
る
と

こ
ろ
の
一
切
の
関
係
を
覆
そ
う
と
す
る
無
上
命
令
を
も
っ
て
終
る
。＊
＊
＊」

―
―
つ
い
で
な
が
ら
、
彼
が
『
資
本
』【『
資



唯
物
史
観
と
現
代
の
意
識

二
八

本
論
』】
に
謂
う
「
自
由
の
王
国
」
は
か
か
る
顛
覆
の
完
成
さ
れ
た
状
態
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
―
―
宗
教
の
批
判
は

人
間
を
超
人
間
的
な
外
部
的
な
力
へ
の
隷
属
か
ら
救
い
、
彼
を
し
て
彼
自
身
が
産
出
し
た
関
係
に
よ
っ
て
み
ず

か
ら
束
縛
さ
れ
る
こ
と
か
ら
自
由
な
ら
し
め
る
こ
と
を
絶
対
的
に
命
令
す
る
の
で
あ
る
。「
そ
れ
故
に
真
理
の
彼

岸
（das Jenseits der W

ahrheit

）
が
消
滅
し
た
後
に
は
、
此
岸
の
真
理
（die W

ahrheit des D
iesseits

）
を
建
設

す
る
こ
と
が
歴
史
の
任
務
で
あ
る
。
人
間
の
自
己
疎
外
の
神
聖
な
る
姿
が
面
被
を
剥
が
れ
て
し
ま
っ
た
後
に
は
、

そ
の
神
聖
な
ら
ぬ
姿
に
於
け
る
自
己
疎
外
の
面
被
を
剥
ぐ
と
い
う
こ
と
が
ま
ず
歴
史
に
仕
え
る
哲
学
の
任
務
で
あ

る
。
天
国
の
批
判
は
か
く
し
て
地
上
の
批
判
に
、
宗
教
の
批
判
は
法
律
の
批
判
に
、
神
学
の
批
判
は
政
治
の
批
判

に
変
じ
て
来
る
」、
と
マ
ル
ク
ス
は
考
え
た
の
で
あ
る
と
。

＊　

Feuerbach, D
as W

esen des C
hristenthum

s

（V
l, 54.

）.

＊
＊　

M
arx, Zur K

ritik der H
egelschen Rechtsphilosophie

（A
us dem

 literarischen N
achlass von K

arl M
arx 

und Friedrich Engels, H
rsg.v.M

ehring, I. B
and, S.385.

）.

【『
ヘ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
批
判
序
説
』】

＊
＊
＊　

O
p. cit., S.392.

批
判
の
原
理
は
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
と
っ
て
人
間
で
あ
っ
た
。「
新
し
い
哲
学
は
、
人
間
を
、
人
間
の
土
台

と
し
て
自
然
を
も
含
め
て
、
哲
学
の
唯
一
の
、
普
遍
の
、
最
高
の
対
象
と
す
る
―
―
人
間
学
を
そ
れ
故
に
、
生
理
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学
を
も
含
め
て
、
普
遍
学
と
す
る
。＊」
宗
教
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
た
だ
そ
れ
の
根
柢
で
あ
る
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー

に
よ
っ
て
の
み
批
判
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
神
学
の
秘
密
が
人
間
学
で
あ
る
よ
う
に
、
思
弁
哲
学
の
秘
密
は
神

学
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
は
神
学
の
教
説
の
最
も
合
理
的
な
る
表
現
に
外
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
哲
学
の

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
ま
た
そ
れ
の
基
礎
を
な
す
と
こ
ろ
の
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
最
も
よ
く
批
判
さ
れ
得
る

で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
従
え
ば
、
人
間
と
は
最
も
現
実
的
な
る
原
理
の
謂
で
あ
る
。
彼
は

『
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
』
の
第
二
版
の
序
文
の
中
で
、
彼
の
批
判
の
仕
事
を
回
顧
し
て
「
こ
の
哲
学
は
ス
ピ
ノ
ザ

の
実
体
、
カ
ン
ト
や
フ
ィ
ヒ
テ
の
自
我
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
絶
対
的
同
一
者
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
絶
対
精
神
、
簡
単
に
言

え
ば
抽
象
的
な
る
、
た
だ
思
惟
さ
れ
若
く
は
想
像
さ
れ
た
る
の
み
な
る
存
在
で
は
な
く
、
却
っ
て
ひ
と
つ
の
現
実

的
な
る
、あ
る
い
は
む
し
ろ
最
も
現
実
的
な
る
存
在
、即
ち
人
間
を
、し
た
が
っ
て
最
も
実
証
的
な
る
実
在
原
理
を
、

そ
れ
の
原
理
と
し
て
も
つ
」＊
＊、

と
記
し
て
い
る
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
批
判
は
、
単
に
そ
れ
の
内
的
矛
盾
、
そ
れ
の

論
理
的
困
難
を
指
摘
す
る
と
い
う
が
如
き
、
形
式
的
な
、
抽
象
的
な
る
道
を
辿
る
べ
き
で
な
く
し
て
、
そ
れ
の
現

実
的
地
盤
を
明
瞭
に
し
て
、
そ
れ
と
具
体
的
存
在
と
の
聯
関
を
決
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
行
わ
れ
る
こ
と
が

可
能
で
あ
る
。「
哲
学
は
か
く
し
て
自
己
み
ず
か
ら
を
始
点
と
せ
ず
、
却
っ
て
そ
れ
の
反
対
を
、
非
哲
学
を
始
点

と
す
べ
き
で
あ
る
。」「
哲
学
の
端
初
は
神
で
な
く
、
絶
対
者
で
な
く
、
絶
対
者
若
く
は
理
念
の
客
語
と
し
て
の
存
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在
で
も
な
い
、
―
―
哲
学
の
端
初
は
有
限
な
る
も
の
、
限
定
さ
れ
た
も
の
、
現
実
的
な
る
も
の
で
あ
る
。＊
＊
＊」

イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
の
批
判
が
、
一
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
他
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
、
一
の
理
論
に
他
の
理
論
を
対
立
せ
し
め

る
こ
と
を
も
っ
て
始
め
ら
る
べ
き
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
理
論
、
凡
て
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
現
実
の
土
台
を
吟
味

す
る
こ
と
を
も
っ
て
始
め
ら
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
が
マ
ル
ク
ス
に
教
え
た
最

も
重
要
な
思
想
で
あ
る
。

＊　

Feuerbach, G
rundsätze der Philosophie der Zukunft (II, 317.).

＊
＊　

Vorrede zur zw
eiten A

uflage vom
 “W

esen des C
hristenthum

s”

（V
II, 283.).

【
第
２
版
序
文
】

＊
＊
＊　

Vorläufige Thesen zur Reform
 der Philosophie

（II, 230, 235.).

然
し
な
が
ら
人
間
を
一
切
の
隷
属
的
関
係
か
ら
解
放
す
る
た
め
に
、
マ
ル
ク
ス
が
要
求
し
た
全
面
的
な
る
批
判

は
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
哲
学
の
範
囲
内
で
遂
行
さ
れ
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
っ
た
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は

神
学
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
そ
れ
の
根
柢
に
横
た
わ
る
と
こ
ろ
の
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
に
解
消
し
た
。
ア
ン
ト
ロ
ポ

ロ
ギ
ー
を
も
っ
て
彼
は
神
学
の
完
成
と
考
え
ら
れ
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
弁
哲
学
に
反
対
し
た
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
彼

の
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
は
神
学
と
完
全
な
分
離
を
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
神
学
が
彼
の
人
間
解
釈
を
あ
ら
か
じ

め
一
定
の
方
向
に
規
定
し
て
い
る
。
彼
が
分
析
し
た
の
は
神
学
と
関
係
す
る
限
り
に
於
て
の
人
間
で
あ
る
。
彼
は
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現
実
の
人
間
の
存
在
そ
の
も
の
が
何
で
あ
る
か
を
根
源
的
に
研
究
す
る
こ
と
な
く
、
却
っ
て
宗
教
に
於
て
反
射
さ

れ
る
限
り
の
人
間
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
、
神
学
を
手
懸
り
と
し
て
研
究
し
て
い
る
の
に
過
ぎ
な
い
。
フ

ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
人
間
の
本
質
が
ど
こ
ま
で
も
宗
教
的
な
も
の
で
あ
る
と
見
做
し
、
宗
教
こ
そ
人
間
と
動
物
と

を
区
別
す
る
標
準
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
こ
で
は
人
間
に
於
け
る
宗
教
の
最
も
決
定
的
な
支
配
が
既
に
予
想
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
点
に
於
て
彼
の
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
は
思
弁
哲
学
と
共
通
の
前
提
に
立
っ
て
い
る
と
云
う
こ
と
が

出
来
る
。
そ
こ
で
マ
ル
ク
ス
が
、「
ド
イ
ツ
の
批
判
は
、
そ
れ
の
最
近
の
努
力
に
い
た
る
ま
で
、
哲
学
の
地
盤
を

去
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
そ
れ
の
一
般
的
哲
学
的
前
提
を
吟
味
す
る
ど
こ
ろ
か
、
そ
れ
の
全
体
の
問
題
は
却
っ
て

一
定
の
哲
学
的
体
系
、
即
ち
ヘ
ー
ゲ
ル
の
体
系
の
地
盤
の
上
に
成
長
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
の
答
に
於
て
の

み
な
ら
ず
、
既
に
問
題
そ
の
も
の
に
於
て
ひ
と
つ
の
神
秘
化
が
存
し
た
」、
と
評
し
て
い
る
の
は
正
当
で
あ
ろ
う
。＊

尤
も
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
感
性
と
感
覚
と
を
著
し
く
重
ん
じ
は
し
た
が
、
そ
し
て
そ
こ
に
ヘ
ー
ゲ
ル
と
の
相
違

は
あ
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
彼
は
こ
れ
ら
の
も
の
そ
の
も
の
を
さ
え
直
ち
に
宗
教
的
に
解
釈
し
て
少
し
も
怪
し

ま
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。「
人
間
は
か
く
し
て
、
彼
が
動
物
の
如
く
制
限
さ
れ
た
感
覚
論
者
で
な
く
、
絶
対
的
な

る
感
覚
論
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
人
間
で
あ
る
。
此
れ
ま
た
は
彼
れ
の
感
覚
的
な
る
も
の
で
な

く
、
一
切
の
感
性
的
な
る
も
の
、
世
界
、
無
限
な
る
も
の
が
、
し
か
も
そ
れ
が
純
粋
に
そ
れ
自
身
の
た
め
に
、
即
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ち
美
的
享
楽
の
た
め
に
、
彼
の
感
官
、
彼
の
感
覚
の
対
象
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
人
間
は
人
間
で
あ
る
。＊
＊」

私
は
こ
の
文
章
に
於
て
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
の
基
礎
経
験
が
雄
弁
に
語
ら
れ
て
い
る
の
を
見
逃
す
こ
と
が
出
来
な
い
。

―
―
（
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
「
人
間
」
は
、
例
え
ば
、
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
の
「
ル
チ
ン
デ
」【Lucinde

】
に
於
て
最

も
美
し
い
表
現
を
見
出
し
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。）
―
―
実
際
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
は
、

ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
と
は
全
く
異
な
る
仕
方
に
於
て
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
同
じ
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
の
基
礎
経
験
の
表

現
で
あ
る
か
の
如
く
に
思
わ
れ
る
。
二
人
が
共
に
、
こ
の
基
礎
経
験
の
最
も
古
典
的
な
表
現
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、

シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
の
『
宗
教
論
』（Reden über die Religion

）
か
ら
影
響
さ
れ
た
こ
と
は
、
事
実
の
我
々

に
教
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
こ
の
基
礎
経
験
の
創
造
的
な
過
程
の
中
に
生
き
て
い
た
の
に
反
し
て
、

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
そ
れ
の
崩
壊
し
て
ゆ
く
過
程
を
代
表
す
る
。
神
学
上
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
生
け
る
生
そ
の

も
の
か
ら
解
釈
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
既
に
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
が
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
の
基
礎
経
験
の
中
で
企

て
た
天
才
的
な
仕
事
に
属
す
る
の
で
あ
っ
て
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
そ
れ
の
徹
底
し
た
、
し
か
し
も
は
や
こ
の

基
礎
経
験
の
頽
廃
を
表
現
す
る
継
続
者
で
あ
る
。
一
般
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
根
本
的
な
る
批
判
と
変
革
は
ア
ン
ト

ロ
ポ
ロ
ギ
ー
の
根
源
的
な
る
、
本
質
的
な
る
変
革
な
く
し
て
は
あ
り
得
な
い
。
し
か
る
に
我
々
は
フ
ォ
イ
エ
ル
バ

ッ
ハ
の
人
間
学
に
於
て
こ
の
よ
う
な
原
理
的
な
る
変
革
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
そ
れ
の
感
覚
論
的
、
唯
物
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論
的
傾
向
も
今
や
衰
亡
し
つ
つ
あ
る
基
礎
経
験
の
頽
廃
的
な
る
形
態
で
あ
っ
て
、
ま
さ
に
新
た
に
発
展
し
つ
つ
あ

る
基
礎
経
験
の
積
極
的
な
る
把
握
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

＊　

M
arx-Engels A

rchiv, I. B
d., S. 235.

＊
＊　

Feuerbach, W
ider den D

ualism
us von Leib und Seele, Fleisch und G

eist (II, 350.).

ひ
と
つ
の
全
く
新
し
い
基
礎
経
験
が
発
展
し
つ
つ
あ
っ
た
。
無
産
者
的
基
礎
経
験
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
れ
の
発

展
が
一
定
の
段
階
に
達
し
た
と
き
、
そ
れ
は
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
流
の
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
と
必
然
的
に
衝
突
せ

ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
彼
の
人
間
学
を
覆
す
べ
き
基
礎
経
験
が
既
に
成
長
し
つ
つ
あ
っ
た
に
拘
ら
ず
、
フ
ォ
イ
エ

ル
バ
ッ
ハ
は
そ
れ
を
知
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
や
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
彼
に
無
産
者
的
基
礎
経
験
の
欠
け

て
い
る
こ
と
を
屡
々
指
摘
し
且
つ
こ
れ
を
非
難
し
て
い
る
。
彼
は
遂
に
千
八
百
四
十
八
年
と
い
う
年
を
理
解
す
る

こ
と
な
く
、
彼
に
と
っ
て
こ
の
年
は
現
実
の
世
界
と
の
最
後
の
絶
縁
、
孤
独
生
活
へ
の
隠
退
を
意
味
し
た
に
過
ぎ

な
い
。
さ
て
進
展
の
過
程
に
あ
っ
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
基
礎
経
験
は
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
人
間
学
と
矛
盾
に
陥

り
、
こ
こ
に
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
の
変
革
は
必
然
的
に
行
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
変
革
を
把
握
し
た
の
は

実
に
マ
ル
ク
ス
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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マ
ル
ク
ス
学
に
於
け
る
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
は
無
産
者
的
基
礎
経
験
の
上
に
立
っ
て
い
る
。
先
ず
無
産
者
は
世

界
に
対
し
て
絶
え
ず
実
践
的
に
は
た
ら
き
か
け
る
が
故
に
、
彼
等
は
か
く
交
渉
す
る
こ
と
に
於
て
自
己
の
本
質
を

実
践
と
し
て
把
握
す
る
。
し
か
る
に
如
何
な
る
実
践
も
感
性
な
く
し
て
は
行
わ
れ
な
い
か
ら
、
彼
等
は
つ
ね
に
実

践
的
に
交
渉
す
る
こ
と
に
於
て
人
間
の
本
質
を
感
性
と
し
て
解
釈
す
る
に
到
る
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
も
抽
象
的

思
惟
を
も
っ
て
満
足
せ
ず
、
直
観
を
欲
し
た
け
れ
ど
も
、
彼
は
感
性
を
実
践
的
活
動
と
し
て
理
解
し
て
い
な
い
。

彼
は
『
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
』
に
於
て
た
だ
観
想
的
受
動
的
態
度
の
み
を
純
粋
に
人
間
的
な
も
の
と
見
、
こ
れ
に

反
し
て
実
践
的
活
動
は
凡
て
た
だ
そ
の
汚
ら
わ
し
い
ユ
ダ
ヤ
的
現
象
形
態
に
於
て
の
み
捉
え
ら
れ
て
軽
蔑
さ
れ
、

そ
れ
の
本
質
的
な
根
源
的
な
意
義
に
於
て
理
解
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
に
と
っ
て
は
、「
感
性
的
、
即
ち

受
動
的
、
受
容
的
」（sinnlich, d. i. leidend, receptiv

）
の
謂
で
あ
っ
た
が
、＊

マ
ル
ク
ス
は
無
産
者
的
基
礎
経
験

か
ら
し
て
感
性
を
も
っ
て
「
実
践
的
な
、
人
間
的
―
感
性
的
な
活
動
」（die praktische, m

enschlich-sinnliche 

Tätigkeit

）
と
し
て
解
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
し
、
そ
し
て
ま
た
実
に
斯
く
解
し
た
の
で
あ
る＊
＊。

＊　

Vorrede zur zw
eiten A

uflage vom
, “W

esen des C
hristenthum

s”

（V
II, 283.

）.

＊
＊　

D
ie Thesen über Feuerbach, 5.
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し
か
る
に
実
践
は
そ
れ
の
対
象
の
存
在
を
必
然
的
に
前
提
す
る
。
若
し
は
た
ら
き
か
く
べ
き
何
物
も
存
在
し
な

い
か
、
或
は
こ
の
も
の
が
単
に
我
々
の
観
念
的
影
像
に
過
ぎ
な
い
か
で
あ
る
な
ら
ば
、
感
性
的
活
動
と
し
て
の
実

践
即
ち
労
働
は
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
人
間
が
労
働
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
彼
が
そ
れ
を
も
っ
て
、
そ
れ
に
対

し
て
労
働
す
べ
き
何
物
か
が
既
に
そ
こ
に
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
し
か
も
こ
の
も
の
は
彼
か
ら
独
立
な
る
「
他
の
も

の
」
と
し
て
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
か
る
も
の
を
我
々
は
一
般
に
自
然
と
呼
ん
で
い
る
。
自
然
と
は
人
間
に
と
っ

て
既
に
そ
こ
に
あ
る
他
の
も
の
で
あ
る
。
―
―
ギ
リ
シ
ア
人
は
自
然
的
存
在
をuJpoeivmenon

（
既
に
そ
こ
に
横
た

わ
っ
て
い
る
も
の
）
と
考
え
た
。
―
―
然
し
な
が
ら
若
し
こ
の
他
の
も
の
が
ど
こ
ま
で
も
他
の
も
の
で
あ
る
な
ら

ば
ま
た
労
働
は
存
在
し
得
な
い
。
労
働
の
概
念
は
物
に
は
た
ら
き
か
け
て
そ
れ
を
変
化
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
か

ら
で
あ
る
。
し
か
る
に
自
然
は
人
間
に
は
た
ら
き
か
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
謂
わ
ば
人
間
化
さ
れ
る
。
い
ま
大

工
が
机
を
作
る
と
す
る
な
ら
ば
、
彼
は
彼
の
前
に
横
た
わ
っ
て
い
る
木
材
を
加
工
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
こ
の
加
工

の
仕
方
は
人
間
の
存
在
の
規
定
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
作
ら
る
べ
き
机
は
ま
た
人
間
の
存
在
の

規
定
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
そ
れ
の
高
さ
は
人
間
の
身
長
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
で
あ
ろ

う
。
更
に
ま
た
労
働
に
於
て
は
人
間
そ
の
も
の
も
ひ
と
つ
の
自
然
力
と
し
て
、
彼
の
身
体
に
属
す
る
自
然
力
、
手

や
足
を
は
た
ら
か
せ
る
。
か
く
て
労
働
の
過
程
に
於
て
自
然
と
人
間
と
の
対
立
物
は
同
一
性
に
持
ち
来
た
さ
れ
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る
。「
人
間
は
こ
の
運
動
に
よ
っ
て
彼
の
外
部
の
自
然
に
作
用
し
、
そ
れ
を
変
化
す
る
と
共
に
、
彼
は
同
時
に
彼

み
ず
か
ら
の
性
質
を
変
化
す
る
。＊」
何
故
か
な
ら
ば
、
彼
は
彼
自
身
の
中
に
眠
っ
て
い
る
能
力
を
喚
び
起
す
の
で

な
け
れ
ば
自
然
を
変
化
し
得
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
彼
は
そ
の
能
力
を
対
象
的
に
規
定
す
る
の
で
な
け
れ
ば
こ
の

変
化
を
有
効
に
成
就
し
得
な
い
。
大
工
は
彼
の
可
能
な
る
力
を
現
実
的
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
そ
の
際

こ
の
力
を
彼
の
は
た
ら
き
か
け
る
対
象
に
即
し
て
規
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
仕
事
を
す
る
こ
と
が
出
来
る
の

で
あ
り
、
か
く
し
て
彼
は
仕
事
を
す
る
こ
と
に
於
て
自
己
を
変
化
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
自
然
と
人

間
と
は
労
働
の
過
程
に
あ
っ
て
弁
証
法
的
統
一
に
於
て
運
動
す
る
が
故
に
、
我
々
は
こ
れ
を
ひ
と
つ
の
自
己
変
化

（Selbstveränderung

）と
し
て
弁
証
法
的
に
合
理
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
こ
で
マ
ル
ク
ス
は
云
っ
た
、

「
環
境
と
人
間
的
活
動
と
の
変
化
の
合
致
、
あ
る
い
は
自
己
変
化
は
、
た
だ
革
命
的
実
践
と
し
て
の
み
把
握
さ
れ

且
つ
合
理
的
に
理
解
さ
れ
得
る
。＊
＊」

我
々
は
こ
こ
に
唯
物
弁
証
法

0

0

0

0

0

の
最
も
原
始
的
な
る
根
源
的
な
る
形
態
を
見
出

す
こ
と
が
出
来
る
。
唯
物
史
観
は
、
時
と
し
て
全
く
誤
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
人
間
は
環
境
の
産
物
で
あ
る
、

な
ど
と
い
う
が
如
き
俗
流
の
理
論
を
主
張
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
思
想
に
対
し
て
マ
ル
ク
ス
は
、「
環

境
と
教
育
と
の
変
化
に
関
す
る
唯
物
論
的
学
説
は
、
環
境
が
人
間
に
よ
っ
て
変
化
さ
れ
そ
し
て
教
育
者
自
身
が
教

育
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
そ
れ
は
社
会
を
二
つ
の
部
分
―
―
そ
の
一
つ
は
そ
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の
他
を
超
越
す
る
―
―
に
分
た
ね
ば
な
ら
ぬ
」、
と
云
っ
て
断
然
と
反
対
し
て
い
る
。

＊　

D
as K

apital, I, 140.

＊
＊　

D
ie Thesen über Feuerbach, 3.

自
然
と
人
間
と
の
弁
証
法
は
ひ
と
つ
の
最
も
重
要
な
る
思
想
、
即
ち
存
在
の
歴
史
性

0

0

0

0

0

0

の
認
識
に
我
々
を
導
く
で

あ
ろ
う
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
存
在
の
歴
史
性
に
つ
い
て
は
何
事
も
理
解
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
彼
は
彼
を

め
ぐ
る
感
性
的
な
る
世
界
が
永
遠
の
昔
か
ら
全
く
直
接
に
与
え
ら
れ
た
、
つ
ね
に
同
一
な
る
事
物
で
あ
る
か
の
如

く
思
惟
す
る
。
け
れ
ど
も
最
も
単
純
な
感
性
的
対
象
、
例
え
ば
桜
樹
で
さ
え
、
た
だ
社
会
的
発
展
、
産
業
と
商
業

的
交
通
に
よ
っ
て
の
み
彼
に
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
、
桜
樹
は
よ
う
や
く
数
世
紀
前
に
商
業
に
よ
っ
て
我
々
の
地

帯
に
移
植
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
故
に
そ
れ
は
一
定
の
時
代
に
於
け
る
一
定
の
社
会
の
か
か
る
行
動
に

よ
っ
て
初
め
て
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
感
性
に
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
、
と
云
っ
て
マ
ル
ク
ス
は
彼
に
反
対
し
て

い
る
。
静
観
的
な
る
、
受
容
的
な
る
感
性
を
も
っ
て
存
在
と
交
渉
す
る
者
に
と
っ
て
は
、
直
接
的
な
る
、
フ
ォ
イ

エ
ル
バ
ッ
ハ
の
謂
う
「
感
性
的
確
実
性
」（die sinnliche G

ew
issheit

）
の
認
識
に
と
ど
ま
り
得
る
か
も
知
れ
な

い
が
、
実
践
的
な
る
、
そ
れ
自
身
過
程
的
な
る
活
動
に
於
て
存
在
と
絶
え
ず
交
渉
す
る
者
に
と
っ
て
は
、
存
在
は

そ
れ
を
そ
れ
のgevnesiV

【
ゲ
ネ
シ
ス
・
創
生
】
に
於
て
、
過
程
に
於
て
、
し
た
が
っ
て
歴
史
に
於
て
把
捉
す
る
こ
と
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に
よ
っ
て
、
初
め
て
現
実
的
に
理
解
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
我
々
に
は
も
は
や
単
純
な
る
自
然
は
存
在
し
な
い
。

自
然
も
ま
た
歴
史
的
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
自
然
と
人
間
と
は
弁
証
法
的
に
相
交
渉
す
る
が
故
に
、
自

然
の
歴
史
は
ま
た
人
間
の
歴
史
と
相
互
に
制
約
し
、
か
く
て
そ
れ
ら
は
一
つ
の
弁
証
法
的
な
る
、
歴
史
的
な
る
過

程
に
於
て
発
展
す
る
。「
我
々
は
た
だ
一
の
唯
一
な
る
科
学
、
歴
史
の
科
学
を
知
る
の
み
で
あ
る
。」＊

唯
物
史
観
は

そ
れ
故
に
自
然
に
絶
対
的
に
対
立
す
る
も
の
と
し
て
の
歴
史
に
関
す
る
理
論
で
は
な
く
、
全
世
界
の
運
動
過
程
に

就
い
て
の
一
の
全
体
的
な
る
世
界
観
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
一
切
の
世
界
の
進
行
を
自
己
運
動
に
お
い
て
、
自
発
的

発
展
に
お
い
て
、
生
け
る
実
在
に
お
い
て
把
握
す
る
。＊
＊」

＊　

M
arx-Engels A

rchiv, I, 237.

＊
＊　

河
上
博
士
訳
、『
レ
ー
ニ
ン
の
弁
証
法
』、
一
〇
七
頁
。

自
然
は
人
間
の
感
性
的
実
践
的
な
る
交
渉
に
於
て
そ
れ
の
歴
史
性
に
於
て
把
握
さ
れ
た
。
こ
の
交
渉
の
過
程
に

於
て
人
間
の
存
在
そ
の
も
の
の
歴
史
性
の
理
解
さ
れ
ぬ
理
由
は
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
け
だ
し
人
間
は
自
然
と

弁
証
法
的
統
一
に
於
て
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
単
に
思
惟
し
観
照
す
る
の
み
な
る
人
間
に
と
っ
て
は
、
自
己
の
本
質

を
孤
独
な
る
存
在
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
も
ま
た
可
能
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
然
し
な
が
ら
、実
践
的
な
る
人
間
は
、

彼
等
の
生
産
に
於
て
た
だ
に
自
然
に
は
た
ら
き
か
け
る
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
人
間
相
互
の
間
に
も
作
用
し
合
う
。
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彼
等
は
一
定
の
様
式
に
於
て
共
同
に
作
用
し
ま
た
彼
等
の
活
動
を
相
互
に
交
換
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
生
産
す

る
。
生
産
す
る
た
め
に
は
彼
等
は
相
互
に
一
定
の
関
係
に
入
り
込
み
、
そ
し
て
こ
の
社
会
的
関
係
に
於
て
の
み
彼

等
の
自
然
へ
の
は
た
ら
き
か
け
は
生
じ
、
生
産
は
生
ず
る
の
で
あ
る
。
実
践
的
で
あ
る
限
り
人
間
は
必
然
的
に
社

会
的
で
あ
り
、
そ
し
て
、「
一
切
の
社
会
的
生
活
は
本
質
上
実
践
的
で
あ
る
。＊」
し
か
る
に
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は

人
間
を
彼
等
の
与
え
ら
れ
た
社
会
的
聯
関
に
於
て
、
彼
等
の
現
実
の
生
活
関
係
に
於
て
捉
え
る
こ
と
な
く
、
た
だ

「
人
間
」
と
い
う
抽
象
体
と
し
て
理
解
し
た
。
彼
は
人
間
を
歴
史
的
社
会
的
生
活
過
程
か
ら
抽
象
し
て
、
恰
も
永

遠
に
変
ら
ぬ
人
間
自
体
が
あ
り
、
そ
し
て
彼
の
本
質
が
常
住
な
る
宗
教
的
感
情
に
あ
る
か
の
如
く
考
え
た
。
こ
の

人
間
の
根
本
的
規
定
は
意
識
で
あ
り
、
そ
し
て
意
識
の
本
性
は
そ
れ
が
自
己
の
本
質
を
種
（G

attung

）
に
於
て

対
象
と
す
る
に
あ
る
。
と
こ
ろ
で
種
と
は
「
内
的
な
、
暗
黙
な
、
多
数
の
個
人
を
自
然
的
に
結
合
す
る
普
遍
性
」

に
外
な
ら
な
い
で
は
な
い
か
、
と
マ
ル
ク
ス
は
云
う
。
人
間
の
本
質
が
種
の
意
識
に
あ
る
と
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ

が
考
え
て
い
る
限
り
、
彼
は
い
ま
だ
「
現
実
的
な
る
、
歴
史
的
な
る
人
間
」
を
知
ら
な
い
の
で
あ
る
。「
フ
ォ
イ

エ
ル
バ
ッ
ハ
の
新
し
い
宗
教
の
核
心
を
な
し
て
い
た
抽
象
人
の
崇
拝
は
、
現
実
の
人
間
と
彼
等
の
歴
史
的
発
展
に

関
す
る
学
問
（die W

issenschaft von den w
irklichen M

enschen und ihrer geschichtlichen Entw
icklung

）
に

よ
っ
て
代
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。＊
＊」

彼
の
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
は
必
然
的
に
変
革
さ
る
べ
き
理
由
が
あ
る
で
あ
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ろ
う
。
固
よ
り
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
も
人
間
と
人
間
と
の
関
係
を
全
く
無
視
し
た
の
で
は
な
い
。「
人
間
の
本
質

は
た
だ
共
同
社
会
の
う
ち
に
、
人
間
と
人
間
と
の
統
一
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
」、
と
彼
は
云
っ
て
い
る＊
＊
＊。
け

れ
ど
も
彼
は
人
間
と
人
間
と
の
統
一
を
、
人
類
の
存
在
す
る
限
り
決
し
て
変
る
こ
と
な
き
も
の
と
し
て
観
念
的
に

把
握
さ
れ
た
性
愛
や
友
情
や
に
於
て
の
み
見
出
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
抽
象
人
か
ら
現
実
の

生
き
た
人
間
に
達
す
る
た
め
に
は
、
人
間
を
「
歴
史
に
於
て
行
動
す
る
」
も
の
と
し
て
考
察
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

＊　

D
ie Thesen über Feuerbach, 8.

＊
＊　

Engels, Ludw
ig Feuerbach und der Ausgang der klassischen Philosophie （H

rsg. v.D
uncker

）, S. 48.

＊
＊
＊　

G
rundsätze der Philosophie der Zukunft, II, 318.

神
学
的
観
念
を
批
判
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
自
身
ひ
と
つ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
ま
で
発
展
し
た
フ
ォ
イ
エ
ル

バ
ッ
ハ
の
人
間
学
は
、
新
興
の
無
産
者
的
基
礎
経
験
を
把
握
す
る
マ
ル
ク
ス
の
人
間
学
に
よ
っ
て
、
必
然
的
に
押

し
退
け
ら
れ
た
。
マ
ル
ク
ス
の
人
間
学
は
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
そ
れ
と
対
質
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
歴
史
的
状

況
に
於
て
ま
た
そ
れ
自
身
ひ
と
つ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
ま
で
展
開
さ
れ
た
。＊

そ
れ
は
無
産
者
的
基
礎
経
験
の
中
か

ら
直
接
に
生
れ
る
第
一
次
の
ロ
ゴ
ス
と
し
て
の
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
の
自
覚
さ
れ
た
、
そ
の
当
時
の
学
問
的
意
識

に
於
て
客
観
的
公
共
性
の
中
へ
持
ち
出
さ
れ
た
形
態
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
我
々
は
マ
ル
ク
ス
、
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殊
に
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
が
、
一
方
で
は
消
極
的
に
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
そ
れ
に
よ
っ
て
限

定
さ
れ
て
い
る
と
共
に
、
他
方
で
は
積
極
的
に
、
そ
の
当
時
支
配
的
な
学
問
的
意
識
で
あ
っ
た
自
然
科
学
に
よ
っ

て
特
に
著
し
く
色
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
怪
し
む
べ
き
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ

ハ
の
人
間
学
を
、
後
者
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
弁
哲
学
を
抽
象
的
で
あ
る
と
考
え
た
よ
う
に
、
抽
象
的
で
あ
る
と
し
て

排
斥
し
た
。
け
だ
し
如
何
な
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
も
そ
れ
自
身
と
し
て
絶
対
的
に
抽
象
的
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
ヘ

ー
ゲ
ル
の
哲
学
と
雖
も
そ
れ
の
誕
生
の
地
盤
で
あ
る
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
を
支
配
し
た
汎
神
論
的
な
る
基
礎
経
験
に
と

っ
て
は
具
体
的
で
あ
り
現
実
的
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ひ
と
つ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
抽
象
的
で
あ
る
か
否
か
は
、

そ
れ
が
現
実
の

0

0

0

基
礎
経
験
に
対
す
る
関
係
に
於
て
決
定
さ
れ
る
。
現
代
に
支
配
的
な
る
無
産
者
的
基
礎
経
験
に
対

し
て
は
、
そ
れ
と
の
必
然
的
な
る
聯
関
な
き
凡
て
の
思
想
は
、
現
代
の
意
識

0

0

0

0

0

に
と
っ
て
抽
象
的
で
あ
る
外
な
く
、

そ
し
て
現
代
の
意
識
の
み
が
、
他
の
箇
所
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
よ
う
に
、
我
々
に
は
唯
一
の
現
実
的
な
る
意
識
で

あ
る
。
さ
て
マ
ル
ク
ス
の
人
間
学
に
於
て
最
も
重
要
な
の
は
、
繰
り
返
し
て
記
せ
ば
、
一
は
人
間
の
実
践
的
感
性

的
な
る
活
動
或
い
は
労
働
の
根
源
性
の
思
想
で
あ
り
、
他
は
存
在
の
原
理
的
な
る
歴
史
性
の
思
想
で
あ
る
。
然
る

に
一
般
に
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
の
構
造
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
構
造
を
限
定
す
る
か
ら
、
こ
れ
ら
二
つ
の
も
の
こ
そ

ま
さ
に
唯
物
史
観
の
構
造
を
限
定
す
る
最
も
根
源
的
な
契
機
で
あ
る
。
か
く
て
唯
物
史
観
は
無
産
者
的
基
礎
経
験
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の
上
に
、
そ
れ
の
規
定
す
る
人
間
学
の
限
定
の
上
に
、
成
立
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
学
問
の
階

0

0

0

0

級
性
0

0

の
理
論
も
ま
た
私
が
第
一
節
に
述
べ
た
基
礎
経
験
と
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
相
互
制
約
の

原
理
か
ら
最
も
根
本
的
に
把
握
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。

＊　
『
ド
イ
ッ
チ
ェ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』【
三
木
清
訳
】
の
中
で
、
マ
ル
ク
ス
は
歴
史
に
於
て
行
動
す
る
人
間
を
次
の
如

く
規
定
し
た
。
先
ず
最
初
に
、
歴
史
を
作
り
得
る
た
め
に
は
人
間
は
生
活
す
る
こ
と
が
出
来
ね
ば
な
ら
ぬ
。
と
こ
ろ

で
生
活
に
は
何
よ
り
も
飲
食
、
住
居
、
衣
服
、
な
お
そ
の
他
若
干
の
も
の
が
属
す
る
。
第
一
の
歴
史
的
行
為
は
そ

れ
故
に
、こ
れ
ら
の
欲
望
を
満
足
さ
せ
る
た
め
の
手
段
を
作
る
こ
と
、即
ち
物
質
的
生
活
そ
の
も
の
の
生
産
で
あ
る
。

第
二
に
、
満
足
さ
せ
ら
れ
た
最
初
の
欲
望
そ
の
も
の
、
満
足
さ
せ
る
行
為
、
そ
し
て
既
に
獲
得
さ
れ
た
、
満
足
さ

せ
る
た
め
の
器
具
は
、
更
に
新
し
い
欲
望
に
導
く
。
そ
し
て
こ
の
新
し
い
欲
望
の
生
産
は
第
一
の
歴
史
的
行
為
で

あ
る
。
そ
も
そ
も
最
初
か
ら
歴
史
的
発
展
の
中
へ
入
り
込
む
と
こ
ろ
の
第
三
の
関
係
は
、
彼
等
自
身
の
生
活
を
日
々

新
た
に
す
る
人
間
が
、
他
の
人
間
を
作
り
、
繁
殖
し
始
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
夫
婦
、
親
子
の
間
の
関
係
、
即

ち
家
族
が
そ
れ
で
あ
る
。
―
―
初
め
に
は
唯
一
の
社
会
的
関
係
で
あ
る
家
族
は
、
後
に
は
、
増
大
し
た
欲
望
が
新

し
い
社
会
的
関
係
を
、
そ
し
て
増
大
し
た
人
間
の
数
が
新
し
い
欲
望
を
作
る
と
き
、
従
属
的
な
関
係
と
な
る
。
―

―
以
上
の
も
の
は
人
間
の
社
会
的
活
動
の
三
つ
の
方
面
若
く
は
契
機
で
あ
る
。
し
か
る
に
そ
れ
ら
の
活
動
は
凡
て
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社
会
的
で
あ
る
が
故
に
言
葉
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
言
葉
は
他
の
人
間
と
の
交
通
の
欲
望
と
必
要
と
か
ら
生
れ
る
。

言
葉
は
意
識
と
共
に
古
く
、
む
し
ろ
言
葉
こ
そ
実
践
的
な
る
、
他
の
人
間
に
対
し
て
も
存
在
し
、
し
た
が
っ
て
ま

た
私
自
身
に
対
し
て
も
存
在
す
る
、
現
実
的
な
る
意
識
そ
の
も
の
で
あ
る
。
意
識
は
根
源
的
な
る
歴
史
的
関
係
の

第
四
の
契
機
で
あ
る
。【{7a

〜c}

付
近
。
但
し
、
意
識
を
第
四
の
契
機
と
す
る
文
言
は
見
当
た
ら
な
い
。】

私
は
最
初
に
基
礎
経
験
は
ロ
ゴ
ス
に
於
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
安
定
を
獲
得
す
る
と
云
っ
た
。
若
し
そ

う
で
あ
る
な
ら
ば
、
無
産
者
的
基
礎
経
験
は
唯
物
史
観
に
於
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
果
た
し
て
安
定
に

お
か
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
こ
の
基
礎
経
験
の
特
殊
性
に
よ
っ
て
絶
対
に
不
可
能
で
あ
る
。
何
故

な
ら
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
基
礎
経
験
は
そ
れ
の
特
殊
性
に
於
て
根
源
的
に
実
践
的
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
と

っ
て
は
意
識
を
変
革
す
る
と
い
う
こ
と
が
最
大
の
関
心
で
あ
り
得
ず
、
却
っ
て
存
在
そ
の
も
の
を
変
革
す
る
こ
と

が
第
一
の
関
心
事
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
こ
で
は
、
マ
ル
ク
ス
が
云
っ
た
よ
う
に
、「
理
論
は
物
質
的
な
る
力

と
な
る
。」
し
か
し
て
他
方
で
は
、
斯
く
の
如
き
特
性
を
有
す
る
基
礎
経
験
の
充
全
な
る
表
現
で
あ
る
た
め
に
は
、

唯
物
史
観
は
ま
た
そ
れ
自
身
実
践
を
止
揚
す
る
こ
と
な
く
し
て
は
理
論
と
し
て
も
成
立
し
得
な
い
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
意
識
の
変
革
の
範
囲
内
に
と
ど
ま
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
変
革
に

よ
っ
て
直
ち
に
真
に
人
間
的
な
る
文
化
が
創
造
さ
れ
得
る
か
の
よ
う
に
思
惟
す
る
。
然
し
な
が
ら
マ
ル
ク
ス
は
云
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う
、「
意
識
を
変
革
し
よ
う
と
い
う
こ
の
要
求
は
、
結
局
、
現
に
存
在
す
る
も
の
を
他
の
仕
方
で
解
釈
し
よ
う
と

い
う
、
即
ち
そ
れ
を
他
の
解
釈
に
よ
っ
て
承
認
し
よ
う
と
い
う
要
求
に
外
な
ら
な
い
。」「
哲
学
者
は
世
界
を
種
々

に
解
釈
し
た
だ
け
だ
、
世
界
を
変
革
す
る
こ
と
が
問
題
な
の
だ
。」
マ
ル
ク
ス
学
は
ひ
と
つ
の
革
命
的
な
る
理
論

で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
こ
の
理
論
が
根
源
的
に
実
践
的
な
る
、
現
存
の
事
物
を
革
命
的
に
変
化
す
る
こ
と
に
於
て

自
己
の
本
質
を
見
出
す
と
こ
ろ
の
無
産
者
的
基
礎
経
験
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
必
然
的
で
あ

る
で
あ
ろ
う
。「
一
定
の
時
代
に
於
け
る
革
命
的
な
る
思
想
の
存
在
は
既
に
革
命
的
な
る
階
級
の
存
在
を
前
提
す

る
。」＊

そ
し
て
他
方
か
ら
考
え
る
な
ら
ば
、
無
産
者
的
基
礎
経
験
は
そ
れ
の
発
展
形
式
で
あ
る
ロ
ゴ
ス
、
唯
物
史

観
を
戦
い
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
そ
れ
を
指
導
と
し
、
指
針
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
自
己
み
ず
か
ら

を
発
展
せ
し
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
る
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
ひ
と
つ
の
物
質
的
な
る
力
と
な
り
得
る
た
め
に

は
、
こ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
現
実
の
基
礎
経
験
を
的
確
に
把
握
し
て
い
る
と
共
に
、
こ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
指
導

原
理
と
す
べ
き
現
実
の
基
礎
経
験
が
ま
た
そ
れ
に
対
し
て
必
要
な
だ
け
十
分
に
発
展
し
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
目
的
意
識
的

0

0

0

0

0

に
経
験
に
対
し
て
は
た
ら
き
得
る
た
め
に
は
、
基
礎
経
験
が
自
然
成
長
的

0

0

0

0

0

に
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
へ
の
発
展
の
過
程
に
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
基
礎
経
験
は
つ
ね
に
自
然
成
長
的
に

自
己
を
表
現
す
べ
き
ロ
ゴ
ス
を
要
求
す
る
、
け
れ
ど
ロ
ゴ
ス
は
基
礎
経
験
に
対
し
て
は
明
ら
か
に
「
他
の
も
の
」
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で
あ
る
。
基
礎
経
験
は
自
己
を
発
展
せ
し
め
る
た
め
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
即
ち
「
他
の
も
の
」
を
必
要
と
す
る
の
で

あ
る
が
、
こ
の
「
他
の
も
の
」
は
し
か
し
そ
れ
自
身
現
実
の
基
礎
経
験
に
於
て
具
体
的
な
地
盤
を
も
っ
て
い
る
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
基
礎
経
験
は
自
己
か
ら
出
て
、「
他
の
も
の
」
に
移
り
、
し
か
も
こ
の
「
他
の
も
の
」
が

自
己
の
把
握
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
他
の
も
の
」
に
移
る
こ
と
が
自
己
に
還
る
こ
と
と
な
る
。
レ
ー
ニ
ン
が

好
ん
で
用
い
た
自
然
成
長
性
と
目
的
意
識
性
と
の
両
概
念
の
関
係
は
こ
の
よ
う
に
弁
証
法
的
に
把
握
さ
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
そ
し
て
基
礎
経
験
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
の
弁
証
法
的
統
一
の
要
求
は
、
経
験
の
現
実
の
段
階

0

0

0

0

0

の
分
析
研

究
を
つ
ね
に
要
求
せ
ず
に
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
こ
の
弁
証
法
的
統
一
の
故
に
、
経

験
を
変
化
し
発
展
さ
せ
る
と
共
に
自
己
を
変
化
し
発
展
さ
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
経
験
の
発
展
と
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
の
発
展
と
は
相
互
に
制
約
す
る
。
こ
れ
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
実
現
の
過
程
に
於
て
所
謂
方
向
転
換

0

0

0

0

が
要
求
さ
れ
る

所
以
で
あ
る
。
さ
て
、
我
々
の
研
究
は
、
マ
ル
ク
ス
が
、「
哲
学
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
を
止
揚
す
る
こ
と
な
く

し
て
は
実
現
さ
れ
得
な
い
し
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
哲
学
を
実
現
す
る
こ
と
な
く
し
て
は
自
己
を
止
揚
し
得
な

い
」、
と
云
っ
た
言
葉
に
多
少
の
解
明
を
与
え
得
た
で
あ
ろ
う＊
＊。 

―
―
（
一
九
二
七
・
五
）
―
―

＊　

M
arx-Engels A

rchiv, I, S.266.

ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
の
マ
ル
ク
ス
的
形
態
を
論
ず
る
に
当
っ
て
、
階
級
の
理
論
は

決
し
て
見
逃
す
べ
か
ら
ざ
る
、
重
要
な
も
の
で
あ
る
が
、
私
は
そ
れ
に
つ
い
て
の
研
究
を
後
の
機
会
に
譲
る
こ
と
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に
し
た
。

＊
＊　

Zur K
ritik der H

egelschen R
echtsphilosophie (N

achlass, I, S. 398.).
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マ
ル
ク
ス
主
義
と
唯
物
論

一

言
葉
は
魔
術
的
な
は
た
ら
き
を
す
る
。
或
る
人
々
に
と
っ
て
は
、
唯
物
論
の
名
は
、
既
に
最
初
か
ら
何
か
い
か

が
わ
し
い
も
の
、
汚
ら
わ
し
い
も
の
を
暗
示
す
る
。
彼
等
は
そ
の
名
を
聞
く
と
き
、
肩
を
ゆ
す
ぶ
り
、
十
字
を
切

っ
て
去
り
、
そ
れ
を
真
面
目
に
相
手
に
す
る
こ
と
を
さ
え
、
何
か
為
す
ま
じ
き
卑
し
き
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
。

そ
れ
に
も
拘
ら
ず
自
己
を
唯
物
論
と
し
て
憚
る
と
こ
ろ
な
く
主
張
す
る
マ
ル
ク
ス
主
義
は
、
も
は
や
誰
も
見
逃
す

こ
と
の
出
来
ぬ
現
実
の
勢
力
で
あ
る
。
一
般
に
現
実
を
回
避
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
思
想
の
高
貴
さ
を
示
そ
う
と
す

る
者
は
、
た
だ
単
に
然
か
自
己
を
粧
う
の
み
で
あ
り
、
却
っ
て
た
ま
た
ま
彼
の
思
索
の
怯
懦
と
怠
慢
と
を
暴
露
す

る
に
外
な
ら
な
い
。
嘗
て
哲
学
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
対
す
る
感
激
に
よ
っ
て
著
し
い
進
展
を
遂
げ
た
よ
う
に
、
今

は
ま
た
そ
れ
は
何
等
か
の
仕
方
で
マ
ル
ク
ス
主
義
と
交
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
恐
ら
く
現
在
の
無
生
産
的
な
る
状

態
を
脱
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
マ
ル
ク
ス
主
義
は
そ
れ
自
身
多
岐
多
様
な
る
意
味
に
於
て
語
ら
れ
る
唯
物
論
の
長
い

歴
史
の
列
に
属
し
て
い
る
。
人
々
は
こ
れ
に
特
に
近
代
的
唯
物
論
の
名
を
負
わ
せ
て
い
る
。
こ
の
と
き
冠
せ
ら
れ
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た
近
代
的
と
は
正
確
に
は
何
を
謂
う
の
で
あ
る
か
。
マ
ル
ク
ス
主
義
は
そ
の
如
何
な
る
構
成
の
故
に
、
そ
も
そ
も

唯
物
論
と
し
て
自
己
を
規
定
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
問
を
正
し
く
捉
え
よ
う
と
す
る
者
は
、
唯
物
論
の
名
と
共
に
不
幸
に
も
最
も
屡
々
聯
想
さ
れ
て
い
る
と
こ

ろ
の
、
一
は
理
論
的
見
解
に
関
す
る
、
他
は
実
践
的
態
度
に
関
す
る
、
唯
物
論
の
か
の
二
つ
の
形
態
を
遠
く
に
追

い
退
け
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
マ
ル
ク
ス
主
義
は
第
一
に
生
理
学
的
唯
物
論
で
は
な
い
。
そ
れ
は
意
識
の
現
象

が
脳
髄
の
物
質
的
構
造
そ
の
も
の
か
ら
導
き
出
さ
れ
、
若
く
は
思
想
が
、
恰
も
尿
が
腎
臓
か
ら
排
泄
さ
れ
る
よ
う

に
、
人
間
の
脳
髄
か
ら
分
泌
さ
れ
る
と
い
う
が
如
き
こ
と
を
説
く
も
の
で
は
な
い
。
斯
く
の
如
き
唯
物
論
は
、
そ

れ
を
マ
ル
ク
ス
が
形
而
上
学
的
と
銘
打
っ
て
排
斥
し
た
当
の
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
ま
た
マ
ル
ク
ス
主
義
は
第

二
に
倫
理
学
的
唯
物
論
で
も
な
い
。
そ
れ
は
人
間
の
一
切
の
行
為
を
物
質
的
欲
望
の
満
足
と
個
人
的
幸
福
の
追
求

と
に
従
属
せ
し
め
よ
う
と
す
る
主
張
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
こ
の
よ
う
な
快
楽
主
義
的
、
功
利
主
義

的
思
想
に
対
し
て
手
酷
し
い
攻
撃
を
加
え
て
お
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
つ
ね
に
侮
蔑
と
憎
悪
と
を
も
っ
て
語
っ
て

い
る
。

十
八
世
紀
風
の
、
粗
雑
な
る
、
粗
野
な
る
唯
物
論
が
退
け
ら
れ
た
後
に
、
我
々
は
先
ず
如
何
に
し
て
、
マ
ル
ク

ス
主
義
的
唯
物
論
の
た
め
に
、
現
実
の
地
盤
を
獲
得
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
我
々
は
既
に
、
唯
物
史
観
の
構
造
を
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規
定
す
る
人
間
学
が
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
基
礎
経
験
の
上
に
立
っ
て
い
る
こ
と
を
論
述
し
た
。
し
た
が
っ
て
近
代

的
唯
物
論
が
ま
た
実
に
近
代
的
無
産
者
的
基
礎
経
験

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
う
ち
に
そ
の
理
論
の
具
体
的
な
る
根
源
を
有
す
る
と
い
う

こ
と
を
明
白
な
ら
し
め
る
こ
と
が
、
我
々
の
現
在
の
課
題
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
私
は
こ
の
課
せ
ら
れ

た
問
題
を
十
分
に
解
決
し
得
る
こ
と
を
期
待
す
る
。

私
の
意
味
す
る
基
礎
経
験
と
は
現
実
の
存
在
の
構
造
の
全
体
で
あ
る
。
現
実
の
存
在
は
つ
ね
に
歴
史
的
必
然
的

に
限
定
さ
れ
た
一
定
の
構
造
的
聯
関
に
於
て
組
織
さ
れ
て
い
る
。
存
在
の
組
織
―
―
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
謂
う

tavxiV

―
―
は
、
最
も
原
始
的
に
は
、
そ
れ
の
全
体
を
構
成
す
る
契
機
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
人
間
の
存
在
と
自
然

の
存
在
と
の
動
的
双
関
的
統
一
の
う
ち
に
横
た
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
現
実
性
に
於
て
在
る
限
り
、
人
間
は
自
然

に
於
け
る
存
在
即
ち
生
で
あ
り
、
そ
し
て
自
然
は
こ
の
生
に
関
係
し
て
限
定
さ
れ
て
ゆ
く
存
在
で
あ
る
。
基
礎
経

験
が
我
々
に
と
っ
て
構
造
づ
け
ら
れ
た

0

0

0

0

0

0

0

ま
た
は
組
織
づ
け
ら
れ
た
存
在
0

0

、
し
た
が
っ
て
ま
さ
に
現
実
の
存
在
そ
の

も
の
を
意
味
す
る
以
上
、
人
々
は
こ
の
概
念
に
よ
っ
て
、
何
者
か
の
意
識

0

0

0

0

0

0

若
く
は
体
験
が
直
接
に
表
現
さ
れ
て
い

る
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
。
私
が
無
産
者
的
基
礎
経
験
と
い
う
と
き
、
私
は
特
に
無
産
者
の
体
験
す
る
、
或
い
は

無
産
者
の
み
の
体
験
し
得
る
意
識
を
謂
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
却
っ
て
私
は
そ
れ
に
よ
っ
て
特
殊
な
る
構
造
あ

る
現
実
の
存
在
そ
の
も
の
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ひ
と
は
基
礎
経
験
の
名
に
於
て
な
に
よ
り
も
存
在
的
な
る
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も
の
を
理
解
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
決
し
て
意
識
的
な
る
も
の
、
従
っ
て
ま
た
観
念
的
な
る
も
の
を
理
解
す
べ
き
で

は
な
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
私
は
意
識
的
な
る
も
の
、
観
念
的
な
る
も
の
が
一
定
の
構
造
と
組
織
と
を
有
す
る
―

―
そ
れ
故
に
こ
そ
ま
さ
に
存
在
は
運
動
し
、
発
展
す
る
こ
と
が
出
来
る
、
―
―
存
在
の
運
動
と
発
展
の
過
程
に
於

て
初
め
て
、現
実
的
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
た
い
と
思
う
。
基
礎
経
験
の「
基
礎
」と
は
、こ
の
も
の
が
種
々

な
る
意
識
形
態
の
根
柢
と
な
っ
て
、
そ
れ
を
規
定
す
る
こ
と
を
表
す
の
で
あ
る
。
現
実
の
存
在
そ
の
も
の
を
特
に

「
経
験
」
と
称
す
る
の
は
、
さ
き
に
も
記
し
た
如
く
、
存
在
を
そ
れ
自
体
に
於
て
完
了
し
た
も
の
と
見
做
す
と
こ

ろ
の
、
従
っ
て
そ
れ
を
特
に
運
動
0

0

に
於
て
把
握
す
る
こ
と
な
く
、
却
っ
て
静
的
な
る
も
の
に
固
定
す
る
傾
向
を
含

む
と
こ
ろ
の
、
素
朴
実
在
論
か
ら
我
々
を
出
来
る
限
り
截
然
と
区
別
す
る
た
め
で
あ
る
。
か
く
し
て
基
礎
経
験
と

は
、
相
互
に
自
己
の
存
在
性
を
規
定
し
つ
つ
発
展
す
る
諸
契
機
を
有
す
る
、
動
的
な
る
、
全
体
的
な
る
存
在
に
外

な
ら
な
い
。
し
か
る
に
存
在
を
組
織
づ
け
、
構
造
づ
け
る
も
の
は
、
根
本
的
に
は
人
間
の
存
在
の
交
渉
の
仕
方
で

あ
る
。
こ
の
交
渉
の
仕
方
そ
の
も
の
は
歴
史
的
社
会
的
に
限
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、「
無
産
者
的
」
と
は

こ
の
よ
う
な
交
渉
の
仕
方
の
謂
わ
ば
ひ
と
つ
の
歴
史
的
類
型
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
現
実
的

存
在
そ
の
も
の
の
歴
史
的
な
る
性
格
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
我
々
は
そ
れ
を
恐
ら
く
正
当
に
存
在
の
歴
史
的
範
疇

0

0

0

0

0

の

ひ
と
つ
に
算
え
得
る
で
あ
ろ
う
。
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さ
て
無
産
者
的
基
礎
経
験
の
構
造
を
根
源
的
に
規
定
す
る
も
の
は
労
働
で
あ
る
。
無
産
者
は
感
性
的
実
践

0

0

0

0

0

と
し

て
特
性
づ
け
ら
れ
る
交
渉
の
仕
方
を
も
っ
て
存
在
と
交
渉
す
る
。
こ
の
と
き
、
彼
等
が
そ
れ
を
も
っ
て
、
ま
た
そ

れ
と
共
に
働
く
と
こ
ろ
の
物
は
、
若
し
労
働
と
い
う
こ
と
が
そ
の
本
質
を
維
持
す
べ
き
で
あ
る
な
ら
ば
、
彼
等
の

心
の
映
像
と
い
う
が
如
き
観
念
的
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
実
践
は
そ
れ
の
存
在
に
於
て
そ
れ
の
対

象
が
実
践
す
る
者
と
は
異
な
る
他
の
独
立
な
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
本
質
的
に
必
然
的
に
要
求
す
る
。
そ
う
で
あ

る
か
ら
、
最
も
徹
底
し
た
観
念
論
者
で
あ
っ
た
フ
ィ
ヒ
テ
に
あ
っ
て
さ
え
、
自
我
は
自
己
の
「
実
践
的
な
る
」
本

質
を
発
揮
す
る
た
め
に
、
自
己
の
克
服
す
べ
き
「
抵
抗
」
と
し
て
、
自
我
な
ら
ぬ
も
の
を
要
請
し
、
か
く
し
て
必

然
的
に
非
我
を
定
立
す
る
に
到
る
、
と
考
え
ら
れ
た
。
む
し
ろ
フ
ィ
ヒ
テ
は
自
我
の
実
践
的
な
る
根
本
規
定
か
ら

感
覚
、
し
た
が
っ
て
感
性
的
な
る
世
界
を
演
繹
し
た
。
人
間
が
実
践
的
に
交
渉
す
る
限
り
、
彼
の
は
た
ら
き
か
け

る
存
在
が
そ
れ
の
存
在
に
於
て
空
無
な
る
影
で
あ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
も
と
よ
り
フ
ィ
ヒ
テ
に
於
て
は
、

実
践
は
ど
こ
ま
で
も
叡
智
的
活
動
で
あ
っ
た
か
ら
、
自
我
が
み
ず
か
ら
の
抵
抗
と
し
て
定
立
す
る
非
我
も
な
お
か

つ
観
念
的
な
る
性
格
を
失
う
こ
と
が
な
い
、
と
彼
は
思
惟
す
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
反
し
て
、

我
々
に
と
っ
て
実
践
は
、
労
働
と
し
て
、
そ
れ
自
身
人
間
的
感
性
的
活
動
で
あ
る
が
故
に
、
斯
く
の
如
き
交
渉
の

仕
方
に
於
て
そ
の
存
在
性
を
顕
に
す
る
存
在
は
、
最
後
ま
で
独
立
す
る
、
感
性
的
に
し
て
物
質
的
な
る
存
在
の
ほ
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か
の
何
物
で
も
あ
り
得
な
い
。
労
働
は
あ
ら
ゆ
る
観
念
論
を
不
可
能
に
す
る
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
云
う
、「
観

念
論
の
根
本
欠
陥
は
ま
さ
に
、
そ
れ
が
世
界
の
客
観
性
ま
た
は
主
観
性
に
関
す
る
、
実
在
性
ま
た
は
非
実
在
性
に

関
す
る
問
題
を
、
単
に
理
論
的
な
立
場
か
ら
提
出
し
そ
し
て
解
決
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
け
れ
ど
実
際
に
は
世
界

は
、
そ
れ
が
意
志
の
、
存
在
に
対
す
る
、
ま
た
所
有
に
対
す
る
意
志
の
客
体
で
あ
る
の
故
を
も
っ
て
の
み
、
も
と

も
と
、
は
じ
め
て
、
悟
性
の
客
体
な
の
で
あ
る
。」＊

心
の
外
に
世
界
が
実
在
す
る
か
否
か
、
そ
し
て
こ
の
世
界
が

感
性
的
物
質
的
で
あ
る
か
否
か
、
の
思
弁
的
な
る
問
題
は
、
労
働
に
於
て
存
在
と
交
渉
す
る
者
に
と
っ
て
は
、
問

題
と
な
る
こ
と
さ
え
出
来
ぬ
、
ひ
と
つ
の
原
始
的
な
る
事
実
に
於
て
解
決
さ
れ
て
あ
る
事
柄
で
あ
る
。

＊　

Feuerbach, U
eber Spiritualism

us und M
aterialism

us, besonders in B
eziehung auf die W

illensfreiheit, X
, 

216.

と
こ
ろ
で
労
働
に
於
て
自
然
と
構
造
的
聯
関
に
立
つ
者
と
し
て
人
間
は
ま
た
彼
自
身
感
性
的
存
在
で
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。
彼
は
彼
の
物
質
的
な
力
を
も
っ
て
絶
え
ず
自
然
に
は
た
ら
き
か
け
、
斯
く
交
渉
す
る
こ
と
に
お
い
て
直

接
に
彼
は
自
己
の
存
在
を
感
性
的
と
し
て
把
握
す
る
。
即
ち
労
働
は
自
然
を
感
性
と
し
て
、
そ
し
て
人
間
を
ま
た

か
か
る
も
の
と
し
て
構
造
づ
け
る
。
こ
の
場
合
ひ
と
は
感
性
を
抽
象
的
に
理
解
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
感
覚

そ
の
も
の
若
く
は
純
粋
感
覚
と
い
う
が
如
き
も
の
を
意
味
す
る
の
で
な
い
。
却
っ
て
感
性
と
は
存
在
の
「
存
在
の
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仕
方
」
の
概
念
で
あ
る
。
そ
れ
は
魂
ま
た
は
意
識
そ
の
も
の
の
作
用
を
謂
う
の
で
は
な
く
、
寧
ろ
こ
の
現
実
的
な

る
人
間
の
「
存
在
」
―
―
「
私
は
魂
で
な
く
、
却
っ
て
人
間
で
あ
る
」、
と
ブ
ル
タ
ー
ク
【Plutarch

プ
ル
タ
ル
コ
ス
】

の
失
わ
れ
た
書
の
断
片
の
中
で
既
に
ひ
と
り
の
ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
者
が
云
っ
て
い
る
、
―
―
が
そ
の
存
在
の
現
実

性
に
於
て
存
在
す
る
ひ
と
つ
の
特
殊
な
る
仕
方
を
示
す
の
で
あ
る
。
人
間
は
言
う
ま
で
も
な
く
精
神
物
理
的
統
一

体
で
あ
る
。
こ
の
存
在
を
感
性
的
と
し
て
規
定
す
る
と
き
、
そ
れ
は
感
覚
主
義
的
観
念
論
の
立
場
を
採
る
も
の
で

は
固
よ
り
な
い
が
、
然
し
な
が
ら
ま
た
そ
れ
は
精
神
か
ら
絶
対
に
分
離
さ
れ
た
物
質
を
説
く
機
械
的
唯
物
論
の
立

場
に
与
す
る
も
の
で
も
断
じ
て
な
い
。「
真
理
は
唯
物
論
で
も
観
念
論
で
も
な
く
、
生
理
学
で
も
心
理
学
で
も
な

い
。
真
理
は
た
だ
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
（
人
間
学
）
で
あ
る
」＊

、
と
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
云
っ
て
い
る
。
彼
は

抽
象
的
な
観
念
論
や
唯
物
論
に
反
対
し
て
、
具
体
的
な
る
、
人
間
学
的
な
る
立
場
を
支
持
す
る
。
単
に
霊
魂
が
考

え
た
り
、
感
じ
た
り
す
る
の
で
な
い
と
同
じ
く
、
ま
た
単
に
脳
髄
が
考
え
た
り
、
感
じ
た
り
す
る
の
で
な
い
。
意

識
と
は
却
っ
て
全
体
的
な
人
間
的
存
在
の
具
体
的
な
る
存
在
の
仕
方
に
外
な
ら
な
い
。
マ
ル
ク
ス
が
「
意
識
（das 

B
ew

usstsein

）
と
は
意
識
さ
れ
た
存
在
（das bew

usste Sein
）
以
外
の
何
物
で
も
決
し
て
あ
り
得
な
い
」、
と
云

っ
た
の
は
こ
の
意
味
に
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
総
じ
て
精
神
と
物
質
と
を
絶
対
的
に
対
立
せ
し
め
、
そ

の
一
を
排
し
て
そ
の
他
を
樹
て
る
思
想
は
、
い
ず
れ
も
抽
象
的
思
惟
の
産
物
に
過
ぎ
ぬ
。
そ
こ
で
ま
た
フ
ォ
イ
エ
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ル
バ
ッ
ハ
は
記
し
て
い
る
、「
人
間
を
身
体
と
精
神
に
、
感
性
的
本
質
と
非
感
性
的
本
質
と
に
分
離
す
る
こ
と
は
、

た
だ
ひ
と
つ
の
理
論
的
な
る
分
離
で
あ
る
。
実
践
に
於
て
、
生
に
於
て
、
我
々
は
こ
の
分
離
を
否
定
す
る
。＊
＊」
実

践
に
於
て
生
き
る
マ
ル
キ
シ
ス
ト
は
観
念
論
者
で
あ
り
得
な
い
と
共
に
、
抽
象
的
な
意
味
に
於
け
る
唯
物
論
の
把

持
者
で
あ
る
こ
と
も
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
唯
物
論
と
観
念
論
の
問
題
は
、物
質
か
ら
意
識
を「
導
出
し
」、

若
く
は
思
惟
か
ら
存
在
を「
演
繹
す
る
」と
い
う
が
如
き
、そ
れ
自
身
既
に
形
而
上
学
的
な
る
見
地
か
ら
放
た
れ
て
、

他
の
地
盤
に
移
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
マ
ル
ク
ス
主
義
は
如
何
に
し
て
、
具
体
性
を
失
う
こ
と
な
し
に
然
も
唯
物
論

で
あ
り
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
答
は
既
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
存
在
は
人
間
が
そ
れ
と
交
渉
す
る
仕
方
に
応
じ
て
そ

の
存
在
性
を
規
定
す
る
の
で
あ
る
が
、
人
間
は
ま
た
斯
く
の
如
く
交
渉
す
る
仕
方
に
即
し
て
直
接
に
自
己
の
本
質

を
把
握
す
る
。
そ
れ
故
に
労
働
即
ち
感
性
的
物
質
的
な
る
実
践
に
於
て
存
在
と
交
渉
す
る
と
こ
ろ
の
者
は
、
自
己

の
存
在
の
存
在
性
あ
る
い
は
存
在
の
仕
方
を
感
性
的
物
質
的
と
し
て
理
解
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
マ

ル
ク
ス
主
義
の
唯
物
論
に
謂
う
「
物
」
と
は
か
く
し
て
最
初
に
は
人
間
の
自
己
解
釈
の
概
念
で
あ
り
、
我
々
の
用

語
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
一
の
解
釈
学
的
概
念

0

0

0

0

0

0

で
あ
っ
て
、
純
粋
な
る
物
質
そ
の
も
の
を
意
味
す
べ
き
で
は
な
い

の
で
あ
る
。
労
働
こ
そ
実
に
具
体
的
な
る
唯
物
論
を
構
成
す
る
根
源
で
あ
る
。

＊　

Feuerbach, W
ider den D

ualism
us von Leib und Seele etc., II, 340.
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O
p. cit., II, 345.

労
働
は
そ
の
一
層
具
体
的
な
る
規
定
に
於
て
生
産
で
あ
る
。
し
か
る
に
近
代
的
な
る
生
産
は
そ
の
様
式
に
於
て

特
に
社
会
的
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
『
経
済
学
批
判
』
の
序
説
の
首
め
に
云
っ
て
い
る
、「
社
会
に
於
て
生
産
し

つ
つ
あ
る
人
々
が
―
―
従
っ
て
人
々
の
社
会
的
に
規
定
さ
れ
た
生
産
が
言
う
ま
で
も
な
く
出
発
点
で
あ
る
。
ス
ミ

ス
や
リ
カ
ー
ド
が
そ
れ
を
も
っ
て
始
め
る
と
こ
ろ
の
、
個
々
の
孤
立
的
な
猟
夫
や
漁
夫
は
、
十
八
世
紀
の
想
像

力
な
き
空
想
に
属
す
る
。」
我
々
の
研
究
は
現
実
に
は
存
在
せ
ぬ
一
個
の
抽
象
体
で
あ
る
ロ
ビ
ン
ソ
ン
を
も
っ
て

始
む
べ
き
で
な
く
、
社
会
に
於
て
生
産
し
つ
つ
あ
る
人
間
を
出
発
点
と
す
べ
き
で
あ
る
。
人
間
は
彼
等
相
互
に
一

定
の
関
係
に
入
り
込
む
こ
と
な
く
し
て
は
生
産
し
得
な
い
。
彼
等
は
彼
等
の
活
動
を
相
互
に
交
換
し
て
の
み
生
産

す
る
。
社
会
的
で
あ
る
限
り
、
私
は
い
つ
ま
で
も
単
に
私
と
し
て
と
ど
ま
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
そ
の
活
動
に
於

て
相
互
の
間
に
作
用
し
合
う
限
り
、
我
は
汝
と
な
り
、
汝
は
我
と
な
る
。
私
は
私
に
対
し
て
は
我
で
あ
り
、
同
時

に
他
の
人
に
対
し
て
は
汝
で
あ
る
。
私
は
主
観
で
あ
る
と
共
に
客
観
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ

の
次
の
言
葉
は
正
し
い
、「
現
実
的
な
我
は
た
だ
そ
れ
に
汝
が
対
立
す
る
と
こ
ろ
の
我
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
者

自
身
は
他
の
我
に
対
し
て
は
汝
で
あ
り
、
客
観
で
あ
る
。
し
か
る
に
観
念
的
な
我
に
と
っ
て
は
、
客
観
一
般
が
存

在
し
な
い
よ
う
に
、
如
何
な
る
汝
も
ま
た
存
在
し
な
い
。」＊

我
と
汝
と
の
統
一
と
し
て
人
間
の
現
実
性
は
初
め
て
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成
立
す
る
。
人
間
は
ひ
と
つ
の
綜
合
的
概
念

0

0

0

0

0

で
あ
る
。「
私
は
た
だ
主
観
―
客
観
（Subjekt-O

bjekt

）
と
し
て
在

り
、
思
惟
し
、
否
、
感
覚
す
る
。＊
＊」
然
し
な
が
ら
こ
の
と
き
、
主
客
の
綜
合
、
若
く
は
統
一
（Einheit

）
と
謂
う

の
は
、
両
者
の
同
一
（Identität

）
と
直
接
に
は
等
し
く
な
い
の
で
あ
る
。
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
の
所
謂
同
一
哲
学
諸

体
系
（Identitätssystem

e

）
は
主
観
と
客
観
と
の
絶
対
的
な
同
一
性
を
主
張
し
た
。
こ
れ
に
反
し
て
、
我
々
に
と

っ
て
は
我
と
汝
、
主
観
と
客
観
は
ど
こ
ま
で
も
互
い
に
相
異
な
る
他
の
存
在
で
あ
る
、
―
―
若
し
そ
う
で
な
い
な

ら
ば
相
互
の
間
の
実
践
的
交
渉
は
不
可
能
で
あ
る
で
あ
ろ
う
、
―
―
そ
し
て
恰
も
そ
の
理
由
に
よ
っ
て
人
間
は
、

社
会
的
存
在
と
し
て
、
主
客
の
綜
合
で
あ
る
。
私
は
、
私
の
存
在
の
現
実
性
の
最
初
に
し
て
最
後
の
根
拠
か
ら
、

本
質
的
に
私
を
私
以
外
の
他
の
存
在
に
関
係
さ
せ
る
存
在
で
あ
り
、
こ
の
関
係
な
く
し
て
は
在
り
得
な
い
。
こ
の

よ
う
に
し
て
各
の
人
間
の
存
在
が
主
観
・
客
観
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
意
味
に
於
て
独
立
的
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ

こ
に
は
も
は
や
、
あ
ら
ゆ
る
客
観
を
生
産
す
る
も
の
と
し
て
の
、
若
く
は
支
持
す
る
も
の
と
し
て
の
観
念
的
な
絶

対
自
我
、
ま
た
は
純
粋
意
識
は
、
何
処
に
も
存
在
す
べ
き
余
地
を
見
出
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
社
会
的
生
産
は
あ

ら
ゆ
る
種
類
の
絶
対
的
観
念
論
を
不
可
能
に
す
る
。

＊　

Feuerbach, U
eber Spiritualism

us um
d M

aterialism
us etc., X

, 214.

＊
＊　

Ebd., 215.
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七

二

人
間
が
社
会
的
に
生
産
す
る
こ
と
に
於
て
相
交
渉
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
こ
に
ひ
と
つ
の
著
し
い
現
象
が
生

れ
る
。
即
ち
意
識
の
埋
没

0

0

0

0

0

が
そ
れ
で
あ
る
。
従
来
の
唯
物
論
が
処
理
す
る
に
最
も
苦
し
ん
だ
と
こ
ろ
の
、
し
た
が

っ
て
そ
れ
ら
の
凡
て
に
対
し
て
あ
ら
ゆ
る
機
会
に
於
て
試
金
石
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
「
意
識
の
問
題
」
は
、
こ
の

現
象
を
根
本
的
に
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
無
理
な
し
に
、
具
体
的
に
解
決
さ
れ
得
る
、
と
私
は
信
ず
る
。

現
代
の
認
識
論
の
中
心
問
題
は
意
識
で
あ
る
。
意
識
が
む
し
ろ
今
の
哲
学
に
と
っ
て
唯
一
の
、
あ
る
い
は
凡
て

の
研
究
対
象
を
形
造
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
如
何
な
る
哲
学
も
必
ず
取
扱
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
最
初
に
し
て
最
後
の
問

題
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
自
明
な
る
、
永
遠
な
る
問
題
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
我
々
に

と
っ
て
自
明
な
る
も
の
は
多
く
の
場
合
我
々
に
と
っ
て
悪
し
き
因
縁
で
あ
る
も
の
で
あ
る
に
過
ぎ
ず
、
永
遠
な
る

も
の
は
時
と
し
て
我
々
に
と
っ
て
宿
命
で
あ
る
も
の
を
意
味
す
る
。
我
々
は
斯
く
の
如
き
も
の
を
支
配
し
得
る
位

置
に
身
を
お
く
の
で
な
け
れ
ば
、
我
々
の
学
問
、
ま
た
我
々
の
生
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
現
代
の
哲

学
は
意
識
の
問
題
に
対
し
て
そ
れ
を
自
由
に
な
し
得
る
優
越
な
る
立
場
を
発
見
し
得
る
の
で
な
い
な
ら
ば
、
恐
ら

く
身
動
き
の
な
ら
ぬ
、
も
は
や
前
進
す
る
こ
と
の
出
来
ぬ
状
態
に
固
着
さ
れ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
こ
の
状
態
を
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脱
却
す
る
た
め
に
は
、哲
学
は
我
々
が
歴
史
的
破
壊
的
方
法

0

0

0

0

0

0

0

0

と
名
づ
け
よ
う
と
欲
す
る
特
殊
な
る
方
法
に
従
っ
て
、

自
己
の
道
を
開
拓
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
け
だ
し
一
切
の
存
在
は
歴
史
的
で
あ
り
、
歴
史
的
な
る
存
在
は
凡
て

我
々
を
解
放
す
る
こ
と
か
ら
我
々
を
圧
迫
す
る
こ
と
に
ま
で
必
然
的
に
転
化
す
る
矛
盾
の
存
在
で
あ
る
。
こ
の
矛

盾
を
歴
史
的
必
然
性
の
根
源
に
於
て
把
握
す
る
こ
と
が
我
々
の
要
求
す
る
方
法
で
あ
る
。＊

＊　

我
々
の
学
問
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
意
義
を
有
す
る
こ
の
方
法
に
つ
い
て
は
他
の
場
合
に
詳
論
さ
れ
る
で
あ
ろ

う
。

あ
ら
ゆ
る
存
在
は
発
見
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
。
如
何
な
る
存
在
も
元
々
か
ら
単
純
に
在
る
の
で
な
く
、
我
々
が

歴
史
に
於
て
そ
れ
に
出
会
い
そ
れ
を
見
出
し
て
在
る
の
で
あ
る
。
意
識
が
哲
学
の
中
心
に
現
れ
て
来
た
に
は
歴
史

が
あ
る
。
外
的
社
会
的
生
活
の
一
切
を
排
し
て
個
人
の
内
面
的
生
活
に
唯
一
の
、
最
高
の
価
値
を
お
く
キ
リ
ス
ト

教
の
宗
教
的
態
度
に
於
て
意
識
は
初
め
て
そ
の
存
在
に
於
て
捉
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
宗
教
的
関
心
の
要
求
に
従

っ
て
、
内
的
世
界
の
実
在
性
と
独
自
性
と
を
明
ら
か
に
し
、
意
識
の
事
実
の
無
限
な
る
豊
富
さ
を
顕
に
し
た
の
は

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
発
見
さ
れ
闡
明
さ
れ
た
意
識
は
、
デ
カ
ル
ト
に
至
っ
て
、
知
識
、
殊

に
数
学
、
力
学
等
の
認
識
の
確
実
性
の
基
礎
付
に
対
す
る
関
心
に
よ
っ
て
著
し
い
変
容
に
出
会
っ
た
。
ア
ウ
グ
ス

テ
ィ
ヌ
ス
に
あ
っ
て
は
、
意
識
は
そ
れ
が
精
神
生
活
に
と
っ
て
何
物
か
を
意
味
す
る
限
り
に
於
て
解
明
さ
れ
た
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九

に
反
し
て
、
デ
カ
ル
ト
の
意
識
の
解
釈
は
絶
え
ず
学
的
認
識
に
対
す
る
支
配
的
な
る
関
心
に
よ
っ
て
導
か
れ
て
い

る
。＊

カ
ン
ト
は
更
に
、
彼
に
於
て
は
ま
た
数
学
的
自
然
科
学
の
普
遍
妥
当
性
の
権
利
付
が
そ
の
中
心
問
題
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
関
心
か
ら
そ
れ
ま
で
は
「
存
在
の
領
域
」
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
意
識
を
意
識
一
般
の
概
念

の
も
と
に
「
主
観
」
と
し
て
解
釈
し
直
し
た
。
そ
れ
と
共
に
主
観
は
も
は
や
存
在
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
や
め
て
、

む
し
ろ
あ
ら
ゆ
る
存
在
を
向
こ
う
に
廻
し
て
そ
れ
を
統
括
す
る
と
い
う
普
遍
的
意
味
を
負
う
も
の
と
な
っ
た
。
最

近
に
於
て
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
は
、
―
―
彼
に
と
っ
て
も
数
学
や
形
式
論
理
学
が
認
識
の
理
念
性
の
モ
デ
ル

で
あ
る
、
―
―
デ
カ
ル
ト
の
物
心
二
元
論
を
排
棄
し
つ
つ
、
し
か
も
意
識
を
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
場
合
で
は

そ
の
最
も
根
本
的
な
る
規
定
は
神
と
関
係
さ
せ
ら
れ
て
恐
怖
や
欲
望
と
し
て
顕
に
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
意
識
の
存
在

を
、
デ
カ
ル
ト
の C

ogito ergo sum
 

の
方
向
に
徹
底
し
て
解
釈
す
る
と
共
に
、
こ
の
も
の
に
凡
て
の
存
在
が
そ

れ
に
還
元
さ
れ
る
と
い
う
普
遍
的
意
味
を
担
わ
せ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
も
と
も
と
宗
教
的
内
面
性
と
の

つ
な
が
り
に
於
て
見
出
さ
れ
、
そ
の
意
味
に
於
て
そ
の
存
在
を
規
定
さ
れ
た
意
識
は
、
そ
の
後
次
第
に
そ
の
根
源

を
離
れ
て
、
純
粋
な
る
理
論
、
そ
れ
も
主
と
し
て
形
式
論
理
学
、
数
学
、
自
然
科
学
等
の
認
識
の
基
礎
付
を
す
べ

き
任
務
を
負
わ
さ
れ
て
、
遂
に
そ
の
視
点
か
ら
の
み
根
本
的
に
は
解
釈
さ
れ
闡
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た＊
＊。
こ
の

転
釈
（U

m
deutung

）
の
過
程
に
於
て
意
識
は
次
第
に
普
遍
的
意
味
を
獲
得
し
た
。
け
れ
ど
こ
の
普
遍
的
意
味
は
、
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マ
ル
ク
ス
的
用
語
に
於
け
る
「
妖
怪
的
対
象
性
」（gespenstige G

egenständlichkeit

）
の
う
ち
に
横
た
わ
っ
て

い
る
に
過
ぎ
な
い
。
嘗
て
は
人
間
の
生
を
解
放
す
る
役
目
を
も
っ
て
い
た
意
識
は
、
今
は
そ
れ
の
固
定
さ
れ
た
妖

怪
的
対
象
性
に
よ
っ
て
我
々
を
身
動
き
も
な
ら
ず
支
配
す
る
。
意
識
は
今
や
矛
盾
の
存
在
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
主

義
的
唯
物
論
は
こ
の
矛
盾
の
解
決
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

＊　

デ
カ
ル
ト
と
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
の
対
立
を
、
デ
カ
ル
ト
と
、
彼
と
同
時
代
に
生
き
て
い
て
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ

ス
の
思
想
に
つ
な
が
っ
て
い
た
パ
ス
カ
ル
と
の
対
照
に
於
て
眺
め
る
こ
と
は
、
我
々
に
と
っ
て
教
訓
多
き
こ
と
で

あ
る
で
あ
ろ
う
（
拙
著
『
パ
ス
カ
ル
に
於
け
る
人
間
の
研
究
』〔
全
集
第
一
巻
収
録
〕
参
照
）。

＊
＊　

現
代
の
心
理
学
も
ま
た
主
知
的
傾
向
か
ら
自
由
で
な
い
。
そ
こ
で
は
知
覚
、
表
象
、
注
意
、
思
惟
な
ど
が
主
な

る
問
題
を
形
成
し
て
い
る
。
こ
れ
に
反
し
て
中
世
の
哲
学
的
心
理
学
に
於
て
は
如
何
で
あ
る
か
。
情
緒
若
く
は
情

念
（passiones

）
は
そ
れ
の
最
も
好
ん
で
取
扱
っ
た
対
象
で
あ
っ
た
。
近
世
の
初
め
に
当
っ
て
も
、
デ
カ
ル
ト
や
ス

ピ
ノ
ザ
は
、
そ
の
主
知
主
義
的
傾
向
に
も
拘
ら
ず
、
ま
た
情
念
に
つ
い
て
詳
細
な
、
卓
越
し
た
研
究
を
遺
し
て
い
る
。

我
々
が
足
を
ギ
リ
シ
ア
の
思
想
世
界
の
中
に
踏
み
入
れ
る
と
き
、そ
こ
に
は
全
く
新
し
い
展
望
が
開
け
る
。我
々

は
も
は
や
所
謂
主
観
の
概
念
に
出
会
う
こ
と
が
な
い
。
今
日
主
観
0

0

と
呼
ぶ
代
り
に
ギ
リ
シ
ア
人
は
我
々
0

0

（hJmei:V

）

と
云
っ
た
。
主
観
が
我
々
で
あ
る
と
同
時
に
、
主
観
の
内
容
と
し
て
の
意
識
0

0

に
対
し
て
、
我
々
は
言
葉
0

0

（lovgoV

）
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と
し
て
内
容
を
規
定
さ
れ
た
。
ギ
リ
シ
ア
人
に
と
っ
て
は
人
間
は
本
質
的
に
社
会
的
で
あ
り
、
孤
独
な
る
人
間
と

い
う
が
如
き
は
そ
れ
自
身
矛
盾
し
た
概
念
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
我
は
最
初
か
ら
我
々
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
社
会

的
で
あ
る
限
り
、
意
識
は
つ
ね
に
た
だ
ロ
ゴ
ス
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
、
む
し
ろ
ロ
ゴ
ス
に
於
て
の
み
存
在
す
る
こ

と
が
出
来
る
。
そ
こ
で
彼
等
は
人
間
を
二
重
の
規
定
に
於
て
、
即
ち
、
社
会
的
な
る
生
存
（zw

:/on politikovn

）

と
し
て
、
言
葉
あ
る
生
存
（zw

:/on logistikovn

）
と
し
て
、
最
も
根
本
的
に
規
定
し
得
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

社
会
的
に
生
き
る
限
り
、
個
人
の
意
識
は
公
共
的
な
る
存
在
で
あ
る
言
葉
の
中
に
埋
没
す
る
。
個
人
は
自
己
の
意

識
を
言
葉
を
も
っ
て
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
の
主
観
性
を
言
葉
の
中
に
没
入
せ
し
め
て
、
そ
れ
を
公
共

的
な
ら
し
め
る
こ
と
な
し
に
は
、
社
会
的
に
交
渉
し
得
な
い
。
言
葉
こ
そ
社
会
に
於
て
唯
一
の
現
実
的
な
る
意
識

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
。人
間
を
歴
史
的
社
会
的
存
在
と
し
て
考
察
し
た
マ
ル
ク
ス
は
云
っ
て
い
る
、「
言
葉
は
意
識
と
共
に
古
い
、

―
―
言
葉
は
実
践
的
な
る
、
他
の
人
間
に
対
し
て
も
存
在
す
る
、
従
っ
て
ま
た
私
自
身
に
と
っ
て
も
存
在
す
る
、

現
実
的
な
る
意
識
で
あ
る
。
そ
し
て
言
葉
は
、
意
識
と
同
じ
く
、
他
の
人
間
と
の
交
通
の
欲
望
と
必
要
と
か
ら
初

め
て
、
生
ず
る
。」＊

こ
こ
で
は
運
動
す
る
空
気
の
層
、
音
、
簡
単
に
言
え
ば
言
葉
の
形
式
に
於
て
現
れ
る
物
質
と

結
合
し
た
精
神
が
意
識
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
物
質
を
呪
う
「
純
粋
な
る
」
意
識
は
実
践
的
で
あ
る
こ
と
が

出
来
な
い
。
我
々
は
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
於
て
も
同
じ
よ
う
な
思
想
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
、「
人
間
は
人
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間
に
話
と
い
う
器
官
を
通
じ
て
彼
の
最
も
内
面
的
な
思
想
、
感
情
、
欲
望
を
自
ら
進
ん
で
伝
達
す
る
。
と
こ
ろ
で

こ
の
感
性
的
に
言
表
さ
れ
た
本
質
か
ら
区
別
さ
れ
て
、
魂
、
内
面
、
本
質
そ
の
も
の
は
一
体
何
で
あ
る
の
か
。＊
＊」

＊　

M
arx-Engels A

rchiv, I B
d., S. 247.

＊
＊　

Feuerbach, W
ider den D

ualism
us von Leib und Seele etc., II, 343.

そ
れ
故
に
私
は
進
ん
で
言
葉
が
存
在
に
及
ぼ
す
は
た
ら
き
の
う
ち
最
も
注
目
す
べ
き
も
の
に
関
し
て
研
究
し
よ

う
。
言
葉
は
そ
の
具
体
性
に
於
て
社
会
的
で
あ
る
。
話
す
と
い
う
こ
と
は
、
或
る
人
が
、
或
る
物
に
つ
い
て
、
或

る
人
に
対
し
て
話
す
と
い
う
構
造
を
も
っ
て
い
る
。＊

言
葉
の
こ
の
構
造
に
よ
っ
て
、
語
ら
れ
た
物
は
、
語
る
私
の

も
の
で
も
な
く
、聴
く
彼
の
も
の
で
も
な
く
、誰
と
い
う
特
定
の
人
の
も
の
で
な
く
、我
々
の
共
同
の
も
の
に
な
る
。

こ
の
と
き
存
在
を
所
有
す
る
者
は
「
我
々
」
で
あ
り
、「
世
間
」
で
あ
り
、範
疇
的
な
る
意
味
に
於
け
る
「
ひ
と
」（
ド

イ
ツ
語
の”m

an”

―
―
フ
ラ
ン
ス
語
の
《on
》）
で
あ
る
。
言
葉
の
媒
介
を
通
じ
て
初
め
て
存
在
は
十
分
な
る
意

味
で
公
共
的
と
な
る
。
そ
し
て
世
界
を
相
互
い
に
公
共
的
に
所
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ま
た
初
め
て
社
会
は
成
立

す
る
。
言
葉
が
社
会
的
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
言
葉
に
よ
っ
て
社
会
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
も
人
間
が
ロ
ゴ
ス
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
彼
の
特
に
社
会
的
な
る
存
在
で
あ
る
理
由
だ
と
述
べ
て
い
る＊
＊。

然
る
に
存
在
が
言
葉
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
社
会
的
と
な
り
、「
ひ
と
」
と
い
う
範
疇
に
於
て
成
立
す
る
世
界
へ
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這
入
っ
て
来
る
と
き
、
そ
れ
は
ひ
と
つ
の
著
し
い
性
格
を
担
う
に
到
る
。
我
々
が
存
在
の
凡
庸
性

0

0

0

も
し
く
は
中
和
0

0

性0

と
名
づ
け
る
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
私
が
い
ま
机
を
買
い
に
行
く
と
す
る
。
私
は
家
具
屋
の
主
人
に
向
っ
て「
机

を
く
れ
」
と
云
う
。
こ
の
と
き
彼
は
私
を
た
だ
ち
に
理
解
し
て
、若
干
の
机
を
取
り
出
し
て
私
に
示
す
で
あ
ろ
う
。

彼
が
私
を
理
解
し
得
る
の
は
机
が
言
葉
に
於
て
中
和
的
に
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
家
具
店
よ
り
の
帰
途
私
は

電
車
に
乗
る
。
車
の
中
に
は
高
位
高
官
の
人
も
あ
る
で
あ
ろ
う
、
場
末
の
商
人
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
悲
し
み

に
充
て
る
人
も
あ
り
、
喜
び
に
溢
れ
た
る
人
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
然
し
な
が
ら
こ
の
場
合
そ
れ
ら
の
人
々
の
凡
て

は
乗
客
と
い
う
言
葉
に
於
て
凡
庸
化
さ
れ
、
む
し
ろ
こ
の
言
葉
の
見
地
か
ら
経
験
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き

二
三
の
空
席
が
車
中
に
見
出
さ
れ
る
な
ら
ば
、
私
は
そ
の
い
ず
れ
で
あ
る
か
を
構
わ
ず
私
に
与
え
ら
れ
た
席
に
腰

を
卸
す
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
そ
れ
ら
の
空
席
が
凡
て
空
席
と
し
て
中
和
的
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
存
在
が
斯
く
の

如
く
中
和
性
に
於
て
在
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
の
特
に
社
会
的
な
る
実
践
は
可
能
に
な
る
。
机
が
若
し
中
和
的

に
存
在
し
得
な
い
な
ら
ば
、
商
人
は
机
を
売
り
、
私
は
机
を
買
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
言
葉
は
そ

の
根
源
性
に
於
て
理
論
的
で
な
く
却
っ
て
実
践
的
で
あ
る
。
存
在
の
凡
庸
性
の
現
象
は
こ
の
こ
と
を
何
よ
り
も
明

ら
か
に
す
る
。
言
葉
が
本
来
社
会
的
実
践
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
理
解
す
る
の
は
、
ロ
ゴ
ス
と
共
に
先
ず
第
一

に
論
理
或
い
は
理
論
を
考
え
る
こ
と
に
慣
れ
て
い
る
今
の
人
々
に
と
っ
て
極
め
て
大
切
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
と
関
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係
し
て
、
存
在
の
中
和
性
が
恰あ
た
かも

概
念
の
普
遍
性
に
基
づ
く
も
の
の
如
く
見
做
す
普
通
に
行
わ
れ
て
い
る
誤
解
か

ら
、
ひ
と
は
全
く
自
由
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
私
が
家
具
屋
と
理
解
し
合
う
の
は
机
と
い
う
概
念
の
普
遍
性
に
依

る
の
で
あ
る
、
と
一
般
に
は
思
わ
れ
て
い
る
。
然
し
な
が
ら
、
私
が
「
机
を
く
れ
」
と
云
う
と
き
、
私
は
抽
象
的

な
る
、
即
ち
理
論
的
に
普
遍
的
な
る
机
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
却
っ
て
私
は
一
個
の
具
体
的
な
る
、
現

実
的
な
る
机
を
買
お
う
と
欲
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
と
き
机
と
い
う
言
葉
は
私
が
商
人
の
示
す
種
々

な
る
机
を
選
択
し
吟
味
し
た
後
買
っ
て
帰
る
と
こ
ろ
の
全
く
特
定
の
机
を
ま
さ
に
最
初
か
ら
意
味
し
て
い
る
わ
け

で
も
な
い
。
若
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
何
故
に
商
人
は
一
個
の
机
の
代
り
に
数
個
の
机
を
取
り
出
し
、
そ
し
て

何
故
に
私
は
選
択
と
吟
味
を
行
う
か
、
は
理
解
し
難
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。
存
在
の
中
和
性
は
概
念
の
抽
象
性
も
し

く
は
普
遍
性
に
よ
っ
て
成
立
す
る
の
で
も
な
く
、
ま
た
反
対
に
そ
れ
の
特
殊
性
も
し
く
は
個
別
性
に
よ
っ
て
基
礎

付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
も
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
独
立
な
る
、
具
体
的
な
る
、
し
か
も
夫
々
の
存
在
を
表
現
す
る
。

簡
単
に
云
え
ば
、
そ
れ
は
存
在
の Jew

eiligkeit  【
そ
の
都
度
性
】
の
謂
で
あ
る
。
現
実
の
ど
れ
で
も
の
存
在
が
凡
庸

性
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
意
味
さ
れ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
謂
うto; e{kaston

と
は
か
か
る
性
格
に
於
け
る

存
在
で
あ
っ
て
、
多
く
の
場
合
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
個
別
的
な
る
も
の
の
謂
で
は
な
い
。
言
葉
が
最
初
に
は

実
践
的
性
質
の
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
実
践
が
本
質
的
に
は
社
会
的
性
質
の
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、
存
在
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の
凡
庸
性
は
そ
の
根
源
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
と
き
存
在
は
勿
論
交
渉
的
存
在
で
あ
る
。
前
段
で
述
べ
た
、「
意

識
―
主
観
」
の
形
式
に
あ
っ
て
は
そ
れ
に
対
す
る
も
の
は
客
観
ま
た
は
対
象
と
し
て
の
存
在
で
あ
る
が
、
こ
れ
に

反
し
て
「
言
葉
―
我
々
」
の
形
式
に
於
て
は
そ
れ
に
対
す
る
も
の
は
交
渉
的
存
在
で
あ
る
の
外
な
い
。
そ
れ
故
に

ギ
リ
シ
ア
人
は
物
をpra:gma

と
い
う
語
で
表
し
た
。
と
こ
ろ
で
存
在
の
凡
庸
性
に
於
て
意
識
の
埋
没
の
行
わ
れ

る
こ
と
は
固
よ
り
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
我
々
が
存
在
に
対
し
て
懐
く
愛
も
憎
み
も
、
主
観
的
な
る
も
の
、
内
面
的

な
る
も
の
の
一
切
は
そ
こ
で
は
埋
没
し
て
し
ま
い
、
従
っ
て
存
在
の
主
観
的
な
る
、
内
面
的
な
る
規
定
は
そ
こ
で

は
隠
さ
れ
蔽
わ
れ
て
し
ま
う
。
け
れ
ど
も
か
く
し
て
失
わ
れ
る
も
の
に
比
し
て
得
ら
れ
る
も
の
は
一
層
大
で
あ
る

で
あ
ろ
う
。
人
間
の
社
会
的
な
る
、
実
践
的
な
る
規
定
は
そ
こ
に
於
て
発
揮
さ
れ
、
満
足
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
が
出

来
る
の
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
、
最
も
注
意
す
べ
き
こ
と
に
は
、
嘗
て
は
こ
の
よ
う
に
人
間
の
社
会
性
を
発
展
さ

せ
る
こ
と
に
役
立
ち
得
た
存
在
の
凡
庸
性
は
、
今
で
は
そ
れ
の
発
展
に
対
す
る
桎
梏
に
ま
で
転
化
し
た
。
か
か
る

転
化
が
行
わ
れ
る
た
め
に
は
、
現
実
の
存
在
そ
の
も
の
の
構
造
に
於
て
既
に
重
大
な
変
化
が
成
就
さ
れ
て
い
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
け
だ
し
近
代
に
於
け
る
存
在
の
凡
庸
化
の
原
理
は
商
品
0

0

で
あ
る
。
商
品
が
次
第
に
支
配
的
範
疇

と
な
り
、
遂
に
は
普
遍
的
範
疇
と
な
る
に
及
ん
で
、
存
在
の
凡
庸
性
は
人
間
の
社
会
性
の
発
展
を
拘
束
し
、
妨
害

す
る
こ
と
に
ま
で
到
達
し
た
。
存
在
の
凡
庸
性
は
か
く
し
て
矛
盾
に
陥
り
、
そ
れ
と
共
に
ロ
ゴ
ス
も
ま
た
同
じ
矛
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盾
に
陥
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
我
々
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
る
で
あ
ろ
う
。

＊　

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
言
葉
が
三
つ
の
も
の
か
ら
結
合
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
既
に
述
べ
て
い
る
。
即
ち
第
一
に
は
話

す
人
（oJ levgon

）、
第
二
に
は
そ
れ
に
つ
い
て
彼
が
話
す
と
こ
ろ
の
も
の
（peri; ou| levgei

）、
第
三
に
は
そ
の
人

に
対
し
て
彼
が
話
す
と
こ
ろ
の
人
（pro;V o{n

）。A
ristoteles, A

rs rhetorica, A
. 3.

＊
＊　

D
erselbe, Politica, A

. 2.

資
本
主
義
社
会
の
全
体
を
明
ら
か
に
し
そ
れ
の
根
本
的
性
格
を
示
そ
う
と
し
た
、マ
ル
ク
ス
の
二
つ
の
大
な
る
、

成
熟
し
た
著
作
が i

、
共
に
商
品
の
分
析
を
も
っ
て
始
め
ら
れ
て
い
る
の
は
偶
然
で
な
い
。
社
会
と
は
近
代
に
於
て

は
現
実
に
は
商
品
生
産
社
会
で
あ
る
。
人
類
の
発
展
の
現
段
階
に
あ
っ
て
は
、
如
何
な
る
問
題
も
、
そ
れ
の
究
極

の
分
析
は
必
ず
商
品
を
指
し
示
し
、
そ
れ
の
最
後
の
謎
は
つ
ね
に
商
品
の
構
造
の
う
ち
に
横
た
わ
っ
て
い
る
。
商

品
の
問
題
は
特
殊
科
学
と
し
て
の
経
済
学
の
特
殊
問
題
で
は
な
く
、
更
に
そ
れ
の
中
心
問
題
で
あ
る
ば
か
り
で
な

く
、
却
っ
て
資
本
主
義
社
会
そ
の
も
の
の
全
体
的
な
る
問
題
で
あ
る
。
商
品
の
構
造
は
こ
の
社
会
に
於
け
る
あ
ら

ゆ
る
存
在
の
対
象
性
の
形
式
の
原
型
で
あ
る
。
こ
の
社
会
的
特
性
に
応
じ
て
、
存
在
の
凡
庸
化
の
傾
向
は
極
限
に

ま
で
推
し
拡
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
応
じ
て
意
識
は
我
々
の
現
実
の
生
活
か
ら
益
々
埋
没
し
、
か
く
て
存
在

i　

以
下
の
文
章
に
は
疑
問
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
。
巻
末
「
解
題
」
に
記
す
。
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の
物
質
化
は
愈
々
支
配
的
と
な
る
。
そ
こ
で
は
人
間
の
労
働
、
そ
の
最
も
内
面
的
な
る
も
の
も
、
一
個
の
商
品
に

過
ぎ
な
い
。
最
も
物
質
的
な
る
労
働
と
雖
も
固
よ
り
そ
れ
が
精
神
的
な
る
意
味
を
有
し
得
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の

で
は
な
い
。
或
る
時
は
他
に
仕
え
て
他
の
た
め
に
働
く
と
い
う
こ
と
が
、
一
の
道
義
的
精
神
の
現
れ
で
あ
る
こ
と

も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
然
る
に
商
品
が
全
体
の
社
会
的
存
在
の
普
遍
的
範
疇
と
し
て
支
配
す
る
資
本
主
義
社
会
に

於
て
は
、
単
に
人
間
相
互
の
間
の
意
識
的
な
る
関
係
の
み
な
ら
ず
、
一
切
の
社
会
的
関
係
そ
の
も
の
が
埋
没
し
、

没
入
し
て
し
ま
う
。
商
品
の
構
造
の
本
質
は
人
間
の
間
の
関
係
が
物
質
性
の
性
格
を
得
、
か
よ
う
に
し
て
こ
の
も

の
に
そ
れ
自
身
の
厳
密
な
法
則
性
に
於
て
人
間
の
間
の
関
係
の
一
切
の
痕
跡
を
隠
蔽
す
る
と
こ
ろ
の
、
か
の
妖
怪

的
対
象
性
を
賦
与
す
る
と
こ
ろ
に
存
在
す
る
。
本
来
各
の
労
働
は
社
会
的
全
体
的
労
働
の
一
部
分
で
あ
り
、
そ
し

て
そ
れ
ら
の
凡
て
の
部
分
は
互
い
に
依
存
す
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
こ
と
は
、
我
々
の
社
会
に
於
て
は
、
事
実
上
は

相
互
の
た
め
に
働
く
と
こ
ろ
の
人
間
の
間
の
社
会
的
聯
関
は
、
我
々
の
眼
に
隠
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
形
式
に
於

て
、
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
資
本
主
義
の
世
界
に
於
て
は
人
間
の
間
に
於
け
る
労
働
結
合
は
眼
に
見
え
ぬ
も

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
何
に
因
っ
て
で
あ
る
か
。
事
物
が
す
べ
て
商
品
の
形
態
を
と
り
、
市
場
に
お
い
て
運
動
し
、

そ
し
て
人
間
が
合
理
的
に
市
場
を
支
配
す
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
市
場
が
そ
の
価
格
を
も
っ
て
人
間
を
支
配
し
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
人
間
の
間
の
関
係
は
斯
く
の
如
く
に
し
て
商
品
の
間
に
於
け
る
関
係
と
し
て
現
れ
る
。
こ
れ
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が
ま
さ
に
マ
ル
ク
ス
が
「
商
品
の
魔
術
性
」（Fetischcharakter der W

are

）
と
呼
ん
で
そ
の
秘
密
を
暴
露
し
た
と

こ
ろ
の
も
の
の
意
義
で
あ
る
。
彼
は
次
の
如
く
記
し
て
い
る
、「
商
品
形
態
の
全
秘
密
は
そ
れ
故
に
単
純
に
、
そ

れ
が
人
間
に
彼
等
自
身
の
労
働
の
社
会
的
性
質
を
、
労
働
生
産
物
そ
の
も
の
の
対
象
的
性
質
と
し
て
、
こ
れ
ら

の
物
の
社
会
的
な
る
自
然
性
質
と
し
て
反
射
し
、
か
く
し
て
ま
た
総
労
働
に
対
す
る
生
産
者
の
社
会
的
関
係
を
、

彼
等
の
外
部
に
存
在
す
る
対
象
の
社
会
的
関
係
と
し
て
反
射
す
る
と
こ
ろ
に
横
た
わ
っ
て
い
る
。
こ
の quid pro 

quo 

に
よ
っ
て
、
労
働
生
産
物
は
商
品
、
即
ち
感
性
的
に
超
感
性
的
な
る
、
或
は
社
会
的
な
る
物
と
な
る
。
…
…

こ
こ
に
人
々
の
眼
に
物
と
物
と
の
関
係
の
幻
想
的
形
態
を
採
っ
て
映
ず
る
も
の
は
、
唯
人
間
自
身
の
一
定
の
社
会

的
関
係
に
外
な
ら
な
い
。」＊

商
品
の
世
界
の
こ
の
魔
術
的
性
質
は
、
商
品
を
生
産
す
る
労
働
の
特
有
な
る
社
会
的

性
質
か
ら
生
ず
る
の
で
あ
る
。
こ
の
根
本
的
事
実
に
よ
っ
て
、
そ
の
背
後
に
真
実
に
は
人
間
の
相
互
的
労
働
が
隠

れ
て
い
る
事
物
の
運
動
は
自
己
の
法
則
に
従
っ
て
固
有
の
運
動
を
し
、
そ
し
て
逆
に
人
間
を
支
配
す
る
に
到
る
。

そ
れ
に
よ
っ
て
、
人
間
に
彼
自
身
の
活
動
、
彼
自
身
の
労
働
が
或
る
客
観
的
な
る
も
の
、
彼
か
ら
独
立
な
る
も
の
、

即
ち
商
品
と
し
て
、
彼
を
人
間
と
は
縁
な
き
自
身
の
法
則
性
に
よ
っ
て
支
配
す
る
も
の
と
し
て
対
立
す
る
こ
と
と

な
る
。
簡
単
に
言
え
ば
、
人
間
は
人
間
み
ず
か
ら
の
作
っ
た
も
の
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
。
こ
こ
に
於
て
「
人
間

の
自
己
疎
外
」（die m

enschliche Selbstentfrem
dung

）
は
成
就
さ
れ
る
。
資
本
主
義
社
会
の
特
質
は
存
在
の
凡
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庸
化
が
斯
く
の
如
き
自
己
疎
外
に
於
て
普
遍
的
に
完
成
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

＊　

D
as K

apital, I, 38-39.

こ
の
社
会
に
あ
っ
て
無
産
者
的
存
在
の
可
能
性
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
社
会
的
存
在
の
客
観
的
現
実

性
は
、
そ
れ
の
直
接
性

0

0

0

に
於
て
は
、
無
産
者
に
と
っ
て
も
有
産
者
に
と
っ
て
も
「
同
一
」
で
あ
る
。
け
だ
し
無
産

者
は
資
本
主
義
的
社
会
秩
序
の
必
然
的
産
物
と
し
て
現
れ
る
。
一
切
の
生
の
か
の
物
質
化
を
そ
れ
故
に
無
産
者
は

有
産
者
と
共
同
に
分
有
す
る
。
然
し
な
が
ら
両
階
級
が
こ
の
同
一
な
る
直
接
的
現
実
性
を
、
そ
れ
の
媒
介
性

0

0

0

に
於

て
、
本
来
の
客
体
的
現
実
性
に
ま
で
高
め
る
範
疇
は
、
両
階
級
の
存
在
の
存
在
の
仕
方
の
相
異
な
る
に
従
っ
て
、

根
本
的
に
相
異
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
マ
ル
ク
ス
は
こ
の
こ
と
を
次
の
如
き
明
瞭
な
言
葉
を
も
っ
て
言

い
現
し
て
い
る
、「
有
産
階
級
と
無
産
者
の
階
級
と
は
同
一
の
人
間
的
自
己
疎
外
を
現
す
。
し
か
し
第
一
の
階
級

は
こ
の
自
己
疎
外
に
於
て
幸
福
さ
と
確
実
さ
を
感
じ
、
こ
の
疎
外
を
彼
自
身
の
力
と
し
て
知
り
、
そ
し
て
そ
れ
に

於
て
人
間
的
存
在
の
仮
象
を
所
有
す
る
。
第
二
の
も
の
は
こ
の
疎
外
に
於
て
否
定
さ
れ
た
の
を
感
じ
、
そ
れ
に
於

て
彼
の
無
力
と
非
人
間
的
存
在
の
現
実
性
を
見
る
。」
彼
は
更
に
我
々
に
語
る
、「
一
切
の
人
間
性
か
ら
の
、
人
間

性
の
仮
象
か
ら
さ
え
も
の
抽
象
は
、発
達
し
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
に
於
て
実
践
的
に
完
成
さ
れ
て
い
る
が
故
に
、

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
生
活
条
件
の
う
ち
に
、
今
の
社
会
の
凡
て
の
生
活
条
件
は
そ
れ
の
最
も
非
人
間
的
頂
点
に
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於
て
総
括
さ
れ
て
い
る
が
故
に
、
人
間
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
に
於
て
自
己
自
身
を
亡
失
し
て
お
り
、
然
し
な
が

ら
同
時
に
こ
の
亡
失
の
理
論
的
意
識
を
獲
た
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
も
は
や
拒
む
べ
か
ら
ざ
る
、
も
は
や
掩
う
べ
か

ら
ざ
る
、
絶
対
的
に
命
令
す
る
と
こ
ろ
の
窮
迫
に
―
―
必
然
性
の
実
践
的
表
現
に
―
―
よ
っ
て
直
接
的
に
、
こ
の

非
人
間
性
に
対
す
る
叛
逆
に
ま
で
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
が
故
に
、
そ
れ
故
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
自
己
を
解

放
し
得
る
し
、
ま
た
解
放
せ
ざ
る
を
得
ぬ
。」＊

こ
の
よ
う
に
し
て
、
同
じ
直
接
的
現
実
性
に
対
し
て
相
反
す
る
二

様
の
実
践
的
態
度
が
可
能
と
な
る
。
有
産
者
は
こ
の
社
会
の
自
己
疎
外
に
於
て
彼
等
の
存
在
を
肯
定
さ
れ
て
い
る

か
ら
、
そ
の
存
在
の
必
然
性
に
従
っ
て
、
こ
の
疎
外
の
現
象
形
態
を
そ
れ
の
資
本
主
義
的
地
盤
か
ら
、
従
っ
て
そ

れ
の
歴
史
性
か
ら
游
離
せ
し
め
て
、
そ
れ
を
独
立
の
も
の
と
し
、
そ
し
て
そ
れ
を
―
―
商
品
形
態
に
於
て
構
造
づ

け
ら
れ
た
人
間
の
間
の
関
係
を
―
―
人
間
の
関
係
の
可
能
性
一
般
の
無
時
間
的
な
る
典
型
と
し
て
永
遠
化
す
る
。

斯
く
の
如
き
永
遠
化
は
一
応
可
能
で
あ
る
か
の
如
く
見
え
る
。
何
故
な
ら
今
や
商
品
の
構
造
は
社
会
的
存
在
一
般

の
対
象
性
の
原
型
と
し
て
普
遍
的
意
味
を
担
う
こ
と
に
ま
で
到
達
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
彼
等
は
こ
の
永
遠

化
を
実
現
す
る
た
め
に
所
謂
「
永
遠
な
る
」
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
打
ち
建
て
、
所
謂
「
普
遍
妥
当
的
な
る
」
理
論
を

築
き
上
げ
る
。
真
実
を
言
え
ば
、
こ
の
そ
れ
自
身
抽
象
的
な
る
永
遠
性
若
く
は
普
遍
妥
当
性
は
、
商
品
に
於
け
る

人
間
の
自
己
疎
外
の
、
人
間
性
そ
の
も
の
か
ら
の
抽
象
の
反
映
に
外
な
ら
な
い
。
資
本
主
義
の
発
展
の
過
程
に
於
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て
、
商
品
の
構
造
は
絶
え
ず
一
層
深
く
、
一
層
運
命
的
に
、
一
層
構
成
的
に
人
間
の
意
識
の
中
に
這
入
っ
て
ゆ
く
。

あ
ら
ゆ
る
ロ
ゴ
ス
は
商
品
の
範
疇
の
普
遍
的
な
る
、
決
定
的
な
る
支
配
の
も
と
に
、
人
間
か
ら
抽
象
さ
れ
た
、
従

っ
て
現
実
の
存
在
か
ら
游
離
さ
れ
た
、
悪
し
き
意
味
に
於
け
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
移
り
変
っ
て
ゆ
き
、
か
く
し
て

逆
に
人
間
性
の
発
展
を
抑
制
し
、
圧
迫
す
る
。
然
し
な
が
ら
有
産
者
に
は
こ
の
よ
う
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
批
判
す

る
可
能
性
が
そ
の
存
在
の
う
ち
に
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
な
ぜ
か
な
ら
ば
彼
等
の
存
在
は
そ
こ
に
於
て
直
接
に
肯

定
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
故
に
存
在
を
過
程
に
於
て
、
歴
史
に
於
て
考
察
す
る
こ
と
が
拒
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
に
反
し
て
、
無
産
者
は
現
在
の
社
会
に
於
て
そ
の
存
在
が
否
定
さ
れ
て
い
る
が
故
に
、
ま
さ
し
く
そ
の
否
定

性
の
故
に
、
存
在
を
運
動
性
に
於
て
、
歴
史
性
に
於
て
把
握
す
る
こ
と
が
出
来
、
ま
た
把
握
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

彼
等
は
所
謂
永
遠
な
る
理
論
が
資
本
主
義
社
会
の
歴
史
的
条
件
の
上
に
立
っ
て
い
る
こ
と
を
理
解
す
る
。「
支
配

階
級
の
思
想
が
各
の
時
代
に
於
て
支
配
的
な
る
思
想
で
あ
る
。＊
＊」

彼
等
は
所
謂
普
遍
妥
当
的
な
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

が
有
産
者
階
級
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
理
解
す
る
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
、
そ
の
存
在
の
必
然

性
に
従
っ
て
、
必
然
的
に
批
判
的
で
あ
る
。
私
は
更
に
こ
の
批
判
の
特
性
、
そ
し
て
そ
れ
と
関
係
し
て
、
マ
ル
ク

ス
主
義
的
唯
物
論
の
特
性
を
見
る
で
あ
ろ
う
。

＊　

D
ie H

eilige Fam
ilie oder K

ritik der kritischen K
ritik, N

achlass, II. B
and, S. 132-133.

【『
神
聖
家
族
』】
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M
arx-Engels A

rchiv, I, 265.

三

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
現
実
か
ら
の
游
離
に
於
て
見
出
し
た
批
判
は
、
必
然
的
に
現
実
そ
の
も
の
か
ら
出
発
せ
ね
ば

な
ら
ぬ
。
従
っ
て
唯
物
論
は
そ
の
限
り
に
於
て
先
ず
現
実
主
義
、
実
証
主
義
を
意
味
す
る
。
マ
ル
ク
ス
の
先
せ
ん
し
ょ
う蹤

と
し
て
、
宗
教
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
批
判
に
従
事
し
た
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、
す
で
に
記
し
て
い
る
、「
思
弁

は
宗
教
を
し
て
た
だ
、
思
弁
み
ず
か
ら
が
考
え
た
、
そ
し
て
宗
教
よ
り
も
遥
か
に
よ
く
語
っ
た
と
こ
ろ
の
も
の

を
、
語
ら
し
め
る
。
そ
れ
は
、
宗
教
か
ら
自
己
を
規
定
せ
し
め
る
こ
と
な
く
、
宗
教
を
規
定
す
る
。
そ
れ
は
自
己

か
ら
出
る
こ
と
が
な
い
。
し
か
る
に
私
は
宗
教
を
し
て
自
己
み
ず
か
ら
を
語
ら
し
め
る
。
私
は
単
に
そ
れ
の
聴
手

と
通
訳
を
な
し
、
そ
れ
の
後
見
を
な
さ
な
い
。
案
出
す
る
こ
と
で
な
く
、
―
―
被
い
を
去
る
こ
と
、〔
現
実
の
存

在
を
顕
に
す
る
こ
と
〕、
が
私
の
唯
一
の
目
的
で
あ
っ
た
。
正
し
く
見
る
こ
と
が
私
の
唯
一
の
努
力
で
あ
っ
た
。」＊

即
ち
『
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
』
の
中
で
彼
の
行
お
う
と
し
た
こ
と
は
、「
物
に
忠
実
な
、
そ
れ
の
対
象
に
最
も
厳

密
に
く
っ
つ
い
て
ゆ
く
、
歴
史
的
―
哲
学
的
分
析
」＊
＊（eine sachgetreue, ihrem

 G
egenstand sich aufs Strengste 

anschliessende, historisch-philosophische A
nalyse

）
に
外
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
ま
た
斯
う
も
云
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っ
て
い
る
、「
私
は
精
神
上
の
自
然
研
究
者
に
外
な
ら
ぬ
、
と
こ
ろ
で
自
然
研
究
者
は
器
具
な
し
に
は
、
物
質
的

な
る
手
段
な
し
に
は
何
事
も
な
し
得
な
い
。」
物
質
的
な
る
手
段
と
は
経
験
の
謂
で
あ
る
。
若
し
我
々
が
同
様
の

思
想
を
マ
ル
ク
ス
に
於
て
見
出
し
得
な
か
っ
た
な
ら
ば
む
し
ろ
不
思
議
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
彼
は
云
っ
て

い
る
、「
我
々
が
そ
れ
を
も
っ
て
始
め
る
と
こ
ろ
の
前
提
は
、
随
意
な
も
の
で
は
な
く
、
ド
グ
マ
で
は
な
い
、
そ

れ
は
、
そ
れ
か
ら
ひ
と
は
た
だ
想
像
に
於
て
の
み
抽
象
し
得
る
、
現
実
的
な
前
提
で
あ
る
。
…
…
こ
れ
ら
の
前
提

は
純
粋
に
経
験
的
な
方
法
で
確
め
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。＊
＊
＊」
ま
た
我
々
は
、「
こ
の
考
察
の
仕
方
は
無
前
提
で
は

な
い
。
そ
れ
は
現
実
的
な
前
提
か
ら
出
発
し
、
そ
れ
を
瞬
時
と
雖
も
離
れ
な
い
。
そ
の
前
提
は
、
何
等
か
の
空
想

的
な
閉
鎖
性
と
固
定
性
に
於
け
る
人
間
で
は
な
く
、
却
っ
て
一
定
の
条
件
の
も
と
に
於
け
る
、
彼
等
の
現
実
的
な
、

経
験
的
に
見
る
こ
と
の
出
来
る
発
展
過
程
に
於
け
る
人
間
で
あ
る
。」
と
い
う
言
葉
に
出
会
う
。
マ
ル
ク
ス
は
唯

物
史
観
の
歴
史
考
察
を
、
従
来
の
観
念
的
な
歴
史
叙
述
に
対
立
せ
し
め
て
、「
現
実
的
な
歴
史
叙
述
」（die reale 

G
eschichtschreibung

）
と
呼
ん
で
い
る
＊
＊
＊
＊。
恰
も
そ
の
よ
う
に
マ
ル
ク
ス
主
義
は
本
来
の
意
味
に
於
け
る
現
実
主

義
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
マ
ル
ク
ス
主
義
の
理
論
的
構
成
の
必
然
的
帰
結
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
理
論

は
も
と
も
と
自
己
の
う
ち
に
実
践
の
契
機
を
含
ん
で
い
る
。
然
る
に
存
在
に
対
し
て
実
践
的
に
は
た
ら
き
か
け
、

そ
れ
を
実
践
的
に
支
配
し
得
る
た
め
に
は
、
存
在
そ
れ
自
身
の
法
則
を
認
識
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。「
自
然
は
そ
れ
に
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従
う
の
で
な
け
れ
ば
征
服
さ
れ
な
い
」、
と
は
ベ
ー
コ
ン
の
有
名
な
言
葉
で
あ
る
。
現
実
の
変
革
の
理
論
は
、
現

実
に
ど
こ
ま
で
も
か
ぶ
り
つ
い
て
そ
れ
の
運
動
の
法
則
を
見
究
め
る
ほ
か
方
法
を
も
つ
こ
と
が
出
来
ぬ
。
マ
ル
ク

ス
主
義
は
、
革
命
の
理
論
と
し
て
、
現
実
か
ら
游
離
し
た
悪
し
き
意
味
に
於
け
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
は
あ
り
得
な

い
の
で
あ
る
。

＊　

Vorrede zur zw
eiten A

uflage vom
 “W

esen des C
hristenthum

s” V
II, 283.

＊
＊　

O
p cit., V

II, 290.

＊
＊
＊　

M
arx-Engels A

rchiv, I, 237.

＊
＊
＊
＊　

Zur K
ritik der politischen Ö

konom
ie, X

LV
I.

唯
物
論
の
批
判
的
実
践
的
意
義
を
認
識
す
る
こ
と
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
『
神
聖
家
族
』
に
於

て
フ
ラ
ン
ス
の
唯
物
論
と
対
質
す
る
に
際
し
て
、
そ
れ
の
こ
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
彼
に
従
え
ば
、
フ

ラ
ン
ス
の
唯
物
論
に
は
そ
の
起
源
を
デ
カ
ル
ト
に
も
つ
も
の
と
、
ロ
ッ
ク
に
も
つ
も
の
と
の
二
つ
の
方
向
が
存
在

す
る
。
前
者
は
本
来
の
自
然
科
学
の
中
へ
流
れ
込
ん
で
し
ま
っ
た
に
反
し
て
、
後
者
は
直
接
に
社
会
主
義
ま
た
は

共
産
主
義
と
結
合
し
た
。
例
え
ば
フ
ー
リ
エ
は
直
接
に
フ
ラ
ン
ス
の
唯
物
論
の
思
想
か
ら
出
立
し
て
い
る
。
共
産

主
義
と
十
八
世
紀
の
唯
物
論
と
の
聯
関
は
、
主
と
し
て
、
こ
の
も
の
が
神
学
や
観
念
論
的
な
形
而
上
学
、
そ
し
て
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両
者
か
ら
影
響
さ
れ
て
い
る
道
徳
に
対
し
て
行
っ
た
批
判
の
鋭
さ
の
う
ち
に
存
す
る
。
唯
物
論
は
神
学
の
独
断
的

な
信
仰
、
形
而
上
学
と
倫
理
学
と
の
説
く
永
遠
な
る
観
念
や
理
念
に
反
対
し
て
、
時
と
境
遇
と
に
応
じ
て
人
間
の

道
徳
や
価
値
判
断
の
変
化
す
る
こ
と
を
教
え
た
。
マ
ル
ク
ス
は
イ
ギ
リ
ス
及
び
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
主
義
ま
た
は
共

産
主
義
が
唯
物
論
の
社
会
批
判
的
方
面
と
特
に
密
接
に
結
合
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
彼
は
、「
人
間
の

本
性
の
善
、
平
等
な
知
的
天
分
、
経
験
、
習
慣
、
教
育
の
万
能
、
人
間
に
対
す
る
外
的
境
遇
の
影
響
、
産
業
の
重

大
な
意
味
、
享
楽
の
是
認
、
等
々
に
関
す
る
唯
物
論
の
説
か
ら
、
そ
れ
と
共
産
主
義
及
び
社
会
主
義
と
の
必
然
的

な
聯
関
を
洞
見
す
る
に
は
、
大
な
る
慧
眼
を
少
し
も
必
要
と
し
な
い
。」＊

と
述
べ
た
。
唯
物
論
の
実
践
哲
学
が
何

よ
り
も
特
に
共
産
主
義
の
基
礎
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
、
マ
ル
ク
ス
は
同
時
に
、
こ
の
実
践
哲
学
と

関
係
す
る
唯
物
論
の
理
論
的
方
面
の
、
従
っ
て
ま
た
こ
の
実
践
哲
学
そ
の
も
の
の
欠
陥
を
紛
う
方
な
く
認
識
し

た
。
こ
の
欠
陥
は
第
一
に
、
十
八
世
紀
の
機
械
的
唯
物
論
が
存
在
の
歴
史
性
に
つ
い
て
何
事
も
理
解
し
な
か
っ
た

と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
れ
故
に
そ
れ
は
一
の
抽
象
的
理
論
に
終
り
、
そ
の
上
に
立
て
ら
れ
た
実
践
哲
学
は
ま
た
一
の

空
想
に
終
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
真
に
現
実
的
な
、
そ
し
て
そ
の
意
味
に
於
て
真
に
学
問
的
な
方
法
を

知
ら
な
か
っ
た
。
マ
ル
ク
ス
は
『
資
本
』
の
中
で
、「
抽
象
的
、
自
然
科
学
的
唯
物
論
の
欠
陥
が
歴
史
的
過
程
を

除
外
す
る
に
あ
る＊
＊」

こ
と
を
記
し
て
い
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、「
唯
一
の
唯
物
論
的
な
、
そ
し
て
そ
れ
故
に
学
問
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的
な
方
法
」（die einzig m

aterialistische und daher w
issenschaftliche M

ethode

）
で
あ
る
マ
ル
ク
ス
的
方
法

は
、
現
実
を
そ
れ
の
現
実
性
に
於
て
、
歴
史
的
過
程
に
於
て
把
握
す
る
。
第
二
に
、「
あ
ら
ゆ
る
従
来
の
唯
物
論

（
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
そ
れ
を
も
計
算
に
入
れ
て
）
の
主
欠
陥
は
、
対
象
、
現
実
性
、
感
性
が
た
だ
客
観
の
ま

た
は
直
観
の
形
式
の
も
と
に
於
て
の
み
把
握
さ
れ
、
感
性
的
・
人
間
的
活
動
、
実
践
と
し
て
把
握
さ
れ
ず
、
主
観

的
に
把
握
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
＊
＊
＊」
所
謂
「
純
粋
な
る
唯
物
論
者
達
」
は
、
人
間
を
静
的
、
観
照
的
存
在
と
し

て
分
析
し
、
分
解
す
る
。
こ
れ
に
反
し
て
マ
ル
ク
ス
主
義
に
と
っ
て
は
、
生
産
行
為
―
―
人
間
相
互
と
自
然
と
の

材
料
交
換
行
為
―
―
が
、
人
間
の
存
在
の
、
生
活
の
、
意
識
の
基
底
で
あ
る
。「
初
め
に
行
為
が
あ
っ
た
」（A

m
 

A
nfang w

ar die Tat

）、
そ
れ
故
に
人
間
は
思
惟
す
る
前
に
行
為
し
て
い
た
、
―
―
こ
れ
が
マ
ル
ク
ス
主
義
的
唯

物
論
の
根
柢
で
あ
る
。

＊　

N
achlass, II, 238-239.

＊
＊　

D
as K

apital, I, S. 336 A
nm

erkung.

＊
＊
＊　

D
ie Thesen über Feuerbach, 1.

従
来
の
唯
物
論
は
恰
も
右
の
欠
陥
の
故
に
、
そ
れ
の
上
に
立
つ
変
革
的
実
践
は
単
に
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
描
く
に
と

ど
ま
り
、
或
は
そ
れ
自
身
は
現
存
の
世
界
の
革
命
的
変
革
に
到
る
こ
と
な
く
単
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
理
論
的
変
革
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を
要
求
す
る
に
と
ど
ま
っ
た
。
こ
れ
ら
の
唯
物
論
は
凡
て
片
端
で
あ
る
。
け
だ
し
唯
物
論
は
、
空
想
的
実
践
に
は

し
る
と
き
そ
れ
の
現
実
主
義
的
本
質
を
失
い
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
範
囲
内
に
終
始
す
る
と
き
そ
れ
の
唯
物
主
義
的

特
質
を
発
揮
し
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
簡
単
に
言
え
ば
、
そ
れ
ら
の
凡
て
は
理
論
と
実
践
と
の
弁
証
法
的
統
一

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を

理
解
し
な
い
。
こ
れ
を
把
握
す
る
も
の
は
ま
さ
に
マ
ル
ク
ス
主
義
的
唯
物
論
で
あ
る
。
こ
の
も
の
は
第
一
に
理
論

を
重
ん
ず
る
。
そ
れ
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
社
会
主
義
に
対
し
て
自
己
を
科
学
的
社
会
主
義
と
し
て
規
定
す
る
。「
革

命
の
理
論
な
く
し
て
如
何
な
る
革
命
の
運
動
も
あ
り
得
な
い
」（
レ
ー
ニ
ン
）、
と
は
そ
れ
の
モ
ッ
ト
ー
で
あ
る
。

現
実
の
忠
実
な
歴
史
的
哲
学
的
分
析
が
そ
れ
の
第
一
の
課
題
で
あ
る
。
第
二
に
こ
の
唯
物
論
は
本
質
的
に
実
践
的

で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
云
う
、「
実
践
的
唯
物
論
者
、
即
ち
共
産
主
義
者
に
と
っ
て
は
、
現
存
の
世
界
を
革
命
す

る
こ
と
、
現
在
の
事
物
に
実
践
的
に
は
た
ら
き
か
け
、
変
化
す
る
こ
と
が
問
題
で
あ
る
。」＊

然
し
な
が
ら
、
マ
ル

ク
ス
主
義
は
理
論
と
実
践
と
を
、
第
一
の
も
の
、
第
二
の
も
の
と
し
て
、
単
に
対
立
せ
し
め
る
の
で
な
く
、
却
っ

て
両
者
を
弁
証
法
的
統
一
に
も
ち
き
た
す
。
そ
こ
で
は
理
論
は
実
践
の
要
求
す
る
限
り
の
理
論
で
あ
り
、
実
践
は

理
論
に
指
導
さ
れ
る
限
り
の
実
践
で
あ
る
。
理
論
と
実
践
と
の
対
立
物
は
相
互
に
制
約
し
合
い
、
実
践
は
理
論
に

指
導
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
発
展
し
、
か
く
し
て
発
展
し
た
実
践
は
更
に
新
し
き
段
階
に
於
け
る
理
論
を
要
求
す

る
。
理
論
は
実
践
を
発
展
さ
せ
る
と
共
に
自
己
を
発
展
さ
せ
、
か
く
し
て
発
展
し
た
理
論
は
更
に
新
し
き
段
階
に
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於
け
る
実
践
を
要
求
す
る
。
理
論
と
実
践
と
は
か
か
る
必
然
的
統
一
に
於
て
各
の
段
階
を
通
じ
て
相
互
に
発
展
す

る
。
斯
く
の
如
き
弁
証
法
的
統
一
の
故
に
、
理
論
は
決
し
て
現
実
の
地
盤
か
ら
游
離
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
、
マ

ル
ク
ス
主
義
が
ひ
と
つ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
り
な
が
ら
、
決
し
て
悪
し
き
意
味
に
於
け
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ

り
得
な
い
理
由
は
根
本
的
に
は
こ
こ
に
横
た
わ
っ
て
い
る
。
ま
た
恰
も
そ
の
故
に
、
ひ
と
は
マ
ル
ク
ス
主
義
の
概

念
の
も
と
に
固
定
し
た
ド
グ
マ
を
考
え
る
べ
き
で
な
く
、
却
っ
て
つ
ね
に
発
展
の
過
程
に
あ
る
現
実
的
な
る
理
論

を
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
マ
ル
ク
ス
主
義
が
従
来
の
哲
学
的
用
語
法
に
於
け
る
相
対
主
義
若
く
は
絶
対
主

義
の
如
何
な
る
も
の
で
も
な
い
理
由
は
、
ま
た
ま
さ
に
そ
の
故
で
あ
る
。
こ
の
理
論
と
実
践
と
の
弁
証
法
的
統
一

に
於
て
マ
ル
ク
ス
主
義
は
そ
れ
の
現
実
性

0

0

0

の
頂
点
に
到
達
す
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
が
単
に
従
来
の
唯
物
論
に
対
し

て
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
あ
ら
ゆ
る
観
念
論
に
対
し
て
、
理
論
と
し
て
有
す
る
最
も
固
有
な
る
も
の
、
最
も
優
越
な

る
も
の
は
、
実
に
斯
く
の
如
き
弁
証
法
の
う
ち
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
特
質
は
マ
ル
ク
ス
主

義
が
無
産
者
的
基
礎
経
験
を
そ
れ
の
現
実
の
地
盤
と
す
る
限
り
必
然
的
な
る
帰
結
と
し
て
生
れ
る
で
あ
ろ
う
。
今

ひ
と
り
の
労
働
者
が
机
を
作
る
と
せ
よ
、
彼
は
木
材
を
鋸の
こ

で
ひ
き
、
そ
れ
に
鉋か
ん
なを
か
け
、
鑿の
み

で
孔
を
穿
ち
、
そ
し

て
そ
れ
を
組
合
わ
せ
る
。
こ
の
こ
と
は
彼
の
労
働
過
程
そ
の
も
の
か
ら
段
階
的
に
要
求
さ
れ
る
。
鋸
で
ひ
く
と
き

彼
は
そ
の
法
則
を
必
要
と
す
る
、
け
れ
ど
そ
の
と
き
彼
は
鉋
を
用
い
る
法
則
を
必
要
と
し
な
い
。
こ
の
も
の
は
彼



マ
ル
ク
ス
主
義
と
唯
物
論

七
九

が
鉋
を
か
け
る
段
階
に
ま
で
進
ん
だ
と
き
初
め
て
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
鋸
で
ひ
く
実
践
は
必
然
的
に
鉋
を

か
け
る
法
則
を
要
求
す
る
に
到
る
。あ
る
い
は
鋸
を
用
い
る
法
則
は
必
然
的
に
鉋
を
使
う
法
則
に
ま
で
転
化
す
る
。

斯
く
の
如
く
、
無
産
者
的
労
働
者
に
あ
っ
て
は
理
論
と
実
践
と
は
弁
証
法
的
統
一
に
あ
り
、
こ
れ
な
く
し
て
は
彼

は
彼
の
存
在
を
も
ち
得
な
い
か
ら
、
彼
に
と
っ
て
は
所
謂
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
成
立
の
し
よ
う
も
な
い
の
で
あ
る
。

＊　

M
arx-Engels A

rchiv, I, 241.

マ
ル
ク
ス
主
義
は
理
論
と
実
践
と
の
弁
証
法
的
統
一
を
知
る
が
故
に
、
そ
れ
は
如
何
な
る
当
為
を
も
、
如
何
な

る
ゾ
ル
レ
ン
を
も
知
り
得
な
い
。
マ
ル
ク
ス
は
云
う
、「
共
産
主
義
は
我
々
に
と
っ
て
作
り
出
さ
る
べ
き
状
態
で

は
な
い
、
現
実
が
そ
れ
に
準
ぜ
ね
ば
な
ら
ぬ
理
想
で
は
な
い
。
我
々
は
今
の
状
態
を
止
揚
す
る
と
こ
ろ
の
現
実

的
な
る
運
動
を
共
産
主
義
と
呼
ぶ
。
こ
の
運
動
の
諸
条
件
は
今
現
存
す
る
前
提
か
ら
生
ず
る
。」＊

そ
こ
で
エ
ン
ゲ

ル
ス
も
ま
た
云
っ
て
い
る
、「
マ
ル
ク
ス
は
そ
れ
故
に
彼
の
共
産
主
義
的
要
求
を
決
し
て
我
々
の
道
徳
的
感
情
の

上
に
基
礎
付
け
な
か
っ
た
、
却
っ
て
彼
は
そ
れ
を
我
々
の
眼
前
で
毎
日
日
増
に
成
就
さ
れ
つ
つ
あ
る
、
資
本
主

義
的
生
産
社
会
の
必
然
的
な
崩
潰
の
上
に
基
礎
付
け
た
、
彼
は
、
ひ
と
つ
の
単
純
な
事
実
で
あ
る
、
剰
余
価
値

は
支
払
わ
れ
ざ
る
労
働
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
語
る
の
を
も
っ
て
満
足
す
る
。＊
＊」
と
こ
ろ
で
マ

ル
ク
ス
主
義
に
従
え
ば
、
こ
の
理
論
的
な
必
然
性
は
必
ず
実
践
的
な
表
現
を
得
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
プ
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ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
窮
迫
（N

oth

）
は
ま
さ
に
こ
の
必
然
性
の
実
践
的
な
表
現
（der praktische A

usdruck der 

N
othw

endigkeit

）
で
あ
る
、
と
マ
ル
ク
ス
は
考
え
る
。
今
や
人
類
の
大
衆
が
全
く
「
無
産
」
と
な
り
終
り
、
彼

等
の
貧
困
は
も
は
や
忍
び
難
き
も
の
と
な
っ
た
。か
か
る
現
実
を
将
来
し
た
資
本
主
義
的
生
産
方
法
は
も
は
や「
堪

え
難
き
」
力
と
な
り
、
そ
れ
を
革
命
す
る
こ
と
は
も
は
や
止
む
を
得
ざ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
無
産
者
の
生
活
の
窮

迫
は
か
く
し
て
も
は
や
拒
否
し
得
ぬ
絶
対
的
命
令
に
於
て
社
会
の
変
革
を
命
令
す
る
。
こ
れ
が
マ
ル
ク
ス
主
義
の

理
論
の
「
実
践
的
前
提
」
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
は
理
論
と
実
践
と
の
弁
証
法
的
統
一
の
上
に
立
つ
が
故
に
、

全
無
産
階
級
の
物
質
的
貧
困
と
窮
迫
と
を
そ
の
理
論
の
う
ち
に
止
揚
す
る
。
こ
こ
に
マ
ル
ク
ス
主
義
が
自
己
を
唯

物
論
と
し
て
規
定
す
る
ひ
と
つ
の
根
源
は
横
た
わ
っ
て
い
る
。

＊　

M
arx-Engels A

rchiv, I, 252.

＊
＊　

M
isère de la philosophie, Préface, p. X

II.

【『
哲
学
の
貧
困
』】

さ
て
無
産
者
は
彼
等
の
基
礎
経
験
の
特
殊
な
る
構
造
の
故
に
生
れ
な
が
ら
の
弁
証
論
者
で
あ
る
か
ら
、
彼
等
は

自
己
を
物
質
的
窮
乏
か
ら
解
放
す
る
た
め
に
、
全
く
物
質
化
さ
れ
た
彼
等
の
現
実
、
そ
し
て
全
社
会
そ
の
も
の
の

現
実
と
は
少
し
の
縁
も
な
き
何
等
か
精
神
的
な
る
方
法
に
従
う
こ
と
が
出
来
な
い
。
む
し
ろ
彼
等
の
物
質
的
要
求

を
最
も
徹
底
的
に
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
単
に
彼
等
の
現
実
の
み
な
ら
ず
、
現
実
の
全
社
会
を
変
革
し
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得
る
こ
と
を
こ
の
弁
証
法
は
彼
等
に
必
然
的
に
認
識
せ
し
め
る
。
然
し
な
が
ら
、
真
実
を
語
る
な
ら
ば
、
物
質
の

最
も
徹
底
的
な
る
主
張
に
よ
っ
て
解
放
さ
れ
る
も
の
は
、
弁
証
法
の
本
質
に
従
っ
て
、
単
に
物
質
の
み
で
は
な
い

の
で
あ
る
。
既
に
マ
ル
ク
ス
は
云
っ
て
い
る
、「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
だ
が
、
彼
自
身
の
生
活
条
件
を
止
揚
す

る
こ
と
な
く
し
て
は
、
自
己
自
身
を
解
放
し
得
な
い
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
彼
の
状
態
の
う
ち
に
総
括
さ
れ
て

い
る
今
日
の
社
会
の
一
切
の
非
人
間
的
生
活
条
件
を
止
揚
す
る
こ
と
な
く
し
て
は
、
彼
自
身
の
生
活
条
件
を
止
揚

し
得
な
い
。」＊

無
産
階
級
運
動
の
本
質
は
、
彼
れ
若
く
は
此
れ
の
無
産
者
を
解
放
す
る
こ
と
で
な
く
、
む
し
ろ
全

無
産
階
級
を
解
放
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
無
産
者
的
存
在
そ
の
も
の
の
歴
史
的
本
質
に
従
っ

て
、
却
っ
て
一
切
の
階
級
を
止
揚
す
る
こ
と
な
く
し
て
は
実
現
さ
れ
な
い
。
恰
も
そ
の
よ
う
に
、
物
質
の
解
放
を

要
求
す
る
無
産
者
は
、
此
れ
若
く
は
彼
れ
の
物
質
的
欲
望
の
解
放
を
要
求
す
る
の
で
な
く
、
む
し
ろ
全
物
質
的
生

活
の
解
放
を
要
求
す
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
こ
の
こ
と
は
、
弁
証
法
的
唯
物
論
の
内
的
本
質
そ
の
も
の
に
従
っ
て
、

却
っ
て
全
人
間
的
生
活
を
解
放
す
る
こ
と
な
く
し
て
は
成
就
さ
れ
な
い
。
最
も
徹
底
的
に
物
質
を
主
張
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
解
放
さ
れ
る
の
は
単
な
る
物
質
の
み
で
は
な
い
、
単
な
る
精
神
で
は
も
と
よ
り
な
い
。
却
っ
て
物
質
と

精
神
と
は
止
揚
さ
れ
て
全
体
の
人
間
性
そ
の
も
の
が
解
放
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
虐
げ
ら
れ
た
物
質
は
自

由
と
な
る
で
あ
ろ
う
、
埋
没
し
た
意
識
は
回
復
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
物
質
的
精
神
的
人
間
の
全
体
が
そ
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れ
の
全
体
性
に
於
て
輝
き
始
め
る
。
―
―
私
は
私
の
研
究
が
史
的
唯
物
論
と
し
て
の
マ
ル
ク
ス
主
義
に
多
少
の
解

明
を
与
え
得
た
こ
と
を
期
待
す
る
。             　

―
―
（
一
九
二
七
・
七
）
―
―

＊　

N
achlass, II, 133.
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プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
と
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
哲
学

一

唯
物
史
観
の
哲
学
的
基
礎
の
把
握
に
際
し
て
私
の
用
い
て
来
た
諸
概
念
は
、
多
少
と
も
大
胆
な
も
の
で
あ
っ
た

か
も
知
れ
な
い
。私
は
そ
れ
ら
の
も
の
が
種
々
な
る
誤
解
を
誘
い
得
る
こ
と
を
懸
念
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。

私
の
こ
の
懸
念
は
現
実
に
理
由
の
な
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
誤
解
は
最
も
簡
単
な
事
柄
に

関
し
て
最
も
起
り
易
い
、
と
い
う
人
性
論
的
な
法
則
は
こ
の
場
合
に
も
例
外
を
作
る
こ
と
を
欲
し
な
か
っ
た
。
私

は
従
来
屡
々
交
渉
及
び
交
渉
的
存
在
（das pragm

atische Sein

）
と
い
う
が
如
き
語
を
使
用
し
慣
わ
し
た
。
そ
こ

か
ら
直
ち
に
或
る
人
た
ち
は
、
私
の
見
地
を
も
っ
て
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
の
そ
れ
で
あ
る
、
と
極
め
て
無
雑
作
に
結

論
す
る
こ
と
が
出
来
た
。＊

こ
の
誤
解
は
、
そ
れ
が
全
く
素
朴
な
も
の
で
あ
る
に
し
て
も
、
恐
ら
く
孤
立
し
た
も
の

で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
私
は
私
の
思
想
を
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
と
対
質
せ
し
め
る
必
要
を
感
じ
た
。
こ
の

こ
と
は
私
自
身
に
と
っ
て
決
し
て
無
駄
で
は
な
く
、
寧
ろ
甚
だ
歓
迎
す
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な

ら
、
ラ
ッ
サ
ー
ル
が
マ
ル
ク
ス
へ
宛
て
た
手
紙
の
中
で
述
べ
て
い
る
次
の
言
葉
は
ま
た
、
一
定
の
理
論
の
生
命
と
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発
展
と
に
関
し
て
も
真
理
で
あ
る
と
信
ぜ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
―
―
「
闘
争
は
力
と
生
気
と
を
党
に
与
え
る
。

定
っ
た
形
態
の
無
い
こ
と
そ
し
て
明
ら
か
に
限
ら
れ
た
境
界
の
欠
け
て
い
る
こ
と
は
、
党
の
無
力
の
最
も
有
力
な

証
左
だ
。
純
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
党
は
愈
々
強
力
に
な
る
。」
私
は
こ
の
対
質
を
こ
れ
に
よ
っ
て
同
時
に

マ
ル
キ
シ
ズ
ム
が
こ
の
側
面
か
ら
闡
明
さ
れ
て
ゆ
く
よ
う
に
遂
行
す
る
で
あ
ろ
う
。

＊　

秋
山
次
郎
氏
は
『
マ
ル
ク
ス
主
義
』（
一
九
二
七
年
）
七
月
、
八
月
、
九
月
の
三
号
に
亙
っ
て
、『
公
式
社
会
主

義
者
の
哲
学
』
及
び
『
唯
物
論
と
観
念
論
』
な
る
二
論
文
を
発
表
さ
れ
、
河
上
博
士
の
『
唯
物
史
観
に
関
す
る
自

己
清
算
』（『
社
会
問
題
研
究
』
第
七
十
七
冊
以
下
続
載
）
を
批
評
さ
れ
た
。
今
こ
こ
に
私
は
同
氏
と
河
上
博
士
と

の
間
に
割
り
込
ん
で
論
議
を
試
み
よ
う
と
す
る
者
で
は
な
い
。
私
と
関
係
す
る
唯
一
つ
の
点
は
斯
う
で
あ
る
。
秋

山
氏
は
、
博
士
が
そ
の
自
己
清
算
の
中
で
私
の
文
章
を
引
合
い
に
出
さ
れ
た
（
特
に
第
七
十
九
冊
）
の
に
対
し
て
、

そ
れ
を
再
び
引
摺
り
出
さ
れ
て
、
そ
れ
を
根
拠
と
し
て
博
士
の
立
場
を
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
の
そ
れ
で
あ
る
と
論
断

さ
れ
た
（
特
に
八
月
号
）。
即
ち
氏
は
博
士
の
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
の
理
由
の
一
つ
は
少
な
く
と
も
私
の
思
想
の
中
に

横
た
わ
っ
て
い
る
と
思
惟
さ
れ
る
も
の
の
如
く
で
あ
る
。
秋
山
氏
の
行
論
は
不
幸
に
し
て
十
分
に
分
析
的
で
な
く
、

却
っ
て
著
し
く
神
託
的
調
子
を
帯
び
て
い
る
た
め
に
、
私
は
同
氏
の
主
張
の
基
礎
を
把
握
す
る
の
に
困
難
を
覚
え

る
。
そ
れ
だ
か
ら
私
は
氏
の
議
論
に
直
接
に
応
答
す
る
こ
と
を
や
め
て
、
む
し
ろ
私
自
身
の
見
地
を
真
直
に
説
述

し
た
い
と
思
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
私
は
秋
山
氏
の
論
難
に
対
し
て
明
瞭
に
自
己
を
釈
明
し
得
る
こ
と
を
期
待
す
る
。
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こ
の
場
合
私
は
固
よ
り
神
託
の
如
く
に
語
る
こ
と
を
好
ま
な
い
。
マ
ル
ク
ス
は
『
資
本
』
の
フ
ラ
ン
ス
訳
の
出
版

に
際
し
て
書
か
れ
た
書
簡
の
中
で
、
彼
の
用
い
た
特
異
な
る
方
法
が
「
分
析
の
方
法
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
云
っ
て

い
る
。
分
析
的
で
あ
る
こ
と
は
如
何
な
る
学
問
的
研
究
に
と
っ
て
も
要
求
さ
れ
て
い
る
。
更
に
新
し
い
誤
解
の
起

ら
な
い
た
め
に
、
私
の
唯
物
史
観
解
釈
が
河
上
博
士
の
も
の
と
同
一
で
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
特
に
記
さ
れ
て
お

く
必
要
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

私
は
二
三
の
概
念
の
内
容
を
規
定
す
る
こ
と
を
も
っ
て
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
私
の
意
味
す

る
「
交
渉
」
は
所
謂
実
践
と
は
直
接
に
同
一
で
な
い
の
で
あ
る
。
実
践
は
勿
論
一
つ
の
交
渉
で
あ
り
、
特
に
そ
れ

の
優
越
な
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
然
し
後
者
は
前
者
よ
り
も
一
層
包
括
的
な
概
念
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
私
は
実
践

を
ひ
と
つ
の
交
渉
の
「
仕
方
」
と
呼
ぶ
の
で
あ
っ
て
、
交
渉
の
仕
方
に
は
実
践
―
―
こ
の
も
の
が
既
に
歴
史
的
に

多
種
多
様
に
規
定
さ
れ
て
い
る
―
―
以
外
に
な
お
他
の
も
の
、
例
え
ば
芸
術
的
、
宗
教
的
な
ど
が
あ
る
。
一
般
に

交
渉
と
は
人
間
の
存
在
が
世
界
の
存
在
に
対
す
る
動
的
双
関
的
関
係
の
謂
で
あ
る
。
こ
れ
を
特
に
交
渉
と
名
づ
け

る
の
は
、
こ
の
関
係
を
所
謂
主
観
・
客
観
の
関
係
に
還
元
し
よ
う
と
す
る
こ
と
な
く
、
却
っ
て
そ
れ
を
そ
の
具
体

性
に
於
て
取
扱
お
う
と
す
る
た
め
に
外
な
ら
な
い
。
近
代
の
認
識
論
は
存
在
を
凡
て
客
観
の
側
に
推
し
遣
り
、
こ

れ
に
反
し
て
主
観
は
あ
ら
ゆ
る
意
味
で
存
在
と
は
異
な
る
存
在
な
ら
ぬ
も
の
と
し
て
そ
れ
に
対
立
せ
し
め
る
。
し
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か
る
に
我
々
は
認
識
の
問
題
と
雖
も
、
そ
れ
が
十
分
具
体
的
に
把
握
さ
れ
る
限
り
、
存
在
の
問
題
で
あ
り
、
こ
の

も
の
の
発
展
の
過
程
に
於
て
現
実
的
に
形
成
さ
れ
る
問
題
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
存
在
の
存
在

の
仕
方
ま
た
は
性
格
が
存
在
の
交
渉
の
仕
方
に
よ
っ
て
根
源
的
に
規
定
さ
れ
る
と
理
解
し
、
更
に
斯
く
規
定
さ
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
存
在
は
現
実
的
に
は
初
め
て
存
在
す
る
と
見
做
す
点
に
於
て
は
、
我
々
は
か
の
先
験
哲
学
の
根

本
思
想
を
襲
う
て
い
る
と
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
一
切
の
現
実
的
な
る
存
在
は
つ
ね
に
一
定
の
性
格
を
担
っ
て
い

る
。
交
渉
に
於
て
そ
の
存
在
性
を
規
定
さ
れ
ざ
る
存
在
は
、
ギ
リ
シ
ア
的
に
表
現
す
れ
ば
、
存
在
無
き
存
在
、
即

ちmhv on

で
あ
る
。
単
に
在
る
も
の
は
い
ま
だ
在
る
と
も
言
い
得
な
い
。
如
何
に
在
る
か
に
於
て
限
定
さ
れ
る
と

き
初
め
て
在
る
も
の
は
現
実
的
な
意
味
に
於
て
在
る
と
語
ら
れ
得
る
の
で
あ
る
。
認
識
の
問
題
を
存
在
の
問
題
の

展
開
秩
序
に
於
て
捕
捉
す
る
点
で
唯
物
論
に
接
近
し
な
が
ら
、
し
か
も
抽
象
的
な
唯
物
論
に
我
々
が
反
対
す
る
の

は
主
と
し
て
こ
れ
に
依
る
の
で
あ
る
。
否
む
し
ろ
、
存
在
そ
の
も
の
は
交
渉
の
一
定
の
仕
方
に
応
じ
て
、
或
い
は

唯
物
論
的
に
或
い
は
観
念
論
的
に
、
そ
の
性
格
を
規
定
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
理
論
と
し
て
の

唯
物
論
若
く
は
観
念
論
は
必
然
的
に
生
れ
て
来
る
。
と
こ
ろ
で
存
在
の
交
渉
の
仕
方
は
い
つ
で
も
歴
史
的
に
規
定

さ
れ
て
い
る
。
一
定
の
歴
史
的
規
定
を
有
す
る
交
渉
の
仕
方
の
根
源
的
な
る
特
性
に
応
じ
て
、
観
念
論
ま
た
は
唯

物
論
は
一
定
の
時
代
に
於
て
、
そ
の
現
実
性
に
於
て
規
定
さ
れ
て
成
立
す
る
。
両
者
を
単
に
抽
象
的
に
対
立
せ
し
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め
、
そ
の
孰
れ
が
真
で
あ
る
か
を
単
に
抽
象
的
に
決
定
し
よ
う
と
欲
す
る
こ
と
な
く
、
却
っ
て
そ
れ
ら
を
存
在
の

大
い
な
る
歴
史
的
進
行
の
道
程
に
於
て
眺
め
、
そ
の
必
然
性
と
そ
の
意
義
と
を
具
体
的
に
把
握
し
よ
う
と
試
み
る

こ
と
は
、
我
々
の
哲
学
の
企
て
に
属
し
て
い
る
。＊

―
―
マ
ル
ク
ス
は
『
共
産
党
宣
言
』
の
中
で
、
如
何
に
「
ブ
ル

ジ
ョ
ア
ジ
ー
が
歴
史
に
於
て
一
の
甚
だ
革
命
的
な
る
役
割
を
演
じ
た
」
か
を
、
極
め
て
鮮
か
に
叙
述
し
て
い
る
。

ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
基
礎
経
験
の
中
か
ら
発
生
し
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
雖
も
一
定
の
歴
史
的
時
代
に
あ
っ
て
は
頗
る
革

命
的
な
る
真
理
と
し
て
妥
当
し
た
の
で
あ
る
。
―
―
か
く
し
て
私
は
無
産
者
的
基
礎
経
験
即
ち
感
性
的
実
践
な
る

交
渉
の
仕
方
に
よ
っ
て
構
造
づ
け
ら
れ
た
存
在
か
ら
出
発
し
て
、
そ
こ
に
生
れ
る
人
間
学
の
特
殊
な
る
形
態
を
明

瞭
に
し
、
そ
し
て
こ
の
も
の
に
よ
っ
て
そ
の
構
成
を
規
定
さ
れ
て
い
る
唯
物
史
観
の
理
論
の
成
立
を
跡
づ
け
よ
う

と
試
み
て
来
た
。
我
々
は
全
く
同
一
の
見
地
か
ら
マ
ル
ク
ス
経
済
学
の
諸
礎
石
を
も
ま
た
理
解
さ
れ
得
る
も
の
と

な
す
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。例
え
ば
、そ
の
労
働
価
値
説
の
如
き
、或
い
は
生
産
力
の
根
源
性
の
主
張
の
如
き
、

我
々
は
そ
の
必
然
性
を
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
基
礎
経
験
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
み
把
握
し
得
る
。
存

在
は
理
論
を
し
て
必
然
的
に
一
定
の
方
向
に
向
っ
て
抽
象
を
遂
行
せ
し
め
る
。
こ
の
抽
象
性
は
存
在
と
の
生
け
る

聯
関
か
ら
産
れ
る
必
然
的
な
る
限
定
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
理
論
が
現
実
を
変
革
し
得
る
力
は
孕
ま
れ
て
い
る
。
従

っ
て
こ
の
抽
象
性
は
具
体
性
で
あ
る
。
限
定
こ
そ
力
な
れ
、
と
は
単
に
生
の
知
慧
の
み
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
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こ
こ
に
我
々
は
、も
と
よ
り
そ
の
意
図
に
於
て
我
々
の
も
の
と
は
距
っ
て
い
る
に
せ
よ
、デ
ィ
ル
タ
イ
の
謂
う
「
形

而
上
学
の
現
象
学
」（Phänom

enologie der M
etaphysik

）
の
理
念
に
つ
い
て
想
い
起
す
。

然
る
に
交
渉
の
右
の
意
味
に
応
じ
て
交
渉
的
存
在
と
い
う
概
念
の
意
味
も
与
え
ら
れ
る
。
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
は

ギ
リ
シ
ア
語
のpra:gma

か
ら
出
た
言
葉
で
あ
る
。
そ
し
てpra:gma

は
根
源
的
に
はpra:xiV

と
同
一
で
あ
り
、

こ
の
も
の
は
行
動
ま
た
は
行
為
を
意
味
す
る
。
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
は
主
と
し
て
プ
ラ
グ
マ
の
こ
の
意
味
に
固
執
し

て
い
る
。
ジ
ェ
ー
ム
ス
に
拠
れ
ば
、
そ
の
概
念
は
千
八
百
七
十
八
年
、
チ
ャ
ー
ル
ス
・
ピ
ア
ス
に
よ
っ
て
初
め
て

哲
学
の
中
へ
導
き
入
れ
ら
れ
た
。＊

ピ
ア
ス
は
考
え
る
。
ひ
と
つ
の
思
想
の
意
味
を
顕
に
す
る
た
め
に
は
、
我
々
は

た
だ
そ
れ
が
如
何
な
る
行
為
を
産
み
出
す
に
適
し
て
い
る
か
を
決
定
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
行
為
が
我
々
に

と
っ
て
思
想
の
唯
一
つ
の
意
味
で
あ
る
。
或
る
思
想
の
真
理
性
を
決
定
す
る
も
の
は
、
そ
れ
の
論
理
的
帰
結
で
な

く
し
て
、
却
っ
て
そ
れ
の
実
践
的
帰
結
（practical consequence

）
で
あ
る
。
事
実
、
ひ
と
つ
の
事
柄
に
関
し
て

論
理
的
に
は
各
斉
合
的
な
る
二
つ
以
上
の
理
論
の
成
立
の
可
能
な
こ
と
は
屡
々
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
間

に
あ
っ
て
そ
の
如
何
な
る
も
の
が
真
理
で
あ
る
か
は
ひ
と
り
実
践
ば
か
り
が
裁
断
し
得
る
こ
と
で
あ
る
。
然
し
な

が
ら
、
既
に
ギ
リ
シ
ア
に
於
てpra:gma

は
単
に
行
為
を
意
味
し
た
の
み
で
な
く
、
ま
た
状
態
、
更
に
関
係
、
或

い
は
事
実
、
進
ん
で
は
事
柄
を
意
味
す
る
な
ど
、
極
め
て
広
き
範
囲
の
使
用
を
も
っ
て
い
た
。
広
き
意
味
に
於
て
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人
間
の
現
実
の
存
在
と
具
体
的
交
渉
の
あ
る
凡
て
の
存
在
が
こ
の
語
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
た＊
＊。

そ
れ
だ
か
ら

そ
れ
は
特
に
実
践
と
関
係
す
る
と
い
う
こ
と
以
上
の
意
味
を
含
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
プ
ラ
グ
マ
と
い
う

語
に
於
て
決
定
的
な
る
も
の
は
、
先
ず
そ
れ
が
主
観
に
対
す
る
客
観
も
し
く
は
対
象
を
意
味
せ
ず
、
却
っ
て
具
体

的
な
る
人
間
の
存
在
と
現
実
的
に
交
渉
す
る
も
の
を
意
味
し
た
こ
と
で
あ
り
、
次
に
そ
れ
が
す
べ
て
特
に
過
程
的

な
る
存
在（H

ergang

）、し
た
が
っ
て
ま
た
由
来（H

erkunft

）を
有
す
る
存
在
の
謂
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
我
々

は
主
と
し
て
斯
く
の
如
き
意
味
に
従
っ
て
、
近
代
的
術
語
な
る
「
対
象
」（G

egenstand

）
か
ら
区
別
す
る
目
的

を
も
っ
て
、
交
渉
的
存
在
（o]n w
JV pra:gma

）
と
い
う
表
現
を
用
い
よ
う
と
思
う
。
こ
の
語
の
意
味
に
於
て
何
を

高
調
す
る
か
と
い
う
点
で
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
と
我
々
の
見
地
と
の
差
異
は
既
に
明
瞭
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。

＊　

W
illiam

 Jam
es, Pragm

atism
, p. 46.

＊
＊　

プ
ラ
グ
マ
な
る
言
葉
の
こ
の
よ
う
な
広
義
の
使
用
を
理
解
す
る
た
め
に
、
ひ
と
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の die 

pragm
atische G

eschichte 

の
概
念
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
が
よ
い
（H

egel, Vorlesungen über die Philosophie 

der G
eschichte, R

eclam
-A

usgabe, S 38.

）。
ひ
と
は
か
か
る
も
の
と
し
て
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
や
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー

の
歴
史
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
（W

. D
ilthey, D

ie Jugendgeschichte H
egels, G

esam
m

elte Schriften, IV, 8. 

参

照
）。
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さ
て
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
は
次
の
如
き
契
機
を
有
す
る
理
論
で
あ
る
。
第
一
に
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
は
実
践
を
重

ん
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
真
理
を
動
的
過
程
的
に
把
握
す
る
。
そ
れ
は
真
理
に
つ
い
て
の
一
の
発
生
説
（genetic 

theory

）
で
あ
る
。
主
知
主
義
者
の
仮
想
は
真
理
が
本
質
的
に
惰
性
的
な
、
静
的
な
関
係
を
意
味
す
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
に
反
し
て
、
プ
ラ
グ
マ
チ
ス
ト
は
先
天
的
な
る
理
由
、
固
定
さ
れ
た
原
理
、
閉
鎖
さ
れ
た
体
系
、
所
謂

絶
対
者
を
排
斥
す
る
。「
真
理
は
真
と
成
る
、
諸
の
出
来
事
に
よ
っ
て
真
と
為
さ
れ
る
。
そ
れ
の
真
理
性
は
実
に

ひ
と
つ
の
出
来
事
で
あ
り
、
ひ
と
つ
の
過
程
で
あ
る
、
即
ち
そ
れ
が
自
己
を
実
証
し
て
ゆ
く
と
こ
ろ
の
過
程
、
そ

れ
の
実
証
・
過
程
で
あ
る
。」＊

我
々
の
観
念
は
我
々
を
、
そ
れ
が
喚
び
起
す
と
こ
ろ
の
行
為
や
他
の
観
念
を
通
じ

て
、
経
験
の
他
の
諸
部
分
へ
導
い
て
ゆ
く
。
こ
の
よ
う
な
結
合
と
移
動
と
が
一
点
か
ら
一
点
へ
と
進
行
し
、
そ
し

て
そ
の
と
き
何
処
ま
で
も
調
和
と
一
致
と
が
存
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
そ
の
観
念
の
証
明
な
の
で
あ
る
。
私
は
今

こ
の
牛
の
通
る
路
に
沿
う
て
一
軒
の
家
の
表
象
を
も
っ
て
い
る
、
私
が
こ
の
心
の
像
に
従
っ
て
こ
の
小
径
を
辿
っ

て
現
実
に
家
を
見
出
す
、
こ
の
表
象
は
そ
こ
で
証
明
を
得
る
。
斯
く
の
如
く
単
純
に
そ
し
て
十
分
に
実
証
さ
れ
た

指
導
（leading

）
が
ま
さ
に
真
理
・
過
程
の
原
型
で
あ
る
。
第
二
に
、
真
理
を
指
導
と
し
て
主
張
す
る
こ
と
に
よ
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っ
て
、
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
は
自
己
を
単
な
る
方
法
と
し
て
告
知
す
る
。
合
理
主
義
者
は
宇
宙
の
所
謂
原
理
を
魔
術

的
な
言
葉
を
も
っ
て
名
づ
け
る
、
こ
の
言
葉
を
所
有
す
る
こ
と
が
彼
等
に
と
っ
て
は
、
宇
宙
そ
の
も
の
を
所
有
す

る
こ
と
で
あ
る
。
善
、
物
質
、
理
性
、
絶
対
者
な
ど
は
こ
の
よ
う
な
言
葉
に
属
し
、
そ
れ
を
所
有
す
る
と
き
彼
等

の
形
而
上
学
的
探
究
は
終
結
を
告
げ
る
。
し
か
る
に
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
は
ひ
と
を
し
て
休
憩
せ
し
め
な
い
。
ひ
と

は
彼
の
所
有
す
る
各
の
言
葉
の
実
際
上
の
効
果
を
試
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
彼
は
そ
れ
を
彼
の
経
験
の
流
の
う
ち
に
於

て
働
か
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
解
決
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
一
層
多
く
の
仕
事
に
対
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ

り
、
そ
し
て
更
に
特
に
現
存
の
存
在
が
変
化
さ
れ
得
る
が
如
き
諸
の
途
へ
の
指
示
で
あ
る
。
か
く
て
理
論
は
道
具

(instrum
ent

）
と
な
る
。
そ
れ
は
我
々
が
そ
こ
に
安
住
し
得
る
と
こ
ろ
の
、
謎
に
対
す
る
答
で
は
な
い
。
我
々
は

そ
の
上
に
横
臥
す
る
こ
と
な
く
、
我
々
は
運
動
を
続
行
す
る
。
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
は
強
張
れ
る
理
論
を
嫋た
お
やか

に
し

て
仕
事
に
着
か
し
む
る
方
法
で
あ
る
。
そ
れ
は
方
法
と
し
て
、
特
殊
な
る
結
果
で
な
く
、
却
っ
て
一
定
の
態
度
で

あ
る
。
第
一
の
事
物
、
原
理
、
範
疇
、
必
然
性
か
ら
眼
を
背
け
て
、
最
後
の
事
物
、
結
実
、
帰
結
、
事
実
へ
と
眼

を
向
け
る
と
こ
ろ
の
態
度
で
あ
る
。
か
く
し
て
第
三
に
、
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
の
足
場
は
明
ら
か
に
経
験
で
あ
る
。

そ
れ
の
趨
く
と
こ
ろ
は
具
体
と
充
実
、
行
為
と
力
で
あ
る
。

＊　

Jam
es, Pragm

atism
, p.201.
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然
る
に
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
は
経
験
論
と
し
て
特
殊
性
を
有
す
る
。
第
一
に
そ
れ
は
経
験
「
論
」
の
偏
執
を
も
た

ぬ
こ
と
を
誇
っ
て
い
る
。
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
は
方
法
で
あ
る
以
外
、
如
何
な
る
ド
グ
マ
で
も
、
如
何
な
る
理
論
的

教
説
で
も
な
い
。
従
っ
て
そ
れ
は
単
に
方
法
の
上
で
合
理
主
義
や
主
知
主
義
に
反
対
す
る
の
み
で
あ
っ
て
、
教
説

内
容
の
上
で
こ
れ
ら
の
も
の
に
絶
対
に
対
立
し
て
い
る
と
は
考
え
な
い
。
最
も
抽
象
的
な
観
念
と
雖
も
、
そ
れ
が

具
体
的
な
生
に
と
っ
て
何
等
か
の
効
果
を
現
す
限
り
、
そ
れ
が
現
実
の
経
験
の
な
か
で
何
等
か
の
収
穫
を
齎
す
限

り
、
そ
れ
は
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
に
と
っ
て
、「
そ
の
限
り
に
於
て
」（in so far forth

）
真
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で

ジ
ェ
ー
ム
ス
は
か
の
「
絶
対
者
」
を ‘its bare holiday-giving value’ 

に
従
っ
て
、
し
か
し
そ
の
制
限
内
に
於
て

は
充
分
に
承
認
し
て
い
る
。＊

む
し
ろ
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
の
最
も
著
し
い
精
神
は
こ
の
方
法
が
理
論
的
論
争
の
「
仲

裁
者
」（m

ediator

）
で
あ
り
、「
調
停
者
」（reconciler

）
で
あ
ろ
う
と
欲
す
る
と
こ
ろ
に
横
た
わ
っ
て
い
る
。
そ

れ
は
本
質
的
に
は
新
し
い
哲
学
で
は
な
く
て
、
古
来
の
多
く
の
哲
学
的
傾
向
と
調
和
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
却
っ

て
そ
れ
ら
の
間
の
闘
争
を
仲
裁
す
る
と
い
う
課
題
を
負
う
て
い
る
。
世
界
の
実
体
は
物
で
あ
る
か
そ
れ
と
も
心
で

あ
る
か
、
一
で
あ
る
か
そ
れ
と
も
多
で
あ
る
か
、
―
―
こ
れ
ら
の
問
題
に
関
す
る
議
論
は
限
り
な
く
尽
き
る
こ
と

が
な
い
。
こ
の
よ
う
な
場
合
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
的
方
法
は
そ
の
各
の
思
想
を
夫
々
の
実
践
的
帰
結
に
従
っ
て
解
釈

す
る
こ
と
を
努
め
る
。
そ
し
て
若
し
そ
こ
に
如
何
な
る
実
践
的
差
異
も
辿
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
な
ら
ば
、
そ
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の
と
き
に
は
相
排
す
る
二
つ
の
思
想
は
実
質
的
に
は
同
一
の
も
の
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
一
切
の
争

論
の
無
駄
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
他
の
と
き
に
は
、
各
の
意
見
は
銘
々
の
実
践
的
現
実
的
価
値
（practical 

cash-value

）
に
応
じ
て
、「
そ
の
限
り
に
於
て
」
互
い
に
真
と
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
今
後
の
軋
轢
の
不
用
で

あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。「
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
的
方
法
は
第
一
に
、
さ
な
く
て
は
果
つ
る
こ
と
な
き
が
如

き
形
而
上
学
的
諸
論
争
調
停
の
方
法
で
あ
る
。＊
＊」
我
々
は
こ
こ
に
於
て
ジ
ェ
ー
ム
ス
自
身
が
云
っ
て
い
る
よ
う
に
、

如
何
に
そ
れ
が
「
デ
モ
ク
ラ
チ
ッ
ク
」
で
あ
る
か
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う＊
＊
＊。

＊　

O
p. cit., p. 72 ff.

＊
＊　

Ibid., p. 45.

＊
＊
＊　

Ibid., p. 81.

第
二
に
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
は
従
来
の
あ
ら
ゆ
る
経
験
論
の
態
度
よ
り
も
一
層
徹
底
的
で
あ
る
。
ジ
ェ
ー
ム
ス
は

斯
く
の
如
き
立
場
を
特
に
「
根
本
的
経
験
論
」（radical em

piricism

）
と
呼
ん
で
い
る
。
経
験
に
徹
底
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
到
達
す
る
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
内
在
性
の
立
場
で
あ
る
。
ジ
ェ
ー
ム
ス
は
こ
れ
を
次
の
如
く
表

現
し
て
い
る
、「
我
々
の
経
験
の
一
つ
の
部
分
は
、
そ
れ
が
観
察
さ
れ
得
る
若
干
の
方
面
の
何
等
か
の
一
つ
に
於

て
そ
れ
が
ま
さ
に
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
と
す
る
た
め
に
、
他
の
部
分
に
凭
り
懸
る
と
し
て
も
、
経
験
は
一
の
全
体
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と
し
て
自
己
包
括
的
で
あ
り
、そ
し
て
何
物
に
も
凭
り
懸
ら
な
い
。」＊

こ
の
こ
と
か
ら
次
の
こ
と
が
結
果
す
る
、「
苟

も
知
る
と
い
う
が
如
き
こ
と
が
あ
る
な
ら
ば
、
知
る
も
の
と
知
ら
れ
る
も
の
と
は
両
者
共
に
経
験
の
部
分
で
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。＊
＊」
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
に
従
え
ば
、
そ
れ
自
身
我
々
の
経
験
の
部
分
で
あ
る
に
過
ぎ
ぬ
と
こ
ろ
の
観

念
は
、
ま
さ
に
そ
れ
が
我
々
を
助
け
て
我
々
の
経
験
の
他
の
部
分
と
満
足
な
る
関
係
に
這
入
ら
し
め
る
限
り
に
於

て
真
と
成
る
。
む
し
ろ
我
々
が
真
と
す
る
思
想
は
、恰
も
そ
れ
が
我
々
の
経
験
に
於
け
る
一
契
機
で
あ
る
が
故
に
、

そ
れ
は
働
く
こ
と
が
出
来
、
我
々
は
そ
の
思
想
の
指
導
に
よ
っ
て
経
験
の
特
殊
の
中
に
浸
り
、
こ
の
も
の
と
有
利

な
結
合
を
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
か
く
し
て
私
は
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
が
近
代
の
生
の
哲
学
と
共
通
の
原
理
の
上
に

立
っ
て
い
る
の
を
知
る
。
生
の
哲
学
の
根
本
原
理
は
、デ
ィ
ル
タ
イ
が
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、

「
生
を
生
そ
の
も
の
か
ら
理
解
す
る
」
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
に
と
っ
て
は
認
識
も
ま
た
我
々

の
生
の
機
能
の
一
つ
で
あ
り
、そ
れ
の
真
理
性
は
そ
れ
が
我
々
の
生
に
と
っ
て
有
用
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。

こ
の
意
味
に
於
て
「
真
理
は
、
普
通
に
想
像
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
善
か
ら
区
別
さ
れ
た
、
そ
し
て
そ
れ
と
対
等

な
範
疇
で
は
な
く
、
善
の
一
種
で
あ
る
。
＊
＊
＊」
生
を
超
越
す
る
が
如
き
如
何
な
る
認
識
の
原
理
も
な
く
、
却
っ
て
こ

の
も
の
は
生
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
根
源
的
に
制
約
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
ジ
ェ
ー
ム
ス
は
気
質
（tem

peram
ent

）

が
厳
密
に
客
観
的
な
る
前
提
の
如
何
な
る
も
の
よ
り
も
哲
学
者
に
対
し
て
一
層
強
い
偏
執
を
与
え
る
と
考
え
る
。
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或
る
者
が
柔
軟
な
る
心
の
人
（the tender-m

inded

）
で
あ
る
か
若
く
は
強
靭
な
る
心
の
人
（the tough-m

inded

）

で
あ
る
か
に
従
っ
て
、
現
実
的
に
彼
の
採
る
哲
学
上
の
立
場
が
定
ま
る
。
気
質
が
そ
の
願
望
と
拒
否
と
を
も
っ
て

哲
学
を
限
定
す
る
。
そ
し
て
斯
く
の
如
く
認
識
が
生
の
流
の
中
に
織
り
込
ま
れ
る
に
応
じ
て
、
認
識
の
問
題
は
存

在
の
問
題
に
転
化
し
、
従
っ
て
こ
の
場
合
最
も
決
定
的
な
こ
と
は
生
の
存
在
そ
の
も
の
が
如
何
に
把
握
さ
れ
る
か

と
い
う
こ
と
に
聯
関
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

＊　

Essays in Radical Em
piricism

, p.193.

＊
＊　

Ibid., p. 196.

＊
＊
＊　

Pragm
atism

, p. 75.

あ
ら
ゆ
る
形
態
に
於
け
る
生
の
哲
学
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、
凡
て
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
の
要
素
を
具
え
て
い
る
。

そ
の
う
ち
最
も
鮮
明
な
も
の
の
一
つ
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
哲
学
で
あ
る
。＊

ベ
ル
グ
ソ
ン
に
依
れ
ば
、
本
来
、
我
々
は

行
う
た
め
の
ほ
か
考
え
な
い
。
我
々
の
知
性
は
行
為
の
鋳
型
に
嵌
め
て
出
来
て
い
る
。「
生
の
進
化
が
そ
れ
を
型

作
っ
た
姿
に
あ
っ
て
我
々
の
知
性
は
、
我
々
の
行
為
に
光
を
与
え
、
事
物
に
対
す
る
我
々
の
行
為
を
準
備
し
、
ひ

と
つ
の
与
え
ら
れ
た
状
況
に
つ
い
て
、
そ
れ
に
随
い
得
る
有
利
な
若
く
は
不
利
な
諸
の
出
来
事
を
予
見
す
る
と
い

う
こ
と
を
、
本
質
的
な
機
能
と
し
て
も
っ
て
い
る
。＊
＊」

―
―
私
は
更
に
他
の
箇
所
を
引
用
し
よ
う
。「
我
々
は
、
一
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般
に
、
知
る
た
め
に
知
る
こ
と
を
狙
わ
な
い
。
却
っ
て
決
意
す
る
た
め
に
、
利
益
を
取
り
出
す
た
め
に
、
つ
ま
り

一
の
関
心
を
満
足
さ
せ
る
た
め
に
知
る
こ
と
を
目
指
す
の
で
あ
る
。
我
々
は
、
如
何
な
る
点
ま
で
知
ら
る
べ
き
物

が
此
れ
ま
た
は
彼
れ
で
あ
る
か
、
如
何
な
る
既
知
の
部
類
の
中
へ
そ
れ
が
這
入
る
か
、
如
何
な
る
種
類
の
行
為
、

運
動
ま
た
は
態
度
を
そ
れ
が
我
々
に
示
唆
す
べ
き
で
あ
る
か
を
研
究
す
る
。
こ
れ
ら
種
々
の
可
能
な
る
行
為
と
態

度
は
恰
も
そ
れ
だ
け
種
々
な
る
、
我
々
の
思
惟
の
、
全
然
限
定
さ
れ
た
る
概
念
的
方
向
で
あ
る
、
我
々
は
そ
れ
ら

の
も
の
に
従
う
ほ
か
な
い
、
ま
さ
し
く
そ
こ
に
事
物
に
対
す
る
概
念
の
適
用
は
成
立
し
て
い
る
。
ひ
と
つ
の
概
念

を
ひ
と
つ
の
物
に
於
て
試
み
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
は
我
々
が
そ
れ
を
も
っ
て
為
す
べ
き
と
こ
ろ
の
も
の
、
そ
れ

が
我
々
の
た
め
に
為
し
得
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
、
そ
の
物
に
尋
ね
る
こ
と
で
あ
る
。
ひ
と
つ
の
物
の
上
に
ひ
と
つ

の
概
念
の
張
札
を
張
り
つ
け
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
は
そ
の
物
が
我
々
に
示
唆
す
べ
き
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
の
行
為

ま
た
は
態
度
の
部
類
を
精
密
な
言
葉
に
於
て
記
し
付
け
る
こ
と
で
あ
る
。＊
＊
＊」

か
く
て
進
ん
で
、
我
々
の
知
識
は
主

と
し
て
行
為
に
と
っ
て
有
用
な
る
も
の
、
利
用
し
得
べ
き
も
の
の
製
作
を
目
的
と
す
る
と
見
做
さ
れ
る
。
知
性
と

は
道
具
、
殊
に
道
具
を
作
る
道
具
を
製
造
す
る
能
力
の
謂
で
あ
る
。
地
球
上
に
於
け
る
人
間
の
出
現
の
時
と
し

て
我
々
の
溯
り
得
る
の
は
、
彼
等
が
最
初
の
武
器
、
最
初
の
道
具
を
製
造
し
た
日
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
人
間
は 

H
om

o sapiens 

と
し
て
よ
り
も H

om
o faber 

と
し
て
一
層
適
切
に
定
義
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
＊
＊
＊
＊。
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＊　

ベ
ル
グ
ソ
ン
と
ジ
ェ
ー
ム
ス
と
の
関
係
を
我
々
は
彼
等
自
身
の
言
葉
に
よ
っ
て
窮
う
こ
と
が
出
来
る
。W

illiam
 

Jam
es. Extraits de sa correspondance, par F. D

elattre et M
.Le B

reton, avec une préface de H
enri B

ergson.

＊
＊　

L’Évolution créatrice, p.31.

＊
＊
＊Introduction à la  m

étaphysique

（
‘R

evue de m
étaphysique et de m

orale’, Jan. 1903, p. 16.

）.

＊
＊
＊
＊　

L’Évolution créatrice, p.149 et suiv.

さ
て
全
く
異
な
っ
た
思
想
の
上
に
於
て
で
は
あ
る
が
、
マ
ル
ク
ス

も
ま
た
記
し
て
い
る
、「
労
働
手
段
の
使
用
及
び
創
造
は
、
そ
の
萌
芽
に
於
て
は
既
に
或
る
種
の
動
物
種
属
に
属
し

て
い
る
け
れ
ど
も
、
特
に
人
間
的
な
労
働
過
程
を
特
性
付
け
る
、
そ
し
て
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
は
そ
れ
故
に
人
間
を
道

具
を
作
る
動
物
（a toolm

aking anim
al

）
と
し
て
定
義
し
て
い
る
」（D

as K
apital, I, 142.

）。

然
し
な
が
ら
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
従
え
ば
、
知
性
は
大
い
な
る
生
の
進
化
の
過
程
に
於
け
る
単
に
一
つ
の
方
向
に

過
ぎ
な
い
。
こ
の
創
造
的
過
程
そ
の
も
の
の
原
型
は
純
粋
持
続
（durée pure

）
で
あ
る
。
そ
の
一
々
の
瞬
間
は

個
々
異
質
的
で
あ
り
、
相
互
に
浸
透
し
て
流
動
す
る
。
こ
の
流
動
の
連
続
、
そ
れ
は
諸
の
状
態
の
一
継
起
で
あ

り
、
そ
の
各
は
そ
れ
に
随
う
と
こ
ろ
の
も
の
を
告
知
し
、
そ
れ
に
先
立
つ
と
こ
ろ
の
も
の
を
包
含
す
る
。
真
実
を

言
え
ば
そ
れ
ら
の
も
の
は
、
私
が
こ
れ
を
既
に
通
り
越
し
て
し
ま
い
、
そ
し
て
私
が
そ
の
足
跡
を
見
る
た
め
に
後

を
振
返
っ
た
と
き
に
於
て
、
多
数
の
状
態
を
組
立
て
て
い
る
ば
か
り
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
私
が
こ
れ
を
体
験
し
た
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間
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ら
の
も
の
は
、
何
処
で
そ
れ
ら
の
う
ち
の
或
る
一
つ
が
終
り
、
何
処
で
他
の
一
つ
が
始
る

か
と
も
言
い
得
ぬ
ほ
ど
、
緊
密
に
有
機
的
結
合
を
な
し
て
お
り
、
ひ
と
つ
の
共
通
の
生
に
よ
っ
て
深
く
生
か
さ
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。
実
際
、
そ
れ
ら
の
う
ち
如
何
な
る
も
の
も
始
り
も
せ
ね
ば
終
り
も
せ
ず
、
却
っ
て
凡
て
は
相

互
に
融
合
し
て
進
展
す
る
。
持
続
と
は
過
去
を
含
み
未
来
を
咬
み
前
進
し
つ
つ
膨
れ
て
ゆ
く
絶
え
間
な
き
過
程
で

あ
る
。
然
る
に
我
々
の
知
性
は
斯
く
の
如
き
異
質
的
浸
透
的
連
続
的
発
展
を
把
握
す
る
手
段
で
な
い
。
蓋
し
我
々

の
知
性
は
同
質
性
と
反
覆
と
を
狙
い
、
並
置
と
空
間
化
と
を
仕
事
と
す
る
。
こ
の
こ
と
は
我
々
が
行
動
し
、
創
造

す
る
た
め
に
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
条
件
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
だ
け
実
在
の
認
識
に
と
っ
て
不
十
分
で
あ
り
、
不

完
全
で
あ
る
。
実
在
は
た
だ
直
観
に
よ
っ
て
の
み
知
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
直
観
は
知
的
同
感
（sym

pathie 

intellectuelle

）
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
ひ
と
は
、
物
の
独
特
な
、
従
っ
て
表
現
し
得
ぬ
と
こ
ろ
と
合
一
せ
ん

が
た
め
に
、
そ
の
物
の
内
部
に
身
を
運
び
込
む
。
こ
れ
に
反
し
て
知
性
に
属
す
る
分
析
は
、
物
を
既
知
の
諸
要
素

に
、
換
言
す
れ
ば
、
こ
の
物
と
他
の
諸
物
に
共
通
な
諸
要
素
に
還
元
す
る
処
理
法
で
あ
る
。
分
析
す
る
こ
と
は
そ

こ
で
物
を
そ
の
物
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
の
も
の
を
借
り
て
表
現
す
る
こ
と
に
あ
る
。
か
く
て
凡
て
の
分
析
は
翻
訳
で
あ

り
、
記
号
に
由
っ
て
の
展
開
で
あ
り
、
ひ
と
が
研
究
す
る
新
し
い
対
象
と
ひ
と
が
既
に
知
っ
て
い
る
と
信
ず
る
他

の
諸
対
象
と
の
間
の
接
触
点
を
そ
れ
か
ら
し
て
記
述
す
る
と
こ
ろ
の
次
か
ら
次
へ
と
継
ぐ
諸
観
点
よ
り
採
ら
れ
た
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表
現
で
あ
る
。ひ
と
は
こ
の
つ
ね
に
不
完
全
に
と
ど
ま
る
表
現
を
完
全
に
す
る
た
め
に
限
り
な
く
観
点
を
増
加
し
、

撓た
わ

み
な
く
記
号
を
変
化
す
る
、
し
か
し
彼
は
い
つ
ま
で
も
そ
の
物
の
外
部
を
廻
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
然
る
に

直
観
は
観
点
の
上
に
立
つ
こ
と
な
く
、
記
号
を
用
い
る
こ
と
な
く
、
原
物
を
そ
の
絶
対
性
に
於
て
内
部
か
ら
直
接

に
捕
捉
す
る
。
そ
れ
は
ひ
と
つ
の
単
純
な
作
用
で
あ
る
。

三

前
節
に
述
べ
ら
れ
た
思
想
に
対
し
て
我
々
は
如
何
な
る
態
度
を
取
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。こ
の
場
合
、最
も
屡
々

繰
り
返
さ
れ
て
お
り
、
そ
し
て
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
を
一
撃
に
し
て
撲
殺
し
得
る
も
の
の
如
く
普
通
に
信
ぜ
ら
れ
て

い
る
主
張
、
即
ち
真
理
は
人
生
に
有
用
な
る
が
故
に
真
な
の
で
は
な
く
、
却
っ
て
真
な
る
が
故
に
人
生
に
有
用
な

の
で
あ
る
と
い
う
主
張
は
、
我
々
に
と
っ
て
多
く
の
こ
と
を
語
る
も
の
と
は
思
わ
れ
ぬ
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
よ
う

な
攻
撃
は
、
そ
れ
が
十
分
に
意
味
を
有
す
べ
き
で
あ
る
な
ら
ば
、
真
理
と
生
と
が
或
る
分
離
に
於
て
考
え
ら
る
べ

き
こ
と
を
前
提
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
或
い
は
、
認
識
の
問
題
が
生
の
問
題
か
ら
独
立
に
成
立
し
得
る
領
域
を

形
造
る
と
い
う
こ
と
が
予
め
承
認
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
は
斯
く
の
如
き

見
方
を
そ
も
そ
も
否
定
す
る
の
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
認
識
が
生
の
一
契
機
に
繰
り
入
れ
ら
れ
、
従
っ
て
認
識
の
問
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題
が
存
在
の
問
題
の
な
か
へ
導
き
込
ま
れ
る
こ
と
こ
そ
、
我
々
が
注
意
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
ま
さ
に
こ
の
立
場

の
特
色
で
あ
る
。「
知
識
の
理
論
と
生
の
理
論
と
は
我
々
に
と
っ
て
互
い
に
分
離
し
難
く
見
え
る
」、
と
ベ
ル
グ
ソ

ン
は
云
う
。「
知
性
を
生
の
一
般
的
進
化
の
う
ち
に
置
か
ぬ
と
こ
ろ
の
知
識
の
理
論
は
、
如
何
に
知
識
の
諸
框か
ま
ちが

構
成
さ
れ
て
い
る
か
、
如
何
に
し
て
我
々
が
そ
れ
ら
を
拡
げ
ま
た
は
そ
れ
ら
を
超
え
得
る
か
を
我
々
に
教
え
な
い

で
あ
ろ
う
。」＊

そ
れ
故
に
若
し
我
々
が
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
を
単
に
超
越
的
に
で
は
な
く
真
に
内
在
的
に
批
評
し
よ

う
と
欲
す
る
な
ら
ば
、
我
々
は
先
ず
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
に
於
け
る
存
在
の
概
念
を
批
判
し
、
然
る
後
に
こ
れ
と
の

聯
関
に
於
て
そ
れ
の
認
識
の
概
念
を
批
判
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

＊　

L’Évolution créatrice, V
I.

ジ
ェ
ー
ム
ス
は
存
在
を
「
経
験
」
な
る
概
念
に
よ
っ
て
表
現
し
た
。
そ
の
理
由
を
も
っ
て
直
ち
に
彼
の
立
場
を

所
謂
経
験
論
と
見
做
し
、
そ
し
て
経
験
論
に
附
き
纏
う
諸
弱
点
を
指
摘
し
て
こ
れ
を
片
付
け
よ
う
と
す
る
企
て
の

不
当
な
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
に
あ
っ
て
は
「
経
験
論
者
的
気
質
が
支
配
的
で
あ
る
」

（the em
piricist tem

per regnant

）
け
れ
ど
も
、
そ
れ
の
主
と
し
て
目
指
す
と
こ
ろ
は
知
識
を
生
の
流
の
中
に
於

て
眺
め
る
に
あ
る
か
ら
し
て
、
我
々
は
こ
れ
を
認
識
論
上
の
経
験
論
と
同
一
視
す
る
こ
と
を
避
け
ね
ば
な
ら
ぬ
。＊

我
々
に
と
っ
て
最
も
決
定
的
な
こ
と
は
む
し
ろ
ジ
ェ
ー
ム
ス
が
こ
の
経
験
を
直
ち
に
意
識
0

0

と
等
置
し
た
こ
と
で
あ
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一

る
。
―
―
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
於
て
も
意
識
が
ま
さ
に
存
在
の
モ
デ
ル

0

0

0

0

0

0

で
あ
る＊
＊。

―
―
斯
く
の
如
く
経
験
が
意
識
の
流

に
よ
っ
て
置
換
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
存
在
は
た
だ
心
理
的
主
観
的
に
の
み
把
握
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ

し
て
恰
も
そ
こ
に
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
の
最
も
根
本
的
な
る
過
誤
は
横
た
わ
っ
て
い
る
。
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
の
高
調

す
る
実
践
は
心
理
的
主
観
的
で
あ
り
、
従
っ
て
実
践
を
枢
軸
と
す
る
真
理
も
ま
た
心
理
的
主
観
的
に
規
定
さ
れ
る

ほ
か
な
い
。
ジ
ェ
ー
ム
ス
に
よ
れ
ば
、
真
理
は
畢
竟
信
仰
（belief

）
に
於
て
成
立
し
、
そ
れ
を
信
ず
る
こ
と
が

生
に
と
っ
て
有
用
で
あ
り
、
生
の
利
益
を
も
た
ら
す
と
こ
ろ
の
観
念
が
真
な
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
も
ま
た
経
験

を
重
ん
ず
る
。
然
し
な
が
ら
経
験
は
彼
に
あ
っ
て
は
心
理
的
主
観
的
で
な
く
、
却
っ
て
客
観
的
歴
史
的
に
規
定
さ

れ
た
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
彼
に
と
っ
て
は
意
識
は
経
験
そ
の
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
存
在
の
モ
デ
ル
で
も
な

い
。
マ
ル
ク
ス
は
「
意
識
を
単
に
そ
れ
の

0

0

0

（
現
実
的
な
る
生
け
る
諸
個
人
の
）
意
識
と
し
て
考
察
す
る＊
＊
＊」、

即
ち

意
識
は
歴
史
に
於
て
活
動
す
る
人
間
の
存
在
の
ひ
と
つ
の
契
機
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
自
身
社
会
的
歴
史
的
に
規
定
さ

れ
て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
も
ま
た
実
践
を
高
調
す
る
。
け
れ
ど
も
彼
の
謂
う
実
践
は
心
理
的
主
観
的
な
る
活
動
で
は

な
く
て
、
却
っ
て
そ
れ
は
労
働
と
し
て
、
現
実
的
な
る
人
間
の
社
会
的
歴
史
的
に
規
定
さ
れ
た
活
動
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
存
在
及
び
そ
れ
の
実
践
の
歴
史
性
―
―
む
し
ろ
歴
史
的
な
る
実
践
を
も
っ
て
存
在
と
交
渉
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
存
在
は
歴
史
的
に
規
定
さ
れ
て
存
在
す
る
―
―
を
根
本
的
に
理
解
す
る
と
き
、『
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に



唯
物
史
観
と
現
代
の
意
識

一
〇
二

関
す
る
テ
ー
ゼ
』
の
中
の
次
の
言
葉
は
、
そ
の
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
的
外
観
を
除
き
去
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ

ろ
う
。
―
―
「
人
間
的
思
惟
に
対
象
的
真
理
が
適
合
す
る
か
否
か
の
問
題
は
、
何
等
理
論
の
問
題
で
な
く
、
却
っ

て
一
の
実
践
的
な
る
問
題
で
あ
る
。
実
践
に
於
て
人
間
は
真
理
を
、
即
ち
彼
の
思
惟
の
現
実
性
と
力
、
此
岸
性
を
、

証
明
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
思
惟
―
―
実
践
か
ら
游
離
さ
れ
た
そ
れ
―
―
の
現
実
性
ま
た
は
非
現
実
性
に
関
す
る
争
い

は
、
一
の
純
粋
に
ス
コ
ラ
的
な
問
題
で
あ
る
。」
マ
ル
ク
ス
経
済
学
の
価
値
論
は
、
歴
史
的
客
観
的
な
る
労
働
の

上
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
心
理
的
主
観
的
な
る
効
用
、
こ
の
抽
象
的
に
永
遠
な
る
価
値
を
、
従
っ
て
ま
た
か
の
限

界
効
用
説
を
見
棄
て
た
＊
＊
＊
＊。

恰
も
そ
の
よ
う
に
、
実
践
の
歴
史
性
の
把
握
は
我
々
を
し
て
、
真
理
を
も
っ
て
人
生
に

有
用
な
る
も
の
と
見
做
す
と
こ
ろ
の
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
の
迷
妄
を
排
除
せ
し
め
る
で
あ
ろ
う
。

＊　

こ
こ
に
私
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
か
ら
次
の
一
節
を
引
い
て
お
こ
う
。「
テ
ー
ヌ
の
そ
れ
の
如
き
所
謂
『
経
験
論
』
と
或

る
ド
イ
ツ
の
汎
神
論
者
の
最
も
超
越
的
な
思
弁
と
の
間
の
距
離
は
、
ひ
と
の
想
像
す
る
よ
り
は
ず
っ
と
少
な
い
。

方
法
は
二
つ
の
場
合
に
於
て
類
似
で
あ
る
、
そ
れ
は
翻
訳
の
諸
要
素
に
つ
い
て
恰
も
そ
れ
ら
が
原
物
の
諸
部
分
で

あ
る
か
の
よ
う
に
論
ず
る
こ
と
の
う
ち
に
成
立
し
て
い
る
。
し
か
る
に
真
の
経
験
論
は
、
原
物
そ
の
も
の
を
出
来

る
だ
け
近
く
引
き
寄
せ
、
そ
れ
の
生
命
を
究
め
、
そ
し
て
、
一
種
の
知
的
聴
診
に
よ
っ
て
そ
れ
の
魂
の
鼓
動
す
る

の
を
感
じ
る
の
を
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
、
そ
し
て
こ
の
真
の
経
験
論
が
真
の
形
而
上
学
で
あ
る
」



プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
と
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
哲
学

一
〇
三

（‘R
evue de m

étaphysique et de m
orale’, 1903, p.14.

【T. 11, N
o.1, jan. 1903

】）。

＊
＊
我
々
が
哲
学
的
研
究
の
中
へ
導
き
入
れ
よ
う
と
す
る
「
存
在
の
モ
デ
ル
」
若
く
は
「
認
識
の
モ
デ
ル
」
な
る
概

念
の
含
む
重
大
な
諸
問
題
に
今
は
立
入
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
い
。
我
々
の
モ
デ
ル
の
意
味
を
フ
ッ
サ
ー
ル
は “der 

exem
plarische Index” 

と
い
う
語
を
も
っ
て
表
現
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
（Edm

und H
usserl, Philosophie als 

strenge W
issenschaft, Logos, I, S. 295.

）。
一
般
に
認
識
の
モ
デ
ル
が
論
理
学
ま
た
は
数
学
的
自
然
科
学
に
求
め

ら
れ
、
そ
し
て
こ
の
モ
デ
ル
が
更
に
存
在
の
モ
デ
ル
に
ま
で
高
め
ら
れ
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
は
、
現
代
の
哲
学
の

著
し
い
傾
向
に
属
す
る
。
我
々
は
そ
の
例
と
し
て
矢
張
フ
ッ
サ
ー
ル
の
『
哲
学
的
文
化
の
理
念
』（『
日
独
学
芸
』

一
九
二
三
年
八
月
）
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
現
代
の
傾
向
を
批
評
す
る
こ
と
も
ま
た
我
々
に
と
っ
て
別

個
独
立
の
題
目
を
作
る
で
あ
ろ
う
。

＊
＊
＊　

M
arx-Engels A

rchiv, I, S. 240.

＊
＊
＊
＊　

千
八
百
五
十
六
年
四
月
二
日
附
の
エ
ン
ゲ
ル
ス
に
宛
て
た
書
翰
の
中
に
マ
ル
ク
ス
は
記
し
て
い
る
、「
価

値
。
労
働
量
に
純
粋
に
還
元
さ
れ
た
も
の
、
労
働
の
尺
度
と
し
て
の
時
間
。
使
用
価
値
は
―
―
そ
れ
が
主
観
的
に

労
働
の usefulness 

と
し
て
見
ら
れ
る
に
せ
よ
、
若
く
は
客
観
的
に
生
産
物
の utility 

と
し
て
見
ら
れ
る
に
せ
よ
、

―
―
こ
こ
で
は
価
値
の
素
材
的
な
前
提
と
し
て
現
れ
、
こ
の
も
の
は
今
の
と
こ
ろ
全
然
経
済
的
な
形
式
規
定
か
ら



唯
物
史
観
と
現
代
の
意
識

一
〇
四

除
外
さ
れ
る
。
価
値
自
体
は
労
働
そ
の
も
の
以
外
の
如
何
な
る
他
の
「
素
材
」
も
も
た
ぬ
。
価
値
の
こ
の
規
定
は
、

最
初
に
は
ペ
テ
ィ
に
於
て
暗
示
的
に
、
純
粋
に
は
リ
カ
ー
ド
に
於
て
作
り
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
単
に
資
本
家

的
富
の
最
も
抽
象
的
な
形
式
で
あ
る
。
そ
れ
自
身
に
於
て
既
に
次
の
こ
と
を
前
提
す
る
。
一
、
自
然
成
長
的
な
共

産
主
義
の
排
棄
（
イ
ン
ド
そ
の
他
）、
二
、
そ
の
う
ち
で
は
交
換
が
生
産
を
そ
れ
の
全
範
囲
に
亙
っ
て
支
配
し
て
い

な
い
と
こ
ろ
の
、
一
切
の
未
発
達
な
、
前
資
本
主
義
的
な
生
産
の
仕
方
の
排
棄
。
尤も
っ
とも

こ
の
抽
象
、
歴
史
的
抽
象

は
、ま
さ
に
た
だ
社
会
の
一
定
の
経
済
的
発
展
の
基
礎
の
上
に
於
て
の
み
行
わ
れ
る
こ
と
が
出
来
た
」（B

riefw
echsel 

zw
ischen Friedrich Engels und K

arl M
arx, H

rsg.v. B
ebel und B

ernstein, II, S. 266.

）。

ベ
ル
グ
ソ
ン
は
意
識
を
純
粋
持
続
の
モ
デ
ル
と
見
做
す
ば
か
り
で
な
く
、
む
し
ろ
こ
の
意
識
を
大
い
な
る
生
の

創
造
的
進
化
の
過
程
の
中
へ
流
し
込
ん
で
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
彼
に
あ
っ
て
は
存
在
が
一
層
客
観
的
に
把
握
さ

れ
て
い
る
か
の
如
く
見
え
る
。
然
し
な
が
ら
、
こ
の
と
き
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
説
く
客
観
的
な
る
生
は
、
人
々
が
屡
々

彼
の
哲
学
を
生
物
主
義
と
名
附
け
て
い
る
よ
う
に
、
一
の
生
物
学
的
な
る
生
に
外
な
ら
な
い
。
生
の
持
続
は
生
物

学
的
な
る
生
の
不
断
の
流
動
と
発
展
と
を
意
味
し
て
い
る
。
然
る
に
若
し
生
に
し
て
生
物
学
的
な
る
生
の
謂
で
あ

る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
純
粋
持
続
の
形
式
に
於
て
進
化
す
る
と
い
う
こ
と
は
如
何
に
し
て
基
礎
付
け
ら
れ
る
こ
と
が

出
来
る
か
。
純
粋
持
続
は
我
々
の
内
面
的
意
識
に
と
っ
て
は
恐
ら
く
直
接
に
与
え
ら
れ
た
経
験
で
あ
り
得
る
で
あ



プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
と
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
哲
学

一
〇
五

ろ
う
、
け
れ
ど
そ
の
故
を
も
っ
て
そ
れ
が
客
観
的
な
る
生
物
学
的
な
る
生
の
発
展
過
程
の
形
式
で
あ
る
と
い
う
こ

と
は
未
だ
確
保
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
場
合
我
々
は
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
す
る
よ
う
に
、
生
物
学
上
の
進
化
論
に
根

拠
を
求
め
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
進
化
論
に
つ
い
て
生
物
学
の
内
部
で
種
々
な
る
議
論
が
あ
る
ば
か

り
で
な
く
、
最
も
重
要
な
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
進
化
の
概
念
そ
の
も
の
が
根
源
的
に
は
生
物
学
の
範
囲
の
中
で
生

れ
た
の
で
な
く
、却
っ
て
人
間
及
び
歴
史
に
関
す
る
研
究
の
う
ち
に
そ
の
誕
生
の
地
を
も
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
生
物
学
者
が
彼
等
の
指
針
を
求
め
た
の
は
特
に
経
済
学
の
も
と
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。＊

ペ
リ
エ
は
云
っ
て

い
る
、「
経
済
学
の
諸
法
則
の
新
し
い
適
用
が
形
態
学
に
対
し
て
な
さ
れ
る
度
毎
に
、
こ
の
適
用
は
結
果
に
於
て

収
穫
あ
る
も
の
と
し
て
現
れ
る
。」
分
業
、
自
由
競
争
、
聯
合
な
ど
い
う
が
如
き
経
済
学
に
於
て
作
り
出
さ
れ
た

諸
概
念
は
、
生
物
学
の
中
へ
輸
入
さ
れ
て
そ
こ
で
多
く
の
実
を
結
ぶ
も
の
と
し
て
自
己
を
証
し
た
。
斯
く
の
如
き

概
念
は
、
そ
れ
が
ひ
と
た
び
生
物
学
の
領
域
へ
導
き
入
れ
ら
れ
る
や
否
や
、
固
よ
り
こ
の
領
域
に
於
け
る
現
象
は

人
間
及
び
歴
史
に
関
す
る
現
象
よ
り
も
一
層
単
純
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
於
て
運
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
層

明
確
な
る
規
定
に
到
達
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
し
て
斯
く
明
確
に
な
っ
た
概
念
は
、
再
び
歴
史
的
諸
科
学
の
中

へ
そ
れ
の
手
引
と
し
て
逆
輸
入
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
そ
の
概
念
は
斯
く
の
如
く
に
し
て
明
確
に
形
造
ら
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
元
々
人
間
及
び
歴
史
の
世
界
の
中
で
生
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
て
、
恰
も
生
物



唯
物
史
観
と
現
代
の
意
識

一
〇
六

学
か
ら
全
く
新
た
に
借
り
て
来
ら
れ
る
か
の
如
き
外
観
を
呈
す
る
こ
と
が
普
通
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
あ
ら
ゆ
る

概
念
に
つ
い
て
そ
れ
の
由
来
す
る
固
有
な
る
地
盤
が
認
識
さ
れ
る
こ
と
は
大
切
で
あ
る＊
＊。
そ
う
で
な
い
な
ら
ば
、

そ
れ
の
具
体
的
な
る
意
味
、
ま
た
そ
れ
の
限
界
も
理
解
さ
れ
ず
、
我
々
は
つ
ね
に
所
謂metavbasiV eijV a[llo 

gevnoV

【
多
属
へ
の
移
行
】
の
過
誤
を
犯
す
こ
と
に
な
る
。
概
念
を
そ
の
由
来
に
従
っ
て
知
ら
な
い
な
ら
ば
、
我
々
は

た
だ
概
念
に
引
摺
り
ま
わ
さ
れ
る
の
み
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
支
配
す
る
優
越
な
る
位
置
に
立
つ
こ
と
は
出
来
ぬ
で

あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
若
し
進
化
の
概
念
に
し
て
根
源
的
に
は
人
間
及
び
歴
史
の
世
界
に
そ
の
固
有
な
る
成
立
の
地

盤
を
有
す
る
と
す
る
な
ら
ば
、
―
―
ソ
レ
ル
は
そ
の
興
味
深
き
著
述
、『
進
歩
の
諸
幻
想
』
の
中
で
進
歩
の
説
が

ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
支
配
階
級
と
な
っ
た
時
代
に
於
て
ド
グ
マ
と
し
て
受
け
容
れ
ら
れ
た
こ
と
、
そ
れ
が
ブ
ル
ジ

ョ
ア
的
理
論
に
外
な
ら
ぬ
こ
と
を
述
べ
て
い
る
、
―
―
存
在
の
運
動
及
び
発
展
の
具
体
的
な
る
、
現
実
的
な
る
意

味
は
歴
史
的
世
界
に
於
て
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
生
物
学
上
の
進
化
論
に
よ
っ
て
基
礎
付
け
ら
れ
る
も
の
で

は
な
い
で
あ
ろ
う
。
ミ
ル
が
有
機
体
の
概
念
に
関
し
て
既
に
云
っ
た
、
社
会
の
問
題
の
解
決
は
動
物
的
有
機
体
の

問
題
の
解
決
よ
り
も
一
層
早
く
そ
し
て
一
層
完
全
に
成
功
す
る
で
あ
ろ
う
、
と
の
言
葉
を
、
我
々
は
移
し
て
ま
た

進
化
の
概
念
に
つ
い
て
も
語
り
得
る
で
あ
ろ
う
。

＊　

G
eorges sorel, D

e l’utilité du Pragm
atism

e, p. 365 et suiv.



プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
と
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
哲
学

一
〇
七

＊
＊　

所
謂
自
然
弁
証
法
の
問
題
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
も
、
弁
証
法
が
果
た
し
て
自
然
を
そ
れ
の
固
有
な
る
成
立
の

地
盤
と
し
て
い
る
か
否
か
は
最
も
吟
味
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。
総
じ
て
自
然
弁
証
法
を
唯
物
史
観
の
根
柢
に
据
え

よ
う
と
す
る
立
場
は
、
左
の
問
題
を
十
分
に
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
一
、
自
然
弁
証
法
を
除
い
て
も
弁
証
法
的

な
る
史
的
唯
物
論
は
独
立
に
成
立
し
な
い
か
否
か
。
二
、
弁
証
法
の
成
立
す
る
固
有
な
る
領
域
は
自
然
で
あ
る
か

否
か
。
三
、
自
然
科
学
は
所
謂
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
要
素
を
含
ま
ぬ
か
否
か
。
四
、
最
も
進
歩
し
た
自
然
科
学
は
現

実
に
弁
証
法
を
支
持
し
て
い
る
か
否
か
。
か
く
し
て
最
後
に
問
題
は
根
本
に
還
っ
て
来
る
、
弁
証
法
と
は
何
で
あ

る
か
。

存
在
の
歴
史
性
を
把
握
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
哲
学
に
と
っ
て
ひ
と
つ
の
重
大
な
る
結
果
が

起
っ
て
来
る
よ
う
に
見
え
る
。
私
は
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
の
思
想
の
中
心
を
な
す
と
こ
ろ
の
時
間
及
び
運
動
が
何
等

現
実
的
な
意
味
を
も
た
ぬ
も
の
と
結
局
な
り
は
し
な
い
か
を
恐
れ
る
。
実
在
的
な
る
持
続
（durée réelle

）
は
事

物
を
噛
み
そ
し
て
そ
こ
に
そ
の
歯
の
跡
形
を
の
こ
す
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
、
と
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
云
う
。
然
し
な

が
ら
若
し
凡
て
の
も
の
が
時
間
の
う
ち
に
あ
り
、
凡
て
の
も
の
が
内
面
的
に
変
化
し
、
そ
し
て
そ
の
各
の
瞬
間
が

相
互
に
限
り
な
く
浸
透
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
過
去
、
現
在
、
未
来
な
る
時
間
の
諸
契
機
を
分
つ

と
こ
ろ
の
何
物
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
持
続
は
進
む
と
も
退
く
と
も
云
い
得
ず
、
こ
れ
を
持
続
と
呼
ぶ
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こ
と
さ
え
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
若
し
強
い
て
語
る
な
ら
ば
そ
れ
は
唯
「
永
遠
の
今
」
と
し
て
名
附
け
ら
れ
得
る
ば

か
り
で
あ
る
。
か
く
て
直
観
の
方
向
に
従
え
ば
永
遠
が
あ
る
の
み
で
あ
っ
て
、
過
現
未
の
契
機
を
有
す
る
現
実
的

な
る
時
間
は
見
出
さ
れ
な
い
。
そ
れ
で
は
反
対
に
概
念
の
方
向
に
従
え
ば
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
概
念
的
認
識
の
本

質
は
、
譬
喩
的
に
云
え
ば
、
未
来
と
過
去
と
を
現
在
の
函
数
と
し
て
計
算
し
得
る
が
如
く
見
做
す
に
あ
る
。
け
れ

ど
真
実
を
云
え
ば
、
そ
れ
は
時
間
的
継
起
の
関
係
を
空
間
的
並
置
の
関
係
に
直
す
こ
と
で
あ
る
。
一
言
に
し
て
云

え
ば
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
謂
う
「
流
れ
る
時
間
」（le tem

ps qui s’écoule

）
は
永
遠
で
あ
っ
て
時
間
で
な
く
、「
流

れ
た
時
間
」（le tem

ps écoulé
）
は
空
間
で
あ
っ
て
時
間
で
な
い
。
即
ち
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
は
現
実
的
な
る
時
間
は

何
処
に
も
な
い
の
で
あ
る
。
若
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
こ
と
と
関
聯
し
て
、
彼
の
最
も
力
説
す
る
運
動
及

び
変
化
の
実
在
性
と
い
う
こ
と
も
ま
た
現
実
的
な
る
意
味
を
奪
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。＊

現
実
的
な
る
時
間
及
び
運
動

の
概
念
は
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
如
く
、
知
的
な
る
直
観
を
謂
わ
ば
生
の
中
心
に
お
き
、
そ
れ
と
共
に
実
践
を
そ
れ
の

周
辺
に
退
け
る
態
度
か
ら
し
て
は
生
れ
て
来
な
い
。
そ
れ
ら
は
た
だ
優
越
な
る
意
味
に
於
て
現
実
的
な
る
、
歴
史

的
な
る
実
践
の
基
礎
経
験
の
う
ち
に
の
み
そ
の
具
体
的
な
る
地
盤
を
有
す
る
概
念
で
あ
る
。
今
こ
の
基
礎
経
験
の

分
析
に
這
入
る
の
を
や
め
て
、
私
は
こ
こ
に
は
た
だ
ひ
と
つ
の
歴
史
的
事
実
を
注
意
し
て
お
こ
う
。
静
観
的
な
る

生
（bivoV qew

rhtikovV

）
を
最
高
と
し
た
ギ
リ
シ
ア
の
思
想
に
と
っ
て
は
凡
て
は
畢
竟
自
然
で
あ
っ
た
。
歴
史
の
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概
念
は
ヘ
ブ
ラ
イ
人
、
殊
に
彼
等
の
予
言
者
た
ち
の
実
践
的
な
る
生
の
中
か
ら
初
め
て
産
れ
た
の
で
あ
る
。

＊　

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
に
於
け
る
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
講
演
、《La perception du changem

ent

》
は
こ
の
問
題
の
論
究

に
よ
き
手
懸
を
与
え
る
。
更
に
、W

. Jam
es, The experience of activity

（Essays in Radical Em
piricism

 V
I.

）

な
る
論
文
参
照
。

然
る
に
ひ
と
た
び
生
の
歴
史
性
（G

eschichtlichkeit des Lebens

）
が
明
瞭
に
把
握
さ
れ
る
や
否
や
、
我
々
は

も
は
や
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
如
く
そ
れ
の
理
解
を
直
観
に
委
ね
て
し
ま
う
こ
と
が
出
来
な
い
。
我
々
は
こ
の
と
き
む
し

ろ
デ
ィ
ル
タ
イ
の
如
く
に
語
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。「
人
間
が
何
で
あ
る
か
、
は
た
だ
歴
史
の
み
が
語
る
。
歴
史
的

研
究
を
見
棄
て
る
こ
と
は
人
間
の
認
識
を
断
念
す
る
こ
と
で
あ
る
。」＊

生
が
何
で
あ
る
か
を
、
我
々
は
感
傷
的
な

瞑
想
、
天
才
的
な
、
断
片
的
な
直
観
、
若
く
は
心
理
学
的
実
験
に
よ
っ
て
知
る
の
で
は
な
く
、
却
っ
て
歴
史
を
通

し
て
知
る
の
で
あ
る
。
歴
史
的
諸
生
産
物
の
聯
関
、
更
に
は
そ
れ
の
形
成
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
歴
史
的
諸
過
程
の
分

析
が
初
め
て
客
観
的
に
人
間
を
理
解
せ
し
め
る
。
む
し
ろ
生
は
そ
の
存
在
に
於
て
本
質
的
に
歴
史
的
で
あ
る
が
故

に
、
そ
れ
の
認
識
は
分
析
的
で
あ
り
得
る
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
、「
或
い
は
哲
学
が
可
能
で
な
く
し
て
事
物
に
つ
い

て
の
一
切
の
知
識
が
そ
の
も
の
か
ら
引
出
さ
れ
る
利
益
に
対
し
て
向
け
ら
れ
た
実
際
的
知
識
で
あ
る
か
、
或
い
は

哲
学
す
る
こ
と
が
直
観
の
努
力
に
よ
っ
て
物
そ
の
も
の
の
う
ち
に
身
を
お
く
こ
と
に
成
立
し
て
い
る
か
で
あ
る
」、
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と
主
張
す
る
。
然
し
こ
の
よ
う
な alternative 

は
存
在
の
根
源
的
な
る
歴
史
性
に
対
す
る
無
智
の
う
ち
に
於
て
の

み
意
味
を
有
す
る
。
存
在
は
歴
史
的
で
あ
る
か
ら
、
我
々
が
そ
れ
に
つ
い
て
分
析
的
に
、
学
問
的
に
、
体
系
的
に
、

漸
次
に
認
識
を
獲
得
し
て
ゆ
く
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
さ
し
く
そ
の
故
に
哲
学
が
「
学
問
」
で
あ
る
こ

と
を
断
念
し
て
、
直
観
に
ひ
た
す
ら
に
身
を
委
せ
る
こ
と
は
無
用
で
も
あ
れ
ば
、
正
当
で
も
な
い
の
で
あ
る
。

＊　

W
ilhelm

 D
ilthey, G

esam
m

elte Schriften, IV. B
and, S. 529.

四

さ
て
ソ
レ
ル
が
「
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
解
体
」（la décom

position du m
arxism

e

）
―
―
彼
は
こ
の
表
題
の
も
と

に
書
を
著
し
て
い
る
―
―
に
抗
し
て
、
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
を
そ
の
真
髄
に
於
て
甦
ら
せ
よ
う
と
欲
し
た
と
き
、
彼
は

屡
々
彼
の
理
論
の
根
拠
を
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
求
め
よ
う
と
し
た
。
そ
れ
故
に
我
々
は
進
ん
で
サ
ン
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
と

ベ
ル
グ
ソ
ン
の
哲
学
と
の
交
渉
に
つ
い
て
論
究
を
試
み
る
で
あ
ろ
う
。

ソ
レ
ル
は
階
級
闘
争
に
お
い
て
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
根
柢
を
見
る
。
こ
の
闘
争
を
戦
う
べ
き
方
法
は
、
直
接
行
動

（l’action directe

）
を
措
い
て
な
い
。
サ
ン
デ
ィ
カ
リ
ス
ト
は
議
会
、
立
法
等
の
所
謂
合
理
的
な
る
迂
路
を
経
ず

し
て
、
直
ち
に
労
働
組
合
の
暴
力
（violence

）
の
行
使
に
よ
る
総
同
盟
罷
工
（grève générale

）
に
訴
え
よ
う
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と
す
る
。こ
の
と
き
こ
の
直
接
行
動
の
目
的
と
し
て
如
何
な
る
未
来
の
理
想
社
会
を
も
描
く
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
。

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
暴
力
は
革
命
的
変
革
の
運
動
で
あ
る
。
然
る
に
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
運
動
は
分
ち
得
ぬ
全

体
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
出
発
点
も
到
着
点
も
問
題
と
な
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
従
っ
て
革
命
的
運
動
が
予
め
定

め
ら
れ
た
方
向
に
都
合
好
く
進
行
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
の
は
無
意
味
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
そ
こ
で
は
凡
て
は
予

見
し
得
な
い
。
予
見
す
る
と
は
未
来
の
う
ち
へ
ひ
と
が
過
去
に
於
て
知
っ
た
こ
と
を
投
射
す
る
に
あ
る
。「
ひ
と

は
未
来
に
つ
い
て
過
去
に
類
似
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
或
い
は
過
去
の
諸
要
素
に
類
似
な
る
諸
要
素
を
も
っ
て
再
び

組
立
て
得
る
と
こ
ろ
の
も
の
の
外
は
先
見
し
な
い
の
で
あ
る
。」＊

そ
の
各
の
瞬
間
が
独
創
的
な
る
歴
史
の
独
創
的

な
る
瞬
間
で
あ
る
全
体
的
流
動
的
過
程
に
あ
っ
て
は
あ
ら
ゆ
る
予
知
が
拒
ま
れ
て
い
る
。
予
知
す
る
と
い
う
こ
と

は
も
の
が
創
造
さ
れ
る
に
先
立
っ
て
そ
れ
を
創
造
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
自
己
自
身
に
矛
盾
す
る
。
即
ち
革
命
的

運
動
は
理
知
の
分
析
を
容
れ
ぬ
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
「
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
一
の
知
的
労
作
の
産
物
で
あ
る
、
そ
れ

は
理
論
家
の
作
物
で
あ
る
。＊
＊」
理
論
家
は
事
実
を
観
察
し
、
反
省
し
、
論
議
し
た
後
に
、
現
存
す
る
社
会
を
そ
れ

と
比
較
し
得
る
模
型
を
作
る
、
そ
れ
は
ひ
と
つ
の
想
像
的
な
制
度
で
あ
る
が
、
然
も
そ
れ
に
関
し
て
思
弁
し
得
る

た
め
に
十
分
で
あ
る
よ
う
に
現
在
の
社
会
と
の
類
似
を
含
ん
で
い
る
。
こ
れ
に
反
し
て
如
何
な
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
と

も
係
り
な
き
総
同
盟
罷
工
は
、
ソ
レ
ル
の
語
を
用
い
れ
ば
、
一
の m

ythe 

で
あ
る
。
ミ
ト
は
「
事
物
の
叙
述
で
な
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く
、却
っ
て
意
志
の
表
現
で
あ
る
。」そ
れ
は
一
個
の
社
会
団
体
の
確
信
の
運
動
の
言
葉
を
も
っ
て
の
表
現
で
あ
り
、

従
っ
て
諸
部
分
に
解
体
し
能
わ
ぬ
も
の
で
あ
る
。
総
同
盟
罷
工
は
一
の
分
た
れ
ぬ
全
体
と
し
て
見
ら
れ
ね
ば
な
ら

ぬ
。
そ
れ
故
に
実
行
の
如
何
な
る
細
目
も
社
会
主
義
の
智
慧
に
と
っ
て
利
益
を
供
し
な
い
、
の
み
な
ら
ず
若
し
ひ

と
が
こ
の
全
体
を
部
分
に
分
解
し
よ
う
と
試
み
る
な
ら
ば
彼
は
こ
の
智
慧
に
於
て
或
る
物
を
失
う
危
険
に
あ
る
、

と
云
わ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。「
ミ
ト
は
現
在
の
上
に
働
き
か
け
る
手
段
と
し
て
判
断
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
歴
史

の
過
程
の
上
に
そ
れ
を
実
質
的
に
適
用
す
る
仕
方
に
つ
い
て
の
一
切
の
議
論
は
意
味
無
き
こ
と
で
あ
る
。
重
要
な

の
は
ひ
と
り
ミ
ト
の
全
体
で
あ
る
。＊
＊
＊」「

現
代
の
社
会
に
反
対
し
て
、社
会
主
義
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
た
戦
闘
の
種
々

な
る
運
動
に
相
応
す
る
諸
感
情
の
総
体
を
、
一
切
の
反
省
さ
れ
た
分
析
に
先
立
っ
て
、
全
体
と
し
て
そ
し
て
唯
一

の
直
観
に
よ
っ
て
（en bloc et par la seule intuition, avant toute analyse réfléchie

）
喚
び
起
す
こ
と
の
可
能

な
る
と
こ
ろ
の
心
象
の
全
体
に
訴
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
サ
ン
デ
ィ
カ
リ
ス
ト
は
全
社
会
主
義
を
総
同
盟
罷

工
の
劇
の
う
ち
に
集
中
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
問
題
を
完
全
に
解
決
す
る
。
＊
＊
＊
＊」

＊　

H
. B

ergson, L’Évolution créatrice, p. 30.

＊
＊　

G
. Sorel, Réflexion sur la violence, p. 46.

＊
＊
＊　

O
p. cit., p. 180.
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＊
＊
＊
＊　

Ibid., p. 173.

ソ
レ
ル
の
思
想
の
う
ち
最
も
特
色
あ
る
も
の
は
こ
の m

ythe social 

の
概
念
で
あ
る
。
彼
は
世
界
歴
史
の
あ
ら

ゆ
る
革
命
的
時
代
に
於
て
、
例
え
ば
、
原
始
基
督
教
、
宗
教
改
革
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
等
に
あ
っ
て
、
夫
々
ミ
ト
を

見
出
し
得
る
と
信
じ
た
。
こ
れ
ら
の
時
代
に
於
て
如
何
に
人
々
が
革
命
に
対
し
て
つ
ね
に
準
備
さ
れ
て
い
た
か
を

探
究
す
る
と
き
、
我
々
は
彼
等
が
つ
ね
に
、
時
代
に
従
っ
て
各
異
な
っ
た
形
式
を
有
す
る
社
会
的
ミ
ト
を
頼
み
と

し
て
い
た
こ
と
を
容
易
に
知
り
得
る
。
一
定
の
社
会
団
体
の
意
志
と
確
信
の
表
現
と
し
て
の
ミ
ト
の
認
識
は
歴
史

家
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
。
ソ
レ
ル
は
更
に
云
う
、「
主
知
主
義
の
哲
学
は
ま
こ
と
に
、
歴
史
上
の
大
な
る
諸
運

動
の
説
明
に
対
し
て
、
根
本
的
に
無
力
な
も
の
で
あ
る
。」＊

ひ
と
は
ミ
ト
を
、
物
を
そ
の
要
素
に
解
体
す
る
如
く
、

分
析
す
る
こ
と
な
く
、
却
っ
て
こ
れ
を
一
の
歴
史
的
勢
力
と
し
て
全
体
と
し
て
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、「
殊
に
、

行
動
の
前
に
受
け
容
れ
ら
れ
て
い
た
諸
表
象
（
即
ち
ミ
ト
）
と
成
し
遂
げ
ら
れ
た
諸
事
実
と
を
比
較
す
る
こ
と
を

慎
し
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。＊
＊」
ミ
ト
は
革
命
を
全
体
と
し
て
与
え
る
。
そ
れ
故
に
そ
れ
は
こ
の
革
命
の
運
動
を
、

恰
も
こ
の
も
の
を
構
成
す
る
如
く
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
、
系
列
的
に
並
べ
ら
れ
た
継
起
的
な
る
諸
断
片
に
解
体
す

る
こ
と
を
許
さ
な
い
。
不
可
分
的
で
あ
る
べ
き
運
動
が
諸
部
分
に
分
解
さ
れ
得
る
と
思
惟
す
る
と
こ
ろ
に
、
あ
ら

ゆ
る
改
良
主
義
、
合
理
的
議
会
主
義
等
の
誤
謬
は
横
た
わ
っ
て
い
る
、
と
ソ
レ
ル
は
主
張
す
る＊
＊
＊。
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＊　
O

p. cit., p. 38.
＊
＊Ibid., p. 33. 

ベ
ル
ト
ラ
ム
は
そ
の
注
目
す
べ
き
著
作
『
ニ
ー
チ
ェ
』（E. B

ertram
, N

ietzsche.

）
の
中
で M

ythos 
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
歴
史
は
ひ
と
つ
の M

ythologie 

で
あ
る
。「
説
話
」（Legende

）
は
歴
史
的

伝
承
の
最
も
根
源
的
な
る
形
態
で
あ
る
。
そ
れ
は
古
代
と
現
代
、
聖
者
と
民
衆
、
英
雄
と
農
民
、
予
言
者
と
後
代

と
を
結
び
つ
け
る
。
歴
史
的
な
る
人
格
は
た
だ
説
話
の
形
態
に
於
て
の
み
存
続
す
る
。
彼
は
形
象
と
し
て
、
ミ
ュ

ト
ス
と
し
て
の
み
生
き
る
の
で
あ
っ
て
、
嘗
て
在
り
し
者
の
知
識
及
び
認
識
と
し
て
で
は
な
い
。
如
何
な
る
分
析

的
方
法
も
こ
の
形
象
を
形
造
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
と
こ
ろ
で
ベ
ル
ト
ラ
ム
の
概
念
と
ソ
レ
ル
の
そ
れ
と
の
間
の

根
本
的
相
違
は
、
一
が
個
人
の
人
格
の
後
の
歴
史
の
う
ち
に
働
く
力
と
し
て
伝
承
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
形
態
に
関
係

し
て
い
る
の
に
反
し
て
、
他
は
一
定
の
社
会
団
体
が
現
存
の
歴
史
に
対
し
て
ま
さ
に
革
命
を
実
行
せ
ん
と
す
る
と

こ
ろ
の
形
態
に
関
係
し
て
い
る
に
あ
る
。

＊
＊
＊　

La décom
position du m

arxism
e, p. 59.

サ
ン
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
の
思
想
と
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
哲
学
と
は
果
た
し
て
合
致
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
直
接
的
な
る
運

動
が
理
知
の
分
析
を
容
れ
ぬ
と
す
る
点
に
於
て
、
未
来
の
発
展
が
予
知
を
許
さ
ぬ
と
す
る
点
に
於
て
、
両
者
の
間

に
吻
合
点
の
認
め
ら
れ
る
の
は
固
よ
り
で
あ
る
。
我
々
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
社
会
主
義
、
政
党
主
義
等
を
ベ
ル
グ
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ソ
ン
の
謂
う
知
性
に
、
そ
し
て
革
命
的
サ
ン
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
を
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
直
観
に
配
し
得
る
よ
う
に
見
え

る
。
然
し
な
が
ら
翻
っ
て
考
え
る
な
ら
ば
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
あ
っ
て
は
直
観
は
、
知
性
が
つ
ね
に
人
間
の
行
動
と

聯
関
し
て
い
る
の
に
異
な
っ
て
、
実
践
と
全
く
係
り
な
き
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
サ
ン
デ
ィ
カ
リ
ス
ト
の

直
観
は
そ
れ
が
行
動
の
動
力
で
あ
る
。
若
し
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
於
て
行
動
の
直
観
的
な
る
原
理
を
求
め
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
知
性
に
対
す
る
直
観
（intuition

）
で
は
な
く
、
却
っ
て
知
性
に
対
す
る
本
能
（instinct

）
で
あ
る
で
あ

ろ
う
。
そ
し
て
実
際
、
ソ
レ
ル
は
総
同
盟
罷
工
若
く
は
暴
力
の
ミ
ト
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
間
に
於
け
る
自
然
成
長

的
（spontané

）
な
も
の
で
あ
り
、
本
能
的
に
悟
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
ま
で
ベ

ル
グ
ソ
ン
と
の
間
の
類
似
を
押
し
て
来
る
と
し
て
も
、
な
お
両
者
の
間
に
は
原
理
的
な
る
差
異
が
存
在
す
る
で
あ

ろ
う
。
け
だ
し
ソ
レ
ル
に
あ
っ
て
は
、「
階
級
闘
争
が
一
切
の
社
会
主
義
的
考
察
の
出
発
点
で
あ
る
。」
暴
力
と
雖

も
そ
れ
が
階
級
闘
争
の
な
ま
の
、
明
ら
か
な
る
表
現
で
な
い
限
り
歴
史
的
価
値
を
も
た
な
い
。
階
級
と
は
一
の
歴

史
的
概
念
で
あ
る
。
然
る
に
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
あ
っ
て
は
存
在
は
斯
く
の
如
き
客
観
的
歴
史
的
規
定
に
於
て
考
え
ら

れ
る
こ
と
な
く
、
客
観
的
に
考
え
ら
れ
る
限
り
、
存
在
は
つ
ね
に
生
物
学
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
所
謂
「
エ
ラ

ン
・
ヴ
ィ
タ
ー
ル
」【élan vital

生
命
の
飛
躍
】
に
於
て
は
階
級
、況
ん
や
階
級
の
対
立
は
基
礎
付
け
ら
る
べ
く
も
な
い
。

ベ
ル
グ
ソ
ン
の
場
合
、
知
性
と
本
能
と
の
対
立
は
矛
盾
な
く
生
の
流
れ
の
中
へ
流
れ
込
む
。
ソ
レ
ル
の
場
合
、
直
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観
と
知
性
と
は
相
矛
盾
す
る
二
つ
の
階
級
の
表
現
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
限
り
に
於
て
の
み
意
味
を
有
す
る
。
階

級
の
絶
対
的
な
る
対
立
を
高
調
す
る
こ
と
に
於
て
ソ
レ
ル
は
最
も
徹
底
的
で
あ
る
。
こ
の
点
に
於
て
サ
ン
デ
ィ
カ

リ
ズ
ム
は
、
連
続
を
説
く
ベ
ル
グ
ソ
ン
的
思
想
と
一
致
し
な
い
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
そ
の
根
本
精
神
に
於
て
調
停

的
で
デ
モ
ク
ラ
チ
ッ
ク
で
あ
る
ジ
ェ
ー
ム
ス
流
の
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
と
最
も
著
し
い
対
立
に
立
っ
て
い
る
と
見
ら

れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

こ
の
相
違
は
更
に
次
の
こ
と
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
愈
々
顕
著
と
な
る
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
於
て
未
来
は
予

知
し
得
な
い
に
せ
よ
、
し
か
も
一
の
持
続
の
う
ち
に
そ
れ
は
過
去
及
び
現
在
と
相
互
に
連
続
し
て
い
る
。
と
こ
ろ

が
ソ
レ
ル
に
於
て
総
同
盟
罷
工
が
ひ
と
つ
の
真
に
完
全
な
仕
方
に
於
て
提
供
す
る
も
の
は
「
全
体
的
な
る
異
変
の

絵
」（le tableau de la catastrophe totale

）
で
あ
る
。
社
会
政
策
主
義
者
や
社
会
改
良
論
者
が
連
続
的
な
る
「
進

歩
」
を
実
現
し
よ
う
と
努
力
す
る
の
と
は
反
対
に
、
サ
ン
デ
ィ
カ
リ
ス
ト
は
「
資
本
主
義
か
ら
社
会
主
義
へ
の

経
過
を
、
そ
れ
の
過
程
は
叙
述
し
得
ぬ
と
こ
ろ
の
ひ
と
つ
の
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
と
し
て
理
解
す
る
。」＊

過
去
及
び
現

在
、
そ
し
て
未
来
と
の
間
に
は
あ
ら
ゆ
る
連
続
が
拒
ま
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
我
々
は
ソ
レ
ル
の
思
想
が
ベ
ル
グ
ソ

ン
的
で
あ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
の
精
神
に
於
て
キ
リ
ス
ト
教
的
で
あ
る
こ
と
を
見
逃
す
こ
と
が
出
来
ぬ
で
あ
ろ

う
。
彼
は
キ
リ
ス
ト
教
的
社
会
の
誕
生
を
細
心
の
用
意
を
も
っ
て
研
究
し
、
こ
の
研
究
に
大
な
る
重
要
さ
を
お
い
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た
。
何
故
な
ら
、
若
し
社
会
主
義
が
勝
利
を
得
べ
き
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
そ
れ
が
初
代
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
用

い
た
の
と
類
似
し
た
手
続
を
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
、
と
彼
に
は
見
え
た
か
ら
で
あ
る
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
に

と
っ
て
総
同
盟
罷
工
、
社
会
革
命
は
、
今
日
、
復
活
や
神
の
国
の
到
来
が
初
代
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
と
っ
て
演
じ
た

の
と
同
じ
役
割
を
演
ず
る
。
私
は
実
に
ソ
レ
ル
に
お
い
て
最
後
の
審
判
、
か
の
終
末
観
（eschatologie

）
の
観
念

を
見
る＊
＊。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
は
今
や
最
後
の
デ
カ
ダ
ン
ス
に
陥
っ
て
い
る
。
こ
の
デ
カ
ダ
ン
ス
か
ら
人
類
を
救
い

出
す
も
の
は
唯
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
暴
力
の
行
使
に
よ
る
究
極
的
な
る
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
し
か
な
い
。
こ
の
全
体
的
な

る
破
壊
か
ら
生
ず
る
世
界
は
窺
知
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
。
そ
れ
故
に
革
命
的
階
級
は
「
不
確
実
な
る
も
の
の
た

め
に
働
く
」
の
で
あ
る＊
＊
＊。《O

n travaille pour l’incertain.

》
即
ち
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
革
命
的
行
動
は
パ
ス
カ
ル
の

所
謂
「
賭
」
で
あ
る
。
こ
の
賭
に
よ
る
以
外
人
類
の
現
在
の
堕
落
に
対
す
る
救
済
の
途
は
な
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て

の
み
全
く
新
し
い
歴
史
は
始
り
得
る
。
或
る
人
が
サ
ン
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
を「
熱
烈
な
る
社
会
的
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ム
」

（ardent jansénism
e social

）
と
呼
ん
だ
の
は
理
由
な
き
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
＊
＊
＊
＊。
現
在
社
会
と
将
来
社
会
と

の
間
の
絶
対
的
な
る
距
離
を
力
説
し
、
こ
の
間
の
転
換
が
た
だ
賭
に
よ
る
意
志
決
定
を
通
じ
て
可
能
で
あ
る
と
見

做
す
点
に
於
て
、
サ
ン
デ
ィ
カ
リ
ス
ト
は
疑
い
も
な
く
パ
ス
カ
リ
ザ
ン
で
あ
る
。
サ
ン
デ
ィ
カ
リ
ス
ト
に
と
っ
て

は
同
盟
罷
工
が
成
功
す
る
か
否
か
は
問
う
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
彼
等
は
ユ
ー
ト
ピ
ス
ト
流
の
オ
プ
チ
ミ
ス
ム
を
も
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っ
て
却
っ
て
反
動
的
と
見
做
し
て
い
る
。
ひ
と
つ
の
絶
対
的
な
る
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
が
押
し
迫
っ
て
い
る
、
こ
の
感

情
に
於
て
彼
等
は
明
ら
か
に
ペ
シ
ミ
ス
ト
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
ソ
レ
ル
は
ペ
シ
ミ
ス
ム
な
く
し
て
は
こ
の
世
に

於
て
如
何
な
る
崇
高
な
る
も
の
も
成
就
さ
れ
な
い
と
確
信
す
る
。
同
盟
罷
工
が
失
敗
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
に
よ

っ
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
が
教
育
さ
れ
、
巨
大
な
る
事
業
に
対
し
て
準
備
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
サ
ン
デ
ィ
カ
リ
ス
ト

に
と
っ
て
重
要
な
の
で
あ
る
。
異
変
と
救
済
、
絶
望
と
希
望
、
こ
の
分
た
れ
た
る
感
情
の
間
に
あ
っ
て
、
我
々
が

サ
ン
デ
ィ
カ
リ
ス
ト
に
於
て
紛
う
方
な
く
感
ず
る
も
の
は
高
貴
な
る
も
の
に
対
す
る
情
熱
で
あ
ろ
う
。

＊　

O
p. cit., p. 217.

＊
＊　

マ
ル
ク
ス
も
ま
た
共
産
社
会
と
共
に
全
く
新
し
い
歴
史
が
始
る
と
し
、
そ
れ
ま
で
の
従
来
の
一
切
の
歴
史
を

人
類
の
「
前
史
」
と
見
做
し
、
歴
史
の
こ
れ
ら
二
つ
の
時
代
の
間
に
は
絶
対
的
な
る
分
離
が
存
在
す
る
と
考
え
た
。

Sorel, O
p. cit., p. 201.

＊
＊
＊　

こ
の
言
葉
は
パ
ス
カ
ル
の
心
を
打
っ
た
聖
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
の
言
葉
で
あ
る
（Pensées, 234.

）。
ソ
レ
ル
は

時
々
パ
ス
カ
ル
の
名
を
掲
げ
て
い
る
。
な
お
賭
に
つ
い
て
は
、
拙
著
、『
パ
ス
カ
ル
に
於
け
る
人
間
の
研
究
』〔
全

集
第
一
巻
収
録
〕
参
照
。

＊
＊
＊
＊　

G
eorges G

uy-G
rand, La philosophie syndicaliste, p. 61.
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高
貴
な
る
も
の
、
崇
高
な
る
も
の
へ
の
感
情
に
於
て
、
私
は
ソ
レ
ル
が
ニ
ー
チ
ェ
に
接
近
す
る
の
を
見
る
。

前
者
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
と
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
と
の
間
の
越
ゆ
べ
か
ら
ざ
る
溝
渠
を
説
く
と
こ
ろ
に
、
私

は
後
者
の
所
謂
「
距
離
の
情
熱
」（Pathos der D
istanz

）
を
感
ず
る
。
ニ
ー
チ
ェ
は
『
道
徳
の
系
譜
学
』（Zur 

G
enealogie der M

oral
）
な
ど
に
於
て
、
距
離
の
情
熱
か
ら
道
徳
的
価
値
判
断
の
発
生
を
説
明
し
た
。
我
々
は
ソ

レ
ル
が
「
暴
力
の
道
徳
」
を
語
り
、「
生
産
者
の
倫
理
」
を
語
る
と
き
、
ま
さ
に
こ
れ
に
類
し
た
も
の
を
発
見
す

る
。
彼
が
ブ
ル
ジ
ョ
ア
を
も
っ
て
デ
カ
ダ
ン
ス
を
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
を
も
っ
て
生
の
原
的
エ
ネ
ル
ジ
ー
を
代
表
さ

せ
る
と
こ
ろ
に
、
我
々
は
ニ
ー
チ
ェ
の
俗
人
と
超
人
と
の
関
係
を
見
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
今
日
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
民

主
主
義
、
平
和
主
義
、
人
道
主
義
等
に
よ
っ
て
馴
ら
さ
れ
、
馬
鹿
に
さ
れ
、
昔
の
エ
ネ
ル
ジ
ー
を
失
っ
た
。
プ
ロ

レ
タ
リ
ア
の
暴
力
の
み
が
ひ
と
り
こ
の
無
気
力
に
根
源
的
な
る
生
―
―
ニ
ー
チ
ェ
の blonde B

estie

【
金
髪
の
獣
】

―
―
の
精
気
を
与
え
得
る
。
こ
の
暴
力
の
み
が
ひ
と
り
、資
本
家
と
し
て
現
在
の
妥
協
的
傾
向
か
ら
脱
せ
し
め
て
、

彼
等
に
彼
等
が
か
つ
て
所
有
し
た
エ
ネ
ル
ジ
ー
、
闘
争
的
性
質
を
賦
与
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
プ
ロ
レ
タ

リ
ア
こ
そ
、
ソ
レ
ル
が
ヴ
ィ
コ
の
用
語
に
従
っ
て
用
い
た
言
葉
を
使
え
ば
、
あ
ま
り
に
老
い
た
現
代
文
明
に
対
し

て
、
一
の
「
更
新
」（renouvellem

ent

）
を
実
現
す
る
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
は
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
怯
懦
」（lâcheté 

bourgeoise

）
の
た
め
に
デ
カ
ダ
ン
ス
に
堕
し
た
人
類
の
中
へ
新
し
い
精
気
を
流
し
込
み
、
世
界
を
更
新
し
得
る
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二
〇

新
し
い
力
で
あ
る
。

さ
て
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
「
新
学
派
」
で
あ
る
サ
ン
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
は
正
統
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
に
対
し
て
如
何
な
る

関
係
に
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
最
後
に
こ
の
問
題
に
触
れ
よ
う
。
所
謂
新
学
派
は
マ
ル
ク
ス
の
思
想
に
於
て
階

級
闘
争
を
正
面
へ
持
ち
出
し
、
そ
れ
の
う
ち
に
な
お
残
存
す
る
と
見
え
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
全
く
排
除
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
革
命
的
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
を
生
か
し
得
る
と
信
ず
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
両
者
の
間
に
は
本
質
的
な
る
対

立
が
存
在
す
る
。
サ
ン
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
は
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
根
柢
を
な
す
唯
物
弁
証
法
を
知
ら
な
い
。
そ
れ
が
そ

の
精
神
に
於
て
如
何
に
観
念
的
で
あ
る
か
は
、
既
に
上
の
叙
述
に
よ
っ
て
明
瞭
で
あ
っ
て
、
再
び
繰
り
返
す
必
要

が
な
い
で
あ
ろ
う
。
ソ
レ
ル
が
唯
物
論
的
に
語
る
と
考
え
ら
れ
る
と
き
、
彼
は
「
経
済
史
観
」
の
範
囲
を
出
て
い

な
い
の
で
あ
る
。
彼
に
於
て
歴
史
の
運
動
は
弁
証
法
的
で
な
い
。
そ
こ
に
何
等
か
の
法
則
が
認
め
ら
れ
る
限
り
、

ソ
レ
ル
は
ヴ
ィ
コ
の
影
響
の
も
と
に
立
っ
て
い
る
。
ヴ
ィ
コ
は
我
々
に
人
類
が
二
つ
の
条
件
に
従
っ
て
い
る
こ
と

を
教
え
た
、
即
ち
先
ず
人
類
は
、
本
能
、
ヘ
ロ
イ
ズ
ム
、
詩
か
ら
出
発
し
て
、
理
知
、
法
律
、
科
学
へ
向
っ
て
行

く
と
い
う
、
規
則
的
な
順
序

0

0

0

0

0

0

を
、
そ
し
て
次
に
こ
の
順
序
の
繰
り
返
し

0

0

0

0

を
有
す
る
。
こ
の
繰
り
返
し
を
新
た
に
再

び
始
め
る
と
い
う
こ
と
は
反
省
や
知
的
な
る
批
評
の
仕
事
か
ら
出
て
来
る
こ
と
が
出
来
な
い
、
そ
れ
は
、
そ
の
出

発
点
に
本
能
的
な
る
、
熱
情
的
な
る
、
ミ
ト
ロ
ヂ
ッ
ク
な
る
或
る
物
が
あ
る
と
き
に
の
み
生
れ
得
る
。
ソ
レ
ル
は
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理
知
的
な
、
合
理
的
な
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
が
そ
の
文
化
に
よ
っ
て
骨
抜
き
に
さ
れ
、
活
動
と
信
仰
と
に
対
す
る
絶

対
の
無
能
力
に
達
し
た
と
き
、
歴
史
を
し
て
再
び
開
始
せ
し
め
る
も
の
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
で
あ
る
と
考
え

る
。
か
く
て
彼
は
こ
の
階
級
に
於
け
る
本
能
的
な
る
も
の
、
自
然
成
長
的
な
る
も
の
を
極
端
に
ま
で
尊
重
す
る
。

そ
の
結
果
理
論
と
本
能
、
目
的
意
識
性
と
自
然
成
長
性
と
は
相
対
立
す
る
二
つ
の
階
級
の
間
に
絶
対
的
な
仕
方
に

於
て
分
配
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
単
に
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
除
去
す
べ
き
で
あ

る
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
あ
ら
ゆ
る
理
論
を
、
理
論
そ
の
も
の
を
排
斥
す
べ
き
で
あ
る
、
な
ぜ
な
ら
理
論
的
な
る

も
の
は
凡
て
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
に
属
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
ま
た
サ
ン
デ
ィ
カ
リ
ス
ト
は
闘

争
手
段
と
し
て
も
目
的
意
識
的
で
あ
る
と
見
做
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
政
治
的
手
段
を
全
然
退
け
て
、
ひ
と
り
自
然
成

長
的
で
あ
る
と
信
ぜ
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
総
同
盟
罷
工
に
訴
え
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
マ
ル
ク
ス
に
よ
れ
ば
、「
各

の
階
級
闘
争
は
然
し
な
が
ら
一
の
政
治
的
闘
争
で
あ
る
。」＊

経
済
的
諸
条
件
は
先
ず
大
衆
を
労
働
者
に
変
形
し
た
。

資
本
の
支
配
は
こ
の
大
衆
に
向
っ
て
一
の
共
同
の
状
態
、
共
同
の
諸
利
害
を
創
造
し
た
。
か
く
て
こ
の
大
衆
は
資

本
に
対
し
て
は
既
に
一
の
階
級
で
あ
る
が
、
自
己
自
身
に
と
っ
て
は
な
お
未
だ
階
級
で
は
な
い
。
闘
争
の
進
展
に

つ
れ
て
こ
の
大
衆
は
結
合
し
、
自
己
自
身
に
と
っ
て
の
階
級
を
構
成
す
る
。
彼
等
が
防
禦
す
る
諸
利
害
は
階
級
の

諸
利
害
と
な
る
。「
と
こ
ろ
が
階
級
対
階
級
の
闘
争
は
一
の
政
治
的
闘
争
で
あ
る
」、
と
マ
ル
ク
ス
は
云
う＊
＊。

既
に
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政
治
的
闘
争
で
あ
る
以
上
、
そ
こ
で
は
政
治
的
闘
争
手
段
は
避
け
ら
れ
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
大
い
に
重
大

と
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
次
に
、
マ
ル
ク
ス
は
理
論
を
排
す
る
の
で
な
く
て
、
却
っ
て
極
め
て
理
論
を
重
要
視
す
る
。

彼
の
攻
撃
す
る
の
は
現
実
の
根
柢
を
欠
け
る
理
論
で
あ
る
。彼
は
云
う
、「
共
産
主
義
者
た
ち
の
理
論
的
諸
命
題
は
、

此
れ
ま
た
は
彼
れ
の
世
界
改
良
家
に
よ
っ
て
案
出
さ
れ
若
く
は
発
見
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
諸
観
念
の
上
に
、
諸

原
理
の
上
に
基
礎
を
お
く
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
そ
れ
は
た
だ
、
現
存
す
る
階
級
闘
争
の
、
我
々
の
目
前
で
行

わ
れ
つ
つ
あ
る
歴
史
的
運
動
の
、
事
実
上
の
諸
関
係
の
一
般
的
な
る
表
現
で
あ
る
。
＊
＊
＊」
共
産
主
義
の
理
論
は
労
働

階
級
の
諸
関
係
の
中
か
ら
言
う
ま
で
も
な
く
自
然
成
長
的
に
発
生
し
は
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
理
論
で
あ
る
限

り
、理
論
と
し
て
の
力
を
現
す
べ
き
で
あ
る
限
り
、目
的
意
識
性
は
そ
れ
の
条
件
で
あ
る
。
レ
ー
ニ
ン
は
、殊
に『
何

を
為
す
べ
き
か
』（Q

ue faire?

）
の
中
で
、所
謂
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
そ
の
他
に
反
対
し
て
、目
的
意
識
性
を
力
説
し
た
。

理
論
に
対
す
る
無
関
心
こ
そ
、
理
論
闘
争
の
欠
如
こ
そ
、
実
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
運
動
の
発
展
に
対
す
る
妨
害
で
あ

る
。
彼
は
『
ド
イ
ツ
農
民
戦
争
』
の
中
か
ら
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
次
の
言
葉
を
引
用
し
て
い
る＊
＊
＊
＊。「

ド
イ
ツ
の
労
働
者

た
ち
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
そ
の
他
の
国
の
労
働
者
た
ち
に
ま
さ
っ
て
二
つ
の
重
要
な
る
長
所
を
も
っ
て
い
る
。
第
一

の
も
の
は
、
即
ち
、
彼
等
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
最
も
理
論
的
な
る
民
族
に
属
す
る
こ
と
、
そ
し
て
彼
等
が
、
ド
イ
ツ

の
教
化
さ
れ
た
諸
階
級
に
よ
っ
て
殆
ど
全
く
失
わ
れ
た
、
理
論
の
こ
の
意
識
を
保
存
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
理
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論
に
先
立
っ
た
ド
イ
ツ
哲
学
な
し
に
は
、
殊
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
な
し
に
は
、
ド
イ
ツ
の
科
学
的
社
会
主
義
、
嘗

て
存
在
し
た
唯
一
の
科
学
的
社
会
主
義
、
は
決
し
て
構
成
さ
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
彼
等
に
は
生
具
な
る
こ
の

理
論
的
意
識
な
し
に
は
、
労
働
者
た
ち
は
こ
の
科
学
的
社
会
主
義
を
斯
く
の
如
き
点
ま
で
決
し
て
同
化
し
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
。
云
々
。」
か
く
し
て
サ
ン
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
と
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
と
の
対
立
は
我
々
に
と
っ
て
も
は
や

明
瞭
に
な
っ
て
来
た
。
―
―
（
一
九
二
七
・
一
一
）
―
―

＊　

D
as kom

m
unistische M

anifest.

【『
共
産
党
宣
言
』】

＊
＊　

M
isère de la philosophie, p.217.

＊
＊
＊　

D
as kom

m
unistische M

anifest.

＊
＊
＊
＊　

Q
ue faire? p. 25. et suiv.
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ヘ
ー
ゲ
ル
と
マ
ル
ク
ス

一

ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
法
律
哲
学
綱
要
』
の
序
文
の
中
に
我
々
は
次
の
如
く
書
か
れ
て
い
る
の
を
見
出
す
、「
個
人
に

関
し
て
云
え
ば
、
も
と
よ
り
各
の
者
は
彼
の
時
代
の
子
で
あ
る
。
哲
学
も
ま
た
そ
う
で
あ
っ
て
、
思
想
に
於
て
把

握
さ
れ
た
そ
れ
の
時
代
で
あ
る
。
何
等
か
の
哲
学
が
そ
れ
の
現
在
の
世
界
を
越
え
て
行
く
と
思
う
の
は
、
個
人
が

彼
の
時
代
を
飛
び
越
え
、
ロ
ー
ド
ゥ
ス
を
飛
び
渡
る
と
思
う
と
同
じ
く
馬
鹿
な
こ
と
で
あ
る
。」
も
し
こ
の
言
葉

に
し
て
真
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
何
よ
り
も
先
ず
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
の
哲
学
に
対
し
て
適
用
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で

あ
ろ
う
。
ま
こ
と
に
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
は
そ
れ
の
属
す
る
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
の
時
代
、
こ
の
時
代
の
存
在
の
基
本
的
構

造
と
し
て
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
的
基
礎
経
験
の
最
も
宏
大
な
る
表
現
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
な
お
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
を

越
え
て
進
む
こ
と
が
出
来
ず
、
却
っ
て
こ
の
も
の
に
よ
っ
て
根
本
的
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
基
礎
経
験
の
構
造
は

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
構
造
を
規
定
す
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
於
け
る
最
も
強
力
な
る
も
の
、
そ
の
弁
証
法
的
方
法
と

雖
も
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
的
基
礎
経
験
に
よ
っ
て
そ
の
構
造
を
規
定
さ
れ
、
斯
く
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
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意
義
と
特
質
と
を
獲
得
す
る
と
共
に
ま
た
そ
の
制
限
と
限
界
と
を
も
賦
与
さ
れ
て
い
る
。
け
だ
し
弁
証
法
は
形
式

論
理
学
の
如
き
も
の
で
は
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
考
え
る
、
哲
学
は
学
問
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
た

め
に
そ
れ
の
方
法
を
下
級
の
学
問
、
例
え
ば
数
学
の
如
き
か
ら
借
り
て
は
な
ら
ず
、
そ
れ
か
と
云
っ
て
、
ま
た
内

的
直
観
の
断
言
的
な
る
保
証
に
身
を
委
せ
て
も
な
ら
ず
、
更
に
そ
れ
は
外
面
的
な
る
反
省
の
根
拠
か
ら
の
論
証
、

即
ち
形
式
論
理
学
を
用
い
る
こ
と
も
許
さ
れ
な
い
。
認
識
の
絶
対
的
な
る
方
法
は
同
時
に
「
内
容
そ
の
も
の
の
内

在
的
な
る
魂
」
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
学
問
的
認
識
の
う
ち
に
運
動
す
る
も
の
は
内
容
の
本
性
で
あ
り
得
る
の
み

で
あ
る
。「
方
法
と
は
そ
れ
の
内
容
の
内
的
な
る
自
己
運
動
の
形
式
に
つ
い
て
の
意
識
で
あ
る
」（die M

ethode 

ist das B
ew

usstsein über die Form
 der inneren Selbstbew

egung ihres Inhalts

）、
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
云
っ
て
い

る
。＊

そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
的
方
法
は
そ
の
特
性
を
、
彼
の
学
問
的
加
工
に
這
入
っ
て
来

た
存
在
の
特
殊
性
に
よ
っ
て
、
与
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
私
は
こ
の
聯
関
を
い
ま
少
し
厳
密
に
分
析
し

て
み
よ
う
と
思
う
。

＊　

H
egel, W

issenschaft der Logik, H
rsg. v. Lasson, Erster Teil, S. 35.

私
は
存
在
の
最
も
原
始
的
な
る
構
造
を
一
般
に
基
礎
経
験
と
名
附
け
て
来
た
。
基
礎
経
験
は
直
接
に
、
謂
わ
ば

裸
の
ま
ま
で
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
中
へ
取
り
容
れ
ら
れ
る
の
で
は
な
か
っ
た
。
両
者
の
間
に
は
媒
介
が
あ
る
。
そ
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し
て
私
は
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
を
か
か
る
媒
介
と
し
て
指
し
示
し
た
。
し
か
る
に
、
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
の
媒
介

を
通
じ
て
基
礎
経
験
が
そ
の
特
殊
な
構
造
に
於
て
解
明
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
と
っ
て
先
ず

成
立
す
る
も
の
は
、
私
が
「
存
在
の
モ
デ
ル
」
と
呼
ぼ
う
と
欲
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
も
の
に
於
て

基
礎
経
験
は
自
己
を
そ
の
特
殊
性
に
従
っ
て
抽
象
せ
し
め
る
。
こ
の
抽
象
の
過
程
は
全
く
自
然
的
に
行
わ
れ
る
。

な
ぜ
か
な
ら
ば
、
各
の
基
礎
経
験
の
特
殊
性
は
人
間
の
存
在
の
特
殊
な
る
交
渉
の
仕
方
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
お

り
、
そ
し
て
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
は
こ
の
人
間
の
存
在
が
恰
も
そ
の
交
渉
の
仕
方
に
応
じ
て
直
接
に
自
己
の
本
質

を
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
夫
々
特
殊
な
る
形
態
に
於
て
成
立
し
て
い
る
が
故
に
、
基
礎
経
験
と
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ

ギ
ー
と
の
間
に
は
同
質
性
、
む
し
ろ
通
約
性
と
も
見
ら
る
べ
き
も
の
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
存
在
の
モ
デ
ル

は
こ
の
よ
う
に
し
て
全
く
自
然
的
な
抽
象
の
過
程
に
よ
っ
て
生
成
す
る
を
も
っ
て
、
ま
さ
に
そ
の
た
め
に
、
そ
れ

は
殆
ど
凡
て
の
理
論
家
に
よ
っ
て
そ
の
抽
象
的
本
質
を
洞
察
さ
れ
る
こ
と
な
く
、却
っ
て
最
も
具
体
的
な
る
も
の
、

最
も
根
源
的
な
る
も
の
と
し
て
主
張
さ
れ
る
こ
と
が
つ
ね
で
あ
る
。
か
か
る
存
在
の
モ
デ
ル
と
し
て
、
基
礎
経
験

の
種
々
な
る
構
成
要
素
が
、
或
い
は
人
間
の
存
在
が
、
し
か
も
と
き
に
は
意
識
、
と
き
に
は
身
体
が
、
若
く
は
世

界
の
存
在
が
、
し
か
も
と
き
に
は
人
間
の
世
界
、
と
き
に
は
自
然
の
世
界
が
、
歴
史
に
於
て
自
己
を
抽
象
せ
し
め

て
来
た
。
ひ
と
た
び
こ
の
モ
デ
ル
が
成
立
す
る
や
否
や
、
そ
れ
は
モ
デ
ル
と
し
て
、
存
在
の
あ
ら
ゆ
る
研
究
に
と
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っ
て
指
導
的
な
、支
配
的
な
位
置
に
立
つ
こ
と
と
な
る
。
一
切
の
存
在
は
こ
の
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
か
、

若
く
は
そ
れ
の
形
式
に
従
っ
て
調
節
さ
れ
、
変
容
さ
れ
る
か
、
し
て
初
め
て
理
論
的
構
成
の
う
ち
に
現
実
的
に
は

這
入
っ
て
来
る
こ
と
が
出
来
る
。
存
在
の
う
ち
理
論
家
が
学
問
的
に
最
も
研
究
さ
る
べ
き
根
本
的
な
存
在
と
し
て

真
面
目
に
問
題
に
す
る
の
は
、
こ
の
モ
デ
ル
の
意
味
を
担
う
存
在
ば
か
り
で
あ
る
。
他
の
種
類
の
存
在
は
彼
等
に

よ
っ
て
、
意
識
的
あ
る
い
は
無
意
識
的
に
顧
ら
れ
な
い
か
、
ま
た
は
暴
力
を
も
っ
て
そ
の
モ
デ
ル
の
形
式
の
中
へ

押
込
め
ら
れ
る
か
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
こ
こ
に
我
々
は
ひ
と
つ
の
根
本
原
理
を
把
握
す
る
、
即
ち
存
在
は
先

ず
存
在
を
抽
象
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
理
論
を
抽
象
す
る
。
い
ま
一
定
の
歴
史
的
時
代
に
於
て
特
に
「
意
識
」
が
存

在
の
モ
デ
ル
と
し
て
妥
当
し
て
い
る
と
せ
よ
。
こ
の
と
き
意
識
は
固
よ
り
抽
象
的
な
存
在
で
あ
る
に
拘
ら
ず
、
そ

の
抽
象
的
本
質
に
於
て
認
識
さ
れ
る
こ
と
な
く
―
―
こ
の
批
判
的
な
る

0

0

0

0

0

認
識
は
上
に
述
べ
た
理
由
か
ら
し
て
、
基

礎
経
験
し
た
が
っ
て
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
の
変
化
と
発
展
の
み
が
ひ
と
り
よ
く
成
就
し
得
る
と
こ
ろ
で
あ
る
―

―
、
寧
ろ
こ
の
も
の
こ
そ
最
も
根
源
的
な
る
、
最
も
具
体
的
な
る
存
在
と
し
て
定
立
さ
れ
る
。
こ
の
と
き
歴
史
的

社
会
的
存
在
は
無
視
さ
れ
、
そ
れ
が
問
題
と
な
る
限
り
に
於
て
は
、
そ
れ
は
そ
れ
が
意
識
に
在
る
限
り
に
於
て
の

み
、
意
識
の
形
式
に
於
て
捉
え
ら
れ
得
る
限
り
に
於
て
の
み
、
取
扱
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
あ
か
ら
さ
ま
に
研
究
の

対
象
と
な
る
の
は
意
識
ば
か
り
で
あ
る
。
斯
く
の
如
く
存
在
と
理
論
と
の
聯
関
は
つ
ね
に
た
だ
存
在
の
モ
デ
ル
を
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通
じ
て
行
わ
れ
る
。
従
っ
て
一
定
の
理
論
の
構
造
の
研
究
に
と
っ
て
、
何
が
そ
こ
に
存
在
の
モ
デ
ル
の
役
割
を
演

じ
て
い
る
か
を
発
見
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
重
要
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
基
礎
経
験
や
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
が
歴
史

的
に
制
約
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、各
の
歴
史
的
時
代
は
種
々
相
異
な
る
存
在
の
モ
デ
ル
を
有
し
て
来
た
の
で
あ
る
。

こ
の
場
合
次
の
こ
と
が
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。ロ
ゴ
ス
は
そ
の
本
性
上
経
験
に
対
し
て
優
越
な
る
位
置
に
あ
り
、

こ
れ
を
支
配
し
、
指
導
し
よ
う
と
す
る
。
平
生
我
々
は
我
々
の
既
に
有
す
る
ロ
ゴ
ス
の
見
地
か
ら
し
て
の
み
存
在

と
交
渉
し
、
こ
れ
を
経
験
す
る
。
私
は
こ
の
よ
う
な
経
験
か
ら
基
礎
経
験
を
区
別
し
た
。
丁
度
そ
の
よ
う
に
、
右

に
叙
述
し
た
が
如
く
に
し
て
存
在
の
モ
デ
ル
が
形
成
さ
れ
る
過
程
か
ら
、
こ
の
も
の
が
形
成
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
ひ

と
つ
の
他
の
過
程
が
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
即
ち
存
在
の
モ
デ
ル
が
ロ
ゴ
ス
の
見
地
か
ら
形
作
ら
れ
る
場
合
が

そ
れ
で
あ
る
。
ロ
ゴ
ス
の
う
ち
最
も
優
越
な
る
も
の
は
言
う
ま
で
も
な
く
学
問
的
認
識
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
学

問
的
認
識
の
中
に
於
て
も
、
或
る
時
代
に
あ
っ
て
は
或
る
特
定
の
種
類
の
認
識
が
、
他
の
時
代
に
あ
っ
て
は
他
の

特
定
の
種
類
の
認
識
が
、
一
切
の
認
識
に
対
す
る
モ
デ
ル
と
し
て
現
れ
る
。
そ
れ
の
み
で
な
い
、
こ
の
認
識
の
モ

デ
ル
の
構
造
が
存
在
の
モ
デ
ル
に
ま
で
高
め
ら
れ
、
か
く
し
て
あ
ら
ゆ
る
存
在
が
こ
の
モ
デ
ル
の
構
造
を
通
じ
て

の
み
理
論
的
構
成
の
中
へ
取
り
容
れ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
、
形
式
論
理
学
ま
た
は
数
学
が
認
識
の
モ
デ

ル
と
さ
れ
て
、
一
切
の
認
識
は
こ
の
認
識
の
形
式
に
填は
ま

る
限
り
に
於
て
「
学
問
性
」
を
与
え
ら
れ
る
ば
か
り
で
な
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く
、
こ
の
認
識
の
構
造
が
存
在
一
般
の
構
造
の
原
型
と
見
做
さ
れ
、
存
在
は
そ
れ
に
於
て
解
明
さ
れ
得
る
限
り
に

於
て
の
み
存
在
と
し
て
、
―
―
現
今
普
通
に
「
認
識
の
対
象
」
と
い
う
高
貴
な
る
名
を
も
っ
て
呼
ば
れ
て
い
る
と

こ
ろ
の
存
在
は
ま
さ
に
斯
く
の
如
き
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
、―
―
理
論
的
考
察
に
値
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
と
き
存
在
は
存
在
の
側
か
ら
、
或
い
は
、
存
在
は
そ
の
存
在
に
於
て

0

0

0

0

0

0

0

問
題
と
さ
れ
な
い
。
寧
ろ
こ
の
と
き
存

在
そ
の
も
の
の
無
視
が
実
に
学
問
性
の
名
に
於
て
公
然
と
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。＊

存
在
の
モ
デ
ル
の
抽
象
性
は
、

先
き
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
基
礎
経
験
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
基
礎
付
け
ら
れ
て
い
る
が
故
に
、
そ
の
基
礎
経
験
を

有
す
る
一
定
の
時
代
の
範
囲
内
に
於
て
は
、
現
実
的
意
義
を
失
う
こ
と
が
な
い
。
こ
れ
に
反
し
て
今
の
場
合
に
あ

っ
て
は
、
具
体
的
な
存
在
は
元
々
か
ら
絶
縁
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
存
在
の
モ
デ
ル
の
抽
象
性
は
た
だ
そ
れ
に
於
て

こ
の
絶
縁
が
完
成
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
さ
て
、
も
し
我
々
の
分
析
に
し
て
正
し

い
な
ら
ば
、
我
々
は
、
何
が
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
て
存
在
の
モ
デ
ル
で
あ
っ
た
か
を
見
究
め
る
こ
と
な
し
に
は
、
彼
自

身
、
物
の
自
己
運
動
の
形
式
で
あ
る
と
考
え
た
と
こ
ろ
の
彼
の
弁
証
法
の
特
質
を
把
握
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
け

だ
し
マ
ル
ク
ス
に
あ
っ
て
も
弁
証
法
は
物
の
自
己
運
動
の
形
式
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。
そ
し
て
哲
学
者
の
う
ち

嘗
て
ヘ
ー
ゲ
ル
ほ
ど
歴
史
的
社
会
的
存
在
に
関
し
て
広
汎
な
、
透
徹
し
た
研
究
を
為
し
遂
げ
た
者
は
な
い
。
そ
れ

に
も
拘
ら
ず
、
マ
ル
ク
ス
は
彼
の
弁
証
法
を
ヘ
ー
ゲ
ル
の
そ
れ
に
対
立
せ
し
め
て
い
る
。「
私
の
弁
証
法
的
方
法
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は
、根
本
に
お
い
て
、ヘ
ー
ゲ
ル
の
そ
れ
と
た
だ
に
異
な
る
の
み
な
ら
ず
、む
し
ろ
そ
の
正
反
対
の
も
の
で
あ
る
」、

と
マ
ル
ク
ス
は
記
し
、
ま
た
、「
弁
証
法
は
彼
に
あ
っ
て
は
逆
立
ち
し
て
い
る
」、
と
も
云
っ
て
い
る
。
等
し
く
客

観
的
歴
史
的
存
在
を
考
察
し
な
が
ら
、
そ
し
て
時
と
し
て
は
そ
の
考
察
に
於
て
唯
物
論
的
傾
向
を
示
し
な
が
ら＊
＊、

何
故
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
が
観
念
的
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
は
、
彼
に
於
け
る
存
在
の
モ
デ
ル
を
検
討
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
具
体
的
に
究
明
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
な
ぜ
な
ら
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
と
っ
て
存
在
は
存
在
の
モ

デ
ル
を
通
じ
て
初
め
て
現
実
的
に
存
在
と
し
て
在
る
。
弁
証
法
は
単
純
に
、
抽
象
的
に
、
物
の
自
己
運
動
の
形
式

で
あ
る
の
で
な
い
。
存
在
の
モ
デ
ル
に
於
て
限
定
さ
れ
た
存
在
の
運
動
法
則
と
し
て
の
み
、
弁
証
法
は
現
実
的
意

義
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
、
こ
の
問
題
を
追
う
に
先
立
っ
て
、
我
々
は
マ
ル
ク
ス
主
義
が
ヘ
ー
ゲ

ル
哲
学
に
於
け
る
制
限
と
し
て
思
惟
し
た
と
こ
ろ
の
も
の
を
吟
味
し
て
お
こ
う
。

＊　

拙
稿
、
問
の
構
造
（「
哲
学
研
究
」
第
百
二
十
四
、百
二
十
八
号
）〔
本
巻
収
録
〕
参
照
。

＊
＊　

笠
信
太
郎
氏
訳
、
プ
レ
ハ
ー
ノ
フ
、『
ヘ
ー
ゲ
ル
論
』、
参
照
。

「
理
性
的
な
る
も
の
は
現
実
的
で
あ
る
、
そ
し
て
現
実
的
な
る
も
の
は
理
性
的
で
あ
る
」（W

as vernünftig ist, 

das ist w
irklich; und w

as W
irklich ist, das ist vernünftig.

）、
と
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
有
名
な
る
命
題
で
あ
る
。
彼
は

云
う
、「
在
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
把
握
す
る
と
い
う
こ
と
が
哲
学
の
課
題
で
あ
る
、
な
ぜ
な
ら
在
る
と
こ
ろ
の
も
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の
は
理
性
で
あ
る
か
ら
。」
然
し
な
が
ら
現
実
性
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
想
に
従
え
ば
、
与
え
ら
れ
た
事
実
に
あ
ら

ゆ
る
状
況
の
も
と
に
あ
ら
ゆ
る
時
代
に
あ
っ
て
属
す
る
と
こ
ろ
の
属
性
で
な
い
。
ロ
ー
マ
共
和
国
は
現
実
的
で
あ

っ
た
、
け
れ
ど
そ
れ
を
推
し
除
け
る
ロ
ー
マ
帝
国
も
ま
た
現
実
的
で
あ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
王
政
は
千
七
百
八
十
九

年
に
於
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
そ
れ
に
就
い
て
は
絶
え
ず
感
激
を
も
っ
て
語
っ
た
大
革
命
に
よ
っ
て
、
絶
滅
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
か
っ
た
よ
う
に
、
非
現
実
的
と
な
り
、
か
く
て
一
切
の
必
然
性
を
奪
わ
れ
、
非
理
性
的
と
な
っ
た
。
そ
れ

故
に
こ
の
と
き
王
政
は
非
現
実
的
な
る
も
の
で
あ
り
、
革
命
は
現
実
的
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
発
展

の
過
程
に
於
て
凡
て
以
前
に
現
実
的
な
る
も
の
は
非
現
実
的
と
な
り
、
そ
の
必
然
性
、
存
在
の
権
利
、
そ
の
合
理

性
を
失
う
、
そ
し
て
滅
び
つ
つ
あ
る
現
実
的
な
る
も
の
の
代
り
に
ひ
と
つ
の
新
し
い
、
生
存
の
能
力
あ
る
現
実
が

現
れ
る
の
で
あ
る
。
各
の
歴
史
的
状
態
は
、
そ
れ
が
そ
の
起
源
を
負
う
と
こ
ろ
の
時
代
と
そ
の
条
件
に
と
っ
て
は

必
然
的
で
あ
る
、
然
し
な
が
ら
そ
の
も
の
自
身
の
懐
の
中
か
ら
発
展
す
る
と
こ
ろ
の
一
層
新
し
い
、
一
層
高
い
条

件
に
対
し
て
は
そ
れ
は
力
無
き
も
の
で
あ
る
、
そ
れ
は
一
層
高
い
段
階
に
場
所
を
譲
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
、
そ
し
て
こ

の
も
の
も
ま
た
そ
れ
自
身
次
に
は
崩
壊
と
滅
亡
の
列
に
つ
ら
な
る
の
で
あ
る
。
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
か
の

有
名
な
る
命
題
を
実
に
斯
く
の
如
く
に
解
し
て
云
っ
て
い
る
、「
こ
の
よ
う
に
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
命
題
は
ヘ
ー
ゲ

ル
の
弁
証
法
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
そ
れ
の
反
対
へ
と
回
転
す
る
。
人
間
歴
史
の
領
域
に
於
て
現
実
的
な
る
一
切
の
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も
の
は
、
時
と
共
に
非
理
性
的
と
な
る
、
そ
れ
故
に
既
に
そ
れ
の
規
定
に
於
て
非
理
性
的
で
あ
り
、
元
々
か
ら
非

合
理
性
（U

nvernünftigkeit

）
を
負
わ
さ
れ
て
い
る
。」「
一
切
の
現
実
的
な
る
も
の
の
合
理
性
に
関
す
る
命
題
は
、

ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
惟
方
法
の
あ
ら
ゆ
る
規
則
に
従
っ
て
、
他
の
命
題
に
自
己
を
解
消
す
る
、
即
ち
、
存
立
す
る
凡
て

の
も
の
は
、
没
落
す
る
に
値
す
る
。」＊

そ
し
て
ま
さ
し
く
そ
こ
に
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
真
の
意
義
、

そ
れ
の
「
革
命
的
性
質
」（der revolutionäre C

harakter

）
は
横
た
わ
っ
て
い
る
と
考
え
た
。
そ
れ
は
人
間
的
思

惟
及
び
行
為
の
一
切
の
結
果
の
究
極
性
を
打
ち
砕
く
。
哲
学
に
於
て
認
識
さ
る
べ
き
真
理
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
あ
っ

て
は
も
は
や
、
ひ
と
た
び
発
見
さ
れ
て
、
た
だ
暗
誦
的
に
学
ば
れ
る
こ
と
を
欲
す
る
と
こ
ろ
の
、
出
来
上
っ
た
ド

グ
マ
の
蒐
集
で
は
な
い
。
真
理
は
認
識
そ
の
も
の
の
過
程
の
う
ち
に
、
認
識
の
低
次
の
階
梯
か
ら
絶
え
ず
高
次
の

階
梯
へ
と
昇
り
ゆ
く
学
問
の
歴
史
的
発
展
の
う
ち
に
横
た
わ
っ
て
い
る
。
し
か
る
に
こ
の
発
展
は
所
謂
絶
対
的
真

理
の
発
見
に
よ
っ
て
、
そ
こ
で
は
更
に
前
進
す
る
こ
と
の
不
可
能
で
あ
る
が
如
き
点
に
決
し
て
到
達
す
る
こ
と
が

な
い
。
実
践
的
活
動
の
領
域
に
於
て
も
同
様
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
ま
た
歴
史
は
人
類
の
完
全
な
理
想
状
態
、
完
全

な
社
会
、
完
全
な
「
国
家
」
に
於
て
一
の
完
成
し
た
終
結
を
見
出
す
こ
と
が
な
い
。
弁
証
法
的
哲
学
は
最
後
妥
当

的
な
る
も
の
、
究
極
的
な
る
も
の
、
絶
対
的
な
る
も
の
に
関
す
る
一
切
の
表
象
を
解
消
す
る
。
我
々
は
こ
の
こ
と

を
形
式
的
に
は
次
の
よ
う
に
表
現
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
弁
証
法
に
あ
っ
て
は
、
正
は
反
を
樹
て
、
両
者
の
矛
盾
は
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合
に
於
て
統
一
さ
れ
る
、
け
れ
ど
綜
合
が
成
立
す
る
や
否
や
、
そ
れ
は
そ
れ
自
身
ま
た
ひ
と
つ
の
（
高
次
の
）
正

と
し
て
現
れ
、
そ
し
て
そ
れ
の
反
対
者
を
自
己
に
対
立
せ
し
め
る
、
こ
の
矛
盾
は
再
び
ひ
と
つ
の
（
高
次
の
）
合

に
於
て
綜
合
さ
れ
は
す
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
綜
合
は
そ
れ
自
身
や
が
て
矛
盾
に
陥
る
べ
き
綜
合
で
あ
る
。
か
く
し

て
弁
証
法
は
、
方
法
と
し
て
、
形
式
的
に
は
、
限
無
き
発
展
の
過
程
を
意
味
す
る
の
み
で
あ
っ
て
、
自
己
の
う
ち

に
終
結
0

0

ま
た
は
完
了
の
必
然
性
を
含
ま
な
い
。
歴
史
に
於
け
る
各
の
形
態
は
そ
の
実
現
に
於
て
自
己
を
同
時
に
み

ず
か
ら
解
消
し
、
そ
れ
自
身
の
否
定
を
そ
れ
の
結
果
と
し
て
も
つ
、
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
し
て
一
層
高
い
形
態
へ

と
転
化
す
る
。
か
か
る
終
結
な
き
、
完
了
す
る
こ
と
を
知
ら
ぬ
転
化
の
必
然
性
の
う
ち
に
弁
証
法
の
革
命
的
意
義

は
存
在
す
る
。
尤
も
弁
証
法
は
ま
た
ひ
と
つ
の
保
守
的
な
方
面
を
も
た
ぬ
で
は
な
い
。
そ
れ
は
一
定
の
認
識
並
び

に
社
会
の
段
階
の
そ
れ
の
時
代
及
び
状
態
に
対
す
る
権
利
を
承
認
す
る
、
し
か
し
ま
た
た
だ
そ
の
限
り
に
於
て
承

認
す
る
の
み
で
あ
る
。「
こ
の
見
方
の
保
守
主
義
は
相
対
的
で
あ
る
、
そ
れ
の
革
命
的
性
質
は
絶
対
的
で
あ
る
―

―
そ
れ
が
妥
当
せ
し
め
る
と
こ
ろ
の
唯
一
つ
絶
対
的
な
る
も
の
で
あ
る
。」
然
る
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
彼
の
方
法
0

0

の
こ

の
必
然
的
な
帰
結
を
明
ら
さ
ま
に
は
斯
く
の
如
き
鋭
さ
を
も
っ
て
導
か
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
エ
ン
ゲ
ル
ス

に
従
う
な
ら
ば
、
ひ
と
つ
の
単
純
な
理
由
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
彼
は
一
の
体
系
0

0

を
作
る
べ
く
迫
ら
れ
、
そ
し
て
哲

学
の
体
系
は
在
来
の
要
求
に
よ
れ
ば
何
等
か
の
種
類
の
絶
対
的
真
理
を
も
っ
て
閉
じ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
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ら
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
そ
の
方
法
に
従
っ
て
永
遠
の
真
理
が
歴
史
的
過
程
そ
の
も
の
以
外
の
何
物
で
も
な
い
こ

と
を
高
調
し
な
が
ら
、
彼
の
体
系
に
於
て
は
何
処
か
で
終
局
に
達
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
故
に
、
恰
も
そ
の
故

に
彼
自
身
は
こ
の
過
程
に
終
結
を
与
え
る
よ
う
に
余
儀
な
く
さ
れ
た
、
と
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
考
え
る
。
か
く
て
、
ヘ

ー
ゲ
ル
は
彼
の
哲
学
に
於
て
歴
史
に
於
け
る
哲
学
的
認
識
の
全
発
展
は
完
了
し
、そ
れ
の
一
切
の
矛
盾
は
完
全
に
、

最
後
究
極
的
に
止
揚
さ
れ
尽
し
た
と
な
し
た
。
歴
史
の
終
局
は
人
類
が
絶
対
的
理
念
の
認
識
に
到
る
に
あ
る
、
と

こ
ろ
で
彼
は
こ
の
認
識
が
ま
さ
に
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
於
て
到
達
さ
れ
た
も
の
の
如
く
言
明
す
る
。
彼
は
斯
く
の
如

く
彼
の
体
系
の
全
体
の
ド
グ
マ
を
絶
対
的
真
理
と
し
て
宣
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
の
弁
証
法
的
な
る
、
一
切
の

ド
グ
マ
的
な
る
も
の
を
解
消
す
る
方
法
と
矛
盾
に
陥
る
こ
と
と
な
る
。
何
故
な
ら
、
弁
証
法
に
従
え
ば
、
彼
の
哲

学
が
従
来
の
哲
学
の
歴
史
的
発
展
に
於
け
る
凡
て
の
矛
盾
の
綜
合
と
し
て
結
果
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
成
立
す

る
や
否
や
、
そ
れ
は
ひ
と
つ
の
テ
ー
ゼ
と
し
て
、
必
ず
そ
れ
の
ア
ン
テ
ィ
テ
ー
ゼ
を
予
想
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
で

あ
る
。
歴
史
的
実
践
に
関
し
て
も
同
じ
こ
と
が
語
ら
れ
得
る
。
絶
対
的
理
念
の
社
会
的
客
観
的
な
る
表
現
形
態
は

国
家
に
於
て
そ
の
発
展
を
完
成
す
る
、
そ
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
か
か
る
完
成
の
実
現
を
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
ウ
ィ
ル

ヘ
ル
ム
三
世
の
国
家
に
於
て
現
実
的
に
見
た
。
し
か
る
に
弁
証
法
に
よ
れ
ば
、
こ
の
国
家
と
雖
も
人
間
社
会
の
低

き
よ
り
高
き
へ
昇
る
限
り
な
き
発
展
過
程
に
於
け
る
一
の
単
な
る
段
階
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
斯
く
の
如
く



ヘ
ー
ゲ
ル
と
マ
ル
ク
ス

一
三
五

見
る
こ
と
に
よ
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
自
己
自
身
に
矛
盾
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

＊　

Engels, Ludw
ig Feuerbach und der A

usgang der klassischen Philosophie, S. 17.　
【
佐
野
文
夫
訳
『
フ
ォ
イ
エ

ル
バ
ッ
ハ
論
』】

ヘ
ー
ゲ
ル
の
こ
の
錯
誤
は
何
に
由
来
す
る
の
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
説
明
し
た
如
く
、
体
系
に

対
す
る
彼
の
欲
望
が
彼
の
方
法
を
制
限
し
た
の
に
基
づ
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
換
言
す
れ
ば
、
弁
証
法
の
革
命
的

性
質
は
体
系
の
保
守
的
傾
向
に
よ
っ
て
窒
息
せ
し
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
事
柄
は
そ
の
よ
う
に
形
式
的
で
は

な
い
。
け
だ
し
体
系
と
方
法
と
の
分
離
こ
そ
ま
さ
に
ヘ
ー
ゲ
ル
が
つ
と
め
て
反
対
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
彼
に

あ
っ
て
は
成
果
は
そ
れ
の
生
成
の
道
か
ら
別
た
れ
る
こ
と
が
出
来
ぬ
、
結
果
の
叙
述
（D

arstellung

）
は
同
時
に

そ
れ
の
生
産
過
程
（H
erstellung

）
で
あ
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
そ
れ
故
に
、
若
し
彼
の
体
系
に
し
て
保
守
的
で

あ
る
な
ら
ば
、
彼
の
方
法
そ
の
も
の
も
ま
た
既
に
何
等
か
の
保
守
的
性
質
を
担
っ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
実
際
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
て
は
そ
の
通
り
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
彼
の
弁
証
法
は
定
立
、
否
定
、
綜
合
の

単
に
無
限
な
る
進
行
で
は
な
い
。
彼
は
こ
の
よ
う
な
、
ひ
と
む
き
な
る
、
ひ
た
す
ら
に
前
進
す
る
の
み
な
る
無
限

を
、
悪
し
き
無
限
と
し
て
、
つ
ね
に
軽
蔑
し
て
い
る
。
完
全
な
の
は
円
運
動
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
己

よ
り
出
て
自
己
に
還
る
運
動
の
過
程
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
弁
証
法
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
あ
っ
て
は
、
絶
対
的
理
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念
が A

n sich 

か
ら Für sich 

と
な
り
、A

n und für sich 

に
到
る
過
程
で
あ
り
、
こ
の
全
体
の
道
は
、
理
念
が
自

己
の
そ
も
そ
も
最
初
に
立
っ
て
い
る
点
に
復
帰
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ず
、
自
己
の
根
源
へ
の
帰
還
以
外
の
他
の

も
の
で
は
な
い
。
簡
単
に
云
え
ば
、
そ
れ
は
理
念
の
自
覚
も
し
く
は
自
己
認
識
の
過
程
で
あ
る
。
か
か
る
弁
証
法

は
、
そ
の
本
性
上
、
終
結
的
で
あ
り
、
自
己
完
結
的
で
あ
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
そ
こ
に
於
て
ま
さ
に
、
観

念
的
弁
証
法
が
唯
物
弁
証
法
に
対
し
て
有
す
る
保
守
的
性
質
を
紛
う
べ
く
も
な
く
認
識
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
弁
証

法
が
一
般
に
、
方
法
と
し
て
、
い
つ
で
も
革
命
的
性
質
を
帯
び
て
い
る
の
で
は
な
い
。
内
容
か
ら
離
さ
れ
た
弁
証

法
の
所
謂
「
論
理
」
は
究
極
は
単
に
ひ
と
つ
の
空
虚
な
概
念
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ひ
と
は
弁
証
法
の
概
念

の
も
と
に
つ
ね
に
存
在
論
的
な
る
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

（das O
ntologische

）
―
―
デ
ィ
ル
タ
イ
の
用
語
を
恐
れ
ず
に
用
い
る
な

ら
ば
、「
生
の
範
疇
」（die K

ategorien des Lebens

）
の
体
系
―
―
を
理
解
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
単
に
論
理
的
な

る
も
の
、
あ
る
い
は
単
に
認
識
論
的
な
る
も
の
を
理
解
す
べ
き
で
は
な
い
の
で
あ
る
。＊

革
命
的
な
の
は
ひ
と
り
唯

物
弁
証
法
の
み
で
あ
る
。
―
―
つ
い
で
な
が
ら
、
唯
物
弁
証
法
を
も
っ
て
一
の
不
可
能
な
る
概
念
と
見
做
す
と
こ

ろ
の
思
想
は
、
二
つ
の
、
私
の
信
ず
る
限
り
、
間
違
っ
た
前
提
の
上
に
立
っ
て
い
る
。
第
一
に
、
そ
れ
は
弁
証
法

の
真
理
内
容
を
単
に
論
理
に
求
め
、
第
二
に
、
そ
れ
は
「
存
在
論
的
な
る
も
の
」
と
「
存
在
的
な
る
も
の
」（das 

O
ntische

）
と
を
区
別
す
る
こ
と
を
知
ら
な
い
。
そ
し
て
唯
物
論
は
、
少
な
く
と
も
現
実
的
な
る
唯
物
論
は
、
ひ
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と
つ
の
存
在
論
で
あ
る
。
ま
た
弁
証
法
に
於
て
論
理
的
な
る
も
の
と
然
ら
ざ
る
も
の
と
を
篩ふ
る

い
分
け
よ
う
と
す
る

試
み
も
、
単
に
弁
証
法
を
破
壊
す
る
ば
か
り
で
あ
っ
て
、
畢
竟
無
駄
な
努
力
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
具
体
的
な
る
生

に
於
て
はo[n
と lovgoV

と
は
分
離
し
難
き
も
の
で
あ
る
、
生
は
根
源
的
に ontologisch 

で
あ
る
。
こ
の
認
識
は
、

最
も
偉
大
な
る
ア
リ
ス
ト
テ
リ
カ
ー
で
あ
り
、ま
た
最
も
優
越
な
る
意
味
に
於
け
る
「
生
の
哲
学
者
」
で
あ
っ
た
、

ヘ
ー
ゲ
ル
の
も
の
で
あ
っ
た
。
―
―
革
命
的
な
、マ
ル
ク
ス
主
義
的
弁
証
法
の
把
握
に
と
っ
て
必
要
で
あ
る
限
り
、

私
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
の
特
性
を
闡
明
し
よ
う
。
こ
の
と
き
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
け
る
存
在
の
モ
デ
ル
、
進
ん
で
は

基
礎
経
験
そ
の
も
の
の
分
析
が
行
わ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
我
々
に
と
っ
て
も
は
や
明
瞭
で
あ
る
と
信

ず
る
。

＊　

デ
ィ
ル
タ
イ
が
如
何
な
る
意
味
で
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
者
で
あ
っ
た
か
を
、
私
は
私
の
論
文
『
デ
ィ
ル
タ
イ
の
解
釈
学
』

（
近
代
社
刊
、「
哲
学
講
座
」、
第
十
五
）〔
全
集
第
二
巻
収
録
〕
の
中
で
明
ら
か
に
し
た
。

二

成
熟
し
た
形
態
に
於
け
る
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
の
基
礎
経
験
の
ひ
と
つ
の
著
し
い
性
格
は
、
そ
れ
が
汎
神
論
的

0

0

0

0

な
る

と
こ
ろ
に
あ
る
。
し
か
も
こ
の
汎
神
論
は
特
殊
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
例
え
ば
ス
ピ
ノ
ザ
に
於
け
る
汎
神
論
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と
は
異
な
っ
て
、
発
展
史
的

0

0

0

0

で
あ
る
こ
と
を
そ
の
特
色
と
す
る
。
し
か
る
に
汎
神
論
は
宗
教
的
体
験
の
う
ち
で
も

特
殊
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
例
え
ば
人
格
神
論
的
な
る
宗
教
が
実
践
を
重
ん
ず
る
の
と
違
っ
て
、
つ
ね
に
観0

想
的
0

0

で
あ
る
こ
と
を
そ
の
本
質
と
し
て
い
る
。
観
想
的
、
発
展
史
的
、
汎
神
論
的
、
は
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
の
代
表

者
が
共
通
に
担
う
と
こ
ろ
の
性
格
で
あ
っ
た
。
ゲ
ー
テ
と
ヘ
ー
ゲ
ル
と
は
彼
等
の
各
の
領
域
に
於
て
「
オ
リ
ュ
ン

ピ
ア
の
ツ
ォ
イ
ス
【O

lym
pian Zeus

】」
で
あ
っ
た
が
、
等
し
く
こ
れ
ら
の
性
格
を
代
表
し
て
い
る
。

汎
神
論
的
体
験
は
有
限
な
る
も
の
の
う
ち
に
於
け
る
無
限
な
る
も
の
の
存
在
の
直
観
、
神
と
世
界
と
の
統
一
の

直
観
で
あ
る
。
汎
神
論
の
立
場
に
於
て
は
、
神
と
世
界
、
永
遠
に
普
遍
的
な
る
も
の
と
特
殊
的
な
る
も
の
、
空
間

的
並
び
に
時
間
的
に
限
定
さ
れ
た
る
も
の
は
、
世
界
全
体
ま
た
は
宇
宙
の
二
つ
の
方
面
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
と

き
存
在
の
実
在
性
若
く
は
実
在
性
の
量
は
そ
の
存
在
に
属
す
る
価
値
若
く
は
価
値
の
量
か
ら
分
た
れ
な
い
、
世

界
の
諸
規
定
に
於
て
そ
れ
の
実
在
性
と
価
値
と
は
合
致
す
る
。
し
か
る
に
若
し
神
的
な
る
も
の
が
全
く
有
限
な

る
諸
現
象
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ま
た
全
く
こ
れ
ら
諸
現
象
に
於
て
認
識
さ
れ
る

こ
と
が
出
来
る
。
世
界
の
認
識
が
即
ち
神
の
認
識
で
あ
る
。
汎
神
論
は
か
く
て
此
岸
性
（D

iesseitigkeit

）
の
思

想
に
つ
ら
な
る
。
そ
こ
に
於
て
そ
れ
は
こ
の
世
に
於
け
る
大
い
な
る
諸
客
観
態
（O

bjektivitäten

）、
す
な
わ
ち

歴
史
的
社
会
的
諸
生
産
物
へ
の
転
向
を
導
く
の
で
あ
る
。
汎
神
論
的
観
念
論
は
「
客
観
的
観
念
論
」（O

bjektiver 
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us

）
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
が
カ
ン
ト
の
心
情
の
倫
理
学
か
ら
文
化

財
の
内
容
的
価
値
倫
理
学
へ
転
じ
た
が
如
く
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
カ
ン
ト
の
規
範
的
歴
史
哲
学
ま
た
は
当
為
の
社
会
哲

学
か
ら
一
切
の
歴
史
的
な
る
、
社
会
的
な
る
客
観
態
の
最
も
包
括
的
な
る
考
察
へ
移
っ
た
。
現
実
的
な
る
も
の
、

客
観
的
な
る
も
の
に
対
す
る
情
熱
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
て
決
し
て
欠
け
て
い
な
か
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
む
し
ろ

我
々
は
そ
れ
が
彼
に
於
て
他
の
如
何
な
る
哲
学
者
に
於
て
よ
り
も
烈
し
く
燃
え
て
い
た
の
を
感
ず
る
。
彼
の
フ
ァ

ウ
ス
ト
的
な
る
欲
望
、
百
科
全
書
的
な
る
知
識
は
、
世
界
の
全
体
に
於
て
絶
対
的
な
る
も
の
は
自
己
を
顕
現
し
て

い
る
と
い
う
汎
神
論
的
経
験
の
う
ち
に
お
の
ず
か
ら
意
味
付
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
汎
神
論
に
と

っ
て
は
宇
宙
を
超
越
し
て
、
こ
の
現
象
世
界
の
彼
岸
に
、
何
物
も
存
在
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
ぬ
か
ら
、
宇
宙
の
理

解
は
ま
さ
に
宇
宙
そ
の
も
の
か
ら
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
超
越
的
な
る
諸
表
象
は
除
外
さ
れ
て
、
世
界
は
世
界
そ

の
も
の
か
ら
解
釈
さ
れ
る
の
外
な
い
。
存
在
の
こ
の
よ
う
な
内
在
的
な
解
釈
は
存
在
の
自
己
解
釈

0

0

0

0

0

0

0

と
し
て
初
め
て

充
全
に
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。し
か
る
に
汎
神
論
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
あ
っ
て
は
発
展
史
的
で
あ
る
、

神
的
な
る
本
質
は
一
度
に
そ
し
て
究
極
的
に
世
界
の
う
ち
に
自
己
を
表
現
す
る
の
で
は
な
く
、却
っ
て
段
階
的
に
、

歴
史
を
通
じ
て
、
歴
史
に
於
て
、
自
己
を
実
現
す
る
。
そ
れ
故
に
彼
に
あ
っ
て
は
存
在
の
自
己
解
釈
は
ま
た
歴
史

的
に
、
発
展
的
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
弁
証
法
は
恰
も
斯
く
の
如
き
発
展
史
的
な
る
存
在
の
自
己
解
釈
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の
過
程
で
あ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

然
し
な
が
ら
、
客
観
的
な
る
も
の
の
中
に
没
入
し
、
現
実
的
な
る
も
の
の
う
ち
に
沈
潜
し
よ
う
と
す
る
ヘ
ー
ゲ

ル
の
衝
動
は
、
ま
さ
し
く
そ
の
汎
神
論
的
前
提
の
故
に
、
制
限
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
汎
神
論
は
言
う
ま

で
も
な
く
ひ
と
つ
の
宗
教
的
態
度
で
あ
る
。
宗
教
的
態
度
は
い
つ
で
も
意
識
0

0

と
最
も
密
接
に
繋
り
合
っ
て
い
る
。

け
だ
し
意
識
の
存
在
ま
た
は
精
神
生
活
は
、
人
間
の
歴
史
に
於
て
、
彼
の
宗
教
的
な
る
交
渉
に
於
て
初
め
て
、
そ

の
実
在
性
と
独
立
性
と
に
於
て
、
発
見
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
人
間
の
宗
教
的
交
渉
の
仕
方
か
ら
離
れ

て
は
そ
の
根
源
的
な
る
意
味
を
奪
わ
れ
る
と
共
に
、
こ
の
交
渉
の
仕
方
に
あ
っ
て
は
最
も
根
源
的
な
る
も
の
、
最

も
現
実
的
な
る
も
の
の
意
味
を
失
う
こ
と
が
な
い
。
か
く
て
宗
教
的
な
る
基
礎
経
験
の
関
係
す
る
限
り
、
そ
こ
で

存
在
の
モ
デ
ル
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
つ
ね
に
た
だ
意
識
ま
た
は
精
神
で
あ
り
得
る
の
み
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル

は
彼
の
成
長
の
歴
史
に
於
て
神
学
か
ら
哲
学
へ
来
た
。
彼
に
あ
っ
て
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
神
学
的
研
究
に
於
て
、

彼
が
歴
史
的
生
の
諸
形
態
に
適
用
し
た
と
こ
ろ
の
、
特
異
な
方
法
が
発
展
し
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。＊

こ
の
ヘ
ー
ゲ

ル
に
於
て
意
識
が
存
在
の
モ
デ
ル
で
あ
っ
た
の
は
固
よ
り
で
あ
る
。「
私
の
意
見
に
よ
れ
ば
、
凡
て
は
、
真
な
る

も
の
を
実
体
（Substanz

）
と
し
て
で
な
く
、
却
っ
て
恰
も
ま
さ
に
主
体
（Subjekt

）
と
し
て
把
握
し
そ
し
て
表

現
す
る
、
こ
と
に
か
か
っ
て
い
る
」、
と
彼
は
云
う＊
＊。

こ
の
注
目
す
べ
き
言
葉
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
実
体
に
対
し
て
、
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シ
ェ
リ
ン
グ
の
絶
対
者
に
対
し
て
語
ら
れ
る
。
真
な
る
も
の
は
自
然
と
し
て
で
は
な
く
て
―
―
ス
ピ
ノ
ザ
の
根
本

命
題
は
「
神
即
自
然
」（D

eus sive natura

）
で
あ
っ
た
、―
―
精
神
と
し
て
把
握
さ
れ
、表
現
さ
る
べ
き
で
あ
る
。

そ
れ
は
ま
た
シ
ェ
リ
ン
グ
に
於
て
の
如
く
知
的
直
観
を
も
っ
て
諦
観
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
無
差
別
同
一
の
絶
対
者
で

は
な
く
て
、
思
惟
を
も
っ
て
認
識
さ
れ
、
思
惟
の
諸
規
定
に
於
て
自
己
を
叙
述
す
る
と
こ
ろ
の
特
殊
な
る
構
造
を

有
す
る
精
神
で
あ
る
。
精
神
の
こ
の
固
有
な
る
構
造
は
一
般
に
差
別
と
運
動
と
に
あ
る
と
云
い
得
る
で
あ
ろ
う
。

―
―
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
既
に krivnein

【
分
別
・
判
断
】
と kinei:n

【
動
き
】
と
を
も
っ
てy

uchv

【
プ
シ
ュ
ケ
ー
・
生
】

の
根
本
規
定
と
見
做
し
て
い
る＊
＊
＊。―

―
差
別
と
運
動
と
に
於
て
あ
る
精
神
の
構
造
的
聯
関
が
畢
竟
弁
証
法
で
あ
る
。

精
神
の
弁
証
法
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
て
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
や
シ
ェ
リ
ン
グ
に
於
て
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
要
す
る
に
精

神
の
自
覚
の
過
程
に
外
な
ら
な
い
。
自
体
に
於
け
る
精
神
は
自
己
を
必
然
的
に
否
定
し
、
否
定
は
更
に
必
然
的
に

否
定
さ
れ
る
。
否
定
に
於
て
自
己
を
外
化
し
た
精
神
が
、
否
定
の
否
定
に
於
て
再
び
自
己
を
取
り
戻
す
過
程
が
自

覚
で
あ
る
。
精
神
は
否
定
を
媒
介
と
す
る
こ
と
な
く
し
て
は
自
己
認
識
に
到
達
し
得
な
い
、
否
定
は
そ
れ
自
身
積

極
的
な
も
の
で
あ
る
。
肯
定
、
否
定
、
否
定
の
否
定
（
肯
定
）
に
於
て
運
動
す
る
弁
証
法
は
、
精
神
が
自
己
よ
り

出
て
自
己
に
還
り
ゆ
く
過
程
で
あ
る
。
弁
証
法
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
あ
っ
て
は
、
自
覚
の
弁
証
法
で
あ
っ
た
が
故
に
、

必
然
的
に
自
己
完
了
的
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
て
、
精
神
を
存
在
の
モ
デ
ル
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
客
観
的
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観
念
論
は
宇
宙
の
説
明
に
精
神
の
聯
関
を
そ
の
基
礎
に
お
こ
う
と
企
て
る
。
客
観
的
観
念
論
の
課
題
は
、
今
や
、

外
的
な
る
現
実
の
う
ち
に
精
神
的
な
る
聯
関
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
場
合
に
於
て
は
自
覚
の
弁
証
法
、
を
指
し
示
し
、
こ

の
も
の
に
よ
っ
て
こ
の
現
実
の
意
味
を
理
解
し
得
る
も
の
と
な
そ
う
と
試
み
る
こ
と
に
あ
る
。
か
く
し
て
、
一
切

の
歴
史
に
於
て
、
そ
れ
の
最
高
点
は
精
神
の
発
展
し
て
ゆ
く
自
己
認
識
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
ね
ば
な

ら
ぬ
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
葉
を
用
い
れ
ば
、「
世
界
歴
史
は
自
由
の
意
識
に
於
け
る
進
歩
で
あ
る
」
こ
と
が
、
そ
の

必
然
性
に
於
て
認
識
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
精
神
の
構
造
的
聯
関
は
一
切
の
歴
史
的
客
観
的
過
程
に
対
す
る

シ
ェ
マ
を
含
ん
で
い
る
。
し
か
る
に
こ
の
聯
関
は
ヘ
ー
ゲ
ル
で
は
論
理
学
に
外
な
ら
ぬ
か
ら
、
論
理
学
が
彼
に
於

て
は
歴
史
の
最
も
優
越
な
る
意
味
に
於
け
る
シ
ェ
マ
若
く
は
オ
ル
ガ
ノ
ン
で
あ
っ
た
。「
自
己
み
ず
か
ら
に
来
り

そ
し
て
た
だ
自
己
の
う
ち
に
在
る
と
こ
ろ
の
思
惟
の
静
か
な
る
場
所
に
於
て
、
諸
民
族
及
び
諸
個
人
の
生
を
動
か

す
と
こ
ろ
の
諸
関
心
は
黙
し
て
い
る
。」
外
的
現
実
の
う
ち
に
精
神
的
聯
関
を
解
明
し
そ
し
て
こ
の
も
の
に
よ
っ

て
こ
の
現
実
の
意
味
を
解
釈
す
る
と
い
う
課
題
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
の
最
近
の
形
態
で
あ
る
と
こ
ろ
の
デ
ィ
ル
タ

イ
の
哲
学
が
或
る
程
度
ま
で
企
て
た
よ
う
に
、
分
析
的
に
遂
行
さ
れ
る
こ
と
も
出
来
る
。
然
し
な
が
ら
ヘ
ー
ゲ
ル

自
身
に
於
て
こ
の
こ
と
は
、
ま
さ
に
彼
の
哲
学
の
汎
神
論
的
前
提
の
故
に
、
不
可
能
で
あ
っ
た
。
汎
神
論
は
か
の

課
題
が
綜
合
的
に
実
現
さ
れ
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
汎
神
論
そ
の
も
の
が
包
括
的
、
普
遍
的
、
綜
合
的
で
あ
る
こ
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と
を
本
質
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
か
の
課
題
が
世
界
全
体
に
於
て
自
体
に
於
て
は
到
る
と
こ
ろ
解
決
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
前
提
す
る
。
意
識
の
モ
デ
ル
の
斯
く
の
如
き
、
謂
わ
ば
宇
宙
的
な
る
使
用
は
如
何
に
し
て
可
能
で

あ
ろ
う
か
。
こ
の
可
能
性
を
与
え
る
も
の
は
カ
ン
ト
の
所
謂
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
廻
で
あ
る
と
信
ぜ
ら
れ
る
。
コ

ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
廻
に
汎
神
論
的
意
味
を
負
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
の
課
題
は
初
め
て
綜
合
的
に
解
決
さ
れ

て
、
宇
宙
の
一
切
の
内
容
は
余
す
と
こ
ろ
な
く
そ
れ
み
ず
か
ら
に
於
て
精
神
的
聯
関
を
現
す
こ
と
と
な
る
。
精
神

は
存
在
の
モ
デ
ル
で
あ
る
こ
と
か
ら
進
ん
で
存
在
そ
の
も
の
と
な
る
、
宇
宙
は
精
神
の
自
己
発
展
と
し
て
把
握
さ

れ
る
。
論
理
学
は
存
在
の
認
識
の
シ
ェ
マ
も
し
く
は
オ
ル
ガ
ノ
ン
で
あ
る
こ
と
を
や
め
て
、
宇
宙
そ
の
も
の
が
却

っ
て
大
い
な
る
論
理
学
と
な
る
。
即
ち
、
汎
論
理
主
義
（Panlogism

us

）
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
れ
と
共
に
固
有

な
る
意
味
に
於
け
る
論
理
学
は
理
念
の
そ
れ
自
身
論
理
的
な
る
発
展
に
於
け
る
一
つ
の
段
階
、
即
ち
即
自
に
於
け

る
理
念
と
な
り
、
こ
れ
に
対
し
て
は
対
自
に
於
け
る
理
念
と
し
て
の
自
然
哲
学
、
そ
し
て
即
自
対
自
に
於
け
る
理

念
と
し
て
の
精
神
の
哲
学
が
存
在
す
る
。
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
廻
が
汎
神
論
的
意
味
を
負
う
た
め
に
は
、
宇
宙
の

体
系
は
精
神
の
流
出
的
（em

anatistisch

）
体
系
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
於
て
論
理
学
は
ま
た
流

出
的
論
理
学
と
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
＊
＊
＊
＊。
最
も
特
異
な
る
形
態
に
於
け
る
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
で
あ
る
と
こ
ろ
の
ヘ
ー
ゲ

ル
の
哲
学
に
於
て
、
弁
証
法
は
流
出
的
性
質
を
具
え
て
い
る
。
流
出
性
は
然
し
な
が
ら
弁
証
法
の
凡
て
の
本
質
に
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属
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
唯
物
弁
証
法
は
流
出
性
に
つ
い
て
は
何
事
も
知
ろ
う
と
欲
し
な
い
。
流
出
性

は
観
念
的
弁
証
法
に
と
っ
て
、
そ
の
汎
神
論
的
前
提
の
故
に
、
そ
れ
の
契
機
で
あ
る
の
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
の
よ

う
な
流
出
的
体
系
に
於
て
は
一
切
は
構
成
的
で
あ
っ
て
分
析
的
で
あ
り
得
な
い
か
ら
、
現
実
の
事
実
に
対
す
る
無

視
の
行
わ
れ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

＊　

W
. D

ilthey, D
ie Jugendgeschichte H

egels.

参
照
。
な
お
簡
単
に
は
、
ク
ー
ノ
ー
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
の
近
世
哲
学

史
の
中
の
『
ヘ
ー
ゲ
ル
』
に
つ
い
て
の
デ
ィ
ル
タ
イ
の
批
評
（B

eilage zur D
eutschen Literaturzeitung 1900. N

r. 

1.

）
を
看
よ
。

＊
＊　

Phänom
enologie des G

eistes, Vorrede.

＊
＊
＊　
　

A
ristoteles, D

e anim
a Γ 9.

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
こ
の
書
と
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
精
神
現
象
学
』
と
を
比
較
す

る
こ
と
は
有
益
な
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

＊
＊
＊
＊　
　

流
出
的
論
理
学
に
つ
い
て
は
、E. Lask, Fichtes Idealism

us und die G
eschichte.

参
照
。

「
真
な
る
も
の
は
全
体
で
あ
る
」（D

as W
ahre ist das G

anze

）
と
い
う
ヘ
ー
ゲ
ル
の
語
が
、
そ
の
意
味
を
残
り

な
く
尽
し
得
る
地
盤
は
明
ら
か
に
汎
神
論
の
地
盤
で
あ
ろ
う
。
け
だ
し
汎
神
論
に
と
っ
て
は
つ
ね
に
宇
宙
が
、
世

界
全
体
が
問
題
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
る
に
汎
神
論
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
て
発
展
史
的
で
あ
る
が
故
に
、
そ
し
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て
ま
た
直
観
の
も
の
で
な
い
が
故
に
、
全
体
は
た
だ
「
彼
の
発
展
に
よ
っ
て
自
己
を
完
成
し
つ
つ
あ
る
本
質
」
で

あ
り
得
る
ば
か
り
で
あ
る
。
絶
対
的
な
る
も
の
は
直
接
的
な
る
も
の
で
な
く
て
、却
っ
て
本
質
的
に
結
果
で
あ
り
、

終
末
に
於
て
初
め
て
そ
れ
が
真
実
に
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
も
の
で
あ
る
。
真
な
る
も
の
は
発
展
0

0

の
過
程
を

通
じ
て
自
己
を
実
現
し
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
汎
神
論
が
何
よ
り
も
全
体
0

0

に
重
心
を
お
く
限
り
、
こ
の

過
程
は
終
末
0

0

に
達
し
て
完
了
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
宇
宙
は
自
己
完
了
的
な
る
発
展
の
全
体
で
な
け
れ
ば
ら

ぬ
。
簡
単
に
言
え
ば
、
宇
宙
は
体
系
0

0

と
し
て
把
握
さ
れ
、
表
現
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。「
真
な
る
も
の
は
た
だ
体
系

と
し
て
現
実
的
で
あ
る
」（D

as W
ahre ist nur als System

 w
irklich

）、
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
云
っ
て
い
る
。
体
系
の

要
求
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
あ
っ
て
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
考
え
た
如
く
現
実
的
な
意
味
を
も
ち
得
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
の
で

は
な
く
て
、
却
っ
て
彼
の
発
展
史
的
汎
神
論
の
上
に
具
体
的
な
地
盤
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

発
展
が
絶
え
ず
自
己
完
了
的
全
体
を
目
差
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
弁
証
法
は
ま
た
特
殊
な
構
造
を
も
た
ね
ば
な
ら

な
い
で
あ
ろ
う
。
一
般
に
弁
証
法
は
正
、
反
、
合
の
三
つ
の
契
機
を
具
え
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
正
と
反
と
は
矛

盾
で
あ
り
、
合
は
こ
の
矛
盾
の
綜
合
で
あ
る
か
ら
、
弁
証
法
に
は
矛
盾
と
綜
合
と
の
二
つ
の
方
面
が
あ
る
と
解
さ

れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
矛
盾
は
弁
証
法
的
運
動
に
於
て
特
に
過
程
的
な
る
も
の
で
あ
り
、こ
れ
に
反
し
て
綜
合
は
、

よ
し
や
暫
定
的
と
考
え
ら
れ
る
に
せ
よ
、
完
了
的
な
る
も
の
の
性
質
を
お
の
ず
か
ら
帯
び
て
い
る
。
従
っ
て
体
系
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が
現
実
的
に
求
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
は
、
弁
証
法
に
於
て
、
矛
盾
に
で
は
な
く
却
っ
て
綜
合
0

0

に
重
き
が
お
か
れ
る

の
は
自
然
の
勢
い
で
あ
ろ
う
。
実
際
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
に
あ
っ
て
は
そ
の
通
り
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は

ま
た
次
の
こ
と
と
関
係
す
る
。
汎
神
論
で
は
存
在
の
諸
規
定
と
価
値
の
諸
規
定
と
が
合
致
す
る
。
従
っ
て
そ
こ
で

は
存
在
の
高
ま
り
ゆ
く
規
定
に
於
て
同
時
に
価
値
的
に
否
定
的
な
る
も
の
、
矛
盾
的
な
る
も
の
が
次
第
に
肯
定
と

調
和
と
に
昇
っ
て
ゆ
き
、
か
く
て
遂
に
は
宇
宙
に
於
け
る
神
の
、
絶
対
的
価
値
の
支
配
が
隈
な
く
認
識
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
。
神
の
摂
理
が
到
る
と
こ
ろ
現
実
に
実
現
さ
れ
て
あ
る
と
い
う
こ
と
を
理
解
す
る
の
が
汎
神
論
の
大
い

な
る
関
心
で
あ
る
。
宇
宙
は
矛
盾
と
闘
争
と
を
経
つ
つ
も
究
極
は
調
和
と
和
解
と
に
於
て
あ
り
、
世
界
に
於
け
る

否
定
的
な
も
の
、
反
価
値
的
な
も
の
も
神
の
普
遍
的
現
在
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
闡
明
す
る

こ
と
は
、
そ
れ
の
関
心
す
べ
き
目
的
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
彼
の
歴
史
哲
学
的
考
察
が
ひ
と

つ
の
「
神
義
論
」（Theodizee: R

echtfertigung G
ottes

）
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
世
界
に
於
け
る

禍
を
概
念
的
に
把
握
し
、
思
惟
す
る
精
神
と
悪
と
を
和
解
せ
し
め
、
か
く
て
思
惟
を
も
っ
て
こ
の
世
の
罪
を
贖
う

べ
き
、
ひ
と
つ
の”versöhnende Erkenntnis”
で
あ
る
。
斯
く
の
如
き
罪
を
贖
う
と
こ
ろ
の
、
和
解
せ
し
め
る
と

こ
ろ
の
認
識
は
、
何
処
に
於
て
も
世
界
歴
史
に
於
て
ほ
ど
甚
し
く
要
求
さ
れ
は
し
な
い
、
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
信
じ
た
。

「
こ
の
和
解
は
た
だ
、
そ
れ
の
う
ち
で
は
か
の
否
定
的
な
る
も
の
が
ひ
と
つ
の
従
属
的
な
る
も
の
、
征
服
さ
れ
た
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も
の
に
ま
で
消
え
失
せ
る
と
こ
ろ
の
肯
定
的
な
る
も
の
の
認
識
に
よ
っ
て
、
一
部
分
は
、
真
理
に
於
て
あ
る
も
の

が
世
界
の
究
極
目
的
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
の
、
一
部
分
は
、
こ
の
目
的
が
世
界
の
う
ち
に
実
現
さ
れ
て
あ
り
、

そ
し
て
悪
は
そ
れ
と
は
究
極
は
競
い
得
な
か
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
の
意
識
に
よ
っ
て
、
到
達
さ
れ
る
こ
と
が
出
来

る
。」＊

そ
の
た
め
に
は
、ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、単
に
摂
理
に
対
す
る
信
仰
の
み
で
は
不
十
分
で
あ
っ
て
、nou:V

【
ヌ

ー
ス
・
精
神
＝
理
性
】
に
対
す
る
信
仰
が
必
要
で
あ
る
。
理
性
は
そ
の
「
思
弁
的
」
本
質
の
故
に
、
否
定
的
な
る
も

の
を
肯
定
的
な
る
も
の
へ
の
必
然
的
関
係
に
於
て
思
惟
す
る
。
然
し
な
が
ら
理
性
の
弁
証
法
的
思
惟
が
ひ
と
つ
の

versöhnende Erkenntnis 

で
あ
り
得
る
た
め
に
は
、
弁
証
法
は
そ
れ
自
身
特
殊
な
性
格
の
も
の
で
あ
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。
そ
の
た
め
に
は
、
弁
証
法
の
構
造
に
於
け
る
か
の
二
つ
の
方
面
の
う
ち
特
に
綜
合
0

0

に
重
心
が
落
ち
て
来
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
が
自
己
完
了
的
傾
向
を
示
し
て
い
る
の
は
、
一
部
分
は
こ
こ
か
ら
も
由

来
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
に
あ
っ
て
は
世
界
歴
史
は
漸
次
に
高
ま
り
ゆ
く
調
和
の
過
程
で

あ
り
、
そ
れ
は
恰
も
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
て
最
高
点
に
達
し
た
も
の
の
如
く
見
做
さ
れ
る
。
彼
の
哲
学
に
於
て
過
去
の

歴
史
の
一
切
の
矛
盾
は
綜
合
さ
れ
、
聖
化
さ
れ
て
、
理
念
は
絶
対
的
認
識
に
到
る
。
こ
れ
に
反
し
て
マ
ル
ク
ス
に

於
て
は
如
何
で
あ
っ
た
か
。
彼
に
よ
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
従
来
の
社
会
の
歴
史
は
階
級
闘
争
の
歴
史
で
あ
る
。
抑
圧

者
と
被
抑
圧
者
と
は
互
い
に
絶
え
ざ
る
対
立
に
立
ち
、
間
断
な
き
、
或
る
と
き
は
隠
れ
た
る
、
他
の
と
き
は
明
ら
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さ
ま
な
る
戦
を
戦
っ
た
、
こ
の
闘
争
た
る
、
つ
ね
に
全
社
会
の
革
命
的
な
変
革
も
し
く
は
相
戦
う
階
級
の
共
通
の

没
落
を
も
っ
て
終
っ
た
の
で
あ
る
。
階
級
の
間
の
対
立
、
矛
盾
乃
至
闘
争
は
、
現
代
に
於
て
調
和
に
到
達
し
な
い

の
み
か
、
ま
さ
に
凡
て
の
歴
史
的
時
代
よ
り
も
普
遍
的
と
な
り
、
全
面
的
と
な
り
、
激
烈
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

か
か
る
見
方
を
す
る
マ
ル
ク
ス
主
義
に
於
て
、
そ
の
弁
証
法
が
い
つ
で
も
矛
盾
0

0

の
方
面
に
重
き
を
お
く
の
は
当
然

で
あ
ろ
う
。
弁
証
法
は
、
そ
れ
が
弁
証
法
で
あ
る
限
り
、
必
然
的
に
矛
盾
と
綜
合
と
を
自
己
の
う
ち
に
含
ん
で
い

る
。
し
か
し
ヘ
ー
ゲ
ル
の
観
念
的
弁
証
法
で
は
特
に
綜
合
に
、
こ
れ
に
反
し
て
マ
ル
ク
ス
の
唯
物
弁
証
法
で
は
特

に
矛
盾
に
、
お
の
ず
か
ら
そ
の
構
造
の
重
心
が
定
ま
る
の
で
あ
る
。
こ
の
著
し
い
対
立
は
、
如
何
に
両
者
が
現
代
0

0

を
把
握
し
た
か
、
と
い
う
こ
と
に
於
て
最
も
顕
に
な
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
彼
の
属
す
る
現
代
を
綜
合
の
完
成
し
た
時

代
と
見
做
し
、
マ
ル
ク
ス
は
現
代
を
も
っ
て
矛
盾
の
完
成
し
た
時
代
で
あ
る
と
考
え
た
。
現
代
の
意
識
は
し
か
る

に
、
過
去
の
歴
史
が
如
何
に
把
握
さ
れ
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
根
源
で
あ
る
。
二
人
の
思
想
家
の
全
史
観

の
対
立
は
弁
証
法
の
構
造
に
於
け
る
対
立
に
於
て
明
瞭
に
窺
わ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
こ
と
は
恰

も
次
の
こ
と
と
聯
関
す
る
。

＊　

Vorlesungen über die Philosophie der G
eschichte, R

eclam
-A

usgabe, S.49 u.50.

現
在
と
い
う
時
の
契
機
は
そ
れ
が
過
程
的
で
あ
る
こ
と
を
本
質
と
す
る
。
今
は
刻
々
に
過
ぎ
去
っ
て
と
ど
ま
る
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こ
と
が
な
い
。
我
々
は
現
在
を
直
接
に
認
識
に
も
た
ら
す
べ
き
手
段
を
も
た
な
い
の
で
あ
る
。
現
在
は
た
だ
媒
介

さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
認
識
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
る
に
我
々
は
現
在
の
認
識
を
媒
介
す
る
も
の
と

し
て
過
去
と
未
来
と
を
考
え
得
る
で
あ
ろ
う
。
現
在
は
過
去
を
契
機
と
し
て
媒
介
さ
れ
る
と
き
、
即
ち
回
顧
的
に

把
握
さ
れ
る
と
き
、
如
何
に
あ
ろ
う
か
。
こ
の
場
合
現
在
は
過
去
の
延
長
と
し
て
若
く
は
過
去
の
結
果
乃
至
は
終

結
と
し
て
現
れ
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
こ
の
と
き
現
在
は
そ
れ
自
身
過
去
に
属
し
、
少
な
く
と
も
過
程
と
し
て
あ
る

こ
と
を
や
め
る
。
か
く
て
は
現
在
の
本
質
は
把
握
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
ぬ
、
な
ぜ
な
ら
現
在
の
本
質
は
ま
さ
に
そ

れ
が
過
程
で
あ
る
と
こ
ろ
に
横
た
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
現
在
が
未
来
を
契
機
と
し
て
媒

介
さ
れ
る
と
き
、
即
ち
回
顧
的
に
で
な
く
寧
ろ
展
望
的
に
把
握
さ
れ
る
と
き
に
は
、
如
何
に
あ
る
か
。
言
う
ま
で

も
な
く
こ
の
場
合
に
は
現
在
は
未
来
へ
の
傾
向
と
し
て
、
手
続
と
し
て
、
即
ち
一
般
に
未
来
へ
の
過
程
と
し
て
現

れ
る
。
か
く
し
て
現
在
は
そ
の
現
在
性

0

0

0

に
於
て
認
識
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
け
だ
し
現
在
性
は
恰
も
過
程
性
を

意
味
す
る
が
故
で
あ
る
。
現
在
は
過
去
を
媒
介
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
な
く
、
却
っ
て
未
来
を
媒
介
と
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
初
め
て
、
本
質
的
に
把
握
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
る
に
人
間
の
生
活
態
度
に
於
て
、
観
想
的

（kontem
plativ

）
な
る
そ
れ
は
主
と
し
て
過
去
へ
の
関
係
を
含
み
、従
っ
て
回
顧
的
で
あ
り
、実
践
的
（praktisch

）

な
る
そ
れ
は
主
と
し
て
未
来
へ
の
傾
向
を
含
み
、
従
っ
て
展
望
的
で
あ
る
、
と
云
わ
れ
得
る
。
そ
れ
故
に
現
在
を
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そ
の
現
在
性
に
於
て
捉
え
得
る
も
の
は
、
観
想
で
な
く
て
却
っ
て
実
践
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
的
態
度
は
根

本
的
に
観
想
的
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
彼
の
哲
学
の
前
提
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
汎
神
論
と
根
源
に
於
て
つ
な

が
っ
て
い
る
、
汎
神
論
的
態
度
は
本
質
的
に
観
想
的
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
が
如
何
に
観
想
的

で
あ
り
、
回
顧
的
で
あ
っ
た
か
は
、
彼
が
哲
学
そ
の
も
の
の
本
質
に
つ
い
て
述
べ
た
と
こ
ろ
に
最
も
雄
弁
に
語
ら

れ
て
い
る
。
哲
学
そ
の
も
の
は
彼
の
全
体
系
に
於
て
最
高
の
段
階
に
あ
り
、
そ
れ
を
冠
す
る
栄
位
に
据
え
ら
れ
て

い
る
。
各
の
歴
史
的
哲
学
は
各
の
歴
史
的
時
代
の
時
代
精
神
の
概
念
的
表
現
で
あ
る
。
そ
れ
は
こ
の
も
の
の
政
治
、

法
律
、
芸
術
、
宗
教
な
ど
に
於
け
る
様
々
の
表
現
の
う
ち
最
も
優
越
な
る
形
態
で
あ
る
。
そ
れ
は
最
高
の
華
で
あ

る
。
精
神
の
全
体
の
姿
の
概
念
、
全
体
の
状
態
の
意
識
ま
た
は
精
神
的
本
質
で
あ
る
。
多
姿
多
態
な
る
相
に
分
化

し
た
全
体
は
、
哲
学
の
う
ち
に
、
恰
も
一
の
単
一
な
る
焦
点
に
お
い
て
の
如
く
、
反
映
す
る
。
そ
こ
か
ら
、
哲
学

は
そ
の
時
代
と
全
然
同
一
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
随
っ
て
来
る
。
哲
学
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、「
そ
れ
の

時
代
の
実
体
的
な
る
も
の
の
知
識
」（das W

issen des Substantiellen ihrer Zeit

）
で
あ
る
。
し
か
る
に
一
定
の

時
代
精
神
の
自
己
認
識
と
し
て
、
哲
学
は
、
こ
の
時
代
精
神
が
そ
れ
の
外
的
な
る
発
展
に
於
て
既
に
謂
わ
ば
「
そ

の
多
面
性
の
全
体
の
富
を
顕
現
し
そ
し
て
展
開
し
」
終
っ
た
段
階
に
到
っ
た
と
き
初
め
て
、
こ
の
時
代
精
神
が
そ

れ
の
生
命
に
於
て
外
に
向
っ
て
は
既
に
謂
わ
ば
自
己
を
汲
み
尽
し
た
段
階
に
達
し
た
と
き
初
め
て
、可
能
で
あ
る
。
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そ
の
と
き
初
め
て
、
こ
の
時
代
精
神
の
外
的
な
る
道
行
を
ひ
と
つ
の
哲
学
的
体
系
に
於
て
表
現
に
持
ち
来
そ
う
と

い
う
欲
望
が
現
れ
て
来
る
の
で
あ
る
。
一
の
民
族
が
彼
の
具
体
的
な
生
活
か
ら
一
般
に
離
れ
出
て
、
そ
し
て
そ
の

民
族
が
彼
の
没
落
に
近
づ
い
た
場
合
、
そ
の
と
き
初
め
て
哲
学
さ
れ
る
、
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
考
え
る
。「
哲
学
は
実

在
的
な
る
世
界
の
没
落
と
共
に
始
ま
る
、
そ
れ
が
そ
れ
の
諸
抽
象
性
を
も
っ
て
、
灰
色
を
灰
色
で
描
き
な
が
ら
、

現
れ
る
と
き
、
青
年
の
、
生
命
性
の
新
鮮
さ
は
既
に
過
ぎ
去
っ
て
い
る
。」
彼
は
ま
た
記
し
て
い
る
、「
哲
学
が
そ

の
灰
色
を
灰
色
で
描
く
と
き
、
生
の
姿
は
老
人
と
な
っ
て
い
る
、
そ
し
て
灰
色
を
灰
色
で
も
っ
て
し
て
は
そ
の
姿

は
自
己
を
若
返
ら
し
め
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
た
だ
認
識
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
の
梟
は
侵
い
来
る

薄
暮
と
共
に
初
め
て
そ
の
飛
翔
を
始
め
る
。」＊

哲
学
的
認
識
は
一
定
の
時
代
が
成
熟
し
終
っ
て
、
そ
の
外
的
な
る

騒
擾
の
全
体
が
過
ぎ
去
っ
て
し
ま
っ
た
後
、
こ
れ
を
回
顧
し
観
照
す
る
立
場
に
あ
る
者
に
と
っ
て
の
み
可
能
で
あ

る
。
ま
こ
と
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
斯
く
の
如
き
立
場
に
あ
る
者
で
あ
っ
た
。
彼
は
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
時
代
の
結
実
期
に
於

て
哲
学
し
た
。
こ
こ
に
私
の
引
用
し
た
美
し
い
言
葉
は
な
に
よ
り
も
観
想
的
な
る
彼
の
哲
学
の
本
質
を
語
っ
て
い

る
。
彼
の
体
系
は
観
想
的
に
構
造
づ
け
ら
れ
た
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
の
基
礎
経
験
の
最
も
雄
大
な
る
表
現
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
が
彼
み
ず
か
ら
に
よ
っ
て
過
去
の
歴
史
に
於
け
る
哲
学
的
発
展
の
綜
合
と
し

て
、
結
果
と
し
て
、
終
結
と
し
て
理
解
さ
れ
た
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
偉
大
な
る
先
駆
者
は
ア
リ
ス
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ト
テ
レ
ス
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
ま
た
、
そ
れ
自
身
観
想
を
本
質
と
し
た
と
こ
ろ
の
ギ
リ
シ
ア

的
世
界
の
、
外
的
に
は
没
落
の
、
思
想
的
に
は
完
成
の
、
時
期
に
立
っ
て
い
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
と
類
似
し
た
彼
の
立

場
は
彼
を
し
て
ま
た
ヘ
ー
ゲ
ル
と
類
似
し
た
哲
学
を
構
成
せ
し
め
た
と
思
わ
れ
る
。
如
何
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が

彼
自
身
の
時
代
を
考
え
た
か
と
尋
ね
る
と
き
、
我
々
は
彼
が
政
治
的
及
び
美
的
領
域
に
あ
っ
て
は
発
展
は
本
質
に

於
て
終
結
し
て
い
る
と
見
做
し
た
の
を
疑
う
こ
と
が
出
来
な
い
。
彼
は
『
ポ
リ
テ
ィ
カ
』
の
中
で
ま
さ
に
云
っ
て

い
る
、
若
し
そ
れ
ら
の
制
度
が
よ
い
も
の
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
多
く
の
時
、
多
く
の
年
に
於
て
、
そ
れ
ら
の
も
の

が
知
ら
れ
ず
に
隠
さ
れ
て
い
た
筈
が
な
い
と
い
う
こ
と
を
我
々
は
記
憶
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
凡
て
の
も
の
は
殆
ど
発

見
さ
れ
て
い
る
、
そ
れ
ら
の
も
の
を
ひ
と
は
綜
合
し
な
い
か
若
く
は
ひ
と
は
知
り
な
が
ら
利
用
し
な
い
か
で
あ
る

ば
か
り
で
あ
る＊
＊。

理
論
的
領
域
に
あ
っ
て
も
同
様
で
あ
る
。
彼
以
前
の
歴
史
的
発
展
に
於
て
既
に
見
出
さ
れ
て
、

彼
の
前
に
材
料
と
し
て
横
た
わ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
諸
の
思
想
は
、
ひ
と
つ
の
終
結
的
な
る
認
識
を
導
く
た
め
に

は
既
に
十
分
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
そ
れ
ら
の
思
想
を
彼
の
哲
学
に
対
せ
し
め
て
単
純
に
虚
偽
と
し
て
斥

け
る
の
で
な
い
。
そ
れ
ら
の
も
の
は
固
よ
り
真
理
で
あ
る
、
し
か
し
い
ず
れ
も
部
分
的
、
従
っ
て
抽
象
的
真
理
に

過
ぎ
な
い
か
ら
、
そ
れ
ら
の
も
の
に
於
け
る
こ
の
真
理
の
契
機
を
綜
合
的
に
、
統
一
的
に
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
一
の
全
体
的
な
る
、
具
体
的
な
る
真
理
を
完
結
せ
し
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
彼
の
哲
学
は
こ
の
課
題
の
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解
決
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
彼
の
体
系
を
も
っ
て
学
問
の
発
展
が
包
括
的
に
、
大
仕
掛
に
終
結
し
、
研
究

の
最
高
頂
が
到
達
さ
れ
て
い
る
、
と
考
え
た
。
然
し
な
が
ら
哲
学
の
歴
史
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
も
っ
て
結
ば
れ

な
か
っ
た
よ
う
に
、
ま
た
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
て
終
り
は
し
な
い
。
二
人
の
思
想
家
は
「
現
代
」
を
た
だ
単
に
過
去
の

結
果
0

0

と
し
て
理
解
す
る
の
み
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
同
時
に
未
来
へ
の
過
程
0

0

と
し
て
把
握
し
な
い
。
そ
し
て
こ
の
こ

と
は
両
者
の
代
表
す
る
基
礎
経
験
が
共
に
観
想
を
本
質
と
し
た
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
必
然
的
に
規
定
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
発
展
を
根
本
概
念
と
す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
、
ヘ
ー
ゲ
ル
的
哲
学
に
と
っ
て
観
想
的
性
質
は
そ

れ
の
最
も
重
大
な
る
制
限
で
あ
り
、
恰
も
こ
の
も
の
が
そ
れ
を
し
て
自
己
矛
盾
を
お
の
ず
か
ら
犯
さ
し
め
る
。
ま

さ
に
こ
の
た
め
に
、
現
在
は
単
な
る
生
産
物
と
な
り
、
過
程
的
な
る
生
成
は
実
体
的
な
る
物
と
な
り
、
弁
証
法
は

再
び
形
而
上
学
と
な
る
。
彼
等
に
は
未
来
へ
の
展
望
、「
未
来
の
論
理
」
が
な
い
。
こ
の
点
に
於
て
フ
ィ
ヒ
テ
は

彼
等
に
優
っ
て
い
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
、
彼
に
は
未
来
の
認
識
が
存
在
す
る
か
の
如
く
に
見
え
る
。
フ
ィ
ヒ
テ

は
人
類
の
地
上
生
活
の
歴
史
の
全
体
を
五
つ
の
根
本
時
期
に
分
っ
て
、
彼
の
属
す
る
現
代
を
そ
の
う
ち
の
第
三
の

も
の
、
即
ち
「
罪
悪
の
完
成
し
た
状
態
」（der Stand der vollendeten Sündhaftigkeit

）
に
配
し
た
。
従
っ
て
彼

に
と
っ
て
は
現
代
は
終
結
的
な
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
過
程
的
な
も
の
、
未
来
へ
ま
で
自
己
を
発
展
す
べ
き
も
の

で
あ
っ
た
。
こ
の
未
来
を
彼
は
理
性
科
学
及
び
理
性
芸
術
な
る
二
つ
の
時
期
と
し
て
認
識
し
た
。
か
く
未
来
へ
の
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展
望
を
も
つ
と
い
う
こ
と
は
フ
ィ
ヒ
テ
の
哲
学
の
実
践
的
な
る
性
格
と
聯
関
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
然
し
な
が
ら

こ
の
場
合
、
未
来
は
、
歴
史
の
全
体
の
過
程
が
自
覚
の
モ
デ
ル
に
於
て
認
識
さ
れ
た
が
故
に
、
な
お
そ
れ
自
身
完

了
的
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
そ
れ
は
、
具
体
的
な
現
実
の
地
盤
の
上
に
於
て
で
な
く
却
っ
て
先
験
的
な

構
成
に
於
て
、
当
然
と
し
て
把
握
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
未
来
の
認
識
は
フ
ィ
ヒ
テ
に
於
て
当
為
の
認

識
で
あ
る
。
し
か
る
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
当
為
を
も
っ
て
抽
象
的
な
も
の
、
形
式
的
な
も
の
と
な
し
、
そ
れ
に
対
し
て

は
絶
え
ず
鋭
い
批
評
と
攻
撃
と
を
加
え
て
い
る
。
当
為
は
ひ
と
つ
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
、
そ
の
最
も
独
自
な
形
態
の
も

の
で
あ
る
に
せ
よ
、
畢
竟
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
外
な
ら
ぬ
。
こ
の
意
味
に
於
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
未
来
の
論
理
が
欠
け
て

い
る
と
い
う
こ
と
、
彼
が
現
在
に
、
精
神
が
既
に
自
己
み
ず
か
ら
に
到
達
し
た
段
階
と
見
做
さ
れ
た
現
在
に
、
留

ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
彼
の
哲
学
に
於
け
る
―
―
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
哲
学
に
於
て
も
ま
た
そ
う
で
あ
っ

た
―
―
現
実
に
対
す
る
根
源
的
な
る
衝
動
、
あ
ら
ゆ
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
排
斥
、
哲
学
を
も
っ
て
歴
史
を
超
越
す
る

も
の
と
し
て
で
な
く
却
っ
て
歴
史
そ
の
も
の
の
思
想
に
於
け
る
表
現
と
し
て
把
握
し
よ
う
と
す
る
彼
の
企
図
を
表

す
。
現
在
の
絶
対
化
と
い
う
こ
と
は
、
範
疇
を
歴
史
的
過
程
そ
の
も
の
か
ら
展
開
し
よ
う
と
い
う
、
彼
の
こ
の
衝

動
か
ら
出
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
は
そ
の
汎
神
論
的
流
出
論
的
傾
向
に
も
拘
ら
ず
、
驚
く

べ
く
現
実
的
で
あ
り
、
従
っ
て
実
に
分
析
的
で
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
普
通
に
は
形
而
上
学
者
の
部
類
に
入
れ
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ら
れ
て
い
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
彼
は
実
に
比
類
稀
な
る
分
析
家
で
あ
っ
た
。
然
し
な
が
ら
そ
れ
ら
の
凡
て
に
拘

ら
ず
、
二
人
の
思
想
家
の
制
限
は
制
限
と
し
て
承
認
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
繰
り
返
し
て
言
え
ば
、
彼
等
に
は
未
来

へ
の
展
望
が
な
い
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
彼
等
が
現
在
を
結
果
と
し
て
の
み
認
識
し
て
、
同
時
に
そ
れ
を
過
程
と

し
て
把
握
し
な
い
の
に
由
来
す
る
。
未
来
を
現
実
的
に
、
フ
ィ
ヒ
テ
に
於
て
の
如
く
そ
れ
を
単
に
当
為
と
し
て
で

な
く
、
認
識
す
る
た
め
に
は
、
現
在
を
弁
証
法
的
に
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
主

義
は
克
服
さ
れ
得
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
し
て
マ
ル
ク
ス
主
義
は
そ
れ
を
為
し
遂
げ
た
と
私
は
考
え
る
。
私
は
こ
の

こ
と
を
明
瞭
に
す
る
で
あ
ろ
う
。

＊　

H
egel, G

rundlinien der Philosophie des Rechts, Vorrede.

＊
＊　

A
ristoteles, Politica, B

.5.

三

先
ず
一
般
的
な
る
こ
と
を
記
し
て
お
こ
う
。
我
々
は
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
根
本
的
前
提
を
汎
神
論
に
於
て
見
た
。

そ
こ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
か
ら
の
解
放
の
た
め
に
は
第
一
に
こ
の
汎
神
論
的
前
提
の
除
去
が
成
就
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
の
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
宗
教
批
判
は
こ
の
仕
事
を
遂
行
し
得
た
と
信
ぜ
ら
れ
た
。
彼
は
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思
弁
哲
学
の
秘
密
を
神
学
に
於
て
発
見
し
、
そ
し
て
神
学
を
人
間
学
に
解
消
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
を
批

判
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
る
に
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
批
判
に
あ
た
っ
て
同
時
に
弁
証
法
そ
の
も
の
を
も
排
除
せ
ね
ば

な
ら
ぬ
と
考
え
た
。
弁
証
法
の
本
質
は
事
物
を
「
媒
介
性
」（Verm

ittelung

）
に
於
て
認
識
す
る
に
あ
る
。
フ
ォ

イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
媒
介
性
を
も
っ
て
単
に
観
念
的
な
る
も
の
と
見
做
し
て
、
そ
れ
に
あ
ら
ゆ
る
現
実
性
と
客
観

性
と
を
拒
否
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
現
実
的
な
る
も
の
は
た
だ
直
接
的
な
る
も
の
の
み
で
あ
り
、
客
観
的
な
る
真

理
は
ひ
と
り
「
直
接
性
」（U

nm
ittelbarkeit

）
に
於
け
る
認
識
ば
か
り
で
あ
る
。「
何
等
の
証
明
も
要
せ
ぬ
も
の
、

直
接
に
自
己
み
ず
か
ら
に
よ
っ
て
確
実
で
あ
り
、
直
接
に
自
己
の
た
め
に
語
り
且
つ
取
り
入
れ
、
直
接
に
、
そ
れ

が
あ
る
と
い
う
肯
定
を
、
伴
う
も
の
―
―
単
純
に
決
定
さ
れ
た
も
の
、
単
純
に
疑
わ
し
か
ら
ぬ
も
の
、
白
日
の
明

白
さ
あ
る
も
の
、
の
み
が
真
で
あ
り
ま
た
神
的
で
あ
る
。」「
一
切
は
媒
介
さ
れ
て
あ
る
、
と
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
は
云

う
。
し
か
し
或
る
も
の
は
た
だ
、
そ
れ
が
も
は
や
媒
介
さ
れ
た
も
の
で
な
く
て
、
却
っ
て
直
接
的
な
る
も
の
で
あ

る
と
き
、
真
な
の
で
あ
る
。」
か
く
述
べ
て
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
た
だ
ち
に
反
問
す
る
、「
自
己
を
媒
介
す
る
真

理
は
な
お
そ
れ
の
反
対
に
纏
わ
れ
た
真
理
で
あ
る
。
反
対
か
ら
始
め
ら
れ
る
、
そ
れ
は
し
か
し
そ
の
後
に
止
揚
さ

れ
る
。
と
こ
ろ
で
そ
れ
が
ひ
と
つ
の
止
揚
さ
る
べ
き
も
の
、
ひ
と
つ
の
否
定
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
何
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故
に
私
は
そ
れ
か
ら
始
む
べ
き
で
あ
っ
て
、
何
故
に
同
様
に
そ
れ
の
否
定
か
ら
始
む
べ
き
で
な
い
の
で
あ
る
か
。」＊

か
く
て
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
と
っ
て
は
媒
介
性
は
も
は
や
存
在
そ
の
も
の
の
弁
証
法
的
な
る
構
造
の
思
想
的
表

現
で
は
な
い
。
彼
に
あ
っ
て
は
そ
れ
は
直
接
に
明
白
な
る
思
惟
内
容
の
伝
達
（M

itteilung

）
の
た
め
の
形
式
的

な
手
段
に
ま
で
堕
し
終
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
こ
と
を
彼
の
『
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
批
判
』
の
中
で
全
く
明
瞭
に

語
っ
て
い
る＊
＊。
思
惟
は
、
そ
れ
が
自
己
活
動
で
あ
る
限
り
、
直
接
的
な
る
活
動
で
あ
る
。
証
明
は
他
の
者
に
対
す

る
思
想
の
媒
介
活
動
の
う
ち
に
そ
の
根
拠
を
有
す
る
に
過
ぎ
ぬ
。
私
が
或
る
こ
と
を
証
明
し
よ
う
と
す
る
と
き
、

私
は
そ
れ
を
他
の
者
に
対
し
て
証
明
す
る
の
で
あ
る
。
一
切
の
証
明
は
そ
れ
故
に
思
想
そ
の
も
の
に
於
け
る
ま
た

対
す
る
思
想
の
媒
介
で
は
な
く
、
却
っ
て
言
葉
を
も
っ
て
の
、
そ
れ
が
私
の
も
の
で
あ
る
限
り
の
思
惟
と
そ
れ
が

彼
の
も
の
で
あ
る
限
り
の
他
の
者
の
思
惟
と
の
間
の
媒
介
で
あ
る
。
証
明
の
諸
形
式
は
た
だ
伝
達
の
諸
形
式
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
媒
介
性
の
問
題
を
、
一
部
分
は
純
粋
に
論
理
的
に
、
形
式
的
に
、

一
部
分
は
直
接
的
な
直
観
、
感
性
に
訴
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
決
し
よ
う
と
す
る
。
彼
は
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
「
直

接
的
な
統
一
、
直
接
的
な
確
実
性
、
直
接
的
な
真
理
」
の
欠
け
て
い
る
こ
と
を
屡
々
非
難
す
る
。

＊　

G
rundsätze der Philosophie der Zukunft, II, 301.

＊
＊　

Zur K
ritik der H

egelschen Philosophie, II, 169-172.
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然
し
な
が
ら
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
斯
く
の
如
く
に
し
て
は
、
彼
み
ず
か
ら
の
希
望
し
た
よ
う
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル

主
義
を
克
服
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
な
ぜ
な
ら
彼
は
―
―
マ
ル
ク
ス
が
『
ド
イ
ッ
チ
ェ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
の

中
に
書
き
記
し
て
い
る
如
く
―
―
「
こ
の
感
性
的
世
界
が
何
等
直
接
に
永
遠
の
昔
か
ら
与
え
ら
れ
た
、
絶
え
ず
自

己
同
一
な
る
、
物
で
な
く
、
却
っ
て
そ
の
各
が
そ
れ
に
先
立
つ
も
の
の
肩
の
上
に
倚
り
か
か
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の

諸
世
代
の
生
産
物
で
あ
る
」、
と
い
う
こ
と
を
看
過
し
た
か
ら
で
あ
る
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
感
性
に
直
接
に

供
せ
ら
れ
る
現
実
の
世
界
も
た
だ
歴
史
的
発
展
の
過
程
に
於
て
生
成
し
た
も
の
で
あ
り
、
か
く
生
成
し
た
も
の
と

し
て
初
め
て
彼
の
直
接
的
な
る
感
性
に
這
入
っ
て
来
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
彼
は
存
在
の
歴
史
性
に
つ
い
て
は
何

事
も
知
ら
な
い
。
彼
は
現
実
を
そ
れ
の
生
成
の
道
に
於
て
、
ゲ
ネ
シ
ス
に
於
て
把
握
し
な
い
。
そ
し
て
弁
証
法
と

は
ま
さ
し
く
事
物
を
そ
れ
の
生
成
（W

erden

）
に
於
て
認
識
す
る
方
法
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
こ
の
弁
証
法
は
直

接
性
に
つ
い
て
は
何
事
も
知
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
恰
も
そ
の
反
対
で
あ
る
。
弁
証
法
は
た
だ
直
接
性
を
、
フ

ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
が
こ
れ
を
絶
対
化
す
る
の
に
反
し
て
、相
対
化
す
る
の
み
で
あ
る
。
即
ち
ヘ
ー
ゲ
ル
に
従
え
ば
、

存
在
の
弁
証
法
的
発
展
の
各
の
段
階
に
あ
っ
て
、
従
来
の
過
程
の
結
果
は
つ
ね
に
直
接
的
な
る
も
の
と
し
て
現
れ

る
。
例
え
ば
、
我
々
に
と
っ
て
我
々
の
現
在
の
社
会
形
態
は
直
接
的
な
る
明
証
に
於
て
与
え
ら
れ
て
お
り
、
し
か

も
そ
れ
が
一
層
複
雑
な
、
ヘ
ー
ゲ
ル
的
に
言
う
な
ら
ば
、
一
層
媒
介
さ
れ
た
形
態
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
そ
れ
だ
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け
一
層
直
接
的
に
明
証
的
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
直
接
性
は
、
ま
さ
に
そ
れ
が
発
展
の
結
果
の
担
う
と
こ

ろ
の
も
の
で
あ
る
の
故
を
も
っ
て
、
仮
象
で
あ
る
。
こ
の
直
接
性
は
、
こ
の
も
の
が
こ
の
直
接
性
と
な
る
た
め
に

過
程
に
於
て
そ
れ
を
通
し
て
進
展
し
て
来
た
と
こ
ろ
の
媒
介
の
諸
範
疇
が
な
お
認
識
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
意
味

す
る
。
然
し
な
が
ら
こ
の
仮
象
そ
の
も
の
は
存
在
の
一
の
必
然
的
な
る
客
観
的
な
る
形
態
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の

必
然
性
と
客
観
性
と
の
認
識
は
そ
の
も
の
を
存
在
の
必
然
的
な
る
仮
象
、
存
在
の
必
然
的
な
る
現
象
形
態
と
な
し

て
来
た
と
こ
ろ
の
媒
介
の
諸
範
疇
が
示
さ
れ
る
と
き
、
そ
れ
故
に
直
接
的
な
る
も
の
が
単
に
結
果
と
し
て
そ
の
直

接
性
に
於
て
把
握
さ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
同
時
に
過
程
の
一
契
機
と
し
て
そ
の
媒
介
性
に
於
て
把
握
さ
れ

る
と
き
、
可
能
で
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
は
右
の
関
係
を
正
し
く
理
解
し
た
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
彼
の
哲
学
は
「
現
代
」
―
―
そ
れ

は
最
初
に
そ
し
て
原
始
的
に
は
直
接
性
に
於
て
与
え
ら
れ
て
い
る
―
―
の
絶
対
化
、
従
っ
て
直
接
性
の
絶
対
化
を

も
っ
て
終
っ
て
い
る
。
彼
は
現
代
を
た
だ
結
果
と
し
て
の
み
観
察
し
て
過
程
と
し
て
観
察
し
な
い
。
我
々
は
こ
の

制
限
の
根
源
を
、
彼
に
於
て
は
意
識
が
存
在
の
モ
デ
ル
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
弁
証
法
が
自
覚
の
モ
デ
ル
に
従
っ

て
自
己
よ
り
出
て
自
己
に
還
る
と
こ
ろ
の
或
い
は
即
自
に
於
け
る
直
接
性
の
対
自
を
媒
介
と
し
て
即
自
対
自
に
於

け
る
絶
対
的
な
る
直
接
性
に
到
る
と
こ
ろ
の
完
結
的
な
る
過
程
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
と
聯
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関
し
て
彼
の
哲
学
的
態
度
が
根
本
的
に
観
想
的
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
、
の
う
ち
に
見
出
し
た
。
こ
の
制
限
が
除

か
れ
る
た
め
に
は
、
観
念
論
か
ら
唯
物
論
へ
の
、
観
想
か
ら
実
践
へ
の
、
転
換
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

マ
ル
ク
ス
主
義
は
か
か
る
転
換
を
為
し
遂
げ
た
。
実
践
的
な
る
唯
物
論
―
―
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
唯
物
論
は

観
想
的
で
あ
っ
た
た
め
直
接
性
を
絶
対
化
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
―
―
、
所
謂
戦
闘
的
唯
物
論
（der käm

pfende 

M
aterialism

us
）
に
し
て
初
め
て
能
く
現
代
を
単
に
結
果
と
し
て
の
み
な
ら
ず
ま
た
同
時
に
過
程
と
し
て
把
握
し

得
る
。
実
践
に
於
て
は
現
在
は
未
来
と
関
係
さ
せ
ら
れ
て
特
に
過
程
と
し
て
現
れ
る
。
し
か
る
に
過
程
が
過
程
と

し
て
批
判
的
に
認
識
さ
れ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
は
同
時
に
過
去
の
発
展
の
結
果
と
し
て
観
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

現
在
を
過
去
に
関
係
せ
し
め
る
の
は
特
に
優
越
な
る
意
味
に
於
け
る
観
想
で
あ
り
、理
論
的
態
度
が
そ
れ
で
あ
る
。

―
―
我
々
が
理
論
と
訳
す
る
言
葉
の
語
源
を
な
す
ギ
リ
シ
ア
語
のqew

riva 

は
根
源
的
に
は
観
る
と
い
う
こ
と
を

意
味
し
た
。
―
―
こ
の
よ
う
に
し
て
、
そ
の
う
ち
に
は
理
論
と
実
践
と
の
二
元
性
が
止
揚
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
態
度

に
と
っ
て
は
、
現
代
は
一
方
で
は
具
体
的
な
る
、
直
接
的
な
る
も
の
と
し
て
、
け
れ
ど
歴
史
の
過
程
の
結
果
と
し

て
、
従
っ
て
ゲ
ネ
シ
ス
に
於
て
、
そ
れ
の
直
接
性
の
根
柢
に
横
た
わ
る
凡
て
の
媒
介
性
を
通
じ
て
、
捕
え
ら
れ
、

そ
し
て
他
方
で
は
現
代
は
こ
の
も
の
を
越
え
て
ゆ
く
過
程
の
契
機
と
し
て
掴
ま
れ
る
。
我
々
は
既
に
屡
々
マ
ル
ク

ス
主
義
の
本
質
を
理
論
と
実
践
と
の
弁
証
法
的
統
一
に
於
て
見
た
。
現
在
の
直
接
性
に
対
す
る
批
判
的
な
る
態
度
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の
み
が
そ
れ
を
人
間
の
活
動
と
関
係
せ
し
め
得
る
。
現
在
の
含
む
と
こ
ろ
の
自
己
自
身
を
打
越
え
る
契
機
の
う
ち

に
人
間
の
実
践
的
批
判
的
活
動
、
革
命
的
な
る
実
践
の
現
実
の
地
盤
が
あ
る
。
そ
し
て
現
在
を
単
に
後
方
に
向
っ

て
ば
か
り
で
な
く
、
却
っ
て
ま
た
前
方
に
向
っ
て
一
の
過
程
に
転
化
す
る
と
こ
ろ
の
態
度
の
み
が
現
在
を
批
判
的

に
把
握
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
現
在
は
成
っ
た
も
の
と
し
て
そ
し
て
同
時
に
成
り
つ
つ
あ
る
も
の
と
し
て
理
解
さ

れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
矛
盾
の
理
解
は
理
論
と
実
践
と
を
弁
証
法
的
に
止
揚
す
る
立
場
に
於
て
初
め
て
可
能
で
あ

る
。
ま
さ
に
現
在
に
於
て
あ
ら
ゆ
る
対
象
性
に
於
け
る
過
程
的
な
る
も
の
は
全
く
具
体
的
に
充
実
さ
れ
て
い
る
。

な
ぜ
な
ら
現
在
は
過
程
の
結
果
と
出
発
点
と
の
統
一
を
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
恰
も
斯
く
の
如
き
も
の
と
し

て
、
現
在
は
最
も
具
体
的
な
る
も
の
、
最
も
現
実
的
な
る
も
の
で
あ
る
、
と
云
わ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
従
っ
て

現
実
的
な
る
も
の
、
具
体
的
な
る
も
の
の
認
識
が
単
な
る
観
想
的
、
理
論
的
態
度
に
よ
っ
て
は
不
可
能
で
あ
る
と

い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
理
論
と
実
践
と
の
弁
証
法
的
統
一
の
上
に
立
つ
哲
学
の
み
が
真
に
具
体
的
な
る

哲
学
で
あ
る
。
未
来
へ
の
展
望
を
含
む
か
否
か
が
学
問
の
現
実
性
の
基
準
で
あ
る
。
我
々
は
こ
の
こ
と
を
マ
ル
ク

ス
主
義
か
ら
学
ば
ね
ば
な
ら
ぬ
。　

―
―
（
一
九
二
八
・
四
）
―
―
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一
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二

社
会
科
学
の
予
備
概
念

序一
、
問
の
構
造

二
、
解
釈
学
的
現
象
学
の
基
礎
概
念

三
、
科
学
批
判
の
課
題

四
、
理
論 

歴
史 

政
策

五
、
有
機
体
説
と
弁
証
法

六
、
唯
物
論
と
そ
の
現
実
形
態



序

一
六
三

序

こ
こ
に
こ
の
形
態
で
刊
行
す
る
著
作
の
主
な
る
内
容
を
な
す
も
の
は
、
雑
誌
『
新
興
科
学
の
旗
の
も
と
に
』
の

中
に
掲
載
さ
れ
た
諸
論
文
で
あ
る
。
私
は
今
そ
れ
ら
の
諸
論
文
に
旧
稿
二
篇
を
先
立
た
せ
た
。
そ
し
て
こ
の
書
に

私
は
社
会
科
学
の
予
備
概
念
と
い
う
名
を
与
え
よ
う
と
思
う
。
二
重
の
理
由
が
私
を
し
て
か
く
の
如
く
命
名
さ
せ

る
の
で
あ
る
。
先
ず
私
は
こ
の
中
で
分
析
さ
れ
、
究
明
さ
れ
た
諸
概
念
が
社
会
的
歴
史
的
諸
科
学
の
研
究
を
志
望

す
る
人
々
に
対
し
て
何
等
か
の
予
備
と
し
て
役
立
ち
得
る
こ
と
を
期
待
す
る
。
私
は
従
来
の
認
識
論
の
諸
概
念
が

こ
の
種
の
諸
科
学
の
構
成
並
び
に
性
質
の
哲
学
的
解
明
に
対
し
て
無
能
力
な
る
こ
と
、
少
な
く
と
も
不
生
産
的
な

る
こ
と
を
感
ぜ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
ら
の
も
の
を
改
造
し
て
新
た
に
能
力
を
与
え
る
こ
と
、
若
く
は

そ
れ
ら
の
も
の
に
生
産
的
な
諸
概
念
を
置
き
換
え
る
こ
と
、
こ
の
企
て
に
対
す
る
若
干
の
結
果
が
こ
の
書
物
に
於

て
示
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
若
し
そ
れ
が
不
結
果
に
終
っ
て
い
る
に
し
て
も
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
善
き
意
志
だ

け
は
有
為
な
る
読
者
の
心
の
う
ち
に
根
を
お
ろ
し
て
、や
が
て
実
り
多
き
も
の
と
な
る
こ
と
を
私
は
願
っ
て
い
る
。

次
に
こ
の
著
作
は
し
か
し
誰
よ
り
も
私
自
身
に
と
っ
て
ま
こ
と
に
予
備
概
念
で
あ
る
。
今
や
私
は
方
法
論
の
領
域

か
ら
一
歩
を
、
し
か
も
巨
大
な
る
一
歩
を
踏
み
出
す
べ
き
と
き
で
あ
る
と
思
う
。
嘗
て
ロ
ッ
ツ
ェ
は
認
識
論
者
ま
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六
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た
は
方
法
論
者
を
批
評
し
、
決
し
て
截
ろ
う
と
は
欲
せ
ず
し
て
徒
ら
に
小
刀
を
磨
い
て
の
み
い
る
者
に
彼
等
を
譬

え
た
が
、
私
も
ま
た
恐
ら
く
彼
の
こ
の
比
喩
に
相
当
す
る
者
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
時
代
は
右
顧
左
眄
す
る
反
省

で
は
な
く
、
却
っ
て
勇
気
を
、
ま
さ
に
「
真
理
の
勇
気
」
を
要
求
す
る
。
私
は
大
胆
な
る
旅
に
、
む
し
ろ
果
敢
な

る
戦
に
の
ぼ
る
べ
き
場
合
と
な
っ
た
。
こ
れ
ま
で
の
仕
事
の
一
切
は
私
自
身
に
と
っ
て
も
悉
く
予
備
た
る
に
過
ぎ

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

千
九
百
二
十
九
年
三
月
七
日　

東
京
に
於
て
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五

問
の
構
造

一

あ
ら
ゆ
る
問
は
必
然
的
に
三
つ
の
契
機
を
含
ん
で
い
る
。

問
の
第
一
の
契
機
は
「
問
わ
れ
た
も
の
」
で
あ
る
。
例
え
ば
、
歴
史
は
客
観
性
を
有
す
る
か
、
と
い
う
問
に
あ

っ
て
は
、
歴
史
が
そ
れ
で
あ
る
。
問
わ
れ
た
も
の
、
こ
の
場
合
で
は
何
が
歴
史
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
問
の

視
野
の
う
ち
に
或
い
は
一
層
多
く
或
い
は
一
層
少
な
く
這
入
っ
て
来
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
む
し
ろ
そ
れ
が
何

で
あ
る
か
が
明
瞭
に
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
普
通
で
あ
る
。
問
わ
れ
た
も
の
は
誰
も
知
っ
て
お
り
、
何
人
も
理
解

し
て
い
る
、と
ひ
と
は
つ
ね
に
予
想
す
る
。
従
っ
て
み
ず
か
ら
も
ま
た
そ
の
も
の
に
つ
い
て
特
に
問
う
こ
と
な
く
、

問
い
直
す
こ
と
な
く
、
恰
も
そ
れ
が
彼
に
と
っ
て
自
明
な
も
の
、
熟
知
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
如
く
思
い
做
し
て
、

そ
れ
に
つ
い
て
論
議
す
る
。
自
己
が
何
に
関
し
て
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
を
み
ず
か
ら
知
ら
ず
し
て
、
し
か
も

雄
弁
に
議
論
し
得
る
と
い
う
笑
う
べ
き
現
象
は
か
く
し
て
生
れ
得
る
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
問
に
於
て
は
問
わ
れ

た
も
の
が
単
純
に
そ
の
も
の
と
し
て
問
わ
れ
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
そ
れ
が
何
物
か
と
し
て
問
わ
れ
る
。
問
に
は
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「
問
わ
れ
た
こ
と
」
が
あ
る
。
問
わ
れ
た
こ
と
に
於
て
問
わ
れ
た
も
の
は
つ
ね
に
何
物
か
と
し
て

0

0

0

問
わ
れ
る
。
前

の
例
を
用
い
る
な
ら
ば
、
我
々
は
一
般
に
歴
史
そ
の
も
の
に
つ
い
て
尋
ね
て
い
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
客
観
性
に

関
わ
る
限
り
に
於
け
る
歴
史
に
つ
い
て
問
う
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
限
り
に
於
け
る
歴
史
が
恰
も
問
わ
れ
た

こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
の
問
に
あ
っ
て
は
、
歴
史
は
そ
れ
が
抑
々
客
観
性
に
関
係
あ
る
も
の
と
し
て
決

め
ら
れ
て
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
問
わ
れ
た
も
の
は
問
わ
れ
た
こ
と
に
於
て
ア
ク
セ
ン
ト
を
附
け
ら
れ
、
ま

さ
し
く
そ
の
姿
に
於
て
問
の
中
に
現
れ
て
来
る
。
問
わ
れ
た
も
の
は
問
わ
れ
た
こ
と
と
し
て
初
め
て
、
問
の
視
野

に
於
て
見
ゆ
る
も
の
と
な
り
、顕
な
る
も
の
と
な
る
。
そ
れ
は
そ
れ
自
身
と
し
て
は
問
の
中
に
現
前
し
て
い
な
い
。

従
っ
て
普
通
ひ
と
が
問
わ
れ
た
こ
と
を
直
ち
に
問
わ
れ
た
も
の
と
同
一
視
し
て
い
る
の
は
最
も
自
然
な
こ
と
で
あ

ろ
う
。
問
に
於
け
る
第
三
の
も
の
は
「
問
の
観
点
」
で
あ
る
。
我
々
の
例
で
い
う
な
ら
ば
、
歴
史
が
そ
れ
を
目
当

て
と
し
て
問
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
、
即
ち
客
観
性
が
そ
れ
で
あ
る
。
問
は
単
純
に
問
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
い
つ

で
も
何
か
を
目
差
し
て
問
わ
れ
る
。
こ
の
問
の
観
点
に
於
て
問
わ
れ
た
こ
と
は
自
己
を
顕
に
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ

て
問
わ
れ
た
こ
と
は
何
物
か
「
と
し
て
」
の
性
格
を
得
て
来
る
。
問
の
観
点
は
、
如
何
に
問
わ
れ
た
も
の
そ
の
も

の
に
於
て
、
そ
れ
に
於
け
る
可
能
な
る
契
機
、
我
々
の
場
合
で
は
可
能
な
る
客
観
性
の
契
機
が
見
出
さ
れ
得
る
か
、

と
い
う
こ
と
に
対
す
る
根
源
で
あ
る
。
―
―
か
く
し
て
観
点
が
問
に
於
て
最
も
重
要
な
契
機
で
あ
る
こ
と
は
明
白
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と
な
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
右
に
述
べ
た
よ
う
に
、
問
わ
れ
た
も
の
は
問
わ
れ
た
こ
と
に
於
て
限
定
さ
れ
、
そ
し
て

問
わ
れ
た
こ
と
は
問
の
観
点
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
故
に
、
こ
の
二
段
の
限
定
の
過
程
に
於
て
最
後

の
限
定
根
拠
と
な
る
も
の
は
つ
ね
に
問
の
観
点
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
如
何
な
る
問
も
か
く
の
如
き
限
定
の
内
面

的
聯
関
を
自
己
の
う
ち
に
含
ん
で
い
る
。
そ
し
て
恰
も
そ
の
故
に
凡
て
の
問
は
悉
く
或
る
種
の
必
然
性

0

0

0

0

0

0

0

を
粧
う
こ

と
が
出
来
る
。
な
ぜ
か
な
ら
ば
、
ひ
と
た
び
観
点
が
定
ま
る
や
否
や
、
そ
れ
に
よ
っ
て
問
わ
れ
た
こ
と
は
必
然
的

に
限
定
さ
れ
、
そ
し
て
こ
の
も
の
に
於
て
問
わ
れ
た
も
の
は
ま
た
必
然
的
に
限
定
さ
れ
、
こ
の
よ
う
に
し
て
問
の

観
点
は
問
の
全
体
を
一
定
の
方
向
に
決
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
如
何
な
る
場
合
に
も
そ
れ
に
必
然
的
な
る
構
造

を
与
え
る
か
ら
で
あ
る
。

然
し
な
が
ら
、
問
の
有
す
る
こ
の
必
然
性
こ
そ
多
く
の
無
意
味
な
る
問
の
存
在
を
可
能
な
ら
し
め
る
も
の
で
あ

る
こ
と
は
特
に
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
我
々
の
明
ら
か
に
し
た
必
然
性
は
問
の
構
造
そ
の
も
の
の
有

す
る
形
式
的

0

0

0

な
必
然
性
で
あ
る
。
し
か
る
に
ひ
と
は
屡
々
こ
の
形
式
的
な
必
然
性
を
直
ち
に
実
質
的
な
必
然
性
の

如
く
思
い
誤
っ
て
い
る
。
む
し
ろ
彼
は
彼
の
問
が
い
つ
で
も
形
式
的
な
必
然
性
を
も
っ
て
い
る
の
に
欺
か
れ
て
、

そ
れ
が
果
た
し
て
実
質
的
な
必
然
性
を
有
す
る
か
否
か
を
吟
味
す
る
こ
と
を
怠
っ
て
い
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
そ

こ
に
虚
偽
と
錯
誤
と
の
可
能
性
は
存
在
す
る
。
し
か
ら
ば
問
に
於
け
る
実
質
的
な
必
然
性
と
は
何
を
謂
う
の
で
あ
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ろ
う
か
。
即
ち
問
わ
れ
た
も
の
と
問
の
観
点
と
の
内
面
的
連
絡
が
そ
れ
で
あ
る
。
問
に
於
て
は
観
点
と
問
わ
れ
た

も
の
と
の
関
係
が
偶
然
的
で
な
く
必
然
的
で
あ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
観
点
は
問
わ
れ
た
も
の
の
う
ち
か
ら
生

れ
、
問
わ
れ
た
も
の
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
て
い
る
が
如
き
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
我
々
は
な
に
よ
り
も
問

わ
れ
た
も
の
に
無
関
係
な
る
観
点
を
も
っ
て
そ
の
も
の
を
問
う
こ
と
を
慎
し
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
。
簡
単
に
言
え
ば
、

問
は
問
わ
れ
た
も
の
か
ら
0

0

問
わ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
も
し
観
点
の
選
び
方
に
し
て
誤
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
固
よ
り
こ

の
と
き
と
雖
も
問
は
そ
れ
自
身
と
し
て
必
然
性
を
具
え
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
こ
の
問
は
無
意
味
な
る
も
の
と
な

る
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
問
う
に
あ
た
っ
て
我
々
の
問
の
観
点
が
我
々
の
問
う
と
こ
ろ
の
も
の
と
内
面
的
な
関
係
を

有
す
る
か
否
か
を
絶
え
ず
顧
慮
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
用
意
は
我
々
に
必
然
的
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、

問
の
構
造
は
問
わ
れ
た
も
の
が
そ
れ
自
身
と
し
て
は
問
の
視
野
の
う
ち
に
顕
に
現
れ
ぬ
こ
と
を
必
然
的
な
ら
し
め

て
い
る
か
ら
、
従
っ
て
問
わ
れ
た
も
の
は
忽
せ
に
さ
れ
、
無
視
さ
れ
る
可
能
性
を
み
ず
か
ら
の
う
ち
に
必
然
的
に

含
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
無
意
味
な
る
問
を
避
け
る
た
め
に
は
、
我
々
は
問
わ
れ
た
も
の
と
交
わ
り
、
そ
れ
と

親
し
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
問
の
観
点
を
そ
の
も
の
に
於
て
養
い
、
そ
の
も
の
か
ら
導
い
て
来
る
こ
と
が
大
切
で
あ

る
。
あ
ら
ゆ
る
学
問
が
問
に
始
る
以
上
、
物
の
熟
知
は
真
の
学
問
の
条
件
で
あ
る
。
何
故
に
我
々
は
我
々
の
実
際

の
生
活
に
於
て
は
極
め
て
稀
に
し
か
無
意
味
な
る
問
に
出
会
わ
な
い
の
で
あ
る
か
。
誰
も
石
に
向
っ
て
君
は
パ
ン
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を
も
っ
て
い
る
か
と
問
わ
な
い
で
あ
ろ
う
。
ひ
と
は
石
そ
の
も
の
が
パ
ン
の
所
有
と
は
無
関
係
で
あ
る
こ
と
を
知

っ
て
い
る
。
彼
は
、
或
い
は
家
を
作
る
た
め
に
、
或
い
は
記
念
碑
を
建
て
る
た
め
に
、
石
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
石
の
存
在
を
そ
の
存
在
に
於
て
熟
知
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
物
の
熟
知
は
無
意
味
な
る
問
の
提
出
を
妨
げ

る
。
然
る
に
我
々
は
学
問
の
領
域
に
於
て
は
あ
ま
り
に
屡
々
無
意
味
な
る
問
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
何

等
か
特
殊
な
る
理
由
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
多
く
の
無
意
味
な
る
問
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
物
を
認
識
す

べ
き
学
問
が
物
に
つ
い
て
却
っ
て
無
知
で
あ
る
こ
と
を
告
白
す
る
も
の
で
あ
る
。
学
問
に
於
け
る
こ
の
物
の
無
知

は
何
等
か
特
殊
な
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
事
情
を
検
べ
る
た
め
に
私
は
問
と
類
縁
あ
る

問
題
0

0

の
構
造
を
研
究
し
て
み
よ
う
。

問
題
と
は
顕
に
さ
れ
た
問
で
あ
る
。
し
か
る
に
問
が
顕
に
な
る
の
は
そ
の
観
点
に
於
て
で
あ
っ
た
か
ら
、
問
題

に
あ
っ
て
は
こ
れ
が
特
に
顕
に
な
っ
て
い
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
こ
の
場
合
観
点
は
い
つ
も
定
か
な
る
形
を
具
え

て
い
る
。
問
題
に
於
て
観
点
が
明
確
に
形
成
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
形
成
作
用
に
い
わ
ゆ
る
立
場
0

0

が
与
っ
て
は

た
ら
い
て
い
る
が
た
め
で
あ
る
。
こ
の
と
き
観
点
を
規
定
す
る
も
の
は
立
場
で
あ
り
、
む
し
ろ
立
場
は
い
つ
で
も

観
点
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
。
観
点
は
問
題
に
あ
っ
て
は
た
だ
立
場
に
対
し
て
の
み
あ
り
、
そ
し
て
か
よ
う

に
し
て
問
題
そ
の
も
の
も
ま
た
た
だ
立
場
に
対
し
て
の
み
存
在
す
る
。Problem

 

の
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provblhma

（
文
字
通
り
の
訳
で
は Vorw

urf

）
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、問
題
は
ひ
と
つ
の “pro-”

或
い
は “vor-” 

の
契
機
を
そ
れ
自
身
に
於
て
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
我
々
の
言
葉
の
前0

提
、先0

入
主
見
な
ど
の
意
味
す
る
が
如
き
、

「
先
」
ま
た
は
「
前
」
の
性
格
を
担
っ
て
い
る
。
私
が
あ
ら
ゆ
る
問
題
は
立
場
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
の
は
こ
の

意
味
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
人
々
は
問
題
の
有
す
る
こ
の
性
質
に
気
附
か
な
い
。
そ
し
て
彼
等
は
プ
ラ
ト
ン
や
デ
カ

ル
ト
、
カ
ン
ト
な
ど
に
於
て
、
彼
等
自
身
の
研
究
に
役
立
つ
も
の
と
な
る
よ
う
に
細
工
さ
れ
得
べ
き
も
の
と
し
て

い
わ
ゆ
る
問
題
を
求
め
て
い
る
。
然
し
な
が
ら
一
定
の
問
題
は
た
だ
一
定
の
立
場
に
と
っ
て
の
み
存
在
す
る
。
こ

の
事
実
が
最
も
屡
々
見
逃
さ
れ
、
看
過
さ
れ
る
の
は
如
何
な
る
理
由
に
も
と
づ
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
最
も
根

本
的
な
る
理
由
に
つ
い
て
論
ず
る
の
は
後
に
ま
わ
し
て
、
今
そ
の
ひ
と
つ
の
理
由
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
立

場
が
伝
承
さ
れ
る
よ
り
も
問
題
は
一
層
多
く
伝
承
さ
れ
る
性
質
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
に
あ
る
。け
だ
し
立
場
は
、

そ
れ
が
立
場
と
し
て
自
覚
さ
れ
る
と
き
、
そ
れ
が
立
場
と
し
て
有
す
る
一
面
性
と
制
限
性
と
は
同
時
に
自
覚
さ
れ

る
こ
と
が
容
易
で
あ
る
。
立
場
は
こ
の
一
面
性
と
制
限
性
と
の
自
覚
と
共
に
捨
て
去
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
、
け
れ

ど
そ
の
立
場
の
形
造
っ
た
問
題
は
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
そ
の
後
に
も
な
お
生
存
を
続
け
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
な
ぜ

な
ら
そ
の
と
き
問
題
は
既
に
一
定
の
明
確
な
形
に
固
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
し
て
そ
れ
は
勿
論
そ
の
う
ち
に
立
場
を

宿
し
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
そ
れ
は
か
か
る
固
定
作
用
に
よ
っ
て
そ
の
本
来
の
立
場
か
ら
独
立
と
な
り
、
そ
れ
か
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ら
離
れ
て
浮
游
す
る
傾
向
を
得
て
、
そ
の
美
し
き
名
を
掲
げ
て
自
由
に
排
徊
す
る
に
到
り
得
る
か
ら
で
あ
る
。
か

く
て
問
題
は
次
第
に
そ
れ
自
身
と
し
て
人
々
に
熟
知
さ
れ
、
謂
わ
ば
通
言
葉
と
な
っ
て
、
お
の
ず
か
ら
自
明
性
を

伴
っ
て
来
る
。
こ
こ
に
い
わ
ゆ
る
永
遠
な
る
問
題
が
成
立
す
る
。
人
々
は
も
は
や
問
題
そ
の
も
の
に
つ
い
て
、
殊

に
そ
れ
の
由
来
に
つ
い
て
反
省
を
め
ぐ
ら
す
こ
と
な
く
、
た
だ
た
だ
問
題
を
論
ず
る
。
恰
も
そ
れ
は
永
遠
な
る
問

題
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。我
々
は
み
ず
か
ら
問
題
を
求
め
る
こ
と
を
も
は
や
必
要
と
し
な
い
。

我
々
は
そ
の
あ
ま
り
に
多
く
の
も
の
に
出
会
う
、
―
―
主
観
、
客
観
、
自
由
、
必
然
、
価
値
、
存
在
、
等
々
。
古

き
立
場
を
棄
て
た
と
公
言
す
る
者
が
な
お
か
つ
古
き
問
題
を
論
じ
て
み
ず
か
ら
怪
し
ま
な
い
と
い
う
不
思
議
な
現

象
は
、
問
題
の
有
す
る
右
の
性
質
か
ら
し
て
の
み
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
問
題
は
立
場
か

ら
游
離
す
る
性
質
を
具
え
て
い
る
。
固
よ
り
こ
の
問
題
が
展
開
さ
れ
る
に
際
し
て
は
、
そ
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い

た
立
場
は
お
の
ず
か
ら
現
れ
て
来
る
に
相
違
な
い
が
、
し
か
し
そ
の
と
き
ひ
と
は
こ
の
問
題
の
有
す
る
か
の
必
然

性
に
の
み
心
を
奪
わ
れ
て
、
こ
の
立
場
そ
の
も
の
に
は
も
は
や
気
附
か
な
い
。
実
際
、
問
題
は
す
ぐ
れ
て
必
然
性

を
も
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
問
の
構
造
の
聯
関
に
必
然
性
を
与
え
る
と
こ
ろ
の
観
点
は
、
顕
な
る
問
と
し
て
の

問
題
に
あ
っ
て
は
、
単
な
る
問
に
於
け
る
よ
り
も
一
層
明
確
に
形
作
ら
れ
て
い
る
が
故
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
問

題
に
於
て
、
問
の
有
す
る
こ
の
形
式
的
な
る
必
然
性
が
増
大
す
る
に
従
っ
て
、
問
の
観
点
に
必
然
的
に
伴
わ
れ
る
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危
険
性
は
ま
た
一
層
増
大
す
る
で
あ
ろ
う
。
す
べ
て
観
点
は
問
わ
れ
た
も
の
を
限
定
し
て
そ
れ
に
於
て
我
々
の
見

得
る
範
囲
を
局
限
す
る
。
観
点
が
明
確
に
固
定
さ
れ
て
そ
れ
が
明
ら
さ
ま
に
問
の
重
心
を
占
め
る
と
き
、
こ
の
限

定
と
局
限
と
は
ま
た
明
確
に
固
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
他
の
言
葉
を
用
い
る
な
ら
ば
、
問
わ
れ
た
も
の
に
対

す
る
接
近
の
通
路
は
問
題
と
共
に
確
定
し
て
与
え
ら
れ
る
。
観
点
は
問
わ
れ
た
も
の
を
そ
の
も
の
と
し
て
顧
み
る

こ
と
な
く
、
却
っ
て
た
だ
自
己
の
通
路
に
従
っ
て
そ
れ
に
向
っ
て
無
頓
着
に
は
た
ら
き
か
け
る
。
そ
れ
は
ひ
と
つ

の
暴
力
と
し
て
問
わ
れ
た
も
の
に
迫
り
来
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
観
点
は
問
わ
れ
た
も
の
を
故
意
に
挟
め
る
ば
か

り
で
な
く
、
ま
た
そ
れ
を
歪
め
、
曲
げ
、
そ
し
て
破
壊
す
る
に
到
る
。
問
は
斯
く
問
う
こ
と
が
問
わ
れ
た
も
の
に

対
し
て
い
っ
た
い
有
意
味
で
あ
る
か
否
か
を
尋
ね
る
こ
と
な
く
問
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
問
の
観
点
が
問
わ

れ
た
も
の
と
何
等
関
係
な
き
も
の
と
な
り
得
る
可
能
性
は
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

問
題
に
於
け
る
物
に
対
す
る
斯
く
の
如
き
無
視
は
、
問
題
が
顕
に
さ
れ
た
問
と
し
て
有
す
る
第
二
の
特
性
に
よ

っ
て
更
に
著
し
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
あ
ら
ゆ
る
問
は
答
に
向
う
衝
動
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
る
に
問
題
は
明
ら
さ

ま
に
答
を
欲
求
す
る
。
む
し
ろ
そ
れ
は
答
え
ら
る
べ
き
も
の
、
答
え
ら
れ
る
に
価
値
あ
る
も
の
と
し
て
た
て
ら
れ

た
問
で
あ
る
。
簡
単
に
言
え
ば
、
問
題
は
課
題
0

0

と
し
て
の
性
格
を
担
っ
て
い
る
。
ひ
と
は
絶
対
に
答
に
到
達
せ
ね

ば
な
ら
な
い
。
凡
て
は
答
に
集
中
さ
れ
る
。
こ
の
必
然
性
は
問
題
の
提
出
に
於
て
恰
も
問
わ
れ
た
も
の
を
歪
め
、



問
の
構
造

一
七
三

そ
れ
を
蔽
う
こ
と
と
な
る
。
ひ
と
は
ひ
た
す
ら
に
答
に
向
っ
て
驀
進
す
る
が
故
に
、
問
題
に
於
て
は
問
わ
れ
た
も

の
は
普
通
の
問
に
於
け
る
よ
り
も
一
層
少
な
く
吟
味
さ
れ
て
い
る
。
問
わ
れ
た
も
の
は
彼
の
立
場
よ
り
答
え
得
る

も
の
と
し
て
、
ま
た
は
答
え
得
る
限
り
に
於
て
問
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
そ
れ
自
体
に
於
て
彼
の
問
に
答

え
る
べ
き
も
の
で
あ
る
か
、
ま
た
は
答
え
得
る
も
の
で
あ
る
か
、
は
顧
慮
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、

そ
れ
が
つ
ね
に
答
を
も
た
ら
し
得
る
と
見
え
る
の
は
、
問
の
観
点
が
ひ
と
つ
の
強
制
力
と
し
て
は
た
ら
い
て
、
問

わ
れ
た
も
の
を
何
等
か
の
意
味
で
彼
の
問
に
答
え
得
る
も
の
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
限
定
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

二

か
く
て
問
題
は
そ
れ
に
於
て
如
何
に
物
が
問
わ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
そ
れ
自
身
ひ
と
つ
の
決
定
で
あ

る
。
物
へ
の
通
路
は
問
題
と
共
に
既
に
定
め
ら
れ
て
い
る
、
物
を
取
扱
う
方
法
は
そ
れ
と
共
に
既
に
決
め
ら
れ
て

い
る
。
一
定
の
限
界
が
あ
ら
か
じ
め
句
切
ら
れ
る
。
如
何
な
る
問
題
に
於
て
も
そ
れ
が
た
て
ら
れ
る
と
共
に
物
の

全
く
限
定
さ
れ
た
領
域
が
方
法
の
全
く
限
定
さ
れ
た
方
向
に
於
て
一
緒
に
受
け
容
れ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故

に
或
る
問
題
を
究
明
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
の
問
を
課
題
と
し
て
と
る
こ
と
、
即
ち
問
わ
れ
た
も
の
に
対
し

て
、
答
の
方
向
に
於
て
、
問
の
観
点
に
於
て
、
こ
の
問
題
そ
の
も
の
の
予
定
せ
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
自
己
を
決
定
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す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
問
題
が
問
題
と
し
て
そ
の
名
の
故
に
公
平
と
正
直
と
を
粧
い
な
が
ら
、
私

心
あ
る
も
の
、
下
心
あ
る
も
の
、
独
断
的
な
る
も
の
で
あ
り
、
更
に
一
般
に
無
意
味
な
る
も
の
で
あ
り
得
る
可
能

性
は
存
在
す
る
。
問
わ
れ
た
も
の
の
関
わ
り
知
ら
ぬ
こ
と
を
そ
の
も
の
に
向
っ
て
問
い
、
し
か
も
答
を
強
い
る
こ

と
は
無
意
味
で
あ
る
。
我
々
の
学
問
は
斯
く
の
如
き
無
意
味
な
る
問
題
を
あ
ま
り
に
多
く
も
っ
て
い
る
か
の
よ
う

に
見
え
る
。
学
問
上
の
問
題
の
研
究
が
物
の
無
知
を
誘
い
、
事
実
の
蔑
視
に
陥
り
易
き
傾
向
を
み
ず
か
ら
の
う
ち

に
十
分
に
具
え
て
い
る
こ
と
は
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
い
ま
我
々
は
こ
の
危
険
の
必
然
性
の
理
由
を
知
る
が
故

に
い
わ
ゆ
る
問
題
に
対
し
て
警
戒
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
し
か
る
に
こ
の
警
戒
は
問
題
が
伝
統
的
で
あ
れ
ば

あ
る
ほ
ど
一
層
必
要
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
場
合
、
一
方
で
は
か
か
る
問
題
に
対
す
る
答
は
何
人
か

に
よ
っ
て
既
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
が
普
通
で
あ
り
、
従
っ
て
ひ
と
が
彼
も
ま
た
そ
れ
を
問
題
と
す
る
以
上
、
こ

れ
ら
の
他
の
答
に
対
し
て
自
己
も
ま
た
ひ
と
つ
の
答
に
達
す
る
の
で
な
け
れ
ば
彼
の
仕
事
は
無
駄
で
あ
る
か
の
如

く
思
わ
れ
て
、
こ
こ
に
答
に
向
う
問
の
衝
動
は
ひ
と
つ
の
焦
心
と
な
り
お
の
ず
か
ら
物
の
無
視
を
惹
き
起
す
か
ら

で
あ
る
。
そ
し
て
他
方
で
は
答
に
対
す
る
問
の
焦
燥
は
ひ
と
を
し
て
問
の
観
点
を
選
ぶ
に
際
し
て
既
に
一
定
の
物

の
取
扱
い
方
或
い
は
答
の
仕
方
を
含
蓄
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
伝
統
的
な
観
点
、
従
っ
て
問
題
を
と
る
に
到
ら
し
め

る
の
が
通
例
で
あ
る
。
こ
の
と
き
問
題
を
論
ず
る
の
は
た
だ
逸
速
く
尤
も
ら
し
き
解
答
を
得
る
た
め
の
謂
わ
ば
方
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便
で
あ
っ
て
、
物
の
真
理
を
根
本
的
に
見
究
め
よ
う
と
す
る
心
か
ら
で
は
な
い
。
ひ
と
は
学
問
に
於
て
屡
々
み
ず

か
ら
知
ら
ず
し
て
こ
の
よ
う
な
不
誠
実
を
犯
し
て
い
る
。
我
々
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
或
る
問
題
の
解
決
に
到
達

す
る
こ
と
に
あ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
の
問
題
そ
の
も
の
を
理
解
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
こ
で
私
は
一
般
に
問
題

に
つ
い
て
な
お
立
入
っ
て
観
察
し
た
い
と
思
う
。

す
べ
て
問
題
は
立
場
に
対
し
て
の
み
存
在
す
る
問
で
あ
る
。そ
れ
の
観
点
は
立
場
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
。

私
は
い
ま
立
場
そ
の
も
の
の
構
造
を
仔
細
に
分
析
し
よ
う
と
は
し
な
い
け
れ
ど
も
、
た
だ
立
場
の
成
立
を
規
定
す

る
最
も
主
な
る
も
の
が
関
心
0

0

と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
だ
け
は
こ
こ
に
述
べ
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
然
る
に

問
題
に
於
て
観
点
を
固
定
す
る
も
の
は
立
場
で
あ
っ
た
か
ら
、
従
っ
て
問
題
の
観
点
を
限
定
す
る
も
の
は
根
本
的

に
は
関
心
で
あ
る
と
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
斯
く
の
如
く
語
る
な
ら
ば
他
の
者
は
、
関
心
と
は
個
人
の
体
験
、
主

観
の
意
識
で
あ
っ
て
、
客
観
に
対
立
し
て
そ
れ
と
は
関
わ
り
な
き
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
こ
れ
を
も
っ
て
客
観
的

な
る
べ
き
神
聖
な
学
問
上
の
立
場
も
し
く
は
問
題
の
規
定
根
拠
と
す
る
の
は
最
も
甚
し
き
冒
涜
で
あ
る
と
論
じ
て

反
対
す
る
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
関
心
は
主
観
的
な
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
ま
た
個
人
的
な
も
の
で
も
な
い
。
然
か

考
え
る
こ
と
は
凡
て
偏
見
に
過
ぎ
ぬ
。
単
に
自
己
に
好
ま
し
き
も
の
、
必
要
な
る
も
の
に
対
す
る
関
心
が
あ
る
ば

か
り
で
な
く
、
あ
ま
ね
く
通
用
す
べ
き
も
の
、
絶
対
に
承
認
さ
る
べ
き
も
の
に
対
す
る
関
心
が
あ
る
。
例
え
ば
確
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実
性
に
対
す
る
デ
カ
ル
ト
の
関
心
、
普
遍
妥
当
性
に
対
す
る
カ
ン
ト
及
び
カ
ン
ト
主
義
者
の
関
心
の
如
き
が
そ
れ

で
あ
る
。
い
な
本
来
を
言
え
ば
、関
心
は
お
よ
そ
立
場
の
生
に
於
け
る
地
盤
で
あ
る
。
一
切
の
人
間
的
な
る
も
の
、

人
間
精
神
の
表
現
と
制
作
と
は
、
二
重
の
仕
方
で
観
察
さ
れ
そ
し
て
認
識
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
ひ
と
つ
は
そ

れ
の
時
間
に
於
け
る
多
様
性
に
従
っ
て
、
他
は
そ
れ
の
生
に
於
け
る
根
源
に
従
っ
て
。
一
方
か
ら
見
れ
ば
、
各
の

も
の
は
此
処
彼
処
に
於
て
全
く
限
定
さ
れ
た
姿
を
と
れ
る
も
の
と
し
て
歴
史
の
産
物
で
あ
る
。
他
方
か
ら
見
る
な

ら
ば
、
そ
れ
は
人
間
の
存
在
の
ひ
と
つ
の
必
然
的
な
る
存
在
の
仕
方
の
う
ち
に
基
礎
を
も
つ
と
こ
ろ
の
人
間
性
の

顕
現
で
あ
る
。
一
層
深
く
考
え
る
な
ら
ば
、
生
は
そ
の
最
も
根
本
的
な
る
規
定
に
於
て
歴
史
的
で
あ
る
が
故
に
、

そ
れ
の
生
産
は
歴
史
で
あ
り
、
そ
し
て
か
か
る
歴
史
を
通
し
て
の
み
生
そ
の
も
の
は
自
己
を
表
現
す
る
。
生
は
歴

史
を hinw

eisen  【
指
示
】
し
、
歴
史
は
生
を zurückw

eisen 

【
却
下
・
突
き
返
す
】
す
る
。
学
問
上
の
立
場
は
斯
く
の

如
く
に
し
て
考
察
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
各
の
立
場
は
時
間
に
制
約
さ
れ
て
歴
史
的
で
あ
る
と
同
時
に
、
生
の

関
心
に
於
て
そ
の
根
拠
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
む
し
ろ
関
心
そ
の
も
の
が
歴
史
的
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
に
よ
っ

て
限
定
さ
れ
る
立
場
は
歴
史
的
で
あ
る
。
そ
れ
が
歴
史
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
主
観
的
、
個
人
的
で

あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
却
っ
て
ま
さ
に
そ
の
正
反
対
を
意
味
す
る
。
関
心
は
生
の
根
本
的
規
定
で
あ
る
。

そ
れ
は
単
に
心
理
的
な
も
の
、従
っ
て
抽
象
的
な
も
の
で
は
な
く
、却
っ
て
こ
の
具
体
的
な
る
人
間
の
存
在
の
「
存



問
の
構
造

一
七
七

在
の
仕
方
」
で
あ
る
。
人
間
は
一
般
に
関
心
す
る
と
い
う
仕
方
に
於
て
存
在
す
る
。
人
間
に
関
係
す
る
あ
ら
ゆ
る

存
在
は
関
心
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
。
関
心
は
関
心
と
し
て
見
る
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
に
於
て
存
在
は
見
ゆ

る
も
の
と
な
る
。
関
心
は
単
に
見
る
の
で
な
く
、
い
な
寧
ろ
つ
ね
に
見
廻
る
の
で
あ
る
。
関
心
す
る
こ
と
に
於
て

見
る
こ
と
は
見
廻
る
こ
と
で
あ
り
、
斯
く
見
廻
る
こ
と
の
各
の
過
程
に
於
て
一
定
の
存
在
の
領
域
が
関
心
す
べ
き

も
の
と
し
て
初
め
て
顕
に
な
る
。
そ
こ
に
存
在
の
現
実
性
が
成
立
す
る
。
す
べ
て
現
実
的
な
る
も
の
は
関
心
さ
れ

た
存
在
で
あ
り
、
関
心
に
於
て
限
定
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
一
定
の
存
在
の
存
在
性
を
知
ろ
う
と
す
る

者
は
、
そ
れ
が
そ
の
う
ち
に
立
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
関
心
を
理
解
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
存
在
の
解
釈
は
、
如
何
様

に
、
ま
た
如
何
な
る
仕
方
に
於
て
、
そ
れ
が
関
心
さ
れ
て
い
る
か
、
を
理
解
す
る
こ
と
を
仕
事
と
す
べ
き
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
存
在
の
存
在
性
の
認
識
へ
の
通
路
は
開
か
れ
る
こ
と
と
な
り
、
こ
の
と
き
存
在
そ
の
も
の
は
自
己

の
存
在
の
性
格
を
お
の
ず
か
ら
示
す
こ
と
と
な
ろ
う
。
即
ち
関
心
は
存
在
が
「
如
何
に
在
る
か
」
と
い
う
こ
と
の

根
源
で
あ
る
。
然
る
に
い
ま
生
の
地
盤
か
ら
止
揚
さ
れ
て
学
問
に
這
入
る
と
き
、関
心
は
そ
こ
に
於
て
存
在
が「
如

何
に
問
わ
れ
る
か
」
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
根
源
と
な
る
。
学
問
と
雖
も
人
間
の
ひ
と
つ
の
可
能
な
る
存
在
の
仕

方
で
あ
り
、
問
は
固
よ
り
生
の
ひ
と
つ
の
必
然
的
な
る
契
機
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
如
何
に
問
わ
れ
る

か
、
を
決
定
す
る
も
の
は
問
の
観
点
で
あ
り
、
問
題
に
於
て
観
点
を
決
定
す
る
も
の
は
立
場
で
あ
っ
た
。
立
場
は
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関
心
の
生
の
地
盤
か
ら
の
高
ま
り
で
あ
り
、
同
時
に
固
定
で
あ
り
、
ま
た
游
離
で
あ
る
。
斯
く
の
如
き
過
程
が
ど

の
よ
う
に
し
て
行
わ
れ
る
か
を
私
は
関
心
の
運
動
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
叙
述
し
よ
う
。
そ
し
て
そ
れ
に
よ

っ
て
同
時
に
問
題
そ
の
も
の
の
由
来
も
ま
た
我
々
に
語
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

あ
ら
ゆ
る
関
心
は
つ
ね
に
そ
れ
自
身
の
影
を
伴
う
。
そ
れ
は
一
切
の
も
の
に
於
て
自
己
を
反
射
0

0

す
る
。
関
心
に

於
て
関
心
さ
れ
た
も
の
、
例
え
ば
カ
ン
ト
主
義
者
の
場
合
で
は
普
遍
妥
当
性
、
は
ひ
と
つ
の
強
制
力
と
し
て
は
た

ら
き
、
す
べ
て
関
心
の
中
へ
這
入
っ
て
来
る
も
の
は
た
だ
そ
れ
の
み
か
ら
し
て
見
ら
れ
る
。
如
何
な
る
も
の
も
普

遍
妥
当
性
の
契
機
の
も
と
に
於
て
受
け
容
れ
ら
れ
、
こ
の
契
機
は
関
心
の
捉
え
来
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
上
に
反
射

す
る
の
で
あ
る
。
第
二
、
関
心
は
反
射
す
る
こ
と
か
ら
進
ん
で
設
計
0

0

す
る
に
到
る
。
関
心
は
そ
れ
に
於
て
関
心
さ

れ
た
も
の
の
見
地
か
ら
物
を
考
察
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
更
に
何
が
関
心
の
う
ち
に
持
ち
来
さ
れ
る
か
は
こ
の
も

の
の
見
地
か
ら
し
て
規
定
さ
れ
る
。
即
ち
関
心
は
自
己
の
関
心
し
得
る
も
の
の
み
を
自
己
に
引
寄
せ
、
か
く
て
そ

れ
は
自
己
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
作
製
す
る
に
到
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
お
の
ず
か
ら
な
る
衝
動
に
引
摺
ら
れ
て
自
己

が
関
心
す
べ
き
こ
と
の
予
定
の
計
画
を
設
計
す
る
こ
と
に
急
ぐ
の
で
あ
る
。
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
中
に
収
ま
ら
ぬ

も
の
は
関
心
さ
れ
る
に
価
値
な
き
も
の
と
し
て
無
関
心
の
う
ち
に
お
か
れ
る
か
、
も
し
く
は
排
斥
さ
れ
る
。
こ
の

よ
う
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
作
製
に
あ
た
っ
て
関
心
に
於
け
る
反
射
の
可
能
性
は
強
め
ら
れ
、
凡
て
は
そ
の
と
き
暴
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九

力
を
加
え
ら
れ
て
ひ
と
し
く
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
中
に
押
し
込
め
ら
れ
る
。
物
そ
の
も
の
は
も
は
や
審
理
さ
れ
な
い
、

Program
m

 
―
―
再
び
こ
の “pro-” 

を
注
意
せ
よ
―
―
の
遂
行
が
な
に
よ
り
も
の
関
心
事
な
の
で
あ
る
。
然
し
な

が
ら
関
心
が
斯
く
の
如
く
設
計
す
る
こ
と
は
必
然
的
で
あ
る
。
け
だ
し
そ
れ
に
よ
っ
て
関
心
は
自
己
を
形
造
る
こ

と
が
出
来
る
か
ら
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
関
心
は
自
己
の
存
在
の
可
能
性
を
作
り
出
し
得
る
か
ら
で
あ
る
。
ひ

と
た
び
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
出
来
上
る
や
否
や
、
関
心
は
も
は
や
不
安
で
あ
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
こ
の
と
き
彼
の
見

出
す
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
彼
の
関
心
し
得
る
も
の
で
あ
り
、
彼
に
よ
っ
て
満
足
さ
せ
ら
れ
得
る
も
の
の
み
で
あ
る
。

こ
こ
に
或
る
種
の
安
ら
か
さ
と
確
か
さ
と
が
あ
る
。
然
る
に
か
か
る
安
定
の
う
ち
に
自
己
の
存
在
の
可
能
性
を
作

り
出
す
と
同
時
に
、
不
安
を
本
性
と
す
る
関
心
は
自
己
の
独
立
性
を
維
持
す
る
こ
と
が
出
来
ず
し
て
、
却
っ
て
み

ず
か
ら
の
関
心
し
た
も
の
の
中
に
没
入
す
る
こ
と
と
な
る
。
関
心
は
自
己
の
不
安
を
征
服
す
る
た
め
に
プ
ロ
グ
ラ

ム
を
作
る
、
こ
の
征
服
が
終
る
と
き
関
心
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
中
に
埋
没
し
て
し
ま
う
。
関
心
が
埋
没
し
没
入
す
る

と
き
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
プ
ロ
ブ
レ
ム
即
ち
問
題
の
性
格
を
担
う
に
到
る
。
問
題
に
於
て
は
そ
れ
を
成
立
さ
せ
て
い

る
関
心
が
関
心
と
し
て
は
顕
で
な
い
。
人
々
が
問
題
の
含
む
「
先
」
も
し
く
は
「
前
」
の
契
機
に
気
附
か
な
い
の

は
こ
の
故
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
等
が
問
題
は
た
だ
立
場
に
対
し
て
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
最
も
屡
々
見
逃
す
の

も
ま
た
根
本
的
に
は
こ
れ
に
よ
る
の
で
あ
る
。
さ
て
第
三
に
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
出
来
上
る
と
同
時
に
他
の
ひ
と
つ
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の
著
し
い
現
象
が
現
れ
る
。
関
心
に
於
け
る
繋
縛
0

0

の
現
象
が
そ
れ
で
あ
る
。
関
心
は
関
心
す
る
こ
と
に
於
て
自
己

が
設
計
し
た
と
こ
ろ
の
も
の
に
今
は
み
ず
か
ら
引
寄
せ
ら
れ
、
引
摺
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
己
自
身
の
う

ち
に
繋
縛
さ
れ
る
。
彼
の
前
に
は
一
定
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
築
か
れ
て
い
る
。
彼
は
そ
れ
に
遮
ら
れ
て
自
由
に
自
己

の
通
路
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
ず
、そ
れ
に
拘
束
さ
れ
て
自
由
に
自
己
の
活
動
を
進
行
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。

む
し
ろ
彼
は
一
定
の
存
在
の
領
域
を
あ
ら
か
じ
め
自
己
の
考
察
の
限
界
外
に
推
し
遣
り
、
そ
し
て
退
い
て
自
己
の

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
中
に
立
籠
る
に
到
る
。
彼
を
縛
る
も
の
は
固
よ
り
彼
自
身
の
作
り
出
し
た
も
の
で
あ
る
、
従
っ
て

彼
は
繋
が
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
却
っ
て
自
己
の
エ
レ
メ
ン
ト
の
う
ち
に
あ
る
。
彼
の
繋
縛
は
彼
の
安
定
で
あ
る
。

そ
こ
に
関
心
に
於
け
る
第
四
の
現
象
が
生
れ
る
理
由
は
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
関
心
は
つ
ね
に
一
定
の
怠
慢
0

0

を
含
ん
で

い
る
。
如
何
な
る
関
心
も
関
心
と
し
て
何
も
の
か
を
忽
せ
に
す
る
。
こ
の
こ
と
た
る
、
単
に
偶
然
に
、
ま
た
単
に

外
面
的
に
起
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
怠
慢
の
向
う
と
こ
ろ
の
も
の
こ
そ
ま
さ
し
く
関
心
が
関
心
す
る
と
こ
ろ
の

も
の
で
あ
る
。
怠
慢
は
失
念
で
も
な
け
れ
ば
、見
落
し
で
も
な
い
。
関
心
は
関
心
す
る
こ
と
に
於
て
怠
慢
に
陥
る
、

或
い
は
怠
慢
は
そ
れ
自
身
ひ
と
つ
の
消
極
的
な
る
関
心
で
あ
る
。
関
心
は
関
心
さ
れ
た
も
の
に
関
し
て
何
物
か
を

除
外
す
る
こ
と
に
み
ず
か
ら
関
心
す
る
。
怠
慢
に
於
て
忽
せ
に
さ
れ
た
も
の
が
も
は
や
妨
害
と
な
ら
ぬ
よ
う
に
怠

慢
は
明
ら
さ
ま
に
そ
の
も
の
を
忽
せ
に
す
る
。
こ
の
こ
と
は
必
然
で
あ
る
、
な
ぜ
な
ら
斯
く
す
る
こ
と
に
よ
っ
て



問
の
構
造

一
八
一

初
め
て
関
心
は
自
己
の
存
在
の
確
か
さ
を
獲
得
し
得
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
己
の
生
存
の
衝
動
に
駆
ら
れ
て

関
心
す
べ
き
も
の
を
却
っ
て
忽
せ
に
し
、
む
し
ろ
、
こ
の
も
の
に
於
て
自
己
を
見
失
う
の
で
あ
る
。

も
し
右
の
観
察
に
し
て
誤
っ
て
い
な
い
な
ら
ば
、
関
心
、
従
っ
て
そ
れ
か
ら
生
れ
る
問
題
が
如
何
に
物
の
無
視

を
誘
致
す
る
か
は
明
白
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
と
共
に
我
々
が
何
処
か
ら
こ
の
弊
害
を
矯
正
す
べ
き

で
あ
る
か
も
暗
示
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
た
だ
手
当
り
次
第
に
問
題
を
非
難
し
、
放
擲
す
べ
き
で
は
な
い
。

我
々
は
問
題
の
由
来
、
即
ち
そ
れ
が
如
何
な
る
関
心
に
於
て
成
立
し
て
い
る
か
を
先
ず
理
解
し
、
解
釈
す
る
こ
と

を
も
っ
て
我
々
の
仕
事
を
始
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
然
る
に
関
心
の
運
動
の
過
程
に
於
て
問
題
を
問
題
た
ら
し
め
る
特

性
、
そ
れ
の “pro-” 

の
性
質
の
発
生
す
る
の
は
恰
も
関
心
が
設
計
を
企
て
る
と
き
で
あ
っ
た
。
こ
の
設
計
の
行
わ

れ
る
と
共
に
関
心
は
固
定
0

0

さ
れ
、
斯
く
固
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
は
立
場
に
変
じ
、
問
の
観
点
は
固
定
さ

れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
と
共
に
か
の
繋
縛
と
か
の
怠
慢
と
は
お
の
ず
か
ら
伴
わ
れ
る
。
物
そ
の
も
の
の
無
視
は

そ
こ
か
ら
必
然
的
に
結
果
す
る
。
物
を
知
ろ
う
と
す
る
者
は
関
心
が
忽
せ
に
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
関
心
せ
ね
ば

な
ら
な
い
。
彼
は
怠
慢
の
存
在
す
る
恰
も
そ
の
点
か
ら
心
配
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
何
よ
り
も
関
心

の
設
計
の
破
壊
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
と
き
問
の
観
点
は
固
定
か
ら
放
た
れ
て
動
的
と
な
り
、
問
題

は
謂
わ
ば
問
に
砕
か
れ
る
こ
と
と
な
る
。
学
問
的
な
る
粧
い
を
な
す
問
題
は
一
層
単
純
な
る
問
に
な
る
こ
と
に
よ
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っ
て
却
っ
て
一
層
学
問
的
と
な
り
得
る
。
け
だ
し
そ
れ
に
よ
っ
て
現
実
へ
の
自
由
な
る
接
近
は
可
能
と
な
り
、
そ

し
て
学
問
は
現
実
に
対
す
る
忠
実
を
根
本
の
態
度
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
問
題
は
問
に
砕
か
れ

た
。
然
し
な
が
ら
問
は
ま
た
そ
れ
自
身
何
等
か
の
意
味
に
於
て
関
心
に
よ
っ
て
問
わ
れ
、
そ
し
て
そ
れ
は
ま
た
そ

れ
自
身
何
等
か
の
仕
方
に
於
て
観
点
を
も
っ
て
問
わ
れ
る
。
従
っ
て
問
そ
の
も
の
と
雖
も
何
等
か
の
仕
方
に
於
て

関
心
の
反
射
を
伴
い
、何
等
か
の
意
味
に
於
て
観
点
の “pro-” 

の
性
質
を
含
む
こ
と
を
免
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。

関
心
は
一
般
に
問
の
根
源
で
あ
り
、
観
点
は
問
の
必
然
的
な
る
契
機
で
あ
る
。
何
等
の
先
入
主
見
も
な
き
問
は
そ

の
限
り
に
於
て
存
在
し
得
な
い
。
最
初
私
は
問
う
に
際
し
て
問
わ
れ
た
も
の
を
熟
知
す
べ
き
こ
と
を
要
求
し
た
。

然
る
に
物
を
知
る
に
は
こ
れ
を
問
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
問
う
た
め
に
は
既
に
観
点
を
採
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
故
に

何
等
の
前
提
も
な
く
し
て
物
の
知
識
に
近
づ
く
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
前
提
も
な
く
先
入
主
見
も
な
き
研
究
は

我
々
に
と
っ
て
は
畢
竟
ひ
と
つ
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
私
は
学
問
に
於
て
斯
く
の
如
き
ユ
ー

ト
ピ
ア
を
要
求
し
よ
う
と
は
思
わ
な
い
。
私
の
要
求
す
る
の
は
全
く
の
無
前
提
で
は
な
く
、
む
し
ろ
前
提
に
対
す

る
優
越
で
あ
る
。
即
ち
研
究
の
途
上
に
於
て
若
し
ひ
と
つ
の
事
柄
の
偏
見
で
あ
り
、
先
入
主
見
で
あ
る
こ
と
が
明

ら
か
に
な
る
や
否
や
、
容
赦
な
く
そ
れ
を
棄
て
去
る
勇
気
が
大
切
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
問
は
必
ず
問
い
直
さ
れ
ね

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ば
な
ら
ぬ

0

0

0

0

。
何
故
か
な
ら
ば
、
如
何
な
る
問
も
観
点
を
有
し
、
そ
し
て
こ
の
観
点
は
問
わ
れ
た
も
の
に
於
て
見
ゆ
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る
範
囲
を
必
然
的
に
限
定
す
る
か
ら
で
あ
る
。
ひ
と
つ
の
問
は
物
の
ひ
と
つ
の
方
面
を
顕
に
す
る
と
共
に
他
の
方

面
を
蔽
う
は
た
ら
き
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
存
在
の
一
定
の
領
域
を
解
放
す
る
と
同
時
に
そ
れ
の
他
の
一
定
の

領
域
を
圧
迫
す
る
矛
盾
の
性
質
の
所
有
者
で
あ
る
。
こ
の
矛
盾
は
ひ
と
つ
の
問
を
そ
れ
の
み
に
て
終
ら
し
め
ず
、

必
ず
他
の
問
に
移
り
行
か
し
め
る
根
源
で
あ
る
。
ひ
と
つ
の
問
は
自
己
の
必
然
的
な
る
制
限
を
超
越
す
る
た
め
に

必
然
的
に
他
の
問
に
向
っ
て
進
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
問
う
こ
と
は
問
い
直
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ

て
問
は
ひ
と
つ
の
動
的
な
る
過
程
と
な
る
。
問
は
そ
の
本
質
に
従
え
ば
運
動
0

0

で
あ
る
。
か
か
る
動
的
な
る
問
の
過

程
に
於
て
存
在
は
そ
れ
の
全
体
性
に
於
て
自
己
を
顕
現
す
る
。
問
の
運
動
は
存
在
の
聯
関
の
中
へ
徹
入
し
、
存
在

の
聯
関
は
問
の
運
動
の
中
に
帰
入
す
る
。
問
の
運
動
は
や
が
て
存
在
の
運
動
で
あ
る
。
問
は
す
な
わ
ち
存
在
そ
の

も
の
の
契
機
で
あ
る
。
斯
く
し
て
我
々
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
倣
っ
て
、
方
法
と
は
物
の
自
己
運
動
で
あ
る
、
と
言
い
得

る
で
あ
ろ
う
。
存
在
を
存
在
そ
の
も
の
か
ら
規
定
さ
れ
た
問
、
そ
れ
み
ず
か
ら
が
ま
た
存
在
そ
の
も
の
の
ひ
と
つ

の
可
能
性
で
あ
る
と
こ
ろ
の
問
に
於
て
問
う
こ
と
こ
そ
問
の
あ
る
べ
き
相
で
あ
る
。
問
は
斯
く
あ
る
た
め
に
動
的

で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
い
ま
は
問
題
に
対
す
る
我
々
の
非
難
が
、
最
も
根
本
的
に
は
何
に
も
と
づ

く
の
で
あ
る
か
も
お
の
ず
か
ら
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
如
何
な
る
問
題
に
於
て
も
そ
れ
の
観
点
か
ら
物
の
ひ
と

つ
の
方
面
が
明
ら
か
に
さ
れ
得
る
に
相
違
な
い
で
あ
ろ
う
。
然
し
な
が
ら
恰
も
そ
の
観
点
の
故
に
物
の
他
の
方
面
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が
隠
さ
れ
る
に
到
る
に
拘
ら
ず
、
問
題
は
つ
ね
に
そ
の
観
点
を
固
執
し
よ
う
と
す
る
。
観
点
が
問
題
に
於
て
固
定

さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
問
の
本
来
の
動
性
は
妨
げ
ら
れ
、
殺
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
我
々
の
非
難
す

る
も
の
は
ま
さ
し
く
こ
こ
に
横
た
わ
っ
て
い
る
。＊

＊　

パ
ス
カ
ル
は
『
パ
ン
セ
』
断
片
第
九
に
於
て
曰
う
、「
他
人
に
対
し
て
有
効
に
非
難
を
し
彼
が
誤
っ
て
い
る
こ
と

を
示
そ
う
と
欲
す
る
と
き
に
は
、
彼
が
如
何
な
る
側
か
ら
も
の
を
見
て
い
る
か
を
観
察
せ
ね
ば
な
ら
な
い
、
な
ぜ

な
ら
そ
れ
は
通
常
ま
さ
し
く
其
の
側
か
ら
は
真
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
で
彼
に
こ
の
真
理
を
正
当
に
認
め
て
や
ら
ね

ば
な
ら
な
い
、
が
し
か
し
そ
れ
が
偽
で
あ
る
側
は
こ
れ
を
彼
に
向
っ
て
顕
に
し
て
や
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
彼
は
そ

れ
で
満
足
す
る
。
な
ぜ
な
ら
彼
は
彼
が
間
違
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
見
、
そ
し
て
彼
が
た
だ
全
て
の
側
を
見
る

こ
と
に
欠
け
て
い
た
の
を
知
る
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
ひ
と
は
全
て
を
見
な
い
こ
と
を
気
ま
ず
く
思
わ
な
い
、

が
し
か
し
自
分
が
間
違
っ
て
い
た
こ
と
を
欲
し
な
い
。
そ
し
て
恐
ら
く
そ
れ
は
自
然
的
に
は
人
間
は
全
て
を
見
る

こ
と
が
出
来
な
い
と
い
う
こ
と
、
ま
た
自
然
的
に
は
人
間
は
彼
の
観
る
側
に
於
て
は
間
違
い
得
な
い
と
い
う
こ
と

に
由
来
す
る
。」

問
の
構
造
に
関
す
る
斯
く
の
如
き
考
察
は
お
の
ず
か
ら
我
々
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の ajporiva  

の
概
念
へ
導
く

で
あ
ろ
う
。
簡
単
に
言
え
ば
、
ア
ポ
リ
ア
は
問
題
の
分
析
で
あ
る
。
問
題
は
何
処
に
あ
り
、
如
何
に
取
扱
わ
る
べ
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き
で
あ
る
、
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
考
え
た
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
彼
の
哲
学
の
出
発
点
を uJpolhvy

eiV  

に
求
め
る

こ
と
を
つ
ね
と
し
た
。ヒ
ュ
ポ
レ
ー
プ
セ
イ
ス
と
は
先
行
の
思
想
家
、例
え
ば
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
、エ
ン
ペ
ド
ク
レ
ス
、

ア
ナ
ク
サ
ゴ
ラ
ス
や
プ
ラ
ト
ン
な
ど
の
意
見
、
そ
し
て
そ
れ
ら
に
影
響
さ
れ
て
同
時
代
の
人
々
の
間
に
謂
わ
ば
常

識
と
し
て
生
き
て
い
た
意
見
の
数
々
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
こ
れ
ら
の
意
見
を
一
々
吟
味
す
る
に
あ
た
っ

て
そ
の
各
の
含
む
若
く
は
そ
れ
ら
の
相
互
の
間
に
わ
だ
か
ま
る
単
に
論
理
的
な
る
矛
盾
ま
た
は
困
難
を
指
摘
す
る

こ
と
を
も
っ
て
満
足
し
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
彼
は
ひ
と
つ
の
意
見
或
い
は
見
方
を
展
開
し
進
展
せ
し
め
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
そ
れ
が
物
そ
の
も
の
に
於
て
通
路
を
遮
り
阻
ま
れ
て
前
進
す
る
こ
と
の
不
可
能
と
な
る
こ
と
が
な
い
か

を
究
め
よ
う
と
す
る
。 ajporiva  

と
は
方
法
が
存
在
を
通
ず
る
道
の
遮
断
さ
れ
阻
止
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

そ
れ
は
文
字
通
り
に
は U

nw
egsam

keit 
ま
た
は W

eglosigkeit 

の
謂
で
あ
る
。
こ
の
と
き
そ
の
意
見
は
物
そ
の

も
の
を
貫
徹
し
て
そ
れ
の
本
質
を
隈
な
く
表
現
し
て
い
な
い
の
故
を
も
っ
て
、
た
と
い
そ
れ
自
身
論
理
的
な
る
矛

盾
を
も
た
な
い
に
せ
よ
、物
そ
の
も
の
を
通
過
す
る
に
際
し
て
困
難
に
出
会
う
。こ
の
困
難
は
ひ
と
つ
の「
ほ
だ
し
」

（desmovV

）
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
見
は
こ
の
と
き
こ
の
ほ
だ
し
に
縛
ら
れ
て
前
へ
進
む
こ
と
が
出
来
な
い
。
即
ち

注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
思
想
に
対
す
る
ほ
だ
し
は
根
源
的
に
は
物
そ
の
も
の
に
於
て
あ
る
と

考
え
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
ア
ポ
リ
ア
を
論
ず
る
こ
と
が
ひ
と
つ
の
意
見
の
含
む
問
題
を
解
決
す
る
た
め
で
な
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い
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
そ
れ
は
そ
の
意
見
を
媒
介
と
し
て
、
存
在
に
於
て
そ
れ
の
契
機
を
顕
に
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。
ア
ポ
リ
ア
に
於
て
意
見
は
存
在
と
対
質
さ
せ
ら
れ
、
そ
れ
の
存
在
に
於
け
る
根
拠
は
検
覈

さ
れ
、
そ
し
て
こ
れ
と
の
乖
離
、
矛
盾
は
暴
露
さ
れ
る
。
然
し
な
が
ら
こ
れ
に
よ
っ
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
一
々

の
意
見
が
単
純
に
虚
偽
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
、
そ
れ
を
絶
対
的
に
拒
否
し
よ
う
と
欲
し
た
の
で
は
な
い

の
で
あ
る
。
彼
は
先
ず
各
の
ヒ
ュ
ポ
レ
ー
プ
シ
ス
が
そ
れ
自
身
必
然
性
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
認
め
た
。
蓋
し
一

つ
の
意
見
は
そ
の
う
ち
に
一
定
の
見
方
ま
た
は
見
地
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
っ
て
、「
斯
く
の
如
き
見
方
を
す
る

者
に
と
っ
て
は
」（ou{tw

 skopoumevnoiV

）、
或
い
は
「
斯
く
の
如
き
見
地
か
ら
は
」（ejk touvtw

n qew
rou:si

）、

ま
さ
し
く
そ
の
意
見
こ
そ
「
必
然
的
」（ajnavgkh

）
で
あ
る
。＊

其
の
見
方
を
と
り
、
其
の
見
地
に
立
つ
限
り
、
ひ

と
は
退の
っ
ぴ
き引

な
ら
ず
其
の
意
見
に
到
達
す
る
。
即
ち
こ
の
場
合
必
然
性
は
観
点
の
機
能
の
う
ち
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て

い
る
必
然
性
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
更
に
一
層
積
極
的
に
ヒ
ュ
ポ
レ
ー
プ
シ
ス
を
評
価
す
る
こ
と
を
知
っ

て
い
た
。
各
の
意
見
が
存
在
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
真
理
を
何
等
か
の
仕
方
で
現
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
彼
の

確
信
で
あ
っ
た
。
人
々
の
意
見
は
存
在
の
真
理
の
ひ
と
つ
の
可
能
性
も
し
く
は
契
機
で
あ
る
。
然
る
に
そ
れ
を
も

っ
て
唯
一
の
見
方
で
あ
り
従
っ
て
全
体
の
真
理
で
あ
る
と
見
做
す
と
き
彼
等
の
意
見
は
虚
偽
と
な
る
。
そ
れ
が
存

在
に
於
て
ア
ポ
リ
ア
に
会
し
、
矛
盾
と
乖
離
を
露
す
の
は
、
そ
れ
が
単
純
に
虚
偽
で
あ
る
た
め
で
は
な
く
、
却
っ
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て
そ
れ
が
部
分
的
抽
象
的
真
理
で
あ
っ
て
全
体
的
具
体
的
真
理
で
な
い
が
故
で
あ
る
。
全
体
的
な
る
具
体
的
な
る

真
理
を
た
ず
ね
る
者
は
こ
れ
ら
の
ヒ
ュ
ポ
レ
ー
プ
セ
イ
ス
に
於
け
る
真
理
の
契
機
を
綜
合
し
統
一
す
る
概
念
を

求
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
は
様
々
の
可
能
な
る
ヒ
ュ
ポ
レ
ー
プ
セ
イ
ス
に
つ
い
て
ア
ポ
リ
ア
の
遂
行
さ
れ

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
む
し
ろ
ひ
と
つ
の
ア
ポ
リ
ア
は
ひ
と
を
必
然
的
に
他
の
道
に
導
き
、
そ
し
て
そ
こ
に

於
て
彼
は
ま
た
他
の
ア
ポ
リ
ア
に
出
逢
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
ひ
と
つ
の
ア
ポ
リ
ア
か
ら
他
の
ア
ポ
リ
ア
へ
と

進
展
し
て
ゆ
く
過
程
、
即
ち diaporiva  

に
於
て
ア
ポ
リ
ア
は
真
に
方
法
的
な
る
意
義
を
獲
得
す
る
。 ajporiva  

は 
mevqodoV  

と
し
て
は diaporiva  
で
あ
る＊
＊。

デ
ィ
ア
ポ
リ
ア
に
於
て
存
在
の
諸
の
契
機
は
顕
に
な
り
、
こ
れ
を
綜
合

し
統
一
す
る
可
能
性
は
与
え
ら
れ
る
。
さ
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
か
か
る
綜
合
の
概
念
を
最
も
根
本
的
に
は
「
運

動
」（kivnhsiV  

）
に
於
て
見
出
し
得
る
と
信
じ
た
。
彼
は
学
問
の
研
究
を
も
そ
れ
自
身
ひ
と
つ
の
運
動
と
し
て
理

解
す
る
こ
と
を
欲
し
た
の
で
あ
っ
て
、
デ
ィ
ア
ポ
リ
ア
は
こ
の
運
動
の
ひ
と
つ
の
表
現
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。
ア
ポ
リ
ア
の
行
わ
れ
る
地
盤
は
ヒ
ュ
ポ
レ
ー
プ
セ
イ
ス
で
あ
っ
た
。
我
々
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
殆
ど
凡
て

の
書
に
於
て
ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
、
一
般
に
学
問
の
歴
史
と
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
の
叙
述
に
出
逢
う
の
は
偶
然
で
は
な

い
で
あ
ろ
う
。
単
に
興
味
あ
る
物
語
を
伝
え
る
た
め
に
、
自
己
の
博
識
に
媚
び
自
己
の
好
奇
心
を
満
足
さ
せ
る
た

め
に
、
彼
は
斯
く
の
如
き
叙
述
を
企
て
た
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
彼
は
歴
史
―
―
固
よ
り
本
来
の
意
味
に
於
け
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る
歴
史
的
意
識
は
ギ
リ
シ
ア
人
た
る
彼
に
欠
け
て
い
た
に
は
相
違
な
い
が
―
―
に
於
て
現
実
的
存
在
へ
の
通
路
0

0

は

与
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
し
て
そ
れ
に
於
て
存
在
の
真
理
は
そ
れ
の
諸
の
可
能
性

0

0

0

を
発
現
し
、
こ
の
よ
う
な
可
能
性

の
綜
合
的
統
一

0

0

0

0

0

に
於
て
具
体
的
な
る
真
理
は
存
在
す
る
、
と
い
う
こ
と
を
本
能
的
に
感
得
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
彼

の
こ
の
本
能
を
自
覚
に
ま
で
高
め
た
の
は
彼
の
最
も
偉
大
な
る
後
継
者
で
あ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
で
あ
っ
た
。
然
し
な
が

ら
か
か
る
哲
学
思
想
に
深
入
り
し
て
そ
れ
を
批
評
す
る
の
は
今
は
そ
の
場
所
で
な
い
。
一
層
謙
遜
な
る
目
的
を
も

っ
て
始
め
ら
れ
た
こ
の
研
究
は
、
私
は
そ
れ
を
再
び
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
引
く
こ
と
に
よ
っ
て
終
る
の
が
適
当
で

あ
ろ
う
と
思
う
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
拠
れ
ば
、
学
者
で
在
る
と
い
う
こ
と
は
存
在
に
対
し
て
二
つ
の
態
度
に
於

て
在
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
一
に
は ejpisthvmh tou: pravgmatoV 

を
有
す
る
こ
と
、
第
二
に
は
謂
わ
ば
或

る paideiva  

を
有
す
る
こ
と＊
＊
＊。

ひ
と
は
先
ず
彼
の
取
扱
う
も
の
に
つ
い
て
熟
知
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
次

に
彼
は
研
究
に
対
す
る
或
る
種
の
成
熟
を
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
成
熟
し
て
い
る
者
は
謂
わ
ば
本
能
的

に
正
し
き
取
扱
の
仕
方
を
用
い
る
こ
と
が
出
来
る
。
彼
は
他
の
人
が
何
物
か
に
つ
い
て
語
る
と
き
彼
が
果
た
し
て

其
の
物
に
つ
い
て
理
解
し
其
の
物
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
か
否
か
を
識
別
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
物
の
熟
知
と
取

扱
い
方
の
確
か
さ
と
は
ひ
と
り
の
人
間
が
真
の
学
者
で
あ
る
か
若
く
は
単
な
る
冗
舌
家
に
過
ぎ
な
い
か
を
判
断
す

る
標
準
で
あ
る
。
そ
し
て
恰
も
こ
の
二
つ
の
も
の
は
問
の
構
造
の
分
析
が
我
々
に
要
求
し
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
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る
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学
的
現
象
学
の
基
礎
概
念

一

現
象
と
い
う
言
葉
は
種
々
に
語
ら
れ
る
。
私
は
最
初
に
そ
の
最
も
根
源
的
な
る
意
味
を
規
定
し
て
お
こ
う
。

現
象
と
し
て
翻
訳
さ
れ
る
言
葉
の
ギ
リ
シ
ア
語
に
あ
た
る fainovmenon  

は faivnesqai  

と
い
う
動
詞
か
ら
来
て

お
り
、
こ
れ
は
み
ず
か
ら
を
顕
に
す
る
、
自
己
を
現
す
と
い
う
意
味
の
言
葉
で
あ
る
。
し
か
る
に
こ
の
動
詞
は 

faivnw  

の
メ
デ
ィ
ウ
ム
【m

edium
中
動
態
】
で
あ
っ
て
、
こ
の
も
の
は fw

:V  （
光
）
と
い
う
言
葉
と
語
根
の
上
の
つ

な
が
り
が
あ
り
、
根
本
的
に
は
、
明
る
み
に
出
す
、
光
に
持
ち
来
す
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
故
に
現
象
と
は
自

己
み
ず
か
ら
を
現
し
て
い
る
も
の
、
自
己
を
光
の
中
に
示
し
て
い
る
も
の
の
謂
で
あ
る
。
現
象
は
ま
こ
と
に
か
か

る
も
の
と
し
て
ま
た
見
ゆ
る
も
の
、
顕
な
る
も
の
で
あ
る
。
見
ゆ
る
も
の
と
は
存
在
の
如
何
な
る
概
念
で
あ
ろ
う

か
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
はD

e anim
a 

の
中
で
視
覚
に
つ
い
て
研
究
し
て
い
る
。
視
覚
に
這
入
っ
て
来
る
も
の
そ

の
も
の
は
何
で
あ
る
か
、
視
覚
に
於
て
出
会
う
も
の
は
如
何
な
る
性
格
の
も
の
で
あ
る
か
、
と
彼
は
尋
ね
て
い
る
。

見
る
こ
と
に
於
て
覚
知
さ
れ
る
も
の
は
見
ゆ
る
も
の
（oJratovn
）
で
あ
り
、
見
ゆ
る
も
の
は
更
に
主
と
し
て
色
と
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し
て
特
性
づ
け
ら
れ
る
。
色
と
は
自
体
に
於
て
見
ゆ
る
も
の
の
上
に
広
が
れ
る
も
の
で
あ
る
。
何
物
の
色
も
つ
ね

に
光
の
中
に
於
て
見
ら
れ
、
光
な
く
し
て
は
如
何
な
る
色
も
見
ら
れ
な
い
。
光
は
明
る
さ
の
現
実
態
（ejnevrgeia

）

で
あ
っ
て
、
明
る
さ
は
自
己
を
通
し
て
或
る
物
を
見
え
し
め
る
と
こ
ろ
の
も
の
、
物
の
色
は
そ
こ
に
於
て
謂
わ
ば

自
己
の
エ
レ
メ
ン
ト
の
う
ち
に
あ
る
。
明
る
さ
従
っ
て
ま
た
光
は
物
で
も
な
く
、
物
体
的
な
る
も
の
で
も
な
い
、

そ
れ
は
動
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
天
上
に
火
、
主
と
し
て
太
陽
が
現
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
火
の

現
在
は
ひ
と
を
し
て
見
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
、
ひ
と
は
火
そ
の
も
の
、
例
え
ば
太
陽
の
動
く
の
を
見
る
こ

と
が
出
来
る
、
し
か
し
光
も
し
く
は
明
る
さ
そ
の
も
の
は
火
で
は
な
い
、
そ
れ
は
運
動
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
。

む
し
ろ
明
る
さ
は
世
界
、
殊
に
天
上
の
世
界
の
在
り
方
で
あ
っ
て
、
簡
単
に
言
え
ば
、
日
中
で
あ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
ひ
と
は
見
る
こ
と
が
出
来
る
、
太
陽
は
動
い
て
い
る
、
そ
し
て
昼
で
在
る
。
こ
れ
が
光
に
関
し
て
そ
こ

に
現
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
光
に
関
し
て
他
の
こ
と
を
主
張
す
る
の
は
現
象
そ
の
も
の
を
捉
え
ず
し
て
、
却

っ
て
現
象
を
そ
れ
て
（para; ta; fainovmena

）、
即
ち
そ
こ
に
み
ず
か
ら
を
顕
に
し
て
い
る
も
の
の
た
だ
傍
ら
を

通
り
過
ぎ
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
光
は
物
の
色
の
見
ゆ
る
た
め
の
条
件
で
あ
る
。
見
ゆ
る
も
の
は

日
中
に
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
日
中
と
は
世
界
の
ひ
と
つ
の
存
在
の
仕
方
で
あ
る
。
見
ゆ
る
も
の
は
斯
く
の
如
き
条

件
に
制
約
さ
れ
て
あ
る
も
の
と
し
て
ま
た
そ
れ
自
身
存
在
の
ひ
と
つ
の
存
在
の
仕
方
の
概
念
で
あ
る
。
見
る
と
い
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う
こ
と
は
世
界
の
或
る
存
在
の
仕
方
の
条
件
の
も
と
に
立
っ
て
い
る
。
ひ
と
は
光
の
中
に
於
て
の
み
見
る
こ
と
が

出
来
る
。
し
か
る
に
視
覚
は
ま
た
そ
れ
自
身
特
殊
な
る
存
在
の
ひ
と
つ
の
存
在
の
仕
方
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は

「
世
界
に
於
け
る
存
在
」
即
ち
生
の
ひ
と
つ
の
存
在
の
仕
方
で
あ
っ
て
、
生
は
見
る
と
い
う
仕
方
に
於
て
彼
の
世

界
に
出
会
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
記
述
の
分
析
に
よ
っ
て
到
達
し
た
と
こ
ろ
の

我
々
に
と
っ
て
最
も
決
定
的
な
結
果
は
、
フ
ァ
イ
ノ
メ
ノ
ン
の
概
念
が
、
最
も
根
源
的
に
は
、
存
在
の
一
定
の
存

在
の
仕
方
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
存
在
の
存
在
の
仕
方

0

0

0

0

0

を
表
現
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
存

在
の
優
越
な
る

0

0

0

0

存
在
の
仕
方
で
あ
る
。
昼
と
明
る
さ
の
存
在
が
そ
れ
に
属
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
現
象
と
は
一

般
に
自
己
を
み
ず
か
ら
に
於
て
示
し
て
い
る
も
の
を
意
味
す
る
。＊

＊　

D
e anim

a B
. 7. 

凡
て
の
も
の
は
光
に
於
て
の
み
見
ゆ
る
も
の
で
あ
る
の
で
な
く
、
或
る
物
は
む
し
ろ
闇
の
中
に
於

て
こ
そ
初
め
て
見
ゆ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
固
よ
り
注
意
し
て
い
る
。
燐
光
を
発
す
る
も
の

の
如
き
が
そ
れ
で
あ
る
。
闇
も
ま
た
自
己
を
通
し
て
物
を
見
え
し
め
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
特
殊
の

も
の
で
あ
る
。
闇
は
明
る
さ
の
可
能
態
（duvnamiV
）
或
い
は
そ
れ
の
欠
乏
（stevrhsiV

）
で
あ
る
。
そ
れ
に
於
て

見
ゆ
る
も
の
は
本
来
の
色
で
な
い
。
我
々
は
こ
の
も
の
に
対
し
て
は
色
に
対
し
て
の
よ
う
に
積
極
的
な
名
を
も
た

ぬ
。
人
間
の
言
葉
は
謂
わ
ば
昼
の
言
葉
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
偶
然
で
な
い
で
あ
ろ
う
。
夜
の
も
の
も
闇
の
も
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の
も
在
る
、
し
か
し
我
々
は
そ
れ
を
消
極
的
、
否
定
的
に
し
か
表
現
し
得
な
い
。
そ
こ
に
フ
ァ
イ
ノ
メ
ノ
ン
の
優

越
な
る
意
味
は
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

現
象
の
こ
の
よ
う
な
概
念
が
如
何
に
原
理
的
な
も
の
で
あ
る
か
を
闡
明
す
る
た
め
に
、
こ
こ
に
そ
れ
の
他
の
概

念
を
想
い
起
す
の
は
無
駄
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
普
通
に
現
象
の
概
念
は
二
重
の
見
地
か
ら
用
い
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
論
理
的
に
は
互
い
に
区
別
さ
れ
得
る
、
け
れ
ど
実
際
に
は
屡
々
複
合
せ
る
二
つ
の
前
提
を
抱
き
込
ん
で
い

る
の
が
通
常
で
あ
る
。
現
象
の
語
を
語
る
と
き
人
々
は
、
一
方
で
は
、
み
ず
か
ら
は
現
象
で
あ
る
こ
と
な
く
、
そ

し
て
現
象
に
於
て
現
れ
る
或
る
も
の
を
前
提
し
、
他
方
で
は
、
そ
れ
に
対
し
て
現
象
が
現
れ
る
と
こ
ろ
の
、
そ
し

て
み
ず
か
ら
は
同
じ
意
味
で
は
現
象
で
あ
り
得
ぬ
或
る
も
の
を
予
想
し
て
い
る
。
別
の
言
葉
を
用
い
る
な
ら
ば
、

現
象
は
そ
れ
の
背
後
に
隠
れ
て
い
る
本
体
に
対
立
し
て
お
り
、
そ
し
て
か
よ
う
な
形
而
上
学
的
前
提
を
除
く
に
し

て
も
、
現
象
は
自
我
も
し
く
は
主
観
に
対
す
る
関
係
に
於
て
成
立
す
る
と
い
う
認
識
論
的
前
提
を
つ
ね
に
含
ん
で

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
現
象
は
、
第
一
に
は
或
る
も
の
の
現
象
（Erscheinung von etw

as

）
―
―
或
る
も

の
と
は
本
体
若
く
は
物
自
体
で
あ
る
―
―
、
第
二
に
は
或
る
も
の
に
対
す
る
現
象
（Erscheinung für etw

as

）
―

―
こ
の
場
合
或
る
も
の
と
は
自
我
も
し
く
は
主
観
で
あ
る
―
―
、
の
い
ず
れ
か
の
意
味
に
使
用
さ
れ
る
。
一
般
に

斯
く
の
如
き
形
而
上
学
的
或
い
は
認
識
論
的
立
場
に
立
つ
の
で
な
け
れ
ば
苟
く
も
現
象
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
無
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意
味
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
ま
た
不
可
能
で
あ
る
、
と
或
る
論
者
は
主
張
す
る
の
で
あ
る
。＊

然
し
な
が
ら
、
我
々

の
規
定
し
た
現
象
の
概
念
は
物
自
体
の
如
何
な
る
概
念
も
そ
し
て
主
観
の
如
何
な
る
概
念
も
予
想
し
て
い
な
い
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
理
論
的
構
成
の
此
方
に
あ
る
。
現
象
と
は
自
己
を
み
ず
か
ら
に
於
て
現
し
て
い
る
も

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
存
在
の
特
殊
な
る
存
在
の
仕
方
で
あ
る
。
如
何
に
し
て
か
か
る
概
念
は
い
わ
ゆ
る
本
体
の
概

念
を
混
え
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
尤
も
我
々
の
謂
う
現
象
も
一
定
の
条
件
、
例
え
ば
日
中
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を

条
件
と
し
て
在
る
に
相
違
な
い
。
し
か
し
こ
の
場
合
ひ
と
は
認
識
論
者
の
い
う
条
件
を
聯
想
し
て
は
な
ら
ぬ
。
昼

は
世
界
の
存
在
に
属
す
る
、
日
中
と
は
我
々
が
太
陽
の
現
在
と
し
て
表
現
す
る
世
界
の
存
在
の
仕
方
に
ほ
か
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。ま
た
ひ
と
は
視
覚
の
名
の
も
と
に
い
わ
ゆ
る
主
観
の
作
用
を
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

視
覚
は
生
即
ち
彼
の
世
界
の
中
に
在
る
と
い
う
優
越
な
る
存
在
の
仕
方
を
有
す
る
存
在
の
ひ
と
つ
の
存
在
の
仕
方

を
意
味
す
る
。
人
間
は
見
る
と
い
う
仕
方
に
よ
っ
て
世
界
に
交
わ
り
、
そ
し
て
そ
れ
を
所
有
す
る
。
現
象
は
見
ゆ

る
も
の
、
顕
な
る
も
の
と
し
て
「
そ
こ
に
あ
る
」
存
在
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
そ
こ
に
在
る
と
い
う
こ
と
は
主
観

に
対
し
て
そ
こ
に
在
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
却
っ
て
そ
こ
に
在
る
と
い
う
こ
と
は
存
在
そ
の
も
の
の
ひ
と
つ

の
根
本
的
な
る
性
格
で
あ
る
。

＊　

H
. R

ickert, D
ie M

ethode der Philosophie und das U
nm

ittelbare. Logos, X
II B

d.
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現
象
は
そ
こ
に
あ
る
存
在
、
即
ち D

asein 

で
あ
る
。
そ
れ
は
そ
こ
に
あ
る
存
在
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
の
存
在

は
我
々
の
研
究
に
よ
っ
て
初
め
て
論
定
さ
れ
る
こ
と
を
必
要
と
し
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
我
々
の
研
究
に
際
し
て

つ
ね
に
既
に
そ
こ
に
先
ず
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
か
か
る
も
の
と
し
て
現
象
は
存
在
の
可
能
な
る
研
究
を

出
発
す
る
地
盤
と
な
る
こ
と
が
出
来
る
。
我
々
は
学
問
を
始
め
る
に
あ
た
っ
て
な
に
よ
り
も
こ
の
よ
う
な
存
在
を

熟
知
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
我
々
は
考
え
る
前
に
い
ま
ひ
と
た
び
最
も
根
本
的
に
見
る
こ
と

を
学
ば
ね
ば
な
ら
ぬ
。
正
し
く
考
え
る
と
い
う
の
は
見
つ
つ
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。
現
象
は
み
ず
か
ら
に
於
て
明

る
み
に
在
る
も
の
、
従
っ
て
そ
れ
は
見
逃
さ
れ
る
こ
と
の
出
来
ぬ
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
そ
の
も
の
と
し
て
捉
え

ら
れ
る
こ
と
を
要
求
0

0

す
る
。
こ
の
要
求
は
そ
の
も
の
自
身
に
於
て
存
在
す
る
。＊

ひ
と
は
現
象
を
捉
え
ね
ば
な
ら
ぬ

（lhptevon ta; fainovmena

）、
ひ
と
は
自
己
み
ず
か
ら
を
示
し
て
い
る
も
の
を
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
自
己
み
ず
か

ら
を
示
し
て
い
る
も
の
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
従
え
ば
、
救
わ
れ
（sw

vzein

）
ね
ば
な
ら
ず
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言

葉
を
用
い
れ
ば
、
保
存
さ
れ
、
止
揚
さ
れ
（aufheben
）
ね
ば
な
ら
な
い
。
か
く
て
現
象
と
は
一
層
進
ん
だ
学
問

的
分
析
に
対
し
て
地
盤
と
な
る
べ
き
要
求
を
も
っ
て
自
己
を
み
ず
か
ら
に
於
て
現
し
て
い
る
も
の
の
謂
で
あ
る
。

存
在
を
学
問
に
於
て
捉
え
よ
う
と
す
る
者
は
、
先
ず
そ
れ
を
そ
の
も
の
自
身
に
於
て
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

存
在
が
何
処
よ
り
来
り
、
ま
た
何
故
に
あ
る
か
、
な
ど
と
い
う
こ
と
を
討
ね
よ
う
と
欲
す
る
者
は
、
そ
れ
が
そ
れ
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自
身
に
於
て
何
で
あ
る
か
を
先
ず
問
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
し
て
こ
そ
彼
の
欲
す
る
研
究
の
地
盤
は
作

ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
自
己
自
身
を
顕
に
せ
る
も
の
こ
そ
あ
ら
ゆ
る
考
察
の
出
発
点
で
あ
る
。

＊　

リ
ッ
プ
ス
も
対
象
の
要
求
（Forderung

）
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
が
、
我
々
の
意
味
す
る
も
の
が
そ
れ
と
異
な
る

こ
と
は
次
第
に
明
瞭
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、我
々
の
謂
う
存
在
は
対
象
（G

egenstand

）
で
は
な
く
、

最
初
に
そ
し
て
原
始
的
に
は
、
交
渉
的
存
在
（pragm

atisches Sein

）
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
つ
ね
に
記
憶
さ
れ
て

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。V

gl. Th. Lipps, Leitfaden der Psychologie. Zw
eite A

uflage, 1906.

二

現
象
学
に
於
け
る
第
一
の
基
礎
概
念
は
か
く
し
て D

asein 

で
あ
る
。
そ
れ
は
現
実
的
存
在
、
或
い
は
簡
単
に
、

存
在
0

0

で
あ
る
。
存
在
は
根
源
的
に
は
現
象
の
形
態
に
於
て
、
即
ち
自
己
み
ず
か
ら
を
示
し
て
い
る
も
の
、
そ
こ
に

あ
る
も
の
と
し
て
在
る
。
私
が
今
或
る
集
会
に
列
し
て
い
る
と
せ
よ
。
私
の
前
に
は
演
壇
が
あ
り
、
私
の
傍
に
は

他
の
人
達
が
い
る
。
そ
れ
ら
の
も
の
は
見
ゆ
る
も
の
で
あ
り
、
私
は
そ
れ
ら
の
も
の
を
見
る
。
そ
れ
ら
の
も
の
は

存
在
、
現
実
的
存
在
で
あ
る
。
斯
く
語
る
な
ら
ば
、
人
々
は
私
が
い
わ
ゆ
る
素
朴
実
在
論
の
立
場
に
立
っ
て
い
る

と
言
う
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
私
は
そ
の
よ
う
な
考
え
方
を
し
て
い
な
い
筈
で
あ
る
。
私
が
此
処
に
坐
っ
て
い
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一
九
七

る
と
き
、
私
は
私
の
前
、
私
の
周
囲
に
在
る
も
の
、
例
え
ば
机
が
い
わ
ゆ
る
実
在
で
あ
る
と
は
思
っ
て
い
な
い
。

机
は
た
だ
そ
こ
に
あ
る
、
そ
れ
は
み
ず
か
ら
を
顕
に
し
て
い
る
、
そ
れ
は
私
に
見
え
る
。
そ
の
限
り
に
於
て
そ
れ

は
実
在
と
呼
ば
れ
る
よ
り
も
む
し
ろ
現
象
と
名
づ
け
ら
れ
る
に
適
わ
し
い
性
格
を
担
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か

る
に
こ
の
よ
う
に
言
う
な
ら
ば
、
他
の
者
は
私
を
も
っ
て
認
識
論
上
の
摸
写
説
の
立
場
を
信
ず
る
者
と
し
て
非
難

す
る
か
も
知
れ
な
い
。
会
場
も
集
会
者
も
固
よ
り
私
に
見
ゆ
る
も
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
こ
の
事
実
は
私
の
心
の
外

に
そ
れ
ら
の
も
の
が
在
り
、
そ
し
て
私
に
見
ゆ
る
も
の
は
私
の
心
に
映
る
そ
れ
ら
の
も
の
の
影
で
あ
る
と
い
う
が

如
き
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
見
ゆ
る
も
の
と
は
、
心
の
影
で
あ
る
こ
と
を
い
う
の
で
は
な
く
、
却
っ
て
存
在
の
ひ

と
つ
の
存
在
の
仕
方
と
し
て
、
存
在
そ
の
も
の
に
属
す
る
性
格
を
指
す
の
で
あ
る
。
こ
の
机
は
如
何
に
も
見
ゆ
る

も
の
で
あ
る
、
そ
し
て
ま
こ
と
に
そ
れ
は
在
る
も
の
で
あ
る
。
私
は
此
処
に
お
り
、
人
々
を
其
処
に
見
る
。
私
は

こ
の
机
に
凭
り
か
か
り
、
そ
し
て
彼
等
に
話
し
か
け
る
。
こ
の
事
実
は
根
源
的
で
あ
っ
て
、
私
の
単
な
る
表
象
と

し
て
初
め
て
在
る
の
で
は
な
い
。
我
々
は
こ
の
根
源
的
な
る
事
実
を
現
実
的
存
在
と
呼
ぶ
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に

は
そ
れ
以
上
の
理
論
は
挟
ま
れ
て
い
な
い
筈
で
あ
る
。

第
二
の
基
礎
概
念
は Sein 

で
あ
る
。Sein 

と
は W

ie des D
aseins 

の
謂
で
あ
る
。
そ
れ
は
存
在
の
「
如
何
に
」

を
、
そ
れ
の
存
在
の
仕
方
を
、
簡
単
に
は
、
そ
れ
の
存
在
性

0

0

0

を
意
味
す
る
。
在
る
も
の
は
つ
ね
に
「
如
何
に
」
に
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於
て
あ
り
、
そ
れ
に
於
て
在
る
も
の
は
自
己
を
顕
に
す
る
。
私
は
私
の
周
囲
に
見
出
す
室
や
人
間
を
、
単
な
る
室
、

単
な
る
人
間
と
し
て
見
出
す
の
で
な
く
、
却
っ
て
特
に
会
場
、
特
に
来
会
者
と
し
て
見
出
す
の
で
あ
る
。
そ
こ
に

在
る
も
の
―
―
ド
イ
ツ
語
の sich vorfinden 

な
る
言
葉
は
こ
の
「
在
る
」
の
意
味
を
恐
ら
く
適
切
に
表
現
し
得

る
で
あ
ろ
う
―
―
は
、
謂
わ
ば
、
会
場
の
資
格
に
於
て
、
来
会
者
の
資
格
に
於
て
、
見
ゆ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
も
の
は
か
か
る
も
の
と
し
て

0

0

0

若
く
は
か
か
る
資
格
に
於
て

0

0

0

0

0

自
己
を
顕
に
す
る
。
存
在
が
そ
れ
の
存
在
性

に
於
て
自
己
を
顕
に
す
る
と
は
恰
も
こ
の
こ
と
で
あ
る
。
我
々
に
見
ゆ
る
存
在
は
一
般
に
無
限
定
な
る
存
在
で
は

な
く
、
つ
ね
に
何
物
か
と
し
て
、
或
い
は
何
物
か
の
見
地
に
於
て
限
定
さ
れ
て
在
る
。

現
象
学
に
於
け
る
第
三
の
基
礎
概
念
は Existenz 

で
あ
る
。Existenz 

と
は
ロ
ゴ
ス
に
於
け
る
存
在
、
我
々
は

そ
れ
を
概
念
的
存
在
ま
た
は
存
在
の
概
念
性

0

0

0

と
名
づ
け
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
現
象
は
自
己
み
ず
か
ら
を
示
し
て

い
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
る
べ
き
要
求
、
救
わ
る
べ
き
要
求
を
そ
れ
自
身
に
於
て
担
っ
て
い
る
。
現
実
的
存
在
の

こ
の
要
求
に
応
じ
て
そ
れ
を
把
握
し
、
そ
れ
を
止
揚
す
る
も
の
は
ま
さ
に
ロ
ゴ
ス
で
あ
る
。
か
か
る
ロ
ゴ
ス
は
一

体
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
単
純
に
論
理
的
な
も
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
ひ
と
は
こ
こ
に
謂
う
概
念

性
を
た
だ
ち
に
論
理
性
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
ロ
ゴ
ス
と
は
寧
ろ
人
間
の
存
在
の
最
も
根

本
的
な
存
在
の
仕
方
で
あ
る
。
彼
は
そ
の
具
体
的
な
存
在
に
於
て
ロ
ゴ
ス
を
も
っ
て
彼
の
世
界
と
交
渉
し
、
そ
し
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て
そ
こ
に
彼
の
存
在
の
優
越
性
は
あ
る
。
ギ
リ
シ
ア
人
は
人
間
を zw

:/on logistikovn  

と
し
て
定
義
し
た
。
そ
れ

に
よ
っ
て
彼
等
は
、
普
通
ひ
と
び
と
の
言
う
如
く
、
人
間
は
理
性
的
或
い
は
合
理
的
存
在
者
で
あ
る
、
と
解
釈

し
よ
う
と
欲
し
た
の
で
な
い
。
彼
等
の
意
味
に
於
て
ロ
ゴ
ス
は
根
源
的
に
は
語
る
と
い
う
こ
と
、
従
っ
て
ま
た
語

ら
れ
た
も
の
を
謂
う
。
人
間
は
優
れ
て
言
葉
を
有
す
る
存
在
で
あ
る
。
人
間
は
言
葉
を
も
っ
て
単
に
思
弁
す
る
ば

か
り
で
な
く
、
彼
の
実
践
も
彼
の
制
作
も
語
る
者
と
し
て
の
彼
の
存
在
の
仕
方
の
う
ち
に
基
礎
づ
け
ら
れ
、
性
格

づ
け
ら
れ
て
い
る
。
ロ
ゴ
ス
に
と
っ
て
最
も
固
有
な
機
能
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
拠
れ
ば
、
存
在
を
顕
に
す
る

（ajpofaivnesqai

）
に
あ
る
。
一
層
精
密
に
言
え
ば
、
そ
れ
は
現
実
的
な
存
在
を
存
在
そ
の
も
の
か
ら
0

0

示
す
と
い

う
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
に
於
て
物
は
そ
れ
自
身
か
ら
語
ら
し
め
ら
れ
る
。
在
る
も
の
は
語
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て

顕
に
さ
れ
、
そ
し
て
そ
れ
と
同
時
に
固
定
さ
れ
、
か
く
固
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
象
性
か
ら
脱
却
せ
し
め
ら

れ
て
救
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
と
こ
ろ
で
ロ
ゴ
ス
は
原
理
的
に
三
つ
の
契
機
を
も
っ
て
い
る
。
一
、語
る
者
。
二
、

そ
れ
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
も
の
。
三
、
聞
く
人
。
こ
れ
ら
三
つ
の
契
機
は
外
面
的
に
結
合
し
て
い
る
の
で
な
く
、

却
っ
て
人
間
の
存
在
の
根
本
的
規
定
に
よ
っ
て
そ
の
結
合
は
必
然
的
で
あ
る
。
人
間
は
世
界
の
中
に
他
の
人
間
と

共
に
あ
る
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
語
る
こ
と
は
、
世
界
に
つ
い
て
他
の
人
間
に
向
っ
て
語
る
こ
と
で
あ
ら
ね

ば
な
ら
な
い
。
ひ
と
は
先
ず
彼
の
世
界
の
う
ち
に
あ
り
、
そ
し
て
見
、
そ
し
て
語
る
。
世
界
が
フ
ァ
イ
ノ
メ
ノ
ン
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即
ち
自
己
み
ず
か
ら
を
示
し
て
い
る
も
の
の
性
格
に
於
て
見
ゆ
る
も
の
と
し
て
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
ロ
ゴ
ス

の
条
件
で
あ
る
。
存
在
は
恰
も
そ
れ
の D

a 

の
性
格
の
故
に
ロ
ゴ
ス
に
対
し
て
基
体
（uJpokeivmenon

）
で
あ
る
こ

と
が
出
来
る
。
ロ
ゴ
ス
の
向
う
と
こ
ろ
の
終
は
聞
き
手
で
あ
る
。
語
る
と
い
う
こ
と
は
聞
く
人
に
対
し
て
、
従
っ

て
い
わ
ゆ
る
世
間
に
向
っ
て
語
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ロ
ゴ
ス
は
そ
れ
の
具
体
性
に
於
て
つ
ね
に

伝
達
的
で
あ
る
。
語
る
と
い
う
こ
と
が
存
在
を
顕
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
は
他
の
人
に
伝
え
る
こ
と

で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
存
在
は
そ
れ
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
と
と
も
に
語
る
者
と
聞
く
人
と
の
共
同
の
所
有
と
な

る
。
私
は
私
の
前
に
横
た
わ
る
物
を
「
あ
れ
は
演
壇
で
あ
る
」
と
語
る
。
か
く
語
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
其
の
物

は
そ
れ
の
存
在
に
於
て
顕
に
さ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
其
の
物
は
単
に
私
の
も
の
で
も
な
く
、
単
に
彼
の
も

の
で
も
な
く
、
却
っ
て
我
々
の
共
同
に
所
有
す
る
ひ
と
つ
の
世
界
、
謂
わ
ば
ひ
と
つ
の
客
観
的
な
る
世
界
に
這
入

っ
て
来
る
。
伝
達
す
る
（m

itteilen

）
と
い
う
こ
と
は
共
に
分
有
す
る
（m

it-teilen

）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ロ

ゴ
ス
は
人
間
を
し
て
世
界
を
相
互
い
に
そ
こ
に
も
つ
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
、
そ
し
て
そ
こ
に
初
め
て
人
間
の
最

も
根
源
的
な
社
会
性
は
成
立
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
ま
さ
に
こ
の
こ
と
が
言
葉
を
有
す
る
人
間
の
生
の
根
本
的
な

る
存
在
の
仕
方
で
あ
る
。
ロ
ゴ
ス
は
動
き
漂
う
現
象
を
固
定
し
、
静
止
せ
し
め
る
の
み
な
ら
ず
、
現
象
は
ロ
ゴ
ス

に
於
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
公
共
性

0

0

0

（Ö
ffentlichkeit

）
を
贏
ち
得
る
に
到
る
。
そ
し
て
存
在
の
「
そ
こ
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に
あ
る
」
と
い
う
性
格
は
そ
れ
が
公
共
的
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
完
全
に
救
わ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
現
象
の
か

の
要
求
を
最
も
よ
く
満
足
さ
せ
る
も
の
が
ロ
ゴ
ス
で
あ
る
と
こ
ろ
の
理
由
は
主
と
し
て
こ
こ
に
あ
る
の
で
あ
る
。

存
在
は
か
く
の
如
く
に
し
て
公
共
的
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
得
る
も
の
と
な
る
。
理
解
は
存
在
の
公
共

性
に
於
て
成
立
す
る
。
か
く
て
概
念
性
に
於
け
る
存
在
は
理
解
性

0

0

0

（Verständlichkeit

）
に
於
け
る
存
在
を
意
味

す
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
も
と
よ
り
存
在
を
顕
に
す
る
ロ
ゴ
ス
は
ま
た
そ
れ
自
身
と
し
て
特
殊
な
存
在
の
仕
方
を
も

っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。こ
の
よ
う
な
ロ
ゴ
ス
は
そ
の
存
在
性
に
於
て
統
一
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

統
一
と
し
て
の
ロ
ゴ
ス
に
し
て
初
め
て
よ
く
現
象
を
固
定
し
、
止
揚
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
は
言
う
ま
で
も

な
く
部
分
を
も
っ
て
い
る
が
、
―
―
単
な
る
名
の
如
き
も
の
で
な
く
却
っ
て
文
章
と
し
て
現
さ
れ
る
が
如
き
構
造

を
み
ず
か
ら
の
う
ち
に
具
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
―
―
し
か
し
そ
れ
が
統
一
で
あ
る
限
り
に
於
て
の
み

ロ
ゴ
ス
は
存
在
す
る
も
の
を
統
一
的
な
も
の
と
し
て
示
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
ロ
ゴ
ス
の
統
一
は
物
を
顕
に
す

る
こ
と
、
理
解
さ
れ
得
る
も
の
と
す
る
こ
と
、
即
ち
意
味
す
る
こ
と
の
統
一
的
な
る
機
能
の
う
ち
に
生
き
て
い
る
。

か
よ
う
に
し
て
存
在
の
三
つ
の
概
念
は
、
そ
れ
の
発
生
に
従
っ
て
、
順
次
に
記
述
さ
れ
て
来
た
。
然
し
な
が
ら

こ
れ
ら
の
概
念
の
ゲ
ネ
シ
ス
の
順
序
は
そ
の
本
質
に
従
っ
て
の
順
序
で
な
い
の
で
あ
る
。
本
質
の
順
序
に
於
て
最

初
の
も
の
は
恰
も
ロ
ゴ
ス
で
あ
る
。
ロ
ゴ
ス
は
先
ず D

asein 

と
最
も
根
本
的
な
聯
関
に
立
っ
て
い
る
。
ロ
ゴ
ス
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の
存
在
は
最
も
根
源
的
に
は
そ
れ
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
も
の
が
そ
こ
に
在
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
存
在
す
る
。
そ
れ

が
語
る
と
い
う
こ
と
の
ま
さ
に
原
始
的
な
意
味
で
あ
る
か
ら
、
斯
く
の
如
き
場
合
に
は
、
本
来
の
ロ
ゴ
ス
は
単
一

な
も
の
で
あ
り
得
ぬ
に
拘
ら
ず
、
単
な
る
語
も
ま
た
よ
く
ロ
ゴ
ス
の
本
質
を
十
分
に
発
揮
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

例
え
ば
、「
こ
の
室
に
い
る
の
は
誰
か
」
と
い
う
問
に
対
し
て
、「
私
の
友
達
」
と
答
え
る
場
合
の
如
き
が
そ
れ
で

あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
ロ
ゴ
ス
の
有
す
る
構
造
と
統
一
は
、
あ
ら
ゆ
る
言
語
的
な
表
現
の
形
式
の
前
に
、
そ
れ
の

存
在
に
対
す
る
本
質
的
な
存
在
論
的
な
る
関
係
、
存
在
を
顕
に
す
る
と
い
う
関
係
そ
の
も
の
の
中
に
横
た
わ
っ
て

い
る
こ
と
を
知
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
存
在
は
勿
論
現
実
的
存
在
の
謂
で
あ
る
。
そ
れ
は
そ
こ
に
在
る
も

の
、
そ
し
て
一
般
に
見
ゆ
る
も
の
の
性
格
を
担
っ
て
い
る
。
し
か
る
に
見
る
と
い
う
こ
と
は
知
覚
の
ひ
と
つ
で
あ

り
、
そ
し
て
知
覚
は
人
間
が
世
界
と
交
渉
す
る
種
々
な
る
仕
方
の
う
ち
最
も
単
純
な
仕
方
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て

い
る
。
知
覚
は
一
般
に
識
別
性
を
有
す
る
。
物
は
知
覚
に
於
て
共
に
在
る
他
の
物
か
ら
区
別
さ
れ
て
在
る
。
ひ
と

は
そ
こ
に
在
る
物
に
於
て
そ
こ
に
在
る
が
ま
ま
の
区
別
を
識
別
す
る
。
そ
こ
に
在
る
も
の
と
し
て
我
々
が
見
出
す

こ
と
と
共
に
我
々
は
そ
れ
に
於
け
る
区
別
を
直
接
に
見
出
す
、
或
い
は
自
己
を
現
し
て
い
る
も
の
は
そ
の
も
の
と

し
て
み
ず
か
ら
に
於
て
区
別
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
区
別
さ
れ
た
も
の
は
区
別
さ
れ
た
も
の
と
し
て

根
源
的
な
る
仕
方
に
於
て
統
一
的
に
知
覚
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
区
別
す
る
知
覚
が
根
源
的
で
あ
る
な
ら
ば
統
一
す
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る
知
覚
も
ま
た
根
源
的
で
あ
る
。
区
別
と
結
合
、
分
離
と
統
一
と
は
知
覚
そ
の
も
の
の
う
ち
に
既
に
含
ま
れ
て
い

る
。
こ
の
こ
と
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
区
別
し
結
合
す
る
知
覚
の
存
在
の
仕
方
に
は
ロ
ゴ
ス
が
属
し

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
見
る
と
い
う
こ
と
の
中
に
も
語
る
と
い
う
こ
と
が
最
早
は
た
ら
い
て
い
る
。
そ
れ
で

あ
る
か
ら
見
ゆ
る
も
の
は
語
ら
れ
る
こ
と
に
於
て
見
ゆ
る
も
の
と
し
て
顕
に
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
知
覚
し
識
別

す
る
こ
と
の
う
ち
に
さ
え
既
に
生
き
て
い
る
ほ
ど
ロ
ゴ
ス
は
人
間
の
存
在
に
於
て
根
源
的
で
あ
る
。
恰
も
そ
の
故

に
現
実
の
存
在
は
我
々
に
と
っ
て
単
な
る
渾
沌
で
は
な
く
、
却
っ
て
見
ゆ
る
も
の
、
顕
な
る
も
の
の
性
格
を
担
い

得
る
の
で
あ
ろ
う
。存
在
は
自
己
を
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
我
々
は
そ
れ
に
接
近
す
る
こ
と
が
出
来
る
、

し
か
る
に
存
在
が
顕
な
る
も
の
で
あ
る
の
は
そ
れ
が
区
別
さ
れ
そ
し
て
結
合
さ
れ
て
知
覚
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

り
、
か
か
る
区
別
と
結
合
の
あ
る
の
は
ロ
ゴ
ス
が
知
覚
そ
の
も
の
に
於
て
既
に
は
た
ら
い
て
い
る
た
め
で
あ
る
か

ら
、
そ
れ
故
に
我
々
に
と
っ
て
存
在
へ
の
接
近
が
可
能
と
な
る
通
路
は
最
も
根
源
的
に
は
ロ
ゴ
ス
に
あ
る
と
云
わ

ね
ば
な
ら
ぬ
。
或
い
は
寧
ろ
次
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ロ
ゴ
ス
は
人
間
の
存
在
の
最
も
根
本
的
な
存

在
の
仕
方
で
あ
っ
て
、
そ
れ
の
本
質
は
存
在
を
顕
に
す
る
に
あ
る
。
顕
に
さ
れ
る
た
め
に
は
一
般
に
限
定
さ
れ
ね

ば
な
ら
ず
、
そ
し
て
ロ
ゴ
ス
の
機
能
は
存
在
を
限
定
す
る
（oJrivzein
）
に
あ
る
、
―
―
か
か
る
限
定
の
最
も
固
有

な
る
も
の
が
本
来
の
ロ
ゴ
ス
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
い
わ
ゆ
る oJrismovV  （
定
義
）
で
あ
る
。
存
在
が
限
定
さ
れ
、
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顕
に
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
人
間
の
存
在
は
彼
の
存
在
の
確
実
性
を
獲
得
す
る
こ
と
が

出
来
る
。
彼
の
存
在
の
確
実
性
が
獲
得
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
ま
た
後
に
記
す
如
く
、
人
間
の
最
も
根
本

的
な
る
要
求
で
あ
る
。
ロ
ゴ
ス
は
こ
の
要
求
に
応
ず
る
と
こ
ろ
の
謂
わ
ば
最
も
優
越
な
る
手
段
と
し
て
、
人
間
の

存
在
に
於
て
最
も
重
要
な
る
地
位
を
占
め
て
い
る
。
彼
の
理
論
、
学
問
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
彼
の
制
作
、
実
践

に
至
る
ま
で
、
す
べ
て
言
葉
を
も
っ
て
、
む
し
ろ
言
葉
と
共
に
始
ま
る
。
語
る
と
い
う
要
求
は
我
々
の
存
在
に
於

て
指
導
的
で
あ
り
、
ま
た
支
配
的
で
あ
る
。
我
々
の
最
も
原
始
的
な
る
存
在
の
仕
方
、
即
ち
知
覚
と
雖
も
つ
ね
に

ロ
ゴ
ス
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
の
で
あ
る
。我
々
は
知
覚
さ
れ
た
も
の
が
語
ら
れ
得
る
よ
う
に
根
源
的
に
知
覚
す
る
。

換
言
す
れ
ば
、
我
々
は
い
つ
で
も
語
る
と
い
う
見
地
か
ら
知
覚
す
る
。
存
在
に
於
て
知
覚
さ
れ
る
も
の
は
ロ
ゴ
ス

に
よ
っ
て
解
決
さ
る
べ
き
要
求
を
、
そ
し
て
ま
た
解
決
さ
れ
得
る
可
能
性
を
み
ず
か
ら
に
於
て
も
っ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
に
し
て
自
己
自
身
を
示
し
て
い
る
も
の
即
ち
フ
ァ
イ
ノ
メ
ノ
ン
は
ロ
ゴ
ス
と
原
始
的
に
そ
し
て
原
理
的
に

関
聯
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
ひ
と
は
フ
ェ
ノ
メ
ノ
ロ
ギ
ー
が
人
間
の
存
在
そ
の
も
の
の
発
展
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
こ

ろ
の
最
も
根
源
的
な
る
理
由
を
理
解
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。＊

さ
て
在
る
も
の
は
つ
ね
に
そ
れ
の
「
如
何
に
」

に
於
て
自
己
を
顕
に
す
る
。
存
在
が
顕
に
な
る
の
は
そ
れ
の
存
在
性
に
於
て
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
本
来
の
ロ
ゴ
ス

は D
asein 

を Sein 

に
於
て
顕
に
す
る
。
し
か
る
に
存
在
が
或
る
物
「
と
し
て
」
顕
に
な
っ
て
い
る
の
は
、Sein 
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が
ま
た
そ
れ
自
身
ロ
ゴ
ス
に
よ
っ
て
根
源
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
現
実
の
存
在
は
何
物
か
と

し
て
在
る
こ
と
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
て
在
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
限
定
そ
の
も
の
は
限
定
を
本
質
的
な
る
機
能
と

す
る
ロ
ゴ
ス
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
。
物
は
謂
わ
ば
ロ
ゴ
ス
の
見
地
に
於
て
初
め
て
或
る
物
と
し
て
限
定
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
さ
し
く
こ
の
見
地
に
於
て
物
そ
の
も
の
は
顕
に
な
る
。
斯
く
の
如
く
に
し
て
、
ロ
ゴ

ス
は Sein 

を
規
定
し
、
そ
し
て Sein 

は
ま
た
そ
の
も
の
と
し
て D

asein 

を
限
定
す
る
。
そ
れ
故
に
本
質
の
順
序

に
於
て
は
概
念
性
は
存
在
性
に
先
立
ち
、
存
在
性
は
存
在
に
先
立
つ
と
云
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

＊　

こ
こ
に
我
々
は
我
々
の
フ
ェ
ノ
メ
ノ
ロ
ギ
ー
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の Phänom

enologie des G
eistes 

と
或
る
根
本
的
な
る

つ
な
が
り
を
有
す
る
こ
と
を
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
こ
の
驚
歎
す
べ
き
著
作
に
於
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
も
感
性
的

知
覚
に
於
け
る
ロ
ゴ
ス
の
契
機
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
も
っ
て
出
発
し
た
。
然
し
な
が
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
は
ロ
ゴ
ス

を
主
と
し
て
論
理
的
な
も
の
と
解
し
た
に
反
し
て
、
我
々
は
そ
れ
を
根
源
的
に
は
論
理
的
な
も
の
と
せ
ず
却
っ
て

そ
れ
を
人
間
の
具
体
的
な
る
交
渉
と
関
係
さ
せ
て
考
え
、
そ
し
て
我
々
は
そ
れ
を
人
間
が
彼
の
存
在
の
確
実
性
を

獲
得
し
よ
う
と
す
る
原
始
的
な
要
求
と
の
具
体
的
な
る
聯
関
に
於
て
見
よ
う
と
す
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
と
の
こ
れ
ら
の

相
違
は
重
大
で
な
く
は
な
い
。
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存
在
、
存
在
性
、
概
念
性
は
現
象
の
相
関
聯
せ
る
三
つ
の
概
念
で
あ
る
。
し
か
る
に
我
々
は
こ
れ
ら
の
概
念
が

「
ロ
ゴ
ス
の
見
地
に
於
て
」
顕
に
な
っ
て
い
る
現
象
の
概
念
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
私
は
こ
れ
ら
三
つ
の
概
念
を
理
念
性
に
於
け
る

0

0

0

0

0

0

0

現
象
の
概
念
と
名
づ
け
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
他
の
表
現

を
用
い
る
な
ら
ば
、そ
れ
ら
は
現
象
学0

（Phänom
eno-logie

）
の
概
念
で
あ
っ
て
、現
象
そ
の
も
の
（Phänom

en

）

の
概
念
で
は
な
い
。
従
っ
て
右
の
諸
概
念
は
再
び
最
初
か
ら
現
象
そ
の
も
の
に
於
て
解
釈
さ
れ
直
す
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。
か
く
解
釈
さ
れ
直
す
こ
と
は
、
ひ
と
つ
の
全
く
原
始
的
な
る
事
実
、
即
ち
現
象
が
仮
象
0

0

（Schein

）
と

根
源
的
な
る
関
係
に
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
必
然
的
に
要
求
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
現
象
と
は
見

ゆ
る
も
の
で
あ
る
、
け
れ
ど
そ
れ
は
た
だ
然
か
見
え
る

0

0

0

と
い
う
こ
と
と
な
る
。
現
象
と
は
自
己
を
示
し
て
い
る
も

の
で
あ
る
、
け
れ
ど
も
そ
れ
は
た
だ
然
か
自
己
を
粧
っ
て
い
る
も
の
と
な
る
こ
と
が
出
来
る
。
現
象
そ
の
も
の
が

仮
象
で
あ
る
こ
と
は
如
何
に
し
て
あ
り
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
こ
の
関
係
を
最
も
一
般
的
に
記
述
し
よ
う
と
思

う
。存

在
は
先
ず
そ
こ
に
在
る
も
の
と
し
て
消
滅
性

0

0

0

（Entgänglichkeit

）の
契
機
を
み
ず
か
ら
に
於
て
も
っ
て
い
る
。

固
有
な
る
意
味
に
於
け
る
無
或
い
は
欠
乏
に
於
て
世
界
の
多
く
の
物
は
そ
こ
に
在
る
。
昼
と
夜
、
生
と
死
と
が
世
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界
の
存
在
に
属
し
て
い
る
。
消
滅
性
は
現
象
と
し
て
の
世
界
そ
の
も
の
の
性
格
で
あ
る
。
今
私
の
前
に
は
机
が
明

ら
か
に
見
え
て
い
る
、
け
れ
ど
次
の
時
に
は
そ
れ
は
も
は
や
消
え
失
せ
て
無
き
が
如
く
で
あ
る
、
ま
さ
に
夜
に
な

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
い
ま
動
い
て
い
る
、
し
か
し
次
の
瞬
間
に
は
彼
は
も
は
や
動
い
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
に
在
る
も
の
は
事
実
と
し
て
そ
こ
に
在
る
限
り
消
滅
す
る
。
夜
も
死
も
固
よ
り
そ
れ
自
身
世
界
の
ひ
と
つ
の

積
極
的
な
る
存
在
で
あ
る
に
相
違
な
い
、
然
し
な
が
ら
我
々
が
存
在
へ
接
近
す
る
通
路
に
し
て
ロ
ゴ
ス
に
よ
っ
て

与
え
ら
れ
て
い
る
限
り
、
そ
れ
ら
の
も
の
は
無
と
し
て
欠
乏
と
し
て
在
る
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら

ず
無
や
欠
乏
は
事
実
在
る
が
故
に
、
消
滅
性
は
存
在
の
根
本
的
な
る
規
定
で
あ
る
。
消
滅
性
が
存
在
そ
の
も
の
の

契
機
で
あ
る
限
り
、
現
象
は
仮
象
と
必
然
的
な
る
関
係
に
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

然
る
に
存
在
の
消
滅
性
は
主
と
し
て
物
が
我
々
に
は
つ
ね
に
そ
れ
ぞ
れ
の
状
況
に
於
て
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と

と
関
聯
し
て
い
る
。
即
ち
第
二
に
、
存
在
は
つ
ね
に
状
況
性

0

0

0

（U
m

ständlichkeit

）
の
契
機
を
そ
れ
自
身
に
於
て

担
っ
て
い
る
。
世
界
の
状
況
性
は
そ
れ
の
消
滅
性
の
基
礎
で
あ
る
。
我
々
は
事
実
と
し
て
純
粋
な
る
、
謂
わ
ば
理

論
的
な
る
物
を
見
出
す
の
で
な
く
、
却
っ
て
こ
の
も
の
を
個
々
の
状
況
の
う
ち
に
見
出
す
の
で
あ
る
。
私
は
普
通

に
音
そ
の
も
の
を
聞
く
の
で
な
く
、
却
っ
て
時
計
を
聞
き
、
自
動
車
を
聞
く
。
私
は
色
そ
の
も
の
を
見
る
の
で
な

く
、
却
っ
て
家
を
見
、
人
間
を
見
る
。
私
は
白
を
見
ず
し
て
壁
を
見
、
赤
を
見
ず
し
て
夕
焼
の
空
を
見
る
。
す
な
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わ
ち
私
は
そ
こ
に
ひ
と
つ
の
無
限
定
な
る
も
の
を
見
出
す
の
で
な
く
し
て
、
却
っ
て
つ
ね
に
或
る
物
「
と
し
て
」

（als etw
as

）
の
存
在
に
出
会
う
の
で
あ
る
。
私
の
見
る
の
は
無
限
定
な
る
白
で
は
な
く
白
い
紙
と
し
て
の
白
で

あ
り
、
無
限
定
な
る
赤
で
は
な
く
赤
い
旗
と
し
て
の
赤
で
あ
る
。
そ
し
て
重
要
な
こ
と
は
こ
の
よ
う
な
限
定
が
い

つ
で
も
そ
れ
ぞ
れ
の
状
況
に
よ
っ
て
の
限
定
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
我
々
は
存
在
に
「
と
し
て
」
の
性
格

に
於
て
出
会
い
、
存
在
は
か
か
る
性
格
に
於
て
自
己
み
ず
か
ら
を
示
し
て
い
る
。
存
在
の
状
況
性
は
最
初
に
は
そ

れ
の A

ls 

の
性
格
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
恰
も
そ
こ
に
現
象
が
仮
象
で
あ
り
得
る
と
こ
ろ
の
根
源
は
横
た
わ
っ
て

い
る
。
自
己
を
或
る
物
と
し
て
示
し
て
い
る
も
の
は
た
だ
自
己
を
か
か
る
物
と
し
て
粧
う
も
の
で
あ
る
こ
と
が
出

来
る
。
ひ
と
は
そ
こ
に
み
ず
か
ら
を
現
し
て
い
る
も
の
を
純
粋
に
そ
れ
の A

ls 

の
性
格
に
於
て
と
る
に
拘
ら
ず
、

し
か
も
そ
の
際
間
違
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
得
る
。
私
は
今
ひ
と
り
の
人
間
を
見
、
そ
し
て
彼
を
某
氏
と
し
て
と

る
、
彼
は
ま
さ
に
然
か
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。
け
れ
ど
私
は
そ
の
と
き
間
違
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
見
え
る
白
を
白

と
純
粋
に
見
て
い
る
限
り
、
私
は
勿
論
決
し
て
間
違
う
こ
と
が
な
い
。
し
か
し
そ
れ
を
白
い
紙
と
し
て
見
る
限
り

私
は
間
違
い
得
る
、
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
実
際
に
は
白
い
布
で
あ
り
得
る
か
ら
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
存
在
の
状
況

性
は
そ
れ
が
単
に
ひ
と
つ
の A

ls 

に
於
て
で
は
な
く
、
却
っ
て
そ
れ
が
多
く
の A

ls 

に
於
て
と
ら
れ
得
る
と
こ
ろ

に
更
に
著
し
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
他
の
言
葉
で
云
え
ば
、
存
在
は
種
々
な
る
見
地
に
於
て
顕
に
な
り
得
る
可
能
性
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を
も
っ
て
い
る
。そ
こ
に
い
る
人
間
は
こ
の
会
の
講
演
者
と
し
て
、私
の
友
人
と
し
て
、そ
し
て
私
の
親
戚
と
し
て
、

そ
し
て
そ
の
他
の
資
格
に
於
て
私
に
と
っ
て
自
己
を
現
す
こ
と
が
出
来
る
。
講
演
者
と
し
て
顕
で
あ
る
と
き
彼
は

私
の
親
戚
と
し
て
は
顕
で
な
い
。
私
の
親
戚
と
し
て
顕
で
あ
る
と
き
彼
は
講
演
者
と
し
て
は
顕
で
は
な
い
。
即
ち

存
在
が
多
く
の
見
地
に
於
て
と
ら
れ
得
る
と
い
う
こ
と
は
そ
れ
の
消
滅
性
の
最
も
原
理
的
な
る
根
源
で
あ
る
で
あ

ろ
う
。
そ
し
て
ま
た
そ
こ
に
我
々
が
自
己
を
示
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
間
違
い
得
る
と
こ
ろ
の
根
源
は
あ
る
で

あ
ろ
う
。
な
ぜ
か
な
ら
ば
、
存
在
を
ひ
と
つ
の A

ls 

に
於
て
と
る
と
い
う
こ
と
は
謂
わ
ば
そ
れ
を
ひ
と
つ
の
先
入

主
見
に
於
て
見
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ず
、
恰
も
そ
の A

ls 

に
於
て
見
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
存
在
は
他
の A

ls 

に

於
て
見
ら
れ
る
可
能
性
を
奪
い
去
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
存
在
は
つ
ね
に
そ
れ
ぞ
れ
の
状
況
に
於
て
の
み
あ
る
が

故
に
、
或
い
は
そ
れ
は
つ
ね
に
そ
れ
ぞ
れ
の
「
と
し
て
」
に
於
て
の
み
自
己
を
示
し
て
い
る
が
故
に
、
か
く
自
己

を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
の
他
の
可
能
な
る
「
と
し
て
」
は
一
々
蔽
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

し
て
、
現
実
的
存
在
が
恰
も
現
象
即
ち
見
ゆ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
ま
さ
に
そ
れ
が
見
逃
さ
れ
る
こ
と

と
な
る
理
由
で
あ
る
。

然
し
な
が
ら
第
三
に
、
存
在
が A

ls 

の
性
格
に
於
て
在
る
と
い
う
こ
と
は
根
本
的
に
は
ロ
ゴ
ス
に
よ
っ
て
基
礎

づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
存
在
は
既
に
述
べ
た
よ
う
に
区
別
に
於
て
根
源
的
に
み
ず
か
ら
を
示
し
て
い
る
。
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と
こ
ろ
で
区
別
は
一
つ
の
限
定
で
あ
り
、
そ
れ
は
自
己
を
或
る
物
と
し
て
示
す
こ
と
に
於
て
顕
に
な
る
。
そ
し
て

自
己
を
或
る
物
と
し
て
（als etw

as

）
限
定
す
る
こ
と
は
自
己
を
他
の
物
と
は
異
な
っ
て
（anders als

）
在
る
も

の
と
し
て
現
す
こ
と
で
あ
る
。
白
で
在
る
こ
と
は
黒
で
在
る
こ
と
と
は
異
な
っ
て
在
る
こ
と
で
あ
る
。
存
在
が
こ

の
よ
う
な A

nders als 

の
性
格
に
於
て
自
己
を
示
す
と
い
う
こ
と
は
ロ
ゴ
ス
に
導
か
れ
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
存

在
は A

nders als 
に
於
て
初
め
て
顕
に
見
ゆ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
於
て
顕
に
す
る
こ
と
は
ロ
ゴ
ス
が
存
在

を
顕
に
す
る
仕
方
の
う
ち
根
本
的
な
る
仕
方
で
あ
る
。
け
だ
し
ロ
ゴ
ス
は
存
在
を
そ
れ
の
全
き A

ls 

に
於
て
、
あ

ら
ゆ
る
可
能
な
る A

ls 
に
於
て
限
定
し
得
な
い
。
ロ
ゴ
ス
に
於
て
存
在
を
顕
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
つ
ね
に
区
別

す
る A

ls 

に
於
て
顕
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
我
々
は
言
葉
が
我
々
の
知
覚
、
殊
に A

ls 

の

知
覚
を
支
配
し
て
い
る
こ
と
を
知
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
知
覚
は
人
間
に
於
て
は
彼
が
ロ
ゴ
ス
を
も
つ
存
在
で
あ
る

と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
。人
間
は
物
を
つ
ね
に
そ
れ
を
語
る
仕
方
で
根
源
的
に
見
る
。我
々

は
こ
こ
に
於
て
最
も
注
目
す
べ
き
ひ
と
つ
の
顛
倒
に
出
会
う
で
あ
ろ
う
。
ロ
ゴ
ス
は
現
実
的
な
る
存
在
を
現
実
的

な
る
存
在
そ
の
も
の
か
ら
顕
に
す
る
―
―
そ
れ
が
ロ
ゴ
ス
の
根
本
的
な
る
機
能
と
し
て
の ajpofaivnesqai  

の
意

味
で
あ
る
―
―
も
の
で
あ
る
べ
き
に
拘
ら
ず
、
ロ
ゴ
ス
が
存
在
に
先
立
ち
、
ひ
と
は
あ
ら
か
じ
め
ロ
ゴ
ス
を
も
っ

て
存
在
に
の
ぞ
む
。
ロ
ゴ
ス
は
ま
さ
に
斯
く
の
如
く
人
間
の
存
在
に
於
て
指
導
的
な
る
の
み
な
ら
ず
支
配
的
で
あ
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る
。
か
く
し
て
ロ
ゴ
ス
は
存
在
を
顕
に
す
る
こ
と
な
く
、
却
っ
て
ま
さ
し
く
そ
れ
を
蔽
う
に
到
る
。
人
間
は
こ
の

よ
う
な
顛
倒
を
自
然
的
に
必
然
的
に
自
己
み
ず
か
ら
の
う
ち
に
担
っ
て
い
る
。
従
っ
て
虚
偽
性

0

0

0

（Verdecktheit

）

は
存
在
そ
の
も
の
の
ひ
と
つ
の
根
本
的
な
る
契
機
で
あ
る
。
こ
こ
に
虚
偽
と
謂
う
の
は
蔽
わ
れ
て
在
る
と
い
う
存

在
の
存
在
の
仕
方
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
私
は
存
在
の
虚
偽
性
に
つ
い
て
い
ま
少
し
詳
し
く
記
し
て
お
こ
う
。
物
へ

の
通
路
は
言
葉
を
通
じ
て
の
み
あ
る
、
け
れ
ど
恰
も
そ
の
た
め
に
ひ
と
が
物
そ
の
も
の
を
熟
知
す
る
こ
と
な
く
た

だ
単
に
語
り
得
る
可
能
性
は
与
え
ら
れ
て
い
る
。
語
る
と
い
う
こ
と
は
単
な
る
冗
舌
と
な
り
得
る
。
哲
学
が
ソ
フ

ィ
ス
テ
ィ
ク
と
な
る
可
能
性
は
ロ
ゴ
ス
そ
の
も
の
、
従
っ
て
人
間
の
存
在
そ
の
も
の
の
う
ち
に
横
た
わ
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
ソ
フ
ィ
ス
テ
ィ
ク
と
は
見
せ
か
け
の
（fainomevnh

）
の
知
識
で
あ
る
。
ひ
と
は
彼
の
言
葉
に
よ
っ

て
物
を
顕
に
す
る
と
思
っ
て
い
る
、
け
れ
ど
彼
は
た
だ
単
に
考
え
て
い
る
の
み
に
過
ぎ
な
い
、
そ
の
と
き
ロ
ゴ
ス

は
地
盤
を
離
れ
て
謂
わ
ば
宙
に
浮
い
て
い
る
。
更
に
ま
た
物
と
の
交
渉
が
言
葉
に
よ
っ
て
ど
こ
ま
で
も
支
配
さ
れ

て
い
る
限
り
、
我
々
が
先
入
主
見
や
偏
見
を
も
っ
て
物
に
対
す
る
と
い
う
こ
と
は
極
め
て
自
然
で
あ
る
。
我
々
が

物
に
つ
い
て
語
る
と
き
、
我
々
は
既
に
物
に
つ
い
て
の
一
定
の
見
方
の
う
ち
に
生
き
て
い
る
。
一
層
進
ん
で
考
え

る
な
ら
ば
、
存
在
を
顕
に
す
る
と
い
う
言
葉
の
本
質
的
な
性
質
の
故
に
人
間
が
存
在
を
蔽
い
隠
す
こ
と
は
可
能
と

な
る
。
け
だ
し
語
る
と
い
う
こ
と
は
世
間
に
於
て
語
る
と
い
う
こ
と
、
従
っ
て
ひ
と
が
互
い
に
了
解
し
合
う
と
い
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う
こ
と
を
原
理
的
に
意
味
す
る
。
そ
れ
故
に
何
事
か
が
語
ら
れ
る
と
き
そ
れ
は
本
来
何
事
か
が
伝
え
ら
れ
る
も
の

と
し
て
把
握
さ
れ
る
。
即
ち
言
葉
は
物
を
公
に
す
る
も
の
と
し
て
そ
こ
に
あ
る
。
そ
れ
は
或
る
物
を
顕
に
す
る
と

い
う
自
然
的
な
そ
し
て
生
々
し
た
要
求
を
そ
れ
自
身
に
於
て
も
っ
て
い
る
。
言
葉
が
語
ら
れ
る
と
き
、
そ
れ
と
共

に
ひ
と
は
そ
れ
に
よ
っ
て
物
そ
の
も
の
が
示
さ
れ
公
に
さ
れ
た
も
の
と
し
て
と
る
と
い
う
自
然
的
な
必
然
的
な
要

求
を
既
に
喚
び
起
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
恰
も
物
を
そ
れ
が
ま
さ
に
在
る
の
と
は
異
な
っ
て
示
し
得
る
と
こ

ろ
の
可
能
性
は
既
に
本
源
的
に
横
た
わ
っ
て
い
る
。
物
を
蔽
い
隠
し
得
る
可
能
性
は
人
間
に
あ
っ
て
は
ひ
と
を
欺

く
と
い
う
積
極
的
な
る
傾
向
を
と
る
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
る
に
ひ
と
り
の
人
間
が
他
の
者
を
欺
く
と
い
う
事
実

は
、
要
す
る
に
言
葉
が
本
性
上
物
そ
の
も
の
を
顕
に
す
る
と
い
う
根
源
的
な
る
要
求
を
み
ず
か
ら
に
於
て
担
っ
て

い
る
と
こ
ろ
に
初
め
て
存
在
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
ロ
ゴ
ス
は
存
在
を
顕
に
す
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
ま
さ
に
そ

の
故
に
ま
た
存
在
を
蔽
う
。
そ
こ
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
意
味
深
く
も
、
本
来
の
意
味
に
於
て
顕
に
す
る
こ
と
即

ち
隠
さ
れ
た
る
を
顕
に
す
る
こ
と
（ajlhqeuvein
）、
そ
し
て
蔽
い
隠
さ
れ
る
こ
と
（y

euvdesqai

）
を
共
に lovgoV 

ajpofantikovV  

に
属
せ
し
め
て
い
る
。＊

人
間
は
最
も
多
く
の
場
合
虚
偽
の
中
に
住
ん
で
い
る
。
こ
の
こ
と
は
彼
の

存
在
に
於
て
ロ
ゴ
ス
が
根
本
的
に
支
配
的
な
も
の
で
あ
る
限
り
偶
然
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
ロ
ゴ
ス
が
在
る
と
い

う
事
実
が
そ
れ
自
身
虚
偽
が
在
る
こ
と
の
根
源
で
あ
る
。
か
く
て
恰
も
人
間
の
存
在
は
ま
さ
に
「
問
わ
る
べ
き
」
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存
在
で
あ
る
。

＊　

D
e interpretatione 4.

【『
命
題
論
』】

我
々
は
現
象
そ
の
も
の
の
概
念
を
求
め
て
、
消
滅
性
、
状
況
性
、
虚
偽
性
な
る
三
つ
の
概
念
を
得
た
。
そ
こ
で

私
は
こ
の
一
群
の
概
念
を
特
に
現
象
性
に
於
け
る

0

0

0

0

0

0

0

存
在
の
概
念
と
呼
び
慣
わ
す
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
し
て
こ
れ
ら

の
も
の
が
存
在
、
存
在
性
、
概
念
性
の
三
つ
の
概
念
に
相
応
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
然

る
に
い
ま
我
々
の
求
め
得
た
概
念
に
あ
っ
て
も
ロ
ゴ
ス
が
支
配
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
次
第
に
明
ら
か
に
な
ら

ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。そ
の
限
り
に
於
て
我
々
は
な
お
現
象
そ
の
も
の
を
具
体
的
に
捉
え
て
い
な
い
に
相
違
な
い
。

我
々
は
む
し
ろ
ロ
ゴ
ス
を
支
配
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
存
在
に
於
て
掴
む
こ
と
に
努
力
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
か
く

し
て
こ
そ
ロ
ゴ
ス
そ
の
も
の
も
存
在
を
存
在
そ
の
も
の
か
ら
0

0

顕
に
す
る
と
い
う
自
己
の
本
分
を
遺
憾
な
く
守
る
こ

と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
ロ
ゴ
ス
の
根
源
を
つ
き
と
め
る
べ
き
で
あ
る
。

四

私
は
新
た
に
出
発
し
よ
う
。
私
は
生
そ
の
も
の
の
考
察
か
ら
出
発
し
よ
う
。
生
と
は
世
界
に
於
け
る
存
在
で
あ

る
。
世
界
に
於
け
る
人
間
の
存
在
は
根
源
的
に
不
安
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
彼
と
世
界
の
存
在
に
単
に
昼
の
み
で
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な
く
ま
た
夜
が
、
単
に
生
の
み
で
な
く
ま
た
死
が
属
す
る
限
り
必
然
的
で
あ
ろ
う
。
夜
と
死
、
一
般
に
無
或
い
は

欠
乏
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
現
実
の
存
在
の
必
然
的
な
る
契
機
で
あ
る
。
我
々
は
こ
れ
ら
の
も
の
を
た
だ
消
極
的
に

し
か
表
現
し
得
な
い
に
せ
よ
、
そ
れ
ら
の
も
の
は
そ
れ
自
身
ひ
と
つ
の
積
極
的
な
る
存
在
で
あ
る
。
生
が
根
源
的

に
不
安
で
あ
る
と
こ
ろ
に
そ
れ
の
最
も
根
本
的
な
規
定
が
動
性
で
あ
る
理
由
は
あ
る
。
生
が
不
安
的
動
性
で
あ
る

と
こ
ろ
に
そ
れ
の
活
動
の
全
体
が
一
般
に
関
心
0

0

（Sorge

）
と
名
づ
け
ら
れ
得
る
理
由
は
あ
る
で
あ
ろ
う
。
関
心

は
人
間
の
存
在
の
最
も
一
般
的
な
る
規
定
で
あ
り
、
人
間
は
関
心
す
る
と
い
う
仕
方
に
於
て
根
源
的
に
存
在
す

る
。
関
心
す
る
（besorgen
）
と
い
う
こ
と
と
単
に
興
味
を
も
つ
（interessiert sein

）
と
い
う
こ
と
と
は
明
確
に

区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
興
味
は
仮
初
の
も
の
、
一
時
の
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
関
心
は
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
活
動

の
、
従
っ
て
ま
た
興
味
を
も
つ
と
い
う
は
た
ら
き
も
、
避
け
る
こ
と
の
出
来
ぬ
存
在
の
仕
方
で
あ
る
。
人
間
の
根

本
が
不
安
で
あ
る
限
り
、
関
心
の
う
ち
最
も
基
本
的
な
も
の
、
凡
て
の
形
態
に
於
け
る
関
心
の
基
礎
と
な
る
も
の

が
彼
の
存
在
の
確
実
性
（Sicherheit

）
に
対
す
る
関
心
で
あ
る
こ
と
は
最
も
自
然
な
こ
と
で
あ
る
。
然
る
に
こ

の
不
安
が
主
と
し
て
現
実
的
存
在
に
無
と
欠
乏
が
属
し
て
い
る
の
に
基
づ
く
こ
と
を
思
う
な
ら
ば
、
確
実
性
に
対

す
る
関
心
が
主
と
し
て
存
在
を
顕
に
す
る
と
い
う
は
た
ら
き
に
於
て
現
れ
る
こ
と
は
容
易
に
理
解
さ
れ
得
る
で
あ

ろ
う
。
今
夜
が
来
た
。
私
は
火
を
点
ず
る
。
私
は
闇
の
中
に
い
る
こ
と
が
不
安
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
私
は
私
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の
住
む
世
界
を
顕
に
し
よ
う
と
す
る
謂
わ
ば
本
能
的
な
関
心
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に

考
え
る
と
き
、
存
在
を
顕
に
す
る
と
い
う
ロ
ゴ
ス
が
我
々
の
生
に
於
て
最
も
根
本
的
な
る
位
置
を
占
め
て
い
る
理

由
も
お
の
ず
か
ら
明
瞭
と
な
る
。
私
は
い
ま
他
の
人
と
対
坐
し
て
い
る
。
私
達
の
間
に
は
な
が
い
沈
黙
が
つ
づ
い

て
い
る
。
私
は
不
安
に
な
る
、
私
は
語
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
私
は
語
る
、
そ
し
て
私
は
身
の
お
ち
つ
き
を
感

ず
る
の
で
あ
る
。
ロ
ゴ
ス
も
ま
た
生
の
最
も
根
本
的
な
る
関
心
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
斯
く

の
如
く
観
察
す
る
と
き
初
め
て
我
々
は
ロ
ゴ
ス
を
そ
れ
の
ゲ
ネ
シ
ス
に
於
て
完
全
に
認
識
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

既
に
述
べ
た
よ
う
に
語
る
と
い
う
こ
と
が
そ
れ
の
本
来
の
意
味
に
於
て
在
る
た
め
に
は
、
先
ず
既
に
何
物
か
が
そ

こ
に
在
る
も
の
（uJpokeivmenon

）
と
し
て
、し
か
も
い
わ
ゆ
る
フ
ァ
イ
ノ
メ
ノ
ン
の
形
に
於
て
在
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

然
る
に
存
在
が
そ
こ
に
在
る
も
の
、
見
ゆ
る
も
の
で
あ
る
の
は
最
も
根
源
的
に
は
関
心
に
因
っ
て
で
あ
る
。
そ
れ

故
に
ロ
ゴ
ス
の
根
柢
に
は
関
心
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ロ
ゴ
ス
は
関
心
に
よ
っ
て
見
ゆ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
も

の
に
つ
い
て
語
り
、
そ
し
て
そ
れ
を
顕
に
す
る
。
関
心
は
関
心
と
し
て
見
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
於
て
世
界
の

存
在
に
見
ゆ
る
も
の
の
性
格
が
根
源
的
に
属
す
る
こ
と
と
な
る
。
関
心
が
見
る
と
い
う
こ
と
は
最
初
に
は
単
な
る

理
論
的
態
度
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
そ
れ
は
純
粋
に
理
論
的
に
見
る
の
で
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
に
於
て
見
ゆ
る
も

の
と
な
る
も
の
は
関
心
さ
れ
た
も
の
と
し
て
在
る
の
で
あ
り
、
か
か
る
も
の
と
し
て
在
る
も
の
は
、
つ
ね
に
そ
れ
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自
身
に
於
て
有
意
味
的
（bedeutsam

）
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
有
意
味
性
を
担
っ
て
い
る
も
の
は
生
の
関
心
に

於
て
具
体
的
に
解
釈
さ
れ
て
在
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
解
釈
さ
れ
て
在
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（A
usgelegtheit

）
が
現
実

的
存
在
の
見
ゆ
る
も
の
で
在
る
こ
と
（Entdecktheit

）
の
根
本
の
意
義
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
原
理
的
で
あ
る
。

然
し
な
が
ら
、
恰
も
火
番
は
火
を
見
る
者
で
な
く
火
を
見
廻
る
者
で
あ
る
よ
う
に
、
関
心
は
単
に
見
る
の
で
な
く

却
っ
て
つ
ね
に
見
廻
る
の
で
あ
る
。
見
廻
る
と
い
う
こ
と
は
不
安
的
動
性
の
現
れ
で
あ
る
。
火
番
は
火
を
見
廻
る

者
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
に
と
っ
て
は
単
に
火
の
み
で
は
な
く
却
っ
て
一
定
の
存
在
の
領
域
が
つ
ね
に
現
実

的
と
な
っ
て
い
る
。
関
心
に
於
て
見
る
こ
と
は
見
廻
る
こ
と
で
あ
る
が
故
に
、
関
心
に
よ
っ
て
見
ゆ
る
も
の
と
な

る
世
界
は
つ
ね
に
或
る
大
い
さ
を
も
っ
て
い
る
。
即
ち
我
々
に
と
っ
て
自
己
み
ず
か
ら
を
示
し
て
い
る
も
の
が
つ

ね
に
或
る
大
い
さ
の
範
囲
を
も
っ
て
い
る
の
は
見
廻
る
と
い
う
関
心
の
性
質
に
因
る
の
で
あ
る
。

か
よ
う
に
し
て
解
釈
学
的
現
象
学
の
第
一
の
概
念
は
先
所
有

0

0

0

（Vorhabe

）【
企
図
・
意
企
】
で
あ
る
。
関
心
に
よ

っ
て
見
ゆ
る
も
の
と
な
る
存
在
は
い
わ
ゆ
る
対
象
即
ち
認
識
す
る
主
観
に
対
立
す
る
客
観
で
な
く
し
て
、
却
っ
て

具
体
的
な
る
生
が
そ
れ
の
関
心
の
交
渉
に
於
て
ま
さ
に
「
所
有
す
る
」
存
在
で
あ
る
。
我
々
が
そ
の
中
に
あ
る
世

界
は
我
々
が
所
有
す
る
世
界
で
あ
る
。
一
般
に
そ
こ
に
在
る
も
の
と
は
そ
こ
に
持
っ
て
い
る
も
の
の
謂
で
あ
る
。

私
の
く
は
へ
て
い
る
パ
イ
プ
は
烟
草
を
喫
も
う
と
す
る
関
心
に
於
て
初
め
て
そ
の
存
在
を
発
揮
す
る
。
こ
の
机
は
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そ
の
上
で
書
き
物
を
し
よ
う
と
す
る
関
心
に
於
て
初
め
て
十
分
に
自
己
を
現
し
得
る
。
斯
く
の
如
く
存
在
は
一
定

の
具
体
的
な
る
関
心
に
よ
っ
て
現
実
的
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
現
実
的
と
は
具
体
的
に
解
釈
さ
れ
た
姿

に
於
て
見
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
か
く
現
実
的
と
な
る
こ
と
は
所
有
さ
れ
て
在
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
こ

れ
が
先
所
有
の
意
味
で
あ
っ
て
、
凡
て
現
実
的
存
在
は
先
所
有
の
範
疇
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が

出
来
る
。

解
釈
学
的
現
象
学
の
第
二
の
概
念
は
先
観
取

0

0

0

（Vorsicht

）【
予
見
・
用
心
】
で
あ
る
。
関
心
は
見
廻
る
も
の
で
あ

る
か
ら
そ
れ
に
よ
っ
て
見
ゆ
る
も
の
と
な
る
も
の
は
一
定
の
領
域
を
作
っ
て
い
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
し
か
る
に

こ
の
よ
う
に
し
て
限
定
さ
れ
た
領
域
が
如
何
な
る
性
格
の
も
の
で
あ
る
か
は
、各
の
関
心
の
向
う
と
こ
ろ
の
も
の
、

そ
れ
の
目
当
て
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
関
心
の
目
当
て
が
そ
れ
の
見
廻
る
は
た
ら
き
を
導
く
。
目
当
て
は
あ
ら

ゆ
る
見
廻
り
に
干
渉
し
、
見
廻
り
の
一
歩
一
歩
を
指
導
し
、
か
く
て
物
の
一
定
の
範
囲
が
関
心
す
べ
き
も
の
と
し

て
自
己
を
現
す
に
到
る
。
と
こ
ろ
で
関
心
の
目
当
て
が
存
在
に
於
て
自
己
を
現
す
の
は
存
在
の
「
如
何
に
」
に
於

て
で
あ
ろ
う
。
存
在
の A

ls 

に
於
て
関
心
の
向
う
と
こ
ろ
は
推
測
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
他
の
方
面
か
ら
言
う

な
ら
ば
、
如
何
な
る A

ls 

に
於
て
存
在
が
み
ず
か
ら
を
顕
に
し
て
い
る
か
は
つ
ね
に
関
心
の
目
当
て
に
従
っ
て
定

ま
っ
て
い
る
。
存
在
は
固
よ
り
多
く
の A

ls 

に
於
て
顕
に
な
り
得
る
可
能
性
を
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
も
っ
て
い
る
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の
に
拘
ら
ず
、
現
実
に
あ
っ
て
は
存
在
は
必
ず
ひ
と
つ
の
限
定
さ
れ
た A

ls 

に
於
て
自
己
を
示
し
て
い
る
の
で
あ

る
が
、
こ
の
よ
う
な
限
定
は
ま
さ
に
関
心
の
目
当
て
を
目
当
て
と
し
て
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
私
の
前

に
立
っ
て
い
る
ひ
と
り
の
人
間
は
、
私
の
友
達
と
し
て
、
私
の
縁
者
と
し
て
、
ま
た
演
説
す
る
人
と
し
て
、
そ
し

て
そ
の
他
の
多
く
の
資
格
に
於
て
自
己
自
身
を
示
し
得
る
と
こ
ろ
の
可
能
性
を
有
す
る
に
拘
ら
ず
、
今
の
場
合
、

彼
は
こ
の
よ
う
な
多
く
の
可
能
な
る
資
格
に
於
て
で
は
な
く
、
却
っ
て
た
だ
特
に
演
説
す
る
人
と
し
て
私
に
と
っ

て
顕
で
あ
る
の
は
、
現
在
私
の
主
な
る
関
心
が
こ
の
室
で
演
説
を
聞
く
こ
と
を
目
当
て
と
し
て
い
る
の
に
も
と
づ

く
の
で
あ
る
。
単
に
彼
の
み
で
な
い
、
彼
の
前
に
あ
る
机
も
、
こ
の
室
も
、
私
と
共
に
い
る
人
々
も
、
凡
て
私
に

と
っ
て
自
己
を
示
し
て
い
る
も
の
は
、
演
説
を
聞
く
と
い
う
関
心
に
於
て
顕
に
な
っ
て
い
る
。
即
ち
そ
れ
ら
の
も

の
は
、
今
の
場
合
、
単
に
机
と
し
て
で
は
な
く
演
壇
と
し
て
、
単
に
室
と
し
て
で
は
な
く
演
説
会
場
と
し
て
、
単

に
人
間
と
し
て
で
は
な
く
聴
衆
と
し
て
限
定
さ
れ
て
顕
で
あ
る
。
先
観
取
と
は
一
定
の
存
在
の
領
域
が
恰
も
斯
く

の
如
き
仕
方
に
於
て
見
ゆ
る
も
の
と
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
る
に
関
心
が
み
ず
か
ら
見
ゆ
る
も
の
と
し
た

と
こ
ろ
の
も
の
を
こ
の
よ
う
に A

ls 

に
於
て
顕
に
す
る
こ
と
は
勿
論
必
然
的
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
斯
く
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
関
心
は
自
己
の
所
有
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
ま
さ
し
く
維
持
す
る
こ
と
が
出
来
る
か
ら
で
あ
る
。
現

実
の
存
在
は
そ
れ
の
現
象
性
に
於
て
は
絶
え
ず
生
成
消
滅
す
る
。
私
に
向
っ
て
立
っ
て
い
る
人
間
は
い
ま
話
し
て
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い
る
、
け
れ
ど
次
の
瞬
間
に
は
彼
は
黒
板
の
上
に
字
を
書
い
て
い
る
。
彼
は
い
ま
動
い
て
い
な
い
、
け
れ
ど
彼
は

次
の
瞬
間
に
は
歩
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
変
化
し
去
来
す
る
現
象
は
ま
さ
に
演
説
す
る
人
と
し
て

0

0

0

限
定
さ
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
恰
も
そ
れ
の
生
成
消
滅
す
る
姿
に
於
て
維
持
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
斯
く
の
如
く
関
心
さ

れ
て
在
る
も
の
を
維
持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
関
心
は
自
己
の
不
安
を
征
服
し
よ
う
と
す
る
要
求
を
充
し
得
る
可

能
性
を
作
り
出
す
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

関
心
の
こ
の
傾
向
は
お
の
ず
か
ら
ロ
ゴ
ス
に
結
び
つ
く
。
解
釈
学
的
現
象
学
の
第
三
の
概
念
な
る
先
把
握

0

0

0

（Vorgriff

）
は
こ
こ
に
生
れ
る
。
関
心
は
自
己
の
維
持
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
に
謂
わ
ば
表
現
（Explikation

）
を

与
え
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
何
よ
り
も
自
己
の
安
定
を
獲
得
す
る
た
め
に
、
そ
の
も
の
を
公
共
的
に
し
、
理
解
さ

れ
得
る
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
目
的
の
た
め
に
関
心
は
ロ
ゴ
ス
を
捉
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
ロ
ゴ
ス

に
よ
る
存
在
の
表
現
は
現
実
に
は
つ
ね
に
一
定
の
方
向
に
限
定
さ
れ
る
必
然
性
を
も
っ
て
い
る
。な
ぜ
か
な
ら
ば
、

関
心
は
自
己
の
確
実
性
を
得
る
た
め
に
必
然
的
に
公
共
性
を
要
求
す
る
が
故
に
、
ロ
ゴ
ス
の
表
現
は
そ
れ
ぞ
れ
の

生
の
属
す
る
時
代
の
公
共
圏

0

0

0

に
於
て
行
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
必
然
性
を
具
え
て
い
る
。こ
こ
に
公
共
圏
と
謂
う
の
は
、

同
じ
時
代
に
生
き
る
人
々
が
共
通
に
所
有
し
、
そ
し
て
そ
の
中
に
於
て
相
互
に
理
解
し
合
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
謂

わ
ば
ひ
と
つ
の
客
観
的
な
る
世
界
で
あ
る
。
固
よ
り
こ
の
世
界
が
ロ
ゴ
ス
に
よ
っ
て
初
め
て
生
れ
る
も
の
で
あ
る
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こ
と
は
既
に
最
初
に
述
べ
て
お
い
た
通
り
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
公
共
圏
は
そ
の
時
代
の
単
に
常
識
と
し
て
ば
か

り
で
な
く
、
ま
た
学
問
的
意
識
と
し
て
、
そ
し
て
最
も
根
本
的
に
は
哲
学
的
意
識
と
し
て
存
在
す
る
。
先
把
握
と

は
関
心
が
存
在
を
ロ
ゴ
ス
を
も
っ
て
顕
に
す
る
と
き
、
そ
の
表
現
が
つ
ね
に
一
定
の
公
共
圏
に
於
て
、
従
っ
て
そ

れ
の
一
定
の
方
向
に
於
て
、
―
―
そ
れ
と
の
対
立
若
く
は
反
対
に
於
て
と
い
う
こ
と
も
含
め
て
、
―
―
行
わ
れ
る

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

先
所
有
、
先
観
取
、
先
把
握
と
い
う
三
つ
の
概
念
が
存
在
、
存
在
性
、
概
念
性
の
そ
れ
ら
の
も
の
に
相
応
す
る

こ
と
は
論
ず
る
ま
で
も
な
く
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
こ
れ
ら
三
つ
の
存
在
の
概
念
に
於
て
最
も
著
し
い
こ

と
は
、そ
れ
ら
が
凡
て
範
疇
的
な
る Vor 

即
ち「
先
」に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。範
疇
的
な
る「
先
」

は
存
在
の
現
実
性
そ
の
も
の
の
最
も
根
本
的
な
る
規
定
で
あ
る
。
存
在
が Vor 

に
於
て
存
在
す
る
と
こ
ろ
の
必
然

性
は
現
実
的
存
在
そ
の
も
の
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
。
存
在
は
根
源
的
に
は
関
心
に
よ
っ
て
現
実
的
と
な
る
の

で
あ
る
が
、し
か
る
に
各
の
関
心
は
そ
れ
の
存
在
の
仕
方
に
於
て
つ
ね
に
事
実
的
な
る
（faktisch

）
関
心
で
あ
る
。

そ
れ
の
存
在
性
に
は
事
実
的
な
る
具
体
性
が
根
本
的
に
属
し
て
い
る
。
関
心
は
人
間
の
存
在
の
存
在
の
仕
方
と
し

て
そ
れ
自
身
具
体
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
具
体
的
と
い
う
の
は
歴
史
的
に
限
定
さ
れ
て
在
る
と
い
う
こ
と
に
ほ

か
な
ら
な
い
。歴
史
的
な
る
関
心
に
よ
っ
て
具
体
的
に
限
定
さ
れ
る
存
在
は
ま
た
そ
れ
み
ず
か
ら
歴
史
的
で
あ
る
。
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か
く
て
存
在
の Vor 

の
性
格
は
そ
れ
の
最
も
根
源
的
な
る
歴
史
性
に
対
す
る
表
現
で
あ
る
。
歴
史
性
は
存
在
そ
の

も
の
に
と
っ
て
範
疇
的
で
あ
る
。
そ
こ
で
私
は
恰
も
い
ま
明
瞭
に
さ
れ
た
三
つ
の
概
念
を
歴
史
性
に
於
け
る

0

0

0

0

0

0

0

存
在

の
概
念
と
し
て
適
当
に
命
名
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
存
在
の
歴
史
性
は
そ
れ
と
ロ
ゴ
ス
と
の
関
係
に
於
て
最
も
明
ら

か
に
現
れ
る
。
関
心
が
自
己
の
捉
え
来
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
ロ
ゴ
ス
に
よ
っ
て
表
現
し
よ
う
と
す
る
必
然
性
に
つ

い
て
は
既
に
記
さ
れ
た
。
然
る
に
ロ
ゴ
ス
は
人
間
の
存
在
に
於
て
手
や
足
の
如
き
も
の
で
も
な
く
、
さ
て
は
眼
や

耳
な
ど
の
感
官
の
如
き
も
の
で
も
な
い
。
そ
れ
は
そ
れ
自
身
歴
史
的
で
あ
る
。
そ
し
て
斯
く
の
如
き
ロ
ゴ
ス
に
於

て
成
立
す
る
公
共
圏
が
歴
史
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
固
よ
り
で
あ
ろ
う
。
我
々
が
普
通
に
伝
統
若
く
は
歴

史
と
称
し
て
い
る
も
の
は
凡
て
そ
こ
に
生
き
て
い
る
。
生
そ
の
も
の
が
歴
史
的
で
あ
る
ば
か
り
で
な
い
、
凡
て
事

実
的
な
る
も
の
、
現
実
的
な
る
も
の
は
歴
史
的
で
あ
る
。
歴
史
は
あ
ら
ゆ
る
現
実
的
な
存
在
に
と
っ
て
構
成
的
な

る
範
疇
で
あ
る
。

五

現
実
的
存
在
は
範
疇
的
な
る
「
先
」
に
於
て
あ
る
。
従
っ
て
我
々
に
と
っ
て
根
源
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
存
在

は
謂
わ
ば
公
平
な
る
、
私
心
な
き
存
在
で
な
く
し
て
、
却
っ
て
つ
ね
に
何
等
か
の
意
味
に
於
て
前
提
或
い
は
先
入



社
会
科
学
の
予
備
概
念

二
二
二

主
見
を
み
ず
か
ら
の
う
ち
に
含
ん
で
い
る
。
こ
の
こ
と
は
全
く
原
理
的
に
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
現
実
的
存
在

を
そ
れ
の
全
き
具
体
性
に
於
て
、
全
き
事
実
性
に
於
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
研
究
が
フ
ッ
サ
ー
ル
の
謂
う
純
粋
現

象
学
（reine Phänom

enologie

）
で
あ
る
こ
と
が
出
来
ず
、
却
っ
て
む
し
ろ
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
謂
う
解
釈
学
的
現

象
学
（herm

eneutische Phänom
enologie

）
で
あ
る
べ
き
理
由
は
こ
こ
に
あ
る
。
そ
の
最
も
根
本
的
な
る
規
定

と
し
て Vor 

の
性
格
を
有
す
る
存
在
は
、
そ
れ
の
具
体
性
、
そ
れ
の
事
実
性
を
破
壊
す
る
こ
と
な
く
し
て
は
、
抽

象
す
る
こ
と
な
く
し
て
は
、
い
わ
ゆ
る
還
元
の
方
法
に
よ
っ
て
研
究
さ
れ
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
。
存
在
を
そ

れ
の Vor 

に
於
て
、
ま
た Vor 
を
通
じ
て
理
解
す
る
方
法
が
解
釈
で
あ
る
。
し
か
る
に
存
在
の
「
先
」
を
規
定
す

る
根
源
は
関
心
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
に
存
在
の
解
釈
は
そ
れ
の
規
定
根
拠
で
あ
る
と
こ
ろ
の
関
心
そ
の
も
の
か
ら

な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
る
に
関
心
は
人
間
の
存
在
の
最
も
根
本
的
な
る
存
在
の
仕
方
で
あ
っ
て
、
物
は
関

心
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
て
初
め
て
我
々
に
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
関
心
は
ひ
と
つ
の
基
礎
経
験
、
物
を
与
え
る

と
こ
ろ
の
基
礎
経
験
で
あ
る
。
そ
こ
で
解
釈
は
、
第
一
に
、
基
礎
経
験

0

0

0

0

か
ら
解
釈
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
る
に
基

礎
経
験
に
於
て
与
え
ら
れ
る
存
在
は
つ
ね
に
何
物
か
と
し
て
根
源
的
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
根
源
的
な
る
見

地
に
於
て
捉
え
ら
れ
、
救
わ
る
べ
き
要
求
を
そ
れ
み
ず
か
ら
に
於
て
担
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
解
釈
は
、
第
二

に
、
存
在
そ
の
も
の
の
担
う
根
源
的
な
る
見
地

0

0

0

0

0

0

0

か
ら
解
釈
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
る
に
存
在
は
つ
ね
に
ロ
ゴ
ス
に



解
釈
学
的
現
象
学
の
基
礎
概
念

二
二
三

よ
っ
て
救
わ
る
べ
き
傾
向
を
み
ず
か
ら
の
う
ち
に
宿
し
て
い
る
。
こ
の
傾
向
は
公
共
圏
に
於
け
る
理
解
性
に
対
す

る
傾
向
と
し
て
現
れ
る
。
そ
れ
故
に
解
釈
は
、
第
三
に
、
理
解
性

0

0

0

へ
の
傾
向
か
ら
解
釈
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
右
の
三

つ
の
命
題
は
解
釈
学
の
基
本
命
題
で
あ
る
。
解
釈
学
は
こ
れ
ら
の
命
題
に
従
っ
て
存
在
を
解
釈
す
る
こ
と
を
存
在

そ
の
も
の
の
構
造
か
ら
要
求
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
存
在
の
「
先
」
の
性
格
が
最
も
顕
に
な
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
く
先
把
握
に
於
て
で
あ
る
。
そ
れ
に
於
て

存
在
の
歴
史
性
は
具
体
的
と
な
る
。
こ
の
「
先
」
の
性
格
の
根
源
で
あ
る
と
こ
ろ
の
か
の
関
心
そ
の
も
の
は
普
通

に
は
隠
さ
れ
て
い
る
。
け
だ
し
関
心
は
そ
れ
の
存
在
性
に
於
て
不
安
で
あ
り
、
そ
れ
は
自
己
の
不
安
を
征
服
す

る
た
め
に
ロ
ゴ
ス
に
於
て
成
立
す
る
公
共
圏
へ
ま
で
這
入
っ
て
ゆ
く
。
と
こ
ろ
で
関
心
は
公
共
性
と
理
解
性
と
を

到
達
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
の
安
定
を
獲
得
し
、
然
し
な
が
ら
か
く
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
不
安
を
本
質
と
す
る

関
心
は
自
己
の
存
在
を
維
持
す
る
こ
と
が
出
来
ず
、
彼
み
ず
か
ら
は
公
共
圏
そ
の
も
の
の
う
ち
に
埋
没
し
て
し
ま

う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
関
心
は
関
心
と
し
て
我
々
に
と
っ
て
顕
で
な
い
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
却
っ
て
我
々
は
た
だ

ロ
ゴ
ス
を
通
じ
て
、
そ
れ
の
公
共
圏
を
通
じ
て
の
み
存
在
に
接
近
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
る
に
存
在
へ
の
接

近
の
通
路
と
な
る
公
共
圏
は
現
実
に
あ
っ
て
は
ま
た
そ
れ
み
ず
か
ら
い
つ
で
も
必
然
的
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
そ

れ
は
我
々
が
そ
の
中
に
生
き
て
い
る
と
こ
ろ
の
公
共
圏
、
簡
単
に
云
え
ば
、
現
代
の
意
識

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
過
去
そ
の
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二
二
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も
の
と
雖
も
我
々
は
た
だ
現
代
の
意
識
を
通
じ
て
の
み
そ
れ
に
接
近
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
解
釈
学
的
現
象
学

の
唯
一
の
可
能
な
る
出
発
点
は
現
代
の
意
識
で
あ
る
。
そ
れ
が
こ
の
学
問
の
「
現
実
の
出
発
点
」（der w

irkliche 

A
usgangspunkt

）
で
あ
る
。
我
々
の
研
究
の
出
発
点
は
明
ら
か
に
な
っ
た
。
解
釈
学
的
現
象
学
は
、
実
際
、
こ

れ
か
ら
初
め
て
始
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
現
代
の
意
識
を
出
発
点
と
し
て
如
何
な
る
特
殊
の
方
法
に
よ
っ
て
存
在

を
獲
得
し
て
ゆ
く
の
で
あ
ろ
う
か
。　
　

―
―
（
一
九
二
六
・
一
二
）
―
―



科
学
批
判
の
課
題

二
二
五

科
学
批
判
の
課
題

“Ja, W
ie lächerlich! und doch w

ie reich an solchen Lächerlichkeiten ist die G
eschichte! Sie w

iederholen 

sich in allen kritischen Zeiten. K
ein W

under ; in der Vergangenheit lässt m
an sich A

lles gefallen, anerkennt 

m
an die N

othw
endigkeit der vorgefallenen Veränderungen  und R

evolutionen ; aber gegen die A
nw

endung 

auf den gegenw
ärtigen Fall sträubt m

an sich im
m

er m
it H

änden und Füssen ; die G
egenw

art m
acht m

an 

aus K
urzsichtigkeit und B

equem
lichkeit zu der A

usnahm
e von der R

egel.” 

【“G
rundsätze der Philosophie der 

Zukunft”, §16

『
将
来
の
哲
学
の
根
本
命
題
』】

Ludw
ig Feuerbach

哲
学
は
そ
の
他
の
文
化
の
諸
形
態
と
つ
ね
に
或
る
原
理
的
な
聯
関
に
於
て
繋
ぎ
合
わ
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
聯
関

か
ら
し
て
哲
学
に
と
っ
て
、
そ
れ
の
課
題
は
必
然
的
に
産
れ
て
来
る
の
で
あ
り
、
生
産
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
限
り
、

哲
学
は
、
こ
の
聯
関
の
自
覚
の
上
に
自
己
の
任
務
を
把
握
し
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
文
化
の
諸
領
域
相
互
の
結

合
の
仕
方
そ
の
も
の
は
い
つ
で
も
歴
史
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
私
は
こ
の
特
殊
な
る
規
定
性
の
根
源
を
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二
二
六

そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
的
時
代
に
於
け
る
基
礎
経
験
の
特
殊
な
る
性
格
に
於
て
見
出
し
得
る
と
思
う
。＊

一
層
詳
し
く
云

え
ば
斯
う
で
あ
る
。
各
の
時
代
に
あ
っ
て
文
化
の
諸
形
態
、或
い
は
最
も
広
い
意
味
に
於
け
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、

単
純
に
平
面
的
な
交
互
作
用
の
関
係
に
立
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、却
っ
て
そ
れ
ら
は
層
を
成
し
て
重
な
り
合
い
、

か
か
る
立
体
的
な
る
関
係
に
於
て
交
互
作
用
を
形
作
っ
て
い
る
。
し
か
も
こ
の
成
層
構
造
は
時
代
に
よ
っ
て
歴
史

的
に
異
な
る
。
或
る
時
代
に
於
て
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
う
ち
例
え
ば
宗
教
が
、
然
し
な
が
ら
他
の
時
代
に
於
て
は

学
問
的
意
識
が
そ
の
構
造
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
差
異
の
根
柢
は
そ
れ
ら
の
時
代
に
於
け
る
基
礎

経
験
の
構
造
の
そ
れ
ぞ
れ
の
特
殊
性
に
あ
る
。
基
礎
経
験
は
そ
の
特
殊
性
に
応
じ
て
自
己
を
存
在
の
モ
デ
ル

0

0

0

0

0

0

に
於

て
抽
象
せ
し
め
る＊
＊。

か
く
存
在
の
モ
デ
ル
と
し
て
各
の
時
代
に
於
て
新
た
に
把
握
さ
れ
た
存
在
の
領
域
は
、
そ
れ

自
身
モ
デ
ル
の
意
味
に
於
て
、
ま
さ
に
存
在
論
的
に

0

0

0

0

0

過
重
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
必
然
性
を
も
っ
て
い
る
。
新
た
に
把

握
さ
れ
た
存
在
の
領
域
は
規
則
的
に
先
ず
現
実
存
在
、
更
に
は
価
値
存
在
の
絶
対
圏
へ
引
き
入
れ
ら
れ
、
そ
の
対

象
は
つ
ね
に
一
切
の
世
界
変
化
の
独
立
変
数
と
し
て
妥
当
す
る
。
こ
の
選
ば
れ
た
領
域
の
構
造
は
他
の
存
在
の
領

域
へ
導
き
込
ま
れ
、
か
く
し
て
全
体
の
世
界
、
或
い
は
少
な
く
と
も
そ
の
大
部
分
は
こ
の
モ
デ
ル
に
従
っ
て
解
明

さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
と
こ
ろ
で
斯
く
の
如
き
過
程
に
相
応
し
て
恰
も
次
の
こ
と
が
あ
る
。
存
在
の
モ
デ
ル
と
し

て
必
然
的
に
抽
出
さ
れ
た
領
域
に
関
す
る
意
識
即
ち
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、そ
の
優
越
な
る
存
在
論
的
性
質
の
故
に
、



科
学
批
判
の
課
題

二
二
七

謂
わ
ば
「
形
而
上
学
的
な
る
」
妥
当
性
を
獲
得
す
る
と
同
時
に
、
他
方
で
は
諸
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
聯
関
に
於
て

つ
ね
に
基
礎
層
の
位
置
を
占
め
る
に
到
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
基
礎
経
験
の
構
造
は
各
の
歴
史
的
時
代
に
於
て

そ
れ
ぞ
れ
特
殊
的
で
あ
り
、
そ
し
て
存
在
の
モ
デ
ル
も
ま
た
そ
う
で
あ
る
か
ら
、
従
っ
て
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
諸
形
態

の
成
層
構
造
の
土
台
と
な
る
も
の
も
ま
た
時
代
に
応
じ
て
相
異
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
こ
と
が
い
ま
我
々
に

と
っ
て
重
要
で
あ
る
。
固
よ
り
諸
文
化
形
態
の
成
層
構
造
の
認
識
は
、
或
る
人
々
が
注
意
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
文

化
形
態
相
互
の
間
の
類
型
的
及
び
類
構
的
（stil- und strukturanalog

）
関
係
の
事
項
と
矛
盾
す
る
も
の
で
な
い
。

偉
大
な
る
時
期
の
芸
術
、
哲
学
並
び
に
科
学
の
間
に
は
型
式
と
構
造
と
の
類
似
が
あ
る
。
例
え
ば
フ
ラ
ン
ス
の

古
典
悲
劇
と
第
十
七
、
第
十
八
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
の
数
学
的
物
理
学
と
の
間
の
こ
の
関
係
は
デ
ュ
ー
エ
ム
【Pierre 

D
uhem

?

】
に
よ
っ
て
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
ひ
と
は
シ
ェ
ク
ス
ピ
ヤ
及
び
ミ
ル
ト
ン
と
イ
ギ
リ
ス
の
物
理
学
と

の
間
に
、
或
い
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
哲
学
と
バ
ロ
ッ
ク
芸
術
と
の
間
に
、
更
に
は
マ
ッ
ハ
、
ア
ヴ
ェ
ナ
リ
ウ
ス
と

絵
画
上
の
印
象
主
義
と
の
間
に
そ
の
よ
う
な
類
似
を
見
出
し
得
る
と
信
ず
る
。
と
こ
ろ
で
斯
く
の
如
き
事
実
は
単

純
に
文
化
の
諸
領
域
の
間
に
平
面
的
な
交
互
作
用
の
関
係
が
あ
る
こ
と
を
語
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
事
実
は
こ

の
よ
う
な
関
係
に
基
づ
く
の
で
は
な
く
、
ま
た
そ
れ
ら
の
文
化
形
態
相
互
の
間
の
意
識
的
な
翻
案
に
因
る
の
で
も

な
く
、
―
―
勿
論
か
か
る
場
合
も
存
在
す
る
、
例
え
ば
ダ
ン
テ
と
ト
マ
ス
と
の
場
合
、
―
―
却
っ
て
そ
れ
は
そ
の
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二
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根
源
を
そ
れ
ら
の
文
化
形
態
が
一
の
同
一
の
基
礎
経
験
の
表
現
で
あ
る
と
こ
ろ
に
も
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
所

謂
型
式
類
似
の
最
も
厳
密
に
行
わ
れ
て
い
る
場
合
が
、
新
し
い
時
代
の
基
礎
経
験
の
、
伝
承
さ
れ
、
出
来
あ
が
っ

た
、
古
い
文
化
形
式
を
力
強
く
推
し
除
け
て
新
た
に
自
己
み
ず
か
ら
の
う
ち
か
ら
表
現
形
式
を
産
み
つ
つ
あ
る
と

き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
と
き
個
人
的
な
、
意
識
的
な
影
響
か
ら
全
く
独
立
に
、

諸
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
間
に
型
式
類
似
が
成
立
す
る
、
文
化
の
形
式
ま
た
は
方
向
の
推
移
は
知
識
若
く
は
意
志
以

前
に
行
わ
れ
る
。
若
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
意
識
形
態
相
互
の
間
の
類
型
的
及
び
類
構
的
関
係
と
は
撞
着
す
る

こ
と
な
し
に
我
々
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
成
層
構
造
を
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
し
て
若
し
各
の
時
代
に
於
て
そ

れ
ぞ
れ
独
自
な
る
構
成
を
有
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
層
の
意
味
を
把
握
す
る
な
ら
ば
、
我
々
は
、
何
故
に
唯
物
史

0

0

0

観0

が
経
済
史
観

0

0

0

0

と
絶
え
ず
混
同
さ
れ
、
そ
し
て
何
故
に
か
く
混
同
さ
れ
る
こ
と
に
原
理
的
に
は
反
対
し
つ
つ
も
な

お
そ
こ
に
否
定
し
難
き
統
一
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
か
の
理
由
を
理
解
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
蓋
し
現
代
に
あ
っ
て

は
そ
の
基
礎
経
験
の
特
殊
な
る
構
造
に
応
じ
て
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
う
ち
経
済
学
に
特
に
優
越
な
る
位
置
が
与
え
ら

れ
る
。
経
済
学
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
構
成
に
於
て
基
礎
層
を
成
す
。
そ
こ
か
ら
し
て
現
代
の
全
世
界
観
た
る
唯
物

史
観
に
於
け
る
唯
物
論
と
経
済
主
義
と
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
範
囲
内
に
於
け
る
統
一
の
傾
向
は
出
て
来
る
の
で
あ

る
。
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文
化
の
諸
領
域
相
互
の
聯
関
の
問
題
は
、
近
世
哲
学
の
歴
史
に
於
て
、
既
に
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
意
識
さ
れ
て
い
た
。

我
々
は
彼
の
第
三
批
判
書
の
う
ち
に
こ
の
問
題
へ
の
指
示
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
は
そ
の
後
の
哲
学
に

於
て
カ
ン
ト
の
提
出
し
た
方
向
に
従
っ
て
所
謂
「
理
性
の
体
系
」
の
問
題
と
し
て
現
れ
、
フ
ィ
ヒ
テ
を
初
め
と
し

て
斯
く
の
如
き
体
系
を
理
性
そ
の
も
の
の
根
拠
か
ら
先
験
的
に
演
繹
す
る
と
い
う
放
胆
な
、
天
才
的
な
る
種
々
の

企
て
が
な
さ
れ
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
よ
う
な
先
験
的
演
繹
に
歴
史
的
発
展
を
結
び
付
け
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の

意
図
を
一
層
実
証
的
な
、
一
層
分
析
的
な
仕
方
で
解
決
し
よ
う
と
し
た
の
が
ド
イ
ツ
歴
史
学
派
で
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
故
に
文
化
形
態
の
相
互
の
聯
関
の
研
究
は
こ
の
学
派
の
人
々
の
最
も
好
ん
だ
題
目
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て

い
る
。
現
代
の
哲
学
に
於
て
デ
ィ
ル
タ
イ
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
も
歴
史
学
派
の
仕
事
を
哲
学
的
に
反
省
し
、
そ

し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
に
再
び
近
づ
い
て
い
る
と
云
わ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
（D

ilthey, D
as W

esen der Philosophie. 

参
照
【
戸
田
訳
『
哲
学
の
本
質
』】）。

＊
＊　

存
在
の
モ
デ
ル
の
意
味
そ
の
他
に
つ
い
て
は
拙
著
『
唯
物
史
観
と
現
代
の
意
識
』〔
本
巻
収
録
〕
参
照
。

か
く
て
現
代
哲
学
の
課
題
は
現
代
に
於
け
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
構
造
の
特
殊
性
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
成
立
す

る
。
即
ち
哲
学
は
今
や
経
済
学
を
中
心
と
す
る
社
会
科
学
一
般
と
特
に
密
接
な
聯
関
に
立
つ
こ
と
を
要
求
さ
れ
て
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い
る
。
こ
の
こ
と
は
現
代
の
基
礎
経
験
そ
の
も
の
の
構
造
に
よ
っ
て
ま
さ
に
そ
う
な
の
で
あ
っ
て
、
現
実
的
で
あ

ろ
う
と
す
る
限
り
哲
学
は
そ
れ
を
回
避
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
い
。
か
く
の
如
く
哲
学
が
種
々
な
る
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
の
う
ち
特
に
科
学
、
し
か
も
特
に
社
会
科
学
と
結
び
付
か
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
主
張
は
、
或
る
人
々
の
す
る
よ

う
に
所
謂
「
科
学
主
義
」
の
名
を
も
っ
て
非
難
さ
る
べ
き
で
な
く
、
却
っ
て
現
実
の
歴
史
的
特
殊
性
に
よ
っ
て
理

由
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。＊

こ
の
こ
と
は
我
々
に
先
立
っ
て
、
固
よ
り
我
々
と
は
異
な
っ
た
根
拠
か
ら
で
は

あ
る
が
、
既
に
デ
ィ
ル
タ
イ
に
よ
っ
て
十
分
に
自
覚
さ
れ
て
い
た
。
デ
ィ
ル
タ
イ
の
哲
学
的
労
作
の
中
心
は
歴
史

的
社
会
的
諸
科
学
の
基
礎
づ
け
に
あ
る
。
こ
の
仕
事
に
対
し
て
彼
は
彼
の
素
質
や
天
分
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い

る
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
実
に
彼
の
学
問
的
活
動
の
歴
史
的
地
位
に
よ
っ
て
必
然
的
に
さ
れ
て
い
る
、
と
彼
は
考

え
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
個
々
の
文
化
現
象
は
相
互
に
歴
史
的
に
規
定
さ
れ
た
一
定
の
聯
関
に
立
っ
て
お
り
、
哲
学

の
任
務
は
こ
の
聯
関
に
よ
っ
て
必
然
的
に
規
定
さ
れ
て
存
在
す
る
。
こ
の
根
本
思
想
に
基
づ
い
て
デ
ィ
ル
タ
イ
は

云
う
、「
我
々
の
課
題
は
我
々
に
と
っ
て
明
瞭
に
予
示
さ
れ
て
い
る
、
カ
ン
ト
の
批
判
的
な
道
を
辿
っ
て
、
人
間

精
神
の
一
の
経
験
科
学
を
他
の
諸
領
域
の
研
究
者
た
ち
と
の
協
同
に
於
て
基
礎
付
け
る
こ
と
が
そ
れ
で
あ
る
。」

即
ち
彼
は
カ
ン
ト
が
自
然
科
学
に
対
し
て
な
し
た
と
同
じ
仕
事
を
精
神
科
学
に
対
し
て
試
み
る
の
で
あ
っ
て
、
彼

は
こ
の
課
題
が
ド
イ
ツ
に
於
け
る
千
七
百
七
十
年
か
ら
千
八
百
年
に
至
る
詩
的
及
び
哲
学
的
運
動
、
レ
ッ
シ
ン
グ
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か
ら
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
及
び
ヘ
ー
ゲ
ル
ま
で
の
発
展
、
近
く
は
歴
史
学
派
の
活
動
に
よ
っ
て
彼
に
課
せ
ら

れ
て
い
る
と
信
じ
た
。
更
に
彼
は
云
う
、「
現
実
に
対
す
る
飽
く
こ
と
な
き
熱
望
は
現
代
の
学
問
の
強
大
な
る
魂

で
あ
る
。」
そ
し
て
彼
は
こ
の
熱
望
が
哲
学
に
と
っ
て
は
た
だ
そ
れ
が
特
殊
科
学
と
結
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の

み
満
足
さ
せ
ら
れ
得
る
と
考
え
る
。
我
々
も
ま
た
歴
史
的
社
会
的
科
学
の
批
判
を
も
っ
て
現
代
哲
学
の
優
越
な
る

課
題
で
あ
る
と
す
る
。
我
々
も
ま
た
或
る
意
味
で
は
哲
学
の
精
神
が
実
証
的
な
経
験
科
学
の
う
ち
に
内
在
し
て
い

る
と
思
う
。
そ
の
一
般
的
な
根
拠
に
つ
い
て
は
冒
頭
に
話
さ
れ
た
。
そ
し
て
我
々
の
仕
事
が
如
何
に
デ
ィ
ル
タ
イ

の
そ
れ
と
異
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
か
と
い
う
こ
と
は
、社
会
科
学
に
於
け
る
マ
ル
ク
ス
よ
り
レ
ー
ニ
ン
ま
で
の
発
展
、

世
界
に
於
け
る
無
産
者
階
級
解
放
運
動
の
進
展
の
事
実
が
既
に
明
ら
か
に
こ
れ
を
物
語
る
で
あ
ろ
う
。
デ
ィ
ル
タ

イ
の
尊
敬
す
べ
き
著
作
『
精
神
科
学
概
論
』
は
千
八
百
八
十
三
年
に
世
に
出
た
に
拘
ら
ず
、
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
者
た

る
彼
は
マ
ル
ク
ス
主
義
に
つ
い
て
は
何
等
顧
慮
し
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

＊　

現
今
わ
が
国
に
行
わ
れ
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
芸
術
論
が
あ
ま
り
に
科
学
的
な
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
屡
々
非
難
さ
れ

る
に
拘
ら
ず
、
か
く
あ
る
こ
と
の
必
然
性
と
真
理
性
と
は
こ
こ
に
述
べ
ら
れ
た
の
と
同
じ
理
由
か
ら
否
む
こ
と
が

出
来
ぬ
。
問
題
は
他
の
処
に
あ
る
。
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「
学
問
」
の
理
念
の
発
見
は
ギ
リ
シ
ア
人
が
人
類
歴
史
に
於
て
成
し
遂
げ
た
諸
業
績
の
う
ち
最
も
偉
大
な
る
も

の
の
ひ
と
つ
に
属
し
て
い
る
。
今
日
我
々
が
普
通
に
学
問
の
理
念
に
与
え
る
と
こ
ろ
の
諸
規
定
は
、
そ
の
殆
ど
凡

て
が
既
に
彼
等
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
彼
の
『
メ
タ
フ
ィ
シ
カ
』
の
首
め

に
於
て
学
問
を
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。
一
、
経
験
が
個
々
の
も
の
に
つ
い
て
の
知
識
で
あ
る
に
反
し
て
、

学
問
は
普
遍
的
な
る
も
の
（to; kaqovlou

）
に
関
す
る
知
識
で
あ
る
。
二
、
経
験
あ
る
者
が
単
に
斯
く
在
る
（to; 

o{ti

）
と
い
う
こ
と
を
知
る
に
と
ど
ま
る
の
と
異
な
っ
て
、
学
問
あ
る
人
は
何
故
に
然
か
あ
る
か
（to; diovti

）
と

い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
学
問
は
原
因
（aijtiva

）
に
関
す
る
知
識
で
あ
る
。
三
、学
問
は
教
え
る
（didavskein

）

こ
と
の
出
来
る
も
の
、
従
っ
て
ま
た
学
ぶ
こ
と
の
出
来
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
学
問
が
方
法
的
な
知
識
で
あ

る
と
い
う
こ
と
の
表
徴
で
あ
る
、
四
、
学
問
は
実
用
の
た
め
の
も
の
で
な
い
（mh; pro;V crh:sin

）。
そ
れ
は
生

活
の
快
楽
ま
た
は
生
活
に
必
需
な
る
も
の
の
た
め
の
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
そ
れ
ら
の
も
の
か
ら
独
立
し
て
い

る
と
い
う
と
こ
ろ
に
そ
れ
の
本
質
が
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
れ
ら
の
規
定
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
自
身
の
初
め
て
作

り
出
し
た
も
の
で
な
い
と
い
う
こ
と
は
、『
メ
タ
フ
ィ
シ
カ
』
第
一
巻
第
一
章
及
び
第
二
章
を
少
し
く
詳
し
く
読

む
も
の
に
は
お
の
ず
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。＊

彼
は
そ
こ
で
も
彼
の
つ
ね
に
用
い
る
方
法
に
従
っ
て
「
知
者
」（oJ 
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sofovV
）
に
つ
い
て
の
ギ
リ
シ
ア
人
の
種
々
な
る
意
見
（uJpolhvy

eiV

）
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
学
問
理
念
の

こ
れ
ら
の
内
容
に
到
達
し
て
い
る
。
即
ち
斯
く
規
定
さ
れ
た
学
問
の
理
念
は
ギ
リ
シ
ア
人
の
生
活
そ
の
も
の
の
中

か
ら
生
れ
た
概
念
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
生
活
の
う
ち
か
ら
出
た
意
見
の
歴
史
の
分
析
的
研
究
に
よ
っ
て

事
物
の
本
質
を
把
握
す
る
と
い
う
こ
と
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
方
法
の
特
質
に
属
し
て
い
る
。
尤
も
、
注
意
す
べ

き
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
斯
く
の
如
き
歴
史
的
研
究
に
生
の
存
在
論
的
研
究
を
結
び
付
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
ろ
う
。
彼
は
私
の
い
ま
指
摘
し
た
箇
所
の
最
初
に
於
て
―
―
そ
れ
は
『
メ
タ
フ
ィ
シ
カ
』
冒
頭
の
句
と
し
て
有

名
な
「
凡
て
の
人
間
は
本
性
上
知
る
こ
と
を
努
め
る
」
と
い
う
語
を
も
っ
て
始
ま
っ
て
い
る
―
―
人
間
の
規
定
に

応
じ
て
、
知
覚
（ai[sqhsiV

）、
記
憶
（mnhvmh

）
経
験
（ejmpeiriva

）、
学
問
（ejpisthvmh

）
の
四
段
の
発
展
の
過

程
を
叙
述
し
て
い
る
。

＊　

こ
れ
ら
の
章
は
惟
う
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
の
構
成
を
模
範
的
に
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、『
倫
理
学
』

第
一
巻
の
最
初
の
数
章
と
共
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
哲
学
的
方
法
並
び
に
精
神
を
理
解
す
る
た
め
に
反
覆
熟
読

さ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
学
問
理
念
の
右
の
規
定
は
人
類
の
学
問
の
歴
史
を
運
命
的
に
支
配
し
て
来
た
。
今
日
若
し
我
々
が
、
学
問

と
は
何
で
あ
る
か
、
と
訊
ね
ら
れ
る
に
し
て
も
我
々
は
恐
ら
く
右
の
規
定
以
上
の
も
の
を
も
っ
て
答
え
る
こ
と
が
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出
来
ぬ
で
あ
ろ
う
。
学
問
の
定
義
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
於
て
夙
に
尽
さ
れ
て
い
る
か
の
如
く
に
見
え
る
。
否
、

事
実
を
云
う
な
ら
ば
、
我
々
は
今
も
な
お
最
も
多
く
の
場
合
ギ
リ
シ
ア
的
な
る
学
問
の
理
念
の
伝
統
の
も
と
に
立

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
理
念
に
於
け
る
最
も
特
性
的
な
る
も
の
は
、
学
問
が
純
粋
に
観
想
的
本
質

の
も
の
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
に
関
係
す
る
。
こ
の
こ
と
を
理
解
す
る
の
は
容
易
で
あ
る
。
既
に
我
々
は
そ
の
規
定

の
ひ
と
つ
に
学
問
が
実
用
と
は
没
交
渉
で
あ
る
と
云
わ
れ
て
い
る
の
を
知
っ
て
い
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
何
等
実

践
と
は
か
か
わ
り
な
き
も
の
で
あ
る
。
ひ
と
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
言
葉
を
用
い
れ
ば
、「
そ
れ
自
身
の
た
め

に
そ
し
て
知
る
た
め
に
求
め
ら
れ
た
知
識
」
を
の
み
特
に
学
問
と
呼
ぶ
。
学
問
は
他
の
結
果
の
た
め
の
も
の
で
な

く
、
ま
さ
に
学
問
の
た
め
の
学
問
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
理
論
と
実
践
と
の
間
の
完
全
な
分
離
が
行
わ
れ
て
い
る
。

更
に
他
の
ひ
と
つ
の
規
定
、
学
問
は
普
遍
的
な
る
も
の
の
知
識
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
と
っ
て
み
て
も
同
様
で
あ

る
。
こ
こ
に
謂
う
普
遍
的
な
る
も
の
と
は
自
然
科
学
の
一
般
的
法
則
と
い
う
が
如
き
も
の
で
は
な
く
て
、
か
の 

ei\doV  

即
ち
観
る
者
に
と
っ
て
事
物
が
現
れ
る
と
こ
ろ
の
形
相
で
あ
る
。 ei\doV  

の
語
は
、 ijdeva  

の
語
も
同
じ
く
、

ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
者
に
と
っ
て
事
物
の
本
質
を
意
味
し
た
が
、
共
に id-

（vid-

）
―
―
ラ
テ
ン
語
の videre

―
―

に
由
来
し
て
観
る
と
い
う
こ
と
と
関
係
が
あ
り
、
そ
し
て eijdevnai  （
知
る
）
と
い
う
語
も
ま
た
同
じ
由
来
を
も

っ
て
い
る
。
形
相
と
は
時
間
空
間
を
超
越
し
た
事
物
の
永
遠
な
る
本
質
の
謂
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
本
質
の
直
観
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五

が
恰
も
ギ
リ
シ
ア
人
に
と
っ
て
最
高
の
認
識
で
あ
っ
た
。
然
る
に
実
践
は
こ
れ
に
反
し
て
つ
ね
に
空
間
的
時
間
的

に
規
定
さ
れ
た
存
在
に
関
係
す
る
。
同
じ
事
情
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
学
問
を
も
っ
て
原
因
に
つ
い
て
の
知
識
で

あ
る
と
定
義
し
た
場
合
に
も
何
等
異
な
る
と
こ
ろ
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
ひ
と
は
原
因
の
概
念
の
も
と
に

近
世
的
な
意
味
を
持
ち
込
ん
で
は
な
ら
ぬ
。
近
世
に
於
て
は
原
因
は
結
果
（
ド
イ
ツ
語
で
は W

irkung

）
に
対
し

て
こ
れ
を
惹
き
起
す
、
働
き
出
す
（w

irken

）
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
或
る
力
の
関
係
、
ヒ
ュ

ー
ム
の
謂
う propter hoc 
の
関
係
、
従
っ
て
或
る
実
践
的
な
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
。
か
か
る
力
の
概
念
が
人

性
論
的
な
も
の
と
し
て
学
問
の
構
成
の
中
か
ら
排
斥
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
も
、
因
果
関
係
は
法
則
性
の
概
念
と

結
合
さ
れ
、
し
か
る
に
法
則
性
の
概
念
は
、
後
に
も
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
究
極
は
人
間
の
実
践
と
つ
な
が
っ
た

認
識
の
概
念
で
あ
る
。
こ
れ
と
は
異
な
っ
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
原
因
は
力
或
い
は
法
則
と
は
係
わ
り
な
く
、
そ

れ
故
に
何
等
実
践
的
意
味
を
有
し
な
い
。
固
よ
り
原
因
と
い
う
か
ら
に
は
存
在
は
過
程
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
は
い

る
が
、
し
か
し
こ
の
過
程
は
つ
ね
に
そ
れ
自
身
に
於
て
完
了
し
、
完
結
し
た
過
程
と
し
て
、
従
っ
て
未
来
に
向
う

過
程
と
し
て
で
な
く
却
っ
て
つ
ね
に
現
在
的
な
る
過
程
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
不
終
結

的
な
、
テ
ロ
ス
的
な
ら
ぬ
過
程
に
一
般
に
「
過
程
」
の
意
味
を
拒
み
さ
え
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
原
因
と
は
そ
れ

自
身
に
於
て
完
了
し
た
過
程
と
し
て
の
存
在
の
構
造
そ
の
も
の
を
解
明
す
べ
き
始
点
、
従
っ
て
ま
た
終
点
以
外
の
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何
物
で
も
な
い
。
そ
れ
故
に
過
程
的
な
る
も
の
の
解
明
は
い
つ
で
も
常
住
的
な
る
も
の
へ
の
方
向
に
於
て
な
さ
れ

て
い
る
。＊

過
程
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
あ
っ
て
は
存
在
の
優
越
な
る
現
在
性
（parousiva

）
を
示
す
他
の
表
現

で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
現
在
性
こ
そ
ま
さ
に
人
間
の
観
想
的
態
度
と
関
係
す
る
。
否
、
最
も
注
意
す
べ
き
こ
と

は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
あ
っ
て
は
実
践
的
な
る
も
の
の
分
析
そ
の
も
の
さ
え
も
が
究
極
は
観
想
的
な
る
も
の
へ

の
方
向
に
於
て
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
人
間
の
実
践
的
活
動
を
凡
て
テ
ロ
ス
的
活
動
、
従
っ

て
そ
れ
自
身
に
於
て
完
結
し
た
過
程
と
し
て
考
え
る
。
蓋
し
テ
ロ
ス
と
は
過
程
の
最
初
に
在
る
も
の
と
最
後
に
在

る
も
の
と
が
等
し
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
彼
に
於
て
は
実
践
は
実
践
的
本
質
に
於
て
、
即
ち
カ
ン
ト
、
殊
に

フ
ィ
ヒ
テ
が
説
く
が
如
き
、
無
限
に
抵
抗
を
打
越
え
て
ゆ
く
過
程
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
な
い＊
＊。

実
践
も
ま
た
彼

に
於
て
は
一
箇
の
限
定
で
あ
る
。
し
か
る
に
限
定
（pevraV

）
と
い
う
こ
と
も
ま
た
人
間
の
観
想
的
態
度
に
関
係

す
る
。
か
く
し
て
学
問
の
ギ
リ
シ
ア
的
理
念
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
た
結
果
は
、
要
す
る
に
学
問
が
純
粋

な
る qew

riva  

で
あ
っ
て
、 pra:xiV  

と
は
関
わ
り
な
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
は
ま
た
学
問
の
人
生
論
的
起
源
を
求
め
て
驚
異
（qaumavzein

）
に
あ
る
と
し
た
。
―
―
ひ
と
は
更
に
プ
ラ

ト
ン
の
『
テ
ア
イ
テ
ト
ス
』155D

. 

を
見
よ
。
―
―
驚
異
は
あ
ら
ゆ
る
パ
ト
ス
の
う
ち
純
粋
に
知
的
な
る
性
質
の

も
の
で
あ
る
。
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＊　

因
果
関
係
に
つ
い
て
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
解
釈
は
斯
う
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学
に
よ
れ
ば
、
因
果
性
の
真
理
0

0

は
相

互
作
用
で
あ
る
。
普
通
の
意
味
に
於
け
る
因
果
関
係
は
そ
の
中
に
無
限
へ
向
っ
て
の
進
行
を
含
ん
で
い
る
。
ひ
と

つ
の
出
来
事
の
原
因
が
発
見
さ
れ
る
や
否
や
、
そ
の
原
因
の
原
因
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
、
か
く
し
て

無
限
の
進
行
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
結
果
の
方
向
を
辿
っ
て
も
同
様
で
あ
る
。
こ
の
悪
し
き
無
限
、
不
終
結
と
無

完
成
と
に
対
し
て
、
他
の
到
る
処
に
於
て
と
同
じ
く
、
こ
こ
で
も
ま
た
ヘ
ー
ゲ
ル
は
反
抗
す
る
。
―
―
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
に
あ
っ
て
も eijV a[peiron proveisin  

と
い
う
言
葉
は
事
物
の
不
可
能
を
示
す
決
定
的
な
意
味
を
つ
ね
に
も

っ
て
い
る
。
―
―
そ
し
て
彼
は
そ
れ
を
止
揚
す
る
た
め
に
因
果
の
関
係
を
相
互
作
用
の
関
係
に
転
化
す
る
。「
相
互

作
用
に
於
て
」、
と
彼
は
云
う
、「
原
因
と
結
果
と
の
無
限
へ
の
進
行
は
進
行
と
し
て
真
実
な
る
仕
方
に
於
て
止
揚

さ
れ
て
い
る
、
原
因
か
ら
結
果
へ
の
ま
た
結
果
か
ら
原
因
へ
の
直
線
的
な
外
出
は
自
己
の
う
ち
へ
曲
げ
入
れ
ら
れ
、

曲
げ
還
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」（W

W
. V

I, 306

）、
そ
し
て
し
か
も
「
一
の
自
己
み
ず
か
ら
に
於
て
閉
鎖
し
た

関
係
へ
」（ebd., 307

）
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
於
て
直
線
的
な
関
係
は
自
己
み
ず
か
ら
の
う
ち
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た

関
係
と
な
る
。
し
か
る
に
因
果
関
係
に
つ
い
て
の
斯
く
の
如
き
解
釈
は
、
原
因
結
果
の
関
係
の
中
に
元
々
か
ら
変

化
の
過
程
よ
り
も
一
層
多
く
変
化
を
通
ず
る
持
続
の
状
態
を
眺
め
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
る
。
ヘ
ー

ゲ
ル
は
因
果
関
係
に
あ
っ
て
つ
ね
に
原
因
と
結
果
の
う
ち
に
自
己
同
一
に
と
ど
ま
り
、
持
続
す
る
統
一
的
な
る
量
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を
見
る
の
で
あ
る
。

＊

＊　
”D

as R
esultat ist nur darum

 dasselbe, w
as der A

nfang, w
eil der A

nfang Zw
eck ist;

―
― oder das 

W
irkliche ist nur darum

 dasselbe, w
as sein B

egriff w
eil das U

nm
ittelbare als Zw

eck das Selbst oder die reine 

W
irklichkeit in ihm

 selbst hat.” (Phänom
enologie des G

eistes, Jubiläum
sausgabe, S. 25.)

と
い
う
ヘ
ー
ゲ
ル
の

言
葉
は
、我
々
が
若
し
そ
れ
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
書
の
う
ち
に
見
出
す
と
し
て
も
、我
々
は
驚
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

ギ
リ
シ
ア
的
学
問
の
観
想
的
性
質
を
明
ら
か
に
し
た
後
に
、
我
々
は
如
何
に
そ
れ
が
ギ
リ
シ
ア
的
生
活
と
深
く

聯
関
し
て
い
る
か
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
ギ
リ
シ
ア
に
於
て
理
論
が
純
粋
に
理
論
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
の

は
、
偶
然
で
も
な
く
、
ま
た
故
意
の
こ
と
で
も
な
く
、
却
っ
て
そ
の
生
活
地
盤
の
う
ち
に
於
て
は
必
然
で
あ
り
、

寧
ろ
自
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ギ
リ
シ
ア
的
基
礎
経
験
の
中
か
ら
生
れ
た
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー

に
於
け
る
人
間
解
釈
の
ひ
と
つ
の
表
現
で
あ
る
。
こ
の
人
間
の
存
在
の
解
釈
の
学
問
的
な
る
表
現
は
プ
ラ
ト
ン
に

鮮
か
に
現
れ
て
お
り
、
或
い
は
既
に
そ
れ
以
前
に
溯
り
得
る
も
の
で
あ
る
が
、
殊
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
於
て
最

も
明
確
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
後
者
は
人
間
の
生
活
を
、
享
楽
的
生
活
、
社
会
的
生
活
、
観
想
的
生
活
の
三
つ
に

区
別
し
た
。
そ
し
て
観
想
的
生
活
（bivoV qew

rhtikovV

）
を
も
っ
て
最
高
の
も
の
と
し
、
こ
れ
を
社
会
的
実
践
的
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生
活
（bivoV politikovV

）
の
上
位
に
置
い
た
。『
倫
理
学
』
第
十
巻
に
於
て
は
観
想
的
生
活
の
浄
福
が
最
も
美
し

く
語
ら
れ
て
い
る
。＊

か
く
観
想
を
重
ん
じ
た
彼
等
ギ
リ
シ
ア
人
に
と
っ
て
、
学
問
が
人
間
の
存
在
の
仕
方
の
最
高

の
可
能
性
に
属
し
、
実
践
か
ら
の
分
離
に
於
て
彼
等
が
そ
れ
の
完
成
を
見
た
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
然
る
に
理
論

を
実
践
よ
り
も
尊
ぶ
と
こ
ろ
の
斯
く
の
如
き
人
間
解
釈
は
、
社
会
的
に
観
察
す
れ
ば
、
奴
隷
制
度
に
よ
っ
て
維
持

さ
れ
て
い
た
ギ
リ
シ
ア
の
有
閑
階
級
生
活
の
表
現
に
ほ
か
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
プ
ラ
ト

ン
も
同
じ
く
、
閑
暇
0

0

（scolhv
）
の
重
要
な
る
意
味
を
認
め
た
。
観
想
的
な
る
生
活
は
ま
さ
に
閑
暇
に
あ
る
生
活

で
あ
り
、
従
っ
て
学
問
も
ま
た
必
然
的
に
閑
暇
と
聯
関
す
る＊
＊。

こ
の
よ
う
に
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
学
問
の
歴

史
的
起
源
を
叙
述
し
て
、
数
学
的
学
問
は
エ
ジ
プ
ト
に
於
て
最
初
に
現
れ
た
が
、
そ
れ
は
か
し
こ
で
は
僧
侶
の
階

級
が
閑
暇
を
も
っ
て
い
た
た
め
で
あ
る
、
と
云
っ
て
い
る
。
ギ
リ
シ
ア
的
学
問
の
理
念
は
実
に
特
殊
な
る
有
閑
階

級
の
生
活
の
地
盤
に
於
て
成
立
し
、
発
展
し
た
の
で
あ
る
。

＊　

観
想
的
生
活
の
意
味
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、Franz B

oll, Vita contem
plativa. 

が
参
考
に
な
る
。

＊
＊　

ラ
テ
ン
語
の schola

、
近
代
語
の school: Schule 
な
ど
は
凡
て
閑
暇
（scolhv

）
と
い
う
語
か
ら
出
て
い
る
。

二
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然
る
に
ル
ネ
サ
ン
ス
に
於
け
る
自
然
科
学

0

0

0

0

の
成
立
と
共
に
ひ
と
つ
の
新
し
い
学
問
理
念

0

0

0

0

0

0

0

が
生
れ
た
。
こ
こ
で
は

学
問
は
も
は
や
単
純
に
観
想
を
本
質
と
し
な
い
。
ギ
リ
シ
ア
的
学
問
と
自
然
科
学
と
の
理
念
上
の
差
異
は
、
両
者

が
用
い
た
手
段
に
於
て
明
瞭
に
認
識
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
ギ
リ
シ
ア
人
が
見
出
し
た
と
こ
ろ
の
一
切
の
学
問
的

認
識
の
手
段
は
概
念
0

0

即
ち
ロ
ゴ
ス
で
あ
っ
た
。『
ポ
リ
テ
イ
ア
』
に
於
け
る
プ
ラ
ト
ン
の
熱
情
的
な
感
激
は
、
究

極
は
、
そ
の
当
時
初
め
て
認
識
の
大
い
な
る
手
段
と
し
て
の
概
念
の
意
味
が
自
覚
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
説
明

さ
れ
得
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
れ
ば
、
ま
さ
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
概
念
の
発
見
者
で
あ
る
。
概
念
こ
そ
は
ひ
と

が
他
の
者
を
し
て
、
彼
が
全
く
何
事
も
知
ら
な
い
と
告
白
す
る
か
、
若
く
は
そ
の
こ
と
が
恰
も
盲
目
な
る
人
間
の

行
動
営
為
の
如
く
消
滅
す
る
こ
と
の
な
き
永
遠
の
真
理
で
あ
る
と
承
認
す
る
か
、
せ
し
め
る
こ
と
な
し
に
お
か
ぬ

と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
こ
の
体
験
は
彼
の
弟
子
た
ち
に
よ
っ
て
学
問
的
意
識
に
ま
で
高
め
ら
れ

た
の
で
あ
る
。
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
の
精
神
の
こ
の
発
見
の
ほ
か
に
、
ル
ネ
サ
ン
ス
の
時
代
の
子
供
と
し
て
学
問
的
労
作

の
第
二
の
大
い
な
る
道
具
と
し
て
現
れ
た
の
は
、
合
理
的
な
る
実
験
0

0

で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
こ
れ
な
く
し
て
は
今
日

の
自
然
科
学
が
不
可
能
で
あ
る
が
如
き
、
信
頼
す
べ
く
統
制
さ
れ
た
る
経
験
の
手
段
と
し
て
の
実
験
で
あ
る
。＊

＊　

M
ax W

eber, W
issenschaft als Beruf. 

参
照
。

概
念
と
実
験
と
の
間
に
は
如
何
な
る
本
質
的
な
る
差
異
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
概
念
即
ち
ギ
リ
シ
ア
人
の
謂
う 
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lovgoV  
の
最
も
固
有
な
る
機
能
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
従
え
ば
存
在
を
顕
に
す
る
（ajpofaivnesqai

）、
光
の
中

に
持
ち
出
し
て
見
ゆ
る
も
の
と
す
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
存
在
と
は
本
性
上
見
ゆ
る
も
の
、
自
己
み
ず
か
ら
を

明
る
み
の
う
ち
に
示
し
て
い
る
も
の
、
即
ち
、
根
源
的
な
る
意
味
に
於
け
る
現
象
（fainovmenon

）
で
あ
る
。
現

象
は
み
ず
か
ら
に
於
て
明
る
み
に
在
る
も
の
、
従
っ
て
そ
れ
は
見
逃
さ
れ
る
こ
と
の
出
来
ぬ
も
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
そ
の
も
の
と
し
て
捕
捉
さ
れ
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
こ
の
要
求
は
そ
の
も
の
自
身
に
於
て
存
在
し
て
い
る
。
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
学
派
に
於
て
知
ら
れ
た
言
葉
を
用
い
る
な
ら
ば
、
ひ
と
は
現
象
を
救
わ
ね
ば
な
ら
な
い
（sw

v/zein 

ta; fainovmena

）。
ロ
ゴ
ス
は
恰
も
か
か
る
要
求
に
応
ず
る
も
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
本
性
上
最
も
よ
く
見
ゆ
ベ

き
存
在
が
我
々
に
と
っ
て
も
最
も
よ
く
見
ゆ
る
と
い
う
こ
と
は
云
い
得
な
い
。
む
し
ろ
か
か
る
も
の
こ
そ
我
々
に

と
っ
て
は
隠
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
特
に
学
問
的
な
研
究
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
故
に
ギ

リ
シ
ア
人
は
「
真
理
」（ajlhvqeia

）
と
い
う
言
葉
を a-privativum

 

の
形
で
、
隠
さ
れ
ず
に
在
る
こ
と
と
し
て
表

現
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
ロ
ゴ
ス
が
本
性
上
存
在
を
顕
に
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
固
よ
り
そ
れ
が
つ
ね
に

存
在
を
顕
に
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
な
い
。
む
し
ろ
ま
さ
し
く
こ
の
本
性
の
故
に
ロ
ゴ
ス
は
存
在
を
隠
し

得
る
。
即
ち
言
葉
は
物
を
公
に
す
る
も
の
と
し
て
そ
こ
に
あ
る
。
従
っ
て
言
葉
が
語
ら
れ
る
と
き
、
そ
れ
と
共
に

ひ
と
は
そ
れ
に
よ
っ
て
物
そ
の
も
の
が
示
さ
れ
た
も
の
と
し
て
受
取
る
と
い
う
自
然
的
な
、
必
然
的
な
要
求
を
既
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に
喚
び
起
さ
れ
る
。
そ
こ
に
恰
も
物
を
そ
れ
が
ま
さ
に
在
る
の
と
は
異
な
っ
て
示
し
得
る
と
こ
ろ
の
可
能
性
は
既

に
本
源
的
に
横
た
わ
っ
て
い
る
。
物
を
蔽
い
隠
し
得
る
可
能
性
は
人
間
に
あ
っ
て
は
ひ
と
を
欺
く
と
い
う
積
極
的

な
傾
向
を
と
る
こ
と
が
出
来
る
。
ロ
ゴ
ス
は
存
在
を
顕
に
す
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
ま
さ
に
そ
の
故
に
ま
た
存
在

を
蔽
い
隠
す
。
こ
の
よ
う
に
し
て
特
に
学
問
的
な
る
研
究
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
今
や
ロ
ゴ
ス
が
観
想
的

性
質
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
存
在
を
顕
に
、
現
在
的
に
所
有
す
る
手
段
で
あ
る
。
い
ま

私
が
眼
を
も
っ
て
こ
の
机
を
見
て
い
る
と
せ
よ
、
こ
の
机
は
そ
の
と
き
ま
の
あ
た
り
現
在
的
に
そ
こ
に
あ
る
。
け

れ
ど
私
が
眼
を
転
ず
る
か
、
こ
の
室
か
ら
出
て
行
く
か
す
る
や
否
や
、
も
は
や
こ
の
机
は
そ
こ
に
現
在
的
に
な
い
。

然
る
に
そ
れ
が
机
と
し
て
語
ら
れ
、
か
く
語
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
机
が
ロ
ゴ
ス
即
ち
概
念
と
し
て
存
在
す
る
に

到
る
と
き
、
私
は
現
実
に
こ
の
机
を
見
て
い
な
く
と
も
机
の
ロ
ゴ
ス
即
ち
概
念
に
つ
い
て
思
惟
す
る
こ
と
が
出
来

る
。
こ
の
場
合
机
は
概
念
的
存
在
と
し
て
私
の
思
惟
に
と
っ
て
現
在
的
に
そ
こ
に
あ
る
の
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ア
人

に
と
っ
て
思
惟
は
視
覚
よ
り
も
優
越
な
る
意
味
に
於
て
観
る
と
い
う
作
用
で
あ
り
、
思
惟
は
概
念
に
於
て
存
在
を

視
覚
よ
り
も
優
越
な
る
意
味
に
於
て
観
る
と
い
う
手
段
を
所
有
す
る
。＊

こ
の
よ
う
に
し
て
本
性
上
最
も
明
ら
か
に

見
ゆ
べ
き
も
の
、
即
ち
事
物
の
永
遠
に
現
在
的
な
る
本
質
は
ロ
ゴ
ス
に
よ
っ
て
救
い
上
げ
ら
れ
得
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
ロ
ゴ
ス
の
他
の
ひ
と
つ
の
機
能
、
存
在
を
限
定
す
る
（ojrivzein

）
と
い
う
こ
と
と
関
係
す
る
。
現
象
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は
我
々
に
と
っ
て
動
き
漂
い
、
生
成
消
滅
す
る
。
こ
の
机
は
窓
か
ら
這
入
っ
て
来
る
光
線
の
強
弱
に
従
っ
て
朝
と

夕
と
に
於
て
変
化
し
て
見
え
る
。
し
か
し
い
ま
そ
れ
が
机
と
い
う
概
念
に
於
て
存
在
す
る
に
到
る
な
ら
ば
、
そ
れ

は
こ
れ
ら
の
変
化
の
う
ち
に
机
と
し
て
限
定
さ
れ
、
か
く
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
固
定
さ
れ
て
消
滅
の
中
か

ら
救
い
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
ギ
リ
シ
ア
的
な
る
ロ
ゴ
ス
の
観
想
的
性
質
を
簡
単
な
が
ら
明
瞭
に
す
る
こ

と
が
出
来
た
と
思
う
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
学
問
の
方
法
は
一
般
に
、
今
日
普
通
に
演
繹
法
及
び
帰
納
法

と
し
て
訳
さ
れ
て
い
る ajpovdeixiV  
と ejpagw

ghv 

と
雖
も
、
存
在
を
顕
に
す
る
―
― dhlou:n 

と
い
う
語
は
ま

た
彼
の
好
ん
で
用
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
―
―
方
法
の
、
即
ち dhvlw

siV  

の
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ

た
の
で
あ
る＊
＊。

＊　

こ
こ
に
は
深
く
立
入
っ
て
論
ず
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
こ
の
叙
述
か
ら
し
て
も
既
に
現
代
の
一
の
流
行
哲
学
に

属
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
本
質
直
観
の
学
、
現
象
学
が
如
何
に
観
想
的
性
質
の
も
の
で
あ
る
か
は
理
解
さ
れ
得
よ
う
。

そ
れ
は
文
化
史
的
見
地
か
ら
し
て
も
、
キ
リ
ス
ト
教
の
う
ち
特
に
観
想
を
重
ん
ず
る
カ
ト
リ
ッ
ク
と
聯
関
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
現
象
学
に
関
す
る
批
判
は
こ
の
方
面
か
ら
も
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

＊
＊M

etaphysica E. I. 

従
来
の
ギ
リ
シ
ア
論
理
学
の
解
釈
は
あ
ま
り
に
近
代
の
学
問
的
意
識
の
影
響
の
も
と
に
立
っ

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
私
は
他
の
機
会
に
於
て
こ
の
点
を
論
述
し
よ
う
と
思
う
。
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実
験
を
研
究
そ
の
も
の
の
原
理
に
高
め
た
の
は
ル
ネ
サ
ン
ス
の
業
績
に
属
す
る
。
し
か
も
そ
の
開
拓
者
、
創
始

者
た
ち
が
芸
術
0

0

の
領
域
に
於
け
る
人
々
で
あ
っ
た
こ
と
は
注
意
に
価
す
る
。
レ
オ
ナ
ル
ド
は
そ
の
著
し
い
例
で
あ

る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
既
に
暗
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
実
験
は
人
間
の
制
作
的
な
活
動
と
根
源
的
な
関
係
を
も
っ

て
い
る
。
自
然
科
学
の
種
々
な
る
部
分
に
と
っ
て
刺
戟
と
な
っ
た
も
の
が
到
る
処
技
術
的
課
題
で
あ
り
、
従
っ
て

か
く
し
て
見
出
さ
れ
た
結
果
の
厳
密
な
論
理
化
乃
至
体
系
化
が
到
る
処
後
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
デ

ュ
ー
エ
ム
や
マ
ッ
ハ
な
ど
の
歴
史
的
研
究
が
明
ら
か
に
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
一
般
に
科
学
と
技
術
0

0

と
の
根
源
的

な
聯
関
に
於
け
る
発
展
史
の
研
究
は
、
今
日
学
者
の
愛
好
す
る
題
目
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い
る
。
研
究
方
法
と
し

て
の
実
験
は
自
然
に
対
す
る
技
術
的
な
る
干
渉
の
中
か
ら
生
れ
た
。
そ
れ
は
自
然
を
観
照
し
、
観
察
す
る
こ
と
を

可
能
な
ら
し
め
る
た
め
の
み
の
も
の
で
は
な
く
て
、
却
っ
て
実
践
的
に
こ
れ
に
対
し
て
働
き
か
け
る
こ
と
と
結
び

つ
い
て
い
る
。
実
験
は
決
し
て
純
粋
な
認
識
の
態
度
か
ら
の
も
の
で
は
な
く
、
何
物
か
欲
求
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
も

の
を
生
産
し
よ
う
と
す
る
実
践
的
態
度
の
う
ち
に
そ
の
根
柢
を
も
っ
て
い
る
。
―
―
ヴ
ィ
コ
は
原
理
的
に
表
現
し

て
云
う
、「
我
々
は
、
我
々
が
ま
た
生
産
し
得
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
の
み
、
自
然
に
於
て
認
識
す
る
。」
―
―
自
然

科
学
は
そ
の
誕
生
並
び
に
発
展
の
過
程
に
於
て
、
例
え
ば
神
学
上
で
は
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ス
ム
ス
、
政
治
上
で
は
ホ
ッ
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ブ
ス
や
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
に
現
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
力
の
思
想
の
も
と
に
立
っ
て
い
る
。
技
術
が
純
粋
に
理
論
的
観

想
的
な
る
学
問
の
後
か
ら
の
随
伴
的
な
「
応
用
」
に
過
ぎ
ぬ
と
い
う
が
如
き
も
の
で
な
く
、
む
し
ろ
強
か
れ
弱
か

れ
既
に
存
在
す
る
と
こ
ろ
の
、
現
実
の
存
在
の
此
れ
ま
た
は
彼
れ
の
領
域
に
向
け
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
支
配
及
び
制

御
の
意
志
が
そ
も
そ
も
学
問
的
思
惟
の
方
法
並
び
に
目
的
を
規
定
す
る
に
与
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
然
科
学
の
歴

史
が
我
々
に
教
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
実
験
は
発
生
的
に
は
謂
わ
ば
技
術
的
干
渉
の
極
限
の
場
合
で
あ
る
。
そ
こ

で
は
元
々
欲
求
さ
れ
た
特
殊
な
目
的
は
忘
れ
ら
れ
、
か
く
し
て
特
殊
な
諸
目
的
は
一
般
的
な
、
包
括
的
な
目
的
に

水
平
化
さ
れ
、
既
に
予
め
定
め
ら
れ
た
目
的
で
は
な
く
却
っ
て
一
切
の
可
能
な
る
目
的
の
総
体
を
自
然
に
対
す
る

干
渉
に
よ
っ
て
到
達
し
得
る
が
如
き
、
規
則
を
獲
得
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
自
然
科
学
に
あ
っ
て
は
ギ
リ
シ

ア
的
な
「
形
相
」
で
は
な
く
、
量
的
に
規
定
さ
れ
た
「
自
然
法
則
」
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
こ

で
は
単
純
に
見
る
こ
と
が
欲
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
却
っ
て
「
予
見
す
る
た
め
に
見
る
」（voir pour prévoir

）

こ
と
が
欲
せ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
自
然
に
対
す
る
人
間
の
支
配
力
が
要
求
す
る
限
り
に
於
て
の

み
予
見
し
よ
う
と
欲
す
る
か
ら
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ア
的
な
る
ロ
ゴ
ス
は
こ
こ
に
於
て
法
則
の
概
念
に
転
化
す
る
。＊

こ
の
よ
う
な
学
問
理
念
の
変
革
に
あ
た
っ
て
、
ベ
ー
コ
ン
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
オ
ル
ガ
ノ
ン
』
に
対
し
て

『
新
オ
ル
ガ
ノ
ン
』
を
書
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
し
、
ま
た
書
き
得
た
の
で
あ
っ
た
。
ベ
ー
コ
ン
の
根
本
命
題
の
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ひ
と
つ
は
「
知
は
力
で
あ
る
」（Scientia est potentia

）
と
云
う
。
彼
は
自
然
科
学
の
モ
ッ
ト
ー
を
有
名
な
語

を
も
っ
て
表
す
、「
自
然
は
服
従
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
な
け
れ
ば
征
服
さ
れ
な
い
」（N

atura non vincitur nisi 

parendo
）。
自
然
を
征
服
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
自
己
の
頭
脳
の
中
で
恣
な
る
構
想
を
す
る
の
で
な
く
、
自
然
に

忠
実
に
従
っ
て
こ
れ
を
実
証
的
に
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
然
の
客
観
的
な
条
件
、
法
則
を
把
握
す
る
こ

と
が
自
然
に
対
し
て
実
践
的
に
働
き
か
け
、
こ
れ
を
支
配
す
る
た
め
の
前
提
で
あ
る
。
か
く
て
自
然
科
学
の
実
証

的
客
観
的
研
究
の
根
柢
に
実
践
的
克
服
的
態
度
の
横
た
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

＊　

自
然
科
学
の
斯
く
の
如
き
性
質
に
つ
い
て
は
、M

ax Scheler, D
ie W

issensform
en und die G

esellschaft. 

の
中
に

参
考
と
な
る
こ
と
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。
固
よ
り
私
は
シ
ェ
ラ
ー
の
「
知
識
社
会
学
」（W

issenssoziologie

）
の

諸
根
本
命
題
に
疑
い
を
挟
む
者
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
関
し
て
は
近
く
詳
細
に
論
議
し
た
い
と
思
う
。
な
お
シ
ェ
ラ
ー

の
思
想
に
関
す
る
ド
イ
ツ
社
会
学
者
た
ち
の
討
論
は
、Verhandlungen des V

ierten D
eutschen Soziologentages. 

1924. 

の
中
に
載
せ
て
あ
る
。

然
し
な
が
ら
斯
く
の
如
き
学
問
理
念
の
変
革
は
決
し
て
偶
然
に
行
わ
れ
た
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま

さ
に
新
興
社
会
の
生
活
態
度
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
於
け
る
反
映
に
ほ
か
な
ら
な
い
。我
々
は
こ
こ
に
新
し
い
階
級
、

即
ち
近
代
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
擡
頭
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
。
新
興
の
自
然
科
学
は
封
建
的
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僧
侶
的
社
会
の
享
受
的
観
想
的
構
成
を
次
第
に
推
し
退
け
つ
つ
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
新
興
の
市
民
階
級
の
生
産
的
実

践
的
本
質
の
表
現
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

三

さ
て
現
代
に
於
て
最
も
重
要
な
役
割
を
演
じ
つ
つ
あ
る
社
会
科
学

0

0

0

0

、
即
ち
マ
ル
ク
ス
主
義
の
学
問
は
、
我
々
の

見
る
と
こ
ろ
で
は
ま
た
ひ
と
つ
の
新
し
い
学
問
理
念

0

0

0

0

0

0

0

の
変
革
を
成
就
し
つ
つ
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
に
と
っ
て
学

問
は
純
粋
に
観
想
的
本
質
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
に
と
っ
て
は
「
現
在
の
世
界
を
革
命
す
る
こ
と
、
現
在
の
事

物
に
実
践
的
に
働
き
か
け
、
変
化
す
る
こ
と
が
問
題
で
あ
る
。」
我
々
は
か
の
ベ
ー
コ
ン
の
言
葉
に
於
て
自
然
の

語
を
社
会
の
語
に
置
き
換
え
さ
え
す
れ
ば
、
恐
ら
く
マ
ル
ク
ス
主
義
の
モ
ッ
ト
ー
を
作
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
―
―

「
社
会
は
服
従
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
な
け
れ
ば
征
服
さ
れ
な
い
」（Societas non vincitur nisi parendo

）。
マ

ル
ク
ス
学
は
社
会
の
客
観
的
な
条
件
並
び
に
法
則
を
自
然
科
学
の
よ
う
に
忠
実
に
実
証
的
に
研
究
す
る
。
そ
う
し

な
い
な
ら
ば
現
実
の
社
会
を
実
践
的
に
克
服
す
べ
き
方
法
と
手
段
と
は
獲
得
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
か
ら
で
あ

る
。
と
こ
ろ
で
斯
く
の
如
き
学
問
の
成
立
は
実
に
現
代
に
於
て
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
に
対
抗
し
て
擡
頭
し
、
進
出
し

つ
つ
あ
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
生
産
的
実
践
的
本
質
に
そ
の
土
台
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
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然
る
に
社
会
科
学
は
そ
の
研
究
の
手
段
と
し
て
自
然
科
学
の
如
く
実
験
0

0

を
用
い
る
こ
と
が
出
来
ぬ
。
マ
ル
ク
ス

は
云
う
、「
経
済
的
諸
形
態
の
分
析
に
あ
っ
て
は
、
顕
微
鏡
も
化
学
的
試
薬
も
役
に
は
立
ち
得
な
い
。
抽
象
力
が

両
者
に
代
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。」
と
こ
ろ
で
こ
こ
に
謂
う
抽
象
0

0

は
普
通
の
意
味
に
於
け
る
抽
象
で
は
あ
り
得
な
い
。

社
会
科
学
は
、
そ
の
実
践
的
本
質
の
故
に
必
然
的
に
現
実
の
存
在
と
聯
関
を
保
ち
従
っ
て
実
証
的
で
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
か
ら
、
現
実
の
存
在
か
ら
の
抽
象
は
必
然
的
に
現
実
の
存
在
そ
の
も
の
の
分
析
0

0

と
結
び
付
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。

マ
ル
ク
ス
は
分
析
な
き
抽
象
を
次
の
よ
う
に
批
評
す
る
、「
か
く
の
如
く
抽
象
の
み
あ
り
て
分
析
の
存
在
せ
ざ
る

以
上
、
究
極
の
抽
象
に
於
て
、
一
切
の
事
物
が
論
理
的
範
疇
と
し
て
表
現
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
何
等
驚
く
に

当
ら
ぬ
こ
と
で
は
な
い
か
。
一
個
の
家
屋
の
個
別
性
を
形
成
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
凡
て
の
も
の
を
、
次
か
ら
次
へ

と
剥
が
し
て
ゆ
く
な
ら
ば
、
即
ち
そ
れ
を
も
っ
て
そ
の
家
屋
が
組
立
て
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
材
料
や
、
そ
れ
を

他
と
区
別
せ
し
め
る
と
こ
ろ
の
形
式
や
、
を
抽
象
し
て
ゆ
く
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
遂
に
単
に
一
個
の
物
体
の
み
し

か
残
ら
な
い
、
―
―
更
に
こ
の
物
体
の
限
界
を
抽
象
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
も
は
や
単
に
一
個
の
空
間
し
か
残

ら
な
い
、
―
―
最
後
に
こ
の
空
間
の
諸
次
元
を
抽
象
す
る
な
ら
ば
、
遂
に
は
も
は
や
単
に
全
く
純
粋
な
量
、
こ
の

量
と
い
う
論
理
的
範
疇
し
か
残
ら
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
何
等
驚
く
に
当
ら
ぬ
こ
と
で
は
な
い
か
。
か
く
の

如
く
あ
ら
ゆ
る
対
象
か
ら
、
有
生
た
る
と
無
生
た
る
と
を
問
わ
ず
、
人
間
た
る
と
物
た
る
と
に
論
な
く
、
一
切
の
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所
謂
偶
性
を
抽
象
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
究
極
ま
で
抽
象
し
て
ゆ
け
ば
、
た
だ
論
理
的
範
疇
の
み
が
そ
こ

に
実
体
と
し
て
残
る
、
と
い
い
得
る
わ
け
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
れ
ら
の
抽
象
を
試
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
分
析

を
な
す
も
の
の
如
く
に
想
像
し
、
客
観
か
ら
遠
ざ
か
れ
ば
遠
ざ
か
る
ほ
ど
そ
れ
を
洞
見
す
べ
き
点
に
近
づ
く
も
の

の
如
く
に
想
像
す
る
と
こ
ろ
の
、
か
の
形
而
上
学
者
た
ち
、
こ
れ
ら
の
形
而
上
学
者
た
ち
は
ま
た
、
こ
の
地
上
の

事
物
は
刺
繍
で
あ
っ
て
、
論
理
的
範
疇
こ
そ
そ
の
地
布
を
形
づ
く
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
い
得
る
わ
け
で
あ
る
。」＊

現
実
の
社
会
の
分
析
は
如
何
に
し
て
、
そ
れ
な
く
し
て
は
学
問
が
一
般
に
成
立
し
能
わ
ぬ
と
こ
ろ
の
抽
象
と
結
び

付
き
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
最
も
具
体
的
な
る
存
在
へ
の
接
近
の
要
求
は
如
何
に
し
て
、
学
問
的
抽
象
の
要
求
と
合

致
し
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
根
本
的
な
る
問
題
の
解
決
の
鍵
は
、
他
の
箇
所
に
於
て
私
の
既
に
掲
げ
て
お
い
た

と
こ
ろ
の
、
歴
史
に
於
て
存
在
は
存
在
を
抽
象
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
理
論
を
抽
象
す
る
、
と
い
う
ひ
と
つ
の
原
理

的
な
る
命
題
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る＊
＊。

例
え
ば
、
か
の
「
商
品
」
は
社
会
科
学
に
と
っ
て
一
個
の
最
も
抽
象
的

な
範
疇
で
あ
る
。
然
る
に
そ
れ
が
単
に
抽
象
的
な
も
の
に
過
ぎ
ぬ
と
い
う
が
如
き
も
の
で
な
い
の
は
、
近
代
社
会

の
機
構
の
発
展
が
商
品
と
い
う
一
個
の
抽
象
体
を
現
実
に
於
て
具
体
的
に
抽
象
し
出
す
ま
で
に
到
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
か
く
し
て
抽
象
性
は
歴
史
性

0

0

0

と
結
び
付
く
。
然
る
に
存
在
の
歴
史
性
の
理
解
は
必
然
的
に
そ
れ
の
発
展
の
理

解
に
繋
が
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
の
如
き
発
展
過
程
を
マ
ル
ク
ス
主
義
は
弁
証
法
的
に
把
握
す
る
。
し
か
る
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に
既
に
そ
こ
で
は
抽
象
は
単
な
る
抽
象
で
は
な
く
、
却
っ
て
現
実
の
存
在
の
分
析
と
結
合
し
て
い
る
が
故
に
、
こ

の
よ
う
な
弁
証
法
は
ま
た
抽
象
的
な
思
惟
の
弁
証
法
で
な
く
て
、
却
っ
て
唯
物
弁
証
法

0

0

0

0

0

で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ま

さ
に
唯
物
弁
証
法
に
於
て
マ
ル
ク
ス
主
義
的
方
法
は
そ
の
頂
点
に
達
す
る
。
簡
単
に
す
れ
ば
、
自
然
科
学
に
と
っ

て
実
験
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
が
社
会
科
学
に
と
っ
て
は
唯
物
弁
証
法
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ

ろ
う
。
こ
の
弁
証
法
の
実
践
的
性
格
は
明
白
で
あ
る
、「
な
ぜ
な
ら
ば
弁
証
法
は
、
現
存
事
物
の
肯
定
的
理
解
の

う
ち
に
、
同
時
に
ま
た
、
そ
の
否
定
の
、
そ
の
必
然
的
没
落
の
理
解
を
含
め
、
あ
ら
ゆ
る
生
成
し
た
形
態
を
運
動

の
流
に
於
て
、
そ
れ
故
に
ま
た
そ
の
暫
時
的
な
方
面
か
ら
把
握
し
、
何
物
に
よ
っ
て
も
畏
伏
せ
し
め
ら
れ
ず
、
そ

の
本
質
上
批
判
的
で
あ
り
、
革
命
的
で
あ
る
か
ら
。
＊
＊
＊」

自
然
に
つ
い
て
の
学
問
が
実
験
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
目
覚
し
い
進
歩
を
成
就
し
た
よ
う
に
、
今
日
社
会
科
学
は
唯
物
弁
証
法
を
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
に
関

す
る
研
究
に
於
て
著
し
い
発
達
を
成
し
遂
げ
つ
つ
あ
る
。
ま
た
ま
さ
に
こ
の
把
握
に
よ
っ
て
学
問
理
念
の
革
新
は

遂
行
さ
れ
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
。

＊　

M
arx, M

isère de la philosophie, p.119 et suiv. 
浅
野
晃
氏
訳
『
哲
学
の
貧
困
』、
一
七
一
、一
七
二
頁
。

＊
＊　

拙
著
『
唯
物
史
観
と
現
代
の
意
識
』〔
本
巻
収
録
〕。

＊
＊
＊　

岩
波
文
庫
版
、『
資
本
論
』
第
一
巻
第
一
分
冊
、
三
二
頁
。【「
第
二
版
後
書
き
」
最
後
か
ら
２
つ
め
の
段
落
】
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今
や
我
々
に
と
っ
て
ひ
と
つ
の
ベ
ー
コ
ン
的
な
る
課
題

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
課
せ
ら
れ
て
い
る
、
と
私
は
信
ず
る
。
此
処
彼
処
に

於
て
自
然
科
学
が
成
功
し
つ
つ
あ
っ
た
と
き
、
ベ
ー
コ
ン
は
こ
の
科
学
の
方
法
に
つ
い
て
反
省
し
、
そ
れ
を
包
括

的
に
普
遍
的
に
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
し
い
オ
ル
ガ
ノ
ン
を
作
ろ
う
と
し
て
、
ギ
リ
シ
ア
的
学
問
に
於
け
る

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
位
置
を
占
め
よ
う
と
企
て
た
の
で
あ
る
が
、
今
日
此
処
彼
処
に
あ
っ
て
社
会
科
学
が
マ
ル
ク

ス
主
義
に
よ
っ
て
着
々
業
績
を
挙
げ
つ
つ
あ
る
と
き
、
我
々
は
そ
の
方
法
を
哲
学
的
に
反
省
し
、
こ
れ
を
包
括
的

に
普
遍
的
に
把
握
し
且
つ
表
現
し
、
も
っ
て
更
に
新
し
い
オ
ル
ガ
ノ
ン
を
書
く
こ
と
を
仕
事
と
す
る
こ
と
が
出
来

る
し
、
ま
た
仕
事
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
若
し
既
に
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ベ
ー
コ
ン
の
仕
事
が
な
さ
れ
終
っ

て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
我
々
は
か
の
『
論
理
学
の
体
系
』
を
書
い
た
ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ェ
ア
ル
ト
・
ミ
ル
の
仕
事

を
引
受
く
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
多
少
の
誤
解
を
恐
れ
ず
に
、
形
式
的
に
云
え
ば
斯
う
で
あ
る
、
ギ
リ
シ

ア
的
学
問
に
於
け
る
演
繹
的
論
理
を
明
ら
か
に
し
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
自
然
科
学
に
於
け
る
帰
納
的
論
理
（
そ

れ
は
実
験
と
必
然
的
に
関
係
す
る
）
を
明
ら
か
に
し
た
ベ
ー
コ
ン
乃
至
ミ
ル
の
後
を
承
け
て
、
今
日
我
々
は
弁
証

法
的
論
理
の
本
質
を
究
明
す
べ
き
位
置
に
あ
る
。＊

＊　

デ
ボ
ー
リ
ン
も
云
っ
て
い
る
、「
マ
ル
ク
ス
の
順
奉
者
は
惟
う
に
、
な
お
極
め
て
重
要
な
ひ
と
つ
の
任
務
を
遂
行

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
マ
ル
ク
ス
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
、
プ
レ
ハ
ー
ノ
フ
及
び
レ
ー
ニ
ン
の
諸
労
作
に
立
脚
す
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る
唯
物
弁
証
法
の
理
論
の
完
成
と
い
う
任
務
を
果
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」D

eborin, M
aterialistische D

ialektik 

und N
aturw

issenschaft im
 “U

nter dem
 B

anner des M
arxism

us”, I. Jahrg. H
eft 3. S. 431.

こ
の
よ
う
に
し
て
私
は
現
代
哲
学
の
ひ
と
つ
の
重
要
な
る
課
題
を
示
す
こ
と
が
出
来
た
と
思
う
。
こ
の
課
題
の

要
求
は
前
に
も
述
べ
た
如
く
現
代
社
会
の
構
成
の
中
か
ら
必
然
的
に
生
れ
て
来
る
の
で
あ
る
。
凡
て
学
問
上
の
課

題
の
変
化
は
単
に
論
理
の
埒
内
で
若
く
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
範
囲
内
の
み
で
生
起
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は

凡
て
人
間
の
存
在
、
殊
に
彼
の
社
会
的
存
在
と
密
接
に
関
係
し
て
、
そ
の
地
盤
の
上
で
行
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は

ブ
ハ
ー
リ
ン
が
彼
の
『
金
利
生
活
者
の
経
済
学
』
の
中
で
経
済
学
に
関
し
て
模
範
的
に
分
析
し
、
闡
明
し
た
と
こ

ろ
で
あ
る
。
若
し
た
だ
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
内
部
に
と
ど
ま
る
な
ら
ば
、
今
日
か
の
哲
学
者
仲
間
の
な
か
で
な
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
、「
形
而
上
学
」
に
反
対
し
て
興
っ
た
「
認
識
論
」
が
行
詰
っ
た
と
き
、
再
び
「
形
而
上
学
」
へ

還
れ
と
叫
ば
れ
る
が
如
く
、
単
に
絶
え
ざ
る
繰
り
返
し
の
現
れ
る
に
過
ぎ
ぬ
で
あ
ろ
う
。
然
る
に
現
在
哲
学
の
領

域
に
於
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
に
対
す
る
、
好
意
か
ら
で
あ
れ
悪
意
か
ら
で
あ
れ
、
黙
殺
か
、

若
く
は
、
多
く
は
反
感
と
無
理
解
と
か
ら
発
す
る
、
最
も
通
俗
な
意
味
で
の
所
謂
批
判
で
あ
る
、
或
い
は
、
た
か

だ
か
マ
ル
ク
ス
主
義
に
は
善
い
方
面
も
あ
る
が
悪
い
方
面
も
あ
る
、
と
云
っ
た
上
で
の
折
衷
主
義
的
、
混
合
主
義

的
修
正
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
有
名
な
句
に
あ
る
如
く
、
凡
て
を
憎
ま
ず
、
笑
わ
ず
、
嘲
ら
ず
、
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そ
の
必
然
性
を
理
解
す
る
こ
と
こ
そ
ま
さ
に
哲
学
的
精
神
で
あ
る
。
そ
し
て
批
判
と
い
う
こ
と
は
、『
純
粋
理
性

批
判
』
の
著
者
た
る
カ
ン
ト
に
於
て
の
如
く
、
単
に
善
悪
を
判
決
す
る
と
い
う
以
上
の
深
い
意
味
を
も
た
ね
ば
な

ら
な
い
。
カ
ン
ト
の
仕
事
は
、
当
時
の
自
然
科
学
、
殊
に
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
物
理
学
の
個
々
の
命
題
の
善
悪
、
正
否

を
批
評
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
な
く
、
誰
で
も
知
る
よ
う
に
、
数
学
的
自
然
科
学
の
基
礎
づ
け
、
そ
の
論
理
的

前
提
乃
至
は
条
件
の
闡
明
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
今
日
若
し
哲
学
者
に
し
て
、
苟
も
彼
が
真
の
哲
学
者
と
し
て
、

社
会
科
学
を
批
判
し
よ
う
と
欲
す
る
な
ら
ば
、
彼
は
恰
も
カ
ン
ト
の
先
蹤
に
倣
っ
て
、
社
会
科
学
の
基
礎
づ
け
の

仕
事
に
従
事
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
否
、
か
く
の
如
き
カ
ン
ト
的
な
る
課
題

0

0

0

0

0

0

0

0

、
即
ち
社
会
科
学
批
判
の
課
題
は
ま
さ

に
現
実
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
先
に
掲
げ
た
ベ
ー
コ
ン
的
な
る
課
題
と
共
に
そ
れ
と
手
を
携
え

て
、
む
し
ろ
そ
れ
の
根
柢
と
し
て
、
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
然
る
に
人
々
は
か
く
の
如
き
批
判
の
意
味
を
、
何
故

か
特
に
社
会
科
学
と
し
て
の
マ
ル
ク
ス
主
義
に
対
し
て
の
み
は
、
否
認
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
彼
等
は
、
デ

ィ
ル
タ
イ
が
精
神
科
学
に
対
す
る
カ
ン
ト
的
な
る
課
題
を
み
ず
か
ら
引
受
け
て
、
自
己
の
任
務
を
「
歴
史
的
理
性

の
批
判
」
と
呼
ん
だ
と
こ
ろ
の
そ
の
批
判
の
意
味
を
さ
え
理
解
し
よ
う
と
は
し
な
い
の
で
あ
る
。
如
何
に
笑
う
べ

き
こ
と
だ
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
科
学
批
判
の
方
法
が
カ
ン
ト
の
そ
れ
と
は
異
な
っ
て
い
た
よ
う

に
、
我
々
の
科
学
批
判
の
方
法
は
カ
ン
ト
の
そ
れ
か
ら
も
、
ま
た
デ
ィ
ル
タ
イ
の
そ
れ
か
ら
も
必
然
的
に
異
な
ら
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ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
不
幸
に
し
て
多
く
の
人
々
は
、
今
ま
さ
に
、
こ
こ
に
説
か
れ
た
が
如
き
批
判

の
意
味
を
さ
え
理
解
し
得
な
い
状
態
に
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
我
々
の
仕
事
は
そ
の
手
始
め
と
し
て
先
ず
、
ベ
ー

コ
ン
の
な
し
た
如
く
、
種
々
な
る
「
偶
像
」（idola

）
を
指
摘
せ
ね
ば
な
ら
な
い
、
特
に
現
代
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

の
内
部
に
於
け
る
諸
の
イ
ド
ー
ラ
の
摘
発
こ
そ
は
目
下
の
急
務
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
が
例
え
ば
そ
の『
神
聖
家
族
』

に
於
て
、
殊
に
エ
ン
ゲ
ル
ス
が
そ
の
『
反
デ
ュ
ー
リ
ン
グ
論
』
に
於
て
、
始
め
た
が
如
き
仕
事
は
、
今
日
も
な
お

勇
敢
に
強
力
に
継
続
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
新
興
科
学
の
批
判
を
引
受
け
よ
う
と
す
る
に
当
っ
て
次
の
こ
と
は
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
マ
ル
ク
ス
主

義
は
学
問
理
念
の
変
革
を
成
就
し
よ
う
と
す
る
、
そ
れ
は
意
識
形
態
の
範
囲
内
に
於
て
も
従
来
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

を
革
命
し
よ
う
と
す
る
。
そ
こ
か
ら
し
て
ひ
と
は
マ
ル
ク
ス
主
義
が
こ
れ
ま
で
の
一
切
の
学
問
の
破
壊
的
な
る
力

で
あ
る
と
結
論
す
る
。
こ
の
結
論
は
し
か
る
に
単
に
一
部
の
真
理
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
、
な
ぜ
な
ら
マ
ル
ク
ス
主

義
は
単
な
る

0

0

0

破
壊
的
な
る
力
で
あ
る
の
み
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。エ
ン
ゲ
ル
ス
の
有
名
な
る
言
葉
は
斯
く
語
る
、

「
我
々
ド
イ
ツ
の
社
会
主
義
者
た
ち
は
、
我
々
が
た
だ
に
サ
ン
・
シ
モ
ン
、
フ
ー
リ
エ
及
び
オ
ー
エ
ン
を
祖
と
す

る
ば
か
り
で
な
く
、
却
っ
て
ま
た
カ
ン
ト
、
フ
ィ
ヒ
テ
及
び
ヘ
ー
ゲ
ル
を
祖
と
す
る
と
い
う
こ
と
を
誇
と
す
る
。」

彼
は
偉
大
な
る
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
た
ち
並
び
に
彼
等
に
よ
っ
て
担
わ
れ
た
弁
証
法
の
記
憶
を
荒
れ
た
る
折
衷
主
義



科
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二
五
五

の
沼
の
う
ち
に
溺
死
せ
し
め
た
の
は
、
む
し
ろ
ド
イ
ツ
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
教
師
た
ち
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

嘗
て
自
然
科
学
は
新
し
き
学
問
理
念
を
打
ち
樹
て
た
が
、
そ
の
と
き
こ
の
学
問
は
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
ギ
リ
シ
ア
的

学
問
に
結
び
付
く
こ
と
な
し
に
は
発
展
さ
せ
ら
れ
、
完
成
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
ず
、
そ
し
て
そ
れ
の
優
れ
た

る
先
覚
者
た
ち
は
彼
等
の
ギ
リ
シ
ア
的
学
問
に
対
す
る
、
殊
に
プ
ラ
ト
ン
に
対
す
る
関
係
を
自
覚
し
て
い
た
。
―

―
こ
の
関
係
の
誤
認
が
イ
ギ
リ
ス
経
験
論
の
、
特
に
ベ
ー
コ
ン
の
大
な
る
制
限
を
な
し
て
い
る
。
―
―
恰
も
そ
の

よ
う
に
今
日
社
会
科
学
は
、
そ
の
卓
越
せ
る
創
始
者
た
ち
が
自
覚
し
て
い
た
よ
う
に
、
自
然
科
学
並
び
に
ギ
リ
シ

ア
的
学
問
の
伝
統
を
継
ぐ
哲
学
と
交
わ
る
こ
と
な
く
し
て
は
発
展
さ
せ
ら
れ
、
完
成
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
が
不
可
能

で
あ
ろ
う
。
マ
ル
ク
ス
主
義
は
文
化
の
伝
統
の
絶
対
的
な
る
破
壊
を
説
く
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
却
っ
て
マ

ル
ク
ス
の
思
想
に
於
け
る
最
も
天
才
的
な
る
も
の
は
、
彼
が
社
会
革
命
を
も
っ
て
文
化
の
伝
統
の
た
め
の
必
然
的

な
る
条
件
で
あ
る
と
な
し
、
そ
れ
な
く
し
て
は
こ
の
伝
統
は
必
然
的
に
失
わ
れ
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と

を
示
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
云
い
得
る
で
あ
ろ
う
。＊

人
間
は
既
に
到
達
さ
れ
た
生
産
力
及
び
文
化
の
水
準
を
放
棄

す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
し
か
し
こ
の
こ
と
の
意
味
は
、
彼
等
が
、
そ
れ
の
う
ち
に
於
て
彼
等
の
こ
の
水
準
に
到

達
し
た
と
こ
ろ
の
社
会
的
関
係
の
諸
形
態
を
放
棄
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
ま
さ
に
そ
の
反
対
で
あ
る
。

既
に
到
達
さ
れ
た
文
化
の
水
準
を
損
失
し
な
い
た
め
に
こ
そ
、
人
間
は
、
歴
史
的
発
展
の
一
定
の
時
代
に
於
て
、
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突
如
と
し
て
、
根
柢
か
ら
、
社
会
的
関
係
の
一
切
の
形
態
を
決
定
的
に
変
化
す
べ
く
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
生
産
力
の
進
化
、
そ
れ
の
「
内
在
的
」
な
る
生
長
は
そ
れ
自
体
に
於
て
な
お
決
し
て
文
化
の
絶
ゆ
る
こ
と

な
く
進
み
ゆ
く
発
展
を
保
証
す
る
も
の
で
な
い
。
生
長
し
た
生
産
力
が
古
い
、
そ
れ
を
拘
束
し
狭
隘
な
ら
し
め
る

と
こ
ろ
の
生
産
関
係
の
諸
形
態
を
破
壊
す
る
こ
と
に
成
功
す
る
と
き
に
於
て
の
み
、
社
会
は
既
に
獲
得
さ
れ
た
と

こ
ろ
の
文
化
を
保
存
し
、
一
層
高
い
発
展
段
階
に
高
ま
る
こ
と
が
出
来
る
。
換
言
す
れ
ば
、
文
化
の
発
展
の
連
続

性
を
実
現
す
る
た
め
に
は
社
会
革
命
が
必
要
で
あ
る
。
斯
く
の
如
き
が
マ
ル
ク
ス
の
思
想
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
主

義
は
文
化
の
伝
統
を
決
し
て
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
若
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
我
々
の
提
出
し
た
科

学
批
判
の
課
題
は
一
箇
の
包
括
的
な
る
課
題
と
な
る
。
そ
こ
で
は
マ
ル
ク
ス
主
義
は
、独
断
論
者
の
な
す
が
如
く
、

そ
れ
自
身
と
し
て
取
扱
わ
る
べ
き
で
は
な
く
、
却
っ
て
従
来
の
他
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
の
聯
関
に
於
て
捕
え
ら
る

べ
き
で
あ
る
。

＊　
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史 

政
策
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理
論 
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史 

政
策

歴
史
的
社
会
的
存
在
に
関
す
る
学
問
は
三
つ
の
部
分
を
も
っ
て
い
る
。
経
済
に
つ
い
て
の
学
問
を
例
に
と
る
な

ら
ば
、
そ
こ
に
は
先
ず
理
論
経
済
学
、
普
通
に
謂
う
経
済
原
論
が
あ
り
、
次
に
経
済
史
ま
た
は
経
済
学
史
が
あ
り
、

更
に
経
済
政
策
が
あ
る
。
同
じ
こ
と
は
法
律
そ
の
他
の
現
象
に
関
す
る
学
問
に
つ
い
て
も
云
い
得
る
で
あ
ろ
う
。

か
く
て
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
精
神
科
学
は
、
そ
れ
が
在
り
ま
た
働
く
さ
ま
に
於
て
、
三
つ
の
相
異
な
る
種
類
の
立
言

を
自
己
の
う
ち
に
結
び
合
わ
せ
て
い
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
ひ
と
つ
は
知
覚
に
与
え
ら
れ
て
い
る
現
実
を
言

表
す
る
、
こ
れ
が
認
識
の
歴
史
的
部
分

0

0

0

0

0

を
含
む
。
他
の
ひ
と
つ
は
抽
象
に
よ
っ
て
分
離
さ
れ
る
こ
の
現
実
の
部
分

内
容
の
同
形
的
な
る
関
係
を
展
開
す
る
、
こ
れ
が
認
識
の
理
論
的
部
分

0

0

0

0

0

を
形
造
る
。
最
後
の
も
の
は
価
値
判
断
を

表
現
し
、規
則
を
指
図
す
る
、こ
の
も
の
の
う
ち
に
精
神
科
学
の
実
践
的
部
分

0

0

0

0

0

は
含
ま
れ
る
。
歴
史
、理
論
、政
策
、

こ
れ
ら
三
種
類
の
命
題
か
ら
精
神
科
学
は
成
立
す
る
。
そ
し
て
、
歴
史
的
方
向
に
於
け
る
理
解
と
、
理
論
的
方
向

に
於
け
る
認
識
と
、
実
践
的
方
向
に
於
け
る
把
握
と
の
間
の
関
係
は
、
一
の
共
通
な
る
根
本
関
係

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
し
て
、
諸

の
精
神
科
学
を
貫
い
て
存
在
す
る
。
そ
れ
は
全
く
新
た
に
建
て
よ
う
と
す
る
大
胆
な
る
学
問
上
の
建
築
家
の
設
計

図
の
中
に
の
み
存
在
す
る
の
で
は
な
く
て
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
語
を
用
い
れ
ば
、
諸
精
神
科
学
の
「
歴
史
の
う
ち
に



社
会
科
学
の
予
備
概
念

二
五
八

働
い
て
い
た
と
こ
ろ
の
、
物
の
理
性
に
よ
っ
て
」（kraft der Vernunft der Sache, die in ihrer G

eschichte tätig 

w
ar.

）
存
在
す
る
と
こ
ろ
の
根
源
的
な
る
関
係
で
あ
る
。＊

私
が
い
ま
問
題
に
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
理
論
歴
史
政

策
の
間
の
こ
の
関
係
で
あ
る
。そ
し
て
私
は
そ
れ
が
新
興
の
科
学
に
於
て
如
何
に
あ
る
か
を
究
明
し
た
い
と
思
う
。

＊　

D
ilthey, Einleitung in die G
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参
照
。

一

私
は
最
初
に
、
歴
史
的
社
会
的
存
在
に
関
す
る
学
問
の
右
の
三
つ
の
要
素
相
互
の
分
離
を
学
問
理
念
と
し
て
樹

立
す
る
一
二
の
思
想
に
つ
い
て
、
吟
味
し
て
お
こ
う
。
現
代
の
学
問
論
に
於
て
、
理
論
と
歴
史
と
の
分
離
を
説
く

者
の
代
表
者
は
リ
ッ
カ
ー
ト
で
あ
り
、
そ
し
て
更
に
理
論
と
政
策
と
の
分
離
を
唱
え
る
人
々
の
代
表
者
は
マ
ッ
ク

ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
で
あ
る
、
と
見
做
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

現
実
存
在
が
学
問
的
に
把
握
さ
れ
る
に
二
つ
の
形
式
が
あ
る
、
と
リ
ッ
カ
ー
ト
は
考
え
る
。
一
は
普
遍
化
的
把

握
で
あ
り
、
他
は
個
別
化
的
把
握
で
あ
る
。
現
実
は
、
我
々
が
そ
れ
を
普
遍
的
な
る
も
の
に
関
係
し
て
考
察
す
る

と
き
、
自
然
と
な
り
、
我
々
が
そ
れ
を
特
殊
な
も
の
、
個
別
的
な
る
も
の
に
関
係
し
て
考
察
す
る
と
き
、
歴
史
と

な
る
。
自
然
科
学
の
普
遍
化
的
方
法
に
歴
史
の
個
別
化
的
方
法
が
対
立
す
る
。
自
然
科
学
は
、
そ
れ
が
事
物
を
説
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明
し
よ
う
と
す
る
に
せ
よ
若
く
は
記
述
し
よ
う
と
す
る
に
せ
よ
、
到
る
処
普
遍
的
な
る
も
の
に
向
い
、
そ
し
て
そ

れ
の
概
念
構
成
は
こ
の
普
遍
化
的
傾
向
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
。
歴
史
的
科
学
に
於
け
る
概
念
構
成
は
こ
れ

と
は
全
く
相
反
す
る
。
こ
の
学
問
の
課
題
は
い
つ
で
も
一
回
的
な
も
の
、
個
性
的
な
る
も
の
そ
の
も
の
の
叙
述
の

う
ち
に
横
た
わ
っ
て
い
る
。
従
っ
て
若
し
そ
こ
で
何
等
か
普
遍
的
な
る
も
の
、
一
般
的
な
る
も
の
が
形
作
ら
れ
る

に
し
て
も
、
こ
の
も
の
は
究
極
に
於
て
補
助
的
な
意
味
を
も
つ
に
過
ぎ
ず
、
最
後
の
目
的
を
現
す
も
の
で
は
な
い

の
で
あ
る
。
い
ま
若
し
リ
ッ
カ
ー
ト
の
言
う
が
如
く
で
あ
る
な
ら
ば
、
理
論
と
歴
史
と
は
、
そ
の
究
極
の
理
念
に

於
て
、
分
離
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
理
論
、
歴
史
、
政
策
の
三
つ
が
区
別
さ
れ
る
場
合
、
理
論
は
つ

ね
に
一
般
的
な
る
も
の
へ
の
、
普
遍
化
へ
の
傾
向
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
、
し
か
る
に
リ
ッ
カ
ー
ト
に
あ
っ
て
、

普
遍
化
乃
至
一
般
化
的
把
握
は
歴
史
的
文
化
科
学
と
本
質
的
に
対
立
す
る
自
然
科
学
の
こ
と
に
属
す
る
か
ら
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
リ
ッ
カ
ー
ト
は
、
彼
が
現
実
に
普
遍
化
的
傾
向
を
有
す
る
文
化
科
学
を
見
出
さ
ざ
る
を
得

な
い
と
き
、
こ
の
も
の
を
い
わ
ゆ
る
「
中
間
領
域
」（M

ittelgebiet

）
へ
推
し
遣
る
。
そ
れ
は
彼
に
よ
っ
て
自
然

科
学
的
及
び
文
化
科
学
的
概
念
構
成
の
「
混
合
形
態
」（M

ischform

）
と
見
做
さ
れ
、
そ
れ
故
に
何
等
か
不
純
な

る
、
中
途
半
端
な
る
、
独
立
性
を
も
た
ぬ
、
鵺
的
な
学
問
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。＊

＊H
. R

ickert, K
ulturw

issenschaft und N
aturw

issenschaft, 1921. S. 118 ff. 

参
照
。
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六
〇

い
ず
れ
に
せ
よ
、
歴
史
的
社
会
的
存
在
に
関
し
て
一
般
化
を
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
の
学
問
は
、
学
問
の
歴
史
の

う
ち
に
現
実
に
存
在
す
る
。
即
ち
「
理
論
的
な
る
」
文
化
科
学
の
存
在
は
一
箇
の
動
か
し
難
き
事
実
で
あ
る
。
如

何
な
る
学
問
論
、
如
何
な
る
認
識
論
も
こ
の
歴
史
の
事
実
を
否
定
し
去
る
こ
と
が
出
来
ず
、
ま
た
そ
う
す
べ
き
で

な
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
そ
れ
は
歴
史
の
事
実
を
救
い
、こ
れ
を
止
揚
す
る
こ
と
を
つ
ね
に
意
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

学
問
の
認
識
論
的
研
究
は
現
実
の
学
問
の
歴
史
そ
の
も
の
に
オ
リ
エ
ン
テ
ィ
ー
レ
ン
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
学

問
の
歴
史
0

0

そ
の
も
の
を
無
視
し
な
が
ら
歴
史
0

0

科
学
に
関
す
る
理
論
を
打
ち
建
て
よ
う
と
す
る
の
は
、
一
の
自
己
撞

着
し
た
試
み
で
あ
る
と
評
せ
ら
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
デ
ィ
ル
タ
イ
も
云
っ
て
い
る
、「
経
験
的
方
法
は
、
諸
科
学

の
こ
の
成
立
態
そ
の
も
の
に
於
て
、
思
惟
が
こ
こ
に
自
己
の
課
題
の
解
決
の
た
め
に
用
い
る
と
こ
ろ
の
個
々
の
方

法
の
価
値
が
、
歴
史
的
＝
批
判
的
に
展
開
さ
れ
る
こ
と
を
要
求
し
、
そ
の
主
体
は
人
類
そ
の
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ

の
こ
の
大
い
な
る
過
程
の
直
観
に
於
て
、
こ
の
領
域
に
於
け
る
知
識
及
び
認
識
の
性
質
が
解
明
さ
れ
る
こ
と
を
要

求
す
る
。」＊

デ
ィ
ル
タ
イ
の
謂
う
経
験
的
方
法
は
固
よ
り
経
験
論
の
意
味
す
る
も
の
と
等
し
く
な
い
。
彼
は
ま
た

そ
れ
が
所
謂
実
証
主
義
者
の
使
う
方
法
と
ま
さ
に
反
対
し
て
い
る
こ
と
を
注
意
し
て
い
る
。
こ
こ
に
意
味
さ
れ
た

経
験
的
方
法
と
は
、
い
ま
引
用
し
た
文
章
の
中
で
既
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
歴
史
的
＝
批
判
的
方
法
の
謂
で

あ
る
。
学
問
的
意
識
は
歴
史
の
世
界
の
う
ち
に
成
立
し
て
い
る
。
そ
れ
故
に
悟
性
の
技
巧
的
な
概
念
に
よ
っ
て
、
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或
い
は
単
に
論
理
上
の
抽
象
的
な
可
能
性
を
数
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
学
問
を
分
類
し
よ
う
と
い
う
の
は
不
可
能

で
あ
ろ
う
。
学
問
上
の
方
法
概
念
は
学
問
そ
の
も
の
の
歴
史
に
於
け
る
発
展
を
通
じ
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
が
出
来

る
。
論
理
学
の
研
究
は
学
問
史
の
研
究
に
結
び
付
か
ね
ば
な
ら
ぬ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
か
く
て
デ
ィ
ル
タ
イ
は
精
神
科
学
の
認
識
論

的
基
礎
づ
け
に
あ
た
っ
て
こ
の
学
問
の
歴
史
を
つ
ね
に
展
開
し
て
い
る
。
然
る
に
歴
史
的
研
究
は
ま
た
必
然
的
に

批
判
的
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
と
き
批
判
的
と
い
う
の
は
、
何
等
か
超
越
的
な
る
も
の
を
持
ち
出
し
て
、
そ

の
立
場
か
ら
一
撃
を
も
っ
て
歴
史
の
事
実
を
評
価
し
、
ひ
と
お
も
い
に
或
い
は
こ
れ
を
弁
護
し
或
い
は
こ
れ
を
排

斥
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
、か
く
て
は
ま
さ
に
歴
史
的
研
究
そ
の
も
の
が
否
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

デ
ィ
ル
タ
イ
は
彼
の
『
精
神
科
学
概
論
』
に
於
て
、
精
神
科
学
の
認
識
論
を
究
明
す
る
に
、
恰
も
形
而
上
学
の
歴

史
の
叙
述
を
も
っ
て
始
め
て
い
る
。
こ
の
意
味
深
き
企
て
の
方
法
論
的
意
味
は
斯
う
で
あ
る
。
形
而
上
学
は
、
自

然
的
体
系
と
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
諸
民
族
の
精
神
的
発
展
に
於
け
る
一
の
必
然
的
な
階
梯

0

0

0

0

0

0

で
あ
っ
た
。
従
っ
て

形
而
上
学
の
立
場
は
諸
科
学
の
う
ち
に
現
れ
る
と
こ
ろ
の
立
場
か
ら
し
て
、
単
な
る
論
弁
に
よ
っ
て
決
し
て
傍
ら

に
推
し
除
け
ら
れ
得
る
も
の
で
は
な
く
、
却
っ
て
そ
の
立
場
か
ら
全
く
考
え
貫
か
れ
、
か
く
し
て
解
消
さ
れ
ね
ば

な
ら
ぬ
。
形
而
上
学
の
諸
帰
結
は
近
代
の
諸
概
念
の
全
聯
関
を
通
じ
て
拡
が
っ
て
い
る
、
宗
教
、
国
家
、
法
律
並

び
に
歴
史
の
文
献
は
大
部
分
形
而
上
学
の
支
配
の
も
と
に
成
立
し
た
の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
今
な
お
残
っ
て
い
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る
部
分
も
多
く
は
形
而
上
学
の
影
響
の
も
と
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、「
こ
の
立
場
を
そ
の
全
き

力
に
於
て
明
ら
か
に
し
た
者
の
み
が
、
換
言
す
れ
ば
、
人
間
の
変
ら
ぬ
本
性
の
う
ち
に
根
差
し
て
い
る
こ
の
も
の

へ
の
要
求
を
、
歴
史
的
に
理
解
し
、
そ
れ
の
久
し
き
に
亙
る
勢
力
を
そ
の
根
柢
か
ら
認
識
し
、
そ
し
て
そ
れ
の
帰

結
を
展
開
し
た
者
の
み
が
、
彼
自
身
の
思
惟
の
仕
方
を
こ
の
形
而
上
学
的
地
盤
か
ら
全
く
解
放
し
、
そ
し
て
既
存

の
諸
精
神
科
学
の
文
献
の
う
ち
に
於
け
る
形
而
上
学
の
諸
影
響
を
認
識
し
、
並
び
に
そ
れ
を
除
去
し
得
る
。＊
＊」
批

判
が
如
何
に
し
て
歴
史
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
言
葉
の
う
ち
に
示
さ
れ
て
い
る
で

あ
ろ
う
。然
る
に
デ
ィ
ル
タ
イ
は
こ
の
文
章
に
続
け
て
直
ち
に
次
の
如
き
決
定
的
な
語
を
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
、

「
実
に
人
類
そ
の
も
の
が
こ
の
道
を
採
っ
て
来
た
。」
即
ち
、
人
間
歴
史
の
発
展
そ
の
も
の
が
ま
さ
に
形
而
上
学
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

批
判
を
行
っ
て
来
た
の
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
形
而
上
学
の
歴
史
に
於
け
る
経
験
科
学
の
そ
れ
か
ら
の
分
化
と
分
離
の
過
程
そ

の
も
の
が
恰
も
形
而
上
学
の
批
判
で
あ
る
。
一
切
の
歴
史
は
批
判
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
と
云
わ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ

う
、
こ
の
見
地
か
ら
デ
ィ
ル
タ
イ
は
形
而
上
学
の
批
判
に
際
し
て
、
種
々
な
る
論
理
を
構
え
て
形
而
上
学
の
排
撃

に
当
る
こ
と
な
く
、
形
而
上
学
の
崩
壊
と
経
験
的
精
神
科
学
の
成
立
と
の
歴
史
的
過
程
の
認
識
の
う
ち
に
批
判
の

仕
事
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
批
判
は
そ
の
う
ち
に
必
然
的
に
崩
壊
過
程
の
認
識
を
含
む
、
そ
し
て
歴
史
的
認
識

は
批
判
的
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
歴
史
的
方
法
は
必
然
的
に
破
壊
の
方
法
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
歴
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史
の
研
究
の
意
味
は
、
普
通
に
誤
っ
て
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
過
去
の
保
存
に
あ
る
の
で
は
な
い
、
む
し
ろ

新
し
き
も
の
の
発
展
の
た
め
に
旧
き
も
の
を
掃
除
し
、
広
濶
な
る
地
盤
を
作
る
と
こ
ろ
に
、
そ
れ
の
現
実
の
意
味

は
横
た
わ
っ
て
い
る
。
一
定
の
事
態
が
自
己
の
成
立
の
地
盤
を
失
い
ゆ
く
必
然
性
の
認
識
と
し
て
、
歴
史
的
研
究

は
お
の
ず
か
ら
破
壊
的
で
あ
る
。

＊　

D
ilthey, Einleitung in die G

eistesw
issenschaften, S. 5.

＊
＊　

D
erselbe, O

p. cit., S. 126.

さ
て
今
や
歴
史
的
破
壊
的
方
法

0

0

0

0

0

0

0

0

に
従
っ
て
、
我
々
は
リ
ッ
カ
ー
ト
の
歴
史
論
を
調
査
し
よ
う
。
こ
の
と
き
我
々

は
直
ち
に
彼
の
歴
史
の
論
理
学
が
既
に
一
定
の
国
に
於
け
る
一
定
の
時
代
の
一
定
の
学
派
の
歴
史
科
学
的
研
究
の

上
に
凭
り
か
か
っ
て
い
る
の
を
見
逃
す
こ
と
が
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
く
云
う
そ
れ
が
ド
イ
ツ
歴
史
学
派
の

そ
れ
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
の
最
も
光
輝
あ
る
形
態
か
ら
初
め
て
、
そ
の
最
も
堕
落
し
た
形
態
に

至
る
ま
で
、
ド
イ
ツ
歴
史
学
派
の
共
通
の
特
色
は
、
歴
史
的
社
会
的
諸
科
学
の
認
識
目
的
を
も
っ
て
、
特
殊
的

な
る
も
の
、
一
回
的
で
繰
り
返
さ
ぬ
も
の
、
個
性
的
な
る
も
の
の
記
述
に
あ
る
、
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で

は
到
る
処
普
遍
的
な
る
も
の
、
理
論
的
な
る
も
の
、
法
則
的
な
る
も
の
に
対
す
る
嫌
悪
が
気
づ
か
れ
る
。
歴
史
科

学
あ
る
い
は
社
会
科
学
は
、
リ
ッ
カ
ー
ト
の
師
に
し
て
矢
張
ド
イ
ツ
歴
史
学
派
の
伝
統
を
承
け
て
い
る
ヴ
ィ
ン
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四

デ
ル
バ
ン
ト
の
適
切
な
表
現
を
借
り
れ
ば
、
個
性
記
述
的
（idiographisch

）
な
学
問
で
あ
っ
て
、
法
則
定
立
的

（nom
othetisch

）
な
学
問
で
あ
る
べ
き
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
然
る
に
我
々
は
歴
史
的
社
会
的
存
在
に
関
す
る
学

問
の
斯
く
の
如
き
理
念
を
一
般
に
審
美
主
義

0

0

0

0

と
し
て
特
性
づ
け
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
人
間
の
美
的
作
用
は
言
う

ま
で
も
な
く
主
と
し
て
個
性
的
な
る
も
の
に
向
う
。
そ
れ
だ
か
ら
、
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
の
如
き
人
が
歴
史
家
の

活
動
の
う
ち
に
芸
術
家
の
魂
を
見
出
そ
う
と
し
た
の
も
無
理
な
ら
ぬ
こ
と
で
あ
ろ
う
。＊

実
際
、
ド
イ
ツ
歴
史
学
派

の
活
動
が
最
も
光
彩
あ
る
形
姿
を
と
っ
て
現
れ
た
の
は
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
の
審
美
的
世
界
観
の
地
盤
の
上
に
於
て
で

あ
っ
た
の
で
あ
る
。フ
ン
ボ
ル
ト
や
ド
ロ
イ
セ
ン
の
歴
史
理
論
に
於
て
我
々
は
そ
の
最
も
美
し
き
表
現
に
出
会
う
。

経
済
学
者
シ
ュ
モ
ー
ラ
ー
の
如
き
は
ま
さ
に
そ
の
頽
廃
し
た
姿
で
あ
る
。
こ
の
学
派
の
祖
先
と
も
い
う
べ
き
は
ハ

マ
ン
【Johann G

eorg H
am

ann

】
や
ヘ
ル
ダ
ー
【Johann G

ottfried von H
erder

】
の
如
き
詩
人
的
哲
学
者
で
あ
っ
た
。
し

か
る
に
審
美
的
傾
向
は
お
の
ず
か
ら
観
想
的
性
格
を
現
す
。
観
想
的
と
い
う
こ
と
は
ま
た
こ
こ
に
問
題
の
歴
史
理

論
の
ひ
と
つ
の
性
質
に
属
す
る
。
そ
れ
は
純
粋
に
直
観
的
な
音
色
を
も
っ
て
い
る
。
か
の
ブ
ル
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
於

て
完
成
し
て
い
た
と
見
え
る
観
想
的
性
格
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、
歴
史
学
派
の
人
々
の
特
質
で
も
あ
り
、
ま
た

そ
の
長
所
で
も
あ
っ
た
。
し
か
る
に
観
想
的
な
傾
向
は
お
の
ず
か
ら
回
顧
的
な
見
方
に
つ
ら
な
る
。
リ
ッ
カ
ー
ト

が
屡
々
引
合
に
出
す
歴
史
家
ラ
ン
ケ
の
有
名
な
語
に
よ
れ
ば
、「
彼
は
単
に
そ
れ
が
本
来
如
何
に
あ
っ
た
か
を
語
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ろ
う
と
欲
す
る
」（er w

ill bloss sagen, w
ie es eigentlich gew

esen ist.

）。過
去
の
、或
い
は
過
去
か
ら
の
過
程
の
、

個
性
の
叙
述
が
歴
史
科
学
の
最
も
固
有
な
る
目
的
と
見
做
さ
れ
て
、
特
に
未
来
へ
向
う
過
程
と
し
て
の
現
代
そ
の

も
の
の
歴
史
は
歴
史
家
の
関
心
の
重
要
な
る
対
象
と
な
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
リ
ッ
カ
ー
ト

の
歴
史
の
論
理
の
前
提
で
あ
る
ド
イ
ツ
歴
史
学
派
の
一
般
的
性
質
の
二
三
が
指
摘
さ
れ
た
後
、
我
々
は
容
易
に
、

如
何
に
し
て
こ
の
論
理
が
現
代
に
と
っ
て
も
は
や
現
実
の
地
盤
な
き
も
の
で
あ
る
か
、を
認
識
し
得
る
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
に
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
と
っ
て
、
こ
の
階
級
の
実
践
的
本
質
の
故
に
、
典
型
的
な
る

活
動
の
要
素
が
欠
け
て
い
る
。
実
践
は
本
性
上
未
来
に
向
っ
て
の
活
動
で
あ
る
。
従
っ
て
実
践
の
立
場
に
と
っ
て

は
未
来
へ
向
う
過
程
と
し
て
の
現
代
0

0

の
運
動
こ
そ
ま
さ
に
最
も
問
題
で
あ
る
。
そ
の
実
践
が
現
実
的
で
あ
る
た
め

に
は
、
何
等
か
の
仕
方
に
於
て
未
来
を
予
見
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
、
そ
し
て
そ
の
た
め
に
は
、
法
則
的
な
る
も

0

0

0

0

0

0

の0

の
認
識
が
必
要
で
あ
る
。
社
会
科
学
の
認
識
は
美
し
く
鮮
か
な
る
個
性
の
傍
ら
に
と
ど
ま
り
安
ら
う
こ
と
が
出

来
ず
、
強
力
な
る
、
暴
力
的
で
あ
り
さ
え
す
る
、
法
則
の
把
握
を
目
掛
け
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
の
み
で
は
な
い
、

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
は
、
現
代
社
会
に
於
て
、
何
等
個
人
と
し
て
個
性
と
し
て
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
に
対
立
す
る
の
で

は
な
く
て
、
却
っ
て
一
個
の
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
階
級
に
属
し
て
い
る
。
個
々
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
も
ま
た
そ
の

存
在
は
彼
の
階
級
的
本
質
の
う
ち
に
吸
収
さ
れ
て
い
る
。
資
本
主
義
社
会
に
あ
っ
て
は
、
マ
ル
ク
ス
の
云
う
が
如
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く
、「
有
産
階
級
と
無
産
者
の
階
級
と
は
同
一
の
人
間
的
自
己
疎
外
（die m

enschliche Selbstentfrem
dung

）
を

現
す
。」
自
己
疎
外
の
完
成
し
た
社
会
に
於
て
は
、
人
間
は
必
然
的
に
各
の
個
性
を
埋
没
せ
し
め
ざ
る
を
得
な
い
、

彼
の
存
在
は
た
だ
階
級
的
性
格
の
も
の
と
な
る
。
商
品
の
構
造
が
こ
の
社
会
の
一
切
の
存
在
の
対
象
性
の
普
遍
的

な
る
形
式
と
な
っ
て
ゆ
く
に
応
じ
て
、
世
界
市
場
の
発
達
と
共
に
、
人
間
は
い
よ
い
よ
自
己
の
個
性
を
埋
没
し
て

ゆ
く
。
個
性
の
埋
没
と
い
う
こ
と
が
恰
も
現
代
社
会
の
歴
史
的
個
性
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
そ
れ
故
に
、
既
に
簡
単
に
触
れ
ら

れ
た
よ
う
に
、
後
に
一
層
詳
細
に
論
ぜ
ら
れ
る
よ
う
に
、
歴
史
的
研
究
の
重
心
が
、
そ
の
実
践
的
性
質
の
故
に
、

現
代
社
会
に
お
か
れ
る
と
こ
ろ
で
は
、
こ
こ
で
は
各
の
人
間
は
階
級
に
集
約
さ
れ
、
み
ず
か
ら
の
個
性
を
喪
失
す

べ
く
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
研
究
の
理
念
は
個
性
的
な
る
も
の
、
特
殊
的
な
る
も
の
の
う

ち
に
定
め
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
歴
史
的
研
究
は
個
性
で
は
な
く
却
っ
て
階
級
を
お
の
ず
か
ら
対
象
と
す
る

に
到
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
私
は
リ
ッ
カ
ー
ト
の
歴
史
の
論
理
が
ま
さ
に
現
代
に
於
て
如
何
に
非
現
実
的
な
も

の
と
な
っ
て
い
る
か
を
闡
明
す
る
こ
と
が
出
来
た
と
思
う
。
我
々
が
デ
ィ
ル
タ
イ
の
諸
労
作
の
う
ち
に
な
お
尊
重

す
べ
き
多
く
の
も
の
を
見
出
し
得
る
に
も
拘
ら
ず
、
究
極
に
於
て
は
彼
と
手
を
切
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
の
も
、
同
様
の

理
由
に
も
と
づ
く
。
精
神
科
学
に
関
す
る
彼
の
認
識
論
的
基
礎
づ
け
は
、
彼
自
身
屡
々
告
白
し
、
ま
た
公
言
し
て

い
る
よ
う
に
、
絶
え
ず
ド
イ
ツ
歴
史
学
派
の
仕
事
を
反
省
す
る
こ
と
に
出
発
し
て
い
る
。
も
と
よ
り
こ
の
学
派
の
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精
神
を
理
解
す
る
こ
と
の
深
さ
と
広
さ
と
に
於
て
、
み
ず
か
ら
最
も
勝
れ
た
歴
史
家
で
あ
っ
た
デ
ィ
ル
タ
イ
は
単

な
る
論
理
学
者
リ
ッ
カ
ー
ト
の
比
で
は
な
い＊
＊。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
歴
史
理
論
も
ま
た
そ
の
成
立

の
地
盤
の
制
約
の
故
に
有
す
る
審
美
主
義
的
、
観
想
的
、
回
顧
的
性
質
の
た
め
に
現
代
に
於
て
次
第
に
現
実
的
意

義
を
失
っ
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

＊　

W
. W

indelband, N
aturw

issenschaft und G
eschichte. 

参
照
。

＊
＊　

こ
の
点
に
関
し
て
ト
レ
ル
チ
は
云
っ
て
い
る
。「
リ
ッ
カ
ー
ト
は
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
の
個
性
説
を
取
り
入
れ
た
、

そ
こ
か
ら
彼
の
対
象
概
念
の
生
産
性
は
来
て
い
る
。
し
か
し
彼
は
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
の
発
展
理
念
を
斥
け
た
、
そ
こ

か
ら
歴
史
的
生
成
に
つ
い
て
の
彼
の
諸
表
象
の
不
生
産
性
が
来
て
い
る
。」
リ
ッ
カ
ー
ト
は
た
だ
時
間
の
カ
ン
ト
的

数
学
的
概
念
を
認
め
る
の
み
で
あ
っ
て
、
歴
史
的
時
間
ま
た
は
具
体
的
持
続
の
概
念
を
知
ら
な
い
。
一
般
に
リ
ッ

カ
ー
ト
の
学
説
の
う
ち
で
は
カ
ン
ト
的
な
自
然
概
念
の
支
配
が
行
わ
れ
て
い
て
、
個
性
化
的
文
化
科
学
の
理
念
は

単
に
そ
れ
と
の
平
行
に
於
て
、
若
く
は
対
立
に
於
て
解
釈
さ
れ
て
お
り
、
従
っ
て
後
者
は
絶
え
ず
前
者
に
よ
っ
て

制
約
さ
れ
、
規
定
さ
れ
て
い
る
。（V

gl. E. Troeltsch, D
er H

istorism
us und seine Problem

e, I, SS. 221-242.

）

尤
も
リ
ッ
カ
ー
ト
は
歴
史
的
文
化
科
学
を
も
っ
て
具
体
的
な
る
現
実
そ
の
侭
の
直
観
と
す
る
者
で
は
な
い
。
こ

の
学
問
と
雖
も
ひ
と
つ
の
「
概
念
構
成
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、苟
も
そ
れ
が
ひ
と
つ
の
学
問
的
認
識
で
あ
る
限
り
、
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認
識
の
本
質
上
、
現
実
的
な
る
も
の
の
模
写
で
は
な
く
却
っ
て
加
工
で
あ
り
、
従
っ
て
現
実
的
な
る
も
の
そ
の
も

の
に
比
較
し
て
は
つ
ね
に
単
純
化
を
意
味
す
る
。
そ
こ
に
は
単
純
化
の
原
理
、
そ
れ
故
に
選
択
の
原
理
が
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
こ
の
原
理
は
リ
ッ
カ
ー
ト
に
よ
っ
て
価
値
と
し
て
樹
て
ら
れ
る
。
価
値
に
よ
っ
て
、
価
値
に

関
係
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
実
的
な
る
も
の
の
う
ち
文
化
科
学
に
と
っ
て
本
質
的
な
る
も
の
は
本
質
的
な
ら

ぬ
も
の
か
ら
選
び
出
さ
れ
、
単
な
る
特
異
性
よ
り
区
別
さ
れ
た
歴
史
的
個
性
の
概
念
は
初
め
て
構
成
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
然
る
に
リ
ッ
カ
ー
ト
は
こ
の
場
合
理
論
的
な
る
価
値
関
係
（W

ertbeziehung

）
と
実
践
的
な
る
価
値
判

断
（W

ertung

）
と
の
相
違
を
高
調
す
る
。
歴
史
家
に
と
っ
て
問
題
と
な
り
得
る
の
は
ひ
と
え
に
前
者
ば
か
り
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
例
え
ば
、
歴
史
家
は
歴
史
家
と
し
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
が
フ
ラ
ン
ス
に
と
っ
て
若

く
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
と
っ
て
有
益
で
あ
っ
た
か
、
そ
れ
と
も
有
害
で
あ
っ
た
か
を
決
定
し
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は

ひ
と
つ
の
価
値
判
断
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
反
し
て
如
何
な
る
歴
史
家
も
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
名
の
も
と
に

総
括
さ
れ
る
出
来
事
が
フ
ラ
ン
ス
及
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
の
発
展
に
対
し
て
意
味
あ
り
、
重
要
で
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
、
従
っ
て
そ
れ
は
そ
の
個
性
に
於
て
本
質
的
と
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
の
叙
述
の
う
ち
に
取
り
入
れ
ら

れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
、
に
つ
い
て
は
何
等
疑
わ
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
実
践
的
な
価
値
判
断
で
は
な
く

て
価
値
へ
の
理
論
的
な
関
係
で
あ
る
。
簡
単
に
言
え
ば
、
価
値
判
断
は
い
つ
で
も
賞
讃
ま
た
は
非
難
で
あ
ら
ね
ば
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な
ら
ぬ
。
価
値
に
関
係
さ
せ
る
こ
と
は
両
者
の
い
ず
れ
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
我
々
は
こ
こ
に
リ
ッ
カ
ー
ト
の
根

本
思
想
の
ひ
と
つ
に
出
会
う
こ
と
が
出
来
る
、
理
論
は
本
質
的
に
原
理
的
に
実
践
的
態
度
か
ら
分
離
さ
れ
ね
ば
な

ら
ぬ
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
れ
の
み
で
な
い
、
次
の
こ
と
は
ま
た
注
意
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
カ
ン
ト
主
義

者
リ
ッ
カ
ー
ト
は
カ
ン
ト
の
意
味
で
認
識
の
客
観
性
ま
た
は
妥
当
性
に
保
証
を
与
え
よ
う
と
欲
す
る
が
故
に
、
歴

史
の
原
理
と
し
て
の
文
化
価
値
の
永
遠
な
る
妥
当
性
を
主
張
す
る
。
即
ち
価
値
は
如
何
な
る
現
実
で
も
、
物
理
的

な
る
そ
れ
で
も
心
理
的
な
る
そ
れ
で
も
な
い
。
価
値
の
本
質
は
そ
れ
の
妥
当
性
の
う
ち
に
横
た
わ
っ
て
い
る
の
で

あ
っ
て
、
そ
れ
の
実
在
的
な
る
事
実
性
に
於
て
成
立
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
妥
当
性
を

事
実
性
か
ら
区
別
し
て
、
リ
ッ
カ
ー
ト
は
考
え
る
、
価
値
の
普
遍
妥
当
性
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
事
実
と
し
て

凡
て
の
人
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
と
は
無
関
係
で
あ
る
、
よ
し
や
現
実
に
は
何
人
に
よ
っ
て

も
そ
れ
が
普
遍
妥
当
的
な
る
価
値
と
し
て
認
容
さ
れ
ず
と
も
、
よ
し
や
あ
ら
ゆ
る
人
間
が
事
実
上
そ
れ
に
反
対
す

る
と
も
、
価
値
の
普
遍
妥
当
性
に
は
少
し
の
増
減
も
な
い
の
で
あ
る
。
約
言
す
る
な
ら
ば
、
価
値
は
超
歴
史
的
な

も
の
で
あ
る
、
人
間
の
歴
史
的
活
動
は
そ
れ
の
本
質
と
は
原
理
的
に
は
何
等
か
か
わ
り
な
き
も
の
で
あ
る
。
果
た

し
て
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
リ
ッ
カ
ー
ト
は
歴
史
的
個
性
の
概
念
を
基
礎
づ
け
る
に
超
歴
史
的
価
値
を
も

っ
て
す
る
者
で
あ
ろ
う
。
然
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
に
歴
史
的
な
る
も
の
を
超
歴
史
的
な
る
も
の
に
よ
っ
て
基
礎
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づ
け
よ
う
と
す
る
の
は
、
歴
史
的
な
る
も
の
そ
の
も
の
の
問
題
を
究
極
は
超
歴
史
的
な
る
も
の
の
領
域
へ
導
き
入

れ
よ
う
と
す
る
も
の
、
い
わ
ゆ
る
顧
み
て
他
を
言
う
の
た
ぐ
い
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
問
題
の
転
嫁
若
く
は
回
避

が
あ
る
の
み
で
、
問
題
そ
の
も
の
の
解
決
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
リ
ッ
カ
ー
ト
の
謂
う
価
値
は
自
然

科
学
に
於
け
る
法
則
の
如
き
も
の
で
は
な
く
、む
し
ろ
プ
ラ
ト
ン
的
な
る
イ
デ
ア
に
比
較
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
に
、
た
と
い
彼
の
如
き
プ
ラ
ト
ニ
ス
ム
ス
の
立
場
に
立
つ
と
し
て
も
、
ま
さ
に
歴
史
が
問
題
と
な
る
限
り
、

最
も
重
要
な
の
は
、如
何
に
し
て
永
遠
な
る
価
値
が
現
実
の
歴
史
の
中
に
於
て
実
現
に
到
達
す
る
か
と
い
う
こ
と
、

或
い
は
、
価
値
の
実
現
の
過
程
そ
の
も
の
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。
他
の
言
葉
で
云
え
ば
、
そ
こ
で
は
超
越
的
な

る
も
の
に
問
題
の
重
心
が
あ
る
の
で
は
な
く
し
て
、
却
っ
て
内
在
的
な
る
も
の
に
あ
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら

ば
歴
史
の
歴
史
た
る
所
以
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
そ
れ
の
妥
当
性

0

0

0

0

0

0

（G
eltung

）
に
あ
る
の
で
な
く

0

0

0

0

0

0

0

、
却
っ
て
実
に
そ
れ
の
事
実
性

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（Tatsächlichkeit

）
に
あ
る
か
ら
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

。
そ
れ
だ
か
ら
、
従
来
の
思
想
の
歴
史
に
於
て
も
卓
越
し
た
歴
史
の
理

論
家
た
ち
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
も
と
よ
り
、
デ
ィ
ル
タ
イ
に
至
る
ま
で
、
お
お
む
ね
内
在
性
の
立
場
、
ま
た
は
此
岸

性
（D

iesseitigkeit

）
の
思
想
を
採
っ
た
の
は
、
も
っ
と
も
で
あ
る
と
云
わ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
デ
ィ
ル
タ
イ
の

根
本
命
題
は
、「
生
を
生
そ
の
も
の
か
ら
理
解
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
超
越
的
な
る
諸
表
象

を
除
外
し
て
、「
現
実
的
存
在
の
現
実
的
存
在
そ
の
も
の
か
ら
の
解
釈
」（eine A

uslegung des D
aseins aus ihm
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selbst
）
で
あ
る
。

し
か
る
に
、
更
に
な
お
重
要
な
こ
と
は
、
如
何
に
し
て
リ
ッ
カ
ー
ト
に
於
て
超
越
的
価
値
の
概
念
が
形
造
ら
れ

た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
の
主
著
『
認
識
の
対
象
』
を
読
む
誰
に
で
も
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
、
ま
こ
と
に

こ
の
概
念
は
存
在
0

0

の
分
析
か
ら
し
て
発
見
さ
れ
た
の
で
な
く
却
っ
て
認
識
0

0

の
構
造
の
研
究
に
よ
っ
て
初
め
て
見
出

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
と
き
認
識
と
は
特
に
学
問
的
な
る
認
識
の
謂
で
あ
り
、
し
か
も
こ
の
も
の
は
一

般
に
判
断
と
同
一
視
さ
れ
て
い
る
。
リ
ッ
カ
ー
ト
の
哲
学
は
到
る
処
判
断
と
い
う
認
識
形
態
の
構
造
を
手
引
と
し

て
い
る
と
云
っ
て
恐
ら
く
差
支
な
い
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
歴
史
が
論
議
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
も
、
彼
が
問
題
の

中
心
と
し
た
の
は
、
い
つ
で
も
特
に
歴
史
科
学
0

0

の
認
識
で
あ
っ
て
、
恰
も
存
在
と
し
て
の
歴
史
で
は
な
い
の
で
あ

る
。
他
の
処
で
は
、例
え
ば
、『
歴
史
哲
学
』（
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
の
編
纂
し
た
『
二
十
世
紀
初
頭
に
お
け
る
哲
学
』

に
収
む
）
の
中
で
、
歴
史
的
生
活
あ
る
い
は
普
遍
史
の
如
き
存
在
と
し
て
の
歴
史
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に

見
え
る
場
所
で
も
、
問
題
は
つ
ね
に
認
識
の
構
造
を
存
在
の
モ
デ
ル
と
し
て
組
立
て
ら
れ
て
お
り
、
従
っ
て
前
者

の
方
向
に
向
っ
て
解
決
が
試
み
ら
れ
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
然
し
な
が
ら
、
い
ま

述
べ
た
如
く
、
歴
史
の
歴
史
た
る
所
以
は
そ
れ
の
事
実
性

0

0

0

に
あ
る
。
歴
史
は
、
本
来
そ
し
て
根
源
的
に
は
、
歴
史

科
学
も
し
く
は
認
識
と
し
て
の
歴
史
で
は
な
く
、
却
っ
て
ま
さ
し
く
存
在
の
歴
史
性

0

0

0

0

0

0

を
意
味
す
る
。
か
く
し
て
、
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哲
学
的
に
最
初
の
も
の
は
、
リ
ッ
カ
ー
ト
に
於
て
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
歴
史
の
概
念
構
成
の
理
論
で
な
く
、
ま

た
歴
史
的
認
識
の
理
論
で
も
な
く
、
更
に
歴
史
学
の
対
象
と
し
て
の
歴
史
の
理
論
で
も
な
く
、
却
っ
て
本
来
歴
史

的
な
る
存
在
の
、
そ
れ
の
歴
史
性
の
解
釈
で
あ
る
。
歴
史
の
問
題
は

0

0

0

0

0

0

、
第
一
次
的
に
は

0

0

0

0

0

0

、
論
理
的
な
る

0

0

0

0

0

（logisch

）

問
題
で
な
く
て

0

0

0

0

0

0

、
存
在
論
的
な
る

0

0

0

0

0

0

（ontologisch

）
問
題
で
あ
る

0

0

0

0

0

。
存
在
の
歴
史
性
の
解
明
が
初
め
て
歴
史
的
認

識
の
闡
明
に
「
土
台
」（Fundam

ent

）
を
与
え
る
。＊

し
か
る
に
論
理
学
者
リ
ッ
カ
ー
ト
は
、
歴
史
を
論
じ
な
が

ら
、
存
在
の
歴
史
性
に
つ
い
て
は
何
事
も
知
ら
な
い
の
で
あ
る
。
彼
に
と
っ
て
存
在
は
単
な
る
存
在
で
あ
る
。
彼

に
は
存
在
か
ら
科
学
へ
の
系
譜
学

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（G
enealogie

）
が
欠
け
て
い
る
。
存
在
か
ら
科
学
へ
の
由
来
を
説
い
て
い
る

よ
う
に
見
え
る
場
合
で
も
彼
は
斯
う
考
え
る
。
現
実
存
在
の
最
も
根
本
的
な
る
規
定
は
、そ
れ
が
「
異
質
的
連
続
」

（heterogenes K
ontinuum

）で
あ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
の
各
の
部
分
に
於
て
異
質
的
連
続
で
あ
る
現
実
存
在
は
、

非
合
理
性
の
性
格
を
担
い
、
そ
の
侭
で
は
概
念
の
中
に
受
け
容
れ
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
た
だ
異
質
性
と
連

続
性
と
の
概
念
的
分
離
に
よ
っ
て
の
み
現
実
存
在
は
合
理
的
と
な
り
得
る
。
連
続
は
そ
れ
が
同
質
的
で
あ
る
や
否

や
、
概
念
的
に
支
配
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
、
そ
し
て
異
質
的
な
る
も
の
は
、
我
々
が
そ
の
う
ち
に
切
断
を
な
し
得

る
と
き
、
従
っ
て
そ
の
連
続
性
が
非
連
続
性
に
転
化
す
る
と
き
、
概
念
的
に
把
握
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
学
問
に
と
っ
て
二
つ
の
互
い
に
恰
も
反
対
し
た
概
念
構
成
の
道
が
開
か
れ
る
。
我
々
は
あ
ら
ゆ
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る
現
実
存
在
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
異
質
的
連
続
性
を
、
或
い
は
ひ
と
つ
の
同
質
的
連
続
性
に
、
或
い
は
ひ
と
つ
の

異
質
的
非
連
続
性
に
変
形
す
る
、
そ
れ
に
応
じ
て
、
一
方
で
は
自
然
科
学
的
概
念
構
成
が
可
能
に
な
り
、
他
方
で

は
文
化
科
学
的
概
念
構
成
が
可
能
に
な
る＊
＊。

然
し
な
が
ら
存
在
の
原
始
的
規
定
と
し
て
の
リ
ッ
カ
ー
ト
の
謂
う
異

質
的
連
続
の
概
念
は
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
歴
史
性
の
意
味
を
少
し
も
含
ま
ず
、
ま
た
含
み
得
な
い
の
で
あ
る
。
こ

の
規
定
そ
の
も
の
が
極
め
て
抽
象
的
で
あ
る
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
純
粋
持
続
に
も
類
し
た
リ
ッ
カ
ー
ト
の
異
質
的
連

続
は
そ
れ
に
比
し
て
さ
え
な
お
甚
し
く
歴
史
性
を
も
っ
て
い
な
い
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
で
は
純
粋
持
続
が
過
去
を
負
い

未
来
を
孕
む
と
い
う
こ
と
が
絶
え
ず
高
調
力
説
さ
れ
て
い
る
。
歴
史
性
な
き
存
在
か
ら
歴
史
科
学
を
生
い
立
た
し

め
る
こ
と
は
出
来
ぬ
、
単
な
る
異
質
性
が
歴
史
性
で
な
い
こ
と
は
リ
ッ
カ
ー
ト
の
み
ず
か
ら
縷
説
し
て
い
る
通
り

で
あ
る
。
そ
れ
故
に
彼
は
、
異
質
的
な
る
も
の
は
価
値
に
関
係
さ
せ
ら
れ
て
初
め
て
歴
史
的
な
る
も
の
の
領
域
ま

で
高
め
ら
れ
る
、
と
考
え
る
。
だ
が
斯
く
の
如
く
歴
史
的
な
る
も
の
の
本
質
を
超
歴
史
的
な
る
も
の
に
求
め
る
と

い
う
こ
と
が
、
何
等
問
題
の
解
決
と
は
な
り
得
ぬ
こ
と
は
、
こ
の
企
て
が
結
局
自
己
撞
着
に
陥
ら
ね
ば
な
ら
な
い

と
い
う
こ
と
か
ら
も
知
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
若
し
歴
史
的
個
性
に
し
て
価
値
に
関
係
さ
せ
ら
れ
て
初
め
て
歴
史
的

個
性
と
な
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、個
性
は
要
す
る
に
価
値
の
事
例
（Exem

plar

）
と
な
っ
て
し
ま
い
は
し
な
い
か
。

即
ち
こ
の
と
き
歴
史
的
個
性
の
本
質
は
個
性
的
差
異
に
あ
る
の
で
は
な
く
し
て
、
同
一
な
る
理
性
的
要
素
に
於
て
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成
立
す
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
は
個
性
は
価
値
の
伝
達
器
も
し
く
は
見
本
と
な
っ
て
し
ま
い
は
し
な
い
か
を
私
は

恐
れ
る
。
個
性
に
於
け
る
積
極
的
な
も
の
、
特
殊
的
な
る
も
の
の
固
有
価
値
は
終
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
な

い
の
で
あ
る
。
個
性
の
評
価
は
直
ち
に
そ
の
全
体
に
向
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
具
体
的
に
与
え
ら
れ
た
も
の
を
超
越

し
た
形
式
的
な
も
の
を
目
差
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
私
は
リ
ッ
カ
ー
ト
の
超
越
的
価
値
の
概
念
、
彼
の
形

式
主
義
の
立
場
が
究
極
は
、
彼
の
基
礎
づ
け
よ
う
と
す
る
個
性
を
却
っ
て
否
定
し
、
破
壊
す
る
こ
と
に
な
り
は
し

な
い
か
を
疑
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る＊
＊
＊。
個
性
が
個
性
と
し
て
成
立
す
る
た
め
に
は
、
む
し
ろ
リ
ッ
カ
ー
ト
の

排
斥
し
た
と
こ
ろ
の
実
践
的
な
る
価
値
判
断
が
必
要
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
要
す
る
に
超
越
的
な
も
の
、
超
事

実
的
な
る
も
の
に
よ
っ
て
は
歴
史
は
基
礎
づ
け
ら
れ
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
そ
こ
で
は
内
在
性
の
立
場
が
守
ら
れ

ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

＊　

学
問
と
し
て
の
歴
史
（H

istorie
）
か
ら
存
在
と
し
て
の
歴
史
（G

eschichte

）
を
区
別
し
た
も
の
に
は
、
未
だ
そ

の
価
値
の
十
分
に
認
め
ら
れ
て
い
な
い
書
物
、F. G

ottl, D
ie G

renzen der G
eschichte. 

が
あ
る
。
存
在
の
歴
史
性

の
分
析
は
最
も
重
要
な
る
問
題
で
あ
る
。
な
お
こ
れ
に
つ
い
て
は
、M

. H
eidegger, Sein und Zeit. 

を
看
よ
。

＊
＊　

H
. R

ickert, K
ulturw

issenschaft und N
aturw

issenschaft, S. 34 ff.

＊
＊
＊　

か
く
簡
単
に
批
評
し
て
し
ま
う
こ
と
に
は
多
少
無
理
が
あ
る
か
に
見
え
る
に
も
拘
ら
ず
、
私
は
最
後
に
は
リ
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ッ
カ
ー
ト
を
、
彼
の
カ
ン
ト
主
義
的
形
式
主
義
の
故
に
、
か
く
批
評
す
べ
く
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。
カ
ン
ト
は

む
し
ろ
正
直
に
云
わ
ざ
る
を
得
な
い
、「
或
る
人
に
対
す
る
一
切
の
尊
敬
は
、
本
来
た
だ
彼
が
我
々
に
そ
れ
に
つ
い

て
例
を
示
す
よ
う
な
法
則
に
対
す
る
尊
敬
で
あ
る
」（G

rundlegung Zur M
etaphysik der Sitten

）。
こ
の
言
葉
を

も
っ
て
彼
は
彼
が
あ
れ
ほ
ど
力
説
し
た
人
格
の
固
有
価
値
を
否
定
し
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
詳
し
く

は
拙
著
『
史
的
観
念
論
の
諸
問
題
』〔
全
集
第
二
巻
収
録
〕
参
照
。

二

私
は
歴
史
の
基
礎
づ
け
の
た
め
に
超
越
論
的
立
場
を
斥
け
た
。
し
か
し
こ
の
こ
と
を
も
っ
て
恰
も
私
が
あ
ら
ゆ

る
意
味
に
於
け
る
二
元
主
義
的
思
想
を
遠
ざ
け
る
と
考
え
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
私
の
排
斥
す
る
の
は
所
謂
プ
ラ

ト
ン
的
な
る
超
越
的
二
元
論

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
む
し
ろ
私
は
他
の
種
類
の
二
元
主
義
的
思
想
、
即
ち
内
在
的
二
元
論

0

0

0

0

0

0

と
も

呼
ば
る
べ
き
も
の
が
一
定
の
歴
史
概
念
に
と
っ
て
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
有
名
な
言

葉
に
、
ひ
と
は
プ
ラ
ト
ン
主
義
者
で
あ
る
か
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
者
で
あ
る
か
で
あ
る
と
云
う
。
一
般
に
プ
ラ

ト
ン
は
二
元
主
義
の
代
表
者
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
一
元
主
義
の
代
表
者
で
あ
る
と
見
做
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
言

葉
は
恐
ら
く
個
人
に
つ
い
て
よ
り
も
時
代
に
関
し
て
一
層
適
切
に
語
ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
歴
史
に
は
プ
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ラ
ト
ン
主
義
的
な
時
期
が
あ
り
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
的
な
る
時
期
が
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

と
は
人
間
を
二
つ
の
類
型
に
分
つ
言
葉
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
却
っ
て
歴
史
上
の
時
代
を
二
つ
の
形
態
に
特
性

づ
け
る
た
め
の
表
現
で
あ
る
。こ
の
場
合
私
は
多
分
一
般
に
次
の
よ
う
に
云
う
こ
と
が
出
来
は
し
な
い
か
と
思
う
、

歴
史
に
於
て
一
定
の
基
礎
経
験
が
成
立
し
発
展
し
つ
つ
あ
る
と
き
に
は
、
こ
の
時
期
の
構
造
の
表
現
と
し
て
プ
ラ

ト
ン
的
二
元
主
義
的
思
想
が
現
れ
る
傾
向
が
あ
り
、
そ
れ
が
成
熟
し
完
結
し
つ
つ
あ
る
と
き
に
は
、
そ
の
時
期
の

構
造
の
表
現
と
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
一
元
主
義
的
思
想
の
現
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
初
代
キ
リ
ス
ト
教
の
神
学

に
あ
っ
て
は
プ
ラ
ト
ン
主
義
的
思
想
が
勢
力
を
占
め
て
い
た
の
に
反
し
て
、シ
ョ
ラ
ス
テ
ィ
ク
【scholastik

ス
コ
ラ
】

の
完
成
期
に
於
て
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
哲
学
が
支
配
し
た
。
近
く
は
ド
イ
ツ
観
念
論
の
歴
史
に
徴
し
て
も
、
そ

の
初
め
に
立
つ
カ
ン
ト
は
プ
ラ
ト
ニ
カ
ー
で
あ
り
、
そ
の
終
り
に
位
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
は
ア
リ
ス
ト
テ
リ
カ
ー
で
あ

っ
た
。
蓋
し
一
定
の
基
礎
経
験
の
成
立
発
展
の
時
期
は
特
に
過
程
的
な
、
ま
た
は
過
渡
的
な
る
時
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
過
渡
性
の
故
に
、
矛
盾
と
対
立
と
を
含
み
、
そ
し
て
こ
の
も
の
の
表
現
は
二
元
的
思
想
た
る
べ
く
、
こ
れ
に

反
し
て
そ
れ
の
成
熟
完
結
の
時
期
は
、
統
一
と
調
和
と
の
時
で
あ
る
を
も
っ
て
、
こ
の
も
の
の
表
現
は
勢
い
一
元

的
思
想
と
な
る
。
今
の
時
代
は
言
う
ま
で
も
な
く
矛
盾
と
対
立
と
が
あ
ら
ゆ
る
処
に
於
て
激
成
さ
れ
尖
鋭
化
し
た

時
代
で
あ
る
。
従
っ
て
現
代
の
思
想
は
、
そ
れ
が
現
実
的
な
意
義
を
有
す
べ
き
で
あ
る
限
り
、
何
等
か
の
意
味
で
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二
元
主
義
的
傾
向
を
含
ま
ざ
る
を
得
な
い
。
と
こ
ろ
で
歴
史
的
意
識
の
な
お
存
在
せ
ず
若
く
は
未
だ
発
達
し
て
い

な
か
っ
た
と
き
に
は
、
二
元
的
思
想
は
超
越
的
二
元
論
と
し
て
の
プ
ラ
ト
ン
主
義
で
あ
る
の
ほ
か
な
か
っ
た
か
も

知
れ
な
い
。
然
る
に
ひ
と
た
び
歴
史
的
意
識
が
十
分
に
獲
得
さ
れ
る
や
否
や
、
そ
し
て
現
代
は
恰
も
最
も
過
程
的

な
る
時
代
で
あ
る
た
め
に
特
に
歴
史
的
意
識
を
獲
得
す
べ
く
迫
ら
れ
て
い
る
が
故
に
―
―
な
ぜ
な
ら
歴
史
の
本
質

は
、
後
に
一
層
詳
し
く
述
べ
る
よ
う
に
、
過
程
性
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
―
―
、
こ
の
と
き
二
元
的
思
想
は
超
越
主

義
的
な
プ
ラ
ト
ニ
ス
ム
ス
で
あ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
既
に
記
し
た
如
く
、
歴
史
は
内
在
性
の
立
場
に
於
て
の
み

歴
史
と
し
て
成
立
し
得
る
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
ま
さ
に
自
己
の
歴
史
的

0

0

0

使
命
を
自
覚
し
て
出
現
し
た
プ
ロ

レ
タ
リ
ア
ー
ト
に
と
っ
て
、
現
代
に
於
て
現
実
的
な
る
理
論
は
そ
の
構
造
に
於
て
内
在
的
な
る
も
の
の
う
ち
に
二

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

元
的
な
る
も
の

0

0

0

0

0

0

を
含
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
よ
う
な
構
造
を
有
す
る
も
の
は
た
だ
弁
証
法
的
な
る

0

0

0

0

0

0

理
論
の
あ
る
の

み
で
あ
ろ
う
。
け
だ
し
弁
証
法
の
本
質
的
な
る
特
色
は
、
そ
こ
で
は
矛
盾
す
る
も
の
が
積
極
的
な
る
意
味
を
有
す

る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
し
か
も
矛
盾
す
る
二
つ
の
も
の
は
こ
の
場
合
一
が
他
を
超
越
す
る
と
い
う
関
係
に
あ
る
の
で

は
な
い
、
そ
れ
で
は
た
だ
そ
こ
に
は
高
々 H

eterothetik 
が
あ
り
得
る
だ
け
で
あ
ろ
う
。D

ialektik 

を
成
立
せ
し

む
べ
き
真
実
の A

ntithetik 

は
全
体
の
う
ち
に
於
け
る
矛
盾
、
綜
合
へ
の
必
然
的
な
る
衝
動
を
含
む
矛
盾
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
矛
盾
の
関
係
は
謂
わ
ば
内
面
的
で
あ
り
、
内
在
的
で
あ
る
。
か
か
る
弁
証
法
的
な
る
二
元
主
義
こ
そ
ま



社
会
科
学
の
予
備
概
念

二
七
八

さ
し
く
現
代
の
意
識
が
示
す
べ
き
理
論
的
構
造
で
あ
る
。
そ
し
て
マ
ル
ク
ス
学
は
到
る
処
こ
の
よ
う
な
構
造
を
含

ん
で
い
る
の
で
あ
る
。＊

＊　

弁
証
法
の
全
体
の
構
造
に
於
て
い
ず
こ
に
重
心
が
定
ま
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
こ
こ
に
述
べ
た
こ
と
と
関
係
す
る
。

し
か
し
そ
れ
に
つ
い
て
は
既
に
拙
著
『
唯
物
史
観
と
現
代
の
意
識
』
に
収
め
ら
れ
た
「
ヘ
ー
ゲ
ル
と
マ
ル
ク
ス
」〔
本

巻
収
録
〕
の
中
で
論
じ
て
お
い
た
か
ら
再
び
繰
り
返
さ
な
い
こ
と
に
し
よ
う
。

さ
て
若
干
の
迂
回
の
後
に
私
は
転
じ
て
、
理
論
と
政
策
と
を
最
も
明
確
に
分
離
し
た
学
者
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー

バ
ー
を
簡
単
に
批
判
し
よ
う
。
こ
の
場
合
私
は
固
よ
り
歴
史
的
破
壊
的
方
法
に
よ
ろ
う
と
思
う
。
我
々
は
さ
き
に

リ
ッ
カ
ー
ト
が
価
値
関
係
と
価
値
判
断
と
を
厳
密
に
区
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
理
論
と
実
践
と
を
分
離
し
て
い
る

の
を
知
っ
て
い
る
。ウ
ェ
ー
バ
ー
の
有
名
な
る
、社
会
学
的
及
び
経
済
学
的
諸
科
学
の「
没
価
値
性
」（W

ertfreiheit

）

の
思
想
は
こ
の
も
の
の
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
な
展
開
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。＊

社
会
学
並
び
に
経
済
学
の
論

理
的
性
質
に
関
す
る
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
爾
余
の
考
え
が
ま
た
リ
ッ
カ
ー
ト
と
極
め
て
多
く
の
親
縁
を
示
し
て
い
る
の

は
こ
こ
に
取
り
立
て
て
言
う
ま
で
も
な
い
。と
こ
ろ
で
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
没
価
値
性
の
問
題
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
、

ひ
と
つ
の
現
実
的
な
る
問
題
、
即
ち
「
職
業
と
し
て
の
学
問
」
の
問
題
か
ら
出
立
し
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
大

学
教
授
は
講
堂
に
於
て
実
践
的
な
る
価
値
評
価
を
な
す
べ
き
か
否
か
が
彼
の
問
の
出
発
点
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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従
っ
て
こ
こ
に
謂
わ
れ
た
没
価
値
性
の
概
念
は
何
等
理
論
的
な
意
味
を
含
ん
で
い
な
い
。
理
論
的
見
地
か
ら
観
察

す
る
な
ら
ば
、
社
会
科
学
も
も
と
よ
り
科
学
と
し
て
、
第
一
に
、
学
問
は
価
値
あ
る
（w

ertvoll

）
も
の
、
即
ち

論
理
的
及
び
当
体
的
に
評
価
さ
れ
て
正
し
い

0

0

0

結
果
を
目
的
と
す
る
と
い
う
点
に
於
て
、
第
二
に
、
そ
れ
は
価
値
あ

る
、
即
ち
学
問
的
関
心
の
意
味
で
重
要
な

0

0

0

結
果
を
目
差
す
と
い
う
点
に
於
て
、
そ
し
て
更
に
、
材
料
の
選
択
は
既

に
ひ
と
つ
の
価
値
判
断

0

0

0

0

を
含
ん
で
い
る
と
い
う
点
に
於
て
、
何
等
も
と
よ
り
没
価
値
的
な
る
も
の
で
は
な
い
の
で

あ
る
。
そ
し
て
ま
た
そ
こ
で
は
、
経
験
的
科
学
は
人
間
の
主
観
的
な
価
値
評
価
を
自
己
の
対
象
0

0

と
し
て
取
扱
い
得

る
か
否
か
、
の
疑
問
が
提
出
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
決
し
て
な
い
の
で
あ
る
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
問
題
は
も
っ
と
現

実
的
な
も
の
だ
、
大
学
の
教
育
に
於
て
実
践
的
な
価
値
評
価
が
代
表
さ
る
べ
き
で
あ
る
か
、
如
何
で
あ
ろ
う
か
。

彼
は
こ
の
問
に
明
確
な
否
定
を
も
っ
て
答
え
る
。
教
授
は
講
壇
に
於
て
た
だ
教
師
（Lehrer

）
で
あ
る
べ
き
で
あ

っ
て
、
決
し
て
指
導
者
（Führer

）
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
況
ん
や
予
言
者
（Prophet

）
を
振
舞
う
べ
き
で
は
な

い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
教
室
で
は
学
生
が
一
種
の
強
制
さ
れ
た
状
態
に
お
か
れ
て
い
る
の
で
猶
さ
ら
大
切
で

あ
る
。
例
え
ば
、
実
践
的
、
政
治
的
に
態
度
を
決
定
す
る
と
い
う
こ
と
と
政
治
形
態
及
び
政
党
組
織
の
学
問
的
分

析
と
は
相
異
な
る
二
つ
の
事
柄
に
属
し
て
い
る
。
教
師
が
民
主
主
義
に
つ
い
て
語
る
と
き
、
彼
は
そ
の
種
々
な
る

形
式
を
挙
げ
、
そ
れ
ら
が
如
何
な
る
機
能
を
営
む
か
を
分
析
し
、
そ
の
一
ま
た
は
そ
の
他
が
生
活
諸
関
係
に
対
し
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て
有
す
る
個
々
の
帰
結
を
定
立
し
、
そ
の
上
に
、
民
主
的
な
ら
ぬ
他
の
諸
の
政
治
的
秩
序
の
形
態
を
こ
れ
ら
の
も

の
に
対
立
せ
し
め
て
闡
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
然
し
な
が
ら
、
教
師
と
し
て
の
彼
に
は
、
講
壇
で
民
主
主
義

に
対
し
て
一
定
の
態
度
を
採
り
、
こ
れ
を
賞
讃
し
若
く
は
非
難
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
一
方

で
は
、
事
実
を
定
め
る
こ
と
、
諸
の
文
化
財
の
数
学
的
ま
た
は
論
理
的
関
係
あ
る
い
は
内
的
構
造
を
確
め
る
こ
と
、

そ
し
て
他
方
で
は
、
文
化
の
、
並
び
に
そ
れ
の
個
々
の
内
容
の
価
値
に
つ
い
て
の
問
、
若
く
は
ひ
と
が
文
化
団
体

ま
た
は
政
治
結
合
の
内
部
に
於
て
如
何
に
行
動
す
べ
き
で
あ
る
か
と
い
う
問
に
答
え
る
こ
と
―
―
こ
れ
ら
両
者
は

全
然
性
質
を
異
に
し
た
問
題
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
学
生
は
沈
黙
し
て
お
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
の
、
及
第
す
る
た

め
に
講
義
を
聴
か
ね
ば
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
の
、
そ
し
て
何
人
も
教
師
に
対
し
て
批
評
を
も
っ
て
立
ち
向
う
こ
と
を
許

さ
れ
て
お
ら
ぬ
と
こ
ろ
の
、
講
堂
に
於
て
、
教
師
は
こ
の
事
情
を
利
用
し
て
、
彼
の
任
務
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
彼

の
知
識
及
び
学
問
上
の
経
験
を
も
っ
て
聴
講
者
に
益
す
る
と
い
う
こ
と
を
せ
ず
、
却
っ
て
彼
の
個
人
的
な
政
治
的

意
見
を
植
え
付
け
よ
う
と
す
る
の
は
絶
対
に
許
さ
れ
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
煽
動
家
と
予
言
者
と
に
は
講
壇
は
属
し
て

い
な
い
の
で
あ
る
。
彼
等
は
街
頭
に
立
つ
が
よ
い
、
そ
こ
で
は
批
評
が
可
能
で
あ
る
場
所
へ
出
て
行
く
が
よ
い
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
我
々
は
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
於
け
る
社
会
科
学
的
認
識
の
没
価
値
性
の
主
張
と
、
リ
ッ
カ
ー
ト
に

於
け
る
価
値
関
係
か
ら
の
価
値
判
断
の
区
別
と
に
あ
っ
て
、
問
題
の
出
発
点
並
び
に
観
点
が
著
し
く
異
な
っ
て
い
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る
の
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
で
あ
る
。
後
者
の
区
別
の
重
心
は
学
問
的
認
識
の
客
観
性
を
「
主
観
的
な
」

評
価
作
用
か
ら
保
証
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
前
者
の
主
張
は
純
粋
に
理
論
的
な
問
題
に

関
係
し
て
い
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
社
会
的
事
実
に
、
そ
し
て
こ
の
事
実
に
対
す
る
ひ
と
つ
の
倫
理
的
な
る
決
定

に
関
係
し
て
い
る
。
大
学
教
育
に
於
て
実
践
的
な
価
値
評
価
は
な
さ
る
べ
き
で
あ
る
か
否
か
、
の
問
題
は
学
問
的

に
論
議
さ
れ
得
る
こ
と
で
な
く
、
そ
れ
自
身
実
践
的
な
評
価
に
よ
っ
て
初
め
て
解
決
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
従

っ
て
そ
れ
は
政
策
的
な
、
大
学
政
策
的
な
問
題
で
あ
る
よ
う
に
さ
え
見
え
る
。
実
際
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
論
文
を
正

直
に
読
む
者
は
、
そ
の
う
ち
に
到
る
処
政
策
的
な
言
葉
を
聞
か
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
今
日
学
生
が
講
堂
に

於
て
彼
の
教
師
か
ら
学
ぶ
べ
き
こ
と
は
何
よ
り
も
斯
う
で
あ
る
、
一
、
与
え
ら
れ
た
日
課
を
た
だ
素
直
に
果
す
こ

と
に
満
足
す
る
能
力
、
―
二
、
事
実
を
、
殊
に
個
人
的
に
は
不
愉
快
な
事
実
を
と
に
か
く
先
ず
承
認
し
、
そ
し
て

事
実
の
定
立
を
そ
れ
に
対
す
る
評
価
的
な
態
度
を
採
る
こ
と
か
ら
区
別
す
る
能
力
、
―
三
、
彼
自
身
の
人
格
を
物

の
う
し
ろ
へ
退
け
、
従
っ
て
彼
の
個
人
的
な
趣
味
そ
の
他
の
感
じ
を
望
ま
れ
も
し
な
い
に
外
に
現
す
と
い
う
欲
望

を
何
よ
り
も
抑
え
る
能
力
。
そ
し
て
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
云
う
、「
こ
の
こ
と
は
今
日
、
こ
の
問
題
が
恰
も
元
々
こ
の

形
に
於
て
は
少
し
も
存
在
し
な
か
っ
た
四
十
年
前
な
ど
と
は
比
較
に
な
ら
ぬ
ほ
ど
全
く
差
迫
っ
て
必
要
で
あ
る
と

私
に
は
見
え
る
。＊
＊」

し
か
し
な
が
ら
、
講
壇
で
は
一
般
に
価
値
評
価
を
し
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
が
、
若
し
大
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学
政
策
以
上
の
意
味
を
も
ち
、
そ
れ
が
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
欲
す
る
如
く
に
一
の
「
当
為
」
で
あ
り
、
規
範
的
な
倫
理

的
な
意
味
を
担
う
べ
き
で
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
惟
う
に
、
そ
れ
は
た
だ
一
定
の
学
問
理
念

0

0

0

0

0

0

0

と
結
び
付
く
こ
と
に

よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
言
う
は
も
ち
ろ
ん
か
の
「
学
問
の
た
め
の
学
問
」、「
そ
れ
自
身
の
た

め
の
理
論
」
と
い
う
理
念
で
あ
る
。
事
実
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
私
の
こ
こ
に
問
題
に
し
て
い
る
論
文
の
中
で
、
ま
こ

と
に
尊
敬
す
べ
き
綿
密
さ
を
も
っ
て
、
社
会
科
学
的
認
識
が
如
何
な
る
意
味
で
没
価
値
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か

を
、
単
に
大
学
教
育
の
見
地
か
ら
の
み
で
な
く
、
却
っ
て
こ
の
科
学
の
理
念
に
従
っ
て
分
析
説
明
し
て
い
る
。
私

は
既
に
他
の
箇
所
に
於
て
こ
の
理
念
が
ギ
リ
シ
ア
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
今
日
に
到
る
ま
で
力
強
く
伝
承
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
て
お
い
た
。
そ
し
て
私
は
同
時
に
そ
れ
が
観
想
を
本
質
と
し
た
ギ
リ
シ
ア
の
生
活
地

盤
と
密
接
な
関
聯
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
も
述
べ
て
お
い
た
。
学
問
の
た
め
の
純
粋
な
学
問
と
い
う
理
念

に
結
合
す
べ
き
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
没
価
値
性
の
考
察
が
特
に
大
学
教
授
の
問
題
を
出
発
点
と
し
た
の
は
偶
然
で
は
な

い
の
で
あ
る
。
大
学
教
授
は
現
在
発
達
し
た
分
業
の
結
果
何
等
直
接
の
生
産
に
従
事
す
る
こ
と
な
く
観
想
を
享
受

す
る
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
し
な
が
ら
今
や
、
ギ
リ
シ
ア
的
な
、
実
践
か
ら
分
離
さ
れ
た
学
問
の
理
念
の
ほ
か
に
、

全
く
新
し
い
理
念
が
現
れ
て
い
る
。
本
質
的
に
生
産
的
、
実
践
的
な
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
階
級
の
意
識
と
し
て
マ

ル
ク
ス
主
義
的
社
会
科
学
は
理
論
と
実
践
と
の
弁
証
法
的
統
一
を
説
く
。
否
、
今
日
斯
く
の
如
き
理
念
が
現
実
に
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存
在
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
幾
多
の
ウ
ェ
ー
バ
ー
を
し
て
、
大
学
に
於
て
理
論
が
実
践
か
ら
分
離
さ
れ
る
こ
と
は

数
十
年
前
な
ど
と
は
比
較
に
な
ら
ぬ
ほ
ど
全
く
差
迫
っ
た
必
要
事
で
あ
る
、
と
愈
々
叫
ば
し
め
る
所
以
で
あ
る
。

ギ
リ
シ
ア
的
な
学
問
理
念
の
主
張
も
ま
た
実
に
今
日
で
は
政
策
的
な
、
実
践
的
な
意
味
を
有
す
る
に
ま
で
立
ち
到

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
に
よ
っ
て
さ
え
明
瞭
で
あ
る
よ
う
に
、
社
会
科
学
的
認
識
は
そ
の
構
造
に
於
て
本
来

実
践
か
ら
分
離
し
難
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
或
る
人
々
の
信
ず
る
よ
う
に
、
純
粋
に
論
理
的
に
推
論
し
得
る

若
く
は
純
粋
に
経
験
的
な
る
物
の
関
係
と
実
践
的
な
る
ま
た
は
倫
理
的
な
る
価
値
判
断
と
は
事
実
上

0

0

0

明
確
に
区
別

し
得
る
こ
と
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
歴
史
的
社
会
的
諸
科
学
の
歴
史
そ
の
も
の
は
当
の
反
対
の
こ
と
を
我
々
に
教

え
る
の
で
あ
る
。
諸
精
神
科
学
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
が
云
っ
て
い
る
よ
う
に
、
生
そ
の
も
の
の
実
践
の
う
ち
に
於
て

生
長
し
た
。
そ
れ
は
職
業
教
育
の
必
要
に
よ
っ
て
発
展
さ
せ
ら
れ
、
従
っ
て
こ
の
職
業
教
育
に
仕
え
つ
つ
あ
る
大

学
各
科
の
組
織
は
こ
れ
ら
諸
科
学
間
の
聯
関
の
自
然
生
長
的
な
形
式
を
現
し
て
い
る
。
精
神
科
学
の
諸
根
本
概
念

並
び
に
諸
規
則
は
実
際
大
部
分
社
会
的
諸
機
能
そ
の
も
の
の
行
使
に
於
て
見
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
イ
ェ
ー
リ

ン
グ
【R
udolf von Jhering

】
は
如
何
に
し
て
法
律
的
思
惟
が
法
律
生
活
そ
の
も
の
の
中
に
働
い
て
い
た
意
識
的
な

活
動
に
よ
っ
て
ロ
ー
マ
法
の
諸
根
本
概
念
を
作
り
出
し
た
か
を
示
し
た
。
経
済
学
と
訳
さ
れ
る
英
語
の political 

econom
y 

と
い
う
語
は
、
こ
の
学
問
が
政
策
的
、
実
践
的
な
起
源
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
現
し
て
い
る
。
社
会
に
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関
す
る
諸
特
殊
科
学
の
分
化
も
理
論
的
悟
性
の
技
巧
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
の
で
は
な
く
、
却
っ
て
生
そ
の
も
の
が

そ
れ
を
成
し
遂
げ
た
の
で
あ
る
。
社
会
的
存
在
の
領
域
の
分
離
が
現
れ
、
そ
し
て
こ
の
領
域
が
事
実
の
ひ
と
つ
の

秩
序
を
作
り
出
す
度
毎
に
、
ひ
と
つ
の
理
論
の
生
成
す
べ
き
要
求
と
条
件
と
が
与
え
ら
れ
る
。
若
し
斯
く
の
如
く

で
あ
る
な
ら
ば
、歴
史
的
社
会
的
存
在
に
関
す
る
学
問
に
於
て
は
理
論
は
実
践
か
ら
分
離
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
ぬ
。

そ
こ
で
は
む
し
ろ
実
践
が
理
論
そ
の
も
の
の
構
造
を

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
そ
の
理
念
に
於
て

0

0

0

0

0

0

0

、
そ
の
方
法
に
於
て

0

0

0

0

0

0

0

、
規
定
し
て
い
る

0

0

0

0

0

0

。

ひ
と
つ
の
ギ
リ
シ
ア
的
な
る
理
念
に
従
っ
て
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
論
ず
る
よ
う
に
、
政
策
的
な
る
も
の
は
理
論
に
と
っ

て
、
た
だ
「
随
伴
的
な
も
の
」、
単
に
「
手
段
的
な
も
の
」
に
の
み
関
係
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
強

い
て
理
論
と
政
策
と
を
分
離
す
る
の
は
た
だ
理
念
の
た
め
に
、
し
か
も
一
定
特
殊
の
理
念
の
た
め
に
学
問
の
歴
史

の
発
展
過
程
そ
の
も
の
に
暴
力
を
加
え
る
こ
と
に
な
り
、
従
っ
て
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
あ
れ
ほ
ど
ま
で
に
尊
重
す
る
事

実
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
し
て
、
若
し
彼
の
欲
す
る
如
く
ど
こ
ま
で
も
忠
実
な
経
験
科
学
者

で
あ
ろ
う
と
す
る
な
ら
ば
―
―
彼
は
か
く
も
忠
実
な
経
験
科
学
者
に
と
ど
ま
る
た
め
に
ま
さ
に
社
会
学
的
及
び
経

済
学
的
学
問
の
没
価
値
性
を
説
く
の
で
あ
る
―
―
、
彼
は
何
よ
り
も
学
問
史

0

0

0

の
事
実
に
忠
実
で
あ
る
べ
き
で
あ
っ

た
で
あ
ろ
う
。
学
問
の
本
質
は
た
だ
歴
史
を
通
じ
て
顕
に
な
り
得
る
。
恰
も
そ
の
よ
う
に
ま
た
学
問
の
性
質
は
出

来
上
っ
た
理
論
を
教
え
る
こ
と
に
於
て
で
な
く
、
却
っ
て
理
論
を
作
る
過
程
に
於
て
一
層
よ
く
明
瞭
に
さ
れ
得
る
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で
あ
ろ
う
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
教
師
（Lehrer

）
で
な
く
研
究
家

0

0

0

（Forscher

）
を
問
題
の
出
発
点
と
す
べ
き
で
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
。
教
師
は
た
だ
大
学
の
み
に
あ
る
、
し
か
し
研
究
家
は
広
い
社
会
に
あ
る
こ
と
が
出
来
る
。
社
会

科
学
の
領
域
に
於
て
秀
で
た
研
究
家
は
多
く
の
場
合
同
時
に
勝
れ
た
実
践
家
で
あ
っ
た
。
経
済
学
者
リ
カ
ー
ド
が

そ
う
で
あ
っ
た
。
マ
ル
ク
ス
や
レ
ー
ニ
ン
は
も
と
よ
り
で
あ
る
。

私
は
進
ん
で
更
に
他
の
ひ
と
つ
の
論
点
に
移
ろ
う
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
論
ず
る＊
＊
＊。
実
践
的
な
態
度
決
定
を
「
学
問

的
に
」
代
表
す
る
こ
と
の
不
可
能
―
―
確
か
に
与
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
前
提
さ
れ
た
目
的
に
対
す
る
手
段
の
説

明
の
場
合
を
除
い
て
―
―
は
、
遥
か
に
深
く
横
た
わ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
理
由
か
ら
従
っ
て
来
る
。
か
か
る
態
度

決
定
は
、
世
界
の
種
々
な
る
価
値
秩
序
は
相
互
に
解
き
難
き
争
い
の
う
ち
に
立
っ
て
い
る
が
故
に
、
ま
さ
に
無

意
味
で
あ
る
。
老
ミ
ル
が
嘗
て
云
っ
た
よ
う
に
、
純
粋
な
経
験
か
ら
出
立
す
る
な
ら
ば
、
ひ
と
が
多
神
論
に
到
達

す
る
で
あ
ろ
う
。
如
何
な
る
経
験
的
考
察
も
互
い
に
相
戦
う
価
値
の
う
ち
い
ず
れ
が
神
で
あ
り
、
い
ず
れ
が
悪
魔

で
あ
る
か
を
決
定
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
い
ま
仮
に
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
こ
の
考
え
方
が
正
当
で
あ
る
と
す
る
な
ら

ば
、
彼
は
そ
れ
に
よ
っ
て
却
っ
て
恰
も
社
会
科
学
の
没
価
値
性
の
主
張
を
み
ず
か
ら
破
壊
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ

う
。
な
ぜ
な
ら
、理
論
の
た
め
の
理
論
を
求
め
る
ギ
リ
シ
ア
的
な
学
問
理
念
が
ひ
と
つ
の
価
値
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

理
論
と
実
践
と
の
弁
証
法
的
統
一
を
求
め
る
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
る
学
問
理
念
も
ま
た
他
の
ひ
と
つ
の
価
値
で
あ
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る
。
価
値
の
多
神
論
の
立
場
か
ら
し
て
は
、
そ
の
い
ず
れ
が
神
で
あ
り
、
そ
の
い
ず
れ
が
悪
魔
で
あ
る
か
を
断
定

し
難
い
で
あ
ろ
う
。
多
神
論
は
学
問
上
で
は
究
極
は
ひ
と
つ
の
相
対
主
義
に
陥
る
。
そ
し
て
相
対
主
義
の
立
場
か

ら
は
如
何
な
る
現
実
的
な
る
意
義
あ
る
思
想
も
出
て
来
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
。

＊M
ax W

eber, D
er Sinn der “W

ertfreiheit” der soziologischen und ökonom
ischen  W

issenschaften. D
erselbe, 

W
issenschaft als B

eruf. 

共
に G

esam
m

elte Aufsätze zur W
issenschaftslehre.

に
収
録
さ
る
。
私
は
こ
の
論
文
集

か
ら
引
用
す
る
。

＊
＊　

O
p. cit., S. 455.

＊
＊
＊　
　

O
p. cit., S. 469 ff. und S. 545 ff. 
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三

諸
の
歴
史
的
社
会
的
科
学
を
貫
く
と
こ
ろ
の
、
理
論
歴
史
政
策
の
間
の
関
係
は
、
ひ
と
つ
の
共
通
な
る
根
本
関

係
と
し
て
、
再
び
デ
ィ
ル
タ
イ
の
言
葉
を
用
い
る
な
ら
ば
、「
そ
れ
の
歴
史
の
う
ち
に
働
い
て
い
た
と
こ
ろ
の
、

物
の
理
性
に
よ
っ
て
」
存
在
す
る
。
若
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
理
論
、
歴
史
及
び
政
策
の
三
者
の
聯
関
そ
の
も

の
は
一
の
統
一
的
な
る
、
綜
合
的
な
る
表
現
を
得
る
こ
と
を
み
ず
か
ら
要
求
せ
ず
に
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
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要
求
の
必
然
性
は
多
分
次
の
こ
と
か
ら
し
て
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
デ
ィ
ル
タ
イ
に
拠
れ
ば
、
諸
精
神
科
学
に

於
て
働
く
と
こ
ろ
の
把
握
の
能
力
は
全
体
の
人
間
で
あ
る
。そ
れ
は
単
な
る
表
象
も
し
く
は
思
惟
の
作
用
で
な
く
、

却
っ
て
具
体
的
な
る
、
即
ち
表
象
し
、
思
惟
し
、
情
感
し
、
意
志
す
る
と
こ
ろ
の
、
人
間
の
存
在
の
全
体
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
我
々
の
知
、
情
、
意
の
三
つ
の
機
能
が
全
体
と
し
て
活
動
し
て
い
る
。
若
し
ひ
と
り
の
人
が
単
純
に
表

象
し
、
思
惟
す
る
の
み
の
者
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
彼
は
例
え
ば
ひ
と
つ
の
恋
愛
事
件
を
ま
さ
に
恋
愛
事
件
と
し
て

理
解
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
恰
も
我
々
の
血
を
湧
か
せ
肉
を
躍
ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て

戦
争
を
戦
争
と
し
て
理
解
し
得
る
の
で
あ
る
。
斯
く
の
如
く
歴
史
的
社
会
的
現
象
の
把
握
に
あ
た
っ
て
働
く
も
の

が
知
、
情
、
意
の
全
体
で
あ
り
、
し
か
も
こ
れ
ら
三
つ
の
も
の
が
現
実
に
於
て
各
分
離
し
た
も
の
で
な
く
却
っ
て

絶
え
ず
統
一
を
な
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
精
神
科
学
の
認
識
の
主
体
と
し
て
の
人
間
0

0

は
お
の
ず
か
ら
一
個
の

統
一
的
な
る
、
全
体
的
な
る
認
識
を
求
め
ず
に
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
蓋
し
、
形
式
的
に
見
る
な
ら
ば
、
精
神
科

学
に
於
け
る
理
論
的
部
分
は
特
に
人
間
の
知
的
作
用
に
、
歴
史
的
部
分
は
特
に
彼
の
感
情
の
作
用
に
、
そ
し
て
実

践
的
部
分
は
特
に
彼
の
意
志
的
活
動
に
関
係
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
固
よ
り
人
間
の
存
在
の
全
体
の
構
造
に
於

て
思
惟
感
情
意
志
は
、
三
つ
の
相
異
な
る
方
向
ま
た
は
次
元
に
於
け
る
活
動
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
相
対
的
に
は
独

立
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
応
じ
て
、
精
神
科
学
の
三
つ
の
部
分
も
ま
た
相
対
的
に
独
立
し
て
い
る
の
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は
事
実
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
独
立
性
は
い
ず
れ
に
せ
よ
相
対
的
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
強
か
れ
弱

か
れ
つ
ね
に
統
一
に
向
う
傾
向
が
存
在
す
る
。
人
間
の
存
在
に
於
け
る
知
情
意
の
統
一
的
構
造
は
、
精
神
科
学
の

構
造
に
於
け
る
理
論
歴
史
政
策
の
統
一
的
な
る
表
現
を
要
求
す
る
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
統
一
的
な
る
、
全
体
的
な

る
表
現
は
た
だ
ひ
と
つ
の
世
界
観
に
於
て
の
み
到
達
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
よ
う
な
世
界
観
は
歴
史
的
社

会
的
存
在
に
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
今
の
場
合
我
々
は
こ
れ
を
一
般
に
史
観
0

0

と
呼
ん
で
差
支
え
な
い
で

あ
ろ
う
。
か
く
し
て
精
神
科
学
、
文
化
科
学
、
歴
史
科
学
ま
た
は
社
会
科
学
な
ど
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
種
類
の

学
問
は
、
そ
の
根
柢
に
一
定
の
史
観
を
も
っ
て
い
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
経
済
学
に
つ
い
て
言
え
ば
、
た
だ
マ
ル

ク
ス
主
義
の
経
済
学
ば
か
り
が
特
に
史
観
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
、
イ
ギ
リ
ス
の
古
典
学
派
の
経

済
学
と
雖
も
ま
た
特
定
の
史
観
を
そ
の
基
礎
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
何
等
か
の
世
界
観
な
し
に
苟
も
歴
史
ま
た

は
社
会
に
つ
い
て
論
ず
る
こ
と
の
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
歴
史
科
学
そ
の
も
の
の
歴
史
が
既
に
こ
れ
を
証

明
し
て
い
る
。
そ
れ
故
に
ひ
と
は
ポ
リ
ビ
オ
ス
の
歴
史
哲
学
も
し
く
は
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
の
歴
史
哲
学
に
つ
い
て
語

り
、
ブ
ル
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
史
観
あ
る
い
は
ラ
ン
ケ
の
史
観
に
つ
い
て
述
べ
、
そ
し
て
ま
た
そ
う
す
る
こ
と
が
出
来

る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
場
合
各
の
経
験
的
特
殊
科
学
が
み
ず
か
ら
自
己
の
根
柢
に
あ
る
世
界
観
的
要
素
た

る
史
観
に
つ
い
て
意
識
的
で
あ
る
か
否
か
は
問
う
と
こ
ろ
で
な
い
。
ま
た
言
う
ま
で
も
な
く
、
或
る
学
問
が
歴
史
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的
世
界
観
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
そ
れ
の
属
す
る
時
代
を
特
に
歴
史
と
し
て
、
即
ち
過
程
と
し
て
、

未
来
へ
の
過
渡
の
段
階
と
し
て
、
把
握
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
の
み
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
過
去
の
時
代

に
あ
っ
て
は
、
そ
の
時
代
を
永
遠
の
も
の
と
見
做
し
、
そ
れ
を
一
の
歴
史
的
存
在
と
し
て
歴
史
の
発
展
の
過
程
に

於
て
理
解
す
る
こ
と
を
知
ら
な
い
学
問
的
意
識
も
存
在
し
た
。
事
物
を
歴
史
に
於
て
認
識
し
な
い
と
い
う
こ
と
が

ま
さ
し
く
そ
の
学
問
的
意
識
に
於
け
る
歴
史
的
世
界
観
の
特
徴
に
属
し
て
い
る
。
更
に
ま
た
同
じ
よ
う
に
、
史
観

は
い
つ
で
も
理
論
歴
史
政
策
の
統
一
そ
の
も
の
を
学
問
的
に
意
識
し
、
自
覚
的
に
表
現
す
る
と
限
ら
な
い
の
は
固

よ
り
で
あ
る
。
否
、
或
る
と
き
に
は
ま
さ
に
理
論
と
歴
史
と
の
分
離
、
若
く
は
理
論
と
政
策
と
の
分
離
そ
の
も
の

が
明
ら
さ
ま
に
、
顕
に
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
あ
っ
て
は
恰
も
か
か
る
分
離
の
主
張
そ
の
も
の
に

於
て
こ
そ
、
そ
の
歴
史
的
世
界
観
、
そ
の
歴
史
哲
学
的
思
想
の
一
定
の
特
徴
が
明
ら
か
に
な
り
、
顕
に
な
っ
て
い

る
と
云
わ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
個
性
の
叙
述
を
も
っ
て
歴
史
科
学
の
認
識
目
的
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
理
論
的

な
る
も
の
と
歴
史
的
な
る
も
の
と
を
分
離
し
た
と
こ
ろ
の
リ
ッ
カ
ー
ト
の
見
方
が
審
美
的
、
観
想
的
、
回
顧
的
な

る
一
定
の
世
界
観
を
背
景
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
さ
き
に
記
し
て
お
い
た
通
り
で
あ
る
。

理
論
、
歴
史
、
政
策
が
如
何
に
史
観
に
於
て
結
合
さ
れ
て
い
る
か
を
示
す
た
め
に
私
は
ひ
と
つ
の
例
を
挙
げ
よ

う
。
か
の
「
進
歩
」
の
概
念
は
従
来
の
史
観
に
於
け
る
最
も
重
要
な
、最
も
根
本
的
な
概
念
の
ひ
と
つ
で
あ
ろ
う
。
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多
く
の
史
観
は
歴
史
の
進
歩
に
つ
い
て
、
そ
れ
と
関
係
し
て
歴
史
の
退
歩
に
つ
い
て
語
る
。
私
は
進
歩
の
概
念
を

と
っ
て
右
の
結
合
を
分
析
し
よ
う
。
先
ず
第
一
に
、
歴
史
の
進
歩
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
と
こ
ろ
、
そ
こ
に
は
法
則

的
な
る
も
の
、
従
っ
て
理
論
的
な
る
も
の
が
意
味
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
有
名
な
る
コ
ン
ト
の
三
段
階
説
、
即
ち

人
類
歴
史
を
も
っ
て
神
学
的
よ
り
形
而
上
学
的
へ
、
そ
し
て
こ
の
も
の
よ
り
実
証
的
へ
の
進
歩
の
過
程
と
み
る
思

想
を
と
っ
て
み
て
も
、
コ
ン
ト
は
こ
れ
を
ひ
と
つ
の
法
則
と
考
え
、
明
ら
か
に
こ
れ
を
「
三
段
階
の
法
則
」（loi 

des trois états

）
と
呼
ん
で
い
る
。
第
二
に
、
進
歩
と
い
う
こ
と
は
何
物
か
新
し
き
も
の
、
そ
れ
の
個
性
ま
た
は

特
殊
性
に
於
て
な
お
嘗
て
存
在
し
な
か
っ
た
も
の
の
生
成
と
い
う
こ
と
を
、
従
っ
て
歴
史
的
な
る
も
の
を
含
ん
で

い
る
。
第
三
に
、
進
歩
は
価
値
概
念
に
関
係
し
、
詳
し
く
言
え
ば
、
そ
れ
は
価
値
の
増
大
の
謂
で
あ
り
、
従
っ
て

価
値
の
標
準
な
く
し
て
は
、
且
つ
ま
た
価
値
判
断
、
そ
れ
故
に
何
等
か
実
践
的
な
る
決
定
な
く
し
て
は
、
ひ
と
は

進
歩
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
出
来
ぬ
。
コ
ン
ト
の
三
段
階
説
に
あ
っ
て
も
、「
実
証
的
な
る
も
の
」
は
彼
に
と
っ

て
当
に
在
る
べ
き
も
の
、
絶
対
的
な
る
理
想
と
し
て
妥
当
し
た
。
こ
の
見
地
か
ら
彼
は
人
類
の
発
達
を
考
察
し
、

そ
の
種
々
な
る
段
階
が
彼
の
理
想
の
実
現
に
対
し
て
如
何
な
る
新
し
き
も
の
、
如
何
な
る
価
値
に
充
ち
た
も
の
で

あ
る
か
を
決
定
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
従
来
の
史
観
の
根
本
概
念
の
ひ
と
つ
で
あ
る
進
歩
の
概
念
は
、
理
論
的
な

る
も
の
、
歴
史
的
な
る
も
の
、
実
践
的
な
る
も
の
の
三
つ
を
謂
わ
ば
ひ
と
息
に
語
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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か
か
る
要
求
の
必
然
性
に
つ
い
て
は
述
べ
ら
れ
た
。
然
し
な
が
ら
、
リ
ッ
カ
ー
ト
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
進

歩
の
概
念
は
学
問
の
概
念
と
し
て
は
自
己
矛
盾
の
も
の
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
れ
が
含
む
ひ
と
つ
の
契
機
と

し
て
の
価
値
標
準
の
概
念
は
当
に
在
る
べ
き
0

0

も
の
の
概
念
と
し
て
、
到
る
と
こ
ろ
常
に
在
り
ま
た
在
ら
ね
ば
な
ら

0

0

0

0

ぬ0

と
こ
ろ
の
も
の
を
包
む
法
則
の
概
念
と
は
決
し
て
合
致
し
得
な
い
。Sollen

【
当
為
】 

とM
üssen

【
不
可
不
】 

と

は
概
念
的
に
相
互
に
排
斥
し
合
う
。
更
に
、
新
し
き
も
の
、
嘗
て
な
か
っ
た
も
の
の
生
成
は
如
何
な
る
法
則
の
中

に
も
這
入
っ
て
ゆ
か
な
い
。
法
則
は
た
だ
任
意
に
繰
り
返
し
得
る
も
の
の
み
を
含
む
か
ら
で
あ
る
。
か
く
て
進
歩

の
概
念
の
も
と
に
、
ひ
と
が
新
し
き
も
の
の
生
成
、
次
に
価
値
の
増
大
を
理
解
し
、
且
つ
ひ
と
が
法
則
の
概
念
の

も
と
に
自
然
法
則
を
理
解
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
と
き
ひ
と
は
論
理
的
に
は
二
重
の
矛
盾
を
犯
す
こ
と
と
な
ろ
う
。＊

い
ま
従
来
の
史
観
に
於
け
る
最
も
重
要
な
る
概
念
が
斯
く
の
如
く
批
判
さ
れ
た
後
に
、
我
々
の
問
題
は
お
の
ず
か

ら
斯
う
で
あ
る
。
自
己
矛
盾
に
陥
る
こ
と
な
し
に
、
社
会
科
学
に
と
っ
て

0

0

0

0

0

0

0

0

、
学
問
的
に

0

0

0

0

、
理
論
的
な
る
も
の
、
歴

史
的
な
る
も
の
、
実
践
的
な
る
も
の
を
結
合
す
る
こ
と
は
出
来
ぬ
で
あ
ろ
う
か
。
従
来
の
社
会
科
学
は
凡
て
「
形

而
上
学
的
な
る
」
世
界
観
に
よ
っ
て
立
ち
、
こ
の
世
界
観
の
う
ち
に
於
て
理
論
歴
史
政
策
の
統
一
は
与
え
ら
れ
て

い
た
よ
う
に
見
え
る
。
コ
ン
ト
の
所
謂
社
会
学
の
基
底
を
な
す
実
証
主
義
も
ま
た
言
う
ま
で
も
な
く
立
派
な
形
而

上
学
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
我
々
の
問
題
は
斯
う
で
あ
る
。
形
而
上
学
に
基
づ
く
こ
と
な
し
に
、
な
お
且
つ
政
策
、
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理
論
、
歴
史
の
統
一
は
い
ず
れ
か
の
社
会
科
学
に
於
て
学
問
的
に
与
え
ら
れ
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う

に
し
て
私
は
こ
こ
に
マ
ル
ク
ス
主
義
社
会
科
学
の
理
論
的
構
造
の
検
討
へ
と
移
っ
て
ゆ
く
。

＊　

H
. R

ickert, G
eschichtsphilosophie in der “Philosophie im

 B
eginnen des zw

anzigsten Jahr hunderts”, Zw
eite 

A
uflage, S. 383 ff. 

参
照
。【D

ie Philosophie im
 Beginn des zw

anzigsten Jahrhunderts

】

こ
の
場
合
予
め
次
の
こ
と
が
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
私
は
理
論
歴
史
政
策
の
統
一
の
必
然
性
を
論
ず
る
に
際

し
て
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
思
想
、
即
ち
精
神
科
学
に
あ
っ
て
認
識
の
主
体
と
も
い
う
べ
き
も
の
は
全
体
の
人
間
性
で

あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
出
発
し
て
、
全
人
間
に
お
け
る
知
力
感
情
意
志
の
統
一
と
い
う
こ
と
に
基
礎
を
お
い
た
。

し
か
る
に
人
間
と
は
現
実
に
は
歴
史
的
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
我
々
は
知
情
意
の
間
の
構
造
並
び
に
こ
の
構
造

に
於
け
る
統
一
を
抽
象
的
に
形
式
的
に
理
解
す
べ
き
で
は
な
く
、
却
っ
て
こ
の
構
造
そ
の
も
の
、
こ
の
統
一
の
仕

方
そ
の
も
の
の
歴
史
性
を
把
握
す
べ
き
で
あ
る
。
歴
史
及
び
社
会
に
先
立
つ
事
実
と
し
て
の
人
間
は
ひ
と
つ
の
仮

構
物
に
過
ぎ
ぬ
。
健
全
な
分
析
的
な
科
学
が
対
象
と
し
て
も
つ
と
こ
ろ
の
人
間
は
社
会
の
成
素
と
し
て
の
人
間
で

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
否
、
こ
の
科
学
を
研
究
す
る
人
間
自
身
が
一
個
の
歴
史
的
社
会
的
存
在
で
あ
る
の
で
あ
る
。

蓋
し
人
間
は
社
会
に
対
し
て
そ
の
外
か
ら
こ
れ
に
対
立
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
却
っ
て
彼
は
み
ず
か
ら
社
会
の

契
機
と
し
て
そ
れ
の
内
部
に
於
て
こ
れ
と
交
渉
す
る
。
歴
史
的
社
会
は
人
間
が
そ
れ
を
作
っ
た
と
こ
ろ
の
、
そ
れ
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を
作
り
つ
つ
あ
る
と
こ
ろ
の
、
そ
し
て
彼
自
身
そ
の
中
に
棲
む
と
こ
ろ
の
世
界
で
あ
る
。
社
会
は
我
々
に
と
っ
て

他
人
で
は
な
い
、
自
然
は
我
々
に
と
っ
て
フ
レ
ム
ト
【frem

d

異
質
】
で
あ
り
得
る
、
し
か
し
社
会
は
我
々
の
世
界

で
あ
る
。
社
会
に
於
け
る
交
互
作
用
の
活
動
を
我
々
は
我
々
の
全
存
在
の
凡
て
の
力
を
も
っ
て
経
験
す
る
。
歴
史

的
社
会
的
存
在
に
関
す
る
認
識
の
主
体
と
し
て
も
、
我
々
は
み
ず
か
ら
が
そ
の
中
に
織
り
合
わ
さ
れ
て
い
る
と
こ

ろ
の
歴
史
及
び
社
会
に
よ
っ
て
根
源
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
歴
史
的
社
会
的
科
学
の
構
造
は

我
々
の
存
在
の
歴
史
的
社
会
的
な
る
規
定
に
よ
っ
て
ま
た
そ
れ
自
身
規
定
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
い
ま

人
間
の
存
在
の
か
か
る
歴
史
的
な
る
社
会
的
な
る
規
定
の
最
も
根
本
的
な
る
も
の
が
そ
れ
の
階
級
的
規
定
に
あ
る

と
す
る
な
ら
ば
、
社
会
科
学
は
勢
い
階
級
的
性
格
の
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
我
々
が
歴
史
に
つ

い
て
語
る
言
葉
は
同
時
に
何
事
か
我
々
自
身
に
つ
い
て
語
る
言
葉
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
社
会
科
学
に
於
け
る
認

0

0

0

0

0

0

0

0

0

識
主
体
そ
の
も
の
の
歴
史
性

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
把
握
す
る
こ
と
は
大
切
で
あ
る
。
こ
れ
が
こ
の
学
問
に
関
す
る
認
識
論
的
研
究
が

何
等
歴
史
的
規
定
を
含
ま
ざ
る
カ
ン
ト
の
先
験
的
統
覚
ま
た
は
純
粋
自
我
の
概
念
を
も
っ
て
片
付
け
る
こ
と
の
出

来
ぬ
所
以
で
あ
る
。
社
会
科
学
の
学
問
的
性
質
の
研
究
は
こ
の
意
味
で
本
来
の
知
識
社
会
学
と
結
び
つ
か
ね
ば
な

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ら
ぬ
0

0

。
そ
し
て
恰
も
こ
の
点
か
ら
し
て
我
々
は
デ
ィ
ル
タ
イ
の
精
神
科
学
認
識
論
の
根
本
的
な
る
制
限
を
思
わ
ず

に
は
い
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
あ
れ
ほ
ど
生
の
歴
史
性
を
高
調
し
な
が
ら
デ
ィ
ル
タ
イ
は
終
に
こ
の
歴
史
性
を
見
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棄
て
て
し
ま
っ
た
。
私
は
こ
の
こ
と
を
彼
に
於
け
る
「
人
間
学
」
の
概
念
か
ら
「
心
理
学
」
の
概
念
へ
の
転
化
に

於
て
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
と
思
う
。＊

精
神
科
学
の
基
礎
と
し
て
の
人
間
学
は
人
間
の
存
在
の
歴
史
的
社
会
的
規

定
性
を
そ
の
学
問
的
理
論
の
中
へ
十
分
に
取
り
入
れ
る
こ
と
が
出
来
、
ま
た
そ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し

心
理
学
に
と
っ
て
は
そ
の
こ
と
は
こ
の
学
問
の
構
成
上
殆
ん
ど
不
可
能
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
心
理
学
へ
移
っ

て
し
ま
っ
た
後
に
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
恰
も
人
間
の
精
神
作
用
の
永
久
に
易か
え

ら
ぬ
構
造
が
あ
る
も
の
の
如
く
に
説

く
。
し
か
し
我
々
は
ど
こ
ま
で
も
人
間
の
存
在
に
於
け
る
知
情
意
の
構
造
並
び
に
そ
れ
の
統
一
を
歴
史
的
社
会
的

に
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
。

＊　

デ
ィ
ル
タ
イ
の
思
想
の
発
達
史
を
注
意
深
く
観
察
す
る
と
き
、
我
々
は
そ
こ
に
人
間
学
よ
り
心
理
学
へ
の
推
移
を

見
る
こ
と
が
出
来
る
。『
精
神
科
学
概
論
』
に
あ
っ
て
は
人
間
学
の
概
念
が
主
な
る
位
置
を
占
め
て
い
る
。
こ
れ
私

が
こ
の
書
物
を
特
に
高
く
評
価
す
る
理
由
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
斯
く
の
如
き
推
移
は
ど
こ
か
ら
起
っ
た
で
あ
ろ
う

か
。『
精
神
科
学
概
論
』
で
は
デ
ィ
ル
タ
イ
は
歴
史
に
於
て
生
産
さ
れ
て
存
在
す
る
現
実
の
諸
精
神
科
学
の
分
析
を

主
と
し
て
い
る
。
し
か
る
に
彼
に
於
て
次
第
に
カ
ン
ト
的
な
る
問
題
、即
ち
こ
れ
ら
の
学
問
の「
妥
当
性
」ま
た
は「
基

礎
づ
け
」
の
問
題
が
関
心
の
中
心
と
な
る
に
応
じ
て
、
彼
は
心
理
学
へ
と
移
っ
て
行
っ
た
。
人
間
学
は
心
理
学
に

解
消
さ
れ
た
。
こ
の
と
き
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
学
問
的
世
界
に
於
て
十
九
世
紀
の
末
葉
最
も
勢
力
を
振
っ
た
学
問
の
ひ
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と
つ
が
心
理
学
で
あ
っ
た
こ
と
が
彼
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

四

私
は
先
ず
歴
史
の
概
念
か
ら
出
発
し
よ
う
。
歴
史
は
普
通
に
過
去
の
も
の
、
そ
し
て
歴
史
科
学
は
過
去
の
も
の

に
つ
い
て
の
認
識
で
あ
る
と
見
做
さ
れ
て
い
る
。
生
の
歴
史
性
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
と
き
、
我
々
は
か
の
屡
々
用

い
ら
れ
て
い
る
言
葉
、
即
ち
文
明
人
は
生
れ
な
が
ら
に
し
て
既
に
老
い
て
い
る
、
と
い
う
言
葉
を
す
ぐ
さ
ま
思
い

出
す
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
歴
史
の
知
識
に
つ
い
て
も
ニ
ー
チ
ェ
は
、
も
と
よ
り
嘲
り
つ
つ
云
っ
て
い
る
、「
歴
史

的
教
養
は
ま
だ
実
に
一
種
の
生
れ
つ
き
の
白
髪
性
で
あ
る
、
そ
し
て
こ
の
記
号
を
子
供
の
と
き
か
ら
担
っ
て
い
る

者
は
、
ま
こ
と
に
人
類
の
老
齢
に
対
す
る
本
能
的
な
信
仰
に
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。」
然
し
こ
こ
に
恰
も
歴
史

的
意
識
の
本
質
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
我
々
の
産
み
落
さ
れ
た
社
会
は
歴
史
的
に
成
っ
た
も
の
で
あ
る
。

我
々
の
話
す
言
語
は
歴
史
的
に
伝
承
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
我
々
が
そ
こ
で
休
憩
し
、
生
長
し
、
自
己
を
形
作
り

得
る
と
こ
ろ
の
、
造
形
美
術
、
物
語
、
詩
、
歴
史
叙
述
及
び
学
問
的
思
惟
等
の
こ
の
雰
囲
気
は
も
ち
ろ
ん
歴
史
的

な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
い
、
私
が
い
ま
こ
こ
に
直
接
に
私
の
眼
に
与
え
ら
れ
る
も
の
と
し
て
見
る
こ

の
机
で
さ
え
、
指
物
師
に
よ
っ
て
作
ら
れ
、
商
業
に
よ
っ
て
売
買
さ
れ
て
初
め
て
私
の
眼
に
直
接
的
な
も
の
と
し
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て
這
入
っ
て
来
る
と
こ
ろ
の
も
の
、
従
っ
て
一
個
の
歴
史
的
存
在
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
人
間
の
生
に
関
係
す
る

一
切
の
も
の
が
歴
史
的
に
生
成
し
た
も
の
で
あ
り
、
か
く
歴
史
的
に
生
成
し
た
も
の
に
よ
っ
て
彼
の
生
が
規
定
さ

れ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
彼
自
身
の
生
そ
の
も
の
が
一
定
の
生
い
立
、
履
歴
、
発
展
を
も
っ
て
過
去
か
ら

生
成
し
た
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、
生
の
歴
史
性
は
横
た
わ
っ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
ま
こ
と
に
そ

の
通
り
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
そ
れ
は
存
在
の
歴
史
性
の
半
面
、
も
と
よ
り
こ
の
半
面
も
極
め
て
重
要
な
も
の
で

は
あ
る
け
れ
ど
も
、
た
だ
半
面
に
過
ぎ
ぬ
。
在
る
（Sein

）
と
い
う
こ
と
が
成
っ
て
在
る
（G

ew
ordensein

）
と

い
う
こ
と
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
歴
史
的
意
識
の
、
見
逃
す
べ
か
ら
ざ
る
、
し
か
し
半
分
の
真
理
で
あ
る
。
い
な
、

従
来
の
歴
史
的
意
識
が
あ
ま
り
に
こ
の
こ
と
を
の
み
尊
重
し
、
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
単
に
こ
の
こ
と
だ
け
を
も
っ

て
存
在
の
歴
史
性
そ
の
も
の
の
全
体
の
意
味
で
あ
る
と
し
た
と
こ
ろ
に
、
ニ
ー
チ
ェ
の
嘲
笑
っ
た
が
如
き
歴
史
的

意
識
の
欠
陥
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
生
の
歴
史
性
の
半
面
に
は
ま
さ
に
他
の
こ
と
、
即
ち
在
る
（Sein

）
と
い
う

こ
と
が
成
り
つ
つ
在
る
（W

erden

）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
意
味
が
存
在
す
る
。「
在
る
も
の
」
が
「
成

っ
て
在
る
も
の
」
で
あ
る
と
同
時
に
「
成
り
つ
つ
在
る
も
の
」
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
存
在
の
歴
史
性
の
全

体
の
意
味
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、こ
の
全
体
の
意
味
の
後
半
を
特
に
歴
史
の
生
命
性

0

0

0

0

0

0

（Lebendigkeit 
der G

eschichte

）
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
生
の
歴
史
性
（G

eschichtlichkeit des Lebens

）
に
は
同
時
に
歴
史
の
生
命
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性
が
属
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
蓋
し
生
命
性
と
は
特
に
過
程
的
な
る
も
の
、
現
実
に
生
成
転
化
し
つ
つ
あ
る
も

の
の
表
現
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
い
、
在
る
も
の
を
成
っ
た
も
の
と
し
て
理
解
す

る
こ
と
よ
り
も
、
そ
れ
を
成
り
つ
つ
あ
る
も
の
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
が
一
層
根
源
的
な
る
歴
史
的
意
識
で
あ
る

と
さ
え
云
わ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
歴
史
と
い
う
こ
と
の
最
も
一
般
的
な
る
意
味
は
い
つ
で
も「
過
程
」

と
い
う
こ
と
と
関
係
し
て
い
る
。
歴
史
と
は
出
来
0

0

事
で
あ
る
。
―
―
ド
イ
ツ
語
の G

eschichte 

は G
eschehen 

と

い
う
語
か
ら
来
て
い
る
。
―
―
し
か
る
に
い
ま
過
程
と
い
う
こ
と
に
重
心
を
お
く
な
ら
ば
、
最
も
歴
史
性
を
即
ち

過
程
性
を
具
え
た
も
の
は
、
過
去
で
は
な
く
却
っ
て
現
在
0

0

で
あ
る
。
現
在
こ
そ
最
も
優
越
な
る
意
味
に
於
て
過
程

的
な
る
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
現
在
は
実
に
過
去
か
ら
の
過
程
の
結
果
で
あ
る
と
同
時
に
ま
た
恰
も
未
来
へ
の

過
程
の
出
発
点
で
あ
っ
て
、
ま
さ
に
現
在
に
於
て
こ
そ
過
程
性
は
集
中
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
然
る
に
注
意

す
べ
き
こ
と
に
は
現
在
が
過
程
と
し
て
、
従
っ
て
そ
の
現
在
性
の
本
質
に
於
て
把
握
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
た
だ

未
来
を
媒
介
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
若
し
過
去
が
こ
の
媒
介
の
契
機
と
な
る
と
き
に
は
、
現

在
は
た
だ
過
去
の
延
長
若
く
は
結
果
乃
至
は
終
結
と
し
て
現
れ
、
か
く
て
現
在
は
ま
た
そ
れ
み
ず
か
ら
過
去
に
属

す
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
こ
れ
に
反
し
て
現
在
は
、
そ
れ
が
未
来
を
契
機
と
し
て
媒
介
さ
れ
る
と
き
、
未
来
へ
の
傾

向
と
し
て
、
手
続
と
し
て
、
即
ち
一
般
に
過
程
と
し
て
現
れ
る
。
か
く
し
て
ま
た
我
々
は
優
越
な
る
意
味
に
於
け
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る
過
程
性
、
従
っ
て
歴
史
性
の
意
識
は
た
だ
実
践
的
な
る
人
間
に
と
っ
て
の
み
到
達
さ
れ
る
と
考
え
る
こ
と
が
出

来
る
。
な
ぜ
な
ら
実
践
は
そ
の
本
質
に
於
て
未
来
へ
の
関
係
を
含
む
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
観
想
の
態
度

に
と
っ
て
は
原
理
的
な
る
過
程
性
の
意
識
を
獲
得
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
歴
史
的
意
識
は
本
来
ひ
と
つ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
実
践
的
意
識
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
ニ
ー
チ
ェ
の
言
葉
を
用
い
る
な
ら
ば
、
歴
史
を
喚
び
醒
す
と
い
う
こ
と
が
、
そ
れ
か
ら

ま
さ
に
た
だ G

eschichte

（
昔
物
語
）
の
み
が
出
て
来
て
、
如
何
な
る G

eschehen

（
出
来
事
）
も
出
て
来
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
は
、
そ
こ
に
本
来
の
歴
史
的
意
識
が
存
在
す
る
と
は
云
い
得
な
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
自

己
が
未
来
に
向
っ
て
生
き
得
る
た
め
に
過
去
を
破
壊
し
、
過
去
の
集
積
と
し
て
の
現
在
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
意

識
、
ニ
ー
チ
ェ
の
所
謂
「
批
判
的
歴
史
」（kritische G

eschichte

）
の
う
ち
に
歴
史
的
意
識
の
本
質
的
な
る
も
の

が
横
た
わ
っ
て
い
る
。＊

デ
ィ
ル
タ
イ
は
歴
史
的
意
識
が
ド
イ
ツ
歴
史
学
派
に
於
て
最
も
成
熟
し
た
と
見
做
す
け
れ

ど
も
、
我
々
は
そ
こ
に
た
だ
生
の
歴
史
性
の
発
達
し
た
意
識
を
見
出
す
の
み
で
あ
っ
て
、
歴
史
の
生
命
性
の
意
識

に
は
殆
ん
ど
出
会
わ
な
い
の
で
あ
る
。
彼
自
身
観
想
的
な
思
想
家
で
あ
っ
た
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
偉
大
な
歴
史
家
で

あ
っ
た
に
も
拘
ら
ず
、
人
類
歴
史
に
於
て
歴
史
の
意
識
が
初
め
て
原
始
的
な
力
と
輝
き
と
を
も
っ
て
現
れ
た
の
は

実
に
イ
ス
ラ
エ
ル
の
予
言
者
た
ち
の
実
践
的
活
動
の
う
ち
に
於
て
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
時
と
し
て
忘
却
せ

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
彼
は
ド
イ
ツ
歴
史
学
派
の
主
な
る
歴
史
概
念
が
、
或
る
程
度
ま
で
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は
ヘ
ー
ゲ
ル
も
同
じ
く
、
例
え
ば
か
の
最
も
愛
好
さ
れ
た
有
機
体
説
（O

rganologie

）
の
如
く
究
極
は
「
自
然
概

念
」
で
あ
っ
て
、
固
有
な
る
歴
史
概
念
で
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
多
く
留
意
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
歴
史
と
は
単
に
過
去
の
こ
と
で
は
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
最
も
固
有
な
る
意
味
に
於
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
歴
史
と
は
現
在
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。

本
来
の
歴
史
は
ま
さ
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

「
現
代
の
歴
史

0

0

0

0

0

」
で
あ
る

0

0

0

。
こ
の
こ
と
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
っ
て
も
、
デ
ィ
ル
タ
イ
に
よ
っ

て
も
意
識
さ
れ
ず
、
却
っ
て
実
践
的
な
る
、
革
命
的
な
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
意
識
を
負
う
て
立
っ
た
マ
ル
ク

ス
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
、
現
在
は
も
と
よ
り
単
に
未
来
へ
の
過
程
で
あ
る
の
み
で
は

な
い
、
そ
れ
は
同
時
に
過
去
か
ら
の
過
程
で
あ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
は
前
者
を
力
説
す
る
に
急
に
し
て
、
後
者
を
顧
み

な
か
っ
た
。
歴
史
の
生
命
性
は
彼
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
生
の
歴
史
性
を
彼
は
十
分
に
理
解
し
な
か

っ
た
。
現
在
は
具
体
的
な
る
現
実
性
に
於
て
は
、
過
程
の
、
過
去
か
ら
の
到
着
点
で
あ
る
と
共
に
未
来
へ
の
出
発

点
で
あ
る
。
現
在
は
成
っ
た
も
の
と
し
て
同
時
に
成
り
つ
つ
あ
る
も
の
と
し
て
構
造
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の

一
の
矛
盾
の
存
在
で
あ
る
。
こ
の
矛
盾
の
把
握
は
、
回
顧
的
と
同
時
に
展
望
的
、
観
想
的
と
同
時
に
実
践
的
、
否
、

正
確
に
言
え
ば
、
両
者
の
弁
証
法
的
統
一
の
上
に
於
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
矛
盾
の
存
在
と
し
て
の
現
在
の
弁
証

0

0

0

0

0

法
的
構
造

0

0

0

0

そ
の
も
の
が
ま
さ
に
理
論
と
実
践
と
の
弁
証
法
的
統
一
の
基
礎
の
上
に
於
け
る
把
握
を
要
求
す
る
の
で

あ
る
。
そ
し
て
マ
ル
ク
ス
主
義
は
恰
も
斯
く
の
如
き
弁
証
法
に
立
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
反
し
て
ニ
ー
チ
ェ
は
理
論
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を
重
ん
ず
る
所
以
を
知
ら
な
か
っ
た
。
彼
は
「
学
問
」
と
し
て
の
歴
史
に
重
大
な
る
意
味
を
認
め
得
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。

＊　

N
ietzsche, Vom

 N
utzen und N

achtheil der H
istorie für das Leben.

【U
nzeitgem

ässe Betrachtungen

『
反
時
代
的

考
察
』】

か
く
て
我
々
は
存
在
の
歴
史
性
の
最
も
簡
単
な
究
明
に
よ
っ
て
、
真
の
歴
史
と
呼
ば
る
べ
き
も
の
は
現
代
の
歴

史
で
あ
る
と
い
う
原
理
的
な
る
結
論
に
到
達
し
た
。
ク
ロ
ー
チ
ェ
は
そ
の
教
え
る
と
こ
ろ
多
き
著
作
、『
歴
史
叙

述
の
理
論
及
び
歴
史
』
の
中
で
云
っ
て
い
る
、「
ひ
と
が
根
本
的
に
立
ち
入
っ
て
物
を
究
め
る
な
ら
ば
、
こ
の
既

に
出
来
上
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
歴
史
、
非
現
代
的
歴
史
ま
た
は
過
去
の
歴
史
と
名
づ
け
ら
れ
る
種
類
の
歴
史
も
、

（
も
と
よ
り
こ
の
も
の
が
真
の
歴
史
で
あ
る
と
い
う
、
換
言
す
れ
ば
、
こ
の
も
の
が
何
事
か
を
意
味
す
べ
き
で
あ

っ
て
空
虚
な
言
葉
か
ら
成
っ
て
い
な
い
と
い
う
、
前
提
の
も
と
に
）、
現
代
の
歴
史

0

0

0

0

0

で
あ
る
。」「
そ
し
て
現
代
の

歴
史
が
直
接
に
生
か
ら
産
れ
出
る
と
す
れ
ば
、
ひ
と
が
過
去
の
歴
史
と
呼
び
慣
わ
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
も
ま

た
直
接
に
生
か
ら
産
れ
出
る
、
な
ぜ
な
ら
ば
、
た
だ
現
在
の
生
の
関
心
の
み
が
我
々
を
動
か
し
て
、
過
去
の
事
実

を
知
ろ
う
と
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
る
か
ら
で
あ
る
、
そ
れ
故
に
過
去
の
事
実
は
、
そ
れ
が
現
在
の
生
に
与
る
こ
と

に
よ
っ
て
こ
の
も
の
と
結
び
つ
い
て
い
る
限
り
、
過
去
の
関
心
に
で
は
な
く
、
却
っ
て
現
在
の
関
心
に
相
応
す
る
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の
で
あ
る
。」
更
に
ク
ロ
ー
チ
ェ
は
我
々
に
語
る
、「
若
し
現
代
性

0

0

0

が
単
に
或
る
種
類
の
歴
史
の
性
質
で
あ
る
ば
か

り
で
な
く
、
却
っ
て
凡
そ
あ
ら
ゆ
る
歴
史
の
本
来
の
性
格
で
あ
る
な
ら
ば
、
生
に
対
す
る
歴
史
の
関
係
は
統
一
0

0

の

関
係
と
し
て
把
握
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
勿
論
た
し
か
に
、
一
の
抽
象
的
同
一
の
意
味
に
於
て
で
は
な
く
、
表
現
の

区
別
と
統
一
と
を
同
時
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
一
の
綜
合
的
統
一
の
意
味
に
於
て
で
あ
る
」。＊

こ
れ
ら
の
含
蓄
深

き
ク
ロ
ー
チ
ェ
の
言
葉
を
、
そ
れ
に
な
お
附
き
纏
う
心
理
主
義
的
意
味
か
ら
解
放
し
て
理
解
す
る
な
ら
ば
、
私
は

そ
れ
ら
の
言
葉
に
裏
書
し
て
も
差
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
ク
ロ
ー
チ
ェ
が
意
味
し
て
い
る
よ
う
に
、
認
識

そ
の
も
の
の
立
場
か
ら
考
え
る
に
し
て
も
、
過
去
が
若
し
単
な
る
過
去
、
即
ち
も
は
や
過
ぎ
去
っ
て
し
ま
っ
た
も

の
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
我
々
は
そ
れ
が
在
っ
た
と
も
語
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
過
去
と
は
「
な
お
在
る
と
こ
ろ
の

も
の
」、
我
々
の
現
在
の
う
ち
に
な
お
働
い
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
、
従
っ
て
ま
た
ひ
と
つ
の
現
在
で
あ
り
、
そ

し
て
我
々
の
現
在
が
そ
れ
に
交
渉
す
る
仕
方
に
於
て
ま
さ
に
そ
れ
は
そ
れ
の
存
在
性
を
顕
に
す
る
。
現
代
の
意
識

は
過
去
の
歴
史
が
如
何
に
把
握
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
根
源
で
あ
る
。

＊　

B
. C

roce, Teoria e storia della storiografia. 

羽
仁
五
郎
氏
訳
『
歴
史
叙
述
の
理
論
及
び
歴
史
』、四
頁
以
下
参
照
。

さ
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
現
代
社
会
に
対
し
て
実
践
的
に
こ
れ
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
る
に
実
践
が

問
題
と
な
る
や
否
や
、
我
々
は
ま
さ
に
法
則
0

0

を
要
求
す
る
。
け
れ
ど
も
こ
こ
に
謂
う
法
則
は
自
然
科
学
的
法
則
と
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同
一
で
あ
る
こ
と
が
出
来
ぬ
。
嘗
て
人
々
は
歴
史
を
そ
の
非
科
学
的
性
質
か
ら
脱
せ
し
め
て
、
こ
れ
を
科
学
の
段

階
ま
で
高
め
る
た
め
に
、
歴
史
の
中
へ
自
然
科
学
的
方
法
を
導
き
入
れ
よ
う
と
し
た
。
歴
史
科
学
を
自
然
科
学
と

同
じ
意
味
で
の
法
則
の
学
問
と
す
る
こ
と
が
彼
等
の
理
想
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
か
の
テ
ー
ヌ
、
殊
に
バ
ッ
ク
ル

が
こ
の
考
え
を
提
唱
し
、
そ
の
当
時
ま
た
そ
の
後
も
こ
の
問
題
は
屡
々
盛
ん
に
討
論
さ
れ
た
。
私
は
こ
こ
に
こ
の

討
論
を
繰
り
返
す
必
要
を
も
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
寧
ろ
こ
の
場
合
マ
ル
ク
ス
の
次
の
言
葉
が
決
定
的
な
意
味
を
有

す
る
も
の
と
し
て
引
用
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
「
思
惟
に
よ
り
一
般
的
な
も
の
と
し
て
固
定
さ
れ
る
と

こ
ろ
の
共
通
な
る
諸
規
定
が
存
在
し
は
す
る
が
、し
か
し
い
わ
ゆ
る
凡
て
の
生
産
の
一
般
的
諸
条
件
な
る
も
の
は
、

そ
れ
を
も
っ
て
し
て
は
如
何
な
る
現
実
の
歴
史
的
生
産
段
階
も
把
握
さ
れ
な
い
と
こ
ろ
の
抽
象
的
諸
要
素
に
ほ
か

な
ら
ぬ
。」＊

即
ち
歴
史
科
学
に
於
て
求
め
ら
れ
る
法
則
は
、
実
に
歴
史
的
法
則
と
し
て
、
歴
史
の
あ
ら
ゆ
る
時
代

に
等
し
く
適
用
さ
れ
得
る
と
こ
ろ
の
一
個
同
一
の
一
般
的
法
則
で
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
思
惟
は

ひ
た
す
ら
な
る
抽
象
に
よ
っ
て
一
切
の
歴
史
に
通
ず
る
何
等
か
の
法
則
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
そ
れ
は
現
実
の
歴
史
を
現
実
的
に
説
明
す
る
こ
と
が
な
い
か
ら
、
か
か
る
抽
象
的
な
法
則
は
本
来
歴
史
の
法

則
で
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
却
っ
て
反
対
に
、
各
の
歴
史
的
時
代
は
そ
れ
ぞ
れ
特
有
な
法
則
を
も
っ
て
い

る
。
人
類
の
生
活
は
、
一
定
の
発
展
時
代
を
生
き
尽
す
や
否
や
、
或
る
一
定
の
段
階
か
ら
他
の
段
階
へ
移
り
行
く
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や
否
や
、
そ
れ
は
ま
た
他
の
法
則
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
始
め
る
。
こ
れ
が
実
に
マ
ル
ク
ス
の
意
見
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る＊
＊。
し
か
る
に
革
命
的
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
に
と
っ
て
は
、
そ
の
実
践
的
本
質
の
故
に
、
本
来
の
歴
史
と

呼
ば
る
べ
き
も
の
は
、
上
の
叙
述
か
ら
明
白
で
あ
る
よ
う
に
、
ま
さ
に
現
代
の
歴
史

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
そ
れ
故
に
恰
も
現

代
の
歴
史
の
法
則
を
闡
明
す
る
と
い
う
こ
と
が
こ
の
階
級
に
と
っ
て
社
会
科
学
の
最
も
優
越
な
る
意
味
に
於
け
る

課
題
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
る
に
現
代
の
「
現
代
性
」
は
そ
れ
が
最
も
優
越
な
る
意
味
に
於
て
過
程
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
現
代
の
歴
史
の
法
則
は
必
然
的
に
過
程
の
過
程
性
に
関
す
る
法
則
、
即
ち
運
動

の
法
則
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
し
て
マ
ル
ク
ス
は
彼
の
『
資
本
』
の
目
的
を
掲
げ
て
云
う
、「
近
代
社
会
の

経
済
的
運
動
法
則
を
暴
露
す
る
こ
と
は
こ
の
著
作
の
最
後
の
窮
極
目
的
で
あ
る
。」
こ
の
と
き
近
代
社
会
と
い
う

の
は
断
る
ま
で
も
な
く
資
本
家
的
な
生
産
の
仕
方
が
支
配
的
で
あ
る
社
会
、
即
ち
こ
の
我
々
の
今
の
社
会
の
こ
と

で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
さ
き
に
述
べ
ら
れ
た
現
代
の
弁
証
法
的
構
造
と
い
う
こ
と
か
ら
し
て
既
に
察
せ
ら
れ
る
よ

う
に
、
現
代
の
歴
史
の
運
動
法
則
は
一
の
弁
証
法
的
発
展
の
法
則
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
法
則
は
近
代
社
会

の
成
立
の
過
程
を
示
す
と
共
に
、ま
た
何
よ
り
も
そ
れ
が
必
然
的
に
未
来
へ
転
化
す
べ
き
過
程
を
表
現
す
る
。「
な

ぜ
な
ら
、
弁
証
法
は
、
現
存
の
事
物
の
肯
定
的
理
解
の
う
ち
に
、
同
時
に
ま
た
そ
の
否
定
の
、
そ
の
必
然
的
没
落

の
理
解
を
含
め
、
あ
ら
ゆ
る
生
成
し
た
形
態
を
運
動
の
流
れ
に
於
て
、
そ
れ
故
に
ま
た
そ
の
暫
時
的
な
方
面
か
ら
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把
握
し
、何
物
に
よ
っ
て
も
畏
伏
せ
し
め
ら
れ
ず
、そ
の
本
質
上
批
判
的
で
あ
り
、革
命
的
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。」

し
か
る
に
弁
証
法
は
固
よ
り
自
然
法
則
の
如
き
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
歴
史
の
法
則
で
あ
る
。
そ
こ
で
問
題
は

斯
う
で
あ
る
。
弁
証
法
は
歴
史
の
「
法
則
」
と
し
て
そ
れ
自
身
何
等
か
抽
象
的
な
も
の
、
一
般
的
な
も
の
で
あ
ら

ね
ば
な
ら
ぬ
と
共
に
、
ま
た
そ
れ
は
「
歴
史
」
の
法
則
と
し
て
そ
れ
自
身
何
等
か
具
体
的
な
も
の
、
現
実
的
な
も

の
を
表
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
如
何
に
し
て
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
換
言
す
れ
ば
、
弁
証
法
に
於

け
る
諸
範
疇
は
ま
さ
に
範
疇
0

0

と
し
て
抽
象
的
で
あ
る
に
拘
ら
ず
、
如
何
に
し
て
そ
れ
ら
の
も
の
は
、
同
時
に
歴
史
0

0

的0

範
疇
と
し
て
恰
も
現
実
的
で
あ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
対
し
て
精
密
に
、
そ
し
て
包
括
的

に
答
え
る
こ
と
は
、
マ
ル
ク
ス
の
弁
証
法
を
具
体
的
に
展
開
す
る
こ
と
と
共
に
、
我
々
の
今
後
の
仕
事
と
し
て
残

し
て
お
い
て
、
こ
こ
に
は
た
だ
次
の
こ
と
だ
け
を
私
は
注
意
し
て
お
こ
う
。
最
初
に
記
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
歴0

史
は
そ
の
存
在
に
於
て
批
判
的
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
批
判
的
な
る
歴
史
は

0

0

0

0

0

0

0

0

、
そ
の
批
判
の
過
程
に
於
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
存
在
の
抽
象
を
行

0

0

0

0

0

0

0

う0

。
弁
証
法
に
於
け
る
諸
範
疇
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
歴
史
の
批
判
の
過
程
そ
の
も
の
に
於
て
現
実
的
に
抽
象
さ
れ

た
―
―
マ
ル
ク
ス
の
い
わ
ゆ
る
歴
史
的
抽
象
に
よ
っ
て
抽
象
さ
れ
た
―
―
存
在
の
表
現
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し

て
、
私
は
何
等
の
形
而
上
学
的
基
礎
を
も
借
り
る
こ
と
な
し
に
、
抽
象
的
思
惟
と
歴
史
的
存
在
と
の
結
合
を
考
え

る
こ
と
が
出
来
は
し
な
い
か
と
思
う
。



理
論 

歴
史 

政
策

三
〇
五

＊　

河
上
、
宮
川
両
氏
訳
、『
経
済
学
批
判
序
説
』
一
四
頁
。

＊
＊　

岩
波
文
庫
版
、『
資
本
論
』
第
一
巻
第
一
分
冊
、
二
九
―
三
〇
頁
、
参
照
。

マ
ル
ク
ス
学
に
と
っ
て
理
論
、
歴
史
、
政
策
の
三
つ
の
要
素
が
如
何
に
結
合
し
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
理

解
す
る
た
め
に
、
少
な
く
と
も
最
も
基
礎
的
に
必
要
な
も
の
は
、
も
は
や
我
々
に
隠
さ
れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

マ
ル
ク
ス
主
義
の
究
明
し
よ
う
と
欲
す
る
の
は
何
よ
り
も
特
に
現
代
社
会
の
運
動
法
則
で
あ
る
。
歴
史
と
はpar 

excellence 

に
は
現
代
0

0

の
歴
史
で
あ
る
、
そ
の
法
則
は
現
代
を
そ
の
特
殊
性

0

0

0

に
於
て
、
従
っ
て
歴
史
性
に
於
て
把

握
す
る
と
こ
ろ
の
歴
史
法
則
で
あ
る
。
こ
こ
に
於
て
法
則
ま
た
は
理
論
の
概
念
と
歴
史
の
概
念
と
は
矛
盾
す
る
こ

と
な
く
結
合
す
る
。
し
か
る
に
若
し
法
則
に
し
て
自
然
法
則
の
意
味
で
あ
り
、
到
る
処
あ
ら
ゆ
る
時
に
妥
当
す
る

法
則
の
謂
で
あ
る
な
ら
ば
、
法
則
の
概
念
、
そ
れ
故
に
理
論
の
概
念
は
歴
史
の
概
念
ま
た
は
特
殊
性
の
概
念
と
矛

盾
せ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
と
よ
り
現
代
社
会
の
運
動
法
則
の
暴
露
が
ま
た
い
わ
ゆ
る
過
去
の
歴
史
の
理

解
に
対
し
て
洞
察
を
与
え
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。現
代
の
意
識
は
過
去
の
意
識
の
根
源
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
教
は
、
そ
の
自
己
批
判
が
或
る
一
定
の
程
度
ま
で
完
成
す
る
や
否
や
、
初
め
て
そ
れ
以
前
の
神
話
の
客

観
的
認
識
に
到
達
す
る
こ
と
を
助
け
る
こ
と
が
出
来
た
。
こ
の
よ
う
に
市
民
的
経
済
学
も
、
市
民
的
社
会
の
自
己

批
判
が
始
ま
る
や
否
や
、
初
め
て
封
建
的
、
古
代
的
、
東
洋
的
社
会
の
理
解
に
ま
で
到
達
し
た
、
と
マ
ル
ク
ス
は
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記
し
て
い
る
。
更
に
ま
た
法
則
に
し
て
進
歩
の
法
則
の
場
合
に
於
て
の
よ
う
に
、
価
値
定
式
で
あ
る
な
ら
ば
、
法

則
の
概
念
は
自
己
矛
盾
の
も
の
と
な
ら
ぬ
を
得
ざ
る
こ
と
、
上
述
の
如
く
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
マ
ル
ク
ス
の

法
則
は
も
と
も
と
当
為
若
く
は
理
想
の
表
現
と
は
何
等
か
か
わ
り
な
き
も
の
で
あ
る
。
彼
は
云
う
、「
共
産
主
義

は
我
々
に
と
っ
て
作
り
出
さ
る
べ
き
状
態
で
は
な
い
、
現
実
が
そ
れ
に
準
ぜ
ね
ば
な
ら
ぬ
理
想
で
は
な
い
、
我
々

は
今
の
状
態
を
止
揚
す
る
と
こ
ろ
の
現
実
的
な
る
運
動
を
共
産
主
義
と
呼
ぶ
。
こ
の
運
動
の
諸
条
件
は
今
現
存
す

る
前
提
か
ら
生
ず
る
。」
即
ち
そ
れ
は
恰
も
現
代
の
現
実
の
運
動
の
法
則
で
あ
る
。
こ
の
も
の
は
最
も
優
越
な
意

味
に
於
て
運
動
の
法
則
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
法
則
は
現
代
を
過
去
か
ら
の
過
程
の
結
果
と
し
て
の
み

表
現
す
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
そ
れ
を
未
来
0

0

へ
の
過
程
と
し
て
表
現
す
る
。
そ
れ
は
現
代
の
弁
証
法
的
構
造
の
表

現
た
る
一
の
弁
証
法
的
法
則
で
あ
る
。
弁
証
法
は
、
そ
の
偉
大
な
る
理
論
家
ヘ
ー
ゲ
ル
が
カ
ン
ト
哲
学
に
反
対
し

て
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
如
何
な
る
ゾ
ル
レ
ン
、
如
何
な
る
当
為
も
含
ま
な
い
。
こ
の
こ
と
は
観
想
的
な
る
構

造
を
有
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
に
と
っ
て
ば
か
り
で
な
く
、
却
っ
て
ま
た
実
践
的
な
る
構
造
を
担
う
マ
ル
ク
ス

の
弁
証
法
に
つ
い
て
云
わ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
の
根
本
命
題
の
ひ
と
つ
は
理
論
と
実
践
と
の
弁

証
法
的
統
一
で
あ
る
。
し
か
る
に
理
論
と
実
践
と
の
弁
証
法
的
統
一
の
あ
る
と
こ
ろ
で
は
、
つ
ね
に
ま
さ
に
現
在
0

0

の
段
階

0

0

0

そ
の
も
の
に
重
心
が
定
ま
っ
て
来
る
か
ら
、
そ
こ
に
は
如
何
な
る
当
為
、
如
何
な
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
も
あ
り
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得
な
い
の
で
あ
る
。
寧
ろ
現
代
の
弁
証
法
的
構
造
の
含
む
と
こ
ろ
の
自
己
自
身
を
打
ち
越
え
る
契
機
の
う
ち
に
人

間
の
実
践
的
活
動
の
可
能
性
が
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
そ
こ
に
こ
れ
の
現
実
的
な
る
地
盤
が
横
た
わ
っ
て
い

る
。エ
ン
ゲ
ル
ス
は
云
っ
て
い
る
、「
ヘ
ー
ゲ
ル
は
自
由
と
必
然
と
の
関
係
を
正
し
く
叙
述
し
た
最
初
の
人
で
あ
る
。

彼
に
と
っ
て
は
、
自
由
と
は
必
然
の
洞
見
で
あ
る
。
必
然
は
た
だ
そ
の
も
の
が
把
握
さ
れ
ざ
る
か
ぎ
り
に
於
て
の

み
盲
目
で
あ
る
。
自
由
は
自
然
法
則
か
ら
の
夢
想
的
な
独
立
の
う
ち
に
横
た
わ
る
の
で
な
く
、
こ
の
法
則
の
認
識

の
う
ち
に
、
且
つ
そ
の
認
識
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
、
こ
の
法
則
を
計
画
的
に
一
定
の
目
的
の
た
め
に

働
か
し
め
る
こ
と
の
可
能
性
の
う
ち
に
横
た
わ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
外
的
自
然
の
諸
法
則
に
関
し
て
妥

当
す
る
と
同
じ
よ
う
に
、
人
間
の
肉
体
的
及
び
精
神
的
存
在
そ
の
も
の
を
支
配
す
る
諸
法
則
に
つ
い
て
も
云
い
得

ら
れ
る
。」
か
く
云
う
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
言
葉
が
歴
史
法
則
を
も
っ
て
自
然
法
則
と
同
一
視
す
る
響
を
も
っ
て
い
る

こ
と
を
除
く
と
き
、
そ
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
に
あ
っ
て
は
そ
の
観
想
的
性
格
の
故
に
「
現
代
」
の
弁
証
法
的

構
造
に
中
心
が
お
か
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
除
く
と
き
、
我
々
は
弁
証
法
を
も
っ
て
直
ち
に
実
践
の
法
則
の

う
ち
に
実
践
の
自
由
を
含
む
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
社
会
科
学
は
恰
も
現
代
そ
の
も
の

の
弁
証
法
的
な
る
運
動
法
則
を
闡
明
す
る
が
故
に
、
そ
こ
で
は
理
論
と
政
策
と
は
結
合
す
る
。
政
策
は
理
論
の
後

か
ら
の
「
応
用
」、
ま
た
は
そ
れ
の
「
随
伴
的
な
」
帰
結
と
い
う
が
如
き
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
理
論
即
ち
政
策
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で
あ
る
。
か
く
し
て
我
々
は
マ
ル
ク
ス
学
に
於
て
こ
そ
初
め
て
理
論
歴
史
政
策
が
、
何
等
の
形
而
上
学
的
基
礎
の

上
に
立
つ
こ
と
な
し
に
、
密
接
に
、
厳
密
に
、
完
全
に
結
合
さ
れ
、
統
一
さ
れ
て
い
る
の
を
見
る
。
し
か
る
に
か

か
る
統
一
を
可
能
な
ら
し
め
た
も
の
は
、
我
々
の
研
究
の
途
上
を
顧
み
る
と
き
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
、
実
践
的

な
る
、
弁
証
法
的
な
る
、
唯
物
論
で
あ
る
。
例
え
ば
、
実
践
的
で
あ
る
が
故
に
現
代
の
歴
史
が
問
題
と
な
る
、
そ

し
て
ま
た
こ
の
故
に
こ
の
時
代
に
於
け
る
特
に
法
則
的
な
る
も
の
の
認
識
が
要
求
さ
れ
る
、
そ
し
て
更
に
、
現
代

の
唯
物
論
的
な
る
構
成
の
故
に
歴
史
科
学
の
認
識
目
的
は
個
性
で
あ
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
し
て
我
々
は
唯
物
史
観

0

0

0

0

に
於
て
実
に
理
論
、
歴
史
、
政
策
の
三
つ
が
統
一
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
を
知

る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
さ
て
、斯
く
の
如
き
統
一
的
な
る
認
識
の
主
体
と
し
て
の
デ
ィ
ル
タ
イ
の
所
謂「
人

間
」
は
、
階
級
と
し
て
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
で
あ
る
。
理
論
歴
史
政
策
の
統
一
的
把
握
の
必
然
性
は
、
人
間
の

斯
く
の
如
き
歴
史
的
社
会
的
規
定
の
う
ち
に
横
た
わ
っ
て
い
る
の
を
我
々
は
見
出
す
。

―
―
（
一
九
二
八
・
一
〇
）
―
―
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観
念
弁
証
法
は
、
弁
証
法
と
し
て
、
そ
れ
自
身
ひ
と
つ
の
弁
証
法
的
性
質
を
も
つ
。
観
念
弁
証
法
は
、
恰
も
そ

れ
が
観
念
論
の
基
礎
の
上
に
立
つ
が
故
に
、
弁
証
法
に
於
け
る
「
弁
証
的
な
る
も
の
」
と
矛
盾
す
る
に
到
り
、
か

く
て
そ
の
反
対
の
も
の
に
、
唯
物
弁
証
法
に
ま
で
転
化
し
た
。
私
は
こ
の
小
論
に
於
て
こ
の
転
化
の
必
然
性
を
闡

明
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
こ
の
場
合
私
は
ま
さ
に
有
機
体
説
を
媒
介
0

0

と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
私
の
課
題
を
解
決

す
る
で
あ
ろ
う
。

弁
証
法
に
於
け
る
「
弁
証
的
な
る
も
の
」
と
は
何
を
謂
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
凡
て
論
理
的
な
る
も
の

0

0

0

0

0

0

0

（das 
Logische

）
は
三
つ
の
方
面
も
し
く
は
契
機
を
も
つ
、
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
云
う
。＊

第
一
に
、
抽
象
的
な
る
も
の

0

0

0

0

0

0

0

或
い

は
悟
性
的
な
る
も
の

0

0

0

0

0

0

0

（das A
bstrakte oder Verständige

）。
悟
性
と
し
て
の
思
惟
は
、
固
定
し
た
規
定
性
並
び
に

そ
れ
の
他
に
対
す
る
差
別
性
の
傍
ら
に
と
ど
ま
る
。
ひ
と
つ
の
か
か
る
制
限
さ
れ
た
抽
象
的
な
る
も
の
が
そ
れ
に

と
っ
て
独
立
に
成
立
し
存
在
す
る
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
弁
証
的
な
る
も
の

0

0

0

0

0

0

0

或
い
は
否0

定
的
0

0

＝
理
性
的
な
る
も
の

0

0

0

0

0

0

0

（das D
ialektische oder N

egativ-Vernünftige

）。
弁
証
的
な
る
契
機
と
は
、
か
く
の

如
き
有
限
な
る
諸
規
定
の
み
ず
か
ら
の
自
己
止
揚
、
そ
れ
の
そ
れ
に
対
立
し
た
諸
規
定
へ
の
推
移
で
あ
る
。「
弁
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証
法
と
は
こ
の
内
在
的

0

0

0

な
移
渡
、
そ
こ
で
は
悟
性
の
諸
規
定
の
一
面
性
と
制
限
性
は
、
そ
れ
が
在
る
と
こ
ろ
の
も

の
と
し
て
、
即
ち
そ
れ
の
否
定
と
し
て
み
ず
か
ら
を
表
現
す
る
。
一
切
の
有
限
な
る
も
の
は
こ
の
も
の
、
自
己
自

身
を
止
揚
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
弁
証
的
な
る
も
の
は
従
っ
て
学
問
的
行
程
の
運
動
す
る
魂
を
形
造
り
、
そ

し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ひ
と
り
内
在
的
な
る
聯
関
と
必
然
性

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
学
問
の
内
容
の
う
ち
へ
来
り
、
並
び
に
そ
の
う
ち

に
一
般
に
有
限
な
る
も
の
を
越
え
て
の
真
実
な
る
、
外
面
的
な
ら
ぬ
高
揚
が
横
た
わ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
原
理

で
あ
る
。」
第
三
に
、
思
弁
的
な
る
も
の

0

0

0

0

0

0

0

或
い
は
肯
定
的

0

0

0

＝
理
性
的
な
る
も
の

0

0

0

0

0

0

0

（das Spekulative oder Positiv-
Vernünftige

）。
こ
の
も
の
は
諸
規
定
の
そ
の
対
立
に
於
け
る
統
一
、
そ
れ
の
解
消
と
推
移
と
の
う
ち
に
含
ま
れ
て

い
る
肯
定
的
な
る
も
の
、を
包
括
す
る
。
そ
れ
は
区
別
さ
れ
た
諸
規
定
の
統
一
と
し
て
具
体
的
な
る
も
の
で
あ
る
。

さ
て
、
若
し
「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
が
一
切
の
弁
証
法
の
根
本
形
態
」
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば＊
＊、

弁
証
法
に
於
け

る
特
に
弁
証
的
な
る
も
の
が
否
定
的
な
も
の
、
矛
盾
す
る
も
の
、
そ
れ
へ
の
推
移
と
過
渡
、
否
定
ま
た
は
矛
盾
の

媒
介
に
よ
る
自
己
止
揚
へ
の
衝
動
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
観
念
弁
証
法
は
如
何
な
る
意
味
で

弁
証
的
な
る
も
の
の
桎
梏
と
な
る
で
あ
ろ
う
か
。

＊　

Encyclopädie §　
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＊
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一

有
機
体
説
は
歴
史
的
発
展
に
関
す
る
ひ
と
つ
の
理
論
で
あ
る
。
有
機
的
発
展
は
弁
証
法
的
発
展
に
対
し
て
如
何

な
る
差
異
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
そ
こ
か
ら
、
し
か
も
両
者
を
最
も
鋭
い
対
立
に
於
て
比
較
す
る
こ
と
を

も
っ
て
、
始
め
よ
う
。

一
、
有
機
的
発
展
は
い
ず
こ
に
於
て
も
絶
え
ず
連
続
的
な
る
発
展
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
弁
証
法
的
発
展
は

「
転
化
」
も
し
く
は
「
飛
躍
」
の
契
機
―
―
例
え
ば
量
か
ら
質
へ
の
転
化
ま
た
は
飛
躍
―
―
を
含
ん
で
い
る
、
そ

れ
は
固
よ
り
発
展
と
し
て
連
続
的
で
あ
り
な
が
ら
、
し
か
も
そ
の
う
ち
に
非
連
続
性
を
抱
く
。
こ
こ
に
弁
証
法
に

於
け
る
「
過
渡
」（U

ebergang

）
の
最
も
積
極
的
な
意
味
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。

二
、
こ
の
こ
と
と
関
係
し
て
、
有
機
的
発
展
で
は
そ
の
発
展
の
動
因
と
な
る
も
の
は
諸
部
分
を
包
む
統
一
で
あ

り
、
統
一
的
全
体
の
個
々
の
部
分
の
間
の
平
衡
を
得
た
交
互
作
用
で
あ
る
が
、
弁
証
法
的
発
展
の
動
因
は
全
体

の
う
ち
に
内
在
す
る
矛
盾
で
あ
る
。「
け
だ
し
同
一
性
は
矛
盾
に
対
し
て
は
た
だ
単
純
な
る
直
接
的
な
る
も
の
の
、

死
せ
る
存
在
の
、
規
定
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
る
に
矛
盾
は
凡
て
の
運
動
と
生
命
性
と
の
根
源
で
あ
る
、
何
等
か
の

も
の
は
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
矛
盾
を
も
つ
限
り
に
於
て
の
み
、
そ
れ
は
運
動
し
、
衝
動
と
活
動
と
を
も
つ
。」＊

一
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は
平
和
的
で
あ
る
の
に
異
な
っ
て
、
他
は
闘
争
的
で
あ
る
。

三
、
こ
の
こ
と
と
関
係
し
て
、
有
機
的
発
展
に
於
て
は
つ
ね
に
保
存
と
い
う
こ
と
が
主
と
な
り
、
弁
証
法
に
あ

っ
て
は
保
存
と
同
時
に
破
壊
が
、肯
定
と
共
に
否
定
が
特
に
重
要
で
あ
る
。
従
っ
て
前
者
は
改
良
主
義
的
で
あ
り
、

後
者
は
革
命
主
義
的
で
あ
る
。
弁
証
法
的
用
語
に
と
っ
て
、aufheben 

は
保
存
と
共
に
廃
棄
を
意
味
す
る
、
そ
こ

で
は
発
展
は
一
筋
な
る
、
ひ
た
す
ら
な
る
保
存
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

四
、
有
機
的
発
展
に
於
て
は
全
体
は
所
与
性
の
性
質
を
有
す
る
に
反
し
て
、
弁
証
法
的
発
展
に
於
て
は
全
体
は

却
っ
て
課
題
性
の
性
格
を
担
う
。
発
展
の
理
解
は
発
展
の
動
因
の
理
解
を
中
心
と
す
る
。
と
こ
ろ
で
有
機
的
発
展

に
あ
っ
て
は
そ
れ
は
全
体
で
あ
り
、
全
体
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
限
り
に
於
け
る
部
分
の
間
の
交
互
作
用
で

あ
る
か
ら
、
全
体
が
自
己
完
了
的
な
統
一
体
で
な
い
な
ら
ば
、
そ
し
て
か
か
る
も
の
と
し
て
「
与
え
ら
れ
た
も
の
」

と
し
て
理
解
さ
れ
る
の
で
な
い
な
ら
ば
、
こ
の
発
展
は
現
実
的
に
理
解
さ
れ
な
い
。
全
体
は
こ
の
場
合
本
来
の
意

味
に
於
て
テ
ロ
ス
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
有
機
的
全
体
は
つ
ね
に
完
結
的

0

0

0

全
体
で
あ
る
。
弁
証
法
的
発
展
も
、

そ
れ
が
発
展
で
あ
る
以
上
、
保
存
の
一
面
を
含
ん
で
い
た
よ
う
に
、
ま
た
何
等
か
の
統
一
、
何
等
か
の
全
体
の
理

解
な
し
に
は
、
把
握
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
ぬ
で
あ
ろ
う
。
然
し
な
が
ら
、
こ
の
と
き
発
展
の
動
因
と
な
る
も
の
は

恰
も
矛
盾
と
闘
争
で
あ
る
の
故
を
も
っ
て
、
そ
こ
で
は
発
展
の
把
握
の
た
め
に
テ
ロ
ス
的
な
る
全
体
、
究
極
的
な
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る
統
一
は
必
ず
し
も
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
必
要
な
の
は
た
だ
当
の
矛
盾
の
綜
合
た
る
べ
き
次
の
段
階
に
於

け
る
全
体
、
謂
わ
ば
暫
時
的
な
る

0

0

0

0

0

統
一
で
あ
る
。
有
機
的
発
展
と
弁
証
法
的
発
展
の
間
に
於
け
る
斯
く
の
如
き
相

違
は
、
正
確
に
言
え
ば
、
統
一
の
概
念
の
具
え
る
終
局
性
へ
の
傾
向
、
矛
盾
の
概
念
の
含
む
過
渡
性
へ
の
傾
向
、

と
い
う
両
者
の
傾
向
の
相
違
の
表
現
で
あ
る
。

五
、
有
機
的
発
展
に
あ
っ
て
は
全
体
は
「
構
造
」
の
概
念
に
於
て
、
そ
し
て
弁
証
法
的
発
展
に
あ
っ
て
は
全
体

は
む
し
ろ
「
層
」
の
概
念
に
於
て
、
解
明
さ
れ
る
と
見
做
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
蓋
し
構
造
に
於
て

は
全
体
は
所
与
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
―
―
構
造
と
い
う
こ
と
を
最
も
力
説
し
た
デ
ィ
ル
タ
イ
も
、
構
造
で
は
全

体
が
根
源
的
に
与
え
ら
れ
る
、
と
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
。
―
―
し
か
る
に
成
層
的
発
展
に
於
て
は
層
か
ら
層
へ

と
畳
み
重
ね
ら
れ
て
ゆ
き
は
す
る
が
、
全
体
は
必
ず
し
も
完
結
的
、
封
鎖
的
な
も
の
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
こ

と
を
要
し
な
い
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
が
ひ
と
つ
の
発
展
で
あ
る
限
り
、
有
機
的
発
展
の
場
合
に
も
全
体
は

課
題
の
意
味
を
全
然
も
た
ぬ
の
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
と
き
こ
の
課
題
そ
の
も
の
が
な
お

何
等
か
自
己
完
了
的
な
も
の
、
従
っ
て
何
等
か
与
え
ら
れ
た
も
の
の
意
味
を
い
つ
で
も
含
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

＊　

H
egel, W

issenschaft der Logik, H
rsg. v. Lasson, Zw

eiter Teil, S. 58.
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さ
て
こ
の
よ
う
に
極
め
て
形
式
的
に
で
あ
る
に
せ
よ
有
機
体
説
と
弁
証
法
と
の
概
念
構
成
上
に
於
け
る
差
異
を

分
析
し
た
後
に
、
私
は
云
お
う
と
思
う
、
弁
証
法
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
あ
っ
て
著
し
く
有
機
体
説
へ
の
傾
向
を
含
ん

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
い
る

0

0

0

。
こ
の
認
識
は
甚
だ
重
大
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
は
、
ま
さ
し
く
そ
の
汎
神
論
的
基
礎
の
た
め

に
、
お
の
ず
か
ら
有
機
体
説
の
概
念
構
成
の
諸
要
素
を
具
え
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
逆
説
的
に
言
え
ば

斯
う
で
あ
る
、
弁
証
法
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
あ
っ
て
な
お
シ
ェ
リ
ン
グ
的
な
る
も
の
に
附
き
纏
わ
れ
て
い
る
、
―
―
シ

ェ
リ
ン
グ
は
有
機
体
説
の
源
で
あ
る
、
―
―
ヘ
ー
ゲ
ル
を
解
放
し
て
真
に
ヘ
ー
ゲ
ル
た
ら
し
め
た
の
は
却
っ
て
唯

物
論
者
マ
ル
ク
ス
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
次
第
に
明
瞭
に
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
然
る
に
、
い
ま
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁

証
法
が
有
機
体
説
的
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
両
者
を
し
て
聯
関
せ
し
め
得
る
と
こ
ろ
の
何

等
か
共
通
な
る
も
の
が
存
在
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
も
の
こ
そ
実
に
か
の
「
具
体
的
普
遍
」（das K

onkret-

A
llgem

eine

）
で
あ
る
。
こ
の
も
の
は
弁
証
法
に
於
て
は
、
最
初
に
掲
げ
た
か
の
弁
証
法
の
三
つ
の
契
機
の
う
ち

特
に
「
思
弁
的
な
る
も
の
」
に
属
す
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
思
弁
的
な
る
も
の
は
単
に
ヘ
ー
ゲ
ル
に
の
み
特
有
の
も

の
で
は
な
く
、
寧
ろ
あ
ら
ゆ
る
ド
イ
ツ
思
弁
哲
学
に
、
従
っ
て
シ
ェ
リ
ン
グ
に
も
共
有
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

既
に
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
所
謂
綜
合
的
普
遍
（das Synthetisch-A

llgem
eine

）
と
し
て
発
見
さ
れ
た
。
そ
れ
故
に

ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
も
カ
ン
ト
を
批
評
し
て
云
う
、「
判
断
力
批
判

0

0

0

0

0

は
、
カ
ン
ト
が
そ
こ
に
於
て
イ
デ
ー

0

0

0

の
表
象
、
い
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な
思
想
を
言
い
表
し
た
と
い
う
、著
し
い
も
の
を
も
っ
て
い
る
。
直
観
的
悟
性

0

0

0

0

0

、内
的
0

0

合
目
的
性
、等
、の
表
象
は
、

同
時
に
そ
の
も
の
自
身
に
於
て
具
体
的

0

0

0

と
し
て
考
え
ら
れ
た
、
普
遍
0

0

で
あ
る
。
従
っ
て
こ
れ
ら
の
表
象
に
於
て
ひ

と
り
カ
ン
ト
の
哲
学
は
思
弁
的

0

0

0

と
し
て
み
ず
か
ら
を
示
す
。」＊

カ
ン
ト
が
夙
に
有
機
体
に
結
び
つ
け
た
と
こ
ろ
の

具
体
的
普
遍
的
な
る
も
の
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
謂
う
思
弁
的
な
る
も
の
は
、
ま
こ
と
に
有
機
体
説
の
主
な
る
思
想
内
容

で
あ
る
。
具
体
的
普
遍
に
あ
っ
て
は
、
一
切
の
特
殊
が
一
の
完
了
し
た
、
統
一
あ
る
全
体
の
中
で
一
義
的
な
、
必

然
的
な
位
置
を
保
つ
。
こ
の
と
き
各
の
部
分
は
全
体
を
要
求
し
且
つ
部
分
部
分
を
互
い
に
要
求
す
る
。
そ
れ
と
共

に
全
体
は
ま
た
部
分
を
要
求
し
且
つ
各
の
部
分
を
し
て
互
い
に
要
求
せ
し
め
る
。
如
何
な
る
部
分
も
全
体
に
よ
っ

て
規
定
さ
れ
て
、全
体
の
意
味
を
現
さ
ぬ
も
の
と
て
は
な
い
。
カ
ン
ト
は
斯
く
の
如
き
構
成
を
有
機
体
に
於
て
見
、

ド
イ
ツ
歴
史
学
派
の
有
機
体
説
は
そ
れ
を
歴
史
的
存
在
一
般
の
う
ち
に
見
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
思
弁
的
な
る
も

の
、
具
体
的
普
遍
は
弁
証
法
の
み
に
固
有
な
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
奇
妙
に
も
、
従
来
、
哲
学
0

0

者
の
側
か
ら

0

0

0

0

0

弁
証
法
が
説
か
れ
る
と
き
、
殆
ど
す
べ
て
の
場
合
、
具
体
的
普
遍
の
論
理
の
み
が
、
少
な
く
と
も
そ

れ
を
中
心
と
し
て
、
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
人
々
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
学
を
全
く
こ
の
意
味
に
解
釈
し
て
怪
し
ま
な

か
っ
た＊
＊。
か
く
解
釈
し
た
の
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
が
そ
の
観
念
論
的
前
提
に
よ
っ
て
そ
こ
へ
誘
惑
し
た
の
で

あ
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
我
々
は
同
時
に
そ
こ
に
観
念
論
的
哲
学
者
た
ち
の
弁
証
法
に
対
す
る
認
識
の
制
限
を
見
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る
こ
と
が
出
来
る
。
弁
証
法
に
於
け
る
弁
証
的
な
る
も
の
が
そ
こ
に
於
て
最
も
顕
で
あ
る
の
で
な
い
と
い
う
こ
と

は
、
具
体
的
普
遍
の
把
握
は
そ
れ
自
身
と
し
て
弁
証
法
的
で
あ
る
を
要
し
な
い
、
と
見
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
明

白
で
あ
ろ
う
。
ひ
と
は
具
体
的
普
遍
の
認
識
に
対
し
て
特
に
「
理
解
」
と
い
う
術
語
を
育
成
し
た
。
理
解
の
理
論

と
し
て
の
「
解
釈
学
」
は
ド
イ
ツ
歴
史
学
派
の
有
機
体
説
の
内
部
に
於
て
著
し
い
生
長
を
遂
げ
た
。
理
解
の
根
本

命
題
は
、「
個
々
の
も
の
は
全
体
の
う
ち
で
、
そ
し
て
全
体
は
個
々
の
も
の
か
ら
、
理
解
さ
れ
る
」、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
そ
れ
故
に
た
だ
具
体
的
普
遍
の
概
念
が
単
純
に
弁
証
法
の
特
質
を
形
造
る
の
で
は
な
く
、
却
っ
て
こ
の

も
の
の
生
成
過
程
の
う
ち
に
そ
れ
が
現
れ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
弁
証
法
に
あ
っ
て
は
、
具
体
物
は
弁
証
的
論
理
的

に
、
換
言
す
れ
ば
、
否
定
の
「
媒
介
」
を
通
じ
て
、
反
対
物
へ
の
転
化
の
過
程
を
通
じ
て
生
成
し
、
従
っ
て
優
越

な
意
味
に
於
て
思
弁
的
な
る
も
の

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
有
機
体
説
の
場
合
で
は
、
具
体
物
は
普
遍
と
特
殊
と

の
各
の
と
き
に
於
て
全
く
個
性
的
な
結
合
で
あ
り
、
芸
術
的
天
才
の
創
造
の
場
合
と
類
似
し
て
、
純
粋
に
連
続
的

な
る
、
謂
わ
ば
無
意
識
か
ら
の
生
成
を
も
ち
、
従
っ
て
特
に
天
才
的
な
る
も
の
、
優
越
な
意
味
に
於
て
芸
術
的
な

0

0

0

0

る
も
の

0

0

0

で
あ
る
。
有
機
的
具
体
者
は
直
接
的
な
る
も
の
で
あ
る
。
弁
証
的
具
体
者
と
雖
も
、
も
と
よ
り
具
体
者
と

し
て
は
、か
か
る
も
の
で
あ
る
、け
だ
し
、「
こ
の
結
果
は
そ
れ
自
ら
単
純
な
直
接
性
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
、

自
己
自
身
の
う
ち
に
安
ら
い
、
対
立
者
を
傍
ら
に
持
ち
来
し
そ
し
て
そ
れ
を
そ
こ
に
置
い
て
お
く
の
で
な
く
、
却
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っ
て
そ
れ
と
和
解
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
、自
覚
さ
れ
た
自
由
で
あ
る
。
＊
＊
＊」

然
し
な
が
ら
、ヘ
ー
ゲ
ル
の
云
っ
た
如
く
、

「
物
は
そ
の
目
的
0

0

に
於
て
尽
さ
れ
る
の
で
な
く
て
、
却
っ
て
そ
の
遂
行
0

0

に
於
て
尽
さ
れ
る
、
ま
た
結
果
0

0

は
現
実
的

0

0

0

な0

全
体
で
な
く
て
、
却
っ
て
そ
れ
は
そ
れ
の
生
成
と
一
緒
に
し
て
斯
か
る
も
の
で
あ
る
。」
か
く
て
弁
証
法
に
於

け
る
弁
証
的
な
る
も
の
は
依
然
と
し
て
か
の
矛
盾
に
よ
る
発
展
で
あ
り
、
媒
介
に
よ
る
自
己
止
揚
で
あ
る
。
そ
れ

に
も
拘
ら
ず
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
体
系
に
あ
っ
て
は
こ
の
よ
う
な
弁
証
的
な
る
も
の
が
絶
え
ず
抑
圧
さ
れ
、
束
縛
さ
れ
、

か
く
て
有
機
体
説
の
傾
向
は
著
し
く
な
っ
て
い
る
。

＊　

Encyclopädie § 55.

＊
＊　

例
え
ば
ラ
ス
ク
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
学
を
も
っ
て
直
観
的
悟
性
の
論
理
学
と
な
し
、そ
れ
を
流
出
的
論
理
学（die 

em
anatistische Logik

）
と
呼
ん
で
い
る
。
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
そ
の
他
の
人
は
こ
れ
に
従
っ
て
い
る
。
し

か
し
斯
く
特
性
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
に
於
け
る
思
弁
的
な
る
も
の
の
み
が
表
さ
れ
て
、

そ
れ
に
於
け
る
「
弁
証
的
な
る
も
の
」、
そ
れ
故
に
そ
れ
が
運
動
論
理
学

0

0

0

0

0

（B
ew

egungslogik

）
で
あ
る
所
以
の
も

の
が
見
失
わ
れ
て
し
ま
う
。
後
の
こ
と
が
主
要
事
な
の
で
あ
る
、
こ
の
も
の
こ
そ
ま
さ
に
純
粋
に
救
わ
る
べ
き
で

あ
る
。

＊
＊
＊　

Phänom
enologie des G

eistes, Vorrede.
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全
体
の
所
与
性
と
い
う
こ
と
は
有
機
体
説
の
最
も
重
要
な
構
成
要
素
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
こ
の
こ

と
は
、
全
体
が
自
己
完
了
的
性
質
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
密
接
に
関
聯
す
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
あ
っ
て
は
幾

重
も
の
理
由
か
ら
し
て
全
体
は
与
え
ら
れ
て
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
宗
教
的
体
験
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た

全
体
的
な
る
神
で
あ
っ
た
。
彼
は
彼
の
哲
学
体
系
の
初
め
に
序
し
て
云
う
、「
哲
学
は
い
か
に
も
そ
れ
の
対
象
を

先
ず
宗
教
と
共
通
に
も
っ
て
い
る
。
両
者
は
真
理
0

0

を
そ
れ
の
対
象
に
も
つ
、
そ
し
て
し
か
も
、
―
―
神0

が
真
理
で

あ
り
、
彼
ひ
と
り

0

0

0

真
理
で
あ
る
、
と
い
う
―
―
最
高
の
意
味
に
於
て
で
あ
る
。」
こ
こ
に
謂
わ
れ
た
神
は
言
う
ま

で
も
な
く
汎
神
論
の
神
で
あ
る
。
し
か
も
神
は
直
接
的
な
る
自
己
同
一
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
世
界
過
程
を
通

し
て
発
展
す
る
が
、
か
く
発
展
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
再
び
自
己
み
ず
か
ら
に
還
り
来
る
。
全
体
の
過
程
は
神
の
自

己
発
展
も
し
く
は
自
己
展
開
と
し
て
自
己
完
結
的
で
あ
る
。
神
は
も
ち
ろ
ん
自
己
を
疎
外
し
、
二
重
化
し
は
す
る

が
、
し
か
し
そ
れ
は
ま
さ
に
、「
己
れ
自
身
を
見
出
し
得
ん
が
た
め
で
あ
り
、
己
れ
自
身
に
来
り
得
ん
が
た
め
で

あ
る
。」
発
展
は
、
そ
れ
の
終
末
と
端
初
と
が
同
一
な
る
、
自
己
封
鎖
的
運
動
で
あ
る
。
も
し
比
喩
を
用
い
る
の

危
険
を
恐
れ
な
い
な
ら
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
あ
っ
て
発
展
は
、
流
れ
る
河
の
如
き
も
の
で
な
く
て
、
む
し
ろ
噴
泉
の
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如
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
自
己
か
ら
出
て
行
く
運
動
は
自
己
へ
戻
っ
て
来
る
運
動
で
あ
り
、
全
体
の
立
場
か
ら
す
れ

ば
、
凡
て
は
永
遠
の
現
在
で
あ
る
。
発
展
は
か
の
現
在
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
る
「
現
在
性
」（parousiva

）

の
表
現
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
彼
の
『
エ
ン
チ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
』
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
メ

タ
フ
ィ
シ
カ
』
に
於
け
る
神
の
永
遠
な
る
生
に
つ
い
て
の
最
も
美
し
き
言
葉
を
も
っ
て
結
ん
だ
の
は
偶
然
で
な
い

で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
発
展
の
意
味
が
現
在
性
で
あ
る
と
き
、
発
展
に
於
て
そ
れ
が
連
続
的
（sunechvV

）
で

あ
る
と
い
う
こ
と
に
重
心
が
落
ち
、
そ
れ
が
自
己
完
結
的
、
即
ち tevloV  

的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
る

で
あ
ろ
う
。
実
際
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
て
は
、
矛
盾
と
変
化
と
の
う
ち
に
つ
ね
に
持
続
す
る
統
一
的
な
量
が
求
め
ら

れ
、
発
展
と
外
化
は
到
る
処
自
己
の
う
ち
へ
曲
げ
還
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
発
展
を
発
展
た
ら
し
め
る

根
源
的
な
る
力
、
絶
ゆ
る
こ
と
な
く
自
己
を
喰
い
破
っ
て
ゆ
く
原
始
的
な
る
勢
力
は
、
彼
に
於
て
、
謂
わ
ば
馴
ら

さ
れ
、
鎮
め
ら
れ
て
い
る
。
発
展
の
も
つ
上
述
の
如
き
傾
向
に
応
じ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
的
体
系
は
「
層
」

の
組
織
よ
り
も
、
む
し
ろ
「
構
造
」
の
組
立
を
有
す
る
よ
う
に
我
々
に
見
え
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
彼
の
体
系

は
、
も
と
よ
り
弁
証
法
的
構
成
を
具
え
な
が
ら
、
有
機
体
説
の
性
格
を
お
の
ず
か
ら
帯
び
て
来
る
の
で
あ
る
。
そ

し
て
こ
の
性
格
は
、
そ
の
汎
神
論
的
前
提
の
故
に
、
彼
の
弁
証
法
が
い
わ
ゆ
る
流
出
的
論
理
の
特
性
を
担
っ
て
い

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
愈
々
著
し
く
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
流
出
性
は
、
弁
証
法
を
一
般
に
形
而
上
学
と
し
て
排
撃
す
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る
者
の
考
え
る
如
く
、
あ
ら
ゆ
る
弁
証
法
の
内
在
的
本
質
に
属
す
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
そ
れ
は
恰
も
有
機
体
説

的
論
理
の
構
成
に
と
っ
て
こ
そ
適
し
き
も
の
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
―
―
私
は
更
に
進
も
う
。
保
存
と
い
う
こ
と
は

有
機
体
説
の
ひ
と
つ
の
構
成
要
素
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
我
々
は
ま
た
保
存
の
概
念
が
ヘ
ー
ゲ
ル
に
あ
っ
て
絶
対

的
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
を
見
る
。
彼
は
云
う
、「
哲
学
の
歴
史
の
全
体
は
一
の
そ
れ
自
身
に
於
て
必
然
的
な

る
斉
合
的
な
る
進
行
で
あ
る
、
こ
の
進
行
た
る
や
そ
れ
自
身
に
於
て
、
そ
れ
の
理
念
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る

が
故
に
、
合
理
性
的
で
あ
る
。
…
…
第
二
の
規
定
は
、
各
の
哲
学
は
必
然
的
で
あ
っ
た
し
ま
た
な
お
必
然
的
で

あ
り
、
そ
れ
故
に
如
何
な
る
哲
学
も
没
落
し
終
る
こ
と
な
く
、
却
っ
て
凡
て
は
一
の
全
体
の
契
機
と
し
て
肯
定
的

に
哲
学
の
う
ち
に
保
存
さ
れ
て
い
る
。」
も
ち
ろ
ん
歴
史
に
現
れ
た
外
的
現
象
は
、
単
な
る
外
的
現
象
と
し
て
は
、

ア
テ
ネ
も
、
カ
ル
タ
ゴ
も
、
永
遠
の
都
ロ
ー
マ
も
、
凡
て
没
落
し
た
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
そ
れ
ら
の
担
う
理
念

的
内
容
、
従
っ
て
謂
わ
ば
そ
の
「
哲
学
的
な
る
も
の
」（
な
ぜ
な
ら
各
の
哲
学
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
と
、
そ
れ

の
時
代
の
実
体
的
な
る
も
の
の
知
識
で
あ
る
か
ら
）、
は
悉
く
没
落
か
ら
救
わ
れ
て
、
絶
対
者
の
う
ち
に
永
遠
の

現
在
に
於
て
保
存
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
―
―
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
は
記
憶
に
関
係
さ
せ
て
永
遠
を
説
い
て
い
る
。
―

―
「
こ
の
現
在
に
於
け
る
各
の
点
は
成
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
在
っ
た
と
こ
ろ
の
も
の
、
そ
れ
が
如
何
に
成

っ
た
か
と
い
う
こ
と
、
は
過
ぎ
去
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
、
し
か
し
そ
れ
の
過
去
は
観
念
的
に
（ideell

）
そ
れ
の
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う
ち
に
あ
る
」＊

、
と
ド
ロ
イ
セ
ン
は
語
る
。
一
切
の
過
去
は
観
念
的
に
保
存
さ
れ
る
、
こ
の
保
存
の
場
所
と
も
云

う
べ
き
は
絶
対
的
な
イ
デ
ー
で
あ
る
、
そ
し
て
絶
対
的
な
イ
デ
ー
に
と
っ
て
は
過
去
の
凡
て
は
現
在
的
に
つ
ね
に

在
る
。
絶
対
的
な
る
保
存
を
可
能
に
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
ま
さ
に
絶
対
的
観
念
論
で
あ
る
。
否
、
か
か
る
限
り

無
き
保
存
、
極
り
無
き
肯
定
こ
そ
ま
こ
と
に
汎
神
論
の
要
求
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
蓋
し
、
神
の
摂
理
が

隈
な
く
現
実
に
実
現
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
故
に
歴
史
の
一
切
が
肯
定
さ
れ
、
保
存
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
汎
神
論

の
根
本
の
関
心
で
あ
る＊
＊。
か
く
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
に
於
て
は
そ
の
弁
証
的
な
る
も
の
の
活
動
は
制
限
さ
れ
、

少
な
く
と
も
和
ら
げ
ら
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
否
定
的
な
る
も
の
は
た
だ
「
理
性
の
狡
智
」（die 

List der Vernunft

）
の
意
味
に
ま
で
お
と
し
め
ら
れ
る
に
到
っ
た
。

＊　

J. G
. D

roysen, G
rundriss der H

istorik, § 6.

＊
＊　

拙
著
、『
唯
物
史
観
と
現
代
の
意
識
』
一
三
七
―
一
三
八
頁
〔
本
巻
一
三
九
―
一
四
〇
頁
【「
ヘ
ー
ゲ
ル
と
マ
ル
ク

ス
」「
真
な
る
も
の
は
全
体
で
あ
る
」
以
下
】〕
参
照
。
な
お
こ
の
一
節
に
つ
い
て
は
こ
の
書
の
最
後
の
論
文
〔
本
巻
「
ヘ

ー
ゲ
ル
と
マ
ル
ク
ス
」〕
の
全
体
を
参
看
さ
れ
る
こ
と
を
希
望
す
る
。

ま
こ
と
に
我
々
は
屡
々
ヘ
ー
ゲ
ル
が
有
機
体
説
の
言
葉
を
も
っ
て
語
っ
て
い
る
の
を
聞
く
。「
有
機
的
」、「
有

機
的
統
一
」
な
ど
い
う
語
は
彼
の
書
物
の
種
々
な
る
箇
所
に
於
て
見
出
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
或
る
者
は
ヘ
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ー
ゲ
ル
に
於
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
る
も
の
が
弁
証
法
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
、
有
機
体
思
想
を
も
っ
て
彼
の
哲
学

の
根
本
概
念
と
見
做
す
ま
で
に
立
ち
到
っ
て
い
る
。＊

い
ず
れ
に
せ
よ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
が
こ
の
よ
う
な
解
釈
を
誘

発
す
べ
き
も
の
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
疑
う
こ
と
が
出
来
ぬ
で
あ
ろ
う
。
数
多
く
の
中
か
ら
一
二
の
例
を
引
い
て

お
こ
う
。「
植
物
の
芽
―
―
こ
の
感
性
的
に
存
在
す
る
概
念
―
―
は
そ
の
発
展
を
そ
れ
と
同
様
な
存
在
を
も
っ
て
、

種
子
の
生
産
を
も
っ
て
閉
じ
る
。
…
…
こ
の
端
初
と
終
末
と
が
一
に
結
び
合
う
こ
と
、
こ
の
概
念
が
そ
の
実
現
に

於
て
自
己
自
身
に
来
る
こ
と
は
、
し
か
る
に
、
精
神
に
於
て
、
単
に
生
け
る
も
の
に
於
て
よ
り
も
な
お
一
層
完
成

さ
れ
た
姿
を
も
っ
て
現
れ
る
、
け
だ
し
、
後
の
も
の
に
あ
っ
て
は
生
産
さ
れ
た
種
子
は
、
こ
の
も
の
が
そ
れ
か
ら

生
産
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
も
の
と
同
一
で
な
い
に
反
し
て
、
自
己
を
認
識
す
る
精
神
に
於
て
は
生
産
さ
れ
た
も
の
は

生
産
す
る
も
の
と
一
の
同
一
の
も
の
で
あ
る
。＊
＊」

有
機
体
思
想
は
既
に
彼
の
初
期
の
著
作
の
ひ
と
つ
、『
自
然
法
の

学
問
的
な
取
扱
方
に
つ
い
て
』
と
い
う
論
文
の
中
で
完
全
に
展
開
さ
れ
て
お
り
、
有
機
的
自
然
の
領
域
か
ら
歴
史

の
領
域
へ
、
特
に
民
族
と
個
人
と
の
関
係
へ
適
用
さ
れ
た
。
単
に
自
然
ば
か
り
で
な
く
、
歴
史
に
於
け
る
人
類
の

生
活
も
ま
た
ひ
と
つ
の
生
け
る
、
絶
え
ざ
る
発
展
の
う
ち
に
あ
る
と
こ
ろ
の
、
有
機
的
統
一
を
現
す
、
そ
こ
で
は

個
々
の
も
の
は
全
体
の
発
展
と
生
命
と
に
於
け
る
ひ
と
つ
の
「
契
機
」
に
過
ぎ
ず
、
そ
し
て
た
だ
こ
の
聯
関
に
於

け
る
項
と
し
て
の
み
真
理
性
と
意
味
と
を
獲
得
す
る
。
こ
の
見
方
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学
を
支
配
し
て
い
る
も
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の
で
あ
り
、
殊
に
哲
学
史
の
考
察
に
於
て
最
も
著
し
い
。「
哲
学
の
部
分
の
各
は
ひ
と
つ
の
哲
学
的
全
体
で
あ
り
、

自
己
み
ず
か
ら
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
円
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
哲
学
の
イ
デ
ー
は
そ
こ
で
は
ひ
と
つ
の
特
殊
な
規
定

性
も
し
く
は
契
機
に
於
て
あ
る
。
個
々
の
円
は
、
そ
れ
が
み
ず
か
ら
に
於
て
全
体
性
で
あ
る
の
故
を
も
っ
て
、
そ

れ
の
契
機
の
制
限
を
ま
た
破
り
、
次
の
圏
を
建
て
る
。
全
体
は
従
っ
て
諸
円
の
円
と
し
て
み
ず
か
ら
を
表
し
、
そ

の
各
は
ひ
と
つ
の
必
然
的
な
る
契
機
で
あ
り
、
か
く
て
そ
れ
ら
の
固
有
な
る
諸
契
機
の
体
系
が
全
体
の
イ
デ
ー
を

形
造
り
、
こ
の
も
の
は
同
様
に
各
の
個
々
の
も
の
に
於
て
現
れ
る
。＊
＊
＊」
こ
こ
に
有
機
体
説
は
恐
ら
く
最
も
完
全
な

相
に
於
て
表
現
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
体
系
に
あ
っ
て
全
体
の
存
在
は
一
の
完
結
し
た
統

一
態
で
あ
り
、
そ
れ
の
諸
の
特
殊
態
は
純
粋
に
従
属
的
な
諸
の
完
結
し
た
統
一
態
か
ら
成
っ
て
い
る
。
こ
の
体
系

の
全
体
は
も
と
よ
り
、
そ
の
い
ず
れ
の
部
分
に
於
て
も
、
我
々
は
か
の　

A
n sich

―Für sich

―A
n und für sich

の
各
完
結
し
た
統
一
態
に
つ
ね
に
出
会
う
の
で
あ
る
。
私
は
い
ま
ひ
と
つ
の
引
用
を
重
ね
よ
う
。「
こ
れ
ら
諸
の

特
殊
な
固
有
性
は
か
の
一
般
的
な
固
有
性
即
ち
民
族
の
特
殊
な
原
理
か
ら
理
解
す
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
逆
に
歴
史

の
う
ち
に
存
す
る
詳
細
な
事
実
か
ら
特
殊
性
の
か
の
一
般
者
を
見
付
け
出
す
べ
き
で
あ
る
。
一
定
の
特
殊
性
が
実

際
ひ
と
つ
の
民
族
の
固
有
な
る
原
理
を
形
造
る
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
は
経
験
的
に
受
け
容
れ
ら
れ
そ
し
て
歴
史
的

な
仕
方
で
証
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
の
方
面
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
な
す
こ
と
は
、
単
に
熟
練
し
た
抽
象
ば
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か
り
で
な
く
、
ま
た
既
に
イ
デ
ー
と
の
親
密
な
知
合
を
前
提
す
る
。
＊
＊
＊
＊」

宗
教
、
政
治
、
道
徳
、
法
律
な
ど
は
民
族

精
神
か
ら
理
解
さ
る
べ
き
で
あ
り
、そ
し
て
逆
に
民
族
精
神
は
そ
れ
ら
個
々
の
形
態
か
ら
理
解
さ
る
べ
き
で
あ
る
、

と
言
う
。
か
く
語
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
葉
は
、
我
々
は
そ
れ
を
彼
に
於
て
よ
り
も
ド
イ
ツ
歴
史
学
派
の
人
々
に
於
て

期
待
す
べ
き
筈
の
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
そ
こ
で
は
弁
証
法
の
声
は
黙
し
て
、
有
機
体
説
が
、
そ

し
て
解
釈
学
が
ひ
と
り
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

＊　

例
え
ば
、O

. Engel, D
er Einfluss H

egels auf die Bildung der G
edankenw

elt H
ippolyte Taines. 

に
於

て
は
、
有
機
体
並
び
に
有
機
的
発
展
の
概
念
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
全
哲
学
を
支
配
す
る
と
こ
ろ
の
本
来
の
中
心
概
念
で

あ
る
と
説
か
れ
、
そ
の
上
で
彼
と
テ
ー
ヌ
と
の
比
較
が
行
わ
れ
て
い
る
。
テ
ー
ヌ
が
弁
証
論
者
で
な
か
っ
た
こ
と

は
言
う
ま
で
も
な
い
。

＊
＊　

W
W

. V
II, 2. A

bt., S. 10.

＊
＊
＊　

Encyclopädie § 15.

＊

＊

＊

＊　

Philosophie der G
eschichte, R

eclam
-A

usgabe, S. 107.

【Vorlesungen über die Philosophie der 

G
eschichte

】
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有
機
体
説
は
ド
イ
ツ
歴
史
学
派
の
も
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
あ
っ
て
全
体
は
体
系
と
し
て
先
験
的
に
構
成
さ

れ
た
に
対
し
て
、
こ
の
学
派
は
か
か
る
構
成
を
排
斥
し
よ
う
と
す
る
。
ま
た
こ
の
学
派
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
て
あ
ま

り
に
支
配
的
で
あ
っ
た
「
普
遍
者
へ
の
情
熱
」
に
打
ち
勝
っ
て
、
個
性
的
な
も
の
に
目
を
と
ど
め
る
。
こ
の
と
き

考
え
ら
れ
た
個
性
は
勿
論
単
な
る
特
殊
で
は
な
く
し
て
、
普
遍
と
特
殊
と
の
結
合
で
あ
る
。「
世
界
は
何
等
体
系

で
な
く
、
却
っ
て
歴
史
で
あ
る
」、
と
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
は
云
う
。
全
体
は
概
念
的
体
系
と
し

て
で
な
く
、
直
接
的
な
る
も
の
、
直
観
的
な
る
も
の
と
し
て
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
の
学
派
に
於
け
る
発
展
理
念

は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
そ
れ
よ
り
も
却
っ
て
シ
ェ
リ
ン
グ
の
そ
れ
に
一
層
多
く
の
親
縁
を
も
っ
て
い
る
。
シ
ェ
リ
ン
グ
の

汎
神
論
は
自
然
的
な
、
審
美
的
な
、
従
っ
て
感
性
的
な
性
質
を
担
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
普
遍
と
特
殊
と
の
有

機
的
統
一
態
と
し
て
の
個
性
の
理
解
の
問
題
は
、
も
は
や
弁
証
法
を
要
求
す
る
こ
と
な
く
、
却
っ
て
か
の
「
解
釈

学
」（H

erm
eneutik

）
の
発
達
を
促
進
さ
せ
た
。
解
釈
学
は
特
に
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
の
影
響
の
も
と
に
ド

イ
ツ
歴
史
学
派
の
人
々
に
よ
っ
て
目
覚
し
い
形
態
を
採
る
に
到
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
全
体
は
直
接
的
な
も

の
、
従
っ
て
経
験
的
研
究
に
よ
っ
て
近
づ
き
得
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
こ
の
学
派
の
活
動
の
基
礎
を
な

し
て
い
る
。
か
か
る
全
体
と
し
て
、従
来
の
歴
史
哲
学
の
根
本
思
想
の
ひ
と
つ
に
属
し
て
い
た「
人
類
の
理
念
」は
、

そ
こ
で
は
次
第
に
影
が
薄
れ
て
い
っ
た
。
蓋
し
人
類
の
理
念
は
、
歴
史
の
形
而
上
学
の
他
の
一
切
の
概
念
と
同
じ
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よ
う
に
、
宗
教
的
体
験
に
根
差
し
た
も
の
、
神
学
的
起
源
の
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
は
勢
い

枯
死
せ
ざ
る
を
得
な
い
。＊

人
類
の
理
念
に
一
層
具
体
的
な
「
民
族
精
神
」
の
概
念
が
代
っ
た
。
け
れ
ど
も
経
験
的

実
証
的
研
究
が
進
む
に
つ
れ
て
こ
の
概
念
の
な
お
形
而
上
学
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
見
出
さ
れ
、
人
々
は
そ
れ

を
種
々
な
る
文
化
形
態
の
有
機
的
な
る
構
造
聯
関
の
概
念
に
解
消
し
た
。
然
し
な
が
ら
同
時
に
斯
く
の
如
き
構
造

聯
関
を
有
機
的
に
統
一
す
る
と
こ
ろ
の
実
在
的
な
る
全
体
に
対
す
る
信
仰
は
追
々
に
薄
ら
ぎ
、
弱
め
ら
れ
て
い
っ

た
。
有
機
体
説
は
か
く
て
単
な
る
「
構
造
聯
関
」
の
概
念
と
な
っ
て
、
或
い
は
ま
た
「
理
解
」、
従
っ
て
解
釈
学

の
概
念
と
な
っ
て
、
ド
イ
ツ
歴
史
学
派
か
ら
そ
の
現
代
の
後
継
者
た
る
デ
ィ
ル
タ
イ
に
伝
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

デ
ィ
ル
タ
イ
は
も
は
や
人
類
ま
た
は
民
族
精
神
な
ど
に
つ
い
て
知
ろ
う
と
欲
し
な
い
。
彼
の
中
心
概
念
た
る
生
ま

た
は
人
間
は
斯
く
の
如
き
も
の
の
性
質
を
も
た
ぬ
。
唯
物
論
者
マ
ル
ク
ス
こ
そ
却
っ
て
か
の
人
類
の
理
念
を
現
実

的
に
確
保
し
た
。「
古
き
唯
物
論
の
立
場
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
社
会
で
あ
り
、
新
し
き
そ
れ
の
立
場
は
人
間
的
社
会

若
く
は
社
会
的
人
類
で
あ
る
」、と
彼
は
云
う＊
＊。神

学
的
形
而
上
学
的
実
体
と
し
て
の
人
類
の
概
念
は
排
棄
さ
れ
て
、

「
社
会
的
人
類
」（die gesellschaftliche M

enschheit
）
と
い
う
現
実
的
な
る
全
体
性
の
理
念
は
現
実
的
に
打
ち

建
て
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
実
に
歴
史
に
於
け
る
階
級
闘
争
の
過
程
の
弁
証
法
的
把
握
に
よ
っ
て
可
能
に

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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＊　

W
. D

ilthey, Einleitung in die G
eistesw

issenschaften, S. 98 ff. 

参
照
。

＊
＊　

D
ie Thesen über Feuerbach, 10.

私
は
更
に
進
ん
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
並
び
に
ド
イ
ツ
歴
史
学
派
の
有
機
体
説
に
共
通
な
る
制
限
に
つ
い
て

論
ず
べ
き
場
合
と
な
っ
た
。け
れ
ど
も
そ
れ
に
つ
い
て
は
既
に
他
の
場
合
に
比
較
的
詳
細
に
述
べ
て
お
い
た
か
ら
、

今
は
た
だ
そ
れ
に
つ
い
て
一
言
を
費
す
に
と
ど
め
よ
う
。＊

二
つ
の
観
念
論
の
形
態
に
共
通
な
の
は
、
そ
れ
ら
が
等

し
く
観
想
的
性
格
を
担
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
然
る
に
こ
の
こ
と
は
ま
さ
に
発
展
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
致
命

的
な
制
限
を
加
え
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
も
、
歴
史
学
派
の
人
々
も
、
私
が
存
在
の
歴
史
性
の
二
つ
の
契
機
と
し
て
分
析

し
出
し
た
も
の
の
う
ち
、
生
の
歴
史
性
に
つ
い
て
は
完
全
に
理
解
す
る
が
、
歴
史
の
生
命
性
に
関
し
て
は
殆
ど
全

く
こ
れ
を
把
握
し
得
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
彼
等
は
恰
も
現
代
こ
そ
発
展
と
し
て
、
歴
史
と
し
て
把
握
さ
る
べ

き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
認
識
し
な
い
、
現
代
は
む
し
ろ
終
結
的
な
も
の
、
完
了
し
た
統
一
体
、
そ
れ
故
に
何
等

か
永
遠
な
る
も
の
の
如
く
に
見
做
さ
れ
る
。
か
く
て
発
展
は
、
そ
れ
が
最
も
発
展
的
な
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
る

べ
き
と
こ
ろ
の
も
の
を
発
展
し
て
理
解
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
自
殺
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
欠
陥
は

ド
イ
ツ
歴
史
学
派
の
崩
壊
過
程
に
於
け
る
ひ
と
つ
の
現
象
と
し
て
、
主
と
し
て
経
済
学
の
範
囲
内
に
現
れ
た
と
こ

ろ
の
、
歴
史
発
展
の
段
階
説
に
於
て
著
し
く
顕
に
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
マ
ル
ク
ス
が
既
に
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十
分
決
定
的
な
批
評
を
下
し
て
い
る
、「
い
わ
ゆ
る
歴
史
的
発
展
な
る
も
の
は
、
一
般
に
、
最
後
の
形
態
が
過
去

の
諸
形
態
を
ば
自
己
に
対
す
る
段
階
と
見
做
し
、
そ
れ
ら
を
つ
ね
に
一
面
的
に
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
に
基
づ
い

て
い
る
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
見
方
が
生
ず
る
か
と
い
え
ば
、
最
後
の
形
態
は
、
稀
に
且
つ
全
く
限
定
さ
れ
た
諸
条

件
の
下
に
お
い
て
し
か
、
自
分
自
身
を
批
判
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
か
ら
、
―
―
も
ち
ろ
ん
こ
こ
で
は
、
そ
れ
自

身
が
崩
壊
期
と
し
て
現
れ
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
歴
史
的
時
代
に
つ
い
て
云
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
が
。＊
＊」
歴
史

的
発
展
の
段
階
説
は
、
従
来
の
発
展
の
最
後
の
形
態
た
る
自
己
み
ず
か
ら
の
属
す
る
時
代
を
批
判
し
得
る
こ
と
な

く
、
却
っ
て
こ
れ
を
究
極
的
な
も
の
、
一
切
の
過
去
の
発
展
の
テ
ロ
ス
、
永
久
に
持
続
す
る
も
の
と
直
接
に
考
え
、

過
去
の
あ
ら
ゆ
る
時
代
を
こ
の
究
極
的
な
る
テ
ロ
ス
に
到
達
す
る
た
め
の
単
な
る
階
梯
と
見
做
し
、
そ
れ
ら
を
た

だ
こ
の
も
の
の
見
地
か
ら
の
み
全
く
一
面
的
に
把
握
す
る
。か
く
し
て
例
え
ば
、「
凡
て
の
歴
史
的
差
異
を
混
同
し
、

凡
て
の
社
会
形
態
の
う
ち
に
市
民
的
形
態
を
見
る
と
こ
ろ
の
、
経
済
学
者
の
様
式
」
が
生
れ
る
の
で
あ
る
。
我
々

は
ま
さ
に
同
様
の
言
葉
を
も
っ
て
コ
ン
ト
の
三
段
階
説
を
批
評
す
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
―
―
こ
こ
に
ひ

と
は
段
階
説
が
二
重
の
意
味
に
於
て
自
己
否
定
に
終
る
の
を
見
る
。
先
ず
歴
史
の
概
念
を
破
壊
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
過
去
の
諸
形
態
を
偏
に
自
己
に
引
寄
せ
て
解
釈
し
、
凡
て
を
一
様
に
自
ら
の
色
を
も
っ

て
塗
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
其
々
の
具
え
る
特
殊
性
を
抹
殺
す
る
、
し
か
る
に
特
殊
性
の
概
念
な
く
し
て
は
一
般
に
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歴
史
の
概
念
は
あ
り
得
な
い
。
次
に
発
展
の
概
念
を
破
壊
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
い
か
に
も

過
去
の
う
ち
に
発
展
を
認
め
は
す
る
が
、
現
在
そ
の
も
の
を
発
展
の
過
程
に
あ
る
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
を

知
ら
な
い
、
し
か
る
に
発
展
と
し
て
把
握
さ
る
べ
き
も
の
は
特
に
現
在
で
あ
る
べ
き
筈
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
マ
ル
ク
ス
の
注
意
し
た
如
く
、
崩
壊
期
と
し
て
現
れ
る
一
定
の
歴
史
的
時
代
は
自
己
批
判
を
す
る
こ
と
が

出
来
る
し
、
ま
た
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
資
本
主
義
社
会
の
崩
壊
期
た
る
現
代
に
あ
っ
て
、
か
か
る
全
面
的

0

0

0

な
る
批

判
を
な
す
も
の
は
、
現
代
に
於
け
る
批
判
的
階
級

0

0

0

0

0

た
る
、
実
践
的
な
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
で
あ
る
。
こ
の
階
級

の
批
判
の
武
器
た
る
マ
ル
ク
ス
主
義
は
弁
証
法
的
唯
物
論
を
中
心
思
想
と
す
る
。
唯
物
弁
証
法
は
、
弁
証
法
と
し

て
、
如
何
な
る
性
質
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

＊　

ヘ
ー
ゲ
ル
に
つ
い
て
は
、『
唯
物
史
観
と
現
代
の
意
識
』〔
本
巻
「
ヘ
ー
ゲ
ル
と
マ
ル
ク
ス
」〕
の
中
で
、
ド
イ
ツ

歴
史
学
派
に
つ
い
て
は
、
前
掲
『
理
論　

歴
史　

政
策
』〔
本
巻
収
録
〕
の
中
で
述
べ
て
お
い
た
。

＊
＊　

宮
川
実
氏
訳
、『
経
済
学
批
判
』、
序
説
、
四
七
、四
八
頁
、
参
照
。

三

我
々
は
弁
証
法
が
ヘ
ー
ゲ
ル
に
あ
っ
て
、
そ
の
観
念
論
的
前
提
の
た
め
に
、
到
る
処
「
弁
証
的
な
る
も
の
」
の
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活
動
を
拘
束
さ
れ
、
抑
圧
さ
れ
て
い
る
の
を
見
て
来
た
。
こ
こ
に
観
念
弁
証
法
は
、
自
己
自
身
の
基
礎
た
る
「
弁

証
的
な
る
も
の
」
と
矛
盾
す
る
に
到
り
、
必
然
的
に
唯
物
弁
証
法
へ
と
転
化
す
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
マ
ル
ク
ス

は
考
え
た
、「
弁
証
法
は
彼
に
あ
っ
て
逆
立
ち
し
て
い
る
。
我
々
は
、
神
秘
的
な
外
皮
の
中
に
合
理
的
な
核
心
を

発
見
す
る
た
め
、
こ
れ
を
顛
倒
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。」
唯
物
弁
証
法
に
よ
っ
て
、
弁
証
法
に
於
け
る
「
合
理
的

な
核
心
」、
即
ち
弁
証
的
な
る
も
の
は
発
揮
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
、
と
考
え
ら
れ
た
。

唯
物
弁
証
法
と
観
念
弁
証
法
と
の
差
異
が
、
一
は
唯
物
論

0

0

0

の
基
礎
を
も
ち
他
は
観
念
論

0

0

0

を
根
柢
と
す
る
に
あ
る

と
い
う
こ
と
は
、
固
よ
り
明
白
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
云
う
、「
私
の
弁
証
的
方
法
は
、
根
本
に
お
い
て
、
ヘ
ー

ゲ
ル
の
そ
れ
と
啻た
だ

に
異
な
る
ば
か
り
で
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
正
反
対
の
も
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
は
、

彼
が
観
念
の
名
の
も
と
に
一
の
独
立
せ
る
主
体
に
ま
で
転
化
し
た
と
こ
ろ
の
か
の
思
惟
過
程
は
、
現
実
的
な
る
も

の
の
創
造
主
で
あ
り
、
現
実
的
な
る
も
の
は
た
だ
こ
の
思
惟
過
程
の
外
的
現
象
を
な
す
に
過
ぎ
な
い
、
私
に
あ
っ

て
は
、
こ
れ
に
反
し
、
観
念
的
な
る
も
の
は
、
人
間
の
頭
脳
で
転
化
さ
れ
翻
訳
さ
れ
て
い
る
物
質
的
な
も
の
に
外

な
ら
ぬ
。」
か
く
て
、
わ
が
国
に
於
て
も
、
従
来
、
観
念
弁
証
法
と
唯
物
弁
証
法
と
の
対
立
を
論
ず
る
者
は
、
殆

ど
悉
く
観
念
論
と
唯
物
論
と
い
う
一
般
的
な
哲
学
的
な
立
場
の
相
違
を
問
題
に
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
も
ち
ろ

ん
誤
謬
0

0

が
あ
る
の
で
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
若
し
人
々
に
し
て
た
だ
そ
の
こ
と
に
「
弁
証
法
の
理
論
」
の
問
題
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が
尽
き
る
と
思
う
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
少
な
く
と
も
理
論
上
の
不
足
0

0

の
あ
る
と
い
う
こ
と
が
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら

ぬ
。
弁
証
法
は
単
な
る
論
理
で
は
な
く
て
、
そ
れ
は
同
時
に
現
実
の
内
在
的
な
形
式
、
現
実
そ
の
も
の
の
「
魂
」

で
あ
る
。
果
た
し
て
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
こ
に
謂
う
現
実
が
如
何
に
在
る
か
、
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
が
観
念

論
的
に
若
く
は
唯
物
論
的
に
把
握
さ
れ
る
に
応
じ
て
、
弁
証
法
そ
の
も
の
の
全
体
の
構
成
の
う
ち
に
内
在
的
に
著

し
い
差
異
が
現
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
唯
物
論
と
観
念
論
と
の
対
立
は
、
二
つ
の
弁
証
法
の
謂
わ
ば
単
に
論0

理
的
前
提

0

0

0

0

を
規
定
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
ら
の
弁
証
法
の
理
論
的
構
成
の
全
体
の
中
に
反
映

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

す
べ
き
筈
で
あ

る
。
い
わ
ゆ
る
形
式
論
理
学
に
於
て
は
、
一
の
同
一
の
思
惟
法
則
が
、
み
ず
か
ら
は
つ
ね
に
自
己
同
一
に
と
ど
ま

り
な
が
ら
、
相
異
な
る
種
々
の
対
象
の
上
に
0

0

（über

）
適
用
さ
れ
る
と
見
做
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
け
れ
ど
も

弁
証
法
に
と
っ
て
は
こ
の
こ
と
は
不
可
能
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
対
象
か
ら
の

0

0

0

（aus

）
思
惟
で
あ
り
、
対
象

の
内
的
な
自
己
運
動
の
形
式
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
こ
の
事
情
は
弁
証
法
の
叙
述
者
た
ち
に
よ

っ
て
い
ま
だ
明
確
に
意
識
さ
れ
て
い
な
い
。
ひ
と
び
と
は
唯
物
論
の
観
念
論
に
対
す
る
哲
学
的
立
場
の
相
違
を
論

じ
は
す
る
が
、
唯
物
弁
証
法
の
理
論

0

0

0

0

0

0

0

0

そ
の
も
の
を
説
明
す
る
に
当
っ
て
は
、
絶
え
ず
ヘ
ー
ゲ
ル
に
単
純
に
よ
り
か

か
っ
て
い
る
。
こ
の
方
面
の
権
威
と
見
做
さ
れ
て
い
る
デ
ボ
ー
リ
ン
の
如
き
も
な
お
こ
の
範
囲
を
出
で
な
い
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
や
り
方
が
如
何
に
危
険
で
あ
る
か
は
、
私
の
右
の
研
究
に
よ
っ
て
多
少
と
も
明
瞭
に
さ
れ
た
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で
あ
ろ
う
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
は
有
機
体
説
へ
の
傾
向
を
具
え
て
い
る
。
有
機
体
説
の
克
服
は
唯
物
弁
証
法
に

よ
っ
て
如
何
に
な
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
に
対
す
る
答
は
既
に
上
の
叙
述
か
ら
明
瞭
で
あ
ろ
う
が
、

な
お
以
下
に
簡
単
に
記
し
て
お
こ
う
。
―
―

一
、
弁
証
法
的
発
展
に
於
け
る
か
の
飛
躍
の
、
非
連
続
性
の
契
機
は
こ
こ
で
は
最
も
積
極
的
に
承
認
さ
れ
て
い

る
。
レ
ー
ニ
ン
は
、
弁
証
法
の
み
が
「
凡
て
の
実
在
せ
る
も
の
の
自
己
運
動
の
理
解
に
対
す
る
鍵
を
提
供
す
る
、

そ
れ
の
み
が
、
飛
躍
の
、
連
続
に
お
け
る
断
絶
の
、
反
対
物
へ
の
転
化
の
、
古
き
も
の
の
廃
滅
と
新
た
な
る
も
の

の
発
生
と
の
、
理
解
に
対
す
る
鍵
を
提
供
す
る
」、
と
記
す
。
弁
証
法
の
本
質
に
対
す
る
斯
く
の
如
き
洞
見
は
、

現
代
そ
の
も
の
を
過
渡
と
し
て
知
ら
ざ
る
を
得
ぬ
。
実
践
的
な
、
批
判
的
な
る
階
級
に
と
っ
て
は
、
曇
り
な
く
維

持
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。

二
、
弁
証
法
の
構
造
に
於
て
そ
こ
で
は
統
一
の
方
面
よ
り
も
矛
盾
の
方
面
に
重
心
が
お
か
れ
る
。
矛
盾
が
発
展

の
推
進
力
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
再
び
レ
ー
ニ
ン
は
記
す
、「
対
立
物
の
統
一
（
合
一
、同
一
性
、作
用
平
衡
）
は
、

条
件
的
で
あ
り
、
一
時
的
、
過
渡
的
、
相
対
的
で
あ
る
。
相
互
に
排
斥
す
る
対
立
物
の
闘
争
は
、
発
展
が
、
運
動

が
絶
対
的
で
あ
る
よ
う
に
、
絶
対
的
で
あ
る
。」
マ
ル
ク
ス
は
云
う
、「
我
々
は
生
産
諸
力
の
増
長
の
、
社
会
的
諸

関
係
の
破
滅
の
、
諸
観
念
の
形
成
の
絶
え
ざ
る
運
動
の
唯
中
に
生
活
す
る
。
運
動
か
ら
の
抽
象
の
み
が
不
動
で
あ



有
機
体
説
と
弁
証
法

三
三
三

る
―
―m

ors im
m

ortalis.

」
ヘ
ー
ゲ
ル
が
弁
証
法
に
於
け
る
ヘ
ラ
ク
リ
ッ
ト
主
義
的
な
る
も
の
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
主
義
へ
転
化
し
よ
う
と
す
る
に
反
し
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
は
前
者
の
う
ち
に
固
執
す
る
。
事
物
の
見
せ
か
け
の

分
離
と
独
立
と
は
消
え
失
せ
、
生
成
の
過
程
に
於
け
る
そ
れ
ら
の
結
合
に
場
所
を
譲
る
。
け
れ
ど
も
マ
ル
ク
ス
主

義
は
単
な
る
流
転
説
で
は
な
い
。
絶
対
的
な
流
動
主
義
が
ま
た
そ
れ
自
身
ひ
と
つ
の
永
遠
主
義
で
あ
る
こ
と
は
、

近
く
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
が
そ
の
例
を
示
す
で
あ
ろ
う
。
矛
盾
と
転
化
と
の
弁
証
法
的
な
る
運
動
に
つ
い
て
の
意
識
は

ひ
と
つ
の
実
践
的
な
る
意
識
と
し
て
の
み
現
実
的
で
あ
る
。
そ
し
て
実
践
的
な
る
意
識
に
と
っ
て
の
み
時
間
の
諸

契
機
は
現
実
的
で
あ
る
こ
と
が
出
来
る
。

三
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
観
念
的
弁
証
法
で
は
保
存
と
い
う
こ
と
が
絶
対
的
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
彼
の
哲
学
の
根

本
命
題
、「
現
実
的
な
る
も
の
は
理
性
的
で
あ
る
」、
の
う
ち
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
マ
ル
ク
ス
も
述
べ
て

い
る
、「
弁
証
法
は
、
そ
の
神
秘
化
さ
れ
た
形
態
に
お
い
て
は
、
ド
イ
ツ
の
流
行
と
な
っ
た
、
そ
れ
は
現
存
事
物

を
聖
化
す
る
か
に
思
え
た
か
ら
で
あ
る
。」
こ
れ
と
は
著
し
い
対
立
に
於
て
、
唯
物
弁
証
法
は
保
存
と
共
に
破
壊

を
、
む
し
ろ
か
の A

ufhebung 

に
於
け
る
特
に
否
定
の
契
機
を
重
ん
ず
る
。
そ
こ
で
マ
ル
ク
ス
は
い
ま
掲
げ
た
言

葉
に
続
け
て
云
う
、「
し
か
る
に
そ
の
合
理
的
な
姿
に
お
い
て
は
、
弁
証
法
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
及
び
そ
の
空

論
的
代
弁
者
た
ち
に
と
っ
て
、
一
の
苦
悶
で
あ
り
恐
怖
で
あ
る
。
な
ぜ
な
れ
ば
弁
証
法
は
、
現
存
事
物
の
肯
定
的
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理
解
の
う
ち
に
、
同
時
に
ま
た
そ
の
否
定
の
、
そ
の
必
然
的
没
落
の
理
解
を
含
め
、
あ
ら
ゆ
る
生
成
し
た
形
態
を

運
動
の
流
に
お
い
て
、
そ
れ
故
に
ま
た
そ
の
暫
時
的
な
方
面
か
ら
把
握
し
、
何
物
に
よ
っ
て
も
畏
伏
せ
し
め
ら
れ

ず
、
そ
の
本
質
上
批
判
的
で
あ
り
革
命
的
で
あ
る
か
ら
。」
更
に
エ
ン
ゲ
ル
ス
を
見
よ
。「
一
切
の
現
実
的
な
る
も

の
の
合
理
性
に
関
す
る
命
題
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
惟
方
法
の
あ
ら
ゆ
る
規
則
に
従
っ
て
、
他
の
命
題
に
自
己
を
解

消
す
る
、
即
ち
、
存
立
す
る
凡
て
の
も
の
は
没
落
す
る
に
値
す
る
。」「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
命
題
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法

そ
の
も
の
に
よ
っ
て
そ
れ
の
反
対
へ
と
回
転
す
る
。
人
間
歴
史
の
領
域
に
於
て
現
実
的
な
る
一
切
の
も
の
は
、
時

と
共
に
非
理
性
的
と
な
る
、
そ
れ
故
に
既
に
そ
れ
の
規
定
に
於
て
非
理
性
的
で
あ
り
、
元
々
か
ら
非
合
理
性
を
負

わ
さ
れ
て
い
る
。」
ま
こ
と
に
こ
れ
ら
の
言
葉
に
於
て
、
観
念
弁
証
法
と
唯
物
弁
証
法
と
の
間
の
対
立
、
一
か
ら

他
へ
の
推
移
は
明
白
に
語
ら
れ
て
い
る
。

四
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
、
彼
は
観
念
論
者
だ
か
ら
、
弁
証
法
的
発
展
の
全
体
の
体
系
は
先
験
的
に
与
え
ら
れ

て
い
る
。「
そ
こ
で
は
思
惟
が
独
立
で
あ
り
そ
し
て
か
く
し
て
自
己
の
た
め
に
彼
の
対
象
そ
の
も
の
を
生
産
し

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

そ

し
て
賦
与
す
る

0

0

0

0

と
こ
ろ
の
立
場
に
身
を
お
く
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
、
思
惟
の
自
由
な
る
活
動
で
あ
る
。」
哲
学

の
出
発
点
は
直
観
的
悟
性
と
し
て
の
神
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
唯
物
弁
証
法
に
と
っ
て
基
点
と
な
る
も
の
は

経
験
的
に
確
め
得
る
諸
事
実
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
「
文
化
そ
の
も
の
を
対
象
と
す
る
批
判
が
、
意
識
の
何
等
か
の
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形
態
あ
る
い
は
何
等
か
の
結
果
を
そ
の
基
礎
と
な
し
得
ざ
る
こ
と
は
、
お
の
ず
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
即
ち
、
観

念
で
は
な
く
、
た
だ
外
的
現
象
の
み
が
、
か
か
る
批
判
の
た
め
出
発
点
と
し
て
役
立
ち
得
る
。」
現
実
の
経
験
の

上
に
立
脚
し
て
い
る
限
り
、
マ
ル
ク
ス
主
義
弁
証
法
は
永
遠
の
未
来
に
わ
た
っ
て
完
結
せ
る
と
こ
ろ
の
全
体
系
を

与
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
も
つ
こ
と
が
出
来
ぬ
。
そ
し
て
ま
た
そ
の
必
要
も
な
い
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
汎
神

論
的
体
系
に
と
っ
て
は
、
世
界
の
全
過
程
を
神
が
自
己
か
ら
出
て
自
己
に
還
り
来
る
過
程
と
し
て
示
す
こ
と
が
最

大
の
関
心
事
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
彼
の
体
系
は
全
体
と
し
て
か
か
る
即
自
、
対
自
、
即
自
対
自
の
三
位
一
体
を
な

し
、三
位
一
体
的
構
造
は
こ
の
全
体
の
う
ち
に
到
る
処
含
ま
れ
て
い
る
。
し
か
る
に
実
践
的
唯
物
論
に
と
っ
て
は
、

ま
さ
し
く
現
代
の
現
実
が
問
題
で
あ
り
、
最
緊
要
事
で
あ
る
。
歴
史
と
は
こ
の
と
き
現
代
0

0

を
意
味
す
る
。
そ
こ
で

は
、
現
代
を
弁
証
法
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
最
大
の
課
題
で
あ
っ
て
、
過
去
、
現
在
、
未
来
の
一
切
を
包
む
永
遠

な
る
、
完
結
的
な
る
体
系
の
叙
述
が
要
求
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
か
く
云
え
ば
ひ
と
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
弁

証
法
に
於
て
も
、
原
始
共
産
体
が
階
級
対
立
の
社
会
に
推
移
し
、
そ
し
て
こ
の
も
の
が
更
に
共
産
主
義
社
会
に
よ

っ
て
止
揚
さ
れ
る
と
見
做
さ
れ
、
こ
の
こ
と
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
け
る
が
如
き
自
己
完
了
的
な
体
系
を
な
す
も
の
で

あ
り
、
恰
も
神
が
自
己
か
ら
出
て
自
己
へ
復
帰
す
る
の
と
趣
を
同
じ
く
す
る
で
は
な
い
か
、
と
云
っ
て
反
対
す
る

か
も
知
れ
な
い
。
斯
く
の
如
き
非
難
に
対
し
て
は
、
レ
ー
ニ
ン
が
既
に
『
人
民
の
友
と
は
何
ぞ
や
』
の
中
で
答
え
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て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
三
位
一
体
の
弁
証
法
的
法
則
に
従
う
イ
デ
ー
の
発
展
が
現
実
の
発
展
を
規
定
す

る
。
若
し
現
実
に
し
て
そ
れ
に
従
わ
な
い
な
ら
ば
現
実
は
そ
れ
だ
け
罰
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
か
か
る
場
合
に
は
、

何
等
か
の
も
の
は
そ
れ
が
三
位
一
体
的
に
示
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
不
可
抗
論
的
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
と
は
違
っ

て
、
マ
ル
ク
ス
は
現
代
社
会
の
事
実
の
忠
実
な
分
析
か
ら
出
発
す
る
。
そ
し
て
若
し
そ
の
研
究
の
結
果
、
事
物
が

三
位
一
体
の
弁
証
法
的
構
成
を
現
し
た
か
ら
と
い
っ
て
何
の
罪
が
マ
ル
ク
ス
に
あ
ろ
う
。
マ
ル
ク
ス
は
三
位
一
体

の
論
理
に
よ
っ
て
将
来
の
共
産
主
義
社
会
を
構
成
し
た
の
で
は
な
い
。
却
っ
て
彼
は
現
代
の
資
本
家
社
会
の
科
学

的
研
究
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
、そ
れ
が
必
然
的
に
共
産
主
義
社
会
に
転
化
し
て
ゆ
く
こ
と
を
闡
明
し
た
の
で
あ
る
。

従
っ
て
ユ
ー
ト
ピ
ア
社
会
主
義
者
が
最
も
雄
弁
に
語
り
初
め
る
と
こ
ろ
で
は
、
マ
ル
ク
ス
は
最
も
一
般
的
な
示
唆

を
与
え
る
に
と
ど
め
て
い
る
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
マ
ル
ク
ス
は
来
る
べ
き
共
産
主
義
社
会
の
到
達
と
共
に
人
類

の
発
展
は
完
結
す
る
と
考
え
た
の
で
な
く
、
却
っ
て
そ
こ
で
人
類
の
「
前
史
」
が
終
っ
て
新
し
い
歴
史
が
始
る
と

見
做
し
て
い
る
。
来
る
べ
き
共
産
主
義
社
会
は
今
の
階
級
対
立
の
社
会
を
止
揚
す
る
次
の
0

0

高
次
の
発
展
形
態
で
あ

っ
て
、
究
極
的
な
る

0

0

0

0

0

全
体
を
意
味
し
な
い
。
そ
し
て
し
か
も
我
々
は
「
そ
の
先
は
如
何
な
る
の
か
」
と
問
う
こ
と

を
要
し
な
い
の
で
あ
る
。
実
践
的
唯
物
論
に
と
っ
て
は
何
よ
り
も
現
代
0

0

そ
の
も
の
の
把
握
と
克
服
と
が
肝
要
で
あ

る
。
そ
れ
だ
か
ら
レ
ー
ニ
ン
は
、
人
類
歴
史
の
発
展
一
般
の
研
究
の
方
向
に
マ
ル
ク
ス
主
義
を
進
行
さ
せ
る
よ
り
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も
、
む
し
ろ
現
代
社
会
の
発
展
の
現
段
階

0

0

0

、
革
命
の
実
践
が
当
面
す
る
現
在
の
段
階
の
測
定
、
分
析
に
そ
の
研
究

の
中
心
を
お
い
た
。
否
、
彼
の
最
も
偉
大
な
る
功
績
の
ひ
と
つ
は
、
彼
が
「
実
践
の
弁
証
法
」
を
打
ち
建
て
た
こ

と
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
組
織
の
問
題

0

0

0

0

0

の
理
論
的
弁
証
法
的
構
成
の
解
明
は
彼
に
よ
っ
て
模
範
的
に
行
わ
れ
た
。
こ

の
よ
う
に
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
で
は
現
実
的
な
意
味
を
も
つ
べ
き
理
由
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
弁
証
法
の
三
位
一
体
的
体

系
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
に
と
っ
て
は
そ
れ
が
何
等
主
要
事
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

五
、
か
く
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
が
「
閉
じ
ら
れ
た
」
体
系
で
あ
る
に
反
し
て
、
マ
ル
ク
ス
の
弁
証
法
は
「
開

か
れ
た
」
体
系
を
成
す
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
て
発
展
は
永
遠
な
る
現
在
性
の
表
現
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
マ
ル
ク
ス

主
義
は
現
実
的
に
未
来
を
保
証
す
る
発
展
概
念
を
所
有
す
る
。
ひ
と
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
て
そ
の
永
遠
の
絶
対
的
な

る
観
照
に
魅
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
弁
証
法
的
必
然
性
の
認
識
は
事
物
を
そ
の
ま
ま
に
肯
定
し
承
認
す

る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
る
に
マ
ル
ク
ス
主
義
に
あ
っ
て
は
事
物
の
弁
証
法
的
必
然
性
の
把
握
は
我
々
の
実
践
の
地

盤
で
あ
る
。観
想
的
と
実
践
的
と
は
二
つ
の
弁
証
法
の
性
格
を
区
別
す
る
最
も
包
括
的
な
表
現
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
主
義
者
は
云
う
、「
我
々
の
学
説
は
決
し
て
ド
グ
マ
で
は
な
く
、
む
し
ろ
行
動
へ
の
案
内
で
あ
る
。」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―
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（
一
九
二
八
・
一
一
）
―
―
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唯
物
論
と
そ
の
現
実
形
態

―
―
批
判
の
批
判
―
―

一

理
論
も
ま
た
歴
史
的
生
産
物
で
あ
る
。一
定
の
理
論
は
、下
に
於
て
は

0

0

0

0

0

、そ
の
時
代
の
存
在
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
、

上
に
於
て
は

0

0

0

0

0

、
そ
の
時
代
の
理
論
的
意
識
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
後
の
も
の
を
私
は
こ
れ
ま
で
屡
々

「
公
共
圏
」
の
名
を
も
っ
て
呼
ん
で
来
た
。
理
論
と
雖
も
一
箇
の
ロ
ビ
ン
ソ
ン
で
は
な
く
、
却
っ
て
社
会
的
な
存

在
で
あ
る
。
そ
れ
が
孕
ま
れ
、
産
ま
れ
、
育
て
ら
れ
る
に
当
っ
て
、
そ
れ
は
、
与
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
見
出
す

他
の
種
々
な
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
対
し
て
必
然
的
に
何
等
か
の
関
係
に
入
り
込
む
。
か
く
て
の
み
理
論
は
現
実
的

に
な
り
得
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
こ
に
初
め
て
他
に
理
解
さ
れ
得
る
も
の
と
な
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
の
こ
と
な

し
に
は
理
論
は
説
得
力
は
も
と
よ
り
、
衝
撃
力
を
も
ち
得
な
い
。
私
の
い
ま
「
下
に
於
け
る
」
及
び
「
上
に
於
け

る
」
理
論
の
歴
史
的
規
定
性
と
云
っ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
既
に
エ
ン
ゲ
ル
ス
が
述
べ
て
い
る
。
彼
は
『
オ
イ
ケ

ン
・
デ
ュ
ー
リ
ン
グ
氏
の
科
学
の
変
革
』
の
序
説
を
次
の
言
葉
を
も
っ
て
始
め
た
。「
近
代
社
会
主
義
は
、
そ
の

内
容
か
ら
す
れ
ば
先
ず
、
一
方
で
は
近
代
社
会
の
う
ち
に
支
配
せ
る
と
こ
ろ
の
、
所
有
者
と
無
所
有
者
、
賃
労
働
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者
と
ブ
ル
ジ
ョ
ア
な
る
階
級
対
立
、
他
方
で
は
生
産
の
う
ち
に
支
配
せ
る
と
こ
ろ
の
無
政
府
状
態
、
の
直
観
の
産

物
で
あ
る
。
然
る
に
そ
の
理
論
的
形
式
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
は
最
初
は
、
十
八
世
紀
の
偉
大
な
フ
ラ
ン
ス
の
啓
蒙

主
義
者
た
ち
に
よ
っ
て
樹
て
ら
れ
た
諸
原
理
の
、
一
層
徹
底
し
た
、
い
わ
ゆ
る
一
層
首
尾
一
貫
し
た
る
継
続
と
し

て
現
れ
た
の
で
あ
る
。
凡
て
の
新
し
い
理
論
と
同
様
に
、
近
代
社
会
主
義
も
、
よ
し
い
か
に
そ
の
根
は
経
済
的
事

実
の
中
に
横
た
わ
っ
て
い
よ
う
と
も
、
先
ず
そ
こ
に
見
出
さ
れ
た
思
想
材
料
に
結
び
つ
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。」＊

さ
て
こ
の
事
情
が
我
々
に
要
求
す
る
と
こ
ろ
は
斯
う
で
あ
る
。
一
定
の
理
論
を
、
そ
の
現
実
の
土
台
か
ら
こ
れ
を

闡
明
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
を
理
論
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
に
際
し
て
も
な
お
、

そ
の
歴
史
的
特
殊
性
を
通
じ
て
こ
れ
を
捕
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
も
し
そ
う
し
な
い
な
ら
ば
、
そ
の
理
論
に
於
け

る
現
実
的
な
も
の
、
そ
れ
の
活
動
力
、
戦
闘
力
、
支
配
力
は
失
わ
れ
て
し
ま
う
。
或
い
は
斯
う
で
あ
る
。
理
論
は
、

殊
に
自
己
を
戦
闘
的
唯
物
論
と
し
て
規
定
す
る
戦
闘
的
な
マ
ル
ク
ス
主
義
の
理
論
は
、
そ
れ
の
形
成
、
展
開
、
発

展
に
あ
た
っ
て
、
自
己
の
向
う
べ
き
フ
ロ
ン
ト
を
も
っ
て
い
る
。
従
っ
て
こ
の
フ
ロ
ン
ト
の
特
殊
性
を
考
え
る
の

で
な
け
れ
ば
、
そ
の
理
論
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
掴
む
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
レ
ー
ニ
ン
は
明
ら

か
に
理
解
し
て
い
た
。
彼
は
云
っ
て
い
る
。「
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
下
半
身
は
唯
物
論
者
で
あ
り
、
上
半
身
は

観
念
論
者
で
あ
っ
た
。
同
様
の
こ
と
は
或
る
程
度
で
は
ま
た
ビ
ュ
ヒ
ナ
ー
、
フ
ォ
ク
ト
、
モ
レ
シ
ョ
ッ
ト
及
び
デ
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ュ
ー
リ
ン
グ
に
つ
い
て
も
言
う
こ
と
が
出
来
る
、
本
質
的
な
相
違
は
、
凡
て
こ
れ
ら
の
哲
学
者
た
ち
が
フ
ォ
イ
エ

ル
バ
ッ
ハ
に
比
較
し
て
は
、
こ
び
と
で
あ
り
、
憐
む
べ
き
い
か
も
の
し
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ

ッ
ハ
か
ら
生
長
し
、
こ
れ
ら
の
い
か
も
の
し
と
の
闘
争
の
う
ち
に
成
熟
し
た
マ
ル
ク
ス
と
エ
ン
ゲ
ル
ス
と
は
、
当

然
、
唯
物
論
の
哲
学
を
上
部
に
向
っ
て
竣
工
す
る
こ
と
に
、
言
い
換
え
れ
ば
、
唯
物
論
的
認
識
論
に
で
は
な
く
唯

物
史
観
に
、
最
大
の
注
意
を
向
け
た
。
こ
れ
が
た
め
に
マ
ル
ク
ス
と
エ
ン
ゲ
ル
ス
と
は
彼
等
の
著
作
に
於
て
弁
証

法
的
唯
物
論

0

0

0

よ
り
も
弁
証
法
的

0

0

0

0

唯
物
論
を
強
調
し
、
史
的
唯
物
論

0

0

0

よ
り
も
史
的
0

0

唯
物
論
を
主
張
し
た
。＊
＊」
こ
れ
に

反
し
て
、
レ
ー
ニ
ン
自
身
0

0

が
そ
の
著
書
『
唯
物
論
と
経
験
批
判
論
』
に
於
て
戦
っ
た
ロ
シ
ヤ
の
マ
ッ
ハ
主
義
者
た

ち
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
ボ
グ
ダ
ー
ノ
フ
及
び
そ
の
一
味
は
、「
逆
に
な
っ
た
ロ
シ
ヤ
の
ビ
ュ
ヒ
ナ
ー
及
び
デ
ュ

ー
リ
ン
グ
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
彼
等
は
上
半
身
は
唯
物
論
者
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
下
半
身
に
於
て
は

混
乱
せ
る
観
念
論
か
ら
脱
す
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
な
い
。
＊
＊
＊」

我
々
は
恰
も
ま
た
こ
の
情
勢
が
レ
ー
ニ
ン
の
右
の

書
物
の
特
殊
性

0

0

0

を
規
定
し
て
い
る
の
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
レ
ー
ニ
ン
に
倣
っ
て
言
え
ば
、
そ
こ
で
は
弁
証
法

0

0

0

的0

唯
物
論
よ
り
も
弁
証
法
的
唯
物
論

0

0

0

が
強
調
さ
れ
、
史
的
0

0

唯
物
論
よ
り
も
史
的
唯
物
論

0

0

0

が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
そ

れ
故
に
そ
こ
に
於
て
レ
ー
ニ
ン
が
或
る
意
味
で
は
マ
ル
ク
ス
か
ら
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
へ
還
っ
て
い
る
―
―
或
い

は
む
し
ろ
一
方
で
は
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
他
方
で
は
マ
ル
ク
ス
及
び
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
間
に
差
異
を
お
か
ず
却
っ
て
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一

同
一
視
し
て
い
る
―
―
の
を
見
出
す
に
し
て
も
、
我
々
は
驚
く
べ
き
で
な
く
、
当
然
の
こ
と
と
す
べ
き
で
あ
る
＊
＊
＊
＊。

こ
の
特
殊
性
は
忘
れ
ら
れ
て
は
な
ら
ぬ
。

＊　

Engels, H
errn Eugen D

ührings U
m

w
älzung der W

issenschaft, S. 1.

＊
＊　

Lenin, M
aterialism

us und Em
piriokritizism

us, S. 336.

＊
＊
＊　

O
p. cit., S. 337.

＊
＊
＊
＊　

レ
ー
ニ
ン
に
よ
る
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
甚
だ
高
き
評
価
に
つ
い
て
は
デ
ボ
ー
リ
ン
も
注
意
し
て
い
る
。

こ
の
評
価
の
仕
方
に
関
し
て
彼
は
『
マ
ル
ク
ス
主
義
の
根
本
問
題
』
に
於
け
る
プ
レ
ハ
ー
ノ
フ
と
相
違
し
て
い
た
。

そ
し
て
デ
ボ
ー
リ
ン
に
し
た
が
え
ば
、
プ
レ
ハ
ー
ノ
フ
も
後
に
は
そ
の
考
え
を
変
え
て
、
レ
ー
ニ
ン
の
見
方
に
近

づ
い
た
。D

eborin,  Lenin der käm
pfende M

aterialist, S. 13 A
nm

erkung. 

参
照
。

か
く
の
如
き
特
殊
性
の
重
視
―
―
は
ま
さ
に
弁
証
法
的
思
惟
の
特
性
を
形
造
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

も
と
よ
り
特
殊
は
単
に
特
殊
と
し
て
で
な
く
、
普
遍
を
そ
の
中
に
含
む
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
現
実
的
に
特
殊
と
な

る
。
普
遍
が
特
殊
を
自
己
の
契
機
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
具
体
的
な
る
普
遍
に
な
る
の
と
同
様
で
あ
る
。

「
マ
ル
ク
ス
主
義
は
、
―
―
と
デ
ボ
ー
リ
ン
は
云
う
、
―
―
特
殊
な
る
特
性
0

0

の
契
機
に
い
つ
も
重
大
な
意
義
を
置
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き
、
こ
れ
に
よ
っ
て
斯
か
る
特
性
を
普
遍
と
法
則
性
と
に
調
和
せ
し
め
る
。
レ
ー
ニ
ン
は
特
性
0

0

お
よ
び
普
遍
0

0

の
弁

証
法
、
そ
の
内
的
聯
絡
、
な
ら
び
に
そ
の
区
別
及
び
対
立
性
を
、
完
全
に
理
解
し
て
い
た
。
弁
証
法
を
、
弁
証
法

そ
の
も
の
か
ら
出
て
来
る
特
質
に
於
て
取
扱
う
こ
の
能
力
は
、
我
々
の
見
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
一
箇
の
理
論
家

及
び
実
際
家
と
し
て
の
レ
ー
ニ
ン
の
威
力
の
源
泉
で
あ
る
。
他
の
マ
ル
ク
ス
主
義
者
は
、
社
会
的
生
活
の
種
々
な

る
問
題
に
対
し
、
社
会
的
生
活
の
発
展
法
則

0

0

0

0

に
関
す
る
マ
ル
ク
ス
の
学
説
を
た
だ
そ
の
ま
ま
に
借
り
来
れ
る
千
篇

一
律
の
論
を
繰
り
返
し
て
い
る
に
反
し
、
レ
ー
ニ
ン
は
普
遍
的
な
法
則
性
の
認
識
の
上
に
立
脚
し
つ
つ
、
つ
ね
に

一
定
の
時
代
の
、
一
つ
の
階
段
ま
た
は
一
つ
の
時
期
の
、
諸
現
象
の
特
質
を
観
察
し
、
且
つ
こ
れ
に
よ
っ
て
、
現

象
の
鎖
に
お
け
る
か
の
最
も
重
要
な
特
殊
の
環
―
―
そ
れ
は
与
え
ら
れ
た
る
諸
事
情
の
下
に
お
い
て
は
普
遍
の
本

0

0

0

0

質
的
な
一
契
機

0

0

0

0

0

0

で
あ
り
普
遍
そ
の
も
の
を
表
現
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
―
―
を
把
握
す
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
そ

こ
で
特
殊
は
弁
証
法
的
に
普
遍
と
な
り
、
普
遍
は
ま
た
特
殊
と
な
る
。
か
く
て
レ
ー
ニ
ン
は
、
抽
象
的
な
真
理
の

土
台
に
固
執
す
る
件
の
マ
ル
ク
ス
主
義
者
と
反
対
に
、
一
箇
の
具
体
的
な
真
理

0

0

0

0

0

0

の
基
礎
を
作
る
こ
と
を
知
っ
て
い

た
。」＊

惟
う
に
こ
の
文
章
の
う
ち
に
真
実
の
弁
証
家

0

0

0

と
い
わ
ゆ
る
公
式
主
義
者

0

0

0

0

0

と
の
相
違
、
対
立
は
明
瞭
に
規
定

さ
れ
、
表
現
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
公
式
主
義
者
と
は
即
ち
「
マ
ル
ク
ス
の
学
説
を
た
だ
そ
の
ま
ま
に
借
り
来

れ
る
千
篇
一
律
の
論
を
繰
り
返
し
て
い
る
」
者
、
或
い
は
、「
抽
象
的
な
真
理
の
土
台
に
固
執
す
る
マ
ル
ク
ス
主
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義
者
」
の
謂
で
あ
る
。
彼
等
は
も
と
よ
り
、
公
式
主
義
者
と
し
て
、
真
理
が
何
等
か
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と

を
理
解
し
て
い
る
。
そ
の
限
り
に
於
て
彼
等
は
正
し
い
。
し
か
し
同
時
に
彼
等
は
こ
の
普
遍
を
単
に
普
遍
と
し
て

抽
象
的
に
こ
れ
を
固
定
す
る
。
こ
れ
が
彼
等
の
好
ん
で
用
い
る
と
こ
ろ
の
公
式
乃
至
定
義
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば

彼
等
の
論
理
は
形
式
論
理
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
る
に
普
遍
的
な
ま
た
は
包
括
的
な
定
義
は
、
ま
さ
に
そ
の
普

遍
性
即
ち
そ
の
抽
象
性
の
故
に
、
特
殊
な
個
別
的
場
合
に
と
っ
て
は
屡
々
不
十
分
で
あ
る
。
そ
こ
で
現
実
の
個
々

の
場
合
に
、
一
定
の
公
式
若
く
は
定
義
に
合
致
し
な
い
も
の
に
出
会
う
と
き
、
或
い
は
そ
れ
の
形
式
的
な
適
用
乃

至
応
用
が
不
可
能
に
さ
れ
て
い
る
の
を
見
出
す
と
き
、
彼
等
公
式
主
義
者
は
直
ち
に
異
端
呼
ば
わ
り
、
反
動
呼
ば

わ
り
を
始
め
る
。
こ
れ
公
式
主
義
者
が
多
く
の
場
合
宗
派
的
分
裂
主
義
者
で
あ
る
所
以
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
弁

証
家
は
、
一
般
的
な
概
念
規
定
が
条
件
的
な
且
つ
相
対
的
な
意
義
を
も
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
は
対
象
の
全
面
的

な
聯
関
を
そ
の
全
発
展
に
於
て
把
握
し
得
る
も
の
で
な
い
こ
と
、
を
知
っ
て
い
る
。「
具
体
的
な
、
歴
史
的
な
過

程
に
お
い
て
は
、『
弁
証
法
的
な
運
動
』
に
お
い
て
は
、
時
と
す
る
と
正
に
特
殊
な
も
の
が
強
く
前
面
に
現
れ
る

と
同
時
に
、
他
の
場
合
に
は
そ
れ
が
普
遍
の
背
後
に
引
っ
こ
む
。
何
が
与
え
ら
れ
た
る
瞬
間
に
お
い
て
本
質
的
で

あ
り
、
何
が
こ
れ
に
反
し
て
『
偶
然
的
』
で
あ
る
か
を
、
各
の
個
々
の
場
合
に
お
い
て
指
示
す
る
こ
と
が
、
具
体

的
分
析
の
職
分
で
あ
る
。＊
＊」

か
く
の
如
き
具
体
的
な
分
析
は
ま
た
一
定
の
理
論
の
究
明
に
あ
た
っ
て
も
要
求
さ
れ
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て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
理
論
も
ま
た
そ
れ
自
身
一
箇
の
具
体
的
な
、
歴
史
的
な
産
物
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

＊　

デ
ボ
ー
リ
ン
、革
命
的
弁
証
家
と
し
て
の
レ
ー
ニ
ン
、『
レ
ー
ニ
ン
の
弁
証
法
』（
河
上
博
士
訳
）、第
十
六
―
十
七
頁
。

＊
＊　

前
掲
書
、
第
十
九
頁
。

二

さ
て
マ
ル
ク
ス
主
義
に
関
す
る
最
近
の
文
献
に
於
て
私
の
著
作
『
唯
物
史
観
と
現
代
の
意
識
』
は
ひ
と
つ
の
批

判
に
会
っ
た
。
批
判
は
佐
伯
峻
平
氏
の
名
に
よ
っ
て
署
名
さ
れ
て
い
る
。＊

し
か
る
に
い
ま
私
は
佐
伯
氏
の
文
章
を

通
読
し
て
、
そ
こ
に
公
式
主
義
以
外
の
何
物
を
も
見
出
し
得
な
か
っ
た
。
私
は
こ
こ
に
私
の
報
告
を
書
き
、
佐
伯

氏
に
於
け
る
公
式
主
義
を
分
析
、
究
明
し
、
兼
ね
て
我
々
の
見
解
を
こ
の
方
面
か
ら
明
白
な
ら
し
め
よ
う
。

＊　

佐
伯
峻
平
氏
、『
唯
物
弁
証
法
と
唯
物
史
観
』（『
マ
ル
ク
ス
主
義
講
座
』第
拾
壱
巻
、昭
和
三
年
十
一
月
刊
行
）、参
照
。

私
は
佐
伯
氏
の
議
論
を
整
理
し
つ
つ
進
も
う
。
氏
の
主
張
の
根
柢
は
、「
全
唯
物
論
の
一
般
的
基
礎
命
題
と
し

て
の
哲
学
的
唯
物
論
と
、
唯
物
論
哲
学
が
各
々
の
史
的
条
件
の
下
に
採
っ
て
現
れ
た
具
体
的
理
論
体
系
と
を
区

別
す
る
こ
と
」
に
あ
る
。
我
々
は
こ
こ
に
哲
学
的
唯
物
論

0

0

0

0

0

0

と
い
う
語
が
極
め
て
特
殊
な
意
味
に
用
い
ら
れ
て
い
る

こ
と
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
曰
く
、「
哲
学
的
唯
物
論
と
は
、
か
か
る
、
凡あ
ら

ゆ
る
唯
物
論
に
通
じ
、
凡
ゆ
る
唯
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物
論
の
根
拠
を
な
し
、
そ
し
て
凡
ゆ
る
観
念
論
と
非
妥
協
的
に
対
立
す
る
と
こ
ろ
の
哲
学
的
命
題
の
謂
で
あ
る
。」

即
ち
哲
学
的
唯
物
論
と
謂
わ
れ
る
も
の
は
、具
体
的
な
、歴
史
的
な
、個
々
の
唯
物
論
哲
学
に
と
っ
て
共
通
な
も
の
、

普
遍
的
な
も
の
で
あ
る
。も
と
よ
り
種
々
の
特
殊
な
る
理
論
体
系
が
い
ず
れ
も
唯
物
論
と
呼
ば
れ
得
る
か
ら
に
は
、

そ
こ
に
は
そ
れ
ら
を
し
て
等
し
く
唯
物
論
た
ら
し
め
る
と
こ
ろ
の
普
遍
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
普
遍
と
特

殊
と
を
区
別
す
る
こ
と
は
、佐
伯
氏
の
云
わ
れ
る
如
く
、無
論
必
要
で
あ
る
。
佐
伯
氏
の
説
の
根
拠
と
し
て
、我
々

は
レ
ー
ニ
ン
の
次
の
言
葉
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。
即
ち
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
、
十
八
世
紀
の
唯
物
論
及
び
ビ
ュ
ヒ

ナ
ー
一
派
の
学
説
を
、
ひ
と
え
に

0

0

0

0

そ
れ
ら
が
一
定
の
「
制
限
」
を
越
え
得
な
か
っ
た
の
故
を
も
っ
て
否
認
し
て
い

る
の
で
あ
っ
て
、「
む
し
ろ
唯
物
論
の
イ
ロ
ハ
に
属
し
て
い
る
あ
ら
ゆ
る
爾
余
の
問
題
（
マ
ッ
ハ
主
義
者
に
よ
っ

て
歪
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
）
に
於
て
は
、
一
方
マ
ル
ク
ス
及
び
エ
ン
ゲ
ル
ス
と
他
方
あ
ら
ゆ
る
こ
れ
ら
の
旧
唯
物

論
者
と
の
間
に
如
何
な
る
区
別

0

0

0

0

0

0

も
存
し
な
い
し
、ま
た
存
し
得
な
い
の
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。」＊

従
っ
て
こ
こ
に
は
問
題
は
な
い
。

＊　

O
p. cit., S. 239.

そ
れ
で
は
佐
伯
氏
の
い
わ
ゆ
る
哲
学
的
唯
物
論
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
氏
が
か
か
る
も
の
と
し
て

掲
げ
ら
れ
る
の
は
、
実
に
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
書
物
か
ら
の
抜
き
書
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
氏
は
引
用
す
る
、「
根
源
的

な
る
も
の
は
、
精
神
で
あ
る
か
そ
れ
と
も
自
然
で
あ
る
か
。
…
…
こ
の
問
が
答
え
ら
れ
る
仕
方
の
異
な
る
に
つ
れ
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て
、
哲
学
者
は
二
大
陣
営
に
分
裂
し
た
。
自
然
に
対
す
る
精
神
の
根
源
性
を
主
張
し
た
人
々
は
…
…
観
念
論
の
陣

営
を
構
成
し
た
。
自
然
を
根
源
的
な
る
も
の
と
見
做
し
た
他
の
人
々
は
、
唯
物
論
の
種
々
な
る
学
派
に
属
す
る
。

観
念
論
と
唯
物
論
な
る
両
つ
の
言
葉
は
根
源
的
に
は
こ
れ
以
外
の
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
な
い
。」＊

私
は
佐
伯

氏
の
た
め
に
更
に
レ
ー
ニ
ン
を
引
く
こ
と
が
出
来
よ
う
。「
我
々
は
物
か
ら
し
て
感
覚
に
そ
し
て
思
想
に
行
く
べ

き
か
。
そ
れ
と
も
思
想
か
ら
そ
し
て
感
覚
か
ら
物
に
行
く
べ
き
か
。
第
一
の
、
即
ち
唯
物
論
の
方
向
を
エ
ン
ゲ
ル

ス
は
と
っ
て
い
る
。
第
二
の
、
即
ち
観
念
論
の
方
向
を
マ
ッ
ハ
が
と
っ
て
い
る
。＊
＊」

＊　

Engels, Ludw
ig Feuerbach und der Ausgang der klassischen Philosophie (M

arxistische B
ibliothek), S. 

28.

【『
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
論
』】

＊
＊　

O
p. cit., S. 23.

我
々
は
右
の
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
言
葉
の
う
ち
に
、
佐
伯
氏
の
謂
う
「
最
も
抽
象
的
な
把
握
」
に
於
け
る
、
歴
史
上

の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
唯
物
論
の
通
有
す
る
「
一
般
的
基
礎
命
題
」
を
認
め
て
も
よ
い
。
公
式
主
義
者
佐
伯
氏
の
不

幸
は
、
こ
の
抽
象
性
、
こ
の
普
遍
性
に
の
み
固
執
し
て
、
何
等
の
特
殊
性
を
も
見
ま
い
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

こ
れ
と
は
反
対
に
、
レ
ー
ニ
ン
は
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
当
の
定
式
を
極
め
て
重
要
視
し
な
が
ら
、
し
か
も
同
時
に
マ

ル
ク
ス
主
義
的
唯
物
論
の
特
殊
性
を
決
し
て
見
逃
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
佐
伯
氏
は
私
に
抗
論
し
つ
つ
云
う
、
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「
唯
物
論
と
は
物
質
か
ら
意
識
を
導
出
し
若
く
は
演
繹
す
る
こ
と
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
筈
で
あ
る
。」
ま
た
曰

く
、「
思
惟
能
力
の
内
容
を
な
す
と
こ
ろ
の
感
覚
、
意
識
、
観
念
は
、
機
能
的
に
は
、
か
の
機
械
的
唯
物
論
が
考

え
た
よ
う
に
、
脳
髄
の
分
泌
物
で
あ
る
。」
斯
く
佐
伯
氏
の
表
現
さ
れ
る
思
想
が
、
物
質
を
第
一
次
的
な
も
の
と

し
、
精
神
を
第
二
次
的
な
も
の
と
す
る
と
い
う
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
唯
物
論
定
式
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
は
論
ず
る
を

俟
た
な
い
。
そ
れ
は
立
派
な
唯
物
論
で
あ
る
。
し
か
し
佐
伯
氏
の
不
幸
は
、
そ
れ
が
ビ
ュ
ヒ
ナ
ー
流
の
唯
物
論
で

あ
っ
て
、
決
し
て
マ
ル
ク
ス
主
義
的
唯
物
論
で
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
。
レ
ー
ニ
ン
は
後
者
の
特
殊
性
を
固
持
し
つ

つ
言
っ
て
い
る
。「
こ
の
見
方
は
感
覚
を
物
質
の
運
動
か
ら
演
繹
し
（ableiten

）
ま
た
は
物
質
の
運
動
に
還
元
す

る
（reduzieren

）
こ
と
に
存
す
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
む
し
ろ
感
覚
が
運
動
す
る
物
質
の
属
性
（Eigenschaft

）

の
ひ
と
つ
と
し
て
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
存
す
る
。
こ
の
問
題
に
於
て
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
デ
ィ
ド
ゥ
ロ
と
見
解
を
共

に
し
、
そ
し
て
彼
は
『
俗
学
的
』
唯
物
論
者
達
、
就な
か
ん
ず
く中フ

ォ
ク
ト
、
ビ
ュ
ヒ
ナ
ー
及
び
モ
レ
シ
ョ
ッ
ト
か
ら
自
分

を
区
別
し
て
い
る
、
そ
の
わ
け
は
実
に
彼
等
が
恰
も
我
々
の
脳
髄
は
、
肝
臓
が
胆
汁
を
分
泌
す
る
と
ま
さ
に
同
様

に
、
思
想
を
分
泌
す
る
と
い
う
見
方
に
陥
っ
た
た
め
で
あ
る
。」＊

こ
の
よ
う
に
唯
物
論
の
範
囲
内
に
於
け
る
マ
ル

ク
ス
主
義
的
立
場
に
重
き
を
置
い
た
レ
ー
ニ
ン
は
、
そ
の
『
唯
物
論
と
経
験
批
判
論
』
の
中
で
、
佐
伯
氏
の
空
想

さ
れ
る
如
く
、「
一
切
の
唯
物
論
者
を
一
切
の
観
念
論
者
に
対
し
て
、
自
己
の
側
に
自
由
に
動
員
す
る
こ
と
が
出
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来
る
」
と
は
信
じ
な
か
っ
た
。
却
っ
て
彼
は
た
だ
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
唯
物
論
者
、
即
ち
デ
ィ
ド
ゥ
ロ
、
フ
ォ
イ

エ
ル
バ
ッ
ハ
、
マ
ル
ク
ス
及
び
エ
ン
ゲ
ル
ス
を
自
己
の
味
方
に
引
き
入
れ
て
マ
ッ
ハ
主
義
者
た
ち
と
闘
争
し
た
の

で
あ
る
。

＊　

O
p. cit., S. 29.

思
考
方
法
の
上
に
於
け
る
レ
ー
ニ
ン
と
佐
伯
氏
と
の
間
の
相
違
は
更
に
簡
単
に
は
次
の
こ
と
か
ら
も
窺
い
知
る

こ
と
が
出
来
る
。
佐
伯
氏
は
「
哲
学
的
唯
物
論
」
な
る
術
語
を
レ
ー
ニ
ン
か
ら
受
取
ら
れ
た
よ
う
に
見
え
る
。
し

か
る
に
氏
は
こ
の
語
を
レ
ー
ニ
ン
の
意
味
と
は
全
く
異
な
っ
て
用
い
ら
れ
る
。
氏
に
よ
れ
ば
、
哲
学
的
唯
物
論
と

は
、
凡あ
ら

ゆ
る
唯
物
論
を
通
じ
、
凡
ゆ
る
唯
物
論
の
根
拠
を
な
す
哲
学
的
命
題
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
は
一

切
の
唯
物
論
が
唯
物
論
で
あ
る
所
以
の
も
の
で
あ
る
。
分
り
易
く
言
え
ば
、
そ
れ
は
恰
も
あ
ら
ゆ
る
馬
が
馬
で
あ

っ
て
牛
で
な
い
こ
と
を
規
定
し
、
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
馬
に
対
し
て
通
用
す
る
馬
の
一
般
的
概
念
の
如
き
も
の
で
あ

る
。
形
式
論
理
学
は
こ
の
よ
う
な
一
般
的
概
念
の
優
越
な
る
も
の
を
定
義
と
名
づ
け
て
い
る
。
佐
伯
氏
が
哲
学
的

唯
物
論
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
実
は
唯
物
論
の
定
義
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
馬
の
定
義
と
現
実
の
馬
と
が
等
し
く
な
い
よ

う
に
、
唯
物
論
の
定
義
と
具
体
的
歴
史
的
な
唯
物
論
と
を
区
別
す
る
こ
と
は
、
佐
伯
氏
が
そ
の
絶
対
の
必
要
を
叫

ば
れ
る
ま
で
も
な
く
、
何
人
も
こ
れ
を
行
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
と
き
こ
の
定
義
は
「
最
も
抽
象
的
」
で
あ
り
、
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形
式
的
で
あ
り
、
従
っ
て
殆
ど
全
く
現
実
性
を
有
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
か
く
て
佐
伯
氏
の
謂
う
哲
学
的
唯
物
論

の
概
念
は
現
実
の
歴
史
に
対
し
て
不
生
産
的
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
レ
ー
ニ
ン
は
彼
の
哲
学
的

唯
物
論
の
概
念
を
こ
の
よ
う
に
非
現
実
的
な
、
非
歴
史
的
な
も
の
と
し
て
、
即
ち
形
式
的
な
定
義
と
し
て
構
成
し

な
か
っ
た
。
レ
ー
ニ
ン
が
哲
学
的
唯
物
論
と
い
う
と
き
、
そ
れ
は
、
佐
伯
氏
の
場
合
の
如
く
、「
各
々
の
史
的
条

件
の
下
に
現
れ
た
具
体
的
理
論
体
系
」
と
し
て
の
唯
物
論
か
ら
区
別
さ
れ
た
非
歴
史
的
な
定
義
を
云
っ
て
い
る
の

で
な
く
、
却
っ
て
ま
さ
に
マ
ル
ク
ス
主
義
的

0

0

0

0

0

0

0

な
、
―
―
こ
の
一
定
の
史
的
条
件
の
も
と
に
現
れ
た
具
体
的
理
論
体

系
と
し
て
の
唯
物
論
で
あ
る
。
特
に
哲
学
的

0

0

0

唯
物
論
と
い
わ
れ
る
の
は
、
史
的
0

0

唯
物
論
若
く
は
唯
物
史
観
0

0

と
区
別

す
る
た
め
で
あ
る
。
即
ち
エ
ン
ゲ
ル
ス
に
做
っ
て
レ
ー
ニ
ン
の
屡
々
用
い
た
言
葉
に
よ
れ
ば
、
哲
学
的
唯
物
論
と

は
、「
上
部
に
向
っ
て
の
」
唯
物
論
に
対
し
て
「
下
部
に
向
っ
て
の
」
唯
物
論
を
謂
う
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外

の
も
の
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
レ
ー
ニ
ン
の
意
味
す
る
哲
学
的
唯
物
論
は
具
体
的
な
、
歴
史
的
な
、

マ
ル
ク
ス
主
義
的
唯
物
論
で
あ
り
、
ま
た
か
く
あ
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

い
ま
指
摘
し
た
佐
伯
氏
に
於
け
る
混
乱
に
聯
関
す
る
も
の
と
し
て
、
私
は
同
氏
の
次
の
錯
誤
を
挙
げ
ね
ば
な
ら

ぬ
。
マ
ル
ク
ス
主
義
唯
物
論
の
重
要
な
特
徴
と
し
て
そ
れ
に
「
実
践
」
の
契
機
の
属
す
る
こ
と
は
、
今
日
周
知
の

事
柄
で
あ
る
。
然
る
に
、
実
践
は
、
例
え
ば
そ
れ
が
真
理
の
基
準
を
意
味
す
る
と
い
う
如
く
、
明
ら
か
に
ま
た
マ
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ル
ク
ス
主
義
に
於
け
る
哲
学
的
唯
物
論
に
属
す
る
。
そ
れ
故
に
レ
ー
ニ
ン
は
、
そ
の
論
文
『
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
』

に
於
け
る
マ
ル
ク
ス
の
学
説
解
説
の
第
一
の
項
た
る
「
哲
学
的
唯
物
論
」
の
中
で
、
こ
の
実
践
の
契
機
に
説
き
及

ん
で
い
る
ば
か
り
で
な
く
、＊

ま
た
、
私
の
信
ず
る
と
こ
ろ
で
は
、
そ
こ
で
は
何
よ
り
も
哲
学
的
唯
物
論
が
問
題
に

さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
『
唯
物
論
と
経
験
批
判
論
』
に
於
て
も
、
マ
ル
ク
ス
主
義
唯
物
論
の
実
践
的
要
素
に
つ
い

て
屡
々
力
説
し
て
い
る
。
こ
れ
に
反
し
佐
伯
氏
の
論
文
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
第
一
章
の
（
一
）「
哲
学
的
唯
物
論
」

の
項
で
は
、
少
し
も
実
践
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
忠
実
な
レ
ー
ニ
ン
祖
述
家
を
も
っ

て
任
ぜ
ら
れ
る
ら
し
き
佐
伯
氏
に
於
け
る
ひ
と
つ
の
不
忠
実
、
少
な
く
と
も
手
落
で
な
く
て
何
で
あ
ろ
う
。

＊　

瓜
生
、
直
井
両
氏
訳
、『
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
・
マ
ル
ク
ス
主
義
』、
参
照
。

尤
も
こ
の
よ
う
に
氏
を
責
め
る
こ
と
は
無
理
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
我
々
の
明
ら
か
に
し
た
と
こ
ろ
で
は
、

氏
は
哲
学
的
唯
物
論
の
語
を
、
レ
ー
ニ
ン
と
は
違
っ
て
、
唯
物
論
の
定
義
の
意
味
に
解
せ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
佐
伯
氏
の
不
幸
は
、
か
か
る
定
義
を
み
ず
か
ら
作
り
出
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
を
エ
ン
ゲ
ル
ス
―
―
定
義

に
於
け
る
人
間
で
な
く
マ
ル
ク
ス
の
協
同
者
と
し
て
の
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
、
或
い
は
レ
ー
ニ
ン
―
―
定
義
に
於
け
る

人
間
で
は
な
く
ロ
シ
ヤ
革
命
の
指
導
者
と
し
て
の
レ
ー
ニ
ン
の
、
書
物
か
ら
抜
萃
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
氏

は
こ
の
と
き
、
こ
れ
ら
の
著
作
が
歴
史
上
の
一
定
の
人
間
に
よ
っ
て
、
一
定
の
時
、
一
定
の
場
所
に
於
て
、
そ
し
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て
特
に
注
意
す
べ
き
は
、
一
定
の
目
的
の
た
め
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
ら
れ
て
い
る
。＊

い
な
、
氏

の
不
幸
は
、
定
義
の
性
質
に
つ
い
て
の
全
く
の
無
理
解
に
あ
る
。
第
一
、
如
何
な
る
哲
学
的
科
学
に
於
て
も
、
定

義
は
、
そ
れ
が
本
来
の
定
義
で
あ
る
限
り
、
学
問
的
研
究
の
結
果
と
し
て
初
め
て
規
定
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
。

か
く
て
第
二
、一
定
の
事
物
が
如
何
に
定
義
さ
れ
る
か
は
、
そ
れ
が
如
何
に
研
究
さ
れ
る
か
を
、
即
ち
そ
の
研
究

の
方
法
を
お
の
ず
か
ら
現
す
。
こ
の
こ
と
と
関
係
し
て
第
三
、一
定
の
定
義
の
う
ち
に
は
つ
ね
に
そ
の
哲
学
上
の

立
場
そ
の
も
の
が
表
現
に
到
達
す
る
。
例
え
ば
、
哲
学
と
は
何
で
あ
る
か
、
に
つ
い
て
の
古
く
か
ら
の
種
々
な
る

定
義
の
中
に
は
、
こ
れ
を
定
義
し
た
哲
学
者
た
ち
の
種
々
な
る
立
場
が
自
然
に
含
ま
れ
て
い
る
。
い
ま
一
定
の
定

式
を
唯
物
論
の
定
義
と
し
て
受
取
る
に
あ
た
っ
て
も
、
こ
れ
ら
の
事
情
を
顧
慮
す
べ
き
で
あ
る
に
拘
ら
ず
、
佐
伯

氏
に
は
も
と
よ
り
そ
の
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
。公
式
主
義
者
の
考
え
方
は
非
歴
史
的
で
あ
る
の
を
特
徴
と
す
る
。

非
歴
史
的
は
反
マ
ル
ク
ス
主
義
的
で
あ
る
。
そ
こ
で
我
々
は
進
ん
で
エ
ン
ゲ
ル
ス
及
び
レ
ー
ニ
ン
の
唯
物
論
に
関

す
る
見
解
の
歴
史
的
特
殊
性
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
思
う
。

＊　

こ
の
文
章
を
書
き
始
め
て
か
ら
、
微び
よ
う恙

の
た
め
筆
者
が
中
断
し
て
い
た
間
に
、
河
上
博
士
訳
纂
に
か
か
る
事
項

別
レ
ー
ニ
ン
選
集
の
第
一
分
冊
『
弁
証
法
的
唯
物
論
に
つ
い
て
』
が
世
に
出
た
。
そ
の
訳
者
注
の
中
に
曰
く
、「
哲

学
的
研
究
乃
至
論
戦
自
身
を
、
厳
密
に
そ
の
党
的
政
治
活
動
、
組
織
活
動
の
発
展
の
見
地
か
ら
遂
行
し
、
こ
れ
に
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従
属
せ
し
め
た
レ
ー
ニ
ン
に
於
て
（
マ
ル
ク
ス
及
び
エ
ン
ゲ
ル
ス
に
於
て
も
然
り
し
如
く
）、
学
校
教
師
風
の
哲
学

概
論
の
著
述
な
き
こ
と
は
、
む
し
ろ
当
然
で
あ
っ
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
」（
八
六
頁
）。
し
か
る
に
わ
が
公
式
主

義
者
た
ち
は
、
例
え
ば
レ
ー
ニ
ン
の
『
唯
物
論
と
経
験
批
判
論
』
を
、
恰
も
哲
学
概
論
の
書
物
な
る
か
の
如
く
に
、

或
い
は
哲
学
辞
典
な
る
か
の
よ
う
に
使
用
す
る
。
彼
等
は
み
ず
か
ら
思
惟
す
る
代
り
に
た
だ
た
だ
引
用
す
る
。
思0

惟
の
怠
惰

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
は
公
式
主
義
者
の
特
徴
を
な
す
。
し
か
る
に
弁
証
法
は
な
に
よ
り
も
思
惟
の
怠
惰
を
許
さ

な
い
筈
で
あ
る
。
つ
い
で
な
が
ら
次
の
こ
と
を
言
っ
て
お
こ
う
。
他
の
箇
所
で
既
に
注
意
し
て
お
い
た
に
拘
ら
ず
、

佐
伯
氏
は
言
う
、「
我
々
は
博
士
の
『
自
己
清
算
』
を
全
体
と
し
て
通
覧
す
る
と
き
、
第
三
冊
以
前
と
第
四
冊
以
後

と
に
お
い
て
著
し
い
色
調
の
差
異
を
見
出
す
。
第
三
冊
以
前
に
お
い
て
は
、
専
ら
特
に
三
木
清
氏
の
方
向
に
於
け

る
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
を
見
る
に
対
し
、
第
四
冊
以
後
に
お
い
て
は
、
三
木
氏
の
理
論
と
絶
対
に
相
容
れ
ざ
る
基
本
的

立
論
の
た
め
に
多
く
の
頁
が
当
て
ら
れ
て
い
る
の
を
見
る
。
し
か
し
て
、
第
三
冊
と
第
四
冊
と
の
間
に
は
レ
ー
ニ

ン
の
『
経
験
批
判
論
』
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。」
な
る
ほ
ど
河
上
博
士
の
自
己
清
算
の
中
に
は
立
場
の
転
換
乃
至
動

揺
が
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
第
三
冊
と
第
四
冊
と
の
間
に
於
て
一
度
だ
け
起
っ
た
こ
と
で
な
く
、
注
意
深
い
読
者

は
そ
の
後
に
も
屡
々
そ
れ
を
見
出
す
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
佐
伯
氏
の
指
摘
し
て
い
ら
れ
る
も
の
に
関
し
て
云
え
ば
、

な
る
ほ
ど
第
三
冊
以
前
に
は
、
私
の
論
文
か
ら
の
引
用
が
現
れ
て
お
り
、
そ
し
て
第
四
冊
以
後
に
は
レ
ー
ニ
ン
の
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該
著
か
ら
の
引
用
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
引
用
文
に
よ
っ
て
直
ち
に
考
え
方
の
同
一
を
推
論
す
る
の
は
公
式
主

義
者
だ
け
の
な
し
得
る
こ
と
だ
。
現
に
弁
証
法
に
つ
い
て
度
々
長
談
議
を
し
な
が
ら
、
そ
の
考
え
方
が
少
し
も
弁

証
法
的
で
な
い
仲
間
も
沢
山
い
る
。
河
上
博
士
の
自
己
清
算
が
そ
の
第
三
冊
以
前
と
雖
も
「
三
木
哲
学
的
」
で
な

い
こ
と
は
、
親
切
な
、
公
平
な
、
そ
し
て
書
物
を
本
当
に
読
む
こ
と
を
知
っ
て
い
る
読
者
は
、
こ
こ
に
縷
説
す
る

ま
で
も
な
く
、
理
解
さ
れ
得
る
筈
で
あ
る
。

三

先
ず
第
一
に
、
私
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
、
唯
物
論
と
観
念
論
の
名
を
も
っ
て
表
現
さ
れ
得
る
対
立
は
、
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
の
思
想
の
歴
史
に
於
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
出
現
後
に
初
め
て
そ
の
十
分
な
意
味
を
も
ち
得
る
も
の
で
あ
る
。

従
っ
て
そ
れ
以
前
の
ギ
リ
シ
ア
哲
学
の
中
へ
こ
の
対
立
の
概
念
を
持
ち
込
も
う
と
す
る
と
き
、
そ
れ
は
不
十
分
で

あ
り
、
屡
々
誤
謬
を
喚
き
起
す
こ
と
と
な
る
。
純
粋
な
観
念
論
は
キ
リ
ス
ト
教
の
宗
教
的
体
験
の
地
盤
の
上
に
於

て
現
れ
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
に
応
じ
て
ま
た
唯
物
論
も
自
己
を
明
確
に
形
作
り
得

た
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
哲
学
を
一
般
に
観
念
論
と
唯
物
論
と
の
二
大
類
型
に
分
つ
こ
と
は
、
一
定
の
史
的
条

件
の
も
と
に
於
て
の
み
妥
当
す
る
。
む
し
ろ
他
の
対
立
概
念
が
一
層
一
般
的
な
分
類
に
役
立
ち
得
る
よ
う
に
見
え
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る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
最
近
、
例
え
ば
ク
ロ
ー
ナ
ー
の
如
き
は
「
自
我
哲
学
」（Ichphilosophie

）
と
「
世
界
哲

学
」（W

eltphilosophie

）
な
る
対
立
概
念
を
掲
げ
て
い
る
。
彼
は
考
え
る
、「
合
理
主
義
と
経
験
主
義
、
実
在
論

と
観
念
論
な
る
一
切
の
区
別
は
、
究
極
は
、
自
我
哲
学
と
自
我
無
き
、
単
な
る
世
界
哲
学
と
の
間
の
新
し
い
、
強

大
な
る
区
別
の
背
後
に
消
え
失
せ
る
。」＊

ク
ロ
ー
ナ
ー
に
拠
れ
ば
、
カ
ン
ト
以
前
の
一
切
の
思
惟
は
世
界
の
思
惟

で
あ
っ
た
。カ
ン
ト
に
於
け
る
自
我
の
発
見
の
意
義
を
評
価
し
て
彼
は
云
う
、「
中
世
の
全
キ
リ
ス
ト
教
的
思
惟
が
、

ギ
リ
シ
ア
的
諸
概
念
の
優
勢
な
る
跳
梁
に
対
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
的
信
仰
の
真
の
本
質
、
特
有
な
る
深
さ
を
哲
学

的
世
界
観
の
内
部
に
於
て
十
分
に
確
立
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
に
反
し
て
、
カ
ン
ト
及
び
ド
イ
ツ
観
念
論

に
よ
っ
て
こ
の
世
界
史
的
課
題
が
解
決
さ
れ
た
。＊
＊」

私
は
こ
こ
に
ク
ロ
ー
ナ
ー
の
設
け
た
区
別
に
つ
い
て
立
入
っ

て
論
じ
よ
う
と
は
思
わ
な
い
。
私
自
身
は
、
他
の
箇
所
で
、
世
界
観
の
対
立
す
る
二
つ
の
類
型
と
し
て
、「
自
然

概
念
」（N

aturbegriff

）
と
「
生
の
概
念
」（Lebensbegriff

）
を
掲
げ
た
こ
と
が
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
純
粋

な
観
念
論
の
発
展
が
宗
教
的
体
験
と
結
合
し
て
い
る
こ
と
は
否
定
出
来
な
い
。
そ
れ
故
に
自
覚
さ
れ
た
唯
物
論
哲

学
は
多
く
の
場
合
宗
教
批
判

0

0

0

0

と
し
て
現
れ
た
の
で
あ
る
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
が
そ
う
で
あ
っ
た
。
彼
は
観
念
論

的
哲
学
の
本
質
を
も
っ
て
神
学
と
見
做
し
、
こ
れ
の
批
判
を
主
と
し
て
宗
教
の
批
判
に
従
属
せ
し
め
て
い
る
。
宗

教
の
本
質
に
つ
い
て
の
彼
の
見
方
の
う
ち
に
は
啓
蒙
時
代
の
唯
物
論
者
の
そ
れ
に
共
通
な
も
の
が
多
く
存
し
て
い
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。
マ
ル
ク
ス
及
び
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
唯
物
論
に
於
け
る
「
戦
闘
的
な
る
も
の
」
が
そ
の
宗
教
批
判
に
あ
る
こ
と
を

意
識
し
、
認
識
し
て
い
た
。
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
そ
の
『
史
的
唯
物
論
に
つ
い
て
』
な
る
論
文
の
中
で
特
に
こ
の
問
題

に
触
れ
て
い
る
。
同
じ
こ
と
は
レ
ー
ニ
ン
に
つ
い
て
も
固
よ
り
言
わ
れ
得
る
。
レ
ー
ニ
ン
は
千
九
百
二
十
二
年
に

公
に
さ
れ
た
『
戦
闘
的
唯
物
論
の
意
味
に
つ
い
て
』
な
る
論
文
の
中
で
、
唯
物
論
が
な
に
よ
り
も
、
支
配
す
る
宗

教
に
対
し
て
闘
争
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
強
調
し
、
そ
し
て
云
っ
て
い
る
、「
十
八
世
紀
の
、
即
ち
ブ
ル
ジ
ョ
ア

階
級
が
革
命
的
で
あ
っ
た
か
の
時
期
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
代
表
者
た
ち
と
の
同
盟
を
恐
れ
て
し
り
ご
み
す
る
の

は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
と
唯
物
論
と
に
対
す
る
裏
切
に
等
し
い
。
け
だ
し
支
配
的
な
宗
教
的
愚
物
に
対
す
る
闘
争
に

於
て
は
、或
る
ま
た
は
他
の
形
態
に
於
け
る
、此
れ
ま
た
は
彼
の
程
度
に
於
け
る
ド
レ
ウ
ス
と
の
『
同
盟
』
は
我
々

に
と
っ
て
義
務
で
あ
る
。
＊
＊
＊」

即
ち
彼
は
、
支
配
的
な
宗
教
に
対
し
て
批
判
を
向
け
る
た
め
に
は
、『
キ
リ
ス
ト
神
話
』

（
千
九
百
十
年
、
第
四
版
）
の
著
者
た
る
ド
イ
ツ
の
学
者
ア
ル
ト
ゥ
ル
・
ド
レ
ウ
ス
と
さ
え
、
も
と
よ
り
一
定
の

限
界
内
で
は
あ
る
が
、「
同
盟
」
を
結
ぶ
こ
と
を
マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
家
の
義
務
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
レ

ー
ニ
ン
の
態
度
に
於
て
こ
そ
我
々
は
、凡
て
が
社
会
革
命
の
唯
一
の
目
的
の
た
め
に
集
中
さ
れ
て
い
る
の
を
見
る
。

こ
の
態
度
は
わ
が
公
式
主
義
的
理
論
家
の
間
に
は
遺
憾
に
も
見
出
さ
れ
得
な
い
。
彼
等
は
み
ず
か
ら
を
強
い
て
偏

狭
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
み
ず
か
ら
を
強
い
て
無
力
に
す
る
こ
と
に
の
み
骨
折
っ
て
い
る
よ
う
で
さ
え
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
し
て
、
わ
が
国
に
於
て
現
実
に
如
何
な
る
形
態
に
於
け
る
マ
ル
ク
ス
主
義
的
哲
学
が
形
成
さ
る
べ
き

で
あ
る
か
は
、
私
の
考
え
る
と
こ
ろ
で
は
、
わ
が
国
に
於
け
る
宗
教
批
判
の
意
義
と
そ
の
重
要
性
の
程
度
に
か
か

わ
る
こ
と
が
多
大
で
あ
る
。
し
か
る
に
佐
伯
氏
は
、
公
式
主
義
者
と
し
て
、
も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
問
題
に
つ
い

て
の
少
し
の
反
省
も
経
ず
し
て
、
ひ
た
す
ら
に
唯
物
論
公
式
を
云
々
さ
れ
る
で
あ
る
。

＊　

R
ichard K

roner, Von K
ant bis H

egel, I. B
d., S. 45.

＊
＊　

Ibid. S. 42.

＊
＊
＊　

Lenin, U
eber R

eligion (aus A
rtikeln und B

riefen). H
rsg. v. H

. D
uncker. SS. 53

―54.

第
二
に
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
、
こ
と
に
レ
ー
ニ
ン
の
唯
物
論
が
著
し
く
自
然
科
学
的
で
あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
十
九
世
紀
に
於
て
自
然
科
学
は
最
も
目
覚
し
い
進
歩
を
な
し
、
そ
の
驚
く
べ
き
収
穫
は
時
代

の
理
論
的
意
識
を
特
に
自
然
科
学
的
に
し
た
。
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
そ
の
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
論
の
中
で
、
自
然
過
程

の
聯
関
に
関
す
る
我
々
の
知
識
に
巨
大
な
る
進
歩
を
与
え
た
も
の
と
し
て
、
就
中
三
大
発
見
に
つ
い
て
語
っ
て
い

る
。
即
ち
そ
れ
は
、
第
一
に
細
胞
の
発
見
、
第
二
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
転
化
に
関
す
る
説
、
第
三
に
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の

進
化
論
で
あ
る
。
自
然
科
学
的
で
あ
っ
た
時
代
の
意
識
の
中
に
あ
っ
て
、
社
会
主
義
理
論
を
公
共
的
に
し
、
強
力

に
す
る
た
め
に
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
な
に
よ
り
も
自
然
科
学
に
そ
の
理
論
の
根
柢
を
求
め
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
か
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く
て
彼
は
云
う
、「
自
然
は
弁
証
法
に
と
っ
て
の
試
金
で
あ
る
、
そ
し
て
我
々
は
近
代
自
然
科
学
に
向
っ
て
、
そ

れ
が
こ
の
試
金
の
た
め
に
極
め
て
豊
富
な
、
日
々
に
堆
積
さ
れ
て
ゆ
く
材
料
を
供
給
し
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
、

自
然
に
あ
っ
て
、
究
極
は
、
物
は
弁
証
法
的
に
進
行
し
、
形
而
上
学
的
に
進
行
す
る
の
で
な
い
と
い
う
こ
と
を
証

明
し
た
こ
と
を
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。」＊

自
然
科
学
に
対
す
る
ひ
た
す
ら
な
る
、
絶
対
的
な
る
信
頼
は
彼
の
次
の
有

名
な
言
葉
の
う
ち
に
更
に
率
直
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
曰
く
、「
従
来
の
全
哲
学
の
う
ち
な
お
独
立
に
残
存
す
る

も
の
は
、
思
惟
及
び
そ
の
法
則
に
関
す
る
理
論
―
―
形
式
論
理
学
と
弁
証
法
と
で
あ
る
。＊
＊」
弁
証
法
的
唯
物
論
の

基
礎
を
自
然
科
学
に
お
こ
う
と
す
る
、
既
に
か
く
の
如
く
エ
ン
ゲ
ル
ス
に
於
て
顕
著
な
傾
向
は
、
ま
た
千
九
百
九

年
に
現
れ
た
レ
ー
ニ
ン
の
『
唯
物
論
と
経
験
批
判
論
』
を
特
色
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。
総
じ
て
ロ
シ
ヤ
の
マ
ル
ク

ス
主
義
者
の
哲
学
論
は
自
然
科
学
的
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
私
は
、
近
代
ロ
シ
ヤ
に
於
け
る
理
論
的
意

識
の
公
共
圏
の
歴
史
的
特
殊
性
に
基
づ
く
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
著
名
な
無
政
府
主
義
者
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
も
、

彼
は
ま
た
彼
自
身
に
引
寄
せ
て
、
近
代
科
学
に
於
け
る
無
政
府
主
義
の
位
置
を
論
じ
て
云
っ
て
い
る
、「
無
政
府

主
義
は
、
人
間
社
会
の
生
活
及
び
そ
の
経
済
的
、
政
治
的
、
道
徳
的
諸
問
題
を
含
め
て
、
自
然
0

0

の
全
体
を
包
括
す

る
と
こ
ろ
の
、
諸
現
象
の
機
械
的
説
明
に
基
づ
い
た
宇
宙
に
つ
い
て
の
観
念
で
あ
る
。
そ
の
方
法
は
自
然
科
学
の

そ
れ
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
の
到
達
す
る
如
何
な
る
結
論
も
、
そ
れ
が
科
学
的
で
あ
る
こ
と
を
要
求
す
る
な
ら
ば
、
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こ
の
方
法
に
よ
っ
て
検
証
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。」
な
お
進
ん
で
彼
は
語
る
、「
我
々
は
最
近
、
社
会
主
義
理
想
を
仕

上
げ
る
た
め
に
社
会
民
主
主
義
者
に
よ
っ
て
我
々
に
推
薦
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
、
弁
証
法
的
方
法
に
つ
い
て
極
め
て

多
く
聞
い
て
い
る
。
然
し
我
々
は
こ
の
方
法
を
、
自
然
科
学
と
同
じ
く
、
許
容
し
な
い
。
弁
証
法
的
方
法
は
近
代

の
自
然
科
学
者
を
し
て
、
一
時
は
栄
え
た
が
、
科
学
に
よ
っ
て
忘
れ
ら
れ
て
い
る
、
幸
い
に
も
ず
っ
と
以
前
か
ら

忘
れ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
或
る
ひ
ど
く
古
び
た
も
の
を
想
い
起
さ
せ
る
。
力
学
、
天
文
学
、
物
理
学
、
化
学
、

生
物
学
、
心
理
学
、
ま
た
は
人
類
学
に
於
け
る
、
十
九
世
紀
の
如
何
な
る
発
見
も
、
弁
証
法
的
方
法
に
よ
っ
て
な

さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
世
紀
の
莫
大
な
る
成
果
は
凡
て
唯
一
の
科
学
的
方
法
―
―
帰
納
的
＝
演
繹
的
方
法
の
使
用

に
負
う
の
で
あ
る
。＊
＊
＊」

こ
こ
に
一
例
と
し
て
挙
げ
た
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
の
言
葉
か
ら
も
推
察
さ
れ
る
如
く
、
時
代
の

公
共
圏
に
於
け
る
支
配
的
な
る
も
の
が
自
然
科
学
で
あ
っ
た
ロ
シ
ヤ
に
於
て
、
科
学
的
社
会
主
義
と
し
て
他
と
対

質
し
闘
争
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
き
、
マ
ル
ク
ス
主
義
が
自
己
の
基
礎
を
自
然
科
学
に
求
め
た
の
は
必
然
的
で
あ
る
。

レ
ー
ニ
ン
は
唯
物
論
と
弁
証
法
と
が
自
然
科
学
に
於
て
証
明
を
得
て
い
る
と
繰
り
返
し
述
べ
る
。
さ
て
、
一
方
で

は
、
こ
の
よ
う
に
自
然
科
学
に
対
し
て
絶
対
的
な
信
頼
が
寄
せ
ら
れ
、
か
く
て
そ
れ
を
根
拠
と
し
て
唯
物
論
を
絶

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

対
化
し
永
遠
化
し
よ
う
と
す
る
傾
向

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
あ
る
の
に
対
し
て
、
他
方
で
は
、
我
々
は
既
に
マ
ル
ク
ス
主
義
の
創
始
者

に
於
て
自
然
科
学
に
つ
い
て
の
別
な
見
方

0

0

0

0

が
現
れ
て
い
る
の
を
見
る
の
で
あ
る
。『
ド
イ
ッ
チ
ェ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
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に
曰
く
、「
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
特
に
自
然
科
学
の
直
観
に
つ
い
て
語
り
、
彼
は
た
だ
物
理
学
者
や
化
学
者
の

眼
に
の
み
顕
に
な
る
秘
密
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。然
し
産
業
及
び
商
業
な
く
し
て
自
然
科
学
は
何
処
に
あ
ろ
う
。

こ
の
『
純
粋
な
』
自
然
科
学
で
さ
え
実
に
そ
の
目
的
並
び
に
そ
の
材
料
を
商
業
及
び
産
業
に
よ
っ
て
、
人
間
の
感

性
的
活
動
に
よ
っ
て
、
初
め
て
得
る
の
で
あ
る
。
＊
＊
＊
＊」
即
ち
そ
こ
に
は
自
然
科
学
を
も
、
こ
れ
を
ひ
と
つ
の
イ
デ
オ

0

0

0

0

0

0

0

ロ
ギ
ー

0

0

0

と
し
て
、
そ
の
社
会
的
歴
史
的
性
質
に
於
て
眺
め
、
人
間
の
社
会
的
歴
史
的
活
動
の
発
展
の
う
ち
に
そ
の

根
柢
を
尋
ね
よ
う
と
す
る
見
方
が
現
れ
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
自
然
科
学
を
も
、
哲
学
や
芸
術
な
ど
の
他
の
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
と
同
じ
く
、
ま
さ
に
史
的
唯
物
論
の
見
地
か
ら
把
握
す
る
の
で
あ
る
。
恰
も
同
様
な
見
方
は
唯
物
論

そ
の
も
の
に
関
し
て
も
現
れ
て
い
る
。『
神
聖
家
族
』
に
於
け
る
、
フ
ラ
ン
ス
唯
物
論
に
つ
い
て
の
古
典
的
な
文

章
の
中
で
、
マ
ル
ク
ス
は
次
の
如
く
記
す
。「
か
く
て
十
七
世
紀
の
形
而
上
学
の
没
落
が
十
八
世
紀
の
唯
物
論
的

理
論
か
ら
し
て
説
明
さ
れ
得
る
の
は
、
た
だ
、
こ
の
理
論
的
運
動
そ
の
も
の
が
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
の
生
活
の
実
践

的
形
態
か
ら
し
て
説
明
さ
れ
る
限
り
に
於
て
の
み
で
あ
る
。
こ
の
生
活
は
直
接
の
現
在
に
、
世
俗
的
享
楽
と
世
俗

的
利
益
と
に
、
地
上
の
世
界
に
向
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
反
神
学
的
、
反
形
而
上
学
的
、
そ
の
唯
物
論
的
実
践
に
、

反
神
学
的
、
反
形
而
上
学
的
、
唯
物
論
的
理
論
が
相
応
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
形
而
上
学
は
実
践
的
に
一
切
の

信
用
を
失
っ
た
。
＊
＊
＊
＊
＊」

一
定
の
実
践
的
社
会
的
形
態
に
一
定
の
観
念
形
態
が
対
応
す
る
。
唯
物
論
そ
の
も
の
と
雖
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も
社
会
の
一
定
の
構
造
に
応
ず
る
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
ま
た
そ
れ
が
如
何
な
る
特
定
の
形
態
の
も
の
と
し
て
能

く
現
実
的
で
あ
る
か
は
、
社
会
的
構
造
の
歴
史
的
特
殊
性
に
依
存
す
る
。
右
の
事
柄
を
一
切
考
慮
に
入
れ
て
、
さ

て
問
題
は
、
わ
が
国
に
於
け
る
マ
ル
ク
ス
主
義
に
と
っ
て
唯
物
論
は
現
実
に
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
べ
き
か
と
い

う
に
あ
る
。
然
し
な
が
ら
わ
が
佐
伯
氏
は
固
よ
り
こ
の
よ
う
な
問
題
を
真
面
目
に
問
題
に
す
る
こ
と
な
く
、
た
だ

た
だ
唯
物
論
公
式
を
云
々
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

＊　

Engels, H
errn Eugen D

ührings U
m

w
älzung der W

issenschaft, S. 8.

＊
＊　

O
p. cit., S. 11.

＊
＊
＊　

P. K
ropotkin, M

odern Science and Anarchism
, pp. 38

―40.

＊
＊
＊
＊　

M
arx-Engels A

rchiv, I. B
d, S. 243.

＊
＊
＊
＊
＊　

N
achlass, II. B

d., S. 234.

四

一
般
的
な
問
題
に
つ
い
て
は
論
議
さ
れ
た
。
私
は
更
に
進
ん
で
私
自
身
の
問
題
を
究
明
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
場
合
に

立
ち
到
っ
た
。
そ
の
論
文
の
多
く
の
頁
を
私
に
対
す
る
批
評
に
あ
て
る
の
労
を
と
り
、
親
切
を
示
さ
れ
た
佐
伯
氏
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に
対
し
て
、
遺
憾
な
が
ら
、
私
は
予
め
正
直
に
告
白
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
氏
は
僧
侶
的
な
態
度
を
も
っ
て
、
三
木

の
哲
学
は
観
念
論
で
あ
る
、
と
託
宣
さ
れ
る
。
し
か
る
に
、
そ
の
た
め
に
氏
の
と
ら
れ
た
道
行
を
吟
味
す
る
と
き
、

そ
こ
に
は
多
く
の
紛
糾
と
混
乱
、
曖
昧
が
あ
り
、
そ
の
足
取
り
は
甚
だ
不
確
か
で
あ
る
。
私
は
そ
こ
に
ま
さ
に
観

念
論
的
小
児
病
患
者
の
舞
踏
を
見
る
。
け
だ
し
事
物
を
客
観
的
に
把
握
す
る
こ
と
は
マ
ル
ク
ス
主
義
的
唯
物
論
の

根
本
主
張
の
ひ
と
つ
で
あ
る
筈
で
あ
り
、
自
己
が
事
物
に
つ
い
て
描
い
た
幻
想
に
従
っ
て
、
そ
れ
に
向
い
、
そ
れ

と
共
に
動
く
こ
と
は
観
念
論
者
の
特
徴
で
あ
る
。

『
唯
物
史
観
と
現
代
の
意
識
』
に
於
け
る
、
最
初
の
、
最
も
基
本
的
な
概
念
は
、
つ
ね
に
存
在
で
あ
っ
た
。
存

在
が
そ
れ
の
端
初
で
あ
っ
た
。
私
が
生
と
い
う
語
を
用
い
た
と
き
に
も
、
そ
れ
は
例
え
ば
ジ
ェ
ー
ム
ス
や
ベ
ル
グ

ソ
ン
な
ど
に
於
け
る
が
如
き
意
味
に
於
て
で
は
な
く
、却
っ
て
生
を
も
っ
て
存
在
の
「
存
在
の
仕
方
」
と
解
し
た
。

い
な
、
私
は
意
識
を
も
存
在
の
「
存
在
の
仕
方
」
と
見
做
し
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
に
屡
々
記
し
て
い
る
。＊

私
は
ま

た
、
そ
れ
自
身
の
独
立
の
世
界
を
形
造
る
も
の
と
し
て
の
意
識
の
存
在
を
も
っ
て
、
実
に
歴
史
に
於
て
発
見
さ
れ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

た0

も
の
と
な
し
た
。
こ
こ
に
か
く
記
す
私
の
言
葉
に
偽
の
な
い
こ
と
は
、
佐
伯
氏
自
身
問
題
の
書
に
つ
い
て
幾
度

で
も
検
証
さ
れ
得
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
る
に
氏
は
な
お
も
氏
の
観
念
論
の
定
義
た
る
「
心
か
ら
物
へ
」
の
尺
度

を
も
っ
て
、
私
の
考
え
方
を
観
念
論
で
あ
る
と
断
ぜ
ら
れ
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
固
よ
り
私
の
思
想
は
自
然
科
学
的
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唯
物
論
と
同
一
で
は
な
い
。
し
か
し
観
念
論
の
何
物
で
も
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
若
し
佐
伯
氏
に
し
て
欲
せ

ら
れ
る
な
ら
ば
、
氏
が
輝
け
る
唯
物
論
者
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
言
葉
と
し
て
引
用
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
、「
存
在

は
主
語
で
あ
り
、
思
惟
は
客
語
で
あ
る
」、
に
私
は
私
自
身
の
立
場
か
ら
し
て
十
分
に
裏
書
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

＊　

既
に
上
に
引
照
し
た
句
に
於
て
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
、
レ
ー
ニ
ン
は
意
識
を
も
っ
て
存
在
の
「
属
性
」
と
し
て

い
る
。
私
は
属
性
と
い
う
語
を
避
け
る
。
物
＝
属
性
な
る
範
疇
は
け
だ
し
既
に
一
箇
の
自
然
科
学
的
範
疇
で
あ
る
。

私
は
そ
の
代
り
に
「
存
在
の
仕
方
」（Jedem

 D
asein m

ögliche W
eisen zu sein

）
な
る
言
葉
を
用
い
る
。
そ
し
て

こ
の
こ
と
に
於
て
私
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
教
授
に
従
う
（V

gl. M
. H

eidegger, Sein und Zeit, Erste H
älfte, S. 42 

ff.

）。
つ
い
で
な
が
ら
私
の
思
想
は
人
々
に
よ
っ
て
屡
々
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
教
授
の
そ
れ
と
同
一
視
さ
れ
て
お
り
、
そ

し
て
も
ち
ろ
ん
私
は
同
教
授
に
負
う
と
こ
ろ
甚
だ
多
き
に
も
拘
ら
ず
、
私
自
身
は
そ
う
は
思
わ
な
い
。
教
授
の
思

想
と
自
分
を
対
質
せ
し
め
、
そ
れ
を
批
評
す
る
こ
と
も
私
に
残
さ
れ
た
問
題
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

佐
伯
氏
が
私
の
考
え
方
を
観
念
論
と
さ
れ
る
第
一
の
根
拠
は
、
私
が
存
在
の
組
織
と
い
う
語
を
も
っ
て
表
現

し
、
そ
れ
の
最
も
原
始
的
な
、
端
初
的
な
形
態
を
人
間
の
存
在
と
自
然
の
存
在
と
の
動
的
双
関
的
統
一
と
し
て

規
定
し
た
と
こ
ろ
の
も
の
に
関
係
す
る
。
氏
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
何
等
自
ら
研
究
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
レ
ー
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ニ
ン
の
『
唯
物
論
と
経
験
批
判
論
』
を
開
い
て
何
等
か
こ
れ
に
類
し
た
文
句
が
見
出
さ
れ
は
し
な
い
か
と
尋
ね

る
。
そ
し
て
幸
運
な
る
佐
伯
氏
は
そ
の
第
一
章
の
三
に
於
て
、
レ
ー
ニ
ン
が
ア
ヴ
ェ
ナ
リ
ウ
ス
の
原
理
的
同
格

（Prinzipialkoordination

）
説
を
批
評
し
て
い
る
の
に
出
会
わ
れ
る
。＊

こ
の
説
に
於
け
る
最
も
本
質
的
な
る
も
の

は
、「
我
」
と
呼
ば
れ
た
も
の
と
「
環
境
」
と
の
不
可
分
的
同
格
（
相
互
関
係
）
で
あ
る
。
我
と
環
境
と
は
、
単

に
両
者
が
同
じ
意
味
に
於
て
そ
こ
に
在
る
も
の
と
し
て
見
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
両
者
は

常
に
一
緒
に

0

0

0

0

0

そ
こ
に
在
る
も
の
と
し
て
見
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
見
た
と
こ
ろ
、
私
が
人
間
の
存
在
と
自
然
の

存
在
と
の
動
的
双
関
的
統
一
と
云
っ
た
の
は
、
ア
ヴ
ェ
ナ
リ
ウ
ス
の
こ
の
原
理
的
同
格
説
と
同
一
の
も
の
の
よ
う

で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
レ
ー
ニ
ン
は
こ
の
説
の
批
評
と
し
て
フ
ィ
ヒ
テ
の
著
書
か
ら
次
の
句
を
取
出
し
て
来
る
。「
こ

う
し
て
君
自
身
を
跳
び
越
え
よ
う
と
欲
し
た
ま
う
な
、
そ
し
て
君
が
ま
さ
に
捕
え
得
る
も
の
以
外
の
何
等
か
或
る

他
の
も
の
を
捕
え
よ
う
と
欲
し
た
ま
う
な
、
即
ち
、
意
識
と0

物
、
物
と0

意
識
、
或
い
は
一
層
正
し
く
言
え
ば
、
両

者
の
い
ず
れ
で
も
な
く
、
却
っ
て
、
後
に
な
っ
て
初
め
て
両
者
に
区
別
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
、
絶
対
的
に
主
観

的
＝
客
観
的
に
し
て
且
つ
客
観
的
＝
主
観
的
な
る
も
の
以
外
の
何
等
か
或
る
他
の
も
の
を
捕
え
よ
う
と
欲
し
た
ま

う
な
。＊
＊」
そ
し
て
レ
ー
ニ
ン
は
ア
ヴ
ェ
ナ
リ
ウ
ス
の
説
が
こ
の
主
観
的
観
念
論
の
典
型
的
代
表
者
フ
ィ
ヒ
テ
の
思

想
の
新
し
い
言
い
換
え
に
過
ぎ
ぬ
と
説
く
。
私
は
今
こ
こ
で
マ
ッ
ハ
及
び
ア
ヴ
ェ
ナ
リ
ウ
ス
の
意
味
で
の
主
観
的
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観
念
論
と
フ
ィ
ヒ
テ
の
意
味
で
の
主
観
的
観
念
論
と
を
等
し
い
と
す
る
レ
ー
ニ
ン
の
主
張
が
正
し
い
か
否
か
を
吟

味
す
る
必
要
が
な
い
。
ア
ヴ
ェ
ナ
リ
ウ
ス
の
原
理
的
同
格
説
に
つ
い
て
言
え
ば
、
そ
れ
は
疑
い
も
な
く
観
念
論
の

範
囲
を
脱
し
得
る
も
の
で
な
い
。
な
ぜ
か
な
ら
ば
、
既
に
根
本
に
於
て

0

0

0

0

0

彼
が
「
世
界
要
素
」（W

eltelem
ente

）
と

し
て
感
覚
を
樹
て
る
以
上
、
後
か
ら

0

0

0

我
と
環
境
と
の
原
理
的
同
格
を
説
こ
う
が
、
そ
の
他
如
何
な
る
折
衷
的
思
想

を
説
こ
う
が
、
観
念
論
か
ら
脱
け
出
る
こ
と
の
出
来
な
い
の
は
明
瞭
で
あ
る
。
或
い
は
斯
う
も
言
う
こ
と
が
出
来

る
。
原
理
的
同
格
説
は
そ
れ
自
身
と
し
て
は

0

0

0

0

0

0

0

0

何
等
観
念
論
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
必
然
性
を
も
た
ず
、
そ
れ

が
必
然
的
に
観
念
論
で
あ
る
の
は
、
ア
ヴ
ェ
ナ
リ
ウ
ス
の
純
粋
経
験
批
判
論
の
観
念
論
的
根
本
前
提

0

0

0

0

に
基
づ
く
の

で
あ
る
。レ
ー
ニ
ン
は
原
理
的
同
格
説
に
論
じ
及
ぶ
以
前
に
こ
の
根
本
前
提
に
つ
い
て
縷
々
と
し
て
述
べ
て
い
る
。

然
る
に
佐
伯
氏
は
該
書
を
繙
く
に
あ
た
っ
て
こ
の
部
分
を
と
ば
し
て
読
ま
れ
た
も
の
の
如
く
、
原
理
的
同
格
説
に

類
し
た
思
想
を
も
っ
て
い
き
な
り
観
念
論
で
あ
る
と
結
論
さ
れ
る
。
誤
解
の
起
ら
な
い
た
め
に
、
私
は
特
に
「
類

し
た
」
と
い
う
こ
と
を
高
調
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
な
ぜ
な
ら
、
ア
ヴ
ェ
ナ
リ
ウ
ス
に
あ
っ
て
は
我0

と
環
境
と
の
相

互
関
係
と
云
わ
れ
て
い
る
に
反
し
て
、
私
は
人
間
0

0

の
存
在
と
自
然
の
存
在
と
の
動
的
双
関
的
関
係
を
説
く
の
で
あ

り
、
そ
し
て
我
と
云
わ
れ
る
と
き
に
は
人
間
が
個
人
と
考
え
ら
れ
る
に
反
し
て
、
人
間
の
概
念
は
そ
の
ま
ま
こ
の

存
在
の
社
会
的
規
定
を
含
み
得
る
か
ら
で
あ
る
。
私
の
考
え
方
の
根
本
前
提
が
観
念
論
的
で
な
い
こ
と
に
つ
い
て
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は
既
に
述
べ
た
。
な
お
こ
こ
に
言
っ
て
お
く
べ
き
は
、
人
間
と
自
然
と
の
動
的
双
関
的
統
一
に
関
し
て
は
マ
ル
ク

ス
自
身
が
明
瞭
な
言
葉
を
も
っ
て
記
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。『
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
関
す
る
テ
ー
ゼ
』
の
第

三
に
於
て
佐
伯
氏
は
何
を
読
ま
れ
る
か
。
―
―
「
環
境
と
教
育
と
の
変
化
に
つ
い
て
の
唯
物
論
的
学
説
は
、
環
境

が
人
間
に
よ
っ
て
変
化
さ
れ
そ
し
て
教
育
者
自
身
が
教
育
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
。
だ
か

ら
そ
れ
は
社
会
を
二
つ
の
部
分
―
―
そ
の
一
つ
は
そ
の
他
を
超
越
す
る
―
―
に
分
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
環
境
と
人
間

的
活
動
と
の
変
化
の
合
致
或
い
は
自
己
変
化
は
、
た
だ
革
命
的
実
践
と
し
て
の
み
把
握
さ
れ
且
つ
合
理
的
に
理
解

さ
れ
得
る
。」
こ
れ
佐
伯
氏
の
最
も
嫌
い
な
「
人
間
の
存
在
と
自
然
の
存
在
と
の
動
的
双
関
的
統
一
」
の
考
え
で

な
く
し
て
何
で
あ
ろ
う
か＊
＊
＊。

ま
た
『
資
本
』
に
曰
く
、「
人
間
は
こ
の
運
動
に
よ
っ
て
彼
の
外
部
の
自
然
に
作
用

し
、そ
れ
を
変
化
す
る
と
共
に
、彼
は
同
時
に
彼
み
ず
か
ら
の
性
質
を
変
化
す
る
。」
か
く
語
る
マ
ル
ク
ス
も
ま
た
、

わ
が
佐
伯
氏
に
よ
れ
ば
、
観
念
論
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

＊　

O
p. cit., S. 51 ff. 

参
照
。

＊

＊　

Fichte, Sonnenklarer Bericht an das grössere Publikum
 über das eigentliche W

esen der neuesten 

Philosophie (Philosophische B
ibliothek), S. 81 u. 82.

＊
＊
＊　

詳
し
く
は
拙
著
〔『
唯
物
史
観
と
現
代
の
意
識
』〕、
二
七
―
二
九
頁
〔
本
巻
三
〇
―
三
二
頁
〕
参
照
。【「
人
間
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学
の
マ
ル
ク
ス
的
形
態
」「
し
か
る
に
実
践
は
」
以
下
】

第
二
の
点
は
、
私
が
こ
れ
ま
で
度
々
用
い
て
来
た
と
こ
ろ
の
「
交
渉
」
と
い
う
語
に
関
係
す
る
。
佐
伯
氏
は
そ

こ
か
ら
し
て
ま
た
私
の
観
念
論
を
結
論
さ
れ
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
私
は
も
と
よ
り
存
在
が
交
渉
に
よ
っ
て
初

め
て
一
般
に
在
る

0

0

0

0

0

と
は
述
べ
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
。
若
し
そ
う
で
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
私
は
恐
ら
く
シ
ョ
ー
ペ

ン
ハ
ワ
ー
的
な
見
方
に
陥
る
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
交
渉
は
「
存
在
」
が
如
何
に

0

0

0

在
る
か
を
規
定
す
る
。
こ
の
「
如

何
に
」
は
こ
の
場
合
主
と
し
て
人
間
学
的
な

0

0

0

0

0

規
定
性
を
さ
す
。
か
く
し
て
、
私
は
他
の
箇
所
で
は
、
こ
の
「
如
何

に
」
に
於
て
規
定
さ
れ
た
存
在
―
―
特
に “Sein” 

と
呼
ば
れ
た
も
の
―
―
を
存
在
の
第
二
の

0

0

0

概
念
と
し
て
掲
げ

た
。
存
在
の
最
初
の

0

0

0

、
根
源
的
な

0

0

0

0

概
念
は
、
そ
こ
で
は
、
却
っ
て D

a-Sein 

と
し
て
示
さ
れ
た
。
そ
れ
は
ギ
リ
シ

ア
的
に
表
現
す
れ
ば
、 uJpokeivmenon  （das Schon-da-liegende

）
或
い
は das Vor-handene 

の
謂
で
あ
る
。
我
々

は
こ
の
も
の
か
ら
直
ち
に
観
念
形
態
に
於
け
る
存
在
―
―
即
ち
存
在
の
第
三
の
概
念
と
し
て
の Existenz

―
―
へ

移
り
行
か
ず
し
て
、
両
者
の
間
に Sein 
の
概
念
を
設
け
る
。
こ
の
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
自
然
科
学
的
な
見

方
を
根
柢
と
す
る
理
論
に
と
っ
て
は
不
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
必
要
と
重
要
性
は
、
具
体
的

に
、
そ
し
て
手
近
か
に
は
次
の
こ
と
か
ら
も
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
の
ひ
と
つ
の

要
素
と
し
て
観
念
形
態
の
階
級
性
、或
い
は
一
般
に
階
級
意
識
と
い
う
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
同
時
に
、
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階
級
意
識
は
単
に
目
的
意
識
的
に
の
み
存
在
し
得
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
自
然
生
長
的
に
存
在
す
る
。
階
級
意
識

の
自
然
生
長
性
の
問
題
は
、
私
の
信
ず
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
何
等
か
人
間
学
的
な
る
も
の
な
く
し
て
は
、
解
決

す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。＊

ブ
ル
ジ
ョ
ア
も
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
も
、
自
体
に
於
て
は

0

0

0

0

0

0

―
―
或
い
は
自
然
科
学
的
に
見
れ

ば
―
―
一
の
同
一
の
社
会
に
住
む
人
間
で
あ
る
。
し
か
る
に
何
故
に
こ
の
同
じ
社
会
に
対
し
て
両
者
は
階
級
的
に

異
な
っ
た
、
相
対
立
す
る
意
識
を
所
有
す
る
に
到
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
は
、
自
然
科
学
的
唯
物
論
者
の
よ
う

に
、
意
識
を
も
っ
て
外
界
物
の
模
象
ま
た
は
映
像
（A

bbild

）
と
見
る
立
場
か
ら
は
到
底
答
え
ら
れ
得
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
存
在
に
対
す
る
両
者
の
交
渉
の
仕
方
の
差
異
乃
至
は
対
立
か
ら
し
て
、
従
っ
て

何
等
か
人
間
学
的
な
る
も
の
か
ら
し
て
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
私
が
唯
物
史
観

を
特
に
無
産
者
的

0

0

0

0

基
礎
経
験
か
ら
展
開
し
よ
う
と
企
て
た
所
以
で
あ
る
。

＊　

理
論
の
構
成
過
程
に
於
け
る
人
間
学
の
位
置
も
ま
た
正
し
く
定
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
拙
著
に
於
け
る
こ
の
問
題

の
取
扱
い
は
あ
ま
り
に
簡
単
で
あ
っ
た
。
私
は
遠
か
ら
ず
、
階
級
意
識
論
を
も
含
め
て
、
観
念
形
態
論
に
関
す
る

体
系
的
な
著
述
に
着
手
す
べ
く
準
備
中
で
あ
る
。

第
三
に
、
私
が
マ
ル
ク
ス
主
義
唯
物
論
を
具
体
的
、
現
実
的
に
説
明
し
よ
う
と
し
た
の
を
排
斥
し
て
、
佐
伯
氏

は
飽
く
ま
で
「
抽
象
的
唯
物
論
」
に
固
執
さ
れ
る
。
こ
こ
に
抽
象
的
唯
物
論
と
は
、
佐
伯
氏
に
よ
れ
ば
、
物
質
と
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意
識
と
の
絶
対
的
な
る
対
立
を
認
め
、
し
か
る
後
に
物
質
か
ら
意
識
を
「
導
出
す
る
」
唯
物
論
の
謂
で
あ
る
。
し

か
る
に
こ
の
導
出
の
観
念
は
、
前
に
記
し
た
よ
う
に
、
レ
ー
ニ
ン
も
ま
た
認
め
得
な
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
私
は

精
神
と
物
質
と
を
絶
対
的
に
対
立
さ
せ
る
見
方
が
キ
リ
ス
ト
教
出
現
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
於
け
る
哲
学
の
も
の
で

あ
る
こ
と
を
既
に
述
べ
て
お
い
た
。
そ
し
て
佐
伯
氏
が
そ
の
唯
物
論
公
式
を
発
見
さ
れ
た
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
上
掲
の

文
章
の
前
後
を
少
し
注
意
深
く
読
ま
れ
る
読
者
は
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
が
ま
た
純
粋
な
観
念
論
の
本
質
を
特
に
キ
リ
ス

ト
教
の
教
義
、
殊
に
そ
の
神
の
世
界
創
造
説
と
関
係
さ
せ
て
考
え
て
い
た
の
を
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
精
神
と
物

質
と
の
絶
対
的
対
立
か
ら
予
め
出
発
す
る
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
宗
教
的
体
験
の
地
盤
を
離
れ
て
は
多
く
の
意
味

を
も
た
な
い
と
信
ず
る
が
故
に
、
私
は
そ
れ
か
ら
出
立
す
る
こ
と
を
敢
て
な
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。「
神
に
酔

え
る
人
」
と
さ
れ
た
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
最
近
、
マ
ル
ク
ス
主
義
者
に
よ
っ
て
偉
大
な
る
唯
物
論
者
と
し
て
解
釈
さ
れ

る
に
到
っ
た
。＊

ス
ピ
ノ
ザ
、D

eus sive natura 

と
考
え
た
彼
が
何
等
か
の
仕
方
で
唯
物
論
者
と
し
て
理
解
さ
れ
る

可
能
性
が
あ
る
と
し
て
も
、
彼
は
物
と
心
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
所
謂
平
行
論
を
と
っ
た
の
で
あ
る
。
有
名
な

命
題
に
云
う＊
＊、「
観
念
の
秩
序
と
聯
関
は
物
の
秩
序
と
聯
関
と
同
一
で
あ
る
」（O

rdo et connexio idearum
 idem

 

est, ac ordo et connexio rerum
.

）。
彼
は
こ
の
命
題
を
説
明
し
て
、「
意
識
す
る
実
体
と
延
長
あ
る
実
体
と
は
一

の
同
一
の
実
体
で
あ
っ
て
、
こ
の
も
の
が
或
る
と
き
は
此
の
、
或
る
と
き
は
彼
の
属
性
の
も
と
に
考
え
ら
れ
る
の



唯
物
論
と
そ
の
現
実
形
態

三
六
九

で
あ
る
（iam

 sub hoc, iam
 sub illo attributo com

prehenditur.

）。」
そ
し
て
「
属
性
」
は
、「
叡
智
が
実
体
に
つ

い
て
そ
れ
の
本
質（essentia

）を
構
成
す
る
も
の
の
如
く
認
知
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
」、と
し
て
定
義
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
に
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、「
物
か
ら
心
へ
」
の
公
式
は
な
い
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
ス
ピ
ノ
ザ
を
唯
物
論

者
と
見
做
す
マ
ル
ク
ス
主
義
者
は
、
私
の
思
想
を
も
っ
て
観
念
論
と
す
る
で
あ
ろ
う
か
。

＊　

Thalheim
er und D

eborin, Spinozas Stellung in der Vorgeschichte des dialektischen M
aterialism

us. 

参
照
。

ひ
と
は
同
時
に
ス
ピ
ノ
ザ
が
ド
イ
ツ
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
に
与
え
た
影
響
を
想
起
す
べ
き
で
あ
る
。
な
お
最
近
ま
で

は
デ
ボ
ー
リ
ン
が
、
そ
し
て
最
近
は
タ
ー
ル
ハ
イ
マ
ー
が
そ
れ
に
代
っ
て

0

0

0

0

0

0

日
本
に
於
け
る
流
行
0

0

を
作
っ
て
い
る
。

現
に
佐
伯
氏
の
論
文
を
見
よ
。

＊
＊　

Ethices pars secunda. propos V
II. 【“Ethik”

】
参
照
。

佐
伯
氏
の
批
判
の
如
何
な
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
か
が
も
は
や
明
白
に
な
っ
た
以
上
、
私
は
こ
れ
以
上
読
者
を

煩
わ
す
こ
と
を
好
ま
な
い
。
私
は
レ
ー
ニ
ン
の
『
唯
物
論
と
経
験
批
判
論
』
か
ら
次
の
文
章
を
引
い
て
、
こ
の
あ

ま
り
に
消
極
的
で
不
生
産
的
で
は
な
か
っ
た
か
を
恐
れ
ら
れ
る
批
判
の
批
判
を
結
ぼ
う
。＊

「
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
、
最

も
望
ま
し
き
明
瞭
さ
を
も
っ
て
、
ビ
ュ
ヒ
ナ
ー
一
派
が
『
彼
等
の
教
師
た
ち
の
、
即
ち
十
八
世
紀
の
唯
物
論
者
た

ち
の
制
限
を
何
等
の
仕
方
に
於
て
も
越
え
な
か
っ
た
』
こ
と
、
彼
等
が
一
歩
も
前
進
し
な
か
っ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
、
を
述
べ



社
会
科
学
の
予
備
概
念
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て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
そ
し
て
こ
れ
に
対
し
て
の
み

0

0

0

0

0

0

0

0

、
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
ビ
ュ
ヒ
ナ
ー
一
味
を
非
難
し
て
い
る

の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
無
学
者
た
ち
が
考
え
る
よ
う
に
、
彼
等
の
唯
物
論
の
た
め
に
で
は
な
く
、
彼
等
が
唯
物

論
を
前
進
さ
せ
な
か
っ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
の
た
め
で
あ
る
。
―
―
『（
唯
物
論
の
）
理
論
を
更
に
発
展
さ
せ
る
こ
と
は
全
然

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

彼
等
の
商
売
外
の
こ
と
で
あ
っ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。』」
現
実
の
発
展
、
そ
の
発
展
の
特
殊
性
に
、
理
論
の
発
展
、
そ
の
発
展
の
特

殊
性
が
相
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
マ
ル
ク
ス
の
経
済
理
論
を
そ
の
『
帝
国
主
義
論
』
に
ま
で
発
展
さ
せ
た
レ
ー

ニ
ン
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
国
家
理
論
を
そ
の
『
国
家
と
革
命
』
に
於
て
発
展
さ
せ
た
レ
ー
ニ
ン
、
彼
の
如
き
現
実

的
な
る
、
卓
越
し
た
理
論
家
に
し
て
よ
く
実
践
の
指
導
者
た
り
得
る
。
同
じ
よ
う
に
彼
は
マ
ル
ク
ス
主
義
的
唯
物

論
哲
学
を
も
発
展
さ
せ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
マ
ル
ク
ス
主
義
者
と
し
て
と
ど
ま
る
限
り
、
も
と
よ
り
、
唯
物

論
の
根
本
思
想
そ
の
も
の
を
放
棄
す
べ
き
で
な
い
こ
と
は
ま
こ
と
に
彼
の
教
え
る
通
り
で
あ
る
。し
か
し
な
が
ら
、

こ
の
理
論
を
更
に
発
展
さ
せ
る
こ
と
を
全
然
自
分
の
商
売
外
に
お
く
と
こ
ろ
の
公
式
主
義
者
を
ば
、
彼
は
決
し
て

彼
の
正
嫡
の
理
論
的
後
継
者
で
あ
る
と
は
考
え
ぬ
で
あ
ろ
う
。
唯
物
論
の
現
実
形
態
が
問
題
な
の
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。

＊　

O
p. cit., S. 238.　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―
―
（
一
九
二
九
・
一
）
―
―



序

三
七
一

観
念
形
態
論

序一
、
歴
史
主
義
と
歴
史

二
、
認
識
論
の
構
造

三
、
形
式
論
理
学
と
弁
証
法

四
、
科
学
の
発
展
の
制
限
と
そ
の
飛
躍

五
、
自
然
科
学
の
社
会
的
規
定
性
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念
形
態
論
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序

同
じ
名
の
書
物
を
読
者
及
び
出
版
書
肆
に
約
束
し
て
か
ら
既
に
二
年
以
上
に
な
る
。
観
念
形
態
論
に
関
す
る
体

系
的
な
著
述
を
公
に
す
る
と
い
う
、
当
時
の
私
の
意
図
は
、
そ
の
後
種
々
な
る
事
情
に
妨
げ
ら
れ
、
今
な
お
実
現

さ
れ
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
こ
れ
が
実
現
は
予
測
し
得
ぬ
将
来
に
属
す
る
こ
と
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
の
間

に
於
て
、
私
が
従
来
独
立
に
展
開
し
て
来
た
思
想
と
様
々
な
点
で
交
渉
し
、
相
接
近
し
な
が
ら
、
し
か
も
ま
た
そ

れ
に
劣
ら
ず
根
本
的
に
相
対
立
す
る
思
想
を
含
む
書
物
、
例
え
ば
カ
ー
ル
・
マ
ン
ハ
イ
ム
の
『
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と

ウ
ト
ピ
ー
』（
一
九
二
九
年
）【Ideologie und U

topie

】、
或
い
は
ハ
ン
ス
・
フ
ラ
イ
ヤ
ー
の
『
現
実
科
学
と
し
て
の

社
会
学
』（
一
九
三
〇
年
）【Soziologie als W

irklichkeitsw
issenschaft

】
―
―
固
よ
り
、
こ
れ
ら
両
者
は
そ
の
主
張
に

於
て
全
く
同
じ
で
あ
る
の
で
な
く
、
そ
し
て
そ
れ
ら
に
対
し
て
私
の
立
場
は
更
に
他
の
も
の
で
あ
る
―
―
な
ど
が

ド
イ
ツ
の
学
界
に
於
て
も
多
く
の
刺
戟
を
与
え
、
問
題
を
惹
き
起
す
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
事
実
を
見
て
、
こ
の

頃
若
干
の
人
々
は
、
観
念
形
態
論
に
関
係
あ
る
私
の
諸
論
文
が
単
行
本
と
し
て
纏
め
ら
れ
る
こ
と
を
、
私
に
勧
説

し
た
。
今
他
の
仕
事
の
完
成
に
努
力
し
つ
つ
あ
る
私
は
、
多
少
躊
躇
し
た
け
れ
ど
も
、
書
肆
の
希
望
を
も
慮
り
、

遂
に
こ
の
出
版
を
決
意
す
る
に
至
っ
た
。
私
は
こ
の
機
会
を
捉
え
、
全
体
に
亙
っ
て
か
な
り
多
く
の
訂
正
増
補
を



序

三
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三

し
て
お
い
た
。

こ
れ
ら
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
機
会
に
他
か
ら
求
め
ら
れ
て
書
か
れ
た
諸
論
文
の
共
通
の
基
礎
を
な
せ
る
原
理
的
な

も
の
を
、
そ
れ
自
身
と
し
て
取
り
上
げ
、
そ
の
深
み
か
ら
統
一
的
に
、
組
織
的
に
叙
述
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
私

に
負
わ
さ
れ
て
い
る
学
問
上
の
重
大
な
責
務
で
あ
る
。
併
し
こ
れ
を
遂
行
す
る
た
め
に
は
、
単
に
観
念
形
態
論
の

問
題
ば
か
り
で
な
く
、
哲
学
の
他
の
種
々
な
る
領
域
に
於
け
る
諸
問
題
が
そ
れ
ぞ
れ
精
密
に
研
究
さ
れ
、
そ
の
諸

結
果
が
十
分
に
顧
慮
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
原
理
的
な
も
の
は
、
こ
こ
で
は
寧
ろ
ひ
と
つ

の
「
作
業
仮
設
」
と
し
て
私
の
諸
考
察
を
導
い
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
私
は
こ
の
作
業
仮
設
が
今
後
他
の
場
合
に

於
て
自
己
を
は
た
ら
か
せ
、
か
く
て
自
己
を
強
化
し
、
発
展
さ
せ
、
併
し
ま
た
同
時
に
自
己
を
訂
正
し
、
お
の
ず

か
ら
一
の
現
実
的
な
体
系
に
ま
で
生
長
す
る
に
至
る
こ
と
を
期
待
す
る
。

こ
れ
ら
の
諸
論
文
は
そ
の
い
ず
れ
が
先
に
読
ま
れ
る
も
よ
い
。
初
め
て
の
読
者
は
文
学
論
に
関
す
る
後
の
部
分

か
ら
始
め
る
な
ら
ば
、
理
解
が
一
層
容
易
で
あ
ろ
う
（
編
者
注
１
）。
併
し
な
が
ら
私
は
凡
て
の
論
文
が
そ
の
根

柢
に
於
て
相
互
に
聯
関
し
、
相
互
に
指
示
し
合
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
見
逃
が
さ
れ
な
い
よ
う
に
希
望
す
る
。

私
は
私
の
思
想
が
こ
れ
ら
の
諸
論
文
の
現
に
と
れ
る
形
に
於
て
も
な
お
、
た
だ
個
々
の
思
付
と
し
て
の
み
受
取
ら

れ
る
こ
と
を
欲
し
な
い
。
そ
こ
で
私
は
こ
こ
で
読
者
に
必
要
な
限
り
統
一
的
な
見
地
を
与
え
る
た
め
に
、
次
の
こ
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と
だ
け
は
簡
単
に
記
し
て
お
か
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
思
う
。

「
存
在
は
色
々
に
語
ら
れ
る
」（to; o]n levgetai pollacw

:V

）。
こ
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
命
題
は
、
単
に
彼
自

身
の
哲
学
に
と
っ
て
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
後
の
全
存
在
論
に
と
っ
て
も
、
一
の
根
本
命
題
で
あ
っ
た
。
そ
し
て

我
々
は
哲
学
の
全
体
の
歴
史
を
顧
み
る
と
き
、
存
在
と
い
う
語
が
ま
こ
と
に
色
々
に
語
ら
れ
て
い
る
の
を
見
出

す
。
併
し
一
層
重
要
な
こ
と
は
、
か
く
の
如
く
種
々
な
る
意
味
に
於
け
る
存
在
の
諸
概
念
の
う
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の

哲
学
に
於
て
、
そ
れ
ぞ
れ
一
定
の
も
の
が
特
に
優
越
な
意
味
に
於
け
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

存
在
概
念
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
、
他
の

諸
々
の
存
在
概
念
は
、
こ
の
も
の
の
見
地
か
ら
、
こ
の
も
の
の
方
向
に
於
て
解
釈
さ
れ
る
と
い
う
傾
向
が
つ
ね
に

存
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
各
々
の
哲
学
が
一
定
の
存
在
概
念
を
特
に
優
越
な
意
味
に
於
け
る

も
の
と
し
て
選
び
取
っ
て
も
っ
て
い
る
と
い
う
関
係
を
、
私
は
、
凡
て
の
哲
学
は
そ
れ
ぞ
れ
の
存
在
論
的
決
定

0

0

0

0

0

0

（ontologische Entscheidung

）
を
含
ん
で
い
る
、
と
云
う
。
そ
こ
か
ら
し
て
、
例
え
ば
、
或
る
哲
学
は
根
本
的

に
は
「
本
質
存
在
」
の
哲
学
と
し
て
、
他
の
哲
学
は
併
し
な
が
ら
根
本
的
に
は
「
現
実
存
在
」
の
哲
学
と
し
て
、

特
徴
付
け
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
私
の
謂
う
存
在
論
的
決
定
が
何
を
意
味
す
る
か
は
、
本
書
七
八
頁

か
ら
八
四
頁
（
編
者
注
２
）（
こ
の
部
分
も
今
度
新
た
に
書
き
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
）
に
亙
る
ヘ
ー
ゲ
ル
と
マ

ル
ク
ス
と
の
対
比
か
ら
、
窺
い
知
り
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
私
は
そ
こ
で
、
二
人
の
思
想
家
が
等
し
く
果
実
に
例
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を
と
り
な
が
ら
、
互
い
に
全
く
異
な
っ
た
結
論
を
引
き
出
し
て
い
る
の
は
、
両
者
に
於
て
存
在
論
的
決
定
が
根
本

的
に
異
な
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
お
い
た
。
か
か
る
存
在
論
的
決
定
に
も
と
づ
く
相
違
は
、
そ
れ

自
身
一
の
存
在
概
念
で
あ
り
な
が
ら
、
多
く
の
場
合
或
る
価
値
的
な
意
味
を
帯
び
て
い
る
と
こ
ろ
の
「
現
実
性
」

（W
irklichkeit

）
の
概
念
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
て
現
実
的
と
云
え
ば
、

本
来
、
イ
デ
ー
的
な
も
の
の
こ
と
で
あ
り
、
感
性
的
な
も
の
は
寧
ろ
非
現
実
的
な
も
の
と
見
做
さ
れ
る
、
こ
れ
と

は
反
対
に
、
マ
ル
ク
ス
に
あ
っ
て
は
感
性
的
な
も
の
こ
そ
現
実
的
な
も
の
で
あ
り
、
イ
デ
ー
的
な
も
の
は
却
っ
て

非
現
実
的
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

存
在
論
的
決
定
は
哲
学
の
凡
て
の
学
科
に
と
っ
て
つ
ね
に
重
大
な
関
係
を
含
ん
で
い
る
。
こ
の
決
定
の
異
な
る

に
応
じ
て
、
認
識
論
、
論
理
学
、
倫
理
学
、
美
学
等
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
定
の
方
向
に
於
け
る
必
然
的
な
理
論
的
構

成
を
担
わ
せ
ら
れ
る
。
即
ち
こ
れ
ら
の
学
科
の
そ
れ
ぞ
れ
の
理
論
は
、
一
定
の
存
在
論
的
決
定
と
内
面
的
に
、
構

造
的
に
結
び
付
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
内
面
的
な
構
造
聯
関
を
分
析
す
る
こ
と
は
観
念
形
態
論
の
主
な
る
仕
事

の
ひ
と
つ
に
属
す
る
。
従
っ
て
私
は
そ
れ
を
本
書
の
諸
論
文
に
於
て
、
若
干
の
場
合
に
つ
い
て
闡
明
し
、
少
な
く

と
も
か
か
る
闡
明
の
た
め
に
必
要
な
手
懸
を
与
え
て
お
い
た
つ
も
り
で
あ
る
。

併
る
に
一
定
の
存
在
論
的
決
定
は
必
ず
一
定
の
人
間
学

0

0

0

と
結
び
付
い
て
い
る
。
両
者
は
い
つ
で
も
相
関
的
関
係
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に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
学
は
諸
々
の
理
論
の
構
造
を
そ
の
基
礎
に
於
て

そ
れ
ぞ
れ
規
定
す
る
の
で
あ
っ
て
、
私
は
特
に
こ
の
関
係
を
こ
の
書
に
於
て
取
扱
わ
れ
た
諸
問
題
に
つ
い
て
明
瞭

な
ら
し
め
る
こ
と
に
努
め
た
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
「
存
在
は
色
々
に
語
ら
れ
る
」
と
云
っ
た
が
、
こ
の
「
語
ら

れ
る
」
と
い
う
関
係
を
全
く
離
れ
て
存
在
自
体
を
問
題
に
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
私
が
人
間
学
と
呼
ぶ
も
の

は
、
か
く
の
如
き
「
語
ら
れ
る
」
と
い
う
関
係
を
更
に
具
体
的
に
考
え
た
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
関
係
を
十
分
に

顧
慮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
、
研
究
は
存
在
論
的
（onto-logisch

）
で
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
そ
の

相
関
者
と
し
て
の
理
性
の
人
間
学
を
離
れ
て
、
本
質
存
在
の
方
向
に
於
け
る
存
在
論
的
決
定
は
な
く
、
こ
れ
に
反

し
て
現
実
存
在
の
哲
学
は
、
そ
の
本
性
上
、
理
性
な
き
人
間
学
の
上
に
立
っ
て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
は
理
性

の
人
間
学
を
含
み
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
哲
学
及
び
そ
れ
の
発
展
と
し
て
の
マ
ル
ク
ス
主
義
の
哲
学
は
理
性
な

き
人
間
学
を
基
礎
と
し
て
い
る
。
併
る
に
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
と
並
称
せ
ら
る
べ
き
ヘ
ー
ゲ
ル
批
判
者
た
る
キ

ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
哲
学
に
於
て
、
そ
れ
は
同
じ
よ
う
に
現
実
存
在
の
哲
学
と
呼
ば
れ
得
る
―
―
な
ぜ
な
ら
理
性
な

き
人
間
学
で
あ
る
と
い
う
点
だ
け
を
と
れ
ば
、
二
つ
の
場
合
同
じ
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
―
―
に
し
て
も
、
我
々

は
全
く
違
っ
た
種
類
の
哲
学
に
出
会
う
。
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
考
え
る
現
実
存
在
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か

は
、
次
の
文
章
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。「
現
実
的
な
主
観
性
は
知
識
す
る
主
観
性
で
は
な
い
、
な
ぜ
な
ら
知
識
に



序

三
七
七

よ
っ
て
は
ひ
と
は
可
能
性
の
媒
介
の
う
ち
に
あ
る
、
そ
う
で
な
く
て
そ
れ
は
倫
理
的
・
現
存
的
な
主
観
性
で
あ

る
」（D

ie w
irkliche Subjektivität ist nicht die w

issende, denn durch W
issen befindet m

an sich im
 M

edium
 

der M
öglichkeit, sondern die ethisch-existierende Subjektivität.

）
即
ち
現
実
存
在
と
は
個
人
の
内
面
的
な
主

観
性
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
可
能
性
の
媒
介
」
を
含
む
知
識
を
追
う
限
り
に
於
け
る
主
観
性
で
あ
り
得
ず
、

却
っ
て
倫
理
的
現
実
的
な
主
観
性
の
こ
と
で
あ
る
。
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
ヘ
ー
ゲ
ル
が
主
観
的
な
も
の
と
客
観
的

な
も
の
と
を
統
一
す
る
の
を
美
的
と
し
て
却
け
、
主
観
の
内
面
性
の
立
場
に
純
粋
に
と
ど
ま
り
、
且
つ
そ
の
本
性

上
可
能
性
を
媒
介
と
す
る
と
考
え
ら
れ
た
知
識
の
態
度
を
排
し
て
、
行
為
的
な
、
現
実
的
な
主
観
性
の
上
に
立
つ
。

併
し
こ
こ
に
行
為
的
と
云
っ
て
も
、
そ
れ
は
マ
ル
ク
ス
主
義
に
謂
う
実
践
と
は
全
く
違
っ
た
も
の
で
あ
る
。
彼
の

系
統
に
属
す
る
今
日
の
所
謂
「
現
実
存
在
の
哲
学
」（Existenz-Philosophie

）
か
ら
見
れ
ば
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の

哲
学
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
語
を
借
り
れ
ば
、
真
の
「
現
存
在
」（D

asein

）
の
哲
学
で
な
く
、
な
お
「
既
存
在
」

（Vorhandensein

）
の
哲
学
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
併
し
な
が
ら
ま
た
マ
ル
ク
ス
主
義
の
哲
学
か
ら
云
え
ば
、
か
の

所
謂
現
実
存
在
の
哲
学
は
真
に
現
実
的
な
存
在
の
哲
学
で
な
く
、
却
っ
て
主
観
的
な
、
抽
象
的
な
哲
学
で
あ
る
に

過
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
く
の
如
く
両
者
に
於
て
実
践
的
と
呼
ば
れ
、
現
実
的
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
異
な
る
の

は
、
存
在
論
的
決
定
が
相
異
な
る
か
ら
で
あ
り
、
且
つ
こ
の
も
の
の
相
関
者
と
し
て
の
人
間
学
が
二
つ
の
場
合
に
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於
て
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。
両
者
は
イ
デ
ー
的
な
理
性
な
き
人
間
学
を
基
礎
と
す
る
と
い
う
一
つ
の
点

で
は
同
一
で
あ
り
な
が
ら
、
併
し
マ
ル
ク
ス
主
義
は hom

o faber

（
道
具
を
作
る
動
物
と
し
て
の
人
間
）
の
人
間

学
を
、
こ
れ
に
反
し
て
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
流
を
汲
む
哲
学
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
所
謂 hom

o abyssus

（
深

淵
に
臨
め
る
人
間
）
の
人
間
学
を
含
ん
で
い
る
。

と
こ
ろ
で
本
質
存
在
、
現
実
存
在
、
等
―
―
如
何
な
る
種
類
乃
至
方
向
の
存
在
概
念
が
如
何
ほ
ど
多
く
あ
る
か
、

そ
れ
は
一
定
数
に
限
ら
れ
て
い
る
か
、
そ
れ
と
も
本
来
不
定
数
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
、
な
ど
の
問
題
が
ま
た
研

究
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
―
―
の
存
在
の
諸
概
念
の
う
ち
何
が
特
に
優
越
な
意
味
に
於
け
る
存
在
概
念
と
し
て
取
り

上
げ
ら
れ
る
か
と
い
う
、
各
々
の
哲
学
の
含
む
と
こ
ろ
の
存
在
論
的
決
定
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
哲
学
に
於
て
決
し
て

意
識
的
に
、
自
覚
的
に
行
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
却
っ
て
意
識
さ
れ
ざ
る
、
自
覚
さ
れ
ざ
る
基
礎

と
し
て
理
論
的
構
成
の
う
ち
に
は
た
ら
い
て
い
る
。
そ
れ
は
自
然
的
な
、
根
源
的
な
存
在
理
解
に
関
係
し
、
こ
の

も
の
が
理
論
の
う
ち
に
於
て
解
明
を
与
え
ら
れ
展
開
さ
れ
る
に
至
る
と
い
う
要
求
を
み
ず
か
ら
に
於
て
担
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
か
か
る
既
に
一
定
の
方
向
に
決
定
さ
れ
た
自
然
的
な
、
根
源
的
な
存
在
理
解
は
、
寧
ろ
あ
ら
ゆ
る

理
論
的
構
成
の
此
方
に
横
た
わ
る
と
こ
ろ
の
、
一
の
生
素
な
事
実
で
あ
る
。
存
在
論
的
決
定
は
事
実
的
な
も
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
事
実
0

0

と
し
て
、こ
の
我
々
の
言
葉
に
当
る Faktum

, fact, fait

―
―
ラ
テ
ン
語
のfacere

（
為
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に
も
と
づ
く
―
―
な
ど
の
言
葉
が
表
し
て
い
る
よ
う
に
、
も
と
も
と
理
論
的
な
決
定
で

な
く
、
却
っ
て
行
為
的
な
、
現
実
的
な
決
定
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
に
於
け
る
事
実
と
し
て
、
人
間
は
彼
等

の
現
実
の
生
活
過
程
に
於
て
お
の
ず
か
ら
一
の
存
在
論
的
決
定
を
な
す
に
到
る
。
存
在
論
的
決
定
の
根
拠
は
か
く

の
如
き
事
実
に
溯
っ
て
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
人
間
の
存
在
が
歴
史
的
、
社
会
的
で
あ
る
限
り
、

且
つ
各
々
の
哲
学
が
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
的
時
代
に
於
け
る
社
会
の
表
現
で
あ
る
限
り
、
か
く
歴
史
的
、
社
会
的
に

規
定
さ
れ
た
自
然
的
な
、
根
源
的
な
存
在
論
的
決
定
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
哲
学
に
於
て
自
覚
的
な
、
理
論
的

な
表
現
に
到
達
す
る
。
存
在
論
的
決
定
の
相
関
者
で
あ
る
と
こ
ろ
の
人
間
学
に
つ
い
て
も
同
様
に
語
ら
れ
得
る
で

あ
ろ
う
。

こ
こ
に
規
定
さ
れ
た
意
味
に
於
け
る
事
実
の
概
念
か
ら
、
私
が
こ
れ
ま
で
基
礎
経
験

0

0

0

0

と
云
っ
て
来
た
も
の
の
何

を
意
味
す
る
か
と
い
う
こ
と
も
、更
に
明
ら
か
に
さ
れ
得
よ
う
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
そ
の
『
形
而
上
学
と
は
何
か
』

（
一
九
二
九
年
）
の
中
で
「
無
」
に
つ
い
て
論
じ
、
就
中
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
無
は
一
の
否
定
判
断
、「
甲

は
乙
で
な
い
0

0

」
と
い
う
場
合
に
も
決
し
て
経
験
さ
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
併
し
無
を
そ
の
根
源
性
に
於
て
顕
に

す
る
も
の
は
「
恐
怖
」
で
あ
る
。
若
し
も
こ
の
こ
と
が
正
し
い
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
場
合
我
々
は
、
否

定
判
断
の
作
用
な
ど
に
対
し
て
、
無
の
基
礎
経
験
は
恐
怖
で
あ
る
、
と
云
う
。
種
々
な
る
存
在
概
念
に
つ
い
て
も
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同
じ
よ
う
に
語
ら
れ
得
る
。
或
る
一
定
の
「
存
在
」
に
根
源
的
に
出
会
い
、
そ
こ
か
ら
し
て
そ
の
存
在
概
念
が
根

源
的
に
形
造
ら
れ
る
に
至
る
よ
う
な
経
験
は
、
そ
の
存
在
の
他
の
第
二
次
的
な
経
験
の
仕
方
に
対
し
て
、
基
礎
経

験
と
呼
ば
れ
る
。
或
る
一
定
の
存
在
は
種
々
な
る
仕
方
に
於
て
出
会
わ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は

唯
或
る
一
定
の
仕
方
に
於
て
の
み
根
源
的
に

0

0

0

0

出
会
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
基
礎
経
験
は
固
よ
り
事
実
以
外
の
も
の
を

意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
併
し
そ
れ
は
特
に
或
る
一
定
の
存
在
論
的
決
定
、
従
っ
て
ま
た
人
間
学
と
の
関
係
に
於

て
形
造
ら
れ
た
概
念
で
あ
る
。

さ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
は
そ
れ
自
身
の
基
礎
経
験
を
有
す
る
、
そ
し
て
そ
れ
に
応
じ
て
一
定
の
存
在
論
的
決
定

を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
も
の
に
結
び
付
か
な
い
哲
学
は
、
少
な
く
と
も
そ
の
時
代
に
於
て
は
社
会

に
対
し
て
現
実
的
な
意
味
を
も
ち
得
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
自
分
自
身
と
し
て
も
十
分
に
生
産
的
、
発
展
的
で
あ

り
得
な
い
。
こ
の
こ
と
を
我
々
は
今
日
、
理
性
の
哲
学
、
本
質
存
在
の
哲
学
の
運
命
に
つ
い
て
見
る
こ
と
が
出
来

る
よ
う
に
思
う
。
こ
の
よ
う
な
哲
学
が
一
の
理
論
的
譫せ
ん
ご

語
で
あ
る
と
か
、
理
論
的
不
可
能
で
あ
る
と
か
、
な
ど

と
単
純
に
我
々
は
主
張
す
る
の
で
は
な
い
、
寧
ろ
反
対
に
我
々
は
、
一
定
の
出
発
点
を
と
り
さ
え
す
れ
ば
、
そ
の

道
に
於
て
必
ず
そ
の
よ
う
な
理
論
に
突
当
ら
ざ
る
を
得
な
い
必
然
性
を
示
し
得
さ
え
す
る
筈
で
あ
る
。
我
々
の
云

お
う
と
欲
す
る
の
は
、
か
く
の
如
き
出
発
点
そ
の
も
の
が
、
少
な
く
と
も
今
日
で
は
非
現
実
的
で
あ
り
、
従
っ
て
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こ
れ
を
と
る
哲
学
は
自
分
自
身
と
し
て
も
非
生
産
的
で
は
な
い
か
ど
う
か
、
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
生
活
と
結
び

付
く
と
こ
ろ
に
の
み
思
想
の
発
展
は
あ
る
。
こ
れ
は
平
凡
な
、
併
し
動
か
し
難
き
真
理
で
あ
る
。
か
く
し
て
観
念

形
態
論
は
特
に
今
日
の
学
問
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
こ
の
観
念
形
態
論
が
体
系
的
に
は
如
何
な
る
も
の
で

あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
程
な
く
刊
行
さ
れ
る
筈
の
理
想
社
出
版
部
編
輯
に
か
か
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
に
関
す
る
論

文
集
の
た
め
に
書
く
論
文
の
中
で
独
立
に
考
察
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。

嘗
て
、
人
間
学
と
い
う
語
を
使
用
し
た
た
め
に
、
私
の
思
想
を
も
っ
て
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
へ
逆
行
す
る
も
の

の
よ
う
に
批
評
し
た
批
評
は
、
我
が
国
の
哲
学
界
に
於
て
も
こ
の
語
が
一
般
化
し
て
来
た
今
日
、
既
に
自
分
の
素

樸
さ
を
証
し
た
筈
で
あ
る
。併
る
に
我
々
は
今
日
ま
た
他
の
種
類
の
誤
解
に
対
し
て
警
戒
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

人
間
学
は
、
観
念
形
態
論
も
同
じ
く
、
そ
れ
が
そ
れ
だ
け
で
哲
学
の
凡
て
で
あ
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
哲
学

の
体
系
の
う
ち
に
於
け
る
そ
れ
ら
の
も
の
の
位
置
を
正
し
く
見
定
め
る
と
い
う
こ
と
が
つ
ね
に
大
切
で
あ
る
。

千
九
百
三
十
一
年
五
月
十
九
日　

東
京
に
於
て

（
編
集
者
注
１
）　

全
集
第
十
一
巻
「
啓
蒙
文
学
論
」「
芸
術
的
価
値
と
政
治
的
価
値
」「
文
学
形
態
論
」
の
三
篇
を
指
す
。

（
編
集
者
注
２
）　

本
巻
八
一
頁
―
八
七
頁
参
照
。【「
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
と
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
哲
学
」「
我
々
は
認
識
の
問
題
と

雖
も
」
以
下
】
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歴
史
主
義
と
歴
史

現
代
に
於
け
る
哲
学
の
歴
史
に
対
す
る
諸
関
係
を
規
定
し
て
い
る
ひ
と
つ
の
命
題
が
あ
る
。
歴
史
主
義
は
相
対

主
義
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
命
題
は
現
代
の
諸
哲
学
に
於
て
、
そ
れ
自
身
立
入
っ
て
吟
味
さ

れ
る
こ
と
な
く
、
却
っ
て
ひ
と
つ
の
根
本
前
提
と
し
て
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
は
た
ら
い
て
い
る
。
こ
の
作
用
は
自
己

及
び
他
に
と
っ
て
破
壊
的
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
故
に
我
々
は
健
全
な
る
哲
学
を
求
め
る
者
と
し
て
、
現
代

哲
学
の
諸
傾
向
に
共
通
な
る
、
従
っ
て
ま
た
自
明
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
、
こ
の
命
題
そ
の
も
の
を
検
討
す
る
よ

う
に
要
求
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

歴
史
主
義
と
い
う
語
は
多
様
な
る
意
味
を
担
う
こ
と
が
出
来
る
。そ
れ
だ
か
ら
問
題
を
捉
え
る
た
め
に
は
、我
々

は
そ
れ
ら
の
意
味
を
相
互
に
区
別
し
、
か
く
区
別
す
る
過
程
に
於
て
そ
れ
を
純
化
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
先

ず
第
一
に
、
歴
史
主
義
は
哲
学
上
歴
史
科
学

0

0

0

0

か
ら
出
立
し
、
こ
の
も
の
に
基
礎
を
求
め
る
立
場
を
指
す
こ
と
が
出

来
る
。
そ
れ
は
歴
史
科
学
主
義
と
も
呼
ば
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
当
然
ひ
と
つ
の
非
難
が
加
え

ら
れ
る
。
歴
史
科
学
は
一
個
の
特
殊
科
学
と
し
て
み
ず
か
ら
哲
学
的
な
る
も
の
を
基
礎
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、
反
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対
に
こ
の
も
の
が
哲
学
に
根
柢
を
与
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
故
に
、
そ
れ
は
哲
学
と
科
学
と
の
関
係
を
顛
倒

し
た
も
の
で
あ
る
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
非
難
は
正
当
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
歴
史
科
学
主
義
と
本
来
の
歴
史

主
義
と
を
区
別
す
べ
き
で
あ
る
。
歴
史
主
義
の
意
味
は
歴
史
科
学
を
し
て
ま
さ
し
く
歴
史
科
学
た
ら
し
め
て
い
る

も
の
に
於
て
形
造
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
併
る
に
か
く
の
如
き
も
の
を
我
々
は
一
般
に
歴
史
的
意
識

0

0

0

0

0

と
名
付

け
得
る
。
歴
史
主
義
な
る
言
葉
の
意
味
規
定
は
歴
史
的
意
識
と
の
結
合
に
於
て
な
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
と
き

歴
史
科
学
か
ら
出
発
し
得
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
現
実
に
あ
っ
て
は
歴
史
的
意
識
を
含
ま
ず
し
て
し
か
も
み
ず
か

ら
は
歴
史
科
学
と
称
し
て
い
る
も
の
の
存
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
一
個
の
歴
史
科
学
が
真
に

そ
の
名
に
値
す
る
か
否
か
を
決
定
す
る
も
の
が
却
っ
て
歴
史
的
意
識
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

併
し
な
が
ら
第
二
に
、
歴
史
的
意
識
と
い
う
語
も
何
等
一
義
的
に
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
先
ず
純
粋
に

形
式
的
に
歴
史
一
般
に
対
す
る
任
意
の
態
度
を
現
す
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
意
味
に
於
て
は
そ
れ
は
、
例
え
ば

「
趣
味
感
」（G
eschm

ack

）
ま
た
は
「
音
楽
感
」（M

usikalität

）
な
ど
の
如
く
、
ひ
と
つ
の
心
理
学
的
範
疇
で
あ

る
。
私
は
特
に
歴
史
的
感
覚

0

0

0

0

0

（historischer Sinn

）
と
い
う
表
現
を
そ
の
た
め
に
用
い
よ
う
。
本
来
の
歴
史
的
意

0

0

0

0

識0

（historisches B
ew

usstsein

）
は
歴
史
的
感
覚
の
形
式
的
な
概
念
か
ら
区
別
さ
れ
る
。＊

そ
れ
は
内
容
的
に
明
確

に
図
取
り
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
も
の
は
精
神
史
の
一
の
具
体
的
な
事
実
で
あ
っ
て
、
固
よ
り
そ
れ
の
発
展
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史
を
も
っ
て
は
い
る
が
、そ
の
十
分
成
熟
し
た
形
に
於
て
は
一
定
の
時
間
点
に
於
て
初
め
て
現
れ
た
も
の
で
あ
り
、

そ
し
て
そ
れ
以
前
に
は
可
能
性
と
し
て
も
決
し
て
意
識
に
の
ぼ
ら
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
形
式
的
な
歴
史
的
感

覚
と
雖
も
こ
の
到
達
さ
れ
た
内
容
の
標
準
な
し
に
は
そ
の
適
用
を
斉
合
的
に
遂
行
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
そ

れ
故
に
歴
史
主
義
の
意
味
は
こ
の
よ
う
に
優
越
な
る
意
味
に
於
け
る
歴
史
的
意
識
と
の
結
合
に
於
て
規
定
さ
る
べ

き
で
あ
る
。
歴
史
的
意
識
は
一
方
で
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
て
、
他
方
で
は
サ
ヴ
ィ
ニ
イ
、
グ
リ
ム
な
ど
を
代
表
者
と

す
る
ド
イ
ツ
歴
史
学
派
に
於
て
そ
の
頂
点
に
達
し
た
と
見
ら
れ
て
い
る
。
歴
史
主
義
の
内
容
は
こ
れ
ら
の
人
々
の

活
動
を
離
れ
て
構
成
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。

＊　

”H
istorischer Sinn” 

と
い
う
言
葉
を
か
く
の
如
き
一
般
的
な
意
味
に
用
い
て
い
る
例
に
は
、H

. Proesler, 

D
as Problem

 einer Entw
icklungsgeschichte des historischen Sinnes, B

erlin 1920. 

が
あ
る
。
こ
の
も
の

を”historisches B
ew

usstsein” 

と
い
う
言
葉
か
ら
区
別
す
る
の
は
、
私
の
用
語
法
上
の
便
宜
に
も
と
づ
く
の
で
あ

っ
て
、
寧
ろ
普
通
に
は
両
者
は
同
一
義
の
も
の
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。

そ
れ
で
は
歴
史
的
意
識
の
解
放
と
発
達
と
は
哲
学
的
思
惟
に
対
し
て
如
何
な
る
結
果
を
齎
し
た
で
あ
ろ
う
か
。

ド
イ
ツ
歴
史
学
派
の
正
系
の
哲
学
者
た
る
デ
ィ
ル
タ
イ
は
云
っ
て
い
る
。「
懐
疑
主
義
に
絶
え
ず
新
た
に
栄
養
を

与
え
る
諸
々
の
理
由
の
う
ち
最
も
有
力
な
も
の
の
ひ
と
つ
は
、
諸
哲
学
体
系
の
無
政
府
状
態
と
い
う
こ
と
で
あ
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る
。」
歴
史
は
我
々
に
向
っ
て
従
来
の
凡
て
の
、
少
な
く
と
も
大
多
数
の
哲
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
真
理
と
し
て
共

同
に
承
認
さ
れ
て
い
る
が
如
き
、
一
の
同
一
な
る
体
系
を
提
供
し
な
い
。
歴
史
的
考
察
は
寧
ろ
我
々
を
し
て
種
々

相
異
な
る
、
相
敵
対
す
る
諸
々
の
思
想
の
前
に
佇
ま
し
め
、
我
々
は
そ
の
い
ず
れ
も
が
互
い
に
他
を
排
し
て
自
己

の
妥
当
性
を
固
く
主
張
し
て
い
る
の
を
眺
め
て
、
果
た
し
て
絶
対
的
な
真
理
は
存
在
す
る
か
と
の
懐
疑
に
陥
ら
ざ

る
を
得
な
い
。「
併
し
な
が
ら
人
間
の
諸
意
見
の
対
立
か
ら
出
る
懐
疑
主
義
的
結
論
よ
り
も
、
歴
史
的
意
識
の
進

み
ゆ
く
発
達
の
中
か
ら
生
長
し
た
懐
疑
は
、
更
に
更
に
深
く
届
い
て
い
る
。」「
発
展
の
思
想
は
歴
史
的
な
る
生
の

形
態
の
相
対
性
の
認
識
と
必
然
的
に
結
び
付
い
て
い
る
。
地
上
の
一
切
の
過
去
に
拡
が
り
わ
た
る
ま
な
ざ
し
の
前

で
は
、
生
活
、
制
度
、
宗
教
或
い
は
哲
学
の
或
る
個
々
の
形
態
の
絶
対
的
妥
当
性
は
消
え
失
せ
る
。
そ
こ
で
歴
史

的
意
識
の
発
達
は
、
諸
体
系
の
争
の
通
覧
よ
り
も
な
お
一
層
根
本
的
に
、
或
る
ひ
と
つ
の
哲
学
の
普
遍
妥
当
性
に

対
す
る
信
仰
を
破
壊
す
る
。」＊

こ
れ
は
歴
史
学
派
の
中
で
成
長
し
、
そ
の
魂
の
う
ち
に
歴
史
的
意
識
を
十
分
に
発

達
さ
せ
た
デ
ィ
ル
タ
イ
の
晩
年
に
於
け
る
告
白
で
あ
る
。
し
か
も
こ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
か
の
歴
史
的
相
対
主

義
（historischer R

elativism
us

）
の
告
白
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
歴
史
的
意
識
に
よ
っ
て

浸
透
さ
れ
て
い
る
思
想
を
一
般
に
歴
史
主
義
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
相
対
主
義
は
歴
史
主
義
の
必
然
的
な
る
帰
結
で
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
の
如
く
に
見
え
る
。
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＊　
W

. D
ilthey, D

ie Typen der W
eltanschauung und ihre Ausbildung in den m

etaphysischen System
en, 

G
esam

m
elte Schriften, V

III B
d., S. 75 ff.

さ
れ
ば
歴
史
主
義
は
相
対
主
義
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
時
代
の
常
識
と
し
て
現
代
の
哲
学
の
中
で
通
用
し
て

い
る
。
例
え
ば
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
デ
ィ
ル
タ
イ
を
批
評
し
つ
つ
云
う
。「
ひ
と
は
、
歴
史
主
義
が
首
尾
一
貫
し
て

遂
行
さ
れ
る
と
き
極
端
な
る
懐
疑
的
主
観
主
義
に
移
り
ゆ
く
の
を
、
容
易
に
見
る
。」
彼
に
よ
れ
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル

哲
学
と
雖
も
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
の
哲
学
一
般
と
同
じ
く
、
厳
密
な
る
哲
学
的
科
学
の
構
成
に
対
す
る
衝
動
を
「
弱

め
る
」（Schw

ächung

）
と
い
う
、
ま
た
は
「
質
を
悪
く
す
る
」（Verfälschung

）
と
い
う
影
響
を
及
ぼ
し
た
に

過
ぎ
な
い
。＊

リ
ッ
カ
ー
ト
に
於
て
も
同
様
で
あ
る
。「
一
切
の
歴
史
主
義
は
、
そ
れ
が
首
尾
一
貫
し
て
い
る
な
ら

ば
、
相
対
主
義
に
、
い
な
、
虚
無
主
義
に
終
る
」、
と
彼
は
云
う＊
＊。

こ
れ
ら
の
場
合
、
歴
史
主
義
は
相
対
主
義
で

あ
る
と
見
做
さ
れ
、
し
か
も
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
と
き
相
対
主
義
は
懐
疑
主
義
、
虚
無
主
義
、
主
観
主
義

な
ど
の
意
味
に
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
こ
れ
ら
の
批
評
家
た
ち
の
不
厳
密
さ
は
先
ず
暴
露
さ
れ
る
。
歴
史
主
義

は
、
か
り
に
そ
れ
が
相
対
主
義
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
何
等
主
観
主
義
で
な
く
、
主
観
的
相
対
主
義
で
は
な

い
の
で
あ
る
。
若
し
そ
れ
が
相
対
主
義
と
云
わ
る
べ
き
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
実
に
客
観
的
相
対
主
義
で
あ
っ

て
、
既
に
客
観
主
義
と
し
て
そ
の
相
対
主
義
は
相
対
主
義
的
意
味
を
十
分
に
減
殺
さ
れ
て
い
る
。
歴
史
的
意
識
は
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二
重
の
意
味
に
於
て
主
観
主
義
と
は
別
の
方
向
に
立
っ
て
い
る
。
第
一
に
そ
れ
は
個
人
主
義
的
で
な
く
、
超
個
人

主
義
的
（transpersonalistisch

）
で
あ
っ
た
。
民
族
の
概
念
は
こ
こ
に
新
し
い
含
蓄
を
も
っ
て
現
れ
た
。
個
人
は

そ
の
存
在
に
於
て
全
く
彼
の
民
族
及
び
時
代
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
も
の
の
代
人
で
あ
る
に
過
ぎ
な

い
、
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
考
え
る
。
民
族
は
そ
れ
か
ら
し
て
個
人
が
現
れ
、
そ
の
う
ち
に
彼
が
立
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の

も
の
で
あ
る
。「
こ
の
も
の
が
各
々
の
者
に
於
て
客
観
性
を
形
作
る
。」「
民
族
精
神
の
実
体
的
な
る
も
の
は
諸
々

の
魂
を
下
界
へ
案
内
す
る
ヘ
ル
メ
ス
【
ギ
リ
シ
ャ
神
話
に
お
け
る
神
々
の
使
い
】
と
見
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ

れ
は
民
族
の
一
切
の
個
人
に
と
っ
て
指
導
者
で
あ
り
、
案
内
人
で
あ
る
。
＊
＊
＊」

普
遍
的
な
る
も
の
の
力
に
対
す
る
承

認
が
歴
史
的
意
識
の
本
質
に
属
し
て
い
る
。
第
二
に
歴
史
的
意
識
は
規
範
主
義
的
で
な
い
と
い
う
意
味
で
客
観
主

義
的
で
あ
る
。
規
範
的
理
念
の
立
場
に
立
つ
観
念
論
に
と
っ
て
は
、歴
史
は
盲
目
な
る
偶
然
の
雑
ぜ
合
せ
で
あ
り
、

感
性
的
な
も
の
と
の
妥
協
で
あ
り
、
理
想
と
不
完
全
と
の
汚
れ
た
混
血
児
で
あ
っ
て
、
根
本
に
於
て
は
哲
学
的
考

察
に
何
等
値
せ
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
若
き
エ
ナ
【
イ
エ
ナ
】
の
哲
学
者
ク
ラ
ウ
ゼ
【K

arl C
hristian Friedrich K

rause, 

1781-1832

】
の
有
名
な
言
葉
が
あ
る
、「
如
何
に
世
界
が
あ
る
べ
き
で
あ
っ
た
か
を
私
は
今
や
知
っ
て
い
る
、
そ
れ

故
に
、
そ
れ
が
如
何
に
現
実
に
あ
る
か
を
識
る
と
い
う
こ
と
は
労
力
に
値
し
な
い
。」
か
か
る
規
範
主
義
的
立
場

に
対
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
絶
え
ま
な
く
戦
っ
た
。「
あ
る
0

0

こ
と
な
く
し
て
、
単
に
あ
る
べ
き
0

0

も
の
は
何
等
真
理
性
を
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有
し
な
い
。
＊
＊
＊
＊」

現
実
的
な
も
の
に
対
す
る
飽
く
こ
と
な
き
欲
望
が
歴
史
的
意
識
の
本
質
に
属
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

＊　
Ed. H

usserl, Philosophie als strenge W
issenschaft, Logos I B

d., S. 324 u. S. 292. 

戸
田
、
坂
田
、
三
木
訳
『
哲

学
と
は
何
か
』
二
四
二
、一
六
五
頁
。【『
厳
密
な
学
と
し
て
の
哲
学
』】

＊
＊　

H
. R

ickert, D
ie G

renzen der naturw
issenschaftlichen B

egriffsbildung, Tübingen 1921, S. 7.

【D
ie G

renzen 

der naturw
issenschaftlichen Begriffsbilding

】

＊
＊
＊　

H
egel, Vorlesungen über die Philosophie der W

eltgeschichte, H
rsg. v. Lasson, I, S. 101

―102.

【H
rsg. 

v. Lasson, Säm
tliche W

erke, B
d. V

III

】

＊
＊
＊
＊　

H
egel, Phänom

enologie des G
eistes, W

W
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歴
史
主
義
が
、
そ
の
批
判
者
等
の
云
う
よ
う
に
、
主
観
主
義
、
懐
疑
主
義
、
虚
無
主
義
の
如
何
な
る
も
の
で
も

な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
歴
史
的
意
識
に
と
っ
て
歴
史
は
最
も
客
観
的
な
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
そ
こ
に
は
こ
の
最
も

客
観
的
な
も
の
へ
の
信
頼
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
歴
史
は
個
人
が
そ
れ
を
非
難
し
た
り
若
く
は
賞
讃
し
た
り
、
そ

れ
を
単
に
利
用
し
た
り
若
く
は
単
に
放
擲
し
た
り
な
し
得
る
或
る
も
の
で
は
な
く
、
却
っ
て
或
る
最
も
必
然
的
な

0

0

0

0

0

0

も
の
0

0

で
あ
る
。
た
と
い
歴
史
主
義
が
相
対
主
義
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
か
く
の
如
く
最
も
客
観
的
な
も
の
、

最
も
必
然
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
た
も
の
の
範
囲
内
に
於
け
る
相
対
主
義
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
し
て
こ
の
こ
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と
は
歴
史
的
意
識
に
と
っ
て
歴
史
と
は
ま
さ
に
存
在
そ
の
も
の

0

0

0

0

0

0

を
意
味
す
る
と
い
う
こ
と
と
根
本
的
に
つ
な
が
っ

て
い
る
。
併
る
に
現
代
の
批
評
家
た
ち
は
こ
れ
ら
の
事
情
を
全
く
理
解
し
な
い
の
で
あ
る
。
歴
史
は
彼
等
に
と
っ

て
ひ
と
つ
の
経
験
科
学
、
特
殊
科
学
と
し
て
の
歴
史
科
学
の
こ
と
で
あ
り
、
歴
史
主
義
と
は
単
に
か
か
る
歴
史
科

学
の
上
に
拠
っ
て
い
る
哲
学
的
世
界
観
の
謂
で
あ
る
。
磨
史
主
義
を
も
っ
て
主
観
主
義
と
な
す
彼
等
の
批
評
の
う

ち
に
若
し
何
等
か
の
理
由
が
含
ま
れ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
た
だ
歴
史
主
義
が
歴
史
科
学
主
義
の
意
味

で
主
張
さ
れ
る
場
合
に
対
し
て
の
み
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
場
合
歴
史
主
義
は
、
自
然
科
学
と
並
ん
で
単
に
ひ

と
つ
の
科
学
た
る
に
過
ぎ
ぬ
歴
史
科
学
の
上
に
全
哲
学
を
打
ち
建
て
よ
う
と
す
る
も
の
と
し
て
、一
面
的
で
あ
り
、

従
っ
て
そ
の
限
り
に
於
て
既
に
虚
偽
で
あ
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
併
る
に
我
々
に
と
っ
て
は
歴
史
と
は
根
源
的

に
は
存
在
そ
の
も
の
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。
そ
れ
は
最
も
包
括
的
な

0

0

0

0

0

0

存
在
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
を
、
自
然
科
学
も
、
歴
史
科
学
も
、
哲
学
を
も
、
そ
れ
の
一
方
面
若
く
は
一
契
機
と
し
て
包
括
す
る
と
こ

ろ
の
存
在
で
あ
る
。「
世
界
過
程
は
人
類
の
う
ち
最
も
善
き
者
の
こ
れ
ら
の
華
々
し
き
演
説
の
上
に
も
勝
利
を
占

め
る
」＊

、
と
い
う
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
葉
は
、
現
代
に
於
け
る
彼
等
歴
史
主
義
の
批
判
者
た
ち
の
哲
学
的
議
論
に
向
っ

て
も
語
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
意
味
で
歴
史
は
存
在
と
し
て
、
そ
れ
が
絶
対
的
な
も
の
、
永
遠
な
も
の
な
の

で
あ
る
。
そ
し
て
我
々
は
こ
こ
に
歴
史
主
義
が
直
接
に
相
対
主
義
に
等
し
か
ら
ざ
る
ひ
と
つ
の
点
を
見
出
し
得
る
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あ
ろ
う＊
＊。

＊　
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, II, S. 291.

＊
＊　

歴
史
的
意
識
の
他
の
方
面
か
ら
の
分
析
及
び
特
徴
付
け
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
史
的
観
念
論
の
諸
問
題
』

二
五
三
―
二
五
四
頁
〔
全
集
第
二
巻
二
二
七
―
二
二
八
頁
【「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学
」「
い
わ
ゆ
る
歴
史
的
意
識
と
は
」

以
下
】〕
参
照
。

批
判
者
た
ち
の
絶
対
主
義
、
永
遠
主
義
は
こ
れ
に
反
し
て
、
現
実
の
存
在
か
ら
の
逃
避

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
上
に
立
っ
て
い
る
。

そ
こ
に
表
現
さ
れ
る
も
の
は
歴
史
に
対
す
る
嫌
悪
で
あ
り
、
現
実
の
存
在
に
対
す
る
恐
怖
で
あ
る
。
こ
こ
に
こ
れ

ら
の
哲
学
の
現
実
的
意
義
が
あ
る
。
か
よ
う
な
逃
避
を
巧
妙
に
成
就
す
る
た
め
に
、
現
代
哲
学
の
出
発
点
と
な
っ

て
い
る
も
の
は
、
い
つ
で
も
科
学
的
認
識
で
あ
る
。
そ
れ
は
存
在
そ
の
も
の
か
ら
出
立
す
る
こ
と
な
く
、
却
っ
て

存
在
は
、
そ
れ
が
認
識
の
絶
対
的
妥
当
性
を
危
く
す
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
彼
等
の
研
究
の
端
初
に
あ
っ
て
予
め

遠
く
に
推
し
除
け
ら
れ
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
か
く
し
て
「
命
題
」
が
彼
等
の
た
め
に
存
在
の
代
り
と
な
る
。
真

理
と
は
命
題
の
真
理
性
、
そ
の
形
式
的
な
る
真
理
性
で
あ
る
。
―
―
併
し
真
理
は
そ
の
最
も
決
定
的
な
意
味
に
於

て
具
体
的
な
存
在
そ
の
も
の
に
関
係
す
る
概
念
で
あ
る
の
で
は
な
い
か
。＊

―
―
認
識
の
「
対
象
」
と
は
彼
等
に
と

っ
て
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
リ
ッ
カ
ー
ト
は
こ
れ
を
「
価
値
」
で
あ
る
と
す
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
に
あ
っ
て
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は
対
象
は
「
何
等
か
の
或
る
も
の
」（irgend etw

as

）
と
し
て
定
義
さ
れ
る
。
そ
し
て
彼
は
附
け
加
え
て
云
う
、「
こ

の
一
般
的
な
対
象
概
念
を
私
は
ま
た
実
に
案
出
し
た
の
で
な
く
、
却
っ
て
た
だ
凡
て
の
純
粋
に
論
理
的
な
命
題
に

よ
っ
て
要
求
さ
れ
た
も
の
を
建
て
直
し
た
の
で
あ
り
、
そ
し
て
同
時
に
、
そ
れ
が
原
理
的
に
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も

の
で
あ
り
、
従
っ
て
ま
た
一
般
的
な
科
学
的
な
説
話
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
示
し
た
ま
で
で
あ
る
。＊
＊」

リ
ッ
カ
ー
ト
で
も
、
フ
ッ
サ
ー
ル
で
も
、
単
に
科
学
主
義
（Szientifism

us

）
の
立
場
か
ら
認
識
の
問
題
を
取
扱

っ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
こ
の
取
扱
い
に
際
し
て
命
題
が
唯
一
の
手
懸
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
対
象
概
念
の

規
定
に
あ
た
っ
て
も
存
在
は
そ
の
役
割
を
演
ず
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
い
。
元
来
認
識
論
的
問
題
の
根
本
を
な
す
と

こ
ろ
の
認
識
の
「
対
象
性
」
の
概
念
は
、
近
代
の
認
識
論
に
基
礎
を
据
え
た
と
さ
れ
る
カ
ン
ト
に
あ
っ
て
、
二
つ

の
意
味
を
も
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
先
ず
「
対
象
に
関
係
す
る
」（auf den G

egenstand beziehen

）
と
い
う
こ
と
を
、

次
に
認
識
の
「
普
遍
性
と
必
然
性
」（die A

llgem
einheit und die N

otw
endigkeit

）
即
ち
認
識
の
普
遍
妥
当
性
を
、

換
言
す
れ
ば
、
認
識
が
時
間
、
空
間
、
歴
史
を
通
じ
て
変
る
こ
と
な
く
同
一
に
と
ど
ま
る
と
い
う
こ
と
を
、
意
味

し
た
。
カ
ン
ト
の
認
識
論
の
中
心
問
題
は
対
象
性
の
こ
の
二
つ
の
意
味
を
結
合
統
一
す
べ
き
立
場
を
発
見
す
る
こ

と
に
あ
っ
た
と
も
見
ら
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
併
し
な
が
ら
こ
の
二
つ
の
意
味
は
そ
れ
ぞ
れ
独
立
的
で
あ
る
こ
と
が

出
来
る
、
な
ぜ
な
ら
「
対
象
に
関
係
す
る
」
と
い
う
場
合
、「
対
象
」
は
明
ら
か
に
存
在
以
外
の
も
の
を
意
味
し
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得
ず
、
併
る
に
若
し
こ
の
存
在
に
し
て
そ
の
本
性
上
変
化
的
発
展
的
で
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
認
識
は
対
象
に
関

係
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
自
身
ま
た
変
化
的
発
展
的
で
あ
る
の
ほ
か
な
く
、
か
く
て
第
二
の
意
味
に
於
け
る
対

象
性
の
概
念
と
結
び
付
き
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
対
象
性
の
右
の
二
つ
の
意
味
に
於
い
て
い
ず
れ
が
根

源
的
で
あ
る
か
と
云
え
ば
、
そ
れ
は
明
ら
か
に
第
一
の
意
味
、
即
ち
対
象
に
関
係
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、

そ
れ
は
認
識
論
上
の
、
一
般
に
哲
学
上
の
立
場
の
如
何
に
拘
ら
ず
、
苟
も
認
識
が
認
識
で
あ
る
限
り
、
必
ず
保
持

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
併
る
に
現
代
の
哲
学
は
却
っ
て
そ
の
第
二
の
意
味
に
重
心
を
お
く
と
い
う

一
般
的
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
か
く
て
カ
ン
ト
が
対
象
性
の
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
要
素
と
見
做
し
た
と
こ
ろ
の
感
性

的
内
容
は
こ
こ
で
は
寧
ろ
無
視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
等
も
ま
た
上
に
引
用
し
た
と
こ
ろ
の
ク
ラ
ウ
ゼ
の
語

を
暗
黙
の
間
に
承
認
し
つ
つ
あ
る
者
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
歴
史
的
事
実
は
純
な
る
イ
デ
ー
に
対
し

て
そ
れ
の
「
曇
ら
さ
れ
た
る
現
象
形
態
」（getrübte Erscheinungsform

）
に
過
ぎ
な
い＊
＊
＊。

そ
れ
は
そ
れ
自
身
の

う
ち
に
何
等
の
支
持
点
を
有
せ
ざ
る
、
謂
わ
ば
仮
現
物
で
あ
る
。
リ
ッ
カ
ー
ト
に
あ
っ
て
も
科
学
的
概
念
構
成
の

前
に
お
か
れ
る
現
実
の
存
在
は
単
に
流
動
し
て
息
む
こ
と
な
き
個
別
的
な
る
多
様
、
従
っ
て
そ
れ
自
身
の
う
ち
に

何
等
持
続
的
な
も
の
、
普
遍
的
な
も
の
を
含
ま
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
現
実
的
存
在
そ
の
も
の

の
問
題
に
関
し
て
は
主
観
主
義
、
相
対
主
義
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
現
代
哲
学
の
著
し
い
特
徴
で
あ
る
か
の
よ
う
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に
見
え
る
。
若
し
歴
史
に
し
て
現
実
的
存
在
を
意
味
す
る
な
ら
ば
、
歴
史
に
関
す
る
相
対
主
義
、
主
観
主
義
を
と

る
者
は
ま
さ
に
彼
等
で
あ
っ
て
、
我
々
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

＊　

聖
書
に
伝
え
ら
れ
た
次
の
物
語
を
見
よ
。「
ピ
ラ
ト
彼
に
い
い
け
る
は
、
さ
れ
ば
爾
は
王
な
る
か
。
イ
エ
ス
答
え

け
る
は
、
爾
の
言
う
と
こ
ろ
の
如
く
我
は
王
な
り
、
我
こ
れ
が
為
に
生
れ
こ
れ
が
為
に
世
に
き
た
れ
り
、
そ
は
真

理
に
つ
い
て
証
を
な
さ
ん
た
め
な
り
。
す
べ
て
真
理
に
つ
く
者
は
我
が
声
を
聴
く
。
ピ
ラ
ト
彼
に
い
い
け
る
は
、

真
理
は
如
何
な
る
も
の
ぞ
（ti; e[stin ajlhvqeia ;

）。」
こ
の
物
語
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
意
味
深
き
解
釈
を
与
え
て
い
る
。

V
gl. H

egel, W
W

. X
III, 26, 27.

＊

＊ H
usserl, Ideen zu einer reinen Phänom

enologie und phänom
enologischen Philosophie, H

alle, 1913, 

S. 40. 

【
池
上
鎌
三
訳
『
純
粋
現
象
学
及
現
象
学
的
哲
学
考
案
』】
マ
リ
イ
は
云
う
。”A

lles w
as etw

asist, heisst ein 

G
egenstand. ‥

…Insbesondere ist es auch nicht eine B
estim

m
ung des G

egenstandes, dass er ist, also existiert 

oder besteht. Jeder G
egenstand ist etw

as, aber nicht jedes Etw
as ist.” (V

gl. E. M
ally, U

ntersuchungen zur 

G
egenstandstheorie des M

essens.

【in “U
ntersuchungen zur G

egenstandstheorie und Psychologie”

】)

＊
＊
＊　

H
usserl, Philosophie als strenge W

issenschaft, loc. cit., S. 325. 

前
掲
訳
書
二
四
五
頁
。

こ
の
よ
う
に
し
て
現
代
哲
学
の
諸
学
派
に
於
け
る
理
論
に
つ
い
て
の
永
遠
主
義
、
絶
対
主
義
が
現
実
の
存
在
に
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関
す
る
消
滅
主
義
、
相
対
主
義
を
前
提
と
し
て
獲
得
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
何
故
に
認

識
ま
た
は
理
論
は
絶
対
的
な
も
の
、
永
遠
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
人
々
は
そ
の
根
源
的

な
る
理
由
に
つ
い
て
何
事
も
語
っ
て
い
な
い
。
併
し
な
が
ら
、
惟
う
に
、
そ
れ
は
人
間
が
「
彼
の
存
在
の
確
実

性
」（die Sicherheit seines D

aseins

）
を
取
得
せ
ん
が
た
め
で
あ
る
。
然
ら
ば
何
故
に
、
人
間
は
彼
の
存
在
の

確
実
性
を
保
証
す
る
た
め
に
、
何
よ
り
も
特
に
認
識
0

0

の
方
向
に
於
て
絶
対
的
な
も
の
を
求
め
ね
ば
な
ら
な
い
の
で

あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
何
等
自
明
の
こ
と
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
は
た
だ
一
定
の
人
間
学
の
上
に
於
て
の
み
必
然
性

を
も
ち
得
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
特
に
ギ
リ
シ
ア
的
な
人
間
学
で
あ
る
。
こ
の
人
間
学
は
ギ
リ
シ
ア
の
市
民
に
よ

っ
て
初
め
て
発
見
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
久
し
く
そ
の
歴
史
的
起
源
は
埋
没
さ
れ
、
忘
却
さ
れ
、
従

っ
て
動
か
ず
変
ら
ぬ
も
の
、
自
明
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
来
た
。
人
間
が
自
己
の
立
つ
根
本
的
前
提
を
前
提
と

し
て
、
従
っ
て
歴
史
的
な
も
の
と
し
て
自
覚
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
極
め
て
自
然
的
で
あ
り
、
寧
ろ
必
然
的
で
あ

る
。
た
だ
歴
史
の
特
定
の
時
期
―
―
そ
れ
は
ま
さ
に
危
機
と
し
て
現
れ
る
―
―
に
於
て
の
み
、
彼
等
に
と
っ
て
彼

等
の
存
在
の
前
提
を
批
判
的
に
認
識
す
る
こ
と
は
可
能
と
な
る
。
ギ
リ
シ
ア
的
な
人
間
学
が
自
明
な
も
の
と
さ
れ

て
い
る
限
り
、
人
間
が
彼
等
の
存
在
の
確
実
性
を
特
に
理
論
的
認
識
に
於
け
る
絶
対
的
な
も
の
に
於
て
獲
得
し
よ

う
と
す
る
こ
と
は
ま
た
自
明
な
も
の
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ア
的
な
人
間
学
は
か
の hom

o sapiens 

の
理
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念
を
樹
て
る
。
ギ
リ
シ
ア
人
は
人
間
の
本
質
を
も
っ
て lovgoV  

ま
た
は nou:V  

に
あ
る
と
解
釈
し
た
。
後
に
謂
う

理
性
（ratio, Vernunft

）
が
そ
れ
で
あ
る
。
人
間
と
は
「
理
性
的
動
物
」
で
あ
る
。
若
し
人
間
の
本
質
に
し
て
合

理
的
な
る
、
永
遠
な
る
理
性
に
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
彼
の
存
在
の
確
実
性
に
対
す
る
要
求
が
か
の
デ
カ
ル
ト
的

な
る certitudo

【
確
実
性
】
―
―
現
代
哲
学
に
謂
う G

ültigkeit

【
妥
当
性
】 

も
こ
の
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
―
―
即

ち
合
理
的
な
る
、
理
性
的
な
る
認
識
の
確
実
性
に
よ
っ
て
最
も
よ
く
満
足
さ
れ
得
る
と
考
え
ら
れ
る
の
は
当
然
で

あ
ろ
う
。
併
し
な
が
ら
ひ
と
た
び
他
の
種
類
の
人
間
学
の
上
に
立
て
ば
そ
の
こ
と
は
決
し
て
自
明
な
こ
と
で
は
あ

り
得
な
い
の
で
あ
る
。
我
々
は
既
に
本
来
の
ユ
ダ
ヤ
的
・
キ
リ
ス
ト
教
的
人
間
学
が
人
間
の
存
在
の
確
実
性
の
た

め
に
全
く
他
の
も
の
を
求
め
た
の
を
知
っ
て
い
る
。こ
の
人
間
学
は
、一
言
で
い
え
ば
、原
罪
説
の
人
間
学
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
絶
対
的
な
も
の
、
永
遠
な
も
の
は
理
論
的
認
識
の
方
向
に
尋
ね
ら
れ
は
し
な
い
。
人
間
の
認
識
の
相
対

性
は
不
安
の
種
と
は
な
ら
な
い
。
人
々
は
こ
こ
で
は
絶
対
的
な
も
の
を
神
の
存
在
に
於
て
の
み
見
た
。
相
対
的
な

の
は
単
に
人
間
の
認
識
ば
か
り
で
な
く
、
彼
の
存
在
そ
の
も
の
も
ま
た
相
対
的
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
事
柄

こ
そ
却
っ
て
ま
さ
に
神
の
存
在
の
絶
対
性
と
そ
れ
か
ら
の
恩
寵
の
必
然
性
と
を
愈
々
明
ら
か
に
す
る
と
こ
ろ
の
も

の
で
あ
る
。
か
く
て
例
え
ば
、
パ
ス
カ
ル
は
、「
デ
カ
ル
ト
は
無
用
で
あ
り
、
不
確
実
で
あ
る
」
と
云
う
。＊

永
遠

な
る
も
の
、
絶
対
的
な
る
も
の
が
必
ず
し
も
認
識
に
於
て
見
出
さ
れ
る
こ
と
を
要
し
な
い
の
は
明
瞭
で
あ
る
。
認



観
念
形
態
論

三
九
六

識
の
相
対
性
を
主
張
す
る
こ
と
は
絶
対
的
な
る
も
の
を
あ
ら
ゆ
る
意
味
で
承
認
し
な
い
と
い
う
こ
と
と
等
し
く
は

な
い
。

＊　

拙
著
『
パ
ス
カ
ル
に
於
け
る
人
間
の
研
究
』
四
四
頁
〔
全
集
第
一
巻
四
二
頁
〕
以
下
参
照
【「
第
一　

人
間
の
分
析
」

「
パ
ス
カ
ル
も
ま
た
懐
疑
論
者
で
」
以
下
】。

歴
史
に
対
す
る
現
代
哲
学
の
関
係
を
更
に
立
入
っ
て
特
徴
付
け
る
た
め
に
、
私
は
な
お
リ
ッ
カ
ー
ト
の
歴
史
哲

学
に
触
れ
て
お
こ
う
。
彼
は
現
代
に
於
て
歴
史
に
つ
い
て
最
も
多
く
語
っ
た
哲
学
者
の
一
人
で
あ
り
、
彼
の
こ
の

方
面
に
於
け
る
功
績
は
一
般
の
承
認
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
私
の
見
る
と
こ
ろ
で

は
、
彼
の
歴
史
哲
学
は
歴
史
的
意
識
な
き
歴
史
哲
学
に
過
ぎ
な
い
。
従
っ
て
彼
の
多
量
な
る
論
議
も
殆
ど
全
く
冗

舌
に
終
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
彼
に
於
て
歴
史
が
存
在
で
な
く
、
特
殊
科
学
と
し
て
の
歴
史
を
意
味
す
る
こ
と

に
つ
い
て
は
右
に
述
べ
た
。
存
在
の
概
念
は
彼
に
於
て
極
め
て
貧
弱
な
内
容
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
は
歴
史

科
学
と
し
て
の
歴
史
の
概
念
は
如
何
に
考
え
ら
れ
て
い
る
か
。
彼
の
著
作
の
『
自
然
科
学
的
概
念
構
成
の
限
界
』

と
い
う
表
題
が
既
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
、
自
然
科
学
と
の
形
式
的
な
る
対
立
に
於
て
、
主
と
し
て
こ

の
も
の
の
側
面
か
ら
規
定
さ
れ
る
。
そ
れ
故
に
、
そ
こ
に
見
出
さ
る
べ
き
も
の
は
、
実
際
に
於
て
、
彼
自
身
の
歴

史
科
学
的
概
念
構
成
の
限
界
以
外
の
も
の
で
な
い
の
で
あ
る
。
リ
ッ
カ
ー
ト
は
歴
史
の
認
識
目
的
と
し
て
個
性
を
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樹
て
て
い
る
。
個
別
的
な
も
の
を
歴
史
科
学
の
対
象
と
見
做
す
こ
と
は
ド
イ
ツ
歴
史
学
派
の
、
殊
に
そ
の
発
展
の

後
期
の
思
想
に
属
す
る
。
け
れ
ど
も
こ
の
学
派
に
あ
っ
て
は
個
性
は
、
本
来
、
つ
ね
に
、
或
い
は
民
族
精
神
、
或

い
は
神
の
如
く
、
具
体
的
な
る
、
普
遍
的
な
る
も
の
と
の
活
け
る
聯
関
に
於
て
理
解
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

リ
ッ
カ
ー
ト
は
こ
の
関
係
を
見
棄
て
つ
つ
、
単
に
個
別
的
な
も
の
の
概
念
を
歴
史
学
派
か
ら
取
り
入
れ
る
。
特
殊

な
も
の
、
一
回
的
な
も
の
が
彼
に
於
て
関
係
さ
せ
ら
れ
る
の
は
文
化
価
値
で
あ
る
。
併
る
に
文
化
価
値
と
呼
ば
れ

る
も
の
は
、
例
え
ば
民
族
精
神
の
よ
う
に
そ
れ
自
身
歴
史
的
な
る
量
で
は
な
く
て
、
却
っ
て
形
式
的
、
抽
象
的
に

し
て
歴
史
を
超
越
し
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
一
般
的
価
値
の
上
に
於
て
は
、
個
性
と
個
性
と
の

間
の
活
け
る
聯
関
は
成
立
す
る
こ
と
が
出
来
ず
、
歴
史
的
世
界
は
結
局
一
の A

tom
istik

（
原
子
論
）
と
な
っ
て

し
ま
う
。＊

ま
た
ア
ト
ミ
ス
テ
ィ
ク
の
上
に
於
て
は
個
性
の
絶
対
的
意
義
は
保
証
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
凡
て
は
要
す

る
に
相
対
的
意
義
の
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
事
情
は
、
リ
ッ
カ
ー
ト
が
種
々
な
る

価
値
相
互
の
間
に
如
何
な
る
次
序
も
体
系
も
認
め
ぬ
こ
と
に
よ
っ
て
、
更
に
悪
く
な
る
。
絶
対
的
と
さ
れ
た
諸
々

の
価
値
自
体
が
、
そ
こ
に
は
そ
れ
ら
の
も
の
の
必
然
的
位
置
を
定
む
べ
き
体
系
の
存
し
な
い
た
め
に
、
究
極
は
相

対
的
な
も
の
と
な
る
。
分
離
と
孤
立
の
あ
る
と
こ
ろ
で
は
真
の
絶
対
性
は
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
、
こ
の

こ
と
は
単
に
存
在
に
つ
い
て
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
価
値
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
等
し
く
妥
当
す
る
。
リ
ッ
カ
ー
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ト
の
形
式
的
な
絶
対
主
義
は
実
質
的
に
は
相
対
主
義
で
あ
る
。
各
々
の
個
性
は
一
の
体
系
の
中
に
於
て
他
に
よ
っ

て
換
え
る
べ
か
ら
ざ
る
必
然
的
な
る
位
置
を
占
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
絶
対
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
出
来

る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
リ
ッ
カ
ー
ト
は
歴
史
学
派
の
個
性
の
概
念
を
破
壊
し
て
し
ま
っ
た
ば
か
り
で
な

く
、
こ
の
学
派
に
於
て
、
且
つ
一
般
に
歴
史
的
意
識
に
と
っ
て
、
最
も
重
要
な
発
展
の
概
念
を
も
見
棄
て
て
し
ま

っ
た
。
彼
は
時
間
の
カ
ン
ト
的
自
然
科
学
的
概
念
を
受
取
る
の
み
で
あ
っ
て
、
具
体
的
な
持
続
、
歴
史
的
な
時
間

の
概
念
を
認
め
な
い
。
従
っ
て
個
性
と
個
性
と
の
間
に
結
ば
れ
る
も
の
は
所
謂
個
別
的
因
果
律
で
あ
っ
て
、
何
等

発
展
の
関
係
で
は
な
い
の
で
あ
る＊
＊。

こ
の
こ
と
も
ま
た
決
定
的
で
あ
る
。
か
く
て
我
々
は
、
リ
ッ
カ
ー
ト
が
彼
の

歴
史
哲
学
に
於
て
到
る
処
歴
史
的
意
識
を
駆
逐
し
て
い
る
の
を
見
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
は
相
対
主
義

と
考
え
ら
れ
た
歴
史
主
義
を
避
け
得
た
で
も
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
同
時
に
我
々
は
そ
れ
と
共
に
歴
史
そ
の
も
の
の

問
題
が
彼
の
手
の
中
か
ら
滑
り
出
て
し
ま
っ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
彼
の
哲
学
が
絶
対
主
義
の
形
を
粧
え
る
相
対

主
義
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

＊　

拙
著
『
史
的
観
念
論
の
諸
問
題
』　

一
三
四
頁
〔
全
集
第
二
巻
一
二
九
頁
〕
以
下
参
照
【「
個
性
の
問
題
」「
価
値
の

普
遍
性
と
必
然
性
と
」
以
下
】。

＊
＊　

前
掲
拙
著
に
於
け
る
「
歴
史
的
因
果
律
の
問
題
」
八
九
頁
〔
全
集
第
二
巻
九
一
―
九
二
頁
【「
要
す
る
に
個
別
的
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な
る
も
の
の
」
以
下
】〕
以
下
参
照

私
は
一
般
に
相
対
主
義
の
問
題
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
は
そ
れ
の
場0

と
も
い
う
べ
き
も
の
が
考
え
ら
れ
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
と
思
う
。
物
が
相
対
化
さ
れ
る
の
は
場
に
於
て
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
相
対
主
義
が
絶
対
的
な
意
味
で
成

立
す
る
の
は
、
こ
の
場
そ
の
も
の
が
何
等
か
の
意
味
に
於
て
、
主
観
的
な
も
の
、
従
っ
て
変
転
極
ま
り
な
き
も
の

で
あ
る
か
、
若
く
は
少
な
く
と
も
こ
の
場
そ
の
も
の
が
何
等
の
秩
序
乃
至
体
系
を
含
ま
ぬ
も
の
で
あ
る
か
の
場
合

に
於
て
の
み
で
あ
る
。
且
つ
ま
た
場
の
如
何
な
る
観
念
を
も
容
れ
ざ
る
純
粋
な
流
動
主
義
の
立
場
に
於
て
は
、
そ

こ
に
如
何
な
る
相
対
主
義
も
思
惟
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
こ
れ
ら
の
場
合
以
外
に
於
て
相
対
主
義
は
十
分
に

問
題
で
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
の
際
に
は
そ
れ
の
場
が
如
何
な
る
も
の
、
如
何
な
る
構
造
の
も
の
で
あ

る
か
が
吟
味
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

さ
て
過
去
の
歴
史
哲
学
の
諸
体
系
に
あ
っ
て
は
所
謂
歴
史
的
相
対
主
義
の
問
題
は
存
し
得
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な

ら
そ
こ
に
は
つ
ね
に
或
る
絶
対
的
な
場
が
横
た
わ
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
歴
史
の
う
ち
に
現
れ
る
各
々
の
も
の

が
次
に
来
る
も
の
に
よ
っ
て
必
ず
推
し
退
け
ら
れ
、
そ
の
各
々
の
意
味
は
単
に
そ
れ
ぞ
れ
の
時
に
と
っ
て
の
み
認

め
ら
れ
得
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
若
し
人
間
歴
史
の
全
体
に
し
て
一
個
の
絶
対
的
な
体
系
を
含
む
も
の
で
あ

る
な
ら
ば
、
各
々
の
歴
史
的
形
態
は
た
だ
単
純
に
相
対
的
で
は
あ
り
得
な
い
。
そ
れ
が
単
純
に
相
対
的
で
あ
る
か
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の
よ
う
に
思
わ
れ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
場
合
、
そ
れ
は
そ
の
認
識
が
十
分
に
包
括
的
で
な
く
、
具
体
的
で
な
い
と

い
う
こ
と
を
示
す
に
過
ぎ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
と
き
各
々
の
も
の
は
い
か
に
も
他
の
個
々
の
も
の
と
の
比
較

に
於
て
は
相
対
的
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
全
体
の
絶
対
的
な
体
系
の
中
に
あ
っ
て
は
そ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
一
も
っ
て
他

に
代
え
難
き
必
然
的
な
る
位
置
を
占
め
る
と
見
ら
れ
得
る
が
故
に
、
こ
の
意
味
に
於
て
ま
さ
に
絶
対
的
な
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
統
一
的
な
、
絶
対
的
な
全
体
が
根
柢
に
あ
る
と
こ
ろ
で
は
、
個
々
の
も
の
は
こ
の
全
体
に
於

て
、
ま
た
こ
の
全
体
に
よ
っ
て
、
自
己
の
絶
対
性
を
獲
得
し
ま
た
賦
与
さ
れ
る
。
こ
の
際
各
々
の
も
の
の
現
す
相

対
性
は
寧
ろ
全
体
の
「
個
別
化
の
原
理
」
の
象
徴
と
見
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
か
か
る
絶
対
的
な
場
と
し
て
我
々
は

例
え
ば
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー
を
想
い
起
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
於
て
は
数
学
的
に
展

開
さ
れ
た
こ
の
よ
う
な
全
体
を
、
従
来
の
歴
史
哲
学
は
種
々
な
る
仕
方
で
含
ん
で
い
た
。
我
々
は
こ
の
も
の
を
最

も
一
般
的
に
か
の
「
世
界
計
画
」（W

eltplan

）
の
概
念
を
も
っ
て
表
す
こ
と
が
出
来
る
。
世
界
計
画
の
概
念
は

言
う
ま
で
も
な
く
宗
教
的
な
起
源
の
も
の
で
あ
る
。
人
類
歴
史
の
統
一
的
計
画
の
思
想
は
神
学
に
よ
っ
て
作
り
出

さ
れ
た
。
こ
の
も
の
と
関
係
し
て
ま
た
歴
史
に
於
け
る
神
の
人
類
教
育
の
理
念
が
そ
こ
で
生
産
さ
れ
た
。
併
る
に

神
学
に
と
っ
て
は
か
く
の
如
き
構
成
の
た
め
に
、
一
切
の
歴
史
の
端
初
と
終
末
と
に
於
て
確
固
た
る
点
が
予
め
与

え
ら
れ
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
こ
で
は
世
界
計
画
の
構
成
の
課
題
は
、
原
人
の
堕
落
と
最
後
の
審
判
と
の
間
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に
歴
史
的
世
界
過
程
を
通
じ
て
そ
れ
を
結
び
付
け
る
糸
を
ひ
く
と
い
う
現
実
に
解
決
の
可
能
な
る
課
題
と
し
て
成

立
し
て
い
た
。
ひ
と
は
こ
の
解
決
の
最
も
模
範
的
な
る
例
を
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
『
神
の
国
』
に
於
て
見
る
こ

と
が
出
来
る
。
絶
対
的
な
端
初
と
終
末
と
を
有
す
る
こ
の
歴
史
の
聯
関
、
そ
れ
に
よ
っ
て
世
界
過
程
が
一
の
統
一

的
な
意
味
を
担
い
そ
し
て
人
類
が
一
の
実
在
的
な
統
一
で
あ
る
と
こ
ろ
の
聯
関
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
何
人
も
決
し

て
疑
い
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
蓋
し
ユ
ダ
ヤ
的
・
キ
リ
ス
ト
教
的
な
人
間
学
に
従
え
ば
、
ア
ダ
ム
か
ら
遣
伝
さ

れ
た
血
は
人
類
の
全
体
の
各
々
の
要
素
を
貫
き
流
れ
て
、
そ
の
暗
き
色
を
も
っ
て
こ
れ
を
色
取
る
、
そ
し
て
他
方

で
は
か
か
る
人
類
に
対
し
て
教
会
の
神
秘
的
な
機
体
の
う
ち
に
於
て
上
か
ら
し
て
恩
寵
の
ま
さ
に
同
じ
く
実
在
的

な
み
ち
び
き
が
行
わ
れ
る
と
信
ぜ
ら
れ
た
。
歴
史
の
形
而
上
学
の
共
通
の
財
産
で
あ
る
「
人
類
」
の
理
念
は
こ
の

よ
う
に
し
て
ま
た
宗
教
的
体
験
に
よ
っ
て
そ
こ
に
植
え
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
の
種
々
な
る
歴
史
哲

学
的
企
図
は
、
ボ
シ
ュ
エ
、
チ
ュ
ル
ゴ
ー
、
ヴ
ィ
コ
な
ど
を
初
め
と
し
て
、
レ
ッ
シ
ン
グ
、
カ
ン
ト
、
フ
ィ
ヒ
テ
、

ヘ
ー
ゲ
ル
な
ど
に
至
る
ま
で
、
要
す
る
に
、
凡
て
古
き
神
学
的
体
系
の
、
或
い
は
一
層
地
上
的
経
験
的
で
あ
ろ
う

と
す
る
、
或
い
は
一
層
合
理
的
先
験
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
と
こ
ろ
の
、
諸
々
の
変
形
に
ほ
か
な
ら
ぬ
、
と
見
做
さ

れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
過
去
の
歴
史
哲
学
に
あ
っ
て
は
歴
史
主
義
の
問
題
は
現
実
に
あ
り
得
な
か
っ
た
。
そ
こ
に

は
神
の
世
界
計
画
と
い
う
絶
対
的
な
場
が
含
ま
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
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そ
れ
故
に
ひ
と
が
普
通
に
ヘ
ー
ゲ
ル
を
も
っ
て
歴
史
的
相
対
主
義
の
代
表
者
で
あ
る
か
の
如
く
考
え
る
の
は
明

白
な
る
誤
謬
で
あ
ろ
う
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学
は
固
よ
り
ユ
ダ
ヤ
的
・
キ
リ
ス
ト
教
的
な
人
間
学
の
上
に
立
つ

も
の
で
は
な
い
。
却
っ
て
そ
れ
は
中
世
の
崩
壊
以
来
次
第
に
普
遍
的
に
な
っ
て
来
た
と
こ
ろ
の
キ
リ
ス
ト
教
化
さ

れ
た
ギ
リ
シ
ア
的
人
間
学
、
即
ち
フ
マ
ニ
ス
ム
ス
的
人
間
学
、
そ
の
一
形
態
と
し
て
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
の
人
間
学

に
も
と
づ
い
て
い
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
主
義
批
判
者
た
ち
の
哲
学
と
同
じ
種
類
の
人

間
学
を
地
盤
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
間
は
思
惟
に
よ
っ
て
動
物
か
ら
区
別
さ
れ
る
、
と
い
う
の
は
ヘ
ー
ゲ
ル

の
好
ん
で
屡
々
記
す
と
こ
ろ
の
、
彼
の
全
哲
学
の
最
初
の
命
題
で
あ
る
。
尤
も
彼
は
最
も
根
本
的
な
ひ
と
つ
の
点

に
於
て
ギ
リ
シ
ア
的
な
人
間
学
を
打
ち
破
っ
た
。
こ
の
も
の
に
従
え
ば
、
人
間
の
本
質
を
形
造
る
理
性
は
、
歴
史

や
民
族
や
身
分
を
超
越
し
て
つ
ね
に
不
変
な
る
定
量
で
あ
る
。
併
る
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
神
的
な
理
性
そ
の
も
の
を
も

っ
て
運
動
す
る
も
の
、
過
程
的
な
も
の
と
な
す
。
即
ち
彼
は
理
性
の
中
へ
ま
さ
し
く
歴
史
を
導
き
入
れ
た
の
で
あ

っ
て
、
こ
の
こ
と
が
彼
の
事
業
の
う
ち
最
も
偉
大
な
も
の
に
属
し
て
い
る
。
彼
は
そ
れ
に
よ
っ
て
近
代
の
歴
史
的

意
識
の
発
達
の
た
め
に
比
び
な
き
貢
献
を
な
し
た
の
で
あ
る
が
、
併
る
に
恰
も
そ
こ
に
同
時
に
相
対
主
義
が
孕
ま

れ
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
人
々
の
こ
の
よ
う
な
懸
念
は
無
駄
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
理
性
は
運
動
し
は
す
る

け
れ
ど
も
、
こ
の
運
動
の
過
程
は
一
の
絶
対
的
な
る
体
系
を
形
成
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
ヘ
ー
ゲ
ル
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は
、
各
々
の
哲
学
は
時
代
の
子
で
あ
る
、
と
相
対
主
義
者
の
よ
う
に
語
る
。
け
れ
ど
も
同
時
に
彼
に
よ
れ
ば
、
そ

れ
ら
の
各
々
相
対
的
な
る
諸
哲
学
は
、
一
の
絶
対
的
な
る
、
先
験
的
に
構
成
さ
れ
得
る
真
理
、
即
ち
神
的
理
性
の

必
然
的
な
る
発
展
の
諸
段
階
に
於
け
る
諸
契
機
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
絶
対
的
な
真
理
は
ひ
と
た
び
見
出

さ
れ
て
永
遠
に
み
ず
か
ら
の
う
ち
に
安
ら
っ
て
い
る
も
の
で
な
く
、
歴
史
に
於
て
発
展
す
る
全
体
の
諸
契
機
の
綜

合
的
統
一
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
哲
学
は
そ
れ
ぞ
れ
の
言
葉
を
も
っ
て
物
語
る
べ
き
で
あ

る
。
歴
史
の
流
の
中
に
相
異
な
る
、
相
矛
盾
す
る
種
々
な
る
哲
学
が
存
在
す
る
と
い
う
、
懐
疑
主
義
の
根
源
と
な

る
と
こ
ろ
の
事
実
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
は
却
っ
て
神
的
真
理
の
豊
富
さ
と
、
こ
の
も
の
の
そ
れ
に
対
す
る
絶

対
的
支
配
の
力
強
さ
と
を
顕
す
。そ
れ
故
に
思
想
の
歴
史
的
規
定
性
乃
至
被
制
約
性
に
つ
い
て
の
歴
史
的
意
識
は
、

ヘ
ー
ゲ
ル
に
あ
っ
て
相
対
主
義
と
し
て
の
歴
史
主
義
の
問
題
を
何
等
形
成
す
る
こ
と
が
な
い
。
歴
史
的
発
展
は
そ

こ
で
は
イ
デ
ー
の
絶
対
的
な
、
自
己
完
結
的
な
、
完
了
的
な
体
系
に
よ
っ
て
揺
ぎ
な
く
支
え
ら
れ
て
い
る
。
彼
の

相
対
主
義
も
ま
た
絶
対
的
な
場
の
上
に
据
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。＊

＊　

こ
れ
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
け
る
人
間
学
、
そ
の
他
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学
」（『
史
的
観

念
論
の
諸
問
題
』）〔
全
集
第
二
巻
収
録
〕
及
び
「
弁
証
法
の
存
在
論
的
解
明
」（
国
際
ヘ
ー
ゲ
ル
聯
盟
日
本
版
『
ヘ

ー
ゲ
ル
と
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
』）〔
全
集
第
四
巻
収
縁
〕
参
照
。
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も
と
も
と
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
は
歴
史
主
義
と
は
何
の
関
わ
り
も
な
か
っ
た
の
で
な
い
か
。
彼
の
哲
学
の
唯
一
の

対
象
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
存
在
は
本
来
イ
デ
ー
を
意
味
し
、
単
な
る
事
実
、
歴
史
の
与
え
る
単
な
る
経
験
的
な
も

の
で
は
な
か
っ
た
。
ド
イ
ツ
歴
史
学
派
の
人
々
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
け
る
が
如
き
歴
史
の
先
験
的
構
成
を
退
け
て
一

層
親
し
く
経
験
的
な
も
の
、
実
証
的
な
も
の
へ
進
ん
で
行
っ
た
。
し
か
も
彼
等
は
な
お
イ
デ
ー
を
も
っ
て
歴
史
を

動
か
す
根
本
的
な
力
と
見
倣
し
て
い
る
。
彼
等
に
と
っ
て
は
最
早
イ
デ
ー
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
け
る
が
如
く
論
理
的

な
体
系
で
は
な
く
、寧
ろ
生
命
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、彼
等
の
一
人
な
る
ラ
ン
ケ
は
言
っ
て
い
る
、「
各
々

の
時
代
は
直
接
に
神
に
属
す
る
、
そ
し
て
そ
れ
の
価
値
は
決
し
て
そ
れ
か
ら
生
れ
出
る
と
こ
ろ
の
も
の
に
も
と
づ

く
の
で
な
く
、
却
っ
て
そ
れ
の
存
在
そ
の
も
の
の
う
ち
に
、
そ
れ
自
身
の
自
己
の
う
ち
に
あ
る
。」＊

即
ち
従
来
の

歴
史
的
意
識
は
そ
の
最
も
発
達
し
た
形
態
に
於
て
す
ら
、
な
お
か
つ
宗
教
的
乃
至
形
而
上
学
的
内
容
を
多
分
に
含

ん
で
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
寧
ろ
か
か
る
内
容
の
表
現
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
得
よ
う
。
例
え
ば
ド
ロ
イ
セ
ン

の
如
き
も
、
そ
の
功
績
多
き
『
ヘ
レ
ニ
ス
ム
ス
の
歴
史
』
の
第
二
巻
へ
の
序
文
に
於
て
「
歴
史
の
神
学
」
に
つ
い

て
書
き
、「
我
々
の
科
学
の
最
高
の
課
題
は
実
に
神
義
論
で
あ
る
」
と
ま
で
言
っ
て
い
る
。「
歴
史
は
一
の
賢
明
に

し
て
仁
慈
な
る
神
の
世
界
秩
序
に
対
す
る
信
仰
に
固
執
す
る
、
こ
の
世
界
秩
序
た
る
や
、
単
に
若
干
の
信
仰
あ
る

者
、
ま
た
一
の
選
ば
れ
た
る
人
類
ば
か
り
で
な
く
、
却
っ
て
全
人
類
を
、
一
切
の
創
造
さ
れ
た
る
も
の
を
包
括
す
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る
。
そ
し
て
歴
史
が
こ
の
信
仰
、「
即
ち
眼
に
見
え
ぬ
も
の
に
つ
い
て
疑
わ
な
い
と
い
う
一
の
信
頼
」
を
ば
、
歴

史
は
こ
の
信
仰
の
無
限
な
る
内
容
を
有
限
な
人
間
的
な
仕
方
に
於
て
、
思
惟
と
概
念
の
諸
範
疇
に
於
て
、
絶
え
ず

新
た
に
、
絶
え
ず
よ
り
狭
く
限
界
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
言
表
せ
ん
と
試
み
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
認
識
を
も
っ

て
追
い
求
め
る
と
こ
ろ
に
、
唯
そ
の
と
こ
ろ
に
歴
史
は
自
己
を
科
学
と
し
て
知
る
の
で
あ
る
。＊
＊」
か
く
の
如
く
歴

史
的
意
識
が
神
学
的
ま
た
は
形
而
上
学
的
観
念
に
よ
っ
て
基
礎
付
け
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
固
よ
り
相
対
主

義
に
つ
い
て
語
ら
る
べ
く
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
歴
史
学
派
に
於
て
も
絶
対
的
な
も
の
は
失
わ
れ
て
し
ま
い
は
し
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
歴
史
的
相
対
主
義
は
デ
ィ
ル
タ
イ
の
如
き
人
に
於
て
初
め
て
問
題
と
な
る
こ
と
が
出
来
る
。

デ
ィ
ル
タ
イ
は
従
来
の
歴
史
の
形
而
上
学
の
成
立
の
地
盤
を
歴
史
的
に
批
判
し
、
且
つ
こ
れ
を
見
棄
て
て
し
ま
っ

た
。
彼
の
歴
史
的
意
識
に
と
っ
て
は
最
早
世
界
計
画
の
理
念
も
な
く
、
人
類
の
理
念
も
な
く
、
凡
て
絶
対
的
な
場

は
失
わ
れ
て
し
ま
い
、
従
っ
て
そ
れ
は
唯
ひ
た
す
ら
な
る
相
対
主
義
的
結
論
に
向
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
の
如
く
に
見

え
る
。

＊　

L. v. R
anke, U

eber die Epochen der neueren G
eschichte, M

ünchen und Leipzig 1921, S. 17.

＊
＊　

J. G
. D

roysen, G
rundriss der H

istorik, H
rsg. v. E. R

othacker, 1925, S. 91.

デ
ィ
ル
タ
イ
に
於
け
る
こ
の
よ
う
な
状
態
は
更
に
次
の
こ
と
に
よ
っ
て
一
層
甚
し
く
さ
れ
る
と
見
え
る
。
即
ち
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彼
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
如
く
ギ
リ
シ
ア
的
人
間
学
を
自
明
な
も
の
と
し
て
彼
の
哲
学
の
前
提
に
も
つ
こ
と
が
出
来
な
く

な
っ
た
。
曰
く
、「
合
理
主
義
的
立
場
は
今
日
カ
ン
ト
の
学
派
に
よ
っ
て
主
と
し
て
通
用
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
立
場
の
父
は
デ
カ
ル
ト
で
あ
っ
た
。
彼
が
最
初
に
知
性
の
主
権
に
勝
利
に
み
ち
た
表
現
を
与
え
た
。
こ
の
主

権
は
そ
の
支
持
者
を
彼
の
時
代
の
全
体
の
宗
教
的
ま
た
は
形
而
上
学
的
立
場
の
う
ち
に
も
っ
て
い
た
。
そ
し
て
そ

れ
は
ガ
リ
レ
イ
や
デ
カ
ル
ト
に
於
て
と
同
様
に
ロ
ッ
ク
や
ニ
ュ
ー
ト
ン
に
於
て
存
し
た
。
こ
の
も
の
に
従
え
ば
理

性
は
ま
さ
に
世
界
の
構
成
の
原
理
で
あ
っ
て
、
挿
話
的
な
地
上
の
事
実
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
今
日
で
は
、
こ
の

宏
大
な
る
宗
教
的
・
形
而
上
学
的
背
景
が
最
早
自
明
で
な
い
と
い
う
こ
と
は
何
人
の
眼
も
遁
れ
得
な
い
。
多
く
の

も
の
が
こ
の
方
向
に
於
て
は
た
ら
い
た
。
自
然
の
分
析
は
そ
れ
の
原
理
と
し
て
の
構
成
的
理
性
を
漸
次
不
必
要
な

ら
し
め
る
よ
う
に
見
え
る
。
ラ
プ
ラ
ス
と
ダ
ー
ウ
ィ
ン
と
は
最
も
簡
単
に
こ
の
転
化
を
代
表
す
る
。
ま
た
人
間
の

自
然
の
分
析
は
同
様
に
今
日
の
科
学
的
常
識
に
と
っ
て
こ
の
自
然
の
一
層
高
き
秩
序
と
の
聯
関
を
不
必
要
な
ら
し

め
る
よ
う
に
見
え
る
。
二
つ
の
変
化
の
う
ち
に
第
三
の
も
の
と
し
て
、
創
造
者
と
被
造
物
と
の
間
の
宗
教
的
聯
関

は
我
々
に
と
っ
て
も
は
や
何
等
証
明
力
あ
る
事
実
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
凡
て
の

事
柄
か
ら
し
て
、
デ
カ
ル
ト
の
主
権
的
な
知
性
を
地
球
及
び
恐
ら
く
他
の
星
の
表
面
に
於
け
る
自
然
の
一
の
暫
時

的
な
、
単
一
な
生
産
物
と
見
る
と
こ
ろ
の
見
解
は
、
も
は
や
最
初
か
ら
退
け
ら
る
べ
き
も
の
で
な
い
と
い
う
こ
と
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が
生
ず
る
。
多
数
の
我
々
の
哲
学
者
た
ち
は
こ
の
見
解
を
駁
撃
す
る
。
併
し
な
が
ら
彼
等
の
如
何
な
る
者
に
と
っ

て
も
全
体
の
世
界
の
聯
関
の
背
景
と
し
て
の
理
性
は
自
明
で
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
て
、
実
在
を
思
惟
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
支
配
す
る
と
い
う
こ
の
理
性
の
能
力
は
、
仮
設
若
く
は
要
請
と
な
る
。」＊

デ
ィ
ル
タ
イ
に
と
っ
て
は
理

性
は
最
早
自
明
な
も
の
で
な
い
、
し
か
も
彼
は
こ
の
理
性
に
対
す
る
批
判
の
う
ち
に
現
れ
て
い
る
新
し
い
人
間
学

の
上
に
立
つ
こ
と
が
出
来
ぬ
。
―
―
そ
れ
は
人
間
を
も
っ
て
自
然
の
一
物
と
見
做
し
、彼
を
「
道
具
を
作
る
動
物
」

と
し
て
規
定
す
る
人
間
学
で
あ
る
、
―
―
こ
の
躊
躇
逡
巡
せ
る
状
態
こ
そ
が
デ
ィ
ル
タ
イ
を
ま
さ
に
懐
疑
的
相
対

主
義
に
陥
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。

＊　

W
. D

ilthey, Erfahren und D
enken. G

esam
m

elte Schriften. V. B
and, 1924, S. 88.

デ
ィ
ル
タ
イ
は
科
学
の
た
め
に
従
来
の
歴
史
哲
学
に
於
け
る
形
而
上
学
的
前
提
を
取
り
除
い
た
。
彼
の
哲
学
の

根
本
概
念
で
あ
る
生
或
い
は
人
間
は
、無
限
な
る
神
的
生
ま
た
は
超
個
人
的
な
る
人
間
で
あ
る
べ
き
で
な
か
っ
た
。

彼
に
よ
っ
て
歴
史
的
世
界
の
基
体
と
し
て
見
出
さ
れ
、
そ
れ
の
基
礎
に
お
か
れ
た
人
間
は
歴
史
的
に
規
定
さ
れ
た

人
間
で
あ
っ
た
が
、
併
し
そ
の
た
め
に
相
対
主
義
へ
の
転
落
は
愈
々
甚
し
く
な
る
ば
か
り
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
こ

の
状
態
を
救
う
べ
く
デ
ィ
ル
タ
イ
は
遂
に
心
理
学
者
と
し
て
現
れ
る
。
今
や
彼
は
人
間
を
心
的
な
も
の
に
解
消
し

て
、
恰
も
永
遠
に
変
ら
ぬ
そ
れ
の
活
動
様
式
が
あ
る
か
の
よ
う
に
見
做
し
、
そ
し
て
そ
こ
に
歴
史
の
永
遠
な
る
諸
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範
疇
を
求
め
よ
う
と
す
る
。
絶
対
的
な
場
は
こ
の
よ
う
に
し
て
彼
に
も
与
え
ら
れ
る
か
の
如
く
で
あ
る
。
デ
ィ
ル

タ
イ
は
彼
の
晩
年
に
於
て
フ
ッ
サ
ー
ル
の
純
粋
意
識
の
現
象
学
に
多
く
の
関
心
を
寄
せ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
に
歴
史
的
相
対
主
義
は
救
済
さ
れ
得
た
に
し
て
も
、
そ
れ
は
た
だ
自
己
自
身
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
人
間
の
歴
史
的
社
会
的
規
定
性
と
い
う
最
も
重
要
な
も
の
は
永
久
に
放
棄
さ
れ
て
し

ま
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

か
く
て
歴
史
的
意
識
は
デ
ィ
ル
タ
イ
に
於
て
そ
の
本
来
の
客
観
主
義
的
本
質
を
奪
い
去
ら
れ
る
に
到
っ
て
い

る
。
こ
の
こ
と
は
彼
の
哲
学
が
一
方
で
は
な
お
カ
ン
ト
・
フ
ィ
ヒ
テ
的
で
あ
っ
た
と
共
に
、
他
方
で
は
彼
に
於
け

る
実
証
主
義
的
傾
向
そ
の
も
の
が
そ
の
内
容
に
於
て
心
理
主
義
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
イ
ギ
リ
ス
の
実
証
主
義
の

影
響
の
も
と
に
立
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
起
因
す
る
で
あ
ろ
う
。
か
の
「
現
象
性
の
命
題
」
が
彼
の
哲
学
の
根

本
的
前
提
と
し
て
横
た
わ
っ
て
い
た
。
そ
の
限
り
に
於
て
彼
も
ま
た
絶
対
的
な
も
の
、
確
実
な
も
の
を
認
識
の
方

向
に
於
て
求
め
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
精
神
科
学
の
普
遍
妥
当
性
の
基
礎
付
け
の
課
題
は
彼
の
全
生
涯
の
活

動
の
中
心
と
し
て
つ
ね
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
歴
史
的
意
識
の
本
質
を
形
造
っ
て
い
た
と
こ
ろ
の
客
観

主
義
的
傾
向
が
徹
底
さ
れ
る
た
め
に
は
、
意
識
の
立
場
を
去
っ
て
存
在
そ
の
も
の
の
立
場
に
移
っ
て
ゆ
く
こ
と
が

要
求
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
的
唯
物
論
に
於
て
初
め
て
歴
史
的
意
識
は
そ
の
本
来
の
傾
向
を
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十
分
に
発
揮
し
得
る
か
の
如
く
に
見
え
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
て
成
熟
し
た
歴
史
的
意
識
の
客
観

主
義
的
内
容
の
相
続
者
と
し
て
立
ち
現
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。＊

こ
こ
で
は
存
在
が
第
一
次
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、

意
識
の
諸
形
態
は
第
二
次
的
な
も
の
で
あ
る
。
根
源
的
な
歴
史
は
存
在
の
歴
史
で
あ
っ
て
、
意
識
の
歴
史
が
存
在

の
歴
史
の
原
型
と
な
る
の
で
は
な
い
。
併
る
に
歴
史
的
意
識
に
於
け
る
こ
の
よ
う
な
転
化
は
実
に
人
間
学
そ
の

も
の
に
於
け
る
転
化
の
基
礎
の
上
に
、
そ
れ
に
制
約
さ
れ
て
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
人
間
と
動
物
と
の
差
異
は
絶

対
的
で
な
く
、
却
っ
て
程
度
の
差
異
に
過
ぎ
な
い
、
人
間
と
は
道
具
を
作
る
動
物
、
所
謂 hom

o faber 

で
あ
る
、

人
間
に
於
け
る
こ
の
「
技
術
的
知
性
」（technische Intelligenz

）
に
対
し
て
発
達
し
た
神
経
系
統
の
諸
機
能
が

全
く
一
義
的
な
相
関
者
を
形
造
っ
て
い
る＊
＊。

ギ
リ
シ
ア
的
な
人
間
学
に
代
り
つ
つ
あ
る
こ
の
近
代
的
な
人
間
学
の

上
に
唯
物
論
哲
学
は
成
立
す
る
。
絶
対
的
な
も
の
、
永
遠
な
も
の
は
存
在
、
就
中
自
然
の
存
在
そ
の
も
の
に
於
て

承
認
さ
れ
る
。
こ
の
と
き
人
間
認
識
の
基
準
と
な
る
も
の
は
彼
の
実
践
で
あ
る
。

＊　

拙
者
『
史
的
観
念
論
の
諸
問
題
』
二
六
五
―
二
六
八
頁
〔
全
集
第
二
巻
二
三
七
―
二
四
〇
頁
〕
参
照
【「
ヘ
ー
ゲ
ル

の
歴
史
哲
学
」「
マ
ル
ク
ス
主
義
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学
か
ら
」
以
下
】。

＊

＊　

V
gl. F. E

ngels, D
er A

nteil der A
rbeit an der M

enschw
erdung der A

ffen (M
arxism

us und 

N
aturw

issenschaft, H
rsg. v. O

tto Jenssen , B
erlin 1925). 

邦
訳
エ
ン
ゲ
ル
ス
『
自
然
の
弁
証
法
』（
岩
波
文
庫
版
）
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上
巻
参
照
。

さ
て
歴
史
的
意
識
の
他
の
ひ
と
つ
の
重
要
な
契
機
を
な
す
も
の
は
発
展
の
概
念
で
あ
る
。
発
展
は
単
な
る
変
化

の
概
念
で
は
な
い
。
歴
史
的
事
象
の
生
成
に
し
て
若
し
単
な
る
変
化
と
見
做
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
相
対
主

義
的
帰
結
に
陥
る
こ
と
を
免
れ
し
め
得
る
如
何
な
る
場
も
存
在
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
併
る
に
発
展
は
何
等
か
の

持
続
的
な
も
の

0

0

0

0

0

0

の
概
念
を
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
含
ん
で
い
る
。
そ
こ
で
は
あ
ら
ゆ
る
物
が
消
滅
し
て
し
ま
う
の
で

な
く
、
つ
ね
に
必
ず
何
物
か
が
保
存
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
次
か
ら
次
へ
現
れ
て
来
る
も
の
が
泡
沫
の
如
く
消
え
失

せ
て
し
ま
う
も
の
で
も
な
く
、
そ
の
先
な
る
も
の
が
後
な
る
も
の
を
た
だ
惹
き
起
す
だ
け
の
も
の
で
も
な
く
、
前

な
る
も
の
は
後
な
る
も
の
の
う
ち
に
含
ま
れ
保
た
れ
て
ゆ
く
と
こ
ろ
に
発
展
の
固
有
な
る
意
味
は
あ
り
、
そ
れ
に

よ
っ
て
発
展
は
単
な
る
変
化
か
ら
区
別
さ
れ
る
。
―
―
ド
ロ
イ
セ
ン
は
そ
れ
故
に
歴
史
の
最
も
根
本
的
な
る
範

疇
と
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
謂
う
「
自
己
み
ず
か
ら
に
向
っ
て
の
高
昇
」（ejpivdosiV eijV aujtov

）
を
掲
げ
た
。

―
―
そ
こ
で
ま
た
発
展
は
事
物
の
無
秩
序
な
る
生
成
を
意
味
す
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
そ
れ
が
一
定
の
構
造
0

0

に
従

っ
て
継
起
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
若
し
か
く
の
如
く
で
あ
る
な
ら
ば
、
発
展
の
概
念
の
生
き
て
い
る
と

こ
ろ
で
は
我
々
は
単
純
に
相
対
主
義
に
つ
い
て
語
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
事
物
は
一
定
の
構
造
に
従
っ
て
必
然
的

に
現
れ
、
そ
し
て
そ
こ
に
持
続
す
る
も
の
は
絶
対
的
な
場
と
し
て
そ
れ
の
保
存
を
完
う
す
る
こ
と
が
出
来
る
か
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ら
で
あ
る
。
か
く
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
歴
史
を
も
っ
て
「
絶
対
精
神
の
頭
蓋
埋
積
所
」（Schädelstätte des absoluten 

G
eistes

）
な
る
聖
地
に
譬
え
た
。
彼
は
ま
た
歴
史
を
諸
々
の
神
の
姿
の
パ
ン
テ
オ
ン
に
も
比
較
し
て
い
る
。
こ
の

場
合
ヘ
ー
ゲ
ル
に
あ
っ
て
は
保
存
は
絶
対
的
と
考
え
ら
れ
た
。併
る
に
若
し
保
存
に
し
て
絶
対
的
な
も
の
で
あ
り
、

従
っ
て
歴
史
の
う
ち
に
生
じ
た
如
何
な
る
も
の
も
悉
く
絶
対
的
な
場
に
於
て
保
存
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の

と
き
一
切
の
歴
史
的
な
も
の
は
凡
て
そ
の
ま
ま
で
承
認
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
そ
し
て
こ
の
こ
と
こ
そ
ま
さ
に
相

対
主
義
に
道
を
開
く
も
の
で
は
な
い
か
。人
々
の
歴
史
主
義
に
対
す
る
非
難
は
恰
も
こ
の
点
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。

併
し
な
が
ら
歴
史
的
意
識
は
必
ず
し
も
つ
ね
に
過
去
の
保
有
に
向
っ
て
の
み
は
た
ら
き
は
し
な
い
の
で
あ
る
。

近
代
に
於
け
る
歴
史
的
意
識
の
決
定
的
な
発
展
は
中
世
と
近
世
と
の
境
界
を
な
す
宗
教
改
革
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ

た
と
見
做
す
こ
と
が
出
来
る
。
そ
こ
に
於
て
歴
史
的
諸
科
学
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
方
法
で
あ
る
解
釈
学
が
形
造

ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
と
き
解
釈
学
の
成
立
の
事
情
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。「
十
六
世

紀
の
歴
史
的
批
判
は
そ
の
最
も
強
き
諸
衝
動
を
興
起
し
つ
つ
あ
る
古
代
学
か
ら
受
け
取
っ
た
。
併
る
に
そ
れ
は
実

に
同
時
に
歴
史
的
生
活
の
諸
要
求
に
よ
っ
て
条
件
付
け
ら
れ
て
い
た
。ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
於
け
る
現
存
の
諸
権
力
の
、

法
王
政
及
び
帝
王
政
の
動
揺
、
新
た
な
王
侯
の
独
立
性
及
び
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
の
興
起
は
歴
史
的
批
判
を
要

求
し
、
そ
し
て
そ
れ
の
発
展
に
対
す
る
最
も
強
き
諸
衝
動
を
包
含
し
て
い
た
。
蓋
し
問
題
の
旧
諸
権
力
を
そ
の
起
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源
に
従
っ
て
研
究
し
、
そ
の
権
利
要
求
を
攻
撃
し
若
く
は
擁
護
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。」＊

こ

の
よ
う
に
し
て
例
え
ば
戦
闘
的
な
ウ
ル
リ
ッ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
フ
ッ
テ
ン
は
教
会
に
対
す
る
闘
争
の
彼
の
武
器
を
中

世
史
と
い
う
兵
器
廠
か
ら
持
っ
て
来
た
。
法
王
の
世
俗
的
な
権
力
の
起
源
に
関
す
る
、
法
王
の
伝
記
及
び
教
会
の

制
度
並
び
に
教
義
の
発
達
史
に
つ
い
て
の
書
物
な
ど
も
現
れ
た
。
こ
の
時
代
に
解
釈
学
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。

聖
書
は
直
接
に
は
理
解
出
来
な
い
と
い
う
の
が
教
会
の
見
解
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
こ
の
理
解
を
規
定
し
、
補
足

す
べ
き
原
理
と
し
て
「
伝
統
」
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
宗
教
改
革
は
か
か
る
伝
統
の
原
理
を
承
認
せ
ず
、
聖

書
の
そ
の
ま
ま
の
理
解
の
可
能
を
宣
言
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
と
共
に
ル
タ
ー
や
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
、
並
び
に
カ
ル
ヴ

ィ
ン
は
理
解
の
方
法
た
る
解
釈
学
を
既
に
著
し
く
進
歩
さ
せ
た
と
見
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
と
き
解
釈
学

及
び
そ
の
根
柢
を
な
す
歴
史
的
意
識
が
主
と
し
て
過
去
の
伝
統
の
破
壊
力
と
し
て
活
動
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
、
殊
に
歴
史
学
派
に
於
て
伝
統
の
尊
重
と
い
う
方
向
に
専
ら
向
け
ら
れ
る
に
到

っ
た
。
い
ま
マ
ル
ク
ス
主
義
に
あ
っ
て
は
歴
史
的
意
識
は
革
命
的
な
力
と
し
て
活
動
し
つ
つ
あ
る
。
歴
史
的
意
識

の
近
代
に
於
け
る
は
た
ら
き
は
こ
の
よ
う
に
三
つ
の
段
階
を
も
っ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
る＊
＊。
こ
れ
を

純
粋
に
理
論
的
に
考
察
す
る
な
ら
ば
、
歴
史
的
意
識
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
発
展
の
思
想
は
就
中
二
つ
の
も
の
に
別

た
れ
る
。
一
は
有
機
体
説
で
あ
り
、
他
は
弁
証
法
で
あ
る
。
そ
し
て
絶
対
的
な
保
存
を
可
能
な
ら
し
め
る
も
の
は
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有
機
体
説
的
発
展
の
概
念
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
弁
証
法
的
発
展
に
あ
っ
て
は
保
存
と
共
に
破
壊
が
、
と
り
わ

け
唯
物
弁
証
法
に
あ
っ
て
は
革
命
が
重
ん
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る＊
＊
＊。
な
お
次
の
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
人
々
が

歴
史
主
義
を
非
難
す
る
理
由
の
ひ
と
つ
は
、
そ
こ
に
は
批
判
0

0

が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
真
実
を

云
え
ば
、
一
切
の
歴
史
が
そ
れ
自
身
批
判
的
な
の
で
あ
る
。
歴
史
そ
の
も
の
が
そ
の
存
在
に
於
て
批
判
を
含
ん
で

い
る＊
＊
＊
＊。
こ
の
批
判
は
理
窟
や
議
論
で
な
く
、
一
切
の
詭
弁
を
な
み
す
る
存
在
そ
の
も
の
に
於
け
る
批
判
で
あ
る
。

か
よ
う
に
し
て
唯
物
弁
証
法
的
な
歴
史
的
意
識
の
う
ち
に
単
な
る
相
対
主
義
的
な
も
の
の
横
た
わ
っ
て
い
な
い
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

＊　

V
gl. W

. D
ilthey, D

as natürliche System
 der G

eistesw
issenschaften im

 17. Jahrhundert, G
esam

m
elte 

Schriften, II Bd., S. 113.

＊
＊　

歴
史
的
意
識
と
結
び
付
く
の
を
つ
ね
と
す
る
特
殊
性
の
重
視
と
い
う
こ
と
も
或
い
は
伝
統
の
革
命
、
或
い
は
伝

統
の
尊
重
と
い
う
相
反
す
る
二
つ
の
役
割
を
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
応
じ
て
演
じ
て
来
た
。

＊
＊
＊　

拙
稿
、「
有
機
体
説
と
弁
証
法
」（『
社
会
科
学
の
予
備
概
念
』）〔
全
集
本
巻
収
録
〕
参
照
。

＊
＊
＊
＊　

同
書
九
九
―
一
〇
一
頁
〔
同
巻
二
五
七
―
二
五
九
頁
【「
理
論　

歴
史　

政
策
」「
歴
史
的
研
究
は
ま
た
必
然
的

に
」】〕
参
照
。
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更
に
、
歴
史
主
義
に
対
す
る
非
難
は
歴
史
的
意
識
を
も
っ
て
観
想
的
本
質
の
も
の
と
見
做
す
こ
と
と
関
係
し
て

い
る
の
が
屡
々
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
歴
史
的
意
識
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
て
絶
対
的
な
観
想
を
意
味
し
た
。
デ
ィ
ル
タ

イ
も
ま
た
「
創
造
的
精
神
と
歴
史
的
意
識
と
の
間
に
於
け
る
永
遠
な
る
矛
盾
」
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。＊

併
し
な

が
ら
歴
史
的
意
識
が
そ
の
最
初
の
起
源
に
於
て
は
、
何
よ
り
も
実
践
的
意
識
と
し
て
現
れ
た
と
い
う
こ
と
は
い
つ

で
も
記
憶
さ
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
実
践
的
意
識
と
し
て
恰
も
現
在
の
絶
対
性

0

0

0

0

0

0

を
定
め
る
。
ユ
ダ
ヤ
的
・

キ
リ
ス
ト
教
的
な
エ
ス
カ
ト
ロ
ギ
ー
【Eschatologie

終
末
論
】
は
か
か
る
意
識
の
表
現
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ

で
は
現
在
は
絶
対
的
な
危
機
と
し
て
表
象
せ
ら
れ
、
こ
の
と
き
「
此
れ
か
―
―
彼
れ
か
」
の
最
後
究
極
的
な
る
意

志
決
定
が
絶
対
的
に
要
求
さ
れ
た＊
＊。

最
も
優
越
な
意
味
に
於
て
歴
史
と
呼
ば
る
べ
き
も
の
は
ま
さ
に
現
在
の
歴
史

で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
私
は
絶
え
ず
繰
り
返
し
て
主
張
し
て
来
た
。
マ
ル
ク
ス
主
義
に
於
て
は
歴
史
的
意
識
は
実

践
と
最
も
密
接
に
結
び
付
い
て
い
る
。
歴
史
的
意
識
に
し
て
実
践
的
な
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
そ
れ
が
一
切
の
歴

史
的
時
代
を
水
平
化
し
、
こ
れ
を
一
様
に
灰
色
で
塗
り
潰
す
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
相
対
主
義
は
そ
れ
に

は
決
し
て
属
し
得
な
い
。
寧
ろ
所
謂
絶
対
主
義
者
こ
そ
実
践
的
に
は
相
対
主
義
者
で
あ
る
と
云
わ
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。
な
ぜ
な
ら
彼
等
に
と
っ
て
は
実
践
の
唯
一
の
地
盤
で
あ
る
と
こ
ろ
の
現
在
の
絶
対
性
を
そ
の
優
越
な
る
意
味

に
於
て
把
握
す
る
途
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
も
唯
歴
史
的
意
識
の
み
が
我
々
に
絶
対
的
立
場
を
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与
え
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

＊　

D
ilthey, D

as W
esesn der Philosophie, G

esam
m

elte Schriften, V, S. 364. 

戸
田
、
坂
田
、
三
木
訳
『
哲
学
と
は

何
か
』
五
三
頁
。【
戸
田
三
郎
訳
『
哲
学
の
本
質
』「
永
久
の
矛
盾
は
」
云
々
】

＊
＊　

エ
ス
に
於
け
る
エ
ス
カ
ト
ロ
ギ
ー
的
思
想
に
つ
い
て
は
、R

. B
ultm

ann, Jesus. 

の
う
ち
に
鮮
か
に
述
べ
ら
れ
て

い
る
。

な
お
最
後
に
云
っ
て
お
か
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
今
や
哲
学
は
存
在
に
対
す
る
現
実
的
な
関
係
を
再
び
取
り
戻
す
べ

き
時
期
に
面
し
て
い
る
。
大
胆
に
、
し
か
も
信
頼
を
も
っ
て
現
実
の
存
在
と
関
係
を
取
り
結
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
初

め
て
、
哲
学
は
生
け
る
も
の
、
生
長
す
る
も
の
、
働
く
も
の
を
産
む
こ
と
が
出
来
る
。
認
識
と
雖
も
具
体
的
な
存

在
の
一
契
機
で
あ
り
、
従
っ
て
存
在
に
し
て
発
展
す
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
認
識
も
ま
た
そ
れ
と
相
対
的
に
発
展

す
る
。
併
る
に
存
在
そ
の
も
の
の
発
展
は
究
極
は
実
践
な
く
し
て
は
不
可
能
で
あ
る
が
故
に
、
存
在
に
対
す
る
人

間
の
正
し
き
実
践
が
認
識
の
発
展
を
規
定
す
る
最
後
の
要
素
で
あ
る
。
存
在
へ
の
接
近
の
決
定
的
な
機
関
は
、
理

論
的
な
意
味
に
於
て
も
、
実
践
で
あ
る
。
存
在
に
対
す
る
信
頼
な
く
し
て
実
践
は
あ
り
得
ず
、
実
践
に
於
け
る
発

展
な
く
し
て
は
認
識
の
発
展
も
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
発
展
の
思
想
が
そ
の
も
の
と
し
て
何
等
相
対
主

義
的
で
な
い
こ
と
は
上
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
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認
識
論
の
構
造

―
―
特
に
唯
物
論
に
関
聯
し
て
―
―

一

唯
物
論
は
認
識
論
上
維
持
さ
れ
得
な
い
と
云
わ
れ
る
と
き
、
こ
の
主
張
の
主
要
な
学
問
的
内
容
を
な
し
て
い
る

の
は
、
―
―
唯
物
論
は
認
識
論
と
し
て
は
模
写
説
の
上
に
立
っ
て
い
る
、
併
る
に
模
写
説
は
哲
学
的
に
見
て
不
可

能
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
認
識
模
写
説
に
反
対
の
立
場
は
認
識
構
成
説
と
し
て
特
色
付
け
ら
れ
る
。
前

者
は
認
識
の
対
象
を
も
っ
て
我
々
の
心
の
外
に
存
在
す
る
も
の
と
な
し
、
認
識
と
は
恰
も
鏡
に
映
じ
た
物
の
影
の

如
く
、
か
か
る
対
象
の
我
々
の
心
の
内
に
於
け
る
摸
写
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
れ
に
反
し
て
後
者
に
よ
れ
ば
、
認

識
の
対
象
は
認
識
す
る
主
観
か
ら
独
立
に
存
在
す
る
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
こ
の
主
観
に
よ
っ
て
初
め
て
対
象
と

し
て
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
カ
ン
ト
の
所
謂
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
廻
以
来
、
多
く
の
哲
学
者
の
間

で
は
、
模
写
説
が
一
の
理
論
的
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
殆
ど
自
明
の
事
柄
で
あ
る
か
の
如
く
通
用
し
て

い
る
。
否
、
そ
の
こ
と
を
自
明
の
事
柄
と
し
て
受
取
る
と
こ
ろ
に
、
唯
物
論
は
認
識
論
的
に
云
っ
て
成
立
し
な
い
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と
い
う
主
張
が
あ
る
の
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
認
識
論
に
関
す
る
豊
富
な
文
献
に
多
少
と
も
通
じ
て
い
る
者
は
、
事
態
が
そ
れ
ほ
ど
簡
単
で
な
い
こ

と
を
知
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
な
る
ほ
ど
模
写
説
に
対
し
て
は
そ
の
種
々
な
る
困
難
が
持
ち
出
さ
れ
て
い
る
。
併

し
ま
た
同
様
に
認
識
構
成
説
に
対
し
て
も
そ
の
様
々
な
る
困
難
が
挙
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
認
識
論
を

観
念
論
的
に
理
解
す
べ
き
か
、
実
在
論
的
に
解
釈
す
べ
き
か
、
と
い
う
こ
と
も
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
私
が
こ
の

こ
と
を
こ
こ
に
記
す
の
は
、
模
写
説
を
単
純
に
拒
む
者
に
向
っ
て
、
自
分
の
立
場
に
は
少
し
も
困
難
が
伴
わ
な
い

か
ど
う
か
を
厳
正
に
反
省
す
る
こ
と
を
求
め
る
た
め
で
あ
る
。
他
人
の
家
へ
石
を
投
ず
る
者
は
自
分
の
家
も
ま
た

同
じ
よ
う
に
ガ
ラ
ス
の
家
で
な
い
か
ど
う
か
を
先
ず
考
え
て
み
る
べ
き
で
あ
る
。

私
は
い
ま
固
よ
り
模
写
説
及
び
構
成
説
に
つ
い
て
、
多
く
の
認
識
論
者
に
よ
っ
て
掲
げ
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
、
一

方
と
共
に
他
方
の
そ
れ
ぞ
れ
の
難
点
を
一
々
列
挙
し
、
相
対
せ
し
め
て
説
明
し
よ
う
と
は
思
わ
な
い
。
な
ぜ
な
ら

私
は
そ
れ
が
博
識
の
た
め
に
役
立
つ
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
何
等
決
定
的
な
も
の
に
到
達
す
る
こ
と
が

な
い
と
信
ず
る
か
ら
で
あ
る
。

一
体
、
認
識
論
と
い
う
言
葉
を
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
何
等
か
絶
対
的
な
も
の
が
持
ち
出
さ
れ
た
か
の
如
く
考
え

て
は
な
ら
な
い
。
観
念
論
と
唯
物
論
と
の
真
偽
が
そ
れ
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
基
準
と
な
り
得
る
よ
う
な
絶
対
的
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な
学
問
と
し
て
の
認
識
論
は
何
処
に
も
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
事
実
と
し
て
我
々
は
唯
種
々
な
る
認
識
論
を
知

っ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
認
識
論
が
絶
対
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
そ
れ
が
無
前
提
的
な
も
の
で
あ
り
、

寧
ろ
あ
ら
ゆ
る
理
論
の
前
提
を
究
明
す
る
当
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
恰
も
か
く
の
如
き
も
の

と
し
て
、
認
識
論
は
唯
物
論
の
不
可
能
を
論
証
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
併
し
な
が
ら
私
は
以
下
に
於
て
ま
さ
に
反

対
の
こ
と
を
種
々
な
る
点
か
ら
明
ら
か
に
し
よ
う
と
思
う
。
即
ち
認
識
論
そ
の
も
の
が
種
々
な
る
前
提
を
含
ん
で

い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
み
ず
か
ら
は
無
前
提
的
な
も
の
と
し
て
唯
物
論
と
観
念
論
と
の
真
偽
を
決
定
し
得
る
が

如
き
絶
対
的
な
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
そ
れ
が
含
む
前
提
に
於
て
、
そ
れ
は
既
に
唯
物
論
的
に
か
、
観
念
論
的
に

か
、
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

最
初
に
我
々
は
我
々
の
思
惟
が
お
か
れ
て
い
る
歴
史
的
状
況
に
つ
い
て
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
今
日
我
々
に
と
っ

て
認
識
論
と
い
う
言
葉
は
二
重
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
第
一
に
そ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
認
識
の
理
論
一
般
の

こ
と
を
意
味
し
、
か
か
る
も
の
と
し
て
そ
れ
は
勿
論
哲
学
と
共
に
古
く
、
如
何
な
る
哲
学
も
そ
れ
を
含
ん
で
い
る
。

併
る
に
こ
の
よ
う
な
一
般
的
な
意
味
の
ほ
か
に
、
第
二
に
、
認
識
論
と
い
う
言
葉
は
或
る
歴
史
的
重
荷
を
負
う
て

い
る
。
哲
学
史
が
普
通
に
教
え
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、「
認
識
論
」
は
近
代
に
於
て
、
ロ
ッ
ク
や
ヒ
ュ
ー
ム
に
始

ま
り
、
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
基
礎
を
据
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
認
識
論
と
い
う
言
葉
が
両
義
性
を
も
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っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
我
々
の
思
惟
の
お
か
れ
て
い
る
歴
史
的
状
況
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
が
我
々
の
思
惟

を
知
ら
ず
識
ら
ず
両
義
的
な
ら
し
め
、
曖
昧
な
ら
し
め
る
傾
向
を
含
ん
で
い
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
警
戒

す
る
こ
と
が
我
々
に
と
っ
て
必
要
で
あ
る
。
若
し
第
二
の
意
味
に
於
て
、
認
識
論
は
哲
学
史
上
カ
ン
ト
を
俟
っ
て

初
め
て
確
立
さ
れ
た
と
見
る
な
ら
ば
、
認
識
論
的
と
い
う
こ
と
は
、
当
然
、
構
成
説
的
と
い
う
こ
と
と
、
そ
う
で

な
く
て
も
観
念
論
的
と
い
う
こ
と
と
、
そ
う
で
な
く
と
も
認
識
論
は
凡
て
の
哲
学
の
第
一
条
件
で
あ
る
と
い
う
思

想
と
、
直
接
的
に
結
び
付
く
。
新
カ
ン
ト
主
義
者
は
認
識
論
を
絶
対
的
な
位
置
に
ま
で
高
め
、
哲
学
即
ち
認
識
論

で
あ
る
と
さ
え
主
張
す
る
に
到
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
唯
物
論
が
凡
そ
反
認
識
論
的
な
哲
学
で
あ
る
こ
と
は

明
瞭
で
あ
る
。
そ
れ
は
認
識
の
研
究
に
全
力
を
傾
け
ず
、
こ
れ
を
哲
学
の
第
一
条
件
と
し
な
い
と
い
う
理
由
か
ら

既
に
、
認
識
論
的
哲
学
か
ら
は
取
る
に
足
ら
ぬ
も
の
、
否
、
実
に
非
哲
学
と
し
て
軽
蔑
さ
れ
る
こ
と
は
想
像
す
る

に
難
く
な
い
。

今
日
認
識
論
と
い
う
言
葉
を
持
ち
出
し
て
無
雑
作
に
唯
物
論
を
非
難
す
る
人
々
の
脳
裡
に
は
、
こ
こ
に
述
べ
た

第
二
の
意
味
の
認
識
論
が
無
意
識
的
に
せ
よ
往
来
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
に
対
し
て
は
我
々
は
か

か
る
認
識
論
の
歴
史
性
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
歴
史
上
の
一
定
の
時
代
に
始
ま
っ
た
よ
う
に
、
今

は
最
早
終
る
べ
き
時
期
に
達
し
て
い
る
。
最
近
の
哲
学
の
主
要
な
諸
傾
向
は
最
早
認
識
論
に
絶
対
的
な
位
置
を
認
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め
る
こ
と
を
欲
し
な
い
。
人
々
は
却
っ
て
か
の
認
識
論
を
認
識
論
的
偏
見
と
し
て
示
し
、
こ
れ
を
克
服
し
よ
う
と

し
て
い
る
。
十
年
前
の
哲
学
の
合
言
葉
が
認
識
論
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
今
日
の
そ
れ
は
存
在
論
で
あ
る
と
も
云

わ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。こ
れ
ら
の
こ
と
は
哲
学
の
現
状
を
観
察
す
る
者
に
は
誰
に
で
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
だ
か
ら
唯
物
論
が
所
謂
認
識
論
的
哲
学
に
属
し
な
い
か
ら
と
云
っ
て
、
そ
れ
の
学
的
価
値
が
な
い
と
は
云
わ

れ
な
い
。
凡
て
の
理
論
は
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
と
結
び
付
き
、
そ
こ
に
於
て
現
実
的
な
意
義
を
も
ち
、
一
定
の
社
会

的
役
割
を
果
た
す
。
唯
物
論
は
現
代
に
於
て
社
会
批
判
の
原
理
と
し
て
最
も
重
要
な
仕
事
に
就
い
て
い
る
。
最
近

の
哲
学
に
於
て
は
最
早
一
の
偏
見
と
し
て
退
け
ら
れ
つ
つ
あ
る
か
の
「
認
識
論
」
と
雖
も
、
そ
れ
が
近
代
に
於
て

現
れ
た
と
き
、
封
建
的
な
神
学
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
対
す
る
最
も
鋭
利
な
批
判
の
武
器
と
し
て
一
定
の
社
会
的

意
義
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
近
代
の
認
識
論
的
哲
学
は
こ
の
意
味
で
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
哲
学
で
あ
っ
た
。

我
々
が
区
別
し
た
第
一
の
意
味
に
於
て
は
、
唯
物
論
も
ま
た
そ
れ
自
身
の
認
識
論
を
も
ち
、
従
っ
て
認
識
論
的

で
あ
る
。
こ
の
認
識
論
は
固
よ
り
唯
物
論
的
な
認
識
論
で
あ
る
。
一
般
に
唯
物
論
的
で
も
な
く
観
念
論
的
で
も
な

い
認
識
論
な
る
も
の
が
絶
対
的
に
存
在
し
、
そ
れ
が
基
準
と
な
っ
て
観
念
論
と
唯
物
論
と
の
両
者
の
う
ち
い
ず
れ

が
認
識
論
的
に
見
て
真
で
あ
る
か
が
決
定
さ
れ
る
の
で
な
く
、
認
識
論
そ
の
も
の
が
既
に
そ
の
前
提
に
於
て
い
ず

れ
か
の
方
向
に
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
我
々
は
或
る
一
定
の
認
識
論
的
問
題
を
持
ち
出
し
て
、
こ
の
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問
題
を
唯
物
論
が
解
決
出
来
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
唯
物
論
は
認
識
論
的
に
不
可
能
で
あ
る
と
考
え
て
は
な
ら
な

い
。
寧
ろ
我
々
は
先
ず
そ
の
問
題
そ
の
も
の
、
そ
れ
の
提
出
の
仕
方
が
既
に
予
め
観
念
論
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る

の
で
は
な
い
か
如
何
か
を
吟
味
す
べ
き
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
し
て
我
々
は
ま
た
、
認
識
は
模
写
で
あ
る
か
そ
れ

と
も
構
成
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
も
、
既
に
一
定
の
、
そ
れ
自
身
は
最
早
認
識
論
的
で
な
く
、
却
っ
て
認
識
論
に

と
っ
て
は
予
想
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
前
提
に
関
係
し
て
い
は
し
な
い
か
ど
う
か
を
明
ら
か
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

二

あ
ら
ゆ
る
認
識
論
に
と
っ
て
真
理
の
概
念
は
そ
の
中
心
概
念
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
認
識
の
概
念
は
真
理
の
概
念

を
離
れ
て
は
考
え
ら
れ
な
い
。
と
こ
ろ
で
認
識
模
写
説
と
認
識
構
成
説
と
の
間
に
於
け
る
最
も
根
源
的
な
対
立
は

ま
こ
と
に
次
の
点
に
横
た
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
後
者
に
と
っ
て
は
真
理
と
は
認
識
の
性
格
で
あ
っ
て
、

そ
れ
以
外
の
も
の
を
意
味
し
な
い
の
に
反
し
て
、
前
者
に
と
っ
て
は
真
理
と
は
第
一
次
的
に
は
存
在
そ
の
も
の
の

性
格
で
あ
り
、
そ
し
て
第
二
次
的
に
そ
れ
は
認
識
の
性
格
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
構
成
説
は
つ
ね
に
真
理
を
唯
認

識
に
の
み
属
す
る
価
値
と
解
し
、
従
っ
て
そ
こ
で
は
真
理
と
い
え
ば
つ
ね
に
「
命
題
の
真
理
」
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
と
は
反
対
に
模
写
説
に
於
て
は
、
そ
れ
が
観
念
論
的
な
も
の
で
あ
る
か
唯
物
論
的
な
も
の
で
あ
る
か
を
問
わ
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ず
い
ず
れ
の
場
合
で
も
、
人
間
の
認
識
は
第
二
次
的
な
意
味
で
真
理
で
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
根
源
的
に
真
理
と
呼

ば
る
べ
き
も
の
は
寧
ろ
存
在
で
あ
る
。
ひ
と
は
例
え
ば
プ
ラ
ト
ン
の
認
識
理
論
を
模
写
説
の
ひ
と
つ
に
数
え
て
い

る
。
併
る
に
プ
ラ
ト
ン
に
あ
っ
て
認
識
は
恰
も
イ
デ
ア
の
、
即
ち
彼
に
よ
れ
ば
真
の
存
在
の
模
写
と
し
て
初
め
て

真
な
る
認
識
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
物
の
模
写
で
も
が
模
写
と
し
て
真
な
る
認
識
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
な

い
。
現
実
の
世
界
、
即
ち
プ
ラ
ト
ン
に
よ
れ
ば
純
粋
な
存
在
で
は
な
く
却
っ
て
存
在
と
非
存
在
と
の
混
合
で
あ
る

と
こ
ろ
の
世
界
に
つ
い
て
は
、
本
来
の
認
識
（ejpisthvmh

）
は
な
く
、
唯
意
見
（dovxa

）
が
あ
り
得
る
の
み
で
あ

る
、
と
プ
ラ
ト
ン
は
考
え
た
。
観
念
論
的
模
写
説
の
他
の
例
を
と
ろ
う
。
キ
リ
ス
ト
教
哲
学
に
於
て
最
高
の
意
味

に
於
け
る
真
理
と
は
神
の
こ
と
で
あ
る
。
ひ
と
り
神
の
み
が
真
理
で
あ
る
。
こ
の
場
合
神
は
明
ら
か
に
単
な
る
認

識
生
産
物
を
意
味
す
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
神
こ
そ
最
高
の
、
最
も
実
在
的
な
存
在
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

真
理
は
第
一
次
的
に
存
在
の
性
格
で
あ
る
。唯
物
論
的
な
模
写
説
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
云
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
場
合
に
も
認
識
は
ま
さ
に
「
物
の
真
理
」
を
模
写
す
る
も
の
と
し
て
認
識
で
あ
る
と
見
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
と
こ
ろ
で
構
成
説
の
側
か
ら
す
る
模
写
説
批
評
は
真
理
の
概
念
の
見
方
に
関
す
る
右
の
如
き
根
本
的
な
対
立

を
考
慮
し
て
い
な
い
。
そ
れ
は
相
手
が
自
分
と
同
様
な
真
理
の
概
念
を
も
つ
べ
き
で
あ
る
と
予
想
し
て
い
る
。

併
る
に
唯
認
識
の
性
格
と
し
て
の
み
真
理
を
見
る
か
、
そ
れ
と
も
真
理
は
第
一
次
的
に
は
存
在
の
性
格
で
あ
る
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と
考
え
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
自
身
最
早
認
識
論
的
に
は
決
定
さ
れ
な
い
事
柄
で
あ
る
。
そ
れ
は
却
っ
て
認

識
論
の
前
提
と
な
る
よ
う
な
決
定
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
私
は
今
か
か
る
前
提
の
ひ
と
つ
が
認
識
す
る
主
体

と
し
て
の
人
間
そ
の
も
の
を
如
何
に
理
解
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
、
従
っ
て
或
る
人
間
学
的
な
も
の
に
関
わ
っ
て

い
る
の
を
見
出
す
。
そ
れ
は
人
間
の
自
己
理
解
と
し
て
一
切
の
認
識
理
論
に
先
行
す
る
。
模
写
説
的
な
認
識
論
は

人
間
の
有
限
性
の
理
解
の
上
に
立
っ
て
い
る
。
人
間
の
存
在
の
有
限
性
は
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
於
て
種
々
に
理
解

さ
れ
て
い
る
。
人
間
は
或
い
は
存
在
と
非
存
在
と
の
中
間
と
し
て
（
プ
ラ
ト
ン
）、
或
い
は
神
に
よ
っ
て
創
造
さ

れ
た
も
の
と
し
て
（
キ
リ
ス
ト
教
哲
学
）、
有
限
で
あ
る
。
そ
し
て
唯
物
論
に
於
て
は
人
間
は
自
然
の
一
部
分
で

あ
る
と
い
う
意
味
で
有
限
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
場
合
真
理
は
何
よ
り
も
存
在
そ
の
も
の
に
か
か
り
、

真
な
る
存
在
ま
た
は
存
在
の
真
を
写
す
限
り
に
於
て
人
間
の
認
識
に
は
第
二
次
的
に
真
理
性
が
属
す
る
と
せ
ら
れ

る
の
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
ま
た
我
々
は
如
何
に
模
写
説
的
な
真
理
の
概
念
が
生
命
と
具
体
性
と
に
充
ち

て
い
る
か
を
理
解
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
真
理
は
こ
の
と
き
人
間
を
し
て
そ
の
現
実
の
有
限
性
か
ら
何
等
か
の
仕
方

で
解
放
せ
し
め
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
真
理
は
ま
さ
に
存
在
と
し
て
の
み
こ
の
こ
と
を
な
し
得
る
。
私
は
こ

こ
に
こ
れ
ら
の
言
葉
を
単
に
宗
教
的
な
意
味
で
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
唯
物
論
者
に
と
っ
て
も
真
理
と
は
人

間
の
物
質
的
な
有
限
性
か
ら
人
間
を
解
放
す
る
も
の
と
し
て
真
理
で
あ
る
の
で
あ
る
。
併
る
に
構
成
主
義
の
認
識
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論
は
、
カ
ン
ト
に
於
け
る
超
個
人
的
な
認
識
主
観
と
し
て
の
自
我
の
場
合
の
如
く
、
人
間
の
無
限
性
を
認
め
る
こ

と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
だ
か
ら
そ
れ
は
そ
の
根
源
に
於
て
つ
ね
に
宗
教
的
で
あ
る
。
従
っ

て
ま
た
摸
写
説
の
場
合
に
あ
っ
て
は
唯
物
論
的
な
模
写
説
も
成
立
し
得
る
十
分
な
根
拠
が
あ
る
の
に
反
し
て
、
構

成
説
は
つ
ね
に
唯
観
念
論
的
で
あ
る
の
ほ
か
な
い
。

現
実
の
人
間
の
有
限
性
に
し
て
信
ぜ
ら
れ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
限
り
、
認
識
論
は
つ
ね
に
模
写
説
的
な
要
素
を

含
む
で
あ
ろ
う
。
尤
も
誤
解
の
起
ら
な
い
た
め
に
注
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
私
が
こ
こ
に
模
写
と
か

構
成
と
か
言
う
と
き
、
そ
れ
は
認
識
の
究
極
的
な
哲
学
的
意
義

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
関
し
て
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
従
っ
て
認
識
の
手
続
乃
至
方
法
と
し
て
構
成
が
用
い
ら
れ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
認
識
が
そ
の
究
極
的
な
哲

学
的
意
義
に
於
て
模
写
で
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
を
何
等
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
実
際
、
科
学
者
は

絶
え
ず
仮
設
を
用
い
て
仕
事
を
し
て
い
る
。
仮
設
に
よ
る
研
究
は
そ
れ
だ
け
と
し
て
は
明
ら
か
に
構
成
的
で
あ

る
。
併
し
な
が
ら
科
学
者
は
実
験
に
よ
っ
て
自
己
の
仮
設
を
事
実
に
於
て
実
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て

い
る
。
彼
が
か
く
考
え
て
い
る
の
は
、
彼
が
認
識
は
究
極
的
に
は
事
実
の
模
写
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
た
め
で
あ

る
。
唯
物
論
者
と
雖
も
認
識
に
何
等
の
構
成
的
な
意
義
を
も
認
め
な
い
の
で
は
な
い
。
理
論
と
実
践
と
の
弁
証
法

的
統
一
と
い
う
こ
と
が
語
ら
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
理
論
の
構
成
的
な
性
質
を
認
め
て
お
れ
ば
こ
そ
か
く
語
ら
れ
る
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の
で
あ
る
。
理
論
は
そ
の
本
性
上
構
成
的
な
も
の
で
あ
る
。
併
し
な
が
ら
ま
た
認
識
の
究
極
的
な
哲
学
的
意
義
は

模
写
で
あ
る
と
考
え
て
お
れ
ば
こ
そ
、
理
論
と
実
践
と
の
弁
証
法
的
統
一
に
つ
い
て
語
る
こ
と
も
有
意
味
な
の
で

あ
る
。
同
じ
よ
う
に
し
て
我
々
は
、
凡
て
の
認
識
は
そ
の
本
質
上
抽
象
で
あ
る
と
い
う
理
由
を
も
っ
て
認
識
模
写

説
に
対
し
て
反
対
す
る
者
に
向
っ
て
も
答
え
得
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
決
定
的
な
こ
と
は
次
の
こ
と
で
あ
る
、
認
識

が
そ
の
究
極
的
な
哲
学
的
意
義
に
於
て
模
写
で
あ
る
か
構
成
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
自
身
最
早
認
識
論

そ
の
も
の
の
内
部
に
は
存
し
な
い
と
こ
ろ
の
、
或
る
一
層
哲
学
的
な
も
の
に
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

カ
ン
ト
は
人
間
の
感
性
を
も
っ
て
受
容
的
な
も
の
と
見
做
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
彼
は
人
間
の
有
限
性
を
認
め

た
も
の
で
あ
る
と
云
わ
れ
得
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
若
し
人
間
に
し
て
真
に
無
限
的
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
人
間
の
思
惟

は
カ
ン
ト
の
所
謂
直
観
的
悟
性
若
く
は
知
的
直
観
で
あ
る
こ
と
が
出
来
、
認
識
の
形
式
と
共
に
内
容
そ
の
も
の
を

も
み
ず
か
ら
生
産
し
得
る
筈
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
か
か
る
立
場
に
立
っ
た
。
構
成
主
義
は
ま
こ
と

に
フ
ィ
ヒ
テ
の
如
き
立
場
に
於
て
徹
底
的
で
あ
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
併
る
に
カ
ン
ト
に
あ
っ
て
は
認
識
の
内
容
は

思
惟
に
と
っ
て
感
性
か
ら
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
感
性
は
そ
れ
自
身
受
容
的
な
能
力
で
あ
っ
て
、
物
自
体
か

ら
触
発
さ
れ
て
こ
の
内
容
と
な
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
受
取
る
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
カ
ン
ト
は
認
識
主
観
の
外

部
に
そ
れ
か
ら
独
立
に
存
在
す
る
物
自
体
を
考
え
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
自
己
の
構
成
主
義
的
認
識
論
に
一
の
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重
大
な
制
限
を
認
め
、
そ
し
て
模
写
説
的
な
見
方
に
対
し
て
一
の
重
大
な
譲
歩
を
な
し
た
も
の
で
あ
る
と
云
わ
れ

ね
ば
な
ら
ぬ
。
と
こ
ろ
で
こ
の
こ
と
は
カ
ン
ト
が
人
間
の
感
性
を
受
容
的
な
能
力
と
見
、
そ
こ
に
人
間
の
有
限
性

を
考
え
た
こ
と
に
由
来
す
る
。
人
間
の
存
在
の
有
限
性
に
し
て
疑
わ
れ
な
い
限
り
、
認
識
論
は
そ
の
決
定
的
な
点

に
於
て
模
写
説
で
あ
る
の
ほ
か
な
い
よ
う
で
あ
る
。

そ
れ
に
も
拘
ら
ず
カ
ン
ト
の
認
識
論
が
構
成
主
義
的
で
あ
る
の
は
何
に
も
と
づ
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
こ
こ

に
於
て
近
代
の
認
識
論
の
不
幸
な
る
出
発
点
に
思
い
及
ば
ざ
る
を
得
な
い
。
私
は
こ
の
出
発
点
を
原
子
論
的
公
理

0

0

0

0

0

0

と
呼
ぶ
。
原
子
論
的
公
理
は
哲
学
史
上
認
識
論
が
彼
等
か
ら
始
ま
っ
た
と
云
わ
れ
て
い
る
ロ
ッ
ク
や
ヒ
ュ
ー
ム
の

哲
学
に
共
通
な
出
発
点
で
あ
っ
た
。
即
ち
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
我
々
の
意
識
に
と
っ
て
最
初
に
、
最
も
直
接
的
に
与

え
ら
れ
る
も
の
は
元
素
的
な
、
ば
ら
ば
ら
の
、
個
々
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
イ
ギ
リ
ス
の
経

験
論
的
諸
哲
学
は
観
念
聯
合
の
諸
法
則
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
我
々
の
認
識
を
研
究
し
よ
う
と
し
た
。

同
様
な
前
提
が
な
お
カ
ン
ト
に
も
附
き
纏
っ
て
い
る
。
カ
ン
ト
に
よ
る
も
、
我
々
に
と
っ
て
与
え
ら
れ
た
も
の
は

「
直
観
の
多
様
な
る
も
の
」
で
あ
る
。
彼
は
ま
た
そ
の
も
の
を
「
現
象
の
雑
踏
」
と
も
称
し
て
い
る
。
意
識
に
根

源
的
に
与
え
ら
れ
た
も
の
に
し
て
多
様
な
る
も
の
、
雑
踏
せ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
に
は
、
そ
れ
は
自
体
に
於
て
は
、

そ
れ
自
身
の
う
ち
に
普
遍
的
な
も
の
、
統
一
的
な
も
の
を
含
ま
ぬ
も
の
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
若
し
そ
う
で
あ
る
な
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ら
ば
、
我
々
の
認
識
の
最
も
関
心
す
る
と
こ
ろ
の
こ
の
普
遍
的
な
も
の
、
統
一
的
な
も
の
は
、
我
々
に
与
え
ら
れ

た
も
の
の
う
ち
に
は
な
い
も
の
と
し
て
、
却
っ
て
我
々
が
こ
の
も
の
に
与
え
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
と
せ
ら
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
カ
ン
ト
は
云
う
、「
我
々
は
物
に
つ
い
て
唯
我
々
自
身
が
物
の
中
へ
入
れ
る
も
の

の
み
を
先
験
的
に
認
識
す
る
。」
統
一
的
な
も
の
、
普
遍
的
な
も
の
は
凡
て
主
観
の
側
に
帰
せ
ら
れ
、
認
識
は
主

観
の
構
成
に
か
か
る
こ
と
と
な
る
。
経
験
の
所
与
に
し
て
唯
単
に
多
様
な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
認
識
が
模
写
説

の
云
う
よ
う
に
対
象
に
依
準
し
得
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
そ
の
と
き
に
は
、
カ
ン
ト
の
云
っ
た
如
く
、
対
象
が

我
々
の
認
識
に
依
準
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

最
近
の
心
理
学
に
於
け
る
主
要
な
る
諸
傾
向
は
ロ
ッ
ク
や
ヒ
ユ
ー
ム
な
ど
の
古
典
的
な
原
子
論
的
公
理
に
対
し

て
等
し
く
反
対
し
つ
つ
あ
る
。
既
に
デ
ィ
ル
タ
イ
の
心
理
学
が
こ
の
点
に
関
し
て
注
目
す
べ
き
仕
事
を
成
し
遂
げ

て
い
る
。
統
一
、
関
係
、
聯
関
、
範
疇
な
ど
の
如
き
も
の
は
、
最
初
に
与
え
ら
れ
た
個
々
の
も
の
、
単
に
多
様
な

も
の
に
対
し
て
後
か
ら
附
け
加
わ
る
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
そ
れ
ら
の
も
の
こ
そ
第
一
次
的
に
経
験
さ
れ
、
根
源

的
に
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
同
様
な
事
実
は
今
日
実
験
の
基
礎
の
上
に
於
て
所
謂
形
態
心
理
学
の
人
々
に
よ

っ
て
確
か
め
ら
れ
つ
つ
あ
る
。
そ
の
中
で
も
ケ
ー
ラ
ー
の
如
き
は
単
に
心
理
的
形
態
に
と
ど
ま
ら
す
、
進
ん
で
物

理
的
形
態
に
ま
で
説
き
及
ん
で
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
が
直
ち
に
認
識
模
写
説
の
真
理
性
を
証
明
す
る
に
足
ら
な
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い
と
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
少
な
く
も
模
写
説
が
全
く
間
違
っ
た
心
理
学
的
前
提
の
上
に
立
っ
て
い
る
も
の
で

な
い
こ
と
は
明
瞭
で
あ
ろ
う
。
蓋
し
模
写
説
は
我
々
の
意
識
に
と
っ
て
第
一
次
的
に
、
根
源
的
に
与
え
ら
れ
る
も

の
が
単
に
個
々
の
も
の
、
多
様
な
も
の
で
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
そ
の
本
来
の
出
発
点
と
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
で

あ
る
。

三

私
は
先
に
模
写
説
的
な
真
理
の
概
念
が
如
何
に
生
命
と
具
体
性
と
に
充
ち
て
い
る
か
に
つ
い
て
述
べ
て
お
い

た
。
実
際
、模
写
説
は
そ
の
生
命
と
具
体
性
と
に
於
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
何
よ
り
も
必
要
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、

近
代
の
認
識
論
は
こ
の
こ
と
を
全
く
顧
み
な
い
で
模
写
説
批
評
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
具
体
性
に
於
て
見

る
な
ら
ば
、
模
写
説
は
つ
ね
に
模
写
と
し
て
の
認
識
の
た
め
の
現
実
的
な
前
提
条
件

0

0

0

0

に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
例

え
ば
プ
ラ
ト
ン
に
よ
れ
ば
、
認
識
は
人
間
の
生
活
に
於
け
る
一
定
の
態
度
を
そ
の
一
般
的
な
条
件
と
し
て
要
求
す

る
。
こ
の
条
件
は
ひ
と
つ
の
道
徳
的
な
条
件
で
あ
る
。
認
識
し
得
る
た
め
に
は
人
間
は
先
ず
諸
々
の
情
欲
を
去
り
、

実
際
的
な
諸
目
的
か
ら
離
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
地
上
の
身
体
的
な
生
活
か
ら
自
由
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
の

み
、
天
上
の
、
物
的
な
ら
ぬ
イ
デ
ア
の
認
識
は
初
め
て
可
能
に
な
る
。
認
識
の
前
提
条
件
と
な
る
か
か
る
活
動
を
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プ
ラ
ト
ン
は
魂
の
転
向
と
呼
ん
だ
。
キ
リ
ス
ト
教
的
哲
学
に
於
て
真
理
と
し
て
の
神
の
認
識
の
た
め
の
道
徳
的
な

前
提
条
件
が
要
求
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

今
日
マ
ル
ク
ス
主
義
の
唯
物
論
も
ま
た
模
写
説
と
し
て
か
く
の
如
き
認
識
の
た
め
の
前
提
条
件
を
説
い
て
い

る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
に
よ
れ
ば
、
実
践
が
つ
ね
に
理
論
に
先
行
す
べ
き
で
あ
る
。
自
然
に
対
す
る
人
間
の
働
き
か

け
の
範
囲
が
広
け
れ
ば
広
い
ほ
ど
、
自
然
に
関
す
る
彼
の
認
識
も
一
層
広
く
、
一
層
正
し
く
あ
り
得
る
。
エ
ン
ゲ

ル
ス
は
云
っ
て
い
る
、「
単
な
る
自
然
と
し
て
の
自
然
で
は
な
く
、
人
間
に
よ
る
自
然
の
変
化
こ
そ
、
人
間
の
思

惟
の
最
も
本
質
的
な
且
つ
最
も
重
要
な
基
礎
で
あ
る
。」
若
し
か
く
の
如
く
で
あ
る
な
ら
ば
、
マ
ル
ク
ス
の
考
え

た
よ
う
に
、
感
性
が
単
に
直
観
と
し
て
で
な
く
、
実
践
的
な
人
間
的
感
性
的
活
動
と
し
て
捉
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ

こ
と
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
併
る
に
感
性
に
し
て
感
性
的
実
践
的
で
あ
る
な
ら
ば
、
自
然
は
服
従
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
で
な
け
れ
ば
征
服
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
直
ち
に
分
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
こ
の
こ
と
は
、
経
験
に
与

え
ら
れ
る
存
在
そ
の
も
の
の
う
ち
に
或
る
普
遍
的
な
も
の
、
必
然
的
な
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
の
証
拠
と
な

る
。
こ
こ
に
於
て
上
に
述
べ
た
模
写
説
的
な
真
理
の
概
念
が
与
え
ら
れ
る
。
即
ち
真
理
は
第
一
次
的
に
は
存
在
の

側
に
属
す
る
名
で
あ
り
、
第
二
次
的
に
存
在
の
摸
写
と
し
て
の
認
識
の
性
格
を
現
す
と
見
ら
れ
る
に
到
る
の
で
あ

る
。
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第
二
に
、
観
念
論
的
な
模
写
説
に
あ
っ
て
は
認
識
の
前
提
条
件

0

0

0

0

と
な
る
も
の
が
認
識
以
外
の
或
る
道
徳
的
実
践

的
な
も
の
に
求
め
ら
れ
る
に
し
て
も
、
認
識
の
真
理
性
の
決
定
条
件

0

0

0

0

は
認
識
そ
の
も
の
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
る
こ

と
も
出
来
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
場
合
存
在
と
云
わ
れ
る
も
の
は
本
質
存
在
で
あ
り
、
併
る
に
本
質
存
在
の
本
質

関
係
に
つ
い
て
の
認
識
は
そ
れ
自
身
明
視
的
（einsichtig

）
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
得
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
反

し
て
唯
物
論
の
立
場
に
於
て
存
在
と
云
わ
れ
る
の
は
何
よ
り
も
感
性
的
な
現
実
的
な
存
在
で
あ
る
。
現
実
存
在
の

う
ち
に
含
ま
れ
る
普
遍
的
法
則
的
関
係
の
認
識
は
そ
れ
自
身
と
し
て
は
明
視
的
で
は
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
勿

論
我
々
は
こ
れ
を
明
視
的
に
表
現
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
近
代
の
自
然
科
学
が
そ
の
諸
法
則
に
数
学
的
表
現
を
与

え
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
か
か
る
明
視
性
の
た
め
の
努
力
で
あ
る
と
も
見
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
我
々
は

か
か
る
努
力
の
意
味
を
固
よ
り
十
分
に
承
認
す
る
者
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
併
し
そ
れ
だ
か
ら
と
云
っ
て
、
現
実
存

在
に
関
す
る
諸
法
則
の
真
理
性
の
決
定
条
件
そ
の
も
の
は
、
そ
れ
ら
が
数
学
を
含
む
か
否
か
と
い
う
こ
と
の
う
ち

に
横
た
わ
っ
て
い
る
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
て
認
識
の
前
提
条
件
を
実
践
で
あ
る
と
し
た
認

識
理
論
は
、
認
識
の
決
定
条
件
を
ま
た
実
践
に
求
め
る
。
そ
こ
で
マ
ル
ク
ス
は
書
い
て
い
る
、「
対
象
的
真
理
が

人
間
的
思
惟
に
到
来
す
る
か
否
か
と
い
う
問
題
は
、
何
等
理
論
の
問
題
で
な
く
、
却
っ
て
一
の
実
践
的
な
問
題
で

あ
る
。
実
践
に
於
て
人
間
は
真
理
を
、
即
ち
自
己
の
思
惟
の
現
実
性
と
力
、
そ
の
此
岸
性
を
証
明
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
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思
惟
―
―
実
践
か
ら
游
離
さ
れ
て
い
る
思
惟
―
―
が
現
実
的
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
非
現
実
的
で
あ
る
か
に
つ
い

て
の
論
争
は
、
全
く
ス
コ
ラ
哲
学
的
な
問
題
で
あ
る
。」
こ
の
よ
う
に
し
て
認
識
の
前
提
条
件
及
び
そ
の
決
定
条

件
が
実
践
の
う
ち
に
求
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
理
論
と
実
践
と
の
弁
証
法
的
統
一
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
し
て
我
々
は
次
の
こ
と
を
知
る
。
即
ち
唯
物
論
に
於
け
る
模
写
説
は
弁
証
法
を
離
れ
て
は
そ
の
生
命

と
具
体
性
と
に
於
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
全
く
不
可
能
で
あ
る
。
認
識
は
模
写
で
あ
る
か
乃
至
は
構
成
で
あ
る
か

と
い
う
こ
と
を
単
に
そ
れ
だ
け
と
し
て
ど
れ
ほ
ど
追
求
し
た
と
こ
ろ
で
、
我
々
は
何
等
決
定
的
な
も
の
に
到
達
す

る
こ
と
が
な
い
で
あ
ろ
う
。弁
証
法
か
ら
独
立
に
唯
単
な
る
模
写
説
と
し
て
唯
物
論
の
認
識
論
が
あ
る
の
で
な
く
、

こ
の
も
の
は
弁
証
法
と
内
面
的
に
結
び
付
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
弁
証
法
は
単
に
方
法
論
で
あ
っ
て
認
識

論
で
は
な
い
と
考
え
ら
る
べ
き
で
な
く
、
却
っ
て
弁
証
法
は
即
ち
認
識
論
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
ま
こ
と
に

ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
て
も
そ
う
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
の
出
来
な
い
者
は
既
に
認
識
論
の
名
の
も
と
に

認
識
理
論
一
般
を
で
な
く
、
却
っ
て
特
定
の
認
識
論
を
、
即
ち
我
々
が
最
初
に
そ
の
歴
史
性
を
指
摘
し
て
お
い
た

か
の
「
認
識
論
」
を
予
め
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
今
若
し
模
写
説
を
上
に
記
し
た
如
く
そ
の
具
体
性
に
於
て

見
る
な
ら
ば
、
多
く
の
人
々
が
普
通
に
物
の
影
を
写
す
鏡
の
比
喩
を
も
っ
て
模
写
説
を
説
明
し
且
つ
反
駁
す
る
こ

と
の
如
何
に
不
十
分
で
あ
る
か
は
容
易
に
知
ら
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
人
間
は
死
せ
る
鏡
の
如
き
も
の
で
な
く
、
生
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き
て
働
け
る
も
の
で
あ
る
。
認
識
が
模
写
で
あ
る
と
云
う
の
は
そ
の
究
極
的
な
哲
学
的
意
義
に
つ
い
て
云
う
の
で

あ
っ
て
、
認
識
の
手
続
或
い
は
方
法
に
於
て
構
成
的
で
あ
る
こ
と
を
拒
ま
な
い
と
い
う
こ
と
が
既
に
、
模
写
説
の

説
明
と
し
て
の
鏡
の
比
喩
の
不
十
分
さ
を
語
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
近
代
の
認
識
論
の
先
駆
を
な
す
と
せ
ら
れ
る
イ
ギ
リ
ス
の
経
験
論
哲
学
の
諸
体
系
は
、
元
来
、
新
興

の
自
然
科
学
の
刺
戟
の
も
と
に
生
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
近
代
的
な
科
学
的
意
識
を
構
成
す
る
最
も
重
要
な

要
素
は
「
実
証
的
精
神
」
で
あ
る
。
実
証
的
精
神
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
第
十
五
、十
六
世

紀
の
所
謂
発
見
及
び
発
明
の
時
代
は
、
市
民
的
社
会
に
於
け
る
諸
変
化
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
い
た
。
都
市
の
産

業
労
働
に
於
け
る
、
商
業
に
於
け
る
、
医
術
に
於
け
る
、
こ
の
社
会
の
発
展
し
た
実
践
的
な
諸
目
的
は
、
到
る
処

新
し
い
課
題
を
人
間
の
科
学
的
思
惟
に
課
し
た
。
そ
の
増
大
し
つ
つ
あ
る
都
市
の
不
安
な
人
口
が
改
良
さ
れ
た
生

産
手
段
、
よ
り
急
速
な
海
上
交
易
を
要
求
し
た
こ
の
社
会
は
、
古
い
大
学
に
於
け
る
ス
コ
ラ
哲
学
的
な
方
法
を
も

っ
て
し
て
は
、
最
早
何
事
も
始
め
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
唯
実
験
、
計
算
、
経
験
の
道
に
於
て
の
み
、
思
惟

は
生
の
諸
要
求
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
中
か
ら
こ
れ
ら
の
近
代
的
な
課
題
が

発
生
し
た
そ
の
同
じ
新
し
い
市
民
的
社
会
の
う
ち
に
、
そ
れ
の
解
決
の
た
め
の
近
代
的
な
手
段
も
ま
た
横
た
わ
っ

て
い
た
。
蓋
し
こ
の
社
会
の
う
ち
に
於
て
今
や
、労
働
す
る
手
と
科
学
的
思
惟
と
の
古
代
的
な
分
離
と
は
反
対
に
、
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産
業
労
働
と
科
学
的
思
惟
と
の
創
造
的
な
結
合
は
形
成
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
か
く
の
如
き
結
合

こ
そ
が
近
代
に
於
け
る
自
然
科
学
の
飛
躍
的
な
発
展
を
初
め
て
可
能
に
し
た
の
で
あ
る
。
理
論
と
実
践
と
の
統
一

は
そ
こ
に
根
源
的
に
存
在
し
て
い
た
。
近
代
の
自
然
科
学
の
う
ち
に
生
長
し
た
実
証
的
精
神
は
、
本
来
、
こ
の
よ

う
な
統
一
の
上
に
立
て
る
科
学
的
意
識
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
実
証
的
精
神
の
本
質
に
し
て
理
論
と
実
践
と
の
統
一

で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
か
の
経
験
論
の
諸
体
系
が
自
然
科
学
と
共
に
発
達
し
た
科
学
的
意
識
を
自
己
の
う
ち
に

十
分
に
生
か
し
得
な
か
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
同
じ
よ
う
に
し
て
我
々
は
そ
の
後
実
証
主
義
の
名
を
も
っ

て
現
れ
た
と
こ
ろ
の
諸
哲
学
が
、
如
何
に
本
来
の
実
証
的
精
神
か
ら
離
れ
た
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
も
理
解

し
得
る
で
あ
ろ
う
。
近
代
の
認
識
論
を
促
し
起
し
た
科
学
的
意
識
は
却
っ
て
マ
ル
ク
ス
主
義
に
於
て
、
そ
の
理
論

と
実
践
と
の
弁
証
法
的
統
一
の
思
想
の
う
ち
に
忠
実
に
継
承
さ
れ
、
発
展
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

四

さ
て
あ
ら
ゆ
る
認
識
論
の
う
ち
に
共
通
に
含
ま
れ
て
い
る
一
の
根
本
原
理
が
あ
る
。
私
は
そ
れ
を
知
る
も
の
と

0

0

0

0

0

知
ら
れ
る
も
の
と
の
間
に
於
け
る
ア
ナ
ロ
ジ
ー
の
原
理

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
呼
ぼ
う
と
思
う
。
こ
の
原
理
は
甚
だ
古
く
、
ギ
リ
シ
ア

哲
学
に
於
て
も
、
等
し
き
も
の
は
等
し
き
も
の
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
、
と
い
う
言
葉
で
定
式
化
さ
れ
た
。
知
る
も
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の
と
知
ら
れ
る
も
の
と
の
間
に
は
或
る
相
等
ま
た
は
相
似
の
、
或
る
比
例
、
或
る
ア
ナ
ロ
ジ
ー
の
関
係
が
存
し
て

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
て
プ
ラ
ト
ン
は
存
在
の
種
々
な
る
種
類
に
精
神
の
種
々
な
る
種
類
を
全
く
一
義
的

に
対
応
さ
せ
、
相
関
せ
し
め
て
い
る
。
一
方
の
極
に
は
純
粋
な
存
在
、
イ
デ
ア
が
あ
る
。
こ
の
も
の
に
理
性
的
思

惟
が
一
義
的
に
対
応
す
る
、
存
在
は
理
性
的
思
惟
に
よ
っ
て
の
み
捉
え
ら
れ
、
理
性
的
思
惟
は
た
だ
存
在
に
の
み

向
う
活
動
で
あ
る
。
他
の
極
に
は
全
き
非
存
在
が
あ
る
。
こ
の
も
の
に
対
応
す
る
の
は
感
性
知
覚
で
あ
る
。
我
々

の
日
常
の
生
活
の
世
界
は
そ
れ
ら
二
つ
の
い
ず
れ
で
も
な
く
、
却
っ
て
両
極
の
中
間
に
あ
り
、
こ
の
も
の
に
は
意

見
（dovxa

）
が
対
応
せ
し
め
ら
れ
る
。
我
々
の
原
理
は
キ
リ
ス
ト
教
哲
学
の
う
ち
に
於
て
も
ま
た
姿
を
変
え
て
現

れ
て
い
る
。
如
何
に
し
て
人
間
に
と
っ
て
真
理
を
認
識
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
か
と
云
え
ば
、
神
に
よ
っ
て
造

ら
れ
た
存
在
と
し
て
の
人
間
は
神
と
の
相
似
に
於
て
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
併
る
に
人
間
の
う
ち
に
於
け
る
神
的
要

素
は
ま
た
世
界
を
世
界
に
形
成
し
、
秩
序
付
け
る
要
素
と
同
一
で
あ
る
か
ら
、
人
間
は
ま
た
世
界
を
認
識
し
得
る

能
力
を
具
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
知
る
も
の
と
知
ら
れ
る
も
の
と
の
間
に
於
け
る
ア
ナ
ロ
ジ
ー
の
原
理
は
我
々
の

日
常
の
会
話
の
う
ち
に
も
絶
え
ず
表
現
さ
れ
て
い
る
。
天
才
を
知
る
者
は
天
才
の
み
で
あ
る
、な
ど
と
語
ら
れ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
云
っ
た
、―
―
侍
僕
に
と
っ
て
は
何
等
の
英
雄
も
存
し
な
い
と
い
う
の
は
よ
く
知
ら
れ
た
諺
で
あ
る
、

私
は
こ
の
諺
に
次
の
よ
う
に
附
け
加
え
る
、
け
れ
ど
も
そ
れ
は
此
の
者
が
英
雄
で
な
い
た
め
で
な
く
、
却
っ
て
彼
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の
者
が
侍
僕
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。

同
じ
原
理
は
構
成
主
義
の
認
識
論
の
う
ち
に
も
は
た
ら
い
て
い
る
。
否
、
構
成
説
は
認
識
可
能
の
基
礎
と
し
て

知
る
も
の
と
知
ら
れ
る
も
の
と
の
間
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
が
成
り
立
っ
た
め
に
は
、
認
識
の
対
象
は
主
観
の
構
成
に
か

か
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
し
て
、
構
成
説
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
若
し
も
客
観
に
し
て
主
観
の

構
成
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
両
者
の
間
に
ア
ナ
ロ
ジ
ー
が
存
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
明
ら
か

で
あ
る
。
併
る
に
構
成
説
は
、
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
の
本
性
上
人
間
の
無
限
性
を
信
ず
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

構
成
説
に
あ
っ
て
は
ア
ナ
ロ
ジ
ー
の
原
理
は
か
の
所
謂
同
一
性
の
テ
ー
ゼ
に
ま
で
高
め
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。

思
惟
と
存
在
と
の
同
一
性
の
原
理
が
こ
れ
で
あ
っ
て
、
フ
ィ
ヒ
テ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
な
ど
に
現
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
も

の
で
あ
る
。
観
念
論
は
こ
こ
に
於
て
絶
対
的
観
念
論
と
な
る
。

模
写
説
は
こ
れ
に
反
し
て
、
認
識
可
能
の
一
般
的
基
礎
と
し
て
の
知
る
も
の
と
知
ら
れ
る
も
の
と
の
間
の
ア
ナ

ロ
ジ
ー
は
、
客
観
が
主
観
の
構
成
物
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
の
で
な
く
、
却
っ
て
全
体
の
存
在
の
構
造

そ
の
も
の
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
か
の
大
宇
宙
（
マ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
）
と
小
宇
宙
（
ミ

ク
ロ
コ
ス
モ
ス
）
と
い
う
言
葉
は
こ
の
関
係
を
適
切
に
表
現
す
る
で
あ
ろ
う
。
唯
物
論
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
よ
う

な
ア
ナ
ロ
ジ
ー
は
、
人
間
が
自
然
の
全
過
程
そ
の
も
の
の
う
ち
に
属
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
の
存
在
に
於
て
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与
え
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
模
写
説
は
人
間
を
有
限
な
も
の
と
見
る
か
ら
、
思
惟
と
存
在
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
は

ど
こ
ま
で
も
比
例
的
関
係
で
あ
っ
て
、
両
者
は
直
接
に
同
一
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
固
よ
り
人
間
が
単
に

有
限
な
も
の
で
し
か
な
い
な
ら
ば
、ア
ナ
ロ
ジ
ー
は
一
般
に
成
立
し
な
い
。
ア
ナ
ロ
ジ
ー
と
云
わ
れ
る
か
ら
に
は
、

有
限
な
も
の
は
同
時
に
無
限
な
も
の
を
含
ん
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
プ
ラ
ト
ン
に
於
て
も
人
間
は
存
在
と
非
存

在
と
の
中
間
と
考
え
ら
れ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
哲
学
は
人
間
は
被
造
物
と
し
て
有
限
で
あ
る
け
れ
ど
も
彼
は
ま
さ
に

神
に
か
た
ど
っ
て
造
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
見
た
。

思
惟
と
存
在
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
の
原
理
か
ら
知
ら
れ
る
こ
と
は
、
存
在
を
現
実
存
在
と
し
て
把
握
す
る
唯
物
論

に
於
て
は
、
そ
れ
に
相
応
し
て
認
識
に
於
け
る
感
性
の
活
動
が
重
要
視
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
唯
物
論
が

感
性
を
重
ん
ず
る
の
は
こ
こ
に
深
い
根
柢
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
か
か
る
認
識
論
的
基
礎
を
離
れ
て
そ
れ

を
単
な
る
感
覚
主
義
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
。
次
に
唯
物
論
が
認
識
の
条
件
を
高
調
す
る
と
い
う
こ
と
も
、
思
惟

と
存
在
と
が
同
一
で
な
く
、
ア
ナ
ロ
ジ
ー
の
関
係
に
あ
る
た
め
で
あ
る
。
更
に
同
じ
関
係
は
人
間
の
認
識
に
一
定

の
性
格
を
負
わ
し
め
る
で
あ
ろ
う
。
人
間
の
認
識
は
過
程
的
で
あ
る
。
既
に
プ
ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
認

識
の
本
性
は
探
求
に
あ
る
と
し
た
が
、
認
識
が
探
求
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
決
し
て
偶
然
的
な
状
態
を
現
す
も

の
で
な
く
、
却
っ
て
人
間
認
識
の
本
質
規
定
に
属
す
る
の
で
あ
る
。
ア
ナ
ロ
ジ
ー
の
原
理
は
人
間
が
有
限
で
あ
る
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と
共
に
無
限
で
あ
る
こ
と
を
現
す
。
人
間
は
母
な
る
自
然
か
ら
生
れ
た
も
の
と
し
て
有
限
で
あ
り
な
が
ら
、
自
然

の
最
高
頂
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
於
て
無
限
性
を
担
う
。
人
間
は
自
然
の
一
部
分
で
あ
り
な
が
ら
、
自
然
も
人
間

あ
っ
て
初
め
て
自
然
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
於
て
全
体
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
有
限
と
無
限
、
部
分
と
全
体
と
の

統
一
と
し
て
の
人
間
の
認
識
は
つ
ね
に
運
動
的
、
過
程
的
で
あ
る
。

私
は
以
上
に
於
て
認
識
論
そ
の
も
の
が
既
に
一
定
の
哲
学
的
基
礎
の
上
に
立
っ
て
い
る
こ
と
を
多
少
と
も
明
ら

か
に
し
た
つ
も
り
で
あ
る
。
ま
さ
に
か
か
る
も
の
と
し
て
認
識
論
は
、
そ
の
よ
う
な
哲
学
的
基
礎
そ
の
も
の
に
関

係
す
る
唯
物
論
と
観
念
論
な
る
対
立
に
向
っ
て
そ
の
真
偽
を
決
定
す
る
標
準
と
は
な
り
得
な
い
。
唯
物
論
が
認
識

論
的
に
決
し
て
幼
稚
な
も
の
で
な
い
こ
と
も
他
の
種
々
な
る
認
識
論
と
の
対
比
に
於
て
究
め
ら
れ
た
筈
で
あ
る
。

私
は
ま
た
模
写
説
の
理
論
を
そ
の
具
体
性
に
於
て
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
模
写
説
で
あ
る
と
い
う
故
を
も
っ
て
唯

物
論
を
排
斥
し
得
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
つ
も
り
で
あ
る
。
併
し
現
代
の
哲
学
に
於
け
る
模
写
説
の
不
評
判

に
鑑
み
て
、
私
は
な
お
次
の
こ
と
を
論
じ
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。

認
識
に
於
て
認
識
さ
れ
る
も
の
は
一
般
に
認
識
の
対
象
と
云
わ
れ
る
。
普
通
、
認
識
に
関
係
す
る
限
り
に
於
け

る
存
在
は
、
本
来
、「
対
象
的
存
在
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
本
来
の
、
優
越
な
意
味
に
於
け
る
「
認
識
」

（Erkenntnis

）
は
、
従
来
つ
ね
に
対
象
的
存
在
と
の
関
係
に
於
て
捉
え
ら
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
模
写
説



観
念
形
態
論

四
三
八

的
な
見
方
に
於
け
る
所
謂
模
写
な
る
も
の
の
最
も
根
本
的
な
意
味
は
、
そ
れ
が
ま
さ
し
く
か
く
の
如
き
関
係
を
、

換
言
す
れ
ば
、
認
識
の
場
合
に
云
わ
れ
る
存
在
が
対
象
（G

egenstand

）
と
し
て
の
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、

表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
求
め
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
蓋
し
存
在
に
し
て
対
象
的
存
在
、
我
々
に
対
し
て

立
っ
て
い
る
限
り
に
於
け
る
存
在
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
と
き
模
写
な
る
語
は
少
な
く
と
も
最
も
不
適
当
な
表
現

で
あ
る
と
は
云
わ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。こ
こ
に
謂
う
対
象
的
存
在
の
意
味
は
存
在
論
的
に
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

即
ち
そ
れ
は
近
代
の
哲
学
に
於
け
る
が
如
き
主
観
＝
客
観
と
い
う
概
念
構
成
の
仕
方
か
ら
は
先
ず
独
立
に
理
解
さ

れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
併
る
に
対
象
的
存
在
以
外
に
、
他
の
種
類
の
若
く
は
他
の
方
向
に
於
て
規
定
さ
れ
た

る
存
在
の
概
念
が
あ
る
。
我
々
は
か
か
る
も
の
と
し
て
例
え
ば
「
交
渉
的
存
在
」
の
概
念
を
挙
げ
得
る
で
あ
ろ
う
。

交
渉
的
存
在
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
或
る
種
の
、
交
渉
的
知
識
と
も
い
う
べ
き
知
識
が
あ
る
。
そ
こ
で
も
我
々
に

は
知
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
対
象
的
存
在
と
交
渉
的
存
在
と
の
区
別
は
、「
赤
い
花
」、「
高
い
木
」
な
ど
い
う

場
合
と
「
楽
し
い
夕
」、「
恐
し
い
夜
」
な
ど
い
う
場
合
と
の
区
別
に
於
て
現
れ
、
そ
れ
ら
が
分
割
さ
れ
て
判
断
の

形
を
と
る
と
き
に
も
、
そ
こ
に
二
つ
の
違
っ
た
種
類
の
知
識
が
当
然
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
後
の

場
合
に
於
て
は
物
は
我
々
に
対
し
て
立
て
る
も
の
と
し
て
「
在
る
」
と
い
う
よ
り
も
、
我
々
に
向
っ
て
や
っ
て
来

る
の
で
あ
り
、
我
々
は
そ
れ
に
「
出
会
う
」
の
で
あ
る
。
そ
し
て
唯
か
く
の
如
き
動
的
相
関
的
関
係
に
於
て
の
み
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物
は
そ
の
存
在
性
を
限
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
従
来
の
、
対
象
的
存
在
の
方
向
に
方
向
付
け
ら
れ

た
認
識
論
は
、
こ
の
よ
う
な
他
の
種
類
の
知
識
を
も
い
つ
で
も
対
象
的
知
識
の
方
向
に
解
釈
し
て
来
た
。
同
じ
よ

う
に
交
渉
的
存
在
も
対
象
的
存
在
の
方
向
に
解
釈
さ
れ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
は
交
渉
的
知
識
の
独
自
性
が
認
め
ら

れ
な
い
の
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
寧
ろ
根
本
的
に
は
交
渉
的
存
在
そ
の
も
の
の
根
源
的
な
存
在
性
が
見
失
わ
れ
て

し
ま
う
。
か
の
認
識
論
に
と
っ
て
は
本
来
の
、
優
越
な
意
味
に
於
け
る
認
識
と
は
対
象
的
知
識
の
こ
と
で
あ
る
か

ら
、
従
っ
て
交
渉
的
知
識
は
程
度
の
低
い
、
或
い
は
ま
た
不
明
瞭
な
、
錯
雑
し
た
認
識
で
あ
る
も
の
の
よ
う
に
解

釈
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
交
渉
的
知
識
の
根
源
的
な
独
自
性
を
規
定
す
る
た
め
に
は
、
ひ
と
つ
の
新
し
い
知
識
の
概

念
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
要
求
に
応
ず
べ
き
も
の
と
し
て
「
理
解
」（Verstehen

）
と
い
う
語
を
、
そ
れ
に
術
語

的
な
意
味
を
も
た
せ
て
、
取
り
上
げ
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
理
解
と
い
う
語
は
現
代
に
於
て
就
中
デ
ィ
ル
タ
イ
の

心
理
学
以
来
有
名
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
彼
は
こ
の
語
を
説
明
と
い
う
語
に
対
置
し
、
し
か
も
こ
の
場
合
説

明
と
い
う
こ
と
を
特
定
の
意
味
に
、
即
ち
機
械
的
説
明
の
意
味
に
把
捉
し
た
。
こ
の
よ
う
な
概
念
規
定
は
言
う
ま

で
も
な
く
彼
に
於
け
る
一
の
歴
史
的
制
限
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
彼
の
時
代
の
自
然
科
学
の
機
械
論
的
傾
向
の
影
響

の
も
と
に
立
っ
て
い
る
。
今
日
自
然
科
学
の
内
部
に
於
て
も
か
か
る
機
械
論
的
傾
向
は
次
第
に
打
ち
破
ら
れ
つ
つ

あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
ま
た
デ
ィ
ル
タ
イ
は
説
明
と
理
解
と
を
、
前
者
を
自
然
に
、
後
者
を
精
神
生
活
に
結
び
付



観
念
形
態
論

四
四
〇

け
た
が
、
こ
の
と
き
彼
に
あ
っ
て
は
、「
存
在
」（das Sein

）
と
「
存
在
す
る
も
の
」（das Seiende

）
と
の
区
別

が
な
お
十
分
明
瞭
で
な
い
。
存
在
は
固
よ
り
存
在
す
る
も
の
の
存
在
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
併
し
両
者
は
決
し
て

等
し
く
は
な
い
。
我
々
が
対
象
的
存
在
、
交
渉
的
存
在
な
ど
と
云
う
と
き
、
そ
れ
は
或
る
存
在
す
る
も
の
に
つ
い

て
云
っ
て
い
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
存
在
そ
の
も
の
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
自
然
も
交

渉
的
存
在
と
し
て
捉
え
ら
れ
得
る
よ
う
に
、精
神
も
ま
た
対
象
的
存
在
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

今
こ
れ
ら
及
び
そ
の
他
の
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
て
、
私
は
次
の
如
き
概
念
規
定
を
持
ち
出
そ
う
。
即
ち
、
対
象
的

存
在
に
関
わ
る
知
識
を
私
は
特
に
「
認
識
」
と
呼
び
、
こ
れ
に
対
し
て
交
渉
的
存
在
に
関
わ
る
知
識
を
私
は
特
に

「
理
解
」
と
名
付
け
る
。
か
く
の
如
き
意
味
に
於
け
る
理
解
の
概
念
は
、
我
々
は
こ
れ
を
最
近
、
例
え
ば
ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー
の
哲
学
の
う
ち
に
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
私
は
こ
こ
で
こ
の
哲
学
の
検
討
に
立
入
ろ
う
と
は

思
わ
な
い
。
我
々
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
寧
ろ
次
の
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
模
写
説
的
な
認
識
の
概
念
は
、
存
在

に
し
て
対
象
的
存
在
と
見
ら
れ
る
限
り
、
ど
こ
ま
で
も
何
等
か
の
形
で
そ
こ
に
潜
ま
ざ
る
を
得
な
い
も
の
で
あ
っ

て
、
若
し
そ
れ
が
根
こ
そ
ぎ
に
さ
れ
得
る
と
し
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
唯
他
の
存
在
、
例
え
ば
交
渉
的
存
在
を
、
従

っ
て
右
に
規
定
さ
れ
た
意
味
に
於
け
る
理
解
的
知
識
の
場
合
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
で
あ
る
。
こ
こ

に
存
在
論
的
に
把
握
さ
れ
た
模
写
説
の
一
の
決
定
的
な
意
味
が
横
た
わ
っ
て
い
る
も
の
の
如
く
に
思
わ
れ
る
。
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一

論
理
学
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
一
歩
も
先
へ
進
ま
な
か
っ
た
と
い
う
の
は
カ
ン
ト
の
有
名
な
言
葉
で
あ
る
。

こ
こ
に
い
わ
れ
た
の
は
、
今
日
普
通
に
形
式
論
理
学
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。
形
式
論
理
学
は
ギ
リ
シ

ア
に
於
て
出
来
上
っ
た
、
ギ
リ
シ
ア
的
な
論
理
学
で
あ
る
と
見
做
さ
れ
得
る
。
併
る
に
注
意
す
べ
き
こ
と
に
は
、

論
理
学
の
父
の
名
あ
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
固
よ
り
、
そ
の
他
の
ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
者
乃
至
論
理
学
者
は
、
そ
の

論
理
学
を
も
っ
て
そ
れ
が
「
形
式
的
」
で
あ
る
と
は
決
し
て
考
え
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
等
に
と
っ

て
は
論
理
学
は
形
而
上
学
と
最
も
密
接
に
結
合
し
て
い
た
。
論
理
は
単
に
形
式
的
な
も
の
で
な
く
、
寧
ろ
実
質
的

な
も
の
で
あ
り
、
存
在
論
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
。
ギ
リ
シ
ア
の
論
理
学
は
、
そ
れ
が
も
と
も
と
形
式
的
で
あ

っ
た
の
で
な
く
、
却
っ
て
歴
史
の
発
展
の
過
程
に
於
て
、
且
つ
一
定
の
関
係
に
於
て
、
形
式
論
理
学
と
な
っ
た

0

0

0

の

で
あ
る
。
実
質
的
な
意
味
の
も
の
が
歴
史
に
於
て
形
式
的
な
意
味
の
も
の
に
転
化
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
あ
ら
ゆ

る
文
化
の
領
域
に
於
て
絶
え
ず
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
か
く
の
如
き
転
化
―
―
私
の
一
般
に
「
意
味
の
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歴
史
的
転
化
の
原
則
」
の
名
の
も
と
に
包
摂
し
よ
う
と
思
う
と
こ
ろ
の
転
化
、
を
我
々
は
ま
た
実
に
論
理
学
に
於

て
さ
え
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
。
蓋
し
か
く
の
如
き
転
化
の
存
在
す
る
に
よ
っ
て
初
め
て
文
化
の
伝
承
と
蓄
積
と

は
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。

所
謂
形
式
論
理
学
は
ギ
リ
シ
ア
哲
学
の
内
部
に
於
て
如
何
な
る
意
味
で
実
質
的
な
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う

か
。
論
理
が
実
質
的
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
存
在
と
の
内
容
的
な
、
内
面
的
な
聯
関
を
含
む
た
め
で
あ
る
。
併
る

に
「
存
在
」
と
い
う
と
き
、
こ
の
言
葉
の
実
質
は
凡
て
の
場
合
に
一
義
的
に
規
定
さ
れ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で

は
な
い
。
何
が
優
越
な
意
味
に
於
て
、
或
い
は
根
源
的
な
意
味
に
於
て
存
在
と
し
て
直
接
に
理
解
さ
れ
る
か
は
、

各
々
の
歴
史
的
時
代
に
於
て
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る
。＊

と
こ
ろ
で
存
在
の
種
々
な
る
概
念
に
於
け
る
最
も
一
般

的
な
区
別
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、「
本
質
存
在
」
と
「
現
実
存
在
」
と
の
区
別
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
い
ま
所
謂
形
式

論
理
学
が
実
質
的
で
あ
る
の
は
本
質
存
在
に
関
し
て
で
あ
り
、
そ
れ
が
形
式
的
で
あ
る
の
は
現
実
存
在
に
関
し
て

で
あ
る
。
そ
れ
が
ギ
リ
シ
ア
哲
学
に
於
て
内
容
的
な
、
従
っ
て
存
在
論
的
な
論
理
学
と
考
え
ら
れ
た
の
は
、
そ
こ

で
は
優
越
な
意
味
に
於
け
る
存
在
が
実
に
本
質
存
在
で
あ
っ
た
に
よ
っ
て
い
る
。
併
る
に
存
在
と
い
わ
れ
る
も
の

が
根
源
的
に
は
現
実
存
在
で
あ
る
に
及
ん
で
、
そ
れ
は
形
式
的
な
、
従
っ
て
ま
た
抽
象
的
な
論
理
学
と
な
る
に
至

っ
た
。
蓋
し
如
何
な
る
思
惟
も
、
本
来
、
存
在
の
思
惟
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
如
何
な
る
思
惟
の
法
則
の
学
た
る
論
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理
学
も
ま
た
つ
ね
に
一
定
の
存
在
の
領
域
と
の
必
然
的
な
る
聯
関
に
於
て
形
造
ら
れ
る
。
論
理
学
に
と
っ
て
か
く

の
如
く
形
成
的
な
る
意
味
を
有
す
る
、
換
言
す
れ
ば
、
そ
の
も
の
の
う
ち
か
ら
論
理
学
が
形
成
さ
れ
る
存
在
の
領

域
は
、
そ
の
論
理
学
の
固
有
な
る
領
域
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
一
定
の
論
理
学
は
そ
の
固
有
な
る
領
域
に

と
っ
て
は
つ
ね
に
内
容
的
な
論
理
学
で
あ
る
。
そ
の
固
有
な
る
領
域
以
外
の
存
在
の
領
域
へ
拡
張
さ
れ
る
と
き
論

理
学
は
初
め
て
形
式
的
な
意
味
の
も
の
と
な
る
。
こ
の
こ
と
を
我
々
は
先
ず
何
よ
り
も
ギ
リ
シ
ア
的
な
論
理
学
に

つ
い
て
示
し
得
る
で
あ
ろ
う
。

＊　

こ
れ
は
私
の
い
う
「
存
在
の
モ
デ
ル
」
の
概
念
と
も
関
係
す
る
。
拙
著
『
唯
物
史
観
と
現
代
の
意
識
』

一
一
七
、一
一
八
頁　
〔
全
集
本
巻
一
二
一
、一
二
二
頁
〕
参
照
【「
ヘ
ー
ゲ
ル
と
マ
ル
ク
ス
」「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
と
っ
て

先
ず
」
以
下
】。

本
質
存
在
と
は
如
何
な
る
存
在
で
あ
ろ
う
か
。
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
の
よ
う
な
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
は
プ
ラ
ト
ン
の
哲
学
の
如
き
は
「
論
理
的
研
究
」（logikw

:V zhtei:n

）
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
云
っ
て

い
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
火
や
地
な
ど
を
万
物
の
根
源
と
見
做
し
た
と
こ
ろ
の
以
前
の
哲
学
者
た
ち
は
、
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
れ
ば
、「
物
理
的
考
察
」（fusikh; skevy

iV
）
に
従
う
者
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
特
に
論
理
的
研

究
に
結
び
付
け
ら
れ
た
イ
デ
ア
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
火
や
地
な
ど
か
「
其
々
の
も
の
」（ta; kaq= 
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e{kaston

）
で
あ
る
に
対
し
て
、
イ
デ
ア
は
プ
ラ
ト
ン
に
よ
っ
て
「
一
般
的
な
も
の
」（ta; kaqovlou

）
と
考
え

ら
れ
た
。
現
実
に
あ
る
も
の
は
、
こ
の
机
、
か
の
机
と
い
う
風
に
個
々
の
も
の
で
あ
る
。
併
る
に
そ
れ
ら
個
々
の

机
が
凡
て
机
と
い
わ
れ
る
か
ら
に
は
、
そ
こ
に
は
或
る
一
般
的
な
も
の
、
即
ち
机
そ
の
も
の
ま
た
は
机
の
本
質
と

い
う
が
如
き
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
イ
デ
ア
と
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
イ
デ
ア
は
時
間
を
超
越
し
て

永
遠
に
在
る
も
の
と
見
ら
れ
得
る
。
こ
の
私
と
い
う
人
間
及
び
私
の
周
囲
に
見
出
さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
現
実
の
人
間

は
、
一
定
の
時
に
生
れ
た
の
で
あ
り
、
ま
た
一
定
の
時
に
は
死
ぬ
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
我
々
の
前
に
死
ん
で
行

っ
た
人
間
、
そ
し
て
我
々
の
後
に
生
れ
て
来
る
で
あ
ろ
う
人
間
、
そ
れ
ら
一
切
の
人
間
が
悉
く
人
間
と
い
わ
れ
る

か
ら
に
は
、
人
間
そ
の
も
の
、
人
間
の
イ
デ
ア
は
時
間
を
超
越
し
て
永
遠
で
あ
る
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
も
の

は
現
実
の
人
間
が
生
成
し
消
滅
し
、
変
化
す
る
に
反
し
て
つ
ね
に
「
一
に
し
て
同
一
」（e{n te kai; taujtovn

）
に

と
ど
ま
る
。
本
質
存
在
は
自
己
同
一
な
る
、永
遠
な
る
存
在
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
こ
そ
プ
ラ
ト
ン
に
よ
れ
ば「
真

の
存
在
」（to; o[ntw

V o[n

）
で
あ
る
。
現
実
に
在
る
も
の
は
生
成
と
消
滅
と
を
有
す
る
か
ら
、
そ
れ
は
真
の
存
在

で
は
な
く
、
寧
ろ
存
在
に
し
て
同
時
に
非
存
在
、
或
い
は
両
者
の
混
合
物
で
あ
る
と
見
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
プ
ラ
ト
ン
は
た
だ
イ
デ
ア
に
つ
い
て
の
み
真
の
科
学
（ejpisthvmh

）
は
可
能
で
あ
る
と
考
え
た
。
動
か

ぬ
も
の
、
変
ら
ぬ
も
の
、
永
遠
に
自
己
同
一
な
る
「
自
体
」（aujto; kaq= auJtov

）
の
み
が
科
学
的
思
惟
の
対
象
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で
あ
る
こ
と
が
出
来
る
。
併
る
に
現
実
の
世
界
は
純
粋
な
る
思
惟
の
対
象
で
は
な
く
、
却
っ
て
そ
れ
は
感
性
的
知

覚
に
関
係
し
、
且
つ
そ
れ
に
つ
い
て
は
本
来
単
に
意
見
（dovxa

）
が
あ
り
得
る
ば
か
り
で
あ
る
。
思
惟
は
本
性
上

た
だ
イ
デ
ア
の
み
に
向
う
。
プ
ラ
ト
ン
に
あ
っ
て
は
か
く
て
存
在
と
思
惟
と
は
全
く
一
義
的
に
相
属
す
る
。
そ
し

て
感
性
的
事
物
と
感
性
的
知
覚
と
も
全
く
一
義
的
に
相
属
す
る
。
且
つ
科
学
と
意
見
と
が
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
に
全
く

一
義
的
に
相
属
す
る
。
こ
の
よ
う
な
全
く
一
義
的
な
、
思
惟
と
存
在
と
の
間
に
於
け
る
相
属
性
こ
そ
、
ま
さ
し
く

ギ
リ
シ
ア
的
な
意
味
に
於
け
る
思
惟
と
存
在
と
の
同
一
性
の
意
味
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
意

味
に
於
て
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
説
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
所
謂
「
論
理
的
研
究
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

パ
ル
メ
ニ
デ
ス
は
最
初
に
「
思
惟
と
存
在
と
は
同
一
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
を
述
べ
た
人
と
し
て
知
ら
れ
て
い

る
。＊

彼
は
存
在
を
も
っ
て
生
ず
る
こ
と
も
滅
び
る
こ
と
も
な
き
永
遠
な
も
の
と
し
た
。
こ
の
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
は
ま

た
論
理
学
上
の
矛
盾
律
の
発
見
者
で
あ
る
と
云
わ
れ
て
い
る＊
＊。

彼
は
存
在
か
ら
区
別
さ
れ
た
或
る
物
が
非
存
在
で

な
い
と
い
う
こ
と
は
存
在
論
上
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
主
張
の
上
に
立
っ
て
、
思
惟
の
法
則
と
し
て
の
矛
盾
律
を

要
求
し
た
。
存
在
は
動
か
ぬ
も
の
、
変
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
存
在
は
ど
こ
ま
で
も
存
在
で
あ
っ
て
、
非
存
在

を
ば
自
己
か
ら
絶
対
的
に
排
斥
す
る
。
存
在
は
在
る
、
従
っ
て
そ
れ
は
必
然
的
に
生
ぜ
ぬ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
、
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
既
に
在
る
と
こ
ろ
の
も
の
か
ら
生
ず
る
を
要
し
な
い
し
、
若
し
ま
た
そ
れ
が
非
存
在
か
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ら
生
じ
た
と
す
れ
ば
、
存
在
は
無
い
、
と
矛
盾
的
に
思
惟
す
る
こ
と
を
要
す
る
か
ら
で
あ
る
。
非
存
在
を
容
る
る

こ
と
な
き
存
在
を
思
惟
す
る
に
は
、
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
云
う
よ
う
に
、「
そ
れ
は
在
る
か
若
く
は
無
い
」
と
い
う

絶
対
的
な
決
定
が
そ
こ
に
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
（fr. 8

）。
併
る
に
こ
の
よ
う
に
矛
盾
律
が
絶
対
的
に
妥
当
す
る
と

こ
ろ
の
存
在
は
何
等
か
物
理
的
な
も
の
で
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
於
て
、
な
お
物
理
学
者
と
し
て
存

在
を
把
握
し
た
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
に
は
、
問
題
が
隠
さ
れ
て
い
た
か
ま
た
は
残
さ
れ
て
い
た
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
し
か
も
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
は
思
惟
と
存
在
と
の
同
一
性
を
主
張
し
た
限
り
、
彼
の
謂
う
存
在
は
、
既
に
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
が
正
し
く
解
釈
し
て
い
る
通
り
、
一
方
で
は
物
理
的
な
存
在
で
あ
る
と
共
に
、
他
方
で
は
「
論
理
的
な
」

（kata; to;n lovgon

）
存
在
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
に
あ
っ
て
は
な
お
曖
昧
で
あ
っ

た
存
在
の
概
念
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
説
に
於
て
純
粋
に
且
つ
明
確
に
規
定
さ
れ
た
と
見
做
さ
れ
る
こ
と
が
出

来
る
。
真
の
存
在
と
せ
ら
れ
た
イ
デ
ア
の
各
々
に
つ
い
て
は
、
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
に
於
て
矛
盾
律
の
根
本
を
意
味
し

た
と
こ
ろ
の
「
存
在
は
在
る
」
と
い
う
命
題
は
最
も
十
分
な
意
味
で
妥
当
す
る
。
現
実
の
も
の
が
「
同
時
に
存
在

と
非
存
在
」（a{ma o[n te kaiv mh; o[n

）
で
あ
り
、
両
者
に
同
時
に
分
与
す
る
に
反
し
て
、「
つ
ね
に
同
一
に
あ
る
」

（ajei; kata; taujta; w
Jsauvtw

V e[cousa

）
と
こ
ろ
の
イ
デ
ア
に
関
し
て
の
み
は
、「
存
在
は
在
る
」
と
完
全
に
語

ら
れ
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う＊
＊
＊。
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＊　

コ
ー
ヘ
ン
は
そ
の　
『
純
粋
認
識
の
論
理
学
』
に
於
て
屡
々
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
名
を
挙
げ
、
思
惟
と
存
在
と
の
同

一
性
の
思
想
の
故
に
、
彼
を
い
た
く
尊
敬
し
て
い
る
。
併
し
コ
ー
ヘ
ン
の
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
命
題
の
解
釈
は
フ
ィ

ヒ
テ
的
で
あ
っ
て
正
常
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
我
々
の
解
釈
の
仕
方
に
つ
い
て
は
上
に
述
べ
た
。
一
般
に
ギ
リ

シ
ア
哲
学
に
於
け
る
思
惟
と
存
在
と
の
同
一
性
の
主
張
の
根
柢
を
な
す
も
の
は
「
等
し
き
も
の
は
等
し
き
も
の
に

よ
っ
て
知
ら
れ
る
」
と
い
う
ギ
リ
シ
ア
的
な
原
理
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

＊
＊　

Voir L. R
obin, La pensée grecque. p. 104 et suiv.

＊
＊
＊　

V
gl. Platon, D

e rep. V, 478 sqq.

こ
の
よ
う
に
存
在
に
し
て
本
質
存
在
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
永
遠
に
自
己
同
一
に
と
ど
ま
る
か
ら
、
そ
れ
に

つ
い
て
は
矛
盾
律
、
従
っ
て
自
同
律
は
単
に
形
式
的
に
で
は
な
く
、
却
っ
て
ま
さ
に
内
容
的
な
、
実
質
的
な
意
味

に
於
て
妥
当
す
る
。＊

本
質
は
感
性
的
な
存
在
で
な
く
し
て
叡
智
的
な
存
在
で
あ
る
。
嘗
て
カ
ン
ト
は
「
論
理
学
は

単
な
る
形
式
に
従
っ
て
で
な
く
、
却
っ
て
内
容
に
従
っ
て
、
一
の
理
性
科
学
で
あ
る
、
蓋
し
そ
れ
の
諸
規
則
は
経

験
か
ら
取
っ
て
来
ら
れ
た
の
で
な
い
し
、
ま
た
そ
れ
は
同
時
に
理
性
を
そ
の
対
象
に
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。」

と
云
っ
た＊
＊。
我
々
は
こ
の
カ
ン
ト
の
言
葉
を
ギ
リ
シ
ア
的
な
意
味
に
解
し
て
、
所
謂
形
式
論
理
学
の
諸
原
理
は
ギ

リ
シ
ア
に
あ
っ
て
決
し
て
単
に
思
惟
の
形
式
に
の
み
関
係
し
た
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
ま
た
対
象
に
よ
っ
て
規
定
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さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
と
云
い
得
る
で
あ
ろ
う
。ひ
と
は
固
よ
り
矛
盾
律
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
於
て
見
出
す
。

併
し
そ
れ
は
決
し
て
論
理
学
の
発
端
に
立
っ
て
い
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
以
前
の
哲
学
者
た
ち
の
形
而
上
学
的
諸

問
題
に
関
係
し
て
、
形
而
上
学
の
中
に
於
て
取
扱
わ
れ
て
い
る
（『
形
而
上
学
』
第
四
巻
第
三
章
以
下
）。
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
が
こ
の
原
理
に
与
え
た
全
表
現
は
、
近
代
人
た
ち
に
於
け
る
か
の
単
に
論
理
的
な
態
度
（
甲
は
甲
で
あ

る
及
び
甲
は
非
甲
で
な
い
）か
ら
は
著
し
く
遠
い
。ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
そ
れ
を
次
の
語
を
も
っ
て
規
定
す
る
。「
同

一
の
も
の
に
同
一
の
見
地
に
於
て
同
一
の
も
の
が
同
時
に
属
し
且
つ
属
さ
ぬ
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。」

明
ら
か
に
彼
は
こ
の
命
題
の
こ
の
厳
格
な
形
式
に
よ
っ
て
、
そ
れ
自
身
と
し
て
そ
れ
自
身
に
於
て
限
定
さ
れ
、
両

義
性
を
除
外
す
る
と
こ
ろ
の
、
事
物
に
於
け
る
不
可
分
の
点
に
到
達
し
よ
う
と
努
め
て
い
る
の
で
あ
る＊
＊
＊。

事
物
に

於
け
る
か
か
る
不
可
分
の
点
と
は
即
ち
事
物
に
於
け
る
イ
デ
ア
的
な
も
の
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
所
謂
形
相
（ei\

doV

）
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

＊　

矛
盾
律
と
同
一
律
ま
た
は
自
同
律
と
は
同
じ
事
態
を
両
面
か
ら
云
っ
た
も
の
に
過
ぎ
ぬ
。
そ
れ
だ
か
ら
カ
ン
ト

の
如
き
も
両
者
を
一
括
し
て Satz des W

iderspruchs und der Identität 

と
云
っ
て
い
る
（K

ant, Logik, H
rsg. v. 

Jäsche, S. 75.

）。
か
の
排
中
律
と
呼
ば
れ
る
も
の
も
や
は
り
同
じ
で
あ
る
。

＊
＊　

K
ant, Logik, S. 7.
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＊
＊　

V
gl. A

. Trendelenburg, Logische U
ntersuchungen, I B

d., S. 30 u. 31. 

論
理
学
上
の
規
定
は
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
に
あ
っ
て
形
而
上
学
か
ら
受
け
取
ら
れ
る
。
彼
は
そ
の
オ
ル
ガ
ノ
ン
に
於
て
矛
盾
律
を
表
現
し
て
い
う
、「
同

一
の
も
の
が
同
時
に
在
り
且
つ
在
ら
ぬ
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
」（A

nal. pri. II, 2. to; aujto; a{ma ei\nai te kai; 

oujk ei\nai

―
―ajduvnaton .

）。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
科
学
は
本
来
「
永
遠
に
在
る
も
の
」（to; aijei; o[n

）
に
つ
い
て
可
能
で
あ
る
と
論
じ
た
。

科
学
は
た
か
だ
か
「
大
抵
の
場
合
在
る
を
つ
ね
と
す
る
も
の
」（to; o[n w

JV ejpi; to; poluv

）
に
及
び
得
る
の
み
で

あ
っ
て
、
単
に
「
附
帯
的
ま
た
は
偶
然
的
に
在
る
も
の
」（to; kata; sumbebhko;V o[n

）
に
関
し
て
は
科
学
は
一

般
に
不
可
能
で
あ
る
。＊

こ
の
根
本
的
な
、
そ
し
て
プ
ラ
ト
ン
に
通
ず
る
思
想
は
、
事
物
を
運
動
に
於
て
考
察
し
た

人
と
し
て
有
名
な
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
哲
学
の
う
ち
に
い
つ
で
も
含
ま
れ
て
い
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
も
ま
た
、

「
若
し
も
凡
て
の
も
の
が
運
動
す
る
な
ら
ば
、
何
物
も
真
で
な
く
、
寧
ろ
凡
て
の
も
の
は
偽
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。」

と
云
う＊
＊。
か
く
て
彼
は
矛
盾
律
の
妥
当
性
を
完
全
に
保
証
す
る
た
め
に
は
、
一
の
全
く
不
変
な
る
存
在
を
想
定
す

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
運
動
す
る
も
の
に
関
し
て

可
能
（duvnamiV

）
と
現
実
（ejntelevceia

）
と
を
区
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
出
来
た
。「
可
能
に
於
て
は
同
一
の

も
の
が
同
時
に
矛
盾
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
出
来
る
が
、
併
し
現
実
に
於
て
は
出
来
な
い
。」
と
彼
は
云
っ
て
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い
る
。
し
か
の
み
な
ら
ず
彼
に
よ
れ
ば
、
真
に
自
己
同
一
な
る
も
の
は
運
動
の
過
程
を
通
じ
て
つ
ね
に
自
己
同
一

に
と
ど
ま
る
も
の
と
し
て
自
己
を
示
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
彼
が
事
物
を
真
に
限
定
す
る
ロ
ゴ
ス
、
即
ち

所
謂
定
義
（oJrismovV

）
は to; tivh\n ei\nai  

の
ロ
ゴ
ス
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
し
、
そ
れ
は
ま
た ei\doV gevnouV  

を
示
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
の
も
、
も
と
も
と
こ
の
意
味
に
於
て
で
あ
る
。
後
の
学
者
は
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
の
こ
の
規
定
を
形
式
化
し
て
、「
定
義
は
近
接
類
概
念
と
種
差
と
に
よ
っ
て
な
る
」（definitio fit per 

genus proxim
um

 et differentiam
 specificam

）
と
し
た
。
併
し
な
が
ら
我
々
は
こ
の
語
の
存
在
論
的
意
味
を
先

ず
根
源
的
に
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
若
し
上
述
の
事
柄
に
し
て
十
分
に
理
解
さ
れ
る
な
ら
ば
、
我
々
は
ま

た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
於
て
見
出
さ
れ
る
と
い
わ
れ
る
か
の
三
段
論
法
の
形
式
な
る
も
の
を
、
単
に
形
式
と
し
て

で
な
く
、
却
っ
て
そ
の
存
在
論
的
な
意
味
に
於
て
、
従
っ
て
そ
れ
を
内
容
的
な
、
実
質
的
な
も
の
と
し
て
理
解
し

得
る
で
あ
ろ
う
。
所
謂
三
段
論
法
に
於
て
最
も
重
要
な
位
置
を
占
め
る
の
は
か
の
中
概
念
（to; mevson

）
で
あ
る
。

凡
て
の
三
段
論
法
の
生
命
は
こ
の
も
の
に
集
中
さ
れ
る
。
中
概
念
は
一
の
存
在
論
的
な
力
を
も
っ
て
い
る＊
＊
＊。

な
ぜ

な
ら
三
段
論
法
と
い
う
の
は
、
中
概
念
を
媒
介
と
し
て
の
推
理
で
あ
り
、
こ
の
推
理
に
於
て
は
中
概
念
が
自
己
同

一
に
と
ど
ま
る
こ
と
が
原
則
的
に
要
求
さ
れ
て
い
る
、
若
し
そ
う
で
な
い
な
ら
ば
、
三
段
論
法
は
論
理
学
者
の
所

謂
中
概
念
曖
昧
の
誤
謬
（Fallacy of am

biguous m
iddle

）
に
陥
る
こ
と
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。「
と
こ
ろ
で
―
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―
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
い
う
―
―
中
概
念
と
は
原
因
（to; ai[tion

）
で
あ
る
」（A

nal. post. II, 2.

）。
併
る
に

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
周
知
の
如
く
、
彼
の
存
在
論
に
於
て
四
つ
の
種
類
の
原
因
、
即
ち
質
料
因
、
運
動
因
、
目

的
因
及
び
形
相
因
を
分
析
し
出
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
も
の
は
い
ず
れ
も
中
概
念
に
於
て
そ
れ
ぞ
れ
表
現
に
達
し

得
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
か
に
も
後
の
三
つ
の
種
類
の
原
因
は
、『
物
理
学
』
の
有
名
な
箇
所
に
い
わ
れ
て
い
る

よ
う
に
、
屡
々
一
の
も
の
、
即
ち
形
相
に
帰
せ
ら
れ
る
（Physica, II, 7.

）。
か
く
て
推
論
の
理
由
た
る
中
概
念
と

な
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
本
質
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
そ
の
機
能
に
於
て
本
質
の
代
り
と
し
て
役
立
つ
と
こ
ろ
の

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
「
本
質
が
三
段
論
法
の
原
理
で
あ
る
」
と
云
っ
て
い
る＊
＊
＊。

こ
の
よ

う
に
し
て
我
々
は
三
段
論
法
の
如
き
も
の
で
さ
え
も
が
存
在
の
構
造
（tavxiV

）
そ
の
も
の
に
於
い
て
基
礎
付
け

ら
れ
て
お
り
、
し
か
も
そ
れ
の
重
心
が
な
お
依
然
と
し
て
「
本
質
」
で
あ
る
こ
と
を
知
り
得
る
で
あ
ろ
う
。

＊　

V
gl. M

etaphysica E. 2.

＊
＊　

M
etaphysica Γ. 8.

＊
＊
＊　

V
gl. Prantl, G

eschichte der Logik im
 Abendlande, I, S. 265.

＊
＊
＊　

M
etaphysica M

. 4.  ajrch; de; tw
:/n sullogiis mw

:/n to; tiv ejstin . 

こ
こ
に
は
も
は
や
こ
れ
以
上
立
入
っ
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
論
理
学
に
つ
い
て
説
述
す
る
必
要
が
な
い
。
い
ず
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れ
に
せ
よ
、
ギ
リ
シ
ア
に
於
て
成
立
し
た
と
こ
ろ
の
形
式
論
理
学
が
本
来
実
質
的
な
論
理
学
で
あ
っ
た
こ
と
、
及

び
そ
れ
が
実
質
的
で
あ
っ
た
の
は
本
質
存
在
に
関
し
て
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
既
に
明
瞭
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は

こ
の
論
理
学
は
歴
史
に
於
て
如
何
に
し
て
形
式
化
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
先
ず
ギ
リ
シ
ア
的
世
界
の
終
末

と
共
に
現
れ
た
と
こ
ろ
の
か
の
注
釈
家
た
ち
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
蓋
し
注
釈
家
の
仕
事
は
最
も
多
く
の
場
合
抽
象

化
と
形
式
化
と
を
喚
び
起
す
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
併
し
な
が
ら
ギ
リ
シ
ア
の
論
理
学
が
形
式
的
な
も
の
に
な
る
に

到
っ
た
更
に
一
層
根
本
的
な
理
由
は
、
他
の
と
こ
ろ
に
深
く
横
た
わ
っ
て
い
た
と
見
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
キ

リ
ス
ト
教
は
そ
の
宗
教
的
体
験
を
科
学
的
に
組
織
し
、
体
系
と
し
て
作
り
上
げ
る
た
め
に
、
ギ
リ
シ
ア
哲
学
の
諸

概
念
及
び
諸
原
理
を
使
用
し
た
。
そ
れ
と
共
に
ギ
リ
シ
ア
の
論
理
学
も
ま
た
そ
の
固
有
な
る
領
域
を
離
れ
て
、
全

く
異
な
っ
た
地
盤
の
中
へ
移
し
入
れ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
こ
に
そ
れ
の
形
式
化
の
根
源
が
あ
る
。
蓋
し
キ

リ
ス
ト
教
的
世
界
に
於
け
る
「
存
在
」
は
、
ギ
リ
シ
ア
的
な
「
本
質
」
で
な
く
、
寧
ろ
「
生
」
で
あ
る
か
ら
で
あ

る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
流
を
汲
む
エ
ル
ト
マ
ン
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
「
異
端
の
棟
梁
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
」（Erzheide 

A
ristoteles

）
と
戯
れ
に
も
ま
た
真
面
目
に
呼
び
、
そ
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
原
理
で
あ
る
と
こ
ろ
の
自
同
律

並
び
に
排
中
律
に
固
執
す
る
こ
と
は
「
非
キ
リ
ス
ト
教
的
」
で
あ
る
と
宣
言
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
対
立
物
の
和
解

と
い
う
こ
と
が
キ
リ
ス
ト
教
の
根
本
思
想
で
あ
り
、
こ
れ
に
反
し
て
対
立
物
へ
の
固
執
と
い
う
こ
と
は
異
端
的
で
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あ
る
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
ジ
ョ
ル
ダ
ー
ノ
・
ブ
ル
ー
ノ
に
よ
っ
て
「
神
の
如
き
ク
ザ
ー
ヌ
ス
」
と
呼
ば

れ
た
る
か
の
ニ
コ
ラ
ス
・
ク
ザ
ー
ヌ
ス
は
、
そ
の
「
矛
盾
の
調
和
」
の
思
想
を
も
っ
て
有
名
で
あ
る
が
、
彼
は
そ

れ
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
論
理
学
に
相
反
す
る
も
の
、
詳
し
く
言
え
ば
、
こ
の
論
理
学
の
根
本
原
理
た
る
矛
盾

律
と
相
容
れ
ぬ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
最
初
に
意
識
し
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
キ
リ
ス
ト
教
的
世
界
に
対
し
て
ギ
リ
シ

ア
的
な
論
理
学
が
も
は
や
実
質
的
な
意
味
を
も
つ
こ
と
が
出
来
ず
、
寧
ろ
た
だ
形
式
的
な
も
の
で
あ
る
の
ほ
か
な

い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。＊

こ
の
論
理
学
の
形
式
化
は
キ
リ
ス
ト
教
的
な
学
校
哲
学
の
内
部
に
於
て
進
行
し
た
。

学
校
は
殆
ど
凡
て
の
場
合
そ
の
教
育
的
な
目
的
の
た
め
に
科
学
の
形
式
化
を
惹
き
起
す
の
が
つ
ね
で
あ
る
か
ら
で

あ
る
。

＊　

全
く
異
な
っ
た
地
盤
の
う
ち
に
於
て
生
れ
た
ギ
リ
シ
ア
哲
学
の
概
念
を
他
の
全
く
異
な
っ
た
地
盤
の
う
ち
へ
移
し

入
れ
よ
う
と
し
た
キ
リ
ス
ト
教
の
神
学
は
凡
て
失
敗
に
終
る
よ
う
に
最
初
か
ら
約
束
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ヘ

ー
ゲ
ル
の
論
理
学
は
こ
の
点
に
於
て
キ
リ
ス
ト
教
的
な
生
及
び
世
界
を
内
容
的
に
、
実
質
的
に
論
理
化
す
る
こ
と

を
そ
の
意
図
の
う
ち
に
含
ん
で
生
れ
た
。
拙
稿
「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学
」（『
史
的
観
念
論
の
諸
問
題
』）〔
全
集

第
二
巻
収
録
〕
参
照
。
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さ
て
現
実
存
在
が
本
質
存
在
か
ら
区
別
さ
れ
る
。
併
る
に
、
誰
の
眼
に
も
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
、
現
実
存
在

は
運
動
し
、変
化
す
る
。
弁
証
法
は
ま
さ
し
く
「
運
動
の
論
理
学
」
と
し
て
現
実
存
在
に
と
っ
て
恰
も
内
容
的
な
、

実
質
的
な
意
味
を
有
す
る
論
理
学
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
哲
学
に
あ
っ
て
も
運
動
の
概
念
は
最

も
重
要
な
も
の
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
先
に
記
し
た
通
り
、
彼
が
形
相
因
、
運
動
因
及
び
目
的
因
な
る

三
つ
の
種
類
の
原
因
は
唯
一
つ
の
も
の
、
即
ち
本
質
ま
た
は
形
相
に
帰
せ
ら
れ
る
と
考
え
た
と
こ
ろ
か
ら
も
既
に

察
せ
ら
れ
る
如
く
、
彼
に
と
っ
て
の
関
心
の
中
心
は
運
動
そ
の
も
の
に
あ
っ
た
と
い
う
よ
り
も
、
却
っ
て
運
動
の

う
ち
に
於
て
つ
ね
に
自
己
同
一
に
と
ど
ま
る
永
遠
な
る
も
の
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
運
動
ま
た
は
変
化
の
例

と
し
て
好
ん
で
屡
々
人
間
は
人
間
を
生
む
と
い
う
事
実
を
挙
げ
た
。
こ
の
場
合
に
は
形
相
因
と
目
的
因
と
は
同
一

で
あ
り
、
ま
た
運
動
因
も
同
一
で
あ
る
と
見
ら
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
現
実
の
人
間
は
死
ぬ
る
、
こ
の
変
化
が
彼
に

と
っ
て
問
題
で
あ
っ
た
の
で
な
く
、
親
も
子
も
孫
も
凡
て
人
間
の
形
相
を
も
っ
て
い
る
以
上
、
そ
れ
ら
代
々
の
人

間
を
通
じ
て
不
変
な
も
の
と
し
て
と
ど
ま
る
形
相
に
彼
は
注
目
し
た
の
で
あ
る
。
運
動
し
変
化
す
る
現
実
存
在
を

現
実
存
在
と
し
て
思
惟
す
る
論
理
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
論
理
学
で
な
く
、
寧
ろ
弁
証
法
的
な
論
理
学
で
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
い
ま
運
動
は
一
の
矛
盾
を
そ
の
う
ち
に
含
む
。
従
っ
て
そ
こ
で
は
か
の
形
式
論
理
学
の
自
同
律
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乃
至
矛
盾
律
は
用
を
な
さ
ぬ
。
こ
の
こ
と
は
弁
証
法
の
批
評
家
と
し
て
知
ら
れ
る
ト
レ
ン
デ
レ
ン
ブ
ル
ク
の
如

き
も
な
お
認
め
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
彼
は
云
う
、「
そ
の
概
念
上
同
一
の
点
に
同
時
に
在
り
且
つ
在
ら
ぬ
と
こ
ろ

の
運
動
は
、
死
せ
る
若
く
は
た
か
だ
か
つ
ね
に
唯
み
ず
か
ら
を
繰
り
返
す
の
み
な
る
自
同
性
の
生
け
る
反
対
物
で

あ
る
。」＊

併
る
に
同
じ
ト
レ
ン
デ
レ
ン
ブ
ル
ク
は
ま
た
他
の
箇
所
で
云
っ
て
い
る
、「
矛
盾
律
は
運
動
に
適
用
さ
れ

る
こ
と
が
出
来
ぬ
、
運
動
が
初
め
て
そ
れ
の
適
用
の
た
め
の
諸
対
象
を
制
約
し
且
つ
生
産
す
る
の
で
あ
る
。＊
＊」
こ

の
言
葉
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
精
神
に
於
て
語
ら
れ
て
い
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、
運
動
の
過
程
に
於

て
初
め
て
人
間
は
人
間
を
生
む
、
こ
の
運
動
そ
の
も
の
に
は
矛
盾
律
は
適
用
さ
れ
な
い
、
け
れ
ど
も
生
れ
た
人
間

も
ま
た
人
間
で
あ
る
以
上
、
そ
こ
に
は
自
己
同
一
な
る
人
間
の
本
質
が
あ
り
、
こ
の
も
の
に
は
矛
盾
律
乃
至
自
同

律
が
適
用
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
併
し
な
が
ら
運
動
を
一
の
矛
盾
と
し
て
分
析
し
た
ト
レ
ン
デ
レ
ン
ブ
ル
ク
は
、
現

実
存
在
を
本
質
存
在
に
還
元
す
る
こ
と
な
く
現
実
存
在
と
し
て
把
握
す
る
た
め
に
、
一
歩
を
進
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
筈
で
あ
る
。
そ
う
で
な
い
な
ら
ば
、
最
初
の
運
動
も
ま
た
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
於
て
の
如
く
、
現
実

的
に
把
握
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
と
な
ろ
う
。
蓋
し
運
動
は
単
に
対
象
を
産
出
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
産
出
さ

れ
た
対
象
を
絶
え
ず
変
化
す
る
。
従
っ
て
運
動
の
論
理
学
た
る
弁
証
法
は
運
動
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
対
象
に
つ
い

て
も
妥
当
す
る
。
運
動
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
対
象
も
絶
え
ず
変
化
の
う
ち
に
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
矛
盾
は
ま
た
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そ
こ
に
も
あ
る
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
云
う
如
く
、
変
化
は
「
現
実
に
存
在
す
る
矛
盾
」（der daseiende W

iderspruch

）

で
あ
る
。
か
く
て
「
矛
盾
の
論
理
学
」
た
る
弁
証
法
は
現
実
存
在
に
つ
い
て
は
内
容
的
な
、
実
質
的
な
論
理
学
で

あ
る
。

＊　

Trendelenburg, Logische U
ntersuchungen, I, S. 189.

＊
＊　

O
p. cit., II, S. 175. 

更
に
恒
藤
恭
成
訳
、
プ
レ
ハ
ー
ノ
フ
著
『
マ
ル
ク
ス
主
義
の
根
本
問
題
』
五
六
頁
以
下
を

参
照
せ
よ
。

弁
証
法
の
固
有
な
る
領
域
は
現
実
存
在
で
あ
る
。
従
っ
て
前
に
述
べ
た
如
く
、
本
質
存
在
を
も
っ
て
優
越
な
意

味
に
於
け
る
存
在
と
見
做
し
た
ギ
リ
シ
ア
哲
学
の
代
表
者
た
ち
に
あ
っ
て
こ
の
論
理
学
は
十
分
に
展
開
さ
れ
る
こ

と
が
不
可
能
で
あ
っ
た
。デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ク
な
る
語
は
も
と
ギ
リ
シ
ア
的
な
起
源
の
も
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、

そ
の
と
き
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ク
は
寧
ろ
形
式
的
な
意
味
の
も
の
で
あ
っ
た
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
エ
レ
ア
の
ゼ
ノ

ン
を
も
っ
て
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ク
の
創
始
者
と
し
て
い
る
。
併
る
に
ゼ
ノ
ン
の
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ク
の
根
柢
を
な

し
て
い
た
の
は
却
っ
て
彼
の
師
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
矛
盾
律
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
と
は
反
対
に
へ

ラ
ク
レ
イ
ト
ス
は
運
動
の
実
在
性
を
主
張
し
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
哲
学
史
の
講
義
の
中
で
、「
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
の

如
何
な
る
命
題
も
私
の
論
理
学
の
う
ち
に
取
り
入
れ
ら
れ
ぬ
も
の
は
な
い
。」
と
云
っ
て
い
る
。
そ
れ
ほ
ど
彼
の
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思
想
は
弁
証
法
的
で
あ
っ
た
が
、
併
し
彼
は
論
理
的
な
思
想
家
と
い
う
よ
り
も
寧
ろ
直
観
的
な
哲
学
者
で
あ
っ

た
。＊

彼
は
古
の
人
々
に
よ
っ
て
「
暗
き
人
」
と
い
う
諢こ
ん
め
い名
を
も
っ
て
呼
ば
れ
た
。
精
密
な
特
殊
科
学
的
研
究
に
対

し
て
彼
が
如
何
に
無
関
心
で
あ
っ
た
か
は
、
彼
の
も
の
と
し
て
伝
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
、「
太
陽
は
毎
日
新
し
い
」

（fr. 6

）、「
太
陽
は
人
間
の
足
の
広
さ
の
も
の
で
あ
る
」（fr. 3

）
な
ど
の
断
片
か
ら
も
察
知
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。

弁
証
法
的
関
係
を
示
す
も
の
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
の
は
、
昼
と
夜
、
夏
と
冬
、
飽
満
と
飢
餓
、
そ
の
他
醒
と
眠
、

若
と
老
な
ど
の
如
き
凡
て
直
観
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
は
な
お
「
物
理
的
考
察
」
を
な
す
者
で
あ
る
。
我
々
は

彼
の
弁
証
法
的
な
直
観
が
主
と
し
て
現
実
存
在
に
於
て
得
ら
れ
た
と
さ
え
云
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト

ス
は
単
に
物
界
に
於
て
の
み
な
ら
ず
人
生
に
於
て
弁
証
法
を
見
た
。

＊　
「
夫
故
に
ま
た
彼
は
、
逆
に
、
動
か
ぬ
秩
序
は
万
物
の
流
動
と
し
て
現
れ
る
こ
と
、
一
者
は
多
者
に
於
て
己
を
示

す
こ
と
、
彼
の
言
を
借
り
る
な
ら
ば
、
一
者
は
相
背
き
つ
つ
相
合
す
る
こ
と
、
争
闘
は
正
義
な
る
こ
と
、
を
信
じ

た
、
さ
て
こ
の
事
は
い
か
に
し
て
、
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
論
理
的
困
難
な
く
、
思
惟
の
法
則
を
愚
弄
す
る
恐
れ
な
く
、

考
え
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
は
か
か
る
学
究
者
を
悩
ま
す
類
の
懸
念
に
は
取
合
わ
な
か
っ
た
。」

波
多
野
精
一
博
士
著
『
西
洋
宗
教
思
想
史
』
希
臘
の
巻
第
一
、一
五
五
、一
五
六
頁
。

併
し
な
が
ら
弁
証
法
的
な
思
想
は
寧
ろ
キ
リ
ス
ト
教
的
世
界
に
於
て
一
層
多
く
現
れ
る
こ
と
が
出
来
た
。
な
ぜ
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な
ら
そ
こ
で
は
現
実
の
存
在
と
し
て
の
生
が
一
層
多
く
問
題
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
キ
リ
ス
ト
教

的
論
理
の
確
立
者
と
し
て
現
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
彼
の
弁
証
法
は
キ
リ
ス
ト
教
的
な
生
を
更
に
多
く
客
観
化
し
、

現
実
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
れ
た
と
見
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
こ
と
は
彼
の
汎
神
論
的
前
提
に
よ
っ
て

可
能
で
あ
っ
た
。
今
や
彼
は
歴
史
的
な
る
、
社
会
的
な
る
生
に
彼
の
考
察
を
向
け
る
。
普
通
に
思
弁
的
構
成
と
称

せ
ら
れ
て
い
る
彼
の
弁
証
法
は
本
来
却
っ
て
経
験
的
な
、
記
述
的
な
、
分
析
的
な
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
。＊

そ
の

弁
証
法
が
現
実
存
在
と
結
び
付
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
の
フ
ィ
ヒ
テ
に
於
け
る
が
如
き
純
粋

自
我
の
弁
証
法
に
対
す
る
、
限
り
な
き
優
越
の
根
源
が
あ
る
。
弁
証
法
に
と
っ
て
の
固
有
な
る
領
域
は
叡
智
的
な

も
の
の
う
ち
に
あ
る
の
で
な
く
て
、
現
実
的
な
る
も
の
の
う
ち
に
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
観
念
論
者
と
し
て
、
現
実
的
な
も
の
を
ば
絶
え
ず
本
質
的
な
も
の
に
還
元
す
る
こ
と
を
欲
す
る
。

私
が
他
の
場
合
屡
々
述
べ
て
お
い
た
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
け
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
は
こ
こ
に
も
存
在
す
る
の
で
あ

り
、
そ
し
て
ま
さ
し
く
そ
こ
に
マ
ル
ク
ス
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
所
謂
「
思
弁
的
構
成
の
秘
密
」
な
る
も
の
が
存
在
す

る
の
で
あ
る
。『
神
聖
家
族
』第
五
章
第
二
節
に
は
就
中
次
の
如
く
書
か
れ
て
い
る
。「
若
し
も
私
が
現
実
の
林
檎
、

梨
、
苺
、
巴は
た
ん
き
ょ
う

旦
杏
か
ら
一
般
的
な
表
象
、
果
実
を
作
る
な
ら
ば
、
若
し
も
私
が
更
に
進
ん
で
、
現
実
の
諸
果
実
か

ら
得
ら
れ
た
る
私
の
抽
象
的
な
表
象
、
果
実
そ
の
も
の

0

0

0

0

を
、
一
の
私
の
外
部
に
存
在
す
る
本
質
、
い
な
、
梨
、
林
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檎
等
々
の
真
の
本
質
で
あ
る
と
想
像
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
と
き
私
は
―
―
思
弁
的
に
表
現
す
れ
ば
―
―
果
実
そ
の

も
の
を
梨
、
林
檎
、
巴
旦
杏
等
々
の
『
実
体
』
と
し
て
説
明
す
る
。
そ
れ
故
に
私
は
云
う
、
梨
に
と
っ
て
梨
た
る

こ
と
は
非
本
質
的
で
あ
り
、
林
檎
に
と
っ
て
林
檎
た
る
こ
と
は
非
本
質
的
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
物
に
於
け
る
本

質
的
な
も
の
は
、
そ
の
現
実
的
な
、
感
性
的
に
直
観
さ
れ
得
る
現
実
存
在
で
は
な
く
、
却
っ
て
私
に
よ
っ
て
そ
れ

ら
の
も
の
か
ら
抽
象
さ
れ
た
る
且
つ
そ
れ
ら
の
も
の
の
下
に
押
し
込
ま
れ
た
る
本
質
、
私
の
表
象
の
本
質
、
果
実

そ
の
も
の
で
あ
る
。」

＊　

拙
稿
「
弁
証
法
に
於
け
る
自
由
と
必
然
」（『
思
想
』
一
九
二
九
年
一
〇
月
号
）〔
全
集
第
四
巻
収
録
〕
参
照
。

こ
の
よ
う
に
弁
証
法
は
現
実
存
在
を
そ
の
固
有
な
る
領
域
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
弁
証
法
的
研
究
は
現
実
存

在
を
ど
こ
ま
で
も
現
実
存
在
と
し
て
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
併
る
に
ど
こ
ま
で
も
現
実
存
在
の
う
ち
に
と

ど
ま
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
、
ま
さ
に
唯
物
弁
証
法
の
最
も
根
本
的
な
要
求
で
あ
る
。
従
っ
て
弁
証
法
は
唯
物
弁
証

法
と
し
て
現
実
的
な
も
の
で
あ
る
と
云
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
の
如
く
飽
く
ま
で
も
そ
の
固
有
な
る
領
域

で
あ
る
と
こ
ろ
の
現
実
存
在
の
う
ち
に
と
ど
ま
ろ
う
と
す
る
唯
物
弁
証
法
的
要
求
を
ば
、
マ
ル
ク
ス
は
そ
の
『
経

済
学
批
判
』
の
序
説
に
於
て
「
経
済
学
の
方
法
」
に
関
説
し
つ
つ
一
の
方
法
論
的
な
要
求
と
し
て
定
式
化
し
た
。＊

彼
は
そ
こ
で
経
済
学
上
の
研
究
が
具
体
的
な
も
の
か
ら
抽
象
的
な
も
の
へ
下
向
す
る
方
法
と
、
そ
れ
の
逆
で
あ
る
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と
こ
ろ
の
抽
象
的
な
も
の
か
ら
具
体
的
な
も
の
へ
と
上
向
す
る
方
法
と
に
よ
っ
て
行
わ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
し
た
。

我
々
の
研
究
に
と
っ
て「
現
実
の
出
発
点
」を
な
す
も
の
は「
全
体
の
渾
沌
た
る
表
象
」で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
た「
表

象
さ
れ
た
る
具
体
物
」（das vorgestellte K

onkrete

）
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
語
は
何
等
か
の
暗
き
も

の
、
見
え
ぬ
も
の
を
指
す
の
で
は
な
く
、
却
っ
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
そ
の
『
物
理
学
』
の
始
め
に
於
て＊
＊

「
錯
綜

し
た
る
も
の
」（ta; sugkecumevna

）と
云
っ
た
も
の
と
同
じ
く
、そ
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
こ
れ
が
寧
ろ「
我
々

に
と
っ
て
最
も
顕
な
且
つ
直
接
的
に
明
ら
か
な
」
も
の
で
あ
る
と
云
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
ま
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

は
「
全
体
」（to; o{lon
）
と
も
云
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
即
ち
マ
ル
ク
ス
が
全
体
と
云
っ
た
も
の
と
等
し
い
。
か

か
る
意
味
で
の
具
体
的
な
る
全
体
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
れ
ば
、「
感
性
知
覚
に
従
っ
て
よ
り
容
易
に
知
ら

れ
得
る
も
の
」（to; kata; th;n ai[sqhsin gnw

rimw
vteron

）
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
も
現
実
の
出
発
点
を
な
す
と

こ
ろ
の
表
象
さ
れ
た
る
具
体
物
は
ま
た
「
直
観
及
び
表
象
の
出
発
点
」
で
あ
る
と
云
っ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
現
実

的
に
出
発
し
た
研
究
は
、
二
人
の
教
師
た
ち
が
共
に
説
く
如
く
、
こ
の
具
体
的
な
る
全
体
の
分
析
に
よ
っ
て
進
行

す
る
の
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。「
具
体
物
が
具
体
的
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
多
く
の
規
定
の
総
括
、
従
っ
て
多
様

な
も
の
の
統
一
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。」
併
し
特
に
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
唯
物
弁
証
法
の
場
合
に
於
て
は
、
か

く
の
如
き
分
析
、
従
っ
て
ま
た
抽
象
の
運
動
の
進
行
と
雖
も
つ
ね
に
必
ず
何
等
か
現
実
的
な
も
の
の
範
囲
内
に
と
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ど
ま
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
蓋
し
一
旦
下
向
の
道
を
歩
み
終
っ
た
後
に
は
、
そ
こ
に
到
達
さ
れ
た
る
最
も
抽
象

的
な
も
の
か
ら
、
再
び
最
も
具
体
的
な
も
の
へ
と
綜
合
上
向
し
て
ゆ
く
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

「
第
一
の
道
に
於
て
は
豊
富
な
表
象
が
揮
発
さ
れ
て
抽
象
的
な
規
定
と
な
り
、
第
二
の
道
に
於
て
は
抽
象
的
な
諸

規
定
は
思
惟
の
道
に
於
け
る
具
体
物
の
再
生
産
へ
導
く
。」
し
か
も
こ
こ
に
重
要
な
の
は
、
上
向
の
過
程
の
必
然

性
が
下
向
の
過
程
の
進
行
を
制
約
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
か
く
制
約
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
思
惟
は

そ
の
分
析
、
抽
象
に
於
て
全
く
自
由
と
な
り
、
非
現
実
的
な
も
の
に
ま
で
進
み
行
く
こ
と
が
出
来
ぬ
。
そ
れ
だ
か

ら
先
に
引
用
さ
れ
た
『
神
聖
家
族
』
の
文
章
に
続
い
て
書
か
れ
て
あ
る
。「
種
々
な
る
現
実
の
諸
果
実
か
ら
抽
象

の
一
個
の
果
実
―
―
果
実
そ
の
も
の

0

0

0

0

を
作
っ
た
思
弁
は
、
そ
れ
故
に
、
現
実
的
な
内
容
の
仮
象
に
到
達
す
る
た
め

に
、何
等
か
の
仕
方
で
、果
実
そ
の
も
の

0

0

0

0

か
ら
、即
ち
実
体
そ
の
も
の

0

0

0

0

か
ら
、再
び
現
実
的
な
、種
々
な
る
種
類
の
、

世
俗
的
な
諸
果
実
に
、
即
ち
梨
、
林
檎
、
巴
旦
杏
等
々
に
立
ち
戻
る
こ
と
を
企
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ

で
現
実
の
諸
果
実
か
ら
抽
象
的
な
表
象
、
果
実
そ
の
も
の

0

0

0

0

を
作
る
こ
と
は
い
と
も
容
易
で
あ
る
が
、
抽
象
的
な
表

象
、
果
実
そ
の
も
の

0

0

0

0

か
ら
現
実
の
諸
果
実
を
作
る
こ
と
は
い
と
も
困
難
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
私
が
抽

象
を
廃
棄
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
抽
象
か
ら
抽
象
の
反
対
物
に
到
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。」
唯
物
弁
証
法
に

と
っ
て
も
、
固
よ
り
、
そ
れ
が
科
学
的
で
あ
る
限
り
、
抽
象
は
い
つ
で
も
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
条
件
で
あ
る
。
併
し
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抽
象
は
何
等
か
の
非
現
実
的
な
、
非
歴
史
的
な
、
非
社
会
的
な
概
念
に
到
る
こ
と
な
く
、
ど
こ
ま
で
も
現
実
的
な

も
の
の
範
囲
の
う
ち
に
と
ど
ま
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る＊
＊
＊。

＊　

K
. M

arx, Zur K
ritik der politischen O

ekonom
ie, S. X

X
X

V
 ff.

＊
＊ A

ristoteles, Physica, I. 1.

＊
＊
＊　

な
お
拙
著
『
社
会
科
学
の
予
備
概
念
』
八
五
―
八
七
、一
四
二
―
一
四
三
頁
〔
全
集
本
巻
二
四
三
―

二
四
五
、二
九
九
―
―
三
〇
〇
頁
〕
参
照
【「
科
学
批
判
の
課
題
」「
然
る
に
社
会
科
学
は
」
以
下
、「
理
論　

歴
史　

政
策
」

「
ま
さ
に
現
代
の
歴
史
」
以
下
】。

併
る
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
述
べ
て
い
る
。「
単
な
る
差
異
に
固
執
し
、
そ
し
て
一
の
普
遍
的
な
も
の
が
そ
の
う
ち
に

現
実
的
に
存
在
す
る
と
こ
ろ
の
特
殊
に
対
す
る
嫌
悪
と
恐
怖
と
か
ら
こ
の
普
遍
を
捉
え
ま
た
は
認
め
よ
う
と
欲
し

な
い
と
こ
ろ
の
、
か
の
遁
辞
及
び
理
窟
を
―
―
私
は
他
の
箇
所
で
、
ひ
と
り
の
病
人
、
医
者
が
彼
に
果
実
を
食
う

よ
う
に
勧
告
し
、
そ
し
て
ひ
と
が
彼
に
桜
の
実
、
杏
の
実
ま
た
は
葡
萄
の
実
を
差
出
し
た
の
に
、
悟
性
の
小
理
窟

か
ら
、
こ
れ
ら
の
実
の
何
物
も
が
果
実
で
な
く
、
却
っ
て
一
は
桜
の
実
で
あ
り
、
他
は
杏
の
実
ま
た
は
葡
萄
の
実

で
あ
る
と
い
う
か
ど
で
、
手
に
と
ら
な
い
病
人
に
、
譬
え
た
。」＊

こ
こ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
が
「
他
の
箇
所
」
と
云
っ
て

い
る
の
は
、『
エ
ン
チ
ク
ロ
べ
デ
ィ
』第
一
三
節
注
解
の
こ
と
で
あ
っ
て
、そ
こ
に
は
次
の
如
く
書
か
れ
て
い
る
。「
普
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遍
的
な
も
の
は
、
形
式
的
に
解
せ
ら
れ
、
特
殊
的
な
も
の
と
並
べ
て
置
か
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
自
身
ま
た
或
る
特

殊
的
な
も
の
と
な
る
。か
か
る
態
度
は
日
常
の
生
活
の
諸
対
象
の
場
合
に
於
て
さ
え
お
の
ず
か
ら
適
わ
し
く
な
く
、

ま
ず
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
果
実
を
欲
す
る
者
が
、
桜
の
実
、
梨
の
実
、
葡
萄
の
実

等
々
を
、
そ
れ
ら
が
桜
の
実
、
梨
の
実
、
葡
萄
の
実
で
あ
っ
て
、
果
実
で
は
な
い
と
い
う
か
ど
で
、
却
け
る
場
合

の
如
き
で
あ
る
。」
い
ま
こ
れ
ら
の
文
章
を
上
に
掲
げ
た
マ
ル
ク
ス
の
そ
れ
と
比
較
す
る
と
き
、
等
し
く
果
実
に

例
を
と
り
な
が
ら
、そ
れ
が
全
く
相
反
し
た
意
味
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
の
を
読
者
は
見
る
で
あ
ろ
う
。し
か
も
我
々

は
そ
の
解
釈
の
い
ず
れ
も
が
、
そ
れ
相
当
の
根
拠
の
あ
る
こ
と
を
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
か
か

る
相
違
の
由
っ
て
来
る
理
由
を
尋
ね
て
、
私
は
そ
れ
が
、
最
も
根
本
的
に
は
、
二
人
の
思
想
家
に
於
て
根
源
的
な

「
存
在
理
解
」
が
異
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
横
た
わ
っ
て
い
る
の
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
も
、
弁
証
家

で
あ
る
限
り
、
特
殊
と
普
遍
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
如
く
に
考
え
た
に
相
違
な
い
。
併
る
に
両
者
が

同
じ
果
実
を
例
に
し
て
全
く
相
反
し
た
結
論
を
導
く
に
至
っ
た
の
は
、マ
ル
ク
ス
に
あ
っ
て
は
「
現
実
存
在
」
が
、

ヘ
ー
ゲ
ル
に
あ
っ
て
は
「
本
質
存
在
」
が
、
存
在
の
概
念
の
も
と
に
根
源
的
に
理
解
さ
れ
た
の
に
基
づ
く
の
で
あ

る
。「
存
在
」
と
云
う
と
き
、
ひ
と
り
は
感
性
的
な
も
の
を
、
他
の
ひ
と
り
は
こ
れ
に
反
し
て
叡
智
的
な
も
の
を
、

全
く
自
然
的
に
、
優
越
的
に
理
解
し
た
。
私
は
こ
の
よ
う
な
場
合
、
二
人
に
於
て
存
在
論
的
決
定

0

0

0

0

0

0

（ontologische 
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Entscheidung

）
が
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
と
云
う
。
―
―
い
ず
れ
の
哲
学
も
そ
の
最
も
根
本
的
な
前
提
と
し

て
必
ず
一
定
の
存
在
論
的
決
定
を
、
意
識
的
に
せ
よ
、
無
意
識
的
に
せ
よ
、
そ
の
基
礎
に
も
っ
て
い
る
。
―
―
こ

の
こ
と
に
相
応
し
て
ま
た
普
遍
の
概
念
の
も
と
に
も
前
者
は
法
則
的
な
も
の
を
、
後
者
は
こ
れ
に
反
し
て
イ
デ
ー

的
な
も
の
を
根
本
的
に
理
解
し
た
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
他
の
箇
所
に
於
て
示
さ
れ
た
如
く＊
＊、
イ
デ
ー
的
な
も

の
を
根
柢
に
置
く
存
在
論
に
あ
っ
て
は
弁
証
法
の
弁
証
法
的
な
も
の
は
十
分
に
発
揮
さ
れ
ず
、
そ
れ
は
却
っ
て
有

機
体
説
的
な
も
の
に
転
化
す
る
よ
う
に
余
儀
な
く
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

＊　

H
egel, W

W
. X

III, 31.

＊
＊　

前
掲
拙
稿
「
弁
証
法
の
存
在
論
的
解
明
」〔
全
集
第
四
巻
収
録
〕
参
照
。

こ
こ
に
次
の
こ
と
を
附
け
加
え
て
お
こ
う
。
自
然
の
弁
証
法
に
関
す
る
問
題
は
な
お
解
決
さ
れ
ぬ
こ
と
と
し
て

盛
ん
に
論
争
さ
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
こ
の
問
題
も
或
る
点
に
於
て
は
最
も
簡
単
に
解
決
さ
れ
て
い
る
も
の
と
思

わ
れ
る
。「
自
然
科
学
」
に
於
け
る
自
然
が
如
何
に
考
え
ら
れ
る
に
せ
よ
、「
現
実
存
在
」
と
し
て
の
自
然
は
弁
証

法
的
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
の
如
き
も
弁
証
法
の
説
明
の
た
め
に
屡
々
自
然
物
を
、例
え
ば
芽
を
出
し
、

花
を
開
き
、
実
を
結
ぶ
と
こ
ろ
の
現
実
の
樹
木
を
、
と
っ
て
い
る
。
我
々
が
現
実
の
存
在
と
し
て
見
出
し
、
且
つ

こ
れ
に
現
実
的
に
交
渉
す
る
と
こ
ろ
の
自
然
は
、自
然
科
学
的
に
把
握
さ
れ
た
自
然
が
如
何
に
あ
る
か
に
拘
ら
ず
、
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弁
証
法
的
な
も
の
で
あ
る
と
云
わ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
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科
学
の
発
展
の
制
限
と
そ
の
飛
躍

一

科
学
の
発
展
に
関
し
て
普
通
に
行
わ
れ
て
い
る
見
解
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
科
学
は
「
進
歩
」
の
過
程
に
あ
る
。

し
か
も
そ
れ
は
不
断
に
、
連
続
的
に
進
歩
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
点
に
於
て
科
学
は
他
の
種
々
な
る
文
化
形
態

に
対
し
て
特
殊
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
例
え
ば
芸
術
に
つ
い
て
は
、
或
る
時
代
の
芸
術
作
品
が
初
め
て
新
し
い

技
術
的
手
段
ま
た
は
遠
近
法
の
法
則
を
用
い
る
に
到
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
た
め
に
そ
れ
が
、
そ
れ
以
前
の
、

か
か
る
手
段
及
び
法
則
の
知
識
を
全
く
欠
い
て
い
た
芸
術
作
品
よ
り
も
、
純
粋
に
芸
術
的
に
一
層
高
く
立
っ
て
い

る
と
は
云
わ
れ
な
い
。
各
々
の
芸
術
作
品
は
そ
れ
ぞ
れ
の
「
完
成
」
で
あ
る
、
従
っ
て
そ
れ
は
決
し
て
打
ち
克
た

れ
る
も
の
で
な
く
、
ま
た
決
し
て
旧
び
る
も
の
で
も
な
い
。
一
の
完
成
で
あ
る
一
の
芸
術
作
品
は
、
他
の
完
成
で

あ
る
他
の
芸
術
作
品
に
よ
っ
て
追
い
越
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
な
い
。
こ
れ
に
反
し
て
科
学
に
於
て
は
、
今

日
の
成
果
が
明
日
の
成
果
に
よ
っ
て
打
ち
克
た
れ
、
旧
び
、
追
い
越
さ
れ
る
の
を
誰
も
知
っ
て
い
る
。
各
々
の
科

学
的
「
完
成
」
は
新
た
な
る
「
問
題
」
を
意
味
し
、「
追
い
越
さ
れ
」
そ
し
て
旧
く
な
る
こ
と
を
欲
す
る

0

0

0

。
こ
の

よ
う
に
間
断
な
き
、
連
続
的
な
進
歩
の
過
程
の
う
ち
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
ま
さ
に
科
学
の
発
展
形
態
の
特
殊



科
学
の
発
展
の
制
限
と
そ
の
飛
躍

四
六
七

性
を
な
す
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。＊

＊　

V
gl. M

ax W
eber, W

issenschaft als Beruf.

こ
の
見
解
は
訂
正
さ
れ
、
そ
し
て
次
の
よ
う
に
限
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
科
学
は
世
界
観
に
依
存
し
、
科
学
の

0

0

0

進
歩
性

0

0

0

に
対
し
て
世
界
観
の
持
続
性

0

0

0

0

0

0

0

は
根
源
的
な
制
限
を
お
く
。
こ
こ
に
世
界
観
と
謂
う
の
は
哲
学
一
般
を
指

す
の
で
は
な
く
、
却
っ
て
「
科
学
と
し
て
の
哲
学
」
を
も
な
お
規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
或
る
根
源
的

0

0

0

な
も
の
、

或
る
事
実
的
な
も
の
を
い
う
の
で
あ
る
。
誰
よ
り
も
フ
ン
ボ
ル
ト
は
彼
の
言
語
の
研
究
に
於
て
か
か
る
世
界
観

の
意
味
を
明
ら
か
に
し
た
。
世
界
観
と
は
人
間
が
そ
の
存
在
の
仕
方
に
応
じ
て
直
接
に
所
有
す
る
「
世
界
直
観
」

（W
eltanschauen

）
の
そ
れ
ぞ
れ
の
事
実
的
な
、自
然
的
な
諸
形
式
で
あ
っ
て
、こ
の
も
の
は
言
語
、神
話
、宗
教
、

道
徳
、
等
々
の
う
ち
に
つ
ね
に
含
ま
れ
て
生
き
て
い
る
。
か
く
の
如
き
世
界
観
に
於
て
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
そ
れ

が
「
持
続
性
」
を
帯
び
、
従
っ
て
極
め
て
困
難
を
も
っ
て
し
か
変
化
す
る
こ
と
な
く
、
併
る
に
そ
れ
が
ひ
と
た
び

変
化
し
始
め
る
や
否
や
、
飛
躍
的
に

0

0

0

0

変
化
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
科
学
は
つ
ね
に
不
断
の
、
連
続

的
な
進
歩
の
う
ち
に
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
け
れ
ど
も
事
実
を
云
え
ば
、
科
学
の
か
く
の
如
き
不
断
の
、
連
続
的

な
進
歩
と
い
う
こ
と
も
た
だ
一
定
の
世
界
観
の
内
部
に
於
て

0

0

0

0

0

、
こ
の
世
界
観
そ
の
も
の
が
許
す
限
り
に
於
て
の
み

0

0

0

0

0

0

0

0

0

あ
り
得
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
限
界
を
越
え
て
ど
こ
ま
で
も
間
断
な
く
連
続
的
に
進
歩
す
る
と
い
う
こ
と
は
不
可
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能
で
あ
る
。
例
え
ば
中
世
の
世
界
観
を
見
れ
ば
、
そ
れ
は
明
ら
か
に
持
続
性
を
具
え
て
い
る
。
科
学
は
こ
の
時
代

に
於
て
も
決
し
て
進
歩
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
し
か
も
そ
れ
は
な
お
こ
の
世
界
観
の
範
囲
内

に
於
て
こ
の
も
の
が
許
す
限
り
の
進
歩
で
あ
っ
て
、
か
か
る
持
続
的
な
世
界
観
の
近
世
の
初
め
に
於
け
る
飛
躍
的

な
変
化
と
共
に
、
科
学
そ
の
も
の
も
ま
た
そ
の
制
限
を
破
壊
し
て
、
飛
躍
的
に

0

0

0

0

、
根
本
的
に
発
展
し
得
た
の
で
あ

っ
た
。
か
く
し
て
生
れ
た
近
代
の
科
学
に
つ
い
て
も
同
様
な
こ
と
が
云
わ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
自

然
科
学
と
社
会
科
学
と
の
場
合
に
於
て
原
理
的
に
は
何
等
の
相
違
も
な
い
筈
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
承
認
す
る
こ

と
な
く
、
自
然
科
学
の
如
き
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
の
近
代
に
於
け
る
成
立
と
共
に
そ
の
不
変
不
動
な
る
基
礎
、
即

ち
そ
の
認
識
方
法
及
び
認
識
目
的
が
確
立
せ
ら
れ
、
か
く
て
そ
の
後
は
最
早
こ
の
同
一
の
基
礎
の
上
に
於
て
永
久

の
未
来
に
向
っ
て
絶
え
ざ
る
進
歩
が
可
能
で
あ
る
ば
か
り
で
あ
る
、
と
考
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
か
く
考
え

る
の
は
科
学
の
歴
史
を
十
分
に
長
い
時
間
に
亙
っ
て
観
察
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
も
と
づ
く
。
科
学
が
単
に
0

0

連
続

的
に
進
歩
す
る
も
の
で
な
い
の
は
明
瞭
で
あ
っ
て
、＊

こ
の
こ
と
は
ま
た
次
の
事
実
に
よ
っ
て
も
示
さ
れ
る
で
あ
ろ

う
。
即
ち
科
学
の
飛
躍
的
な
進
歩
の
時
期
に
あ
っ
て
は
い
つ
で
も
世
界
観
的
な
も
の
、
従
っ
て
ま
た
哲
学
的
な
も

の
に
関
す
る
問
題
が
科
学
そ
の
も
の
の
内
部
に
於
て
も
重
要
視
さ
れ
る
に
到
る
。
所
謂
「
方
法
論
的
な
も
の
」
に

つ
い
て
の
研
究
が
こ
の
と
き
重
要
性
を
担
っ
て
来
る
の
で
あ
る
。
方
法
論
的
な
も
の
と
は
世
界
観
的
な
も
の
の
科
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学
の
座
標
を
も
っ
て
の
表
現
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
転
換
期
に
於
け
る
科
学
者
は
哲
学
的
科
学
者

0

0

0

0

0

0

と
し
て
現
れ
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
ガ
リ
レ
オ
や
ケ
プ
ラ
ー
が
そ
う
で
あ
っ
た
。
マ
ル
ク
ス
や
レ
ー
ニ
ン
が
ま
た

そ
う
で
あ
る
。

＊　

こ
の
場
合
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
な
ど
の
唱
え
る
と
こ
ろ
の
、
本
来
の
「
科
学
」（W

issenschaft

）
は
た
だ
西

洋
的
世
界
に
於
て
の
み
存
在
す
る
と
い
う
説
（V

gl. M
ax W

eber, G
esam

m
elte Aufsätze zur Religionssoziologie.

）

を
吟
味
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
自
身
の
問
題
を
形
造
る
で
あ
ろ
う
。

私
は
世
界
観
の
変
化
が
飛
躍
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
注
意
し
た
。
か
く
飛
躍
的
に
し
か
そ
の
変
化
が
生
じ
な
い

と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
世
界
観
が
み
ず
か
ら
の
う
ち
に
持
続
性
へ
の
、
自
己
完
結
性
へ
の
、
有
機
的
統
一

性
へ
の
傾
向
を
つ
ね
に
含
ん
で
い
る
が
た
め
で
あ
る
。
併
る
に
世
界
観
が
こ
の
よ
う
な
傾
向
を
含
む
と
い
う
こ
と

は
、
第
一
に
、
そ
れ
が
人
間
の
存
在
の
仕
方
、
彼
の
存
在
の
社
会
形
態
と
直
接
に
且
つ
自
然
的
に
結
び
つ
い
て
、

こ
の
も
の
の
表
現
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
第
二
に
、
如
何
な
る
社
会
形
態
も
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
均
衡
へ

の
、
ま
た
は
有
機
的
統
一
へ
の
傾
向
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
、
を
お
の
ず
か
ら
現
し
て
い
る
。
ど
の
よ
う
な

社
会
形
態
も
、
そ
れ
が
ま
さ
に
そ
の
形
態
に
於
て
存
続
し
て
い
る
限
り
、
そ
の
内
部
の
諸
関
係
、
就
中
生
産
諸
関

係
が
均
衡
を
維
持
し
、
有
機
的
に
組
織
さ
れ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
均
衡
が
絶
え
ず
妨
害
さ
れ
、
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こ
の
組
織
が
絶
え
ず
破
壊
さ
れ
る
に
し
て
も
、
そ
こ
に
は
ま
た
こ
の
均
衡
の
絶
え
ざ
る
回
復
、
こ
の
統
一
の
絶
え

ざ
る
再
組
織
が
存
続
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
各
々
の
世
界
観
は
こ
の
よ
う
な
持
続
性
へ
の
傾
向
を
有
す

る
社
会
「
有
機
体
」
と
直
接
に
且
つ
自
然
的
に
結
び
付
い
て
、
そ
れ
と
共
に
生
長
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ

自
身
ま
た
持
続
性
及
び
有
機
的
統
一
性
へ
の
傾
向
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。＊

か
か
る
傾
向
を
有
す
る
世
界
観
に

よ
っ
て
土
台
付
け
ら
れ
る
と
共
に
自
己
の
運
動
の
限
界
を
区
切
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
科
学
は
、
一
定
の
歴
史
的

時
代
に
於
て
、
固
よ
り
そ
れ
の
個
々
の
部
分
に
於
て
は
絶
え
ず
新
た
な
発
展
が
見
ら
れ
る
に
も
拘
ら
ず
、
全
体
と

し
て
は
、
古
代
的
、
封
建
的
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
ど
と
称
せ
ら
れ
得
る
一
定
の
特
徴
を
担
わ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

一
般
に
社
会
の
構
造
が
そ
の
世
界
観
の
構
造
を
規
定
し
、
こ
の
も
の
が
科
学
の
構
造
を
制
約
す
る
、
と
も
云
わ
れ

る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
そ
し
て
社
会
形
態
が
弁
証
法
的
に
、
飛
躍
的
に
発
展
す
る
と
き
、
そ
れ
に
応
じ
て
世
界
観

も
ま
た
弁
証
法
的
に
、
飛
躍
的
に
発
展
す
る
、
そ
し
て
更
に
こ
の
も
の
に
応
ず
る
科
学
の
新
し
い
展
開
が
生
ず
る

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
科
学
の
方
法
乃
至
目
的
の
規
定
性
が
本
来
社
会
形
態
の
規
定
性
に
相
応
す
る
と
す

れ
ば
、
一
定
の
社
会
が
そ
の
転
換
期
に
遭
遇
す
る
や
否
や
、
科
学
の
方
法
及
び
目
的
そ
の
も
の
も
ま
た
必
然
的
に

転
換
す
る
に
到
ら
ざ
る
を
得
ぬ
。
方
法
論
的
な
も
の
、
哲
学
的
な
も
の
に
関
す
る
問
題
が
勢
い
重
要
性
を
帯
び
て

来
る
の
は
こ
の
時
期
に
於
て
で
あ
る
。
特
殊
科
学
の
そ
れ
ぞ
れ
専
門
的
な
研
究
は
、
こ
の
も
の
に
と
っ
て
そ
の
方
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向
乃
至
目
的
が
既
に
予
め
明
瞭
に
指
示
さ
れ
、
認
識
さ
れ
て
い
る
場
合
に
於
て
の
み
、
専
門
的
な
も
の
と
し
て
、

有
意
味
で
あ
る
こ
と
が
出
来
る
。
併
る
に
一
旦
こ
の
一
般
的
な
方
向
ま
た
は
目
的
が
失
わ
れ
る
や
否
や
、
特
殊
科

学
は
そ
の
研
究
が
益
々
専
門
的
に
な
り
、従
っ
て
愈
々
詳
細
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、専
門
的
と
し
て
、愈
々
空
虚
な
、

非
現
実
的
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
今
日
種
々
な
る
特
殊
科
学
、
例
え
ば
、
政
治
学
、
法
律
学
、

国
家
学
、
経
済
学
等
は
、
従
来
の
方
向
に
於
て
は
最
早
大
な
る
進
歩
を
期
待
す
る
こ
と
が
出
来
ぬ
状
態
に
お
か
れ

て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
れ
ら
の
科
学
が
こ
れ
ま
で
一
般
的
な
前
提
或
い
は
基
礎
乃
至
は
方
針
と
し
て
も
っ
て

い
た
も
の
が
最
早
役
立
た
な
く
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
と
き
そ
の
研
究
が
如
何
ほ
ど
専
門
的
に
な
る
に

せ
よ
、
ま
た
如
何
ほ
ど
実
証
的
に
な
る
に
せ
よ
、
こ
の
科
学
は
現
実
的
な
意
味
を
も
た
ぬ
も
の
と
な
る
の
ほ
か
な

い
。
併
る
に
か
く
の
如
く
諸
科
学
の
魂
で
あ
る
と
こ
ろ
の
一
般
的
な
も
の
こ
そ
哲
学
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
し
て
、
過
去
の
歴
史
の
あ
ら
ゆ
る
時
代
に
於
て
哲
学
は
種
々
な
る
特
殊
科
学
に
よ
っ
て
、
そ
の
一
般
的
方
向

ま
た
は
目
的
を
与
え
る
も
の
と
し
て
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
、
そ
れ
を
指
導
す
る
と
い
う
役
割
を
演
じ
て
来
た
。
こ

の
事
情
は
最
も
経
験
的
な
、
最
も
実
証
的
な
科
学
と
見
做
さ
れ
る
自
然
科
学
の
成
立
に
あ
た
っ
て
も
、
何
等
異
な

ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
た
逆
に
見
て
、
諸
々
の
特
殊
科
学
に
と
っ
て
或
る
時
に
於
て
哲
学
的
な
も
の

が
特
に
問
題
に
な
っ
て
来
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
れ
ら
の
特
殊
科
学
が
そ
の
目
的
並
び
に
方
法
に
関
し
て
危
機
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に
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
現
実
的
に
は
ま
さ
に
社
会
そ
の
も
の
が
転
換
期
に
あ
る
と
い
う
こ
と

を
表
現
す
る
。
今
日
、
専
門
的
研
究
で
な
く
寧
ろ
綜
合
的
研
究
が
、
特
殊
的
研
究
で
な
く
却
っ
て
普
遍
的
研
究
が

著
し
く
な
っ
て
来
て
い
る
の
は
、
恰
も
現
在
の
社
会
状
勢
に
相
応
す
る
の
で
あ
る
。

＊　

こ
こ
に
社
会
を
一
般
に
有
機
体
と
し
て
考
え
る
こ
と
は
固
よ
り
か
の
社
会
「
有
機
体
説
」
と
か
か
わ
り
な
き
こ
と

で
あ
る
。
例
え
ば
マ
ル
ク
ス
も
社
会
を
有
機
体
だ
と
云
っ
て
い
る
。
併
し
彼
は
こ
の
と
き
有
機
的
な
統
一
乃
至
は

均
衡
が
合
目
的
的
な
統
制
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
と
見
た
の
で
な
く
、
却
っ
て
か
か
る
統
一
若
く
は
均
衡
は
沈
黙

な
、
盲
目
な
、
自
然
必
然
的
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
資
本
主
義
社
会
の
有
機
的
統
一
は
寧
ろ
ま
さ

に
絶
対
的
な
無
統
制
の
産
物
で
あ
る
。

併
る
に
一
の
世
界
観
に
つ
い
て
は
、
人
々
は
つ
ね
に
、
そ
れ
が
「
誰
の
も
の
で
あ
る
か
」
と
問
う
て
い
る
。
そ

れ
が
「
何
で
あ
る
か
」
と
問
わ
れ
る
と
共
に
、
却
っ
て
か
く
問
わ
れ
る
に
先
立
っ
て
、
そ
れ
が
「
誰
の
も
の
で
あ

る
か
」
と
問
わ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
即
ち
各
々
の
世
界
観
が
人
間
の
存
在
の
存
在
の
仕
方
、
彼
等
の
存
在
の

社
会
形
態
に
密
接
に
結
び
付
き
、
そ
れ
と
共
に
生
長
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
お
の
ず
か
ら
理
解
さ
れ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
併
る
に
若
し
科
学
の
世
界
観
へ
の
依
存
性
に
し
て
疑
わ
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
我
々
は
科
学
に
つ
い
て

も
ま
た
、そ
れ
が
「
誰
の
も
の
で
あ
る
か
」
と
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
我
々
は
今
日
或
る
科
学
に
つ
い
て
、
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そ
れ
が
ブ
ル
ジ
ョ
ア
科
学
で
あ
る
か
、
若
く
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
科
学
で
あ
る
か
、
と
問
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
か

ら
し
て
我
々
の
問
題
の
提
出
の
仕
方
が
規
定
さ
れ
る
。
い
ま
「
如
何
に
し
て
科
学
の
発
展
は
可
能
で
あ
る
か
」
を

問
題
に
す
る
と
き
、
こ
の
問
題
は
、
二
様
に
提
出
さ
れ
得
よ
う
。
我
々
は
「
何
が
科
学
の
発
展
を
可
能
に
す
る
か
」

と
問
う
こ
と
も
出
来
れ
ば
、
ま
た
我
々
は
「
誰
が
科
学
の
発
展
を
可
能
に
す
る
か
」
と
も
問
う
こ
と
が
出
来
る
。

そ
し
て
我
々
は
実
に
後
の
問
を
問
う
者
で
あ
る
。

二

近
代
哲
学
を
支
配
す
る
ひ
と
つ
の
意
見
が
あ
る
。
そ
れ
は
こ
う
で
あ
る
。
な
に
よ
り
も
「
何
か
」（w

as ?

）
と

い
う
こ
と
が
問
題
で
あ
る
。「
誰
か
」（w

er ?
）
と
問
う
こ
と
は
科
学
的
に
は
問
題
で
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
科

学
の
問
題
は
事
象
0

0

に
尽
き
る
の
で
あ
っ
て
、
人
間
0

0

は
そ
こ
で
は
問
題
に
な
ら
な
い
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
事
象
に

近
づ
く
こ
と
は
人
間
に
近
づ
く
こ
と
よ
り
も
容
易
で
あ
り
、
従
っ
て
人
間
を
通
し
て
初
め
て
事
象
に
近
づ
か
ね
ば

な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
こ
の
意
見
は
近
代
に
於
け
る
認
識
論
的
偏
見

0

0

0

0

0

0

の
一
つ
に
数
え
ら
る
べ
き
も
の
で
あ

る
。＊

か
く
し
て
ひ
と
は
、
例
え
ば
、
芸
術
を
研
究
す
る
に
あ
た
っ
て
、
い
き
な
り
「
芸
術
と
は
何
か
」
と
尋
ね
て
、

先
ず
「
芸
術
家
と
は
誰
か
」
と
は
尋
ね
よ
う
と
は
し
な
い
。
或
い
は
ま
た
哲
学
を
研
究
す
る
に
際
し
て
、
ひ
と
は
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い
き
な
り
「
哲
学
と
は
何
か
」
と
問
う
て
、
先
ず
「
哲
学
者
と
は
誰
か
」
と
問
お
う
と
は
し
な
い
の
で
あ
る
。
一

を
問
う
て
他
を
問
わ
な
い
こ
と
、
若
く
は
他
の
た
め
に
一
を
問
わ
な
い
こ
と
、
は
自
明
な
こ
と
と
し
て
最
初
か
ら

問
題
に
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
併
る
に
事
実
を
云
え
ば
、
我
々
は
人
間
に
つ
い
て
は
容
易
に
一
致
し
得
る
に
反
し

て
、
事
象
に
つ
い
て
は
却
っ
て
な
か
な
か
一
致
し
な
い
。
或
る
人
、
例
え
ば
、
ダ
ン
テ
ま
た
は
ゲ
ー
テ
が
「
芸
術

家
」
で
あ
る
か
ど
う
か
に
関
し
て
は
我
々
の
間
に
意
見
の
一
致
が
容
易
に
見
出
さ
れ
る
に
拘
ら
ず
、何
が
「
芸
術
」

で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
容
易
に
我
々
の
間
に
見
解
の
一
致
が
求
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

か
ら
我
々
は
一
の
方
法
的
な
も
の
を
導
い
て
来
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
、
即
ち
、
人
間
は
事
象
に
接
近
す
る

た
め
の
通
路
を
な
し
て
い
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
後
に
述
べ
ら
れ
る
如
く
、
単
に
ひ
と
つ
の
通
路
で
あ
る
ば
か
り

で
な
く
、
却
っ
て
実
に
必
然
的
な
通
路
で
あ
る
。
そ
し
て
一
般
に
近
代
の
科
学
論
の
欠
陥
は
、
か
く
の
如
き
事
象

へ
の
「
接
近
の
通
路
」
の
こ
と
を
全
く
問
題
に
し
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
と
見
ら
れ
得
る
。
こ
の
点
に
於
て
生
活
は

科
学
よ
り
も
賢
明
で
あ
る
。
ひ
と
は
、
例
え
ば
、
或
る
哲
学
者
の
「
哲
学
」
を
学
ぼ
う
と
す
る
と
き
、
そ
の
「
哲

学
者
」
と
交
わ
り
、
彼
の
人
間
を
通
し
て
事
象
に
到
る
こ
と
が
確
か
な
そ
し
て
近
い
路
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い

る
。
彼
は
こ
の
こ
と
を
方
法
的
意
識
か
ら
で
は
な
く
、
寧
ろ
謂
わ
ば
本
能
的
に
実
行
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
事
実

は
、
生
活
が
つ
ね
に
現
実
的
な
地
盤
を
求
め
、
そ
の
う
ち
に
動
い
て
い
る
に
反
し
て
、
科
学
は
地
盤
な
き
、
従
っ
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て
非
現
実
的
な
も
の
で
あ
り
得
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
併
る
に
こ
の
よ
う
に
人
間
を
通
路
と
し
て
事
象
に
接
近
す

る
と
い
う
方
法
は
、
古
代
人
た
ち
、
就
中
プ
ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
於
て
、
自
覚
的
に
且
つ
極
め
て
模
範

的
に
行
わ
れ
た
方
法
で
あ
っ
た
。
近
代
の
認
識
論
的
偏
見
が
こ
の
古
い
、
尊
敬
す
べ
き
伝
統
を
忘
れ
、
見
棄
て
て

し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

＊　

V
gl. M

ax Scheler, Vom
 W

esen der Philosophie und der m
oralischen B

edingung des philosophischen 

Erkennens. 

前
掲
『
哲
学
と
は
何
か
』
二
九
〇
頁
以
下
、
参
照
【
三
木
清
訳
『
哲
学
の
本
質
』「
一
、
哲
学
の
自
律
」】。

か
く
て
例
え
ば
、プ
ラ
ト
ン
に
よ
れ
ば
、哲
学
と
は
真
の
存
在
の
認
識
で
あ
る
、併
る
に
か
か
る
認
識
の
第
一
の
、

一
般
的
な
基
礎
と
し
て
或
る
人
間
的
な
も
の
、
従
っ
て
道
徳
的
な
も
の
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。
存
在
と
の
接
触
は

全
体
の
人
間
の
一
定
の
活
動
と
結
び
付
い
て
初
め
て
可
能
に
な
る
。
プ
ラ
ト
ン
は
彼
の
弟
子
た
ち
を
哲
学
の
本
質

へ
導
こ
う
と
す
る
と
き
、
人
間
的
な
こ
の
活
動
の
本
質
を
彼
等
に
明
瞭
な
ら
し
め
る
こ
と
に
絶
え
ず
倦
む
こ
と
な

く
努
力
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
活
動
を
彼
は
「
魂
の
転
向
」（y

uch:V periagw
ghv

）
と
云
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
人

間
の
全
存
在
に
か
か
わ
る
転
向
で
あ
り
、
我
々
を
し
て
下
な
る
も
の
か
ら
転
じ
て
上
な
る
も
の
に
向
わ
せ
る
魂
の

翼
の
運
動
で
あ
る
。
か
か
る
運
動
の
「
弾
機
」（oJlkovV

）【
バ
ネ
】
が
は
た
ら
く
と
き
、
ひ
と
は
初
め
て
哲
学
に
入

る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
故
に
プ
ラ
ト
ン
に
従
え
ば
、
哲
学
は
、
そ
れ
が
認
識
で
あ
る
に
先
立
っ
て
、「
転
向
の
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技
術
」（tevcnh periagw

gh:V

）
で
あ
る
。
哲
学
的
態
度
の
な
い
と
こ
ろ
に
哲
学
的
認
識
は
な
い
。
人
間
の
一
定

の
存
在
の
仕
方
の
み
が
哲
学
を
可
能
な
ら
し
め
る
。
そ
れ
だ
か
ら
プ
ラ
ト
ン
は
、
哲
学
の
本
質
に
つ
い
て
語
ろ
う

と
す
る
や
否
や
、
哲
学
者
の
理
念
に
つ
い
て
最
も
熱
心
に
且
つ
最
も
雄
弁
に
語
り
出
す
こ
と
を
つ
ね
と
し
た
。＊

事

象
の
問
題
は
人
間
の
問
題
を
離
れ
て
考
え
ら
れ
得
な
い
と
信
ぜ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
も
ま
た
科
学
の
本
質
を
闡
明
す
る
に
あ
た
っ
て
、「
知
者
」
の
概
念
か
ら
出
立
し
て
い
る
。
即
ち
彼
も
ま
た
、

誰
が
知
者
と
呼
ば
れ
て
い
る
か
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
何
が
科
学
で
あ
る
か
を
究
明
す
る
と
い
う
途
を
と

っ
た
の
で
あ
る＊
＊。

＊　

就
中 Politeia Z 【『
国
家
篇
』
第
６
巻
】
の
美
し
き
感
激
に
み
ち
た
る
文
章
を
見
よ
。

＊
＊　

拙
著
『
社
会
科
学
の
予
備
概
念
』
六
九
―
七
一
頁
〔
本
巻
二
二
七　

―
二
二
九
頁
〕
参
照
【「
科
学
批
判
の
課
題
」

第
１
節
】。

こ
の
こ
と
か
ら
我
々
は
次
の
こ
と
を
知
り
得
る
。
第
一
、
科
学
は
人
間
の
存
在
の
存
在
の
仕
方
の
ひ
と
つ
で
あ

る
と
い
う
こ
と
は
、
ギ
リ
シ
ア
の
科
学
に
と
っ
て
自
明
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
偉
大
は
、
彼

が
科
学
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
発
見
し
た
に
あ
る
と
い
う
よ
り
も
―
―
そ
れ
は
彼
以
前
に
於
て
既
に
夙
く
か
ら

発
見
さ
れ
て
い
た
と
見
ら
れ
得
る
―
―
、
彼
が
か
か
る
科
学
的
な
人
間
の
存
在
の
仕
方
を
明
ら
か
に
示
し
た
と
こ
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ろ
に
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
実
践
的
な
仕
事
を
存
在
論
的
に
解
釈
し
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、「
愛
」（e[rw

V

）

こ
そ
は
「
哲
学
的
衝
動
」
で
あ
る
。
種
々
な
る
形
態
を
と
っ
て
現
れ
る
エ
ロ
ス
に
於
て
「
哲
学
こ
そ
は
そ
れ
の
最

も
高
き
且
つ
最
も
純
粋
な
る
意
味
で
あ
る
。
エ
ロ
ス
は
中
間
的
存
在
（metaxuv

）
と
し
て
の
人
間
の
存
在
の
特
に

優
れ
た
存
在
の
仕
方
で
あ
る
。
既
に
知
を
所
有
す
る
者
の
誰
も
、
ま
た
全
く
知
を
所
有
せ
ざ
る
者
の
誰
も
哲
学
し

な
い
で
あ
ろ
う
。
哲
学
、そ
し
て
一
般
に
エ
ロ
ス
は
、所
有
と
無
所
有
と
の
中
間
で
あ
り
、前
者
へ
の
後
者
の
憧
憬
、

努
力
、
推
移
で
あ
る
。
エ
ロ
ス
は
ポ
ロ
ス
（
富
裕
）
と
ペ
ニ
ア
（
貧
困
）
と
の
子
供
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
切
の
不

完
全
な
る
存
在
に
生
具
す
る
と
こ
ろ
の
、
完
全
な
る
存
在
へ
の
、
換
言
す
れ
ば mh; o[n  

の o[ntw
V o[n 

へ
の
運
動

で
あ
る
。＊

第
二
に
、
こ
の
こ
と
と
関
係
し
て
、
科
学
は
人
間
的
存
在
の
動
性
と
し
て
何
物
か
の
た
め
の
も
の
で
あ

る
と
い
う
こ
と
も
ま
た
、ギ
リ
シ
ア
の
科
学
に
と
っ
て
自
明
の
こ
と
で
あ
っ
た
。科
学
が「
そ
の
た
め
に
あ
る
も
の
」

（ou| e{neka

）
に
対
し
て
古
代
人
た
ち
は
つ
ね
に
眼
を
向
け
て
い
た
。
プ
ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
そ
う
で

あ
っ
た
。併
る
に
運
動
が
そ
の
た
め
に
あ
る
も
の
、即
ち
運
動
の tevloV  

は
彼
等
に
よ
っ
て
等
し
く「
善
」（ajgaqovn

）

と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
科
学
も
ま
た
人
間
的
存
在
の
テ
ロ
ス
的
運
動
と
し
て
善
を
目
差
し
て
い
る
。
善
と
は

ギ
リ
シ
ア
人
に
と
っ
て
つ
ね
に
快
楽
（hJdonhv

）、
特
に
優
れ
て
幸
福
（eujdaimoniva

）
を
意
味
す
る
。
人
間
の
存

在
の
科
学
的
形
成
の
動
機
は
か
く
て
幸
福
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
れ
ば
一
切
の
運
動
―
―
従
っ
て
科
学
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も
ま
た
―
―
は
可
能
な
る
も
の
が
現
実
的
と
成
る
こ
と
で
あ
る
。
神
は
か
か
る
現
実
性
の
完
成
で
あ
り
、
そ
れ
故

に
ま
た
人
間
の
存
在
の
科
学
的
形
成
―
―
科
学
的
生
活
は
他
の
い
ず
れ
の
生
活
よ
り
も
一
般
に
高
き
も
の
で
あ
る

―
―
の
最
高
の
可
能
性
を
意
味
す
る
。
神
は
彼
に
よ
っ
て
「
思
惟
の
思
惟
」（noJhsiV nohvsew

V

）
と
し
て
規
定

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
神
の
現
実
的
な
活
動
は
快
楽
で
あ
り
、
神
と
は
永
遠
に
し
て
且
つ
最
善
な
る
生

活
者
で
あ
る＊
＊。

＊　

就
中 Sym

posion 【『
饗
宴
』】
を
見
よ
。

＊
＊　

M
etaphysica X

II, 7. 
参
照
。

近
代
の
認
識
論
的
偏
見
は
こ
の
よ
う
な
科
学
に
つ
い
て
の
ギ
リ
シ
ア
的
な
理
解
の
仕
方
を
棄
て
て
し
ま
っ
た
。

人
々
は
科
学
が
人
間
の
存
在
の
ひ
と
つ
の
存
在
の
仕
方
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
。
そ
れ
だ
か
ら
彼
等
は
ま
た

科
学
が
「
何
の
た
め
に
」（w

orum
 w

illen
）
あ
る
の
か
に
つ
い
て
決
し
て
問
お
う
と
は
し
な
い
。
人
々
は
街
へ

出
る
と
き
、
ま
た
船
に
乗
る
と
き
、
そ
れ
が
何
の
た
め
で
あ
る
か
を
知
り
、
若
く
は
知
ろ
う
と
す
る
筈
で
あ
る
。

併
る
に
科
学
に
関
し
て
か
く
の
如
く
問
う
こ
と
は
、
却
っ
て
科
学
に
対
す
る
冒
涜
で
あ
る
と
し
て
拒
絶
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
い
ま
ギ
リ
シ
ア
の
偉
大
な
る
教
師
た
ち
の
科
学
に
関
す
る
理
解
の
仕
方
を
想
い
起
す
と

き
、
我
々
は
我
々
の
問
題
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
研
究
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
教
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち



科
学
の
発
展
の
制
限
と
そ
の
飛
躍

四
七
九

我
々
は
、
人
間
の
如
何
な
る
存
在
の
仕
方
が
科
学
の
発
展
を
可
能
に
す
る
の
で
あ
る
か
、
と
問
い
、
ま
た
我
々
は
、

人
間
の
如
何
な
る
目
的
の
た
め
の
も
の
が
科
学
の
発
展
を
可
能
に
す
る
の
で
あ
る
か
、
と
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

三

併
る
に
若
し
「
如
何
に
し
て
科
学
の
発
展
は
可
能
で
あ
る
か
」
と
い
う
問
に
し
て
、「
何
が
科
学
の
発
展
を
可

能
に
す
る
か
」
と
い
う
風
に
問
わ
れ
た
と
し
よ
う
。
こ
の
場
合
恐
ら
く
、
そ
れ
は
方
法
0

0

で
あ
り
、
方
法
の
改
革
で

あ
る
、と
答
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
答
は
、特
に
現
在
に
於
け
る「
方
法
論
主
義
」（M

ethodologism
us

）

の
流
行
の
た
め
に
容
易
に
予
期
さ
れ
得
る
こ
と
で
あ
る
。
現
代
の
科
学
論
の
多
く
は
方
法
の
優
位
の
思
想
の
上
に

立
っ
て
い
る
。
こ
の
思
想
の
動
機
は
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
一
個
の
科
学
に
し
て
苟
も
科
学
で
あ
る
限
り
、

そ
れ
は
つ
ね
に
科
学
性
を
担
っ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
併
る
に
科
学
性
と
は
方
法
的
と
い
う
こ
と
に

ほ
か
な
ら
ず
、
方
法
的
認
識
に
し
て
初
め
て
科
学
的
と
云
わ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
対
象
と
雖
も
、
方
法
な
く
し

て
は
、
対
象
と
し
て
発
見
さ
れ
ず
、
一
般
に
対
象
と
し
て
存
在
し
得
ぬ
で
あ
ろ
う
。
対
象
の
「
対
象
性
」
は
方
法

を
俟
っ
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
併
し
な
が
ら
か
く
の
如
き
方
法
の
優
位
の
思
想
は
、
こ
れ
を
徹
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底
し
得
る
で
あ
ろ
う
か
。＊

認
識
論
は
こ
の
思
想
の
限
界
の
問
題
を
思
惟
に
対
す
る
感
覚
の
非
合
理
性
の
問
題
と
し

て
見
出
し
た
。
若
し
思
惟
に
し
て
絶
対
的
に
生
産
的
、
従
っ
て
世
界
創
造
的
で
な
い
限
り
、
方
法
の
優
位
と
い
う

こ
と
も
絶
対
的
で
は
あ
り
得
な
い
。
蓋
し
感
覚
の
感
覚
た
る
所
以
の
も
の
、
従
っ
て
ま
た
物
質
の
物
質
た
る
所
以

の
も
の
は
、
そ
れ
が
自
己
自
身
に
於
て
自
己
の
要
求
を
掲
げ
、
こ
の
要
求
に
対
し
て
思
惟
の
服
従
、
少
な
く
と
も

適
応
を
命
ず
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。か
く
し
て
対
象
は「
対
象
の
要
求
」を
み
ず
か
ら
に
於
て
根
源
的
に
具
え
て
い
る
。

科
学
に
し
て
対
象
の
認
識
で
あ
る
以
上
、
そ
の
方
法
は
ま
た
対
象
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
方

法
は
自
由
で
あ
る
の
で
な
く
、
必
然
に
対
象
の
要
求
す
る
方
法
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
併
し
な
が
ら
ま
た
他
方
か

ら
見
れ
ば
、
方
法
は
た
だ
単
に
対
象
に
服
従
す
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
方
法
は
そ
れ
が
対
象
を
支
配
す
る
も
の
で

あ
る
が
故
に
恰
も
方
法
な
の
で
あ
る
。
科
学
と
は
人
間
が
対
象
を
支
配
す
る
ひ
と
つ
の
仕
方
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
か

か
る
支
配
の
仕
方
の
う
ち
最
も
一
般
的
な
の
は
抽
象
で
あ
っ
て
、
抽
象
な
く
し
て
科
学
は
あ
り
得
な
い
。
対
象
の

豊
富
な
、
多
様
な
内
容
が
そ
の
ま
ま
「
科
学
的
対
象
」
と
な
る
の
で
は
な
く
、
科
学
的
対
象
と
は
つ
ね
に
抽
象
さ

れ
た
、
従
っ
て
方
法
的
に
加
工
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
場
合
ま
た
科
学
は
自
由
に
抽
象
し
得
る
も
の

で
な
く
、
却
っ
て
対
象
に
と
っ
て
必
然
的
な
る
抽
象
を
行
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

＊　

こ
の
こ
と
は
社
会
的
存
在
の
如
く
、
歴
史
に
於
て
そ
の
存
在
の
仕
方
を
変
化
し
て
ゆ
く
対
象
に
関
し
て
は
、
特



科
学
の
発
展
の
制
限
と
そ
の
飛
躍

四
八
一

に
明
瞭
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
・
リ
ッ
カ
ー
ト
の
学
派
は
科
学
を
、
方
法
の
優
位
の
思
想
か
ら

出
立
し
て
、
法
則
定
立
的
と
個
性
記
述
的
と
に
分
類
し
、
社
会
的
歴
史
的
対
象
に
つ
い
て
の
科
学
は
必
ず
個
性
記

述
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
し
た
。
併
し
な
が
ら
、
現
代
資
本
主
義
社
会
に
於
て
の
如
く
、
そ
こ
で
は
あ
ら
ゆ
る

対
象
が
平
均
化
し
、
凡
庸
化
す
る
こ
と
を
そ
の
本
質
規
定
と
す
る
社
会
に
関
し
て
は
、
こ
れ
を
個
性
記
述
的
な
方

法
で
研
究
し
よ
う
と
企
て
る
こ
と
は
、
非
科
学
的
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
無
意
味
な
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

個
性
記
述
的
な
科
学
が
有
意
味
に
な
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
人
間
の
解
放
が
成
就
さ
れ
た
社
会
に
於
て
の
こ
と
で

あ
ろ
う
。
人
間
の
解
放
の
た
め
の

0

0

0

現
代
の
社
会
科
学
は
法
則
定
立
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
こ
に
我
々
は
社
会

科
学
そ
の
も
の
の
歴
史
性
の
問
題
に
打
ち
当
る
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
我
々
は
ひ
と
つ
の
事
態
を
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
即
ち
、
科
学
に
於
て
方
法
と
対
象
と
の
間
に
相

互
決
定
が
存
在
す
る
。
科
学
に
し
て
対
象
の
認
識
0

0

で
あ
る
限
り
、
そ
こ
に
は
方
法
の
優
位
が
認
め
ら
れ
る
。
併
し

科
学
に
し
て
対
象
0

0

の
認
識
で
あ
る
限
り
、
そ
こ
に
は
対
象
の
優
位
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
事
態
を

一
つ
に
表
現
す
れ
ば
、
対
象
と
方
法
と
の
相
互
決
定
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
第
一
に
、
こ
の
相
互
関
係

の
意
味
は
全
く
原
理
的
に
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
、
従
来
の
科
学
論
に
見
ら
れ
る
如

く
、
何
等
か
の
折
衷
主
義
を
準
備
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
示
さ
れ
た
事
態
の
存
す
る
が
た
め



観
念
形
態
論

四
八
二

に
、
人
々
は
、
例
え
ば
科
学
の
分
類
に
際
し
て
、
対
象
若
く
は
方
法
の
見
地
に
一
元
的
に
徹
底
す
る
こ
と
な
く
、

或
い
は
一
を
他
よ
り
も
一
層
多
く
ま
た
は
一
層
少
な
く
、
或
い
は
他
を
一
よ
り
も
一
層
先
に
ま
た
は
一
層
後
か
ら

持
ち
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
両
者
の
見
地
を
何
等
か
の
仕
方
で
折
衷
し
よ
う
と
し
た
。
我
々
は
固
よ
り
か
か
る
態

度
に
反
対
す
る
。
併
る
に
第
二
に
、方
法
と
対
象
と
の
間
に
於
け
る
相
互
決
定
は
理
論
的
に
は
一
の
循
環
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
に
我
々
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
ま
我
々
は
或
る
科
学
が
何
で
あ
る
か
を
規
定
し
よ
う
と

す
る
。
こ
の
と
き
若
し
方
法
か
ら
出
発
す
れ
ば
、
我
々
は
対
象
に
到
着
す
る
、
方
法
は
対
象
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ

る
が
た
め
で
あ
る
。
反
対
に
こ
の
場
合
若
し
対
象
か
ら
出
発
す
れ
ば
、
我
々
は
方
法
に
到
着
す
る
、
対
象
と
雖
も

方
法
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
が
故
で
あ
る
。
こ
こ
に
ひ
と
つ
の
循
環
が
存
在
す
る
。
こ
の
循
環
は
我
々
に
し
て
科

学
を
放
棄
す
る
こ
と
な
く
、
方
法
的
に
認
識
を
求
め
る
限
り
存
在
す
る
。
こ
の
循
環
は
我
々
に
し
て
形
而
上
学
に

は
し
り
、
思
惟
の
世
界
生
産
性
を
信
じ
な
い
限
り
存
在
す
る
。
こ
の
循
環
は
方
法
と
対
象
と
の
相
互
決
定
を
全
く

原
理
的
に
把
握
し
、
一
を
も
っ
て
他
を
補
う
と
い
う
よ
う
な
折
衷
主
義
に
お
も
む
か
な
い
限
り
存
在
す
る
。
こ
の

相
互
決
定
は
、
科
学
自
体
の
う
ち
に
含
ま
れ
た
る
一
の
内
的
な
、
必
然
的
な
聯
関
と
し
て
、
科
学
の
構
造
そ
の
も

の
に
属
し
て
い
る
。
し
か
も
上
の
相
互
決
定
の
認
識
は
一
の
事
態
の
分
析
0

0

で
あ
っ
て
、
こ
の
事
態
の
含
む
問
題
の

解
決
0

0

で
は
あ
り
得
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
相
互
決
定
は
理
論
的
に
は
一
の
循
環
で
あ
り
、
そ
し
て
循
環
の
あ
る
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と
こ
ろ
に
は
な
お
問
題
の
解
決
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
若
し
こ
の
必
然
的
に
存
在
す
る
循
環
に
し
て
理
論
的
に
解

決
さ
る
べ
き
で
あ
る
な
ら
ば
、
か
か
る
循
環
を
な
す
二
つ
の
も
の
の
背
後
に
あ
る
「
第
三
の
も
の
」
が
発
見
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
「
第
三
の
も
の
」
が
科
学
の
方
法
と
対
象
と
の
根
柢
に
あ
っ
て
、
単
に
両
者
を
共
に

規
定
し
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
両
者
の
間
に
於
け
る
相
互
決
定
を
初
め
て
成
立
せ
し
め
て
い
る
こ
と
が
示

さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
問
題
の
解
決
は
与
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
と
き
私
は
「
誰
か
」
を
思
い
起
す
。
科
学
も
ま
た
「
誰
か
の
も
の
」
で
あ
る
限
り
、
そ
の
対
象
も
そ
の
方

法
も
共
に
、
ま
た
「
誰
か
」
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
筈
で
あ
る
。
先
ず
対
象
は
単
に
対
象
と
し
て
で
な
く
、

却
っ
て
「
問
題
」
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
、
科
学
に
と
っ
て
対
象
な
の
で
あ
る
。
対
象
と
は
「
問
題
性
」

を
担
っ
た
存
在
で
あ
る
。
併
る
に
「
何
が
」
問
題
に
な
る
か
と
い
う
こ
と
は
「
誰
か
」
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
。

問
題
に
し
て
苟
も
問
題
性
を
も
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
そ
れ
は
誰
か
の
問
題
な
の
で
あ
る
。＊

こ
の
こ
と
は

次
の
こ
と
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
層
明
瞭
に
な
ろ
う
。
凡
て
存
在
は
科
学
0

0

に
と
っ
て
問
題
と
な
る
に
先
立

っ
て
、
交
渉
0

0

に
と
っ
て
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
存
在
は
我
々
人
間
の
交
渉
に
と
っ
て
、

或
い
は
そ
れ
を
邪
魔
す
る
も
の
、或
い
は
そ
れ
を
促
進
す
る
も
の
と
し
て
問
題
に
な
っ
て
い
る
。存
在
は
ま
た
我
々

人
間
の
交
渉
に
於
て
、
恐
怖
を
与
え
る
も
の
、
憤
怒
を
喚
ぶ
も
の
、
不
平
や
不
満
を
惹
き
起
す
も
の
、
ま
た
は
恐
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怖
を
忘
れ
し
め
る
も
の
、
憤
怒
を
慰
め
る
も
の
、
不
平
や
不
満
を
誤
魔
化
さ
せ
る
も
の
と
し
て
、
問
題
と
な
り
、

若
く
は
問
題
と
な
る
こ
と
を
蔽
い
隠
す
と
い
う
意
味
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
存
在
の
担
う
問
題
性
と
は
、
最
初

に
そ
し
て
根
源
的
に
は
、
か
く
の
如
き
交
渉
的
意
味
の
も
の
で
あ
る
。
存
在
は
一
般
に
科
学
に
と
っ
て
の
対
象
と

し
て
の
存
在
で
あ
る
前
に
こ
の
よ
う
な
「
交
渉
的
存
在
」
で
あ
る
。
即
ち
そ
れ
ら
は
凡
て
「
何
か
の
た
め
の
」
存

在
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
科
学
に
と
っ
て
「
具
体
的
な
」
ま
た
は
「
現
実
的
な
」
問
題
と
い
わ
れ
て
い
る
の
は
、

そ
の
問
題
が
交
渉
的
問
題
性
を
具
え
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。科
学
は
具
体
的
で
あ
り
、

現
実
的
で
あ
る
た
め
に
、
か
か
る
交
渉
的
問
題
性
を
担
っ
た
存
在
を
取
り
上
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。
私
は
こ
の
こ
と

は
実
に
一
の
方
法
論
的
な
重
要
性
を
も
っ
て
い
る
と
思
う
。
普
通
に
科
学
の
基
礎
と
な
る
も
の
は
表
象
で
あ
り
、

表
象
が
科
学
の
出
発
点
で
あ
る
と
見
做
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
存
在
の
客
観
的
な
構
造
へ
の
接
近
の
唯
一
の
通
路
は

表
象
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
併
し
な
が
ら
我
々
は
表
象
と
い
う
が
如
き
知
的
な
も
の
で
な
く
、
却
っ

て
憤
怒
や
不
満
の
如
き
、
情
緒
的
な
も
の
或
い
は
意
志
的
な
も
の
が
存
在
の
客
観
的
な
構
造
へ
の
一
層
適
切
な
通

路
と
な
り
得
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。例
え
ば
、そ
れ
自
身
の
う
ち
に
矛
盾
を
含
む
、換
言
す
れ
ば
、

弁
証
法
的
構
造
を
有
す
る
社
会
的
存
在
の
如
き
は
、
我
々
の
交
渉
に
於
て
不
平
や
不
満
を
与
え
る
の
が
つ
ね
で
あ

る
。
社
会
の
弁
証
法
的
構
造
の
科
学
的
認
識
は
こ
の
と
き
単
な
る
表
象
で
な
く
、
寧
ろ
階
級
的
憎
悪
な
ど
い
う
情
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緒
的
な
も
の
を
出
発
点
と
し
て
、
客
観
化
へ
の
道
を
進
む
こ
と
に
よ
っ
て
一
層
よ
く
獲
得
さ
れ
る
で
あ
ろ
う＊
＊。

＊　

拙
稿
「
問
の
構
造
」（『
社
会
科
学
の
予
備
概
念
』）〔
本
巻
収
録
〕
参
照
。

＊
＊　

ヘ
ー
ゲ
ル
が「
表
象
」（Vorstellung

）と
云
う
と
き
、そ
れ
は
凡
て「
直
接
的
な
も
の
」を
意
味
し
、従
っ
て
情
緒
、

感
情
、
衝
動
、
意
志
等
に
対
す
る
或
る
知
的
な
も
の
と
し
て
の
単
な
る
表
象
の
み
で
は
な
く
、
寧
ろ
こ
れ
ら
凡
て

の
も
の
を
含
め
て
云
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（V

gl. Encyclopädie §3.

）。
そ
れ
は
凡
て bekannt  【
知
ら
れ
】
ま
た
は 

gew
usst 【

知
ら
れ
た
】
な
も
の
を
指
し
、
か
か
る
も
の
を Erkenntnis 【
認
識
】
若
く
は G

edanke  【
思
想
】
に
高
め
る

の
が
弁
証
法
的
科
学
で
あ
る
。

同
じ
よ
う
に
方
法
も
ま
た
「
誰
か
」
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
。
我
々
は
既
に
「
問
題
」
が
「
誰
か
」
に
関
係
し

て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
。
併
る
に
何
が
問
題
と
な
る
か
と
い
う
こ
と
の
う
ち
に
既
に
「
立
場
」
の
決
定
が
含
ま
れ

て
い
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
既
に
方
法
的
意
味
の
も
の
で
あ
る
。
若
し
立
場
に
し
て
決
定
さ
れ
る
な
ら
ば
、
問
題
の

取
扱
の
更
に
詳
細
な
方
法
も
こ
れ
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
来
る
で
あ
ろ
う
。
凡
て
の
問
題
は
そ
れ
の
取
扱
の
一
定

の
仕
方
を
そ
れ
み
ず
か
ら
に
於
て
指
示
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
例
え
ば
、
消

費
と
い
う
こ
と
が
金
利
生
活
者
の
全
生
活
の
基
礎
を
形
造
っ
て
お
り
、「
純
粋
な
る
消
費
」
が
こ
の
生
活
に
そ
れ
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の
特
殊
な
る
シ
ュ
テ
ィ
ル
【stil

ス
タ
イ
ル
】
を
賦
与
し
て
い
る
、
そ
こ
で
ベ
ー
ム
＝
バ
ヴ
ェ
ル
ク
【B

öhm
-B

aw
erk

】

等
の
経
済
学
は
金
利
生
活
者
の
経
済
学
と
し
て
勢
い
消
費
の
立
場
に
立
つ
こ
と
と
な
る
。
反
対
に
、
プ
ロ
レ
タ
リ

ア
ー
ト
は
生
産
の
領
域
に
於
て
生
活
し
て
い
る
。
彼
等
は
物
質
（M

aterie

）
と
直
接
に
交
渉
し
、
物
質
は
彼
等

に
と
っ
て
材
料
（M

aterial

）
即
ち
労
働
の
対
象
に
と
自
己
を
転
化
す
る
。
か
く
て
マ
ル
ク
ス
主
義
の
経
済
学
は

必
然
的
に
生
産
の
立
場
に
立
た
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
物
質
的
生
産
の
見
地
、
客
観
的
社
会
的
立
場
、
弁
証

法
的
歴
史
的
方
法
の
如
き
、こ
の
経
済
学
の
方
法
論
の
特
質
を
な
す
も
の
は
こ
の
よ
う
に
し
て
こ
の
経
済
学
が「
誰

の
も
の
で
あ
る
か
」
と
い
う
こ
と
と
関
係
さ
せ
て
初
め
て
そ
の
根
源
か
ら
理
解
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
ブ
ハ
ー
リ

ン
が
社
会
的
心
理
は
論
理
を
規
定
す
る
と
云
っ
た
の
も
こ
の
意
味
で
あ
ろ
う
。

我
々
は
科
学
の
対
象
と
方
法
と
の
「
根
拠
」（G

rund

）
を
人
間
の
存
在
の
存
在
の
仕
方
の
う
ち
に
求
め
た
。
一

般
に
根
拠
、
寧
ろ
根
拠
付
け
（G

rundlegung

）
は
、
哲
学
の
最
も
一
般
的
な
且
つ
最
も
基
本
的
な
仕
事
で
あ
る
。

従
来
の
認
識
論
的
な
哲
学
は
こ
れ
を
問
題
と
し
た
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、併
し
こ
の
と
き
根
拠
は「
理
由
」（raison

）

と
し
て
、
ま
た
「
権
利
」
と
し
て
、
従
っ
て
一
般
に
論
理
的
な
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
、
問
題
に
さ
れ
た
。
そ
こ

で
認
識
論
は
敢
え
て
循
環
論
証
を
な
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。＊

ロ
ゴ
ス
の
問
題
を
同
じ
ロ
ゴ
ス
の
平
面
に
於
て
解

決
し
よ
う
と
す
る
限
り
、
そ
れ
は
循
環
論
証
に
陥
ら
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う＊
＊。

我
々
は
根
拠
と
い
う
こ
と
を
単
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に
論
理
的
に
で
は
な
く
、
却
っ
て
存
在
論
的
に
理
解
し
、
そ
し
て
根
拠
を
問
題
に
す
る＊
＊
＊。

ロ
ゴ
ス
も
ま
た
人
間
の

存
在
の
ひ
と
つ
の
存
在
の
仕
方
に
ほ
か
な
ら
ぬ
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
存
在
に
於
て
科
学
を
根
拠
付
け
る
こ
と

が
我
々
の
課
題
を
な
し
て
い
る
。

＊　

V
gl. W

. W
indelband, K

ritische oder genetische M
ethode? Präludien, Zw

eiter B
and, S. 123.

＊
＊　

V
gl. L. N

elson, D
ie U

nm
öglichkeit der Erkenntnistheorie, G

öttingen 1911.

＊
＊
＊　

二
つ
の
根
拠
の
概
念
の
相
違
に
つ
い
て
或
る
観
念
を
得
る
た
め
に
、
コ
ー
ヘ
ン
（H

. C
ohen, Logik der 

reinen Erkenntnis

）
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
（M

. H
eidegger, Vom

 W
esen des G

rundes

）
と
を
比
較
せ
よ
。

四

さ
て
、
誰
が
科
学
の
発
展
を
可
能
に
す
る
の
で
あ
る
か
、
と
問
わ
れ
る
。「
限
界
状
況
」（G

renzsituation

）
に

あ
る
人
間
で
あ
る
、
と
我
々
は
答
え
る
。＊

限
界
状
況
と
は
何
を
謂
う
の
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
終
局
的
な
窮
迫
に
あ

る
人
間
の
存
在
の
存
在
の
仕
方
で
あ
る
。
例
え
ば
死
と
い
う
が
如
き
が
そ
の
例
で
あ
る
。
死
は
人
間
の
存
在
の
終

局
的
な
窮
迫
で
あ
る
。
何
故
に
限
界
状
況
に
あ
る
人
間
は
科
学
を
発
展
さ
せ
得
る
の
で
あ
る
か
。
一
切
の
科
学
は

問
で
あ
る
。
従
っ
て
科
学
の
発
展
の
契
機
を
な
す
も
の
は
問
の
根
源
性

0

0

0

0

0

で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
若
し
問
わ
る
べ
き
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も
の
に
し
て
問
わ
れ
な
か
っ
た
り
、
ま
た
若
し
中
途
に
し
て
問
う
こ
と
が
や
め
ら
れ
た
り
す
る
よ
う
な
場
合
、
即

ち
問
が
十
分
に
根
源
的
で
な
い
場
合
、
科
学
の
発
展
は
望
ま
れ
る
こ
と
が
出
来
ぬ
。
と
こ
ろ
で
彼
等
の
問
を
し
て

根
源
的
な
ら
し
め
る
も
の
は
彼
等
の
存
在
の
限
界
状
況
で
あ
る
。

＊　
「
限
界
状
況
」
な
る
語
を
私
は K

. Jaspers, Psychologie der W
eltanschauungen 

か
ら
転
用
し
た
。

例
を
も
っ
て
こ
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
よ
う
。
死
は
人
間
の
存
在
そ
の
も
の
の
終
末
で
あ
り
、
そ
の
究
極
的
な

る
窮
迫
で
あ
る
。
人
間
は
物
質
の
み
で
生
き
る
も
の
で
な
い
と
云
わ
れ
る
。
如
何
に
も
彼
は
科
学
、
芸
術
の
如
き

精
神
的
諸
価
値
を
創
造
し
、
こ
れ
を
享
受
す
る
。
併
し
な
が
ら
死
に
於
て
、
物
質
的
な
彼
と
共
に
、
か
か
る
美
し

き
芸
術
を
享
受
し
、
か
か
る
尊
き
真
理
を
創
造
す
る
そ
の
彼
が
ま
た
、
彼
の
全
体
が
死
ぬ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ

か
ら
死
と
い
う
限
界
状
況
に
於
て
問
わ
れ
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
科
学
や
芸
術
に
於
け
る
所
謂
永
遠
な
も
の
と

雖
も
、
そ
れ
自
身
な
お
問
題
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
彼
の
生
産
せ
る
も
の
が
よ
し
永
遠
的
で
あ
る
と

し
て
も
、
か
か
る
永
遠
な
る
も
の
は
彼
の
時
間
的
消
滅
に
対
し
て
何
等
の
保
証
を
も
与
え
ぬ
で
あ
ろ
う
。
二
と
二

と
の
和
は
四
で
あ
る
、
と
い
う
命
題
は
、
変
る
こ
と
な
き
、
自
明
の
真
理
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
。
併
し
死
に
際
し

て
は
、
か
く
の
如
く
自
明
の
真
理
で
あ
る
も
の
も
彼
に
と
っ
て
何
等
の
慰
め
と
も
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
死
に
面
し

て
は
観
念
論
の
哲
学
も
意
味
を
も
た
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
の
前
提
で
あ
る
人
間
に
於
け
る
永
遠
な
、
神
的
な
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も
の
が
死
に
あ
っ
て
は
問
題
と
な
り
、
却
っ
て
人
間
が
永
遠
的
で
も
な
く
、
神
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
が
そ
の
底

か
ら
理
解
さ
れ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
理
想
主
義
も
意
味
を
も
た
ぬ
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の

と
き
一
人
の
者
が
善
で
あ
り
他
の
者
が
悪
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
意
味
を
失
い
、
寧
ろ
凡
て
の
者
が
悪
で
あ
る
と

さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
内
面
性
と
い
う
こ
と
も
意
味
を
も
た
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
単
に
物
質
的
な
人
間

ば
か
り
で
な
く
、
精
神
的
な
人
間
を
も
含
め
て
全
体
の
人
間
が
死
ん
で
ゆ
く
と
い
う
こ
と
が
ま
さ
に
問
題
な
の
で

あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
限
界
状
況
に
於
て
は
あ
ら
ゆ
る
こ
と
の
問
わ
れ
る
こ
と
が
可
能
に
さ
れ
る
。

一
切
は
揺
り
動
か
さ
れ
る
。
問
は
中
途
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
却
っ
て
一
の
答
は
た
だ
ち
に
他
の
問
に
移
っ
て

ゆ
く
。
そ
こ
に
於
て
問
は
根
源
的
で
あ
り
、
問
に
対
す
る
絶
対
的
な
自
由
が
与
え
ら
れ
る
。
か
く
の
如
き
限
界
状

況
に
於
け
る
問
の
態
度
を
、
若
し
神
学
的
な
響
の
あ
る
言
葉
を
用
い
る
こ
と
を
厭
わ
な
い
な
ら
ば
、
我
々
は
「
終

末
観
的
立
場
」（eschatologischer Standpunkt
）
と
も
呼
ぶ
こ
と
が
出
来
よ
う
。
こ
の
立
場
こ
そ
最
も
具
体
的
で

あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
こ
で
は
例
え
ば
、
人
間
の
精
神
の
み
が
、
或
い
は
彼
の
身
体
の
み
が
、
問
題
に
な
る
の
で

な
く
、
却
っ
て
人
間
の
現
実
的
な
存
在
そ
の
も
の
の
全
体
が
問
題
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
心
理
主
義
、

論
理
主
義
な
ど
い
う
立
場
の
如
何
な
る
も
の
も
、
こ
れ
に
比
し
て
は
凡
て
一
面
的
で
あ
り
、
抽
象
的
で
あ
り
、
な

お
問
題
を
残
す
も
の
と
見
ら
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
終
末
観
的
立
場
の
他
の
ひ
と
つ
の
重
要
な
特
色
は
、
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そ
こ
で
は
根
本
に
於
て
未
来
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
於
て
問
は
そ
の
根
本
に
於
て

悉
く
未
来
へ
の
関
係
か
ら
問
わ
れ
る
。
未
来
が
絶
対
的
な
力
と
し
て
現
在
に
は
た
ら
き
か
け
る
。
そ
れ
だ
か
ら
終

末
観
は
終
末
観
的
希
望
を
伴
う
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
未
来
が
根
本
的
な
問
題
に
な
っ
て
い
な
い
限
り
、
現
在
は
本

来
の
意
味
に
於
け
る
終
末
と
し
て
は
意
識
さ
れ
な
い
。
併
し
ま
た
未
来
が
現
在
の
単
な
る
連
続
で
あ
る
と
見
ら
れ

て
い
る
限
り
、
現
在
は
限
界
状
況
と
し
て
意
識
さ
れ
な
い
。
終
末
は
未
来
が
現
在
の
飛
躍
で
あ
る
と
こ
ろ
に
の
み

終
末
と
し
て
現
実
的
に
あ
る
。
更
に
ま
た
未
来
が
た
だ
未
来
と
し
て
の
み
問
題
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
限
界

状
況
は
な
い
。
か
く
て
終
末
観
的
立
場
に
あ
っ
て
は
、
未
来
が
根
本
的
な
問
題
で
あ
り
な
が
ら
、
し
か
も
現
在
が

ま
さ
に
限
界
状
況
と
し
て
絶
対
的
な
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
矛
盾
は
現
実
存
在
そ
の
も
の
の
有
す

る
弁
証
法
的
構
造
に
由
来
す
る
。
そ
れ
は
こ
の
弁
証
法
的
構
造
の
含
む
内
在
と
超
越
と
い
う
矛
盾
的
な
る
も
の
の

他
の
ひ
と
つ
の
現
れ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
弁
証
法
的
な
も
の
は
限
界
状
況
に
お
か
れ
る
も
の
で
あ
る
、
と
云
わ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
限
界
状
況
に
あ
る
も
の
は
、
ま
さ
に
自
己
の
お
か
れ
て
い
る
状
況
の
故
に
、
必
然
的

に
観
想
的
で
な
く
、
実
践
的
で
あ
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
併
る
に
実
践
に
於
け
る
発
展
こ
そ
科
学
の
発
展
を
可
能
な

ら
し
め
る
現
実
的
な
条
件
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
意
味
に
於
て
も
ま
た
人
間
の
存
在
の
お
か
れ
る
限
界
状
況
は
科
学

の
発
展
の
根
源
と
な
る
の
で
あ
る
。
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こ
こ
に
我
々
は
限
界
状
況
な
る
概
念
を
個
人
的
に
、
非
歴
史
的
な
意
味
か
ら
解
放
し
て
、
社
会
的
、
歴
史
的
地

盤
に
移
そ
う
。
一
般
に
「
状
況
」（Situation

）
ま
た
は
「
状
態
」（Lage

）
と
い
う
範
疇
は
具
体
的
な
思
惟
に
と

っ
て
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
歴
史
の
進
行
の
過
程
に
於
て
一
定
の
社
会
階
級
が
限
界
状
況
に
お
か
れ
る

こ
と
が
あ
る
。
絶
対
的
な
窮
迫
が
こ
の
階
級
の
存
在
の
仕
方
を
特
色
付
け
る
。
こ
の
と
き
こ
の
階
級
は
科
学
を
発

展
さ
せ
る
可
能
性
の
担
い
手
と
な
り
得
る
。
な
ぜ
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
恰
も
限
界
状
況
に
あ
る
階
級
と
し
て
問

を
根
源
的
な
ら
し
め
得
る
た
め
で
あ
る
。
他
の
階
級
が
問
を
中
途
で
打
ち
切
る
と
き
、
そ
れ
は
更
に
進
ん
で
問
わ

ざ
る
を
得
な
い
。
問
の
仕
方
の
一
面
性
と
抽
象
性
と
を
脱
し
て
、
こ
の
階
級
は
か
く
て
全
体
的
に
、
具
体
的
に
問

う
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
こ
の
階
級
に
と
っ
て
は
現
在
が
そ
の
固
有
な
意
味
に
於
て
絶
対
的
な
問
題
と
な
ら
ざ
る
を

得
な
い
故
に
、
且
つ
こ
の
階
級
は
飽
く
ま
で
実
践
的
で
あ
ら
ざ
る
を
得
な
い
故
に
、
そ
の
問
は
決
し
て
非
現
実
で

あ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
如
何
に
し
て
科
学
の
発
展
は
可
能
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
第
一
の
点
は
こ

こ
に
示
さ
れ
た
と
思
う
。

第
二
の
点
に
つ
い
て
は
、
我
々
は
如
何
な
る
目
的
の
た
め
の
も
の
が
科
学
の
発
展
を
可
能
に
す
る
か
と
い
う
問

を
提
起
し
て
お
い
た
。
我
々
は
答
え
る
、
先
ず
人
間
の
存
在
0

0

を
発
展
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
、
そ
し
て

次
に
こ
の
目
的
が
自
由
0

0

で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
。
限
界
状
況
に
あ
る
階
級
は
そ
の
一
切
の
活
動
を
、
従
っ
て
科
学
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的
生
産
の
活
動
を
も
、
一
の
絶
対
的
な
る
目
的
、
即
ち
彼
の
存
在
そ
の
も
の
の
発
展
の
た
め
に
集
中
す
る
こ
と
を

余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。
併
る
に
存
在
そ
の
も
の
の
変
革
と
い
う
実
践
的
な
目
的
を
含
む
と
こ
ろ
の
科
学
は
、
現

実
的
客
観
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
存
在
そ
の
も
の
を
支
配
す
る
法
則
が
客
観
的
現
実
的
に
認
識
さ
れ
て
い
な
い

な
ら
ば
、
こ
れ
を
変
革
す
る
と
い
う
目
的
は
実
現
さ
れ
難
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
の
み
で
な
く
科
学
も
人
間
の
存

在
の
存
在
の
仕
方
の
ひ
と
つ
に
ほ
か
な
ら
ぬ
か
ら
、
科
学
の
発
展
と
い
う
こ
と
も
こ
の
存
在
の
仕
方
そ
の
も
の
に

於
け
る
発
展
な
く
し
て
は
根
本
的
に
は
あ
り
得
な
い
と
云
わ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
従
っ
て
人
間
の
存
在
の
存
在

の
仕
方
を
実
践
的
に
変
革
し
よ
う
と
す
る
こ
の
階
級
は
、
ま
た
恰
も
こ
の
目
的
の
た
め
に
科
学
の
発
展
を
可
能
に

す
る
も
の
で
あ
る
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
固
よ
り
ど
の
よ
う
な
科
学
と
雖
も
何
等
か
の
意
味
で
人
間
の
存

在
の
た
め
の
も
の
で
あ
ろ
う
。併
し
科
学
も
ま
た
ま
さ
に
彼
等
の
存
在
の
ひ
と
つ
の
存
在
の
仕
方
で
あ
る
が
故
に
、

彼
の
存
在
に
於
け
る
制
限
は
ま
た
お
の
ず
か
ら
彼
等
の
科
学
に
於
け
る
制
限
と
な
る
。
そ
こ
で
科
学
を
発
展
さ
せ

る
者
は
、
自
己
の
存
在
の
目
的
が
自
由
な
る
者
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
こ
に
自
由
と
い
う
の
は
、
一
切
の
社
会

的
現
実
か
ら
遠
く
離
れ
て
大
気
の
稀
薄
な
高
所
に
自
由
に
浮
游
し
て
、
公
平
で
あ
る
―
―
か
く
の
如
き
は
唯
し
か

粧
わ
れ
、
幻
想
さ
れ
る
の
み
で
あ
っ
て
、
現
実
的
に
は
不
可
能
で
あ
る
―
―
と
い
う
こ
と
で
な
く
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の

考
え
た
よ
う
に
、
主
観
的
な
も
の
が
客
観
的
な
も
の
に
一
致
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
自
己
の
主
観
的
な
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目
的
が
客
観
的
な
も
の
の
発
展
過
程
に
必
然
的
に
合
致
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
の
み
現
実
的
な
自
由
は
あ
る
。
社
会

の
運
動
の
一
般
的
方
向
に
特
殊
な
階
級
の
特
殊
な
利
害
関
係
が
適
合
し
、
相
応
し
て
い
る
場
合
、
自
由
は
こ
の
階

級
に
属
す
る
。
そ
し
て
自
由
な
る
者
に
し
て
初
め
て
認
識
に
成
功
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
蓋
し
社
会
的
存
在
は
絶

え
ざ
る
変
化
の
う
ち
に
あ
る
。
就
中
社
会
の
基
本
的
要
素
た
る
生
産
諸
関
係
は
何
等
固
定
し
た
も
の
で
な
く
、
却

っ
て
つ
ね
に
転
化
し
つ
つ
あ
る
も
の
で
あ
る
。
運
動
し
発
展
す
る
も
の
を
、
運
動
し
発
展
す
る
も
の
と
し
て
把
握

す
る
認
識
は
、
適
合
せ
る
認
識
の
仕
方
と
し
て
、
少
な
く
と
も
よ
り
真
な
る
認
識
で
あ
り
得
る
条
件
を
具
え
て
い

る
。
社
会
的
存
在
に
つ
い
て
充
全
な
る
認
識
に
到
達
す
る
の
見
込
は
、
社
会
的
発
展
に
対
し
て
肯
定
的
に
向
う
と

こ
ろ
の
人
々
に
と
っ
て
特
に
大
き
い
の
に
相
違
な
い
。
そ
の
見
込
は
、
社
会
的
変
化
を
承
認
す
る
こ
と
を
拒
む
と

こ
ろ
の
人
々
に
と
っ
て
は
少
な
い
筈
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
人
々
は
社
会
的
生
活
の
流
の
一
定
の
点
に
立
ち
停
り
、

そ
れ
の
更
に
進
ん
だ
運
動
を
否
定
し
、
否
認
し
、
若
く
は
非
難
し
、
排
斥
し
よ
う
と
す
る
。
併
る
に
或
る
人
が
社

会
的
発
展
を
肯
定
す
る
か
そ
れ
と
も
否
定
す
る
か
、
従
っ
て
そ
れ
を
認
識
す
る
か
そ
れ
と
も
誤
認
す
る
か
は
、
そ

の
人
間
の
社
会
的
特
殊
性
に
依
存
す
る
。
こ
の
点
か
ら
眺
め
ら
れ
る
限
り
、
マ
ッ
ク
ス
・
ア
ド
ラ
ー
の
如
き
が
ブ

ル
ジ
ョ
ア
的
科
学
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
科
学
と
を
区
別
す
る
表
徴
と
し
て
、「
静
止
的
」（stationär

）
と
「
進
化
的
」

（evolutionistisch

）
と
を
挙
げ
て
い
る
の
も
間
違
っ
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
ブ
ハ
ー
リ
ン
が
科
学
の
階
級
的
特
殊
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性
を
現
す
言
葉
と
し
て
「
非
歴
史
的
見
地
」
と
「
歴
史
的
見
地
」
と
を
用
い
て
い
る
の
も
こ
れ
に
相
応
す
る
。
蓋

し
生
産
諸
関
係
の
変
化
は
一
切
の
社
会
階
級
を
一
様
に
利
益
す
る
わ
け
で
な
く
、
却
っ
て
そ
の
一
を
向
上
さ
せ
、

そ
し
て
他
を
そ
の
従
来
の
特
権
的
地
位
か
ら
突
き
落
す
。
か
く
て
社
会
の
動
態
に
対
し
て
人
間
が
如
何
な
る
態
度

を
取
る
か
の
問
題
は
、
第
一
次
的
に
は
純
粋
な
認
識
の
問
題
で
は
な
く
、
却
っ
て
或
る
一
定
の
階
級
の
現
実
的
な

利
害
関
係
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
社
会
的
な
問
題
で
あ
る
の
で
あ
る
。
認
識
の
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
条
件
を
な

す
と
こ
ろ
の
人
間
の
存
在
に
於
け
る
自
由
は
彼
等
の
特
殊
的
な
目
的
と
客
観
的
な
事
態
と
が
一
致
す
る
場
合
に
存

す
る
の
で
あ
る
が
、
か
く
の
如
き
条
件
は
、
こ
の
社
会
に
於
て
自
己
の
存
在
の
変
化
を
意
欲
せ
ざ
る
を
得
な
い
階

級
に
於
て
、
そ
れ
の
変
化
の
な
き
こ
と
を
意
欲
せ
ざ
る
を
得
ぬ
階
級
に
於
て
よ
り
も
、
一
層
よ
く
満
足
さ
せ
ら
れ

て
い
る
筈
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
社
会
の
変
化
、
発
展
と
い
う
こ
と
は
客
観
的
な
事
態
な
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
第
二
の
点
も
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
思
う
。

そ
こ
で
な
お
一
般
的
に
次
の
如
く
云
わ
れ
得
る
。
人
間
の
社
会
的
生
活
の
全
体
を
自
己
の
う
ち
へ
引
き
入
れ
る

と
こ
ろ
の
絶
え
ざ
る
流
は
、
単
に
社
会
層
を
変
化
さ
せ
る
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
個
々
の
社
会
群
が
特
に
認
識
の

0

0

0

主
体
で
あ
る
と
こ
ろ
の
可
能
性
を
も
変
化
さ
せ
る
。
一
定
の
編
制
を
有
す
る
社
会
構
造
の
内
部
に
於
て
認
識
の
た

め
の
最
も
有
利
な
諸
条
件
は
、
こ
の
社
会
に
於
て
支
配
し
つ
つ
あ
る
層
に
と
っ
て
は
、
変
化
の
流
が
見
た
と
こ
ろ
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固
定
的
に
存
在
す
る
秩
序
―
―
静
止
も
ま
た
究
極
は
た
だ
極
度
に
緩
慢
に
さ
れ
た
運
動
で
あ
る
―
―
を
そ
れ
の
根

本
要
素
に
解
体
し
始
め
、
か
く
し
て
そ
れ
の
歴
史
的
消
滅
的
性
質
を
明
ら
か
に
現
さ
せ
る
に
至
る
ま
で
、
存
在
す

る
。
解
体
に
先
立
つ
こ
の
時
期
に
あ
っ
て
は
、
支
配
階
級
の
代
表
者
乃
至
代
弁
者
に
と
っ
て
彼
等
の
思
想
を
最
高

度
に
於
て
事
実
に
適
合
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
併
る
に
解
体
が
行
わ
れ
始
め
る
と
、
現
実
と
認
識
と
の
間

の
乖
離
は
こ
の
階
級
に
於
て
絶
え
ず
大
き
く
な
り
、
か
く
し
て
不
可
知
論
、
懐
疑
論
乃
至
は
相
対
主
義
の
諸
思
想

が
生
み
出
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
と
共
に
認
識
主
体
た
る
の
役
割
は
従
来
の
支
配
階
級
を
離
れ
て
新
興
の
階
級
に

移
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
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自
然
科
学
の
社
会
的
規
定
性

一

あ
ら
ゆ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
何
等
か
の
仕
方
に
於
て
こ
の
も
の
の
生
産
者
た
ち
の
社
会
的
規
定
を
み
ず
か
ら
の

う
ち
に
反
映
す
る
。
こ
れ
は
ひ
と
つ
の
根
本
命
題
で
あ
る
。
こ
の
根
本
命
題
を
、
芸
術
で
あ
れ
、
科
学
で
あ
れ
、

凡
て
の
種
類
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
一
切
に
於
て
提
示
し
、
解
明
す
る
こ
と
が
我
々
の
仕
事
で
あ
る
。
こ
の
仕
事
は

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
領
域
の
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
に
応
じ
て
、難
易
の
程
度
の
差
を
も
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。

そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
我
々
の
社
会
的
実
践
的
生
活
と
直
接
の
現
実
性
に
於
て
密
接
に
関
係
し
て
い
る
場
合
、
従

っ
て
そ
れ
の
い
わ
ゆ
る
「
主
観
性
」
が
顕
で
あ
る
場
合
、
例
え
ば
道
徳
の
如
き
場
合
に
於
て
は
、
我
々
の
仕
事
は

比
較
的
容
易
で
あ
ろ
う
。
併
る
に
芸
術
の
如
く
、人
間
の
歴
史
的
社
会
的
生
活
と
現
実
的
に
交
渉
す
る
こ
と
な
く
、

却
っ
て
い
わ
ゆ
る
「
仮
象
性
」
を
そ
の
本
質
と
す
る
か
の
よ
う
に
見
ら
れ
得
る
も
の
に
あ
っ
て
は
そ
れ
は
一
層
困

難
で
あ
る
ら
し
く
思
わ
れ
る
。
こ
の
仕
事
の
最
も
困
難
に
感
ぜ
ら
れ
る
の
は
、
そ
の
も
の
自
体
の
内
面
的
な
る
性

質
と
し
て
、
か
の
「
客
観
性
」
ま
た
は
普
遍
妥
当
性
を
要
求
す
る
と
こ
ろ
の
学
問
に
於
け
る
場
合
で
あ
ろ
う＊

。
し
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か
も
こ
の
と
き
に
も
程
度
の
差
が
区
別
さ
れ
る
。
人
間
の
現
実
的
な
生
活
と
直
接
に
結
び
付
く
の
を
つ
ね
と
す
る

人
生
観
或
い
は
世
界
観
を
含
む
と
こ
ろ
の
哲
学
に
於
て
は
容
易
で
あ
る
。
社
会
科
学
に
あ
っ
て
も
さ
ま
で
困
難
で

な
い＊
＊。

自
然
科
学
に
至
っ
て
は
、
そ
れ
は
更
に
更
に
困
難
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
最
初
に
掲
げ
た
根
本
命
題

は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
あ
ら
ゆ
る
種
類
に
於
て
隈
な
く
指
示
さ
れ
、
闡
明
さ
れ
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
如
何
な
る

種
類
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
も
こ
の
根
本
命
題
の
支
配
の
外
に
立
つ
こ
と
を
許
さ
れ
得
な
い
。
か
く
て
人
間
社
会
の
全

体
の
構
造
の
「
土
台
」
そ
の
も
の
に
関
係
す
る
経
済
学
と
雖
も
そ
こ
に
於
て
例
外
を
な
さ
な
い
よ
う
に
、
自
然
科

学
も
ま
た
、
そ
れ
が
如
何
に
特
殊
の
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
人
間
の
生
産
物
の
一
で
あ
り
、
ひ
と
つ
の
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
で
あ
る
限
り
、
そ
れ
は
必
然
的
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
一
般
に
関
す
る
根
本
命
題
の
制
約
を
、
何
等
か
の
仕
方
で
、

何
等
か
の
程
度
に
於
て
、
受
け
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
の
こ
の
小
さ
い
覚
書
は
特
に
こ
の
こ
と
を

明
ら
か
に
す
る
た
め
の
準
備
と
し
て
記
し
て
お
か
れ
る
も
の
で
あ
る＊
＊
＊。そ

れ
が
な
お
今
後
の
一
層
広
汎
な
る
研
究
、

殊
に
科
学
史
の
研
究
を
俟
っ
て
訂
正
さ
れ
、
修
補
さ
る
べ
き
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。

＊　

道
徳
、
芸
術
、
学
問
を
か
く
の
如
く
特
性
付
け
る
の
は
、
た
だ
差
当
っ
て
の
規
定
の
意
味
し
か
も
た
な
い
。
我
々

は
も
と
よ
り
カ
ン
ト
学
派
の
如
き
が
道
徳
や
芸
術
に
つ
い
て
も
学
問
と
同
じ
よ
う
に
「
客
観
性
」
を
要
求
し
て
い

る
の
を
知
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
そ
の
場
合
に
も
、
道
徳
に
於
て
は
主
観
的
意
志
の
、
芸
術
に
あ
っ
て
は
美
的
仮
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象
の
客
観
性
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

＊
＊　

社
会
科
学
に
関
し
て
は
拙
著
『
社
会
科
学
の
予
備
概
念
』
一
三
〇
―
一
三
二
頁
〔
本
巻
二
二
五
―
二
二
七
頁
〕

参
照
【「
科
学
批
判
の
課
題
」「
か
く
て
現
代
哲
学
の
課
題
」
以
下
】。

＊
＊
＊　

同
じ
問
題
は
自
然
科
学
、
社
会
科
学
の
如
き
い
わ
ゆ
る
「
実
質
的
科
学
」
に
対
し
て
「
形
式
的
科
学
」
と
称

せ
ら
れ
る
数
学
、
論
理
学
の
如
き
に
つ
い
て
も
提
出
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

こ
の
仕
事
を
開
始
す
る
に
際
し
て
、
そ
の
差
当
り
の
手
懸
を
何
処
に
求
め
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
困
難

な
も
の
で
あ
る
だ
け
、
予
め
十
分
に
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
事
柄
で
あ
ろ
う
。
ブ
ハ
ー
リ
ン
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
学

派
の
経
済
学
の
理
論
的
特
性
の
根
源
を
追
求
し
て
そ
れ
を
金
利
生
活
者
の
社
会
心
理
的
規
定
の
う
ち
に
発
見
し
、

か
か
る
も
の
と
し
て
そ
の
階
級
性
を
暴
露
す
る
に
あ
た
っ
て
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。「
彼
の
社
会
的
存
在

か
ら
直
接
に
生
れ
出
る
金
利
生
活
者
の
社
会
的
意
識
の
諸
特
徴
は
、
ま
た
彼
の
意
識
の
最
高
の
発
展
段
階
た
る
彼

の
科
学
的
思
惟
に
影
響
す
る
。
心
理
は
つ
ね
に
論
理
に
と
っ
て
基
礎
を
な
し
、
感
情
や
気
分
は
一
般
的
な
考
え
方

を
、
そ
こ
か
ら
し
て
現
実
が
観
察
さ
れ
、
論
理
的
に
加
工
さ
れ
る
観
点
を
、
規
定
す
る
。
時
と
し
て
、
し
か
も
或

る
理
論
の
個
々
の
孤
離
さ
れ
た
命
題
の
甚
だ
立
入
っ
た
分
析
に
も
拘
ら
ず
、
そ
れ
の
社
会
的
下
層
建
築
を
露
に
す

る
に
成
功
し
な
い
に
し
て
も
、
こ
の
下
層
建
築
は
こ
れ
に
反
し
て
、
与
え
ら
れ
た
理
論
的
体
系
の
他
か
ら
区
別
さ
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れ
る
表
徴
、そ
れ
の
一
般
的
な
見
地
が
挙
げ
示
さ
れ
る
や
否
や
、つ
ね
に
明
瞭
に
現
れ
て
来
る
。
し
か
る
と
き
各
々

の
個
々
の
命
題
は
新
し
き
意
味
を
獲
る
、
そ
れ
は
或
る
階
級
の
、
或
る
社
会
群
の
生
活
経
験
を
包
括
す
る
全
体
の

鏈く
さ
りの

必
然
な
る
一
環
と
な
る
」＊

即
ち
我
々
は
、
一
定
の
科
学
の
個
々
の
命
題
の
分
析
を
も
っ
て
始
め
る
よ
り
も
、

寧
ろ
そ
れ
の
「
一
般
的
な
考
え
方
」、「
一
般
的
な
見
地
」、「
他
か
ら
区
別
さ
れ
る
表
徴
」、
一
言
で
い
え
ば
そ
の

科
学
の
イ
デ
ー
の
究
明
か
ら
出
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
層
容
易
に
我
々
の
目
的
に
近
づ
き
得
る
で
あ
ろ
う
。

否
、
如
何
に
自
然
科
学
の
社
会
的
規
定
性
が
明
ら
か
に
さ
れ
よ
う
と
も
、
そ
の
個
々
の
命
題
ま
で
が
そ
れ
自
体
と

し
て
悉
く
か
か
る
規
定
性
を
反
映
し
て
い
る
も
の
と
し
て
示
さ
れ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
社
会
的
に
制
約

さ
れ
て
い
る
の
は
な
に
よ
り
も
科
学
の
イ
デ
ー
で
あ
る
。
併
る
に
一
定
の
科
学
に
於
て
、
そ
れ
が
本
来
科
学
的
で

あ
り
、
従
っ
て
体
系
的
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
の
個
々
の
命
題
は
実
に
こ
の
一
般
的
な
イ
デ
ー
に
よ
っ
て
つ
ね
に

初
め
て
そ
の
具
体
的
な
意
義
を
規
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
が
大
切
な
の
で
あ
る
。
自
然
科
学
に
於
て
か
く

の
如
き
一
般
的
な
考
え
方
ま
た
は
見
地
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、A

tom
istik 

や Teleologie 

或
い
は D

ialektik 

な
ど

が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

＊　

N
. B

ucharin, D
ie politische O

ekonom
ie des R

entners, SS. 24, 25.
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私
は
先
ず
ひ
と
つ
の
例
、
し
か
も
そ
の
極
め
て
顕
著
な
も
の
に
つ
い
て
語
ろ
う
。
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ダ
ー
ウ
ィ
ン

が
彼
の
ビ
ー
グ
ル
号
航
海
の
最
初
の
報
告
を
出
版
し
た
と
き
、
彼
は
な
お
種
の
不
変
性
の
見
解
を
と
っ
て
い
た
の

で
あ
る
。
併
る
に
、
こ
の
旅
行
記
の
第
一
版
（
千
八
百
三
十
九
年
）
と
第
二
版
（
千
八
百
四
十
五
年
）
と
の
間
に

は
ひ
と
つ
の
本
質
的
な
差
異
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
間
に
彼
は
た
ま
た
ま
、
そ
の
当
時
イ
ギ
リ
ス
並
び
に
大
陸
に

於
て
広
く
伝
播
さ
れ
て
い
た
マ
ル
サ
ス
の『
人
口
論
』を
読
み
、こ
れ
が
彼
に
大
い
な
る
印
象
を
与
え
る
に
至
っ
た
。

彼
は
そ
の
自
叙
伝
の
中
に
こ
う
書
い
て
い
る
。「
私
は
偶
々
慰
み
に
、
マ
ル
サ
ス
の
人
口
論
を
読
ん
だ
が
、
動
植

物
の
習
性
に
関
し
て
、
永
い
間
続
け
て
来
た
観
察
の
結
果
と
し
て
、
所
在
に
行
わ
れ
て
い
る
生
存
の
た
め
の
闘
争

を
認
め
る
素
地
が
出
来
て
い
た
の
で
、忽
ち
、か
く
の
如
き
事
情
の
下
に
於
て
は
、好
都
合
な
る
変
異
は
保
存
さ
れ
、

不
都
合
な
る
も
の
は
滅
ぼ
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
を
思
い
浮
ん
だ
。
こ
の
こ
と
の
結
果
は
、
即
ち
新
し
い
種
の

形
成
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
茲
に
至
っ
て
、自
分
は
、終
に
、拠
っ
て
も
っ
て
仕
事
す
べ
き
一
学
説
に
到
達
し
た＊
（H

ere 

then I had at last got a theory by w
hich to w

ork.
）。」こ
の
読
書
の
新
鮮
な
印
象
の
も
と
に
彼
は（
千
八
百
四
十
四

年
）
か
の
多
く
の
年
の
後
に
初
め
て
公
刊
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
有
機
的
存
在
の
変
異
に
関
す
る
論
説
を
書
い
た
。
こ

れ
は
彼
の
全
学
説
の
基
礎
を
含
む
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
彼
は
あ
か
ら
さ
ま
に
マ
ル
サ
ス
の
人
口
論
に
論
及
し
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五
〇
一

て
い
る
。
食
糧
と
種
の
増
加
と
の
間
に
於
け
る
永
久
の
不
調
和
、「
生
存
の
た
め
の
闘
争
」
な
ど
の
観
念
は
彼
が

マ
ル
サ
ス
に
負
う
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
彼
の
主
著
に
於
て
も
ま
た
彼
は
直
接
に
マ
ル
サ
ス
と
そ
の
学
説
と
に

溯
っ
て
い
る
。「
そ
れ
は
強
め
ら
れ
た
力
を
も
っ
て
動
植
物
の
全
王
国
に
適
用
さ
れ
た
マ
ル
サ
ス
説
で
あ
る
。」
生

物
の
幾
何
学
的
増
加
の
思
想
、
並
び
に
二
十
五
年
間
に
於
け
る
そ
れ
の
倍
加
と
い
う
主
張
に
至
る
ま
で
、
彼
は
そ

れ
を
マ
ル
サ
ス
か
ら
取
り
入
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
我
々
は
、
近
代
の
生
物
学
は
マ
ル
サ
ス
と
経
済
学
な

し
に
は
考
え
ら
れ
得
な
い
、
と
さ
え
云
う
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

＊　

小
泉
丹
氏
訳
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ダ
ー
ウ
ィ
ン
（
岩
波
文
庫
版
）
八
二
頁
、
参
照
。

エ
ン
ゲ
ル
ス
は
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
進
化
論
を
も
っ
て
近
代
自
然
科
学
に
於
け
る
三
大
発
見
の
う
ち
の
「
第
三
の
大

発
見
」
と
見
做
し
て
い
る
。
―
―
そ
の
第
一
の
も
の
は
細
胞
の
発
見
、
第
二
の
も
の
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
転
化
の
発

見
で
あ
る
。
―
―
彼
が
こ
の
学
説
に
如
何
に
関
心
を
寄
せ
て
い
た
か
は
、
彼
が
『
種
の
起
源
』（
千
八
百
五
十
九

年
十
一
月
二
十
四
日
発
行
）
を
そ
れ
の
公
に
さ
れ
た
数
日
後
に
既
に
読
ん
で
い
た
、
と
い
う
事
実
か
ら
も
窺
わ
れ

得
る
。
マ
ル
ク
ス
に
つ
い
て
は
、
彼
は
、
千
八
百
六
十
年
に
は
カ
ー
ル
・
フ
ォ
ク
ト
と
の
論
争
に
従
事
し
て
い
た

の
で
、
こ
の
年
の
末
に
な
っ
て
漸
く
ダ
ー
ウ
ィ
ン
を
手
に
し
た
。＊

併
る
に
六
十
二
年
六
月
十
八
日
附
の
エ
ン
ゲ
ル

ス
へ
の
彼
の
書
簡
の
う
ち
に
我
々
は
次
の
如
き
言
葉
を
読
む＊
＊。「

再
び
眼
を
通
し
た
ダ
ー
ウ
ィ
ン
に
つ
い
て
は
、
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私
に
は
、彼
が
『
マ
ル
サ
ス
の
』
説
を
植
物
や
動
物
に
も
0

0

適
用
す
る
と
云
い
、恰
も
マ
ル
サ
ス
氏
に
あ
っ
て
洒
落
が
、

そ
の
説
は
植
物
や
動
物
に
で
な
く
0

0

却
っ
て
た
だ
人
間
に
―
―
幾
何
学
的
累
進
を
も
っ
て
―
―
植
物
や
動
物
と
は
反

対
に
適
用
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
に
存
し
な
い
か
の
よ
う
に
云
っ
て
い
る
の
が
面
白
く
思
わ
れ
る
。
如
何
に
ダ
ー

ウ
ィ
ン
が
動
物
や
植
物
の
間
に
彼
の
イ
ギ
リ
ス
社
会
を
、
そ
の
分
業
、
競
争
、
新
市
場
の
開
拓
、『
発
明
』
及
び

マ
ル
サ
ス
の
謂
う
『
生
存
の
た
め
の
闘
争
』
を
再
認
し
て
い
る
か
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
ホ
ッ
ブ

ス
の bellum

 om
nium

 contra om
nes 

【
万
人
の
万
人
に
対
す
る
闘
争
】
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
は
フ
ェ
ノ
メ
ノ
ロ
ギ

ー
に
於
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
を
想
い
起
さ
せ
る
、
こ
こ
で
は
市
民
的
社
会
は
『
精
神
的
動
物
界
』
と
し
て
像
ど
ら
れ
て

お
り
、
こ
れ
に
反
し
て
ダ
ー
ウ
ィ
ン
に
あ
っ
て
は
動
物
界
は
市
民
的
社
会
と
し
て
像
ど
ら
れ
て
い
る
。」
マ
ル
ク

ス
の
こ
の
陳
述
は
後
に
は
エ
ン
ゲ
ル
ス
に
よ
っ
て
文
字
通
り
に
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
我
々
は
マ
ル
ク
ス
主
義
の

創
始
者
た
ち
が
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
進
化
論
の
う
ち
に
イ
ギ
リ
ス
社
会
の
反
映
、
若
く
は
こ
の
反
映
と
し
て
の
マ
ル
サ

ス
経
済
学
の
反
映
を
再
認
識
し
た
の
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
。

＊　

V
gl. D

. R
jazanov, Einleitung in die Engels’ “D

ialektik und N
atur” (M

arx-Engels A
rchiv, II. B

d., S. 124.).

＊

＊　

B
riefw

echsel zw
ischen Engels und M

arx, H
rsg. v. B

ebel u. B
ernstein, D

ritter B
and, S. 70.

【D
er 

Briefw
echsel zw

ischen Friedrich Engels und K
arl M

arx, 1844 bis 1883

】
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五
〇
三

資
本
主
義
経
済
並
び
に
社
会
の
最
も
著
し
い
特
徴
を
な
す
も
の
は
自
由
競
争
で
あ
る
。
既
に
十
七
世
紀
に
於

て
、
初
め
て
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
権
力
を
将
来
す
べ
き
で
あ
っ
た
イ
ギ
リ
ス
革
命
の
間
に
、
ホ
ッ
ブ
ス
は
鋭
敏
に

さ
れ
た
反
対
者
の
感
覚
を
も
っ
て
、
こ
の
こ
と
を
認
識
し
た
。
彼
は
政
府
の
権
能
の
強
大
化
に
対
す
る
彼
の
要
求

を
、
人
間
は
本
性
上
「
一
切
人
対
一
切
人
の
闘
争
」
へ
の
、
従
っ
て
無
政
府
状
態
へ
の
傾
向
を
有
し
、
か
か
る
状

態
を
停
止
さ
せ
得
る
も
の
は
ひ
と
り
た
だ
強
力
な
る
政
府
で
あ
る
、
と
い
う
思
想
を
も
っ
て
支
持
し
た
。
即
ち
彼

は
生
長
し
つ
つ
あ
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
う
ち
に
と
く
に
現
れ
た
か
の
特
徴
を
見
、
こ
れ
を
人
類
一
般
の
本
性
と

し
て
前
提
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
彼
の
理
論
を
打
ち
建
て
た
の
で
あ
る
。
併
し
な
が
ら
そ
の
当
時
自
由
競
争
は
な
お

経
済
的
社
会
的
生
活
の
専
横
な
る
支
配
者
で
な
か
っ
た
。
市
場
を
支
配
し
て
い
た
の
は
な
お
主
と
し
て
生
産
で
あ

っ
た
。
ベ
テ
ィ
よ
り
ス
ミ
ス
に
至
る
イ
ギ
リ
ス
の
経
済
学
者
た
ち
が
、経
済
生
活
の
根
本
法
則
た
る
価
値
法
則
を
、

生
産
に
よ
っ
て
、
競
争
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
規
定
さ
れ
た
も
の
と
し
て
認
識
し
た
の
は
、
こ
の
事
実
に
基
づ
く

で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
既
に
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
あ
っ
て
経
済
学
的
思
惟
の
二
つ
の
方
向
は
交
錯
し
て
お
り
、
そ

れ
が
後
に
は
一
層
尖
鋭
に
対
立
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
リ
カ
ー
ド
は
価
値
を
労
働
に
帰
し
、
そ
し
て
競
争
に
よ
っ

て
は
唯
生
産
の
法
則
が
遂
行
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
示
し
た
。
マ
ル
サ
ス
は
こ
れ
に
反
し
て
全
経
済
を
自
由

競
争
の
見
地
の
も
と
に
眺
め
る
。
彼
に
と
っ
て
は
需
要
供
給
が
商
品
価
値
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
彼
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五
〇
四

は
ま
た
そ
の
他
の
経
済
的
諸
範
疇
の
説
明
に
あ
た
っ
て
も
何
よ
り
自
由
競
争
の
原
理
を
導
き
入
れ
た
。
彼
の
比
喩

に
よ
れ
ば
、
生
活
の
食
卓
に
於
て
は
そ
こ
へ
押
し
寄
せ
て
来
る
凡
て
の
人
の
た
め
に
用
意
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で

な
い
。
そ
れ
だ
か
ら
ひ
と
つ
の
席
を
占
め
る
に
成
功
し
な
か
っ
た
者
は
食
わ
ず
に
出
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の

よ
う
な
学
説
が
ブ
ル
ジ
ョ
ア
意
識
の
間
に
大
い
な
る
共
鳴
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
た
の
は
、
そ
れ
が
資
本
主
義
的

経
済
組
織
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
弊
害
を
一
の
不
変
な
る
自
然
法
則
に
帰
し
得
る
よ
う
に
見
え
、
従
っ
て
労
働

大
衆
の
進
出
の
た
め
の
あ
ら
ゆ
る
試
み
を
笑
う
べ
き
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
し
て
嘲
り
得
る
か
の
如
く
見
え
た
が
故
で
あ

っ
た
。
そ
れ
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
考
え
方
、
資
本
主
義
制
度
の
自
然
法
則
性

0

0

0

0

0

に
対
す
る
、
わ
け
て
も
自
由
競
争

0

0

0

0

の

万
能
に
対
す
る
信
仰
に
相
応
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
全
ブ
ル
ジ
ョ
ア
生
活
を
支

配
し
た
。
と
こ
ろ
で
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
天
才
的
な
仕
事
は
、
こ
の
自
由
競
争
の
原
理
を
今
や
ま
た
種
の
起
源
と
い
う

自
然
科
学
的
な
問
題
の
解
決
の
た
め
に
導
き
入
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
彼
の
進
化
論
に
於
け
る
自
然
陶
汰
の
原
理

は
自
由
競
争
の
原
理
の
自
然
科
学
的
な
る
表
現
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ダ
ー
ウ
ィ
ン
は
競
争
の
原
理
、
生
存
の
た
め

の
闘
争
の
思
想
を
生
物
学
に
適
用
し
た
最
初
の
人
で
は
な
か
っ
た
。
彼
自
身
の
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
ド
ゥ
・
カ

ン
ド
ル
、
ラ
イ
エ
ル
及
び
ハ
ー
バ
ー
ド
が
既
に
彼
に
先
立
っ
て
そ
の
こ
と
を
な
し
た
。
併
し
そ
の
原
理
を
特
に
種

の
変
異
の
説
明
の
た
め
に
採
用
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
新
し
い
、
彼
の
天
才
的
な
思
想
に
属
す
る
。
ダ
ー
ウ
ィ
ン
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五
〇
五

は
種
の
変
化
の
説
を
出
し
た
最
初
の
人
で
も
な
か
っ
た
。
彼
の
主
著
の
発
表
以
前
ま
さ
に
五
十
年
の
昔
に
ラ
マ
ル

ク
が
そ
れ
を
最
も
詳
細
に
説
い
て
い
る
。
ダ
ー
ウ
ィ
ン
自
身
が
『
種
の
起
源
』
の
中
で
種
の
変
化
を
信
じ
た
者
と

し
て
三
十
四
人
の
著
者
を
算
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
併
し
た
だ
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
著
作
の
み
が
生
物
学
の
革
命
を
齎

ら
す
こ
と
が
出
来
た
。
こ
の
成
功
は
固
よ
り
彼
の
理
論
が
驚
く
べ
く
豊
富
な
事
実
の
材
料
の
上
に
支
え
ら
れ
て
い

る
こ
と
等
に
よ
る
け
れ
ど
も
、
併
し
そ
れ
が
か
く
も
偉
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
、
反
響
を
惹
き
起
し
た
の
は
、
ひ
と

つ
に
は
主
と
し
て
、
彼
が
そ
の
説
明
の
根
拠
と
し
て
、
そ
れ
の
効
果
の
日
常
の
経
験
か
ら
し
て
各
人
に
熟
知
さ
れ

て
い
た
と
こ
ろ
の
、
自
由
競
争
の
要
素
を
取
り
入
れ
た
と
い
う
こ
と
に
も
基
づ
く
で
あ
ろ
う
。
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
前

に
種
の
変
化
を
信
じ
た
自
然
研
究
者
た
ち
の
多
く
の
者
は
こ
の
変
化
を
齎
ら
す
べ
き
力
を
挙
げ
る
こ
と
を
し
な
か

っ
た
。
ラ
マ
ル
ク
は
こ
の
も
の
に
説
き
及
び
は
し
た
が
、
そ
こ
に
は
な
お
心
理
学
的
乃
至
形
而
上
学
的
見
方
が
含

ま
れ
て
い
た
。
併
る
に
ダ
ー
ウ
ィ
ン
に
於
け
る
競
争
の
原
理
は
誰
の
眼
に
も
明
ら
か
で
あ
り
、
何
等
の
超
自
然
的

な
も
の
も
そ
こ
に
存
し
な
い
。
人
間
を
支
配
す
る
こ
の
原
理
は
ま
た
自
然
科
学
の
領
域
に
あ
っ
て
も
そ
の
力
を
現

す
べ
き
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
社
会
の
機
械
的
説
明
を
可
能
に
す
る
自
由
競
争
の
原
理
は
、
自
然
の
機
械
的
説
明

の
た
め
に
勝
利
を
与
え
る
か
の
如
く
で
あ
る
。
併
し
な
が
ら
我
々
は
そ
こ
に
同
時
に
ダ
ー
ウ
ィ
ン
説
の
限
界
を
も

お
の
ず
か
ら
予
見
せ
ず
に
は
い
ら
れ
ぬ
の
で
な
か
ろ
う
か
。
有
機
的
自
然
の
変
化
の
説
明
原
理
と
し
て
の
機
械
的
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五
〇
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陶
汰
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
の
う
ち
に
行
わ
れ
る
自
由
競
争
の
適
用
で
あ
っ
た
。
併
る
に
自
由
競
争
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア

経
済
の
内
部
に
於
て
次
第
に
他
の
も
の
に
移
る
べ
く
余
儀
な
く
さ
れ
て
ゆ
き
つ
つ
あ
る
。
経
済
学
は
新
し
い
原
理

を
捉
え
ざ
る
を
得
な
い
し
、
ま
た
そ
れ
を
捉
え
得
る
よ
う
に
な
る
。
か
く
の
如
き
推
移
に
相
応
し
て
、
種
の
変
異

の
説
明
も
ま
た
新
し
い
原
理
、
新
し
い
説
明
の
仕
方
を
要
求
さ
れ
る
に
到
る
で
あ
ろ
う
。
ひ
と
は
新
ラ
マ
ル
ク
説

を
も
っ
て
か
か
る
も
の
と
見
做
そ
う
と
も
し
て
い
る
の
で
あ
る
。＊

＊　

V
gl. G

ustav Eckstein, D
er K

am
pf um

s D
asein (M

arxism
us und N

aturw
issenschaft, H

rsg. v. O
. Jenssen, 

B
erlin, 1925.).

い
ず
れ
に
せ
よ
、
自
然
科
学
が
そ
の
見
方
を
社
会
科
学
か
ら
持
っ
て
来
る
と
い
う
こ
と
は
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
陶

汰
説
が
最
初
の
場
合
で
も
な
く
、
ま
た
最
後
の
場
合
で
も
な
い
。
そ
れ
は
意
識
的
ま
た
は
無
意
識
的
に
始
終
行
わ

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
研
究
者
が
い
つ
も
そ
れ
を
意
識
し
て
い
る
の
で
な
い
と
い
う
こ
と
は
決
し
て
こ
の
聯

関
の
事
実
の
否
定
と
は
な
り
得
な
い
。＊

我
々
は
こ
の
事
実
の
承
認
の
上
に
立
っ
て
、
そ
の
意
味
の
究
明
を
心
掛
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

＊　

G
eorges Sorel, D

e l’utilité du pragm
atism

e, 1921. Franz Eulenburg, G
esellschaft und N

atur, 1905. 

等
を
参

照
。
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七

三

自
然
科
学
に
於
け
る
一
般
的
な
見
地
乃
至
考
え
方
は
社
会
科
学
の
側
か
ら
導
き
込
ま
れ
る
と
い
う
命
題
は
、
多

く
の
点
で
厳
密
に
且
つ
詳
細
に
規
定
さ
れ
て
来
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
何
よ
り
も
社
会
科
学
が
、
科
学
0

0

と
し
て

0

0

0

、
自
然
科
学
に
対
し
て
優
位
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
主
張
す
る
も
の
で
は
な
い
。
却
っ
て
こ
の
命
題
の

本
来
の
意
味
は
歴
史
的
な
る
社
会
の
存
在
0

0

が
自
然
に
つ
い
て
の
解
釈
の
仕
方

0

0

0

0

0

を
規
定
す
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。

従
っ
て
そ
れ
は
最
初
に
掲
げ
て
お
い
た
か
の
根
本
命
題
の
ひ
と
つ
の
特
殊
な
場
合
の
意
味
に
理
解
さ
る
べ
き
で
あ

る
。
我
々
は
社
会
的
な
も
の
の
優
位

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
を
、
根
源
的
に
は
、
存
在
が
意
識
を
規
定
す
る
と
い
う
意
味
に

於
て
主
張
し
よ
う
と
思
う
。
か
く
て
社
会
的
存
在
は
先
ず
直
接
に
且
つ
明
瞭
に
社
会
科
学
の
う
ち
に
反
映
さ
れ
、

こ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
媒
介
0

0

を
通
じ
て
、
ま
た
自
然
科
学
の
う
ち
に
自
己
を
反
映
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
が
極
め
て

自
然
的
に
行
わ
れ
る
。
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
の
自
由
競
争
は
先
ず
マ
ル
サ
ス
の
経
済
学
に
於
て
表
現
に
達
し
、
こ
の

も
の
を
媒
介
と
し
て
、
そ
れ
は
ま
た
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
生
物
学
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
う
ち
に
自
己
を
表
現
さ
せ
る
に

到
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
社
会
的
存
在
が
自
然
科
学
的
意
識
を
規
定
す
る
に
あ
た
っ
て
、
社
会
科
学
が
自
然
的
に
媒

介
者
と
な
る
と
い
う
意
味
に
於
て
の
み
、
社
会
科
学
は
理
論
の
系
譜
学
的
見
地
に
於
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

自
然
科
学
に
対
し
て
優
位
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に
立
っ
て
い
る
と
見
做
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
固
よ
り
斯
く
の
如
き
意
味
に
於
け
る
優
位
は
決
し
て
決
定
的
で

は
あ
り
得
な
い
。
決
定
的
な
の
は
い
つ
で
も
社
会
的
存
在
が
社
会
的
意
識
―
―
こ
の
と
き
自
然
科
学
そ
の
も
の
も

ま
た
ひ
と
つ
の
社
会
的
意
識
と
し
て
解
さ
れ
る
―
―
を
規
定
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
自
然
科
学
が

社
会
科
学
の
媒
介
に
よ
る
こ
と
な
く
し
て
し
か
も
社
会
的
存
在
の
規
定
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
は
十
分
屡
々
起
る

こ
と
が
出
来
る
。尤
も
こ
の
よ
う
な
場
合
と
雖
も
社
会
的
存
在
が
直
接
に
自
然
科
学
を
規
定
し
て
い
る
の
で
な
く
、

却
っ
て
な
お
そ
こ
に
は
媒
介
者
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
と
き
媒
介
者
と
な
っ
て
い
る
の
は
ま
さ
に
ア
ン
ト
ロ
ポ

ロ
ギ
ー
で
あ
る
。
―
―
ブ
ハ
ー
リ
ン
は
社
会
心
理
が
論
理
を
規
定
す
る
と
云
っ
た
が
、
私
の
謂
う
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ

ギ
ー
と
は
こ
の
社
会
心
理
の
概
念
を
一
層
哲
学
的
に
深
め
た
も
の
と
も
見
ら
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
―
―
併
る
に
ア

ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
は
そ
の
本
性
上
な
お
顕
な
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
は
な
い
が
故
に
、
そ
の
よ
う
な
場
合
そ
こ
に
は

何
等
の
媒
介
も
存
在
せ
ぬ
か
の
如
き
外
観
が
現
れ
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
の
媒
介
な

し
に
社
会
的
存
在
は
如
何
な
る
場
合
と
雖
も
み
ず
か
ら
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
う
ち
に
表
現
す
る
こ
と
は
不
可
能
で

あ
る
。

私
は
理
論
の
系
譜
学
の
見
地
に
於
て
社
会
科
学
は
自
然
的
に
自
然
科
学
に
対
し
て
優
位
を
占
め
る
と
云
う
。
併

し
な
が
ら
か
く
の
如
き
主
張
は
ま
さ
に
事
実
に
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
我
々
は
最
も
多
く
の
場
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五
〇
九

合
却
っ
て
反
対
に
社
会
科
学
が
そ
の
根
本
概
念
及
び
根
本
原
理
を
自
然
科
学
の
う
ち
に
求
め
て
い
る
の
を
知
っ
て

い
る
。こ
の
こ
と
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。そ
れ
に
つ
い
て
私
は
他
の
箇
所
で
次
の
よ
う
に
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。「
分

業
、
自
由
競
争
、
聯
合
な
ど
と
い
う
が
如
き
経
済
学
に
於
て
作
り
出
さ
れ
た
諸
概
念
は
、
生
物
学
の
中
へ
輸
入
さ

れ
て
そ
こ
で
多
く
の
実
を
結
ぶ
も
の
と
し
て
自
己
を
証
し
た
。
斯
く
の
如
き
概
念
は
、
そ
れ
が
ひ
と
た
び
生
物
学

の
領
域
へ
導
き
入
れ
ら
れ
る
や
否
や
、
固
よ
り
こ
の
領
域
に
於
け
る
現
象
は
人
間
及
び
歴
史
に
関
す
る
現
象
よ
り

も
一
層
単
純
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
於
て
運
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
層
明
確
な
る
規
定
に
到
達
す
る
こ
と
が

出
来
る
。
そ
し
て
斯
く
明
確
に
な
っ
た
概
念
は
、
再
び
歴
史
的
諸
科
学
の
中
へ
そ
れ
の
手
引
と
し
て
逆
輸
入
さ
れ

る
。
こ
の
場
合
そ
の
概
念
は
斯
く
の
如
く
に
し
て
明
確
に
形
造
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
元
々
人
間
及
び

歴
史
の
世
界
の
中
で
生
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
て
、
恰
も
生
物
学
か
ら
全
く
新
た
に
借
り
て
来
ら
れ

る
か
の
如
き
外
観
を
呈
す
る
こ
と
が
普
通
で
あ
る
。」＊

こ
の
よ
う
に
し
て
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
自
然
陶
汰
説
は
根
源
的

に
は
経
済
学
の
範
囲
に
於
て
生
れ
た
原
理
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
こ
と
は
洞
察
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
若
く
は

忘
却
さ
れ
て
し
ま
っ
て
、
却
っ
て
彼
の
学
説
に
よ
っ
て
社
会
科
学
的
思
想
を
基
礎
付
け
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
の
、

い
わ
ゆ
る
ダ
ー
ウ
ィ
ン
主
義
の
社
会
科
学
が
一
時
流
行
を
な
す
に
到
っ
た
の
で
あ
る＊
＊。
こ
れ
ら
の
事
情
を
察
す
る

と
き
、
我
々
は
、
近
代
に
於
て
屡
々
行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
自
然
科
学
を
絶
対
確
実
な
る
認
識
と
見
做
し
、



観
念
形
態
論

五
一
〇

そ
の
基
礎
の
上
に
社
会
科
学
を
お
こ
う
と
す
る
傾
向
に
対
し
て
、
十
分
に
警
戒
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
が
お
の
ず
か

ら
明
ら
か
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
蓋
し
自
然
科
学
に
於
け
る
一
般
的
な
見
方
そ
の
も
の
は
社
会
的
存
在
の
う
ち
か
ら

生
れ
、
従
っ
て
歴
史
的
社
会
的
制
約
を
、
そ
れ
故
に
ま
た
階
級
性
を
も
担
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
だ
か
ら
ひ
と
は
寧
ろ
自
然
科
学
的
諸
原
理
を
そ
れ
の
誕
生
の
地
盤
、
即
ち
社
会
的
な
る
、
歴
史
的
な
る
生
活

に
ま
で
還
元
し
、
そ
れ
の
歴
史
的
社
会
的
制
約
を
吟
味
す
る
よ
う
に
最
も
多
く
の
場
合
要
求
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
な
お
一
層
進
ん
で
考
え
る
な
ら
ば
、
社
会
科
学
を
自
然
科
学
に
よ
っ
て
基
礎
付
け
よ
う
と
す
る
要
求
そ
の
も

の
が
既
に
歴
史
的
社
会
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
歴
史
的
に
は
そ
れ
は
主
と
し
て
近
代
の
こ
と
に
属
す
る
。
こ
の

要
求
は
、
人
間
を
自
然
の
一
部
分
と
見
做
す
と
こ
ろ
の
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
が
生
れ
た
後
に
、
そ
の
ア
ン
ト
ロ
ポ

ロ
ギ
ー
の
上
に
於
て
初
め
て
、
自
然
的
で
あ
り
、
必
然
的
で
あ
り
、
絶
対
的
で
さ
え
あ
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の

よ
う
な
人
間
学
が
初
め
て
自
然
科
学
の
社
会
科
学
に
対
す
る
観
念
形
態
論
上
の
優
位

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
定
め
る
の
で
あ
る
。
併
る

に
人
間
学
の
こ
の
形
態
は
そ
れ
自
身
一
定
の
社
会
的
存
在
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
生
れ
る
。
そ
れ
故
に
こ
の
場
合

自
然
科
学
に
優
位
を
賦
与
す
る
も
の
は
究
極
は
社
会
的
存
在
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
否
、
近
代
に
於
け
る
自
然
科
学

の
誕
生
と
発
達
そ
の
も
の
で
さ
え
も
が
社
会
的
存
在
の
一
定
の
発
展
形
態
に
依
存
し
て
い
る
。

＊　

拙
著
『
唯
物
史
観
と
現
代
の
意
識
』
九
六
、九
七
頁
〔
本
巻
一
〇
〇
頁
〕
参
照
【「
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
と
マ
ル
キ
シ
ズ
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一

ム
の
哲
学
」】。

＊
＊　

千
八
百
六
十
年
十
二
月
十
九
日
附
の
エ
ン
ゲ
ル
ス
に
宛
て
た
手
紙
の
中
で
マ
ル
ク
ス
は
云
っ
て
い
る
。「
た
と

い
粗
雑
な
イ
ギ
リ
ス
風
に
展
開
さ
れ
て
い
る
に
せ
よ
、
こ
れ
（
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
書
）
は
我
々
の
見
解
に
と
っ
て
自

然
史
的
基
礎
を
含
ん
で
い
る
書
物
で
あ
る
。」
マ
ル
ク
ス
は
ま
た
こ
の
書
物
の
こ
と
を
ラ
ッ
サ
ー
ル
に
注
意
し
、
そ

し
て
彼
に
向
っ
て
千
八
百
六
十
一
年
一
月
十
六
日
に
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。「
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
書
物
は
甚
だ

重
要
で
あ
り
、
私
に
と
っ
て
歴
史
的
な
階
級
闘
争
の
自
然
科
学
的
基
礎
と
し
て
適
合
す
る
。
組
雑
な
イ
ギ
リ
ス
風

の
展
開
の
仕
方
は
言
う
ま
で
も
な
く
我
慢
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
あ
ら
ゆ
る
欠
陥
に
も
拘
ら
ず
こ
こ
に
初
め
て
自
然

科
学
に
於
け
る
『
目
的
論
』
に
対
し
て
致
命
的
な
打
撃
が
加
え
ら
れ
た
ば
か
り
で
な
く
、
寧
ろ
そ
れ
の
合
理
的
な

意
味
が
経
験
的
に
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。」
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
方
法
は
機
械
論
的
で
あ
っ
た
、
そ
こ
で
彼
は
自
然
科
学

に
於
け
る
目
的
論
に
打
ち
勝
つ
こ
と
が
出
来
た
。
併
し
な
が
ら
彼
の
説
い
た
進
化
ま
た
は
発
展
と
い
う
こ
と
は
単

な
る
メ
ハ
ニ
ス
ム
ス
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
尽
さ
れ
る
も
の
で
な
い
。
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
テ
レ
オ

ロ
ギ
ー
を
そ
の
神
秘
的
な
姿
か
ら
解
放
し
て
、そ
れ
の
「
合
理
的
な
意
味
」
を
把
握
す
る
こ
と
が
ま
た
必
要
で
あ
る
。

唯
物
弁
証
法
と
は
恰
も
斯
く
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
マ
ル
ク
ス
は
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
進
化
論
を
唯
物
弁
証

法
の
意
味
に
解
し
て
、
そ
こ
に
歴
史
的
な
る
階
級
闘
争
の
基
礎
を
見
出
し
得
る
と
信
じ
た
。
し
か
る
に
他
の
人
々
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五
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二

は
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
学
説
に
よ
っ
て
現
存
社
会
に
於
け
る
不
平
等
の
永
遠
化
に
自
然
法
則
的
な
根
拠
を
与
え
よ
う
と

し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
人
々
は
進
化
論
を
機
械
論
的
に
理
解
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
有
機
的
自
然

に
於
け
る
一
個
の
事
実
が
、
弁
証
法
的
若
く
は
機
械
論
的
に
解
釈
さ
れ
る
に
従
っ
て
、
全
く
違
っ
た
意
味
を
担
う

に
到
る
と
い
う
こ
と
は
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

か
く
て
各
々
の
時
代
に
於
け
る
社
会
は
、
そ
の
歴
史
的
特
殊
性
に
応
じ
て
、
自
然
の
科
学
的
解
釈
の
そ
れ
ぞ

れ
特
殊
な
る
イ
デ
ー
を
有
す
る
。
例
え
ば
、atom

istisch 

な
構
成
を
も
つ
社
会
で
は A

tom
istik 

の
イ
デ
ー
が
、 

organisch 

な
社
会
の
内
部
で
は Teleologie 

の
そ
れ
が
、
そ
し
て dialektisch 

な
構
造
を
含
む
社
会
に
於
て
は 

D
ialektik 

の
そ
れ
が
現
れ
る
で
あ
ろ
う
。
併
る
に
こ
の
よ
う
に
云
う
な
ら
ば
、
ひ
と
は
そ
れ
こ
そ
自
然
科
学
的
認

識
を
も
っ
て A

nthropom
orphism

us 【
擬
人
観
】
と
見
做
す
者
と
し
て
我
々
に
直
ち
に
反
対
す
る
に
相
違
な
い
。
そ

し
て
彼
は
、
プ
ラ
ン
ク
の
考
え
た
如
く
、
ま
さ
に
か
か
る
擬
人
説
か
ら
の
解
放
こ
そ
自
然
科
学
の
つ
ね
に
変
る
こ

と
な
き
イ
デ
ー
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
で
あ
ろ
う
。＊

こ
れ
に
対
し
て
我
々
は
如
何
に
答
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

た
と
い
擬
人
説
か
ら
の
解
放
が
自
然
科
学
に
と
っ
て
絶
対
唯
一
の
イ
デ
ー
で
あ
る
と
し
て
も
、
何
が
一
体
擬
人
説

と
見
做
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
は
決
し
て
一
義
的
に
定
め
ら
れ
得
る
こ
と
で
な
く
、
各
々
の
時
代
に
於
て
そ
れ
ぞ

れ
異
な
っ
て
い
る
。
有
機
体
の
思
想
が
そ
れ
で
あ
る
と
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
弁
証
法
の
思
想
が
そ
れ
で
あ
る
と
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さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
或
い
は
ま
た
機
械
論
が
か
か
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
ぞ
れ
の
歴
史
的
時
代
に
於
て
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
が
各
々
異
な
る
と
す
る
な
ら
ば
、
擬
人
説
と
し
て
科
学
的
認

識
か
ら
排
斥
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
も
ま
た
そ
れ
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
異
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
な
お
一
層
よ
く

考
え
て
み
れ
ば
、
擬
人
説
か
ら
の
解
放
を
も
っ
て
自
然
科
学
の
一
般
的
な
イ
デ
ー
と
し
て
建
て
る
思
想
そ
の
も
の

が
既
に
或
る
特
定
の
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
の
上
に
立
っ
て
い
る
こ
と
を
我
々
は
発
見
し
得
る
よ
う
で
あ
る
。
即
ち

そ
れ
は hom

o sapiens 

の
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
理
性
と
感
性
と
は
絶
対
的
に
異
な
る
も
の

で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
両
者
は
認
識
の
根
源
と
し
て
の
価
値
を
本
質
的
に
異
に
し
、
従
っ
て
自
然
科
学
に
あ
っ

て
も
感
覚
的
要
素
は
擬
人
的
な
も
の
、
言
い
換
え
れ
ば
主
観
的
な
も
の
と
し
て
遠
ざ
け
ら
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ

る
に
到
る
の
で
あ
る
。
こ
の
イ
デ
ー
は
人
間
の
本
質
を
も
っ
て
理
性
で
あ
る
と
解
釈
す
る
一
定
特
殊
な
る
ア
ン
ト

ロ
ポ
ロ
ギ
ー
と
根
源
的
に
つ
な
が
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る＊
＊。

併
し
な
が
ら
感
覚
が
主
観
的
で
あ
る
と
考
え
る
こ

と
は
一
の
ド
グ
マ
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
感
覚
を
単
に
心
理
的
な
も
の
と
見
做
す
た
め
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。

い
ま
感
覚
に
つ
い
て
の
従
来
の
認
識
論
的
な
見
方
を
棄
て
て
、
そ
れ
を
存
在
論
的
に
把
握
し
、
人
間
の
存
在
が
自

然
の
存
在
に
対
し
て
交
渉
す
る
存
在
論
的
な
関
係
と
し
て
理
解
す
る
な
ら
ば
、
感
覚
に
も
十
分
客
観
的
な
意
味
が

認
め
ら
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
擬
人
説
か
ら
の
解
放
と
い
う
一
般
的
な
イ
デ
ー
も
、
科
学
的
認
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識
は
一
般
に
客
観
的
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
単
に
他
の
言
葉
で
言
い
表
し
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ

る
。
併
る
に
一
定
の
認
識
が
果
た
し
て
客
観
的
で
あ
る
か
否
か
を
決
定
す
る
最
後
の
も
の
は
理
性
で
は
な
く
、
却

っ
て
人
間
の
感
性
的
な
る
、
社
会
的
な
る
実
践
で
あ
る
。
更
に
ま
た
擬
人
説
か
ら
の
解
放
の
イ
デ
ー
が
内
容
的
に

は
自
然
現
象
の
数
学
化
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
し
、
か
か
る
数
学
化
の
イ
デ
ー
こ
そ
不
変
的
な
も
の
で
あ
る
と
主

張
さ
れ
る
と
し
て
も
、
若
し
数
学
に
し
て
な
お
か
つ
社
会
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
如
何
な
る
方

向
に
数
学
化
の
イ
デ
ー
が
理
解
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
は
ま
た
お
の
ず
か
ら
社
会
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
筈
で
あ

ろ
う
。

＊　

プ
ラ
ン
ク
著
、
田
辺
元
博
士
訳
『
物
理
学
的
世
界
像
の
統
一
』
参
照
。

＊
＊　

前
掲
書
の
訳
者
小
引
の
中
で
田
辺
博
士
が
プ
ラ
ン
ク
の
思
想
に
つ
い
て
次
の
如
く
記
さ
れ
て
い
る
の
は
私
の
こ

の
解
釈
を
裏
書
す
る
こ
と
と
な
ろ
う
。「
そ
の
説
は
従
来
物
理
学
者
の
批
判
的
要
求
を
満
足
す
る
も
の
と
し
て
広
く

斯
界
に
行
わ
れ
た
マ
ッ
ハ
の
実
証
主
義
的
思
惟
経
済
説
に
反
対
し
て
、
物
理
学
に
は
そ
れ
に
固
有
の
認
識
目
的
が

あ
り
、
そ
れ
に
必
然
な
る
方
法
的
特
色
が
あ
る
こ
と
、
即
ち
一
定
の
ア
プ
リ
オ
ー
リ
た
る
指
導
原
理
が
こ
の
学
の

研
究
と
組
織
と
を
導
く
規
準
と
し
て
存
す
る
も
の
な
る
こ
と
を
説
き
、
斯
か
る
前
提
に
由
っ
て
漸
次
に
種
々
の
意

味
に
於
け
る
人
為
的
随
意
性
を
去
っ
て
、
統
一
的
な
る
物
理
学
的
世
界
像
の
理
想
に
近
づ
く
の
が
斯
学
発
展
の
意
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一
五

義
な
る
所
以
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。
斯
く
し
て
そ
の
趣
意
が
カ
ン
ト
派
の
先
験
的
構
成
主
義
に
一
致
す
る
こ

と
は
最
も
顕
著
な
る
事
実
で
あ
る
。
ナ
ト
ル
プ
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
、
リ
ッ
カ
ー
ト
、
バ
ウ
ホ
等
カ
ン
ト
派
の
認
識

論
者
が
、
何
れ
も
プ
ラ
ン
ク
の
説
を
引
用
し
て
自
説
の
有
力
な
る
助
け
と
し
て
居
る
の
も
こ
れ
が
為
め
に
外
な
ら

な
い
。」

尤
も
、
我
々
が
問
題
と
し
て
い
る
の
は
科
学
の
イ
デ
ー
で
あ
っ
て
、
こ
の
も
の
は
そ
こ
に
於
て
な
に
よ
り
も 

heuristisches Prinzip 

【
発
見
的
・
仮
説
形
成
原
理
】
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
従
っ
て
そ
れ
が
か
か
る
も
の
と
し

て
有
す
る
必
然
的
な
る
限
界
の
存
す
る
と
い
う
こ
と
は
つ
ね
に
忘
れ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
カ
ン
ト
は
特
に
テ

レ
オ
ロ
ギ
ー
を
も
っ
て heuristisches Prinzip 

と
見
做
し
、
そ
れ
を
ば
規
定
的
判
断
力
で
な
く
却
っ
て
反
省
的

判
断
力
に
属
せ
し
め
、
そ
れ
に konstitutiv  
【
構
成
的
】
な
意
味
を
拒
ん
だ
。
併
し
単
に
テ
レ
オ
ロ
ギ
ー
の
み
が 

heuristisch 

な
意
味
し
か
も
た
ぬ
の
で
は
な
い
。
或
る
意
味
で
は
メ
ハ
ニ
ス
ム
ス
も
ま
た
そ
う
で
あ
る
。
デ
ィ
ア

レ
ク
テ
ィ
ク
も
そ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
も
の
は
自
然
に
於
け
る
真
理
の
発
見
の
た
め
の
指
導
的
原
理
と
し
て
は

た
ら
く
。
人
間
は
こ
れ
ら
の
原
理
を
手
引
と
し
て
自
然
の
存
在
に
接
近
し
て
ゆ
く
。
固
よ
り
手
引
は
要
す
る
に
手

引
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
認
識
の
真
理
性
の
決
定
条
件
で
な
い
の
は
勿
論
で
あ
る
、
併
し
な
が
ら
同
時
に
如
何
な
る

研
究
、
観
察
、
実
験
も
何
等
の
イ
デ
ー
も
な
し
に
効
果
的
に
行
わ
れ
得
な
い
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
し
か
も
前
者
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六

を
高
調
す
る
た
め
に
、
後
者
は
屡
々
無
視
さ
れ
が
ち
に
な
っ
て
い
る
。
カ
ン
ト
は
そ
の
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
第

二
版
へ
の
序
文
の
中
で
、
ガ
リ
レ
イ
や
ト
リ
チ
ェ
リ
イ
、
シ
ュ
タ
ー
ル
な
ど
の
研
究
方
法
に
論
及
し
、
正
当
に
も

後
者
の
重
要
な
意
味
を
承
認
し
つ
つ
次
の
如
く
書
い
て
い
る
。「
彼
等
の
理
解
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
理
性
は

唯
理
性
自
身
が
自
己
の
計
画
に
従
っ
て
産
出
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
の
み
を
洞
見
す
る
、
理
性
は
恒
常
な
る
法
則
に

従
っ
て
の
自
己
の
判
断
の
原
理
を
も
っ
て
先
行
し
、
自
然
を
自
己
の
質
問
に
答
え
る
よ
う
に
強
制
し
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
、
反
対
に
自
然
の
み
か
ら
し
て
謂
わ
ば
ア
ン
ヨ
紐
で
ア
ン
ヨ
さ
せ
ら
れ
て
は
な
ら
ぬ
、
そ
う
で
な
く
て
何
等

予
め
立
て
ら
れ
た
る
計
画
な
し
に
な
さ
れ
た
偶
然
的
な
諸
観
察
は
決
し
て
一
の
必
然
的
な
法
則
に
於
て
つ
な
が
り

合
う
こ
と
な
く
、
し
か
も
か
か
る
必
然
的
な
法
則
こ
そ
は
理
性
の
求
め
且
つ
必
要
と
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る

か
ら
で
あ
る
。
理
性
は
、
そ
れ
に
従
っ
て
の
み
合
致
せ
る
現
象
が
法
則
と
し
て
妥
当
し
得
る
と
こ
ろ
の
自
己
の
原

理
を
片
手
に
持
ち
、
他
の
手
に
は
そ
の
原
理
に
従
っ
て
考
え
出
さ
れ
た
る
実
験
を
も
っ
て
自
然
に
向
わ
ね
ば
な
ら

ぬ
、
固
よ
り
自
然
か
ら
教
え
ら
れ
る
た
め
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
併
し
教
師
か
ら
な
ん
で
も
教
師
の
思
う
ま
ま
の

こ
と
を
述
べ
ら
れ
る
生
徒
の
資
格
に
於
て
で
は
な
く
、
却
っ
て
彼
が
提
出
す
る
質
問
に
対
し
て
答
弁
す
る
こ
と
を

証
人
に
強
い
る
と
こ
ろ
の
任
命
さ
れ
た
裁
判
官
の
資
格
に
於
て
で
あ
る
。
か
く
し
て
物
理
学
さ
え
も
そ
の
思
考
法

の
甚
だ
有
利
な
革
命
を
専
ら
ひ
と
つ
の
思
い
付
き
に
、
即
ち
、
理
性
が
自
然
か
ら
学
ば
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
、
そ
れ
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五
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七

に
つ
い
て
は
理
性
が
自
分
自
身
だ
け
で
は
何
事
も
知
ら
な
い
こ
と
を
、
理
性
自
身
が
自
然
の
中
へ
入
れ
た
も
の
に

則
っ
て
、
自
然
の
う
ち
に
求
め
る
（
自
然
に
対
し
て
捏
造
す
る
の
で
な
く
）
と
い
う
思
い
付
き
に
負
う
た
の
で
あ

る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
初
め
て
自
然
科
学
は
一
個
の
科
学
の
確
実
な
進
路
へ
も
ち
来
た
さ
れ
た
、
そ
れ
は
多
く
の
世

紀
に
亙
っ
て
単
な
る
暗
中
模
索
以
上
の
も
の
で
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。」＊

カ
ン
ト
は
自
然
科
学
の
研
究
の
過
程

を
分
析
し
、
こ
れ
を
彼
の
構
成
主
義
的
認
識
論
の
意
味
に
解
し
た
の
で
あ
る
が
、
か
く
の
如
き
哲
学
的
立
場
に
立

た
ず
と
も
、我
々
は
自
然
科
学
の
研
究
に
於
け
る
イ
デ
ー
の
重
要
性
を
十
分
に
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
う
。

＊　

K
ant, K

ritik der reinen Vernunft, B
. X

III, X
IV. 

天
野
貞
祐
氏
訳
、カ
ン
ト『
純
粋
理
性
批
判
』上
巻
二
七
、二
八
頁
。

併
る
に
か
く
の
如
く
自
然
の
存
在
へ
の
接
近
の
手
引
と
な
る
各
々
の
原
理
は
、
そ
れ
ぞ
れ
社
会
の
歴
史
的
な
る

形
態
と
一
定
の
聯
関
に
立
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
我
々
は
次
の
事
実
を
説
明
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
自
然
科

学
の
歴
史
に
於
て
そ
れ
の
諸
部
門
、
物
理
学
、
化
学
、
生
物
学
等
は
凡
て
平
行
し
て
一
様
に
発
達
し
て
い
る
の
で

は
な
い
。
或
る
時
代
に
は
或
る
特
定
の
部
門
が
、
他
の
時
代
に
は
他
の
特
定
の
部
門
が
、
特
に
顕
著
な
る
発
達
を

遂
げ
る
。
こ
れ
は
そ
の
時
代
の
社
会
的
存
在
に
相
応
し
て
現
れ
る
イ
デ
ー
が
そ
の
特
定
の
部
門
の
取
扱
う
対
象
の

領
域
に
対
し
て
特
に
勝
れ
て
適
合
し
て
お
り
、
従
っ
て
そ
の
イ
デ
ー
が
そ
こ
に
於
て
特
に
著
し
く
有
効
に
手
引
ま

た
は
指
導
的
原
理
と
し
て
役
立
ち
得
る
が
た
め
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
漸
次
に
、
各
々
の
イ
デ
ー
に
相
対
的
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に
、
自
然
の
全
存
在
に
於
て
各
々
の
真
理
契
機
が
発
見
さ
れ
て
ゆ
く
。
こ
れ
ら
各
々
の
真
理
契
機
の
全
体
の
綜
合

に
よ
っ
て
初
め
て
自
然
に
関
す
る
具
体
的
な
る
、
絶
対
的
な
る
真
理
は
到
達
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
故
に

自
然
科
学
の
発
達
は
、
一
個
の
先
験
的
な
る
イ
デ
ー
が
次
第
に
実
現
さ
れ
る
と
い
う
が
如
き
こ
と
を
意
味
す
る
の

で
な
く
、
却
っ
て
自
然
の
全
体
の
真
理
の
各
々
の
契
機
が
次
第
に
見
出
さ
れ
、
次
第
に
綜
合
さ
れ
て
ゆ
く
と
こ
ろ

に
存
在
す
る
。
こ
の
発
見
の
手
引
と
な
る
べ
き
イ
デ
ー
は
寧
ろ
社
会
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
社
会
的
存

在
に
於
け
る
発
展
な
し
に
は
自
然
科
学
の
発
達
も
あ
り
得
な
い
。
人
間
の
社
会
的
存
在
の
解
放
が
科
学
的
認
識
の

発
展
の
現
実
的
な
る
条
件
で
あ
る
。

四

さ
て
簡
単
な
が
ら
右
の
叙
述
を
辿
っ
て
来
た
後
に
、
我
々
は
マ
ル
ク
ス
主
義
の
自
然
科
学
に
対
す
る
関
係
を
正

当
に
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
思
う
。
そ
の
唯
物
史
観
に
よ
れ
ば
、
一
切
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
社
会
的
存
在
に

よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
が
故
に
、
自
然
科
学
も
ま
た
一
個
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
そ
れ
自
身
歴
史
的
社
会
的

に
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
マ
ル
ク
ス
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。「
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ

ハ
は
特
に
自
然
科
学
の
直
観
に
つ
い
て
語
り
、
彼
は
た
だ
物
理
学
者
や
化
学
者
の
眼
に
の
み
顕
に
な
る
秘
密
に
つ
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五
一
九

い
て
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
産
業
及
び
商
業
な
く
し
て
自
然
科
学
は
何
処
に
あ
ろ
う
。
こ
の
『
純
粋
な
』
自
然
科

学
で
さ
え
実
に
そ
の
目
的
並
び
に
そ
の
材
料
を
商
業
及
び
産
業
に
よ
っ
て
、
人
間
の
感
性
的
活
動
に
よ
っ
て
初
め

て
得
る
の
で
あ
る
。」
併
る
に
他
方
に
於
て
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
内
部
に
自
然
科
学
を
も
っ
て
確
実
な
基
礎
と

な
し
、
自
然
科
学
に
よ
っ
て
唯
物
史
観
を
基
礎
付
け
よ
う
と
す
る
ひ
と
つ
の
著
し
い
傾
向
が
存
在
す
る
。
こ
の
傾

向
こ
そ
は
併
し
な
が
ら
ま
さ
に
唯
物
史
観
の
さ
き
の
根
本
思
想
に
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
我
々

は
こ
の
矛
盾
を
マ
ル
ク
ス
主
義
の
た
め
に
如
何
に
解
決
す
べ
き
で
あ
る
の
か
。
そ
の
解
決
の
原
理
は
我
々
に
よ
っ

て
既
に
暗
示
さ
れ
て
い
る
。
社
会
科
学
の
基
礎
を
自
然
科
学
に
求
め
る
要
求
そ
の
も
の
が
特
定
の
、
即
ち
人
間
を

も
っ
て
自
然
の
一
部
分
と
見
做
す
と
こ
ろ
の
、
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
基
礎
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を

我
々
は
上
に
述
べ
て
お
い
た
。＊

マ
ル
ク
ス
主
義
は
実
に
か
く
の
如
き
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
を
含
ん
で
い
る
も
の
で

あ
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
エ
ン
ゲ
ル
ス
が
『
猿
の
人
間
へ
の
進
化
に
於
け
る
労
働
の
寄
与
』
と
い
う
論
文
の
中
で

甚
だ
明
晰
に
語
っ
て
い
る
。
人
間
の
存
在
に
し
て
、
如
何
に
特
殊
な
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
自
然
の
存
在
の
一
発

展
形
態
に
ほ
か
な
ら
ぬ
と
考
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
人
間
社
会
に
関
す
る
科
学
的
見
解
に
自
然
科
学
的
基
礎
を
与
え

よ
う
と
す
る
要
求
は
必
然
的
で
あ
り
、
理
由
の
あ
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
併
る
に
ひ
と
つ
の
ア
ン
ト
ロ
ポ

ロ
ギ
ー
は
根
源
的
に
は
社
会
的
存
在
の
ひ
と
つ
の
形
態
に
規
定
さ
れ
、
そ
れ
に
相
応
し
て
把
握
さ
れ
る
の
が
つ
ね
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五
二
〇

で
あ
る
。
若
し
か
く
の
如
く
見
る
こ
と
に
し
て
正
し
い
な
ら
ば
、
マ
ル
ク
ス
主
義
が
自
己
の
社
会
科
学
的
見
解
を

自
然
科
学
に
よ
っ
て
基
礎
付
け
よ
う
と
す
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
唯
物
史
観
の
根
本
的
な
考
え
方
に
何
等
矛
盾
す

る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る＊
＊。

＊　

ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
の
種
々
な
る
形
態
の
区
別
に
つ
い
て
は M

ax Scheler, M
ensch und G

eschichte, Zürich 

1929. 

が
多
少
と
も
参
考
に
な
ろ
う
。

＊
＊　

こ
の
論
述
に
よ
っ
て
拙
稿
、「
唯
物
論
と
そ
の
現
実
形
態
」（『
社
会
科
学
の
予
備
概
念
』）〔
本
巻
収
録
〕
に
於

け
る
説
明
の
補
わ
れ
る
こ
と
を
私
は
希
望
す
る
。
そ
こ
で
は
私
は
右
の
矛
盾
を
主
と
し
て
理
論
的
意
識
の
公
共
圏

0

0

0

の
概
念
に
よ
っ
て
解
決
し
よ
う
と
試
み
た
。

我
々
は
進
ん
で
自
然
の
弁
証
法
の
問
題
に
触
れ
よ
う
。
弁
証
法
は
マ
ル
ク
ス
主
義
の
内
部
に
於
て
最
初
に
は
社

会
の
弁
証
法
と
し
て
闡
明
さ
れ
た
。
そ
れ
は
最
初
に
は
社
会
の
弁
証
法
的
構
成
の
最
も
顕
著
に
な
っ
た
近
代
資
本

主
義
社
会
の
社
会
科
学
の
う
ち
に
於
け
る
反
映
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
併
る
に
弁
証
法
は
特
に
エ
ン

ゲ
ル
ス
に
よ
っ
て
、
ま
た
レ
ー
ニ
ン
に
よ
っ
て
、
社
会
科
学
の
中
か
ら
自
然
科
学
の
方
へ
移
し
入
れ
ら
れ
る
に
到

っ
た
。
そ
し
て
い
ま
は
却
っ
て
弁
証
法
的
な
る
自
然
科
学
に
よ
っ
て
弁
証
法
的
な
る
社
会
科
学
に
基
礎
を
与
え
よ

う
と
な
さ
れ
る
。
こ
れ
が
歴
史
的
進
行
の
秩
序
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
か
く
の
如
き
進
行
の
秩
序
は
科
学
の
歴
史
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五
二
一

に
於
て
決
し
て
孤
立
し
た
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
主
義
の
発
展
が
既
に

こ
の
よ
う
な
秩
序
に
従
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。
既
ち
【
即
ち
】
イ
ギ
リ
ス
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
の
原
理
で
あ
っ
た

自
由
競
争
は
先
ず
マ
ル
サ
ス
な
ど
の
経
済
学
の
う
ち
に
反
映
し
、
次
に
そ
こ
か
ら
ダ
ー
ウ
ィ
ン
に
よ
っ
て
自
然
科

学
の
中
へ
取
り
入
れ
ら
れ
、
そ
の
後
更
に
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
自
然
科
学
を
も
っ
て
社
会
科
学
的
理
論
を
基
礎
付
け
よ

う
と
す
る
幾
多
の
試
み
が
企
て
ら
れ
る
に
到
っ
た
。
併
る
に
こ
の
事
情
の
た
め
に
誰
も
ダ
ー
ウ
ィ
ン
を
非
難
す

る
こ
と
な
く
、
何
人
も
彼
の
自
然
科
学
上
の
業
績
の
価
値
を
否
認
す
る
こ
と
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
彼
は
科
学
の
根

本
的
方
法
た
る
事
実
の
観
察
に
よ
っ
て
彼
の
原
理
を
経
験
的
に
証
明
し
よ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
と
同

じ
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
科
学
が
弁
証
法
を
社
会
科
学
の
範
囲
か
ら
今
や
自
然
科
学
の
領
域
へ
移
し
込
も
う

と
す
る
の
を
見
て
、
如
何
な
る
者
も
そ
れ
を
笑
う
べ
き
こ
と
と
し
て
排
斥
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
マ
ル
ク
ス
主
義
者
は
先
験
的
構
成
主
義
の
立
場
に
立
つ
の
で
は
な
く
、
却
っ
て
ま
さ
に
唯
物
論
者

と
し
て
、
自
然
の
弁
証
法
を
事
実
の
観
察
、
観
測
、
実
験
に
よ
っ
て
経
験
的
に
証
明
す
る
こ
と
を
絶
え
ず
忘
れ
は

し
な
い
筈
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
若
し
ひ
と
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
仕
方
に
倣
っ
て
自
然
の
弁
証
法
的
過
程
を
先
験
的

に
構
成
し
よ
う
と
企
て
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
と
き
に
こ
そ
我
々
は
そ
れ
を
科
学
の
名
に
於
て
断
然
拒
否
す
べ
き

で
あ
る
。
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ク
は
他
の
以
前
の
諸
々
の
イ
デ
ー
と
少
な
く
と
も
同
等
の
権
利
を
も
っ
て
自
然
の 
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で
あ
り
得
る
わ
け
で
あ
る
。
今
後
自
然
科
学
は
弁
証
法
を
指
導
的
原
理
と
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
そ
の
研
究
に
於
て
恐
ら
く
今
日
誰
も
想
像
し
な
い
よ
う
な
発
展
を
遂
げ
得
る
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
そ
れ

を
手
引
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
従
来
の
自
然
科
学
の
イ
デ
ー
を
も
っ
て
は
明
ら
か
に
さ
れ
得
な
か
っ
た
自
然
の
存

在
に
於
け
る
真
理
の
諸
契
機
が
発
見
さ
れ
る
に
到
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。＊

そ
れ
故
に
若
し
ひ
と
が
自
然
の
弁
証

法
の
概
念
を
予
断
的
に
排
撃
し
よ
う
と
欲
す
る
な
ら
ば
、
彼
は
そ
の
こ
と
を
科
学
の
た
め
に
な
し
て
い
る
の
で
な

く
、
却
っ
て
一
定
の
階
級
の
た
め
に
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

＊　

マ
ル
ク
ス
は
彼
の
唯
物
史
観
の
か
の
定
式
を
ば
「
一
旦
こ
れ
を
得
た
後
は
、
私
の
研
究
の
手
引
（Leitfaden

）
と

し
て
役
立
っ
た
と
こ
ろ
の
一
般
的
結
論
」
と
云
っ
て
い
る
（『
経
済
学
批
判
』
の
序
）。
と
こ
ろ
で
一
般
に
唯
物
論

の
立
場
に
あ
っ
て
は
、
カ
ン
ト
学
派
に
於
け
る
が
如
き
「
構
成
的
範
疇
」（konstitutive K

ategorien

）
と
「
反
省
的

範
疇
」（reflexive K

ategorien

）
と
い
う
よ
う
な
範
疇
の
区
別
は
設
け
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
私
は
極
め
て
粗
略
な
が
ら
一
二
の
こ
と
を
注
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
我
々
は
自
然
科
学
の
一
般

的
諸
原
理
が
社
会
的
に
規
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
来
た
。
こ
れ
に
対
し
て
批
判
主
義
者
た
ち
は
次
の
よ

う
に
反
対
す
る
で
あ
ろ
う
。
た
と
い
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
要
す
る
に
科
学
的
認
識
に
つ

い
て
の
発
生
的
な

0

0

0

0

見
方
で
あ
っ
て
、併
る
に
こ
の
も
の
は
科
学
的
認
識
の
権
利
の
問
題
と
は
全
く
無
関
係
で
あ
る
。
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併
し
な
が
ら
、
惟
う
に
、「
発
生
的
」
と
い
う
言
葉
は
厳
密
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
批
判
主
義
者
た
ち
は

そ
れ
を
主
と
し
て
心
理
発
生
的
と
い
う
意
味
に
と
り
、
そ
う
で
な
く
て
そ
れ
が
歴
史
的
と
い
う
意
味
に
解
さ
れ
る

場
合
に
も
な
お
彼
等
は
こ
の
も
の
を
主
観
的
な
も
の
と
見
做
し
て
い
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
即
ち
彼
等
は
彼
等
の

認
識
論
的
偏
見
の
上
に
立
っ
て
発
生
的
と
い
う
こ
と
の
意
味
を
定
め
て
、
こ
れ
を
攻
撃
す
る
。
け
れ
ど
も
発
生
的

は
必
ず
し
も
心
理
的
乃
至
主
観
的
と
等
し
く
は
な
い
の
で
あ
る
。
我
々
は
寧
ろ
そ
の
よ
う
な
認
識
論
的
偏
見
を
離

れ
て
発
生
的
の
概
念
を
規
定
す
る
。
第
一
に
、
我
々
の
見
方
は
心
理
的
で
な
く
、
人
間
学
的
で
あ
る
。
我
々
は
単

に
心
理
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
な
く
、
人
間
の
全
存
在
の
具
体
的
な
存
在
の
仕
方
に
関
係
し
て
論
じ
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
し
て
更
に
我
々
の
見
地
か
ら
云
う
な
ら
ば
、
心
理
学
そ
の
も
の
と
雖
も
そ
の
根
柢
に
於
て
既
に
或
る

一
定
の
人
間
学
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
、
そ
の
上
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
我
々
の
見
方
は
歴
史
的
で

あ
る
が
、
歴
史
的
と
い
う
と
き
、
既
に
他
の
箇
所
で
述
べ
て
お
い
た
如
く
、
我
々
は
最
も
客
観
的
な
も
の
を
意
味

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
く
現
実
的
歴
史
的
に
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
普
通
に
は
そ
の
対
象
を
歴
史
的
な
も

の
と
し
て
取
扱
わ
ず
、
寧
ろ
こ
の
歴
史
性
を
抽
象
し
て
し
ま
う
と
こ
ろ
の
心
理
的
発
生
的
な
見
方
に
我
々
は
対
立

す
る
。
従
っ
て
第
三
に
、
歴
史
の
後
の
諸
段
階
に
現
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
も
の
を
、
凡
て
一
様
に
最
も
原
始
的
な
も

の
の
う
ち
に
還
元
0

0

し
て
眺
め
る
こ
と
を
も
っ
て
発
生
的
な
見
方
で
あ
る
と
す
る
立
場
は
、
固
よ
り
我
々
の
も
の
で
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は
な
い
。
我
々
は
却
っ
て
事
物
を
そ
れ
ぞ
れ
に
固
有
な
歴
史
的
発
展
の
段
階
に
関
係
さ
せ
て
、
そ
の
根
源
の
特
殊

性
と
の
関
係
に
於
て
解
明
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
一
言
で
云
え
ば
、
我
々
の
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
の
は

科
学
の
存
在
論
的
な
関
係
で
あ
っ
て
、
こ
の
も
の
は
十
分
に
客
観
的
で
あ
り
得
る
で
あ
ろ
う
。

次
に
我
々
の
見
解
に
対
し
て
、
そ
れ
が
究
極
は
ま
た
自
然
を
観
念
的
な
も
の
に
し
て
し
ま
い
は
し
な
い
か
と
い

う
懸
念
が
起
り
得
る
。
こ
の
懸
念
を
除
く
た
め
に
は
自
然
の
二
つ
の
概
念
を
区
別
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
レ

ー
ニ
ン
は
既
に
物
質
の
概
念
を
究
明
す
る
に
あ
た
っ
て
、
哲
学
的
範
疇
と
し
て
の
物
質
と
自
然
科
学
的
範
疇
と
し

て
の
物
質
と
を
区
別
し
て
い
る
。＊

彼
は
後
者
を
「
物
質
の
構
造
」
と
称
す
る
。
物
質
の
構
造
は
時
代
に
よ
っ
て
異

な
っ
て
把
握
さ
れ
る
、
十
八
世
紀
に
於
て
は
分
子
構
造
と
し
て
、
十
九
世
紀
に
於
て
は
原
子
構
造
と
し
て
、
二
十

世
紀
に
於
て
は
電
子
構
造
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
が
如
き
で
あ
る
。自
然
科
学
者
が
物
質
に
つ
い
て
語
る
と
き
、

彼
は
つ
ね
に
一
ま
た
は
他
の
物
質
の
構
造
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
哲
学
的
範
疇
と
し
て
の
物
質

は
あ
ら
ゆ
る
時
代
の
一
切
の
唯
物
論
哲
学
に
よ
っ
て
絶
え
ず
同
様
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
レ
ー
ニ
ン
は
こ
れ
を
定

義
し
て
云
う
。「
物
質
と
は
凡
て
、
そ
れ
が
我
々
の
感
官
に
作
用
す
る
と
き
、
感
覚
を
喚
び
起
す
と
こ
ろ
の
も
の

で
あ
る
。
物
質
と
は
感
覚
に
よ
っ
て
我
々
に
与
え
ら
れ
て
い
る
客
観
的
実
在
で
あ
る
。」「
そ
れ
の
承
認
に
哲
学
的

0

0

0

唯
物
論
が
結
び
付
い
て
い
る
と
こ
ろ
の
物
質
の
唯
一
の

0

0

0

属
性
は
、
客
観
的
実
在
で
あ
る
こ
と
、
我
々
の
意
識
の
外
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部
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。＊
＊」

こ
れ
に
反
し
て
物
質
の
一
ま
た
は
他
の
構
造
の
問
題
は
何
等
哲
学
の
問

題
で
な
く
、
却
っ
て
物
理
学
の
特
殊
な
る
問
題
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
特
殊
領
域
に
あ
っ
て
は
言
う
ま
で
も
な
く
、

レ
ー
ニ
ン
の
意
見
に
従
え
ば
、
反
動
的
な
若
く
は
進
歩
的
な
学
説
が
可
能
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
、
我
々
が
問
題

に
し
た
の
は
自
然
科
学
に
於
け
る
自
然
或
い
は
物
質
で
あ
っ
て
、
哲
学
的
な
意
味
に
於
け
る
物
質
ま
た
は
自
然
で

は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
前
者
は
後
者
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
後
者
に
つ
い
て
の
解
釈
0

0

で
あ
る
。
哲
学
的

な
意
味
で
の
物
質
に
関
し
て
は
我
々
は
稿
を
改
め
て
十
分
に
論
究
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
と
き
初
め
て
物0

質
と
し
て
の

0

0

0

0

0

自
然
と
社
会
と
の
区
別
及
び
関
係
が
哲
学
的
に

0

0

0

0

解
明
さ
れ
る
に
到
る
で
あ
ろ
う
。

＊　

V
gl. Lenin, M

aterialism
us und Em

piriokritizism
us, S. 117. und I. Luppol, Lenin und die Philosophie. S. 59 

ff.

＊
＊　

物
質
に
つ
い
て
の
レ
ー
ニ
ン
の
こ
れ
ら
の
規
定
を
見
る
と
き
、
興
味
あ
る
こ
と
に
は
、
そ
れ
が
カ
ン
ト
に
於
け

る
「
物
自
体
」
の
規
定
と
甚
だ
類
似
し
て
い
る
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
カ
ン
ト
に
あ
っ
て
も
物
自
体

は
我
々
の
意
識
の
外
部
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
り
、
感
覚
を
触
発
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
現
代
の
新
カ

ン
ト
学
派
が
つ
と
め
て
抹
殺
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
こ
の
物
自
体
に
積
極
的
な
意
味
を
認
め
て
カ
ン
ト
を
新
し
く

解
釈
し
直
す
こ
と
が
出
来
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
る
に
そ
の
た
め
に
は
カ
ン
ト
の
全
哲
学
が
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
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認
識
論
的
に
で
な
く
、
寧
ろ
存
在
論
的
に
解
釈
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
他
方
に
於
て
は
、
マ
ル

ク
ス
主
義
の
唯
物
論
が
従
来
の
感
覚
主
義
的
認
識
論
に
陥
ら
な
い
た
め
に
は
、
感
覚
そ
の
も
の
が
ま
た
存
在
論
的

に
把
握
さ
れ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
か
く
て
一
般
に
こ
れ
ま
で
意
識
と
呼
ば
れ
た
も
の
の

心
理
学
、
更
に
は
認
識
論
に
対
し
て
、
そ
れ
の
存
在
論
を
企
て
る
こ
と
は
重
要
な
事
柄
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。



解
題

第
三
巻
編
者
久
野
収
に
よ
る
と
本
巻
は
、
単
行
本
『
唯
物
史
観
と
現
代
の
意
識
』（1928

（
昭
和
三
）
年
五
月
、
岩
波
書

店
）、『
社
会
科
学
の
予
備
概
念
』（1929

（
昭
和
四
）
年
四
月
、鉄
塔
書
院
）、『
観
念
形
態
論
』（1931

（
昭
和
六
）
年
六
月
、

鉄
塔
書
院
）
の
三
冊
を
納
め
る
。
公
刊
本
を
底
本
に
原
論
文
を
参
照
し
明
白
な
誤
植
の
み
を
訂
正
し
た
と
の
事
で
す
。

各
論
文
の
初
出

『
唯
物
史
観
と
現
代
の
意
識
』

「
人
間
学
の
マ
ル
ク
ス
的
形
態
」　
『
思
想
』
第68
号(1927(

昭
和
２
）
年
６
月
号
）

「
マ
ル
ク
ス
主
義
と
唯
物
論
」　
『
思
想
』
第70
号(1927(

昭
和
２
）
年
８
月
号
）

「
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
と
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
哲
学
」　
『
思
想
』
第74

号(1927(

昭
和
２
）
年12

月
号
）

「
ヘ
ー
ゲ
ル
と
マ
ル
ク
ス
」　

新
稿

『
社
会
科
学
の
予
備
概
念
』

「
問
の
構
造
」　
『
哲
学
研
究
』
第124

号
及
び
第128

号
（
大
正15
年
９
月
及
び
昭
和
２
年
１
月
号
）



「
解
釈
学
的
現
象
学
の
基
礎
概
念
」　
『
思
想
』
第63

号
（(1927(

昭
和
２
）
年
１
月
号
）

「
科
学
批
判
の
課
題
」　
『
新
興
科
学
の
旗
の
も
と
に
』
第
１
巻
第
１
号
（1928(

昭
和
３
）
年10

月
号
）

「
理
論　

歴
史　

政
策
」　

同
誌
第
１
巻
第
２
号
（1928(

昭
和
３
）
年11

月
号
）

「
有
機
体
説
と
弁
証
法
」　　

同
誌
第
１
巻
第
３
号
（1928(

昭
和
３
）
年12

月
号
）

「
唯
物
論
と
そ
の
現
実
形
態
」　

同
誌
第
２
巻
第
２
号
（1929(

昭
和
４
）
年
２
月
号
）

『
観
念
形
態
論
』

一
、「
歴
史
主
義
と
歴
史
」　
『
新
興
科
学
の
旗
の
も
と
に
』
第
２
巻
第
７
号
（1929(

昭
和
４
）
年
７
月
号
）
原
題
「
歴

史
主
義
の
問
題
」

二
、「
認
識
論
の
構
造
」　

誌
名
不
詳
（1929(

昭
和
４
）
年
）

三
、「
形
式
論
理
学
と
弁
証
法
」　
『
理
想
』
春
季
特
輯
号
（1930

（
昭
和
５
年
）
４
月
）

四
、「
科
学
の
発
展
の
制
限
と
そ
の
飛
躍
」『
思
想
』
第92

号
（1930

（
昭
和
５
年
）
１
月
号
）、
原
題
「
如
何
に
し
て

科
学
の
発
展
は
可
能
で
あ
る
か
」

五
、「
自
然
科
学
の
社
会
的
規
定
性
」『
思
想
』
第87
号
（1929

（
昭
和
４
）
年
８
月
号
）
原
題
「
社
会
と
自
然
」

以
下
は
第
十
一
巻
に
収
録

六
、
啓
蒙
文
学
論　
『
改
造
』　
（1930

（
昭
和
５
年
）10

月
号
）



七
、
芸
術
的
価
値
と
政
治
的
価
値　
『
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
芸
術
教
程
』
第
二
輯
、
世
界
社
（1929

（
昭
和
４
）
年11

月
）

八
、
文
学
形
態
論　

発
表
場
所
及
び
年
次
未
詳
。

久
野
収
に
よ
る
と
こ
の
時
期
に
、
三
木
清
は
官
憲
に
よ
る
弾
圧
と
ス
タ
ー
リ
ン
主
義
に
固
ま
り
つ
つ
あ
る
左
か
ら
の
攻

撃
に
曝
さ
れ
た
。「
唯
物
論
と
そ
の
現
実
形
態
」
が
そ
の
反
論
で
あ
る
が
、
関
連
資
料
と
し
て
『
三
木
清
関
連
資
料　

第
一

輯
』「
第
三
部
マ
ル
ク
ス
主
義
論
争
」
に
主
な
も
の
を
収
録
し
た
。

入
力
者
注
：

「
マ
ル
ク
ス
主
義
と
唯
物
論
」
の
一
パ
ラ
グ
ラ
フ
に
は
、
ル
カ
ー
チ
か
ら
の
無
断
引
用
で
は
な
い
か
と
の
指
摘
が
あ
る
。

参
考
に「
物
象
化
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
意
識
」（
城
塚
登
訳　

白
水
社
刊
ル
カ
ー
チ
著
作
集
９
）の
冒
頭
部
分
を
載
せ
る
。

「
マ
ル
ク
ス
の
二
つ
の
偉
大
な
成
熟
し
た
著
作
（『
経
済
学
批
判
』
と
『
資
本
論
』）
は
、
資
本
主
義
社
会
の
総
体
を

描
き
だ
し
、
そ
の
基
本
的
性
格
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
二
つ
の
著
作
が
商
品
の
分
析
か
ら
始
め

ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
け
っ
し
て
偶
然
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
資
本
主
義
社
会
と
い
う
人
類
の
発
展
段
階
の
ど
の

よ
う
な
問
題
も
、
そ
の
究
極
の
分
析
が
商
品
の
問
題
に
導
か
れ
な
い
よ
う
な
問
題
は
な
く
、
そ
の
解
決
が
商
品
構
造



の
謎
を
解
く
こ
と
の
な
か
に
求
め
ら
れ
な
い
よ
う
な
問
題
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
問
題
が
こ
の
よ
う
な

一
般
性
を
も
つ
に
い
た
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
マ
ル
ク
ス
自
身
の
分
析
が
示
し
て
い
る
よ
う
な
広
さ
と
深
さ
と
を
も

っ
て
、
問
題
が
提
起
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
商
品
の
問
題
が
、
個
別
科
学
と

し
て
と
ら
え
ら
れ
た
経
済
学
の
個
別
的
問
題
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
場
合
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
た
と
え
経
済
学
の
中

心
的
問
題
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
場
合
で
も
、
ま
だ
問
題
は
一
般
的
に
な
ら
ず
、
商
品
の
問
題
が
資
本
主
義
社
会
の
す

べ
て
の
生
活
諸
現
象
に
於
け
る
中
心
的
な
構
造
的
な
問
題
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
場
合
に
は
じ
め
て
、
問
題
が
一
般
性

を
も
つ
に
い
た
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
最
後
の
場
合
に
は
じ
め
て
、
商
品
関
係
の
構
造
の
な
か
に
、
ブ

ル
ジ
ョ
ア
社
会
で
の
あ
ら
ゆ
る
対
象
性
の
形
態
と
、
そ
れ
に
対
応
す
る
主
体
性
の
形
態
と
の
原
形
を
見
出
す
こ
と
が

出
来
る
か
ら
で
あ
る
。」

第
１
９
巻
月
報
正
誤
表
か
ら

p56　
「polikovn

」
は
「politikovn

」

p114　
「
根
抵
」
は
「
根
柢
」

p123　

二
箇
所
「
學
間
的
認
識
」
と
あ
る
。「
学
問
的
認
識
」
と
す
る
。

p308　
「
全
体
の
理
し
に
は
解
な
、」
と
あ
る
。「
全
体
の
理
解
な
し
に
は
」
と
す
る
。



こ
れ
以
外
に

p28　
「『
宗
論
『
」
と
あ
る
。「『
宗
論
』」
と
す
る
。

p310　
「K

onkret-A
ll

」で
改
行
さ
れ
て
い
る
が
、「K
onkret-A

ll-

」で
あ
っ
た
と
し
て
、「K

onkret A
llgem

eine

」と
す
る
。

p448　
「
推
論
」
は
「sullogismovV

」
で
あ
る
の
で
、γ

の
次
のι

が
一
つ
多
い
の
で
は
な
い
か
。
未
調
査
な
の
で
二

つ
の
ま
ま
に
す
る
。

※
底
本
の
後
記
で
は
「
形
式
論
理
學
と
辯
證
法
」『
理
想
』
第15 

号
（1930

（
昭
和
５
年
）
１
月
号
）
と

あ
る
が
、
正
し
く
は
春
季
特
輯
号
発
行
月
は
四
月
で
あ
る
。
三
月
二
十
日
印
刷
・
四
月
一
日
発
行
と
あ
る
。

入
力
者
：
石
井
彰
文

作
成
日
：2019.7.25


