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凡
例

本
Ｐ
Ｄ
Ｆ
は
淡
野
安
太
郎
著
『
哲
学
思
想
史
』
第
三
版1951

を
底
本
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

・
底
本
に
お
け
る
旧
漢
字
を
新
漢
字
に
変
換
し
た
。
ま
た
、「
曾
て
」
は
「
か
つ
て
」
と
し
た
。

・
い
く
つ
か
の
送
り
仮
名
を
換
え
た
。「
明
か
に
」
→
「
明
ら
か
に
」、「
異
る
」
→
「
異
な
る
」、「
基
く
」
→
「
基
づ
く
」、「
齎
ら
し
」

→
「
齎
し
」

・
文
献
名
で
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
。

・
人
名
な
ど
現
代
と
は
若
干
違
い
が
あ
る
が
そ
の
マ
マ
と
し
、
一
覧
表
で
違
い
を
示
す
。

・【
】
お
よ
び
頁
左
の
脚
注
は
、
作
成
者
に
よ
る
追
記
で
あ
る
。

・
傍
点
、
ル
ビ
は
凡
て
底
本
の
マ
マ
で
あ
る
。

・
哲
学
者
一
覧
表
は
注
記
し
た
よ
う
に
、
底
本
と
は
異
な
る
。
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哲
学
思
想
史

―
―
問
題
の
展
開
を
中
心
と
し
て
観
た
る
―
―

思
索
な
き
生
活
は
盲
目
で
あ
る
。

生
活
な
き
思
索
は
空
虚
で
あ
る
。
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緒
言

通
読
で
き
る
哲
学
史
、
―
―
こ
れ
が
本
書
の
念
願
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

哲
学
と
い
う
学
問
は
不
幸
に
し
て
未
だ
、
ま
が
り
な
り
に
で
も
出
来
上
っ
た
も
の

0

0

0

0

0

0

0

を
も
っ
て
は
い
な
い
。
従
っ
て
他
の
学

問
殊
に
自
然
科
学
の
場
合
の
様
に
、
単
に
現
代
に
於
け
る
研
究
成
果
を
概
観
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
、「
哲
学
と
は
何
か
」

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
哲
学
を
学
ぶ
た
め
に
は
、
先
ず
心
を
空
し
う
し
て
古
来
か
ら
の
先
哲
の
思

索
の
跡
を
辿
り
つ
つ
、
先
哲
と
共
に
考
え
る

0

0

0

0

0

こ
と
に
よ
っ
て
「
哲
学
的
に
考
え
る
こ
と
」（Philosophieren

）
を
学
ぶ
よ
り

他
に
途
は
な
い
。
茲
に
、
哲
学
の
歴
史
が
他
の
学
問
の
歴
史
に
ま
さ
っ
て
有
す
る
特
殊
な
重
要
性
が
あ
る
、
と
い
わ
ね
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
通
例
の
所
謂
「
哲
学
史
」
の
様
に
、
夥
し
い
哲
学
者
を
た
だ
年
代
順
に
羅
列
し
て
、
一
人
一
人
に
つ
い
て
簡

単
な
伝
記
・
著
書
・
思
想
を
略
述
す
る
だ
け
に
と
ど
ま
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
年
代
順
に
編
纂
さ
れ
た
「
哲
学
者
辞
典
」

（Philosophen-Lexikon

）
で
は
あ
っ
て
も
、
哲
学
0

0

の
歴
史
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
哲
学
は
考
え
る
こ
と
を
は
な
れ
て
は
あ

り
得
ず
、
而
し
て
考
え
る
こ
と
は
―
―
い
う
迄
も
な
く
―
―
問
題
を
考
え
る
こ
と
な
の
で
あ
る
か
ら
、
哲
学
思
想
は
つ
ね
に

問
題
解
決
の
努
力
と
し
て
の
み
展
開
さ
れ
て
来
た
の
で
あ
っ
て
、
問
題
の
展
開
こ
そ
哲
学
の
歴
史
の
枢
軸
を
な
す
も
の
と
い

わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
即
ち
本
書
が
、
問
題
の
展
開
を
中
心
と
し
て
哲
学
思
想
の
歴
史
を
浮
き
出
た
せ
よ
う
と

試
み
た
所
以
で
あ
る
。

哲
学
思
想
史
一
般
に
つ
い
て
言
い
得
る
こ
と
は
、
哲
学
者
個
人
に
つ
い
て
も
言
う
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
一
人
一
人

の
哲
学
者
も
亦
、
出
発
点
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
課
せ
ら
れ
た
問
題
と
取
組
ん
で
解
決
の
努
力
を
続
け
な
が
ら
、
徐
々
に
自
分
自
身
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の
思
想
を
形
成
し
て
行
く
の
で
あ
る
。
従
っ
て
一
人
の
思
想
を
本
当
に
理
解
す
る
た
め
に
は
、
や
は
り
初
期
の
も
の
か
ら
順

を
追
う
て
そ
の
哲
学
者
の
思
索
の
跡
を
辿
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
わ
が
国
の
西
洋
思
想
研
究
に
は
従
来
「
主
著

主
義
」
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
支
配
的
で
あ
っ
た
。
主
著
は
勿
論
そ
の
人
の
思
想
を
最
も
よ
く
ま
と
ま
っ
た
形
で
表
現
す
る

も
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
稍
々
よ
そ
ゆ
き
の
顔
を
し
て
語
ら
れ
る
た
め
に
な
ま
な
ま
し
さ
が
幾
分
稀
薄
に
な
り
、

且
つ
一
度
出
来
上
っ
た
体
系
の
形
に
こ
だ
わ
っ
て
無
理
に
で
も
体
裁
を
整
え
よ
う
と
す
る
た
め
に
、
本
来
の
思
想
が
歪
め
ら

れ
る
憾
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
に
に
反
し
、
初
期
の
も
の
は
未
熟
素
朴
な
が
ら
却
っ
て
そ
の
人
固
有
の
考
え
方
を
簡
明

に
示
す
場
合
も
決
し
て
少
く
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
殊
に
、
思
想
家
に
若
し
天
才
型
と
努
力
型
と
を
区
別
す
る
な
ら
ば
、
天
才

型
の
人
の
思
想
が
イ
ン
ス
ピ
レ
イ
シ
ョ
ン
の
ま
ま
に
大
き
く
飛
躍
動
揺
す
る
こ
と
が
あ
る
の
に
対
し
て
、
努
力
型
の
人
の
思

想
は
あ
た
か
も
種
か
ら
芽
が
出
て
花
が
咲
く
よ
う
な
漸
次
的
成
長
の
過
程
を
示
す
の
が
普
通
で
あ
る
。
本
書
に
於
て
は
例
示

的
に
、
そ
う
い
う
努
力
型
の
典
型
と
し
て
カ
ン
ト
と
ヘ
ー
ゲ
ル
と
を
選
ん
で
、
カ
ン
ト
の
批
判
主
義
的
な
考
え
方
と
ヘ
ー
ゲ

ル
の
弁
証
法
的
な
考
え
方
と
が
ど
う
い
う
風
に
し
て
出
来
上
っ
た
か
を
―
―
そ
れ
ぞ
れ
初
期
の
著
作
を
通
し
て
―
―
一
応
解

明
し
よ
う
と
試
み
た
。
問
題
の
展
開
を
中
心
と
す
る
哲
学
思
想
の
歩
み
が
そ
れ
に
よ
っ
て
一
層
身
近
に
感
ぜ
ら
れ
、
先
哲
と

共
に
考
え
る

0

0

0

0

0

こ
と
に
幾
分
で
も
親
し
み
が
も
た
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
書
が
ひ
い
て
は
『
哲
学
入
門
』
と
し
て
の
役
割
を

も
果
す
こ
と
が
出
来
る
な
ら
ば
、
著
者
の
欣
幸
こ
れ
に
過
ぎ
る
も
の
は
な
い
。

昭
和
二
十
四
年
秋

東
京
・
駒
場
に
て

淡
野
安
太
郎
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第一章　古 代 哲 学

第
一
章　

古
代
哲
学

第
一
節　

未
開
人
の
考
え
方

西
洋
の
学
問
は
ギ
リ
シ
ャ
に
於
て
生
れ
た
、
と
称
せ
ら
れ
る
。
し
か
し
学
問
が
生
れ
る
以
前
―
―
換
言
す
れ
ば
学
問
的
に

も
の
を
考
え
る
こ
と
を
学
ぶ
以
前
に
於
て
も
、
人
間
が
動
物
と
は
異
な
っ
て
万
物
の
霊
長
と
解
せ
ら
れ
る
限
り
、
全
然
も
の

を
考
え
な
か
っ
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
未
だ
学
問
的
に
考
え
な
か
っ
た
時
代
に
も
、
や

は
り
人
々
は
何
等
か
の
意
味
に
於
て
も
の
を
考
え
て
い
た
の
に
違
い
な
い
。
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う

風
に
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

此
の
問
題
を
史
実
に
も
と
ず
い
て
究
明
す
る
こ
と
は
、
容
易
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
学
問
の
誕
生
以
前
の
原
始
的
な

史
実
は
精
々
発
掘
物
程
度
の
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
当
時
の
人
々
の
生
活
様
式
を
想
像
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
っ

て
も
、
如
何
に
も
の
を
考
え
た
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
推
測
す
る
直
接
の
材
料
と
な
り
得
る
も
の
を
見
出
す
こ
と
は
出
来

な
い
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
今
日
の
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
、
原
始
時
代
の
人
々
の
考
え
方
を
た
だ
間
接
的
に
―
―
即
ち
未
開

人
の
考
え
方
を
通
し
て
―
―
推
測
す
る
の
他
は
な
い
の
で
あ
る
。
勿
論
「
未
開
」
は
決
し
て
「
原
始
」
で
は
な
い
。「
原
始
」

が
歴
史
的
に
古
い
の
に
対
し
て
、「
未
開
」
は
現
代
に
於
て
も
存
在
し
得
る
か
ら
で
あ
る
。
否
、
今
日
わ
れ
わ
れ
が
資
料
に

使
う
こ
と
の
出
来
る
も
の
は
、
極
め
て
最
近
に
な
っ
て
明
ら
か
に
せ
ら
れ
た
未
開
社
会
の
研
究
報
告
よ
り
他
に
は
な
い
の
で

あ
る
。
た
だ
、
未
開
社
会
と
雖
も
わ
れ
わ
れ
の
社
会
と
殆
ん
ど
同
じ
位
の
古
い
歴
史
を
も
つ
と
い
わ
れ
る
も
の
の
、
そ
の
歴

史
は
た
だ
年
数
の
点
か
ら
い
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
歴
史
と
同
じ
位
古
い
と
い
い
得
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
か
ら
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第一節　未開人の考え方

い
え
ば
停
滞
に
近
い
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
古
い
も
の
を
殆
ん
ど
そ
の
ま
ま
保
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、「
未
開
」の
中
は「
原

始
」
の
面
影
を
想
像
す
る
こ
と
も
、
あ
な
が
ち
無
謀
な
こ
と
と
は
思
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
未
開
人
が
ど
う
い
う
考
え
方
を
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
二
つ
の
相
反
す
る
説
が
主
張

せ
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
、
或
る
人
々
が
未
開
人
も
文
明
人
も
本
来
同
じ
考
え
方
を
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
両
者
の
相
異
は
た

だ
同
一
軌
道
上
の
進
行
距
離
の
差
即
ち
単
な
る
程
度
の
差
に
過
ぎ
な
い
と
主
張
す
る
の
に
対
し
て
、
他
の
人
々
は
、
文
明
人

の
考
え
方
が
あ
く
ま
で
論
理
的
で
あ
る
の
に
反
し
て
未
開
人
は
論
理
以
前
の
考
え
方
を
す
る
も
の
で
あ
っ
て
そ
こ
は
質
的
な

相
異
の
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
現
代
文
化
の
意
義
を
一
層
際
立
た
せ
、
併
せ
て
そ
の
由
緒
を
何
か
し
ら
神
秘
的

な
も
の
に
索
め
た
い
気
持
は
、
無
条
件
に
「
論
理
以
前
」
論
に
魅
力
を
感
じ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
ら
ば
、
そ
の
所
謂
「
論
理

以
前
」
と
は
、
い
っ
た
い
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

文
明
人
の
考
え
方
は
ど
こ
ま
で
も
論
理
に
支
配
さ
れ
て
い
る
と
謂
わ
れ
る
場
合
の
「
論
理
」
の
内
容
を
な
す
も
の
は
、
主

と
し
て
因
果
律
と
矛
盾
律
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。
即
ち
、
文
明
人
は
先
ず
或
る
現
象
が
あ
れ
ば
そ
れ
を
惹
き
起

し
た
―
―
同
じ
種
類
の
―
―
原
因
が
必
ず
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
（
因
果
律
）。
こ
れ
に
対
し
、
未
開
人
た
ち
は
例

え
ば
嵐
の
最
中
一
人
の
男
が
、
飛
び
来
っ
た
岩
の
破
片
の
た
め
頭
蓋
骨
を
砕
か
れ
て
死
ぬ
の
を
見
る
と
、
岩
の
破
片
が
あ
た

っ
た
た
め
に
そ
の
男
は
死
ん
だ
の
で
は
な
く
し
て
、
怒
り
狂
っ
た
霊
が
そ
の
男
を
殺
し
た
の
で
あ
る
と
い
う
。
更
に
文
明
人

は
札
が
机
で
あ
る
0

0

と
同
時
に
机
で
は
な
い
0

0

と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
論
理
的
に
あ
り
得
な
い
こ
と
と
考
え
る
の
に
対
し
て
（
矛

盾
律
）、
未
開
人
は
自
分
自
身
が
人
間
で
あ
る
こ
と
位
は
勿
論
十
分
承
知
し
て
お
り
な
が
ら
、
し
か
も
例
え
ば
ボ
ロ
ロ
族
な

ど
は
「
自
分
た
ち
は
金
剛
い
ん
こ
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
平
気
で
い
う
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
風
に
論
理
の
主
要

内
容
を
な
す
と
こ
ろ
の
因
果
律
と
矛
盾
律
と
に
従
わ
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
未
開
人
の
考
え
方
は
「
論
理
以
前
」
で
あ
る
と
称
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せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
未
開
人
と
雖
も
そ
の
独
木
舟
を
運
ぶ
た
め
に
は
川
の
流
れ
を
当
て
に
し
て
い
る
し
、
又
弓
の
張
力
を
利
用
し
て

矢
を
飛
ば
せ
て
鳥
を
射
落
す
の
で
あ
る
。
勿
論
、
未
開
人
は
自
然
因
果
性
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
明
瞭
に
は
表
象
し
な
い
か

も
知
れ
ぬ
。
し
か
し
、
そ
れ
は
未
開
人
が
物
理
学
者
で
も
な
け
れ
ば
、
又
哲
学
者
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
反
対
に
、

因
果
法
則
を
金
科
玉
条
と
し
科
学
的
に
考
え
る
こ
と
を
誇
る
現
代
人
も
、
例
え
ば
関
東
大
震
災
の
よ
う
な
未
曽
有
の
災
禍
に

遭
遇
し
た
場
合
、
こ
れ
は
天
罰
で
あ
る
と
い
わ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
そ
れ
は
地
震
と
い
う
自
然
現
象
を
科
学

的
に
究
明
し
た
上
で
、
な
お
進
ん
で
そ
う
い
う
天
変
地
異
が
わ
れ
わ
れ
人
間
に
対
し
て
有
す
る
意
味
を
反
省
し
て
「
そ
れ
は

天
罰
で
あ
る
」
と
自
ら
を
戒
め
る
の
で
あ
る
、
と
い
う
で
も
あ
ろ
う
。
然
り
、
ま
さ
に
そ
の
通
り
で
あ
る
。
未
開
人
と
雖
も
、

弓
矢
を
使
う
以
上
、
物
体
現
象
相
互
間
の
因
果
関
係
に
つ
い
て
一
通
り
の
知
識
を
も
た
な
い
筈
は
な
い
。
し
か
も
、
岩
石
の

破
片
で
頭
を
砕
か
れ
て
死
ん
だ
男
を
前
に
し
て
、「
怒
り
狂
っ
た
霊
が
此
の
男
を
殺
し
た
の
で
あ
る
」
と
い
う
場
合
、
そ
れ

は
物
体
現
象
相
互
の
関
係
を
説
明
し
て
い
る
の
で
は
な
く
し
て
、
そ
の
男
の
死
と
い
う
事
実
の
も
つ
意
味
0

0

を
問
題
に
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
一
つ
の
事
件
が
起
っ
た
場
合
、
そ
の
事
件
の
も
つ
意
味
を
反
省
し
て
自
ら
を
戒
め
る
こ
と
は
、
万
物
の
霊
長

た
る
人
間
に
と
っ
て
誠
に
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
で
あ
っ
て
、
未
開
人
も
文
明
人
も
少
し
も
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
た
だ
違
う

点
は
、
文
明
人
が
何
よ
り
も
先
ず
現
象
の
因
果
的
説
明
を
求
め
る
の
に
反
し
て
、
未
開
人
は
そ
う
い
う
こ
と
よ
り
も
寧
ろ
自

分
た
ち
の
生
活
に
と
っ
て
そ
の
現
象
が
ど
う
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
一
層
深
い
関
心
を
懐
く
と
い
う
と

こ
ろ
に
あ
る
。
而
し
て
、
如
何
な
る
現
象
も
常
に
因
果
的
関
係
と
意
味
的
関
係
と
の
二
重
の
観
点
か
ら
見
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
限
り
、
此
の
点
に
関
す
る
未
開
人
と
文
明
人
と
の
考
え
方
の
相
異
は
、
た
だ
そ
の
重
点
が
何
れ
の
関
係
に
よ
り
多
く
置
か

れ
る
か
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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次
に
未
開
人
た
ち
が
「
自
分
た
ち
は
金
剛
い
ん
こ
で
あ
る
」
と
い
う
場
合
、
そ
れ
は
如
何
に
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
未

開
人
と
雖
も
、
自
他
を
区
別
し
て
生
活
し
て
い
る
こ
と
は
、
い
う
迄
も
な
い
。
自
他
を
区
別
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
い
か
な

る
生
物
も
そ
の
生
命
を
安
全
に
保
つ
こ
と
は
出
来
な
い
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
肉
眼
で
見
ら
れ
る
限
り
に
於
て
の
金
剛
い

ん
こ
と
自
分
自
身
と
を
混
同
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
い
か
に
未
開
人
と
雖
も
、
あ
り
得
る
筈
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ

れ
に
も
拘
ら
ず
「
自
分
た
ち
は
金
剛
い
ん
こ
で
あ
る
」
と
い
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
肉
眼
に
映
ず
る
鳥
と
自
分
と
を
同
一
視

し
て
い
る
か
ら
で
は
な
く
し
て
、
何
等
か
霊
的
な
存
在
と
し
て
の
鳥
と
自
分
た
ち
と
の
間
の
深
い
関
係

0

0

0

0

を
言
い
表
わ
し
て
い

る
も
の
と
解
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

多
く
の
未
開
社
会
探
訪
者
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
未
開
人
た
ち
が
そ
の
祖
先
の
物
語
を
語
っ
て
聞
か
せ
る
の
は
、
必
ず
何
等

か
異
常
な
る
感
じ
を
与
え
る
地
域
で
あ
る
と
い
う
。
例
え
ば
聳
立
つ
山
岳
・
怪
奇
な
る
地
形
・
重
畳
た
る
岩
石
・
奥
深
い
洞

穴
・
鬱
葱
た
る
森
林
・
浪
漫
的
な
泉
・
渦
巻
く
渓
流
・
怒
涛
の
押
し
よ
せ
る
海
浜
な
ど
。
こ
れ
ら
人
の
眼
を
み
は
ら
せ
る
奇

し
き
自
然
の
貌
は
、
種
々
な
る
出
来
事
を
想
像
せ
し
め
て
数
々
の
物
語
を
生
み
、
逆
に
又
そ
れ
ら
の
物
語
は
ま
の
あ
た
り
に

見
る
異
様
な
る
自
然
の
姿
の
中
に
彼
等
の
祖
先
の
活
躍
振
り
が
如
実
に
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
感
ぜ
し
め
る
の
で

あ
る
。
此
の
特
定
の
地
域
と
祖
先
の
物
語
と
が
互
に
一
つ
に
融
合
す
る
こ
と
即
ち
所
謂
「
相
互
的
融
即
」
は
、
し
か
し
な
が

ら
、
未
だ
抽
象
的
な
言
葉
を
知
ら
な
い
未
開
人
に
と
っ
て
は
何
等
か
の
形
に
於
て
具
象
化
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
若
し
そ
こ
に

色
・
形
な
ど
特
に
著
し
い
特
色
を
も
っ
た
動
植
物
が
見
出
さ
れ
る
な
ら
ば
、
何
よ
り
も
先
ず
そ
れ
が
選
ば
れ
る
で
あ
ろ
う
。

若
し
そ
こ
に
目
に
立
つ
動
植
物
が
な
い
な
ら
ば
、
人
工
物
或
は
特
定
の
場
所
そ
の
も
の
が
同
じ
相
互
的
融
即
を
象
徴
す
る
こ

と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
ト
ー
テ
ム
或
は
ト
ー
テ
ム
的
な
る
場
所
と
称
せ
ら
れ
る
も
の
は
、
恐
ら
く
か
よ
う
に
し
て
生
れ
た
の

で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
、
祖
先
の
物
語
が
現
に
眼
の
前
に
あ
る
具
象
的
な
る
も
の
に
於
て
そ
の
地
域
と
融
即
せ
し
め
ら
れ
る
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時
、
そ
れ
は
単
な
る
昔
の
物
語
で
は
な
く
し
て
今
の
出
来
事
と
な
り
、
祖
先
は
昔
も
今
も
生
き
て
い
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ

う
。
否
、
祖
先
と
地
域
と
が
融
即
す
る
ば
か
り
で
は
な
い
。
そ
れ
は
同
時
に
彼
等
の
集
団
そ
の
も
の
と
も
別
の
も
の
で
は
な

い
の
で
あ
る
。
祖
先
と
一
体
と
な
っ
た
彼
等
の
居
住
地
域
及
び
そ
こ
に
あ
る
凡
て
の
も
の
が
「
自
分
た
ち
の
も
の
」
と
呼
ば

れ
る
時
、
そ
れ
は
単
に
「
自
分
た
ち
の
所
有
す
る
も
の
」
と
い
う
よ
う
な
外
面
的
な
関
係
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
自
分

た
ち
の
も
の
は
実
は
自
分
た
ち
自
身
に
他
な
ら
ぬ
。
従
っ
て
そ
の
地
域
を
離
れ
て
自
分
た
ち
な
る
も
の
は
あ
り
得
な
い
の
で

あ
る
。
こ
れ
即
ち
、
未
開
人
に
と
っ
て
は
そ
の
地
域
を
離
れ
る
こ
と
が
文
字
通
り
死
を
意
味
す
る
所
以
で
あ
る
。
未
開
社
会

に
於
て
大
罪
人
が
追
放
に
処
せ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
万
事
畢
れ
り
と
せ
ら
れ
る
例
は
枚
挙
に
遑
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

は
し
か
し
、
文
明
社
会
に
於
け
る
退
去
命
令
と
混
同
さ
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
即
ち
、
退
去
命
令
が
単
に
そ
の
人
間
の
活
動
を
そ

の
社
会
か
ら
除
外
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
未
開
社
会
に
於
け
る
追
放
は
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
人
間
自
体
が
文
字
通
り

死
ん
だ
も
の
と
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
約
言
す
れ
ば
、
追
放
は
死
刑
と
全
く
同
一
の
刑
罰
な
の
で
あ
る
。
更
に
か
か
る
考
え

方
を
証
明
す
る
事
実
と
し
て
既
に
白
人
と
多
く
の
交
渉
を
も
ち
そ
の
結
果
生
れ
て
は
じ
め
て
住
み
慣
れ
た
土
地
を
離
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
土
人
が
、
常
に
そ
の
郷
土
の
土
を
少
し
ば
か
り
紙
に
包
ん
で
身
に
つ
け
て
い
る
こ
と
な
ど
も
、
多
く

の
報
告
に
見
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
即
ち
、
土
人
0

0

は
そ
の
「
土
」
を
離
れ
て
は
生
き
て
行
く
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
。

自
分
の
住
む
土
地
か
ら
離
れ
て
は
生
き
て
行
く
こ
と
が
出
来
な
い
と
考
え
る
未
開
人
は
、
猶
更
そ
の
所
持
品
か
ら
離
れ
て

は
生
き
て
行
く
こ
と
が
出
来
な
い
。
所
持
品
は
未
開
人
に
と
っ
て
は
決
し
て
、
自
己
の
そ
と
に
も
つ
物
と
い
う
よ
う
た
冷
や

か
な
関
係
に
あ
る
も
の
で
は
な
く
し
て
、
本
来
自
分
自
身
と
一
体
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
例
え
ば
、
死
者
の
所

持
品
が
如
何
に
処
分
せ
ら
れ
る
か
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
所
持
品
が
死
者
と
一
緒
に
墓
に
納
め
ら
れ
る
か
或
は
焼
き
棄

て
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
は
、
未
開
社
会
に
於
て
殆
ん
ど
例
外
な
し
に
行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
成
程
ア
ラ
ン
タ
族
で
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は
男
が
死
ん
だ
と
き
、
死
者
の
頸
飾
・
腕
飾
・
頭
に
巻
い
て
い
た
毛
皮
の
紐
な
ど
は
、
後
の
人
の
た
め
に
注
意
深
く
保
存
せ

ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
決
し
て
単
に
そ
の
男
の
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
高
度
の
神
秘
的
呪
術

的
価
値
を
も
っ
た
も
の
と
し
て
、
祖
先
か
ら
受
け
継
が
れ
て
来
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
か
か
る
特
殊
な
も
の
を
除
け
ば
、
家

畜
は
殺
さ
れ
小
屋
ま
で
焼
き
払
わ
れ
る
こ
と
も
決
し
て
稀
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
か
か
る
事
実
の
意
味
を
現
代
人
の
立
場
か

ら
、
強
い
て
探
索
し
解
釈
す
る
こ
と
は
慎
ま
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
単
純
に
、
そ
れ
ら
の
も
の
が
死
者
と
本
来
一0

体0

を
な
し
て
い
た
が
故
に
、
と
考
え
れ
ば
よ
い
。
未
開
人
た
ち
が
最
初
の
う
ち
は
容
易
に
物
々
交
換
に
応
じ
な
い
、
と
い
う

よ
う
な
事
実
も
此
の
間
の
消
息
を
物
語
る
で
あ
ろ
う
。

所
持
品
が
持
主
と
一
体
を
な
す
ば
か
り
で
は
な
い
。
現
代
人
か
ら
見
れ
ば
光
線
が
地
面
に
投
げ
る
も
の
に
す
ぎ
な
い「
影
」

す
ら
も
、
未
開
人
に
於
て
は
結
局
自
己
自
身
に
他
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
影
を
傷
つ
け
る
も
の
は
自
己
を
傷
つ
け
る

も
の
で
あ
り
、
自
己
の
影
が
他
人
の
自
由
に
な
る
範
囲
内
に
お
ち
る
場
合
に
は
、
一
切
の
危
険
を
覚
悟
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考

え
る
。
西
部
ア
フ
リ
カ
で
は
人
の
影
に
小
刀
ま
た
は
針
を
刺
す
こ
と
に
よ
る
殺
人
が
時
々
行
わ
れ
、
若
し
そ
の
現
行
中
に
捕

え
ら
れ
た
場
合
に
は
、
犯
人
は
直
ち
に
死
刑
に
処
せ
ら
れ
る
。
此
の
事
実
を
報
告
し
て
い
る
或
る
探
検
家
は
ま
た
、
西
ア
フ

リ
カ
の
黒
人
が
い
か
に
自
分
の
影
が
な
く
な
る
の
を
心
配
す
る
か
を
実
に
よ
く
伝
え
て
い
る
。「
太
陽
が
輝
き
亘
っ
て
い
る

暑
い
昼
前
、
森
や
草
地
の
上
を
楽
し
げ
に
歩
い
て
い
る
黒
人
た
ち
が
森
の
空
地
や
村
の
四
角
い
広
場
へ
来
る
と
、
急
に
注
意

深
く
そ
れ
を
横
ぎ
る
こ
と
を
避
け
て
迂
回
す
る
の
に
驚
か
さ
れ
る
。
し
か
し
彼
等
が
そ
う
す
る
の
は
正
午
だ
け
で
あ
っ
て
し

か
も
そ
れ
は
自
分
の
影
が
な
く
な
る
の
を
恐
れ
て
な
の
で
あ
る
。
或
る
日
私
は
特
に
こ
の
こ
と
に
敏
感
な
土
人
た
ち
に
会
っ

た
の
で
、
何
故
夕
方
に
な
っ
て
影
が
周
囲
の
暗
闇
の
中
に
消
え
る
と
き
影
が
な
く
な
る
の
を
心
配
し
な
い
の
か
と
訊
ね
て
み

た
。
そ
れ
は
少
し
も
案
ず
る
に
及
ば
な
い
、
と
彼
等
は
答
え
た
。
夜
、
す
べ
て
の
影
は
大
神
の
影
の
中
に
憩
い
、
そ
し
て
元
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気
を
と
り
戻
す
の
で
あ
る
。
人
・
木
・
大
き
な
山
ま
で
も
、
朝
立
つ
影
は
如
何
に
強
く
長
い
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。」

未
開
人
が
一
方
に
於
て
は
農
耕
・
狩
猟
・
漁
撈
な
ど
日
常
生
活
の
営
み
に
於
て
驚
く
ほ
ど
合
理
的
な
処
置
を
講
じ
な
が
ら
、

し
か
も
他
方
に
於
て
は
「
論
理
以
前
」
と
特
色
づ
け
ら
れ
る
よ
う
な
考
え
方
を
そ
の
実
際
の
行
為
に
於
て
示
し
て
い
る
の
は
、

偏
に
彼
等
の
社
会
生
活
の
根
底
を
な
す
と
こ
ろ
の
―
―
地
域
と
祖
先
と
集
団
と
の
相
互
的
融
即
に
も
と
ず
く
―
―
一
体
的
な

0

0

0

0

考
え
方

0

0

0

か
ら
由
来
す
る
も
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

第
二
節　

ギ
リ
シ
ャ
に
於
け
る
学
問
の
誕
生
と
そ
の
発
展

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
学
問
は
ミ
レ
ー
ト
ス
に
住
ん
で
い
た
イ
オ
ー
ニ
ア
民
族
の
間
か
ら
生
れ
た
と
称
せ
ら
れ
る
。
当
時
ミ
レ
ー

ト
ス
は
物
資
の
集
散
地
と
し
て
生
活
に
或
る
程
度
の
ゆ
と
り
を
恵
ま
れ
た
場
所
で
あ
っ
た
。
そ
の
日
の
糧
を
獲
る
の
に
汲
々

と
し
て
い
る
人
が
、
手
に
掴
ん
だ
も
の
を
直
ち
に
口
に
入
れ
る
所
謂
「
手
か
ら
口
へ
」
の
生
活
を
し
て
い
る
の
に
反
し
て
、

物
と
心
の
ゆ
と
り
の
あ
る
人
は
当
の
対
象
か
ら
一
応
身
を
ひ
い
て
―
―
或
は
結
局
同
じ
こ
と
で
あ
る
が
―
―
対
象
を
向
う
側

に
置
い
て
静
か
に
そ
れ
を
眺
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
手
か
ら
直
ち
に
口
に
物
が
運
ば
れ
る
時
に
は
、
眼
は
大
き
く
見
張
ら
れ

て
物
と
共
に
動
く
の
に
対
し
て
、
ゆ
と
り

0

0

0

を
以
て
物
を
眺
め
る

0

0

0

と
き
に
は
、
眼
は
稍
々
細
く
長
く
―
―
文
字
通
り
長な
が
め目
を
以

て
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
眺
め
ら
れ
る
も
の
は
、
眺
め
る
も
の
と
は
一
定
の
距
離
を
お
い
て
向
う
側
に
立
つ
。
対

象
（G

egenstand

）
と
は
「
対
し
て
立
つ
も
の
」（G

egenstehendes
）
即
ち
眺
め
る
も
の
と
し
て
の
主
観
に
対
し
て
向
う
側

に
立
つ
客
観
で
あ
る
。
勿
論
、
い
か
に
手
か
ら
口
へ
の
生
活
を
し
て
い
る
人
と
雖
も
、
手
に
し
た
も
の
を
た
だ
盲
目
的
に
口

に
入
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
人
間
が
動
物
で
な
い
限
り
、
い
き
な
り
食
物
に
か
ぶ
り
つ
く
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
得
な
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い
で
あ
ろ
う
。
一
応
ど
う
い
う
も
の
か
と
吟
味
す
る
以
上
、
そ
こ
に
既
に
見
る
も
の
と
見
ら
れ
る
も
の
と
の
区
別
が
あ
る
こ

と
は
見
逃
す
こ
と
が
出
来
ぬ
。
た
だ
、
そ
の
場
合
の
「
ど
う
い
う
も
の
か
」
と
い
う
こ
と
は
、
主
と
し
て
そ
れ
が
「
食
べ
て

よ
い
も
の
か
ど
う
か
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
更
に
一
歩
反
省
が
進
め
ば
「
ど
こ
か
ら
由
来
す
る
も
の
か
」
と
い
う
疑
問
と

な
る
で
あ
ろ
う
。

一
人
の
若
い
お
母
さ
ん
が
仕
事
に
疲
れ
て
窓
際
に
出
る
と
、
偶
々
そ
の
窓
の
下
で
坊
や
が
愛
犬
ポ
チ
と
我
を
忘
れ
て
無
邪

気
に
戯
れ
て
い
る
光
景
が
見
出
さ
れ
た
。
微
笑
み
な
が
ら
暫
く
眺
め
て
い
た
お
母
さ
ん
は
何
を
思
い
つ
い
た
の
か
、
急
い
で

部
屋
へ
帰
っ
て
ビ
ス
ケ
ッ
ト
二
つ
と
糸
と
を
持
っ
て
来
て
、
一
つ
の
ビ
ス
ケ
ッ
ト
を
糸
の
先
き
に
く
く
り
つ
け
て
静
か
に
窓

か
ら
降
し
て
行
っ
た
。
そ
の
ビ
ス
ケ
ッ
ト
が
丁
度
ポ
チ
の
鼻
の
前
に
来
た
時
、
ポ
チ
は
い
き
な
り
か
ぶ
り
つ
い
て
歯
ぎ
れ
よ

く
か
じ
り
な
が
ら
、
し
か
も
何
喰
わ
ぬ
顔
を
し
て
―
―
何
事
も
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
、
坊
や
と
遊
び
続
け
た
。
と
こ
ろ
が
、

そ
の
次
に
ビ
ス
ケ
ッ
ト
が
坊
や
の
眼
の
前
ま
で
降
り
て
行
っ
た
時
、
坊
や
は
ポ
チ
の
よ
う
に
い
き
な
り
か
ぶ
り
つ
く
よ
う
な

こ
と
は
せ
ず
、
一
寸
不
審
そ
う
に
頭
を
か
し
げ
て
、
そ
の
ビ
ス
ケ
ッ
ト
の
く
く
り
つ
け
ら
れ
て
い
る
糸
を
辿
っ
て
ず
ー
っ
と

見
上
げ
て
行
っ
た
。
そ
し
て
思
い
が
け
な
く
も
母
さ
ん
が
に
こ
に
こ
笑
い
な
が
ら
窓
か
ら
半
身
を
の
り
出
し
て
お
ら
れ
る
の

を
見
て
、
さ
も
安
心
し
た
か
の
よ
う
に
、
は
じ
め
て
ビ
ス
ケ
ッ
ト
を
と
っ
て
口
に
入
れ
た
の
で
あ
る
。

対
象
が
ご
く
僅
か
の
距
離

0

0

0

0

0

0

0

を
置
い
て
見
ら
れ
る
と
き
、
見
る
主
観
に
と
っ
て
そ
れ
が
果
し
て
有
益
な
も
の
で
あ
る
か
そ
れ

と
も
有
害
な
も
の
で
あ
る
か
が
反
省
さ
れ
、
見
ら
れ
る
客
観
に
つ
い
て
は
そ
れ
が
い
っ
た
い
何
処
か
ら
由
来
す
る
も
の
で
あ

る
か
が
問
わ
れ
る
。
如
何
な
る
未
開
人
と
雖
も
、
何
等
か
の
程
度
に
於
て
か
か
る
疑
問
を
も
つ
。
利
害
に
関
し
て
大
過
な
き

判
断
を
下
す
こ
と
は
生
存
の
必
須
条
件
で
あ
り
、
更
に
自
己
及
び
自
己
の
周
辺
に
見
出
さ
れ
る
も
の
の
由
来
に
つ
い
て
一
応

の
説
明
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
万
物
の
霊
長
と
し
て
の
人
間
は
は
じ
め
て
安
心
し
て
そ
の
日
そ
の
日
を
暮
す
こ
と
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が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
而
し
て
此
の
説
明
を
与
え
る
も
の
が
、
所
謂
神
話
で
あ
り
伝
説
で
あ
る
。
人
間
の
住
む
と
こ
ろ
、
神

話
や
伝
説
の
な
い
例
は
な
い
。
し
か
し
神
話
や
伝
説
は
未
だ
―
―
少
く
と
も
西
洋
で
い
う
意
味
に
於
て
の
―
―
学
問
で
は
な

い
の
で
あ
る
。

対
象
が
身
近
に
見
出
さ
れ
る
と
き
、
ひ
と
は
自
己
と
の
関
連
に
於
て
そ
の
も
の
の
「
由
来
」
を
尋
ね
る
。
そ
の
関
連
は
所

謂
利
害
関
係
ほ
ど
生
活
に
直
接
結
び
つ
く
も
の
で
は
な
い
に
し
て
も
、
し
か
し
や
は
り
間
接
的
に
は
何
等
か
の
つ
な
が
り
を

生
活
に
対
し
て
も
つ
も
の
な
の
で
あ
る
。
又
そ
れ
な
れ
ば
こ
そ
、
神
話
や
伝
説
は
そ
の
土
地
に
住
む
人
に
或
る
程
度
の
安
心

を
与
え
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
未
開
人
の
考
え
方
の
特
質
は
、
そ
れ
が
身
近
に
あ
る
凡
て
の
も
の
を
自
己
と
一
体
を

な
す
も
の
と
考
え
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
わ
れ
わ
れ
が
主
張
し
た
と
き
、
そ
れ
は
か
か
る
身
近
な
つ
な
が
り

0

0

0

0

0

0

0

を
そ
の
基
本
的
な

内
容
と
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
一
層
豊
か
な
物
と
心
の
ゆ
と
り
が
恵
ま
れ
る
と
き
、
人
問
は
身
辺
の
も

の
ま
で
も
一
応
自
己
の
生
活
か
ら
き
り
離
し
て
対
象
化

0

0

0

し
、
そ
し
て
そ
の
対
象
そ
の
も
の

0

0

0

0

が
い
っ
た
い
ど
う
い
う
も
の
で
あ

る
か
を
尋
ね
る
。
そ
の
際
、昨
日
見
た
或
る
も
の
の
姿
と
今
日
見
る
そ
の
も
の
の
姿
と
の
間
に
変
化
が
見
出
さ
れ
る
な
ら
ば
、

し
か
も
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
そ
の
も
の
は
依
然
と
し
て
そ
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、「
い
っ
た
い
そ
れ
は
ど
う
い
う
も

の
で
あ
る
か
」
と
い
う
問
は
、
そ
れ
ら
の
変
化
す
る
姿
を
通
り
抜
け
て
そ
の
背
後
0

0

に
あ
る
―
―
と
い
う
の
が
言
い
過
ぎ
な
ら

ば
、
そ
の
変
化
す
る
姿
の
中
に
0

0

あ
る
―
―
変
ら
ざ
る
「
も
と
の
も
の
」（archē=prim

ary or original m
ater

）
に
向
け
ら
れ

る
で
あ
ろ
う
。
更
に
そ
の
問
は
進
ん
で
、単
に
一
つ
の
も
の
の
「
も
と
の
も
の
」
ば
か
り
で
な
く
、眼
前
に
見
出
さ
れ
る
種
々

様
々
の
も
の
の
「
も
と
の
も
の
」
を
尋
ね
、
遂
に
は
一
切
の
森
羅
万
象
の
「
も
と
の
も
の
」
即
ち
宇
宙
の
原
質
如
何
と
い
う

所
ま
で
迫
ら
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
此
の
宇
宙
の
原
質
の
問
題

0

0

0

0

0

0

0

0

を
―
―
実
際
生
活
の
必
要
か
ら
で
は
な
く
、
一
応
そ
れ

か
ら
き
り
離
し
て
―
―
「
純
粋
に
理
論
的

0

0

0

0

0

0

な
問
題
と
し
て
掲
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
西
洋
の
学
問
は
は
じ
め
て
呱
々
の
声
を
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あ
げ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
茲
で
い
う
「
理
論
」
と
は
、
ギ
リ
シ
ャ
語
の
テ
オ
ー
リ
ア
（theōria

）
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、

英
語
の
「
理
論
」（theory

）
と
い
う
言
葉
の
語
源
を
な
す
も
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
テ
オ
ー
リ
ア
の
本
来
の
意

味
は
―
―
頭
の
中
で
考
え
る
こ
と
と
は
む
し
ろ
反
対
に
―
―
「
な
が
め
る
こ
と
」（
観
想
）
で
あ
っ
た
。
ギ
リ
シ
ャ
人
は
歴

史
上
で
も
珍
し
い
ほ
ど
、
よ
く
眺
め
た
民
族
で
あ
っ
た
。
ギ
リ
シ
ャ
人
に
於
て
は
、
考
え
る
こ
と
も
や
は
り
心
の
眼
で
眺
め

る
こ
と
で
あ
っ
た
。
ギ
リ
シ
ャ
の
学
問
は
眺
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
れ
た
学
問
で
あ
り
、
更
に
一
般
に
ギ
リ
シ
ャ
の
文
化
そ

の
も
の
が
―
―
ギ
リ
シ
ャ
の
彫
刻
に
於
て
典
型
的
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
―
―
対
象
を
あ
く
ま
で
も
よ
く
見
つ
め
眺
め
る

こ
と
に
よ
っ
て
生
れ
た
文
化
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
も
出
来
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
宇
宙
の
原
質
如
何
と
い
う
問
を
か
か
げ
て
森
羅
万
象
を
眺
め
て
み
る
と
き
、
何
人
の
眼
に
も
先
ず
は
っ
き
り

と
映
ず
る
も
の
は
、
水
の
存
在
と
そ
の
玄
妙
な
は
た
ら
き
で
あ
ろ
う
。
凡
て
の
生
物
が
水
を
吸
収
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
長

す
る
ば
か
り
で
な
く
、
蒸
気
と
な
っ
て
上
昇
す
る
水
は
雲
と
な
っ
て
空
を
蔽
い
、
雨
と
な
っ
て
落
下
す
る
水
は
万
物
を
潤
し

且
つ
長
年
月
の
間
に
は
自
然
の
形
を
も
変
ぜ
し
め
る
。
か
よ
う
に
水
は
宇
宙
内
に
遍
満
し
循
環
す
る
間
に
い
の
ち
あ
る
も
の

を
凡
て
養
い
、
又
凡
ゆ
る
い
の
ち
な
き
も
の
の
変
化
の
原
因
と
な
る
こ
と
を
想
え
ば
、
ギ
リ
シ
ャ
の
学
問
の
鼻
祖
タ
レ
ー
ス

（Thalēs, B
. C

. 624-548

）
が
水
を
宇
宙
の
原
質
と
し
て
提
唱
し
た
こ
と
に
、
少
し
も
不
思
議
は
な
い
。
し
か
し
万
有
は
文

字
通
り
千
差
万
別
で
あ
る
。
此
の
無
数
の
差
別
が
水
と
い
う
一
定
の

0

0

0

性
質
を
も
っ
た
も
の
か
ら
凡
て
生
じ
た
と
は
考
え
ら
れ

ぬ
。
無
数
の
差
別
の「
も
と
の
も
の
」と
な
り
得
る
も
の
は
、そ
れ
自
身
何
の
規
定
を
も
具
え
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、

と
考
え
て
ア
ナ
ク
シ
マ
ン
ド
ロ
ス
（A

naxim
andros, B

. C
. 611-545

）
は
、そ
れ
を
ト
・
ア
ペ
イ
ロ
ン
（
無
規
定
的
な
る
も
の
）

と
呼
ぶ
。
し
か
し
、
か
く
呼
ば
れ
る
も
の
は
実
は
単
に
想
定
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
現
実
に
経

験
出
来
る
も
の
で
は
な
い
。
現
実
に
経
験
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
も
の
を
以
て
現
実
を
説
明
し
て
も
、
そ
れ
は
本
当
の
意
味
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に
於
て
の
説
明
に
は
な
ら
な
い
。
眼
前
に
存
在
す
る
現
象
を
説
明
す
る
た
め
に
は
、
や
は
り
タ
レ
ー
ス
の
水
の
如
く
、
経
験

出
来
る
も
の
を
以
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
そ
れ
と
同
時
に
、
水
の
如
く
単
に
一
定
の
性
質
の
み
を
具
え
た
も
の
で

は
な
く
し
て
、
ア
ナ
ク
シ
マ
ン
ド
ロ
ス
の
ト
・
ア
ペ
イ
ロ
ン
の
如
く
限
定
さ
れ
た
性
質
を
も
た
な
い
0

0

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
か
く
し
て
、
タ
レ
ー
ス
の
水
の
如
く
経
験
す
る
こ
と
の
出
来
る
も
の
で
、
し
か
も
ア
ナ
ク
シ
マ
ン
ド
ロ
ス
の
ト
・
ア
ペ

イ
ロ
ン
の
如
く
無
規
定
的
な
る
も
の
を
求
め
て
、
ア
ナ
ク
シ
メ
ネ
ー
ス
（A

naxim
enēs, B

. C
. 585-528

）
は
之
を
「
大
気
」

の
中
に
見
出
し
、
こ
の
大
気
が
乾
湿
・
暖
冷
の
二
作
用
に
よ
っ
て
或
は
稀
薄
と
な
っ
て
火
と
な
り
濃
厚
と
な
れ
ば
風
に
変
じ

更
に
凝
固
す
れ
ば
水
或
は
土
に
化
す
と
い
う
風
に
し
て
此
の
宇
宙
の
森
羅
万
象
を
説
明
し
よ
う
と
試
み
た
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
宇
宙
の
原
質
0

0

に
対
し
て
一
応
の
解
明
が
与
え
ら
れ
た
後
、
次
に
何
人
に
も
浮
ぶ
問
題
は
、
此
の
宇
宙
全
体
の
示

す
美
し
い
秩
序
が
何
処
か
ら
由
来
す
る
か
と
い
う
宇
宙
構
成
の
原
理
0

0

の
問
題
で
あ
ろ
う
。
ギ
リ
シ
ャ
語
で
宇
宙
を
意
味
す
る

コ
ス
モ
ス
（cosm

os

）
と
い
う
言
葉
は
、
本
来
「
秩
序
」
と
い
う
意
味
で
あ
っ
た
。
即
ち
ギ
リ
シ
ャ
人
は
、
は
じ
め
か
ら
此

の
宇
宙
を
秩
序
あ
る
姿
に
於
て
眺
め
た
の
で
あ
る
。
音
律
の
ハ
ー
モ
ニ
ー
に
も
比
す
べ
き
此
の
妙
な
る
秩
序
が
、
原
質
の

単
な
る
偶
然
的
結
合
に
よ
っ
て
生
れ
た
と
は
考
え
ら
れ
ぬ
。
此
の
問
題
に
対
し
て
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
（Pythagoras, B

. C
. 580-

497

）
及
び
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
学
派
の
人
々
は
「
万
物
は
数
で
あ
る
」
と
喝
破
す
る
。
そ
れ
は
、ハ
ー
モ
ニ
ー
を
最
も
典
型
的
に
示

す
音
階
が
数
の
比
例
関
係
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
、
更
に
或
る
図
形
を
他
の
図
形
か
ら
区
別
す
る
所
以
の
も
の
も

亦
数
に
他
な
ら
な
い
こ
と
を
発
見
し
た
彼
等
に
と
っ
て
は
決
し
て
奇
を
衒
う
立
言
で
は
な
く
、
彼
等
の
信
念
に
於
て
は
数

は
万
物
の
原
型
で
あ
っ
て
有
限
な
る
奇
数
と
無
限
な
る
偶
数
と
の
対
立
組
合
せ
に
よ
っ
て
森
羅
万
象
が
生
ず
る
ば
か
り
で
な

く
、
又
数
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
万
物
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
認
識
さ
れ
得
る
も
の
と
な
る
、
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
原
質
と
原
理
の
問
題
に
対
し
て
解
答
が
与
え
ら
れ
た
後
、
な
お
此
の
転
変
極
り
な
き
森
羅
万
象
に
直
面
し
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て
は
、
い
っ
た
い
此
の
転
変
極
り
な
き
姿
が
果
し
て
事
物
の
本
当
の
姿
な
の
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
移
り
変
る
姿
は
実
は
表

面
に
現
わ
れ
た
仮
の
姿
な
の
で
あ
っ
て
本
当
の
姿
は
移
り
変
ら
な
い
も
の
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
、
更
に
真
実
の
存
在
即
ち

実
在
は
唯
一
つ
な
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
無
数
な
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
対
し
て
エ
レ
ア
学
派
と
称
せ
ら
れ
る
一
群
の
人
達
は
、
実
在
は
唯
一
不
動
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
創
始
者
パ
ル
メ
ニ

デ
ー
ス
（Parm

enidēs, B
. C

. 540-470

）
に
よ
れ
ば
、
実
在
は
唯
一
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
若
し
仮
に
二
つ
の
存
在
が
あ

る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
二
つ
の
存
在
の
間
に
は
両
者
を
隔
て
る
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
隔
て
る
も
の
が
な
け
れ
ば
、

両
者
は
も
は
や
二
つ
の
存
在
で
は
な
く
し
て
一
つ
の
存
在
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
そ
の
両
者
の
間
に

介
在
す
る
も
の
は
、
存
在
か
非
存
在
か
の
何
れ
か
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
若
し
存
在
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
二
つ
の
存
在

の
中
に
や
は
り
又
存
在
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
結
局
そ
れ
は
一
つ
の
存
在
に
つ
な
が
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

若
し
又
、
介
在
す
る
も
の
が
非
存
在

0

0

0

で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
介
在
す
る
も
の
が
存
在
し
な
い

0

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
で
あ
っ

て
、
結
局
こ
の
場
合
も
亦
、
二
つ
の
存
在
は
一
つ
の
存
在
に
な
っ
て
し
ま
う
。
か
く
し
て
実
在
は
唯
一
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば

な
ら
ぬ
。
パ
ル
メ
ニ
デ
ー
ス
の
弟
子
ヅ
ェ
ー
ノ
ー
ン
（Zēnōn, B

. C
. 490-430

）
は
そ
の
師
の
説
を
擁
護
せ
ん
が
た
め
に
一

種
の
論
法
を
案
出
し
、
後
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
に
よ
っ
て
「
弁
証
法
の
発
見
者
」
と
称
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
論

法
は
例
え
ば
運
動
を
否
定
す
る
た
め
に
は
先
ず
運
動
を
仮
定
す
れ
ば
そ
れ
が
如
何
に
背
理
に
陥
る
か
と
い
う
こ
と
を
示
し

て
、
間
接
に
そ
の
前
提
と
な
っ
た
運
動
そ
の
も
の
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
実
例
の
一
つ
に
曰
く
、
勇
士
ア

キ
レ
ウ
ス
は
彼
よ
り
少
し
前
を
の
ろ
の
ろ
と
歩
む
亀
を
ど
う
し
て
も
追
い
越
す
こ
と
は
出
来
ぬ
。
と
い
う
の
は
、
亀
が
最
初

に
い
た
場
所
に
ア
キ
レ
ウ
ス
が
追
い
つ
い
た
と
思
っ
た
時
に
は
、
そ
の
間
に
亀
は
何
歩
か
前
へ
進
ん
で
お
り
、
更
に
次
の
場

所
に
達
し
た
時
に
は
亀
は
再
び
そ
の
間
に
何
歩
か
前
へ
進
ん
で
い
て
、か
く
し
て
無
限
に
同
じ
こ
と
が
繰
返
さ
れ
る
が
故
に
、
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い
つ
ま
で
経
っ
て
も
ア
キ
レ
ウ
ス
は
亀
を
追
い
越
す
こ
と
は
お
ろ
か
、
追
い
つ
く
こ
と
す
ら
も
出
来
な
い
筈
で
あ
る
。
と
こ

ろ
が
こ
れ
は
事
実
に
反
す
る
。
と
い
う
の
は
、
ア
キ
レ
ウ
ス
は
実
際
は
わ
け
も
な
く
亀
を
追
い
越
す
か
ら
で
あ
る
。
か
か
る

事
実
に
反
し
た
背
理
に
到
達
し
た
所
以
は
、
偏
に
運
動
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
存
在
す
る
か
の
如
く
最
初
に
仮
定
し
た
か
ら

に
他
な
ら
ぬ
。
か
く
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
運
動
な
る
も
の
を
否
定
し
て
実
在
は
不
動
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
ヅ
ェ

ー
ノ
ー
ン
は
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

か
よ
う
に
実
在
は
唯
一
不
動
で
あ
る
と
主
張
す
る
エ
レ
ア
学
派
に
対
し
て
、
事
物
が
動
か
ず
し
て
固
定
し
て
い
る
よ
う
に

見
え
る
の
は
、
反
対
の
も
の
が
同
時
に
存
在
し
矛
盾
す
る
も
の
が
一
時
統
一
せ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
外
見
上
の
仮

の
姿
（
仮
象
）
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
運
動
変
化
こ
そ
事
物
の
真
相
で
あ
る
と
観
る
立
場
が
成
立
す
る
。
ヘ
ラ
ク
レ
イ

ト
ス
（H

erakleitos, B
. C

. 535-475
）
は
之
を
「
万
物
流
転
す
」「
人
は
同
じ
流
れ
に
再
び
入
る
こ
と
は
出
来
な
い
」
或
は
「
争

は
万
物
の
父
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
な
形
で
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
の
遺
し
た
百
三
十
七
の
簡
潔
な

箴
言
は
、
そ
の
中
に
幽
玄
な
思
想
を
含
ん
で
い
て
難
解
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
「
暗
い
人
」
と
呼
ば
れ
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
が
、

そ
の
説
を
奉
じ
る
亜
流
に
至
っ
て
は
甚
だ
し
く
卑
俗
に
堕
し
て
、
万
物
流
転
説
を
以
て
借
金
取
を
撃
退
す
る
筋
の
戯
曲
す
ら

遺
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
曰
く
「
万
物
流
転
す
る
の
が
事
物
の
真
相
で
あ
る
が
故
に
、
今
日
の
自
分
は
去
年
の
自
分

と
は
別
の
者
で
あ
る
。
従
っ
て
、
去
年
の
自
分
が
借
り
た
金
を
そ
れ
と
は
別
人
の
今
日
の
自
分
が
支
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
理

由
は
な
い
。」

以
上
ギ
リ
シ
ャ
に
学
問
が
生
れ
て
以
来
の
発
展
の
経
路
を
ふ
り
返
っ
て
み
る
に
、
宇
宙
の
「
も
と
の
も
の
」
に
つ
い
て
も

或
は
「
水
」
或
は
「
無
規
定
的
な
る
も
の
」
或
は
「
大
気
」
な
ど
色
々
の
説
が
提
唱
さ
れ
、
更
に
一
方
で
は
実
在
は
唯
一
不

動
で
あ
る
と
主
張
せ
ら
れ
る
か
と
思
う
と
他
方
で
は
万
物
流
転
す
と
主
張
せ
ら
れ
る
な
ど
、
各
人
各
様
の
考
が
述
べ
ら
れ
た



20

第二節　ギリシャに於ける学問の誕生とその発展

事
実
を
前
に
し
て
結
局
「
人
は
万
物
の
尺
度
で
あ
る
」
と
い
う
相
対
主
義
的
な
思
想
が
一
時
支
配
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、

自
然
の
勢
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
一
般
に
相
対
主
義
的
な
考
え
方
は
、
若
し
そ
れ
を
徹
底
さ
せ
る
な
ら
ば
、

自
己
矛
盾
に
陥
る
こ
と
を
免
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
と
い
う
の
は
、「
人
は
万
物
の
尺
度
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
主
張

し
た
の
は
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
（Protagoras, B

. C
. 481-411

）
で
あ
る
が
、若
し
此
の
説
を
正
直
に
受
取
る
と
す
る
な
ら
ば
、「
人

は
万
物
の
尺
度
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
は
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
自
身
に
と
っ
て
は
真
理
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
他
の

人
が
そ
れ
と
は
ち
が
っ
た
尺
度
を
も
っ
て
そ
れ
を
真
理
と
認
め
な
く
て
も
、
そ
の
本
来
の
立
場
か
ら
い
っ
て
致
し
方
が
な
い

の
で
あ
っ
て
、
所
謂
「
人
間
尺
度
説
」（H

om
o-m

ensura-Satz

）
は
他
の
人
に
対
し
て
は
主
張
す
る
こ
と
が
出
来
ず
、
従
っ

て
普
遍
妥
当
性
を
要
求
す
る
説
と
し
て
は
成
り
立
つ
こ
と
が
出
来
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
上
、
凡
て
の
も
の
は
相
対

的
で
あ
る
と
し
て
絶
対
的
な
る
も
の
の
存
在
に
対
し
て
疑
を
懐
く
こ
と
は
一
般
に
真
面
目
さ
を
失
わ
し
め
、
理
論
の
方
面
に

於
て
は
所
謂
「
弱
い
議
論
を
強
く
す
る
術
」
と
し
て
の
詭
弁
の
横
行
を
助
長
し
、
実
践
の
方
面
に
於
て
は
瞬
間
を
享
楽
す
る

刹
那
主
義
に
堕
す
る
傾
向
に
誘
う
こ
と
を
避
け
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。

か
か
る
風
潮
に
憤
激
し
て
絶
対
的
真
理
擁
護
の
戦
士
と
し
て
起
っ
た
の
が
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
（Sōkrtēs, B

. C
. 469-399

）

で
あ
る
。
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
は
彫
刻
師
を
父
と
し
産
婆
を
母
に
も
つ
町
人
の
子
と
し
て
街
頭
に
出
て
誰
彼
の
区
別
な
く
話
し

か
け
、共
に
語
り
合
う

0

0

0

0

0

0

こ
と
に
よ
っ
て
お
互
の
間
か
ら
少
し
で
も
真
理
へ
の
途
を
発
見
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

人
間
精
神
に
宿
っ
て
い
る
絶
対
的
真
理
の
生
れ
出
る
の
を
助
け
る
と
い
う
意
味
で
、
精
神
的
方
面
に
於
て
産
婆
の
役
目
を
果

し
た
も
の
で
あ
り
、
又
人
間
精
神
に
潜
在
的
に
含
ま
れ
て
い
る
も
の
を
鮮
か
に
刻
み
出
そ
う
と
努
力
し
た
点
か
ら
、
父
と
同

様
彫
刻
師
の
仕
事
を
し
た
の
で
あ
る
と
も
称
せ
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
真
理
発
見
へ
の
門
出
に
際
し
て
最
も
大
切
な
こ
と
は
、
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
に
よ
れ
ば
、
先
ず
自
己
の
無
知
を
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自
覚
す
る
こ
と
で
あ
る
。
か
く
し
て
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
は
、
デ
ル
プ
ォ
イ
の
神
殿
に
記
さ
れ
た
「
汝
自
身
の
分
限
を
わ
き
ま

え
よ
」（
身
の
程
を
知
れ
）
と
い
う
古
語
を
「
汝
自
身
を
知
れ
」
と
い
う
意
味
に
深
め
て
之
を
標
語
と
し
、
彼
自
身
は
何
も

知
ら
な
い
者
で
あ
る
と
い
う
立
場
に
立
っ
て
、
一
応
相
手
の
い
う
こ
と
を
そ
の
ま
ま
承
認
し
て
そ
の
前
提
の
下
に
次
々
に
質

問
に
質
問
を
重
ね
て
次
第
に
相
手
を
窮
地
に
追
い
込
み
、
遂
に
は
一
通
り
の
事
は
知
っ
て
い
る
と
思
っ
て
い
た
相
手
を
し
て

実
は
自
分
も
亦
何
も
判
っ
て
い
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
悟
ら
し
め
、
而
し
て
後
に
、
共
に
手
を
携
え
て
真
の
知
識
探
求
の

旅
に
出
発
し
よ
う
と
勧
告
し
た
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
先
ず
自
分
が
無
知
を
よ
そ
お
っ
て
相
手
の
話
を
聴
き
、
最
後
に
は
相

手
自
身
が
自
己
の
無
知
な
る
こ
と
を
否
応
な
し
に
悟
る
よ
う
に
話
し
か
け
て
行
く
や
り
方
を
、
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
的
反
語
法

（Socratic irony

）
と
い
う
。
か
く
し
て
、
ひ
と
た
び
お
互
が
自
己
の
無
知
な
る
こ
と
を
悟
れ
ば
、
そ
の
同
じ
地
盤
の
上
に

立
っ
て
共
に
語
り
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
即
ち
「
対
話
」
に
よ
っ
て
、
各
人
の
意
見
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
個
人
的
偶
然
的
な

要
素
を
少
し
ず
つ
淘
汰
し
つ
つ
、
次
第
に
普
遍
的
な
概
念
に
昇
っ
て
行
く
こ
と
が
出
来
る
。
而
し
て
、
単
な
る
個
人
的
な
意

見
に
と
ど
ま
ら
ず
し
て
、
多
く
の
人
々
の
承
認
す
る
も
の
こ
そ
即
ち
真
理
に
他
な
ら
な
い
が
故
に
、
普
遍
的
な
概
念
を
め
ざ

し
て
昇
っ
て
行
く
こ
と
は
、と
り
も
な
お
さ
ず
絶
対
的
な
真
理
に
接
近
し
て
行
く
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
う
な
れ
ば
「
対
話
」

は
単
な
る
雑
談
や
空
談
で
は
な
く
し
て
、
一
つ
の
学
問
上
の
方
法
で
あ
る
。「
対
話
」
を
意
味
す
る
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ケ
ー

（dialektikē

）
と
い
う
ギ
リ
シ
ャ
語
が
後
に
弁
証
法
と
い
う
重
要
な
概
念
に
発
展
し
た
の
も
、
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
と
い

わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

ギ
リ
シ
ャ
に
学
問
が
誕
生
し
て
以
来
既
に
相
当
の
年
月
を
経
過
し
て
漸
次
文
化
興
隆
の
気
運
が
漲
り
、
剰
え
ペ
ル
シ
ャ
戦

争
の
結
果
国
力
頓
に
た
か
ま
っ
て
此
の
機
に
乗
じ
て
政
界
に
志
を
得
ん
と
す
る
青
年
た
ち
の
知
識
修
得
熱
を
一
層
あ
お
り
立

て
た
た
め
に
、
此
の
要
求
に
応
じ
て
広
く
諸
種
の
学
問
を
教
授
す
る
こ
と
を
職
業
と
す
る
人
達
が
既
に
早
く
か
ら
現
わ
れ
た
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の
は
当
然
の
勢
で
あ
っ
て
、
か
か
る
学ソ
ピ
ス
テ
ー
ス

者
先
生
（
＝
知ソ
ピ
ア慧

を
有
す
る
人
）
が
大
い
に
啓
蒙
の
役
割
を
演
じ
た
功
績
は
否
定
す

る
こ
と
の
出
来
な
い
事
実
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
単
な
る
博
識
は
そ
れ
だ
け
で
は
未
だ
真
の
学
者
、
況
ん
や
哲
学
者
の

十
分
な
る
条
件
で
は
な
い
。
真
の
学
者
は
単
に
豊
富
な
学
識
を
も
っ
て
い
る
人
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
ひ
た
む
き
に
真

理
を
追
求
す
る
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。「
哲
学
」（
ピ
ロ
ソ
ピ
ア
）と
い
う
ギ
リ
シ
ャ
語
は
本
来
ピ
ロ
ス（
愛
）と
ソ
ピ
ア（
知
）

の
二
つ
の
言
葉
か
ら
成
り
、「
哲
学
者
」（
ピ
ロ
ソ
ポ
ス
）
と
は
「
知
を
愛
す
る
人
」
と
い
う
意
味
で
あ
っ
た
。
学
術
の
教
授

を
職
業
と
す
る
学
者
先
生
が
単
に
「
知
を
有
す
る
人
」
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
知
を
愛
す
る
こ
と
を
以
て
自
己
畢
生
の
使
命

と
自
覚
す
る
と
こ
ろ
に
、
厳
密
な
意
味
に
於
て
の
哲
学
者
の
誕
生
が
あ
る
。
而
し
て
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
こ
そ
、
ま
さ
に
そ
の

人
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
が
生
涯
愛
し
求
め
て
や
ま
な
か
っ
た
の
は
、
決
し
て
単
な
る
知
識
の
た
め
の
知
識
で
は
な
か
っ

た
。
当
時
の
不
真
面
目
な
刹
那
主
義
的
傾
向
を
慷
慨
し
て
起
っ
た
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
が
、
単
な
る
知
識
の
た
め
の
知
識
で
満

足
す
る
筈
は
な
い
。
本
来
道
徳
的
自
覚
の
昂
揚
を
冀
望
す
る
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
の
求
め
る
知
は
、
知
れ
ば
必
ず
行
わ
ざ
る
を

得
な
い
知
、
即
ち
徳
と
一
つ
に
合
体
し
た
知
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
而
し
て
、
か
か
る
も
の
に
し
て
は
じ
め
て
真
の
知
識
た

る
の
名
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
の
渝
ら
ざ
る
信
念
で
あ
っ
た
。
―
―
勿
論
、
凡
て
の
知

識
が
必
ず
し
も
実
行
と
一
つ
に
合
体
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
は
ア
レ
ー
テ
ー
（arētē

）
即
ち
た
く
み
で

あ
る
こ
と
、
う
ま
い
こ
と
に
―
―
技
術
上
の
ア
レ
ー
テ
ー
と
道
徳
上
の
ア
レ
ー
テ
ー
と
の
二
つ
の
種
類
が
あ
る
こ
と
を
決
し

て
見
逃
し
て
は
い
な
い
。
例
え
ば
、
弓
術
に
た
く
み
な
人
即
ち
、
ア
レ
ー
テ
ー
の
あ
る
人
は
故
意
に
的
を
外
す
こ
と
が
出
来

る
。
即
ち
ア
レ
ー
テ
ー
の
な
い
人
は
当
っ
て
も
当
ら
な
く
て
も
何
れ
も
偶
然
で
あ
る
が
、
ア
レ
ー
テ
ー
の
あ
る
人
は
た
く
み

に
射
当
て
る
ば
か
り
で
な
く
又
た
く
み
に
的
を
外
す
こ
と
が
出
来
る
。
こ
れ
で
見
れ
ば
、
故
意
に
あ
や
ま
ち
得
る
人
は
そ
の



23

第一章　古 代 哲 学

道
に
た
く
み
な
人
即
ち
そ
の
道
の
ア
レ
ー
テ
ー
を
有
す
る
人
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
は
相
手
に
こ

の
こ
と
を
承
認
さ
せ
た
上
で
、
そ
こ
か
ら
、
知
ら
ず
し
て
悪
を
な
す
人
よ
り
も
知
り
つ
つ
故
意
に
悪
を
な
す
人
の
方
が
ア
レ

ー
テ
ー
の
あ
る
人
即
ち
徳
の
あ
る
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
此
の
結
論
を
果
し
て
承
認
す
る
こ
と
が

出
来
る
か
、
と
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
は
相
手
に
迫
る
。
こ
れ
に
対
し
て
相
手
は
、
推
理
の
上
に
は
誤
謬
は
な
い
と
思
う
が
、
し

か
し
こ
こ
に
到
っ
て
は
同
意
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
、
と
答
え
る
。
或
る
対
話
篇
（
プ
ラ
ト
ー
ン
作
）
は
こ
こ
で
終
っ
て
い

る
の
で
あ
る
が
、
案
ず
る
に
か
か
る
悖
理
論
的
な
結
果
に
到
っ
た
の
は
、
技
術
上
の
た
く
み
を
意
味
す
る
ア
レ
ー
テ
ー
と
道

徳
上
の
徳
を
意
味
す
る
ア
レ
ー
テ
ー
と
の
相
異
を
無
視
し
た
た
め
で
あ
り
、
そ
れ
は
同
時
に
又
、
技
術
に
於
け
る
知
と
道
徳

に
於
け
る
知
と
が
別
種
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
が
道
徳
の
基
礎
に
考
え
る
知

即
ち
正
邪
善
悪
の
意
識
は
、
技
術
に
於
け
る
知
と
は
異
な
り
―
―
知
れ
ば
知
る
だ
け
故
意
に
あ
や
ま
ち
を
犯
し
得
る
よ
う
な

知
識
で
は
な
く
―
―
悪
と
知
れ
ば
行
い
得
ず
善
と
知
れ
ば
行
わ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
、
実
現
へ
の
努
力
を
伴
う
洞
見
で
あ

っ
た
。
そ
こ
に
は
知
よ
り
き
り
離
さ
れ
た
徳
も
な
け
れ
ば
、
徳
よ
り
き
り
離
さ
れ
た
知
も
な
い
。
徳
は
行
う
こ
と
に
よ
っ
て

の
み
知
ら
れ
る
徳
で
あ
り
、
知
れ
ば
そ
の
徳
を
行
わ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
知
で
あ
る
。「
徳
は
知
な
り
」
と
い
う
ソ
ー
ク
ラ

テ
ー
ス
の
言
葉
は
、
か
く
し
て
は
じ
め
て
そ
の
真
意
を
捉
え
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
が
ア
テ
ナ
イ
の
青
年
た
ち
に
自
ら
の
無
智
を
自
覚
せ
し
め
よ
う
と
努
め
た
と
い
う
の
は
、
従
来
の
似
而

非
な
る
知
を
投
げ
棄
て
て
、
全
く
新
た
な
別
種
の
知
に
―
―
即
ち
同
時
に
そ
の
実
現
に
努
力
す
る
道
徳
的
自
覚
を
伴
う
―
―

真
の
知
に
導
こ
う
と
し
た
の
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
実
に
彼
は
二
十
年
の
久
し
い
間
、
ア
テ
ナ
イ
の
街
頭
に
立
っ
て
―
―
知

を
愛
し
求
め
る
哲
学
者
と
し
て
―
―
か
か
る
真
知
に
到
達
す
る
こ
と
を
人
々
に
勧
め
て
や
ま
な
か
っ
た
。
し
か
し
飽
く
迄
も

追
究
的
な
彼
の
質
問
は
、
保
守
的
な
ア
テ
ナ
イ
の
人
々
に
と
っ
て
は
恐
ら
く
眠
り
を
貪
る
馬
に
対
す
る
う
る
さ
い
虻
の
如
き
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も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
馬
は
一
層
永
く
眠
り
を
貪
ら
ん
が
た
め
に
、
そ
の
執
拗
に
皮
肉
を
刺
す
虻
を
尻
尾
で
は

た
き
殺
そ
う
と
し
た
。
し
か
も
そ
の
虻
は
他
の
馬
に
飛
び
去
ろ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
紀
元
前
三
九
九
年
、
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー

ス
は
国
家
公
認
の
神
々
を
祭
ら
ず
、
新
た
な
神
を
持
ち
込
む
も
の
、
青
年
を
誘
惑
す
る
も
の
と
い
う
誣
告
の
罪
に
よ
っ
て
牢

獄
に
投
ぜ
ら
れ
、
法
廷
に
於
け
る
態
度
が
頑
強
で
あ
っ
た
た
め
に
、
ア
テ
ナ
イ
市
民
よ
り
選
ば
れ
た
五
百
一
名
の
裁
判
員
の

怒
り
を
招
き
、
遂
に
死
刑
を
宣
告
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
。
折
し
も
祭
祀
の
た
め
三
十
日
間
の
猶
予
が
あ
っ
た
の
で
友
人
は
脱

獄
亡
命
を
勧
め
た
け
れ
ど
も
、
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
は
年
来
の
主
張
た
る
「
普
遍
概
念
尊
重
」
の
精
神
を
竪
持
し
て
、
そ
の
普

遍
概
念
の
結
晶
と
し
て
の
国
法
を
あ
く
ま
で
重
ん
じ
て
そ
の
勧
め
に
従
わ
ず
、
命
の
ま
ま
に
毒
杯
を
仰
い
で
従
容
と
し
て
死

に
つ
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
脱
獄
を
勧
め
に
来
た
友
人
を
逆
に
戒
め
た
言
葉
に
い
う
。
―
―
戦
場
に
於
て
、
追
手
の
前
に
武

器
を
投
げ
棄
て
て
跪
き
さ
え
す
れ
ば
、
死
を
免
れ
る
こ
と
も
決
し
て
め
ず
ら
し
く
は
な
い
。
他
の
危
険
な
場
合
に
も
、
相
手

の
言
に
唯
々
諾
々
従
う
つ
も
り
な
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
死
を
免
れ
る
途
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
友
よ
！　

困
難
は
死
を
免
れ
る
こ
と

に
あ
る
の
で
は
な
く
、
不
正
を
免
れ
る
こ
と
こ
そ
困
難
な
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
不
正
は
死
よ
り
も
速
く
駈
け
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

も
の
で

あ
る
か
ら
。

第
三
節　

二
元
論
と
一
元
論

ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
の
厳
粛
な
死
は
、
純
情
の
弟
子
プ
ラ
ト
ー
ン
（Platōn, B

. C
. 427-347

）
を
感
激
せ
し
め
ず
に
は
お
か

な
か
っ
た
。
師
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
の
高
潔
な
人
格
と
そ
の
悲
壮
な
最
後
と
に
深
く
思
い
を
致
す
時
、
プ
ラ
ト
ー
ン
は
そ
れ
が

却
っ
て
探
い
哲
学
的
真
理
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
感
得
し
、
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
の
単
純
な
教
の
中
に
与
え
ら
れ
た
哲
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学
的
思
索
へ
の
刺
戟
を
自
己
の
精
神
の
中
に
展
開
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
更
に
偉
大
な
る
師
の
姿
を
見
究
め
よ
う
と
努
力
し
た

の
で
あ
る
。
た
だ
、
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
が
町
人
の
子
と
し
て
街
頭
か
ら
理
想
へ
の
道
を
辿
っ
た
の
に
反
し
て
、
プ
ラ
ト
ー
ン

は
名
門
の
出
と
し
て
理
想
の
高
き
に
立
っ
て
現
実
の
世
界
を
俯
瞰
し
よ
う
と
し
た
の
も
、
お
の
ず
か
ら
素
性
の
然
ら
し
め
る

と
こ
ろ
で
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ー
ン
が
、
ア
テ
ナ
イ
市
の
西
北
方
の
郊
外
に
あ
る
神
聖
な
森

の
中
に
開
い
た
塾
舎
ア
カ
デ
ー
メ
イ
ア
の
入
口
に
は
「
幾
何
学
を
解
せ
ざ
る
者
は
入
る
べ
か
ら
ず
」
と
書
い
て
あ
っ
た
と
伝

え
ら
れ
て
い
る
。
幾
何
学
の
問
題
を
解
こ
う
と
す
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
い
つ
も
図
形
を
画
い
て
考
を
進
め
て
行
く
の
で
あ

る
が
、
そ
の
際
画
か
れ
る
図
形
は
厳
密
に
い
え
ば
常
に
何
ら
か
の
不
完
全
さ
を
免
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
即
ち
手
で
画
か

れ
た
三
角
形
は
勿
論
、
い
か
に
定
規
を
用
い
て
精
密
に
画
か
れ
た
三
角
形
で
も
、
そ
の
内
角
の
和
が
幾
何
学
的
な
意
味
に
於

て
厳
密
に
二
直
角
で
あ
る
と
い
う
様
な
こ
と
は
、
到
底
望
ま
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
不

完
全
な
三
角
形
に
よ
っ
て
―
―
厳
密
そ
の
も
の
の
典
型
と
考
え
ら
れ
て
い
る
―
―
幾
何
学
的
真
理
を
発
見
し
て
行
く
こ
と
が

出
来
る
。
否
、
そ
の
際
画
か
れ
る
図
形
は
如
何
に
不
完
全
な
も
の
で
も
構
わ
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
、
不
完
全
な
図
形

に
よ
っ
て
、
い
か
に
し
て
完
全
な
幾
何
学
的
真
理
を
探
求
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
が
此
の
肉
眼
に
よ
っ
て
眼
前
に
あ
る
不
完
全
な
図
形
を
見
な
が
ら
、
実
は
そ
れ
を
縁
と
し
て
そ
の
背

後
に
完
全
な
三
角
形
と
い
う
見
え
ざ
る
形
を
、
理
性
の
眼

0

0

0

0

に
よ
っ
て
見
つ
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
理
性
の
眼

に
よ
っ
て
見
ら
れ
る
完
全
な
図
形
に
よ
っ
て
、
厳
密
な
幾
何
学
的
推
理
が
進
め
ら
れ
て
行
く
の
で
あ
る
。
幾
何
学
の
問
題
を

図
形
に
よ
っ
て
解
く
人
は
、
意
識
す
る
と
し
な
い
と
を
問
わ
ず
、
つ
ね
に
此
の
見
え
ざ
る
形
を
見
て
い
る
わ
け
で
あ
っ
て
、

従
っ
て
幾
何
学
を
解
す
る
人
は
知
ら
ず
識
ら
ず
の
間
に
、
外
に
現
わ
れ
た
不
完
全
な
形
の
背
後
に
見
え
ざ
る
完
全
な
形

0

0

0

0

0

0

0

0

を
見

る
こ
と
に
慣
れ
て
い
る
人
で
あ
る
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
か
る
人
に
し
て
は
じ
め
て
永
遠
の
真
理
探
求
の
途
に
の
ぼ
る
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こ
と
が
出
来
る
。
然
ら
ざ
る
人
は
共
に
語
る
に
足
ら
な
い
人
で
あ
る
と
い
う
の
が
、「
幾
何
学
を
解
せ
ざ
る
者
は
入
る
べ
か

ら
ず
」
と
い
う
禁
札
の
真
意
で
あ
ろ
う
。

か
よ
う
に
、
肉
眼
に
映
ず
る
形
の
背
後
に
見
え
ざ
る
形
を
見
る
こ
と
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
実
は
そ
ん
な
に
む
ず
か
し
い

こ
と
で
は
な
く
し
て
わ
れ
わ
れ
が
日
常
茶
飯
事
と
し
て
常
に
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
例
え
ば
ソ
ー
ク
ラ
デ
ー
ス
及
び

カ
リ
ア
ス
と
呼
ば
れ
る
二
人
の
男
を
前
に
し
て
、
そ
の
二
人
が
肉
眼
で
見
ら
れ
る
限
り
に
於
て
は
、
即
ち
感
性
知
覚
の
対
象

と
し
て
は
、
全
く
異
な
る
姿
・
形
を
呈
す
る
の
に
も
拘
ら
ず
、
し
か
も
猶
「
人
」
と
い
う
共
通
の
名
を
以
て
呼
ば
れ
る
の
は

何
人
も
異
存
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
際
、
感
性
知
覚
の
示
す
個
人
差
を
無
視
し
て
、
否
そ
れ
を
縁
と

し
て
、
そ
の
背
後
に
「
人
」
と
い
う
見
え
ざ
る
姿
を
、
心
の
眼
に
よ
っ
て
即
ち
理
性
認
識
に
よ
っ
て
直
観
的
に
見
て
い
る

か
ら
で
あ
り
、
眼
に
見
え
る
姿
は
個
人
個
人
に
よ
っ
て
千
差
万
別
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
見
え
ざ
る
姿
は
人
・
時
・
処
を
超

越
し
て
変
ら
な
い
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
更
に
又
、
あ
の
人
こ
の
人
の
個
々
の
行
為
を
「
善
し
」
と
判
断
す
る
と
き
、
或

は
彼
等
が
善
い
行
為
を
す
る
の
を
見
た
と
い
う
場
合
、
わ
れ
わ
れ
の
感
覚
が
個
々
の
行
為
の
「
善
」
を
見
た
わ
け
で
は
な

い
。
寧
ろ
わ
れ
わ
れ
は
善
そ
の
も
の
を
他
の
仕
方
で
知
っ
て
い
れ
ば
こ
そ
、
個
々
の
行
為
が
そ
れ
に
似
て
い
る
の
を
見
た
時

に
、
こ
れ
を
「
善
し
」
と
す
る
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
同
じ
名
を
以
て
呼
ば
れ
る
個
々
の
事
物
事
象
は
共
通
し
、
こ
れ
ら
の

個
々
の
も
の
が
そ
の
幾
分
か
を
分
有
す
る
と
こ
ろ
の
一
般
的
な
る
も
の
そ
れ
自
体
を
、
プ
ラ
ト
ー
ン
は
エ
イ
ド
ス
又
は
イ
デ

ア
と
呼
ん
だ
。
此
の
意
味
に
於
て
の
イ
デ
ア
と
は
、
個
人
の
認
識
作
用
或
は
判
断
作
用
を
超
越
し
・
時
と
処
を
超
越
し
て

妥
当
す
る
凡
ゆ
る
価
値
の
根
拠
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
も
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
プ
ラ
ト
ー
ン
の
イ
デ
ア
は
決
し
て

単
に
そ
れ
だ
け
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ギ
リ
シ
ャ
人
は
最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
、
眺
め
る
こ
と
を
最
も
得
意
と
す
る
民
族

で
あ
っ
た
。
ギ
リ
シ
ャ
人
に
と
っ
て
は
、
考
え
る
こ
と
も
亦
眺
め
る
こ
と
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
眺
め
ら
れ
る
も
の
を
離
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れ
て
、
た
だ
頭
の
中
だ
け
で
考
え
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
ギ
リ
シ
ャ
人
に
は
縁
の
遠
い
精
神
の
は
た
ら
き
で
あ
っ
た
で

あ
ろ
う
。
そ
の
ギ
リ
シ
ャ
人
の
思
想
を
一
つ
の
美
し
い
体
系
に
ま
と
め
た
プ
ラ
ト
ー
ン
の
哲
学
に
於
て
は
、
イ
デ
ア
と
呼
ば

れ
る
も
の
も
―
―
近
代
の
人
々
が
考
え
る
よ
う
に
、
存
在
す
る
も
の
か
ら
離
れ
て
妥
当
す
る
単
な
る
価
値
の
根
拠
と
い
う
よ

う
な
も
の
に
つ
き
る
も
の
で
は
な
く
し
て
、
―
―
「
イ
デ
ア
」
本
来
の
字
義
通
り
や
は
り
一
種
の
「
形
」
で
あ
り
、
形
を
具

え
た
一
種
の
存
在
で
あ
っ
た
。
あ
た
か
も
感
性
知
覚
に
対
応
し
て
個
物
な
る
対
象
が
存
在
す
る
よ
う
に
、
イ
デ
ア
は
理
性
認

識
の
対
象
と
し
て
変
ら
ざ
る
真
の
実
在
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
し
て
、
感
性
知
覚
が
生
滅
転
変
の
個
物
の
世
界
を
示

す
の
に
対
し
て
、
理
性
認
識
が
永
劫
不
変
な
る
イ
デ
ア
の
世
界
を
示
す
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
茲
に
プ
ラ
ト
ー
ン
の
所
謂
二0

世
界
説

0

0

0

が
成
り
立
つ
。
前
者
は
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
・
ブ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
な
ど
の
主
張
す
る
―
―
成
る
の
み
に
て
在
ら
ぬ
―
―

現
象
界

0

0

0

で
あ
り
、
後
者
は
エ
レ
ア
学
派
・
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
な
ど
の
主
張
す
る
―
―
在
る
の
み
に
て
成
ら
ぬ
―
―
本
体
界

0

0

0

で

あ
る
。
而
し
て
、
現
象
が
つ
ね
に
不
完
全
な
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
本
体
は
完
全
な
も
の
で
あ
り
、
完
全
な
る
も
の
は
不

完
全
な
る
も
の
に
と
っ
て
当
に
実
現
す
べ
き
目
的
に
他
な
ら
ぬ
が
故
に
、
イ
デ
ア
の
世
界
は
同
時
に
理
想
の
世
界
で
あ
る

（Ideenw
elt=Idealew

elt

）
と
い
う
意
味
を
お
の
ず
か
ら
担
う
よ
う
に
な
る
。
か
よ
う
に
、
現
に
眼
に
見
え
る
存
在
の
世
界

の
根
柢
を
見
え
ざ
る
当
為
の
世
界
に
置
き
、
存
在
の
世
界
は
当
為
の
世
界
を
実
現
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
を
理

想
主
義
（Idealism
us

）
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
思
想
史
上
、
理
想
主
義
は
プ
ラ
ト
ー
ン
に
於
て
は
じ
め
て
そ
の

整
っ
た
姿
を
現
わ
し
た
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

理
想
主
義
的
世
界
観
は
、
つ
ね
に
理
想
と
現
実
と
を
対
立
せ
し
め
、
低
き
現
実
の
中
に
あ
っ
て
高
き
理
想
を
憧
れ
る
。
プ

ラ
ト
ー
ン
が
そ
の
対
話
篇
の
中
で
寓
話
の
形
を
以
て
説
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
霊
魂
は
此
の
現
世
に
於

て
は
常
に
肉
体
と
い
う
牢
獄
の
中
に
幽
閉
せ
ら
れ
、
―
―
あ
た
か
も
光
に
脊
を
向
け
て
洞
穴
の
中
で
坐
っ
て
い
る
人
達
が
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そ
の
入
口
を
横
ぎ
る
事
物
そ
の
も
の
は
認
め
る
こ
と
が
出
来
ず
し
て
僅
か
に
奥
の
壁
に
う
つ
る
影
を
見
る
に
す
ぎ
な
い
よ
う

に
、
―
―
わ
れ
わ
れ
の
霊
魂
も
耳
や
目
の
前
を
横
ぎ
る
事
物
の
真
の
姿
を
直
接
究
め
る
こ
と
が
出
来
ず
に
唯
そ
の
影
像
を
見

る
だ
け
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
此
の
地
上
に
生
れ
出
る
以
前
に
は
肉
体
の
羈
絆
を
脱
し
て
全
く
純
な
る
活
動
を
営
み
、
直
接

真
実
在
そ
の
も
の
を
直
観
し
て
そ
れ
に
つ
い
て
完
全
な
る
認
識
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
イ
デ
ア
の
認

識
は
、
た
と
い
生
れ
出
る
苦
し
み
に
よ
っ
て
意
識
の
表
面
か
ら
消
え
去
っ
た
と
は
い
え
、
な
お
記
憶
と
し
て
わ
れ
わ
れ
の
霊

魂
の
中
に
潜
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
幸
な
る
こ
と
に
は
、
此
の
世
に
於
て
知
覚
せ
ら
れ
る
事
物
は
何
れ
も
そ
の
イ

デ
ア
の
面
影
を
不
完
全
な
が
ら
も
宿
し
て
い
る
が
故
に
、
こ
れ
を
機
縁
と
し
て
眠
れ
る
記
憶
が
よ
び
さ
ま
さ
れ
、
此
の
地
上

に
於
て
も
、
あ
り
し
イ
デ
ア
の
姿
が
想
い
起
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
美
し
い
も
の
を
見
て
エ
ロ
ー
ス
（
愛
或
は
憧

れ
）
を
感
じ
る
の
は
、わ
れ
わ
れ
の
霊
魂
が
不
完
全
な
世
界
に
と
ら
わ
れ
て
い
な
が
ら
も
猶
全
き
も
の
を
思
慕
し
て
や
ま
ぬ
・

止
み
難
き
熱
情
に
他
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
―
―
こ
れ
を
プ
ラ
ト
ー
ン
の
想
起
説
と
い
う
。

以
上
述
べ
来
っ
た
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
、
プ
ラ
ト
ー
ン
の
根
本
思
想
の
中
に
は
、
イ
デ
ア
が
完
全
な

も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
其
の
模
倣
に
す
ぎ
な
い
個
物
は
不
完
全
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
前
提
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る

が
、
若
し
個
物
が
イ
デ
ア
を
不
完
全
に
し
か
表
現
し
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
イ
デ
ア
の
完
全
な
る
実
現
を

妨
げ
る
何
物
か
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
と
い
う
の
は
、
若
し
イ
デ
ア
の
み
が
真
の
実
在
で
あ
り
現
象
界
の
事
物
は
イ
デ
ア
を

分
有
す
る
だ
け
そ
れ
だ
け
実
在
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
現
象
と
雖
も
そ
れ
が
イ
デ
ア
を
分
有
し
て
い
る
限
り
に
於
て
そ
れ

自
身
完
全
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
筈
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
な
れ
ば
イ
デ
ア
の
世
界
と
現
象
の
世
界
と
を
特
に
積

極
的
に
区
別
す
る
何
物
も
な
い
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
茲
に
於
て
プ
ラ
ト
ー
ン
は
二
つ
世
界
の
区
別
を
意
味
あ
ら
し
め
る

た
め
に
、
イ
デ
ア
の
実
現
を
妨
げ
る
第
二
の
原
理

0

0

0

0

0

を
想
定
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
凡
て
の
点
に
於
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て
イ
デ
ア
と
は
反
対
の
性
質
を
具
え
ね
ば
な
ら
ぬ
が
故
に
、
イ
デ
ア
を
存
在
或
は
有
る
も
の
（to on=B

eing

）
と
す
れ
ば
、

そ
れ
と
は
正
反
対
の
非
存
在
或
は
有
ら
ぬ
も
の
（m

ē on=N
on-B

eing

）
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
も
そ
の
非
存
在
は
そ

れ
自
身
に
於
て
何
等
定
ま
っ
た
形
を
も
た
ず
、
又
定
ま
っ
た
形
を
も
た
な
い
が
故
に
、
イ
デ
ア
の
働
き
を
受
け
る
と
ど
ん
な

形
を
も
有
つ
こ
と
が
出
来
て
、
現
象
界
の
凡
て
の
事
物
の
基
と
な
り
得
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
か
か
る
意
味
に
於
て
の

非
存
在
は
そ
の
本
質
上
全
く
受
動
的
で
あ
っ
て
他
に
活
動
を
及
ぼ
す
こ
と
は
な
い
け
れ
ど
も
、
し
か
し
イ
デ
ア
の
活
動
に
対

抗
し
て
そ
の
実
現
を
妨
害
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
此
の
世
界
に
於
け
る
偽
・
悪
・
醜
な
ど
は
そ
の
結
果
と
し
て
現
わ
れ
た
も

の
に
他
な
ら
ぬ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
か
よ
う
な
非
存
在
は
い
っ
た
い
何
処
か
ら
由
来
す
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
イ
デ
ア
か
ら
由
来
す
る

も
の
で
な
い
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
は
此
の
不
完
全
な
現
象
界
が
イ
デ
ア
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
る
際
の

欠
く
べ
か
ら
ざ
る
条
件
で
あ
る
が
故
に
、
イ
デ
ア
の
活
動
と
共
に
無
始
よ
り
永
劫
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し

か
も
プ
ラ
ト
ー
ン
に
よ
れ
ば
、
か
か
る
非
存
在
が
イ
デ
ア
と
始
め
か
ら
併
存
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
毫
も
イ
デ
ア
の
至
高
存

在
性
を
そ
こ
な
う
所
以
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
非
存
在

0

0

0

が
併
存
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
併
存
す
る
も
の
が
始
め
か
ら
存0

在
し
な
い

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
既
に
非
存
在
に
イ
デ
ア
の
実
現
を
妨
害
す
る
と
い
う

積
極
的
な
働
き
を
認
め
る
以
上
、
単
な
る
語
義
の
上
か
ら
そ
の
存
在
性
を
否
定
し
よ
う
と
し
て
も
そ
れ
は
無
駄
で
あ
っ
て
、

所
詮
イ
デ
ア
と
非メ
ー
・
オ
ン

存
在
と
の
間
に
質
的
対
立
の
存
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
寧
ろ
か
か
る
二
元
論
的
な
考
え
方
の
上
に

こ
そ
プ
ラ
ト
ー
ン
の
理
想
主
義
的
な
世
界
観
が
成
り
立
ち
得
た
の
で
あ
る
。
一
般
に
「
当
に
あ
る
べ
き
も
の
」
は
「
現
に
あ

る
も
の
」
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
遠
け
れ
ば
遠
い
ほ
ど
、
そ
の
気
高
い
光
を
放
つ
。
し
か
し
同
時
に
そ
の
反
面
、
か
く
し
て
遠

く
離
れ
た
二
元
が
如
何
に
し
て
結
び
つ
く
か
、
二
元
と
い
い
な
が
ら
や
は
り
何
れ
か
が
よ
り
根
源
的
な
も
の
で
は
な
い
か
、
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若
し
―
―
そ
う
で
は
な
く
し
て
―
―
二
元
が
全
く
対
等
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
二
つ
の
も
の
の
背
後
に
一

層
根
源
的
な
一
つ
の
も
の
が
あ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
、
と
い
う
よ
う
な
問
題
が
依
然
と
し
て
残
る
。
と
い
う
の
は
、
わ
れ

わ
れ
人
間
が
考
え
る
も
の

0

0

0

0

0

で
あ
る
限
り
、
究
極
的
な
一
つ
の
も
の
に
ま
で
溯
ら
な
け
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
精
神
は
結
局
本
当

の
安
ら
い
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
な
い
か
ら
で
あ
る
。

プ
ラ
ト
ー
ン
の
弟
子
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
（A

ristotelēs, B
. C

. 384-322

）
は
二
十
年
間
プ
ラ
ト
ー
ン
に
師
事
し
て
い
る

間
に
、
な
ん
と
か
し
て
師
説
の
根
柢
を
な
す
二
元
論
的
な
考
え
方
か
ら
脱
け
出
よ
う
と
し
た
。
そ
れ
は
単
に
プ
ラ
ト
ー
ン
の

二
世
界
説
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
理
論
的
難
点
を
克
服
す
る
た
め
ば
か
り
で
な
く
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
の
画
く
実
在
の
姿

が
プ
ラ
ト
ー
ン
の
画
く
実
在
の
姿
と
は
根
本
的
に
相
違
し
て
い
た
こ
と
か
ら
来
る
必
然
的
な
離
反
で
も
あ
っ
た
。
即
ち
、
プ

ラ
ト
ー
ン
の
考
え
方
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
も
の
は
い
つ
も
幾
何
学
的
推
理
で
あ
っ
て
、
幾
何
学
的
推
理
は
つ
ね
に
図
形
を
画

く
こ
と
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
決
し
て
画
か
れ
た
不
完
全
な
図
形
の
中
に
幾
何
学
的
真
理
が
存

在
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
完
全
に
精
密
で
あ
る
こ
と
を
根
本
特
色
と
す
る
幾
何
学
的
真
理
は
、
眼
前
に
画
か
れ
た
図
形

を
超
越
し
て
在
在
す
る
。
超
越
的
存
在

0

0

0

0

0

は
プ
ラ
ト
ー
ン
に
と
っ
て
は
実
在
の
真
の
姿
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
幼
時
か

ら
自
然
科
学
的
教
育
を
受
け
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
の
眼
前
に
置
か
れ
た
も
の
は
種
々
様
々
の
経
験
的
事
実
、
な
か
で
も
生

物
の
成
長
現
象
で
あ
っ
た
。
種
か
ら
芽
が
出
て
花
が
咲
く
、
―
―
そ
の
花
は
決
し
て
外
か
ら
飛
来
し
て
附
着
し
た
も
の
で
は

な
く
し
て
、
種
の
中
か
ら
自
然
に
成
長
し
て
来
た
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
花
と
い
う
形
相
0

0

（form

）
は
も
と
も
と
種
の
中
に

胚
胎
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
成
長
す
る
と
い
う
こ
と
は
質
料
0

0

（m
ater

）
の
中
に
潜
在
的
・
可
能
的
に
含
ま
れ
て

い
た
形
相
が
次
第
に
顕
在
的
・
現
実
的
に
な
る
こ
と
に
他
な
ら
ぬ
。
換
言
す
れ
ば
、
最
後
に
至
っ
て
実
現
さ
る
べ
き
も
の
は

実
は
最
初
か
ら
―
―
た
だ
判
っ
き
り
と
は
現
わ
れ
ず
に
―
―
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
質
料
は
ま
さ
に
形
相
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に
な
ら
ん
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
形
相
は
そ
れ
が
現
実
的
と
な
っ
た
も
の
に
他
な
ら
ぬ
と
す
る
な
ら
ば
、
質
料
は
―
―
プ
ラ

ト
ー
ン
の
非
存
在
（non-being

）
と
は
異
な
り
―
―
未
だ
存
在
に
な
ら
な
い
も
の
（not-yet-being

）
で
あ
る
、
と
い
う
べ

き
で
あ
ろ
う
。

か
く
し
て
、
あ
る
べ
き
形
相
は
質
料
の
中
に
内
在
す
る
、
―
―
内
在
的
存
在

0

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
に
と

っ
て
は
実
在
の
真
の
姿
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
決
し
て
単
に
一
つ
の
個
物
に
つ
い
て
そ
う
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
個
物
と
個

物
と
の
相
互
の
関
係
に
つ
い
て
も
そ
う
で
あ
り
、更
に
そ
の
個
物
相
互
の
関
係
を
次
々
に
結
び
つ
け
て
無
限
に
拡
大
す
れ
ば
、

凡
ゆ
る
個
物
を
包
含
す
る
全
宇
宙
に
つ
い
て
も
亦
、
そ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、
銅
鉱
―
銅
―
銅
像
―
公
園
の
系
列
に
於
て
、

銅
は
質
料
た
る
銅
鉱
に
対
し
て
は
形
相
で
あ
る
が
、
銅
像
に
対
し
て
は
質
料
で
あ
り
、
銅
に
対
し
て
は
形
相
た
る
意
味
を
も

つ
銅
像
も
公
園
に
対
し
て
は
質
料
と
な
る
と
い
う
風
に
、よ
り
低
次
の
も
の
は
よ
り
高
次
の
も
の
を
実
現
す
る
手
段
と
な
り
、

よ
り
高
次
の
も
の
は
よ
り
低
次
の
も
の
に
対
し
て
そ
の
向
う
べ
き
目
的
と
な
り
つ
つ
、
質
料
形
相
の
段
階
的
発
展
は
低
次
よ

り
高
次
へ
と
一
つ
の
大
き
な
系
列
の
体
系
を
形
づ
く
る
。
全
宇
宙
を
目
的
―
手
段
の
一
貫
し
た
連
鎖
と
し
て
見
る
目
的
論
的

世
界
観
は
、
か
く
し
て
最
も
雄
大
な
る
規
模
に
於
て
樹
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

種
か
ら
芽
が
出
て
花
が
咲
く
植
物
の
成
長
を
モ
デ
ル
に
考
え
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
の
目
的
論
的
世
界
観
は
、
い
わ
ば
下

か
ら
上
へ
の
道
を
歩
む
世
界
観
で
あ
る
。
質
料
は
つ
ね
に
そ
の
目
的
た
る
形
相
を
め
ざ
し
て
動
き
、
形
相
は
質
料
を
自
己
の

方
向
へ
引
き
寄
せ
て
動
か
せ
る
と
い
う
風
に
考
え
る
な
ら
ば
、
形
相
と
質
料
と
の
関
係
は
動
か
す
も
の
と
動
か
さ
れ
る
も
の

と
の
関
係
で
あ
り
、
動
か
さ
れ
る
も
の
か
ら
動
か
す
も
の
へ
の
連
鎖
を
辿
っ
て
ど
こ
ま
で
も
上
昇
し
て
行
く
な
ら
ば
、
遂
に

は
も
は
や
そ
れ
以
上
何
物
に
よ
っ
て
も
動
か
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
・
し
か
も
そ
れ
以
下
の
凡
て
の
も
の
を
動
か
す
も
の
に
到

達
す
る
で
あ
ろ
う
。
此
の
何
物
に
も
動
か
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
最
初
の
動
か
す
も
の
（the unm

oved first m
over

）
こ
そ
、
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一
切
万
有
の
根
元
た
る
神
に
他
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
も
は
や
何
物
に
よ
っ
て
も
動
か
さ
れ
な
い
が
故
に
、
そ
れ
自
身
は
一
切
の

生
成
作
用
・
一
切
の
欲
求
よ
り
超
脱
し
て
自
足
円
満
の
状
態
を
保
つ
こ
と
が
出
来
る
。
こ
れ
即
ち
、
凡
て
の
も
の
が
渇
仰
し

憧
憬
し
て
や
ま
ぬ
究
極
の
境
地
に
他
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

プ
ラ
ト
ー
ン
に
よ
っ
て
二
つ
の
世
界
に
截
分
せ
ら
れ
た
宇
宙
は
、
か
く
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
に
よ
っ
て
再
び
一
つ
に

統
一
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
そ
の
統
一
の
根
元
た
る
神
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
に
於
て
は
、
た
だ
下
か
ら
上

へ
の
連
鎖
の
最
後
に
単
に
想
定
0

0

さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
下
か
ら
上
へ
の
道
を
歩
む
現
実
主
義
者
は
、
単
に
神
を
想
定
す

る
だ
け
で
も
十
分
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
単
に
想
定
さ
れ
た
だ
け
の
神
は
、
未
だ
万
物
の
真
の
根
元
で
は
な
い
。
そ
れ
は
下
か
0

0

ら
の
一
元
論

0

0

0

0

0

の
限
界
を
示
す
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
真
の
根
元
は
、
万
物
か
ら
出
発
し
て
上
へ
溯
っ
て
行
く
こ
と
に
よ

っ
て
そ
の
最
後
に
見
出
さ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
し
て
、
遂
に
一
挙
に
根
元
そ
の
も
の
を
把
握
し
そ
こ
か
ら
漸
次
下
降
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
万
物
の
真
相
が
正
当
に
理
解
せ
ら
れ
る
底
の
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は

下
か
ら
の
一
元
論
を
去
っ
て
、
上
か
ら
の
一
元
論

0

0

0

0

0

0

0

に
移
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

埃
及
生
れ
の
特
色
あ
る
思
想
家
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
（Plotinos, 204-269

）
は
彼
自
身
そ
の
両
親
、
故
郷
の
町
及
び
誕
生
の
時

を
語
る
こ
と
を
欲
し
な
か
っ
た
。
或
る
伝
紀
学
者
の
説
明
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、「
彼
は
あ
た
か
も
自
分
が
一
つ
の
肉
体

の
中
に
い
る
こ
と
を
恥
じ
て
い
る
か
の
よ
う
は
見
え
た
」
と
い
う
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
彼
の
思
想
傾
向
か
ら
い
っ
て
、
決

し
く
偶
然
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
即
ち
彼
の
哲
学
は
、
普
通
の
哲
学
が
終
る
と
こ
ろ
の
世
界
の
根
元
た
る
一
者
（das Eine

）

或
は
原
一
者
（das U

r-Eine

）
か
ら
は
じ
ま
る
。
一
者
は
彼
に
於
て
は
、
凡
ゆ
る
差
別
を
超
越
せ
る
太
初
（das U

r-Erste

）

で
あ
り
、
又
「
善
」
或
は
「
神
」
と
呼
ば
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
一
者
は
そ
の
無
限
の
豊
か
さ
と
そ
の
満
ち
足
れ

る
力
の
結
果
と
し
て
、
あ
た
か
も
太
陽
か
ら
絶
え
ず
光
線
が
発
出
す
る
よ
う
に
、
自
ら
は
少
し
も
減
ず
る
こ
と
な
く
し
て
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「
多
」
を
放
射
す
る
。
そ
し
て
又
、
光
が
距
離
の
遠
ざ
か
る
と
共
に
次
第
に
薄
ら
い
で
暗
黒
の
度
を
増
す
よ
う
に
、
一
者
か

ら
お
の
ず
か
ら
流
出
す
る
多
も
漸
次
完
全
さ
の
度
を
失
う
諸
々
の
段
階
を
形
づ
く
る
。
こ
れ
を
発
出
論
或
は
流
出
説
と
い
う

（Em
anations theorie

）。

先
ず
、
一
者
が
自
己
に
対
し
て
自
己
を
顕
示
し
て
主
観
と
客
観
、
思
惟
作
用
と
思
惟
内
容
の
対
立
と
し
て
現
わ
れ
た
も
の

が
「
精
神
」（nous=G

eist

）
の
段
階
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
、精
神
に
於
て
思
惟
さ
れ
る
内
容
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
イ
デ
ア
で
あ
る
。
此
の
イ
デ
ア
は
思
惟
作
用
を
は
な
れ
て
は
な
く
、
思
惟
作
用
そ
の
も
の
に
内
在
し
こ
れ
と
不
可
分

の
関
係
に
立
つ
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
精
神
は
そ
の
中
に
思
惟
作
用
と
思
惟
内
容
と
の
二
元
性
を
含
み
な
が
ら
、
な
お
一
者

の
面
影
を
と
ど
め
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
次
に
、
一
者
が
精
神
に
流
出
す
る
よ
う
に
、
精
神
は
「
霊
魂
」（psychē=Seele

）

に
流
出
す
る
。
而
し
て
、
精
神
が
一
者
の
模
像
で
あ
る
よ
う
に
霊
魂
は
精
神
の
模
像
で
あ
る
か
ら
、
霊
魂
に
於
て
は
精
神
性

は
一
段
と
減
じ
て
多
へ
の
分
化
は
進
む
。
即
ち
、
精
神
の
内
容
を
な
す
も
の
が
直
観
的
な
イ
デ
ア
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
霊

魂
の
内
容
を
な
す
も
の
は
イ
デ
ア
の
模
像
た
る
概
念
の
み
で
あ
る
か
ら
、
霊
魂
は
比
量
的
思
考
に
よ
っ
て
間
接
的
に
も
と
の

イ
デ
ア
に
溯
ろ
う
と
つ
と
め
る
の
他
は
な
い
。
最
後
に
、
霊
魂
は
「
自
然
」（physis=N

atur

）
に
流
出
す
る
。
自
然
は
霊
魂

と
「
質
料
」（hylē=M

aterie

）
と
の
中
間
に
位
し
、
霊
魂
と
質
料
の
両
者
よ
り
成
る
も
の
と
し
て
、
霊
魂
が
質
料
の
中
に
自

己
を
投
射
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
も
そ
の
霊
魂
と
は
、
前
述
の
如
く
、
精
神
の
世
界
を
憧
れ
も
と
め
こ
れ

に
溯
ろ
う
と
つ
と
め
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
自
然
は
霊
魂
を
い
わ
ば
通
訳
と
し
て
間
接
に
精
神
の
光
に
触
れ
る
こ
と
が
出
来

る
の
で
あ
る
。
こ
れ
即
ち
、
自
然
の
中
の
種
々
な
る
事
物
が
猶
イ
デ
ア
の
面
影
を
宿
し
て
い
る
所
以
で
あ
る
。

し
か
ら
ば
人
間
は
、
か
か
る
宇
宙
秩
序
の
中
に
於
て
如
何
な
る
位
置
を
占
め
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
人
間
は
い
う
迄

も
な
く
霊
魂
と
肉
体
と
の
結
び
つ
い
た
も
の
と
し
て
、
精
神
と
自
然
の
中
間
に
あ
っ
て
両
者
の
間
を
彷
徨
う
。
人
間
を
し
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て
精
神
に
向
わ
し
め
る
も
の
は
倫
理
的
必
然
性
（Sollen

）
で
あ
り
、
反
対
に
自
然
に
向
わ
し
め
る
も
の
は
物
理
的
必
然
性

（M
üssen

）
で
あ
る
。
而
し
て
、
倫
理
的
必
然
性
を
以
て
物
理
的
必
然
性
を
制
す
る
も
の
は
自
由
意
志
に
他
な
ら
ぬ
が
故
に
、

霊
魂
こ
そ
自
由
意
志
の
本
拠
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
即
ち
、
純
粋
に
精
神
的
な
も
の
は
た
だ
倫
理
的
必
然
性
の
み
に

よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
が
故
に
自
由
な
く
、
同
様
に
、
純
粋
に
自
然
的
な
る
も
の
は
た
だ
物
理
的
必
然
性
の
み
に
よ
っ
て
支
配

さ
れ
る
が
故
に
又
自
由
は
な
い
。
霊
魂
は
両
者
に
よ
っ
て
同
時
に
支
配
さ
れ
る
が
故
に
こ
そ
、
向
上
向
下
の
自
由
を
与
え
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
人
間
の
霊
魂
は
、
最
初
そ
の
物
理
的
必
然
性
に
打
ち
克
つ
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
た
め
に

天
上
よ
り
堕
落
し
て
此
の
地
上
的
肉
体
に
宿
り
、
そ
の
罰
と
し
て
肉
体
の
繋
縛
を
受
け
て
苦
し
ん
で
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

此
の
束
縛
か
ら
脱
し
て
そ
の
最
初
の
故
郷
た
る
一
者
に
還
る
こ
と
こ
そ
、そ
の
最
高
目
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
ら
ば
、

か
か
る
目
的
は
如
何
に
し
て
達
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
第
一
歩
は
い
う
迄
も
な
く
、
意
志
及
び
思
惟
の
力
に
よ
っ
て
肉
体
と
の
関
係
を
離
れ
る
こ
と
、
即
ち
一
方
に
於
て
は

禁
欲
に
精
進
す
る
と
共
に
、
他
方
に
於
て
は
概
念
的
思
惟
に
専
念
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
霊
魂
の
浄
化
を
図
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

し
か
し
か
か
る
霊
魂
の
浄
化
は
畢
竟
、
目
的
達
成
の
た
め
の
消
極
的
条
件
に
す
ぎ
な
い
。
霊
魂
が
そ
の
固
有
の
段
階
を
超
越

し
て
更
に
高
次
の
段
階
に
進
ま
ん
が
た
め
に
は
、
イ
デ
ア
の
世
界
を
憧
れ
る
純
粋
愛
に
よ
っ
て
、
イ
デ
ア
そ
の
も
の
を
直
観

せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
と
こ
ろ
で
、
此
の
イ
デ
ア
の
直
観
に
達
す
る
に
は
、
二
つ
の
途
が
あ
る
。
即
ち
、
一
つ
は
感
性
的
直
観
を

通
し
て
超
感
性
的
イ
デ
ア
を
直
観
す
る
途
で
あ
り
、
他
は
か
か
る
仲
介
物
を
借
る
こ
と
な
く
純
粋
観
想
に
よ
る
も
の
で
あ
っ

て
、
前
者
を
美
的
解
脱
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
後
者
は
哲
学
的
或
は
神
秘
的
解
脱
と
称
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
而
し
て
、
か
か
る

解
脱
の
極
致
が
即
ち
忘
我
脱
魂
の
陶
酔
境
で
あ
っ
て
、
此
の
状
態
に
於
て
は
人
間
の
霊
魂
も
凡
ゆ
る
差
別
と
対
立
と
を
超
越

す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
哲
学
者
の
霊
魂
と
雖
も
、
現
世
に
於
て
は
肉
体
に
束
縛
さ
れ
て
い
る
が
故
に
、
か
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か
る
状
態
を
長
く
且
つ
屡
々
楽
し
む
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
自
身
そ
の
生
涯
中
僅
か
数
時
間
此
の
境
地
に

入
る
こ
と
が
出
来
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
し
か
し
現
世
に
於
て
稀
な
る
こ
と
も
、
来
世
に
於
て
は
常
住
の
状
態
と
な
る
こ
と
が

出
来
る
で
あ
ろ
う
。
而
し
て
、
出
来
る
だ
け
感
性
の
束
縛
を
脱
し
て
禁
欲
に
精
進
し
純
粋
思
惟
に
専
念
す
る
こ
と
が
、
や
が

て
来
世
に
於
て
か
か
る
恵
ま
れ
た
状
態
を
誘
致
す
る
因
と
な
る
の
で
あ
る
。
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
は
い
よ
い
よ
此
の
世
を
去
る
に

臨
ん
で
、
次
の
よ
う
に
語
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。「
私
は
今
や
私
の
中
に
あ
る
神
的
な
も
の
を
万
有
の
中
に
於
け
る
神

に
還
元
し
よ
う
と
す
る
」
と
。
―
―
か
く
し
て
、
一
者
か
ら
精
神
の
段
階
を
経
て
流
出
し
て
来
た
霊
魂
は
、
肉
体
の
繋
縛
を

脱
し
て
再
び
凡
ゆ
る
存
在
の
根
元
に
還
る
こ
と
と
な
り
、
故
に
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
体
系
に
於
け
る
円
環
運
動
は
閉
じ
ら
れ
る

こ
と
と
な
る
。
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
思
想
の
中
に
は
、
プ
ラ
ト
ー
ン
の
イ
デ
ア
説
が
宗
教
的
欲
求
を
み
た
す
た
め
に
改
造
せ
ら

れ
た
形
に
於
て
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
一
見
し
て
明
ら
か
で
あ
り
、
こ
れ
即
ち
そ
の
思
想
が
新
ブ
ラ
ト
ー
ン
主
義
と
名
づ
け

ら
れ
る
所
以
で
あ
る
。

卑
近
な
現
実
の
中
に
身
を
置
き
な
が
ら
高
い
理
想
を
画
い
て
憧
れ
る
理
想
主
義
は
、
必
然
的
に
理
想
と
現
実
、
本
体
と
現

象
、
価
値
と
存
在
な
ど
の
二
元
論
を
そ
の
思
想
的
地
盤
と
す
る
。
し
か
し
二
元
論
は
、
人
間
精
神
の
帰
一
的
欲
求
を
み
た
す

こ
と
が
出
来
な
い
と
い
う
意
味
に
於
て
、
結
局
最
後
の
立
場
と
な
り
得
る
も
の
で
は
な
い
。
二
元
論
に
於
て
残
さ
れ
た
問
題

を
解
決
す
る
た
め
に
は
、
離
れ
離
れ
の
二
元
を
一
つ
に
結
び
つ
け
る
途
が
見
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
而
し
て
そ
れ
は
先

ず
、
理
想
・
本
体
・
価
値
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
全
く
隔
絶
し
た
も
の
・
超
越
的
な
も
の
で
は
な
く
し
て
、
現
実
・
現
象
・

存
在
な
ど
の
中
に
そ
れ
ら
を
動
か
す
本
質
と
し
て
は
た
ら
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
風
に
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一

応
の
一
元
論
的
な
解
決
が
与
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
現
実
の
事
物
の
中
に
あ
っ
て
そ
れ
を
動
か
す
も
の
は
、
言

葉
を
換
え
て
い
え
ば
、
ま
さ
に
実
現
さ
る
べ
き
事
物
の
本
質
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
事
物
の
向
う
べ
き
目
標
即
ち
目
的
に
他
な
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ら
ぬ
。
凡
て
の
事
物
は
そ
の
目
的
を
実
現
せ
ん
が
た
め
に
存
在
し
動
い
て
行
く
も
の
で
あ
る
と
い
う
物
の
見
方
・
考
え
方
を

一
般
に
目
的
論
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
現
実
か
ら
出
発
す
る
一
元
論
即
ち
下
か
ら
の
一
元
論
は
必
然
的
に
目
的
論
の
形
を
と
ら
ね

ば
な
ら
ぬ
。
と
こ
ろ
で
、
目
的
論
に
於
て
は
事
物
を
規
定
す
る
も
の
は
、
ま
さ
に
実
現
さ
る
べ
き
―
―
即
ち
未
来
に
於
て
実

現
さ
る
べ
き
―
―
目
的
で
あ
る
が
故
に
、
現
在
は
未
来
の
目
的
を
実
現
す
る
手
段
と
し
て
全
く
未
来
に
よ
っ
て
規
定
せ
ら
れ

る
こ
と
と
な
る
。
あ
た
か
も
、
凡
て
の
事
物
を
原
因
―
結
果
の
必
然
的
連
鎖
と
し
て
考
え
る
機
械
論

0

0

0

に
於
て
現
在
が
全
く
過

去
に
よ
っ
て
規
定
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
目
的
手
段
の
必
然
的
連
鎖
と
し
て
凡
て
の
も
の
を
考
え
る
目
的
論

0

0

0

に
於
て
は
現
在
が

全
く
未
来
に
よ
っ
て
規
定
せ
ら
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
し
て
更
に
、
必
然
的
連
鎖

0

0

0

0

0

と
い
う
観
点
に
立
つ
限
り
、
未
来
か
ら

現
在
へ
の
方
向
は
畢
竟
過
去
か
ら
現
在
へ
の
方
向
を
さ
か
さ
ま
に
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、「
目
的
論
は
さ

か
さ
ま
に
さ
れ
た
機
械
論
で
あ
る
」（
ベ
ル
グ
ソ
ン
）
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
而
し
て
厳
密
に
因
果
関
係
に
よ
っ

て
規
定
さ
れ
る
機
械
論
的
世
界
に
於
て
は
物
体
の
機
械
的
運
動
以
外
の
も
の
は
入
り
込
む
余
地
が
な
い
よ
う
に
、
同
様
に
必

然
的
な
目
的
論
的
世
界
に
於
て
も
、
生
物
の
成
長
現
象
に
よ
っ
て
典
型
的
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
・
目
的
に
か
な
っ
た
活
動
以

外
の
も
の
は
、
成
立
す
る
余
地
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
原
因
―
結
果
の
系
列
も
、
目
的
―
手
段
の
系
列
も
、
何
れ
も
一
義
的
に

規
定
せ
ら
れ
た
必
然
的
連
鎖
で
あ
る
限
り
、
機
械
論
の
世
界
も
目
的
論
の
世
界
も
、
共
に
未
だ
真
に
自
覚
的
な
自
由
意
志
の

主
体
た
る
人
間
の
生
き
得
る
世
界
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
上
か
ら
の
一
元
論
に
於
て
は
倫
理
的
必
然
性
を

以
て
物
理
的
必
然
性
を
御
す
る
自
由
意
志
の
は
た
ら
く
可
能
性
が
許
容
せ
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
一
者
か
ら
流
出
し
た
も
の

が
再
び
一
者
へ
還
る
円
環
運
動
が
閉
じ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
若
し
一
者
が
そ
の
無
限
の
豊
か
さ
の
故
に
、
あ
た
か

も
太
陽
か
ら
絶
え
ず
光
線
が
発
出
す
る
よ
う
に
、
自
ら
は
少
し
も
減
ず
る
こ
と
な
く
し
て
無
限
に
多
を
放
射
す
る
も
の
で
あ

る
な
ら
ば
、
流
出
し
た
も
の
は
何
故
に
、
何
の
必
要
が
あ
っ
て
、
再
び
そ
の
無
限
に
豊
か
な
一
者
へ
還
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
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で
あ
ろ
う
か
。
円
環
運
動
と
い
え
ば
一
つ
の
運
動
の
連
続
で
あ
る
よ
う
に
聞
え
る
け
れ
ど
も
、
一
者
か
ら
流
出
す
る
方
向
と

一
者
へ
還
帰
す
る
方
向
と
は
―
―
百
八
十
度
の
転
回
を
必
要
と
す
る
―
―
正
反
対

0

0

0

の
方
向
で
あ
る
。
単
な
る
「
流
出
」
或
は

「
発
出
」
の
運
動
の
中
に
、
そ
の
百
八
十
度
転
回
の
契
機
を
見
出
し
得
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
若
し
そ
の
契
機
と

な
る
も
の
は
人
間
の
自
由
意
志
の
発
動
で
あ
る
と
い
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
流
出
説
或
は
発
出
論
の
中
に
は
入
る
こ
と
の
出
来

な
い
・
即
ち
そ
の
そ
と
に
は
み
出
る
、
他
の
原
理
が
そ
の
際
は
た
ら
く
こ
と
を
、
暗
黙
の
中
に
認
め
る
も
の
で
あ
る
と
い
わ

ね
ば
な
ら
ぬ
。
無
限
絶
対
な
一
元
か
ら
の
一
方
的
発
出
に
、
還
帰
は
あ
り
得
な
い
。
凡
て
の
も
の
は
そ
の
発
出
の
流
れ
に
乗

っ
て
、
ひ
た
す
ら
拡
散
し
去
る
の
他
は
な
い
の
で
あ
る
。
若
し
そ
の
流
れ
に
さ
か
ら
っ
て
上
昇
す
る
と
こ
ろ
に
人
間
の
品
位

が
あ
る
と
い
う
な
ら
ば
、
そ
れ
を
主
張
す
る
限
り
一
元
論
は
内
部
か
ら
崩
壊
し
て
二
元
論
に
席
を
譲
ら
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ

ろ
う
。

か
く
し
て
二
元
論
は
人
間
精
神
の
帰
一
的
欲
求
を
み
た
す
こ
と
が
出
来
ず
且
つ
そ
の
中
は
未
解
決
の
問
題
を
包
蔵
す
る
の

故
に
必
然
的
に
一
元
論
に
移
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
し
か
も
そ
の
一
元
論
は
理
想
を
追
求
す
る
自
由
意
志
の
自
覚
的
な
活
動
に
十

分
な
る
舞
台
を
提
供
す
る
た
め
に
は
再
び
二
元
論
に
戻
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
有
限
の
中
に
あ
り
な
が
ら
無
限
を
憧
れ
る
人
間
の

理
想
主
義
的
欲
求

0

0

0

0

0

0

0

と
帰
一
的
欲
求

0

0

0

0

0

と
は
、
更
に
相
頡
頏
し
な
が
ら
二
元
論
か
ら
一
元
論
へ
、
一
元
論
か
ら
二
元
論
へ
、
両
者

を
真
に
綜
合
す
る
高
次
の
体
系
が
生
れ
る
ま
で
螺
旋
形
的
精
進
を
つ
づ
け
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

第
四
節　

古
代
の
唯
物
論

わ
れ
わ
れ
は
先
き
に
ギ
リ
シ
ャ
に
於
て
学
問
が
生
れ
た
の
は
、
対
象
が
―
―
実
際
生
活
と
の
結
び
つ
き
か
ら
一
応
き
り
は
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な
さ
れ
て
―
―
主
観
の
向
う
側
に
対
立
す
る
も
の
と
し
て
眺
め
ら
れ
、
そ
し
て
純
粋
に
理
論
的
な
見
地
か
ら
そ
の
「
も
と
の

も
の
」
即
ち
原
質
は
何
で
あ
る
か
が
問
わ
れ
た
時
に
は
じ
ま
る
こ
と
を
述
べ
た
。
し
か
し
そ
の
場
合
対
象
と
し
て
眺
め
ら

れ
た
も
の
は
、
ギ
リ
シ
ャ
人
が
そ
の
生
活
の
周
囲
に
見
出
し
た
も
の
、
換
言
す
れ
ば
ギ
リ
シ
ャ
人
の
生
活
を
と
り
め
ぐ
っ
て

い
る
も
の
で
あ
り
、
元
来
ギ
リ
シ
ャ
人
と
共
に
活
き
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
そ
れ
は
決
し
て
生
命
の
な
い
も
の

で
は
な
く
、
そ
れ
自
身
叡
智
を
す
ら
有
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
例
え
ば
、
タ
レ
ー
ス
が
一
方
に

於
て
水
を
原
質
で
あ
る
と
し
て
提
唱
し
な
が
ら
、
し
か
も
同
時
に
他
方
に
於
て
は
万
物
は
神
々
を
以
て
み
た
さ
れ
て
い
る
と

説
き
、
磁
石
が
鉄
を
引
く
の
は
生
気
が
こ
れ
に
宿
っ
て
い
る
証
拠
で
あ
る
と
な
し
た
こ
と
、
或
は
ア
ナ
ク
シ
マ
ン
ド
ロ
ス
が

そ
の
ト
・
ア
ペ
イ
ロ
ン
（
無
規
定
的
な
る
も
の
）
を
神
と
呼
ん
だ
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故

に
、
原
質
の
問
題
を
掲
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
ギ
リ
シ
ャ
の
学
問
の
先
駆
者
と
な
っ
た
人
達
の
思
想
は
、
決
し
て
未
だ
唯
物
論

（M
aterialism

）
で
は
な
く
、
物
質
そ
の
も
の
に
生
命
が
具
わ
っ
て
い
て
活
き
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
観
た
点
か
ら
い
っ
て

物
活
論
（H

ylozoism

）
で
あ
っ
た
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

単
に
事
物
の
本
質
如
何
を
問
う
だ
け
な
ら
ば
、
未
だ
唯
物
論
は
生
れ
な
い
。
む
し
ろ
反
対
に
、
自
己
の
内
に
み
ず
か
ら
体

験
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
、
自
己
の
そ
と
に
存
在
す
る
も
の
の
内
奥
に
も
想
定
し
よ
う
と
す
る
の
が
、
却
っ
て
人
間
自
然
の

情
な
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
人
間
（anthropos

）
自
身
の
姿
（m

orphē

）
に
な
ぞ
ら
え
て
凡
て
の
も
の
を
観
よ
う
と
す
る
擬

人
観
（A

nthropom
orphism

）
は
、
本
来
人
間
性
そ
の
も
の
に
深
く
根
ざ
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
物
を
単
に
物
と

し
て
即
ち
人
間
的
な
感
情
を
少
し
も
混
入
す
る
こ
と
な
し
に
観
る
と
い
う
―
―
近
代
自
然
科
学
の
洗
礼
を
受
け
て
い
る
者
か

ら
観
れ
ば
―
―
最
も
平
凡
な
こ
と
も
、
古
代
の
人
々
に
と
っ
て
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
さ
れ
ば
こ
そ
、
前
述
の
物

活
論
的
思
想
を
排
斥
し
て
地
・
水
・
火
・
風
な
る
四
種
類
の
無
生
命
の
根
本
物
質
（「
万
物
の
四
つ
の
根
」）
に
よ
っ
て
万
象
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を
説
明
し
よ
う
と
し
た
エ
ム
ペ
ド
ク
レ
ー
ス
（Em

pedoklēs, B
. C

. 490-430

）
も
、
や
は
り
此
の
四
元
の
ほ
か
に
、
そ
れ

ら
を
結
び
つ
け
る
「
愛
」
と
そ
れ
ら
を
引
き
離
す
「
憎
」
な
る
擬
人
的
な
二
原
理
を
想
定
し
た
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
物
活
論

的
な
考
え
方
に
比
し
て
一
つ
の
著
し
い
進
歩
と
見
る
べ
き
も
の
は
、
物
活
論
の
原
質
概
念
の
中
に
は
質
料
と
そ
れ
を
動
か
す

力
と
が
素
朴
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
た
の
に
反
し
、
エ
ム
ペ
ド
ク
レ
ー
ス
に
於
て
は
両
者
が
截
然
と
引
き
離
さ
れ
て
、
動

か
す
力
の
方
に
は
未
だ
擬
人
的
な
に
お
い
を
多
分
に
残
し
な
が
ら
、
し
か
も
根
本
物
質
た
る
四
元
は
全
く
不
変
不
動
の
も
の

と
考
え
ら
れ
た
点
に
存
す
る
。
し
か
し
、
か
く
し
て
引
き
離
さ
れ
た
四
元
と
愛
憎
と
が
い
か
に
関
係
す
る
か
は
困
難
な
問

題
で
あ
り
、
剰
え
僅
か
四
つ
の
・
し
か
も
一
定
の
性
質
を
具
え
た
元
素
か
ら
、
あ
の
無
数
に
多
く
の
性
質
的
差
別
が
如
何
に

し
て
由
来
す
る
か
に
思
い
及
ぶ
時
、
既
に
性
質
を
異
に
す
る
元
素
を
認
め
た
以
上
、
こ
れ
を
僅
か
四
つ
に
限
る
必
要
は
な

く
、
む
し
ろ
千
差
万
別
の
現
象
を
説
明
す
る
た
め
に
は
元
素
の
数
が
多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
却
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
も

考
え
ら
れ
る
。
而
し
て
此
の
方
向
を
徹
底
さ
せ
て
性
質
的
差
別
の
あ
る
だ
け
、
そ
れ
だ
け
多
く
の
元
素
を
想
定
し
て
之
を
種

子
（sperm

ata

）
と
呼
び
、
こ
の
無
数
の
種
子
の
離
合
集
散
に
よ
っ
て
万
象
を
説
明
し
よ
う
と
し
た
の
は
ア
ナ
ク
サ
ゴ
ラ
ス

（A
naxagoras, B

. C
. 500-428

）
で
あ
る
。

ア
ナ
ク
サ
ゴ
ラ
ス
は
一
つ
一
つ
の
元
素
の
性
質
的
差
異
を
認
め
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
考
え
方
は
今
日
か
ら
之
を
観
れ

ば
、
性
質
的
原
子
論
（qualitative atom

ism

）
と
も
称
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
が
知
覚
す
る
諸
々
の
物
体
は
、

彼
に
よ
れ
ば
右
の
種
子
が
種
々
の
比
例
を
以
て
結
合
す
る
も
の
に
他
な
ら
ず
、
そ
の
性
質
の
変
化
は
混
合
せ
る
種
子
の
中
の

或
る
物
が
去
り
或
は
新
た
な
る
も
の
が
こ
れ
に
加
わ
る
こ
と
に
基
づ
く
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
来
不
生
不
滅
に
し
て
そ

れ
自
身
活
動
力
を
具
え
な
い
種
子
に
、
活
動
・
秩
序
・
生
命
を
与
え
る
も
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
「
理
性
」（nous

）

で
あ
る
、
と
ア
ナ
ク
サ
ゴ
ラ
ス
は
い
う
。「
理ヌ
ー
ス性

」
と
は
彼
に
よ
れ
ば
意
識
を
有
し
過
去
現
在
未
来
を
通
じ
て
一
切
の
こ
と
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を
洞
見
し
、
一
定
の
目
的
に
従
っ
て
万
物
を
配
置
し
、
以
て
混
沌
（chaos

）
よ
り
秩
序
あ
る
宇
宙
（cosm

os

）
を
構
成
す

る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
既
に
原
子
論
的
な
考
え
方
に
一
歩
を
進
め
た
以
上
、「
理ヌ
ー
ス性
」
の
活
動
範
囲
が
次
第
に
制
限
さ
れ

る
の
は
自
然
の
勢
で
あ
っ
て
、
ア
ナ
ク
サ
ゴ
ラ
ス
の
宇
宙
論
は
後
に
は
機
械
論
的
色
彩
が
漸
次
濃
厚
と
な
り
、「
理ヌ
ー
ス性
」
は

た
だ
最
初
の
運
動
の
機
縁
を
与
え
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
ひ
と
た
び
混
沌
の
中
に
運
動
が
開
始
さ
れ
る
と
、
そ
れ
か
ら
後
は
全

く
機
械
的
因
果
関
係
を
以
て
、
最
初
混
和
し
て
い
た
も
の
が
徐
々
に
分
離
結
合
の
運
動
を
つ
づ
け
て
、
此
の
世
界
を
形
成
し

て
行
く
も
の
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
結
果
か
ら
見
れ
ば
「
理ヌ
ー
ス性

」
は
―
―
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
が
非
難
し
て

い
る
よ
う
に
―
―
世
界
の
一
切
を
機
械
論
的
に
説
明
し
よ
う
と
し
た
ア
ナ
ク
サ
ゴ
ラ
ス
が
、
最
初
の
運
動
の
起
原
の
説
明
に

行
詰
っ
て
そ
の
解
決
者
と
し
て
突
然
舞
台
に
天
降
ら
せ
た
「
機
械
仕
掛
の
神
」（D

eus ex m
achina

）
た
る
の
譏
り
を
免
れ

る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。

か
よ
う
に
し
て
、
今
日
か
ら
観
れ
ば
物
に
よ
っ
て
物
を
説
明
す
る
と
い
う
最
も
平
凡
な
機
械
論
的
な
原
子
論
も
、
古
代
に

於
て
は
そ
こ
ま
で
到
達
す
る
の
が
容
易
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
右
に
述
べ
た
よ
う
に
、
エ
ム
ペ
ド
ク
レ
ー
ス
や
ア
ナ
ク
サ

ゴ
ラ
ス
は
性
質
的
に
異
な
る
元
素
を
以
て
性
質
的
に
差
別
の
あ
る
世
界
を
説
明
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
物
の

性
質
的
差
異
を
更
に
根
元
的
な
る
も
の
の
性
質
的
差
異
に
帰
す
る
こ
と
は
、
課
題
を
一
歩
向
う
へ
押
し
や
っ
た
だ
け
で
あ
っ

て
、
性
質
的
差
異
の
根
拠
如
何
の
問
題
は
依
然
と
し
て
未
解
決
の
ま
ま
に
残
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
性
質
的
差

異
は
性
質
的
に
無
差
別
な
・
よ
り
根
元
的
な
る
も
の
の
量
的
相
異

0

0

0

0

に
還
元
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
正
当
に
解
明

さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

レ
ウ
キ
ッ
ポ
ス
（Leukippos, 

前
五
世
紀
頃
）
が
此
の
道
を
歩
ん
で
行
っ
た
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
よ
り
高
め
ら
れ
た
姿
に

於
て
の
タ
レ
ー
ス
の
「
水
」
か
ら
ア
ナ
ク
シ
マ
ン
ド
ロ
ス
の
「
無
規
定
的
な
る
も
の
」
へ
の
発
展
を
見
る
。
た
だ
両
者
の
著
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し
い
相
異
は
、
ア
ナ
ク
シ
マ
ン
ド
ロ
ス
の
根
本
思
想
が
一
元
論
的
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
レ
ウ
キ
ッ
ポ
ス
の
方
は
多
元

論
的
で
あ
っ
て
彼
の
考
え
る
無
性
質
的
な
元
素
は
連
続
せ
る
一
体
を
な
さ
ず
無
数
に
分
割
さ
れ
て
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。

レ
ウ
キ
ッ
ポ
ス
は
之
を
ア
ト
ム
（atom

a

）
と
呼
ん
だ
。
ア
ト
ム
と
は
「
分
解
さ
れ
な
い
も
の
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
即

ち
、
此
の
世
界
を
細
か
く
分
割
し
て
行
っ
て
そ
の
極
に
考
え
ら
れ
る
・
も
は
や
そ
れ
以
上
分
割
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
実

体
（atom

ai ousiai=indivisible substances

）
の
謂
で
あ
る
。
か
か
る
ア
ト
ム
（
原
子
）
を
単
位
と
し
て
、
レ
ウ
キ
ッ
ポ
ス

は
そ
の
離
合
集
散
に
よ
っ
て
凡
ゆ
る
現
象
を
説
明
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
か
か
る
原
子
が
無
数
に
不
連
続
的
に
存
在
し

且
つ
そ
れ
ら
が
離
合
集
散
す
る
も
の
と
考
え
る
限
り
、か
か
る
原
子
の
動
く
場
所
と
し
て
の
空
間
が
必
須
的
条
件
（conditio 

sine qua non

）
と
し
て
要
求
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
言
う
迄
も
な
い
が
、
若
し
エ
レ
ア
学
派
の
よ
う
に
空
間
は
空
虚

で
あ
り
非
存
在
で
あ
る
が
故
に
存
在
し
な
い
と
い
う
風
に
解
す
る
な
ら
ば
、
原
子
論
は
根
本
か
ら
崩
壊
す
る
の
他
は
な
い
で

あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
レ
ウ
キ
ッ
ポ
ス
は
、
空
間
は
成
程
空
虚
で
あ
り
あ
ら
ぬ
も
の

0

0

0

0

0

で
あ
る
、
し
か
し
変
化
・
運
動
は
現

に
存
在
す
る
経
験
的
事
実
で
あ
る
、
し
か
も
空
間
が
存
在
し
な
け
れ
ば
運
動
も
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、
空
間
は
あ
ら
ぬ
も
の

で
は
あ
る
が
存
在
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
い
う
。
レ
ウ
キ
ッ
ポ
ス
の
弟
子
デ
ー
モ
ク
リ
ト
ス
（D

ēm
okritos, B

. C
. 460-360

）

は
更
に
此
の
思
想
を
「
非
存
在
は
存
在
に
劣
ら
ず
存
在
す
る
」
と
い
う
奇
抜
な
形
で
言
い
表
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
ら
ば
、
空
間
が
非
存
在
で
あ
る
の
に
も
拘
ら
ず
存
在
す
る
、
と
い
う
の
は
如
何
な
る
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
空
間
が
非

存
在
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
そ
れ
が
物
質
的
形
体
的
性
質
を
も
っ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、

空
間
が
あ
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
空
間
が
物
質
的
形
体
的
な
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
意
味
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ

故
に
、
空
間
が
あ
ら
ぬ
も
の
で
あ
り
な
が
ら
存
在
す
る
と
い
う
の
は
、
空
間
の
物
体
的
在
在
を
否
定
す
る
と
共
に
、
そ
の
反

面
に
於
て
、
物
質
的
形
体
的
存
在
と
は
全
く
違
っ
た
意
味
に
於
て
存
在
す
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
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物
質
的
元
素
と
し
て
の
原
子
と
ひ
と
し
く
、
空
虚
な
空
間
に
対
し
て
も
―
―
原
子
の
運
動
の
場
所
と
し
て
そ
の
条
件
と
し
て

の
―
―
客
観
的
存
在
性
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
二
重
の
在
り
方

0

0

0

0

0

0

を
自
覚
的
に
確
立
し
た
こ
と
は
、
蓋
し
レ
ウ
キ
ッ
ポ
ス

の
卓
見
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

か
よ
う
に
レ
ウ
キ
ッ
ポ
ス
は
空
虚
な
空
間
に
、運
動
の
場
所
と
し
て
又
条
件
と
し
て
の
存
在
性
を
認
め
た
の
で
は
あ
る
が
、

し
か
し
そ
れ
以
上
積
極
的
に
何
等
実
体
的
な
意
義
を
与
え
な
か
っ
た
か
ら
、
空
間
の
中
に
あ
る
原
子
は
―
―
空
間
の
た
め
に

隔
て
ら
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
―
―
そ
の
た
め
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
況
ん
や
動
か
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
得

な
い
。
原
子
は
も
は
や
そ
れ
以
上
分
割
さ
れ
る
こ
と
の
出
来
な
い
も
の
と
し
て
自
ら
限
界
を
有
す
る
独
立
的
存
在
で
あ
る
。

し
か
ら
ば
、
何
が
原
子
を
動
か
し
又
如
何
に
し
て
原
子
は
離
合
集
散
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
茲
に
於
て
空
間
と
い
う
消
極
的

条
件
の
ほ
か
に
、
原
子
を
動
か
す
積
極
的
条
件
が
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
も
原
子
と
空
間
以
外
の
何
物
を
も
認
め
な

か
っ
た
こ
と
の
必
然
的
帰
結
と
し
て
、
再
び
原
子
そ
の
も
の
に
自
発
的
な
運
動
性
を
許
す
の
他
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
れ

が
物
活
論
へ
の
逆
行
で
な
い
こ
と
を
注
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
レ
ウ
キ
ッ
ポ
ス
の
も
の
と
信
ぜ
ら
れ
る
断
片
に
、「
何
物
も
故

な
く
偶
然
に
は
起
ら
ず
、
一
切
は
根
拠
あ
っ
て
生
じ
、
必
然
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
」
と
い
う
言
葉
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ

る
が
、
既
に
エ
レ
ア
学
派
の
論
理
に
よ
っ
て
洗
煉
さ
れ
た
レ
ウ
キ
ッ
ポ
ス
に
於
て
は
、
こ
こ
で
「
根
拠
」
或
は
「
必
然
」
と

称
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
も
、
も
は
や
神
秘
的
色
彩
を
全
く
脱
却
し
た
純
然
た
る
自
然
的
因
果
必
然
性
を
意
味
し
た
の
で
あ
っ

た
。
レ
ウ
キ
ッ
ポ
ス
に
よ
れ
ば
、
エ
ム
ペ
ド
ク
レ
ー
ス
の
如
く
愛
と
憎
を
、
ア
ナ
ク
サ
ゴ
ラ
ス
の
如
く
理
性
を
、
運
動
の
原

因
と
し
て
持
ち
出
す
こ
と
は
、
因
果
の
連
鎖
を
た
ち
切
る
こ
と
に
他
な
ら
ぬ
。
運
動
の
原
因
は
あ
く
ま
で
運
動
で
あ
っ
て
、

い
か
に
そ
の
原
因
を
辿
る
も
原
子
自
ら
の
運
動
以
外
に
は
原
因
は
見
出
さ
れ
な
い
。
か
よ
う
に
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
レ
ウ

キ
ッ
ポ
ス
は
、
機
械
仕
掛
の
神
と
し
て
の
神
秘
的
原
因
に
逃
避
す
る
の
愚
に
お
ち
ず
、
よ
く
機
械
論
の
立
場
を
徹
底
さ
せ
る
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こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。

レ
ウ
キ
ッ
ポ
ス
の
原
子
論
と
機
械
論
と
は
、
デ
ー
モ
ク
リ
ト
ス
に
よ
っ
て
一
層
純
化
せ
ら
れ
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
凡
て
の

原
子
は
性
質
上
平
等
で
あ
っ
て
、
た
だ
そ
の
大
き
さ
及
び
形
状
の
み
を
異
に
す
る
。
而
し
て
性
質
上
平
等
で
あ
る
が
故
に
そ

の
硬
度
は
皆
同
一
で
あ
っ
て
、
そ
の
重
さ
は
厳
密
に
そ
の
大
き
さ
に
比
例
す
る
。
凡
て
の
原
子
は
夫
々
の
重
さ
を
以
て
初
め

は
皆
上
か
ら
下
に
向
っ
て
無
限
の
空
間
を
落
下
し
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
大
き
な
原
子
は
小
さ
な
原
子
よ
り
も
重
い
か

ら
一
層
速
い
速
度
を
以
て
落
下
し
て
そ
の
間
に
衝
突
が
起
り
、
相
互
に
衝
突
し
は
じ
き
戻
る
結
果
と
し
て
そ
こ
に
原
子
の
旋

回
運
動
が
は
じ
ま
る
。
此
の
旋
回
運
動
は
虚
空
に
散
在
す
る
多
数
の
原
子
の
集
中
を
惹
き
起
し
、
此
の
天
体
内
に
種
々
様
々

な
物
体
を
形
成
す
る
。
わ
れ
わ
れ
が
「
生
」
と
称
す
る
の
は
離
散
し
て
い
る
原
子
が
集
合
す
る
の
意
、「
滅
」
と
称
す
る
の

は
集
合
し
て
い
た
原
子
が
離
散
す
る
の
意
、「
変
」
と
称
す
る
の
は
一
つ
の
集
合
が
他
の
集
合
に
な
る
の
意
で
あ
る
。
か
く

て
一
切
の
物
事
は
原
子
の
離
合
集
散
の
結
果
で
あ
っ
て
、
し
か
も
そ
の
離
合
集
散
は
皆
原
子
の
直
接
の
衝
突
或
は
接
触
に
由

る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
此
の
世
界
に
は
機
械
的
因
果
関
係
よ
り
ほ
か
に
如
何
な
る
変
動
の
原
因
も
存
在
し
得
な
い
こ
と
が
明

ら
か
に
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
原
子
論
と
機
械
論
と
は
そ
の
行
く
と
こ
ろ
ま
で
一
応
徹
底
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
単
な
る
機
械
論
的
原
子
論

は
そ
れ
だ
け
な
ら
ば
未
だ
唯
物
論
で
は
な
い
。
単
に
物
を
物
で
説
明
す
る
だ
け
で
は
、
唯
物
論
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。

自
然
科
学
が
必
ず
し
も
唯
物
論
と
結
び
づ
か
な
い
所
以
で
あ
る
。
そ
う
で
は
な
く
し
て
、
物
の
み
な
ら
ず
心
ま
で
も
、
即
ち

一
切
の
も
の
を
た
だ
物
だ
け
で
説
明
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
、
は
じ
め
て
唯
物
論
が
成
立
す
る
。
而
し
て
デ
ー
モ
ク
リ
ト
ス

は
、
は
っ
き
り
自
覚
し
て
心
の
現
象
に
ま
で
右
の
機
械
論
的
原
子
論
を
拡
大
し
た
の
で
あ
っ
た
。
即
ち
彼
に
よ
れ
ば
、
心
も

亦
原
子
の
一
種
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
た
だ
非
常
に
微
小
で
あ
る
が
故
に
円
滑
・
軽
捷
に
動
く
こ
と
が
出
来
、
そ
れ
は
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空
間
到
る
と
こ
ろ
瀰
漫
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
人
体
内
に
最
も
多
く
存
在
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
と
外
界
の
諸
原
子
と
が

直
接
接
触
す
る
結
果
と
し
て
感
覚
が
生
ず
る
も
の
と
な
し
、
更
に
進
ん
で
一
切
の
知
覚
思
惟
作
用
ま
で
も
全
く
同
じ
仕
方
で

解
明
し
よ
う
と
試
み
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
機
械
論
的
原
子
論
は
物
体
界
の
み
な
ら
ず
精
神
界
に
も
遍
く
徹
底
せ
ら
れ

る
こ
と
と
な
り
、
こ
こ
に
唯
物
論
の
体
系
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
思
想
史
上
は
じ
め
て
完
き
姿
を
以
て
大
成
さ
れ
る
こ
と
と
な
り

た
の
で
あ
る
。

デ
ー
モ
ク
リ
ト
ス
は
も
と
ア
ブ
デ
ラ
（A

bdera

）
の
人
、
静
か
な
学
究
と
し
て
そ
の
生
涯
の
大
部
分
を
生
地
で
暮
し
、
当

時
の
学
界
の
中
心
た
る
ア
テ
ナ
イ
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
た
た
め
に
殆
ん
ど
同
時
代
の
人
々
か
ら
は
識
ら
れ
ず
、
そ
の
結
果
と

し
て
思
想
的
に
も
プ
ラ
ト
ー
ン
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
な
ど
の
理
想
主
義
的
―
目
的
論
的
哲
学
体
系
と
は
没
交
渉
に
、
並
立

の
姿
の
ま
ま
で
全
く
別
箇
の
流
れ
を
形
づ
く
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

第
五
節　

自
由
の
問
題

デ
ー
モ
ク
リ
ト
ス
、
プ
ラ
ト
ー
ン
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
に
よ
っ
て
ギ
リ
シ
ャ
の
学
問
は
一
応
大
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、

ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
大
王
の
歿
後
突
然
勃
発
し
た
革
命
運
動
の
た
め
に
自
ら
流
刑
を
選
ぶ
の
余
儀
な
き
に
至
ら
し
め
ら
れ
た

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
が
寂
し
く
弧
独
の
中
に
死
ん
で
行
っ
た
同
年
（B

. C
. 322

）、
同
年
齢
六
十
二
歳
を
以
て
大
王
の
大
敵

デ
ー
モ
ス
テ
ネ
ス
も
亦
毒
を
飲
み
、
茲
に
ギ
リ
シ
ャ
は
僅
か
一
年
の
間
に
そ
の
最
大
の
君
主
、
最
大
の
哲
学
者
、
最
大
の
雄

弁
家
を
失
っ
た
。
か
く
し
て
ギ
リ
シ
ャ
の
栄
光
は
次
第
に
薄
ら
い
で
、
灰
色
の
梟
が
飛
び
出
す
・
あ
の
ロ
ー
マ
の
夕
闇
が
近

づ
い
て
来
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、
ギ
リ
シ
ャ
人
自
身
の
思
索
的
な
活
動
力
が
漸
次
衰
え
た
ば
か
り
で
な
く
、
他
方
に
於
て
は
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時
あ
た
か
も
ギ
リ
シ
ャ
の
諸
都
市
は
独
立
を
失
い
自
由
を
奪
わ
れ
た
た
め
に
ギ
リ
シ
ャ
人
の
生
活
に
も
著
し
い
変
化
が
起

り
、
当
時
の
ギ
リ
シ
ャ
人
は
ひ
た
す
ら
自
己
一
身
の
保
全
を
求
め
る
の
に
汲
々
と
し
て
、
も
は
や
純
粋
に
理
論
的
な
問
題
は

一
般
の
興
味
を
つ
な
ぐ
こ
と
が
出
来
ず
、
人
間
は
如
何
に
身
を
処
す
べ
き
か
と
い
う
実
践
的
な
問
題
に
お
の
ず
か
ら
重
点
を

置
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
根
本
思
想
か
ら
観
れ
ば
何
等
新
し
い
も
の
が
う
み
出
さ
れ
た
わ
け
で
は
な

く
、
た
だ
前
代
の
学
説
を
時
代
の
要
求
に
適
合
せ
し
め
よ
う
と
努
め
た
に
す
ぎ
な
い
所
謂
「
亜
流
」
の
時
代
で
あ
っ
て
、
ギ

リ
シ
ャ
文
化
の
衰
退
期

0

0

0

と
も
考
え
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
一
面
ま
た
ロ
ー
マ
の
手
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
ギ
リ
シ
ャ
の
文
化
が

平
易
化
さ
れ
大
衆
化
さ
れ
て
広
く
世
界
に
紹
介
せ
ら
れ
た
点
か
ら
観
れ
ば
、
ギ
リ
シ
ャ
文
化
の
伝
播
期

0

0

0

と
も
称
す
る
こ
と
が

出
来
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
人
間
の
生
活
に
ゆ
と
り
が
な
く
な
り
、
し
か
も
激
変
し
て
行
く
世
相
に
際
会
し
て
如
何
に
身
を
処
す
べ
き
か
と
い

う
問
題
に
直
面
し
た
場
合
、
そ
の
中
心
的
な
関
心
事
を
な
す
も
の
は
、
人
間
は
如
何
に
す
れ
ば
か
く
も
窮
屈
な
状
態
の
中
に

あ
っ
て
猶
且
つ
外
界
の
有
為
転
変
か
ら
自
由
に
な
る
こ
と
が
出
来
る
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
ろ
う
。
―
―
し
か
ら
ば
、
わ
れ

わ
れ
は
如
何
に
し
て
心
の
自
由
を
得
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
か
。ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
の
目
的
論
的
世
界
観
に
よ
れ
ば
、

質
料
―
形
相
の
発
展
的
或
は
上
昇
的
段
階
に
於
て
質
料
は
つ
ね
に
そ
れ
よ
り
一
段
高
い
形
相
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
つ
つ
形
成

さ
れ
、
以
て
本
来
そ
の
内
に
含
ん
で
い
る
目
的
を
一
歩
一
歩
実
現
し
て
行
く
も
の
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。
い
ま
、
形
相

が
凡
て
の
質
料
を
形
成
し
つ
く
し
た
時
の
状
態
を
考
え
る
な
ら
ば
、
一
切
の
目
的
は
既
に
そ
の
実
現
を
完
了
し
た
の
で
あ
る

か
ら
、
何
等
他
に
俟
つ
こ
と
も
な
く
そ
れ
は
全
く
自
足
自
在
の
状
態
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
即
ち
純
粋
な
精
神
と
な
っ

た
も
の
で
あ
っ
て
、
或
は
こ
れ
を
神
と
呼
ぶ
こ
と
も
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
所
謂
外
界
か
ら
自
由
に
な
る
と
は
、
か
よ
う
な
状

態
を
意
味
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
か
か
る
神
の
状
態
を
自
己
の
心
の
中
に
実
現
す
る
こ
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と
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
人
間
が
自
由
を
得
る
所
以
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
即
ち
当
時
の
賢
者
の
理
想
で
あ
っ
て
、
哲
学
は

ま
さ
に
か
く
の
如
き
理
想
へ
の
道
を
明
ら
か
に
す
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
意
味
に
於
て
の
自
由
は
、
人
が
外
界
の
事
物
に
執
着
し
て
心
を
動
か
さ
れ
て
い
る
間
は
、

到
底
得
ら
れ
な
い
。
し
か
も
厳
密
に
言
う
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
を
動
か
す
も
の
は
外
界
の
事
物
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
は
寧

ろ
、
そ
れ
に
対
し
て
反
応
す
る
も
の
が
わ
れ
わ
れ
の
心
の
中
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
外
界
の
事
物
に
支
配
さ

れ
る
欲
望
・
感
情
あ
る
が
故
に
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
は
不
自
由
の
境
地
か
ら
脱
却
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
故
に
自

由
を
得
ん
と
す
れ
ば
、
先
ず
欲
望
・
感
情
を
殺
し
て
、
外
界
の
事
物
に
少
し
も
動
か
さ
れ
な
い
よ
う
に
な
る
こ
と
が
必
要
で

あ
る
。
此
の
心
の
不
動
或
は
無
激
情
（apatheia

）
即
ち
感
情
の
は
た
ら
か
な
い
状
態
に
於
て
、
は
じ
め
て
自
由
が
得
ら
れ

る
と
主
張
す
る
の
が
ス
ト
ア
主
義
（Stoicism

）
で
あ
っ
て
、
最
初
キ
プ
ロ
ス
の
ヅ
ェ
ー
ノ
ー
ン
（Zēnōn of K

ypros, B
. C

. 

336-264

）
が
ス
ト
ア
・
ポ
イ
キ
レ
ー
（stoa poikilē=painted hall

）
即
ち
、
フ
レ
ス
コ
壁
画
を
以
て
飾
ら
れ
た
学
舎
で
之

を
説
い
た
と
こ
ろ
か
ら
そ
の
名
が
由
来
し
、
同
じ
系
統
に
属
す
る
一
群
の
思
想
家
を
一
括
し
て
ス
ト
ア
派
（Stoic school

）

と
呼
ぶ
。
ス
ト
ア
主
義
の
説
く
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
此
の
宇
宙
は
根
本
的
な
精
神
力
た
る
理
性
（logos

）
に
よ
っ
て
支
配

さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
人
間
各
自
の
理
性
も
畢
竟
そ
の
宇
宙
理
性
の
種
子
（logoi sperm

atikoi

）
が
人
間
の
中
に
宿

っ
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
か
よ
う
に
宇
宙
は
理
性
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
此
の
世
界
に
は
動

か
す
べ
か
ら
ざ
る
理
法
が
厳
存
す
る
。
所
謂
宿
命
と
呼
ば
れ
神
の
摂
理
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
も
の
が
即
ち
そ
れ
で
あ
る
。

さ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
一
切
を
宿
命
と
観
じ
凡
て
が
神
の
摂
理
で
あ
る
こ
と
を
観
念
し
て
こ
れ
に
動
か
さ
れ
る
こ
と
な
く
、

以
て
賢
者
の
理
想
に
到
達
す
べ
き
で
あ
る
、
と
ス
ト
ア
派
の
人
々
は
説
く
の
で
あ
る
。

次
に
、
わ
れ
わ
れ
が
自
由
を
得
る
に
は
出
来
る
だ
け
苦
し
み
を
減
じ
て
心
の
平
静
即
ち
「
乱
さ
れ
な
い
状
態
」（ataraxia

）



47

第一章　古 代 哲 学

を
保
つ
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
の
が
第
二
の
立
場
で
あ
っ
て
、
創
始
者
エ
ピ
ク
ロ
ス
（Epikouros, B

. C
. 341-270

）
の

名
を
と
っ
て
エ
ピ
ク
ロ
ス
主
義
（Epicureanism

）
と
い
う
。
各
自
優
美
に
自
己
の
安
静
快
適
な
る
生
活
を
求
め
る
の
が
此

の
派
の
眼
目
で
あ
る
か
ら
、
―
―
第
一
の
ス
ト
ア
主
義
が
克
己
主
義
と
呼
ば
れ
る
の
と
対
照
し
て
―
―
善
き
意
味
に
於
け
る

快
楽
主
義
と
呼
ば
れ
る
。
即
ち
、
ス
ト
ア
主
義
が
堅
忍
不
抜
の
道
学
的
精
神
を
振
り
翳
す
の
に
対
し
て
エ
ピ
ク
ロ
ス
主
義
は

本
来
悠
々
迫
ら
ず
芸
術
の
世
界
を
逍
遥
す
る
趣
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
此
の
派
の
末
流
に
到
っ
て
遂
に
感
覚
的
快

楽
に
走
る
傾
向
が
強
く
な
っ
た
の
は
、
快
楽
主
義
と
し
て
は
余
儀
な
き
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

第
三
に
、
わ
れ
わ
れ
が
外
界
の
事
物
に
動
か
さ
れ
る
根
本
の
原
因
は
外
界
の
事
物
そ
の
も
の
に
あ
る
の
で
は
な
く
し
て
、

外
界
の
事
物
に
関
す
る
不
確
実
な
知
識
を
盲
信
す
る
こ
と
換
言
す
れ
ば
わ
れ
わ
れ
に
は
そ
う
見
え
る
と
い
う
だ
け
で
簡
単
に

独
断
を
下
す
こ
と
に
基
づ
く
の
で
あ
る
か
ら
、
外
界
の
事
物
か
ら
独
立
し
て
心
の
自
由
を
得
ん
が
た
め
に
は
、
人
智
を
以
て

は
そ
の
真
相
を
究
め
尽
す
こ
と
の
出
来
な
い
そ
れ
ら
の
事
物
に
関
し
て
、
真
偽
・
善
悪
の
判
断
を
差
控
え
て
（
判
断
中
止

0

0

0

0

＝

epochē

）
一
切
を
無
記
の
も
の
と
観
じ
、
以
て
自
己
自
身
の
中
に
内
心
の
平
和
を
求
む
べ
き
で
あ
る
、
と
説
く
立
場
が
あ
る
。

創
唱
者
ピ
ュ
ロ
ン
（Pyrrhon, B

. C
. 365-275

）
の
名
を
と
っ
て
ピ
ュ
ロ
ン
主
義
（Pyrrhonism

）
と
い
い
、
知
識
の
可
能

を
疑
う
点
か
も
懐
疑
主
義
の
祖
と
称
せ
ら
れ
る
。

以
上
、
自
由
獲
得
の
方
法
に
関
す
る
三
つ
の
立
場
の
そ
れ
ぞ
れ
の
主
張
を
吟
味
し
て
み
る
に
、
先
ず
ス
ト
ア
主
義
が
自
然

の
衝
動
・
欲
情
を
抑
え
て
内
心
の
平
和
を
得
よ
う
と
し
、
エ
ピ
ク
ロ
ス
主
義
が
苦
痛
を
減
じ
て
以
て
乱
さ
れ
ざ
る
心
の
状
態

を
維
持
し
よ
う
と
し
、
ピ
ュ
ロ
ン
主
義
が
判
断
を
留
保
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
外
物
の
羈
絆
を
脱
し
よ
う
と
す
る
な
ど
、
そ
れ

ら
の
何
れ
も
が
知
情
意
を
具
え
た
生
き
た
人
間
の
真
の
姿
を
見
究
め
ず
し
て
、
不
可
能
の
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
も
の
で
あ

る
こ
と
は
い
う
迄
も
な
い
が
、
わ
れ
わ
れ
は
更
に
進
ん
で
、
そ
れ
ら
の
学
説
そ
の
も
の
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
理
論
的
映
陥
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に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
理
論
的
欠
陥
と
は
一
言
で
い
え
ば
、
相
対
的
立
場
そ
の
も
の
を
止
揚
せ
ず
し
て
絶
対
的

立
場
に
到
達
し
よ
う
と
す
る
点
に
存
す
る
。
人
は
相
対
的
立
場
に
と
ど
ま
る
限
り
、
無
限
の
連
鎖
を
脱
す
る
こ
と
は
出
来
な

い
の
で
あ
る
。
即
ち
、
相
対
的
立
場
に
於
て
は
否
定
す
る
こ
と
捉
わ
れ
な
い
こ
と
は
、
そ
れ
が
主
張
せ
ら
れ
る
限
り
、
肯
定

す
る
こ
と
と
な
り
捉
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
例
え
ば
、
求
め
る
心
を
抑
え
て
内
心
の
平
和
を
得
よ
う
と
し
て
も
、
求
め
る
心

を
抑
え
る
こ
と
は
既
に
一
つ
の
求
め
る
こ
と
で
あ
る
。
心
が
求
め
る
限
り
、
内
心
の
平
和
は
得
ら
れ
な
い
。
更
に
又
、
判
断

留
保
を
説
く
限
り
、
そ
れ
は
断
定
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
て
判
断
を
留
保
す
る
こ
と
が
又
一
つ
の
判
断
を
下
す
こ
と
と

な
る
。
か
か
る
無
限
の
連
鎖
は
、
わ
れ
わ
れ
が
相
対
的
立
場
に
と
ど
ま
る
限
り
、
永
久
に
脱
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
・
呪
わ

れ
た
る
循
環
で
あ
る
。
人
は
果
し
て
此
の
呪
わ
れ
た
る
宿
命
を
脱
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
も
解
脱
の

要
求
は
、
わ
れ
わ
れ
の
心
情
の
已
む
に
已
ま
れ
な
い
強
い
叫
び
で
あ
る
。
戸
が
叩
か
れ
る
と
こ
ろ
、
そ
こ
に
扉
は
開
か
れ
ね

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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第
六
節　

基
督
教
思
想

早
く
か
ら
政
治
的
に
他
の
民
族
に
圧
迫
せ
ら
れ
て
幾
多
の
辛
酸
を
嘗
め
、
ひ
た
す
ら
民
族
の
解
放
に
憧
れ
て
い
た
猶
太
人

の
間
に
は
、
お
の
ず
か
ら
終
末
観
的
思
想
と
救
世
主
メ
シ
ア
に
対
す
る
希
望
が
遍
く
拡
が
っ
て
い
た
。
即
ち
、
世
の
審
判
の

時
が
到
れ
ば
、
猶
太
人
の
神
エ
ホ
バ
は
イ
ス
ラ
エ
ル
国
民
の
救
主
メ
シ
ア
を
遣
わ
し
て
他
の
民
族
を
亡
ば
し
、
エ
ル
サ
レ
ム

を
中
心
と
す
る
王
国
を
建
設
し
て
猶
太
人
に
そ
の
支
配
を
委
ね
、
以
て
彼
等
に
悦
び
の
栄
光
と
無
上
の
幸
福
と
を
授
け
る
で

あ
ろ
う
と
い
う
猶
太
教
的
信
仰
が
即
ち
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
彼
等
の
凡
ゆ
る
生
活
の
中
心
が
エ
ル
サ
レ
ム
の
神
殿
と
そ
の

儀
式
と
に
存
し
た
以
上
、
そ
の
猶
太
教
も
事
実
は
エ
ル
サ
レ
ム
神
殿
の
儀
式
的
宗
教
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
か
く
て
神
殿
を

中
心
と
し
て
発
達
し
た
祭
司
制
度
と
律
法
と
が
神
と
人
と
の
間
に
介
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
猶
太
教
は
著
し
く
形
式
的
外

面
的
を
も
の
と
な
り
、
敬
虔
な
心
よ
り
も
供
物
或
は
律
法
に
適
っ
た
行
為
を
重
ん
ず
る
よ
う
に
な
る
と
共
に
、
信
者
同
士
も

亦
互
に
供
物
の
華
美
を
競
い
律
法
の
遵
守
に
よ
る
自
己
の
優
越
感
と
他
人
へ
の
侮
蔑
的
態
度
を
懐
く
に
至
っ
て
、
猶
太
教
は

今
や
全
く
宗
教
と
し
て
の
生
命
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

此
の
時
に
当
っ
て
イ
エ
ス
は
、
不
孝
に
悩
め
る
同
胞
に
対
す
る
愛
と
自
己
の
使
命
に
対
す
る
自
覚
と
に
燃
え
、
メ
シ
ア
即

ち
我
な
り
と
の
信
念
の
下
に
、
簡
明
直
截
加
う
る
に
新
鮮
に
し
て
力
強
い
福
音
の
伝
道
を
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。
元
来
猶
太

人
に
伝
え
ら
れ
た
神
の
国
は
勿
論
、
イ
エ
ス
の
説
い
た
神
の
国
或
は
天
国
と
雖
も
、
な
お
地
上
的
な
・
有
形
的
な
・
そ
し
て

民
族
的
な
内
容
を
脱
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
か
か
る
神
の
国
を
説
く
中
に
も
イ
エ
ス
は
自
己
の
宗
教
的
天
才
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を
以
て
、そ
れ
を
精
神
的
な
・
無
形
的
な
・
そ
し
て
人
類
的
な
神
の
国
に
高
め
る
途
を
心
得
て
い
た
の
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、

神
の
国
は
将
来
地
上
に
、
し
か
も
猶
太
人
に
の
み
齎
さ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
し
て
、
現
在
わ
れ
わ
れ
の
此
の
心
の
中
に
実

現
さ
れ
得
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
新
約
聖
書
マ
タ
イ
伝
五
章
の
三
節
に
い
う
。「
幸
い
な
る
か
な
、
心
の
貧
し
き
者
、
天
国

は
そ
の
人
の
も
の
な
り
、」
と
。

即
ち
、
解
脱
は
学
問
や
財
宝
に
よ
っ
て
達
せ
ら
れ
る
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
又
掟
を
守
る
こ
と
が
救
済
に
あ
ず
か
る
要
件

で
も
な
い
。
人
が
神
の
前
に
罪
を
自
覚
し
、
そ
の
自
覚
の
下
に
悔
い
改
め
、
貧
し
き
心
を
似
て
ひ
た
す
ら
父
な
る
神
に
た
よ

る
時
、
人
は
貧
富
・
貴
賤
・
賢
愚
の
別
な
く
、
そ
の
ま
ま
即
座
に
神
の
名
に
入
れ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
―
―
イ
エ
ス
の
此
の

信
仰
が
最
も
美
し
く
・
し
か
も
力
強
く
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
ル
カ
伝
十
五
章
に
あ
る
・
か
の
有
名
な
譬
え
話
で
あ
ろ
う
。

自
己
の
不
行
跡
に
よ
り
父
に
背
き
堕
落
し
た
息
子
を
も
、
ひ
と
た
び
心
を
改
め
て
帰
り
来
る
時
は
、
父
は
之
を
赦
し
喜
び
迎

え
、
し
か
の
み
な
ら
ず
最
も
よ
き
物
を
さ
え
与
え
る
。
神
は
正
し
き
九
十
九
匹
の
羊
を
措
い
て
も
、
迷
え
る
一
匹
の
羊
を
尋

ね
も
と
め
る
。
神
の
眼
に
は
、
罪
を
犯
し
た
者
の
悔
悟
の
念
が
最
も
尊
い
。
げ
に
神
の
求
め
給
う
供
物
は
、
砕
け
た
魂
で
あ

る
。
茲
に
於
て
、
父
な
る
神
及
び
神
の
国
な
る
思
想
は
、
元
来
猶
太
教
に
伝
統
的
な
古
い
も
の
で
あ
る
の
に
も
拘
ら
ず
、
全

く
面
目
を
改
め
て
新
し
い
生
命
を
獲
得
し
、
以
て
一
切
人
類
の
宗
教
的
欲
求
を
充
た
し
得
る
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
神
の
御
子
も
此
の
地
上
に
於
て
は
十
字
架
に
か
か
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
も
此
の
十
字
架
の
処
刑
は
、
メ

シ
ア
た
る
イ
エ
ス
に
於
て
地
上
の
光
栄
と
勝
利
と
幸
福
と
を
期
待
し
て
い
た
弟
子
た
ち
に
と
っ
て
は
、全
く
意
外
で
あ
っ
た
。

彼
等
は
落
胆
し
遁
走
し
離
散
し
て
、
多
く
は
故
郷
の
ガ
リ
ラ
ヤ
さ
し
て
落
ち
て
行
っ
た
。
し
か
る
に
、
そ
れ
か
ら
僅
か
七
週

間
後
の
祭
日
に
は
、
彼
等
は
再
び
エ
ル
サ
レ
ム
は
集
り
、
彼
等
の
師
イ
エ
ス
を
「
神
は
立
て
て
主
と
な
し
キ
リ
ス
ト
（
香
油

を
塗
っ
て
き
よ
め
ら
れ
た
る
も
の
＝
神
よ
り
選
ば
れ
た
る
も
の
）
と
な
し
給
え
り
」（
使
徒
行
伝
二
章
二
十
六
節
）
と
説
き
つ
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つ
、
熱
心
に
勇
敢
に
福
音
の
宣
伝
を
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。
か
よ
う
な
著
し
い
変
化
を
弟
子
た
ち
の
間
に
惹
き
起
し
た
も
の

は
抑
々
何
で
あ
ろ
う
か
。
復
活
の
信
仰
が
そ
れ
で
あ
る
。
即
ち
、
今
猶
生
き
て
い
る
わ
が
師
イ
エ
ス
の
姿
を
見
た
と
い
う
体

験
は
、
一
旦
失
望
に
沈
ん
だ
弟
子
た
ち
を
し
て
再
び
希
望
に
輝
く
眼
を
以
て
天
の
彼
方
を
仰
ぎ
見
る
に
至
ら
し
め
た
の
で
あ

る
。
か
く
し
て
肉
体
的
に
死
ん
だ
イ
エ
ス
は
、
神
的
霊
的
な
存
在
者
と
し
て
神
の
許
に
ま
で
高
め
ら
れ
た
。
師
は
や
は
り
キ

リ
ス
ト
即
ち
神
よ
り
選
ば
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
猶
太
人
本
来
の
感
情
に
と
っ
て
は
こ
れ
ほ
ど
不
条
理
な
こ
と
は
な
い
。
猶
太
人
的
パ
リ
サ
イ
的
教
育
を
受
け
（
猶

太
人
の
学
者
に
よ
っ
て
解
説
さ
れ
た
律
法
の
厳
格
な
実
行
に
熱
中
し
た
人
々
を
パ
リ
サ
イ
人
と
い
う
）、
彼
自
身
学
者
に
な

ろ
う
と
志
し
た
パ
ウ
ロ
が
、
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た
罪
人
を
使
徒
た
ち
が
メ
シ
ア
と
し
て
押
売
り
し
よ
う
と
す
る
の
を
見
て

満
腔
の
憎
悪
と
狂
熱
と
を
以
て
迫
害
し
よ
う
と
し
た
の
も
、
蓋
し
当
然
で
あ
る
。
し
か
も
彼
が
ダ
マ
ス
コ
市
に
向
う
途
上
、

突
然
思
い
が
け
な
い
神
の
啓
示
に
接
し
、
眼
の
あ
た
り
、
復
活
し
た
イ
エ
ス
を
見
る
や
否
や
、
此
の
一
つ
の
特
殊
な
出
来
事

を
境
と
し
て
彼
は
根
本
か
ら
回
心
を
行
い
、
迫
害
を
行
う
べ
く
し
て
目
的
地
に
着
い
た
時
に
は
、
も
は
や
彼
自
身
が
既
に
立

派
な
使
徒
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
ダ
マ
ス
コ
途
上
の
体
験
に
よ
り
、
神
の
啓
示
者
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
が
活

き
た
原
動
力
と
し
て
内
的
生
命
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
パ
ウ
ロ
は
、
今
や
「
も
は
や
わ
れ
生
く
る
に
非
ず
、
キ
リ
ス
ト
わ

が
内
に
あ
っ
て
生
く
る
な
り
」（
ガ
ラ
テ
ヤ
書
第
二
章
二
十
節
）
と
自
ら
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。

か
く
の
如
く
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
上
の
死
を
縁
と
し
て
信
仰
の
生
涯
に
導
き
入
れ
ら
れ
た
だ
け
に
、
パ
ウ
ロ
は
此
の
事
実

を
把
え
て
自
己
の
問
題
と
し
、
そ
れ
の
宗
教
的
意
義
の
解
明
に
力
を
注
が
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
―
―
彼
に
よ
れ
ば
、
キ
リ

ス
ト
の
死
は
決
し
て
不
条
理
で
は
な
い
。
否
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
人
類
を
救
わ
ん
と
す
る
神
の
主
な
る
意
志
が
、
そ

の
目
的
の
達
成
の
た
め
に
と
っ
た
最
も
有
効
な
手
段
で
あ
る
。
即
ち
神
の
一
人
子
キ
リ
ス
ト
は
、
全
人
類
の
罪
を
あ
が
な
う
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べ
く
死
な
ん
が
た
め
に
神
に
よ
っ
て
此
の
世
に
送
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
彼
の
卑
し
む
べ
き
死
に
於
て
こ
そ
、
人
類
の
救
主

と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
の
愛
、
従
っ
て
又
そ
の
ひ
と
り
子
を
給
う
ほ
ど
に
人
類
を
愛
し
給
う
た
神
の
恵
は
、
啓
示
さ
れ
実
現
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
―
―
こ
れ
が
パ
ウ
ロ
の
与
え
た
答
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
の
死
の
意
義
は
パ
ウ
ロ
に
と
っ

て
重
大
で
あ
っ
た
。
彼
は
キ
リ
ス
ト
の
福
音
を
「
十
字
架
の
言
葉
」
と
さ
え
呼
ん
だ
。
し
か
し
な
が
ら
わ
れ
わ
れ
は
、
彼
の

宗
教
的
体
験
従
っ
て
思
想
の
中
心
的
内
容
が
あ
く
ま
で
も
キ
リ
ス
ト
の
死
で
は
な
く
む
し
ろ
生
で
あ
っ
た
こ
と
、
十
字
架
上

の
キ
リ
ス
ト
で
は
な
く
む
し
ろ
現
在
に
又
永
遠
に
生
き
歴
史
を
支
配
し
個
人
の
魂
に
喜
び
と
愛
と
力
と
を
与
え
―
―
か
く
て

新
し
い
人
新
し
い
人
類
を
創
造
す
る
―
―
活
け
る

0

0

0

キ
リ
ス
ト
で
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
キ
リ
ス
ト
の
死
は
キ
リ

ス
ト
の
生
の
光
を
反
射
し
つ
つ
、
は
じ
め
て
永
遠
の
光
と
し
て
輝
き
得
る
の
で
あ
る
。

か
く
て
パ
ウ
ロ
に
よ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
が
説
い
た
基
督
教
で
は
な
く
、
キ
リ
ス
ト
を
信
ず
る
と
い
う
意
味
に
於
て
の
新
し

い
基
督
教
が
確
立
せ
ら
れ
た
。
コ
リ
ン
ト
前
書
一
章
の
十
八
節
以
下
に
於
て
い
う
。「
十
字
架
の
言
葉
は
亡
ぶ
る
者
に
は
愚

な
れ
ど
、
救
わ
る
る
わ
れ
ら
に
は
神
の
能
力
な
り
。
ユ
ダ
ヤ
人
は
徴
を
請
い
、
ギ
リ
シ
ャ
人
は
智
慧
を
求
む
。
さ
れ
ど
わ
れ

ら
は
十
字
架
に
釘
け
ら
れ
給
い
し
キ
リ
ス
ト
を
宣
べ
伝
う
。
こ
れ
は
ユ
ダ
ヤ
人
に
は
躓
き
と
な
り
、異
邦
人
に
愚
と
な
れ
ど
、

召
さ
れ
た
る
者
に
は
ユ
ダ
ヤ
人
に
も
ギ
リ
シ
ャ
人
に
も
神
の
能
力
又
神
の
智
慧
た
る
キ
リ
ス
ト
な
り
。」
福
音
は
か
く
し
て

パ
ウ
ロ
に
よ
っ
て
最
も
明
白
に
、
律
法
的
生
活
と
も
理
論
的
思
弁
と
も
対
立
せ
し
め
ら
れ
て
、
人
の
霊
魂
を
生
か
し
救
う
キ

リ
ス
ト
の
十
字
架
の
力
に
関
す
る
真
理
と
し
て
説
か
れ
た
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
基
督
教
が
民
族
的
な
猶
太
教
と
全
く
趣
を

異
に
し
て
超
民
族
的
な
世
界
的
宗
教
と
し
て
自
覚
せ
ら
れ
た
以
上
、
此
の
体
験
を
基
と
し
て
広
く
異
民
族
の
間
に
も
福
音
を

ひ
ろ
め
る
こ
と
は
、
当
然
内
よ
り
湧
き
出
ず
る
要
求
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
し
て
所
謂
異
邦
人
伝
道
は
、
は
じ
ま
る
の

で
あ
る
。
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第
七
節　

中
世
思
想
の
根
本
問
題

新
興
の
宗
教
が
超
民
族
的
な
世
界
的
宗
教
と
し
て
の
自
覚
の
下
に
異
邦
人
伝
道
を
は
じ
め
る
た
め
に
は
、
先
ず
内
部
に
対

し
て
は
信
徒
の
数
が
尨
大
と
な
る
と
共
に
お
の
ず
か
ら
そ
の
間
に
生
ず
る
諸
々
の
異
論
を
統
一
し
て
普
遍
的
な
教
義
を
確
立

し
、
更
に
外
部
に
対
し
て
は
―
―
殊
に
古
い
学
問
の
伝
統
を
有
す
る
民
族
の
間
に
拡
め
ら
れ
る
た
め
に
は
―
―
そ
の
教
義
の

内
容
が
理
智
の
要
求
を
も
満
足
さ
す
よ
う
に
或
る
程
度
ま
で
合
理
的
に
組
織
さ
れ
て
「
神
学
」
と
な
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

前
者
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
生
れ
た
も
の
を
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
（katholikos=universal

）
と
い
い
、
後
者
の
仕
事
に

貢
献
し
た
人
々
を
教
父
（patres ecclesiae=church fathers

）、
そ
し
て
そ
の
哲
学
を
教
父
哲
学
（patristic philosophy

）
と

い
う
。

教
父
哲
学
の
内
容
を
な
す
も
の
は
、
原
始
基
督
教
に
次
ぐ
二
世
紀
の
初
か
ら
約
八
百
年
の
間
に
、
基
督
教
に
関
係
し
て
現

わ
れ
た
人
々
の
思
想
で
あ
っ
て
、
そ
の
間
「
神0

が
基
督
0

0

に
よ
っ
て
人
類
0

0

を
救
う
」
と
い
う
教
義
を
確
立
す
る
た
め
に
論
議
さ

れ
た
問
題
は
、
お
の
ず
か
ら
神
性
論
的
問
題
（theological problem

）
と
基
督
論
的
問
題
（christological problem

）
と

人
性
論
的
問
題
（anthropological problem

）
の
三
つ
に
大
別
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
が
、
教
父
哲
学
が
―
―
「
基

督
教
」
を
「
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
」
に
よ
っ
て
合
理
的
に
組
織
し
よ
う
と
す
る
も
の
と
し
て
―
―
本
来
異
質
的
な
二
つ
の
要
素

の
混
合
で
あ
る
以
上
、
議
論
が
往
々
極
端
に
走
り
、
或
は
哲
学
を
重
ん
じ
て
信
仰
を
軽
ん
じ
よ
う
と
し
、
或
は
信
仰
の
み

を
説
い
て
哲
学
を
排
し
よ
う
と
す
る
な
ど
、
種
々
様
々
の
流
派
を
生
じ
た
の
も
亦
自
然
の
勢
で
あ
っ
た
。
第
一
の
立
場
に

よ
れ
ば
、
知
識
の
信
仰
に
優
る
は
あ
た
か
も
樹
木
が
根
の
上
に
位
す
る
が
如
き
も
の
で
あ
っ
て
、
信
仰
を
単
な
る
信
仰
に
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と
ど
め
ず
し
て
知
識
（gnōsis

）
た
ら
し
め
ね
ば
な
ら
ぬ
と
主
張
せ
ら
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
理
智
派
（G

nostics

）
と
呼
ば
れ

る
。
此
の
派
に
属
す
る
人
達
は
、
―
―
世
界
が
全
智
全
能
に
し
て
し
か
も
愛
な
る
神
に
よ
っ
て
創
造
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
の
に
も
拘
ら
ず
、
此
の
現
実
は
偽
・
悪
・
醜
に
み
ち
た
も
の
で
あ
り
従
っ
て
救
済
を
必
要
と
す
る
と
い
う
―
―
宗
教
的

二
律
背
反
（religious antinom

y

）
を
克
服
せ
ん
が
た
め
に
、
神
と
物
質
、
或
は
善
と
悪
の
二
元
論
を
説
き
、
神
か
ら
基

督
を
経
て
現
世
に
至
る
段
階
を
説
明
す
る
方
便
と
し
て
多
神
的
な
神
話
ま
で
構
成
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
か
く
て
は

イ
エ
ス
の
基
督
教
は
そ
の
本
質
的
特
性
を
甚
だ
し
く
歪
め
ら
れ
、
そ
の
本
来
の
面
目
を
全
く
喪
失
す
る
も
の
と
い
わ
ね
ば

な
ら
ぬ
。
茲
に
於
て
、
か
か
る
思
想
を
異
端
と
し
て
排
撃
し
、
教
会
的
基
督
教
擁
護
の
た
め
に
起
っ
た
の
が
所
得
護
教
派

（apologetics 

←apologesthai=defend

）
で
あ
る
。
此
の
派
の
傾
向
を
極
端
に
表
現
す
る
も
の
は
テ
ル
ト
ゥ
リ
ア
ー
ヌ
ス

（Tertulianus, 160-222

）
の
語
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
「
不
合
理
な
る
が
故
に
わ
れ
信
ず
」（C

redo, quia absurdum
=I 

believe, because it is absurd.

）
と
い
う
言
葉
で
あ
る
が
、此
の
句
は
恐
ら
く
彼
の
言
葉
「
神
の
子
は
磔
刑
に
処
せ
ら
れ
た
り
、

こ
れ
恥
ず
べ
き
こ
と
な
る
が
故
に
我
之
を
恥
じ
ず
、
神
の
子
は
死
せ
り
、
こ
れ
虚
妄
な
る
が
故
に
全
く
信
ず
べ
き
こ
と
な
り
、

葬
ら
れ
た
る
人
は
蘇
れ
り
、
こ
れ
不
可
能
な
る
が
故
に
確
実
な
り
」
と
い
う
思
想
を
簡
約
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
此
の
一

見
奇
怪
に
見
え
る
思
想
も
、
人
類
の
堕
落
を
前
提
と
す
る
な
ら
ば
、
当
然
の
帰
結
と
観
る
こ
と
が
出
来
る
。
即
ち
、
人
間
自

然
の
理
性
は
堕
落
の
結
果
と
し
て
全
く
汚
れ
て
い
る
が
故
に
、
此
の
汚
れ
た
理
性
に
と
っ
て
不
合
理
と
見
え
る
教
理
こ
そ
、

却
っ
て
真
理
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

右
に
述
べ
た
よ
う
に
、
哲
学
を
主
張
す
る
者
は
信
仰
を
軽
ん
じ
、
信
仰
を
堅
持
す
る
者
は
哲
学
を
排
斥
し
て
、
哲
学
と
信

仰
と
は
教
会
の
外
と
教
会
の
内
と
に
相
対
立
し
て
争
わ
れ
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
や
が
て
次
第
に
、
同
じ
く
教
会
的
雰
囲
気

の
中
に
於
て
両
者
を
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
努
力
が
試
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
更
に
第
四
世
紀
に
入
っ
て
基
督
教
が
ロ
ー
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マ
の
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ヌ
ス
大
帝
（
在
位
三
二
三
―
三
三
七
）
に
よ
っ
て
国
教
と
認
め
ら
れ
、
宗
教
と
政
治
と
が
結
び
つ
く
に

至
っ
て
、
統
一
の
必
要
上
さ
き
に
掲
げ
た
三
つ
の
根
本
問
題
に
つ
い
て
一
応
正
統
派
の
教
義
を
決
定
す
る
た
め
に
、
ニ
カ
イ

ア
会
議
（
三
二
五
）
が
開
催
せ
ら
れ
て
次
の
よ
う
な
結
論
に
到
達
し
た
の
で
あ
る
。

第
一
の
神
性
論
的
問
題
に
つ
い
て
は
三
位
一
体
説

0

0

0

0

0

第
二
の
基
督
論
的
問
題
に
つ
い
て
は
、
キ
リ
ス
ト
は
神
人
両
性
を
合
一
せ
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
神
人
説

0

0

0

第
三
の
人
世
論
的
問
題
に
つ
い
て
は
原
罪
説

0

0

0

教
父
哲
学
を
通
じ
て
の
最
大
の
哲
学
者
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
（A

urelius A
ugstinus, 354-430

）
に
よ
れ
ば
、
人
間
は
原

人
ア
ダ
ム
が
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
自
由
を
濫
用
し
て
禁
断
の
実
を
食
っ
て
以
来
、
そ
の
罪
に
よ
っ
て
必
然
的
に
罪
を
犯
さ
ね

ば
な
ら
な
い
よ
う
な
不
自
由
な
状
態
に
お
か
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
生
れ
な
が
ら
に
し
て
か
か
る
原
罪
（original sin

）

を
有
す
る
人
間
で
あ
る
以
上
、
救
い
は
自
力
に
よ
っ
て
は
な
さ
れ
ず
専
ら
神
の
恩
寵
を
俟
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
而
し
て
そ
の
恩

寵
に
何
人
が
与
り
得
る
か
は
、
人
間
が
容
喙
す
べ
き
性
質
の
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
人
間
と
し
て
は
唯
キ
リ
ス
ト

の
事
業
を
つ
ぎ
、
彼
を
代
表
す
る
教
会
を
信
じ
て
そ
の
命
に
従
い
、
ひ
た
す
ら
思
寵
を
う
け
る
に
ふ
さ
わ
し
い
者
た
ら
ん
こ

と
を
努
め
る
の
他
は
な
い
の
で
あ
る
。
曰
く
「
教
会
の
外
に
救
い
な
し
」
と
。
―
―
此
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
説
は
、
当

然
彼
の
属
し
て
い
た
ラ
テ
ン
教
会
に
喜
び
迎
え
ら
れ
て
教
義
と
し
て
確
立
せ
ら
れ
、
政
治
上
の
統
一
に
伴
う
教
会
の
勢
力
の

増
大
と
共
に
、
い
よ
い
よ
広
く
当
時
の
思
想
界
を
支
配
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
教
会
の
採
用
す
る
正
統
（orthodox=ortho+doxa=straight+opinion

）
の
教
義
は
教
父
哲
学
に
よ
っ
て
確
立
せ

ら
れ
、
そ
れ
以
後
は
、
唯
そ
の
教
義
に
更
に
説
明
解
釈
を
加
え
、
種
々
の
教
義
の
間
に
理
論
的
関
係
を
つ
け
て
統
一
を
与
え

る
こ
と
が
教
会
の
学
問
の
仕
事
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
に
、
此
の
時
期
に
哲
学
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
真
の
意
味
に
於
て
真
理
を
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求
め
る
哲
学
で
は
な
く
し
て
、
教
会
の
命
の
ま
ま
に

0

0

0

0

0

0

0

0

既
存
の
哲
学
的
概
念
を
以
て
教
義
の
解
釈
・
説
明
・
理
解
を
試
み
る

も
の
に
過
ぎ
ず
、
紀
元
八
百
年
か
ら
千
四
百
年
の
間
の
西
洋
哲
学
は
所
謂
「
神
学
の
奴
隷
」（ancilla theologiae=m

aid of 

theology
）
に
堕
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
、
か
か
る
哲
学
は
教
会
に
属
す
る
学
院
（schola

）
の
人
々
に
よ
っ

て
研
究
さ
れ
た
か
ら
、
こ
れ
を
ス
コ
ラ
哲
学
（scholastic philosophy

）
と
い
う
。

ス
コ
ラ
哲
学
は
か
く
し
て
教
会
的
信
仰
の
真
理
性
を
根
本
仮
定
と
し
、
そ
れ
が
人
間
自
然
の
理
智
と
も
一
致
す
る
所
以
を

証
示
す
る
こ
と
を
本
来
の
課
題
と
し
使
命
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
信
仰
の
内
容
を
理
智
の
立
場
に
於
て
即
ち
概
念
的

思
弁
に
よ
っ
て
証
明
す
る
こ
と
が
出
来
た
と
考
え
た
時
が
そ
の
隆
盛
期
で
あ
り
、
か
か
る
企
て
が
本
来
不
可
能
な
も
の
で
あ

る
こ
と
即
ち
信
仰
と
理
性
の
背
馳
が
明
白
と
な
り
、
両
者
の
分
離
を
承
認
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
時
期
が
そ
の
衰
頽
期
で

あ
る
。
更
に
そ
れ
を
思
想
内
容
の
展
開
と
し
て
観
れ
ば
、
プ
ラ
ト
ー
ン
哲
学
の
流
れ
を
汲
ん
で
「
普
遍
」（universalia

）
を

個
物
に
先
立
つ
実
在
と
観
る
実
念
論

0

0

0

（R
ealism

）
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
哲
学
の
流
れ
を
汲
ん
で
個
物
の
み
を
実
在
と

し
普
遍
を
単
な
る
名
目
（nom
en=nam

e

）
と
観
る
唯
名
論

0

0

0

（N
om

inalism

）
に
よ
っ
て
次
第
に
克
服
さ
れ
て
行
っ
た
過
程

と
観
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

一
、
創
立
期
（
九
世
紀
―
十
二
世
紀
）  

Platonic R
ealism

二
、
隆
盛
期
（
十
三
世
紀
） 

 
 

A
ristotelian R

ealism

三
、
衰
頽
期
（
十
四
世
紀
―
十
五
世
紀
） 

A
ristotelian N

om
inalism

し
か
ら
ば
何
故
に
、
か
く
の
如
く
「
普
遍
」
が
ス
コ
ラ
哲
学
の
中
心
問
題
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
抑
々
、
教
会
は
単

な
る
多
数
信
者
の
集
合
た
る
に
と
ど
ま
ら
ず
彼
等
を
超
え
て
そ
れ
自
身
権
威
を
も
っ
て
い
る
と
見
做
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
る
に
、
若
し
普
遍
的
な
も
の
は
実
在
せ
ず
唯
個
体
の
み
が
実
在
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、「
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
」
も
畢
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竟
単
な
る
多
数
個
人
の
総
称
即
ち
一
つ
の
名
目
た
る
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
な
り
、
か
く
て
は
教
会
は
信
者
は
対
し
て
教
理
信

条
を
規
定
す
る
何
の
機
能
も
な
く
、信
仰
の
規
準
は
専
ら
各
個
人
の
主
観
的
な
信
念
に
依
拠
す
る
の
他
は
な
い
こ
と
と
な
る
。

換
言
す
れ
ば
個
体
的
な
る
も
の
を
離
れ
て
普
遍
的
な
る
も
の
が
そ
れ
自
身
独
立
に
存
在
し
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
教
会
は
全

く
そ
の
存
在
根
拠
を
失
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
更
に
若
し
個
体
の
み
が
実
在
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
人
類

と
い
う
普
遍
的
な
る
も
の
は
存
在
し
な
い
が
故
に
人
類
一
般
の
罪
と
し
て
の
原
罪
も
単
な
る
名
目
以
上
の
何
物
で
も
な
く
、

又
父
と
子
と
聖
霊
の
三
位
に
共
通
の
本
質
た
る
三
一
神
（drei-einiger G

ott

）
も
亦
単
な
る
名
目
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
な
っ

て
三
位
が
夫
々
独
立
の
個
別
的
な
実
在
と
な
る
結
果
、
一
神
教
は
変
じ
て
三
神
教
と
な
り
、
基
督
教
の
根
本
教
義
は
根
柢
か

ら
崩
壊
す
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
、
基
督
教
会
及
び
そ
の
正
統
の
教
義
が
確
乎
た
る
存
在
根
拠
を
獲
得
す
る

た
め
に
は
、
先
ず
普
遍
的
な
も
の
が
そ
れ
自
身
独
立
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。

第
八
節　

普
遍
者
論
争

ス
コ
ラ
哲
学
の
祖
と
称
せ
ら
れ
る
ス
コ
ー
ト
ゥ
ス
・
エ
リ
ュ
ー
ゲ
ナ
（Johannes Scotus Eriugena, 800-877

）
は
「
真

の
宗
教
は
真
の
哲
学
で
あ
り
、
逆
に
又
真
の
哲
学
は
真
の
宗
教
で
あ
る
」
と
の
モ
ッ
ト
ー
を
掲
げ
、
新
プ
ラ
ト
ー
ン
派
の
流

出
説
と
基
督
教
の
創
造
説
と
を
結
び
つ
け
よ
う
と
し
て
先
ず
自
然
を
次
の
四
つ
の
段
階
に
分
ち
、
万
物
は
神
か
ら
開
展
し

（egressus

）
再
び
神
に
帰
入
す
る
（regressus

）
旨
を
説
く
。
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naturata{
creans et non creata (creating and not created)

―
―
万
物
の
根
源
と
し
て
の
神

creata et creans (created and creating)

―
―
事
物
の
原
型
と
し
て
の
イ
デ
ア

creata et non creans (created and not creating)

―
―
時
間
的
空
間
的
世
界

nec creans et nec creata (neither creating nor created)

―
―
窮
極
目
的
と
し
て
の
神

此
の
エ
リ
ュ
ー
ゲ
ナ
の
思
想
は
、
先
ず
最
初
に
万
物
の
根
源
と
し
て
の
神
の
超
越
性
及
び
先
在
性
を
主
張
す
る
限
り
プ
ラ
ト

ー
ン
的
で
あ
る
が
、
同
時
に
各
個
物
に
於
け
る
神
の
内
在
性
を
主
張
す
る
限
り
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
的
要
素
を
も
混
入
し
て

お
る
の
で
あ
っ
て
、
ス
コ
ラ
哲
学
を
一
貫
す
る
普
遍
者
論
争
（U

niversalienstreit

）
の
萌
芽
は
、
既
に
そ
の
祖
の
思
想
の

中
に
含
ま
れ
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

エ
リ
ュ
ー
ゲ
ナ
の
流
出
論
的
思
想
は
、
結
局
汎
神
論
的
色
彩
が
濃
厚
で
あ
る
の
故
を
以
て
後
に
は
教
会
側
か
ら
異
端
視

せ
ら
れ
、
か
か
る
主
知
的
傾
向
に
対
す
る
反
動
と
し
て
教
会
の
教
義
の
絶
対
性
を
信
奉
す
る
ア
ン
セ
ル
ム
（A

nselm
 of 

C
anterbury, 1033-1109

）
は
、
先
ず
信
仰
か
ら
出
発
し
て
認
識
に
到
達
す
べ
き
旨
を
主
張
し
（C

redo ut intelligam
=I 

believe, in order to understand.

）
そ
の
著
「
対
話
録
」（“Proslogium

”=

神
に
対
し
話
し
か
け
る
言
葉
）
の
中
に
於
て
、

神
の
存
在
に
関
す
る
か
の
有
名
な
本
体
論
的
証
明

0

0

0

0

0

0

（ontological proof

）
を
提
唱
し
た
の
で
あ
る
。
曰
く
、
最
も
普
遍
的

な
る
も
の
従
っ
て
最
も
完
全
な
る
も
の
は
、
そ
の
属
性
の
中
に
存
在
性
（existentia=existence

）
を
も
含
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
。

と
い
う
の
は
、
若
し
存
在
性
を
欠
く
な
ら
ば
、
そ
れ
は
も
は
や
最
も
完
全
な
る
も
の
と
は
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ

で
、
神
は
最
も
完
全
な
る
も
の
（ens perfectissim

um
=the m

ost perfect being

）
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
神
は
存
在
せ
ね
ば

な
ら
ぬ
、
と
。
か
か
る
本
体
論
的
証
明
に
対
し
て
は
、
伊
多
利
の
僧
ガ
ウ
ニ
ロ
（G

aunilo, -1083

）
が
先
ず
異
論
を
唱
え
、

若
し
此
の
論
法
が
正
し
い
と
す
る
な
ら
ば
、
い
か
な
る
任
意
の
表
象
に
も
―
―
例
え
ば
古
来
幸
福
な
島
と
し
て
単
に
想
像
せ
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ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ス
（A

tlantis

）
島
に
さ
え
も
―
―
「
最
も
完
全
な
」
と
い
う
表
徴
を
附
け
加
え

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
存
在
性
を
証
明
し
得
る
と
い
う
奇
怪
な
結
論
に
到
達
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
論
じ
た
。
こ
れ
に
対
し

ア
ン
セ
ル
ム
は
「
ガ
ウ
ニ
ロ
に
対
す
る
自
由
な
る
弁
神
論
」
に
於
て
彼
の
本
体
論
的
証
明
が
た
だ
最
も
大
い
な
る
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

に
対

し
て
の
み
妥
当
し
、
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ス
島
と
い
う
よ
う
な
一
個
物
に
は
あ
て
は
ま
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
お
る

の
で
あ
る
。
此
の
神
の
存
在
の
本
体
論
的
証
明
は
ト
ー
マ
ス
・
ア
キ
ナ
ス
及
び
他
の
ス
コ
ラ
学
者
に
よ
っ
て
排
斥
せ
ら
れ
た

後
に
、
デ
カ
ル
ト
に
よ
っ
て
再
び
新
た
な
形
に
於
て
生
か
さ
れ
、
遂
に
カ
ン
ト
の
「
純
粋
理
性
批
判
」
に
よ
っ
て
徹
底
的
に

清
算
さ
れ
た
と
は
い
え
、
ア
ン
セ
ル
ム
が
所
謂
実
念
論
即
ち
普
遍
者
実
在
論
を
教
会
の
教
義
に
結
び
つ
け
よ
う
と
し
た
歴
史

上
の
意
義
は
没
す
べ
く
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
実
念
論
の
困
難
な
点
は
、
実
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
普
遍
者
が
個
物
に
対
し
て
如
何
な
る
意
味
に
於
て

優
越
的
な
存
在
性
を
主
張
し
得
る
か
、
と
い
う
点
に
存
す
る
。
シ
ャ
ン
ポ
ー
の
ギ
ヨ
ー
ム
（G

uillaum
e de C

ham
peaux, 

1070-1120

）
は
最
初
、
普
遍
的
な
る
も
の
こ
そ
本
質
的
に

0

0

0

0

（essentialiter=essentially

）
存
在
す
る
も
の
で
あ
り
個
物
は
全

く
偶
然
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
主
張
し
、「
白
い
物
」
は
存
在
し
な
く
と
も
「
白
さ
」
そ
の
も
の
は
存
在
す
る
で
あ
ろ
う

と
さ
え
説
い
た
の
で
あ
る
が
、
後
に
―
―
個
体
こ
そ
実
在
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
―
―
常
識
を
味
方
と
す
る
唯
名
論
か

ら
の
攻
撃
に
遭
っ
て
か
ら
は
そ
の
説
を
改
め
、
普
遍
的
な
る
も
の
は
そ
れ
自
身
で

0

0

0

0

0

存
在
す
る
実
体
（substantia=substance

）

で
は
な
く
し
て
個
物
の
中
に

0

0

0

0

0

存
在
す
る
基
体
（substratum
）
で
あ
り
、
従
っ
て
個
物
の
中
に
個
体
性
を
以
て

（individualiter=individually

）
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
と
説
き
改
め
た
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
実
念
論
を
徹
底
さ
せ
る
こ
と

の
如
何
に
困
難
で
あ
る
か
が
窺
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
か
よ
う
な
実
念
論
に
対
し
て
個
物
の
実
在
を
説
く
唯
名
論

を
は
じ
め
て
唄
え
た
人
は
ロ
ス
ケ
リ
ヌ
ス
（R

oscelinus, 1050-1120

）
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
普
遍
的
な
る
も
の
は
単
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な
る
音
声
或
は
名
称
に
す
ぎ
な
い
。（U

niversalia sunt flatus vocis, vocalia, nom
ina.=U

niversals are breaths of voice, 

utterring sounds, nam
es.

）
即
ち
、
実
在
す
る
も
の
は
一
つ
一
つ
の
個
物
の
み
で
あ
っ
て
、
諸
々
の
個
物
を
包
摂
す
る
一
般

的
な
名
称
は
人
間
が
思
想
伝
達
の
た
め
に
任
意
に
与
え
る
符
号
に
他
な
ら
な
い
。
例
え
ば
色
そ
れ
自
体
、
賢
明
そ
れ
自
体
と

い
う
よ
う
な
も
の
は
存
在
せ
ず
、
存
在
す
る
も
の
は
色
の
つ
い
た
個
物
で
あ
り
賢
明
な
個
人
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
此
の
考
え

方
を
三
位
一
体
説
に
適
用
す
る
な
ら
ば
、
同
じ
神
性
の
三
つ
の
具
現
と
考
え
ら
れ
る
父
と
子
と
聖
霊
も
結
局
別
々
の
三
つ
の

実
体
で
あ
り
、
従
っ
て
根
本
に
於
て
は
三
つ
の
神

0

0

0

0

で
あ
る
と
い
う
三
神
論
（Tritheism

）
に
到
達
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に

な
る
。
か
く
し
て
、
唯
名
論
は
教
義
に
も
と
る
異
端
邪
説
で
あ
る
と
し
て
一
〇
九
二
年
の
ソ
ア
ソ
ン
（Soissons

）
の
教
会

会
議
に
於
て
排
斥
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
唯
名
論
は
極
め
て
自
然
な
常
識
の
立
場
を
味
方
と
す
る
も
の
で
あ
る
が

故
は
軽
々
に
否
定
し
去
る
べ
き
も
の
で
な
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
と
共
に
、
実
念
論
者
の
側
か
ら
一
種
の
調
停
案
が
提
唱
せ

ら
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

十
二
世
紀
の
ス
コ
ラ
学
者
ア
デ
ラ
ル
ド
ゥ
ス（A

delardus B
athoniensis

）に
よ
れ
ば
、類
は
種
の
中
に
、種
は
個
物
の
中
に
、

無
差
別
性
と
し
て
（indifferenter=indifferently
）
存
在
す
る
。
即
ち
「
甲
」
も
「
乙
」
も
「
人
間
」
と
し
て
は
変
り
が
な

い
の
で
あ
っ
て
、
同
じ
も
の
も
見
方
の
如
何
に
よ
っ
て
或
は
差
別
を
具
え
た
「
個
物
」
と
も
見
え
或
は
無
差
別
の
「
種
」
と

も
見
え
る
の
で
あ
る
。こ
れ
を
無
差
別
説（Indifferenzlehre
）と
い
う
。更
に
ア
ベ
ラ
ー
ル（Pierre A

bélard, 1079-1142

）は
、

最
初
唯
名
論
者
の
ロ
ス
ケ
リ
ヌ
ス
に
学
び
次
い
で
実
念
論
者
の
ギ
ヨ
ー
ム
の
弟
子
と
な
っ
て
、
普
遍
者
論
争
の
二
大
潮
流
に

そ
の
源
泉
に
於
て
触
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
宿
命
的
に
折
衷
的
位
置
に
立
た
し
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
最
初
の
著
作”Sic 

et N
on,” （Yes and N

o.

）
に
於
て
既
に
彼
は
彼
以
前
の
重
要
な
学
者
の
意
見
を
賛
成
と
不
賛
成
（pro et contra

）
と
に
分

け
て
相
互
に
対
立
す
る
形
に
於
て
之
を
示
し
、
彼
自
身
読
者
と
共
に
そ
の
矛
盾
対
立
を
止
揚
す
る
途
へ
進
む
べ
き
こ
と
を
暗
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示
し
て
お
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
ロ
ス
ケ
リ
ヌ
ス
に
於
て
は
普
遍
者
が
も
の
の
後
に

0

0

0

0

0

（post res=after things

）
あ
る
と

考
え
ら
れ
、
ギ
ヨ
ー
ム
に
於
て
は
も
の
の
前
に

0

0

0

0

0

（ante res=before things

）
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
ア
ベ
ラ
ー

ル
は
も
の
の
中
に

0

0

0

0

0

（in rebus=in things

）
あ
る
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
両
者
を
綜
合
し
よ
う
と
試
み
た
の
で
あ
る
。

此
の
場
合
、
も
の
の
中
に
あ
る
も
の
と
し
て
の
普
遍
者
が
直
ち
に
も
の
0

0

（res=things

）
そ
の
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
い

う
迄
も
な
い
。
と
い
っ
て
、
普
遍
者
は
唯
名
論
者
た
ち
の
い
う
よ
う
に
単
な
る
音
声
（vox=voice

）
で
は
猶
更
な
い
。
音

声
は
畢
竟
単
な
る
一
個
の
も
の
で
あ
っ
て
、
普
遍
者
と
い
う
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
「
人
」
と
い
う
名
又

は
声
は
、
そ
れ
が
単
な
る
名0

で
あ
り
声0

で
あ
る
限
り
に
於
て
は
、
一
個
の
名
で
あ
り
一
個
の
声
で
あ
る
に
他
な
ら
ぬ
。
そ

れ
が
普
遍
者
と
し
て
の
意
味
を
獲
得
す
る
の
は
、
或
る
も
の
に
つ
い
て
言
い
表
わ
さ
れ
立
言
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ

る
。
例
え
ば
「
某
は
人
で
あ
る
」
と
立
言
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
人
」
は
は
じ
め
て
普
遍
者
と
な
る
。
そ
れ
故
に
、
普
遍

者
は
立
言
（serm

o=talk

）
に
存
す
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
（Serm

onism
=

立
言
論
）。
と
こ
ろ
で
、
立
言
は
概
念
的
思
惟

の
結
果
で
あ
る
が
故
に
、
普
遍
者
は
又
概
念
の
中
に
存
す
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
、（C

onceptualism

＝
概
念

論
）。
而
し
て
わ
れ
わ
れ
の
認
識
作
用
な
る
も
の
が
、
一
定
の
主
語
に
―
―
普
遍
の
意
味
を
有
す
る
―
―
概
念
を
以
て
述
語

す
る
こ
と
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
普
遍
に
相
応
す
る
も
の
が
事
物
そ
の
も
の
に
真
実
存
在
し
て
い
る
筈
で
あ
り
、
各

個
物
相
互
間
の
相
似
或
は
一
致
（conform

itas=conform
ity

）
は
即
ち
之
を
物
語
る
も
の
に
他
な
ら
ぬ
。
例
え
ば
、
ポ
チ
も

「
犬
」
で
あ
り
エ
ス
も
「
犬
」
で
あ
る
。
ポ
チ
と
エ
ス
と
は
顔
貌
を
異
に
し
て
い
る
の
に
も
拘
ら
ず
、
同
じ
く
「
犬
」
と
い

う
普
遍
的
概
念
を
以
て
述
語
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
の
は
、
ポ
チ
と
エ
ス
の
ど
こ
か
に
共
通
の
相
が
実
際
具
わ
っ
て
い
る
か

ら
で
あ
ろ
う
。
か
よ
う
に
、
一
見
千
差
万
別
と
も
い
う
べ
き
個
々
の
物
が
、
反
面
ま
た
驚
く
べ
き
相
似
或
は
一
致
の
相
を
具

え
て
い
る
の
は
、
普
遍
者
が
此
の
宇
宙
創
造
の
前
に
神
の
精
神
の
中
の
概
念
（conceptus m

entis=m
ental concept

）
と
し
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て
予
め
存
在
し
て
い
て
、
万
物
が
そ
れ
を
原
型
と
し
て
造
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
、
と
ア
ベ
ラ
ー
ル
は
い
う
。
此
の
ア
ベ
ラ
ー

ル
の
思
想
は
よ
く
当
時
の
諸
説
を
調
和
し
得
た
ば
か
り
で
な
く
、ア
ラ
ビ
ヤ
の
大
学
者
で
あ
っ
た
ア
ヴ
ィ
ケ
ン
ナ（Avicenna, 

980-1037
）
の
説
、
即
ち
普
遍
者
は
神
の
精
神
に
於
て
は
「
も
の
の
前
に
」、
自
然
の
事
物
に
於
て
は
「
も
の
の
中
に
」、
わ

れ
わ
れ
の
概
念
的
認
識
に
於
て
は
「
も
の
の
後
に
」
存
在
す
る
と
説
い
た
と
こ
ろ
と
も
一
致
し
て
、
広
く
一
般
に
承
認
せ
ら

れ
た
の
で
あ
る
。
―
―
か
よ
う
に
し
て
、
最
初
即
ち
ス
コ
ラ
哲
学
の
創
立
期
に
於
て
は
プ
ラ
ト
ー
ン
的
色
彩
の
濃
厚
で
あ
っ

た
実
念
論
が
ア
ベ
ラ
ー
ル
に
よ
っ
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
的
に
修
正
せ
ら
れ
る
に
及
ん
で
、
極
端
な
実
念
論
と
極
端
な
唯
名

論
と
の
争
は
一
先
ず
一
段
落
を
告
げ
た
も
の
と
い
う
こ
と
も
出
来
、
か
く
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
的
実
念
論

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
基
礎
と
す

る
ス
コ
ラ
哲
学
の
第
二
期
即
ち
隆
盛
期
の
思
想
は
展
開
さ
れ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。

ス
コ
ラ
哲
学
の
代
表
者
と
称
せ
ら
れ
る
ト
ー
マ
ス
・
ア
キ
ナ
ス
（Thom

as A
quinas, 1227-1274

）
に
よ
れ
ば
、
実
在
は

一
で
あ
り
真
で
あ
り
善
で
あ
る
が
、
有
限
な
る
個
物
は
質
料
と
形
相
と
か
ら
成
り
立
ち
、
最
下
級
か
ら
最
上
級
に
至
る
段
階

的
発
展
を
形
づ
く
っ
て
、
遂
に
神
の
恩
寵
の
中
に
於
け
る
恵
ま
れ
た
信
仰
生
活
に
至
る
。
そ
の
際
、
質
料
と
は
純
粋
な
潜
勢

（potentia pura=pure potentiality

）
と
し
て
そ
れ
よ
り
何
物
か
が
生
ず
べ
き
可
能
状
態
で
あ
り
、
形
相
と
は
此
の
質
料
に
現

実
的
存
在
性
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
普
遍
者
は
か
か
る
実
体
的
形
相
（form

a substantialis=substantial form

）
と
し
て
、

個
物
の
中
に
内
在
す
る
。
而
し
て
形
相
に
は
、
物
質
と
不
可
分
に
結
び
つ
い
た
も
の
と
物
質
か
ら
離
れ
て
そ
れ
自
身
で
存
在

す
る
も
の
と
が
あ
り
、
前
者
が
物
質
的
形
相
（form

a m
aterialis=m

aterial form

）
で
あ
っ
て
時
間
・
空
間
・
有
機
作
用
・

感
覚
・
運
動
な
ど
が
之
に
属
し
、
後
者
は
遊
離
的
形
相
（form

a separata=separated form

）
で
あ
っ
て
理
性
作
用
を
有
す

る
人
間
霊
魂
・
純
粋
心
霊
た
る
天
使
が
之
に
属
し
、
而
し
て
そ
の
上
に
最
高
の
純
粋
形
相
と
し
て
の
神
が
位
す
る
。
そ
れ
故

に
、
神
の
存
在
は
―
―
ア
ン
セ
ル
ム
の
本
体
論
的
証
明
の
如
く
―
―
全
く
先
天
的
に
た
だ
「
最
も
完
全
な
る
存
在
」
と
い
う
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概
念
の
み
に
よ
っ
て
証
明
さ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
神
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
此
の
世
界
の
事
物
に
よ
っ
て
―
―
し
か
も
結

果
か
ら
次
第
に
そ
の
原
因
に
溯
る
と
い
う
風
に
し
て
―
―
証
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
し
て
ト
ー
マ
ス
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ー
ス
に
倣
っ
て
、
神
を
発
展
的
段
階
の
最
上
位
に
位
す
る
「
不
動
の
原
動
者
」
と
し
て
観
念
し
、
そ
の
神
が
万
物
を
無
か
ら

（ex nihilo=from
 nothing

）
造
っ
た
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
若
し
一
切
万
有
が
最
上
位
の
神
を
め
ざ
し
て
発
展

的
段
階
を
形
づ
く
る
も
の
と
考
え
る
な
ら
ば
、
此
の
秩
序
整
然
た
る
宇
宙
は
神
の
全
智
に
よ
っ
て
凡
ゆ
る
可
能
な
る
世
界
の

中
か
ら
最
も
よ
き
世
界
と
し
て
選
び
出
さ
れ
、
そ
れ
が
神
の
全
能
に
よ
っ
て
現
実
に
実
現
せ
ら
れ
た
と
考
え
る
の
他
は
な
い

の
で
あ
る
が
、
か
く
て
は
宇
宙
創
造
は
於
け
る
神
の
意
志
は
叡
智
の
支
配
の
下
に
立
つ
こ
と
と
な
り
、
そ
の
は
た
ら
き
は
善

の
イ
デ
ア
を
根
本
原
理
と
す
る
「
永
遠
的
法
則
」（lex aeterna=eternal law

）
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
必
然
的
決
定
的
な
活

動
と
な
る
。
か
く
の
如
く
、
神
を
も
含
あ
て
一
切
万
有
が
所
謂
「
永
遠
的
法
則
」
に
従
う
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
神
た
る
と

人
た
る
を
関
わ
ず
一
般
に
自
由
意
志
の
は
た
ら
き
を
容
れ
る
余
地
は
な
く
な
り
、
従
っ
て
自
由
の
濫
用
と
し
て
の
原
罪
も
成

り
立
た
な
け
れ
ば
又
そ
の
苦
悩
か
ら
人
間
を
救
い
出
す
神
の
恵
み
も
は
た
ら
く
術
は
な
く
、
か
く
て
は
基
督
教
の
根
本
教
義

は
全
く
そ
の
成
立
の
地
盤
を
失
う
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

茲
に
於
て
、
ト
ー
マ
ス
の
か
く
の
如
き
主
知
主
義
的
決
定
論
に
反
対
し
て
「
意
志
の
自
由
」
を
救
護
す
べ
く
主
意
主
義
的

非
決
定
論
を
唱
え
た
の
は
、
ド
ゥ
ン
ス
・
ス
コ
ー
ト
ゥ
ス
（Johannes D

uns Scotus, 1274-1308

）
で
あ
る
。
ス
コ
ー
ト
ゥ

ス
に
よ
れ
ば
、
若
し
ト
ー
マ
ス
の
い
う
よ
う
に
神
の
は
た
ら
き
が
善
の
イ
デ
ア
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
必
然
的
な
も
の
で
あ

る
と
す
る
な
ら
ば
、
神
は
も
は
や
そ
れ
自
身
独
立
の
存
在
で
は
な
く
し
て
そ
の
は
た
ら
き
の
結
果
と
不
可
分
に
そ
の
中
へ
織

り
込
ま
れ
た
も
の
と
な
り
、結
局
汎
神
論
（Pantheism

）
は
決
定
論
（D

term
inism

）
の
必
然
的
帰
結
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

し
か
る
に
此
の
現
実
の
世
界
に
於
て
神
の
本
性
と
は
相
容
れ
な
い
悪0

が
事
実
と
し
て
存
す
る
こ
と
、
及
び
必
然
と
は
反
対
の
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偶
然
0

0

が
存
在
す
る
と
い
う
事
実
は
、
決
定
論
的
世
界
観
の
不
可
能
を
証
明
す
る
に
十
分
で
あ
る
。
ス
コ
ー
ト
ゥ
ス
に
従
え

ば
、神
の
意
志
は
何
物
に
も
拘
束
さ
れ
ず
完
全
な
自
由
を
以
て
は
た
ら
く
こ
と
を
そ
の
本
質
と
す
る
。
従
っ
て
神
の
意
志
は
、

此
の
世
界
を
創
造
し
よ
う
と
又
他
の
世
界
を
創
造
し
よ
う
と
或
は
又
全
く
何
物
を
も
創
造
し
ま
い
と
、
そ
れ
は
全
て
自
由
で

あ
る
。
即
ち
、
意
志
は
叡
智
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
却
っ
て
そ
の
上
に
位
す
る
（Voluntas superior est 

intellectu.=W
ill is superior to intellect.

）。
此
の
考
え
方
を
徹
底
さ
せ
る
な
ら
ば
、
善
な
る
が
故
に
神
は
そ
れ
を
欲
し
た
の

で
は
な
く
、
神
が
欲
し
た
が
故
に
そ
れ
は
善
な
の
で
あ
る
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
ス
コ
ー
ト
ゥ
ス
の
か
く
の

如
き
主
意
主
義
的
傾
向
は
「
普
遍
者
」
問
題
に
つ
い
て
は
、
お
の
ず
か
ら
個
体
尊
重
の
思
想
と
な
っ
て
現
わ
れ
ず
に
は
措
か

な
か
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
概
念
的
思
惟
を
本
質
と
す
る
叡
智
0

0

が
普
遍
的
で
あ
る
の
に
対
し
て
非
決
定
的
な
発
動
を
生
命
と

す
る
意
志
0

0

は
本
来
個
別
的
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
本
来
―
―
緩
和
さ
れ
た
意
味
に
於
て
に
せ
よ
―
―
普
遍
者
の
実
在
性
を

主
張
す
る
実
念
論
に
於
て
は
、
個
体
は
普
遍
者
に
対
し
て
質
料
の
形
相
に
対
す
る
関
係
に
立
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
限

り
個
体
は
普
遍
者
よ
り
も
不
完
全
な
も
の
と
見
做
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
ス
コ
ー
ト
ゥ
ス
に
よ
れ
ば
む
し
ろ
反
対
に
、
個
体

は
普
遍
的
本
質
（quidditas=W

asheit

）
の
ほ
か
に
更
に
そ
の
上
に
此
の
個
体
を
し
て
ま
さ
に
こ
の
も
の
た
ら
し
め
て
他
の

も
の
か
ら
区
別
せ
し
め
る
個
別
性
（haecceitas=D

iesheit
）
が
附
け
加
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
―
―
例
え
ば
「
ソ
ー
ク
ラ
テ

ー
ス
」
な
る
個
体
は
「
人
間
性
」
と
い
う
普
遍
的
本
質
に
「
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
的
個
性
」
が
附
け
加
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
―

―
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
却
っ
て
個
体
こ
そ
よ
り
完
全
な
も
の
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
て
ス
コ
ー
ト
ゥ

ス
自
身
は
決
し
て
唯
名
論
を
採
ら
ず
、
む
し
ろ
「
普
遍
者
」
を
単
な
る
概
念
的
知
識
の
産
物
と
見
る
極
端
な
唯
名
論
に
極
力

反
対
し
て
来
た
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
普
遍
者
よ
り
も
個
体
を
よ
り
完
全
な
も
の
と
し
て
重
ん
ず
る
点
に
於
て
、
お
の
ず

か
ら
唯
名
論
に
傾
く
傾
向
を
内
に
蔵
し
て
い
た
こ
と
は
、
否
む
べ
く
も
な
い
の
で
あ
る
。
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更
に
他
方
、
ス
コ
ラ
学
派
が
概
念
的
思
弁
に
偏
す
る
の
を
飽
き
足
り
な
く
思
う
ロ
ー
ジ
ャ
ー
・
ベ
イ
コ
ン
（R

oger 

B
acon, 1214-1294

）
は
既
に
早
く
か
ら
、
凡
ゆ
る
空
想
を
す
て
て
事
実
そ
の
も
の
を
直
接
経
験
に
訴
え
て
観
察
す
べ
き
こ

と
を
提
唱
し
て
お
り
、
し
か
も
現
実
に
経
験
せ
ら
れ
る
も
の
が
多
く
の
場
合
普
遍
的
な
も
の
で
は
な
く
し
て
個
別
的
な
も
の

で
あ
る
以
上
、
か
か
る
経
験
的
思
潮
の
増
進
と
ス
コ
ー
ト
ゥ
ス
の
個
体
尊
重
の
精
神
と
は
相
依
り
相
俟
っ
て
、
再
び
大
胆
な

る
唯
名
論
擡
頭
の
気
運
を
醸
成
せ
ず
に
は
措
か
な
か
っ
た
。
而
し
て
此
の
傾
向
を
鮮
明
に
表
出
し
た
も
の
は
オ
ッ
カ
ム
の
ウ

ィ
リ
ヤ
ム
（W

illiam
 of O

ccam
, 1300-1349

）
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
若
し
普
遍
者
が
諸
々
の
個
物
に
先
立
っ
て
存
在

す
る
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
そ
れ
自
身
「
一
つ
の
物
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
従
っ

て
そ
れ
は
も
は
や
「
普
遍
者
」
で
は
あ
り
得
な
い
。
更
に
若
し
普
遍
者
が
物
の
中
に
存
在
す
る
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ

は
多
く
の

0

0

0

物
の
中
に
於
け
る
一
つ
の

0

0

0

物
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、逆
に
又
普
遍
者
を
無
数
に
含
む
個
物
―
―
例
え
ば
「
長
方
形
」

の
「
せ
ま
い
」「
暗
い
」
一
つ
の

0

0

0

部
屋
―
―
は
、
そ
れ
だ
け
多
く
の

0

0

0

実
体
の
聚
合
で
あ
る
と
い
う
不
合
理
な
帰
結
に
到
達
す

る
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
オ
ッ
カ
ム
に
よ
れ
ば
、
真
に
存
在
す
る
も
の
は
個
物
の
み
で
あ
っ
て
、
普
遍
者
は
個
物
の
前
に
も

な
け
れ
ば
個
物
の
中
に
も
な
く
、
単
に
個
物
を
示
す
記
号
0

0

（signa=sign

）
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
わ
れ
わ
れ

の
確
実
な
認
識
の
源
泉
と
な
り
得
る
も
の
は
個
々
の
知
覚
を
ほ
か
に
し
て
何
物
も
な
く
、
概
念
か
ら
存
在
を
導
き
出
す
神
の

存
在
の
本
体
論
的
証
明
の
如
き
は
、
勿
論
承
認
さ
る
べ
く
も
な
い
。
更
に
又
、
後
天
的
に
結
果
か
ら
原
因
に
溯
っ
て
第
一
原

因
と
し
て
の
神
の
存
在
を
証
明
し
よ
う
と
し
て
も
、
元
来
因
果
の
連
鎖
が
無
限
で
あ
る
以
上
、
何
処
に
最
初
の
原
因
を
措
定

す
れ
ば
よ
い
の
か
、
そ
の
合
理
的
な
根
拠
を
示
す
こ
と
は
全
く
不
可
能
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
三
位
を
一
体
と
考
え
、
万
物
は

無
か
ら
創
造
せ
ら
れ
た
と
説
き
、
或
は
神
が
キ
リ
ス
ト
に
於
て
人
間
と
な
っ
て
現
わ
れ
た
と
い
う
が
如
き
、
こ
れ
ら
は
啻
に

理
性
を
以
て
証
明
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
ば
か
り
で
な
く
、む
し
ろ
道
理
に
反
す
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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か
よ
う
に
し
て
所
謂
理
性
的
神
学
（rational theology

）
の
成
立
を
否
定
し
た
オ
ッ
カ
ム
は
、
こ
れ
ら
の
超
経
験
的
な
問

題
を
全
く
の
信
仰
問
題
で
あ
る
と
考
え
る
。
而
し
て
、
ひ
と
た
び
信
仰
の
対
象
と
な
れ
ば
、
そ
れ
は
合
理
性
と
い
う
よ
う
な

羈
絆
を
全
然
超
脱
し
て
如
何
な
る
こ
と
も
可
能
な
ら
ざ
る
は
な
い
。
オ
ッ
カ
ム
は
神
の
絶
対
性
を
強
調
す
る
の
あ
ま
り
、
神

は
人
間
の
性
質
を
以
て
現
わ
れ
る
代
り
に
、
驢
馬
の
性
質
を
と
る
こ
と
も
出
来
た
で
あ
ろ
う
し
、
或
は
ま
た
石
若
し
く
は
木

の
性
質
を
以
て
現
わ
れ
た
か
も
知
れ
な
い
、
と
さ
え
述
べ
て
お
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
哲
学
者
に
と
っ
て
は
真
理
な
ら
ぬ

こ
と
も
宗
教
家
に
と
っ
て
は
真
理
で
あ
る
こ
と
が
出
来
、
哲
学
と
宗
教
と
は
全
く
異
な
る
二
つ
の
領
域
と
し
て
夫
々
の
真
理

を
も
つ
と
い
う
所
謂
「
二
重
真
理
説
」
は
、
茲
に
判
然
と
唱
え
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
、
ス
コ
ラ
哲
学
思
潮
推
移
の
跡
を
回
顧
す
る
に
、
ト
ー
マ
ス
は
教
会
の
存
立
根
拠
を
基
礎
づ
け
よ
う
と
し
て
実
念
論

を
主
張
し
た
結
果
、
神
の
救
済
を
否
定
す
る
決
定
論
に
陥
り
、
ス
コ
ー
ト
ゥ
ス
は
そ
の
否
定
さ
れ
た
神
の
救
を
生
か
そ
う
と

し
て
意
志
の
絶
対
自
由
を
強
調
し
た
結
果
、
教
会
の
存
立
を
否
定
す
る
唯
名
論
に
傾
か
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
故
に
ス
コ
ラ

哲
学
は
自
己
の
内
部
か
ら
崩
壊
の
兆
を
暴
露
し
た
の
で
あ
る
が
、
オ
ッ
カ
ム
に
至
っ
て
哲
学
上
の
真
理
と
宗
教
上
の
真
理
と

が
全
く
相
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
言
せ
ら
れ
る
に
及
ん
で
、
ス
コ
ラ
哲
学
が
最
初
に
そ
の
課
題
と
し
て
掲
げ
た
と
こ

ろ
の
―
―
宗
教
の
内
容
を
哲
学
を
以
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
こ
と
が
、本
来
不
可
能
な
企
て
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
、

数
世
紀
に
亘
る
ス
コ
ラ
哲
学
の
努
力
は
遂
に
悲
し
む
べ
き
自
殺
に
陥
っ
た
の
で
あ
る
。
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第
三
章　

近
世
哲
学

第
九
節　

近
代
文
化
の
誕
生

「
観
念
0

0

の
歴
史
（Ideengeschichte

）
は
絶
え
ず
そ
の
コ
ー
ス
を
歩
ん
で
行
く
、
し
か
し
精
神
0

0

の
歴
史
（Seelengeschchite

）

は
常
に
新
た
に
始
ま
る
」
と
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
（O

sw
ald Spengler, 1880-

）
は
い
う
。
伝
統
の
権
威
を
疑
う
こ
と
か
ら
出

発
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
近
代
哲
学
の
祖
と
な
っ
た
デ
カ
ル
ト
の
思
想
体
系
に
於
て
も
、
そ
れ
が
形
成
さ
れ
る
に
当
っ
て
は
中

世
思
想
が
想
像
以
上
の
役
割
を
演
じ
て
い
る
こ
と
は
、
ジ
ル
ソ
ン
教
授
の
綿
密
な
研
究
に
よ
っ
て
明
快
に
指
摘
さ
れ
た
通
り

で
あ
っ
て
（Étienne G

ilson: Études le rôle de la pensée m
édiévale dans form

ation du systèm
e cartésien, 1930

）、
時

代
か
ら
時
代
へ
の
推
移
が
常
に
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
と
ダ
ー
ク
・
チ
ェ
ン
ジ
と
に
よ
っ
て
截
然
と
断
ち
き
ら
れ
て
い
る
と
観
る
破

局
説
（K

atastrophentheorie

）
は
決
し
て
そ
の
ま
ま
墨
守
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
し
か
し
一
つ
の
新
た
な

時
代
に
は
や
は
り
そ
の
時
代
の
生
命
と
も
い
う
べ
き
一
つ
の
新
た
な
精
神
の
誕
生
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
而
し
て
一
つ
の
新

た
な
精
神
の
誕
生
は
、
そ
の
地
盤
と
し
て
そ
れ
相
応
の
情
況
を
予
想
す
る
。
し
か
ら
ば
、
近
代
文
化
、
そ
の
生
命
た
る
近
代

精
神
が
生
れ
出
た
際
の
情
況
は
、
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

近
世
の
初
頭
に
立
っ
て
遠
く
0

0

過
去
を
振
返
っ
て
み
る
時
、
そ
こ
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
の
伝
統
的
な
遺
産
と
し
て
「
ギ
リ
シ

ャ
の
学
問
」
と
「
ロ
ー
マ
の
国
家
」
と
「
中
世
の
基
督
教
」
と
を
見
出
す
。
更
に
夫
々
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
「
理
論
的

人
間
」
と
「
政
治
的
人
間
」
と
「
宗
教
的
人
間
」
と
の
三
つ
の
人
間
の
類
型
が
見
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
而
し
て
近
代
文
化

の
真
近
き

0

0

0

背
景
を
な
す
も
の
は
、
―
―
中
世
文
化
の
黄
金
時
代
に
は
一
時
綜
合
統
一
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
―
―
此
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の
三
つ
の
要
素
が
、
そ
の
本
来
の
異
質
性
の
た
め
に
薄
暗
闇
の
中
に
あ
っ
て
相
互
に
矛
盾
反
撥
し
合
う
醜
い
文
化
の
姿
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
自
己
を
拘
束
す
る
も
の
が
自
己
な
ら
ぬ
外
的
権
威
で
あ
り
従
っ
て
純
粋
の
自
己
が
著
し
く
歪
め
ら
れ
て
い
る

こ
と
が
自
覚
さ
れ
た
時
に
、
文
化
の
各
領
域
に
於
て
お
の
ず
か
ら
起
る
独
立
性
へ
の
要
求

0

0

0

0

0

0

0

の
も
た
ら
す
闘
争
で
あ
る
。
か
く

し
て
外
的
権
威
へ
の
盲
従
が
判
然
と
拒
絶
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
中
世
は
終
り
を
告
げ
、
次
に
学
問
0

0

と
国
家
0

0

と
宗
教
0

0

が
く
ら
や
み

か
ら
明
る
み
に
出
て
、
夫
々
他
の
も
の
の
奴
隷
と
な
る
こ
と
な
く
自
己
に
固
有
な
る
権
威
と
価
値
を
主
張
す
る
と
こ
ろ
に
、

所
謂
「
近
代
的
世
界
」
は
始
ま
る
の
で
あ
る
。

而
し
て
理
論
的
人
間
は
真
理
を
真
理
そ
の
も
の
の
た
め
に
求
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
ギ
リ
シ
ャ
精
神
に
還
り
、
政
治
的
人
間

は
国
家
を
国
家
そ
の
も
の
の
た
め
に
守
り
立
て
て
如
何
な
る
外
部
か
ら
の
干
渉
に
も
従
わ
ぬ
時
お
の
ず
か
ら
ロ
ー
マ
精
神
に

結
び
つ
き
、
宗
教
的
人
間
は
神
を
神
そ
の
も
の
の
た
め
に
求
め
凡
ゆ
る
お
き
て
の
拘
束
を
拒
否
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
原
始
基

督
教
に
還
っ
て
行
く
。
か
く
て
凡
ゆ
る
近
代
的
精
神
運
動
は
、
そ
の
根
本
に
於
て
共
通
す
る
も
の
を
も
っ
て
い
る
と
い
わ
ね

ば
な
ら
ぬ
。
即
ち
、
そ
こ
で
は
如
何
な
る
意
味
に
於
て
も
「
他
律
」
な
る
も
の
は
凡
て
否
定
さ
れ
て
、
た
だ
「
自
律
」
の
み

が
是
認
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
故
に
、
近
代
的
人
間
が
ギ
リ
シ
ャ
精
神
・
ロ
ー
マ
精
神
・
基
督
教
精
神
に
還
っ
た
と
い
う
と
き
、

そ
れ
は
決
し
て
そ
の
精
神
内
容
を
悉
く
盲
目
的
に
受
け
容
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
た
だ
ギ
リ
シ
ャ
精
神
に
於

て
「
学
問
」
の
何
た
る
か
を
、
ロ
ー
マ
精
神
に
於
て
「
政
治
」
を
、
而
し
て
原
始
基
督
教
に
於
て
「
宗
教
」
を
、
そ
れ
ぞ
れ

そ
の
純
粋
な
姿
に
於
て
学
ん
だ
と
い
う
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
近
代
的
人
間
は
、
学
問
の
何
た
る
か
を
学
ん
だ
後

は
潔
く
ギ
リ
シ
ャ
精
神
に
訣
別
し
て
直
接
自
然
そ
の
も
の
に
立
ち
向
い
、
そ
の
客
観
的
な
連
関
を
把
握
し
よ
う
と
し
た
の
で

あ
る
。
ル
ネ
サ
ン
ス
の
精
神
運
動
が
、
単
な
る
古
典
文
芸
の
復
興

0

0

0

0

0

0

0

に
と
ど
ま
ら
ず
し
て
同
時
に
一
見
そ
れ
と
は
全
く
無
縁
の

よ
う
に
思
わ
れ
る
自
然
研
究

0

0

0

0

に
於
て
そ
の
逞
し
い
姿
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
、
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
。
而
し
て
そ
の
自
然
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研
究
の
結
果
明
ら
か
に
せ
ら
れ
た
法
則
的
自
然

0

0

0

0

0

が
、
ギ
リ
シ
ャ
人
の
観
想
の
対
象
と
な
っ
た
音
楽
的
宇
宙

0

0

0

0

0

と
如
何
に
内
容
的

に
異
な
る
か
を
洞
察
す
る
時
、わ
れ
わ
れ
は
近
代
的
学
問
の
輝
か
し
い
誕
生
を
明
確
に
識
別
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

国
家
生
活
に
於
て
も
亦
、
ロ
ー
マ
の
単
な
る
復
興
の
み
が
な
さ
れ
た
の
で
な
い
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。
即
ち
、
益
々
発
展

し
得
る
可
能
性
を
具
え
た
文
化
生
活
が
実
現
さ
れ
ん
が
た
め
に
は
、
当
然
近
代
的
世
界
そ
の
も
の
か
ら
採
ら
れ
た
新
し
い

内
容
が
附
け
加
わ
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
而
し
て
学
問
の
世
界
に
於
て
新
し
い
道
を
示
し
た
も
の
が
新
し
く
発
見
さ
れ

た”N
ature”

で
あ
っ
た
よ
う
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
政
治
社
会
に
於
て
本
来
の
近
代
的
国
家
を
生
ん
だ
も
の
は”N

ation”

で

あ
っ
た
。
而
し
てN

atur
の
とN

ation

と
が
同
じ
語
根
を
も
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
わ
れ
わ
れ
は
一
つ
の
深
い
意
味
を
見
出

す
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
「
根
源
的
に
成
長
し
来
っ
た
も
の
」
或
は
「
要
素
的
な
る
も
の
」
乃
至
は
「
直
接
的

な
る
も
の
」
を
意
味
す
る
。
か
よ
う
に
自
然
の
世
界
に
於
て
も
、ま
た
人
間
の
世
界
に
於
て
も
、「
本
来
あ
る
が
ま
ま
の
も
の
」

を
直
視
0

0

し
た
こ
と
こ
そ
は
、
近
代
的
精
神
の
核
心
を
形
づ
く
る
も
の
で
あ
り
、
や
が
て
そ
れ
は
又
―
―
凡
ゆ
る
概
念
的
思
惟

と
外
面
的
組
織
か
ら
全
く
独
立
し
て
―
―
「
た
だ
信
仰
の
み
に
よ
る
」（Luther: sola fidei=solely through belief

）
父
と

子
の
直
接
的
な
交
り
の
中
に
、
宗
教
の
根
本
的
改
革
（R

eform
ation

）
を
要
求
せ
ず
に
は
措
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
文
化
の
各
領
域
に
於
て
凡
ゆ
る
伝
統
的
な
権
威
が
拒
絶
せ
ら
れ
て
夫
々
の
独
立
と
自
律
が
確
立
せ
ら
れ
た
以

上
、
近
代
文
化
は
相
並
存
す
る
多
く
の
力
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
近
代
的
文
化
意
識
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
い
う
よ

う
に
「
分
裂
性
」（Zerrissenheit

）
を
そ
の
特
色
と
す
る
。
啓
蒙
思
潮
の
複
雑
な
姿
―
―
即
ち
独
断
的
主
知
主
義
・
懐
疑
的

感
覚
主
義
・
反
合
理
主
義
な
ど
の
混
然
た
る
貌
―
―
が
之
を
証
示
し
て
あ
ま
り
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
、
種
々
な
る

文
化
領
域
に
於
け
る
独
立
性
乃
至
自
律
性
と
全
体
的
文
化
の
統
一
性
と
が
如
何
に
し
て
結
び
つ
け
ら
れ
得
る
か
が
、
近
代
文

化
の
根
本
問
題
を
提
出
す
る
こ
と
と
な
る
。
而
し
て
、
か
く
の
如
き
各
部
分
の
独
立
と
全
体
的
調
和
と
が
両
立
せ
ん
が
た
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め
に
は
、
夫
々
の
精
神
能
力
が
限
界
づ
け
ら
れ
、
各
々
の
文
化
価
値
は
そ
れ
自
身
固
有
の
領
域
内
に
於
て
は
確
実
に
妥
当

し
な
が
ら
、
し
か
も
ひ
と
た
び
そ
の
限
界
を
超
え
て
は
全
く
の
仮
象
（Schein

）
に
陥
る
所
以
が
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら

ぬ
。
と
こ
ろ
で
、
こ
う
い
う
仕
事
が
カ
ン
ト
の
批
判
主
義
哲
学
を
俟
っ
て
は
じ
め
て
な
し
得
ら
れ
た
こ
と
は
い
う
迄
も
な

い
。
此
の
意
味
に
於
て
カ
ン
ト
は
確
か
に
―
―
リ
ッ
ケ
ル
ト
の
い
う
よ
う
に
―
―
「
近
代
文
化
の
哲
人
」
と
呼
ば
れ
得
る
で

あ
ろ
う
（R

ickert: K
ant als Philosoph der m

odernen K
ultur, 1924

）。
勿
論
、
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
は
じ
め
ら
れ
た
此
の
思

想
史
上
劃
期
的
な
仕
事
は
、
決
し
て
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。
彼
に
続
く
所
謂
「
カ
ン
ト
後
の
哲
学
」

（nachkantische Philosophie
）
に
属
す
る
偉
大
な
る
哲
学
者
た
ち
、
正
に
十
九
世
紀
後
半
か
ら
二
十
世
紀
初
頭
に
か
け
て

め
ざ
ま
し
い
発
展
を
示
し
た
「
新
カ
ン
ト
派
」（N

eukantianer

）
と
称
せ
ら
れ
る
多
く
の
哲
学
者
た
ち
は
、
結
局
カ
ン
ト
の

精
神
を
継
承
し
て
そ
こ
に
残
さ
れ
た
問
題
の
解
決
を
試
み
つ
つ
、
カ
ン
ト
的
な
考
え
方
を
―
―
一
層
徹
底
し
た
形
に
於
て
―

―
文
化
の
凡
ゆ
る
領
域
に
向
っ
て
拡
大
展
開
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
カ
ン
ト
前
の
哲
学
は

凡
て
カ
ン
ト
哲
学
に
流
れ
込
み
、
カ
ン
ト
後
の
哲
学
は
そ
の
源
を
カ
ン
ト
に
発
す
る
と
い
う
意
味
に
於
て
「
カ
ン
ト
哲
学
は

近
世
哲
学
史
上
の
貯
水
池
で
あ
る
」
と
称
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
茲
に
於
て
わ
れ
わ
れ
は
先
ず
、
カ
ン
ト
哲
学
に
流
れ
込
ん

だ
カ
ン
ト
前
の
哲
学
思
潮
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

第
十
節　

唯
理
論

伝
統
的
な
る
も
の
の
権
威
を
凡
て
拒
絶
し
去
っ
た
後
に
、な
お
た
よ
り
と
す
べ
き
も
の
は
自
己
自
身
を
措
い
て
他
に
な
い
。

即
ち
、
自
己
自
身
が
そ
の
正
当
性
を
承
認
す
る
も
の
の
み
を
真
理
で
あ
る
と
考
え
る
よ
り
ほ
か
に
、
真
理
を
定
め
る
方
法
は
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な
い
。
し
か
ら
ば
自
己
は
、
何
に
よ
っ
て

0

0

0

0

0

も
の
ご
と
の
正
当
性
或
い
は
真
理
性
を
判
定
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
自
己

自
身
の
「
理
性
」
に
訴
え
る
か
、
或
は
自
己
自
身
直
接
の
「
経
験
」
に
よ
る
か
の
何
れ
か
で
あ
ろ
う
。
前
者
の
途
を
選
ぶ
も

の
を
唯
理
論
（R

ationalism

）
と
い
い
、
後
者
の
途
を
主
張
す
る
も
の
を
経
験
論
（Em

piricism

）
と
い
う
。
而
し
て
唯
理

論
が
大
陸
の
思
想
界
を
支
配
し
た
の
に
対
し
て
経
験
論
が
主
と
し
て
英
国
に
発
達
し
て
、
此
の
両
者
が
カ
ン
ト
前
の
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
思
想
史
の
二
大
潮
流
を
形
成
し
た
こ
と
は
、
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

近
世
哲
学
の
祖
と
称
せ
ら
れ
る
デ
カ
ル
ト
（R

ené D
escartes, 1596-1650

）
は
、
幼
年
期
か
ら
青
年
期
へ
の
過
渡
期
即
ち

彼
の
自
我
意
識
が
擡
頭
し
は
じ
め
る
頃
型
の
如
く
教
え
込
ま
れ
た
ス
コ
ラ
哲
学
的
論
理
に
対
す
る
懐
疑
か
ら
出
発
す
る
。
デ

カ
ル
ト
に
と
っ
て
は
ス
コ
ラ
哲
学
が
採
用
す
る
推
理
式
―
―
例
え
ば
「
人
は
死
す
べ
き
も
の
で
あ
る
、
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
は

人
で
、
あ
る
、
故
に
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
は
死
す
べ
き
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
な
推
理
の
仕
方
は
、
た
だ
既
知
の
事
実
を

整
理
し
説
明
す
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
何
等
わ
れ
わ
れ
自
身
の
知
識
を
拡
張
す
る
力
を
有
し
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
学
院

で
学
ん
だ
多
く
の
学
問
の
中
で
は
数
学
の
み
は
、
そ
の
手
続
の
厳
正
・
帰
結
の
確
実
と
い
う
点
か
ら
見
て
唯
一
つ
の
信
頼
す

べ
き
学
で
あ
る
と
思
い
つ
つ
も
、
そ
れ
が
僅
か
に
機
械
的
技
術
に
応
用
せ
ら
れ
る
の
に
と
ど
ま
る
の
を
見
て
、
デ
カ
ル
ト
は

物
足
ら
ぬ
感
を
懐
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
か
く
て
彼
は
、
当
時
一
般
に
学
問
と
称
せ
ら
れ
る
も
の
の
価
値
を
根
本
か
ら
疑

い
、
真
の
学
問
を
な
さ
ん
が
た
め
に
は
却
っ
て
自
ら
の
「
心
の
内
」
及
び
此
の
「
世
界
」
と
い
う
大
き
な
書
物
の
中
に
探
求

の
歩
を
進
め
る
の
他
は
な
い
、
と
決
心
し
て
遂
に
学
院
を
去
っ
て
、
或
は
軍
隊
生
活
に
或
は
社
交
界
に
豊
か
な
体
験
を
つ
み

重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
身
心
の
錬
磨
に
努
め
な
が
ら
、
し
か
も
同
時
に
彼
自
ら
は
専
ら
数
学
及
び
物
理
学
の
研
鑽
に
没
頭
し

た
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
研
究
が
内
容
に
於
て
収
穫
が
あ
っ
た
と
信
ぜ
ら
れ
れ
ば
信
ぜ
ら
れ
る
ほ
ど
、
鋭
敏
な
知
的
良
心

の
所
有
者
で
あ
る
彼
に
と
っ
て
は
、
そ
の
真
理
性
を
保
証
す
る
方
法
に
つ
い
て
明
確
な
認
識
を
欠
く
こ
と
の
苦
し
み
は
切
で
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あ
り
、
彼
は
焦
躁
と
懊
悩
の
あ
ま
り
屡
々
悪
夢
に
さ
え
襲
わ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
一
六
一
九
年
十
一
月
十
日
、
彼
は
「
狂
熱

を
以
て
み
た
さ
れ
驚
異
す
べ
き
科
学
の
基
礎
（m

irabilis scientiae fundam
enta=w

onderful scientific foundation

）
を
発

見
し
た
」
の
で
あ
る
（
日
記
の
一
節
）。
此
の
驚
異
す
べ
き
発
見
が
や
が
て
十
八
年
後
に
現
わ
れ
た
彼
の
主
著
「
方
法
叙
説
」

（“D
iscours de la m

éthode”

）
の
根
本
思
想
と
な
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
て
、
当
時
彼
は
ほ
ぼ
次
の
よ
う
な
考
を
も
っ

て
い
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
即
ち
、
彼
は
先
ず
多
く
の
実
例
に
よ
っ
て
、
共
同
の
仕
事
が
一
人
に
よ
っ
て
成
し
遂
げ
ら

れ
た
仕
事
よ
り
も
却
っ
て
不
完
全
で
あ
る
こ
と
を
洞
察
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
の
知
識
が
不
完

全
で
あ
る
の
は
、
種
々
様
々
な
ち
が
っ
た
意
見
を
も
っ
た
人
々
が
め
い
め
い
勝
手
に
自
分
の
考
を
わ
れ
わ
れ
に
注
入
し
た
こ

と
に
基
づ
く
の
で
あ
る
か
ら
、
心
の
不
完
全
さ
を
脱
す
る
た
め
に
は
先
ず
外
か
ら
伝
統
的
に
与
え
ら
れ
る
も
の
を
凡
て
排
徐

し
て
、
自
己
の
内
部
か
ら
ひ
と
り
で
に
起
っ
て
く
る
考
―
―
即
ち
こ
れ
ば
か
り
は
ど
う
し
て
も
抑
圧
す
る
こ
と
が
出
来
な
い

と
思
わ
れ
る
考
を
、
自
分
自
身
の
手
で
発
展
せ
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
換
言
す
れ
ば
一
見
複
雑
と
思
わ
れ
る
も
の
を
徹

底
的
に
分
析
し
て
最
も
簡
単
明
瞭
な
・
何
人
も
承
認
せ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
・
判
り
易
い
も
の
に
還
元
し
、
而
し
て
後
に

一
歩
一
歩
複
雑
な
問
題
に
進
ん
で
行
く
べ
き
で
あ
る
。
―
―
こ
う
い
う
考
え
を
懐
き
つ
つ
、
デ
カ
ル
ト
は
自
ら
物
理
学
の
研

究
に
立
ち
向
っ
た
。
彼
の
光
線
屈
折
の
法
則
即
ち
光
線
が
一
つ
の
媒
質
か
ら
他
の
媒
質
の
中
へ
進
入
す
る
と
き
投
射
角
の
正

弦
は
屈
折
角
の
正
弦
と
不
変
の
関
係
に
立
つ
と
い
う
劃
期
的
な
発
見
も
、
全
く
右
の
新
発
見
の
方
法
の
齎
し
た
成
果
に
他
な

ら
な
か
っ
た
。
即
ち
先
ず
、
光
と
い
う
複
雑
な
性
質
を
最
も
簡
単
な
微
粒
子
の
運
動
と
し
て
考
え
、
次
に
こ
れ
に
力
学
的
法

則
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
屈
折
の
法
則
」
を
容
易
に
発
見
す
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。

一
般
的
な
真
理
も
、
畢
竟
右
の
方
法
を
拡
大
し
て
適
用
す
る
以
外
に
、
発
見
の
方
法
は
な
い
。
デ
カ
ル
ト
に
従
え
ば
、
あ

た
か
も
東
天
に
輝
き
初
め
た
朝
日
の
光
が
次
第
に
全
世
界
に
拡
が
る
よ
う
に
、
一
つ
の
表
象
が
完
全
に
明
ら
か
に
な
れ
ば
、
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や
が
て
そ
の
光
は
他
の
諸
々
の
表
象
を
も
明
ら
か
に
し
、
か
く
し
て
わ
れ
わ
れ
の
思
想
の
世
界
に
於
て
夜
が
明
け
は
じ
め

る
の
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
が
そ
の
「
規
則
論
」（Regulae ad directionem

 ingenii. =R
ules for the direction of spirit.

）
の

三
六
六
に
於
て
「
或
る
一
つ
の
問
題
に
つ
い
て
多
く
の
漠
然
た
る
観
念
を
も
つ
こ
と
は
、
最
も
た
や
す
い
問
題
を
本
当
の
と

こ
ろ
ま
で
つ
き
つ
め
て
考
え
る
こ
と
よ
り
も
遥
か
に
容
易
で
あ
る
」
と
述
べ
て
お
る
の
を
見
る
と
き
、
二
千
年
昔
に
ソ
フ
ィ

ス
ト
的
詭
弁
の
無
価
値
な
こ
と
を
強
調
し
て
人
々
を
は
じ
め
て
真
の
哲
学
的
自
覚
に
ま
で
導
い
た
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
の
面
影

が
想
い
起
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
実
に
哲
学
の
歴
史
の
新
し
い
エ
ポ
ッ
ク
は
、
常
に
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
の
よ
み
が
え
り
を
俟
っ

て
は
じ
め
て
実
現
せ
ら
れ
る
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

右
に
述
べ
た
よ
う
に
、
最
も
簡
単
な
洞
察
か
ら
出
発
し
て
次
第
に
複
雑
な
も
の
へ
進
ん
で
行
こ
う
と
す
る
デ
カ
ル
ト
に
於

て
は
、
当
然
認
識
の
方
法
は
綜
合
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
彼
の
所
謂
「
演
繹
」（deduction

）
な
る
も
の
が
即
ち

そ
れ
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
よ
く
理
解
さ
れ
た
演
繹
の
ほ
か
に
如
何
な
る
真
理
の
規
準
も
な
い
。
従
っ
て
わ
れ
わ

れ
は
先
ず
真
理
の
源
泉
を
発
見
し
、
而
し
て
後
に
そ
の
流
れ
の
方
向
を
最
大
の
注
意
と
厳
密
さ
と
を
以
て
辿
っ
て
行
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
か
か
る
意
味
に
於
て
の
演
繹
的
方
法
は
決
し
て
通
常
の
意
味
に
於
て
の
推
論

的
方
法
と
混
同
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
彼
に
よ
れ
ば
―
―
既
に
述
べ
た
よ
う
に
―
―
単
な
る
推
論
は
、
真
実
の
認
識
に
と
っ

て
は
全
く
無
益
な
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
予
め
真
理
の
内
容
が
知
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
推
論
家
は
如
何
な
る
推
論

式
を
も
構
成
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
精
々
、
認
識
の
成
果
を
他
の
人
々
は
示
し
之
を
説
明
す
る
こ
と

に
役
立
つ
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
哲
学
に
属
す
る
も
の
で
は
な
く
し
て
、
む
し
ろ
「
修
辞
法
」
属
す
べ
き
も
の
で

あ
ろ
う
（「
規
則
論
」
三
七
二
）。
こ
れ
に
反
し
、
一
般
に
学
問
は
既
知
の
も
の
か
ら
未
知
の
も
の
を
展
開
せ
し
め
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
新
し
い
真
理
を
発
見
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
も
そ
れ
は
奇
蹟
的
・
飛
躍
的
に
な
さ
る
べ
き
で
は
な
く
し
て
、
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発
見
か
ら
発
見
へ
と
進
ん
で
行
く「
方
法
的
」（m

ethodical

）な
途
、即
ち
順
序
正
し
い
整
然
た
る
途
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
こ
に
於
て
は
凡
て
の
新
し
い
真
理
は
一
つ
の
課
題
で
あ
り
、
そ
れ
は
唯
凡
ゆ
る
条
件
が
認
識
さ
れ
た
後
に
の
み
根
本
的
に

解
決
せ
ら
れ
る
。
か
く
し
て
真
理
発
見
の
過
程
は
一
つ
の
連
鎖
を
形
づ
く
り
、
各
々
の
項
は
次
に
来
る
べ
き
項
の
根
拠
を
構

成
す
る
こ
と
と
な
る
。
デ
カ
ル
ト
の
要
求
す
る
演
繹
の
方
法
と
は
、
か
か
る
前
進
的
推
理
の
連
鎖
に
於
て
成
り
立
つ
も
の
に

他
な
ら
ぬ
。
而
し
て
、
か
か
る
演
繹
の
方
法
を
最
も
典
型
的
に
実
行
せ
る
も
の
と
し
て
数
学
が
デ
カ
ル
ト
の
前
に
現
わ
れ
た

こ
と
は
、い
う
迄
も
な
い
。
数
学
的
思
惟
能
力
を
人
間
精
神
の
中
で
も
「
神
に
近
い
素
質
」
で
あ
る
と
考
え
る
デ
カ
ル
ト
が
、

代
数
学
を
幾
何
学
に
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
彼
の
所
謂
「
方
法
」
を
数
学
の
範
囲
内
に
於
て
普
遍
的

0

0

0

に
し
た
後
に
残
さ
れ

た
問
題
は
、
更
に
一
歩
を
進
め
て
一
般
に
凡
ゆ
る
事
物
の
認
識
を
数
学
的
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
数
学
を

単
な
る
数
量
の
学
に
と
ど
め
ず
し
て
、
数
学
に
於
て
最
も
純
粋
に
示
さ
れ
る
演
繹
的
方
法
に
よ
っ
て
全
宇
宙
を
認
識
し
よ
う

と
す
る
「
宇
宙
数
学
」
こ
そ
彼
の
め
ざ
す
目
標
で
あ
り
、か
か
る
体
系
へ
の
出
発
点
と
な
っ
た
も
の
は
彼
が
「
直
観
」（intuitus 

=intuition

）
と
名
づ
け
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
直
観
と
は
―
―
デ
カ
ル
ト
に
従
え
ば
―
―
継
起
的
に
で
は
な
く
全
体

同
時
に
成
り
立
ち
、
し
か
も
現
前
の
明
証
（praesens evidentia=present evidence

）
を
伴
う
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
と

こ
ろ
で
デ
カ
ル
ト
に
於
て
、
か
よ
う
な
―
―
疑
う
こ
と
の
出
来
な
い
―
―
直
観
的
確
実
性
を
有
す
る
原
理
と
し
て
掲
げ
ら
れ

た
も
の
は
、
か
の
有
名
な
「
我
考
う
、
故
に
我
あ
り
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
茲
に
於
て
わ
れ
わ
れ
は
、
デ
カ
ル
ト
が
如

何
な
る
過
程
を
経
て
こ
の
よ
う
な
根
本
原
理
に
到
達
し
た
か
、
又
そ
の
根
本
原
理
を
出
発
点
と
し
て
如
何
に
諸
々
の
課
題
の

解
決
を
進
め
て
行
っ
た
か
を
辿
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

幼
い
と
き
か
ら
鋭
敏
な
究
理
欲
に
燃
え
て
い
た
デ
カ
ル
ト
が
、
単
に
伝
統
的
に
盲
信
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
諸
々
の
権

威
に
対
し
て
そ
の
確
実
性
を
疑
っ
た
こ
と
は
い
う
迄
も
な
い
が
、
更
に
そ
れ
以
上
に
、
通
常
最
も
確
実
な
も
の
と
せ
ら
れ
て
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い
る
外
界
の
存
在
も
亦
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
は
疑
わ
し
い
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
と
い
う
の
は
、
外
界
の
存
在
を
わ
れ
わ
れ

に
示
す
も
の
は
わ
れ
わ
れ
の
感
性
知
覚
で
あ
る
が
、
し
か
し
此
の
感
覚
の
信
頼
す
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
夢
の

中
で
実
際
は
存
在
し
な
い
も
の
を
現
実
に
存
在
す
る
も
の
と
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
だ
か
ら
で
あ
る
。
而
し
て
此
の

夢
の
誤
を
訂
正
し
得
る
も
の
は
覚
醒
で
あ
る
が
、
そ
の
覚
醒
が
更
に
又
「
永
い
絶
え
ま
な
き
夢
」（un songe continuel=a 

continous dream
）
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
こ
と
を
誰
が
否
定
す
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
な
が
ら
一
歩
翻

っ
て
考
え
る
に
、
わ
れ
わ
れ
の
感
官
の
対
象
の
中
に
は
な
お
疑
い
を
超
越
し
得
る
か
の
よ
う
は
見
え
る
も
の
が
残
る
で
あ
ろ

う
。
と
い
う
の
は
、
た
と
い
感
官
の
対
象
が
凡
て
単
な
る
幻
像
で
あ
る
と
し
て
も
、
幻
像
も
亦
一
つ
の
像
で
あ
る
以
上
い
く

ら
か
の
要
素
の
結
合
で
あ
が
、
そ
の
結
合
の
仕
方
は
空
想
的
な
も
の
で
あ
る
に
し
て
も
、
基
本
の
要
素
そ
の
も
の
は
与
え
ら

0

0

0

れ
た
も
の

0

0

0

0

で
あ
り
、
従
っ
て
確
実
な
る
存
在
性
を
も
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
時
間
・
空
間
・
延
長
・

形
態
・
数
量
・
場
所
な
ど
の
要
素
表
象
な
く
し
て
は
、
如
何
な
る
感
官
の
対
象
も
如
何
な
る
形
像
も
、
否
更
に
如
何
な
る
幻

像
す
ら
も
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
絵
が
色
を
作
り
出
す
の
で
は
な
く
し
て
色
を
前
提
し
て
は
じ
め
て
絵
が
成
り
立
つ
よ
う

に
、
此
の
色
と
絵
と
の
関
係
を
か
の
諸
々
の
要
素
表
象
と
わ
れ
わ
れ
の
表
象
の
世
界
と
の
間
に
も
考
え
る
こ
と
が
出
来
な
い

で
あ
ろ
う
か
。

此
の
問
に
答
え
ん
が
た
め
に
は
先
ず
、
そ
れ
ら
の
要
素
表
象
な
る
も
の
が
い
っ
た
い
誰
か
ら
与
え
ら
れ
た
か
を
、
そ
し
て

又
そ
の
附
与
者
に
よ
っ
て
果
し
て
そ
れ
ら
の
表
象
の
現
実
性
が
保
証
せ
ら
れ
て
あ
る
か
を
、
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ

ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
わ
れ
わ
れ
に
対
し
て
単
に
与
え
ら
れ
た
も
の
即
ち
外
か
ら
受
取
ら
れ
た
も
の
は
、
決
し
て
そ
れ
自
身

真
理
性
の
保
証
を
も
っ
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
若
し
与
え
ら
れ
た
も
の
が
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
故
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

真
理

で
あ
る
と
い
う
な
ら
ば
、
凡
ゆ
る
伝
統
は
伝
統
で
あ
る
の
故
を
以
て
確
実
な
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
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う
。
し
か
る
に
デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
は
先
ず
最
初
に
伝
統
的
な
表
象
に
対
し
て
向
け
ら
れ
、
諸
々
の
表
象
は
そ
れ
が
過
去
か
ら

伝
承
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
疑
わ
し
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
尤
も
そ
れ
と
同
時
に
、
伝
統
の
不

確
実
性
は
表
象
そ
の
も
の
に
起
原
を
有
す
る
と
い
う
よ
り
は
、寧
ろ
そ
れ
を
伝
え
る
人
間
0

0

に
由
来
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。

か
く
し
て
不
確
実
さ
が
人
間
か
ら
由
来
す
る
も
の
と
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
に
生
れ
な
が
ら
に
し
て
具
わ
っ
て
い
る
（innate=

生
具
的
）
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
何
等
か
確
実
な
表
象
の
起
原
は
、
人
間
の
世
界
を
遥
か
に
超
え
た
彼
方
に
―
―
即
ち
凡
ゆ

る
存
在
の
根
拠
で
あ
り
此
の
世
の
創
造
主
で
あ
る
と
こ
ろ
の
神
そ
の
も
の

0

0

0

0

0

に
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
起
原
を
神
に
求
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
果
し
て
直
ち
に
真
理
性
が
保
証
せ
ら
れ
、
凡
ゆ
る
虚
偽
の
可
能
性
が
排

除
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
先
ず
第
一
に
、
神
を
完
全
な
る
も
の
即
ち
全
能
な
る
も
の
と
考
え
れ
ば
考
え
る
ほ
ど
、
そ
れ
は

凡
ゆ
る
能
力
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
益
々
わ
れ
わ
れ
を
誤
謬
に
陥
れ
る
力
を
有
す
る
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
而

し
て
既
に
陥
れ
得
る
力
を
有
す
る
以
上
、
絶
対
に
陥
れ
る
こ
と
を
意
志
せ
ず
と
誰
が
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
或
は
、
神
は

善
な
る
が
故
に
か
か
る
こ
と
を
意
志
せ
ず
、
と
い
う
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
若
し
神
に
し
て
わ
れ
わ
れ
が
誤
謬
に
陥
る

こ
と
を
意
志
せ
ず
と
す
れ
ば
、
何
故
に
わ
れ
わ
れ
は
誤
謬
に
陥
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
神
意
は
測
る
べ
か
ら
ず
、
全
能
な
る
神

は
―
―
わ
れ
わ
れ
が
い
つ
か
は
救
い
出
さ
れ
る
よ
う
に
―
―
わ
ざ
と
わ
れ
わ
れ
を
仮
象
の
世
界
に
即
ち
虚
偽
の
世
界
は
住
ま

わ
し
め
給
う
の
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。
翻
っ
て
又
、
神
を
不
完
全
な
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
神
は
な
お
さ
ら
運
命
・
偶

然
・
自
然
必
然
性
な
ど
が
わ
れ
わ
れ
を
誤
謬
に
導
く
の
を
防
ぐ
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。

か
く
の
如
く
、
表
象
の
起
原
を
神
に
求
め
て
も
な
お
真
理
性
を
保
証
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ

の
表
象
の
中
に
は
疑
い
得
な
い
も
の
は
何
物
も
な
い
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
否
、
凡
て
の
表
象
は
単
に
疑
い
得
る
も
の
で

あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
若
し
も
わ
れ
わ
れ
が
根
本
的
に
凡
ゆ
る
自
己
欺
瞞
か
ら
脱
却
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
必
ず
疑
わ
れ
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な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
勿
論
、
成
る
種
の
表
象
は
真
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
そ

れ
を
確
実
で
あ
る
と
す
る
如
何
な
る
根
拠
も
有
せ
ず
、
反
対
に
そ
れ
を
不
確
実
で
あ
る
と
考
え
る
十
分
な
る
根
拠
を
有
す
る

の
で
あ
る
。
か
く
し
て
デ
カ
ル
ト
は
「
遂
に
無
思
慮
や
軽
卒
か
ら
で
は
な
く
、
し
っ
か
り
し
た
・
熟
慮
さ
れ
た
根
拠
か
ら
、

か
つ
て
は
信
じ
て
い
た
凡
て
の
も
の
が
疑
わ
し
く
思
わ
れ
る
こ
と
を
、
明
ら
さ
ま
に
告
白
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
」
の
で
あ

る
（「
省
察
録
」
第
一
）。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
一
切
を
疑
い
つ
つ
も
、
猶
い
か
に
し
て
も
疑
う
こ
と
の
出
来
な
い
或
る
も

の
を
見
出
す
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
仮
に
悪
魔
と
い
う
が
如
き
も
の
が
我
を
あ
ざ
む
い
て
い
る
と
し
て
も
、
若
し
あ
ざ
む
か
れ

る
我
が
存
在
し
な
け
れ
ば
、
あ
ざ
む
く
こ
と
自
体
が
不
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
。「
か
く
し
て
よ
く
熟
慮
し
凡
て
の
事
柄
を

注
意
深
く
吟
味
し
た
後
に
、
遂
に
『
我
在
り
、
我
存
在
す
』
と
い
う
か
の
命
題
は
、
我
が
そ
れ
を
言
い
表
わ
し
或
は
そ
れ
を

心
の
中
で
考
え
る
と
き
に
常
に
必
ず
真
理
で
あ
る
と
結
論
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
又
そ
の
命
題
は
恒
常
不
変
な
も
の
で
あ
る

と
思
考
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
」（「
省
察
録
」
第
二
）。

し
か
ら
ば
次
に
、
そ
の
存
在
す
る
我
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
此
の
問
に
対
し
て
勿
論
「
我
は
此

の
肉
体
で
あ
る
」
と
答
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
と
い
う
の
は
、
此
の
肉
体
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
、
単
な
る
幻
像
に
す
ぎ

な
い
か
も
知
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
又
、
凡
そ
肉
体
と
結
び
つ
い
た
一
切
の
は
た
ら
き
例
え
ば
栄
養
・
感
覚
・
運
動

と
い
う
よ
う
な
も
の
を
以
て
我
の
本
性
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
ら
ば
、
凡
て
疑
わ
し
い
も
の
を
一

切
我
か
ら
と
り
除
い
た
時
に
、
何
が
あ
と
に
残
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
疑
う
こ
と

0

0

0

0

自
体
で
あ
る
。
仮
に
不
確
実
と
思
わ
れ

る
も
の
が
凡
て
存
在
し
な
い
と
し
て
も
、
不
確
実
と
思
う
こ
と
は
依
然
と
し
て
残
る
。
又
、
我
が
肯
定
し
或
は
否
定
す
る
凡

て
の
も
の
が
虚
偽
で
あ
る
と
し
て
も
、
我
が
肯
定
し
否
定
す
る
こ
と
自
体
は
動
か
す
べ
か
ら
ざ
る
事
実
で
あ
る
。
而
し
て
疑

う
こ
と
・
思
い
な
す
こ
と
・
肯
定
す
る
こ
と
・
否
定
す
る
こ
と
等
は
、
凡
て
こ
れ
「
考
え
る
こ
と
」
の
一
種
に
他
な
ら
ぬ
。
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さ
れ
ば
、
考
え
る
こ
と
は
凡
て
疑
わ
し
き
も
の
を
取
除
い
た
あ
と
に
残
る
我
の
本
性
で
あ
る
。
実
に
「
考
え
る
こ
と
」
こ
そ

は
我
の
真
実
在
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ず
、か
く
て
故
に
デ
カ
ル
ト
の
根
本
原
理
が
成
り
立
つ
。「
我
考
う
、故
に
我
あ
り
」

（C
ogito, ergo sum

.=I think, therfore I am
.

）。

し
か
し
な
が
ら
、
此
の
根
本
命
題
を
一
見
し
て
「
そ
れ
故
に
」（ergo=therefore

）
な
る
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
こ

ろ
か
ら
、
そ
の
上
又
さ
き
に
引
用
し
た
筒
所
に
於
て
「
‥
‥
‥
と
結
論
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（il faut conclure=it m

ust 

be concluded

）
と
い
う
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
デ
カ
ル
ト
が
此
の
根
本
命
題
に
於
て
一
つ
の
推
理

0

0

0

0

0

の
結
果

を
表
わ
し
た
も
の
と
解
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
甚
だ
し
き
誤
解
で
あ
ろ
う
。
若
し
「
我
あ
り
」（sum

=I am

）
が
「
我
考
う
」

（cogito=I think

）
を
前
提
と
す
る
結
論
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は

思
惟
す
る
も
の
は
凡
て
存
在
す

我
は
思
惟
す

そ
れ
故
に
我
は
存
在
す

と
い
う
推
論
式
の
形
を
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
デ
カ
ル
ト
の
場
合
に
は
む
し
ろ
逆
に
、
大
前
提
と

な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
「
思
惟
す
る
も
の
は
凡
て
存
在
す
」
と
い
う
一
般
的
命
題
が
「
我
は
思
惟
者
と
し
て
存
在
す
」
と
い

う
特
殊
的
命
題
か
ら
出
て
来
る

0

0

0

0

の
で
あ
る
。
尤
も
、
そ
の
「
出
て
来
る
」
と
い
う
の
は
決
し
て
形
式
論
理
的
の
も
の
で
は
な

く
し
て
、
た
だ
思
惟
と
存
在
と
が
一
般
的
に
ひ
き
離
す
こ
と
の
出
来
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
肯
定
さ
れ
る
た
め
に
は
、
先

ず
特
殊
的
に
「
我
は
思
惟
者
と
し
て
存
在
す
」
と
い
う
こ
と
が
我
自
身
に
於
て
体
験
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
あ

っ
て
、
そ
こ
に
於
て
は
「
我
あ
り
」
は
「
我
考
う
」
か
ら
推
理
さ
れ
る
の
で
は
な
く
し
て
、
両
者
は
我
の
直
接
の
自
己
意
識

に
於
て
同
時
に

0

0

0

識
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
「
我
考
う
、
故
に
我
あ
り
」
を
厳
密
に
言
い
直
す
な
ら
ば
、
中
間
に
あ
る
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「
故
に
」
を
と
り
除
い
て
「
我
思
惟
し
我
あ
り
」（C

ogito, sum
=I think, I am

.

）、若
し
く
は
「
我
思
惟
し
つ
つ
在
り
」（Sum

 

cogitans.= I am
 thinking.

）
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
デ
カ
ル
ト
自
身
の
定
義
に
従
っ
て
「
継
起
的
に
で
な
く
全
体

同
時
に
現
前
の
明
証
を
伴
う
も
の
」
を
直
観
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、右
の
根
本
事
態
こ
そ
は
自
我
の
深
い
体
験
に
即
し
た
「
直
観
」

に
よ
っ
て
の
み
把
握
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
し
て
所
謂
唯
理
論
と
雖
も
、
決
し
て
「
推
理
」
の

み
を
究
極
の
方
法
と
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
デ
カ
ル
ト
に
於
て
学
び
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

直
観
的
事
実
は
「
現
前
の
明
証
」
を
伴
う
。
我
が
思
惟
す
る
者
と
し
て
存
在
す
る
と
い
う
最
も
根
本
的
な
事
実
は
、
か

か
る
現
前
の
明
証
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
。
而
し
て
こ
の
こ
と
は
同
時
に
、
わ
れ
わ
れ
に
真
理
の
一
般
的
規
準
（regula 

generalis=general rule

）
を
も
与
え
る
。
即
ち
、思
惟
す
る
者
と
し
て
の
我
の
存
在
と
同
じ
程
度
に
明
晰
か
つ
判
明
（clarus 

et distinctus=clear and distinct
）
な
も
の
は
、
同
様
に
ま
た
真
理
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。「
明
晰
」
と
は
注
意
せ
る

精
神
（m

enttis attentae=attentive m
ind
）
に
―
―
あ
た
か
も
物
が
直
接
わ
れ
わ
れ
の
眼
前
に
示
さ
れ
る
が
如
く
―
―
現
わ

れ
る
場
合
を
い
い
、「
判
明
」
と
は
他
物
と
混
同
せ
ら
れ
ず
そ
の
本
質
的
特
徴
が
明
確
な
る
場
合
を
意
味
す
る
。
そ
れ
自
身

確
実
な
る
真
知
は
必
ず
此
の
二
要
件
を
具
備
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
而
し
て
此
の
真
理
の
一
般
的
規
準
か
ら
次
の
二
つ
の
重
要
な

る
認
識
の
規
則
が
導
き
出
さ
れ
る
。
第
一
は
認
識
の
対
象
0

0

に
関
す
る
確
実
性
の
規
則
で
あ
り
、
第
二
は
認
識
の
機
関
0

0

に
関
す

る
確
実
性
の
規
則
で
あ
る
。

先
ず
第
一
に
「
一
般
的
規
準
」
に
よ
れ
ば
、
表
象
の
真
理
性
即
ち
そ
れ
の
対
象
の
実
在
を
示
す
と
こ
ろ
の
確
実
性
の
程
度

は
、
表
象
の
明
晰
判
明
の
度
に
比
例
す
る
。
而
し
て
表
象
が
明
晰
で
あ
る
と
は
、
そ
の
対
象
が
現
前
に
存
在
す
る
こ
と
で
あ

り
、
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
表
象
と
対
象
と
の
関
係
が
直
接
的
で
あ
る
こ
と
に
他
な
ら
ぬ
。
従
っ
て
反
対
に
、
両
者
の
関

係
が
間
接
的
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
―
―
換
言
す
れ
ば
表
象
と
対
象
と
の
間
の
中
間
項
が
多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
、
そ
の
認
識
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は
益
々
不
明
晰
と
な
る
。
而
し
て
わ
れ
わ
れ
の
認
識
の
対
象
の
う
ち
、
わ
れ
わ
れ
自
身
ほ
ど
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
直
接
現
前

に
存
在
す
る
も
の
は
な
い
。
し
か
も
そ
の
わ
れ
わ
れ
自
身
と
は
思
惟
す
る
も
の
即
ち
精
神
に
他
な
ら
ぬ
が
故
に
、
一
切
の
対

象
の
う
ち
最
も
明
晰
に
表
象
せ
ら
れ
る
も
の
は
精
神
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
此
の
直
接
的
に
し
て
明
晰
な
精
神
の
認

識
に
比
較
す
る
な
ら
ば
、
物
質
的
対
象
の
認
識
は
感
官
を
介
す
る
結
果
と
し
て
遥
か
に
間
接
的
で
あ
り
従
っ
て
不
明
晰
で
あ

る
の
み
な
ら
ず
、
対
象
の
性
質
の
中
に
わ
れ
わ
れ
の
感
官
の
性
質
が
混
入
す
る
が
故
に
又
不
判
明
で
あ
る
こ
と
を
も
免
れ
る

こ
と
は
出
来
な
い
。
さ
れ
ば
明
晰
・
判
明
な
る
認
識
を
得
ん
が
た
め
に
は
、
先
ず
感
官
か
ら
来
る
出
入
物
を
排
除
せ
ね
ば
な

ら
ぬ
。
而
し
て
そ
れ
は
、
た
だ
感
性
的
経
験
に
対
す
る
厳
密
な
る
吟
味
と
批
判
と
に
よ
っ
て
の
み
、
な
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
も
感
性
的
経
験
に
対
し
て
批
判
的
態
度
を
と
り
得
る
も
の
は
、
悟
性
的
思
惟
を
措
い
て
他
に
な
い
。
か
く
て
対
象
を
明

晰
・
判
明
に
表
象
す
る
と
は
畢
竟
思
惟
す
る
こ
と
に
他
な
ら
ぬ
が
故
に
、
茲
に
「
真
の
認
識
は
た
だ
思
惟
に
よ
っ
て
の
み
可

能
で
あ
る
」
と
い
う
第
二
の
認
識
の
機
関
に
関
す
る
確
実
性
の
規
則
が
成
り
立
つ
。
而
し
て
此
の
第
二
の
規
則
こ
そ
は
デ
カ

ル
ト
の
唯
理
論
を
最
も
端
的
に
表
現
せ
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
か
の
真
理
の
一
般
的
規
準
か
ら
お
の
ず
か
ら
出
て

来
る
帰
結
で
あ
る
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
の
如
く
、
唯
理
論
的
思
索
を
進
め
て
行
く
の
に
必
要
な
万
全
の
準
備
を
整
え
た
上
で
、
デ
カ
ル
ト
は
新
た
な
る
真
理

探
究
の
途
に
上
る
。
先
ず
第
一
に
「
無
か
ら
は
何
物
も
生
ぜ
ず
、凡
て
の
も
の
は
そ
れ
を
生
ぜ
し
め
た
原
因
の
帰
結
で
あ
る
」

と
い
う
因
果
律
の
命
題
は
、
デ
カ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
思
惟
的
性
質
と
同
じ
よ
う
に
確
実
で
あ
る
。
而
し
て
、

若
し
原
因
よ
り
も
結
果
の
方
が
多
く
の
も
の
を
含
む
と
す
る
な
ら
ば
、
結
果
に
於
て
増
加
し
た
分
は
無
か
ら
生
じ
た
こ
と
に

な
る
が
故
に
、
原
因
は
つ
ね
に
結
果
よ
り
も
多
く
の
実
在
性
を
、
或
は
少
く
と
も
同
じ
だ
け
の
実
在
性
を
含
ま
ね
ば
な
ら
ぬ

と
い
う
こ
と
は
、人
間
精
神
に
お
の
ず
か
ら
具
わ
る
光
（lum

en naturale=natural light

）
照
ら
し
て
明
白
で
あ
る
（「
省
察
録
」
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第
三
）。
前
の
場
合
は
即
ち
芸
術
家
の
芸
術
作
品
に
対
す
る
関
係
の
如
き
も
の
が
そ
れ
で
あ
り
、
後
の
場
合
は
原
型
と
模
型

と
の
関
係
の
如
き
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
而
し
て
デ
カ
ル
ト
は
ス
コ
ラ
哲
学
の
用
語
を
踏
襲
し
て
前
の
場
合
に
於
け
る
原
因

を
優
勝
的
原
因
（causa em

inens=em
inent cause

）
と
呼
び
、
後
の
場
合
に
於
け
る
原
因
を
形
相
的
原
因
（causa form

alis 

=form
al cause

）
と
呼
ぶ
。
今
仮
に
、
わ
れ
わ
れ
の
中
に
わ
れ
わ
れ
自
身
よ
り
も
大
な
る
実
在
性
を
有
す
る
表
象
が
あ
る
と

す
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
自
身
は
そ
の
表
象
の
優
勝
的
原
因
で
あ
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
は
勿
論
、
形
相
的
原
因
で
あ
る
こ

と
も
出
来
ず
、
従
っ
て
一
般
に
如
何
な
る
意
味
に
於
て
も
そ
れ
の
原
因
で
あ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
か
く
て
、
か
か
る
表
象

の
原
因
は
わ
れ
わ
れ
以
外
に
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
と
な
り
、
か
く
し
て
わ
れ
わ
れ
は
わ
れ
わ
れ
自
身
以
外
の
存
在

の
領
域
へ
一
歩
を
踏
み
出
し
得
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
茲
に
於
て
問
題
は
次
の
よ
う
に
な
る
。
わ
れ
わ
れ
は
果
し
て
、

か
か
る
表
象
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
か
。

先
き
に
述
べ
た
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
が
凡
て
の
も
の
を
疑
い
つ
く
し
た
後
に
猶
ど
う
し
て
も
疑
う
こ
と
の
出
来
な
い
も
の

は
、「
我
疑
う
」
と
い
う
根
本
的
な
事
実
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
わ
れ
わ
れ
が
疑
う
の
は
真
理
を
求
め
る
が
故
で
あ
り
、

真
理
を
求
め
る
の
は
現
在
の
自
己
が
未
だ
真
理
を
も
っ
て
は
お
ら
ず
、
従
っ
て
完
全
で
は
な
い
こ
と
を
意
識
す
る
の
に
も
と

ず
く
。
し
か
も
、
此
の
自
己
が
不
完
全
で
あ
る
と
い
う
意
識
は
、
わ
れ
わ
れ
が
完
全
者
の
表
象
を
何
等
か
の
仕
方
で
既
に
自

ら
の
う
ち
に
も
っ
て
い
て
、
こ
れ
と
自
己
自
身
と
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
可
能
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
此
の
完

全
者
の
表
象
即
ち
神
の
表
象
は
そ
の
中
に
無
限
に
大
な
る
実
在
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
有
限
に
し
て
不
完
全
な

る
わ
れ
わ
れ
の
精
神
が
そ
れ
を
生
み
出
し
た
原
因
で
あ
る
こ
と
は
絶
対
に
不
可
能
で
あ
っ
て
、
完
全
者
と
し
て
の
神
の
表
象

の
原
因
は
そ
れ
自
身
無
限
に
し
て
最
も
完
全
な
神
そ
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
の

外
に
現
実
に
存
在
す
る
神
が
あ
っ
て
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
中
に
完
全
者
の
表
象
を
よ
び
起
し
た
の
で
あ
る
、
と
考
え
る
の
他
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は
な
い
。
か
く
し
て
、
疑
う
我
が
決
し
て
此
の
世
界
に
於
け
る
唯
一
の
存
在
で
は
な
く
し
て
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
ほ
か
に
更

に
「
神
」
が
存
在
す
る
こ
と
が
証
明
せ
ら
れ
た
。
此
の
デ
カ
ル
ト
の
神
の
存
在
の
証
明
は
、
わ
れ
わ
れ
人
間
0

0

の
不
完
全
性
の

自
覚
を
そ
の
基
礎
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
人
性
論
的
証
明
（anthropological proof

）
と
称
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
中
世
の

本
体
論
的
証
明
が
有
限
な
人
間
存
在
と
は
全
く
何
の
つ
な
が
り
を
も
有
た
な
い
の
と
比
較
す
る
と
き
、
い
か
に
も
近
代
的
な

考
え
方
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
そ
の
証
明
は
、
わ
れ
わ
れ
の
中
に
於
け
る
神
自
身
の
は
た
ら
き

の
結
果
と
し
て
の
完
全
者
の
表
象
か
ら
、
約
言
す
れ
ば
わ
れ
わ
れ
の
中
に
於
け
る
神
の
存
在
か
ら
一
般
に
神
の
存
在
を
証
明

し
よ
う
と
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
問
接
的
推
理
で
は
な
く
し
て
直
接
的
推
理
で
あ
り
、
わ
れ
わ

れ
自
身
の
確
実
性
と
同
様
に
、
直
観
的
に
明
晰
に
し
て
判
明
で
あ
る
。
あ
た
か
も
「
我
思
惟
す
」
が
直
ち
に
「
我
在
り
」
で

あ
っ
た
よ
う
に
、「
神
が
思
惟
さ
れ
る
」
こ
と
が
直
ち
に
「
神
在
り
」
に
な
る
の
で
あ
る
。
否
、
神
の
場
合
は
我
の
場
合
よ

り
も
一
層
明
晰
か
つ
判
明
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
と
い
う
の
は
、
不
完
全
者
と
し
て
の
我
の
表
象
は
完
全
者
と
し
て

の
神
の
表
象
を
根
本
に
予
想
し
て
は
じ
め
て
成
り
立
つ
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
が
「
神
の
表
象
こ
そ
は
わ
れ
わ
れ

の
有
す
る
凡
ゆ
る
表
象
の
中
で
最
も
明
晰
判
明
な
も
の
で
あ
り
従
っ
て
最
も
真
な
る
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
、

か
か
る
意
味
に
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
（「
省
察
録
第
三
）。
か
く
し
て
デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
は
、
凡
て
を
疑
う
こ
と
か
ら
出
発
し

て
真
実
一
路
を
め
ざ
し
て
ひ
た
す
ら
に
進
み
、
遂
に
最
も
確
実
な
神
の
表
象
と
そ
の
原
因
と
し
て
の
神
自
身
の
存
在
に
ま
で

到
達
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
懐
疑
は
、
た
だ
疑
わ
ん
が
た
め
の
懐
疑
で
は
な
く
し
て
、
却
っ
て
反
対
に
最
も
確
実
な
る
も
の

に
到
達
せ
ん
が
た
め
の
途

0

0

0

0

0

0

0

0

0

即
ち
方
法
と
し
て
の
懐
疑
で
あ
る
が
故
に
、
方
法
的
懐
疑

0

0

0

0

0

と
称
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
（m

ethod=

m
ethodos=m

eta+hodos=after+W
ay=follow

ing the w
ay

）。

か
く
し
て
、
長
い
み
ち
す
じ
を
経
て
遂
に
神
の
存
在
が
確
立
せ
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
で
神
は
最
も
完
全
な
る
も
の
で
あ
り
、
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我
は
そ
れ
に
反
し
て
不
完
全
な
も
の
な
の
で
あ
る
か
ら
、
有
限
に
し
て
不
完
全
な
我
が
無
限
に
し
て
完
全
な
神
の
創
造
活
動

に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
所
謂
被
造
物

0

0

0

の
全
部
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
「
我
」
以
外
の
被
造
物
と
は
如
何

な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
の
表
象
が
示
す
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、そ
れ
は
物
体
で
あ
る
。
し
か
し
物
体
な
る
も
の
は
、

果
し
て
、
真
実
存
在
す
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
勿
論
、
物
体
そ
の
も
の
は
或
は
単
な
る
仮
象
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
一
応

疑
う
こ
と
が
出
来
る
で
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
の
精
神
に
物
体
の
表
象
0

0

が
存
在
す
る
こ
と
は
、
疑
う
こ
と
の
出
来

な
い
事
実
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
表
象
に
は
そ
れ
を
生
ぜ
し
め
た
何
等
か
の
原
因
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の

原
因
は
わ
れ
わ
れ
の
内
に
あ
る
か
、
或
は
わ
れ
わ
れ
の
外
に
あ
る
か
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
若
し
わ
れ
わ
れ
の
内
に

0

0

0

0

0

0

0

あ
る
と

す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
悟
性
か
意
志
の
何
れ
か
で
あ
っ
て
、
物
体
の
表
象
は
悟
性
に
よ
っ
て
思
惟
さ
れ
る
か
或
は
意
志
に
よ

っ
て
意
欲
せ
ら
れ
る
か
に
よ
っ
て
、
よ
び
起
さ
れ
る
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
事
実
は
両
者
の
何
れ
で
も
な
く
、

物
体
に
つ
い
て
の
感
性
的
表
象
は
毫
も
思
惟
或
は
意
欲
を
俟
た
ず
に
、
否
む
し
ろ
意
志
に
反
し
て
す
ら
現
わ
れ
る
こ
と
も
決

し
て
珍
ら
し
く
は
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
を
惹
き
起
す
原
因
と
な
る
べ
き
も
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
外
に

0

0

0

0

0

0

0

な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。
而
し
て
そ
の
原
因
は
、
表
象
の
中
に
存
す
る
の
と
同
じ
だ
け
の
実
在
性
を
含
ん
だ
も
の
か
（
形
相
的
原
因
）、
或
は

そ
れ
以
上
の
実
在
性
を
含
ん
だ
も
の
か
（
優
勝
的
原
因
）
の
何
れ
か
で
あ
り
、
後
の
場
合
は
神
自
身
か
そ
れ
と
も
物
体
以
上

の
他
の
被
造
物
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
筈
で
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
に
は
そ
れ
を
認
識
す
る
如
何
な
る
能
力
も
与
え
ら
れ
て
は

お
ら
ず
、
む
し
ろ
反
対
に
前
の
場
合
即
ち
そ
の
表
象
が
物
体
そ
の
も
の
か
ら
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
と
信
ず
る
強
い
傾
向
を

与
え
ら
れ
て
お
る
の
で
あ
っ
て
、
若
し
そ
れ
が
真
実
で
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
神
は
わ
れ
わ
れ
を
欺
い
て
い
る
と
い

う
責
を
ど
う
し
て
も
免
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
こ
と
は
神
の
完
全
性
に
矛
盾
す
る
が
故
に
、
あ
り
得

な
い
こ
と
で
あ
る
。
か
く
し
て
わ
れ
わ
れ
は
物
体
の
存
在
を
結
論
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
、
と
デ
カ
ル
ト
は
い
う



84

第十節　唯 理 論

（「
省
察
録
」
第
六
）。

し
か
ら
ば
次
に
、
か
か
る
物
体
と
は
如
何
な
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
に
対
し
て
わ
れ
わ
れ
が
有
す

る
感
性
的
表
象
の
示
す
と
こ
ろ
を
以
て
、
そ
の
ま
ま
答
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
と
い
う
の
は
、
先
き
に
掲
げ
た
認
識
の
対

象
に
関
す
る
確
実
性
の
規
則
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
物
体
的
対
象
の
認
識
は
間
接
的
で
あ
り
従
っ
て
不
明
晰

0

0

0

で
あ
る
上
に
多

く
の
混
入
物
を
含
む
が
故
に
又
不
判
明

0

0

0

だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
不
純
な
る
も
の
を
淘
汰
し
た
後
に
残
る
物

体
の
本
性
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
デ
カ
ル
ト
は
此
の
物
体
の
本
性
を
考
究
す
る
に
当
っ
て
、
カ
ン
ト
前
の
近
世

哲
学
を
通
じ
て
極
め
て
重
要
な
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
三
つ
の
概
念
を
導
入
し
、
こ
れ
を
明
晰
判
明
に
規
定
し
た
の

で
あ
る
。
―
―
そ
の
第
一
は
実
体
（substantia =substance

）
の
概
念
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
に
よ
れ
ば
実
体
と
は
そ
れ
自
身

で
存
在
し
得
る
も
の
（quae per se apta est exister=a thing w

hich is capable of existing of itself

）
即
ち
そ
の
存
在
の
た

め
に
他
の
如
何
な
る
助
け
を
も
必
要
と
し
な
い
も
の
で
あ
る
。
か
か
る
意
味
に
於
て
真
に
実
体
と
称
し
得
る
も
の
は
「
神
」

の
ほ
か
に
は
な
く
、デ
カ
ル
ト
は
之
を
無
限
実
体
（substantia infinita=infinite substance

）
と
呼
ぶ
。
こ
れ
に
次
い
で
、「
物

体
」
は
精
神
の
思
惟
作
用
或
は
意
欲
作
用
の
助
け
な
し
に
（sans secours=w

ithout help

）
存
在
し
、「
精
神
」
は
ま
た
延
長
・

形
状
・
運
動
な
ど
物
体
の
表
象
を
構
成
す
る
一
切
の
性
質
を
は
な
れ
て
た
だ
「
思
惟
す
る
も
の
」
と
し
て
明
晰
判
明
に
認
知

せ
ら
れ
、
而
し
て
一
般
に
も
の
は
明
晰
判
明
に
認
知
さ
れ
る
限
り
ま
さ
に
そ
の
通
り
に
存
在
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
故
に
、
物
体

と
精
神
と
は
相
互
に
依
存
せ
ず
し
て
独
立
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
於
て
同
様
に
実
体
と
呼
ば
れ
得
る
わ
け
で
あ
る
が
、
し
か

し
相
対
立
す
る
も
の
は
そ
れ
だ
け
お
互
い
制
限
し
合
う
こ
と
を
免
れ
な
い
か
ら
、
デ
カ
ル
ト
は
物
体
と
精
神
の
両
者
を
―
―

真
の
唯
一
の
実
体
た
る
神
と
は
区
別
し
て
―
―
有
限
実
体
（substantia finita=finit substance

）
と
呼
ぶ
。
し
か
し
、
か
よ

う
に
「
無
限
」「
有
限
」
な
る
形
容
詞
に
よ
っ
て
一
応
区
別
は
さ
れ
る
も
の
の
、本
来
全
く
次
元
を
異
に
す
る
も
の
が
同
じ
「
実
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体
」
な
る
名
を
以
て
呼
ば
れ
る
と
こ
ろ
に
根
本
的
な
問
題
が
蔵
さ
れ
て
お
る
の
で
あ
っ
て
、
デ
カ
ル
ト
後
の
哲
学
は
―
―
後

に
述
べ
る
よ
う
に
―
―
此
の
根
本
問
題
を
如
何
に
解
き
ほ
ぐ
す
か
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
と
も
観
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ

る
。次

に
デ
カ
ル
ト
が
実
体
の
概
念
と
共
に
導
入
し
た
他
の
二
つ
の
概
念
は
、
属
性
（attributum

=attribute

）
及
び
様
態

（m
odus=m

ode
）
の
概
念
で
あ
る
。
一
般
に
「
基
底
に
横
た
わ
る
も
の
」
と
し
て
の
実
体
（substance

↑substare=to lie 

under

）
は
、
そ
れ
が
外
に
現
わ
れ
た
性
質
に
よ
っ
て
識
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
も
特
に
本
質
的
に
し
て
必
然
的

な
性
質
即
ち
そ
れ
な
く
し
て
は
そ
の
実
体
が
考
え
得
ら
れ
ず
又
存
在
し
得
な
い
性
質
を
属
性
と
い
い
、
そ
れ
が
種
々
様
々
な

形
に
於
て
現
わ
れ
た
も
の
を
様
態
或
は
変
態
（m

odificatio=m
odification

）
と
呼
ぶ
。
と
こ
ろ
で
、
実
体
及
び
属
性
な
し

に
は
様
態
を
考
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
け
れ
ど
も
、様
態
な
く
し
て
も
実
体
と
属
性
と
は
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
る
か
ら
、

様
態
は
決
し
て
実
体
の
必
然
的
性
質
で
は
な
く
し
て
偶
然
的
性
質
で
あ
る
が
故
に
、様
態
は
ま
た
偶
性（accidens=accident

）

と
も
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
精
神
は
思
惟
な
し
に
は
あ
り
得
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
れ
又
は
か
れ
の
対
象
を
想
像
し
た

り
欲
求
し
た
り
す
る
こ
と
な
く
し
て
も
あ
り
得
る
。
そ
れ
故
に
思
惟
（cogitatio=thinking

）
は
精
神
の
属
性
で
あ
り
、
こ

れ
に
反
し
て
想
像
・
欲
求
な
ど
は
思
惟
の
様
態
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
ら
ば
、
物
体
の
属
性
及
び
様
態
は
如
何

な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
デ
カ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
物
体
の
多
く
の
性
質
の
う
ち
延
長
（extentio=extension

）
な
く
し
て
は

物
体
は
考
え
得
ら
れ
な
い
が
故
に
延
長
は
物
体
の
属
性
で
あ
り
、
こ
れ
に
反
し
形
状
・
運
動
な
ど
は
そ
の
様
態
で
あ
る
。
か

く
し
て
精
神
（m

ens=m
ind

）
が
思
惟
実
体
（substantia cogitans=thinking substance

）
と
呼
ば
れ
る
の
に
対
し
て
物
体

（corpus=body

）
は
延
長
実
体
（substantia extensa=extensive substance
）
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
茲
に
於
て
精
神
と

物
体
の
両
有
限
実
体
を
―
―
無
限
実
体
た
る
神
に
対
し
て
―
―
被
造
物
（res=thing

）
な
る
概
念
を
以
て
総
括
す
る
な
ら
ば
、
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デ
カ
ル
ト
の
体
系
は
先
ず
第
一
に
神
と
被
造
物
と
の
二
元
論
で
あ
り
、
更
に
第
二
に
精
神
と
物
体
と
の
二
元
論
で
あ
る
と
い

う
風
に
、
二
重
の
意
味
に
於
て
二
元
論
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
而
し
て
二
元
論
が
決
し
て
最
後
の
立
場

で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
こ
か
ら
問
題
が
は
じ
ま
る
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
既
に
古
代
思
想
に
於
て
見
て
来
た
通
り
で
あ
る
。

卑
近
な
と
こ
ろ
に
例
を
と
れ
ば
、
―
―
若
し
精
神
と
物
体
と
が
相
互
に
全
く
独
立
す
る
実
体
で
あ
る
な
ら
ば
、
両
者
の
間

に
交
互
作
用
は
あ
り
得
な
い
筈
で
あ
る
が
、
―
―
し
か
し
事
実
は
、
私
が
飢
と
渇
を
覚
え
る
と
き
私
の
身
体
は
食
物
と
飲
物

を
要
求
し
、
私
の
身
体
が
傷
つ
け
ら
れ
た
と
き
に
は
私
は
痛
み
を
感
ず
る
。
水
先
案
内
者
は
自
分
の
乗
っ
て
い
る
船
が
い
た

ん
だ
と
き
、
そ
の
破
損
箇
所
を
た
だ
眼
で
見
る
に
と
ど
ま
る
で
あ
ろ
う
が
、
私
が
身
体
の
負
傷
に
よ
っ
て
痛
み
を
如
実
に
感

ず
る
と
こ
ろ
を
見
れ
ば
、
私
は
決
し
て
単
な
る
水
先
案
内
者
の
よ
う
な
形
で
私
の
身
体
の
中
に
宿
っ
て
お
る
の
で
は
な
く
、

私
の
精
神
と
身
体
と
が
―
―
全
く
一
体
を
な
し
て
い
る
か
の
如
く
思
わ
れ
る
ほ
ど
―
―
密
接
に
交
錯
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
（「
省
察
録
」
第
六
）。
し
か
し
デ
カ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
精
神
と
身
体
と
が
共
に
実
体
と
し
て

そ
の
本
性
上
直
接
合
体
し
得
な
い
も
の
で
あ
る
以
上
、
両
者
は
或
る
特
殊
な
器
管
を
通
じ
て
相
互
に
交
渉
す
る
と
考
え
る
の

他
は
な
い
。
デ
カ
ル
ト
は
か
か
る
器
管
を
脳
髄
の
内
に
探
し
求
め
、
そ
れ
は
臓
髄
の
最
も
中
心
に
あ
っ
て
最
も
よ
く
保
護
さ

れ
、し
か
も
対
を
な
し
て
い
な
い
唯
一
の
器
官
た
る
松
果
腺（glandula pinealis=pineral gland

）で
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
、

い
か
は
窮
余
の
仮
説
で
あ
る
と
は
い
え
、
一
た
び
心
身
間
の
交
互
作
用
（influxus physicus=physical influx

）
を
承
認
す

る
以
上
、
そ
れ
が
デ
カ
ル
ト
の
根
本
思
想
た
る
二
元
論
と
調
和
し
得
な
い
こ
と
は
、
い
う
迄
も
な
い
。
従
っ
て
、
苟
も
デ
カ

ル
ト
学
派
を
以
て
任
ず
る
ほ
ど
の
者
が
、
先
ず
此
の
問
題
の
解
決
に
腐
心
し
た
こ
と
は
誠
に
当
然
で
あ
る
、
と
い
わ
ね
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。

而
し
て
難
点
の
由
っ
て
来
る
と
こ
ろ
は
、
精
神
と
物
体
が
本
来
の
意
味
に
於
て
は
実
体
と
呼
ば
れ
得
な
い
も
の
で
あ
る
の
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に
も
拘
ら
ず
、そ
れ
ら
が
何
れ
も
独
立
の
実
体
で
あ
る
か
の
如
く
考
え
る
点
に
あ
る
。そ
れ
故
に
、問
題
解
決
の
途
は
先
ず「
実

体
」
な
る
概
念
を
厳
密
に
限
定
す
る
と
こ
ろ
に
見
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
レ
ジ
（R

égis, 1632-1707

）
は
、

神
の
み
が
本
来
の
意
味
に
於
て
の
実
体
で
あ
る
が
故
に
又
神
の
み
が
本
来
の
意
味
に
於
て
の
原
因
で
あ
り
、
他
の
も
の
は
凡

て
単
な
る
器
具
（instrum

ent

）
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
、
と
し
た
。
即
ち
彼
に
よ
れ
ば
、
神
は
わ
れ
わ
れ
の
精
神
を
器
具
と

し
て
身
体
の
中
に
一
定
の
運
動
を
生
ぜ
し
め
る
の
で
あ
る
、
と
い
う
。
し
か
し
か
く
の
如
く
、
わ
れ
わ
れ
の
精
神
が
器
具
と

し
て
の
役
割
を
演
ず
る
以
上
、
た
と
い
そ
れ
は
そ
れ
だ
け
で
そ
の
現
象
を
生
ぜ
し
め
る
原
因
で
な
い
に
し
て
も
、
少
く
と
も

本
来
の
原
因
と
共
に
何
等
か
の
意
味
に
於
て
同
時
に
は
た
ら
く
原
因
で
あ
る
こ
と
が
許
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
事

実
レ
ジ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
精
神
が
物
体
の
運
動
の
方
向
0

0

を
規
定
し
得
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
精
神
に
指
導
的
な

は
た
ら
き
を
承
認
し
て
お
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
か
く
て
は
、
同
一
の
物
体
運
動
に
於
て
神
の
は
た
ら
き
と
精
神
の
は
た
ら

き
、
神
の
意
志
と
人
の
意
志
と
が
相
互
に
競
争
す
る
こ
と
と
な
り
、
結
局
両
者
の
関
係
は
未
解
決
の
ま
ま
に
残
さ
れ
る
こ
と

と
な
る
で
あ
ろ
う
。
此
の
神
の
意
志
と
人
の
意
志
の
関
係
の
問
題
を
と
り
あ
げ
て
ル
イ
・
ド
ゥ
・
ラ
・
フ
ォ
ー
ル
ジ
ュ
（Louis 

de la Forge, 

生
死
の
年
不
詳
）
は
、
人
の
意
志
を
意
識
的
行
為
の
直
接
的
原
因
と
し
、
こ
れ
に
反
し
て
神
の
意
志
を
無
意
識

的
過
程
の
直
接
原
因
と
す
る
と
い
う
風
に
二
つ
の
領
域
を
区
別
し
、
且
つ
後
者
の
無
意
識
的
過
程
の
場
合
に
於
て
身
体
の
受

け
る
刺
戟
は
―
―
勿
論
、
表
象
を
直
接
ひ
き
起
す
原
因
と
な
る
こ
と
は
出
来
な
い
け
れ
ど
も
、
―
―
神
が
一
定
の
表
象
を
ひ

き
起
す
機
会
（occasio=occasion

）
と
な
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
無
意
識
的
過
程
の
範
囲
内
に
於
て

機
縁
説
（O

ccasionalism

）
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
若
し
も
、
所
謂
肆
意
的
な
行
為
と
称
せ
ら
れ
る
も
の
も
そ
の
実
は
決

し
て
肆
意
的
な
も
の
で
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
な
ら
ば
、
機
縁
説
的
な
考
え
方
は
そ
れ
に
よ
っ
て
一
層
徹
底
せ
ら
れ

る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
而
し
て
此
の
方
向
に
一
歩
を
進
め
、
フ
ラ
ン
ス
に
於
け
る
デ
カ
ル
ト
学
派
中
は
じ
め
て
機
縁
説
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を
明
白
に
唱
え
た
の
は
コ
ル
ド
ゥ
モ
ア
（G

éraud de C
ordem

oy, -1684

）
で
あ
る
。
コ
ル
ド
ゥ
モ
ア
に
よ
れ
ば
、
物
体
は

意
志
を
有
し
な
い
が
故
に
如
何
な
る
意
味
に
於
て
も
自
ら
他
を
動
か
す
原
因
と
な
る
こ
と
は
出
来
ず
、
他
方
、
精
神
も
亦
思

惟
実
体
と
し
て
延
長
実
体
と
し
て
の
物
体
と
は
根
本
的
に
異
な
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
如
何
な
る
物
体
を
も
動
か
す
こ
と

が
出
来
ず
、
又
導
く
こ
と
す
ら
も
出
来
な
い
。
し
か
る
に
神
は
無
限
に
し
て
全
能
な
る
意
志
で
あ
る
が
故
に
、
神
こ
そ
は
唯

一
の
原
因
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
仮
に
二
つ
の
物
体
が
衝
突
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
両
者
共
に
衝
突
以
前
と
は
異
な
る

運
動
を
開
始
し
た
と
す
る
。
そ
の
場
合
と
雖
も
―
―
コ
ル
ド
ゥ
モ
ア
に
よ
れ
ば
―
―
両
者
何
れ
も
直
接
他
を
動
か
し
又
直
接

他
か
ら
動
か
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
衝
突
が
た
だ
「
機
縁
」
と
な
っ
て
唯
一
原
因
た
る
神
が
一
つ
の
物
体
を
動
か
し
同

時
に
又
他
の
物
体
を
動
か
し
た
の
で
あ
る
。
更
に
人
間
に
於
て
意
志
が
身
体
の
一
定
の
運
動
を
意
図
す
る
場
合
と
雖
も
、
決

し
て
人
間
の
意
志
が
そ
の
運
動
を
生
ぜ
し
め
る
原
因
と
な
る
の
で
は
な
く
、
神
の
意
志
が
そ
の
運
動
を
惹
き
起
す
際
の
機
縁

と
な
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
機
縁
説
は
コ
ル
ド
ゥ
モ
ア
に
よ
っ
て
原
理
的
に
確
立
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
更
に
そ
れ
を
一
層
大
な
る
体
系

の
形
に
展
開
し
た
者
は
ゲ
ー
リ
ン
ク
ス（A

rnold G
eulincx, 1625-1669

）で
あ
る
。彼
は
デ
カ
ル
ト
の
出
発
点
た
る「
我
考
う
、

故
に
我
あ
り
」
か
ら
改
め
て
出
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
厳
密
に
そ
の
論
理
的
帰
結
を
追
究
し
た
の
で
あ
る
。
ゲ
ー
リ
ン
ク
ス
に

よ
れ
ば
、
絶
対
的
確
実
性
を
以
て
認
識
さ
れ
得
る
唯
一
の
対
象
は
「
考
え
る
我
」
の
存
在
で
あ
る
故
に
、
思
惟
的
活
動
の
み

が
そ
れ
自
身
確
実
で
あ
り
、
又
そ
れ
自
身
確
実
で
あ
る
と
こ
ろ
の
凡
て
の
活
動
は
思
惟
的
性
質
を
も
っ
た
も
の
即
ち
意
識
に

よ
っ
て
明
ら
か
に
照
ら
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
従
っ
て
、
若
し
我
の
中
に
そ
れ
が
如
何
に
し
て
生
起
す
る
か
が

識
ら
れ
な
い
よ
う
な
活
動
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
我
の
活
動
で
は
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
我
が
そ
の
活
動
の
原
因

で
は
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
現
在
我
が
有
す
る
諸
々
の
感
性
表
象
は
我
の
思
惟
及
び
意
欲
か
ら
全
く
独
立
で
あ
っ
て
、
我
は
そ
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の
発
生
の
事
情
を
審
か
に
し
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
は
我
な
ら
ぬ
他
の
意
志
に
よ
っ
て
惹
き
起
さ
れ
た
も
の

と
考
え
る
の
他
は
な
い
。
而
し
て
他
の
意
志
及
び
我
は
共
に
そ
の
本
性
上
単
一
0

0

な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
一
か
ら
多
を
生
み
出

す
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
限
り
、
他
の
意
志
が
我
に
直
接
は
た
ら
き
か
け
て
諸
々
0

0

の
感
性
表
象
を
ひ
き
起
す
途
は
な
く
、
た

だ
多
様
に
変
化
す
る
物
体
―
―
即
ち
物
体
の
運
動
―
―
の
助
け
に
よ
っ
て
の
み
、
他
の
意
思
は
諸
々
の
感
性
表
象
を
ひ
き
起

す
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
際
と
雖
も
、
決
し
て
物
体
の
運
動
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
精
神
自
体
が
動
か
さ

れ
て
諸
々
の
感
性
表
象
が
生
ず
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
運
動
は
一
般
に
部
分
と
部
分
と
の
接
近
或
は
分

離
と
し
て
起
る
も
の
な
の
で
あ
る
が
、
本
来
単
一
な
る
精
神
に
は
部
分
と
い
う
が
如
き
も
の
は
な
く
、
従
っ
て
運
動
と
い
う

こ
と
即
ち
動
か
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
そ
の
本
性
上
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
か
く
て
物
体
の
運
動
に
よ
っ
て
精
神
の
中
に

諸
々
の
表
象
が
生
起
す
る
と
い
う
場
合
、
そ
れ
は
決
し
て
表
象
を
ひ
き
起
す
原
因
即
ち
動
力
因
（causa efficiens=efficient 

cause

）
で
あ
る
こ
と
は
出
来
ず
、
精
神
【
に
】
そ
の
機
会
を
与
え
る
原
因
即
ち
機
会
因
（causa occasionalis=occasional 

cause

）
で
し
か
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
、
物
体
の
運
動
を
機
会
因
と
し
て
精
神
の
中
に
諸
々
の
表
象
を
生
ぜ

し
め
る
動
力
因
と
な
る
べ
き
「
他
の
意
志
」
と
は
、
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
精
神
と
物
体
の
何
れ
に
も
属
さ

ず
、
し
か
も
凡
ゆ
る
物
体
を
機
会
因
と
し
て
は
た
ら
き
得
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
無
辺
尨
大
な
る
物
体
界
よ
り
も
遥
か
に

強
力
な
る
も
の
即
ち
全
能
な
る
意
志
と
し
て
の
神
そ
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ま
こ
と
に
神
は
物
体
界
の
事
物
又
は
そ

れ
に
影
響
さ
れ
て
起
る
身
体
的
変
化
を
「
機
縁
」
と
し
て
わ
れ
わ
れ
の
精
神
の
中
に
種
々
様
々
な
る
表
象
を
ひ
き
起
す
の
で

あ
る
。
逆
に
又
、同
じ
こ
と
が
精
神
内
の
意
志
作
用
と
身
体
に
現
わ
れ
る
有
意
的
行
動
と
の
間
に
も
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

か
く
し
て
精
神
現
象
と
物
体
現
象
と
が
毫
も
直
接
の
相
互
作
用
を
な
さ
ず
夫
々
独
立
の
世
界
を
構
成
す
る
も
の
と
す
る
な
ら

ば
、
此
の
二
つ
の
世
界
が
人
間
に
於
て
如
何
に
し
て
一
つ
に
結
び
つ
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
確
か
に
自
然
的
説
明
を
許



90

第十節　唯 理 論

さ
な
い
一
つ
の
不
可
思
議
な
る
調
和
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。ゲ
ー
リ
ン
ク
ス
は
此
の
問
題
に
つ
い
て
精
神
と
物
体（
身

体
）
と
の
か
か
る
結
び
つ
き
を
わ
れ
わ
れ
は
人
間
と
呼
び
、
そ
の
結
合
に
入
る
の
を
生
れ
る
と
い
い
、
そ
れ
か
ら
退
く
の
を

死
と
名
づ
け
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
結
合
が
如
何
に
し
て
な
さ
れ
る
か
は
全
く
知
ら
ず
、
た
だ
そ
れ
が
我
自
身
に
由
来
す
る
も

の
で
は
な
く
我
な
ら
ぬ
他
の
超
自
然
的
な
意
志
即
ち
神
の
意
志
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
る
の
み
で
あ
る
、
と
述
べ
て

お
る
の
で
あ
る
。

ゲ
ー
リ
ン
ク
ス
の
か
く
の
如
き
機
縁
説
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
後
に
重
大
な
る
難
点
を
伴
う
こ
と
が
発
見
せ
ら
れ
る
と
共

に
幾
分
修
正
さ
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
即
ち
、
上
述
の
如
く
若
し
個
々
の
出
来
事
に
対
し
て
事
毎
に
神
が
そ
の
動
力
因
で

あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
神
は
此
の
世
に
存
在
す
る
一
切
の
悪
に
対
し
て
責
を
負
わ
ね
ば
な
ら
ず
、
か
く
て
は
デ
カ
ル
ト
派
の

根
本
思
想
た
る
神
の
完
全
性
（perfectio D

ei=perfectness of G
od

）
は
根
柢
か
ら
破
壊
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

此
の
不
都
合
な
帰
結
を
免
れ
ん
が
た
め
に
、
ゲ
ー
リ
ン
ク
ス
は
そ
の
一
貫
し
た
機
縁
説
を
改
造
し
て
、
神
は
そ
の
造
化
の
最

初
に
あ
た
っ
て
一
つ
の
世
界
の
出
来
事
が
お
の
ず
か
ら
他
の
世
界
に
於
け
る
出
来
事
と
並
行
す
る
よ
う
に
、
―
―
あ
た
か
も

巧
妙
な
る
時
計
師
の
つ
く
っ
た
二
つ
の
時
計
が
毫
も
相
互
作
用
を
及
ぼ
し
合
う
こ
と
な
く
し
て
、
し
か
も
精
密
に
並
行
し
て

進
む
よ
う
に
、
―
―
精
神
と
物
体
な
る
二
種
類
の
有
限
実
体
を
造
っ
た
の
で
あ
る
と
考
え
、
個
々
の
出
来
事
に
於
け
る
神
の

超
自
然
的
活
動
の
連
続
を
、
造
化
当
時
に
於
け
る
唯
一
回
の
奇
蹟

0

0

0

0

0

0

に
還
元
し
た
の
で
あ
る
。
ゲ
ー
リ
ン
ク
ス
の
か
か
る
奇
蹟

論
は
、
蓋
し
思
惟
実
体
た
る
精
神
と
延
長
実
体
た
る
物
体
と
の
デ
カ
ル
ト
的
対
立
を
固
守
す
る
限
り
、
当
然
避
け
る
こ
と
の

出
来
な
い
帰
結
で
あ
る
、
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

而
し
て
奇
蹟
論
は
、
之
を
一
歩
推
し
進
め
る
な
ら
ば
神
秘
説
と
な
る
。
マ
ー
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
（N

icole M
alebranche, 

1638-1715

）
に
よ
れ
ば
、
事
物
の
認
識
は
如
何
に
し
て
可
能
で
あ
る
か
と
い
う
一
事
を
と
っ
て
み
て
も
、
わ
れ
わ
れ
は
神
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に
ま
で
遡
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
と
い
う
の
は
、
精
神
と
物
体
と
が
夫
々
独
立
の
も
の
で
あ
る
以
上
、
物
体
が
精
神
の
中
へ
入
っ

て
来
る
こ
と
は
出
来
ず
、
逆
に
精
神
が
物
体
を
含
む
こ
と
も
出
来
ず
、
更
に
又
精
神
が
自
分
自
身
で
表
象
を
創
造
す
る
こ
と

も
出
来
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
事
物
の
表
象
の
起
原
を
神
に
求
め
る
の
他
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
も
無
限

な
る
表
象
を
一
挙
に
神
か
ら
受
取
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
有
限
な
人
間
精
神
に
は
到
底
不
可
能
で
あ
り
、
と
い
っ
て
一
定

の
対
象
を
想
い
浮
べ
よ
う
と
す
る
そ
の
都
度
、
神
が
そ
の
表
象
を
わ
れ
わ
れ
の
精
神
の
中
に
つ
く
り
出
す
と
い
う
風
に
考
え

る
こ
と
は
、
―
―
一
定
の
対
象
を
想
い
浮
べ
よ
う
と
す
る
こ
と
自
体
が
そ
の
対
象
の
表
象
を
既
に
予
め
何
等
か
の
形
に
於
て

も
っ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
が
故
に
、
―
―
問
題
の
解
決
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
す
る
な
ら
ば
、
所
詮
、
事
物

の
表
象
或
は
観
念
が
神
か
ら
出
て
わ
れ
わ
れ
人
間
の
精
神
に
入
っ
て
来
る
い
か
な
る
途
も
全
然
存
在
し
な
い
、
と
い
わ
ね

ば
な
ら
ぬ
。「
諸
々
の
観
念
は
た
だ
神
に
よ
っ
て
・
神
に
於
て
、
の
み
在
る
」
と
マ
ー
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
は
い
う
。
従
っ
て
事

物
の
認
識
も
亦
、
た
だ
神
に
於
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
「
わ
れ
わ
れ
は
一
切
の
も
の
を
神
に
於
て
見
る
」
の

で
あ
る
（N

ous voyons toutes choses en D
ieu.―

 “Recherche de la vérité,” III, 2, 6.

）。
従
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
事
物

を
認
識
す
る
こ
と
は
神
の
本
体
そ
の
も
の
を
分
有
す
る
こ
と
（participatio substantiae divinae =participation of divine 

substance

）
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
故
に
「
若
し
わ
れ
わ
れ
が
神
を
見
な
い
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
何
物
を
も

見
る
こ
と
が
出
来
ず
、
又
若
し
神
を
愛
し
な
い
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
何
物
を
も
愛
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
。」

か
か
る
思
想
を
背
景
に
考
え
る
な
ら
ば
、
―
―
年
代
の
順
序
は
一
応
別
問
題
と
し
て
―
―
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
の
所
謂
「
神
に

酔
え
る
」
哲
学
者
ス
ピ
ノ
ー
ザ
（B

ebedictus de Spinoza, 1632-1677
）
の
思
想
を
無
理
な
く
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
決
し
て
単
な
る
陶
酔
で
は
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
が
、
先
ず
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ス
ピ
ノ
ー
ザ
の
伝

記
学
者
と
し
て
有
名
なJohannes C

olerus

（1647-1707

）が『
ス
ピ
ノ
ー
ザ
の
生
涯
』【"The Life of Benedict de Spinosa"

】（1706

）
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の
中
で
ス
ピ
ノ
ー
ザ
自
身
の
言
葉
と
し
て
伝
え
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
ス
ピ
ノ
ー
ザ
の
哲
学
的
認
識
は
や
は
り
デ
カ
ル
ト
の

著
書
の
研
究
か
ら
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
デ
カ
ル
ト
の
教
説
の
中
で
も
特
に
彼
を
強
く
惹
き
つ
け
た
も
の
は
、
最

も
確
実
な
根
拠
に
よ
っ
て
証
明
せ
ら
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
何
物
も
真
理
と
見
做
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
根
本
命
題

で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
デ
カ
ル
ト
哲
学
の
研
究
に
熱
中
し
た
結
果
が
、
や
が
て
猶
太
教
会
と
の
衝
突
を
来
た
す
こ
と
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。
当
時
、
ス
ピ
ノ
ー
ザ
の
卓
越
を
妬
む
青
年
達
の
奸
計
に
よ
っ
て
「
ス
ピ
ノ
ー
ザ
は
神
を
無
み
す
る
不
届

者
で
あ
り
、
モ
ー
ゼ
の
律
法
を
単
な
る
政
治
上
の
目
的
か
ら
作
ら
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
軽
蔑
し
、
猶
太
民
族
が
選
民
で

あ
る
と
い
う
の
は
迷
信
妄
想
に
他
な
ら
ぬ
と
罵
る
者
で
あ
る
」
と
い
う
悪
評
が
ひ
ろ
め
ら
れ
た
た
め
、
ス
ピ
ノ
ー
ザ
が
信
仰

裁
判
所
へ
召
喚
さ
れ
る
様
な
情
勢
と
な
っ
た
と
き
、
彼
に
非
常
な
望
み
を
か
け
て
い
た
教
師
の
一
人
は
、
何
と
か
し
て
ス
ピ

ノ
ー
ザ
の
魂
を
引
き
戻
そ
う
と
説
得
に
つ
と
め
た
け
れ
ど
も
結
局
無
駄
だ
っ
た
の
で
、
遂
に
は
愛
す
る
弟
子
に
向
っ
て
呪
咀

と
脅
迫
の
言
葉
を
さ
え
浴
せ
か
け
た
の
に
対
し
て
、
ス
ピ
ノ
ー
ザ
は
少
し
も
動
ぜ
す
、
端
然
と
し
て
次
の
様
に
答
え
た
と
い

う
。「
私
は
あ
な
た
か
ら
ヘ
ブ
ラ
イ
語
を
学
び
ま
し
た
。
あ
な
た
は
ど
う
ぞ
私
か
ら
、
破
門
と
い
う
こ
と
が
如
何
に
し
て
行

わ
れ
る
か
を
学
ん
で
下
さ
い
、」
と
。
此
の
言
葉
を
聞
く
や
否
や
、
烈
火
の
如
く
憤
激
し
た
そ
の
教
師
は
「
破
門
だ
！　

破

門
だ
！
」
と
絶
叫
し
た
、
と
或
る
伝
記
学
者
は
そ
の
劇
的
光
景
を
伝
え
て
い
る
（B

oulainvillier: La vie de Spinoza, pp. 

9-12

）。
か
く
し
て
ス
ピ
ノ
ー
ザ
の
二
十
四
歳
の
年
、
一
六
五
六
年
八
月
六
日
最
も
重
い
「
大
追
放
」
の
宣
告
が
下
さ
れ
た

時
に
は
、
ス
ピ
ノ
ー
ザ
は
殺
害
者
の
襲
撃
を
慮
っ
て
既
に
一
足
早
く
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
を
落
ち
の
び
、
習
い
お
ば
え
た
レ
ン

ズ
磨
き
で
さ
さ
や
か
な
自
活
の
途
を
講
じ
な
が
ら
、
専
ら
真
理
追
求
の
道
を
精
進
す
る
弧
独
の
生
涯
を
送
っ
た
の
で
あ
る
。

ス
ピ
ノ
ー
ザ
の
哲
学
体
系
が
一
冊
の
書
物
に
ま
と
め
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
主
著
『
エ
テ
ィ
カ
』（Ethica

）
に
は
「
幾
何
学

的
方
法
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
た
る
」（m

ore geom
etrico dem

onstrata=dem
onstrated by geom

etrical m
ethod

）
と
い
う
副
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名
が
つ
け
ら
れ
、
書
物
全
体
が
七
十
六
の
定
義
と
十
六
の
公
理
と
二
百
五
十
九
の
定
理
と
七
十
の
系
と
百
二
十
九
の
備
考
と

か
ら
成
っ
て
い
る
。
既
に
デ
カ
ル
ト
は
数
学
を
以
て
典
型
的
な
学
問
と
考
え
、
こ
れ
に
則
っ
て
新
し
い
哲
学
的
方
法
を
見
出

そ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
ス
ピ
ノ
ー
ザ
は
此
の
精
神
を
一
層
徹
底
さ
せ
て
叙
述
の
方
法
ま
で
も
完
全
に
幾
何
学
的
方
法

に
従
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
最
も
整
備
し
た
唯
理
論
の
体
系
を
樹
立
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
こ
と
は
、
ス
ピ

ノ
ー
ザ
に
於
て
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
ス
ピ
ノ
ー
ザ
の
根
本
思
想
た
る
汎
神
論

0

0

0

（Pantheism

）
は
本
来
、

根
本
実
体
と
し
て
の
神
か
ら
万
物
が
派
生
さ
れ
た
も
の
と
見
る
観
方
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
は
推
理
に
よ
っ
て
特
殊
を
普
遍
か

ら
導
き
出
す
演
繹
的
方
法
と
し
て
の
幾
何
学
的
方
法
が
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

か
く
し
て
『
エ
テ
ィ
カ
』
は
第
一
部
「
神
に
就
て
」
を
以
て
始
め
ら
れ
、
そ
の
冒
頭
に
ス
ピ
ノ
ー
ザ
の
哲
学
思
想
の
根
幹

を
な
す
四
つ
の
概
念
―
―
実
体
・
属
性
・
様
態
及
び
神
の
概
念
を
定
義
し
て
次
の
様
に
述
べ
て
い
る
。

実
体
（substantia

）
と
は
、
そ
れ
自
身
に
存
在
し
そ
れ
自
身
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
も
の
、
換
言
す
れ
ば
そ
の
概
念

が
形
成
さ
れ
る
た
め
に
他
の
も
の
の
概
念
を
必
要
と
し
な
い
も
の
を
意
味
す
る
（
定
義
三
）。

属
性
（attributum

）
と
は
、実
体
の
本
質
を
構
成
す
る
も
の
と
し
て
悟
性
が
認
め
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
意
味
す
る
（
定

義
四
）。

様
態
（m

odus

）
と
は
、
実
体
の
変
相
を
い
う
。
換
言
す
れ
ば
、
自
己
以
外
の
他
の
も
の
の
中
に
存
在
し
・
ま
た
そ

の
他
の
も
の
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
意
味
す
る
（
定
義
五
）。

神
（D

eus

）
と
は
絶
対
に
無
限
な
実
在
（ens absolute infinitum

=absolutely infinite being

）
即
ち
無
限
に
多
く
の

属
性
か
ら
成
り
立
ち
、且
そ
の
各
々
の
属
性
が
永
遠
無
限
の
本
質
を
表
わ
す
と
こ
ろ
の
も
の
を
意
味
す
る
（
定
義
六
）。

以
上
の
こ
と
か
ら
先
ず
第
一
に
実
体
が
自
己
因

0

0

0

で
あ
る
こ
と
、
第
二
に
無
限
0

0

で
あ
る
こ
と
、
第
三
に
唯
一
0

0

で
あ
る
こ
と
が
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論
理
的
に
演
繹
せ
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
第
一
に
若
し
実
体
が
自
己
以
外
の
他
の
も
の
に
そ
の
存
在
の
根
拠
を
も
っ
て

い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
そ
の
他
の
も
の
に
依
存
す
る
こ
と
と
な
り
、
従
っ
て
実
体
で
あ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
故
に

実
体
は
自
己
因
（causa sui=cause of itself

）
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
第
二
に
実
体
が
有
限
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
他

の
実
体
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
限
り
依
存
的
で
あ
っ
て
、
実
体
で
あ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
故
に
実
体

は
無
限
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
第
三
に
若
し
多
く
の
異
な
っ
た
実
体
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
の
実
体
は
属
性
の

異
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
か
或
は
そ
の
様
態
の
異
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
と
こ
ろ
が
、
若
し
属

性
が
違
う
と
い
う
こ
と
だ
け
で
区
別
せ
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
各
々
の
属
性
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
宛
の
実
体
が

存
在
す
る
こ
と
を
許
容
す
る
こ
と
と
な
り
、
か
く
て
は
実
体
と
属
性
と
の
差
別
そ
の
も
の
が
無
意
味
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ

れ
に
反
し
て
、
若
し
様
態
が
違
う
こ
と
に
よ
っ
て
区
別
せ
ら
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
実
体
は
そ
の
本
性
上
様
態
に
先
立
つ

も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
様
態
を
は
な
れ
て
実
体
そ
れ
自
身
を
観
察
す
れ
ば
、
―
―
即
ち
真
に
観
察
さ
れ
る
な
ら
ば
（vere 

considerata=truely considered

）、
―
―
そ
れ
ら
は
も
は
や
相
互
に
異
な
っ
た
も
の
と
し
て
は
理
解
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

故
に
実
体
は
多
数
で
あ
る
こ
と
は
出
来
ず
、
唯
一
つ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
―
―
か
く
し
て
実
体
が
「
唯
一
無

限
な
る
自
己
因
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
す
れ
ば
、
真
の
実
髄
は
畢
竟
「
神
」
の
ほ
か
は
な
い
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
従

っ
て
「
実
体
即
神
」（substantia sive D

eus

）
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
ス
ピ
ノ
ー
ザ
は
、デ
カ
ル
ト
の
「
神
・
精
神
・
物
体
」（D

eus-m
ens-corpus

）
な
る
三
実
体
説

0

0

0

0

を
の
り
超
え
て
「
神
」

の
一
実
体
説

0

0

0

0

を
主
張
し
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
デ
カ
ル
ト
思
想
の
忠
実
な
論
理
的
発
展
に
他
な
ら
な
い
。
即
ち
、

デ
カ
ル
ト
も
亦
実
体
を
「
そ
れ
自
身
で
存
在
し
得
る
も
の
」（quae per se apta est exister=a thing w

hich is capable of 

existing of itself

）
と
定
義
し
た
の
で
あ
っ
て
、
此
の
意
味
に
於
て
真
の
実
体
は
た
だ
神
の
み
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
筈
で
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あ
る
が
、
し
か
も
デ
ル
ル
ト
は
他
方
に
於
て
、
神
に
依
存
す
る
精
神
と
物
体
を
も
亦
「
実
体
」
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。
尤
も
彼

は
実
体
に
無
限
実
体
と
有
限
実
体
と
を
区
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
此
の
矛
盾
を
避
け
よ
う
と
し
た
の
で
は
あ
る
が
、
し
か

し
そ
の
た
め
に
「
実
体
」
と
い
う
言
葉
が
二
つ
の
異
な
る
意
味
に
混
用
さ
れ
る
様
に
な
っ
た
こ
と
は
、
否
定
す
る
こ
と
が
出

来
な
い
の
で
あ
る
。
此
の
難
点
を
切
り
開
い
て
思
想
の
根
幹
を
明
確
な
ら
し
め
る
た
め
に
、
ス
ピ
ノ
ー
ザ
は
デ
カ
ル
ト
本
来

の
「
実
体
」
の
概
念
を
あ
く
ま
で
も
追
究
し
発
展
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
徹
底
し
た
汎
神
論
的
一
元
論
に
到
達
し
た
の
で

あ
る
。

汎
神
論
的
一
元
論
の
立
場
に
於
て
は
、
一
切
の
も
の
は
神
に
於
て
あ
り
、
神
は
万
物
の
内
在
的
原
因
（causa 

im
m

anens=im
m

anent cause
）
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
故
に
、
神
の
活
動
は
い
か
な
る
外
的
拘
束
に
も
支
配
さ
れ
ず
、

全
く
自
己
の
み
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
い
う
意
味
に
於
て
自
由
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
即
ち
、
神
は
「
自
己
因
」

で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
又
「
自
由
因
」（causa libera=free cause

）
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
他
面
に
於
て
―
―
ス
ピ
ノ
ー
ザ

に
よ
れ
ば
―
―
神
が
現
に
行
動
す
る
が
如
く
行
動
す
る
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
万
有
が
現
に
あ
る
が
如
く
存
在
す
る
こ
と
は
、

円
が
等
し
い
半
径
を
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
と
同
様
、
必
然
的
で
あ
る
。
即
ち
、
幾
何
学
に
於
て
空
間
に
関
す
る
永
遠
的
真

理
が
自
明
の
公
理
か
ら
必
然
的
に
演
繹
さ
れ
る
様
に
、一
切
の
事
物
は
神
の
本
質
か
ら
必
然
的
に
由
来
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

し
か
も
神
に
於
て
は
、
此
の
自
由
0

0

と
必
然
0

0

と
は
決
し
て
矛
盾
す
る
概
念
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
神
は
自
分
自
身
の
原
因

で
あ
る
と
同
時
に
そ
の
結
果
で
あ
る
と
い
う
点
に
そ
の
本
質
を
有
す
る
も
の
と
し
て
、
自
分
自
身
の
原
因
0

0

と
し
て
は
自
由
で

あ
る
と
同
時
に
自
分
自
身
の
結
果
0

0

と
し
て
は
必
然
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
神
の
自
由
は
神
の
必
然
で
あ
り
、
神
の
必

然
は
神
の
自
由
で
あ
っ
て
、
此
の
二
つ
の
も
の
を
別
々
に
ひ
き
離
す
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
ス
ピ
ノ
ー
ザ
は
定
義
七

に
於
て
「
自
由
」
を
次
の
様
に
規
定
し
て
い
る
。
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そ
の
本
性
の
必
然
に
よ
っ
て
の
み
存
在
し
、
且
つ
自
己
自
身
に
よ
っ
て
の
み
行
為
に
ま
で
規
定
さ
れ
る
も
の
こ
そ
、

自
由
と
呼
ば
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

勿
論
こ
こ
で
い
う
自
由
は
、
決
し
て
自
然
必
然
性
を
超
越
し
て
自
己
の
欲
す
る
ま
ま
に
―
―
こ
れ
又
は
か
れ
の
―
―
行
動

を
な
し
得
る
様
な
能
力
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
日
常
「
自
由
」
な
る
言
葉
を
以
て
言
い
表
わ
す
と
こ
ろ
の

も
の
、
或
は
む
し
ろ
「
肆
意
」（W

illkür=arbitrariness

）
と
呼
ば
る
べ
き
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
一
般
に
ス
ピ
ノ
ー
ザ
の
思

想
体
系
に
於
て
は
、
い
か
な
る
場
所
を
も
見
出
す
こ
と
心
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
ス
ピ
ノ
ー
ザ
が
神
の
自
由

0

0

0

0

を
主
張

し
な
が
ら
、
し
か
も
他
面
に
於
て
一
般
に
自
由
を
否
定
し
て
も
、
そ
れ
は
決
し
て
矛
盾
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
彼
の
主

張
す
る
神
の
自
由
は
「
自
由
な
る
原
因
」
で
あ
っ
て
「
自
由
な
る
意
志
」
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
而
し
て
神
に
於
け
る
自

由
な
る
原
因
と
は
、
根
源
的
永
遠
的
原
因
と
い
う
に
等
し
く
、
そ
れ
は
畢
竟
事
物
の
内
面
的
必
然
性
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ

る
か
ら
、茲
に
於
て
一
見
矛
盾
す
る
様
に
思
わ
れ
る
自
由
と
必
然
と
を
一
つ
に
結
び
つ
け
る
考
え
方
が
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。

事
実
ス
ピ
ノ
ー
ザ
は
そ
の
手
紙
の
所
々
に
「
私
は
自
由
を
自
由
な
る
決
断

0

0

0

0

0

0

の
意
味
に
考
え
る
の
で
は
な
く
、
自
由
な
る
必
然

0

0

0

0

0

0

性0

の
意
味
に
解
す
る
」
旨
を
述
べ
て
お
る
の
で
あ
る
（Epistola LX

II; X
X

III

）。
此
の
自
由
と
必
然
の
同
一
視
は
、
次
の
幾

何
学
的
性
質
の
比
喩
に
よ
っ
て
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
一
層
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
円
な

る
概
念
の
中
に
は
、
そ
の
凡
て
の
半
径
が
等
し
い
と
い
う
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
此
の
幾
何
学
的
真
理
は

唯
専
ら
円
の
定
義
の
み
か
ら
出
て
来
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
一
種
の
永
遠
的
必
然
性
で
あ
る
と
い

わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
換
言
す
れ
ば
、
円
は
「
そ
の
凡
て
の
半
径
が
等
し
い
」
と
い
う
こ
と
に
於
て
、
自
ら
の
本
質
の
必
然
的
性

質
を
具
現
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
円
は
そ
の
際
決
し
て
、
か
よ
う
な
性
質
を
も
つ
よ
う
に
外
部
か
ら
強
制
さ
れ
る
の
で
は

な
く
、
お
の
ず
か
ら
そ
の
本
性
と
し
て
も
っ
て
お
る
の
で
あ
っ
て
、
若
し
そ
れ
を
も
た
な
け
れ
ば
、
も
は
や
円
で
あ
る
こ
と
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を
や
め
る
の
他
は
な
い
。
か
よ
う
な
意
味
に
於
て
、
円
は
そ
の
凡
て
の
半
径
が
等
し
い
と
い
う
こ
と
の
唯
一
の
・
従
っ
て
自

由
な
る
原
因
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
、
円
が
そ
の
凡
て
の
半
在
は
等
し
い
と
い
う
性
質
を

0

0

0

も
つ
必
然
性

0

0

0

0

0

と
そ
の
性
質
を
も
つ
自
由

0

0

0

0

0

0

0

と
が
、
畢
竟
同
じ
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ス
ピ
ノ
ー
ザ
は
定
理

十
七
の
備
考
に
於
て
い
う
。

‥
‥
‥
神
の
無
限
な
る
本
質
か
ら
凡
て
の
も
の
が
必
然
的
に
出
て
来
た
こ
と
、
或
は
恰
も
三
角
形
の
本
質
か
ら
そ
の
内

角
の
和
に
二
直
角
に
等
し
い
と
い
う
こ
と
が
永
遠
か
ら
永
遠
に
出
て
来
る
の
と
つ
ね
に
全
く
同
じ
必
然
性
を
以
て
出
て

来
る
こ
と
を
、
私
は
十
分
明
ら
か
に
し
た
と
信
ず
る
。

右
に
い
う
―
―
万
物
の
根
源
的
永
遠
的
原
因
と
し
て
、
自
由
に
し
て
同
時
に
必
然
な
―
―
神
の
無
限
な
る
本
質
は
猶
、
無

数
の
図
形
の
基
と
な
る
空
間
の
如
き
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
元
来
、
空
間
は
無
限
な
る
こ
と
を
そ
の
本

質
と
す
る
。
若
し
空
間
に
限
界
を
劃
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
換
言
す
れ
ば
空
間
の
存
在
を
一
定
の
図
形
に

制
限
し
、
そ
の
図
形
の
外
に
於
て
は
も
は
や
空
間
は
存
在
し
な
い
と
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
畢
竟
或
る
一
部
以
外
の
空
間

を
否
定
す
る
こ
と
に
他
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
ス
ピ
ノ
ー
ザ
の
有
名
な
言
葉
に
い
う
。「
凡
て
規
定
0

0

す
る
こ
と
は
否
定
0

0

す
る
こ

と
で
あ
る
」（O

m
nis determ

inatio est negatio.=A
ll determ

ination is negation.

）。
而
し
て
空
間
に
つ
い
て
言
い
得
る
こ

と
は
、
そ
の
ま
ま
無
限
な
る
本
質
と
し
て
の
神
に
つ
い
て
も
亦
、
言
い
得
ら
れ
る
筈
で
あ
る
。
即
ち
、
も
の
に
規
定
を
与
え

る
こ
と
は
や
が
て
そ
の
規
定
以
外
の
も
の
を
そ
の
も
の
か
ら
奪
う
所
以
で
あ
り
、
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
そ
の
も
の
を
制

限
す
る
所
以
で
あ
る
が
故
に
、
完
全
に
無
限
な
る
本
質
と
し
て
の
神
が
か
よ
う
な
「
規
定
」
を
容
れ
る
筈
は
な
く
、
神
こ
そ

は
実
に
「
絶
対
的
に
無
規
定
的
な
る
も
の
」（ens absolute indeterm

inatum
=absolutely indeterm

inated being

）
で
あ
る
、

と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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而
し
て
、
い
か
な
る
意
味
に
於
て
も
規
定
0

0

と
い
う
も
の
を
も
た
な
い
神
に
は
、
個
性
0

0

な
る
も
の
は
あ
り
得
ず
、
従
っ
て
又

い
か
な
る
人
格
性

0

0

0

な
る
も
の
も
あ
り
得
な
い
。
人
格
性
を
も
た
な
い
神
に
悟
性
や
意
志
が
あ
る
筈
は
な
い
。
ス
ピ
ノ
ー
ザ
に

よ
れ
ば
、
神
が
何
等
か
の
イ
デ
ア
を
目
指
し
て
有
意
的
に
は
た
ら
く
こ
と
程
、
神
の
本
性
に
矛
盾
す
る
も
の
は
な
い
の
で
あ

る
。
従
っ
て
、
此
の
世
界
は
決
し
て
神
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
所
謂
「
被
造
物
」
で
は
な
い
。
そ
れ
は
畢
竟
神
の
は
た

ら
き
の
永
遠
必
然
の
連
続
に
他
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
り
、
神
は
此
の
因
果
の
連
鎖
に
於
け
る
「
最
初
の
・
唯
一
の
・
内
的
に
し

て
自
由
な
る
原
因
」
と
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
而
し
て
此
の
世
界
に
於
け
る
凡
ゆ
る
事
物
は
必
然

的
連
鎖
を
形
づ
く
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
全
体
を
「
自
然
」
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
自
然
は
そ
れ
の
第
一
原
因
と
し
て
の
神
と
別

の
も
の
で
は
な
く
、
又
自
然
を
産
出
す
る
は
た
ら
き
を
し
た
神
即
ち
所
謂
「
能
産
的
自
然
」（natura naturans

）
と
し
て
の

神
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
産
出
さ
れ
た
自
然
即
ち
所
謂
「
所
産
的
自
然
」（natura naturata

）
か
ら
離
れ
て
あ
る
わ
け
で
は
な

い
。
此
の
意
味
に
於
て
「
神
即
自
然
」（D

eus sive natura

）
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、

此
の
神
即
自
然
を
先
き
の
実
体
即
神
と
結
び
つ
け
て
、「
実
体
0

0

即
神0

即
自
然
0

0

」（substantia=D
eus=natura

）
と
し
て
、
ス
ピ

ノ
ー
ザ
の
根
本
思
想
を
要
約
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

以
上
述
べ
来
っ
た
ス
ピ
ノ
ー
ザ
の
根
本
思
想
に
従
っ
て
、
神
の
最
高
の
能
力
或
は
そ
の
無
限
な
る
性
質
か
ら
無
限
に
多
く

の
も
の
が
無
限
に
多
く
の
仕
方
に
於
て
、
即
ち
凡
ゆ
る
も
の
が
永
遠
か
ら
永
遠
に
幾
何
学
的
必
然
を
以
て
出
て
来
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
（
定
理
十
六
）。
し
か
し
そ
の
た
め
に
は
、
凡
ゆ
る
事
物
の
唯
一
の
内
的
原
因
た
る
神
は
、
当
然
そ
れ
に
必
要
な

条
件
を
自
ら
の
中
に
具
備
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
神
は
―
―
既
に
述
べ
た
様
に
―
―
絶
対
的
に

無
規
定
的
な
る
も
の
で
あ
る
。
全
く
無
規
定
的
な
る
も
の
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
規
定
を
具
え
た
も
の
が
直
ち
に
出
て
来
る
筈
は

な
い
。
し
か
ら
ば
、
神
の
本
質
即
ち
実
体
に
必
然
的
に
帰
属
す
る
と
考
え
ら
る
べ
き
性
質
と
は
、
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
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う
か
。
ス
ピ
ノ
ー
ザ
は
こ
れ
を
「
属
性
」
な
る
概
念
を
以
て
表
わ
し
、
そ
れ
を
「
実
体
の
本
質
を
構
成
す
る
も
の
と
し
て
悟

性
が
認
め
る
と
こ
ろ
の
も
の
」
と
定
義
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
此
の
一
見
明
瞭
な
定
義
に
も
拘
ら
ず
ス
ピ
ノ
ー
ザ
の
「
属

性
」
が
真
実
何
を
意
味
し
た
か
は
、
容
易
に
は
決
定
し
難
い
困
難
な
問
題
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
先
ず
第
一
に
、
神
の
本
質

が
属
性
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
凡
て
規
定
す
る
こ
と
は
否
定
す
る
こ
と
で
あ
る
が
故
に
、
神
は
も
は
や
絶

対
的
に
無
限
な
存
在
で
は
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
そ
う
か
と
い
っ
て
神
が
全
然
属
性
を
も
た
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ

か
ら
何
物
も
出
て
来
よ
う
が
な
く
な
っ
て
、
自
然
の
生
れ
出
る
途
が
閉
ざ
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
、
前
の
場
合

に
は
「
神
は
絶
対
的
に
無
規
定
的
な
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
根
本
的
観
念
が
破
壊
さ
れ
、
後
の
場
合
に
は
「
神
即
自
然
」

な
る
根
本
方
式
が
排
棄
せ
ら
れ
る
。
此
の
デ
ィ
レ
ン
マ
を
免
れ
る
た
め
に
、
ス
ピ
ノ
ー
ザ
が
属
性
の
定
義
の
中
で
「
悟
性
が

実
体
に
つ
い
て
認
め
る
と
こ
ろ
の
も
の
」（quod intellectus de substantia percipit=that w

hich the intellect perceives of 

the substance

）
と
い
っ
た
言
葉
を
重
視
し
て
、
属
性
は
決
し
て
実
際
神
に
具
わ
る
性
質
で
は
な
く
、
単
に
わ
れ
わ
れ
の
悟

性
の
表
象
の
仕
方
或
は
把
握
の
仕
方
に
す
ぎ
な
い
と
説
く
者
も
あ
る
が
（J. E. Erdm

ann: G
rundriss der G

eschichte der 

Philosophie, 2. A
ufl. 1878, B

d. II, S. 57-62
）、
し
か
し
そ
う
す
る
と
、
ス
ピ
ノ
ー
ザ
に
於
て
は
―
―
後
に
述
べ
る
様
に
―

―
悟
性
は
畢
竟
一
つ
の
様
態
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
属
性
が
様
態
た
る
悟
性
を
前
提
と
し
て
は
じ
め
て
存
在
す
る
と

い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
か
よ
う
な
解
釈
は
「
実
体
↓
属
性
↓
様
態
」
と
い
う
ス
ピ
ノ
ー
ザ
自
身
の
論
理
的
順
序
に
悖
る
も

の
で
あ
る
、
と
い
う
非
難
を
免
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
上
ス
ピ
ノ
ー
ザ
に
於
て
は
―
―
唯
理
論
の
定
石
通

り
―
―
「
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
と
「
存
在
す
る
」
と
い
う
こ
と
と
は
同
義
な
の
で
あ
る
か
ら
、
神
が
悟

性
に
よ
っ
て
必
ず
何
等
か
の
属
性
の
下
に
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
神
が
実
際
そ
の
属
性
を
も
っ
て

存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
同
じ
意
味
に
解
さ
る
べ
き
で
あ
り
、
か
く
し
て
こ
そ
「
神
は
無
限
に
多
く
の
属
性
か
ら
成
り
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立
つ
実
体
で
あ
る
」
と
い
う
定
義
六
と
も
合
致
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
考
え
ら
れ
る
。
更
に
定
理
十
九
に
於
て
「
神
或
は
神

の
凡
て
の
属
性
は
永
遠
で
あ
る
」
と
い
う
風
に
、「
神
」
と
「
神
の
凡
て
の
属
性
」
と
が
同
一
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
（D

eus 

sive om
nia D

ei attributa=G
od or all attributes of G

od

）、
か
よ
う
な
解
釈
の
正
し
さ
を
裏
づ
け
る
も
の
と
し
て
主
張
せ
ら

れ
る
の
で
あ
る
（K

. Fischer: G
eschichte der neueren Philosophie. B

d. II. S. 374 ff.

）。
し
か
し
翻
っ
て
考
え
る
に
、「
神
」

が
と
り
も
な
お
さ
ず
「
神
の
凡
て
の
属
性
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
唯
一
な
る
実
体
が
無
限
に
多
く
の
属
性
で

あ
る
と
い
う
様
な
こ
と
が
、
如
何
に
し
て
言
い
得
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

フ
ィ
ッ
シ
ェ
ル
は
此
の
問
題
に
つ
い
て
、
万
物
の
根
本
原
因
と
し
て
の
神
の
属
性
と
は
畢
竟
万
物
を
産
み
出
す
神
の
力
に

他
な
ら
ず
、
此
の
宇
宙
に
は
無
数
の
現
象
が
存
在
す
る
が
故
に
又
そ
れ
を
ひ
き
起
す
力
も
無
限
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
し

か
も
此
の
無
限
の
力
に
於
て
こ
そ
神
の
本
質
が
充
実
し
た
意
味
に
於
て
成
り
立
つ
の
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
け
れ
ど
も

（ibid. S. 384

）、
こ
れ
と
て
も
既
に
「
一
」
が
「
多
」
に
な
る
こ
と
を
前
提
し
て
い
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
而
し
て

他
の
万
物
の
根
源
と
し
て
の
「
一
」
が
如
何
に
し
て
「
多
」
と
な
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
哲
学
的
思
索
に
と
っ
て
最
も
根
本

的
な
永
遠
の
問
題
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
た
だ
ス
ピ
ノ
ー
ザ
の
哲
学
体
系
に
お
け
る
「
属
性
」
の
解

釈
と
し
て
は
、
次
に
述
べ
る
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
の
解
釈
が
一
応
明
快
な
も
の
と
称
す
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
ス
ピ
ノ
ー
ザ
の
「
神
」
な
る
概
念
が
「
無
限
空
間
」
の
類
推
に
よ
っ
て
最
も
よ
く
理
解

さ
れ
た
よ
う
に
、「
属
性
」
な
る
概
念
も
亦
幾
何
学
上
の
「
次
元
」（dem

ension

）
の
類
推
に
よ
っ
て
最
も
容
易
に
理
解
せ

ら
れ
る
の
で
あ
る
。「
ス
ピ
ノ
ー
ザ
の
神
の
属
性
の
実
体
に
対
す
る
関
係
は
、
恰
も
空
間
の
次
元
の
空
間
そ
の
も
の
に
対
す

る
が
如
き
も
の
で
あ
る
」（W

. W
indelband: G

eschichte der neueren Philosophie, B
d. I, S. 219

）
と
い
っ
て
も
、
そ
れ

は
決
し
て
単
な
る
性
質
で
は
な
く
し
て
、
む
し
ろ
実
体
の
本
質
が
展
開
さ
れ
る
「
方
向
」
の
意
味
に
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。



101

第三章　近 世 哲 学

そ
し
て
、
か
よ
う
に
属
性
な
る
も
の
が
―
―
無
限
実
体
と
し
て
の
―
―
神
が
自
ら
の
本
性
を
表
わ
す
方
向
で
あ
る
と
す
る
な

ら
ば
、
当
然
そ
の
数
も
亦
無
限
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
筈
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
無
限
数
の
次
元
に
於
て
は
じ
め
て
無
限

空
間
は
成
り
立
ち
得
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
ス
ピ
ノ
ー
ザ
に
よ
れ
ば
、
恰
も
無
限
空
間
に
於
て
考
え
ら
れ
る
無
限

数
の
次
元
の
中
わ
れ
わ
れ
に
知
ら
れ
る
も
の
は
唯
三
次
元
の
み
で
あ
る
様
に
、
無
限
実
体
と
し
て
の
神
に
於
て
考
え
ら
れ
る

無
限
数
の
属
性
の
中
わ
れ
わ
れ
に
知
ら
れ
る
も
の
は
、
た
だ
思
惟
と
延
長
の
二
属
性
の
み
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
か
よ
う

な
こ
と
が
如
何
に
し
て
「
実
体
」
な
る
概
念
か
ら
純
粋
に
演
繹
的
に
―
―
即
ち
幾
何
学
的
方
法
に
従
っ
て
―
―
言
い
得
ら
れ

る
で
あ
ろ
う
か
。
恐
ら
く
そ
れ
は
、
ス
ピ
ノ
ー
ザ
が
デ
カ
ル
ト
哲
学
の
影
響
の
下
に
極
め
て
常
識
的
な
経
験
的
事
実
の
立
場

を
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
間
に
そ
の
ま
ま
承
認
し
た
も
の
と
解
す
る
の
他
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
限
り
、
厳
密
な

意
味
に
於
て
の
演
繹
的
方
法
は
、
も
は
や
茲
に
到
っ
て
破
綻
を
来
た
し
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。『
エ
テ
ィ
カ
』

第
二
部
「
精
神
の
性
質
と
起
原
に
就
て
」
に
於
て
ス
ピ
ノ
ー
ザ
は
い
う
。

定
理
一　

思
惟
は
神
の
属
性
で
あ
る
、
或
は
神
は
思
惟
す
る
も
の
（res cogitans=thinking thing

）
で
あ
る
。

定
理
二　

延
長
は
神
の
属
性
で
あ
る
、
或
は
神
は
延
長
を
も
っ
た
も
の
（res extensa=extensive thing

）
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
属
性
は
、
種
々
形
を
変
え
て
様
態
と
な
る
。
即
ち
、
思
惟
は
無
限
に
姿
を
変
じ
て
無
限
数
の
個
別
的
精
神
及
び

そ
の
活
動
と
な
り
、
延
長
は
無
限
に
姿
を
変
じ
て
無
限
数
の
個
別
的
物
体
及
び
そ
の
活
動
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
凡
て
こ
れ

ら
の
も
の
は
要
す
る
に
永
遠
的
実
体
の
暫
有
的
変
相
（m

odifficatio=m
odification

）
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
も
「
神
即
自

然
」
で
あ
る
が
故
に
、
こ
れ
ら
の
様
態
の
総
体
で
あ
る
世
界
は
基
督
教
の
説
く
様
な
―
―
此
の
世
界
に
対
し
て
超
越
的
な
―

―
神
の
造
化
0

0

で
も
な
け
れ
ば
、
又
新
プ
ラ
ト
ー
ン
主
義
の
主
張
す
る
様
な
・
完
全
な
神
の
不
完
全
な
流
出
0

0

で
も
な
く
、
世
界

は
そ
の
ま
ま
神
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
従
っ
て
ス
ピ
ノ
ー
ザ
が
神
は
万
物
の
内
的
原
因
で
あ
る
と
い
う
と
き
、
わ
れ
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わ
れ
は
そ
の
原
因
を
普
通
の
意
味
に
於
て
の
原
因
と
解
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
ス
ピ
ノ
ー
ザ
に

於
て
は
此
の
世
界
が
神
の
本
質
か
ら
必
然
的
に
出
て
来
る
の
は
、
恰
も
三
角
形
の
内
角
の
和
は
二
直
角
に
等
し
い
と
い
う
こ

と
が
三
角
形
の
本
質
か
ら
必
然
的
に
出
て
来
る
様
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
、
三
角
形
は
決

し
て
内
角
の
和
が
二
直
角
に
等
し
い
と
い
う
こ
と
の
、
普
通
の
意
味
に
於
て
の
原
因
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ス
ピ
ノ
ー
ザ

の
体
系
は
、
む
し
ろ
神
を
理
由
（G

rund

）
と
し
世
界
を
帰
結
（Folge

）
と
す
る
汎
神
論
で
あ
る
が
故
に
、
数
学
的
汎
神
論

0

0

0

0

0

0

（m
athem

atischer Pantheism
us

）
と
も
称
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
（W

. W
indelband: G

eschichte der neuren Philosophie, 

B
d. I, S. 215

）。

而
し
て
思
惟
0

0

と
延
長
0

0

が
―
―
デ
カ
ル
ト
に
於
け
る
場
合
の
様
に
二
実
体
で
は
な
く
し
て
―
―
同
一
実
体
の
二
属
性

0

0

0

0

0

0

0

0

と
考
え

ら
れ
る
限
り
、
思
惟
現
象
の
連
鎖
と
延
長
現
象
の
連
鎖
と
が
そ
れ
ぞ
れ
厳
密
に
相
対
応
し
、
物
体
の
運
動
が
あ
れ
ば
こ
れ
に

対
応
し
て
必
ず
思
惟
作
用
が
あ
り
、
思
惟
作
用
が
あ
れ
ば
こ
れ
に
対
応
し
て
必
ず
物
体
の
運
動
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
当
然

で
あ
る
、と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。即
ち「
観
念
の
秩
序
及
び
連
結
は
、物
の
秩
序
及
び
連
結
と
同
一
で
あ
る
」（
第
二
部
定
理
七
）。

此
の
物
心
の
平
行
を
ス
ピ
ノ
ー
ザ
は
二
様
の
異
な
る
意
味
に
―
―
即
ち
認
識
論
上
の
平
行
と
精
神
物
理
上
の
平
行
の
意
味
に

解
し
、
し
か
も
そ
れ
ぞ
れ
デ
カ
ル
ト
以
来
の
宿
題
の
解
答
と
し
て
提
唱
し
て
お
る
の
で
あ
る
。

第
一
の
認
識
論
上
の
平
行
と
は
、
認
識
と
対
象
と
の
平
行
で
あ
る
。
唯
理
論
は
一
般
に
、
わ
れ
わ
れ
が
純
粋
に
悟
性
の
作

用
に
よ
っ
て
―
―
換
言
す
れ
ば
何
等
経
験
を
俟
た
ず
に
―
―
対
象
の
真
相
を
認
知
す
る
こ
と
が
出
来
る
こ
と
を
主
張
す
る

の
で
あ
る
が
、
し
か
し
純
粋
に
主
観
的
な
思
惟
は
如
何
に
し
て
客
観
的
実
在
と
一
致
し
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
苟

も
唯
理
論
者
を
以
て
任
ず
る
者
が
必
ず
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
っ
て
、
デ
カ
ル
ト
は
こ
れ
を
「
神
の
誠
実
」

（veracitas D
ei=faithfulness of G

od

）
に
訴
え
、
最
も
完
全
な
る
も
の
と
し
て
の
神
は
わ
れ
わ
れ
を
欺
か
ず
・
ま
た
欺
こ
う
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と
す
る
意
図
す
ら
も
有
し
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
此
の
誠
実
な
る
神
が
わ
れ
わ
れ
に
賦
与
し
た
認
識
の
仕
方
が
虚
妄
で
あ
る

筈
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
以
て
此
の
難
問
に
答
え
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
勿
論
ス
ピ
ノ
ー
ザ
は
此
の
人
格
神
観
と
結
び

つ
い
た
答
を
承
認
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
即
ち
彼
は
そ
の
属
性
論
に
基
づ
い
て
、
物
体
界
と
精
神
界
と
は
同
一
実
体

の
二
つ
の
様
相
に
他
な
ら
ぬ
が
故
に
、
精
神
に
於
て
思
惟
す
る
こ
と
と
事
実
上
物
体
界
に
生
起
す
る
こ
と
と
は
厳
密
に
平
行

せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
、
又
か
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
問
題
の
正
当
な
解
決
で
あ
る
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

第
二
の
精
神
物
理
上
の
平
行
と
は
精
神
作
用
と
生
理
作
用
と
の
平
行
で
あ
る
。
既
に
述
べ
た
様
に
、
デ
カ
ル
ト
は
そ
の
本

来
の
二
元
論
の
立
場
か
ら
い
え
ば
如
何
な
る
意
味
に
於
て
も
精
神
と
身
体
と
の
間
の
交
互
作
用
は
絶
対
に
否
定
し
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
の
に
も
拘
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ
が
飢
と
渇
き
覚
え
る
と
き
身
体
は
食
物
と
飲
物
を
要
求
し
・
身
体
が
傷
つ
け
ら
れ
た
時

に
は
わ
れ
わ
れ
は
痛
み
を
感
ず
る
、
と
い
う
―
―
自
然
が
切
実
に
教
え
る
―
―
事
実
に
眼
を
蔽
う
こ
と
は
出
来
ず
し
て
、
両

者
の
中
間
に
あ
っ
て
媒
介
の
役
目
を
つ
と
め
る
も
の
と
し
て
松
果
腺
の
仮
説
を
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
応
の
説
明
を
試

み
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
か
よ
う
な
交
互
作
用
の
承
認
が
デ
カ
ル
ト
の
根
本
的
立
場
に
矛
盾
す
る
こ
と
は
、
い
う
迄
も

な
い
。
こ
れ
に
対
し
ス
ピ
ノ
ー
ザ
に
よ
れ
ば
、
精
神
と
身
体
と
は
相
互
に
全
く
別
箇
の
世
界
を
構
成
し
、
精
神
は
単
に
精
神

と
し
て
、
身
体
は
単
に
身
体
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
間
断
な
く
因
果
の
連
鎖
を
形
づ
く
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
交
互
作
用

は
全
く
不
可
能
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
他
の
両
系
列
は
同
一
の
実
体
の
様
態
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
体
を
通
じ
て

0

0

0

0

0

0

不
離
の
関
係
を
保
っ
て
お
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
両
者
の
間
に
恰
も
直
接
の
交
渉
が
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
の
は
、
各
瞬

間
に
於
け
る
双
方
の
変
化
が
何
れ
も
同
じ
実
体
の
必
然
的
帰
結
で
あ
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
か
よ
う
に
考
え
る
こ
と
に
よ

っ
て
ス
ピ
ノ
ー
ザ
は
、
身
心
関
係
の
問
題
を
毫
も
超
自
然
的
作
用
に
訴
え
る
こ
と
な
く
、
専
ら
近
代
科
学
の
機
械
論
と
調
和

し
つ
つ
解
決
す
る
こ
と
が
出
来
た
と
信
じ
た
の
で
あ
る
。
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右
に
述
べ
た
様
に
『
エ
テ
ィ
カ
』
の
第
一
部
及
び
第
二
部
に
於
て
神
と
精
神
の
本
質
を
究
明
し
た
ス
ピ
ノ
ー
ザ
は
、
進
ん

で
第
三
部
「
感
情
の
起
源
及
び
性
質
に
就
て
」
に
於
て
は
、
人
間
の
行
為
と
欲
求
を
も
恰
も
線
・
面
及
び
立
体
を
取
扱
う
場

合
と
全
く
同
じ
様
に
観
察
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
人
間
の
精
神
を
も
必
然
性
の
支
配
の
下
に
立
つ
も
の
と
観
る
以
上
、
先

ず
第
一
に
意
志
の
自
由
は
根
本
的
に
否
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
即
ち
ス
ピ
ノ
ー
ザ
に
よ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
現
に
意
志
し
行

動
す
る
以
外
に
は
決
し
て
意
志
し
行
動
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
っ
て
、「
そ
れ
と
は
違
っ
た
仕
方
も
可
能
で
あ
っ
た
」

と
い
う
考
え
は
全
く
の
迷
妄
に
す
ぎ
な
い
。
真
実
は
、
恰
も
石
の
塊
が
地
球
の
中
心
に
向
っ
て
落
下
す
る
様
に
、
人
間
の
行

動
も
亦
全
く
必
然
的
で
あ
る
。
し
か
も
、
若
し
墜
落
す
る
石
の
塊
が
意
識
を
も
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
墜
落
を
意
志
発
動

の
結
果
と
信
じ
、
自
己
を
自
由
な
る
存
在
と
考
え
る
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
人
間
を
対
象
と
す
る
論
理
学
も

政
治
学
も
―
―
ス
ピ
ノ
ー
ザ
に
よ
れ
ば
―
―
凡
て
の
評
価
判
断
を
す
て
て
、
恰
も
幾
何
学
者
が
線
・
面
・
体
を
取
扱
う
が
如

く
個
人
及
び
社
会
の
生
活
を
取
扱
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
目
標
は
専
ら
複
雑
な
精
神
生
活
及
び
政
治
組
織
が
、
如
何
な
る
数

学
的
必
然
性
に
よ
っ
て
、単
純
な
要
素
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
か
を
究
明
す
る
点
に
存
す
る
。
そ
の
た
め
に
は
わ
れ
わ
れ
は
、

道
徳
生
活
乃
至
は
社
会
生
活
を
「
笑
わ
ず
、く
や
ま
ず
、ま
た
憎
ま
ず
、た
だ
理
解
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。（non 

ridere, non lugere, neque detestari, sed intelligere=not to laugh, not to lam
ent, and not to detest, but to understand

）。

し
か
ら
ば
、
か
よ
う
な
態
度
を
以
て
道
徳
生
活
及
び
社
会
生
活
を
観
察
す
る
と
き
、
そ
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
単
純
な
要
素

と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
凡
て
の
も
の
が
そ
の
存
在
を
固
執
し
よ
う
と
す
る
努
力
0

0

（conatus=effort

）
こ
そ
は
、
も
の
そ
れ
自
身
の
現
実
的
本
質

に
他
な
ら
な
い
」（
第
三
部
定
理
七
）。「
此
の
努
力
が
精
神
に
の
み
関
係
す
る
場
合
に
は
意
志
0

0

（voluntas=w
ill

）
と
呼
ば
れ
、

そ
れ
が
同
時
に
精
神
及
び
身
体
に
関
係
す
る
場
合
に
は
欲
求
0

0

（appetitus=appetite
）
と
呼
ば
れ
る
」（
定
理
九
備
考
）。
そ
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し
て
更
に
此
の
欲
求
が
意
識
さ
れ
る
場
合
に
は
、
特
に
欲
望
0

0

（cupiditas=desire

）
と
名
づ
け
ら
れ
る
。
而
し
て
わ
れ
わ
れ

の
欲
望
の
内
容
を
な
す
も
の
は
、
畢
竟
わ
れ
わ
れ
自
身
の
存
在
の
保
存
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
わ
れ
れ
れ
は
此
の
欲

望
を
増
進
す
る
も
の
を
善
と
呼
び
、
そ
の
反
対
を
悪
と
呼
ぶ
。
か
く
し
て
ス
ピ
ノ
ー
ザ
に
於
て
は
、
善
悪
は
絶
対
的
な
も
の

で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
の
自
己
保
有
に
制
約
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
相
対
的
な
も
の
と
な
る
。
右
に
引
用
し
た
同
じ
定
理
九
の
備

考
の
終
り
に
、
ス
ピ
ノ
ー
ザ
は
彼
の
有
名
な
命
題
を
掲
げ
て
い
う
。「
わ
れ
わ
れ
は
如
何
な
る
も
の
も
善
と
判
断
す
る
が
故

に
そ
れ
を
求
め
・
欲
し
・
努
め
且
つ
望
む
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
反
対
に
、
わ
れ
わ
れ
が
求
め
・
欲
し
・
努
め
且
つ
望
む
が

故
に
、
そ
れ
を
善
と
判
断
す
る
の
で
あ
る
。」
と
こ
ろ
が
、
わ
れ
わ
れ
の
自
己
保
存
の
欲
望
は
―
―
わ
れ
わ
れ
が
必
然
的
連

鎖
の
一
環
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
―
―
必
ず
外
か
ら
の
働
き
か
け
を
受
け
て
、
或
は
促
進
さ
れ
或
は
妨
害
さ
れ
る
。
而
し
て

そ
の
際
、
精
神
が
一
層
大
な
る
完
全
性
へ
移
る
受
動
が
喜
び
0

0

と
呼
ば
れ
、
そ
の
反
対
に
精
神
が
一
層
小
な
る
完
全
性
へ
移
る

受
動
は
悲
し
み

0

0

0

と
呼
ば
れ
る
（
定
理
十
一
備
考
、
感
情
の
定
義
二
、三
）。
し
か
る
に
、
欲
望
は
本
来
人
間
の
本
質
そ
の
も
の

で
あ
り
（
感
情
の
定
義
一
）、
そ
れ
は
よ
り
大
な
る
完
全
性
へ
移
る
か
或
は
よ
り
小
な
る
完
全
性
へ
移
る
か
の
他
な
く
、
而

し
て
前
者
が
喜
び
で
あ
り
後
者
が
悲
し
み
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
茲
に
於
て
欲
望
・
喜
び
・
悲
し
み
の
三
者
こ
そ
、
凡
ゆ
る
感

情
の
根
源
と
な
る
べ
き
三
つ
の
基
本
感
情
で
あ
っ
て
、
他
の
諸
々
の
感
情
は
そ
の
組
合
せ
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
こ
と
と
な

る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
愛0

と
は
外
部
の
原
因
の
観
念
と
結
び
つ
い
た
喜
び
で
あ
り
、
憎0

と
は
同
じ
く
外
部
の
原
因
の
観
念

と
結
び
つ
い
た
悲
し
み
で
あ
る
（
定
理
十
三
備
考
、
感
情
の
定
義
六
、七
）。
又
、
希
望
0

0

と
は
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
結
果
に
つ
い

て
疑
う
と
こ
ろ
の
未
来
或
は
過
去
の
も
の
の
観
念
か
ら
生
ず
る
不
確
か
な
喜
び
で
あ
り
、
恐
怖
0

0

と
は
同
様
に
疑
わ
し
い
も
の

の
観
念
か
ら
生
ず
る
不
確
か
な
悲
し
み
で
あ
る
、
と
い
う
風
に
わ
れ
わ
れ
の
感
情
生
活
を
説
明
す
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ

う
（
感
情
の
定
義
十
二
、十
三
）。
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ス
ピ
ノ
ー
ザ
に
よ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
人
間
存
在
も
畢
竟
有
限
な
一
つ
の
様
態
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
し
て
、
必
然
的
に
他
の

諸
々
の
事
物
の
は
た
ら
き
か
け

0

0

0

0

0

0

を
受
け
、
そ
の
受
動
0

0

の
状
況
の
下
に
屡
々
自
由
を
奪
わ
れ
て
奴
隷
的
生
活
を
営
む
も
の
で
あ

る
。
従
っ
て
、
若
し
そ
れ
ら
の
事
物
が
わ
れ
わ
れ
に
対
し
て
妨
げ
と
な
ら
ぬ
様
に
す
る
こ
と
が
出
来
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ

は
そ
れ
ら
の
繋
縛
か
ら
脱
し
て
自
由
に
な
る
こ
と
が
出
来
る
筈
で
あ
る
。
し
か
し
、
か
よ
う
な
こ
と
が
如
何
に
し
て
実
現
さ

れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
勿
論
、
事
物
の
存
在
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
存
在
を
宇
宙
全
体
に
ま
で
拡

大
す
る
こ
と
と
同
様
、
全
く
不
可
能
で
あ
る
。
実
際
わ
れ
わ
れ
は
、
も
の
が
現
に
存
在
し
・
而
し
て
わ
れ
わ
れ
を
と
り
め
ぐ

っ
て
い
る
こ
と
を
、
如
何
と
も
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
、
か
よ
う
な
存
在
が
わ
れ
わ
れ
の

0

0

0

0

0

上
に
働
か
せ
る
力

0

0

0

0

0

0

0

を
そ
の
存
在
か
ら
奪
う
こ
と
は
出
来
る
。
即
ち
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
ら
の
も
の
を
―
―
わ
れ
わ
れ
に
対
し

て
た
だ
向
う
側
に
立
つ
―
―
「
対
象
」
に
変
ぜ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
に
対
し
て
無
力
な
ら
し
め
る
こ
と
が
出

来
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
事
物
を
し
て
対
象
た
ら
し
め
る
も
の
は
、
実
に
わ
れ
わ
れ
の
認
識
の
は
た
ら
き
で
あ
る
。
ス
ピ
ノ

ー
ザ
に
よ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
人
間
の
認
識
に
は
―
―
次
に
述
べ
る
様
に
―
―
想
像
知
（im

aginatio=im
agination

）・
理
性

知
（ratio=reason

）・
直
観
知
（scientia intuitiva=intuitive w

isdom

）
の
三
つ
の
段
階
が
区
別
せ
ら
れ
る
。

第
一
の
想
像
知
即
ち
感
覚
的
認
識
は
単
な
る
「
様
態
」
の
偶
然
的
認
識
で
あ
り
、
第
二
の
理
性
知
或
は
理
性
的
認
識
は
か

よ
う
な
偶
然
的
個
別
的
な
る
も
の
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
共
通
観
念
（notiones com

m
unes=com

m
on notions

）
例
え
ば

延
長
・
思
惟
な
ど
の
「
属
性
」
の
認
識
で
あ
っ
て
、
既
に
或
る
意
味
に
於
て
必
然
的
認
識
の
段
階
に
達
し
た
も
の
で
は
あ
る

が
、
こ
れ
は
更
に
第
三
の
直
観
知
或
は
直
観
的
認
識
の
段
階
に
到
っ
て
、
一
切
を
全
体
的
必
然

0

0

0

0

0

の
関
係
に
於
て
―
―
即
ち
統

一
的
な
「
実
体
」
に
於
て
見
る
と
こ
ろ
の
・
最
も
具
体
的
に
し
て
し
か
も
最
も
必
然
的
な
認
識
に
到
達
す
る
。
此
の
「
第
三

の
種
類
の
認
識
」（cognitio tertii generis=cognition of the third genus

）
は
、
凡
て
の
も
の
を
全
体
と
の
関
係
の
下
に
見
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る
も
の
で
あ
り
、
而
し
て
全
体
的
な
る
も
の
は
と
り
も
な
お
さ
ず
永
遠
的
な
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
ま
た
「
永
遠
の
相
の

下
に
於
け
る
認
識
」（cognitio sub specie aeterrnitatis=cognition under the form

 of eternity

）
と
称
す
る
こ
と
が
出
来

る
で
あ
ろ
う
。
ス
ピ
ノ
ー
ザ
に
よ
れ
ば
、
此
の
永
遠
の
相
の
下
に
於
け
る
認
識
の
み
が
真
の
認
識
で
あ
っ
て
、
ま
た
そ
れ
の

み
が
よ
く
わ
れ
わ
れ
を
し
て
感
情
の
緊
縛
即
ち
精
神
の
奴
隷
状
態
か
ら
脱
せ
し
め
る
と
こ
ろ
の
救
済
力
を
も
っ
て
お
る
の
で

あ
る
。
し
か
ら
ば
真
の
認
識
が
救
済
力
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
い
っ
た
い
如
何
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う

か
。わ

れ
わ
れ
は
茲
に
於
て
も
亦
、
ス
ピ
ノ
ー
ザ
の
考
え
方
に
於
け
る
幾
何
学
的
方
法

0

0

0

0

0

0

の
重
要
性
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
幾
何
学
的
方
法
の
特
徴
は
、
単
に
そ
れ
が
明
晰
判
明
な
る
点
に
つ
き
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
そ

れ
が
無
関
心
的

0

0

0

0

で
あ
る
点
に
存
す
る
。
即
ち
、
幾
何
学
者
は
決
し
て
三
角
形
の
内
角
の
和
が
何
の
た
め
に

0

0

0

0

0

二
直
角
に
等
し
い

か
を
問
わ
ず
、
唯
か
か
る
性
質
が
三
角
形
の
本
質
の
中
に
必
然
的

0

0

0

に
包
含
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
そ
れ
が
三
角
形

の
定
義
か
ら
必
然
的
に
導
き
出
さ
れ
る
こ
と
を
示
す
に
と
ど
ま
る
。
而
し
て
ま
さ
に
か
く
の
如
く
、
幾
何
学
者
が
図
形
に
対

す
る
の
と
全
く
同
じ
無
関
心
な
態
度
を
以
て
、
自
然
人
事
一
切
の
事
象
を
観
る
こ
と
こ
そ
、
即
ち
真
の
認
識
に
他
な
ら
ぬ
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
と
か
く
わ
れ
わ
れ
は
感
覚
的
認
識

0

0

0

0

0

の
立
場
に
於
て
、
専
ら
自
己
の
欲
求
・
感
情
・
利
害
を
中
心
と
し
て
、

或
は
少
く
と
も
こ
れ
に
関
係
せ
し
め
て
―
―
即
ち
関
心
的
態
度
を
以
て
観
る
の
が
常
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
こ
に
は
偶
然
・
自

由
・
目
的
因
な
ど
の
妄
見
が
混
入
し
、
そ
れ
に
伴
っ
て
族
妬
・
恐
怖
・
悔
恨
な
ど
人
心
を
攪
乱
す
る
諸
々
の
激
情
が
絶
え
ず

起
っ
て
来
て
、
容
易
に
煩
悩
の
状
態
を
脱
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
而
し
て
そ
れ
は
畢
竟
、
自
己
の
欲
求
の
対
象

が
そ
れ
だ
け
で
独
立
に
存
在
し
、
そ
れ
が
全
部
の
世
界
で
あ
る
か
の
様
に
考
え
る
こ
と
か
ら
由
来
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
か

よ
う
な
自
己
の
欲
求
と
の
関
係
を
完
全
に
す
て
去
っ
て
、
全
く
無
関
心
に
な
っ
て
眺
め
さ
え
す
れ
ば
、
か
つ
て
は
そ
れ
の
み
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が
唯
一
の
存
在
で
あ
る
か
の
様
に
思
わ
れ
た
も
の
が
、
実
は
属
性
の
一
様
態
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
判
り
、
此
の
理
性
的
認
識

0

0

0

0

0

の
段
階
か
ら
更
に
一
歩
を
進
め
て
第
三
の
直
観
的
認
識

0

0

0

0

0

の
立
場
に
於
て
、
凡
て
の
も
の
が
唯
一
の
実
体
た
る
神
そ
の
も
の
か

ら
必
然
的
に
出
て
来
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
悟
る
時
、
わ
れ
わ
れ
は
凡
ゆ
る
繋
縛
か
ら
完
全
に
自
己
自
身
を
回
復
し
て
純
粋

に
能
動
的
な
・
何
も
の
に
も
煩
わ
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
状
態
に
帰
る
こ
と
が
出
来
る
。
真
の
認
識
が
救
済
力
を
も
っ
て
い
る

と
い
う
の
は
、
即
ち
か
か
る
意
味
に
他
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
万
物
を
永
遠
の
相
の
下
に
な
が
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
人
間
は
悩
み
の
多
い
受
動
の
状
態
を
脱
し

て
、
全
く
自
由
な
喜
び
を
楽
し
む
こ
と
が
出
来
る
。
そ
の
喜
び
は
神
を
一
切
の
原
因
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
か
ら
由
来
す

る
も
の
で
あ
り
、
而
し
て
―
―
既
に
掲
げ
た
定
義
に
従
っ
て
―
―
外
部
の
原
因
の
観
念
と
結
び
つ
い
た
喜
び
は
愛
で
あ
る

が
故
に
、
こ
れ
を
「
神
の
愛
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
此
の
愛
は
、
普
通
の
受
動
状
態
と
し
て
の
感

情
で
は
な
く
し
て
、
純
粋
に
知
的
な
活
動
か
ら
起
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
む
し
ろ
「
神
の
知
的
愛
」（am

or intellectualis 

D
ei=intellectual love of G

od

）
と
呼
ば
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
実
に
神
の
知
的
愛
こ
そ
は
最
高
の
認
識
即
ち
哲
学
的
思

惟
の
極
地
で
あ
り
、
ま
た
最
高
の
安
心
即
ち
宗
教
的
思
弁
の
妙
境
で
あ
る
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
於

て
は
、
も
は
や
実
体
と
様
態
と
の
区
別
も
な
い
。
即
ち
、
種
々
様
々
な
姿
を
以
て
現
わ
れ
る
諸
々
の
様
態
も
、
此
の
神
の
知

的
愛
に
於
て
一
つ
に
帰
す
る
の
で
あ
る
。
恰
も
利
己
的
な
感
情
が
人
間
を
極
度
に
分
裂
さ
せ
る
の
と
は
反
対
に
、
此
の
知
的

愛
に
於
て
凡
て
の
人
は
最
も
内
面
的
に
結
び
つ
く
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
神
に
対
す
る
愛

0

0

0

0

0

0

は

同
時
に
人
に
対
す
る
愛

0

0

0

0

0

0

に
な
る
。
し
か
も
神
は
決
し
て
、
単
な
る
愛
の
客
体
に
つ
き
る
も
の
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
神
に

対
す
る
愛
に
於
て
、
愛
の
主
体
た
る
人
間
精
神
は
畢
竟
唯
一
の
実
体
た
る
神
の
様
態
に
す
ぎ
ず
、
し
か
も
様
態
は
実
体
か
ら

必
然
的
に
出
て
来
た
も
の
に
他
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
か
ら
、
人
間
精
神
は
実
は
神
自
身
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
即
ち
神
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の
知
的
愛
に
於
て
、
神
は
―
―
愛
の
客
体

0

0

0

0

で
あ
る
と
同
時
に
ま
た
愛
の
主
体

0

0

0

0

と
し
て
―
―
自
己
自
身
を
愛
す
る
の
で
あ
る
。

而
し
て
神
は
自
己
を
愛
す
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
、ま
た
そ
の
様
態
と
し
て
の
人
間
を
も
愛
す
る
。
か
く
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、

神
を
愛
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
凡
て
の
人
々
を
最
も
内
面
的
に
愛
す
る
こ
と
に
な
る
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
神
か
ら
愛
さ
れ
る

こ
と
に
も
な
り
、
茲
に
於
て
神
人
融
合
の
・
浄
福
に
み
た
さ
れ
た
境
地
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
確

に
、
わ
れ
わ
れ
人
間
に
と
っ
て
最
も
貴
い
も
の
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。「
し
か
し
な
が
ら
、
凡
て
貴
い
も
の
は
稀
で

あ
る
と
共
に
困
難
で
あ
る
」
と
、『
エ
テ
ィ
カ
』
は
そ
の
最
後
を
結
ば
れ
て
お
る
の
で
あ
る
。

ス
ピ
ノ
ー
ザ
は
或
る
意
味
に
於
て
最
も
典
型
的
な
哲
学
者
で
あ
り
、
そ
の
哲
学
体
系
即
ち
所
謂
ス
ピ
ノ
ー
ザ
主
義

（Spinozism
us

）
は
こ
れ
ま
た
成
る
意
味
に
於
て
最
も
整
合
的
な
哲
学
体
系
で
あ
る
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
の
幾
何
学
的
方
法
を
以
て
一
貫
さ
れ
た
汎
神
論
の
体
系
の
中
に
、
わ
れ
わ
れ
は
果
し
て
生
の
豊
か
さ

0

0

0

0

0

を
そ
の
ま

ま
携
え
て
入
っ
て
行
く
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
感
情
論
の
中
に
盛
ら
れ
て
い
る
人
間
性
に
対
す
る
深
い
洞
察
に

も
拘
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ
は
根
本
に
於
て
そ
の
体
系
の
枠
の
狭
さ
を
歎
か
ず
に
は
お
れ
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
此
の
ス
ピ

ノ
ー
ザ
哲
学
の
一
方
に
偏
し
た
狭
さ
0

0

に
対
し
て
全
く
対
蹠
的
に
、
出
来
る
だ
け
広
い
0

0

立
場
に
立
っ
て
一
つ
の
全
般
的
体
系
の

樹
立
を
め
ざ
し
た
も
の
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
（G

ottfried W
ilhelm

 Leibniz, 1646-1716

）
の
哲
学
で
あ
る
。

ス
ピ
ノ
ー
ザ
に
於
て
は
実
体
は
唯
一
で
あ
っ
て
多
種
多
様
な
る
万
有
は
畢
竟
そ
の
様
態
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
が
、
し
か
し
本
来
「
一
」
な
る
実
体
が
如
何
に
し
て
「
多
」
と
な
り
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
の
み
な
ら
ず
、
わ
れ

わ
れ
の
精
神
は
自
由
の
観
念
を
有
し
、
自
己
は
独
立
の
活
動
の
中
心
で
あ
る
と
い
う
直
接
の
意
識
を
有
す
る
。
若
し
わ
れ
わ

れ
の
精
神
が
単
な
る
様
態
と
し
て
、
そ
の
活
動
を
そ
れ
が
属
す
る
全
体
に
よ
っ
て
必
然
的
に
決
定
さ
れ
る
も
の
と
す
る
な
ら

ば
、
此
の
自
由
の
観
念
及
び
活
動
の
主
体
と
し
て
の
直
接
意
識
は
全
く
虚
妄
と
な
り
、
従
っ
て
個
人
の
道
徳
的
責
任
の
成
立
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す
る
余
地
は
全
く
失
わ
れ
て
し
ま
う
の
他
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
苟
も
活
動
の
あ
る
と
こ
ろ
、
そ
こ
に
必
ず
そ
の
活
動
の
発
源

す
る
主
体
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
従
っ
て
活
動
が
多
数
で
あ
る
な
ら
ば
、
主
体
も
亦
多
数
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
或
は
之
を

翻
し
て
次
の
よ
う
に
い
う
こ
と
も
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
は
た
ら
く
も
の
は
個
別
的
実
体
で
あ
り
、
各
々
の
個
別
的
実
体
が
は

た
ら
く
の
で
あ
る
、
と
。

し
か
ら
ば
、
そ
の
個
別
的
実
体
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
決
し
て
単
な
る

精
神
で
も
な
け
れ
は
、
又
単
な
る
物
体
で
も
な
い
。
デ
カ
ル
ト
は
前
述
の
如
く
精
神
と
物
体
と
を
相
互
に
独
立
す
る
実
体
と

考
え
、
精
神
は
思
惟
を
、
物
体
は
延
長
を
夫
々
そ
の
属
性
と
す
る
と
い
う
風
に
説
い
た
の
で
あ
る
が
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
よ

れ
ば
、
精
神
現
象
に
は
全
然
意
識
の
み
を
以
て
し
て
は
説
明
し
得
な
い
も
の
が
あ
り
、
同
様
に
物
体
現
象
に
も
亦
現
に
延
長

の
み
を
以
て
し
て
は
説
明
し
得
な
い
も
の
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
―
―
即
ち
、
若
し
精
神
が
悉
く
思
惟
或
は
意
識
で
あ
る
と

す
る
な
ら
ば
、
例
え
ば
睡
眠
或
は
気
絶
の
場
合
の
精
神
は
如
何
に
考
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
更
に
又
、
わ
れ
わ
れ
の
精
神
に

於
て
は
ひ
と
た
び
は
意
識
的
で
あ
っ
た
表
象
が
一
時
意
識
の
世
界
か
ら
消
滅
し
、
し
か
も
些
細
の
誘
因
に
遭
え
ば
忽
ち
意
識

に
上
っ
て
来
る
の
が
常
で
あ
る
。
こ
れ
ら
睡
眠
・
気
絶
よ
り
の
覚
醒
、
及
び
忘
却
よ
り
の
想
起
な
る
現
象
が
説
明
さ
れ
ん
が

た
め
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
無
意
識
状
態
に
於
け
る
精
神
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
否
、
意
識
的

た
ら
ん
と
す
る
の
は
精
神
の
本
性
な
の
で
あ
る
か
ら
そ
れ
は
全
く
の
無
意
識
で
は
な
く
、
む
し
ろ
意
識
的
た
ら
ん
と
す
る
努

力
は
或
は
力
と
し
て
、
極
め
て
低
い
程
度
の
意
識
状
態
に
於
け
る
精
神
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
か
か

る
状
態
に
於
け
る
精
神
の
は
た
ら
き
を
徴
小
表
象
（perceptions petites =little perception

）
と
呼
ぼ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

次
に
延
長
の
み
が
物
体
の
本
性
を
構
成
す
る
も
の
と
す
れ
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
も
の
は
畢
竟
物
体
の
有

す
る
純
粋
に
幾
何
学
的
な
性
質
以
外
の
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
事
実
は
、
物
体
が
よ
く
一
定
の
形
を
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具
え
又
運
動
を
伝
え
得
る
所
以
は
、
そ
れ
が
不
可
透
入
的
で
あ
る
点
に
存
す
る
。
而
し
て
不
可
透
入
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と

は
、
そ
れ
が
進
入
し
来
る
も
の
に
対
し
て
抵
抗
す
る
力
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
か
ら
、
一
般
に
抵
抗
す
る
力
を

は
な
れ
て
わ
れ
わ
れ
は
物
体
を
考
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
力
な
る
も
の
は
如
何
な
る
意
味
に
於
て

も
純
粋
に
幾
何
学
的
な
性
質
か
ら
之
を
導
き
出
す
こ
と
は
出
来
な
い
。
そ
れ
は
、
力
が
本
来
延
長
を
も
た
な
い
も
の
だ
か
ら

で
あ
る
。
延
長
を
も
た
な
い
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
力
は
不
可
分
割
的
で
あ
り
単
一
で
あ
る
。
更
に
、
複
合
的
な
る
も
の
の

み
が
発
生
し
得
る
が
故
に
、
単
一
な
る
力
は
発
生
し
な
い
も
の
即
ち
根
源
的
な
も
の
で
あ
り
、
又
発
生
し
た
も
の
の
み
が
消

滅
す
る
が
故
に
、
本
来
根
源
的
な
力
は
永
遠
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
よ
う
に
非
延
長
的
・
不
可
分
割
的
・
単
一
的
・
根
源

的
・
永
遠
的
な
力
は
―
―
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
よ
れ
ば
―
―
「
之
を
理
解
す
る
（intelligere=understand

）
こ
と
は
出
来
る
け

れ
ど
も
、
形
象
を
以
て
説
明
す
る
（im

aginaliter explicare=explicate im
aginatively

）
こ
と
は
出
来
な
い
。」
而
し
て
形

象
を
以
て
説
明
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
も
の
は
非
物
質
的
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ず
、
か
か
る
非
物
質
的
な
力
が
物
体
の

本
質
を
構
成
す
る
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
物
質
は
「
意
識
的
た
ら
ん
と
す
る
努
力
或
は
力
」
と
し
て
の
精
神
と
本
質
的
に
何

等
異
な
る
と
こ
ろ
な
き
も
の
と
な
り
、
茲
に
「
力
」
な
る
概
念
に
於
て
物
体
と
精
神
と
の
二
元
的
対
立
は
揚
棄
せ
ら
れ
る
こ

と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

か
く
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
非
物
質
的
な
力
を
本
質
と
す
る
多
数
実
体
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
実
在
す
る
単

0

0

0

0

0

位0

（unités réelles=real units

）
或
は
真
実
の
単
位

0

0

0

0

0

（unités véritables=true units

）
と
し
て
永
遠
に
単
位
で
あ
る
と
こ
ろ

か
ら
形
而
上
学
的
点

0

0

0

0

0

0

（points m
étaphysiques=m

etaphysical points
）
或
は
実
体
の
点

0

0

0

0

（points de substance=points of 
substance

）
と
名
づ
け
る
こ
と
も
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
所
謂
ア
ト
ム
な
る
も
の
と
混
同
さ
れ
て
は
な
ら
な

い
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
よ
れ
ば
、
原
子
論
者
た
ち
が
単
純
に
し
て
不
可
分
不
生
滅
な
ア
ト
ム
を
想
定
す
る
の
は
正
当
で
あ
る
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け
れ
ど
も
、
し
か
し
彼
等
が
か
か
る
ア
ト
ム
を
同
時
に
ま
た
物
質
的
な
も
の
と
考
え
る
の
は
矛
盾
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、

物
質
的
な
も
の
は
延
長
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
而
し
て
延
長
を
有
す
る
も
の
は
可
分
割
的
で
あ
っ
て
単
一

で
は
な
く
、
そ
の
各
部
分
の
離
合
集
散
に
よ
っ
て
消
滅
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
若
し
ア
ト
ム
と
い
う
名
を
用

い
る
な
ら
ば
、
原
子
論
の
ア
ト
ム
と
の
相
異
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
茲
に
い
う
多
数
実
体
は
実
体
の
ア
ト
ム

0

0

0

0

0

0

（atom
es 

de substance=atom
s of substance

）
と
呼
ば
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
―
―
以
上
の
よ
う
な
意
味
を
凡
て
含
め
て
、
し
か
も
之

を
簡
潔
に
言
い
表
わ
す
た
め
に
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
ギ
リ
シ
ャ
語
の
モ
ナ
ス
（m

onas=unit

）
な
る
言
葉
を
選
び
出
し
、
こ

れ
を
モ
ナ
ド
（m

onade=m
onad

）
と
呼
ぶ
。
彼
に
よ
れ
ば
モ
ナ
ド
即
ち
単
子
こ
そ
は
、
自
然
の
真
の
原
子

0

0

0

0

0

0

0

（les véritables 
atom

es de la nature=the true atom
s of the nature

）
で
あ
り
、
換
言
す
れ
ば
事
象
の
要
素

0

0

0

0

0

（les élém
ents des choses=the 

elem
ents of the things

）
な
の
で
あ
る
（「
単
子
論
」
三
）。

モ
ナ
ド
は
各
自
一
つ
の
実
体
で
あ
る
が
故
に
、
絶
対
に
独
立
し
た
活
動
の
中
心
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
即
ち
、
モ
ナ
ド
内

に
起
る
一
切
の
活
動
は
悉
く
た
だ
そ
れ
自
身
か
ら
の
み
起
り
、
如
何
な
る
外
的
原
因
も
こ
れ
に
影
響
し
て
変
化
を
与
え
る

こ
と
は
出
来
な
い
。
か
よ
う
に
「
モ
ナ
ド
は
物
が
入
っ
た
り
出
た
り
す
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
な
如
何
な
る
窓
も
も
た
な

い
」（「
単
子
論
」
七
）
と
す
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
現
に
目
撃
す
る
事
物
間
の
相
互
作
用
及
び
万
有
の
斉
一
性
乃
至
は
宇

宙
の
秩
序
な
ど
の
事
実
は
、
い
か
に
説
明
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
―
―
モ
ナ
ド
は
本
来
、
根
源
的
な
も
の
で
あ
る
が
故

に
、
モ
ナ
ド
に
於
て
は
完
全
な
る
発
生
も
完
全
な
る
死
滅
も
あ
り
得
ず
、
通
常
「
生
」
と
称
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
は
展
開

（developm
ent

）
及
び
増
大
で
あ
り
、「
死
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
は
包
蔵
（envelopm

ent

）
及
び
減
少
で
ぁ
る
（「
単
子
論
」

七
三
）。
即
ち
、
そ
こ
に
は
如
何
な
る
飛
躍
も
な
く
、
た
だ
連
続
的
な
変
化
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。「
凡
て
の
実
体
は
そ
の
性

質
の
中
に
そ
の
は
た
ら
き
の
連
続
律
（lex continui=law

 of continuity

）
と
、
そ
し
て
凡
て
起
っ
た
こ
と
及
び
起
る
で
あ
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ろ
う
こ
と
を
含
ん
で
い
る
」
と
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
い
う
。（
一
六
九
〇･

三
・
二
三
附
ア
ル
ノ
ー
ル
へ
の
手
紙
）。
か
く
て
モ
ナ
ド

は
そ
の
発
展
過
程
の
凡
て
の
点
に
於
て
、
―
―
過
去
を
既
に
終
っ
た
現
実
と
し
て
、
未
来
を
未
だ
展
開
さ
れ
ぬ
素
地
と
し
て
、

―
―
発
展
の
全
歴
史
を
含
ん
で
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
決
し
て
、
発
展
の
全
歴
史
の
無

限
に
多
様
な
る
内
容
を
そ
の
ま
ま
（m

aterialiter

）
含
ん
で
い
る
の
で
は
な
く
、
観
念
の
形
に
於
て
（idealiter

）
即
ち
表
象

と
し
て
含
ん
で
お
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
凡
ゆ
る
力
の
中
で
た
だ
表
象
の
力
（vis repraesentativa=representative 

force

）
の
み
が
、
よ
く
多
様
を
単
一
の
中
に
表
現
す
る
こ
と
が
出
来
る
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
モ
ナ
ド
は
他
の
モ
ナ

ド
に
よ
っ
て

0

0

0

在
る
の
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
他
の
一
切
の
モ
ナ
ド
と
共
に
0

0

在
る
。
今
此
の
凡
ゆ
る
モ
ナ
ド
の
全
体
を
宇
宙
と

名
づ
け
る
な
ら
ば
、
凡
て
の
モ
ナ
ド
は
た
だ
此
の
宇
宙
の
中
に
於
て
の
み
あ
り
、
此
の
宇
宙
を
は
な
れ
て
は
存
在
す
る
こ
と

も
理
解
さ
れ
る
こ
と
も
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
各
々
の
モ
ナ
ド
の
表
象
の
中
に
は
一
切
の
他
の
も
の
と
の
連
関

が
、
即
ち
宇
宙
そ
の
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
か
る
意
味
に
於
て
、
一
つ
一
つ
の
モ
ナ
ド
は
凡
て
こ

れ
圧
縮
さ
れ
た
宇
宙

0

0

0

0

0

0

0

（univers concentré=concentrated univers

）
即
ち
小
さ
な
世
界

0

0

0

0

0

（petit m
onde=little w

orld

）
で
あ

り
一
つ
の
小
宇
宙

0

0

0

（m
icrocosm

os

）で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
宇
宙
の
姿
を
う
つ
す
一
つ
の
鏡
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、

し
か
し
窓
を
も
た
な
い
モ
ナ
ド
は
決
し
て
―
―
死
せ
る
鏡
の
如
く
―
―
外
か
ら
来
る
も
の
を
反
射
す
る
の
で
は
な
く
、
自
分

自
身
の
力
に
よ
っ
て
そ
の
像
を
つ
く
り
出
す
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
生
き
た
鏡
で
あ
り
、
し
か
も
宇
宙
の
永
遠
な
る
生
き

0

0

0

0

0

0

0

0

0

た
鏡
0

0

（un m
iroir vivant perpétuel de l’univers=a perpetual living m

iror of the universe

）
で
あ
る
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
（「
単
子
論
」
五
六
）。

か
く
の
如
く
、
個
々
の
モ
ナ
ド
が
凡
て
一
つ
の
小
宇
宙
と
し
て
同
じ
宇
宙
を
う
つ
す
鏡
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
諸
々
の

モ
ナ
ド
は
如
何
に
し
て
相
互
に
区
別
せ
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
よ
れ
ば
、
此
の
世
界
は
一
つ
の
家
族
の
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如
き
も
の
で
あ
っ
て
、
恰
も
一
つ
の
家
族
内
に
於
て
家
族
員
が
同
じ
家
族
精
神
を
以
て
み
た
さ
れ
て
お
り
な
が
ら
、
し
か
も

夫
々
異
な
っ
た
個
性
を
も
っ
て
い
る
よ
う
に
、
此
の
大
な
る
世
界
家
族
に
於
て
も
、
各
モ
ナ
ド
は
同
じ
宇
宙
を
夫
々
異
な
っ

た
独
特
の
仕
方
で
表
象
し
て
お
る
の
で
あ
る
。
即
ち
「
同
一
の
都
市
で
も
様
々
の
異
な
っ
た
方
面
か
ら
眺
め
る
と
全
く
別
の

も
の
に
見
え
、
配
景
図
と
し
て
は
（perspectivem

ent=perspectively

）
い
く
つ
も
の
都
市
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
も
の

で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
単
一
実
体
が
無
限
に
多
く
あ
る
た
め
に
、
そ
れ
だ
け
多
く
の
異
な
っ
た
宇
宙
が
あ
る
か

の
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
各
々
の
モ
ナ
ド
の
夫
々
異
な
っ
た
観
点
か
ら
見
た
―
―
唯
一
の

宇
宙
の
―
―
様
々
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
（
配
景
図
）
に
他
な
ら
な
い
」（「
単
子
論
」
五
七
）。
し
か
も
宇
宙
は
無
限
に
大
な

る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
比
較
す
れ
ば
個
々
の
モ
ナ
ド
は
無
限
に
小
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
個
々
の
モ
ナ
ド
の
表
象
が
全

宇
宙
の
完
全
な
る
表
出
に
到
達
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
全
く
不
可
能
で
あ
る
。
か
く
て
、
凡
て
の
モ
ナ
ド
が
夫
々
制

限
さ
れ
た
仕
方
で
た
だ
不
明
晰
に
し
か
表
象
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
諸
々
の
モ
ナ
ド
は
そ
の
表
象
の
判
明
さ
の

程
度
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
つ
つ
、
最
も
低
い
段
階
か
ら
最
も
高
い
段
階
に
至
る
一
つ
の
段
階
的
系
列
を
形
づ
く
り
、
そ
の
中

に
於
て
個
々
の
モ
ナ
ド
は
夫
々
固
有
の
い
わ
ば
形
而
上
学
的
位
置

0

0

0

0

0

0

0

を
占
め
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
、
凡
て

の
モ
ナ
ド
が
夫
々
の
位
置
に
於
て
宇
宙
を
表
象
し
つ
つ
、
何
れ
も
同
じ
無
限
・
同
じ
全
体
に
向
っ
て
い
る
こ
と
を
、
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
は
神
に
よ
っ
て
予
め
定
め
ら
れ
た
調
和
―
―
所
謂
「
予
定
調
和
」（harm

onie préétablie=preestablished harm
ony

）

と
呼
ぶ
。
即
ち
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
体
系
に
於
て
は
、
全
自
然
界
は
神
の
家
で
あ
り
全
道
徳
界
は
神
の
家
族
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
、
し
か
も
神
は
そ
の
家
の
建
築
師
で
あ
り
そ
の
家
族
の
家
長
な
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
家
及
び
家
族
に
遍
く
実
現
さ
れ
て

い
る
調
和
は
、
当
然
そ
の
建
築
師
及
び
家
長
に
よ
っ
て
予
め
企
図
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
ら

ば
、
か
く
の
如
く
神
に
よ
っ
て
予
め
定
め
ら
れ
た
調
和
の
世
界
、
或
は
神
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
最
善
の
世
界
に
於
て
、
現
実
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に
何
人
も
そ
の
存
在
を
否
定
す
る
こ
と
の
出
来
な
い「
悪
」は
、い
っ
た
い
如
何
な
る
位
置
を
占
め
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

若
し
凡
て
の
も
の
が
た
だ
完
全
な
る
も
の
の
み
な
ら
ば
一
般
に
「
悪
」
な
る
も
の
は
存
在
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
悪
の

根
拠
は
不
完
全
な
る
も
の
の
中
に
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。而
し
て
不
完
全
な
る
も
の
と
は
畢
竟
部
分
的
存
在
に
他
な
ら
ず
、

し
か
も
存
在
を
し
て
部
分
的
た
ら
し
め
る
も
の
は
制
限
或
は
限
界
な
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
悪
は
決
し

て
そ
れ
自
身
独
立
に
―
―
い
わ
ば
善
に
対
抗
す
る
積
極
的
な
力
と
し
て
―
―
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
。
悪
は
善
を
否
定
す

る
も
の
で
は
な
く
し
て
、
む
し
ろ
単
に
そ
れ
の
欠
如
し
た
も
の
で
あ
り
、
更
に
不
完
全
に
し
て
有
限
な
る
個
体
を
そ
の
地
盤

と
す
る
も
の
と
し
て
、そ
の
は
た
ら
き
の
範
囲
も
お
の
ず
か
ら
部
分
的
な
場
面
に
限
ら
れ
る
。
し
か
も
そ
の
各
部
分
と
雖
も
、

そ
の
段
階
的
系
列
を
上
昇
す
る
に
つ
れ
て
次
第
に
完
全
さ
の
度
を
増
す
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
不
完
全
性
か
ら
由
来
す
る
悪

の
及
ぼ
す
害
も
た
だ
そ
の
低
い
段
階
に
の
み
限
ら
れ
、
こ
れ
を
無
限
に
大
な
る
世
界
全
体
に
比
す
る
な
ら
ば
、
殆
ん
ど
と
る

に
足
ら
ぬ
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
、
現
実
の
世
界
の
夥
し
い
範
囲
に
於
て
悪
が
は
び
こ
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
思

う
の
は
、
世
界
全
体
を
達
観
せ
ず
し
て
、
た
だ
自
己
に
接
近
し
た
極
め
て
僅
か
な
部
分
の
み
に
捉
わ
れ
て
お
る
か
ら
に
他
な

ら
ぬ
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
僅
か
の
悪
す
ら
も
存
在
し
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
此
の
世
界
は
一
層
よ
き
も

の
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
し
か
ら
ば
悪
の
全
く
存
在
し
な
い

世
界
が
如
何
な
る
も
の
に
な
る
か
を
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
悪
の
な
い
世
界
は
不
完
全
性
の
な
い
世
界
で
あ
り
、
そ

こ
に
は
有
限
な
る
個
体
は
あ
り
得
な
い
が
故
に
、
全
く
無
内
容

0

0

0

な
世
界
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
世
界
な
き
世

界
で
あ
り
、
畢
竟
世
界
な
き
に
等
し
い
。
か
く
て
普
通
最
も
よ
き
世
界
と
考
え
ら
れ
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
、
要
す
る
に
完
全
な

0

0

0

る
無
0

0

に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
悪
こ
そ
は
此
の
世
界
の
内
容
を
豊
富
な
ら
し
め
、
剰
え
―
―
恰
も
絵
画
に
於

て
陰
影
が
却
っ
て
色
彩
の
美
を
一
層
ひ
き
立
た
せ
る
よ
う
に
―
―
悪
に
う
ち
克
つ
べ
き
善
を
し
て
、
い
よ
い
よ
そ
の
力
を
発
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揮
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
凡
て
不
完
全
な
る
も
の
を
完
全
な
る
も
の
の
中

へ
、
悪
し
き
も
の
を
善
き
も
の
の
中
へ
摂
取
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
此
の
世
界
の
美
し
い
調
和
を
認
識
す
る
と
き
、
は

じ
め
て
魂
の
真
の
安
ら
か
さ
が
恵
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
、
と
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
い
う
。
而
し
て
ま
さ
に
そ
れ
こ
そ
は
、
哲
学
と

宗
教
と
の
統
一
せ
ら
れ
た
至
高
の
境
地
に
他
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
哲
学
は
―
―
ス
ピ
ノ
ー
ザ
に
於
て
唯
理
論
が
著
し
く
一
方
に
偏
し
た
の
と
は
全
く
対
蹠
的
に

―
―
極
め
て
広
い
豊
か
な
立
場
に
於
て
、
凡
て
を
包
容
す
る
一
大
調
和
の
体
系
と
し
て
樹
立
せ
ら
れ
た
。
そ
れ
は
誠
に
恵
ま

れ
た
楽
天
観
を
そ
の
根
本
基
調
と
す
る
。
し
か
し
翻
っ
て
冷
静
に
批
判
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
畢
竟
「
独
断
的
仮
睡
」
を
貪

る
も
の
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
と
い
う
の
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
段
階
的
発
展
の
体
系
に
於

て
、
わ
れ
わ
れ
人
間
の
有
限
な
る
精
神
は
低
き
も
の
か
ら
高
き
も
の
に
向
う
中
間
に
位
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
か

か
る
中
間
的
存
在
者
と
し
て
の
人
間
の
認
識
能
力
は
当
然
制
限
さ
れ
た
も
の
・
従
っ
て
不
完
全
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
免
れ

得
な
い
の
に
も
拘
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ
が
此
の
全
宇
宙
に
つ
い
て
完
全
な
る
正
し
い
認
識
を
も
ち
得
る
か
の
如
く
無
批
判
的

0

0

0

0

に

前
提
し
て
そ
の
宏
壮
な
る
体
系
を
主
張
す
る
の
は
、
独
断
の
譏
り
を
免
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
か
ら
で
あ
る
。
若
し
人
間
理

性
の
有
限
性
を
自
覚
し
な
い
こ
と
を
「
独
断
的
」
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
唯
理
論
は
一
般
に
人
間
精
神
の
認
識
能
力
が
無
制
限
で

あ
る
こ
と
を
根
本
の
前
提
と
す
る
と
い
う
意
味
に
於
て
、
独
断
的
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
而
し
て
唯
理

論
の
「
独
断
的
仮
睡
」
か
ら
カ
ン
ト
を
呼
び
醒
し
た
も
の
は
、
経
駿
論
者
の
ヒ
ュ
ー
ム
で
あ
っ
た
。
し
か
ら
ば
、
経
験
論
と

は
如
何
な
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
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第
十
一
節　

経
験
論

英
国
に
発
達
し
た
経
験
論
的
思
想
の
淵
源
は
、
遠
く
十
三
世
紀
の
ロ
ー
ジ
ャ
ー
・
ベ
イ
コ
ン
（R

oger B
acon, 1214-94

）

に
ま
で
溯
る
。
ロ
ー
ジ
ャ
ー
・
ベ
イ
コ
ン
の
特
色
は
、
一
般
に
ス
コ
ラ
学
派
が
概
念
的
思
弁
に
偏
し
た
の
に
反
対
し
て
、
自

然
科
学
的
研
究
方
法
の
重
要
性
を
強
調
し
た
点
に
存
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
真
に
思
想
を
理
解
せ
ん
が
た
め
に
は
そ
の
原
典

を
も
と
の
言
葉
通
り
に
学
ば
ね
ば
な
ら
な
い
の
と
同
じ
よ
う
に
、
真
に
自
然
を
知
ろ
う
と
思
う
な
ら
ば
、
凡
ゆ
る
先
入
見
や

空
想
を
す
て
て
直
接
事
物
自
体
を
経
験
に
訴
え
て
観
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
経
験
な
し
に
は
何
物
も
確
立
す
る
こ
と

は
出
来
な
い
」
と
彼
は
い
う
。
も
っ
と
も
、
ロ
ー
ジ
ャ
ー
・
ベ
イ
コ
ン
の
い
う
「
経
験
」
な
る
も
の
の
中
に
は
、
単
な
る
外0

的
経
験

0

0

0

の
み
な
ら
ず
、
超
自
然
的
な
対
象
を
把
捉
す
べ
き
内
的
経
験

0

0

0

0

も
亦
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
上
な
る
神
よ
り
受
け
る

光
（illum

inatio=illum
ination

）
で
あ
る
限
り
、
彼
の
思
想
の
中
に
は
伝
統
的
な
教
会
信
仰
と
近
代
的
な
科
学
研
究
の
萌
芽

と
が
混
在
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
が
、
人
々
を
し
て
経
験
的
認
識
に
め
ざ
め
し
め
た
彼
の
思
想
史
上
の
位
置
は
、
抹

殺
さ
る
べ
く
も
な
い
の
で
あ
る
。

而
し
て
科
学
研
究
に
際
し
て
先
ず
排
除
さ
る
べ
き
先
入
見
を
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ベ
イ
コ
ン
（Francis B

acon, 1561-1626

）

は
「
偶
像
」（idola

）
と
呼
ぶ
。
そ
れ
は
、
自
然
そ
の
も
の
に
は
存
在
し
な
い
の
に
も
拘
ら
ず
、
人
間
が
自
分
で
勝
手
に
造

り
設
け
て
、
そ
の
前
に
深
い
尊
敬
を
払
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
単
な
る
空
想
の
所
産
で
あ
る
、
と
い
う
意
味
に
他
な
ら
ぬ
。
と

こ
ろ
で
、
か
か
る
偶
像
に
は
人
間
自
然
の
性
に
基
づ
い
て
起
る
と
こ
ろ
の
自
然
的
偶
像
と
、
人
と
人
と
の
交
渉
の
結
果
と
し

て
い
わ
ば
人
為
的
に
成
り
立
つ
と
こ
ろ
の
社
会
的
偶
像
と
が
あ
る
。
自
然
的
偶
像
は
更
に
、
人
間
一
般
の
通
有
性
に
基
づ
い

て
起
る
も
の
即
ち
人
類
な
る
種
族
に
共
通
で
あ
る
が
故
に
種
族
の
偶
像

0

0

0

0

0

と
呼
ば
れ
る
も
の
と
、
個
人
の
特
異
性
に
基
づ
い
て
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起
る
も
の
即
ち
あ
た
か
も
洞
窟
の
中
に
自
ら
を
閉
じ
籠
め
て
外
の
世
界
を
全
く
見
な
い
者
の
偏
見
に
比
す
べ
き
も
の
で
あ
る

が
故
に
洞
窟
の
偶
像

0

0

0

0

0

と
呼
ば
れ
る
も
の
と
に
分
れ
る
。
同
様
に
社
会
的
偶
像
も
亦
、
次
の
二
つ
に
分
た
れ
る
。
そ
の
一
つ
は

人
間
日
常
の
交
渉
か
ら
起
る
も
の
即
ち
公
共
の
仕
事
が
営
ま
れ
る
場
所
と
し
て
の
市
場
に
於
て
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
が
故

に
市
場
の
偶
像

0

0

0

0

0

と
呼
ば
れ
、
他
は
伝
統
的
に
真
理
と
し
て
信
仰
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ

に
対
し
て
大
な
る
権
威
を
以
て
臨
む
け
れ
ど
も
、
そ
の
実
は
劇
場
に
於
け
る
脚
色
と
同
様
何
等
の
真
実
性
も
有
し
な
い
も
の

で
あ
る
が
故
に
劇
場
の
偶
像

0

0

0

0

0

と
呼
ば
れ
る
。

以
上
四
種
の
偶
像
の
中
、
洞
窟
の
偶
像
は
個
人
の
性
癖･

好
悪･

境
遇
な
ど
か
ら
由
来
す
る
も
の
で
あ
っ
て
そ
の
種
類
は

無
限
に
多
く
到
底
枚
挙
に
堪
え
な
い
と
は
い
え
、
全
く
個
人
的
な
も
の
で
あ
っ
て
第
三
者
か
ら
観
れ
ば
容
易
に
看
破
す
る
こ

と
の
出
来
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
さ
ほ
ど
恐
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
に
反
し
て
他
の
三
つ
の
偶
像
は
、
よ
り
一
般
的

で
あ
る
が
故
に
そ
れ
を
看
破
し
て
排
除
す
る
こ
と
も
亦
よ
り
困
難
で
あ
る
。
ベ
イ
コ
ン
自
身
あ
る
重
要
な
箇
所
に
於
て
洞
窟

の
偶
像
を
全
く
度
外
視
し
、
排
除
さ
る
べ
き
偶
像
と
し
て
残
り
の
三
つ
だ
け
を
挙
げ
、
し
か
も
劇
場
の
偶
像
、
市
場
の
偶
像
、

種
族
の
偶
像
の
順
序
に
配
列
し
て
お
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
此
の
順
序
は
、
外
面
的
な
る
も
の
か
ら
次
第
に
内
面
的
な
る
も

の
へ
、
人
為
的
な
る
も
の
か
ら
自
然
的
な
る
も
の
へ
と
進
む
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
内
面
的
に
し
て
自
然
的
な
る
も
の
ほ
ど

人
間
生
来
の
精
神
の
根
柢
に
深
く
根
ざ
し
て
い
る
結
果
と
し
て
、
い
よ
い
よ
排
除
す
る
こ
と
が
困
難
な
も
の
な
の
で
あ
る
か

ら
、
此
の
順
序
に
従
っ
て
偶
像
の
本
質
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
蓋
し
当
を
得
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
ａ
）
劇
場
の
偶
像
（idola theatri=idora of theater

）

劇
場
の
偶
像
の
中
、
最
も
有
力
な
る
も
の
は
哲
学
的
伝
統
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
真
実
な
ら
ざ
る
主
張
と
真
実
な
ら
ざ
る
疑

惑
、
即
ち
独
断
と
懐
疑
と
の
二
つ
の
一
見
相
反
し
た
方
向
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
懐
疑
は
そ
れ
が
事
物
の
不
可
認
識
性
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を
根
本
原
理
と
す
る
立
場
に
立
っ
て
積
極
的
に
主
張
せ
ら
れ
る
限
り
、
そ
れ
自
身
ま
た
忽
ち
に
し
て
独
断
に
転
化
す
る
。
一

般
に
凡
ゆ
る
独
断
的
哲
学
の
根
本
特
徴
は
、
基
礎
づ
け
ら
れ
ざ
る
仮
定
と
主
張
と
に
存
す
る
。
而
し
て
、
そ
の
一
は
未
だ
吟

味
さ
れ
ざ
る
基
礎
の
上
に
一
般
的
仮
定
を
構
成
す
る
空
な
る
詭
弁
（
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
）
で
あ
り
、
そ
の
二
は
吟
味
さ
れ

て
は
い
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
あ
ま
り
に
も
少
い
経
験
を
基
礎
と
す
る
不
完
全
な
経
験
論
（
錬
金
術
学
者
）
で
あ
り
、
そ
の

三
は
純
粋
に
宗
教
的
信
仰
を
基
礎
と
す
る
神
秘
主
義
（
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
、
プ
ラ
ト
ー
ン
）
で
あ
る
。
か
か
る
劇
場
の
偶
像
を
根

本
的
に
排
除
す
る
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
凡
ゆ
る
伝
統
の
影
響
か
ら
自
己
の
認
識
を
解
放
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
を

言
い
換
え
れ
ば
凡
ゆ
る
他
人
の
意
見
に
対
す
る
盲
従
を
根
絶
す
る
こ
と
に
他
な
ら
ぬ
が
故
に
、
此
の
劇
場
の
偶
像
を
徹
底
的

に
排
除
し
た
後
に
残
る
も
の
は
、
自
己
自
身
の
経
験
以
外
の
何
物
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
、
事
物
そ
の

も
の
を
経
験
す
る
と
信
じ
つ
つ
、
そ
の
実
は
そ
う
で
な
い
場
合
の
あ
る
こ
と
を
思
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
即
ち
、
わ
れ
わ
れ
は
事

物
を
表
現
す
る
の
に
常
に
「
言
語
」
な
る
符
号
を
用
い
、
し
か
も
幼
い
時
か
ら
そ
の
言
語
0

0

を
事
物
0

0

に
代
用
す
る
習
慣
が
養
成

さ
れ
て
お
る
た
め
に
、
知
ら
ず
識
ら
ず
の
う
ち
に
単
な
る
言
語
と
実
在
の
事
物
と
を
混
同
し
、
言
語
の
意
味
を
理
解
し
た
だ

け
で
事
物
そ
の
も
の
を
理
解
し
た
か
の
如
く
考
え
、
或
は
言
語
が
あ
れ
ば
必
ず
こ
れ
に
対
応
す
る
事
物
が
存
在
す
る
か
の
如

く
思
い
誤
り
が
ち
で
あ
る
。
所
謂
市
場
の
偶
像
な
る
も
の
が
即
ち
こ
れ
に
他
な
ら
ぬ
。

（
ｂ
）
市
場
の
偶
像
（idola fori=idora of m

arket

）

市
場
の
偶
像
に
於
て
は
、
言
語
が
あ
た
か
も
取
引
上
の
通
貨
の
如
く
取
扱
わ
れ
る
。
そ
の
際
わ
れ
わ
れ
は
、
市
場
価
格
な

る
も
の
が
全
く
取
引
関
係
に
よ
っ
て
決
定
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
い
か
な
る
通
貨
に
よ
っ
て
取
引
さ
れ
よ
う
と
事
物
そ

の
も
の
に
と
っ
て
は
何
の
関
係
も
な
い
こ
と
を
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
わ
れ
わ
れ
は
「
太
陽
が
東
か
ら
出
て
西
に
没
す

る
」
と
い
う
。
し
か
し
地
球
は
そ
ん
な
こ
と
と
は
関
係
な
し
に
、
太
陽
の
周
囲
を
廻
っ
て
あ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
言
語
は
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決
し
て
事
物
が
そ
れ
自
身
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
示
さ
ず
、
た
だ
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
に
対
し
て
如
何
に
現
わ
れ
る
か
を

語
る
に
過
ぎ
な
い
。
か
く
し
て
ベ
イ
コ
ン
は
、
単
な
る
言
葉
の
上
の
知
識
と
事
物
そ
の
も
の
に
即
し
た
知
識
を
対
立
せ
し
め

る
。
此
の
全
く
種
類
を
異
に
す
る
二
つ
の
知
識
を
対
立
せ
し
め
、
而
し
て
前
者
を
す
て
て
後
者
に
向
う
精
神
こ
そ
、
ベ
イ
コ

ン
の
真
髄
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
ｃ
）
種
族
の
偶
像
（idola tribus=idola of tribe

）

先
に
劇
場
の
偶
像
を
究
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
―
―
伝
統
的
な
権
威
に
捉
わ
れ
ず
し
て
―
―
自
ら
の
経
験
に
訴
え
て
自

ら
認
識
す
べ
き
こ
と
を
教
え
ら
れ
、
次
に
市
場
の
偶
像
の
正
体
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
単
な
る
言
語
に
よ
っ
て

で
は
な
く
直
接
事
物
そ
の
も
の
を
認
識
す
べ
き
こ
と
を
教
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
が
わ
れ
わ
れ
自
身

の
有
す
る
認
識
手
段
に
よ
っ
て
事
物
そ
の
も
の
を
把
捉
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
猶
そ
こ
は
一
つ
の
・
し
か
も
最
も
強
い
幻
惑

が
わ
れ
わ
れ
自
身
の
本
性
か
ら
現
わ
れ
出
る
の
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
間
性
そ
の
も
の
か
ら
起
る
と
い
う
意
味
に

於
て
種
族
の
偶
像
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
第
一
は
感
官
0

0

か
ら
来
る
偶
像
で
あ
る
。
即
ち
わ
れ
わ
れ
の
感
性
知
覚
が

事
物
を
、
そ
の
自
然
的
性
質
（physical nature
）
か
ら
人
間
的
性
質
（hum

an nature

）
へ
い
わ
ば
翻
訳
す
る
結
果
と
し
て

そ
の
元
の
性
質
が
失
わ
れ
る
と
同
時
に
、
そ
の
代
り
に
人
間
的
性
質
が
多
分
に
混
入
し
て
来
て
そ
の
た
め
に
事
物
の
姿
が
著

し
く
そ
こ
な
わ
れ
る
こ
と
を
避
け
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
同
じ
温
度
の
水
を
時
に
は
な
ま
ぬ
る
く
時
に

は
冷
た
く
感
じ
、
或
は
遠
く
に
あ
る
大
き
な
も
の
が
近
く
に
あ
る
小
さ
な
も
の
よ
り
も
却
っ
て
小
さ
く
見
え
る
が
如
き
、
そ

の
適
例
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
次
に
種
族
の
偶
像
の
第
二
は
、
悟
性
0

0

か
ら
来
る
偶
像
で
あ
る
。
わ
れ
わ

れ
の
悟
性
は
つ
ね
に
雑
多
の
中
に
統
一
を
求
め
・
此
の
宇
宙
を
体
系
づ
け
よ
う
と
す
る
欲
求
に
駆
ら
れ
て
事
物
の
微
細
な
部

分
の
丹
念
な
研
究
を
怠
り
、
一
足
飛
び
に
最
終
目
的
ま
で
到
達
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
。
し
か
も
そ
の
際
、
最
終
目
的
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な
る
も
の
を
悟
性
は
決
し
て
全
宇
宙
の
源
泉
か
ら
汲
み
と
っ
た
の
で
は
な
く
、
実
は
自
己
自
身
の
中
か
ら
捏
造
し
た
も
の
で

あ
る
限
り
、
悟
性
が
よ
く
な
し
得
た
と
信
ず
る
最
も
遠
き
も
の
へ
の
飛
躍
は
、
畢
竟
単
な
る
錯
覚
（illusion

）
で
あ
る
と
い

わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
と
い
う
の
は
、
中
間
項
の
存
在
を
無
視
し
た
飛
躍
な
る
も
の
が
一
般
に
不
可
能
で
あ
る
上
に
、
悟
性
は
最

も
遠
き
も
の
を
求
め
て
結
局
―
―
自
分
自
身
で
勝
手
に
つ
く
り
上
げ
た
も
の
、
即
ち
―
―
何
よ
り
も
手
近
か
な
も
の
に
と
ど

ま
っ
て
お
る
か
ら
で
あ
る
。
最
後
に
種
族
の
偶
像
の
第
三
は
、
意
志
0

0

か
ら
来
る
偶
像
で
あ
る
。
目
的
意
識
を
以
て
行
動
す
る

の
は
意
志
の
本
性
で
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
此
の
自
己
自
身
の
性
質
を
自
然
そ
の
も
の
に
投
入
し
て
擬
人
観
に
陥
り
易
い
傾

向
を
も
っ
て
お
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
自
然
の
研
究
に
目
的
の
概
念
を
適
用
す
る
こ
と
は
、
ベ
イ
コ
ン
に
よ
れ
ば
、
従
来
真

の
自
然
認
識
を
妨
害
す
る
最
大
の
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
感
官
・
悟
性
・
意
志
か
ら
由
来
す
る
三
種
類

の
偶
像
の
中
、
第
一
の
も
の
は
寒
暖
計
・
望
遠
鏡
・
顕
微
鏡
な
ど
の
器
械
の
力
を
借
り
る
精
密
な
「
観
察
」
に
よ
っ
て
第
二

及
び
第
三
の
も
の
は
主
観
か
ら
由
来
す
る
一
切
の
附
加
物
を
淘
汰
し
て
自
然
現
象
を
純
粋
に
経
験
す
る
と
こ
ろ
の
所
謂
「
実

験
」
に
よ
っ
て
徹
底
的
に
排
除
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
述
べ
来
っ
た
ベ
イ
コ
ン
の
偶
像
論
を
要
約
す
れ
ば
、
第
一
に
他
人
の
眼
を
借
ら
ず
に
自
己
の
眼
を
以
て
、
第
二
に
言

語
に
捉
わ
れ
ず
に
事
物
そ
の
も
の
を
、
第
三
に
主
観
的
要
素
を
淘
汰
し
て
専
ら
観
察
と
実
験
と
に
よ
っ
て
、
現
象
の
目
的
因

（causa finalis=final cause

）
で
は
な
く
動
力
因
（causa efficiens=efficient cause

）
の
み
を
探
究
せ
よ
、と
い
う
に
帰
す
る
。

げ
に
、
素
直
に
服
従
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
自
然
は
征
服
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
（N

ature is not conquered except by 

obedience.

）。
し
か
し
、
た
だ
素
直
に
自
然
に
服
従
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
然
と
の
交
り
を
深
く
す
る
と
い
う
だ
け
で
は
、

未
だ
自
然
を
支
配
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
自
然
を
支
配
し
得
る
た
め
に
は
、
先
ず
自
然
法
則
そ
の
も
の
を
知
ら
ね
ば
な
ら

ぬ
。
換
言
す
れ
ば
、
深
い
交
り
は
更
に
進
ん
で
正
し
い
解
釈
（interpretation
）
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
た
め
の
手
段
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と
な
る
も
の
は
勿
論
、
観
察
と
実
験
と
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
苟
も
法
則
0

0

が
認
識
さ
れ
ん
が
た
め
に
は
、
そ
の
た
め
の
研
究

手
段
は
―
―
で
た
ら
め
に
で
は
な
く
―
―
一
定
の
方
法
0

0

に
従
っ
て
適
用
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
正
し
い
方
法
に
よ
っ
て
獲
得
さ

れ
た
法
則
的
知
識
に
し
て
は
じ
め
て
「
発
明
術
」（ars inveniendi=inventive art

）
た
る
の
機
能
を
果
し
て
よ
く
「
知
は
力

な
り
」（scientia est potentia=w

isdom
 is pow

er

）の
真
面
目
を
遺
憾
な
く
発
揮
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。し
か
ら
ば
、

か
か
る
知
識
は
如
何
に
し
て
獲
得
さ
れ
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ベ
イ
コ
ン
の
偶
像
論
が
「
破
邪
」
の
面
を
説
い
た
も
の
と
す
れ
ば
、
更
に
積
極
的
に
「
顕
正
」
の
面
を
明
ら
か
に
し
た

も
の
は
彼
の
帰
納
法
で
あ
る
。
ベ
イ
コ
ン
に
よ
れ
ば
、
従
来
の
帰
納
法
は
「
単
純
枚
挙
に
よ
る
帰
納
法
」（inductio per 

enum
erationem

 sim
plicen=induction by sim

ple enum
eration

）
に
と
ど
ま
っ
た
結
果
、
あ
ま
り
に
も
性
急
な
一
般
化

（overhasty generalization

）
の
弊
に
陥
る
こ
と
を
免
れ
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
真
に
正
確
な
自
然
認

識
を
得
る
た
め
に
は
、
次
の
三
段
の
順
序
を
履
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
。

第
一
に
、先
ず
研
究
の
対
象
た
る
現
象
が
現
わ
れ
て
い
る
多
く
の
事
例
を
集
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
所
謂
「
現
存
表
」（tabula 

praesentiae=table of presence

）
を
作
り
、
此
の
凡
て
の
事
例
か
ら
そ
れ
ら
に
共
通
で
な
い
要
素
を
悉
く
除
外
し
て
、
共
通

の
要
素
だ
け
を
と
り
出
す
。
か
く
し
て
得
ら
れ
た
共
通
の
要
素
は
、
当
の
対
象
の
根
本
特
質
た
る
の
蓋
然
性
を
有
す
る
。
ベ

イ
コ
ン
は
之
を
ス
コ
ラ
哲
学
の
用
語
に
な
ら
っ
て
「
形
相
」（form

a=form

）
と
呼
ぶ
。

次
に
、
当
面
の
問
題
と
な
っ
て
い
る
現
象
が
少
し
も
現
わ
れ
て
い
な
い
事
例
即
ち
「
消
極
的
事
例
」（negative instance

）

を
集
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
所
謂
「
欠
如
表
」（tabula absentiae=table of absence

）
を
作
り
、
こ
れ
ら
の
事
例
の
何
れ
に
も

第
一
の
方
法
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
共
通
要
素
の
存
し
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
、
そ
の
要
素
が
「
形
相
」
で
あ
る
こ
と

の
蓋
然
性
は
一
層
確
実
と
な
る
。
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更
に
第
三
に
、此
の
現
象
が
種
々
の
程
度
を
以
て
現
わ
れ
て
い
る
事
例
を
集
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
所
謂
「
程
度
表
」（taula 

graduum
=table of grade

）
を
作
り
、
此
の
現
象
の
増
減
と
先
き
の
共
通
要
素
の
増
減
と
の
平
行
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な

れ
ば
、
此
の
共
通
要
素
が
「
形
相
」
で
あ
る
こ
と
は
、
い
よ
い
よ
確
実
と
な
る
。

ベ
イ
コ
ン
は
以
上
三
段
の
手
続
か
ら
成
る
彼
の
方
法
を
、
普
通
の
経
験
或
は
帰
納
法
に
対
し
て
「
方
法
的
経
験
」

（m
ethodical experience

）
或
は
「
真
の
帰
納
法
」（true induction

）
と
呼
ぶ
。
し
か
し
、
か
く
し
て
得
ら
れ
る
結
論
を
し

て
真
に
不
変
な
る
真
理
た
ら
し
め
ん
が
た
め
に
は
、こ
れ
に
矛
盾
す
る
事
例
の
皆
無
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

し
か
も
自
然
の
内
容
が
わ
れ
わ
れ
人
間
の
経
験
よ
り
も
遥
か
に
豊
富
で
あ
る
以
上
、
経
験
に
よ
っ
て
こ
れ
を
証
明
す
る
こ
と

は
絶
対
に
不
可
能
で
あ
る
。
従
っ
て
絶
対
に
確
実
な
る
結
論
は
、
帰
納
法
そ
の
も
の
の
性
質
上
、
到
底
到
達
さ
れ
得
な
い
筈

で
あ
る
。
ベ
イ
コ
ン
は
此
の
欠
点
を
、
特
に
重
要
に
し
て
適
切
な
る
事
例
即
ち
彼
の
所
謂
「
特
権
的
事
例
」（prerogative 

instance

）
を
選
び
挙
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
補
お
う
と
す
る
。
今
ベ
イ
コ
ン
が
挙
げ
た
二
十
七
種
の
特
権
的
事
例
の
中
一
二

の
代
表
的
な
も
の
を
示
せ
ば
、
多
数
の
肉
眼
的
観
察
よ
り
も
唯
一
回
の
望
遠
鏡
或
は
顕
微
鏡
に
よ
る
観
察
の
方
が
却
っ
て
確

実
な
る
が
如
き
、
又
多
数
の
直
感
に
基
づ
く
推
測
よ
り
も
唯
一
回
の
数
学
的
計
算
の
方
が
遥
か
に
確
実
な
る
が
如
き
、
即
ち

そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
ベ
イ
コ
ン
の
特
権
的
事
例
の
挙
げ
方
は
全
く
原
理
的
統
一
を
欠
き
、
且
つ
そ
の
中
に
は
重
要
な
る
問

題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
数
学
的
計
算
は
何
故
に
直
感
的
推
測
よ
り
も
特
権
的
た
る
こ
と
を
要
求
し
得
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
い
っ
た
い
数
学
的
認
識
の
確
実
性
は
、何
に
基
づ
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
純
粋
思
惟
に
基
づ
く
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
と
も
経
験
に
基
づ
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
若
し
純
粋
思
惟
に
基
づ
く
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
ベ
イ
コ
ン
は
数
学
的
計
算
を

直
感
的
推
測
よ
り
も
特
権
的
と
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
お
の
ず
か
ら
経
験
論
の
不
十
分
な
る
こ
と
を
暴
露
し
て
唯
理
論
に
一

歩
譲
っ
た
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
若
し
又
、
経
験
に
基
づ
く
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
他
の
も
の
と
は
区
別
さ
れ
て
特
に
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そ
の
経
験
が
特
権
的
た
る
こ
と
を
要
求
し
得
る
理
由
は
、
如
何
に
し
て
説
明
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
認
識
論
上

重
要
な
る
問
題
に
対
し
て
、
ベ
イ
コ
ン
は
回
答
を
与
え
な
か
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
か
か
る
問
題
自
体
を
正
し
い
形
に
於
て

意
識
す
る
こ
と
す
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
、
此
の
認
識
の
妥
当
性

0

0

0

（G
ültigkeit=validity

）
の
問
題
を
判
然
と
提

出
し
、
以
て
認
識
論
的
研
究
の
歴
史
に
於
て
最
初
の
位
置
を
占
め
る
も
の
は
ロ
ッ
ク
（John Locke, 1632-1704

）
で
あ
る
。

ロ
ッ
ク
は
ス
ピ
ノ
ー
ザ
と
同
年
即
ち
一
六
三
二
年
に
或
る
法
律
家
の
家
に
生
れ
、
そ
し
て
父
の
独
立
自
由
な
思
想
を
そ
の

ま
ま
受
け
継
い
だ
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
最
初
ロ
ン
ド
ン
の
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
の
学
校
で
六
年
間
古
典
語
を
徒
ら
に
暗

記
に
よ
っ
て
教
え
込
ま
れ
た
こ
と
、
更
に
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の
大
学
で
不
可
解
な
ス
コ
ラ
哲
学
に
悩
ま
さ
れ
た
こ
と
な
ど

に
対
し
て
大
き
な
不
満
を
感
じ
て
い
た
彼
が
は
じ
め
て
哲
学
的
覚
醒
を
得
た
の
は
、
彼
自
身
の
後
年
の
告
白
に
よ
れ
ば
、
デ

カ
ル
ト
の
著
作
の
研
究
が
そ
の
動
機
と
な
っ
た
と
い
う
。
即
ち
、
自
己
の
研
究
の
歩
み
の
遅
々
た
る
所
以
を
全
く
哲
学
的
才

能
の
欠
乏
に
基
づ
く
も
の
と
信
じ
て
深
い
失
望
の
中
に
沈
み
つ
つ
あ
っ
た
彼
の
眼
前
に
今
や
展
開
さ
れ
た
明
晰
判
明
な
思
惟

の
世
界
に
、
彼
は
頓
に
勇
気
百
倍
す
る
の
を
覚
え
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
何
よ
り
も
強
く
彼
を
ひ
き
つ
け
た
も
の
は
、
デ
カ

ル
ト
哲
学
が
―
―
か
ね
が
ね
彼
が
憧
れ
て
や
ま
な
か
っ
た
―
―
近
代
的
自
然
研
究
と
つ
な
が
り
を
も
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ

た
。
か
く
し
て
デ
カ
ル
ト
は
単
に
大
陸
の
唯
理
論
の
創
始
者
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
又
同
時
に
英
国
の
経
験
論
に
対
し
て

も
重
大
な
る
影
響
を
与
え
た
も
の
と
し
て
、
真
に
近
世
哲
学
の
祖
と
称
せ
ら
れ
る
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
所
以
を
、
わ
れ
わ

れ
は
茲
に
十
分
了
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

ロ
ッ
ク
の
主
著
『
人
間
悟
性
論
』（Essay concerning H

um
an U

nderstanding, 1690

）
は
、
そ
の
序
文
に
記
さ
れ
て
い

る
通
り
、
ロ
ッ
ク
が
数
人
の
友
人
と
闘
わ
し
た
議
論
に
よ
っ
て
、
そ
の
成
立
の
機
会
を
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、
彼

等
は
自
ら
提
出
し
た
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
た
め
、ロ
ッ
ク
は
先
ず
「
わ
れ
わ
れ
自
身
の
能
力
を
吟
味
し
、
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わ
れ
わ
れ
の
悟
性
が
い
か
な
る
対
象
を
取
扱
う
に
適
し
又
い
か
な
る
対
象
を
取
扱
う
に
適
し
な
い
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

が
必
要
」
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
、
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

A
fter w

e had a w
hile puzzled ourselves, w

ithout com
ing any nearer a resolution of those doubts w

hich perplexed 

us, it cam
e into m

y thoughts that w
e took a w

rong course; and that before w
e set ourselves upon enquiries of that 

nature, it w
as necessary to exam

ine our ow
n abilities, and see w

hat objects our understandings w
ere, or w

ere not, 

fitted to deal w
ith. (The Epistle to the R

eader)

若
し
独
断
論
（dogm

atism
）
を
以
て
、
知
識
成
立
の
条
件
及
び
そ
の
限
界
を
十
分
に
吟
味
せ
ず
し
て
直
ち
に
事
物
の
本

質
を
明
ら
か
に
せ
ん
が
た
め
に
概
念
を
使
用
す
る
も
の
と
解
し
、
こ
れ
に
対
し
、
批
判
主
義
（criticism

）
は
存
在
に
関
し

て
思
弁
を
は
じ
め
る
に
先
立
っ
て
予
め
先
ず
認
識
能
力
を
吟
味
す
る
も
の
と
解
す
る
な
ら
ば
、
広
義
の
批
判
主
義
的
精
神
は

確
か
に
ロ
ッ
ク
に
始
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
カ
ン
ト
が
そ
の
著
書
の
中
に
於
て
「
明
敏
0

0

な
る
ヒ

ュ
ー
ム
」（der scharfsinnige H

um
e

）と
い
う
の
に
対
し
て
、ロ
ッ
ク
に
関
し
て
は
常
に
た
だ「
か
の
有
名
0

0

な
る
ロ
ッ
ク
」（der 

berühm
te Locke

）
と
呼
ん
で
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
こ
ろ
を
見
れ
ば
、
カ
ン
ト
自
身
は
ロ
ッ
ク
を
そ
れ
ほ
ど
高
く
は
評
価
し

て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
恐
ら
く
、
カ
ン
ト
が
峻
別
し
た
―
―
認
識
に
関
す
る
―
―
「
事
実
問
題
」
と
「
権
利

問
題
」
と
を
、
ロ
ッ
ク
が
は
っ
き
り
と
意
識
的
に
区
別
し
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
而
し
て
此
の
二
つ
の
問
題

を
区
別
し
な
か
っ
た
こ
と
こ
そ
、
む
し
ろ
経
験
論
的
立
場
そ
の
も
の
の
特
色
で
あ
り
又
制
限
で
あ
る
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。

実
際
、
ロ
ッ
ク
の
『
人
間
悟
性
論
』
の
目
的
は
「
人
知
の
起
源
、
確
実
さ
及
び
そ
の
範
囲
（the origin, certainty and 

extent of hum
an know

ledg

）
を
探
究
し
、
併
せ
て
信
念
・
臆
見
・
許
容
の
理
由
及
び
程
度
を
も
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
」
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も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
出
発
点
が
唯
理
論
的
な
本
有
観
念
（innate notins

）
説
を
否
定
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
ら
れ
る

以
上
、
し
か
ら
ば
わ
れ
わ
れ
の
現
に
有
す
る
諸
々
の
観
念
は
如
何
に
し
て
成
立
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
「
観
念
の
起

原
」
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
先
ず
最
初
の
重
要
な
問
題
と
な
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
か
く
し
て
ひ
と
た
び
経
験
論
的
な
立
場
が

確
立
せ
ら
れ
る
と
な
れ
ば
、
そ
の
立
場
か
ら
凡
て
の
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
試
み
る
の
も
ま
た
、
自
然
の
勢
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
ロ
ッ
ク
が
、
人
間
の
心
に
は
本
来
具
有
さ
れ
て
い
る
如
何
な
る
観
念
も
な
く
、
心
は
全
く
「
白

紙
」
の
如
き
も
の
で
あ
り
、
所
謂“tabula rasa”

（em
pty tablet

）
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
な
が
ら
、
し
か
も
他
方
、
凡
ゆ

る
わ
れ
わ
れ
の
知
識
の
材
料
が
わ
れ
わ
れ
の
心
に
供
給
せ
ら
れ
る
二
つ
の
途

0

0

0

0

（tw
o w

ays

）
と
し
て
感
覚
0

0

（sensation

）
と

反
省
0

0

（reflection

）
を
挙
げ
て
お
る
の
は
、
不
徹
底
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
と
い
う
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
精
神
が
真

にtabla rasa

で
あ
る
な
ら
ば
、
た
と
い
そ
れ
に
外
的
印
象
を
受
け
納
れ
る
能
力
は
帰
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
し
て
も
、
如

何
な
る
自
発
的
な
能
力
も
之
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
な
い
筈
で
あ
っ
て
、
感
覚
の
ほ
か
に
そ
れ
自
身
独
立
し
た
精
神
能
力
と

し
て
の
「
反
省
」
は
、
到
底
こ
れ
を
容
れ
る
余
地
が
あ
る
筈
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
な
お
強
い
て
何
等
か
の
意
味
に

於
て
「
反
省
」
の
は
た
ら
き
を
認
め
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
畢
竟
自
己
の
活
動
そ
の
も
の
の
知
覚

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
解
す
る
の
ほ
か

は
な
い
で
あ
ろ
う
。
而
し
て
此
の
場
合
に
は
、
依
然
と
し
て
「
感
覚
」
が
わ
れ
わ
れ
の
有
す
る
観
念
の
唯
一
の
源
泉
で
あ
っ

て
「
反
省
」
は
所
詮
わ
れ
わ
れ
の
い
わ
ば
自
己
認
識
の
形
式
に
過
ぎ
ず
、
わ
れ
わ
れ
の
観
念
の
内
容
と
な
る
も
の
は
凡
て
外

部
か
ら
受
け
取
ら
れ
た
も
の
即
ち
知
覚
さ
れ
た
も
の
以
外
の
何
物
で
も
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
知
覚
0

0

さ
れ
て
あ
る

0

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
よ
り
ほ
か
に
如
何
な
る
客
観
的
存
在
も
な
い
、
と
い
う
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
ロ
ッ
ク

が
、
香
・
味
・
寒
・
温
な
ど
の
よ
う
な
「
単
な
る
主
観
の
知
覚
の
仕
方
に
す
ぎ
な
い
も
の
」
と
し
て
の
所
謂
第
二
次
的
性
質

0

0

0

0

0

0

（secondary qualities

）
の
ほ
か
に
、
延
長
・
形
状
・
動
・
静
・
数
と
い
う
よ
う
な
―
―
わ
れ
わ
れ
に
は
直
接
知
覚
さ
れ
な
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い
実
体
（substance=som

ething w
e know

 not w
hat

）
の
有
す
る
諸
々
の
性
質
と
し
て
の
―
―
第
一
次
的
性
質

0

0

0

0

0

0

（prim
ary 

qualities

）
を
う
ち
立
て
た
こ
と
は
、
ロ
ッ
ク
本
来
の
立
場
と
相
容
れ
な
い
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
若
し
―
―
ロ
ッ
ク

自
身
主
張
す
る
よ
う
に
―
―
物
自
体
が
真
に
知
覚
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
知
覚
の
内
容
は
凡
て
ロ
ッ

ク
の
所
謂
第
二
次
的
性
質
で
あ
る
の
ほ
か
な
く
、
一
般
に
第
一
次
的
性
質
な
る
も
の
は
あ
り
得
な
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い

で
あ
ろ
う
。
此
の
方
向
を
徹
底
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
客
観
界
を
挙
げ
て
主
観
の
知
覚
内
容
に
す
ぎ
ぬ
も
の
と
見
、
以
て

大
胆
な
る
主
観
的
観
念
論
（subjective idealism

）
を
説
い
た
の
は
、
バ
ー
ク
リ
ー
（G

eorge B
erkeley, 1685-1753

）
で

あ
る
。

尤
も
バ
ー
ク
リ
ー
は
単
な
る

0

0

0

主
観
的
観
念
論
者
で
は
な
い
。
―
―
バ
ー
ク
リ
ー
に
よ
れ
ば
「
存
在
す
る
と
は
知
覚
さ
れ
る

こ
と
で
あ
る
」（Esse est percipi.
―
―B

eing=B
eing perceived

）
が
故
に
、
一
般
に
実
在
と
称
す
べ
き
も
の
は
観
念
0

0

及
び

そ
の
観
念
を
有
す
る
精
神
0

0

を
措
い
て
他
に
な
い
。
か
よ
う
に
、
現
に
凡
て
の
も
の
を
「
観
念
」
に
化
す
る
ば
か
り
で
な
く
、

そ
れ
を
有
す
る
も
の
と
し
て
「
精
神
」（spirit
）
の
存
在
を
も
主
張
す
る
と
こ
ろ
に
、
バ
ー
ク
リ
ー
が
単
な
る
主
観
的
観
念

論
を
以
て
終
始
し
な
い
重
大
な
る
契
機
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
勿
論
、
精
神
と
い
う
能

動
的
に
働
く
も
の
（active agent

）
は
、
非
能
動
的
な
単
な
る
観
念
で
あ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
否
、
精
神
こ
そ
観
念
を
生

み
出
す
も
の
に
他
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
精
神
に
於
て
は
、
存
在
す
る
こ
と
は
知
覚
さ
れ
る

0

0

0

こ
と
で
は
な
く
し
て
む

し
ろ
知
覚
す
る
0

0

こ
と
（Esse est percipere.=B

eing is to perceive.

）
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
精
神
は
直
接
に
は
把
捉
さ

れ
る
こ
と
は
出
来
ず
、
唯
そ
の
は
た
ら
き
の
結
果
0

0

（effects

）
に
よ
っ
て
間
接
に
認
識
さ
れ
る
の
他
は
な
い
。
而
し
て
「
永

遠
な
る
精
神
」
た
る
神
は
、
他
の
諸
々
の
精
神
即
ち
人
間
精
神
よ
り
も
遥
か
に
多
く
の
「
結
果
」
を
も
っ
て
お
る
が
故
に
、

そ
の
存
在
も
亦
遥
か
に
は
っ
き
り
と
知
覚
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
否
、
神
以
外
の
他
の
諸
々
の
精
神
の
存
在
は
、
実
は
神
か
ら
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発
す
る
「
純
粋
に
し
て
澄
み
き
っ
た
光
」（pure and clear light

）
に
照
ら
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
知
ら
れ
る
こ
と

が
出
来
る
の
で
あ
る
、
と
バ
ー
ク
リ
ー
は
い
う
。

茲
に
到
っ
て
単
な
る
「
経
験
論
」
と
い
う
名
が
、
も
は
や
バ
ー
ク
リ
ー
の
思
想
を
特
色
づ
け
る
の
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
こ

と
は
、
明
ら
か
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
バ
ー
ク
リ
ー
に
於
て
凡
て
の
物
体
的
存
在
が
知
覚
一
本
に
帰
せ
ら
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
ロ
ッ
ク
に
残
さ
れ
た
不
徹
底
が
或
る
意
味
に
於
て
確
か
に
経
験
主
義
的
に
純
化
せ
ら
れ
た
と
も
言
い
得
る

の
で
あ
る
が
、
し
か
も
同
時
に
他
面
に
於
て
「
し
か
ら
ば
真
に
0

0

存
在
す
る
も
の
は
何
で
あ
る
か
」
を
問
う
こ
と
に
よ
っ
て
、

バ
ー
ク
リ
ー
は
感
覚
主
義
者
か
ら
唯
心
論
者
（Spiritualist

）
に
一
変
し
、
更
に
晩
年
に
至
っ
て
は
新
プ
ラ
ト
ー
ン
主
義
風

の
神
秘
主
義
の
面
影
を
す
ら
宿
す
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。「
神
学
と
哲
学
と
は
、
魂
を
地
上
に
繋
ぐ
絆
を
静
か
に
解
き
は
な

し
、
そ
し
て
魂
が
至
上
な
る
神
の
許
ま
で
飛
ん
で
行
く
の
を
助
け
る
。
わ
れ
わ
れ
の
心
に
は
上
に
向
う
本
能
或
は
傾
向
が
あ

っ
て
、
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
現
在
の
官
能
的
な
低
い
状
態
か
ら
．
わ
れ
わ
れ
自
身
を
と
り
戻
し
、
そ
れ
を
光
と
秩
序
と
純
潔

の
状
態
に
ま
で
高
め
よ
う
と
す
る
・
お
の
ず
か
ら
な
る
努
力
と
な
っ
て
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
」（Siris, 302.

）。「
プ
ロ
テ
ィ

ー
ノ
ス
が
い
っ
た
よ
う
に
、
至
高
の
存
在
た
る
一
者
は
凡
ゆ
る
雑
多
性
を
超
え
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
し
か
も
い
つ
も
ひ

と
し
く
現
存
す
る
。
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
が
、
俗
世
界
と
感
覚
的
な
事
物
の
雑
然
た
る
煩
い
か
ら
最
も
自
由
に
な
っ
て
心
の
お

ち
つ
き
を
取
り
戻
す
時
、
わ
れ
わ
れ
の
魂
は
い
と
高
き
神
の
側
に
あ
っ
て
、
憧
れ
て
や
ま
な
か
っ
た
や
す
ら
い
を
見
出
す
の

で
あ
る
」（Siris, 358.

）
と
さ
え
、
パ
ー
ク
リ
ー
は
い
う
。
か
か
る
思
想
を
背
景
と
し
て
、
事
物
が
何
を
意
味
0

0

す
る
か
を
解

釈
す
る
こ
と
が
出
来
た
時
に
、
は
じ
め
て
そ
れ
を
理
解
0

0

し
た
わ
け
で
あ
り
、
か
か
る
意
味
に
於
て
理
解
し
た
と
き
に
、
は
じ

め
て
そ
れ
を
知
っ
た

0

0

0

と
い
い
得
る
の
で
あ
る
か
ら
、「
厳
密
に
言
え
ば
感
官
は
何
も
知
ら
な
い
」（Strictly, the sense know

s 

nothing

―
―Siris, 253.

）
の
で
あ
り
、「
た
だ
知
性
と
理
性
の
み
が
確
に
真
理
に
導
く
も
の
（the sure guides to truth

）
で
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あ
る
」（Siris, 264.

）
と
明
言
せ
ら
れ
る
に
至
っ
て
、
バ
ー
ク
リ
ー
は
は
っ
き
り
と
経
験
論
の
立
場
に
訣
別
し
た
も
の
と
い

わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
経
験
論
の
立
場
を
真
に
0

0

超
え
る
道
は
、
経
験
論
の
立
場
か
ら
離
れ
去
る

0

0

0

0

こ
と
で
は
な

く
し
て
、
先
ず
経
験
論
の
立
場
で
行
け
る
と
こ
ろ
ま
で
行
き
つ
く
す

0

0

0

0

0

こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
此
の
経
験
論
の
道
を
行

き
つ
く
す
こ
と
は
よ
っ
て
、
そ
の
限
界
0

0

を
経
験
論
そ
れ
自
体
の
内
部
か
ら
剔
決
す
る
こ
と
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
を
ヒ

ュ
ー
ム
（D

avid H
um

e, 1711-1776

）
の
明
敏
に
俟
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
れ
ば
、
成
程
、
三
角
形
の
内
角
の
和
は
二
直
角
に
等
し
い
と
い
う
幾
何
学
の
命
題
は
、
三
角
形
な
る
観
念

を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
必
然
的
に
演
繹
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
し
、
甲
な
る
現
象
に
つ
い
で
そ
の
結
果
と
し
て
乙

な
る
現
象
が
起
る
と
い
う
こ
と
は
、
甲
な
る
観
念
を
い
か
に
分
析
し
て
も
そ
こ
か
ら
必
然
的
に
演
繹
す
る
こ
と
は
出
来
な

い
。
と
い
う
の
は
、
結
果
「
乙
」
は
決
し
て
原
因
「
甲
」
の
中
に
先
天
的
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
結
果
が
原

因
の
中
に
含
ま
れ
て
は
お
ら
ず
、
原
因
と
結
果
と
が
全
く
別
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
う
い
う
二
つ
の
違
っ
た
も

の
を
結
び
つ
け
る
因
果
の
判
断
は
、
綜
合
的
判
断
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
ら
ば
、
二
つ
の
現
象
を
因
果
0

0

の
関
係

に
結
び
つ
け
る
も
の
は
、
い
っ
た
い
何
で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
の
直
接
経
験
或
は
知
覚
の
示
す
と
こ
ろ
は
、
二
つ
の
現
象

が
相
継
い
で
起
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
第
一
の
現
象
の
後
に
0

0

第
二
の
現
象
が
起
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
第
一
の
現
象

に
よ
っ
て

0

0

0

第
二
の
現
象
が
起
る
と
い
う
綜
合
判
断
が
生
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、「
こ
れ
の
後
に
、故
に
こ
れ
に
よ
っ
て
」（post 

hoc, ergo propter hoc=afte this, therefore by this

）
の
転
換
を
成
り
立
た
し
め
る
も
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
徹
底
し
た
経

験
論
の
立
場
に
於
て
は
、
わ
れ
わ
れ
の
精
神
は
宛
も
「
白
紙
」
の
如
き
も
の
で
あ
っ
て
そ
れ
に
印
せ
ら
れ
る
（im

print

）
印

象
を
俟
っ
て
は
じ
め
て
観
念
が
成
立
す
る
と
考
え
ら
れ
る
以
上
、
い
か
な
る
観
念
に
も
―
―
そ
れ
が
客
観
的
な
基
礎
を
も
つ

も
の
で
あ
る
限
り
―
―
必
ず
そ
れ
に
対
応
す
る
印
象
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
筈
で
あ
る
が
、
し
か
ら
ば
、
因
果
の
観
念
に
対
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応
す
る
印
象
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
外
か
ら

0

0

0

受
け
る
印
象
で
は
な
く
し
て
、
純
粋

に
心
理
的
な
も
の
・
い
わ
ば
一
種
の
感
じ
0

0

で
あ
る
。
即
ち
、
甲
乙
な
る
二
つ
の
現
象
を
時
間
上
屡
々
接
近
し
て
経
験
す
る
と

き
、
わ
れ
わ
れ
は
知
ら
ず
識
ら
ず
の
間
に
、
甲
及
び
乙
の
知
覚
の
ほ
か
に

0

0

0

、
甲
か
ら
乙
に
移
っ
て
行
く
と
い
う
感
じ
を
も
つ

よ
う
に
な
る
。
此
の
移
り
行
き

0

0

0

0

（transition

）
の
感
じ
こ
そ
、
因
果
の
観
念
の
対
応
印
象
に
他
な
ら
ぬ
。
か
く
し
て
因
果
的

必
然
と
は
、
屡
々
反
復
さ
れ
た
経
験
か
ら
起
る
習
慣
（habit or custom

）
結
果
、
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
必
然
性
で

あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
純
粋
に
主
観
的
な
信
念
0

0

（belief

）
に
過
ぎ
な
い
が
故
に
、
此
の
感
じ
ら
れ
た
必
然
性

0

0

0

0

0

0

0

0

に
果
し
て
客
観
的
な
事
象
の
必
然
性
が
対
応
す
る
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
っ
て
、
所
詮
蓋
然
性
（probability

）
以
上
に
出

る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
此
の
信
念
に
基
づ
く
蓋
然
性
は
、
勿
論
益
々
増
大
す
る
こ
と
が
出
来
る
け
れ
ど
も
、
し
か

し
そ
の
本
性
上
絶
対
的
な
確
実
性
に
ま
で
到
達
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
因
果
律
を
根
本
原
理
と
す
る
物
理

学
、
否
更
に
一
般
に
自
然
科
学
は
、
何
処
に
そ
の
普
遍
妥
当
性
の
保
証
を
も
と
め
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ヒ
ュ
ー
ム
は
勿
論
、
単
な
る
懐
疑
主
義
者
で
は
な
い
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
純
然
た
る
分
析
に
よ
っ
て

必
然
的
に
演
繹
せ
ら
れ
る
数
学
的
証
明
の
妥
当
性
を
認
め
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、『
人
間
悟
性
論
』（Enquiry concerning 

H
um

an U
nderstanding, 1748

）
の
終
り
の
と
こ
ろ
で
、
大
き
さ
と
数
と
に
関
す
る
か
或
は
事
実
的
存
在
に
関
す
る
厳
密
な

研
究
以
外
の
も
の
を
含
ん
で
い
る
書
物
は
凡
て
焼
い
て
し
ま
っ
て
よ
い
、
と
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
れ
ば
、
厳
密
に
計
量

0

0

0

0

0

で
き
る
も
の

0

0

0

0

0

と
経
験
の
中
に
事
実
上
存
在
す
る
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
に
認
識
を
制
限
し
よ
う
と
す
る
の
が
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
真
意
で
は
な

か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
い
か
に
も
英
国
の
経
験
主
義
者
ら
し
く
「
習
慣
0

0

は
人
性
に
お
け
る
偉
大
な
る
指
導
者

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
っ
て
、
こ
れ
の
み
が
わ
れ
わ
れ
の
経
験
を
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
有
用
な
も
の
た

ら
し
め
る
」
と
揚
言
し
て
い
る
点
を
も
併
せ
考
え
る
な
ら
ば
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
単
な
る
懐
疑
主
義
者
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
実
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証
主
義
者
と
い
う
方
が
、
一
層
適
切
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
践
的
領
域
に
於
て
こ
そ
実
証
主
義

者
は
少
し
も
不
都
合
は
な
く
む
し
ろ
実
際
的
で
さ
え
あ
り
得
る
け
れ
ど
も
、
ひ
と
た
び
理
論
的
領
域
に
入
れ
ば
実
証
主
義
者

（positivist
）
は
蓋
然
主
義
者
（probabilist

）
た
ら
ざ
る
を
得
ず
、
而
し
て
蓋
然
主
義
者
は
科
学
的
認
識
の
必
然
性
に
対
し

て
懐
疑
的
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
而
し
て
此
の
懐
疑
こ
そ
、
ま
さ
に
カ
ン
ト
の
「
独
断
的
仮
睡
」
の
夢
を
破
っ
た

も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
ら
ば
、
か
く
し
て
生
れ
た
カ
ン
ト
の
批
判
主
義
の
根
本
精
神
と
は
、
そ
も
そ
も
如
何
な
る
も
の
な
の

で
あ
ろ
う
か
。

第
十
二
節　

批
判
主
義
の
根
本
精
神

カ
ン
ト
（Im

m
anuel K

ant, 1724-1804
）
は
、
誠
に
奇
し
き
運
命
を
も
っ
た
哲
学
者
で
あ
る
。
専
ら
独
断
的
形
而
上
学

の
破
壊
者
と
し
て
カ
ン
ト
を
目
し
た
時
代
の
人
が
若
し
今
世
紀
に
生
き
て
い
て
「
形
而
上
学
者
と
し
て
の
カ
ン
ト
」（M

ax 

W
undt: K

ant als M
etaphysiker, 1924

）
が
語
ら
れ
る
の
を
聞
い
た
と
し
た
ら
、
い
か
に
驚
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
カ
ン
ト
死

後
百
数
十
年
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
要
求
を
以
て
カ
ン
ト
を
読
む
こ
と
が
出
来
た
と
い
う
こ
と
は
、
カ
ン
ト
哲
学
の
豊
か
0

0

さ0

を
物
語
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
豊
か
さ
は
実
は
健
全
さ

0

0

0

か
ら
由
来
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
一
七
六
五
年
か
ら

六
六
年
に
亘
る
講
義
案
に
よ
っ
て
察
す
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
、
未
だ
健
全
な
る
悟
性
が
十
分
発
達
し
な
い
前
に
、
あ
ま

り
に
早
く
理
性
に
か
ぶ
り
つ
く
（erschnappen

）
こ
と
は
カ
ン
ト
の
極
力
戒
め
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
先
ず
健
全
な
る
常
識

か
ら
出
発
し
て
順
を
追
う
て
徐
々
に
思
索
を
進
め
て
行
く
所
謂
「
人
間
認
識
の
自
然
の
歩
み
」（der natürliche Fortschritt 

der m
enschlichen Erkenntnis

）
を
カ
ン
ト
は
単
に
説
き
勧
め
る
ば
か
り
で
な
く
自
ら
実
行
し
た
と
こ
ろ
に
、
そ
の
哲
学
の
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健
全
さ
が
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
（vgl. Phil. B

ibl. B
d. 46 a S. 151 f.

）。
此
の
意
味
に
於
て
、
出
来
上
っ
た

批
判
哲
学
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
の
成
立
の
過
程
こ
そ
、
哲
学
的
思
索
の
典
型
的
な
発
展

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
示
す
も
の
と
し
て
、
十
分
翫
味
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

普
通
の
哲
学
史
の
教
科
書
に
よ
れ
ば
、
カ
ン
ト
の
批
判
主
義
哲
学
は
一
七
八
一
年
の
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
よ
っ
て
は
じ

め
て
確
立
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
後
を
批
判
期

0

0

0

（kritische Periode

）
と
呼
ぶ
の
に
対
し
て
そ
れ
以
前
を
先
批
判
期

0

0

0

0

（vorkritische Periode
）
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
先
批
判
期
に
於
て
カ
ン
ト
は
自
然
科
学
的
経
験
論
と
形
而
上
学
的
唯
理
論
と
の

間
を
彷
徨
し
て
左
顧
右
眄
し
、
初
め
は
主
と
し
て
自
然
科
学
的
研
究
を
事
と
し
、
つ
い
で
次
第
に
形
而
上
学
的
問
題
に
移
り
、

転
じ
て
論
理
学
と
形
而
上
学
と
の
関
係
を
論
じ
、
英
仏
の
人
性
論
に
よ
っ
て
新
し
い
問
題
を
得
、
つ
い
に
古
来
の
形
而
上
学

に
対
す
る
懐
疑
と
な
っ
て
新
し
い
見
地
を
開
く
に
至
っ
た
と
称
せ
ら
れ
、
先
批
判
期
が
更
に
次
の
よ
う
な
三
つ
の
小
時
期
に

区
分
せ
ら
れ
る
。

一
、
唯
理
論
的
―
―
自
然
科
学
的
―
―
独
断
論
的

二
、
経
験
論
的
―
―
論
理
的
―
―
懐
疑
論
的

三
、
準
批
判
主
義
的

確
か
に
『
純
粋
理
性
批
判
』
が
生
れ
出
る
ま
で
、
カ
ン
ト
が
あ
ち
こ
ち
と
思
想
的
遍
歴
を
つ
づ
け
た
て
と
は
事
実
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
そ
の
遍
歴
を
通
じ
て
―
―
外
見
上
の
左
顧
右
眄
に
も
拘
ら
ず
―
―
そ
こ
に
一
貫
し
た
何
も
の
か
が
な
か
っ
た
で

あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
れ
が
多
彩
な
内
容
の
底
を
貫
く
見
え
ざ
る
太
い
線
を
な
し
て
、
徐
々
に
批
判
主
義
的
な
考
え
方
に
ま

で
成
長
し
て
行
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
思
想
家
に
天
才
型
と
努
力
型
と
を
区
別
す
る
な
ら
ば
、
天
才
型
は
そ
の
ひ
ら
め

き
の
ま
ま
に
大
き
く
変
転
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
け
れ
ど
も
、
努
力
型
は
所
説
宿
命
的
と
も
い
う
べ
き
ひ
と
す
じ
み
ち

0

0

0

0

0

0

を
丹
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念
に
精
進
し
て
行
く
も
の
な
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
カ
ン
ト
こ
そ
は
、
ま
さ
に
此
の
努
力
型
の
典
型
的
な
も
の

な
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
、
カ
ン
ト
が
辿
っ
て
行
っ
た
ひ
と
す
じ
み
ち
と
は
、
如
何
な
る
も

の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

カ
ン
ト
は
或
る
意
味
に
於
て
確
か
に
常
識
家
で
あ
る
。
常
識
家
で
あ
る
が
故
に
、
健
全
な
る
頭
脳
の
持
主
が
真
面
目
に
主

張
す
る
こ
と
な
ら
ば
、
無
下
に
否
定
す
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
る
。
そ
の
中
に
は
必
ず
や
何
等
か
の
真
理
性
が
含
ま
れ
て
い

る
に
違
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
若
し
双
方
共
健
全
な
る
頭
脳
の
持
主
と
思
わ
れ
る
人
々
が
何
れ
も
真
面
目
に
主
張

す
る
内
容
が
互
に
相
容
れ
な
い
よ
う
な
場
合
が
あ
る
な
ら
ば
、
い
っ
た
い
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
―
―
そ
の
場

合
で
も
や
は
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
張
は
確
か
に
何
等
か
の
真
理
性
を
含
ん
で
い
る
に
違
い
な
い
。
た
だ
、
有
限
な
る
精
神
の

主
張
す
る
と
こ
ろ
が
一
挙
に
凡
ゆ
る
も
の
に
対
し
て
妥
当
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
恐
ら
く
期
待
す
べ
き
で
は
な
く
、
先

ず
或
る
一
定
の
限
ら
れ
た
範
囲
内
に
於
て
の
み

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

正
当
な
妥
当
性
を
主
張
し
得
る
、
と
い
う
制
限
を
免
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い

も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
茲
に
相
容
れ
な
い
内
容
を
も
っ
た
二
つ
の
主
張
が
あ
っ
た
場
合
、
若
し
そ
の
二
つ
の
主
張

が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
範
囲

0

0

0

0

0

に
於
て
妥
当
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
両
者
は
互
に
少
し
も
損
い
合
う
こ
と

な
く
そ
れ
ぞ
れ
別
の
領
域
に
於
て
そ
の
完
全
な
る
妥
当
性
を
確
保
す
る
こ
と
が
出
来
る
筈
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
最
初
か
ら
の

カ
ン
ト
の
確
信
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
此
の
確
信
の
典
型
的
な
現
わ
れ
を
わ
れ
わ
れ
は
、
カ
ン
ト
が
二
十
二
歳
の
時
に
書
い
た

最
初
の
著
作
で
あ
り
ま
た
大
学
の
卒
業
論
文
で
も
あ
る
と
こ
ろ
の
『
活
力
測
定
考
』（1747

）
の
中
に
既
に
見
出
す
こ
と
が

出
来
る
の
で
あ
る
。

此
の
論
文
は
、f=m

v

で
あ
る
と
主
張
す
る
デ
カ
ル
ト
派
とf=m

v
2

で
あ
る
と
主
張
す
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
派
と
の
、
当
時

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
学
界
に
於
け
る
有
名
な
論
争
に
対
し
て
、
若
き
カ
ン
ト
が
軒
昂
た
る
意
気
を
以
て
そ
の
解
決
を
試
み
た
も
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の
で
あ
る
が
、
カ
ン
ト
は
そ
の
第
二
章
の
冒
頭
に
於
て
彼
が
「
常
に
真
理
の
研
究
に
当
っ
て
規
準
と
し
て
用
い
た
」
根
本

方
針
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
若
し
聡
明
な
判
断
力
を
具
え
た
人
達
が
‥
‥
‥
互
に
全
く
反
す
る
意
見
を
主
張
す
る

よ
う
な
こ
と
が
あ
る
な
ら
ば
、
両
方
の
側
に
或
る
程
度
の
正
し
さ
を
認
め
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（beiden Partein in gew
isser M

asse R
echt 

lassen

）
よ
う
な
何
等
か
の
媒
介
命
題
（M

ittelsatz

）
を
見
出
そ
う
と
主
と
し
て
努
力
す
る
の
が
、
蓋
然
性
の
論
理
（Logik 

der W
ahrscheinlichkeiten

）
に
か
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
、」
と
（§20

）。
か
く
し
て
カ
ン
ト
は
、
デ
カ
ル
ト
派
と
ラ
イ
プ
ニ

ッ
ツ
派
と
の
相
容
れ
な
い
二
つ
の
主
張
に
そ
れ
ぞ
れ
或
る
程
度
の
正
し
さ
を
認
め
る
べ
く
、
先
ず
凡
ゆ
る
運
動
を
、
例
え
ば

手
で
静
か
に
押
さ
れ
る
弾
丸
の
如
く
他
か
ら
加
わ
る
力
が
止
む
と
同
時
に
消
失
す
る
運
動
と
、
こ
れ
に
対
し
例
え
ば
発
射
さ

れ
た
弾
丸
の
如
く
障
礙
が
な
い
限
り
は
そ
れ
自
身
無
限
に
つ
づ
く
運
動
と
に
分
ち
（§15

）、
此
の
二
種
の
運
動
の
有
す
る
力

を
測
定
す
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
運
動
を
と
め
る
の
に
要
す
る
抵
抗
力
（W

iderstand

）
の
量
を
以
て
す
る
時
、

f=m
v 

及
びf=m

v
2 

な
る
両
方
の
主
張
が
共
に
そ
の
固
有
の
範
囲
に
於
て
承
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
示
そ
う
と

し
た
。
即
ち
、
手
で
静
か
に
押
さ
れ
る
弾
丸
は
単
に
手
を
ひ
く
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
運
動
を
停
止
す
る
が
故
に
、
そ
の
力
は

単
な
る
速
力
v
を
以
て
測
る
こ
と
が
出
来
る
け
れ
ど
も
、
発
射
さ
れ
た
弾
丸
は
そ
れ
自
身
そ
の
運
動
状
態
を
維
持
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
こ
れ
を
と
め
よ
う
と
す
る
抵
抗
力
は
、
単
に
そ
の
速
力
v
に
拮
抗
す
る
力
の
み
な
ら
ず
、
な
お

そ
の
上
に
、
運
動
状
態
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
努
力
或
は
傾
向
（B

estrebung

）
を
も
破
壊
す
る
力
を
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。

従
っ
て
そ
の
場
合
に
於
け
る
抵
抗
力
の
総
量
は
、
速
力
と
右
の
傾
向
を
破
壊
す
る
力
と
の
積
に
よ
っ
て
、
し
か
も
両
者
は
畢

竟
等
し
き
も
の
で
あ
る
が
故
に
v2

に
よ
っ
て
、
測
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
（§18

）。
而
し
て
カ
ン
ト
は
、
前
者

の
如
く
動
体
自
身
に
根
ざ
さ
な
い
（nicht eingew

urzelt

）
力
を
死
力
0

0

（tote K
raft

）
と
名
づ
け
る
の
に
対
し
て
、
後
者
の

如
く
内
部
よ
り
自
由
に
（innerlich-frei

）
動
く
力
を
活
力
0

0

（lebendige K
raft

）
と
呼
び
（§18

）、
死
力
を
有
す
る
物
体
を
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数
学
的
物
体

0

0

0

0

0

（m
athem

atischer K
örper od. K

örper der M
athem

atik

）、活
力
を
有
す
る
物
体
を
自
然
的
物
体

0

0

0

0

0

（natürlicher 
K

örper od. K
öper der N

atur

）
な
る
名
を
以
て
そ
れ
ぞ
れ
区
別
し
、
デ
カ
ル
ト
派
の
主
張
はM

echanik

の
原
則
と
し
て
数

学
的
物
体
に
妥
当
し
（§115

）、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
派
の
主
張
はw

ahre D
ynam

ik

の
原
則
と
し
て
自
然
的
物
体
に
妥
当
す
る

も
の
と
考
え
た
の
で
あ
る
（§124; §125

）。
か
く
し
て
当
時
全
欧
洲
を
風
靡
し
た
大
論
争
も
一
応
解
決
さ
れ
た
の
で
あ
る

が
、
そ
れ
は
結
果
か
ら
い
え
ば
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
デ
カ
ル
ト
の
法
則
を
全
面
的
に
否
定
し
て
そ
の
代
り
に
彼
自
身
の
法
則

を
置
き
換
え
よ
う
と
し
た
の
に
対
し
て
、
カ
ン
ト
は
そ
れ
を
「
デ
カ
ル
ト
の
法
則
に
も
や
は
り
い
く
ら
か
の
場
所
を
許
容
す

る
よ
う
な
或
る
条
件
の
下
に
於
て
の
み
」（nur unter gew

issen B
edingungen, die der vorigen [R

egal des C
artes] annoch 

einigen Platz verstatten

）
適
用
し
た
も
の
に
他
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
（§22

）。
此
の
結
論
は
内
容
か
ら
い
え
ば
今
日
の
中
学

生
の
常
識
に
悖
っ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
当
時
に
於
て
も
既
に
ダ
ラ
ン
ベ
ー
ル
（d’A

lm
bert, 1717-1783

）
が
一
七
四
三

年
の“Traité de dynam

ique” 

に
於
て
運
動
エ
ネ
ル
ギ
ー
は1/2m

v
2

で
あ
る
こ
と
を
提
唱
し
て
い
た
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、

当
時
の
事
情
を
以
て
す
れ
ば
、
二
十
二
歳
の
学
生
が
そ
れ
を
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
決
し
て
迂
闊
と
し
て
非
難
さ
る

べ
き
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
解
決
の
仕
方

0

0

0

0

0

の
中
に
や
が
て
カ
ン
ト
の
名
を
不
朽
な
ら
し
め
た
批
判
主
義
的
精
神
の
萌
芽
が

現
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
右
の
相
容
れ
な
い
二
つ
の
主
張
の
批
判
的
解
決

0

0

0

0

0

を
可

能
な
ら
し
め
た
も
の
は
、「
数
学
」
及
び
「
力
学
」
な
る
名
に
よ
っ
て
、
二
つ
の
異
な
る
領
域
を
区
別
す
る
こ
と
だ
っ
た
の

で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
此
の
場
合
力
学
と
区
別
せ
ら
れ
た
数
学
と
は
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
「
そ
の
〔
対
象
と
な
る
〕
物
体
が
―

―
運
動
の
外
的
原
因
た
る
―
―
〔
他
の
〕
物
体
に
よ
っ
て
全
然
惹
き
起
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
な
力
を
も
つ
こ
と
を
許
さ
な
い
」

も
の
で
あ
っ
て
（§115

）、
従
っ
て
数
学
的
領
域

0

0

0

0

0

と
は
全
く
他
の
も
の
に
よ
っ
て
外
か
ら
規
定
せ
ら
れ
る
と
い
う
意
味
に
於

て
外
的
規
定
性
の
死
せ
る
世
界

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
力
学
的
領
域

0

0

0

0

0

と
は
自
己
の
規
定
根
拠
を
自
ら
の
中
に
有
す
る
と
い
う
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意
味
に
於
て
内
的
規
定
性
の
生
け
る
世
界

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
か
か
る
内
容
を
も
っ
た
二
つ
の
世
界
の
区
別
を
背
景
と
し
て
、
一
見
相

容
れ
な
い
よ
う
に
見
え
る
二
つ
の
異
な
る
主
張
に
夫
々
そ
の
所
を
得
し
め
よ
う
と
す
る
こ
と
こ
そ
、
カ
ン
ト
の
考
え
方
を
貫

く
見
え
ざ
る
太
い
線

0

0

0

0

0

0

0

な
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

此
の
見
え
ざ
る
太
い
線
を
把
握
し
な
い
限
り
、
常
時
カ
ン
ト
が
ど
う
い
う
研
究
方
針
の
下
に
何
を
勉
学
し
て
い
た
の

か
、
理
解
す
べ
く
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、
彼
の
好
む
学
科
に
注
意
す
れ
ば
、
カ
ン
ト
は
い
っ
た
い
何
に
な
ろ
う

と
思
っ
て
い
る
の
か
知
る
こ
と
が
出
来
ず
、
反
対
に
又
、
外
見
上
カ
ン
ト
が
な
ろ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
以
て
彼
の
勉

学
を
判
定
す
れ
ば
、
本
当
に
彼
が
研
究
し
て
い
た
も
の
が
何
で
あ
っ
た
か
を
言
う
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
（K

uno Fischer: 

G
eschichte der neuern Philosophie, B

d. 4, S. 54.

）。
外
か
ら
見
て
そ
う
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
カ
ン
ト
の
大
学
時
代

の
唯
一
の
親
友
で
あ
っ
たTrum

m
er
で
さ
え
も
、此
の
点
に
関
し
て
は
何
も
知
ら
な
い
と
言
っ
て
い
た
と
い
う
（Jachm

ann: 

Im
m

anuel K
ant geschildert in B

riefen an einen Freund.

）。
そ
れ
ほ
ど
カ
ン
ト
に
於
て
は
絶
え
ず
二
つ
の
全
く
異
な
る
も

の
が
入
り
混
っ
て
カ
ン
ト
の
心
を
惹
き
つ
け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
実
際
『
活
力
測
定
考
』
の
有
名
な
序
文

の
中
で
、
カ
ン
ト
は
「
私
は
私
の
進
む
べ
き
道
を
既
に
自
分
の
心
で
決
め
た
。
私
は
そ
れ
を
堅
持
し
て
絶
え
ず
歩
み
つ
づ
け

て
行
く
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
如
何
な
る
も
の
も
そ
れ
を
妨
げ
る
こ
と
を
許
し
は
し
な
い
」
と
軒
昂
た
る
青
年
学
徒
の
意
気
を

示
し
、
レ
ッ
シ
ン
ク
か
ら
「
カ
ン
ト
は
活
力
を
測
定
す
る
と
い
う
が
、
し
か
し
彼
自
身
の
力
は
測
定
し
て
い
な
い
」
な
ど
と

皮
肉
ら
れ
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
他
面
又
、
神
学
科
の
講
義
を
熱
心
に
聞
い
た
ば
か
り
で
な
く
、
彼
自
ら
礼
拝
堂
の

教
壇
に
立
つ
べ
く
説
教
の
準
備
ま
で
し
た
こ
と
が
あ
る
と
伝
え
ら
れ
て
お
る
の
で
あ
る
。
此
の
二
つ
の
楽ト
ー
ン音

の
シ
ン
フ
ォ
ニ

ー
の
中
に
こ
そ
、
真
に
生
き
た
カ
ン
ト
の
姿
が
見
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
二
つ
の
ト
ー
ン
は
最
初

は
何
れ
も
あ
ま
り
内
容
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
上
に
多
く
の
雑
音
を
す
ら
伴
っ
た
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
次
第
に
そ
の
内
容
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に
豊
か
さ
を
加
え
る
と
共
に
雑
音
も
追
々
に
消
去
さ
れ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
固
有
の
音
色
を
い
よ
い
よ
発
揮
し
な
が
ら
、
し

か
も
美
し
い
ハ
ー
モ
ニ
ー
を
実
現
す
る
に
到
る
ま
で
、「
批
判
の
道
」
は
ま
こ
と
に
荊
棘
に
み
ち
た
長
い
道
で
あ
っ
た
。
そ

し
て
最
後
に
辿
り
つ
い
た
と
こ
ろ
は
、「
私
は
信
仰
に
そ
の
占
む
べ
き
場
所
を
与
え
ん
が
た
め
に
知
識
を
棄
て
ね
ば
な
ら
な

か
っ
た
（
＝
理
論
的
認
識
に
限
界
を
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
）」
と
い
う
、
カ
ン
ト
の
有
名
な
告
白
と
な
っ
て
示

さ
れ
て
お
る
の
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
、『
活
力
測
定
考
』
に
於
て
区
別
せ
ら
れ
た
外
的
規
定
性
の
死
せ
る
領
域

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
内
的
規
定

0

0

0

0

性
の
生
け
る
領
域

0

0

0

0

0

0

0

と
は
、
そ
の
後
い
か
な
る
方
向
に
具
体
化
さ
れ
て
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
七
五
五
年
の
『
天
体
の
一
般
自
然
史
及
び
理
説
』
は
所
謂
カ
ン
ト
・
ラ
プ
ラ
ス
の
星
雲
説
を
創
唱
し
た
も
の
と
し
て
広

く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
全
体
と
し
て
之
を
見
れ
ば
ニ
ェ
ー
ト
ン
の
機
械
観
と
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
目
的
観
と
を
調
和
し
よ
う

と
試
み
た
も
の
で
あ
っ
て
特
に
考
え
方
の
発
展
と
し
て
注
目
す
べ
き
は
、
先
き
の
『
活
力
測
定
考
』
に
於
て
は
同
じ
く
物

体
（K

örper

）
の
世
界
に
於
て
死
せ
る
数
学
的
領
域
と
生
け
る
力
学
的
領
域
と
が
区
別
せ
ら
れ
た
の
に
対
し
て
此
の
論
文
に

於
て
は
外
的
規
定
牲
を
主
張
す
る
機
械
観
は
普
く
0

0

自
然
を
支
配
す
る
も
の
と
し
て
承
認
せ
ら
れ
、
こ
れ
に
対
し
て
内
的
規
定

性
を
主
張
す
る
目
的
観
は
自
然
を
超
え
た
―
―
後
に
所
謂
「
叡
知
的
或
は
可
想
的
」（inteligibel

）
な
―
―
世
界
に
妥
当
す

る
も
の
と
し
て
自
然
界

0

0

0

と
目
的
界

0

0

0

な
る
二
つ
の
世
界
が
、
は
っ
き
り
と
自
覚
的
に
定
立
せ
ら
れ
た
点
に
存
す
る
。
か
く
し
て

カ
ン
ト
は
一
方
に
於
て
は
先
ず
「
全
世
界
の
物
質
が
凡
て
散
乱
状
態
〔
即
ち
混カ
ー
オ
ス沌
〕
に
あ
る
も
の
と
想
定
し
、
‥
‥
‥
〔
そ

れ
か
ら
〕
全
く
引
力
の
法
則
に
従
っ
て
元
素
が
形
成
せ
ら
れ
、
撥
返
し
に
よ
っ
て
そ
の
運
動
を
変
ず
る
の
を
見
、
少
し
も
勝

手
な
空
想
の
助
け
を
借
る
こ
と
な
く
し
て
、
全
く
運
動
の
法
則
の
誘
因
の
下
に
秩
序
正
し
い
全
体
が
つ
く
り
出
さ
れ
る
の
を

見
て
満
足
を
感
ず
る
」
ば
か
り
で
な
く
（Phil. B

ibl. B
d. 48 a, S. 12.

）、
大
胆
に
も
「
余
に
物
質
を
与
え
よ
、
余
は
そ
れ
よ

り
世
界
を
構
成
せ
ん
！
」（S.17

）
と
自
然
科
学
に
対
す
る
絶
対
の
信
頼
を
吐
露
し
な
が
ら
、
し
か
も
他
方
に
於
て
は
「
種
々
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な
る
性
質
を
も
っ
た
物
が
互
に
結
び
つ
い
て
、
か
く
ま
で
立
派
な
調
和
と
美
し
さ
と
を
実
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
、
否

し
か
の
み
な
ら
ず
、
い
わ
ば
死
せ
る
物
質
の
範
囲
外
に
あ
る
も
の
即
ち
人
間
と
動
物
と
の
た
め
に
さ
え
な
ろ
う
と
し
て
い
る

と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
若
し
共
通
の
根
源
と
い
う
も
の
を
認
め
な
い
な
ら
ば
、
即
ち
―
―
そ
の
中
に
於
て
凡
ゆ
る
も
の
の

固
有
の
諸
性
質
が
相
関
連
し
て
立
案
せ
ら
れ
た
―
―
無
限
的
悟
性

0

0

0

0

0

を
認
め
な
い
な
ら
ば
、
い
っ
た
い
如
何
に
し
て
可
能
で
あ

ろ
う
か
」（S.12
）
と
「
世
界
組
織
の
美
し
さ
と
完
全
な
る
秩
序
と
か
ら
最
も
賢
明
な
る
創
始
者
〔
の
存
在
〕
を
確
認
し
よ

う
と
す
る
証
明
の
全
価
値
を
認
め
」
て
お
る
の
で
あ
る
（S. 8

）。

此
の
所
謂
「
自
然
神
学
的
証
明
」
と
い
う
べ
き
も
の
に
、
カ
ン
ト
は
終
生
愛
着
を
禁
じ
売
な
か
っ
た
も
の
の
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
そ
れ
は
、
カ
ン
ト
が
機
会
あ
る
毎
に
之
を
繰
返
し
て
述
べ
て
い
る
こ
と
、
殊
に
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
弁
証
論
に
於

て
わ
れ
わ
れ
の
有
限
な
る
悟
性
に
対
し
て
か
く
の
如
き
証
明
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
徹
底
的
に
批
判
す
る
に
あ
た
っ
て

も
、「
此
の
証
明
は
つ
ね
に
敬
意
を
以
て
そ
の
名
が
挙
げ
ら
れ
る
に
ね
う
ち
す
る
」
と
い
い
、
ま
た
「
此
の
証
明
の
名
望
を

傷
け
ん
と
す
る
が
如
き
は
、
た
だ
に
不
愉
快
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
全
く
無
益
で
あ
ろ
う
」（K

ritik der reinen Vernunft, 

S. 651 f.

）
と
わ
ざ
わ
ざ
こ
と
わ
り
、
結
局
そ
れ
を
―
―
悟
性
の
世
界
を
理
性
の
立
場
か
ら
理
解
し
よ
う
と
す
る
反
省
的
判

断
力
の
領
域
に
移
す
こ
と
に
よ
っ
て
自
然
的
目
的
論
（die physische Teleologie

）
と
し
て
確
立
し
よ
う
と
試
み
、此
の
「
自

然
的
目
的
論
は
わ
れ
わ
れ
の
理
論
的
反
省
的
判
断
力
に
対
し
て
、
悟
性
的
世
界
原
因
の
存
在
を
認
む
べ
き
十
分
な
る
証
明
根

拠
を
与
え
る
」（K

ritik der U
rteilskraft, S. 418.

）
と
明
言
し
て
お
る
の
を
見
て
も
わ
か
る
。
而
し
て
か
く
の
如
き
愛
着
が
、

カ
ン
ト
が
「
決
し
て
忘
れ
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
い
っ
た
母
の
深
い
影
響
に
よ
る
こ
と
は
、
い
う
迄
も
な
い
。
実
際
、
カ
ン
ト

の
母
は
彼
を
「
屡
々
街
の
外
へ
連
れ
て
行
っ
て
神
の
わ
ざ
に
眼
を
向
け
し
め
、
敬
虔
な
る
恍
惚
の
中
に
神
の
全
能
と
知
慧
と

善
き
心
と
に
つ
い
て
物
語
り
、
そ
し
て
万
物
の
創
り
主
に
対
す
る
深
い
崇
敬
の
念
を
カ
ン
ト
の
心
に
印
せ
し
あ
た
」
の
で
あ
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る
。
し
か
も
そ
の
母
は
同
時
に
「
善
の
最
初
の
萌
芽
を
彼
の
心
に
植
え
つ
け
て
そ
れ
を
育
て
た
」
の
で
あ
っ
た
（Jachm

ann: 

Im
m

anuel K
ant geschildert in B

riefen an einen Freund, S. 69

）。『
実
践
理
性
批
判
』
の
有
名
な
結
語
―
―
わ
が
上
な
る

星
の
輝
け
る
空
と
わ
が
内
な
る
道
徳
律
と
は
、
そ
れ
を
考
え
る
こ
と
屡
々
に
し
て
且
つ
長
け
れ
ば
長
い
ほ
ど
、
つ
ね
に
新
た

に
し
て
増
し
来
る
感
歎
と
崇
敬
と
を
以
て
心
を
み
た
す
二
つ
の
も
の
で
あ
る
、
と
は
カ
ン
ト
が
幼
時
か
ら
培
わ
れ
て
来
た
終

始
変
ら
ざ
る
真
情
の
吐
露
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

か
く
し
て
、最
初
「
数
学
」
及
び
「
力
学
」
な
る
名
に
よ
っ
て
特
色
づ
け
ら
れ
た
外
的
規
定
性
と
内
的
規
定
性
の
区
別
は
、

先
ず
物
体
に
つ
い
て
死
せ
る
領
域
と
生
け
る
領
域
と
の
二
つ
の
異
な
る
領
域
を
発
見
し
、
次
に
普
く
機
械
観
の
支
配
す
る
自

然
界
の
ほ
か
に
美
し
い
調
和
を
実
現
す
る
目
的
界
を
認
め
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
更
に
『
形
而
上
学
的
認
識
第
一

原
理
新
釈
』（1755

）
に
到
っ
て
、
外
的
規
定
性
と
内
的
規
定
性
の
両
者
が
所
謂
「
必
然
と
自
由
」
な
る
形
に
於
て
現
わ
れ

て
い
る
こ
と
は
、
思
想
の
内
容
上
著
し
い
発
展
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
即
ち
カ
ン
ト
は
『
新
釈
』
に
於
て
、
当
時
学

界
の
主
流
を
な
し
て
い
た
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
・
ウ
ォ
ル
フ
の
哲
学
の
根
本
原
理
の
一
つ
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
充
足
理
由
の
原
理

0

0

0

0

0

0

0

の
主
張
す
る　
「
十
分
な
る
理
由
」（zureichender G

rund

）
と
い
う
観
念
は
「
そ
の
理
由
が
ど
こ
ま
で
十
分
で
あ
る
の
か
曖

昧
で
あ
る
が
故
に
、」
そ
れ
に
代
え
る
に
「
規
定
根
拠
」（bestim

m
ender G

rund

）
な
る
名
を
以
て
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、

更
に
こ
れ
を
「
先
行
的
規
定
根
拠
」（voraufgehend-bestim

m
ender G

rund

）
と
「
後
続
的
規
定
根
拠
」（nachfolgend-

bestim
m

ender G
rund

）
と
に
区
別
し
（Prop. IV

）、後
者
は
単
に
真
理
を
説
明
す
る
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
が
（Prop. V

）、

前
者
は
凡
て
生
起
す
る
も
の
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
（Prop. IV

）、
し
か
も
「
根
拠
の
中
に
な
か
っ
た
と
こ

ろ
の
も
の
は
何
も
の
も
根
拠
づ
け
ら
れ
た
も
の
（B

egründetes

）
の
中
に
は
な
い
」
か
ら
、
此
の
世
界
に
存
在
す
る
も
の
の

総
量
に
は
変
り
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
（Prop. X

）、
若
し
精
神
も
―
―
物
体
と
同
様
―
―
此
の
法
則
に
従
う
と
い
う
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こ
と
に
な
れ
ば
、
こ
こ
に
自
由
と
道
徳
の
基
礎
を
揺
り
動
か
す
可
な
り
大
き
な
危
険
が
背
後
か
ら
迫
っ
て
来
る
、
と
カ
ン
ト

は
い
う
。
と
い
う
の
は
「
若
し
凡
て
生
起
す
る
も
の
は
、
た
だ
先
行
的
規
定
根
拠
を
有
す
る
場
合
に
の
み
生
起
す
る
こ
と
が

出
来
る
も
の
と
す
れ
ば
、
生
起
し
な
い

0

0

0

凡
て
の
も
の
は
ま
た
生
起
し
得
な
い

0

0

0

こ
と
と
な
り
、
‥
‥
‥
或
る
一
つ
の
出
来
事
―

―
或
は
自
由
な
る
行
為
―
―
の
反
対
を
欲
す
る
者
は
、
不
可
能
な
る
こ
と
を
要
求
す
る
」
こ
と
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か

し
、
此
の
世
界
の
出
来
事
の
系
列
が
神
を
創
始
者
と
し
て
は
じ
ま
り
、
そ
の
無
限
の
必
然
的
進
行
を
神
が
予
知
し
て
い
た
も

の
と
す
れ
ば
、「
神
は
い
か
に
し
て
罪
人
を
そ
の
行
に
つ
い
て
責
め
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
か
」（Prop. IX

）。
カ
ン
ト

に
よ
れ
ば
、
あ
た
か
も
神
の
世
界
創
造
の
は
た
ら
き
が
微
動
だ
に
も
揺
が
ず
厳
密
に
規
定
せ
ら
れ
て
い
る
の
に
も
拘
ら
ず
、

そ
れ
が
神
の
全
智
に
基
づ
く
動
機
に
よ
っ
て
規
定
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
の
故
に
自
由
で
あ
る
よ
う
に
、「
人
間
の
自

由
な
る
行
為
に
於
て
も
亦
、
そ
れ
が
限
定
せ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
見
ら
れ
る
限
り
は
、
そ
の
反
対
は
除
外
せ
ら
れ
る
け
れ
ど

も
、
そ
れ
は
―
―
人
間
が
自
己
の
意
志
に
反
し
て
一
種
不
可
避
的
な
必
然
性
に
よ
っ
て
そ
の
行
為
の
実
行
を
強
制
せ
ら
れ
る

と
い
う
風
に
―
―
本
人
の
意
欲
と
自
発
性
と
の
外
な
る
諸
理
由
に
よ
っ
て
除
外
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
行
為
は
、
意

欲
の
傾
向
が
〔
最
善
の
〕
表
象
の
誘
い
に
喜
ん
で
従
う
限
り
は
、
確
た
る
法
則
に
従
っ
て
全
く
固
定
せ
る
・
し
か
も
自
由
な

る
結
合
に
よ
っ
て
規
定
せ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
自
然
法
則
に
従
う
行
為
と
道
徳
的
自
由
を
た
の
し
む
行
為
と
の
相
異
は
、

決
し
て
―
―
宛
も
後
者
の
み
が
将
来
の
実
現
が
疑
わ
れ
、
そ
し
て
諸
々
の
〔
規
定
〕
根
拠
の
連
関
か
ら
解
放
せ
ら
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
そ
の
生
起
の
不
確
定
な
る
理
由
を
享
有
す
る
か
の
如
く
―
―
結
合
と
確
実
性
と
の
相
異
に
存
す
る
の
で
は
な

い
。
と
い
う
の
は
、
若
し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
自
由
な
る
行
為
と
い
う
も
の
も
、
た
い
し
て
理
性
的
存
在
者
の
長
所
と

い
う
程
の
こ
と
も
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
。
む
し
ろ
、
そ
の
確
実
性
が
諸
々
の
根
拠
に
よ
っ
て
如
何
に
規
定
せ
ら
れ
る
か
と
い

う
規
定
の
さ
れ
方

0

0

0

0

0

0

の
み
が
、
自
由
の
特
徴
を
形
づ
く
る
。
即
ち
、
此
の
〔
自
由
な
る
〕
行
為
が
た
だ
意
志
に
齎
さ
れ
た
悟
性

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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の
動
機

0

0

0

に
よ
っ
て
の
み
誘
い
出
さ
れ
る
の
に
対
し
て
―
―
〔
こ
こ
に
道
徳
的
責
任
が
成
り
立
つ
〕
―
―
没
理
性
的
な
自
然
的

機
械
的
な
行
為
に
於
て
は
、
凡
て
は
外
的
刺
激
と
誘
因

0

0

0

0

0

0

0

と
に
よ
っ
て
、
何
等
自
由
な
る
意
志
の
動
向
も
な
し
に
、
必
然
的
に

惹
き
起
さ
れ
る
の
で
あ
る
」（Prp. IX

. C
onfutatio dubiorum

）。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
、
は
っ
き
り
と
必
然
0

0

と
自
由
0

0

が
外
的

規
定
性
と
内
的
規
定
性
と
の
関
係
に
立
つ
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
、
し
か
も
か
く
把
握
さ
れ
る
こ
と
に
於
て
、
カ
ン
ト
の
所

謂
「
周
知
の
問
題
」（die allbekannte Frage

）
が
解
決
さ
れ
て
お
る
の
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
此
の
『
新
釈
』
の
自
由
論

は
、
い
う
迄
も
な
く
、
批
判
期
に
於
け
る
カ
ン
ト
の
思
想
と
厳
密
に
一
致
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
の
故
を
以
て
ク

ー
ノ
ー
・
フ
ィ
ッ
シ
ェ
ル
の
如
く
両
者
の
間
に
非
常
な
距
離
が
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

と
見
る
の
は
「
先
批
判
期
」
と
い
う
後
か
ら
便
宜
上
つ

け
ら
れ
た
に
過
ぎ
な
い
と
こ
ろ
の
区
別
に
あ
ま
り
に
捉
わ
れ
た
観
方
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
（G

eschichte der neuern 

Philosophie, B
d. 4, S. 201

）。
む
し
ろ
ブ
ル
ー
ノ
ー
・
バ
ウ
フ
の
よ
う
に
「
前
者
は
少
く
と
も
後
者
を
予
示
す
る
も
の
」
で

あ
り
、
従
っ
て
「
カ
ン
ト
の
自
由
説
に
も
亦
‥
‥
‥
発
展
の
連
続
性

0

0

0

0

0

0

（K
ontinuität der Entw

icklung

）
が
あ
る
」
と
見
る

方
が
正
論
を
得
た
解
釈
で
あ
ろ
う
（B

runo B
auch: Im

m
anuel K

ant, S. 68 f.

）。

か
く
の
如
く
、
人
間
の
自
由
な
る
行
為
は
た
だ
内
的
原
理

0

0

0

0

に
よ
っ
て
の
み
規
定
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
解
明
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
先
き
に
提
出
せ
ら
れ
た
問
題
即
ち
「
神
は
如
何
に
し
て
罪
人
を
そ
の
行
い
に
つ
い
て
責
め
る
こ
と
が
出
来
る
で

あ
ろ
う
か
」
と
い
う
疑
問
に
答
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
し
、
そ
れ
と
同
時
に
問
題
は
一
歩
向
う
へ
押
し
や
ら
れ
て
、
し

か
ら
ば
神
は
何
故
に
、
忌
み
嫌
わ
れ
る
罪
悪
を
そ
の
世
界
創
造
の
中
に
含
ま
し
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
難
点
が
残

る
。
こ
れ
に
対
し
て
カ
ン
ト
は
、
此
の
―
―
神
に
よ
っ
て
創
ら
れ
た
―
―
世
界
が
単
に
完
全
な
る
も
の
善
美
な
る
も
の
の
み

で
充
た
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
む
し
ろ
下
等
な
る
も
の
を
多
く
含
ん
で
お
る
の
は
、
決
し
て
神
の
神
聖
性
を
そ
こ
な
う
も
の
で

は
な
く
、
却
っ
て
何
物
を
も
欠
く
こ
と
な
か
ら
し
め
よ
う
と
す
る
神
の
無
限
な
る
情
深
さ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（bonitas D
ei infinita

）
を
示
す
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も
の
で
あ
る
、
と
代
弁
者Titius

を
し
て
語
ら
し
め
て
い
る
（K

ants W
erke, hrsg. v. C

assirer, B
d. I. S. 411 f.

）。
此
の
所
謂

宗
教
的
二
律
背
反
の
問
題
を
、
一
七
五
五
年Lissabon

に
起
っ
た
恐
し
い
地
震
の
災
害
と
結
び
つ
け
て
、
カ
ン
ト
は
『
地

震
に
関
す
る
三
つ
の
論
文
』（1756

）
の
中
の
第
二
の
論
文
に
於
て
も
之
を
取
扱
い
、
先
ず
地
震
に
つ
い
て
純
地
質
学
的
説

明
を
試
み
た
後
に
、「
信
仰
に
篤
い
国
も
異
教
徒
の
住
む
土
地
も
同
じ
よ
う
に
地
震
に
遭
い
、〔
し
か
の
み
な
ら
ず
〕
何
等
罰

を
免
れ
る
特
権
を
主
張
し
得
な
い
よ
う
な
多
く
の
街
が
最
初
か
ら
荒
廃
を
免
れ
で
お
る
の
を
見
て
は
、」
世
界
統
治
に
於
け

る
神
の
意
図
が
奈
辺
に
あ
る
の
か
判
ら
な
く
な
る
、
と
カ
ン
ト
は
い
う
（Phil. B

ibl. B
d. 49, S. 326

）。
し
か
し
人
間
は
此
の

む
な
し
き
〔
浮
世
の
〕
舞
台
で
永
遠
の
小
舎
を
建
て
る
た
め
に
生
れ
て
来
た
の
で
は
な
い
。
人
間
の
全
生
命
は
遥
か
に
け
だ

か
い
目
的
を
も
っ
て
お
る
の
で
あ
る
か
ら
、
此
の
世
の
無
常
が
―
―
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
最
も
偉
大
な
る
も
の
最
も
重
要
な

る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
も
の
に
於
て
す
ら
も
―
―
ま
の
あ
た
り
に
見
せ
し
め
る
と
こ
ろ
の
凡
ゆ
る
荒
廃
は
、
地
上
の

財
宝
が
〔
結
局
〕
わ
れ
わ
れ
の
幸
福
衝
動
に
満
足
を
与
え
得
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
戒
し
め
る
こ
と
に
、
い
か
に
美
し
く

適
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
！
」（S. 327

）。「
こ
う
い
う
恐
ろ
し
い
色
ん
な
偶
然
を
熟
視
す
る
こ
と
は
、
教
え
ら
れ
る
と
こ

ろ
の
多
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
を
し
て
へ
り
下
っ
た
心
に
な
ら
し
め
る
。
と
い
う
の
は
、
神
が
定
め
た
自
然
法
則
か
ら

〔
自
分
に
と
っ
て
〕
好
都
合
な
結
果
ば
か
り
を
期
待
す
る
如
何
な
る
権
利
も
持
っ
て
い
な
い
こ
と
を
、
或
は
少
く
と
も
失
っ

て
し
ま
っ
た
こ
と
を
、
悟
ら
し
め
る
か
ら
で
あ
る
」（S. 291
）。
か
く
し
て
全
く
外
的
に
規
定
せ
ら
れ
た
自
然
現
象
は
、
小

我
に
捉
わ
れ
た
立
場
か
ら
観
れ
ば
畢
竟
不
可
解
な
偶
然
に
過
ぎ
な
い
け
れ
ど
も
、
謙
虚
な
心
を
以
て
之
を
み
つ
め
る
な
ら

ば
、
森
羅
万
象
少
し
の
無
駄
も
な
く
深
い
内
的
連
関
に
於
て
悉
く
神
の
こ
こ
ろ
に
つ
な
が
っ
て
お
る
こ
と
が
見
出
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
か
く
の
如
く
、
自
己
本
位
の
立
場
に
於
て
偶
然
的
に
見
え
る
凡
て
の
も
の
が
、
実
は
深
い
必
然
的
連
関

0

0

0

0

0

0

0

に
於
て
あ

る
こ
と
を
自
覚
す
る
と
こ
ろ
に
、
真
の
宗
教
的
立
場
の
誕
生
が
あ
る
。
此
の
地
震
に
関
す
る
第
二
の
論
文
は
、
当
然
、
地
震
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と
い
う
自
然
現
象
の
解
明
を
主
題
と
す
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
基
調
と
な
っ
て
い
る
宗
教
的
情
緒
は
可
な
り
深
い

も
の
な
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
が
カ
ン
ト
の
心
に
奥
深
く
根
ざ
し
た
信
念
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
彼
が

一
七
六
〇
年
六
月
六
曰
附
―
―
前
途
有
望
な
愛
児
を
失
っ
て
悲
嘆
に
く
れ
て
い
る
―
―
一
人
の
母
に
書
き
送
っ
た
慰
め
の
手

紙
の
冒
頭
に
於
て
も
、
同
じ
思
想
が
多
く
の
同
じ
言
葉
を
以
て
、
し
か
も
一
層
強
く
美
し
く
表
現
さ
れ
て
お
る
の
を
見
て
も

判
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
カ
ン
ト
が
先
き
に
自
然
界
の
外
的
規
定
性
に
対
す
る
内
的
規
定
性
の
世
界
と
し
て
の
目
的
界

を
発
見
し
た
と
き
、
そ
の
目
的
界
も
既
に
神
に
ま
で
つ
な
が
っ
た
も
の
で
は
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
、
時
計
の
精
巧
な
機

械
が
そ
れ
を
つ
く
っ
た
技
師
の
存
在
を
想
わ
し
め
る
、と
い
う
意
味
に
於
て
つ
な
が
っ
て
お
る
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
今
や
、

人
間
の
罪
の
意
識
と
果
無
さ
の
自
覚
と
を
経
て
、
再
び
見
出
さ
れ
た
内
的
連
関
の
世
界
と
し
て
の
宗
教
界
が
、
そ
れ
よ
り
も

遥
か
に
深
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
迄
も
な
い
。
自
然
界
か
ら
目
的
界
へ
、
目
的
界
か
ら
道
徳
界
へ
、
而
し
て
最
後
に
宗

教
界
へ
、
―
―
茲
に
わ
れ
わ
れ
は
典
型
的
な
哲
学
的
思
索
の
発
展
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

以
上
述
べ
来
っ
た
よ
う
に
、
カ
ン
ト
は
自
然
界
の
外
的
規
定
性
に
対
す
る
内
的
規
定
性
の
世
界
と
し
て
目
的
界
か
ら
道
徳

界
へ
、
更
に
道
徳
界
か
ら
宗
教
界
に
進
み
、
一
七
六
〇
年
頃
に
は
既
に
相
当
深
い
思
索
の
境
地
に
ま
で
到
達
し
て
い
た
も
の

と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
思
索
が
単
な
る
思
索
に
と
ど
ま
る
限
り
は
、
畢
竟
「
一
家
の
見
」
た
る
に

過
ぎ
な
い
。
哲
学
的
思
索
（Philosophieren

）
は
更
に
哲
学
（Philosophie

）
た
ら
ん
と
す
る
努
力
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。
而
し
て
そ
の
た
め
に
は
先
ず
、
考
え
る
こ
と
及
び
識
る
こ
と
自
体
の
構
成
と
そ
の
意
味
が
明
ら
か
に
せ

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
、
一
七
六
〇
年
以
後
の
カ
ン
ト
の
努
力
は
、
益
々
そ
の
思
慮
を
深
め
る
と

同
時
に
、
―
―
カ
ン
ト
以
前
の
近
世
哲
学
の
二
大
遺
産
た
る
唯
理
論
と
経
験
論
と
の
両
方
の
主
張
を
共
に
批
判
的
に
摂
取
し

な
が
ら
―
―
理
論
的
認
識
の
本
質
を
根
本
的
に
究
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
の
哲
学
思
想
に
一
層
確
固
た
る
基
礎
を
与
え
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よ
う
と
す
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

先
ず
認
識
の
構
成
を
明
ら
か
に
せ
ん
が
た
め
の
第
一
着
手
と
し
て
わ
れ
わ
れ
は
『
推
論
式
の
四
つ
の
格
の
詭
弁
』（1762

）

を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
推
論
式
の
四
つ
の
格
の
中
「
所
謂
第
一
格
に
於
て
の
み
純
粋
な
理
性
推
理

が
可
能
で
あ
っ
て
、
他
の
三
つ
の
格
に
於
け
る
推
理
は
畢
竟
混
合
さ
れ
た
（verm

ischt

）
も
の
に
他
な
ら
ぬ
」（Phil. B

ibl. 

B
d. 46, S. 59

）。
こ
の
こ
と
を
カ
ン
ト
は
一
々
実
例
を
挙
げ
て
詳
細
に
説
明
し
て
お
る
の
で
あ
る
が
（S. 60-64

）、
試
み
に

そ
の
第
二
格
の
場
合
を
と
っ
て
み
る
な
ら
ば
、【
Ｅ
Ａ
Ｅ
の
タ
イ
プ
の
例
で
あ
る
】

い
か
な
る
精
神
も
可
分
割
的
で
は
な
い
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥P

―M

凡
て
の
物
質
は
可
分
割
的
で
あ
る
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥S

―M
―
―
―

そ
れ
故
に
い
か
な
る
物
質
も
精
神
で
は
な
い
‥
‥
‥
‥
‥S

―P

右
の
大
前
提
は
否
定
命
題
で
あ
る
が
故
に
、
そ
の
ま
ま
裏
返
し
て
「
い
か
な
る
可
分
割
的
な
る
も
の
も
精
神
で
は
な
い
」

と
い
う
風
に
改
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
即
ち
、

い
か
な
る
可
分
割
的
な
る
も
の
も
精
神
で
は
な
い
‥
‥
‥M

―P

凡
て
の
物
質
は
可
分
割
的
で
あ
る
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥S

―M
―
―
―

そ
れ
故
に
い
か
な
る
物
質
も
精
神
で
は
な
い
‥
‥
‥
‥
‥S

―P

と
い
う
風
に
改
め
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
即
ち
第
一
格
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
か
く
し
て
は
じ
め
て
正
当
に
推
理
が

可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
第
二
格
の
場
合
に
は
此
の
「
裏
返
し
」
が
ひ
そ
か
に
（geheim

）
考
え
ら
れ
て
い
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
右
の
推
理
は
成
り
立
た
な
い
（S. 60 f.

）。
第
三
格
及
び
第
四
格
に
つ
い
て

も
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
す
る
な
ら
ば
、
一
般
に
推
論
式
の
四
つ
の
格
の
分
け
方
は
全
く
一
種
の
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詭
弁
で
あ
り
（S. 64

）、
か
か
る
も
の
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
と
こ
ろ
の
従
来
の
論
理
学
は
、
要
す
る
に
砂
上
の
楼
閣
の
如
き

も
の
で
あ
る i

（S. 66

）。
か
か
る
意
味
に
於
て
カ
ン
ト
は
唯
理
論
の
独
断
を
強
く
排
斥
す
る
と
同
時
に
、他
方
ま
た
経
験
論
に

も
反
対
し
て
認
識
が
―
―
単
な
る
知
覚
或
は
表
象
か
ら
区
別
せ
ら
れ
た
―
―
判
断
に
於
て
の
み
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
こ
と

を
主
張
す
る
。
即
ち
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
「
物
を
相
互
に
区
別
す
る
こ
と
（D

inge voneinander unterscheiden

）
と
物
の
区

別
を
認
識
す
る
こ
と
（U

nterschied der D
inge erkennen

）
と
は
全
く
別
の
こ
と
で
あ
る
。
後
者
は
た
だ
判
断
に
よ
っ
て
の

み
可
能
で
あ
り
、
‥
‥
‥
〔
し
か
も
〕
此
の
判
断
能
力
は
他
の
も
の
か
ら
導
き
出
す
こ
と
は
出
来
ず
、
た
だ
理
性
的
存
在

者
に
の
み
属
し
得
る
と
こ
ろ
の
・
本
来
の
意
味
に
於
て
の
根
本
能
力

0

0

0

0

で
あ
る
」（S. 69 f.

）。
か
よ
う
に
カ
ン
ト
は
唯
理
論
と

経
験
論
の
何
れ
に
も
独
断
的
に
盲
従
し
な
い
代
り
に
、
又
何
れ
を
も
独
断
的
に
否
定
せ
ず
、
―
―
多
少
の
動
揺
は
示
し
つ

つ
も
―
―
徐
々
に
、
よ
り
具
体
的
な
解
決
に
向
っ
て
進
み
、
而
し
て
遂
に
一
先
ず
「
凡
ゆ
る
種
類
の
形
而
上
学
的
問
題
が
、

‥
‥
‥
如
何
な
る
点
に
於
て
解
決
せ
ら
れ
・
又
解
決
さ
れ
な
い
か
が
確
実
に
決
定
さ
れ
得
る
」（K

ans B
rief an Lam

bert vom
 

2. Sept. 1770

）
よ
う
な
立
場
に
到
達
し
た
の
が
、
一
七
七
〇
年
の
『
可
感
界
並
び
に
可
想
界
の
形
式
と
原
理
と
に
つ
い
て
』

と
題
す
る
就
職
論
文
で
あ
る
、
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

即
ち
『
推
論
式
の
四
つ
の
格
の
詭
弁
』
に
つ
づ
く
『
神
の
存
在
の
論
証
に
対
す
る
唯
一
の
可
能
な
る
証
明
根
拠
』（1763

）

は
、
本
来
、
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
修
正
せ
ら
れ
精
密
に
せ
ら
れ
た
本
体
論
的
証
明
―
―
即
ち
可
能
性
一
般
の
原
理
（Prinzip 

der M
öglichkeit überhaupt

）
と
し
て
の
神
が
存
在
し
な
い
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
そ
の
存
在
を
論
証

し
よ
う
と
す
る
証
明
―
―
を
主
張
す
る
こ
と
を
主
題
と
す
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
カ
ン
ト
は
他
面
ま
た
、
此
の
ア
プ
リ
オ

ー
リ
ー
（
先
天
的
）
の
道
と
並
ん
で
ア
ポ
ス
テ
リ
オ
ー
リ
ー
（
後
天
的
）
の
道
で
あ
る
と
こ
ろ
の
自
然
神
学
的
証
明
―
―

i　

直
接
推
理
（
換
位
法
）
に
よ
っ
て
格
の
変
換
が
出
来
る
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
ず
、
詭
弁
で
も
砂
上
の
楼
閣
で
も
な
い
、
の
で
は
な
い
か
？
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此
の
論
文
で
所
謂
「
宇
宙
論
的
証
明
」
―
―
の
も
つ
生
々
と
し
た
力
を
も
同
時
に
認
め
（Phil. B

ibl. B
d. 47 II, S. 44; S. 122 

f.

）、
第
三
章
節
四
節
で
は
「
一
般
に
神
の
存
在
に
つ
い
て
は
唯
二
つ
の
証
明

0

0

0

0

0

0

の
み
が
可
能
で
あ
る
」
と
い
う
・
表
題
と
は
相

容
れ
な
い
よ
う
な
・
見
出
し
を
つ
け
て
お
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
言
葉
に
よ
っ
て
見
る
に
、
カ
ン
ト
は
純
然
た
る
知
性
の

立
場
に
於
て
は
一
応
本
体
論
的
証
明
を
唯
一
の
可
能
な
る
も
の
と
し
て
認
め
つ
つ
も
、
幼
時
か
ら
育
く
ま
れ
た
強
い
宗
教
的

情
操
は
彼
を
し
て
や
は
り
宇
宙
論
的
証
明
即
ち
自
然
神
学
的
証
明
の
も
つ
生
々
と
し
た
力
を
承
認
せ
し
め
ず
に
は
措
か
な
か

っ
た
、
と
い
う
風
に
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
更
に
『
負
号
量
の
概
念
を
哲
学
に
導
き
入
れ
よ
う
と
す
る
試
み
』

（1763

）
に
於
て
は
、
カ
ン
ト
は
当
時
の
講
壇
形
而
上
学
に
対
し
て
決
然
た
る
反
対
を
表
明
し
て
、
従
来
の
唯
理
論
者
達
が

専
ら
矛
盾
律
を
金
科
玉
条
と
す
る
結
果
、「
対
立
」
と
い
え
ば
直
ち
に
「
論
理
的
対
立
」
を
考
え
、
た
だ
そ
れ
の
み
を
重
要

視
し
て
来
た
の
に
対
し
て
、
矛
盾
律
に
よ
ら
ざ
る
「
実
在
的
対
立
」
の
重
要
な
る
意
義
を
強
調
し
（Phil. B

ibl B
d. 46 a. S. 

77 f.

）、
次
い
で
『
自
然
的
神
学
及
び
道
徳
の
根
本
原
理
の
判
明
性
に
関
す
る
研
究
』（1764

）
に
於
て
は
、
数
学
と
哲
学
と

の
学
的
性
質
の
相
異
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
数
学
の
方
法
を
模
倣
す
る
こ
と
程
、
哲
学
に
と
っ
て
害
の
あ
っ
た

も
の
は
な
い
」
こ
と
、
―
―
（
こ
れ
と
同
じ
考
え
が
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
先
験
的
方
法
論
第
一
章
第
一
節
「
独
断
的
使
用

に
於
け
る
純
粋
理
性
の
訓
練
」
の
中
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
）
―
―
及
び
「
形
而
上
学
の
純
粋
な
る
方
法
は
ニ
ュ
ー
ト
ン
が

自
然
科
学
の
中
へ
導
き
入
れ
た
方
法
と
根
本
に
於
て
同
一
で
あ
る
」
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
（Phil. B

ibl. B
d. 46 a, S. 126; 

S. 129

）。
此
の
論
文
は
ま
た
内
容
的
に
も
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
神
学
の
問
題
に
関
し
て
は
所
謂
本
体
論
的
証
明
―

―
即
ち
先
き
に
掲
げ
た
ア
プ
リ
オ
ー
リ
ー
の
道
―
―
に
よ
っ
て
絶
対
的
必
然
的
存
在
の
概
念
を
確
立
し
得
る
こ
と
を
こ
こ
に

も
述
べ
て
お
る
ほ
か
に
（S. 142

）、「
し
か
し
神
の
自
由
な
る
行
為
・
摂
理
・
神
の
義
と
善
な
る
意
志
の
は
た
ら
き
方
に
関

す
る
判
断
は
‥
‥
‥
た
だ
道
徳
的
な
る
確
実
性
を
有
し
得
る
に
と
ど
ま
る
」（S. 143
）と
、神
の「
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
」
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as”=w
hat

）を
道
徳
の
立
場
に
於
て
規
定
し
よ
う
と
す
る
新
し
い
考
を
提
唱
し
、更
に
道
徳
の
問
題
に
関
し
て
は「
当
為
」

（Sollen

）
に
、
或
る
目
的
を
実
現
せ
ん
が
た
め
の
手
段
と
し
て
の
当
為

0

0

0

0

0

0

0

0

と
そ
れ
自
身
目
的
と
し
て
の
当
為

0

0

0

0

0

0

0

0

と
の
二
義
あ
る

こ
と
を
指
摘
し
、
後
者
の
み
が
道
徳
的
行
為
の
本
質
を
な
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
の
は
（S. 143 f.

）、
明
ら

か
に
批
判
期
の
思
想
に
つ
な
が
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
而
し
て
そ
の
道
徳
の
根
拠
を
―
―
感
情
生
活
の

観
察
に
よ
っ
て
―
―
人
間
性
の
中
に
見
出
そ
う
と
し
た
も
の
が
『
美
と
崇
高
の
感
情
に
関
す
る
観
察
』（1764

）
で
あ
っ
て
、

そ
こ
で
カ
ン
ト
は
「
道
徳
の
原
則
が
思
弁
的
規
則
で
は
な
く
し
て
、
凡
て
の
人
の
胸
中
に
生
き
て
お
る
と
こ
ろ
の
或
る
感
情

の
意
識
で
あ
る
」
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
は
一
口
で
い
え
ば
「
人
間
性
の
美
し
さ
と
尊
厳
に
つ
い
て
の
愛
情
で
あ
る
」
こ
と
を

主
張
し
て
お
る
の
で
あ
る
（Phil. B

ibl. B
d. 50, S. 16

）。
こ
れ
が
後
に
『
実
践
理
性
批
判
』
に
所
謂
「
道
徳
律
に
対
す
る
尊

敬
の
愛
情
」（ein G

efühl der A
chtung fürs m

oralische G
esetz―

K
r. d. pr. V. S. 75

）
に
ま
で
発
展
し
た
も
の
で
あ
る
こ

と
も
、
想
像
に
難
く
な
い
で
あ
ろ
う
。

『
頭
脳
の
病
気
に
つ
い
て
の
試
論
』（1764
）
は
奇
妙
な
動
機
に
よ
っ
て
成
立
し
た
書
物
で
あ
る
。
そ
の
頃
、
カ
ン
ト
の
住

むK
önigsberg

附
近
に
宗
教
的
狂
信
者
の
面
影
を
宿
し
て
い
る
一
人
の
い
わ
ば
自
然
人
（N

aturm
ensch

）
が
現
わ
れ
た
。

獣
の
皮
だ
け
を
ま
と
っ
た
彼
は
帽
子
も
冠
ら
ず
年
中
は
だ
し
の
ま
ま
で
、
八
歳
ば
か
り
の
子
供
と
、
十
四
頭
の
牛
と
、
二
十

匹
の
羊
と
、
四
十
六
匹
の
山
羊
の
群
を
伴
い
つ
つ
、
街
頭
に
出
て
は
聖
書
を
抜
き
読
み
し
て
吉
凶
を
判
断
し
、
忽
ち
に
し
て

世
人
の
信
用
を
博
し
て「
山
羊
の
予
言
者
」と
い
う
名
ま
で
与
え
ら
れ
た
。カ
ン
ト
は
そ
の
変
っ
た
人
間
を
目
の
あ
た
り
に
見
、

又
そ
の
予
言
を
も
直
接
聞
い
た
の
で
あ
る
が
、
予
言
者
自
身
に
つ
い
て
は
カ
ン
ト
は
一
種
の
狂
信
者
以
上
の
何
も
の
を
も
見

出
さ
ず
、む
し
ろ
文
化
と
い
う
も
の
に
全
然
触
れ
ず
し
て
山
野
に
人
と
な
っ
た
子
供
の
方
に
興
味
を
感
じ
た
位
で
あ
っ
た
が
、

し
か
し
請
わ
れ
る
ま
ま
に
―
―
右
の
二
人
を
直
接
の
対
象
と
し
て
で
は
な
い
が
―
―
そ
れ
に
関
連
し
て
通
俗
的
な
心
理
学
的
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随
筆
の
形
で
匿
名
を
以
て
書
い
た
の
が
、
此
の
『
頭
脳
の
病
気
に
つ
い
て
の
試
論
』
で
あ
る
。
此
の
試
論
は
、
精
神
の
健
全

な
る
状
態
と
病
的
状
態
と
を
判
然
と
規
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
精
神
病
を
種
々
の
段
階
に
分
類
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ

る
が
、
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
人
間
が
自
然
の
状
態
に
於
て
経
験
に
近
接

0

0

0

0

0

し
て
い
る
間
は
、
お
の
ず
か
ら
健
全
な
る
悟
性
が

働
い
て
お
る
の
で
あ
っ
て
（Phil. B

ibl B
d. 50, S. 74

）、
経
験
概
念
が
顛
倒
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
、
は
じ
め
て
発
狂
状
態
が
現

出
す
る
（S. 68
）。
と
こ
ろ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
一
口
に
「
妄
想
」（Phantasterei

）
と
い
う
曖
昧
な
言
葉
以
て
呼
ば
れ
る
も
の

の
中
で
、「
狂
信
」（Schw

ärm
erei

）
と
「
熱
狂
」（Enthusiasum

us

）
と
を
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
即
ち
、
前
者
が
上

か
ら
の
直
接
の
霊
感
を
い
ち
ず
に
思
い
込
ん
で
い
る
妄
想
で
あ
る
の
に
対
し
は
、
後
者
は
他
の
鈍
感
な
人
々
が
あ
ま
り
感
じ

な
い
よ
う
な
こ
と
に
も
強
い
道
義
感
に
よ
っ
て
燃
え
立
た
し
め
ら
れ
る
情
熱
で
あ
っ
て
、「
此
の
情
熱
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、

此
の
世
界
に
は
如
何
な
る
偉
大
な
る
こ
と
も
決
し
て
成
し
遂
げ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」（S. 71 f.

）。
し
か
し
「
山
羊
の

予
言
者
」
に
対
す
る
時
人
の
狂
信
は
容
易
に
去
ら
ず
、
剰
え
―
―
自
ら
死
者
の
霊
と
語
っ
た
と
こ
ろ
に
基
づ
い
て
天
上
界
・

精
霊
界
・
地
獄
界
の
有
様
を
詳
か
に
説
い
た
―
―Sw

edenborg i

の
神
秘
的
思
想
が
之
と
関
連
し
て
益
々
世
人
の
間
に
宣
伝
せ

ら
れ
る
に
及
ん
で
、
此
の
独
断
的
陶
酔
を
排
撃
す
べ
く
、
併
せ
て
当
時
の
ウ
ォ
ル
フ
一
派
の
独
断
的
形
而
上
学
が
神
・
世
界
・

霊
魂
な
ど
の
本
性
を
究
め
得
た
か
の
よ
う
に
主
張
す
る
こ
と
に
対
す
る
不
満
を
も
吐
露
せ
ん
と
し
た
も
の
が
、
有
名
な
『
視

霊
者
の
夢
』（1766

）
で
あ
る
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
若
し
わ
れ
わ
れ
が
眼
を
醒
し
て
い
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
唯
一
つ

の
共
通
な
世
界
を
も
っ
て
お
る
筈
で
あ
っ
て
、Sw

edenborg
の
説
く
世
界
の
よ
う
に
唯
自
分
に
の
み
ひ
ら
か
れ
て
い
る
世

界
を
一
人
一
人
が
も
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
人
達
は
夢
見
て
お
る
の
で
あ
る
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
（Phil. B

ibl. B
d. 

46 b, S. 72; S. 58

）。
此
の
意
味
に
於
て
視
霊
者
は
「
感
覚
の
夢
を
見
る
人
」（Träum

er der Em
pfindung

）
で
あ
り
、
同
様

i　

Sw
edenborg(Em

anuel, 1688-1772)

、
当
時
の
科
学
技
術
に
通
じ
た
博
識
家
で
、
奇
想
天
外
な
ア
イ
デ
ア
で
神
秘
思
想
を
吹
聴
し
た
人
物
。
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に
又
独
断
的
形
而
上
学
者
は
「
理
性
の
夢
を
見
る
人
」（Träum

er der Vernunft

）
で
あ
っ
て
、
共
に
「
夢
見
る
人
々
」
で

あ
る
点
に
於
て
変
り
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
カ
ン
ト
が
宿
命
的
に
愛
好
せ
ざ
る
を
得
な
い
形
而
上
学
（die M

etaphysik, 

in w
elche ich das Schicksal habe, verliebt zu sein; S. 62

）
の
一
つ
の
長
所
は
、
わ
れ
わ
れ
の
探
究
的
精
神
の
提
出
す
る

課
題
が
「
わ
れ
わ
れ
の
知
り
得
る
と
こ
ろ
の
も
の
か
ら
も
亦
規
定
せ
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
、
そ
し
て
そ
の
問
題
は
―
―
そ

の
上
に
わ
れ
わ
れ
の
凡
ゆ
る
判
断
が
常
に
支
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
の
―
―
経
験
概
念
に
対
し
て
、
い
か
な

る
関
係
を
も
っ
て
い
る
か
を
洞
察
す
る
点
に
存
す
る
。
そ
の
限
り
形
而
上
学
は
、
人
間
理
性
の
限
界
に
つ
い
て
の
学

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（eine 
W

issenschaft von den G
renzen der m

enschlichen Vernunft

）
で
あ
る
」（S. 63

）。
か
く
の
如
き
形
而
上
学
こ
そ
、
カ
ン

ト
が
絶
え
ず
求
め
て
已
ま
な
い
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
っ
て
、
か
か
る
意
味
に
於
て
カ
ン
ト
は
形
而
上
学
者
た
ら
ん
と
し
た
も

の
、
と
い
う
こ
と
も
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
述
べ
て
来
た
よ
う
な
様
々
の
思
索
の
過
程
を
背
後
に
考
え
て
、
わ
れ
わ
れ
は
は
じ
め
て
、
一
七
七
〇
年
カ
ン
ト
が

K
önigsberg

大
学
の
論
理
学
及
び
形
而
上
学
の
正
教
授
に
就
職
す
る
に
あ
た
っ
て
、
当
時
の
大
学
の
慣
例
に
従
っ
て
公
の
討

議
の
た
め
に
ラ
テ
ン
語
を
以
て
草
し
た
『
可
感
界
と
可
想
界
の
形
式
と
原
理
と
に
つ
い
て
』
と
題
す
る
所
謂
「
就
職
論
文
」

の
生
れ
出
た
必
然
性
と
そ
の
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
が
、
更
に
そ
の
直
接
の
先
駆
と
し
て
注
目
せ
ら
れ

る
も
の
は
、
一
七
六
八
年
の
『
空
間
に
於
け
る
場
所
区
分
の
第
一
根
拠
に
つ
い
て
』
で
あ
る
。
こ
こ
で
カ
ン
ト
は
、
ニ
ュ
ー

ト
ン
の
空
間
の
考
え
と
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
空
間
の
考
え
と
の
間
に
徹
底
的
な
解
決
を
与
え
よ
う
と
し
て
お
る
の
で
あ
っ
て
、

特
に
わ
れ
わ
れ
の
興
味
を
ひ
く
点
は
、
批
判
期
に
入
っ
て
か
ら
の
カ
ン
ト
の
空
間
論
の
片
鱗
が
既
に
こ
こ
に
暗
示
せ
ら
れ
て

お
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
即
ち
ニ
ュ
ー
ト
ン
に
従
え
ば
、
諸
々
の
力
が
空
間
を
生
み
出
す
の
で
は
な
く
唯
そ
れ
を
充
た
す
に

過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
唯
一
絶
対
な
る
空
間
が
何
等
か
根
源
的
な
る
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
し
て
前
提
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
に
対
し
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て
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
よ
れ
ば
空
間
は
畢
竟
事
物
の
関
係
或
は
秩
序
に
他
な
ら
ず
、
而
し
て
若
し
諸
実
体
が
外
部
に
向
っ
て

は
た
ら
く
如
何
な
る
力
を
も
有
た
な
い
な
ら
ば
、
そ
う
い
う
関
係
或
は
秩
序
な
る
も
の
も
成
り
立
た
な
い
わ
け
で
あ
る
か

ら
、
空
間
は
決
し
て
根
源
的
な
る
も
の
で
は
な
く
何
等
か
派
生
さ
れ
た
る
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
し
て
唯
一
で
は
な
く
多
数
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
、
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
カ
ン
ト
は
『
プ
ロ
レ
ゴ
ー
メ
ナ
』
の
第
十
三
節
に
挙
げ
て
お
る
の
と
全
く
同
じ
例

―
―
即
ち
球
面
三
角
形
・
左
右
の
手
・
螺
旋
輪
・
鏡
の
映
像
な
ど
の
例
―
―
を
以
て
、
外
形
が
全
く
同
じ
で
あ
る
の
に
も
拘

ら
ず
「
な
お
内
的
相
異
（ein innerer U

nterschied

）
が
残
る
」
場
合
を
示
し
、
し
か
も
「
此
の
相
異
の
内
的
根
拠
は
、
物

体
の
諸
部
分
相
互
の
結
び
つ
き
方
―
―
〔
そ
れ
は
此
の
場
合
全
く
同
じ
で
あ
る
〕
―
―
の
相
異
に
帰
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
」

か
ら
、「
空
間
の
諸
規
定
が
物
質
の
諸
部
分
相
互
の
位
置
か
ら
由
来
す
る
の
で
は
な
く
、
後
者
が
前
者
に
基
づ
く
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
り
、」
従
っ
て
絶
対
的
・
根
源
的
な
空
間
（der absolute und ursprüngliche R

aum

）
こ
そ
、
諸
物
体
相
互
の
関

係
を
は
じ
め
て
可
能
に
す
る
根
本
概
念
（G

rundbegriff

）
で
あ
る
こ
と
を
、
カ
ン
ト
は
主
張
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
も
此

の
概
念
の
「
実
在
性
（R

ealität

）
は
内
官
（der innere Sinn

）
に
と
っ
て
十
分
直
観
的
で
あ
る
」
と
カ
ン
ト
が
い
う
と
き
、

そ
れ
が
や
が
で
空
間
・
時
間
の
観
念
性
（Idealität
）
の
自
覚
と
な
っ
て
一
七
六
九
年
に
所
謂
「
素
晴
ら
し
い
光
」
と
な
っ

て
現
わ
れ
た
（D

as Jahr 69 gab m
ir grosses Licht.―

R
eflexionen II. N

r. 4

）
こ
と
も
、
想
像
に
難
く
な
い
で
あ
ろ
う
（Phil. 

B
ibl. B

d. 46 b. S. 84 ff.

）。

先
き
に
述
べ
来
っ
た
背
景
と
か
か
る
先
駆
と
を
以
て
成
立
せ
る
就
職
論
文
の
根
本
精
神
は
、
―
―
経
験
的
な
る
も
の
と
超

経
験
的
な
る
も
の
と
に
夫
々
の
場
所
を
与
え
ん
が
た
め
に
、
―
―
可
感
界
（m

undus sensibilis=sensible w
orld

）
と
可
想

界
（m

undus intelligibilis=intelligible w
orld

）
と
い
う
二
つ
の
世
界
の
区
別
を
、
主
観
の
能
力
の
区
別

0

0

0

0

0

0

0

0

に
よ
っ
て
導
き
出

そ
う
と
し
た
点
に
存
す
る
。
即
ち
、
主
観
の
表
象
状
態
が
「
対
象
の
現
前
に
よ
っ
て
或
る
特
定
の
仕
方
で
触
発
さ
れ
る
こ
と
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を
可
能
な
ら
し
め
る
と
こ
ろ
の
主
観
の
感
受
性
」
と
し
て
の
感
性
0

0

と
、「
主
観
が
そ
の
性
質
上
、
感
官
に
よ
っ
て
は
把
握
出

来
な
い
も
の
を
表
象
す
る
こ
と
を
得
さ
し
め
る
能
力
」
と
し
て
の
悟
性
0

0

と
を
、
わ
れ
わ
れ
人
間
精
神
が
有
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
（§3
）、
純
粋
直
観
と
し
て
の
時
間
及
び
空
間
が
形
式
的
原
理
で
あ
る
と
こ
ろ
の
現
象
界

0

0

0

即
ち
可
感
界

0

0

0

と
（§13, §14, 

§15

）、
唯
一
の
原
因
（
世
界
の
建
築
者
＝
世
界
の
創
造
者
）
に
よ
っ
て
一
切
が
総
括
さ
れ
て
お
る
と
こ
ろ
の
実
体
界

0

0

0

即
ち
可0

想
界
0

0

（§20
）
と
の
、
二
つ
の
異
な
る
世
界
が
成
り
立
つ
。
か
く
し
て
「
感
性
的
な
る
も
の
及
び
悟
性
的
な
る
も
の
に
関
す

る
形
而
上
学
の
全
方
法
は
、
何
よ
り
も
先
ず
次
の
命
題
に
帰
着
す
る
。
―
―
〔
即
ち
〕
感
性
的
認
識
に
特
有
な
る
原
理
が
、

自
ら
の
限
界
を
踏
み
越
え
て
悟
性
的
認
識
に
影
響
を
与
え
な
い
よ
う
に
、
注
意
し
て
警
戒
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。」
此
の
感

性
概
念
と
悟
性
概
念
と
を
ひ
そ
か
に
混
同
す
る
こ
と
が
、
あ
ら
ゆ
る
形
而
上
学
を
最
も
ひ
ど
く
荒
し
た
の
で
あ
る
、
と
カ
ン

ト
は
い
う（§24

）。
而
し
て
此
の
混
同
を
さ
け
ん
が
た
め
に
、カ
ン
ト
が
古
代
哲
学
か
ら
借
り
て
来
た「
可
感
的
」（sensibilis

）

及
び
「
可
想
的
」（intelligibilis

）
な
る
区
別
が
、『
純
粋
理
性
批
判
』
の
「
自
然
必
然
性
の
普
遍
的
法
則
と
連
結
せ
ら
れ
た

る
自
由
に
よ
る
原
因
の
可
能
性
」
と
題
す
る
箇
所
に
現
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
「
経
験
的
性
格
」（em

pirischer C
harakter

）

と
「
可
想
的
性
格
」（intelligibler C

harakter
）
と
の
区
別
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、い
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

勿
論
、
就
職
論
文
の
考
え
方
と
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
考
え
方
と
の
間
に
大
き
な
相
異
の
あ
る
こ
と
も
亦
、
否
定
す
る
こ
と

は
出
来
な
い
。
と
い
う
の
は
、
就
職
論
文
が
本
来
可
感
界
と
可
想
界
と
の
プ
ラ
ト
ー
ン
的
な
二
世
界
説
の
立
場
に
立
っ
て
悟

性
を
た
だ
感
性
か
ら
分
離
0

0

し
た
の
み
で
あ
る
の
に
対
し
て
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
根
本
特
色
は
む
し
ろ
此
の
感
性
と
悟
性
と

の
結
合
0

0

に
よ
っ
て
こ
そ
一
般
に
学
的
認
識
の
成
立
し
得
る
所
以
を
解
明
し
た
点
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
就
職
論
文
の

「
悟
性
概
念
」（conceptus intellectualis

）
と
『
純
粋
理
牲
批
判
』
の
「
純
粋
悟
性
概
念
」（reiner Verstandesbegriff

）
と

は
決
し
て
同
一
の
も
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
前
者
が
一
切
の
感
性
的
な
る
も
の
を
捨
象
す
る
と
い
う
意
味
に
於
て
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―
―
抽
象
さ
れ
た
概
念
と
い
う
よ
り
も
―
―
む
し
ろ
捨
象
す
る
概
念

0

0

0

0

0

0

（abstrahierender B
egriff

）
と
呼
ば
る
べ
き
も
の
で

あ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
―
―
そ
れ
自
身
経
験
的
な
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
却
っ
て
―
―
普
遍
妥
当
的

な
る
認
識
を
可
能
な
ら
し
め
る
と
い
う
意
味
に
於
て
純
粋
概
念

0

0

0

0

（reiner B
egriff

）
と
称
せ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、

就
職
論
文
に
於
て
も
既
に
「
感
官
を
触
発
す
る
対
象
の
多
様
（das M

annigfaltige des G
egenstandes

）
が
一
つ
の
表
象
の

何
等
か
の
全
体
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
た
め
に
は
、
精
神
の
内
的
原
理
（interno m

entis principio=ein inneres Prinzip des 

G
eistes

）
が
必
要
で
あ
る
」
旨
が
説
か
れ
て
お
る
の
で
あ
っ
て
（Phil. B

ibl. B
d. 49 b, s. 97

）、
此
の
―
―
素
材
と
し
て
の
感

覚
の
多
様
を
―
―
秩
序
づ
け
る
形
式
と
し
て
の
精
神
の
内
的
原
理

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
考
え
が
徹
底
さ
れ
る
な
ら
ば
、「
捨
象
す
る
概
念
」は「
純

粋
概
念
」
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
筈
で
あ
る
が
、し
か
し
そ
の
た
め
に
は
カ
ン
ト
は
―
―
一
七
七
〇
年
か
ら
一
七
八
一
年
『
純

粋
理
性
批
判
』
が
出
る
ま
で
の
―
―
十
二
年
も
の
長
い
間
、
荊
棘
に
み
ち
た
批
判
の
道
を
歩
ま
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。而

し
て
此
の
十
二
年
間
は
、
外
か
ら
視
れ
ば
カ
ン
ト
が
謎
の
沈
黙
を
守
っ
た
期
間
と
し
て
映
じ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の

間
の
消
息
を
洩
ら
す
も
の
は
主
と
し
て
カ
ン
ト
が
マ
ル
ク
ス
・
ヘ
ル
ツ
（M

arcus H
rz

）
に
与
え
た
い
く
つ
か
の
書
信
で
あ

る
。
先
ず
一
七
七
一
年
六
月
七
日
附
の
手
紙
に
よ
れ
ば
、
カ
ン
ト
は
就
職
論
文
を
出
し
た
後
、
直
ち
に
此
の
論
文
の
問
題
を

一
層
精
密
に
・
し
か
も
非
常
に
広
汎
な
範
囲
に
亘
っ
て
論
究
し
、
後
に
三
批
判
書
に
分
か
れ
て
と
り
扱
わ
れ
た
よ
う
な
諸
問

題
を
凡
て
包
括
す
る
一
つ
の
著
作
『
感
性
と
理
性
の
限
界
』（D

ie G
renzen der Sinnlichkeit und der Vernunft

）
の
計
画

に
着
手
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
し
か
し
、
次
い
で
一
七
七
二
年
二
月
二
十
一
日
附
の
手
紙
に
よ
れ
ば
、
右
の
計
画
の

理
論
的
部
分
を
徹
底
的
に
考
え
抜
い
て
行
く
に
つ
れ
て
、
従
来
カ
ン
ト
が
そ
の
長
い
形
而
上
学
的
探
究
に
際
し
て
全
く
不
注

意
に
見
逃
し
て
来
た
或
る
重
要
な
も
の
が
、
欠
け
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
い
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、
そ
れ
自
身
主
観
的
な
表

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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象
が
如
何
に
し
て
客
観
的
な
対
象
に
妥
当
し
得
る
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
―
―
後
に
所
謂
「
先
験
的
演
繹
」
の
問
題
が
そ
れ
で
あ
っ
て
カ

ン
ト
は
こ
れ
こ
そ
形
而
上
学
の
全
秘
密
を
開
く
べ
き
鍵

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
更
に
カ
ン
ト
は
、
理
論
的
並

び
に
実
践
的
認
識
の
本
性
を
明
ら
か
に
す
べ
き
『
一
つ
の
純
粋
理
性
批
判
』（eine K

ritik der reinen Vernunft

）
を
提
示
す

る
こ
と
が
出
来
る
と
信
じ
、
殊
に
そ
の
第
一
部
即
ち
形
而
上
学
の
淵
源
・
そ
の
方
法
及
び
限
界
を
取
扱
う
―
―
現
在
の
『
純

粋
理
性
批
判
』
に
当
る
―
―
部
分
は
、
三
ヶ
月
位
の
間
に

0

0

0

0

0

0

0

出
せ
る
見
込
で
あ
る
と
約
束
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
約
束
は
三

ヶ
月
は
お
ろ
か
数
年
経
っ
て
も
果
さ
れ
ず
、
漸
く
カ
ン
ト
の
外
見
上
の
無
活
動
に
対
し
て
各
方
面
か
ら
の
非
難
が
高
ま
っ
て

来
た
の
に
対
し
て
、
カ
ン
ト
は
一
七
七
六
年
十
一
月
二
十
四
日
附
の
手
紙
の
中
で
「
一
別
以
来
現
在
に
至
る
迄
、
こ
れ
ほ
ど

組
織
的
に
又
持
続
的
に
研
究
し
た
こ
と
は
、
実
際
今
ま
で
に
一
度
も
な
か
っ
た
」
と
弁
解
し
、
更
に
カ
ン
ト
の
企
て
て
い
る

理
性
批
判

0

0

0

0

の
仕
事
に
於
て
は
、
あ
り
来
た
り
の
も
の
を
何
一
つ
使
う
こ
と
の
出
来
な
い
困
難
さ
を
訴
え
、「
此
の
仕
事
を
完

成
す
る
た
め
に
は
来
年
の
夏
の
一
部
分
を
あ
て
る
つ
も
り
で
あ
る
」
と
述
べ
て
お
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
此
の
も
く
ろ
み

に
つ
い
て
は
決
し
て
世
間
に
期
待
さ
せ
る
よ
う
な
こ
と
を
言
い
ふ
ら
さ
な
い
よ
う
に
、
―
―
そ
れ
は
屡
々
自
分
に
と
っ
て
具

合
の
悪
い
こ
と
に
な
る
か
ら
、
と
こ
と
わ
っ
て
お
る
の
で
あ
る
が
、
案
の
定
、
翌
七
十
七
年
八
月
二
十
日
附
の
手
紙
に
よ
れ

ば
、
従
来
哲
学
の
凡
ゆ
る
対
象
に
関
し
て
カ
ン
ト
が
試
み
て
来
た
諸
々
の
研
究
が
、
漸
く
一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
貌
を
呈
す
る

は
至
っ
た
け
れ
ど
も
、「
し
か
し
こ
れ
ら
の
仕
事
を
す
っ
か
り
完
成
す
る
た
め
に
は
、
私
〔
カ
ン
ト
〕
が
純
粋
理
性
批
判
と

呼
ぶ
と
こ
ろ
の
も
の
が
躓
き
の
石

0

0

0

0

と
し
て
途
上
に
横
た
わ
っ
て
お
り
、
今
は
そ
れ
を
と
り
除
く
こ
と
に
専
心
努
力
し
て
お
る

の
で
あ
っ
て
、
此
の
冬
に
は
何
と
か
そ
の
仕
事
を
す
ま
せ
て
し
ま
い
た
い
と
念
願
し
て
い
る
」
旨
を
告
け
て
お
る
の
で
あ

る
。
し
か
し
そ
の
念
願
は
、
依
然
と
し
て
実
現
せ
ら
れ
な
か
っ
た
。
即
ち
、
翌
七
十
八
年
四
月
初
め
の
手
紙
に
於
て
は
、
カ

ン
ト
は
「
枚
数
は
そ
ん
な
に
多
く
は
な
ら
な
い
筈
の
著
作
が
こ
ん
な
に
も
お
く
れ
て
い
る
原
因
が
、
事
柄
及
び
目
論
見
そ
の
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も
の
の
性
質
上
已
む
を
得
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
、
と
他
日
あ
な
た
が
御
諒
解
下
さ
る
こ
と
と
信
ず
る
」
旨
を
述
べ
て
い
る
に

過
ぎ
な
い
。
そ
の
後
四
通
ほ
ど
の
ヘ
ル
ツ
あ
て
の
手
紙
の
中
に
は
『
統
粋
理
性
批
判
』
に
つ
い
て
は
、
何
も
述
べ
ら
れ
て
は

い
な
い
。
そ
し
て
突
然
、
一
七
八
一
年
五
月
一
日
附
の
手
紙
に
於
て
、
は
じ
め
て
多
年
の
宿
志
が
実
現
せ
ら
れ
た
こ
と
を
告

げ
て
お
る
の
で
あ
る
。
そ
の
手
紙
に
よ
れ
ば
『
統
粋
理
性
批
判
』
は
―
―
カ
ン
ト
が
ヘ
ル
ツ
と
共
に
可
感
界
並
び
に
可
想
界

な
る
名
の
下
に
〔
就
職
論
文
の
〕
弁
護
に
あ
た
っ
て
反
駁
に
う
ち
勝
っ
た
諸
概
念
か
ら
出
発
す
る
―
―
種
々
様
々
な
凡
ゆ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

研
究
の
成
果
を
含
む
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
っ
て
、
分
量
か
ら
言
っ
て
も
、
三
年
前
に
は
「
枚
数
は
あ
ま
り
多
く
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
」

と
い
わ
れ
た
も
の
が
、
実
に
八
五
六
頁
の
尨
大
な
書
物
と
な
っ
て
世
に
現
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
一
七
八
三
年
八
月

十
六
日
附
モ
ー
ゼ
ス
・
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
（M

oses M
endelssohn, 1729-86

）
に
宛
て
た
手
紙
の
中
で
カ
ン
ト
は
「
少
く

と
も
十
二
年
間
の
思
索
の
成
果
を
僅
か
四
五
箇
月
の
間
に
、
い
わ
ば
一
息
に
（gleichsam

 im
 Fluge

）
書
き
上
げ
た
」
と
告

げ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
決
し
て
十
二
年
間
大
い
に
想
を
練
っ
た
結
果
を
、
は
じ
め
て
筆
を
と
っ
て
四
五
箇
月
の
中
に

全
部
書
き
上
げ
た
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、十
二
年
間
そ
の
時
々
に
色
々
な
問
題
に
触
れ
て
書
い
て
置
い
た
数
多
の
手
記

0

0

0

0

0

を
、

四
五
箇
月
の
間
は
急
い
で
整
理
し
て
一
冊
の
書
物
に
ま
と
め
た
も
の
が
現
在
の
『
純
粋
理
性
批
判
』
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

あ
れ
だ
け
の
内
容
を
も
っ
た
巻
物
を
―
―
し
か
も
一
方
で
は
大
学
の
講
義
を
し
な
が
ら
―
―
僅
か
数
ヶ
月
の
間
に
書
き
上
け

る
な
ど
と
と
い
う
こ
と
は
全
く
想
像
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
ば
か
り
で
な
く
、『
純
粋
理
性
批
判
』
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る

多
く
の
不
整
合
と
繰
返
し
と
は
、
到
底
短
時
日
の
間
に
同
一
態
度
を
以
て
書
か
れ
た
も
の
と
は
解
釈
す
る
こ
と
が
出
来
な
い

の
で
あ
っ
て
、
就
職
論
文
以
来
折
に
ふ
れ
て
書
き
つ
け
て
置
い
た
も
の
を
急
い
で
寄
せ
集
め
て
出
し
た
も
の
と
考
え
る
こ

と
に
よ
っ
て
『
純
粋
理
性
批
判
』
は
極
め
て
自
然
に
何
の
無
理
も
な
く
理
解
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
（W

indelband: Ü
ber die 

verschiedenen Phasen der K
antischen Lehre von D

ing-an-sich.

）。
こ
れ
を
逆
に
言
え
ば
、
―
―
パ
ウ
ル
ゼ
ン
の
よ
う
に
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―
―
就
職
論
文
は
若
い
姿
に
於
け
る
新
し
い
〔
批
判
主
義
〕
哲
学
（die neue Philosophie in ihrer jugendlichen G

estalt

）

で
あ
る
、と
い
う
こ
と
も
出
来
る
で
あ
ろ
う（Paulsen: Im

m
aniel K

nt, 7. A
ufl., S. 93

）そ
し
て
、パ
ウ
ル
ゼ
ン
は
実
際
ま
た
、

所
謂
「
批
判
期
」
が
就
職
論
文
の
出
た
一
七
七
〇
年
を
以
て
は
じ
ま
る
こ
と
を
主
張
し
て
お
る
の
で
あ
る
。
そ
の
就
職
論
文

も
、
―
―
わ
れ
わ
れ
が
上
来
証
示
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
―
―
初
期
以
来
の
思
索
が
漸
次
成
熟
し
て
一
定
の
貌
を
具
現
し
た

も
の
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
既
に
は
じ
め
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
カ
ン
ト
の
よ
う
な
典

型
的
な
努
力
型
の
思
想
家
に
於
て
は
、
外
見
上
の
「
彷
徨
」
に
も
拘
ら
ず
、
根
本
の
考
え
方
そ
の
も
の
に
は
発
展
の
連
続
性

0

0

0

0

0

0

が
あ
る
こ
と
を
、
強
調
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

先
き
に
述
べ
た
よ
う
に
、
カ
ン
ト
は
そ
の
処
女
論
文
『
活
力
測
定
考
』
の
第
二
章
の
冒
頭
に
於
て
、
彼
が
常
に
真
理
の
研

究
に
あ
た
っ
て
規
準
と
し
て
用
い
た
根
本
方
針
を
掲
げ
、「
若
し
聡
明
な
判
断
力
を
具
え
た
人
達
が
互
に
全
く
反
す
る
意
見

を
主
張
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
な
ら
ば
、
両
方
の
側
に
或
る
程
度
の
正
し
さ
を
認
め
る
よ
う
な
何
等
か
の
媒
介
命
題
を
見

出
そ
う
と
主
と
し
て
努
力
す
る
の
が
、
蓋
然
性
の
論
理
に
か
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
」
旨
を
表
明
し
て
以
来
、
カ
ン
ト
は
つ
ね

に
問
題
を
二
律
背
反

0

0

0

0

（A
ntinom

ie

）
の
形
に
於
て
把
握
し
、
そ
れ
を
解
決
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
彼
自
身
の
思
想
を
発
展
さ

せ
て
来
た
、
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。
と
こ
ろ
で
、
二
律
背
反
即
ち
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ア
は
ノ
モ
ス
相
互
間
の
背
反
で
あ
る
。

而
し
て
ノ
モ
ス
の
原
語
ネ
メ
イ
ン
と
は
「
分
配
す
る
」
或
は
「
わ
け
前
と
し
て
持
つ
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
古
い
時
代
に

於
て
は
そ
れ
が
主
と
し
て
土
地
に
つ
い
て
言
わ
れ
た
た
め
に
「
一
定
の
場
所
に
居
住
す
る
」
と
い
う
意
味
に
転
じ
、
更
に
牧

畜
民
族
に
於
て
は「
牧
草
を
与
え
る
」或
は「
放
牧
す
る
」と
い
う
意
味
に
な
っ
た
。
従
っ
て
ノ
モ
ス
と
は
、原
義
的
に
は「
牧

場
」
を
意
味
し
、
そ
れ
が
や
が
て
「
領
土
」
と
な
り
、
最
後
に
は
そ
の
領
土
に
生
れ
た
「
慣
習
」
又
は
こ
れ
に
基
づ
い
て
成

立
せ
る
「
法
律
」
を
意
味
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
か
く
し
て
ノ
モ
ス
と
は
、
そ
の
由
来
を
含
め
て
い
え
ば
「
一
定
の
領
土

0

0

0

0

0

に
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成
立
せ
る
法
律
」
に
他
な
ら
ぬ
。
従
っ
て
、
ノ
モ
ス
相
互
間
に
背
反
が
あ
る
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ノ
モ
ス
の
成
立
せ
る
地
盤

と
し
て
の
領
土
が
明
ら
か
に
せ
ら
れ
る
な
ら
ば
、
一
見
し
か
見
え
た
る
が
如
き
背
反
関
係
は
解
消
し
て
両
方
の
ノ
モ
ス
は
共

に
そ
れ
ぞ
れ
の
領
土
に
於
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

そ
の
妥
当
性
を
主
張
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
ノ
モ
ス
と
い
う
言
葉
の
歴
史
は
、
わ
れ
わ
れ
に
ア
ン

チ
ィ
ノ
ミ
ア
の
か
く
の
如
き
解
決
可
能
の
暗
示
を
与
え
る
の
で
あ
る
が
、
事
実
ま
た
、
カ
ン
ト
の
所
謂
「
批
判
的
解
決
」
と

称
す
る
も
の
も
畢
竟
か
か
る
解
決
の
仕
方
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

先
ず
、
カ
ン
ト
前
の
近
世
哲
学
の
二
大
潮
流
た
る
経
験
論
と
唯
理
論
と
い
う
二
つ
の
異
な
る
主
張
が
、
カ
ン
ト
の
批
判
主

義
的
認
識
に
於
て
結
合
せ
ら
れ
た
仕
方
も
、
全
く
右
の
方
式
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。
即
ち
カ
ン
ト
は
凡
て
の
わ
れ
わ
れ
の
認

識
は
経
験
と
共
に

0

0

0

0

0

は
じ
ま
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
経
験
を
成
り
立
た
し
め
る
凡
て
の
要
素
が
経
験
か
ら

0

0

0

0

由
来
す
る
わ
け
で
は

な
く
、
経
験
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
素
材
0

0

を
結
び
つ
け
て
一
定
の
認
識
に
ま
で
構
成
す
る
形
式
0

0

は
、
理
性
か
ら

0

0

0

0

由
来
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
経
験
論
の
主
張
を
素
材
の
面
に
於
て
、
唯
理
論
の
主
張
を
形
式
の
面
に
於

て
、
共
に
そ
れ
ぞ
れ
生
か
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
か
く
し
て
成
立
す
る
理
論
的
認
識
の
対
象
界
は
、
厳
密
に

因
果
律
の
支
配
す
る
世
界
で
あ
る
。「
そ
こ
に
は
自
由
な
る
も
の
は
な
く
、
一
切
は
必
然
で
あ
る
。」
こ
れ
に
対
し
て
「
世
界

に
は
自
由
に
よ
る
原
因
（K

ausalität durch Freiheit
）
が
あ
る
」
と
い
う
主
張
が
対
立
す
る
。
若
し
感
性
界
の
対
象
が
物
自

体
そ
の
も
の
と
考
え
ら
れ
、
而
し
て
所
謂
自
然
法
則
も
そ
の
物
自
体
そ
の
も
の
の
法
則
と
見
做
さ
れ
る
な
ら
ば
、
右
の
矛
盾

は
避
け
る
こ
と
が
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
同
様
に
、
自
由
の
主
体
が
他
の
感
性
的
対
象
と
同
じ
く
単
な
る
現
象
と
考
え
ら
れ

る
時
に
も
、
や
は
り
矛
盾
は
避
け
る
こ
と
が
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
同
一
の
対
象
に
つ
い
て
同
一
の
賓
辞
が
、

同
時
に
肯
定
も
さ
れ
否
定
も
さ
れ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
若
し
、
自
然
的
必
然
性
は
た
だ
現
象
に
の
み
関
係

し
、
そ
れ
に
反
し
て
自
由
は
た
だ
物
自
体
に
の
み
関
係
す
る
と
す
る
な
ら
ば
、
自
然
因
果
性
と
自
由
に
よ
る
因
果
性
と
の
二0
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種
の
因
果
性

0

0

0

0

0

を
想
定
或
は
許
容
す
る
と
し
て
も
、
矛
盾
は
起
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
カ
ン
ト
は
、
人
間
存
在
が
経
験

的
性
格
（em

pirischer C
harakter

）
と
可
想
的
性
格
（intelligibler C

harakter

）
と
の
二
重
性
格

0

0

0

0

を
も
つ
こ
と
が
出
来
る
と

い
う
根
本
的
洞
察
の
上
に
立
っ
て
、
前
者
は
現
象
系
列
の
一
環
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
し
て
当
然
自
然
的
因
果
性
に
支
配
さ
れ

る
け
れ
ど
も
、
後
者
は
本
来
現
象
系
列
の
外
に
あ
る
物
自
体
の
性
格
と
し
て
自
由
で
あ
り
得
る
所
以
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
古
来
思
弁
的
理
性
を
散
々
悩
ま
せ
た
「
意
志
の
自
由
」
の
問
題
即
ち
「
自
由
と
必
然
」
の
問
題
を
批
判
的
は
解

決
し
て
、二
つ
の
相
反
す
る
主
張
が
何
れ
も
真

0

0

0

0

（beides w
ahr

）
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
の
で
あ
っ
た
。
か
よ
う
に
し
て
「
必

然
」
を
根
本
特
質
と
す
る
自
然
の
世
界

0

0

0

0

0

の
ほ
か
に
、「
自
由
」
を
生
命
と
す
る
道
徳
の
世
界

0

0

0

0

0

が
確
立
せ
ら
れ
た
。
二
律
背
反

の
批
判
的
解
決
が
つ
ね
に
新
た
な
る
領
域
の
発
見
と
確
立
を
齎
す
こ
と
は
、
カ
ン
ト
の
批
判
主
義
哲
学
の
成
立
史
を
所
謂
先

批
判
期
の
初
か
ら
辿
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
既
に
わ
れ
わ
れ
が
十
分
明
ら
か
に
し
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
此
の
場
合
も
亦
そ
の

一
つ
の
典
型
的
な
る
も
の
に
他
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
―
―
自
然
の
世
界
の
ほ
か
に
、
そ
れ
を
超
越
す
る
も
の
と
し
て
―
―
確
立
せ
ら
れ
た
道
徳
の
世
界
は
、
し
か
し

な
が
ら
、
決
し
て
そ
れ
だ
け
で
完
結
し
た
も
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
真
の
徳
（Tugend

）
は
他
の
如
何
な
る
も
の
を

も
目
的
と
し
て
そ
れ
に
仕
え
る
も
の
で
は
な
く
従
っ
て
そ
れ
以
上
更
に
何
ら
の
制
約
を
も
持
た
な
い
と
い
う
意
味
に
於
て
最0

上
善
0

0

（bonum
 suprem

um

）
で
あ
る
に
は
違
い
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ
は
単
に
幸
福
を
享
受
す
る
に
値
す
る
（W

ürdigkeit, 

glücklich zu sein

）
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
だ
け
で
は
未
だ
完
全
な
る
善
で
は
な
く
、
そ
れ
が
最
も
完
全

な
最
高
善

0

0

0

（sum
m

um
 bonum

 consum
m

atum
; bonum

 perfectissim
um

）
と
な
る
た
め
に
は
、
事
実
上
も
亦
幸
福
で
あ
る

こ
と
が
要
求
せ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
徳
と
幸
福
と
は
最
高
善
に
於
て
は
必
然
的
に
結
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
け
れ
ど
も
、
カ
ン
ト
に
於
て
は
た
だ
純
粋
に
「
義
務
の
念
か
ら
」（aus Pflicht

）
な
さ
れ
る
行
為
の
み
が
厳
密
な
意
味
に
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於
て
道
徳
的

0

0

0

行
為
と
い
う
名
に
値
す
る
と
考
え
ら
れ
、
従
っ
て
彼
の
格
率
と
幸
福
の
格
率
と
は
元
来
全
く
別
の
も
の
で
あ

る
と
い
う
風
に
、
此
の
両
者
を
峻
別
す
る
と
こ
ろ
に
カ
ン
ト
の
厳
粛
主
義
的
な
倫
理
の
根
本
特
色
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、

「
最
高
善
は
果
し
て
実
践
的
に
可
能
な
り
や
」
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
そ
れ
を
肯
定
す
る
定
立
と
そ
れ
を
否
定
す
る
反
定
立
と

の
間
に
二
律
背
反
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
カ
ン
ト
自
身
が
『
実
践
理
性
批
判
』
に
於
て
実
践
理
性
の
二
律

0

0

0

0

0

0

0

背
反
0

0

と
し
て
掲
げ
た
も
の
は
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
即
ち
、
カ
ン
ト
の
い
う
実
践
理
性
の
二
律
背
反
と
は
、「
幸

福
を
求
め
る
努
力
が
有
徳
的
心
術
の
根
拠
を
生
ず
る
」（D

as B
estreben nach G

lückseligkeit hervorbringt einen G
rund 

tugendhafter G
esinnung.

）
と
い
う
命
題
と
、「
有
徳
的
心
術
は
必
然
的
に
幸
福
を
生
ず
る
」（D

ie Tugendgesinnung 

hervorbringt notw
endig G

lückseligkeit.

）
と
い
う
命
題
と
の
間
の
矛
盾
で
あ
っ
て
、
し
か
も
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
「
第
一

の
命
題
は
絶
対
に
誤
り

0

0

0

0

0

で
あ
る
」
が
、「
第
二
の
命
題
は
絶
対
に
誤
り
な
の
で
は
な
く
、
‥
‥
‥
感
官
界
に
於
け
る
存
在

を
理
性
的
存
在
者
の
唯
一
の
仕
方
で
あ
る
と
私
が
考
え
る
時
に
の
み
、
従
っ
て
た
だ
条
件
的
に
の
み
誤
り

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
」
と
な

し
、「
し
か
し
私
は
私
の
存
在
を
悟
性
界
に
於
け
る
本
体
或
は
理
体
（N

oum
enon

）
と
し
て
も
考
え
る
機
能
を
有
す
る
が
故

に
、
心
術
の
道
徳
性
が
直
接
で
は
な
い
し
て
も
―
―
自
然
の
可
想
的
或
は
超
経
験
的
創
造
主
を
介
し
て
（verm

ittelst eines 

intelligiblen U
rhebers der N

atur

）
―
―
間
接
に
、幸
福
と
の
必
然
的
結
合
を
も
つ
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
。」
か
く
し
て
、

実
践
理
性
の
此
の
外
見
上
の
自
家
撞
着
に
も
拘
ら
ず
、
福
徳
の
綜
合
と
し
て
の
最
高
善
は
実
践
理
性
の
真
の
対
象
と
な
る
こ

と
が
出
来
、
実
践
理
性
の
二
律
背
反
は
純
粋
理
性
に
於
け
る
自
然
必
然
性
と
自
由
と
の
間
の
矛
盾
の
場
合
と
全
く
同
じ
よ
う

0

0

0

0

0

0

に0

批
判
的
に
解
決
せ
ら
れ
る
、
カ
ン
ト
は
い
う
（K

ritik der praktischen Vernunft, S. 114 f.

）。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
今
ま

で
に
、
二
律
背
反
の
一
方
が
絶
対
的
に
誤
り
で
あ
り
他
方
は
た
だ
条
件
的
に
の
み
誤
り
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
解
決
の
仕
方

を
、
カ
ン
ト
が
「
批
判
的
」
と
呼
ん
だ
例
を
も
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
か
く
の
如
き
解
決
の
仕
方
が
、
純
粋
理
性
批
判
に
於
け
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る
必
然
と
自
由
と
の
二
律
背
反
の
解
決
の
仕
方
と
全
く
同
じ
で
あ
る
筈
は
な
い
。
而
し
て
、
か
か
る
変
態
的
な
解
決
を
余
儀

な
く
さ
れ
た
所
以
の
も
の
は
、
カ
ン
ト
の
掲
げ
る
二
つ
の
命
題
が
実
は
本
来
実
践
理
性
の
二
律
背
反
を
構
成
す
べ
き
も
の
で

は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
元
来
、
実
践
理
性
の
弁
証
性
は
「
理
性
が
純
粋
実
践
理
性
の
対
象
の
無
制
約
的
総
体
を
最
高
善

0

0

0

の
名
の
下
に
求
め
る
」（S. 108

）
と
こ
ろ
に
現
わ
れ
る
。
従
っ
て
「
最
高
善
は
実
践
的
に
可
能
な
り
や
」
の
問
題
を
め
ぐ

っ
て
成
り
立
つ
二
つ
の
相
反
す
る
主
張
が
、本
来
の
意
味
に
於
て
の
実
践
理
性
の
二
律
背
反
を
構
成
す
べ
き
筈
な
の
で
あ
る
。

而
し
て
カ
ン
ト
に
於
て
道
徳
性
は
、
―
―
既
に
述
べ
た
よ
う
に
―
―
わ
れ
わ
れ
が
無
条
件
的
に
ひ
た
す
ら
良
心
の
無
上
命
令

（kategorischer Im
perative

）
の
ま
ま
に
、
た
だ
「
せ
ざ
る
を
得
な
い
」
義
務
の
念
か
ら
行
為
す
る
と
こ
ろ
に
成
り
立
つ
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
か
か
る
道
徳
的
行
為
が
必
ず
し
も
幸
福
を
齎
す
も
の
で
な
い
0

0

こ
と
は
、
多
言
を
要
せ
ず
し
て

明
ら
か
で
あ
る
。
即
ち
、
道
徳
の
世
界
に
於
て
は
、
福
徳
の
必
然
的
結
合
は
決
し
て
保
証
せ
ら
れ
て
い
な
い
、
と
い
わ
ね
ば

な
ら
ぬ
。
此
の
意
味
に
於
て
「
福
徳
の
結
合
を
内
容
と
す
る
最
高
善
は
、
実
践
的
に
不
可
能
で
あ
る
」
と
い
う
反
定
立
は
、

そ
の
ま
ま
道
徳
の
世
界

0

0

0

0

0

に
妥
当
す
る
。
そ
も
そ
も
「
最
高
善
」
な
る
概
念
は
、
本
来
道
徳
の
世
界
に
属
す
る
も
の
で
は
な
く

し
て
、宗
教
の
世
界

0

0

0

0

0

に
属
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
カ
ン
ト
自
身
、最
高
善
の
概
念
を
神
の
国
の
概
念
（B

egriff 

des R
eichs G

ottes

）
と
同
一
視
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
窺
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
（K

ritik der praktischen Vernunft, S. 

128

）。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
「
此
の
神
の
国
に
於
て
、
自
然
と
道
徳
と
は
神
聖
な
る
創
造
主
に
よ
っ
て
、
本
来
は
具
え
て
い
な

い
調
和
に
も
ち
来
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
‥
‥
‥
基
督
教
の
道
徳
は
そ
の
戒
め
が
甚
だ
純
粋
に
且
つ
仮
借
な
く
出
来
て
い
る
が

故
に
、
少
く
と
も
此
の
生
涯
に
於
て
は
そ
の
戒
め
に
完
全
に
一
致
し
得
る
と
い
う
信
頼
を
人
間
か
ら
奪
う
け
れ
ど
も
、
し
か

も
若
し
わ
れ
わ
れ
が
力
の
及
ぶ
限
り
の
善
行
を
積
む
な
ら
ば
、
そ
の
時
に
は
わ
れ
わ
れ
の
能
力
に
な
い
も
の
が
ど
こ
か
ら
か

与
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
と
わ
れ
わ
れ
が
望
み
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
再
び
そ
の
信
頼
を
人
間
に
返
す
の
で
あ
る
」（K

r. d. pr. 
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V. S. 128

）。
即
ち
、
純
然
た
る
道
徳
的
実
践
の
立
場
に
於
て
は
、
常
に
よ
り
完
全
な
る
段
階
へ
と
精
進
す
る
の
他
は
な
く
、

そ
れ
は
畢
竟
絶
え
間
な
き
苦
闘
の
連
鎖
以
外
の
何
物
で
も
な
い
け
れ
ど
も
、
し
か
し
わ
れ
わ
れ
が
凡
て
の
義
務
を
神
の
命
と

観
ず
る
と
き
、
そ
こ
に
は
じ
め
て
魂
の
や
す
ら
い
が
恵
ま
れ
、
本
来
別
の
も
の
で
あ
っ
た
徳
と
福
と
が
浄
福
の
中
で
調
和
せ

ら
れ
る
。「
最
高
善
は
実
践
的
に
可
能
で
あ
る
」
と
い
う
定
立
は
、
か
く
し
て
宗
教
の
世
界
に
対
し
て
完
全
に
そ
の
妥
当
性

を
確
保
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
か
よ
う
に
最
高
善
を
否
定
す
る
反
定
立
も
そ
れ
を
肯
定
す
る
定
立
も
、
―
―
そ
れ
ぞ
れ
道

徳
の
世
界
と
宗
教
の
世
界
と
い
う
二
つ
の
異
な
る
領
域
に
於
て
―
―
両
方
共
に
真

0

0

0

0

0

で
あ
り
得
る
所
以
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

こ
そ
、
カ
ン
ト
本
来
の
批
判
的
解
決

0

0

0

0

0

で
あ
っ
て
、
か
く
し
て
こ
そ
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
於
け
る
必
然
と
自
由
と
の
二
律
背

反
の
解
決
の
仕
方
と
全
く
同
じ

0

0

0

0

（ebenso bew
andt

）
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
、
純
粋
理
性
の

二
律
背
反
を
批
判
的
に
解
決
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
然
の
世
界
に
対
し
て
道
徳
の
世
界
が
確
立
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
、

今
や
実
践
理
性
の
二
律
背
反
を
批
判
的
に
解
決
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
道
徳
の
世
界
の
上
に
更
に
、
―
―
純
粋
実
践
理
性
の
究

極
目
的
（Endzw

eck der reinen praktischen Vernunft, ―
 K

r. d. pr. V. S. 129

）
と
し
て
の
―
―
宗
教
の
世
界
が
確
立
さ
れ
得

る
途
が
開
か
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
カ
ン
ト
が
つ
ね
に
問
題
を
二
律
背
反
の
形
に
於
て
把
握
し
そ
れ

を
批
判
的
に
解
決
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
彼
の
哲
学
思
想
を
発
展
さ
せ
て
来
た
こ
と
を
、
こ
こ
で
も
亦
繰
返
し
て
強
調
せ
ざ
る

を
得
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
二
つ
の
相
容
れ
な
い
主
張
に
対
し
て
二
つ
の
異
な
る
領
域
を
配
当
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
領

域
に
於
け
る
・
侵
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
妥
当
性
を
確
保
せ
し
め
よ
う
と
す
る
批
判
的
解
決
は
、
当
然
二
元
論

0

0

0

の
立
場
に
立
つ

こ
と
を
余
儀
な
く
せ
し
め
る
。
例
え
ば
、
カ
ン
ト
前
の
近
世
哲
学
の
二
大
思
潮
た
る
唯
理
論
と
経
験
論
と
は
、
カ
ン
ト
の
批

判
主
義
哲
学
の
中
へ
流
れ
込
ん
で
共
に
受
け
容
れ
ら
れ
た
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
、
唯
理
論
の
主
張
は
認
識
を
構
成
す
る
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「
形
式
」
の
面
に
於
て
、
経
験
論
の
主
張
は
そ
の
「
質
料
」
の
面
に
於
て
、
と
い
う
風
に
そ
の
正
し
さ
が
何
れ
も
た
だ
限
ら

れ
た
範
囲
内
に
於
て
の
み
承
認
せ
ら
れ
る
限
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
張
内
容
は
結
局
二
元
的
な
る
も
の
と
し
て
、
依
然
と
し
て

カ
ン
ト
の
体
系
の
中
に
残
る
の
他
は
な
か
っ
た
。
こ
こ
に
カ
ン
ト
の
批
判
主
義
的
な
考
え
方
の
特
色
と
そ
の
制
限
が
あ
る
、

と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

カ
ン
ト
の
批
判
主
義
哲
学
が
二
元
論
の
立
場
に
終
始
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
を
思
想
史
的
見
地
か
ら
観
る
と
き
、
積

極
・
消
極
両
様
の
意
義
と
機
能
を
も
つ
。
即
ち
、
そ
の
積
極
的
意
義
乃
至
機
能
と
は
、
外
か
ら
経
験
の
素
材
と
な
る
も
の
を

た
だ
ば
ら
ば
ら
の
ま
ま
で
受
取
る
「
感
性
」
と
、
内
か
ら
自
発
的
に
そ
の
質
料
を
結
び
つ
け
て
秩
序
づ
け
る
は
た
ら
き
を
す

る
「
悟
性
」
と
を
区
別
し
、
そ
の
悟
性
の
使
用
を
経
験
の
内
部
に
制
限
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
理
論
的
認
識
の
侵
さ
れ
ざ
る
妥

当
性
を
確
保
し
、
以
て
啓
蒙
主
義

0

0

0

0

を
完
成
0

0

す
る
と
共
に
又
そ
れ
を
克
服
0

0

し
て
、
経
験
界
を
超
え
た
彼
方
に
無
限
な
る
高
次
の

世
界
の
成
立
し
得
る
可
能
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
浪
漫
主
義

0

0

0

0

の
欲
求
を
み
た
す
べ
き
地
盤
を
開
い
た
点
で
あ

る
。
こ
れ
に
対
し
、
カ
ン
ト
の
二
元
論
の
消
極
的
意
義
乃
至
機
能
と
は
、
二
元
論
の
立
場
が
本
来
帰
一
的
傾
向
を
も
つ
人
間

理
性
に
と
っ
て
決
し
て
究
極
的
な
立
場
で
は
な
い
0

0

と
こ
ろ
か
ら
、
二
元
的
対
立
の
更
に
根
源
に
溯
っ
て
両
者
を
包
越
す
る
一

元
的
な
る
も
の
を
求
め
る
方
向
に
、
人
々
の
哲
学
的
思
索
を
駆
り
立
て
た
点
で
あ
る
。
事
実
、
カ
ン
ト
に
つ
づ
く
フ
ィ
ヒ
テ
、

シ
ェ
リ
ン
ク
、
ヘ
ー
ゲ
ル
な
ど
の
所
謂
「
独
逸
観
念
論
」
の
輝
か
し
い
発
展
は
、
カ
ン
ト
に
於
て
残
さ
れ
た
問
題
を
う
け
つ

い
で
そ
れ
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
努
力
に
よ
っ
て
生
れ
た
、
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
カ
ン
ト
哲
学
が
啓
蒙
主
義
を
完
成
す
る
と
共
に
克
服
し
て
浪
漫
主
義
の
栄
え
る
豊
か
な
る
地
盤
を
開
い
た
こ

と
、
更
に
之
を
内
容
的
に
い
え
ば
、
大
陸
の
唯
理
論
と
英
国
の
経
験
論
の
二
つ
の
流
れ
を
共
に
受
け
入
れ
て
、
や
が
て
又
独

逸
観
念
論
の
流
れ
出
る
淵
源
と
な
っ
た
こ
と
こ
そ
、
カ
ン
ト
哲
学
が
近
世
哲
学
史
上
の
貯
水
池
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
こ
と
の
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正
し
い
意
味
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

第
十
三
節　

弁
証
法
的
思
惟

批
判
主
義
は
二
元
論
の
立
場
に
終
始
す
る
こ
と
が
、
そ
の
特
色
で
あ
る
と
共
に
そ
の
制
限
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
先
ず
経
験

論
に
も
或
る
程
度
の
正
し
さ
を
認
め
て
、
凡
て
わ
れ
わ
れ
の
認
識
は
経
験
と
共
に

0

0

0

0

0

は
じ
ま
る
と
い
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の

場
合
の
経
験
と
は
畢
竟
外
か
ら
与
え
ら
れ
る
経
験
の
素
材
を
指
す
も
の
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
外
か
ら
与
え
ら

れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
若
し
わ
れ
わ
れ
の
外
に
あ
る
―
―
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
の
か
わ
れ
わ
れ
に
は
判
ら
な
い
―
―
物
自

体
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
感
性
が
触
発
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
経
験
し
得
る
範
囲
外
に

あ
る
物
自
体
と
わ
れ
わ
れ
の
感
性
と
の
間
に
因
果
関
係
を
認
め
た
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
る
に
、
他
方
カ
ン
ト
は
、
唯

理
論
が
独
断
に
陥
る
こ
と
な
く
そ
の
正
し
さ
を
主
張
し
得
る
条
件
と
し
て
、
純
粋
悟
性
概
念
即
ち
範
疇
が
、
た
だ
経
験
し
得

る
範
囲
内
の
も
の
に
対
し
て
の
み
適
用
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
力
説
し
た
の
で
あ
っ
た
。そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

因
果
の
範
疇
は
わ
れ
わ
れ
の
経
験
の
範
囲
外
に
あ
る
物
自
体
に
は
適
用
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
筈
で
あ
る
。
し
か
も
、
経
験

の
素
材
の
所
与
性
を
前
提
す
る
こ
と
な
し
に
は
カ
ン
ト
の
認
識
論
が
根
本
か
ら
成
り
立
た
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ

は
ヤ
コ
ビ
（Friedrich H

einrich Jacobi, 1743-1819

）
と
共
に
、「
物
自
体
を
仮
定
す
る
こ
と
な
し
に
は
カ
ン
ト
の
体
系
の

中
へ
入
る
こ
と
は
出
来
ず
、
し
か
も
そ
れ
を
仮
定
し
て
は
カ
ン
ト
の
体
系
の
中
に
留
る
こ
と
は
出
来
な
い
」
と
い
わ
ね
ば
な

ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
物
自
体
は
確
か
に
、
カ
ン
ト
の
二
元
論
的
立
場
の
限
界
を
最
も
は
っ
き
り
と
示
す
い
わ
ば
癌
で
あ
る
。

此
の
癌
は
、
し
か
ら
ば
、
如
何
に
し
て
取
り
除
く
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
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凡
て
を
打
ち
込
ん
で
カ
ン
ト
哲
学
に
傾
倒
し
、
カ
ン
ト
哲
学
の
問
題
を
徹
底
的
に
考
え
抜
い
て
行
く
こ
と
が
、
採
る
べ
き

唯
ひ
と
す
じ
道
で
あ
る
と
信
ず
る
フ
ィ
ヒ
テ
（Johann G

ottlib Fichte, 1762-1814

）
は
、
当
時
の
懐
疑
派
を
代
表
す
る
シ

ュ
ル
ツ
ェ
（G

ottlob Ernst Schulze, 1761-1833

）
が
そ
の
『
エ
ー
ネ
シ
デ
ム
ス
』【"Aenesidem

us", 1792

】（
ギ
リ
シ
ャ
の
懐

疑
家
の
名
を
と
っ
て
書
名
と
し
た
も
の
）
に
於
て
「
批
判
哲
学
は
若
し
そ
れ
か
ら
物
自
体
を
と
り
除
く
な
ら
ば
バ
ー
ク
リ
ー

の
観
念
論
と
大
差
な
く
、
又
純
粋
理
性
を
除
去
す
れ
ば
ヒ
ュ
ー
ム
の
懐
疑
論
に
帰
着
す
る
」
と
述
べ
た
の
を
批
評
し
た
も
の

の
中
で
、
凡
て
の
懐
疑
は
次
の
命
題
に
よ
っ
て
一
切
解
消
す
る
旨
を
明
言
し
て
お
る
の
で
あ
る
。
即
ち
「
理
性
は
実
践
的
で

あ
り
（D

ie Vernunft ist praktisch.

）、
そ
れ
は
活
動
的
自
我
（tätiges Ich

）
と
し
て
非
我
に
対
し
て
本
来
優
越
す
る
も
の

で
あ
る
」
と
。
し
か
し
、
限
り
な
く
非
我
に
打
ち
克
つ
活
動
を
つ
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
自
我
が
、
果
し
て
究
極
的
な
も

の
で
あ
ろ
う
か
。
シ
ェ
リ
ン
ク
（Friedrich W

ilhelm
 Joseph von Schelling, 1775-1854

）
に
よ
れ
ば
、
一
般
に
対
象
は
そ

の
本
質
に
於
て
主
観
と
同
じ
性
質
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
理
解
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
一
見
わ
れ
わ

れ
の
自
己
と
対
立
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
自
然
も
精
神
の
色
彩
を
有
す
る
場
合
に
於
て
の
み
理
解
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
従

っ
て
、
自
然
は
決
し
て
わ
れ
わ
れ
と
無
縁
の
も
の
で
は
な
く
し
て
、
実
は
無
意
識
的
精
神
で
あ
り
、
成
り
つ
つ
あ
る
精
神
で

あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
否
、
自
然
と
い
い
、
精
神
と
い
う
も
、
そ
の
根
本
に
於
て
は
同
じ
一
つ
の
も
の
で
あ
っ
て
た
だ

前
者
に
於
て
は
客
観
の
極
（Pol

）
が
優
勢
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
に
於
て
は
主
観
の
極
が
優
っ
て
い
る
と
い
う
に
過

ぎ
な
い
。
而
し
て
、
両
極
間
の
異
な
る
関
係
に
基
づ
い
て
種
々
な
る
勢
能
（Potenz

）
の
差
別
を
生
ず
る
。
重
力
・
光
・
有

機
的
生
命
は
自
然
の
三
つ
の
勢
能
で
あ
っ
て
、
自
然
内
の
眠
れ
る
精
神
は
有
機
体
の
感
覚
能
力
に
於
て
遂
に
自
然
の
障
壁
を

破
っ
て
、
目
覚
め
た
精
神
と
な
り
、
や
が
て
認
識
・
道
徳
・
芸
術
の
三
つ
の
活
動
と
な
っ
て
現
わ
れ
る
。
か
く
し
て
此
の
世

界
は
、
自
然
の
外
部
性
か
ら
精
神
の
内
部
性
へ
段
階
的
に
上
昇
し
て
行
く
一
大
有
機
体
と
な
る
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
森
羅
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万
象
は
そ
の
根
本
に
於
て
同
じ
一
つ
の
も
の
で
あ
る
と
観
る
同
一
哲
学

0

0

0

0

（Identitätsphilosophie

）
的
世
界
観
は
、
し
か
し

な
が
ら
、
畢
竟
シ
ェ
リ
ン
ク
独
特
の
神
秘
的
直
観
に
も
と
ず
く
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
神
秘
的
無
差
別
の
世
界
は
要

す
る
に
「
凡
て
の
牝
牛
が
黒
く
な
る
夜
」（
ヘ
ー
ゲ
ル
）
で
あ
る
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

右
に
述
べ
た
よ
う
な
フ
ィ
ヒ
テ
と
シ
ェ
リ
ン
ク
と
が
、
カ
ン
ト
と
ヘ
ー
ゲ
ル
と
の
間
に
介
在
し
た
こ
と
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に

と
っ
て
は
或
る
意
味
に
於
て
宿
命
的
で
あ
っ
た
。
―
―
ヘ
ー
ゲ
ル
（G

eorge W
ilhelm

 Friedrich H
egel, 1770-1831

）
の
哲

学
思
想
の
中
心
を
な
す
も
の
が
、
所
謂
「
弁
証
法
的
発
展
」
の
考
即
ち
も
の
は
そ
の
内
的
矛
盾
に
よ
っ
て
必
然
的
に
発
展
す

る
と
い
う
考
で
あ
る
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
こ
に
於
て
は
、
凡
て
の
も
の
は
や
が
て
止
揚
或
は
揚
棄
さ
る
べ
き
契

機
と
し
て
理
解
せ
ら
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
凡
て
の
も
の
は
つ
ね
に
よ
り
高
き
も
の
へ
の
過
程

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
し
て
把
握
せ
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
即
ち
、好
ん
で
用
い
ら
れ
る
図
式
に
従
え
ば
、即
自
的
存
在
（A

n-sich-sein

）
は
対
自
的
存
在
（Für-sich-sein

）
に
、

対
自
的
存
在
は
即
自
且
つ
対
自
的
存
在
（A

n-und-für-sich-sein

）
に
、
而
し
て
そ
の
即
自
且
つ
対
自
的
存
在
は
や
が
て
又

即
自
的
存
在
と
し
て
そ
の
対
自
的
存
在
に
、
か
く
し
て
―
―
簡
約
す
れ
ば
―
―
所
謂
「
正
・
反
・
合
」
の
形
を
繰
返
し
な
が

ら
無
限
に
進
展
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
か
よ
う
な
無
限
的
過
程
に
於
て
は
絶
対
の
静
止
点
は
永
久
に
あ
り
得
な
い
筈
で
あ

る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
わ
れ
わ
れ
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
体
系
が
そ
の
第
三
部
「
精
神
哲
学
」
に
於
て
主
観
的
精
神
か
ら
客

観
的
精
神
に
進
み
、
更
に
此
の
客
観
的
精
神
が
一
躍
直
ち
に
絶
対
的
精
神
に
到
達
し
、
し
か
も
そ
れ
が
絶
対
的
で
あ
る
の
故

に
螺
旋
運
動
が
閉
じ
ら
れ
て
体
系
が
完
結
し
て
あ
る
の
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
歴
史
の
発
展
は
近

世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
以
て
完
結
し
、
道
徳
的
矛
盾
は
プ
ロ
シ
ャ
王
国
を
以
て
解
決
せ
し
め
ら
れ
、
哲
学
史
も
亦
彼
自
身
の
立
場

を
以
て
完
結
せ
し
め
ら
れ
て
お
る
の
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
思
想
に
於
て
、
何
故
に
弁
証
法
的
発
展
の
要
求

す
る
相
対
的
無
限
的
過
程
性

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
そ
れ
と
は
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
絶
対
的
体
系
的
完
結
性

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
結
び
つ
か
ね
ば
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な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
再
言
す
れ
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
思
想
は
何
故
に
か
よ
う
な
異
質
的
な
二
つ
の
要
素
を
含

ま
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
幼
時
か
ら
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
な
雰
囲
気
の
中
に
育
て
ら
れ
つ
つ
、
し
か
も
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
（
高
等
学
校
）

時
代
に
は
古
典
語
の
勉
強
を
通
し
て
古
代
文
化
の
世
界
に
強
く
ひ
き
つ
け
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
更
に
大
学
時
代
に
は
当

時
基
督
教
神
学
の
権
威
で
あ
っ
た
シ
ュ
ト
ー
ル
（G

ottlob C
hristian Storr, 1746-1805

）
教
授
か
ら
基
督
教
精
神
を
強
く
吹

き
込
ま
れ
た
ば
か
り
で
な
く
、
又
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
（Johann C

hristian Friedrich H
ölderlin, 1770-1843

）
及
び
シ
ェ
リ
ン

ク
と
濃
か
な
友
情
を
結
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
か
ら
は
ギ
リ
シ
ャ
文
化
へ
の
憧
憬
を
、
シ
ェ
リ
ン
ク
か
ら
は
哲

学
へ
の
渇
望
を
深
く
植
え
つ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
は
、
ギ
リ
シ
ャ
的
精
神
と
基
督
教
的
精

神
と
は
人
類
文
化
を
発
展
さ
せ
た
二
つ
の
最
も
大
き
な
力
で
あ
る
と
思
わ
れ
た
。
否
、
此
の
両
者
は
単
に
世
界
史
の
二
つ
の

根
本
契
機
と
考
え
ら
れ
た
ば
か
り
で
な
く
、
や
が
て
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
の
思
想
を
形
づ
く
る
二
つ
の
根
本
契
機
と
な
っ
た
の
で

あ
る
。
即
ち
、
シ
ュ
ト
ー
ル
教
授
に
よ
っ
て
深
く
導
き
入
れ
ら
れ
た
基
督
教
的
精
神
と
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
を
通
し
て
一
層
強
く

ひ
き
つ
け
ら
れ
た
ギ
リ
シ
ャ
的
精
神
を
、シ
ェ
リ
ン
ク
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
哲
学
的
精
神
の
中
に
如
何
に
し
て
揚
棄
す
る
か
、

が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
生
涯
の
課
題
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
ギ
リ
シ
ャ
的
精
神
が
個
別
的
な
る
も
の
の
背
後
に
普
遍
的

な
る
も
の
を
、
多
様
な
る
世
界
の
中
に
調
和
的
統
一
を
静
か
に
眺
め
る
観テ
オ
ー
リ
ア想の
立
場
に
立
つ
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
基

督
教
的
精
神
は
善
と
悪
と
の
対
立
及
び
闘
争
を
み
と
め
、
し
か
も
善
が
必
ず
悪
に
う
ち
克
つ
と
い
う
信
念
の
も
と
に
、
神
の

御
国
を
来
ら
す
べ
く
努
力
す
る
実プ
ラ
ク
シ
ス践の

立
場
に
立
つ
精
神
で
あ
る
。
而
し
て
、
此
の
相
反
す
る
二
つ
の
立
場
の
何
れ
に
も
同

様
に
強
く
ひ
き
つ
け
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
偉
大
な
る
特
色
が
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
此
の
テ
オ
ー
リ
ア
の
ヘ
ー
ゲ
ル
と
プ
ラ
ク
シ
ス
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
中
、
大
学
時
代
に
は
プ
ラ
ク
シ
ス
の
ヘ
ー
ゲ
ル
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が
テ
オ
ー
リ
ア
の
ヘ
ー
ゲ
ル
を
圧
倒
し
て
い
た
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
は
、
カ
ン
ト
哲
学
の
出
現
と
フ
ラ

ン
ス
革
命
の
勃
発
と
い
う
文
化
史
上
重
大
な
る
二
つ
の
事
象
が
手
伝
っ
て
い
る
こ
と
を
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ

ろ
う
。
―
―
ヘ
ー
ゲ
ル
と
カ
ン
ト
と
は
決
し
て
因
縁
が
浅
く
な
い
。
即
ち
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
大
学
の
学
生
と
な
っ
た
一
七
八
八

年
に
カ
ン
ト
の
『
実
践
理
性
批
判
』
が
現
わ
れ
、
次
い
で
ヘ
ー
ゲ
ル
が
哲
学
士
（M

agister der Philosophie

）
と
な
っ
た

一
七
九
〇
年
に
は
カ
ン
ト
の
『
判
断
力
批
判
』
が
出
版
さ
れ
、
ま
た
ヘ
ー
ゲ
ル
が
牧
師
試
補
（K

andidat der Theologie

）

と
な
っ
た
一
七
九
三
年
に
は
カ
ン
ト
の
『
単
な
る
理
性
の
限
界
内
に
於
け
る
宗
教
』
が
公
に
さ
れ
て
お
る
の
で
あ
る
。
そ
し

て
ヘ
ー
ゲ
ル
が
当
時
の
人
々
と
共
に
カ
ン
ト
哲
学
か
ら
学
ん
だ
主
な
る
も
の
は
、
何
よ
り
も
、
感
性
に
対
す
る
理
性
の
優
越

0

0

0

0

0

及
び
理
性
の
自
律
に
よ
る
自
由
の
実
現

0

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
も
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
は
、
か
く
の
如
き
カ
ン
ト
哲

学
の
樹
立
と
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
勃
発
と
が
一
致
し
た
こ
と
は
、
決
し
て
偶
然
と
は
思
わ
れ
な
か
っ
た
。
否
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
カ

ン
ト
哲
学
の
精
神
が
一
七
八
九
年
か
ら
九
五
年
に
亘
る
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
中
に
、
力
強
く
働
い
て
い
る
か
の
よ
う
に
感
じ
た

の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
こ
そ
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
シ
ェ
リ
ン
ク
や
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
と
共
に
当
時
学
生
た
ち
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た
政

治
倶
楽
部
に
加
入
し
た
時
、
そ
の
熱
弁
を
以
て
自
由
と
平
等
を
主
張
し
て
や
ま
な
か
っ
た
。「
世
界
史
は
自
由
の
意
識
に
於

け
る
進
歩
で
あ
る
」（D

ie W
eltgeschichte ist der Fortschritt im

 B
ew

usstsein der Freiheit

）
と
い
う
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
観

が
此
の
時
代
の
体
験
に
根
ざ
し
て
い
る
、
と
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

大
学
卒
業
後
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
カ
ン
ト
、
フ
ィ
ヒ
テ
、
シ
ェ
リ
ン
ク
な
ど
と
同
じ
よ
う
に
七
年
の
長
い
間
、
家
庭
教
師
の
生

活
を
送
っ
た
の
で
あ
る
が
、此
の
間
に
も
の
さ
れ
た
一
七
九
五
年
の
『
ウ
ィ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
の
最
近
の
内
部
事
情
に
つ
い
て
』

も
亦
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
刺
戟
さ
れ
て
強
い
政
治
的
関
心
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
既
に

述
べ
た
よ
う
に
プ
ラ
ク
シ
ス
と
テ
オ
ー
リ
ア
の
何
れ
に
も
強
く
ひ
き
つ
け
ら
れ
た
ヘ
ー
ゲ
ル
で
あ
る
以
上
、
か
か
る
プ
ラ
ク
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シ
ス
の
立
場
だ
け
で
ヘ
ー
ゲ
ル
の
心
が
完
全
に
み
た
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
魂
の
奥
底

に
は
か
つ
て
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
が
記
念
帖
の
一
頁
に
書
き
つ
け
て
く
れ
た
暗
示
的
な
言
葉
「
全
一
な
る
も
の
」（
ヘ
ン
・
カ
イ
・

パ
ン
）
が
、
絶
え
ず
魅
惑
的
な
ま
な
ぎ
し
を
投
げ
か
け
て
い
た
。
そ
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
は
此
の
言
葉
が
、
ま
す
ま
す

深
い
意
味
を
蔵
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
一
七
九
六
年
秋
ヘ
ー
ゲ
ル
が
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
に
宛
て
た
手
紙

に
は
「
エ
レ
ウ
ジ
ス
―
―
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
に
捧
ぐ
」
と
題
す
る
有
名
な
詩
が
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
中
に
は
神
秘
的
な
汎

神
論
的
感
情
を
思
い
の
こ
す
と
こ
ろ
な
く
う
た
っ
た
次
の
よ
う
な
句
が
見
出
さ
れ
る
。

わ
が
眼
は
と
わ
な
る
空
の
穹
隆
を
仰
ぎ
見
る
、

お
お
、
汝
、
輝
け
る
夜
の
星
よ
！

凡
て
の
ね
が
い
、
凡
て
の
の
ぞ
み
も
忘
れ
果
て
て
、

汝
が
永
遠
か
ら
流
れ
出
る
、

心
は
凝
視
の
中
に
失
わ
れ
、

我
と
呼
び
し
も
の
も
消
え
失
せ
る
、

わ
れ
は
測
り
知
ら
れ
ぬ
も
の
に
一
切
を
捧
げ
、

わ
れ
は
そ
の
中
に
あ
り
、

か
く
て
こ
そ
わ
れ
は
凡
て
な
れ
、

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥

想
い
は
永
遠
な
る
も
の
を
心
に
近
づ
け
、
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か
た
ち
と
結
び
つ
け
る
、
―
―
よ
く
ぞ
来
れ
る
、

気
高
き
霊
、
高
貴
な
る
影
、

そ
の
額
か
ら
完
成
が
輝
く
。

か
く
し
て
、
善
の
勝
利
を
確
信
し
て
自
由
の
実
現
を
強
く
叫
ん
で
や
ま
ぬ
基
督
教
的
プ
ラ
ク
シ
ス
の
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
同
時

に
ま
た
測
り
知
ら
れ
ぬ
「
全
一
な
る
も
の
」
の
中
に
自
ら
を
没
入
し
て
静
か
に　
「
完
成
」（Vollendung

）
の
栄
光
を
仰
ぎ

見
る
ギ
リ
シ
ャ
的
テ
オ
ー
リ
ア
の
ヘ
ー
ゲ
ル
で
も
あ
っ
た
。
而
し
て
、
全
一
な
る
も
の
の
中
に
没
入
し
た
ヘ
ー
ゲ
ル
が
、
最

早
カ
ン
ト
流
の
二
元
論
的
な
考
え
方
に
満
足
す
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
っ
た
の
は
、当
然
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。『
神

学
的
歴
史
的
断
片
』
の
中
に
於
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
い
う
。
道
徳
と
は
、
カ
ン
ト
に
従
え
ば
、
個
別
的
な
る
も
の
を
一
般
的
な
る

も
の
の
下
に
圧
服
せ
し
め
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
一
般
的
な
る
も
の
が
自
己
に
対
立
す
る
個
別
的
な
る
も
の
に
打
ち
克

つ
こ
と
を
意
味
す
る
。
即
ち
、
カ
ン
ト
の
実
践
理
性
は
一
般
性
の
能
力

0

0

0

0

0

0

（Verm
ögen der A

llgem
einheit

）
で
あ
り
排
除
す

0

0

0

る
能
力

0

0

0

（Verm
örgen auszuschlissen

）
で
あ
る
。
し
か
し
、
真
の
道
徳
或
は
人
倫
（
道
義
）
は
、
個
別
的
な
る
も
の
を
一

般
的
な
る
も
の
に
ま
で
高
め
る
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
二
つ
の
相
対
立
す
る
も
の
の
分
裂
を
結
合
に
よ
っ
て
揚
棄
す
る
こ
と
で

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
し
て
道
徳
の
原
理
は
愛
で
あ
り
、
愛
と
は
全
体
を
発
見
す
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（Erfindung des G
anzen

）
に

他
な
ら
ぬ
。
し
か
も
愛
に
於
て
、
全
体
は
決
し
て
個
々
別
々
の
も
の
の
総
和
の
形
で
含
ま
れ
て
お
る
の
で
は
な
い
。
愛
の

中
に
見
出
さ
れ
る
も
の
は
「
生
」（Leben

）
そ
の
も
の
で
あ
り
、
而
し
て
生
は
未
だ
展
開
さ
れ
な
い
一
致
（unentw

ickelte 

Einigkeit

）
か
ら
―
―
形
成
作
用
を
通
し
て
―
―
完
成
さ
れ
た
一
致
（vollendete Einigkeit

）
ま
で
の
円
環
運
動
を
通
り
抜

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
カ
ン
ト
に
対
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
批
評
は
次
の
よ
う
に
要
約
す
る
こ
と
が
出

来
る
。
即
ち
、
カ
ン
ト
の
功
績
は
人
間
の
中
に
自
律
的
・
無
制
約
的
な
る
も
の
を
認
め
た
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
欠
点
は
か
か
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る
無
制
約
的
な
る
も
の
を
専
ら
―
―
特
殊
的
な
る
も
の
（das B

esondesre

）
に
対
立
す
る
意
味
に
於
て
―
―
一
般
的
な
る

も
の
（das A

llgem
eine

）
の
中
に
の
み
認
め
た
点
に
存
す
る
。
か
く
て
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
は
、
凡
ゆ
る
分
裂
（Trennung

）
を

揚
棄
す
べ
き
統
一
の
理
想

0

0

0

0

0

（Ideal der Einigkeit

）
を
求
め
て
や
ま
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

一
八
〇
〇
年
の
『
体
系
断
片
』
に
よ
れ
ば
、
個
体
性
の
概
念
は
無
限
な
る
多
様
性
に
対
す
る
対
立
0

0

と
そ
れ
と
の
結
合
0

0

を
自

ら
の
中
に
含
む
。
即
ち
人
は
、
自
ら
の
中
に
あ
る
凡
て
の
要
素
及
び
自
ら
の
外
に
あ
る
無
限
に
多
く
の
個
体
的
生
命
と
は
別0

の
も
の

0

0

0

で
あ
る
限
り
一
つ
の
個
体
的
生
命
で
あ
り
、
同
時
に
ま
た
、
自
ら
の
中
に
あ
る
凡
て
の
要
素
及
び
自
ら
の
外
に
あ
る

無
限
に
多
く
の
生
命
と
一
つ
の
も
の

0

0

0

0

0

で
あ
る
限
り
に
於
て
の
み
一
つ
の
個
体
的
生
命
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
人
は
、
生
命
の

全
体
が
―
―
一
方
に
は
彼
、
他
方
に
は
彼
以
外
の
凡
て
の
も
の
と
い
う
風
に
―
―
分
た
れ
て
い
る
限
り
に
於
て
の
み
一
つ
の

個
体
的
生
命
で
あ
り
、
ま
た
人
は
―
―
決
し
て
い
か
な
る
部
分
で
も
な
く
―
―
何
物
も
そ
れ
か
ら
分
離
さ
れ
な
い
限
り
に
於

て
の
み
一
つ
の
個
体
的
生
命
で
あ
る
。
こ
れ
を
約
言
す
れ
ば
、
個
体
的
生
命
は
生
命
の
一
部
分
で
あ
る
と
共
に
、
ま
た
部
分

で
は
な
く
全
体
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
よ
う
に
分
た
れ
な
い
生
命
を
根
本
に
前
提
す
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
生

き
と
し
生
け
る
も
の
を
そ
の
生
命
の
顕
現
と
し
表
現
と
し
て
観
る
こ
と
が
出
来
る
。
か
く
し
て
わ
れ
わ
れ
の
有
限
的
生
命
の

外
に
定
立
さ
れ
た
生
命
は
、
無
限
な
る
多
様
性
・
無
限
な
る
対
立
・
無
限
な
る
関
係
を
含
む
と
こ
ろ
の
一
つ
の
無
限
的
生
命

で
あ
っ
て
「
多
」（V

ielheit

）
と
し
て
は
諸
々
の
組
織
・
諸
々
の
個
体
の
無
限
な
る
多
で
あ
り
、「
一
」（Einheit

）
し
と
し

て
は
分
離
と
綜
合
を
有
機
的
に
含
ん
で
い
る
と
こ
ろ
の
唯
一
の
全
体
で
あ
る
。

此
の
『
体
系
断
片
』
か
ら
二
箇
月
後
に
書
か
れ
た
一
八
〇
〇
年
十
一
月
二
日
附
シ
ェ
リ
ン
ク
宛
の
手
紙
の
中
で
ヘ
ー
ゲ
ル

は
「
人
間
の
下
等
な
る
欲
求
か
ら
出
発
し
た
自
己
形
成
の
過
程
に
於
て
、
私
は
次
第
に
学
（W

issenschaft 

）
に
ま
で
駆
り

立
て
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
青
年
時
代
の
理
想
が
反
省
形
式
（R

eflexionsform

）
に
、
同
時
に
一
つ
の
体
系
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（System

）
に
転
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、『
体
系
断
片
』
こ
そ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
が
青
年

時
代
か
ら
惹
き
つ
け
ら
れ
た
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
所
謂
「
全
一
な
る
も
の
」
を
学
的
に
体
系
化
し
た
最
初
の
素
描
で
あ
る
と
い

う
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
そ
の
際
最
も
根
本
的
な
概
念
と
な
っ
た
「
生
命
」（Leben

）
な
る
思
想
は
、
―

―
生
命
の
統
一
原
理
を
精
神
と
呼
ん
で
も
よ
い
と
い
う
考
か
ら
―
―
や
が
て
「
精
神
」（G

eist

）
と
い
う
概
念
を
以
て
お
き

替
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
か
か
る
「
精
神
」
を
統
一
原
理
と
す
る
体
系
的
欲
求
が
擡
頭
し
て
来
た
と
き

は
、
即
ち
ヘ
ー
ゲ
ル
が
二
元
論
的
な
カ
ン
ト
か
ら
離
れ
て
、
次
第
に
フ
ィ
ヒ
テ
と
シ
ェ
リ
ン
ク
に
接
近
し
て
行
っ
た
時
で
あ

っ
た
。
か
く
て
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
の
思
想
の
歩
み
は
、
当
時
の
独
逸
哲
学
界
に
於
け
る
主
観
的
観
念
論
か
ら
客
観
的
観
念
論
へ

の
推
移
と
そ
の
軌
を
一
に
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
此
の
客
観
的
観
念
論
へ
の
推
移
は
、
決
し

て
外
面
的
偶
然
的
な
も
の
で
は
な
く
、
既
に
カ
ン
ト
哲
学
そ
の
も
の
の
中
に
含
ま
れ
て
い
た
内
面
的
必
然
的
な
推
移
で
あ
る

こ
と
を
注
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
カ
ン
ト
が
『
判
断
力
批
判
』
に
於
て
―
―
単
に
経
験
し
得
る
範
囲
内
に
於
て
し
か
使

用
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
い
範
疇
の
外
に
、
否
そ
の
上
に
―
―
内
的
合
目
的
性
（innere Zw

eckm
ässigkeit

）
に
よ
る
全
体

（das G
anze

）の
把
捉
形
式
を
確
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、客
観
的
観
念
論
へ
の
道
を
自
ら
暗
示
し
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、

か
か
る
『
判
断
力
批
判
』
を
書
い
た
カ
ン
ト
こ
そ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
は
真
の
カ
ン
ト

0

0

0

0

0

（der w
ahre K

ant

）
で
あ
る
と

思
わ
れ
た
。
か
く
し
て
、よ
り
包
括
的
な
る
も
の
を
求
あ
て
カ
ン
ト
か
ら
離
れ
て
先
ず
フ
ィ
ヒ
テ
に
接
近
し
た
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、

し
か
し
な
が
ら
こ
こ
に
も
亦
と
ど
ま
る
こ
と
が
出
来
ず
、
更
に
シ
ェ
リ
ン
ク
の
立
場
に
ま
で
到
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
わ

れ
わ
れ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
が
イ
ェ
ー
ナ
に
移
っ
た
そ
の
年
に
最
初
に
公
に
し
た
『
フ
ィ
ヒ
テ
と
シ
ェ
リ
ン
ク
と
の
哲
学
体
系
の
相

異
』（1801

）
の
中
に
、
そ
の
理
由
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
此
の
書
物
に
於
て
、
先
ず
哲
学
と
は
引
き
裂
か
れ
た
調
和
を
再
び
回
復
す
る
こ
と
（W

iederherstellung der 
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zerrissenen H

arm
onie

）
で
あ
る
と
述
べ
、
か
か
る
も
の
と
し
て
の
哲
学
に
は
次
の
よ
う
な
二
つ
の
前
提
が
要
求
せ
ら
れ

る
と
い
う
。
そ
の
第
一
の
前
提
は
絶
対
者
（das A

bsolute

）
そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
求
め
ら
る
べ
き
目
標
と
し
て
既

に
存
す
る
も
の
で
あ
る
。
次
に
第
二
の
前
提
は
意
識
が
こ
の
全
体
性
か
ら
外
へ
踏
み
出
て
い
る
こ
と
（H

erausgetretensein 

des B
ew

usstseins aus der Totalität

）
即
ち
存
在
と
非
存
在
、
概
念
と
存
在
、
有
限
性
と
無
限
性
へ
の
分
裂
で
あ
る
。
此
の

分
裂
の
立
場
に
対
し
て
は
、
絶
対
的
綜
合
は
一
つ
の
彼
岸
を
意
味
す
る
。
こ
れ
を
比
喩
的
に
い
え
ば
絶
対
者
は
「
夜
」
の
よ

う
な
も
の
で
あ
っ
て
、
凡
て
の
差
別
相
を
示
す
「
光
」
は
そ
れ
か
ら
出
て
来
た
・
年
若
き
も
の
で
あ
る
。
か
く
て
哲
学
の
課

題
は
此
の
二
つ
の
前
提
を
統
一
し
、
存
在
を
非
存
在
の
中
へ
生
成
0

0

と
し
て
、
分
裂
を
絶
対
者
の
中
へ
そ
の
現
象
0

0

と
し
て
、
有

限
な
る
も
の
を
無
限
な
る
も
の
の
中
へ
生
命
0

0

と
し
て
、
定
立
す
る
こ
と
に
存
す
る
（Säm

tliche W
erke hrgs. v. G

lockner, 

B
d. 1, S. 44; S. 49.

）。
一
般
に
、
有
限
な
る
も
の
は
相
互
に
対
立
す
る
相
対
的
な
る
も
の
の
一
つ
に
属
す
る
限
り
、
必
然

的
で
あ
る
か
自
由
で
あ
る
か
の
何
れ
か
で
あ
る
が
、
し
か
し
両
者
の
綜
合
に
属
す
る
限
り
そ
の
有
限
性
は
消
失
し
て
自
由
で

あ
る
と
同
時
に
必
然
的
な
も
の
・
意
識
的
で
あ
る
と
同
時
に
無
意
識
的
な
も
の
と
な
る
。
此
の
有
限
な
る
も
の
と
無
限
な
る

も
の
と
の
意
識
さ
れ
た
同
一
性
、
換
言
す
れ
ば
感
性
的
世
界
と
可
想
的
（
叡
知
的
）
世
界
に
於
け
る
統
一
こ
そ
、
本
来
の
意

味
に
於
て
の「
知
識
」（W
issen

）に
他
な
ら
ぬ（S. 52.
）。
か
よ
う
に
、哲
学
的
知
識
に
於
て
は
観
念
の
世
界
と
実
在
の
世
界
、

主
観
の
世
界
と
客
観
の
世
界
と
の
二
つ
の
世
界
が
統
一
せ
ら
れ
る
と
い
う
見
地
に
立
っ
て　

ヘ
ー
ゲ
ル
は
フ
ィ
ヒ
テ
の
哲
学

と
シ
ェ
リ
ン
ク
の
哲
学
の
夫
々
の
特
色
と
制
限
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

フ
ィ
ヒ
テ
の
哲
学
体
系
の
基
礎
を
な
す
も
の
は
、
自
己
自
身
の
純
粋
思
惟
即
ち
「
自
我
は
自
我
で
あ
る
」
と
い
う
純
粋
自

覚
で
あ
っ
て
、
此
の
純
粋
自
覚
は
フ
ィ
ヒ
テ
に
於
て
は
自
我
な
ら
ぬ
も
の
を
凡
て
抽
象
し
専
ら
た
だ
主
観
と
客
観
と
の
関
係

の
み
を
確
保
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
れ
た
の
で
あ
る
。
此
の
意
味
に
於
て
「
自
我
＝
自
我
」
は
ど
こ
ま
で
も
主
観
性
を
脱
却
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す
る
こ
と
は
出
来
ず
、
従
っ
て
無
限
な
る
客
観
的
世
界
に
対
立
し
て
い
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
而
し
て
か
か
る
立
場

に
於
て
は
、
主
観
的
世
界
と
客
観
的
世
界
と
を
統
一
す
べ
き
ヘ
ー
ゲ
ル
の
所
謂
哲
学
的
知
識

0

0

0

0

0

は
所
詮
得
ら
れ
る
べ
く
も
な
い

の
で
あ
る
（S. 77 ff.

）。

こ
れ
に
対
し
、
シ
ェ
リ
ン
ク
の
哲
学
体
系
の
根
本
原
理
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
、
同
一
性
の
原
理
で
あ
る
。
尤
も
フ
ィ
ヒ

テ
の
場
合
に
於
て
も
、「
自
我
＝
自
我
」は
一
種
の
同
一
性
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
、

い
わ
ば
不
完
全
な
同
一
性
即
ち
単
に
主
観
的
な
「
主
観
＝
客
観
」
で
あ
っ
て
、
此
の
不
完
全
さ
を
補
う
た
め
に
は
、
ど
う
し

て
も
客
観
的
な
「
主
観
＝
客
観
」
が
要
求
せ
ら
れ
る
。
か
く
し
て
の
み
、
絶
対
者
は
絶
対
的
な
無
差
別
点Indifferenzpunkt

と
し
て
主
観
・
客
観
の
二
つ
の
世
界
を
自
ら
の
中
に
含
み
、
二
つ
の
世
界
を
生
み
、
而
し
て
自
ら
も
此
の
二
つ
の
世
界
か
ら

生
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
（S. 122 f.
）。

ヘ
ー
ゲ
ル
の
こ
れ
ら
の
言
葉
に
よ
っ
て
見
る
に
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
哲
学
が
無
限
の
対
立
を
ど
こ
ま
で
も
脱
す
る
こ
と
が
出
来

ず
、
従
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
所
謂
「
体
系
」
と
な
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
不
完
全
な
も
の
と
せ
ら
れ
、
こ

れ
に
対
し
、
よ
り
包
括
的
な
シ
ェ
リ
ン
ク
の
体
系
に
よ
り
多
く
の
好
意
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
さ
れ
ば

こ
そ
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
そ
の
『
遊
星
軌
道
論
』
に
よ
っ
て
一
八
〇
一
年
の
誕
生
日
に
三
十
一
歳
で
イ
エ
ー
ナ
大
学
に
職
を
奉
ず

る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
全
く
シ
ェ
リ
ン
ク
の
同
一
哲
学
の
普
及
に
つ
と
め
、
一
八
〇
二
年
か
ら
一
八
〇
三
年
に
か
け
て
は

シ
ェ
リ
ン
ク
と
共
に
『
哲
学
評
論
』（K

ritisches Journal der Philosophie

【, 1802

】）
の
編
集
者
兼
出
版
者
と
し
て
盛
ん
に

活
動
し
て
お
る
の
で
あ
る
。
此
の
雑
誌
は
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
発
表
し
た
も
の
と
し
て
今
日
で
は
次
の
諸
論
文
が
数
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
が
、
し
か
し
当
時
は
こ
れ
ら
の
論
文
に
何
れ
も
署
名
が
な
か
っ
た
た
め
に
、
筆
者
を
シ
ェ
リ
ン
ク
か
ヘ
ー
ゲ
ル
の
何

れ
に
帰
す
べ
き
か
に
つ
い
て
永
い
間
論
争
が
行
わ
れ
た
の
を
見
て
も
、
此
の
頃
の
ヘ
ー
ゲ
ル
が
い
か
に
シ
ェ
リ
ン
ク
に
な
り
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き
っ
て
い
た
か
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

先
ず
『
哲
学
的
批
評
一
般
の
本
質
に
つ
い
て
』（1802

）
と
題
す
る
論
文
に
於
て
は
、
美
術
の
理
念
が
美
術
批
評
に
よ
っ

て
は
じ
め
て
創
り
出
さ
れ
或
は
見
出
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
美
術
批
評
の
前
に
前
提
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
哲
学
批
評

に
於
て
も
哲
学
の
理
念
そ
の
も
の
が
そ
の
前
提
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
な
し
に
は
哲
学
批
評
は
畢
竟
い
つ
ま
で

も
主
観
性
に
対
す
る
に
主
観
性
を
以
て
す
る
に
と
ど
ま
り
、
決
し
て
制
約
さ
れ
た
も
の
に
対
し
て
絶
対
的
な
る
も
の

0

0

0

0

0

0

0

を
示
す

こ
と
が
出
来
な
い
こ
と
、
そ
し
て
更
に
哲
学
が
唯
一
つ
で
あ
り
ま
た
唯
一
つ
の
み
あ
り
得
る
と
い
う
こ
と
は
、
理
性
が
唯

一
つ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
も
と
ず
く
所
以
が
主
張
せ
ら
れ
る
（S. 173 f.

）。
第
二
の
論
文
『
常
識
は
哲
学
を
い
か
に
解
す

る
か
』（1802

）
は
、
ク
ル
ー
ク
（W

ilhelm
 Traugott K

rug, 1770-1842

）
の
著
書
の
批
評
を
兼
ね
て
常
識
の
立
場
と
哲
学

の
立
場
と
の
相
異
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
常
識
の
立
場
か
ら
い
え
ば
、
哲
学
に
於
て
は
何
物
も
前
提
さ
れ
て
は

な
ら
な
い
の
に
も
拘
ら
ず
、
一
で
あ
る
と
共
に
多
で
あ
る
よ
う
な
絶
対
者
が
前
提
さ
れ
る
の
は
矛
盾
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に

な
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
．
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
常
識
が
絶
対
的
な
る
も
の
と
有
限
的
な
る
も
の
と
を
同
列
に
考

え
、
有
限
的
な
る
も
の
に
つ
い
て
な
さ
れ
る
要
求
を
絶
対
的
な
る
も
の
に
ま
で
拡
張
す
る
か
ら
に
他
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
（S. 

198 f.

）。
次
に
『
懐
疑
主
義
の
哲
学
に
対
す
る
関
係
』（1802

）
に
於
て
は
、
哲
学
的
知
識
の
本
質
が
一
般
的
な
る
も
の
と
特

殊
的
な
る
も
の
と
の
同
一
性
（Identität des A

llgem
einen und B

esonderen

）
に
存
す
る
こ
と
が
繰
返
し
強
調
せ
ら
れ
（S. 

254

）、
更
に
『
信
仰
と
知
識
』（1802

）
に
於
て
は
、
か
か
る
意
味
に
於
て
の
同
一
哲
学
の
立
場
か
ら
改
め
て
カ
ン
ト
、
ヤ

コ
ビ
及
び
フ
ィ
ヒ
テ
の
哲
学
が
批
判
せ
ら
れ
て
お
る
の
で
あ
る
。

先
ず
カ
ン
ト
哲
学
に
対
し
て
い
う
。
カ
ン
ト
哲
学
は
あ
く
ま
で
対
立
（G

egensattz

）
の
立
場
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
同
一

性
を
哲
学
の
絶
対
的
終
局
即
ち
純
然
た
る
限
界
（reine G

renze

）
に
お
く
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
か
よ
う
に
―
―
精
神
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と
世
界
、
霊
魂
と
身
体
、
自
我
と
自
然
な
ど
の
―
―
諸
々
の
対
立
を
そ
の
終
局
に
於
て
解
決
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
決
し

て
真
の
哲
学
の
問
題
を
解
い
た
も
の
と
い
う
こ
と
は
出
来
な
い
。
と
い
う
の
は
、
同
一
性
を
限
界
に
お
く
と
い
う
こ
と
は
畢

竟
同
一
性
を
否
定
す
る
こ
と
に
他
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
、
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
い
う
（S. 295

）。
か
よ
う
に
、
同
一
性
を
限
界
に

お
く
こ
と
は
畢
竟
同
一
性
を
否
定
す
る
こ
と
に
他
な
ら
ぬ
と
い
う
の
は
、
プ
ラ
ク
シ
ス
（
実
践
）
と
は
正
反
対
の
立
場
に
於

て
は
じ
め
て
言
い
得
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
限
界
に
お
か
れ
る
も
の
が
否
定
さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
寧
ろ
わ
れ

わ
れ
の
向
う
べ
き
目
標
と
し
て
明
確
に
定
立
せ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
理
想
を
追
求
す
る
プ
ラ
ク
シ
ス
の
立
場

が
可
能
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
此
の
論
文
は
、
完
全
に
シ
ェ
リ
ン
ク
の
立
場
に
な
り
き
っ
て
い
た
時
代
の
ヘ
ー
ゲ

ル
の
考
え
方
の
特
色
を
遺
憾
な
く
示
し
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

次
に
ヤ
コ
ビ
の
哲
学
に
対
し
て
い
う
。
前
述
の
カ
ン
ト
哲
学
が
内
容
を
抜
き
に
し
た
純
粋
に
抽
象
的
な
主
観
性
と
有
限
性

を
定
立
し
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
概
念
の
客
観
性
と
無
限
性
と
を
獲
得
す
る
の
に
対
し
て
、
ヤ
コ
ビ
の
哲
学
は
有
限
性

を
む
し
ろ
経
験
的
偶
然
性
と
し
て
捉
え
、
か
か
る
主
観
性
の
意
識
を
原
理
と
す
る
点
に
於
て
両
者
相
反
す
る
も
の
で
は
あ

る
け
れ
ど
も
、
有
限
的
な
る
も
の
・
自
然
的
な
る
も
の
を
無
限
的
な
る
も
の
・
超
自
然
的
な
る
も
の
と
絶
対
的
に
対
立
せ
し

め
る
点
に
於
て
は
、
両
者
軌
を
一
に
す
る
。
即
ち
、
カ
ン
ト
の
哲
学
に
と
っ
て
も
ヤ
コ
ビ
の
哲
学
に
と
っ
て
も
真
に
絶
対
的

な
る
も
の
は
信
仰
或
は
感
情
の
中
に
存
す
る
絶
対
的
彼
岸

0

0

0

0

0

（ein absolutes Jenseits

）
で
あ
っ
て
、
認
識
す
る
理
性
に
対
し

て
は
全
く
の
無
で
あ
る
（nichts für die erkennende Vernunft
）。
し
か
し
、
か
よ
う
に
永
遠
に
主
観
的
な
は
た
ら
さ
に
縛

ら
れ
て
い
る
こ
と
・
た
だ
自
己
自
身
に
属
す
る
も
の
と
だ
け
在
る
こ
と
は
、
地
獄
の
罰
に
も
比
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
（S. 

385 f.

）。
こ
れ
に
反
し
て
真
の
信
仰
に
於
て
は
、お
よ
そ
有
限
的
な
る
も
の
・
感
性
的
な
る
も
の
は
凡
て
永
遠
な
る
も
の

0

0

0

0

0

0

（das 
Ew

ige

）
の
思
惟
と
観
想
の
前
に
そ
の
姿
を
消
し
て
し
ま
う
、
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
い
う
（s. 379

）。
こ
れ
ら
の
言
葉
は
畢
竟
、
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主
観
的
な
る
も
の
・
有
限
約
な
る
も
の
以
上
は
出
る
こ
と
の
出
来
な
い
ヤ
コ
ビ
の
立
場
に
対
し
て
、
凡
て
有
限
的
な
る
も
の

が
消
滅
し
て
し
ま
う
真
の
信
仰
の
立
場
、
こ
れ
を
他
面
か
ら
い
え
ば
思
惟
（D

enken

）
と
観
想
（Schauen

）
と
が
一
に
帰

す
る
究
極
的
な
テ
オ
ー
リ
ア
の
立
場
を
明
確
に
表
現
し
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

第
三
に
フ
ィ
ヒ
テ
の
哲
学
に
対
し
て
い
う
。
フ
ィ
ヒ
テ
の
観
念
論
に
於
て
最
初
に
唯
一
の
確
か
な
も
の
と
し
て
お
か
れ
る

根
本
原
理
は
、「
自
我
＝
自
我
」
と
い
う
純
粋
知
識
で
あ
り
純
粋
直
観
で
あ
る
。
し
か
も
、
か
よ
う
な
空
な
る
同
一
性
を
根

本
に
お
く
フ
ィ
ヒ
テ
の
考
え
方
は
、
彼
独
特
の
形
式
主
義
に
よ
っ
て
、
特
殊
的
な
る
も
の
へ
の
一
つ
の
道
（ein W

eg zum
 

B
esondern

）
を
用
意
す
る
。
即
ち
、
唯
一
の
真
理
で
あ
る
と
こ
ろ
の
此
の
純
粋
自
覚
は
元
来
空
虚
な
る
も
の
・
従
っ
て
不

完
全
な
る
も
の
即
ち
何
ら
か
他
の
も
の
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
か
く
し
て
か
か
る
体
系
の
絶
対
者
は
真
の
意

味
に
於
て
絶
対
的
な
る
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
が
故
に
、
ま
さ
に
そ
の
故
を
以
て
更
に
何
等
か
他
の
も
の
に
向
っ
て
進
ん

で
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
フ
ィ
ヒ
テ
に
於
て
は
、
絶
対
的
原
理
が
不
完
全
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
従
っ

て
更
に
他
の
も
の
に
由
っ
て
進
ん
で
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
（N

otw
endigkeit eins Fortgehens einem

 A
ndern

）

を
認
め
る
こ
と
が
、
や
が
て
感
官
世
界
を
ひ
き
出
す
原
理
（Prinzip der D

eduktion der Sinnenw
elt

）
と
な
っ
て
お
る

の
で
あ
る
。
こ
こ
に
於
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
に
対
し
て
痛
烈
な
皮
肉
を
浴
せ
る
。「
か
よ
う
に
原
理
が
単
な
る
部

分
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
限
り
な
き
貧
弱
さ
（die unendliche A

rm
ut

）
に
よ
っ
て
無
限
に
豊
か
さ
が
可
能
で
あ
る
（die 

unendliche M
öglichkeit des R

eichtum
s

）
と
い
う
こ
と
に
も
と
ず
く
全
体
の
必
然
性
（N

otw
endigkeit des G

anzen

）、
―

―
か
か
る
必
然
性
が
直
接
含
ま
れ
て
い
る
原
理
よ
り
も
も
っ
と
高
い
先
天
性
（eine höhere A

priorität eines Prinzips

）
と

い
う
も
の
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
」
と
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
不
完
全
性
と
有
限
性
と
に
も
と
ず
く
真
理
性
と
確
実
性
は
、

哲
学
か
ら
は
排
斥
さ
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
哲
学
に
と
っ
て
は
真
理
性
と
確
実
性
は
た
だ
不
完
全
で
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な
い
も
の
・
抽
象
で
な
い
も
の
・
ま
た
制
約
さ
れ
た
も
の
で
な
い
も
の
に
於
て
の
み
存
す
る
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
真
の

認
識
は
、
真
の
知
的
直
観
に
よ
る
絶
対
者

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

か
ら
は
じ
ま
る
、
と
い
は
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
（S. 396 ff.

）。

先
き
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
一
八
〇
一
年
の
『
フ
ィ
ヒ
テ
と
シ
ェ
リ
ン
ク
と
の
哲
学
体
系
の
相
異
』
に
於
て
は
、
単
に
フ
ィ
ヒ
テ

の
哲
学
が
ど
こ
ま
で
も
対
立
を
免
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
う
理
由
を
以
て
体
系
と
し
て
は
不
完
全
で
あ
る
と
し
て
、
シ

ェ
リ
ン
ク
の
方
に
よ
り
多
く
の
好
意
を
示
し
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
シ
ェ
リ
ン
ク
の
知
的
直
観
の
立

場
を
は
っ
き
り
言
明
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
フ
ィ
ヒ
テ
哲
学
の
出
発
点
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
「
自
我
＝
自
我
」
な
る
根

本
原
理
の
抽
象
性
を
指
摘
し
、
そ
の
限
り
な
き
貧
し
さ
が
や
が
て
無
限
の
豊
か
さ
に
転
化
す
る
と
い
う
よ
う
な
原
理
が
他
に

あ
ろ
う
か
な
ど
と
揶
揄
し
、
剰
え
、
か
よ
う
な
仕
方
に
よ
っ
て
獲
ら
れ
た
真
理
性
と
確
実
性
と
は
哲
学
か
ら
は
排
斥
さ
る
べ

き
性
質
の
も
の
で
あ
る
と
さ
え
、
極
言
し
て
お
る
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
ヘ
ー
ゲ
ル
が
此
の
論
文
に
於
て
フ
ィ
ヒ
テ
に
対
し

て
全
く
不
遜
な
言
辞
を
弄
し
て
い
る
こ
と
は
、『
フ
ィ
ヒ
テ
と
シ
ェ
リ
ン
ク
と
の
哲
学
体
系
の
相
異
』
が
書
か
れ
た
時
か
ら

此
の
論
文
ま
で
の
間
に
、
フ
ィ
ヒ
テ
と
シ
ェ
リ
ン
ク
と
が
す
っ
か
り
仲
違
い
し
て
し
ま
っ
た
事
実
に
よ
っ
て
理
解
せ
ら
れ
る

で
あ
ろ
う
。
―
―
次
に
『
自
然
法
の
学
問
的
取
扱
い
方
に
つ
い
て
』（1802-3

）
は
、
ギ
リ
シ
ャ
的
精
神
に
対
す
る
深
い
理

解
を
背
景
と
し
て　

シ
ェ
リ
ン
ク
の
立
場
に
於
て
シ
ェ
リ
ン
ク
の
言
葉
を
以
て
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
更
に
此
の
思
想

を
一
層
体
系
的
に
ま
と
め
よ
う
と
試
み
た
も
の
が
、
一
八
〇
二
年
か
ら
三
年
頃
に
か
け
て
講
義
の
草
案
と
し
て
書
か
れ
た
も

の
と
想
像
せ
ら
れ
る
『
道
義
（
人
倫
）
の
体
系
』
で
あ
る
。
道
義
は
、
自
然
関
係
の
み
が
も
ち
得
る
特
殊
性
及
び
相
対
的
同

一
性
を
完
全
に
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
叡
知
の
絶
対
的
同
一
性

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（absolute Identität der Intelligenz

）
で
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
か
く
て
知
的
直
観
は
道
義
に
よ
っ
て
そ
し
て
道
義
に
於
て
の
み
実
在
的
直
観
で
あ
り
、
そ
こ
に
於
て
は
精
神
の
眼
と
肉

体
の
眼
と
が
完
全
に
一
致
す
る
、
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
主
張
す
る
の
で
あ
る
（S. 460 f.
）。
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か
よ
う
に
、
よ
り
包
括
的
な
る
も
の
・
よ
り
統
一
的
な
る
も
の
を
求
め
て
カ
ン
ト
か
ら
フ
ィ
ヒ
テ
ヘ
、
更
に
フ
ィ
ヒ
テ
か

ら
シ
ェ
リ
ン
ク
に
到
達
し
た
と
こ
ろ
に
、
わ
れ
わ
れ
は
テ
オ
ー
リ
ア
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
真
面
目
を
見
出
す
。
し
か
し
そ
れ
と

同
時
に
、
わ
れ
わ
れ
は
此
の
テ
オ
ー
リ
ア
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
か
か
る
め
ざ
ま
し
い
進
出
の
反
面
に
、
た
え
ず
プ
ラ
ク
シ
ス
の

ヘ
ー
ゲ
ル
が
―
―
つ
ね
に
底
流
と
し
て
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
―
―
力
強
く
成
長
し
て
来
た
こ
と
を
見
逃
し
て
は

な
ら
ぬ
。
而
し
て
そ
れ
を
最
も
雄
弁
に
物
語
る
も
の
は
、
諸
々
の
断
片
か
ら
看
取
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
成
立
宗
教
と
し
て
の

基
督
教
の
歴
史
に
対
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
深
い
関
心
で
あ
る
。
既
に
一
七
九
三
年
の
『
民
族
宗
教
と
基
督
教
』
に
於
て
、
ヘ
ー

ゲ
ル
は
い
う
。
キ
リ
ス
ト
に
対
す
る
信
仰
は
、
人
格
化
さ
れ
た
理
想
に
対
す
る
信
仰
で
あ
る
（N

ohl: H
egels theologische 

Jugendschriften, S. 67

）。
従
っ
て
キ
リ
ス
ト
信
仰
の
基
礎
は
歴
史
に
基
づ
く
（S. 56

）。
か
く
し
て
イ
エ
ス
の
教
の
み
な
ら

ず
イ
エ
ス
の
歴
史
が
、大
い
に
実
際
的
な
重
要
性
を
も
つ
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
（S. 56

）。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
『
イ
エ
ス
の
生
涯
』

（1795

）
を
書
い
た
の
は
、
か
か
る
考
を
以
て
で
あ
り
、
更
に
此
の
精
神
を
敷
衍
し
た
も
の
は
『
基
督
教
の
実
証
性
』（1795; 

1800

）
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、宗
教
は
歴
史
的
に
成
立
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
（S. 141

）。
正
統
派
の
人
々

は
、
た
と
い
道
徳
が
人
類
の
最
高
の
目
的
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
と
し
て
も
、
ま
た
、
た
と
い
理
性
が
道
徳
の
純
粋
体
系
を

建
設
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
こ
と
を
許
す
と
し
て
も
、
し
か
し
な
が
ら
彼
等
は
や
は
り
主
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
理

性
は
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
だ
け
で
は
諸
々
の
傾
向
に
対
し
て
優
越
性
を
獲
得
し
、
そ
の
欲
求
を
実
現
す
る
の
に
は
無
力
で

あ
る
、
と
。
即
ち
、
目
的
を
設
定
す
る
場
合
に
は
そ
う
で
な
い
に
し
て
も
、
そ
の
目
的
を
実
現
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
人
は

彼
自
身
の
外
な
る
或
る
存
在
に
依
存
す
る
。
此
の
理
性
の
無
力
と
わ
れ
わ
れ
の
全
存
在
の
依
存
性
と
が
ひ
と
た
び
前
提
せ
ら

れ
る
な
ら
ば
、
或
る
一
つ
の
宗
教
例
え
ば
基
督
教
が
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
成
立
宗
教
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
歴
史
的
に
証

明
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
（S. 234 f.

）。
―
―
こ
れ
。
ら
の
言
葉
に
よ
っ
て
見
る
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
理
性
の
無
力
を
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以
て
基
督
教
の
実
証
性
の
基
礎
と
考
え
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
更
に
此
の
精
神
を
一
層
は
っ
き
り
と
明
言
し
た

も
の
と
し
て
、次
の
箇
所
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
―
―
理
性
的
で
あ
る
が
故
に
真
理
で
あ
る
よ
う
な
も
の
は
、

私
の“positiv”

な
信
仰
の
範
囲
内
に
於
て
は
決
し
て
存
し
な
い
（S. 235

）。
此
の
点
に
於
て
、
信
仰
と
は
、
理
性
が
絶
対
的

な
・
そ
れ
自
身
完
結
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
識
の
欠
如
に
他
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
（S. 238

）。

か
よ
う
に
ヘ
ー
ゲ
ル
が
、
理
性
を
絶
対
的
な
も
の
・
そ
れ
自
身
完
結
し
た
も
の
と
見
る
テ
オ
ー
リ
ア
の
立
場
と
は
正
反
対

に
、
理
性
の
無
力
を
基
礎
と
す
る
成
立
宗
教
の
立
場
を
は
っ
き
り
認
め
て
い
る
こ
と
は
、
注
目
に
値
す
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ

ろ
で
一
般
に
、
歴
史
的
に
成
立
し
た
世
界
は
そ
れ
自
身
完
結
し
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
そ
れ
は
矛
盾
と
闘
争
と
混
乱
と
に

み
ち
た
世
界
で
あ
る
こ
と
を
免
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
『
基
督
教
の
精
神
と
そ
の
運
命
』（1798-99

）
に
於

て「
先
ず
次
の
よ
う
な
聖
書
の
一
節
を
掲
げ
て
い
る
。
―
―
イ
エ
ス
此
の
混
乱
の
お
そ
ろ
し
さ
を
予
見
し
て
言
い
給
う
。「
わ

れ
地
に
平
和
を
投
ぜ
ん
た
め
に
来
れ
り
と
思
う
な
。
平
和
に
あ
ら
ず
、
反
っ
て
剣
を
投
ぜ
ん
た
め
に
来
れ
り
。
そ
れ
我
が
来

れ
る
は
子
を
そ
の
父
よ
り
、
娘
を
そ
の
母
よ
り
、
嫁
を
そ
の
し
う
と
め
よ
り
分
た
ん
た
め
な
り
」（
マ
タ
イ
伝
一
〇
章
三
四
―

三
五
）。
ま
こ
と
に
イ
エ
ス
の
生
活
は
此
の
世
か
ら
の
別
離
で
あ
り
、
空
虚
に
な
り
つ
つ
あ
る
生
を
そ
の
理
想
性
に
於
て
回

復
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
而
し
て
そ
れ
は
、
神
の
国
を
準
備
せ
ん
が
た
め
の
運
命
と
の
戦
い
（K

am
pf m

it dem
 Schicksal

）

に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
（S. 329

）。
た
だ
自
分
自
身
の
こ
と
に
ば
か
り
夢
中
に
な
っ
て
い
る
者
に
と
っ
て
は
、
死
は

歓
迎
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
大
き
な
計
画
の
実
現
に
熱
中
し
て
い
る
者
は
、
更
に
も
っ
と
活
動
す

べ
き
で
あ
っ
た
と
い
う
痛
ま
し
い
心
を
懐
い
て
、舞
台
か
ら
退
く
よ
り
ほ
か
に
仕
方
が
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
イ
エ
ス
は
、

彼
の
計
画
が
無
駄
に
な
っ
て
し
ま
い
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
確
信
を
以
て
死
ん
だ
の
で
あ
っ
た
（S. 331

）。
そ
し
て
此

の
イ
エ
ス
の
精
神
を
受
け
つ
い
で
い
る
基
督
教
会
も
亦
、
神
に
属
す
る
も
の
と
地
に
つ
け
る
も
の
と
の
対
立
の
両
極
端
の
間
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を
、
永
遠
に
終
止
す
る
こ
と
の
な
い
円
周
の
如
く
、
或
は
前
に
或
は
後
に
走
り
廻
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
か
よ
う
に
、
静

か
な
る
統
一
に
帰
着
し
な
い
こ
と
を
む
し
ろ
本
質
的
な
特
色
と
す
る
基
督
教
的
プ
ラ
ク
シ
ス
の
立
場
か
ら
い
え
ば
、
此
の
現

実
の
世
界
が
実
は
種
々
様
々
な
分
裂
錯
綜
の
姿
を
呈
し
て
い
る
の
に
も
拘
ら
ず
、
そ
れ
を
不
自
然
な
仕
方
で
結
合
し
、
か
く

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
獲
ら
れ
た
い
の
ち
な
き

0

0

0

0

0

統
一
と
美
し
さ
の
中
に
や
す
ら
い
を
見
出
そ
う
と
す
る
の
は
、
自
然
に
も
と
る

大
偽
善
者
た
ち
（grosse H

euchler gegen die N
atur

）
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
（S. 342; S. 331

）。

か
よ
う
に
現
実
の
分
裂
相
を
強
調
し
て
や
ま
ぬ
プ
ラ
ク
シ
ス
の
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
彼
が
イ
ェ
ー
ナ
に
移
っ
て
以
後
、
シ
ェ
リ

ン
ク
か
ら
の
直
接
の
影
響
の
下
に
全
く
同
一
哲
学
の
立
場
に
立
っ
て
著
作
活
動
に
専
念
し
て
い
た
場
合
に
於
て
も
、
な
お
底

流
と
し
て
成
長
し
て
い
た
も
の
の
如
く
、
表
面
彼
は
フ
ィ
ヒ
テ
の
立
場
を
―
―
そ
の
出
発
点
が
単
に
抽
象
的
で
あ
る
ば
か
り

で
な
く
又
そ
れ
が
ど
こ
ま
で
も
対
立
を
脱
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
う
理
由
を
以
て
―
―
不
完
全
な
も
の
と
し
て
排
斥
し

て
お
る
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
一
歩
深
く
当
時
の
大
学
の
講
義
の
内
容
を
検
討
す
る
な
ら
ば
、
凡
て
の
差
別
を
没
却
す
る

シ
ェ
リ
ン
ク
よ
り
も
、
却
っ
て
対
立
を
根
本
契
機
と
し
て
展
開
さ
れ
る
フ
ィ
ヒ
テ
の
方
法
に
強
く
ひ
き
つ
け
ら
れ
て
い
た
こ

と
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
イ
ェ
ー
ナ
時
代
の
『
論
理
学
・
形
而
上
学
・
自
然
哲
学
』（1801-2

）
の
中
に
、

フ
ィ
ヒ
テ
を
そ
の
ま
ま
想
い
起
さ
せ
る
次
の
よ
う
な
言
葉
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
。「
被
限
定
性
の
存
在
と
い
う
の
は
自

己
自
身
に
等
し
い
も
の
と
し
て
定
立
さ
れ
て
あ
る
こ
と
（G

esetztsein als ein Sichselbstgleiches

）
で
あ
り
、
そ
の
反
省
に

関
し
て
は
此
の
定
立
さ
れ
て
あ
る
こ
と
が
出
発
点
で
あ
る
」（Säm

tlische W
erlke hrgs. v. Lasson, B

d. X
V

III a, S. 140

）。
こ

れ
ら
の
言
葉
を
先
き
に
あ
げ
た
『
信
仰
と
知
識
』（1802

）
の
中
に
於
て
ヘ
ー
ゲ
ル
が
「
真
の
認
識
は
真
の
知
的
直
観
に
よ

る
絶
対
者
か
ら
は
じ
ま
る
」
と
述
べ
て
お
る
の
と
思
い
合
わ
せ
る
と
き
、
後
者
が
い
か
に
も
シ
ェ
リ
ン
ク
的
で
あ
る
の
に
対

し
て
、
前
者
が
い
か
に
も
フ
ィ
ヒ
テ
的
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
更
に
フ
ィ
ヒ
テ
に
心
を
惹
か
れ
る
ヘ
ー
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ゲ
ル
は
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。「
理
論
的
自
我
が
自
ら
を
―
―
形
式
的
に
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
―
―
絶
対
的
な
・

自
己
自
身
に
返
さ
れ
た
反
省
と
し
て
見
出
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
ん
ど
は
実
践
的
自
我
と
し
て
自
ら
を
絶
対
的
に
み
た
さ

れ
た
も
の
と
し
て
見
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
」（S. 170

）。
か
よ
う
に
フ
ィ
ヒ
テ
を
そ
の
ま
ま
想
い
起
さ
せ
る
よ
う
な
言
葉
が

見
出
さ
れ
る
と
は
い
え
、
現
在
わ
れ
わ
れ
に
与
え
ら
れ
て
い
る
限
り
の
材
料
に
つ
い
て
い
え
ば
、
シ
ェ
リ
ン
ク
の
立
場
に
接

近
し
て
い
る
も
の
の
方
が
フ
ィ
ヒ
テ
の
立
場
に
接
近
し
て
い
る
も
の
の
方
よ
り
も
遥
か
に
多
い
こ
と
は
、
事
実
で
あ
る
。
し

か
し
こ
の
こ
と
は
決
し
て
、
イ
ェ
ー
ナ
時
代
の
ヘ
ー
ゲ
ル
が
一
概
に
フ
ィ
ヒ
テ
よ
り
も
シ
ェ
リ
ン
ク
の
方
に
遥
か
に
多
く
傾

い
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
現
在
わ
れ
わ
れ
に
与
え
ら
れ
て
い
る
材
料
は
、
主
と

し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
が
シ
ェ
リ
ン
ク
の
眼
前
に
於
て

0

0

0

0

0

公
に
し
た
も
の
、
従
っ
て
当
然
シ
ェ
リ
ン
ク
の
立
場
を
宣
揚
す
べ
き
目
的
を

以
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
反
し
て
或
は
フ
ィ
ヒ
テ
的
な
ヘ
ー
ゲ
ル
が
可
な
り
濃
厚
に
現
わ
れ
て
い
る
か
も
知
れ

な
い
と
想
像
せ
ら
れ
る
一
八
〇
二
年
か
ら
六
年
迄
の
手
記
は
、
未
だ
十
分
整
理
公
表
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し

て
わ
れ
わ
れ
は
、
イ
ェ
ー
ナ
時
代
の
ヘ
ー
ゲ
ル
が
フ
ィ
ヒ
テ
か
ら
去
っ
て
シ
ェ
リ
ン
ク
の
立
場
に
な
り
き
っ
て
い
た
と
い
う

の
は
全
く
表
面
に
現
わ
れ
た
一
面
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
か
か
る
テ
オ
ー
リ
ア
の
ヘ
ー
ゲ
ル

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
シ
ェ
リ
ン
ク
の
立
場
に

立
っ
て
い
た
と
い
う
の
と
同
じ
意
味
に
於
て
、
そ
れ
と
並
ん
で
成
長
し
て
来
た
プ
ラ
ク
シ
ス
の
ヘ
ー
ゲ
ル

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

は
、
依
然
と
し
て

フ
ィ
ヒ
テ
の
立
場
に
立
っ
て
い
た
こ
と
を
想
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

さ
れ
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
単
な
る
フ
ィ
ヒ
テ
の
立
場
に
満
足
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
よ
う
に
、
ま
た
単
な
る
シ
ェ
リ
ン

ク
の
立
場
に
永
く
と
ど
ま
る
こ
と
も
亦
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
は
同
様
に
不
自
然
で
あ
っ
た
。
か
く
て
一
八
〇
三
年
の
夏
シ

ェ
リ
ン
ク
が
イ
ェ
ー
ナ
を
去
っ
た
た
め
に
『
哲
学
評
論
』
が
二
年
後
に
廃
刊
と
な
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
他
人
の
著
述
の
批
評
と

い
う
比
較
的
価
値
の
少
い
仕
事
か
ら
免
れ
た
ば
か
り
で
な
く
、
シ
ェ
リ
ン
ク
か
ら
の
直
接
の
思
想
的
圧
力

0

0

0

0

0

を
感
ず
る
こ
と
な
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く
、
自
由
に
専
ら
自
分
自
身
の
哲
学
の
樹
立
に
邁
進
す
る
こ
と
が
出
来
た
の
は
、
結
局
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
仕
合
せ
な
こ
と

で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
の
哲
学
思
想
を
展
開
す
べ
き
『
哲
学
体
系
』（System

 der W
issenschaft

）
の
第

一
部
『
精
神
現
象
論
』（Phänom

enologie des G
eistes

）
は
一
八
〇
六
年
の
秋
に
生
れ
た
の
で
あ
る
が
、
此
の
『
精
神
現
象

論
』
の
完
成
後
一
八
〇
七
年
の
一
月
に
書
か
れ
た
有
名
な
序
文
に
於
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
は
じ
め
て
明
瞭
に
、
否
大
胆
に
、
シ

ェ
リ
ン
ク
哲
学
に
対
す
る
絶
縁
を
次
の
よ
う
に
表
明
し
た
の
で
あ
る
。

絶
対
者
の
中
に
於
て
は
凡
て
の
も
の
が
ひ
と
し
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
「
絶
対
者
」
を
―
―
そ
の
中
に
於
て
は
凡
て
の

牛
が
黒
く
な
る
「
夜
」
で
あ
る
と
称
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
空
虚
な
認
識
し
か
も
た
な
い
も
の
の
お
目

出
度
さ
以
外
の
何
物
で
も
な
い
（Säm

tliche W
erle hrgs. v. G

lockner B
d. 2, S. 21 f.

）。
し
か
る
に
シ
ェ
リ
ン
ク
及
び
そ
の
派

に
属
す
る
人
々
は
彼
等
の
地
盤
に
豊
富
な
材
料
特
に
珍
ら
し
い
も
の
を
沢
山
持
込
ん
で
来
て
、
そ
れ
ら
の
も
の
を
凡
て
一

つ
の
絶
対
的
理
念
の
下
に
従
属
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
宛
も
広
汎
な
学
の
体
系
に
到
達
し
た
か
の
よ
う
に
見
せ
か
け

よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
仔
細
に
検
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
決
し
て
同
一
な
る
も
の

0

0

0

0

0

0

が
様
々
に
自
ら
を
形
成
し
て
い

る
の
で
は
な
く
、
た
だ
種
々
異
な
る
材
料
に
同
一
の
も
の
を
外
面
的
に
適
用
し
て
そ
れ
を
単
に
反
覆
0

0

し
て
い
る
に
過
ぎ
な

い
の
で
あ
る
（S. 20 f.

）。
か
か
る
単
調
な
る
形
式
主
義
（gleihtöniger Form

alism
us

）
の
道
具
は
、
誠
に
扱
い
易
い
も
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
丁
度
、
赤
と
青
の
二
色
し
か
な
い
絵
具
板
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
、
画
家
は
歴
史
画
を
画
こ
う
と
思

え
ば
赤
色
を
以
て
カ
ン
ヴ
ァ
ス
を
彩
り
、
風
景
画
を
画
こ
う
と
思
え
ば
青
色
を
使
い
さ
え
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
（S. 48

）。

‥
‥
‥
無
力
な
る
美
（die kraftlose Schönheit

）
は
悟
性
を
嫌
う
。
と
い
う
の
は
、
悟
性
は
無
力
な
る
美
の
な
し
得
な
い

こ
と
を
要
求
す
る
か
ら
で
あ
る
（S. 34

）。
‥
‥
‥
か
く
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
根
源
的
統
一
或
は
直
接
的
統
一
そ
れ

自
体
（ursprüngliche oder unm

ittelbare Einheit als solche

）
が
真
な
る
も
の
で
は
な
く
、
真
理
と
は
、
自
己
自
身
と
成
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る
プ
ロ
セ
ス
（das W

erden seiner selbst

）
で
あ
り
、「
終
り
」（Ende

）
を
目
的
と
し
て
予
め
定
立
し
て
「
始
め
」（A

nfang

）

と
な
し
、
そ
う
し
て
た
だ
実
現
0

0

と
終
り
0

0

と
に
よ
っ
て
の
み
現
実
的
と
な
る
円
運
動
に
他
な
ら
な
い
（S. 23

）。
か
よ
う
に
、

真
理
と
は
発
展
に
よ
っ
て
自
己
を
完
成
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
於
て
真
理
は
全
体
0

0

で
あ
り
（D

as W
ahre ist das 

G
anze.

）、
絶
対
者
は
終
局
に
於
て
そ
の
真
の
姿
を
具
現
す
る
と
い
う
意
味
に
於
て
、
絶
対
者
は
そ
の
本
性
上
結
果
0

0

で
あ
る

と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
（D

as A
bsolute ist W

esentlich R
esultat.

）。
か
く
し
て
、
真
理
を
実
体
0

0

（Substanz

）
と
し
て
ば
か

り
で
な
く
同
時
に
主
体
0

0

（Subjekt

）と
し
て
も
把
握
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
っ
て
、生
々
と
し
た
・
い
の
ち
の
あ
る
実
体
と
は
、

真
実
は
―
―
自
分
自
身
を
定
立
す
る
運
動
、
或
は
よ
り
詳
し
く
い
え
ば
、「
自
分
が
他
者
に
成
る
こ
と
」
と
「
自
分
自
身
」

と
を
媒
介
す
る
は
た
ら
き
（Verm

ittelung des Sichandersw
erdens m

it sich selbst

）
で
あ
る
限
り
に
於
て
の
み
現
実
的
で

あ
る
と
こ
ろ
の
―
―
主
体
に
他
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
主
体
と
し
て
の
実
体
は
、
か
よ
う
に
し
て
全
く
純
然
た
る
否
定
の
は
た

ら
き
（die reine einfache N

egativität
）
で
あ
っ
て
、そ
れ
に
よ
っ
て
単
一
な
る
も
の
は
分
割
せ
ら
れ
て
対
立
を
形
づ
く
り
、

そ
の
対
立
は
再
び
否
定
さ
れ
て
他
者
の
中
か
ら
自
己
自
身
へ
復
帰
す
る
（R

eflexion in sich selbst

）。
か
く
し
て
再
建
せ
ら

れ
る
同
一
（die sich w

iederherstellende G
leichheit

）
こ
そ
、
即
ち
真
な
る
も
の
（das W

ahre

）
に
他
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

‥
‥
‥
単
な
る
あ
る
が
ま
ま
の
知
或
は
直
接
的
な
る
精
神
と
も
い
う
べ
き
も
の
は
、
実
は
精
神
な
き
も
の
で
あ
り
畢
竟
感
覚

的
な
意
識
に
す
ぎ
な
い
（D

er unm
ittelbare G

eist ist das G
eistlose, das sinnliche B

ew
usstsein.

）。
そ
れ
が
真
正
の
知
と

な
る
た
め
に
は
、
永
い
労
苦
の
道
を
通
り
抜
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
而
し
て
、『
精
神
現
象
論
』
の
内
容
を
な

し
て
い
る
と
こ
ろ
の
「
学
一
般
或
は
知
の
生
成
過
程
」（das W

erden der W
issenschaft überhaupt oder des W

issens

）
こ

そ
即
ち
そ
れ
を
物
語
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、そ
れ
は
突
然
ピ
ス
ト
ル
か
ら
発
射
さ
れ
で
も
し
た
か
の
よ
う
に
、

い
き
な
り
「
絶
対
知
」
か
ら
は
じ
め
る
狂
熱
と
は
、
甚
し
く
異
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
（S. 30

）。
学
的
認
識
は
む
し
ろ
そ



183

第三章　近 世 哲 学

の
対
象
に
献
身
し
沈
潜
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
対
象
の
生
命
が
動
い
て
行
く
内
面
的
必
然
性
を
究
明
し
且
つ
表
現
す
る

こ
と
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
（S. 50 f.

）。

か
よ
う
に
『
精
神
現
象
論
』、
の
序
文
は
『
シ
ェ
リ
ン
ク
と
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
体
系
の
相
異
』
と
い
う
名
を
附
し
て
も
よ

い
と
謂
わ
れ
る
ほ
ど
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
シ
ェ
リ
ン
ク
哲
学
を
徹
底
的
に
批
判
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、『
精
神
現
象
論
』
の

出
る
前
に
は
シ
ェ
リ
ン
ク
は
非
常
な
期
待
を
以
て
そ
の
出
現
を
楽
し
ん
で
い
る
旨
、
温
情
の
こ
も
っ
た
言
葉
で
ヘ
ー
ゲ

ル
に
書
き
送
っ
て
お
る
の
で
あ
る
が
（
一
八
〇
七
・
一
・
一
一
附
手
紙
）、
シ
ェ
リ
ン
ク
が
い
よ
い
よ
『
精
神
現
象
論
』
を
手

に
し
た
と
き
に
は
、
単
に
そ
の
序
文
を
読
ん
だ
だ
け
で
自
己
の
哲
学
に
対
す
る
酷
評
に
ひ
ど
く
感
情
を
害
し
、
半
年
後

（
一
八
〇
七
・
一
一
・
二
）
に
や
っ
と
簡
単
な
返
事
を
書
い
た
だ
け
で
、
こ
れ
を
最
後
と
し
て
―
―
二
人
の
間
の
文
通
と
共
に
―

―
永
年
の
友
情
ま
で
が
全
く
断
ち
き
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
独
自
の
哲
学
思
想
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
と
シ
ェ
リ
ン
ク
の
何
れ
か
ら
も
離
れ
、
し
か
も
何
れ
の
思
想
を
も

摂
取
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
れ
た
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
而
し
て
、
フ
ィ
ヒ
テ
が
示
し
た
世
界
は
永
遠
に
対
立

の
已
む
こ
と
の
な
い
悪
無
限
の
世
界
で
あ
り
、
シ
ェ
リ
ン
ク
の
説
い
た
世
界
は
全
く
対
立
を
超
越
し
た
無
差
別
の
世
界
で
あ

っ
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
此
の
両
者
を
揚
棄
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
凡
て
の
対
立
を
含
み
な
が
ら
し
か
も
な
お
全
き
統
一
を
実
現

す
る
全
体
的
世
界
の
樹
立
を
念
願
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
相
互
に
対
立
し
矛
盾
す
る
も
の
を
統
一
す
る
こ
と
は
、
凡

て
の
も
の
を
固
定
し
判
別
す
る
こ
と
を
専
ら
事
と
す
る
悟
性
の
論
理
の
よ
く
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
相
反
す
る
も
の
を
結

び
つ
け
る
途
は
、
正
か
ら
反
へ
、
反
か
ら
合
へ
と
進
む
弁
証
法
の
論
理
を
措
い
て
他
に
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
注
意
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
決
し
て
先
ず
正
・
反
・
合
の
公
式
を
確
立
し
て
、
而
し
て
後
そ
の
公
式
を
到
る
処

で
振
り
廻
し
て
お
る
の
で
は
な
い
0

0

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
む
し
ろ
彼
が
当
の
対
象
に
献
身
し
沈
潜
し
つ
つ
そ
の
対
象
の
生
命
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が
動
い
て
行
く
内
的
必
然
性
の
分
析
を
や
っ
て
い
る
と
こ
ろ
、
そ
こ
に
弁
証
法
が
あ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
対
象
が
そ
の
性

格
を
異
に
す
れ
ば
、
弁
証
法
も
亦
性
格
を
異
に
す
る
筈
で
あ
る
。
現
に
『
精
神
現
象
論
』
に
於
け
る
弁
証
法
は
所
謂
「
現

象
す
る
精
神
」（erschender G

eist

）
即
ち
意
識
の
弁
証
法
で
あ
り
、『
論
理
学
』
に
於
け
る
弁
証
法
は
純
粋
な
ロ
ゴ
ス
の
弁

語
法
即
ち
「
自
然
及
び
有
限
な
る
精
神
が
創
造
さ
れ
る
以
前
―
―
即
ち
永
遠
な
る
姿
に
於
け
る
神
の
叙
述
」（D

arstellung 

G
ottes, w

ie er in seinem
 ew

igen W
esen, vor der Erschaffung der N

atur und eines endlichen G
eistes ist

）
で
あ
り
、「
自

然
哲
学
」
に
於
け
る
弁
証
法
は
「
理
念
の
自
己
疎
外
」
の
弁
証
法
で
あ
り
、「
精
神
哲
学
」
に
於
け
る
弁
証
法
は
「
自
己
の

他
在
を
揚
棄
し
て
自
分
自
身
に
か
え
っ
た
理
念
」
と
し
て
の
精
神
の
弁
証
法
で
あ
り
、
更
に
こ
れ
が
「
自
由
の
意
識
に
於
け

る
進
歩
」
を
実
現
す
る
と
き
、
世
界
史
の
弁
証
法
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
生
き
た
現
実
に
全
く
同
じ
二
つ
の

も
の
が
な
い
よ
う
に
、
弁
証
法
も
そ
れ
が
生
き
た
も
の
で
あ
る
限
り
、
全
く
同
じ
弁
証
法
と
い
う
も
の
も
決
し
て
な
い
筈
で

あ
っ
て
、
弁
証
法
を
公
式
化
す
る
こ
と
ほ
ど
、
非
弁
証
法
的
な
も
の
は
な
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

弁
証
法
の
原
語
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ケ
ー
（dialektikē

）
と
は
―
―
ギ
リ
シ
ャ
の
昔
に
は
―
―
本
来
、
問
答
法

0

0

0

即
ち
論
題
に

つ
い
て
正
し
く
問
答
す
る
知
識
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
い
わ
ば
議
論
に
不
敗
の
地
位
を
保
つ
た
め
の
実
用
技
術
で
あ

っ
た
。
と
こ
ろ
で
実
用
技
術
は
、屡
々
競
技
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
技
術
的
に
著
し
く
進
歩
す
る
。
ギ
リ
シ
ャ
人
の
所
謂「
問

答
競
技
」（eristikē

）
が
即
ち
そ
れ
で
あ
っ
て
、
師
パ
ル
メ
ニ
デ
ー
ス
の
実
在
唯
一
不
動
説
を
弁
護
せ
ん
が
た
め
に
ヅ
ェ
ー

ノ
ー
ン
の
案
出
し
た
独
時
の
論
理
な
ど
は
、
蓋
し
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
彼
は
先
ず
自
分
が
正
し
い
と
信
ず
る
事

柄
の
反
対
を
仮
定
し
て
、
そ
れ
を
分
析
吟
味
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
不
条
理
な
帰
結
に
到
達
す
る
こ
と
を
剔
決
し
、

以
て
そ
の
出
発
点
と
な
っ
た
仮
定
の
間
違
い
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
間
接
に

0

0

0

自
己
の
所
信
を
証
明
し
よ
う
と
し
た

の
で
あ
る
。
例
え
ば
「
実
在
は
唯
一
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
主
張
せ
ん
が
た
め
に
、
若
し
存
在
す
る
も
の
が
多
数
あ
る
と
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す
れ
ば
、
存
在
す
る
も
の
は
大
き
さ
に
於
て
無
限
小
で
あ
る
と
共
に
無
限
大

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
不
条
理
に
陥
る

こ
と
を
証
示
し
よ
う
と
試
み
た
の
で
あ
る
。
即
ち
先
ず
、
存
在
す
る
も
の
が
多
数
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
場
合
、
凡
て
の
「
多
」

は
一
定
数
の
単
位
0

0

か
ら
成
る
も
の
で
あ
る
が
、
真
実
の
単
位
0

0

は
も
は
や
そ
れ
以
上
分
割
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
も
の
・
従
っ

て
も
は
や
大
き
さ
を
も
た
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
と
い
う
の
は
、
少
し
で
も
大
き
さ
を
も
て
ば
、
そ
れ
は
更
に
分

割
さ
れ
て
単
位
で
あ
る
と
は
い
え
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
全
く
大
き
さ
を
も
た
な
い
単
位
を
い
く
ら
集
め
て
も

大
き
さ
が
生
ず
る
わ
け
は
な
く
、
多
数
の
存
在
は
大
き
さ
に
於
て
無
限
小
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
翻
っ

て
又
、
存
在
す
る
も
の
が
多
数
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
存
在
の
間
に
は
一
つ
の
も
の
を
他
の
も
の
か
ら
区
分
す

る
或
る
大
き
さ
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
と
い
う
の
は
、
若
し
区
分
す
る
何
も
の
も
な
け
れ
ば
多
数
の
も
の
が
融
合
し
て
一
つ

の
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
区
分
す
る
も
の
と
区
分
さ
れ
る
も
の
と
の
間
に
も
亦
、
両
者
を
区
別
す

る
或
る
大
き
さ
が
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
か
く
し
て
き
わ
ま
る
と
こ
ろ
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
而
し
て
「
或
る
大
き
さ
」
も
そ
れ

を
無
限
に
集
め
る
な
ら
ば
、
無
限
大
と
な
る
。
か
く
し
て
多
数
の
存
在
は
大
き
さ
に
於
て
無
限
大
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
じ
「
多
数
の
存
在
」
が
無
限
小
で
あ
る
と
共
に
無
限
大
で
あ
る
と
い
う
の
は
自
己
矛
盾
で
あ

る
。
而
し
て
、
か
か
る
不
条
理
に
到
達
し
た
所
以
は
、
偏
に
「
存
在
す
る
も
の
が
多
数
あ
る
」
と
い
う
間
違
っ
た
前
提
か
ら

出
発
し
た
か
ら
に
他
な
ら
ぬ
。
か
く
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
実
在
は
多
数
で
は
な
く
唯
一
で
あ
る
と
主
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。

か
か
る
論
理
の
創
案
者
ヅ
ェ
ー
ノ
ー
ン
を
、
ア
リ
ス
ト
ー
テ
レ
ー
ス
は
「
デ
イ
ア
レ
ク
テ
ィ
ケ
ー
の
発
見
者
」
と
呼
ぶ
。

ダ
イ
ア
レ
ク
テ
ィ
ケ
ー
は
確
に
競
技
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
著
し
く
進
歩
し
た
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
本
来
の
デ

ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ケ
ー
は
単
な
る
遊
技
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
事
物
の
真
相
を
探
求
す
る
法
と
し
て
当
然
真
知
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（epistēm
ē

）
に
ま
で
到
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
わ
れ
わ
れ
は
決
し
て
単
な
る
遊
技
の
た
め
に
議
論
を
す
る
の
で
は
な
く
、
一
歩
で

も
普
遍
的
な
真
理
に
近
づ
こ
う
と
思
え
ば
こ
そ
、
互
に
意
見
を
交
換
し
議
論
を
闘
わ
す
の
で
あ
る
。
ソ
ー
ク
ラ
ー
テ
ー
ス
の

反
語
法
は
単
な
る
否
定
的
結
果
に
終
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
こ
そ
は
、
は

じ
め
て
問
答
の
正
し
い
機
能
を
十
分
自
覚
し
て
、
真
知
に
向
う
第
一
歩
を
踏
み
出
し
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
問
答

の
結
果
「
何
で
あ
る
か
」
を
遂
に
知
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
時
、「
何
で
あ
る
か
」
を
知
ろ
う
と
す
る
希
い
は
一
層
切
な

る
も
の
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
切
に
求
め
ら
れ
る
事
物
の
真
の
姿
こ
そ
、
所
謂
イ
デ
ア
に
他
な
ら
ぬ
。
か
か

る
イ
デ
ア
の
探
求

0

0

0

0

0

0

と
い
う
積
極
的
な
役
割
を
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ケ
ー
に
演
ぜ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
哲
学
の
本
格

的
な
方
法
と
し
て
う
ち
立
て
た
の
は
、
プ
ラ
ト
ー
ン
で
あ
っ
た
。
事
物
の
あ
る
べ
き
姿
と
し
て
の
イ
デ
ア
を
探
求
す
る
仕
事

は
、
勿
論
現
実
と
無
縁
の
事
柄
で
は
な
い
。
し
か
し
、
時
と
共
に
移
り
か
わ
る
現
実
の
世
界
は
真
実
在
た
る
イ
デ
ア
の
不
完

全
な
模
像
と
し
て
の
み
存
在
し
、
事
物
の
完
全
な
る
原
型
と
し
て
の
イ
デ
ア
を
求
め
る
際
の
単
な
る
機
縁
と
な
る
も
の
に
過

ぎ
な
い
。
否
、
眼
前
の
現
実
が
不
完
全
な
も
の
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
遥
か
彼
方
の
完
全
な
る
世
界
に
憧
れ
る
情
熱
は
い
よ
い
よ

盛
ん
に
燃
え
立
つ
の
で
あ
っ
て
、
か
か
る
理
想
主
義
的
な
イ
デ
ア
へ
の
純
な
る
愛
が
プ
ラ
ト
ー
ン
哲
学
の
基
調
を
な
す
も
の

に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
ヘ
ー
ゲ
ル
は
『
法
律
哲
学
綱
要
』
の
有
名
な
序
文
の
中
で
、「
理
性
的
な
る
も

の
は
現
実
的
で
あ
り
、
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 vernünflig.

）
と
提
唱
し
、「
こ
こ
に
バ
ラ
が
あ
る
、
こ
こ
で
踊
れ
！
」
と
い
う
。
即
ち
、
現
実
の
十
字
架
の
苦
悩
の

中
に
咲
く
バ
ラ
と
し
て
理
性
を
認
識
し
、現
に
存
在
す
る
も
の
を
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
が
哲
学
の
な
す
べ
き
仕
事
で
あ
る
、

と
考
え
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
此
の
「
現
実
的
な
る
も
の
は
理
性
的
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
は
、
屡
々
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
は

現
状
（status quo

）
を
無
条
件
に
是
認
す
る
保
守
反
動
の
哲
学
で
あ
る
、と
い
う
非
難
を
招
い
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
ら
ば
、
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そ
の
真
意
は
奈
辺
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ラ
ッ
ソ
ン
版
の
『
歴
史
哲
学
序
論
』
の
中
に
、「
哲
学
的
考
察
の
目
ざ
す
と
こ
ろ
は
、
偶
然
的
な
る
も
の
を
遠
ざ
け
る

こ
と
よ
り
以
外
の
何
物
で
も
な
い
」（D

ie philosophische B
etrachtung hat keine andere A

bsicht, als das Zufällige zu 

entfernen.―
 “D

ie Vernunft in der G
eschichte,” S. 5

）
と
い
う
言
葉
が
見
出
さ
れ
る
。
更
に
『
エ
ン
チ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
』
の

序
論
に
於
て
、
理
性
的
な
る
も
の
と
現
実
的
な
る
も
の
と
の
一
致
を
説
く
に
際
し
て
も
、
一
般
に
現
に
存
在
し
て
い
る
も

の
（D

asein

）
は
一
部
分
は
現
象
（Erscheinung

）
で
あ
り
そ
し
て
た
だ
一
部
分
の
み
現
実
（W

irklichkeit

）
で
あ
る
と
い

う
風
に
、
存
在
す
る
も
の
の
中
に
現
象
0

0

と
現
実
0

0

と
を
区
別
し
、
し
か
も
普
通
の
感
じ
方
か
ら
い
っ
て
も
偶
然
的
な
る
存
在
は

特
に
「
現
実
」
と
い
う
名
に
は
値
し
な
い
、
と
い
う
。
そ
し
て
更
に
そ
の
同
じ
第
六
節
の
最
後
の
と
こ
ろ
で
、
哲
学
が
取
扱

う
の
は
現
実
と
な
り
得
る
「
理
念
」
―
―
従
っ
て
外
面
的
或
は
転
変
的
な
対
象
及
び
諸
状
態
な
ど
と
は
区
別
せ
ら
れ
た
「
現

実
」
の
み
で
あ
る
と
言
い
切
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
れ
ば
、
偶
然
的
な
る
も
の
は
全
く
哲
学
の
対
象
の
圏
外
に
放
逐
さ
れ
た

か
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
そ
う
い
う
風
に
し
て
偶
然
的
な
る
も
の
を
凡
て
捨
象
し
去
っ
た
上
で
、
現
実
的
な
る
も
の
と

理
性
的
な
る
も
の
と
の
一
致
を
説
く
こ
と
は
、
畢
竟
同
語
反
覆
以
上
の
何
物
で
も
な
い
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
は
あ

る
ま
い
か
。
い
っ
た
い
偶
然
的
な
も
の
は
果
し
て
、
固
定
せ
ら
れ
た
存
在
と
し
て
、
現
実
存
在
の
そ
と
に
あ
る
も
の
（die 

oberflächliche A
ussenseite,―

 “Encyclopädie,” §6

）
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
い
う
風
に
固
定
的
に
切
り
離
す
こ
と
自
体

が
抽
象
的
な
立
場
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
立
場
そ
の
も
の
を
先
ず
揚
棄
す
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ

し
て
一
層
具
体
的
な
立
場
に
立
て
ば
、
所
謂
「
現
実
的
な
る
も
の
」
も
「
偶
然
的
な
る
も
の
」
を
媒
介
と
す
る
こ
と
な
し
に

は
、
自
己
を
実
現
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

右
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
哲
学
が
偶
然
的
な
る
も
の
を
遠
ざ
け
る
と
い
う
こ
と
の
真
意
は
、
偶
然
性
を
全
く
度
外
視
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す
る
こ
と
で
は
な
く
し
て
、
む
し
ろ
逆
に
、
よ
り
具
体
的
な
見
地
か
ら
そ
れ
を
必
然
性
の
契
機
に
ま
で
高
め
る
、
と
い
う
こ

と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
勿
論
、
現
実
の
歴
史
認
識
に
於
て
、
非
本
質
的
偶
然
的
な
現
象
と
見
做
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
こ
と

も
確
か
に
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
歴
史
は
決
し
て
現
在
に
終
る
過
去
に
於
て
固
定
的
に
成
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し

ろ
未
来
と
の
関
連
に
於
け
る
現
在
こ
そ
勝
義
の
歴
史
成
立
の
地
盤
な
の
で
あ
る
か
ら
、
歴
史
現
象
は
未
来
か
ら
の
反
省
に
よ

る
発
展
的
全
体
に
よ
っ
て
、
常
に
新
た
に
必
然
化
せ
ら
れ
る
の
他
は
な
い
。
而
し
て
現
実
と
は
畢
竟
か
か
る
歴
史
の
内
容
以

外
の
何
物
で
も
な
い
か
ら
、
現
実
は
偶
然
と
必
然
と
の
統
一
と
し
て
の
み
成
立
す
る
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
ら
ば
、
か
か
る
意
味
に
於
て
現
実
の
一
つ
の
契
機
を
形
づ
く
る
と
考
え
ら
れ
る
偶
然
的
な
る
も
の
と
は
、
如
何
な
る
も

の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
偶
然
的
な
る
も
の
と
は
一
般
に
、
そ
の
存
在
根
拠
を
自
分
自
身
の
う
ち
に
も

た
な
い
も
の
、
詳
し
く
い
え
ば
、
存
在
す
る
こ
と
も
出
来
れ
ば
存
在
し
な
い
こ
と
も
出
来
、
更
に
存
在
す
る
に
し
て
も
或
る

一
つ
の
形
で
存
在
す
る
こ
と
も
出
来
れ
ば
他
の
形
で
存
在
す
る
こ
と
も
出
来
る
も
の
、
し
か
も
そ
れ
が
存
在
す
る
か
存
在
し

な
い
か
、
そ
し
て
そ
れ
が
或
る
形
で
存
在
す
る
か
或
は
他
の
形
で
存
在
す
る
か
と
い
う
こ
と
の
根
拠
を
、
自
分
自
身
の
う
ち

に
で
は
な
く
、
他
の
も
の
の
う
ち
に
も
っ
て
い
る
も
の
が
即
ち
偶
然
的
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
（Encyclopädie, § 145 

Zusatz

）
こ
う
い
う
偶
然
的
な
る
も
の
が
現
実
そ
の
も
の
の
契
機
を
形
づ
く
る
と
い
う
こ
と
は
、
現
実
が
現
実
な
ら
ぬ
も
の

に
よ
っ
て
、
と
い
う
よ
り
は
、
現
実
と
そ
れ
を
否
定
す
る
非
現
実
と
を
更
に
否
定
的
に
結
合
す
る
全
般
の
立
場
に
於
て
、
即

ち
現
実
が
実
は
現
実
を
超
え
た
立
場
に
於
て
、は
じ
め
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
物
語
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

勝
義
の
現
状
が
か
か
る
立
場
に
於
て
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
も
は
や
単
な
る
偶
然
と
い
う
べ
き

も
の
は
な
い
。
一
見
偶
然
と
思
わ
れ
る
も
の
も
、
実
は
よ
り
高
い
見
地
か
ら
観
れ
ば
、
現
実
の
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
契
機
を
形

づ
く
る
も
の
と
し
て
必
然
的
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
否
、
さ
ら
に
い
え
ば
、
よ
り
高
い
立
場
か
ら
そ
れ
を
必
然
的
な
契
機
た
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ら
し
め
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。「
現
実
的
な
る
も
の
は
理
性
的
で
あ
る
」
と
は
、
即
ち
こ
の
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
に

他
な
ら
ぬ
。
従
っ
て
そ
れ
は
決
し
て
、
卑
近
な
現
実
を
そ
の
ま
ま
無
条
件
に
是
認
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
無
条
件
の
是
認
に

は
、
否
定
の
は
た
ら
き
は
不
必
要
で
あ
る
。
否
定
の
は
た
ら
き
の
な
い
と
こ
ろ
、
わ
れ
わ
れ
は
如
何
な
る
意
味
に
於
て
も
弁

証
法
を
語
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。

現
実
が
弁
証
法
的
構
造
を
も
つ
と
い
う
こ
と
は
、
現
実
が
そ
の
否
定
と
更
に
否
定
の
否
定
と
の
合
一
に
よ
っ
て
成
立
す
る

こ
と
、
従
っ
て
そ
れ
は
単
な
る
精
神
で
も
な
け
れ
ば
又
単
な
る
自
然
で
も
な
く
、
両
者
の
所
謂
弁
証
法
的
統
一
と
し
て
の
み

成
立
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
に
他
な
ら
ぬ
。
現
実
が
か
よ
う
に
精
神
と
自
然
と
の
弁
証
法
的
統
一
と
し
て

成
立
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
精
神
と
自
然
は
共
に
現
実
の
要
求
す
る
不
可
欠
の
契
機
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら

ぬ
。
と
こ
ろ
で
、
精
神
は
ど
こ
ま
で
も
自
然
を
克
服
し
て
自
己
に
化
そ
う
と
し
、
こ
れ
に
対
し
自
然
は
あ
く
ま
で
精
神
を
超

え
て
之
を
否
定
す
る
原
理
た
る
の
意
義
を
維
持
す
る
が
故
に
こ
そ
自
然
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
自
然
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー

ス
に
於
け
る
質
料
の
よ
う
に
、
単
な
る
潜
在
的
可
能
的
状
態
に
と
ど
ま
る
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
又
フ
ィ
ヒ
テ
に
於
け
る
非

我
の
よ
う
に
自
我
が
自
ら
設
け
た
単
な
る
障
礙
（A

nstoss

）
に
と
ど
ま
る
も
の
で
も
な
い
。
自
然
が
精
神
の
所
謂
「
揚
棄

さ
れ
た
契
機
」（aufgehobenes M

om
ent

）
と
な
る
の
は
、
そ
の
内
在
的
な
一
面
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は

同
時
に
そ
の
超
越
的
な
他
の
半
面
を
も
見
逃
し
て
は
な
ら
ぬ
。
自
然
は
精
神
に
対
し
て
内
在
的
で
あ
る
と
共
に
超
越
的
で
あ

り
、
内
で
あ
る
と
共
に
外
な
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
内
で
あ
る
と
同
時
に
外
で
あ
り
、
外
で
あ
る
と
同
時
に
内
で
あ
る
と

こ
ろ
に
こ
そ
、
ま
さ
に
自
然
の
自
然
た
る
本
質
が
見
究
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於

て
は
、
自
然
は
「
自
己
に
背
け
る
精
神
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
そ
れ
は
、
理
念
の
弁
証
法
的
発
展
の
過
程
に
於
て
、
理

念
が
自
分
自
身
を
外
へ
投
げ
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
な
ら
ぬ
存
在
即
ち
他
在
（A

nderssein

）
と
な
っ
た
も
の
に
他
な
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ら
ぬ
。
か
く
し
て
自
然
は
、
精
神
の
単
な
る
自
己
否
定
と
し
て
、
全
く
精
神
に
内
在
化
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
即
ち

ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
対
し
て
、
発
出
論
的
観
念
論
で
あ
る
と
い
う
非
難
が
提
出
せ
ら
れ
る
所
以
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な

く
、
自
然
を
そ
の
本
来
の
姿
に
於
て
把
握
し
な
い
こ
と
は
、
精
神
の
本
来
の
姿
を
も
見
失
わ
し
め
る
こ
と
と
な
る
。
即
ち
、

精
神
に
対
す
る
否
定
原
理
と
し
て
の
自
然
を
無
視
し
、
こ
れ
に
よ
る
偶
然
性
の
根
拠
づ
け
を
閑
却
す
る
結
果
は
、
精
神
の
個

性
自
覚
的
な
自
由
な
意
志
行
為
に
十
分
な
る
根
拠
を
与
え
る
こ
と
が
出
来
ず
、
個
性
も
畢
竟
普
遍
の
特
殊
化
の
先
端
に
考
え
0

0

ら
れ
た

0

0

0

個
別
性
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
な
る
。
而
し
て
単
に
考
え
ら
れ
た
も
の
は
、
た
だ
向
う
側
に
お
い
て
眺
め
ら
れ
る
だ
け

で
あ
っ
て
、
決
し
て
そ
れ
自
身
が
生
き
て
は
た
ら
く
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
即
ち
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
対
し
て
又
、

実
践
を
軽
視
し
て
専
ら
観
想
に
終
始
す
る
と
い
う
非
難
が
提
出
せ
ら
れ
る
所
以
で
あ
る
。

し
か
し
、
発
出
論
的
で
あ
り
観
想
的
で
あ
る
こ
と
は
、
ロ
ゴ
ス
の
自
発
自
展

0

0

0

0

的
運
動
を
実
在
の
真
相
と
考
え
る
限
り
、
避

け
る
こ
と
の
出
来
な
い
帰
結
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
こ
に
於
て
は
、
凡
ゆ
る
矛
盾
は
見
事
に
揚
棄
せ
ら
れ
て
美
し
い
宥

和
に
ま
で
齎
さ
れ
、
凡
て
の
も
の
を
統
一
す
る
宏
壮
な
客
観
的
真
理
の
体
系

0

0

0

0

0

0

0

0

が
構
成
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
若
し

そ
の
中
で
私
自
身

0

0

0

が
生
き
て
い
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
が
何
に
な
ろ
う
、
と
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
（Sören K

ierkegaad, 1813-

55

）
は
考
え
る
。
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
大
切
な
も
の
は
、
私
自
身
に
と
っ
て
真
理
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
、
即
ち
我
が
そ
の

た
め
に
生
き
・
そ
の
た
め
に
死
ぬ
こ
と
の
出
来
る
よ
う
な
真
理
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
汎

論
理
主
義
（Panlogism

us

）
の
哲
学
が
個
人
の
現
実
的
な
存
在
を
概
念
の
普
遍
に
解
消
し
て
そ
の
傀
儡
と
な
し
、
人
格
の

自
由
を
理
性
の
必
然
の
た
め
の
単
な
る
手
段
に
帰
し
て
し
ま
う
こ
と
に
対
し
て
、
強
く
反
対
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
キ
ェ

ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
於
て
は
、
先
ず
単
独
者
（der Einzelne

）
た
る
こ
と
が
現
実0

的
存0

在
即
ち
実
存
（Existenz

）
に
と
っ
て
欠

く
こ
と
の
出
来
な
い
本
質
的
規
定
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
自
己
と
他
者
を
問
わ
ず
、
多
く
の
者



191

第三章　近 世 哲 学

に
共
通
な
も
の

0

0

0

0

0

は
、個
性
の
消
え
失
せ
た
非
人
格
的
な
も
の

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、

世
間
普
通
の
日
常
生
活
に
於
て
、
い
か
に
多
く
の
人
々
が
没
個
性
的
な
・
漫
然
た
る
「
ひ
と
」（das M

an

）
の
中
に
、
自
己

本
来
の
姿
を
見
失
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
反
し
、
本
来
の
自
己

0

0

0

0

0

即
ち
真
に
人
格
的
な
自
己
は
、
対
象
化
す
る
こ

と
の
出
来
な
い
も
の
・
即
ち
単
一
人
（der Einzelne

）
で
あ
っ
て
単
一
物
（das Einzelne

）
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。
即
ち
、
決
し
て
他
の
も
の
と
置
き
替
え
る
こ
と
の
出
来
な
い
唯
一
単
独
の
存
在
が
、
は
じ
め
て
実
存
を
成
立
せ
し
め

る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
単
に
他
か
ら
規
定
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
か
か
る
他
か
ら
の
規
定
を
同
時
に
自
ら
進
ん
で

選
び
と
っ
た
も
の
と
し
て
肯
定
す
る
か
、或
は
そ
れ
を
否
定
す
る
か
、と
い
う
き
び
し
い「
あ
れ
か
こ
れ
か
」（Entw

eder-O
der

【Enten-Eller

】）
に
直
面
し
て
、
自
己
の
自
由
に
よ
る
決
断
を
下
す
主
体
と
し
て
の
み
、
自
己
は
真
に
自
己
と
し
て
自
覚
せ
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
は
決
し
て
、
自
己
と
い
う
も
の
が
先
ず
在
っ
て
、
而
し
て
後
に
決
断
に
よ
っ
て
自
覚

せ
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
反
対
に
、
自
己
は
自
覚
を
俟
っ
て
は
じ
め
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
自
覚
が
な

い
と
こ
ろ
に
自
己
は
な
い
。
自
覚
の
は
た
ら
か
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
自
己
は
消
滅
す
る
の
他
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ

の
自
己
が
自
覚
と
共
に
再
び
よ
み
が
え
る
と
す
る
な
ら
ば
、
自
覚
と
は
単
に
外
へ
向
け
ら
れ
た
眼
を
内
に
向
け
変
え
る
こ
と

で
は
な
く
し
て
、
一
た
び
失
わ
れ
た
も
の
の
回
復
で
あ
り
復
活
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
も
そ
の
自
覚
は
決
し
て

虚
空
に
於
て
行
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
一
定
の
歴
史
的
社
会
的
環
境
に
於
て
行
わ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
実
存
は
境
位
的
存

0

0

0

0

在0

た
る
こ
と
に
よ
っ
て
始
め
て
実
存
た
り
得
る
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

か
か
る
実
存
に
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
三
つ
の
段
階
を
区
別
す
る
。
そ
の
第
一
は
、
実
存
の
最
も
直
接
的
な
在
り
方
と

し
て
享
受
0

0

（geniessen

）
の
立
場
に
立
つ
美
的
実
存

0

0

0

0

で
あ
る
。
人
生
を
最
も
豊
か
に
味
う
た
め
に
は
、
一
つ
の
も
の
に
固
定

的
に
は
ま
り
込
ん
で
縛
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
常
に
浮
動
（schw

eben

）
し
つ
つ
、
あ
く
ま
で
可
能
性
の
中
に
と
ど
ま
ら
ね
ば
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な
ら
な
い
と
考
え
る
。
し
か
し
、
か
か
る
美
的
実
存
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
真
に
自
己
自
身
で
あ
ろ
う
と
す
る
実
存
の
要

求
は
み
た
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
確
か
に
、
自
分
の
気
の
向
く
ま
ま
に
自
由
に
生
き
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え

る
。
し
か
し
そ
れ
は
皮
相
の
見
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
真
実
は
快
楽
の
奴
隷
に
な
り
、
享
受
の
中
に
自
己
を
失
っ
て
お

る
の
で
あ
る
。
真
に
「
実
存
」
と
な
る
た
め
に
は
、
美
的
実
存
は
か
か
る
奴
隷
の
状
態
か
ら
抜
け
出
て
、
真
に
生
き
た
現
実

の
中
に
自
己
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
第
二
の
段
階
の
倫
理
的
実
存

0

0

0

0

0

が
即
ち
そ
れ
で
あ
る
。
美
的
実
存
が

つ
ね
に
可
能
性
の
中
に
あ
っ
て
才
智
を
以
て
気
儘
に
振
舞
う
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
倫
理
的
実
存
は
現
状
の
た
だ
中

に
入
り
込
ん
で
良
心
を
以
て
厳
粛
に
義
務
を
遂
行
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
更
に
之
を
具
体

的
に
表
現
す
る
な
ら
ば
、
美
的
実
存
が
―
―
恋
愛
の
墓
場
た
る
結
婚
に
陥
る
こ
と
な
く
―
―
次
か
ら
次
へ
と
た
え
ず
新
た
な

る
恋
を
追
う
者
で
あ
る
の
に
反
し
て
、
倫
理
的
実
存
は
た
だ
一
人
の
異
性
へ
の
愛
を
深
め
て
結
婚
し
、
し
か
も
つ
ね
に
結
婚

の
日
の
感
激
と
決
意
を
反
復
0

0

（W
iederholung
）
し
つ
つ
、
善
良
な
市
民
と
し
て
の
職
責
を
果
す
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が

出
来
る
。
か
よ
う
に
、
た
え
ず
感
激
と
決
意
を
反
復
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
の
実
存
は
確
か
に
凝
集
さ
れ
深
め
ら
れ
る

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
に
よ
っ
て
果
し
て
、
真
の
実
存
た
ら
ん
と
す
諸
要
求
は
み
た
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

倫
理
的
実
存
は
ど
こ
ま
で
も
誠
実
に
自
己
を
反
省
し
て
完
全
に
自
己
に
な
ろ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
わ
が
欲
す
る
と
こ

ろ
の
善
は
之
を
な
さ
ず
反
っ
て
わ
が
憎
む
と
こ
ろ
の
悪
は
之
を
な
し
て
、
益
々
自
己
が
理
想
か
ら
遠
ざ
か
る
こ
と
を
自
覚
せ

ざ
る
を
得
な
い
。
即
ち
精
進
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
却
っ
て
い
よ
い
よ
悔
恨
を
深
め
、
罪
責
に
対
す
る
不
安
を
増
す
の
で
あ
る
。

し
か
し
若
し
、
真
に
自
己
の
無
力
に
絶
望
し
き
っ
て
、
自
己
に
対
す
る
絶
望
に
徹
す
る
な
ら
ば
、
も
は
や
一
切
の
我
意
を
放

棄
し
て
、
ひ
た
す
ら
神
の
前
に
懺
悔
す
る
の
他
は
な
い
。
実
存
の
第
三
の
段
階
た
る
宗
教
的
実
存

0

0

0

0

0

が
即
ち
そ
れ
で
あ
っ
て
、

第
二
の
倫
理
的
実
存
が
「
良
心
」
を
も
っ
て
生
き
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
宗
教
的
実
存
は
「
信
仰
」
を
も
っ
て
生
き
る
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こ
と
を
そ
の
特
質
と
す
る
。
し
か
ら
ば
、
信
仰
を
も
っ
て
生
き
る
と
は
如
何
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
ば
畢
竟
、
素
直

に
逆
説
0

0

（Paradox

）
を
受
け
容
れ
る
こ
と
に
他
な
ら
ぬ
。
例
え
ば
、
キ
リ
ス
ト
を
信
ず
る
と
い
う
こ
と
は
、
超
時
間
的
な

神
が
人
間
と
な
っ
て
時
間
の
中
に
現
わ
れ
た
こ
と
を
信
ず
る
こ
と
で
あ
る
。
又
、
ヨ
ハ
ネ
伝
第
十
一
章
第
四
節
の
「
こ
の
病

は
死
に
至
ら
ず
、
神
の
栄
光
の
た
め
、
神
の
子
の
こ
れ
に
よ
り
て
栄
光
を
受
け
ん
た
め
な
り
」
と
い
う
イ
エ
ス
の
言
葉
の
趣

意
は
、
ラ
ザ
ロ
の
病
は
決
し
て
身
を
ほ
ろ
ぼ
す
病
で
は
な
く
、
却
っ
て
復
活
に
於
て
神
の
栄
光
を
表
わ
さ
ん
が
た
め
の
も
の

で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
こ
れ
を
取
り
上
げ
て
、
絶
望
は
死
に
至
る
病
で
あ
っ
て
、
し

か
も
死
に
至
る
病
で
は
な
い
、
と
い
う
。
即
ち
、
無
力
の
絶
望
は
若
し
そ
れ
が
反
抗
の
絶
望
に
転
じ
終
に
悪
魔
的
な
も
の
に

な
る
な
ら
ば
、
そ
れ
こ
そ
身
を
ほ
ろ
ぼ
す
「
死
に
至
る
病
」
と
な
る
け
れ
ど
も
、
反
対
に
若
し
真
に
無
力
の
絶
望
に
徹
す
る

な
ら
ば
、
そ
れ
は
却
っ
て
懺
悔
を
通
し
て
救
済
に
転
ぜ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
死
に
至
る
病
は
同
時
に
死
に
至
る
病

で
は
な
く
、「
死
に
至
ら
ざ
る
病
」
な
の
で
あ
る
。
同
様
に
、
罪
悪
も
死
に
至
る
病
で
あ
っ
て
、
同
時
に
そ
れ
は
死
に
至
る

病
で
は
な
い
。
し
か
も
神
の
恩
寵
は
、
罪
悪
に
も
拘
ら
ず

0

0

0

0

0

人
間
を
救
う
の
で
は
な
く
、
反
対
に
、
罪
悪
の
故
に

0

0

0

神
の
恩
寵
は

人
間
を
救
う
の
で
あ
る
。
此
の
「
逆
説
」
こ
そ
、
ま
さ
に
宗
教
的
実
存
の
真
面
目
を
最
も
端
的
に
表
現
し
た
も
の
に
他
な
ら

ぬ
。
こ
れ
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
実
存
弁
証
法
が
、
一
名
ま
た
逆
説
弁
証
法

0

0

0

0

0

と
称
せ
ら
れ
る
所
以
で
あ
る
。

更
に
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
弁
証
法
を
一
層
特
色
づ
け
る
も
の
は
、
実
存
の
一
つ
の
段
階
か
ら
の
次
の
段
階
へ
の
移
り
方

0

0

0

で

あ
ろ
う
。
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
こ
れ
を
飛
躍
0

0

（Sprung

）
と
呼
ぶ
。
此
の
「
飛
躍
」
の
真
意
は
、
之
を
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法

に
於
け
る
推
移
の
仕
方
と
比
較
す
る
と
き
、
一
層
は
っ
き
り
と
把
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
て
は
、
弁
証
法

的
推
移
は
つ
ね
に
弁
証
法
的
発
展
0

0

で
あ
っ
た
。
し
か
ら
ば
、
甲
が
乙
に
弁
証
法
的
に
発
展
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
如
何
な
る

こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
甲
が
乙
に
0

0

発
展
す
る
た
め
に
は
、
甲
は
先
ず
甲
で
あ
る
こ
と
を
や
め
ね
ば
な
ら
ぬ
（
廃
止
0

0

或
は
廃
棄
0

0

）。
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と
い
う
の
は
、
若
し
甲
が
い
つ
ま
で
も
甲
で
あ
り
続
け
る
な
ら
ば
、
乙
へ
の
発
展
な
る
も
の
は
あ
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。

と
同
時
に
又
、
甲
は
或
る
意
味
に
於
て
や
は
り
甲
で
あ
り
続
け
ね
ば
な
ら
ぬ
（
持
続
0

0

）。
と
い
う
の
は
、
若
し
甲
が
完
全
に

消
え
失
せ
て
し
ま
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
甲
が
消
滅
し
て
全
く
新
た
な
る
乙
が
出
現
し
た
の
で
あ
っ
て
甲
が
0

0

乙
に
発
展
し
た
と

は
、
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
甲
は
何
等
か
の
意
味
に
於
て
甲
で
あ
り
続
け
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
し

か
し
一
方
又
、
単
に
元
の
ま
ま
で
あ
り
続
け
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
い
か
な
る
発
展
も
あ
り
得
な
い
。
そ
れ
故
に
、
甲
が
乙

に
発
展
0

0

す
る
た
め
に
は
、
甲
は
甲
で
あ
り
つ
つ
、
し
か
も
乙
に
ま
で
高
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
（
昂
揚
0

0

）。
此
の
廃
止
（
廃
棄
）・

持
続
・
昂
揚
の
三
つ
の
意
味
を
同
時
に
含
め
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
之
を
ア
ウ
フ
ヘ
ー
ベ
ン
（ufheben

）
と
呼
び
、
日
本
語
で

は
廃
止
の
「
止
」
と
昂
揚
の
「
揚
」
と
を
結
び
つ
け
て
止
揚
0

0

、
或
は
昂
揚
「
揚
」
と
廃
棄
の
「
棄
」
と
を
結
び
つ
け
て
揚
棄
0

0

と
訳
さ
れ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
け
る
弁
証
法
的
発
展
は
、
畢
竟
此
の
ア
ウ
フ
ヘ
ー
ベ
ン
の
過
程
に
他
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
一
つ

の
段
階
か
ら
次
の
段
階
へ
と
量
的
0

0

に
高
ま
り
つ
つ
、
究
極
の
目
標
（telos=end

）
に
向
っ
て
連
続
的

0

0

0

に
進
展
し
て
行
く
で
あ

ろ
う
。
実
際
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
て
は
世
界
史
と
は
「
自
由
の
意
識
に
於
け
る
進
歩
」
即
ち
次
第
に
よ
り
多
く

0

0

0

0

0

0

0

自
由
が
実
現
さ

れ
て
行
く
過
程
に
他
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
質
料
の
潜
勢
態
か
ら
形
相
の
顕
勢
態
へ
と
一
貫
し
た
連
鎖
の
形
を
以
て

展
開
さ
れ
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
の
目
的
論
的
世
界
観
（teleologische W

eltanschauung

）
を
想
わ
し
め
る
。
こ
れ
即
ち
、

ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
観
が
目
的
論
的
歴
史
観
と
呼
ば
れ
、
そ
の
弁
証
法
が
量
的
弁
証
法

0

0

0

0

0

（quantitative D
ialektik

）
と
名
づ
け

ら
れ
る
所
以
で
あ
る
。
そ
こ
に
於
て
は
、
定
立
と
反
定
立
と
は
一
応
廃
棄
せ
ら
れ
な
が
ら
、
し
か
も
高
め
ら
れ
て
保
存
せ

ら
れ
る
が
故
に
、
此
の
保
存
の
契
機
か
ら
い
う
な
ら
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
に
於
け
る
媒
介
0

0

（Verm
ittelung

）
は
決
し

て
真
の
否
定
媒
介
で
は
な
く
、
実
は
居
中
調
停

0

0

0

0

（M
ediation

）
に
他
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
居
中
調
停
が
「
あ
れ
で
も
あ
り

こ
れ
で
も
あ
る
」（Sow

ohl-als-auch

）
こ
と
を
許
す
の
に
対
し
て
、
真
の
否
定
媒
介
は
「
あ
れ
で
も
な
く
こ
れ
で
も
な
い
」
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（W

eder-noch

）
と
根
底
的
に
斥
け
る
立
場
に
立
つ
も
の
で
あ
り
、
而
し
て
両
者
の
中
間
に
「
あ
れ
か
こ
れ
か
」（Entw

eder-

order
）
の
意
志
の
決
断
に
よ
る
選
択
が
介
在
し
て
両
者
を
対
立
せ
し
め
る
。
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
実
存
の
三
段
階
に
於
け
る

段
階
か
ら
段
階
へ
の
推
移
は
、
此
の
「
あ
れ
か
こ
れ
か
」
の
決
断
に
よ
る
革
新
を
以
て
前
後
が
隔
絶
せ
ら
れ
、
前
の
段
階
と

後
の
段
階
と
は
全
く
非
連
続
的
で
あ
り
質
的
に
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
弁
証
法
は
―

―
ヘ
ー
ゲ
ル
の
量
的
弁
証
法
に
対
し
て
―
―
質
的
弁
証
法

0

0

0

0

0

（qualitative D
ialektik

）
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。

か
よ
う
に
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
質
的
弁
証
法
に
於
て
は
、
或
る
一
つ
の
段
階
が
行
詰
り
に
逢
着
し
挫
折
0

0

す
る
こ
と
に
よ
っ

て
次
の
段
階
へ
の
飛
躍
0

0

が
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
―
―
ヘ
ー
ゲ
ル
の
観
想
的
な
観
念
弁
証
法
に
真
向
か
ら
反
対

す
る
―
―
マ
ル
ク
ス
の
唯
物
弁
論
法
に
於
て
、
新
し
い
段
階
が
古
い
段
階
に
対
す
る
反
定
立
と
し
て
、
専
ら
革
命
的
実
践
に

よ
っ
て
実
現
せ
ら
れ
る
の
と
相
通
ず
る
も
の
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
も
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
於
て

は
、
彼
の
属
す
る
社
命
的
階
級
の
小
市
民
性

0

0

0

0

は
、
彼
の
思
想
に
対
す
る
根
本
的
な
制
約
で
あ
っ
た
。
即
ち
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル

に
於
て
思
索
の
中
心
と
な
っ
た
も
の
が
単
独
者
一
人
の
救
済

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
っ
た
こ
と
は
、
否
定
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
事
実
で
あ
る

と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
人
間
が
社
会
的
存
在
で
あ
る
限
り
、
唯
一
人
の
人
間
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
、
畢
竟
観
念
の
抽
象
に

よ
る
産
物
以
外
の
何
物
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
此
の
点
か
ら
観
る
な
ら
ば
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
哲
学
は
―
―
ヘ
ー
ゲ
ル
哲

学
と
の
著
し
い
対
立
に
も
拘
ら
ず
―
―
や
は
り
一
種
の
観
念
論
で
あ
る
、
と
い
う
批
判
を
免
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ

る
。
し
か
も
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
於
て
個
体
が
理
性
的
普
遍
の
中
に
影
薄
き
も
の
と
化
し
去
ろ
う
と
す

る
の
に
対
し
て
、
個
体
的
実
存
を
救
護
し
よ
う
と
努
力
し
て
い
た
丁
度
そ
の
頃
、
殆
ん
ど
時
を
同
じ
う
し
て
マ
ル
ク
ス
が
、

階
級
社
会
の
発
見
に
よ
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
保
守
的
な
観
念
弁
証
法
を
全
く
違
っ
た
方
向
に
乗
越
え
よ
う
と
努
力
し
て
い
た
こ

と
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
を
抜
け
出
る
（hinausgehen

）
二
つ
の
途

0

0

0

0

を
事
実
を
以
て
示
す
も
の
と
し
て
、
誠
に
興
味
探
い
こ
と
と
い
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わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

第
十
四
節　

唯
物
論
と
そ
の
超
克

一
般
に
「
唯
物
論
的
世
界
観
と
は
自
然
界
を
あ
る
が
ま
ま
は
、
外
部
か
ら
何
物
を
も
つ
け
加
え
ず
に
把
握
す
る
こ
と
で
あ

る
」（
エ
ン
ゲ
ル
ス
）。
そ
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
を
経
た
後
に
現
わ
れ
た
弁
証
法
的
唯
物
論
は
、
凡
ゆ
る
具
体
的
な
現
象

形
態
の
過
渡
的
性
質
を
認
め
、
一
切
の
現
象
が
必
然
的
に
闘
争
に
よ
っ
て
反
対
の
も
の
に
転
化
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
と
こ

ろ
に
、
そ
の
特
徴
が
あ
る
。
し
か
ら
ば
、
か
か
る
弁
証
法
的
唯
物
論
は
如
何
に
し
て
生
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

弁
証
法
的
唯
物
論
の
創
唱
者
マ
ル
ク
ス
（K

arl H
einrich M

arx, 1818-83

）
も
、
最
初
は
ヘ
ー
ゲ
ル
学
者
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
彼
に
於
て
も
、
世
界
は
理
念
の
弁
証
法
的
発
展
の
過
程
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
マ
ル
ク
ス
を
、

い
わ
ば
天
上
の
理
念
界
か
ら
人
間
の
現
実
界
へ
ひ
き
お
ろ
し
た
も
の
は
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
で
（Ludw

ig A
ndreas 

Feuerbach, 1804-72

）
で
あ
っ
た
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
よ
れ
ば
、
人
間
に
と
っ
て
最
高
の
本
質
と
も
い
う
べ
き
も
の

は
、
人
間
的
本
質
を
措
い
て
他
に
な
い
。
所
謂
神
の
本
質

0

0

0

0

と
称
ら
せ
れ
る
も
の
も
、
現
実
の
制
限
か
ら
離
れ
て
―
―
清

浄
な
彼
岸
に
―
―
独
立
の
対
象
と
し
て
直
観
さ
れ
崇
拝
さ
れ
た
人
間
の
本
質

0

0

0

0

0

以
外
の
何
物
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
し

て
宗
教
は
畢
竟
「
人
間
の
自
己
分
離
」
で
あ
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
的
に
表
現
す
れ
ば
「
人
間
の
自
己
疎
外
」（die m

enschliche 

Selbstentfrem
dung

）
に
他
な
ら
ぬ
。
そ
れ
故
に
「
神
と
は
何
か
」
と
い
う
従
来
の
神
学
の
根
本
問
題
に
対
し
て
は
、「
神

と
は
人
間
で
あ
る
」
と
い
う
風
に
、
い
と
も
簡
単
に
答
え
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
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
。
こ
こ
に
於
て
、
人
は
全
く
重
大
な
る
転
換
を
せ
ず
に
は
お
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
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マ
ル
ク
ス
は
『
ヘ
ー
ゲ
ル
法
律
哲
学
批
判
』（1844

）
の
中
で
い
う
。「
宗
教
の
批
判
は
人
間
を
迷
か
ら
醒
め
し
め
、
そ
れ
に

よ
っ
て
彼
が
一
人
の
覚
醒
し
た
人
間
と
し
て
‥
‥
‥
自
己
み
ず
か
ら
の
周
囲
を
、
即
ち
彼
の
真
実
の
太
陽
の
周
囲
を
廻
転
す

る
よ
う
に
さ
せ
る
。
宗
教
と
は
要
す
る
に
、
人
間
が
未
だ
自
分
自
身
の
周
囲
を
廻
転
す
る
自
覚
に
達
し
な
い
間
、
人
間
の
周

囲
を
め
ぐ
る
幻
想
的
な
太
陽
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
、」
と
。

か
く
し
て
人
は
―
―
彼
が
宗
教
に
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
失
っ
た
―
―
自
己
の
本
質
を
と
り
戻
す
た
め
に
、
天
上
の
世
界

か
ら
地
上
の
彼
自
身
に
復
帰
す
べ
き
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
導
か
れ
て
、
マ
ル
ク
ス
が
天
上
か
ら
降

り
て
自
己
み
ず
か
ら
の
脚
で
現
実
の
地
盤
の
上
に
立
ち
な
が
ら
振
返
っ
て
み
た
と
き
、
彼
は
弁
証
法
が
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
て

は
逆
立
ち
し
て
い
る
こ
と
を
発
見
し
た
の
で
あ
る
。
即
ち
マ
ル
ク
ス
は
い
う
。「
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
は
思
惟
過
程
は
現
実

世
界
の
創
造
主
で
、
現
実
の
世
界
は
単
に
そ
の
外
面
的
な
表
現
に
す
ぎ
な
い
け
れ
ど
も
、
自
分
に
と
っ
て
は
反
対
に
、
観

念
の
世
界
は
人
間
の
頭
脳
の
中
に
転
置
さ
れ
翻
訳
せ
ら
れ
た
物
質
の
世
界
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
、」
と
（「
資
本
論
」
第

二
版
序
文
）。
即
ち
マ
ル
ク
ス
に
よ
れ
ば
、
意
識
0

0

と
は
畢
竟
意
識
さ
れ
た
存
在
0

0

に
他
な
ら
ぬ
が
故
に
（das B

ew
usstsein=das 

bew
usste Sein

）、
人
の
意
識
が
人
の
存
在
を
決
定
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
反
対
に
、
人
の
社
会
的
存
在
が
人
の
意
識
を

決
定
す
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、「
物
質
的
生
活
の
生
産
様
式
が
社
会
的
・
政
治
的
・
精
神
的
生
活
過
程
一
般
を
制
約

す
る
の
で
あ
る
。」
所
謂
唯
物
史
観

0

0

0

0

と
は
、
か
か
る
主
張
を
一
層
展
開
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
た
も
の
に
他
な
ら
ぬ
。

マ
ル
ク
ス
は
そ
の
『
経
済
学
批
判
』
の
序
文
に
於
て
い
う
。「
人
は
そ
の
生
活
資
料
を
社
会
的
に
生
産
す
る
に
あ
た
っ
て
、

一
定
の
必
然
的
な
―
―
自
己
の
意
志
か
ら
独
立
し
た
―
―
関
係
に
入
り
込
む
。
此
の
関
係
は
即
ち
、
そ
の
社
会
に
於
け
る
物0

質
的
生
産
力

0

0

0

0

0

の
一
定
の
発
展
段
階
に
相
応
す
る
生
産
関
係

0

0

0

0

で
あ
る
。
此
の
生
産
関
係
の
総
体
が
社
会
の
経
済
的
構
造
を
な
す

も
の
で
あ
っ
て
、
法
律
的
及
び
政
治
的
な
上
部
構
造
が
そ
の
上
に
建
設
さ
れ
る
真
の
基
礎
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
又
こ
れ
に
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相
応
す
る
一
定
の
社
会
的
意
識
形
態
即
ち
宗
教
・
哲
学
・
科
学
・
芸
術
・
道
徳
な
ど
の
精
神
文
化
内
容
を
生
ぜ
し
め
る
も
の

で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
生
産
手
段
即
ち
生
産
力
は
漸
次
発
達
し
て
行
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
以
前
の
生
産
力
に
応
じ
て
か
つ
て

形
成
せ
ら
れ
た
生
産
関
係
及
び
法
律
政
治
な
ど
の
形
態
は
、
や
が
て
新
し
い
生
産
力
に
適
合
し
な
く
な
る
。
否
、
そ
れ
の
み

な
ら
ず
こ
れ
ら
の
諸
関
係
は
、
生
産
力
の
発
展
形
態
か
ら
そ
の
桎
梏
に
転
化
す
る
。
此
の
衝
突
が
即
ち
革
命
で
あ
っ
て
社
会

の
改
造
は
か
く
し
て
必
然
的
に
行
わ
れ
て
行
く
の
で
あ
る
」
と
。

か
よ
う
に
、
社
会
現
象
の
自
然
必
然
的
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
科
学
を
以
て
空
想
に
お
き
替
え
よ
う
と

す
る
と
こ
ろ
に
、
弁
証
法
的
唯
物
論
の
立
場
に
立
つ
唯
物
史
観
の
特
色
が
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
か
か
る
唯
物
史
観
に
対
し
て

従
来
な
さ
れ
た
批
判
は
、
社
会
形
態
の
必
然
的

0

0

0

転
化
を
主
張
す
る
こ
と
は
社
会
主
義
運
動
そ
の
も
の
の
根
拠
を
薄
弱
な
ら
し

め
る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
唯
物
史
観
を
奉
じ
つ
つ
社
会
主
義
運
動
に
挺
身
す
る
こ
と
は
矛
盾
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と

で
あ
っ
た
。
即
ち
社
会
主
義
の
到
来
が
真
に
必
然
的
で
あ
る
な
ら
ば
、
換
言
す
れ
ば
社
会
の
経
済
的
発
展
が
真
に
そ
れ
自
ら

の
法
則
に
の
み
従
う
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
進
行
を
停
止
す
る
こ
と
も
出
来
な
け
れ
ば
又
新
し
い
方
向
に

向
け
る
こ
と
も
出
来
ず
、
た
だ
手
を
拱
い
て
忠
実
に
そ
の
法
則
の
僕
と
な
る
の
他
な
く
、
か
く
し
て
外
見
上
非
常
に
過
激
な

革
命
的
唯
物
史
観
も
、
結
局
そ
れ
と
は
正
反
対
の
静
寂
主
義
（Q

uietism
us

）
に
陥
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い

う
の
で
あ
る
。
し
か
し
今
日
に
於
て
は
も
は
や
、
単
な
る
意
識
を
以
て
「
現
実
界
の
造
物
主
」
と
考
え
る
ほ
ど
単
純
な
観
念

論
者
が
存
在
し
な
い
よ
う
に
、
単
な
る
手
放
し
の
必
然
観

0

0

0

0

0

0

0

を
固
執
す
る
唯
物
論
者
も
存
在
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
否
、
世
界
を

変
革
0

0

す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
の
に
も
拘
ら
ず
、
観
念
論
者
は
世
界
を
た
だ
色
々
と
解
釈
0

0

し
た
だ
け
で
あ
る
、
と
主
張
す
る

の
が
唯
物
論
者
な
の
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
、
変
革
は
如
何
に
し
て
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

ヘ
ー
ゲ
ル
の
観
念
弁
証
法
に
於
て
は
、
理
性
的
普
遍
た
る
ロ
ゴ
ス
の
自
発
自
展
的
運
動
が
、
実
在
の
真
相
で
あ
る
と
考
え
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ら
れ
た
。
従
っ
て
、
そ
こ
に
於
て
は
個
体
は
理
性
の
画
く
筋
書
通
り
に
動
く
の
他
な
き
操
人
形
と
化
し
、
剰
え
、
何
人
も
そ

の
厳
た
る
存
在
を
疑
う
こ
と
の
出
来
な
い
自
然
す
ら
も
、
畢
竟
「
理
念
の
自
己
疎
外
」—

—

即
ち
、
理
念
が
一
層
豊
か
な
内

容
を
も
っ
て
再
び
自
己
自
身
に
還
帰
せ
ん
が
た
め
に
、
一
時
自
己
な
ら
ぬ
他
者
に
身
を
変
え
た
姿
に
他
な
ら
ぬ
、
と
考
え
ら

れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
か
か
る
仮
現
に
す
ぎ
な
い
か
の
よ
う
に
見
做
さ
れ
た
自
然
の
忠
実
な
経
験
的
研
究
を
「
精
神
な

き
」（geistlos
）
仕
事
と
し
て
軽
蔑
し
た
反
動
が
唯
物
論
と
な
っ
て
現
わ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
若
し
唯
物
論
が
単
な

る
物
或
は
自
然
の
自
発
自
展
的
運
動
を
実
在
の
真
相
で
あ
る
と
主
張
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
如
何
な
る
意
味
に
於
て
も
人

間
の
主
体
的
実
践
を
容
れ
る
余
地
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
唯
物
史
観
が
実
践
的
人
間
に
よ
っ
て
主
張
せ
ら
れ
る
も
の

で
あ
る
限
り
、
そ
の
所
謂
「
必
然
」
は
決
し
て
単
な
る
「
自
然
的
必
然
」
で
は
な
い
筈
で
あ
る
。
理
性
的
必
然
の
世
界
に
於

て
個
体
的
実
存
が
影
薄
き
も
の
と
な
る
よ
う
に
、
自
然
的
必
然
の
世
界
に
於
て
は
主
体
的
実
践
も
そ
の
姿
を
消
す
の
他
は
な

い
。
而
し
て
一
般
に
、
全
く
必
然
的
な
一
方
的
進
行
に
、
弁
証
法
は
不
必
要
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
弁
証
法
は
元
来
相
互

に
還
元
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
対
立
者
を
統
一
す
る
と
こ
ろ
に
、
そ
の
本
質
を
有
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
尤
も
弁
証
法

的
唯
物
論
も
、「
世
界
の
一
切
の
過
程
を
そ
の
自
己
運
動

0

0

0

0

に
於
て
認
識
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
を
対
立
の
統
一

0

0

0

0

0

と
し
て
認
識
す

る
こ
と
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
。
し
か
し
自
然
の
内
部
に
於
け
る
対
立

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

は
、
実
は
未
だ
勝
義
の
対
立
で
は
な
い
。
自
然
は
自

然
な
ら
ぬ
も
の
に
於
て
、
そ
の
真
の
対
立
者
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
弁
証
法
は
か
か
る
意
味
に
於
て
相
対
立
す
る
二
つ
の
契

機
の
飛
躍
的
統
一
が
実
現
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
の
み
語
る
こ
と
の
出
来
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
過
去
的
必
然
に
対
し
て
は
未

来
的
自
由
が
、
物
質
に
対
し
て
は
精
神
が
、
真
正
面
か
ら
ぶ
っ
つ
か
る
こ
と
な
く
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
厳
密
な
意
味
に
於
け

る
弁
証
法
的
実
践—

—

即
ち
飛
躍
的
統
一
を
実
現
す
る
と
こ
ろ
の
き
び
し
い
実
践
の
成
立
を
主
張
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

而
し
て
実
践
の
成
立
し
な
い
と
こ
ろ
、
厳
密
な
意
味
に
於
け
る
「
歴
史
」
も
亦
成
立
す
べ
く
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
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弁
証
法
的
唯
物
論
が
か
か
る
根
本
的
な
二
元
性
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
そ
れ
は
自
ら
重
視
し
力
説
す
る
と
こ
ろ
の

実
践
0

0

と
歴
史
0

0

の
廃
棄
に
導
く
も
の
で
あ
る
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

勿
論
、
弁
証
法
的
唯
物
論
と
雖
も
、
物
質
或
は
自
然
に
対
し
て
意
識
或
は
精
神
の
存
在
を
認
め
な
い
の
で
は
な
い
。
し
か

し
そ
れ
は
、
物
質
或
は
自
然
を
ど
こ
ま
で
も
独
立
に
存
在
す
る
根
元
的
な
も
の
と
考
え
、
そ
れ
に
対
し
て
意
識
或
は
精
神
は

第
二
次
的
な
・
派
生
的
な
も
の
で
あ
り
、
物
質
が
発
展
す
る
途
上
特
定
の
段
階
に
生
ず
る
物
質
（
即
ち
脳
髄
）
の
特
殊
な
属

性
（
即
ち
反
映
）
に
す
ぎ
な
い
と
見
な
す
と
こ
ろ
に
、
そ
の
特
色
が
見
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ど

こ
ま
で
も
反
映
0

0

で
あ
っ
て
照
応
0

0

で
は
な
い
。
若
し
意
識
と
存
在
と
を
相
互
に
照
応
す
る
関
係
に
於
て
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ

は
物
心
平
行
論
の
二
元
論
に
逆
転
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
、
一
元
論
の
立
場
を
堅
持
す
る
限
り
―
―
宛
も

ヘ
ー
ゲ
ル
の
説
い
た
「
自
然
」
が
理
念
の
単
な
る
自
己
疎
外
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
し
て
極
め
て
存
在
性
の
稀
薄
な
も
の
で
あ

っ
た
の
と
同
じ
よ
う
に
―
―
弁
鐙
法
的
唯
物
論
の
認
め
る
「
精
神
」
も
畢
竟
単
な
る
派
生
的
存
在
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
し
て

極
め
て
影
の
薄
い
も
の
と
な
る
の
他
は
な
い
。
而
し
て
、
自
然
0

0

を
軽
視
し
た
観
念
論
が
そ
の
反
動
と
し
て
唯
物
論
に
転
化
せ

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
よ
う
に
、
精
神
0

0

を
軽
視
し
た
唯
物
論
は
―
―
や
が
て
浅
薄
な
自
然
主
義
に
堕
し
た
結
果
―
―
そ
の
反
動

と
し
て
極
端
な
精
神
主
義
を
喚
び
起
す
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。「
精
神
生
活
」を
強
調
し
て
己
ま
ぬ
オ
イ
ッ
ケ
ン（R

udolf 

Eucken, 1846-1926

）
の
獅
子
吼
な
ど
は
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
へ
の
転
回
点
を
形
づ
く
る
も
の
と
し
て
わ

れ
わ
れ
は
一
見
病
的
に
さ
え
見
え
る
ニ
ー
チ
ェ
（Friedrich N

ietzsche, 1844-1900

）
の
「
貴
族
道
徳
」
或
は
「
超
人
」
の

思
想
を
位
置
づ
け
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

ニ
ー
チ
ェ
の
思
想
は
、
時
代
に
対
す
る
反
抗
的
な
叫
び
で
あ
る
こ
と
を
そ
の
根
本
性
格
と
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
同
情
は

人
生
を
頽
廃
に
導
く
。
と
い
う
の
は
、
悲
し
み
に
同
情
す
る
こ
と
は
人
生
の
悲
惨
を
二
倍
に
す
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
人
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生
を
輝
か
し
い
も
の
に
す
る
「
進
歩
」
或
は
「
発
達
」
は
、
た
だ
勇
敢
な
競
争
の
中
に
於
て
の
み
期
待
さ
れ
得
る
。
即
ち
、

力
の
す
ぐ
れ
た
者
が
弱
者
を
圧
倒
し
て
そ
の
威
力
を
発
揮
す
る
場
合
に
こ
そ
、
一
切
の
文
化
は
進
歩
す
る
の
で
あ
る
（
貴
族

道
徳
）。
そ
の
反
対
に
、
同
情
・
博
愛
を
説
き
優
れ
た
者
に
媚
び
て
僅
か
に
生
存
を
保
と
う
と
す
る
の
は
奴
隷
道
徳
で
あ
っ

て
、
そ
れ
は
ロ
ー
マ
人
に
征
服
さ
れ
た
弱
き
イ
ス
ラ
エ
ル
民
族
が
考
え
出
し
た
弱
者
の
道
徳
に
他
な
ら
ぬ
。
か
よ
う
な
主

張
を
掲
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
ニ
ー
チ
ェ
は
、
―
―
凡
ゆ
る
価
値
の
転
換
（U

m
w

ertung aller W
erte

）
が
断
行
せ
ら
れ
奴
隷

道
徳
（Sklavenm

oral
）
か
ら
貴
族
道
徳
（H

errenm
oral

）
へ
の
転
換
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
―
―
凡
て
の
人
が
超
人

（Ü
berm

ensch

）
と
な
る
こ
と
を
理
想
と
し
て
念
願
し
た
の
で
あ
る
。
超
人
と
は
、
力
の
満
ち
足
り
た
自
由
人
で
あ
り
自
己

自
身
を
凡
ゆ
る
目
的
設
定
・
価
値
評
価
の
源
泉
と
す
る
こ
と
の
出
来
る
人
―
―
従
っ
て
凡
ゆ
る
低
き
も
の
・
卑
し
き
も
の
・

弱
き
も
の
に
超
然
と
し
て
、
苦
し
み
や
悩
み
を
意
に
介
す
る
こ
と
な
く
、
生
命
と
力
を
充
実
さ
せ
昂
揚
さ
せ
る
よ
う
な
目
標

に
向
っ
て
果
敢
に
闘
う
こ
と
の
出
来
る
人
の
こ
と
で
あ
る
。
生
れ
つ
き
弱
い
性
格
の
持
主
だ
っ
た
ニ
ー
チ
ェ
は
、
人
間
の
弱

さ
と
い
う
も
の
を
知
り
抜
い
て
い
た
だ
け
に
、
自
分
自
身
と
は
丁
度
正
反
対
の
強
い
性
格
の
人
間
を
理
想
と
し
て
憧
れ
た
の

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
を
単
な
る
個
人
の
問
題
に
と
ど
め
ず
し
て
「
時
代
」
そ
の
も
の
に
対
す
る
痛
烈
な
批
判
の
観
点

と
し
た
と
こ
ろ
に
、
ニ
ー
チ
ェ
の
思
想
史
上
の
位
置
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

同
じ
よ
う
な
反
時
代
的

0

0

0

0

観
点
か
ら
オ
イ
ッ
ケ
ン
は
、
当
時
の
思
想
界
の
根
本
傾
向
を
洞
察
し
て
、
そ
れ
は
自
然
主
義
と
主

知
主
義
で
あ
る
と
看
破
し
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
此
の
両
者
は
独
立
自
存
の
人
格
を
否
定
す
る
点
に
於
て
、
全
く
同
一
で
あ
る
。

そ
こ
に
於
て
は
、
凡
て
の
も
の
は
そ
れ
自
身
の
価
値
と
い
う
も
の
を
も
た
ず
に
、
た
だ
ひ
た
す
ら
移
り
変
っ
て
行
く
も
の
に

す
ぎ
な
い
、
と
考
え
ら
れ
る
。
か
か
る
単
な
る
有
為
転
変
の
中
に
埋
没
し
て
、
自
我
意
識
を
も
っ
た
人
間
が
永
く
安
住
し
て

い
ら
れ
る
筈
は
な
く
、
物
質
文
明
の
進
歩
と
は
逆
比
例
に
、
人
心
が
ま
す
ま
す
不
安
に
襲
わ
れ
て
や
ま
な
い
の
が
当
時
の
実
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際
の
社
会
相
で
あ
っ
た
。
し
か
し
オ
イ
ッ
ケ
ン
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
弱
さ
・
は
か
な
さ
を
感
じ
て
不
安
に
と
ざ
さ
れ
て
い
る

時
こ
そ
、
却
っ
て
よ
り
高
い
生
活
へ
の
道
が
開
か
れ
て
お
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
何
等
か
永
遠
な
る
も
の
が
わ
れ
わ

れ
の
中
に
働
か
な
け
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
存
在
の
は
か
な
さ

0

0

0

0

が
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
悩
み
と
な
る
筈
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

若
し
わ
れ
わ
れ
が
徹
底
的
に
有
為
転
変
の
世
界
に
の
み
属
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
た
だ
世
界
と
共
に

0

0

0

0

0

移
り

変
っ
て
行
く
ば
か
り
で
あ
っ
て
そ
こ
に
は
何
の
不
安
も
悩
み
も
な
く
て
済
む
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
人
間
に
、
単
な
る
現
象
の

中
に
つ
き
て
し
ま
う
も
の
以
上
の
も
の
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
自
己
の
弱
さ
・
は
か
な
さ
に
打
ち
克
と
う
と
す
る
戦
が
起
る
の
で

あ
っ
て　

こ
の
事
実
を
認
め
る
以
上
、
わ
れ
わ
れ
は
も
は
や
絶
対
永
遠
の
世
界
の
存
在
を
否
定
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で

あ
る
。
勿
論
、
そ
の
永
遠
の
世
界
と
い
う
の
は
、
自
然
界
が
あ
る
の
と
同
じ
意
味
に
於
て
わ
れ
わ
れ
に
与
え
ら
れ
た
存
在
で

は
な
い
。
そ
れ
は
、
人
間
が
此
の
経
験
界
に
住
ん
で
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
凡
ゆ
る
制
限
を
全
く
克
服
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
初
め
て
達
し
得
る
境
地
で
あ
る
。
そ
れ
は
全
く
そ
れ
自
身
に
於
て
あ
り
同
時
に
凡
て
の
も
の
を
包
容
す
る
境
地
で
あ
っ

て
、
か
か
る
境
地
に
於
て
は
人
間
そ
の
も
の
が
一
つ
の
底
知
れ
ぬ
深
み
と
な
り
そ
れ
自
身
一
つ
の
神
秘
と
な
る
の
で
あ
る
。

―
―
オ
イ
ッ
ケ
ン
の
所
謂
「
精
神
生
活
」（G

eistesleben

）
と
は
か
か
る
も
の
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
多
年
親

し
ん
で
来
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
の
ギ
リ
シ
ャ
的
精
神
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
キ
リ
ス
ト
教
的
精
神
、
ゲ
ー
テ
の
ド
イ
ツ

的
精
神
を
一
つ
に
融
合
し
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
オ
イ
ッ
ケ
ン
の
か
よ
う
な
雄
叫
び
も
、
そ
の
理
論
的
内
容
か
ら
観
る
な
ら
ば
、
畢
竟
過
渡
期
の
反
動
思
想
以
上
の

何
物
で
も
な
い
。
唯
物
史
観
に
よ
っ
て
そ
の
独
立
性
を
奪
わ
れ
た
精
神
生
活
を
再
建
す
る
た
め
に
は
、
単
に
精
神
生
活
の
意

義
を
力
説
し
説
教
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
厳
密
な
理
論
的
考
察
に
よ
っ
て
確
た
る
地
盤
の
上
に
そ
れ
を
基
礎
づ
け
ね
ば
な
ら

ぬ
。
而
し
て
真
に
自
由
な
る
人
間
の
主
体
性
が
―
―
「
必
然
」
だ
け
で
は
割
り
切
る
こ
と
の
出
来
な
い
―
―
歴
史
の
世
界
に
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於
て
の
み
確
保
さ
れ
得
る
と
す
る
な
ら
ば
、
し
か
も
他
方
、
近
世
自
然
科
学
の
め
ざ
ま
し
い
進
歩
は
必
然
的
な
法
則
に
支
配

さ
れ
る
自
然
界
の
存
在
を
、
も
は
や
何
人
も
疑
う
こ
と
の
出
来
な
い
ま
で
に
確
立
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
人
間
の
所
謂
「
精

神
生
活
」
を
保
証
す
る
た
め
に
は
、
自
然
0

0

の
世
界
の
存
在
を
十
分
承
認
し
た
上
で
、
な
お
且
つ
歴
史
0

0

の
世
界
に
も
―
―
自
然

に
よ
っ
て
脅
か
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
―
―
独
立
の
領
域
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
自
然
科

学
の
み
が
唯
一
の
学
問
で
は
な
く
し
て
、
自
然
科
学
と
相
並
ん
で
歴
史
科
学
も
亦
独
立
に
成
立
し
得
る
所
以
が
、
方
法
論
的

に
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
而
し
て
こ
の
こ
と
を
よ
く
成
し
遂
げ
得
る
も
の
は
、
―
―
夫
々
の
主
張

に
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
妥
当
領
域
を
割
当
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
―
―
諸
々
の
文
化
価
値
に
そ
れ
ぞ
れ
の
独
立
性
を
認
め
よ
う

と
す
る
批
判
主
義
的
な
考
え
方
を
措
い
て
他
に
な
い
。
か
く
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
カ
ン
ト
に
還
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

る
（“A

lso m
uss auf K

ant zurückgegangen w
erden”

― O
tto Liebm

ann: K
ant und die Epigonen, 1865

）。
勿
論
、
単
に

あ
り
し

0

0

0

カ
ン
ト
は
決
し
て
わ
れ
わ
れ
の
要
求
を
み
た
し
て
は
呉
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
基
礎

づ
け
ら
れ
た
学
問
は
、
当
時
の
歴
史
的
事
情
の
下
に
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
物
理
学
以
上
の
も
の
で
は
あ
り
得
な
か
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
そ
れ
故
に
わ
れ
わ
れ
は
、
あ
り
し
カ
ン
ト
を
超
越
し
て
あ
る
べ
か
り
し

0

0

0

0

0

0

カ
ン
ト
を
新
た
に
よ
み
が
え
ら
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
新
た
な
る
時
代
の
課
題
を
解
決
せ
し
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
意
味
に
於
て
、
真
に
カ
ン
ト
を
理
解
す
る
こ
と
は
カ

ン
ト
を
超
越
す
る
こ
と
で
あ
る
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
（“kant verstehen, heisst über ihn hinausgehen”. 

―

W
indelband: Präludien, 1884

）。

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
た
学
問
は
、
確
に
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
物
理
学
以
上
の
も
の
で
は
な

か
っ
た
。
し
か
し
そ
の
基
礎
づ
け
の
仕
方

0

0

0

0

0

0

0

そ
の
も
の
の
中
に
、
自
然
科
学
以
外
の
他
の
種
類
の
学
問
の
成
立
し
得
る
可
能
性

が
含
ま
れ
て
お
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
カ
ン
ト
前
の
哲
学
が
説
い
た
よ
う
に
、
若
し
認
識
と
い
う
こ
と
が
―
―
人
間
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の
意
識
を
離
れ
て
存
在
す
る
―
―
実
在
を
摸
写
す
る
こ
と
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
真
理
た
る
こ
と
を
要
求
し
得
る
学
問
は

実
在
に
関
し
て
唯
一
つ
し
か
あ
り
得
な
い
こ
と
に
な
る
け
れ
ど
も
、
カ
ン
ト
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
認
識
が
一
般
に
構

成
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
所
謂
「
事
実
」
と
雖
も
与
え
ら
れ
た
素
材
を
認
識
主
観
の
形
式
に
よ
っ
て
構
成
し
た
結
果
成
立

し
た
も
の
に
他
な
ら
ぬ
と
す
る
な
ら
ば
、
構
成
の
仕
方

0

0

0

0

0

の
異
な
る
に
従
っ
て
、
即
ち
材
料
に
対
す
る
加
工
の
仕
方

0

0

0

0

0

の
異
な
る

に
従
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
種
類
を
異
に
す
る
二
つ
或
は
そ
れ
以
上
の
学
問
の
成
立
が
可
能
で
あ
る
筈
だ
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し

て
リ
ッ
ケ
ル
ト
（H

einrich R
ickert, 1863-1936

）
は
、
―
―
自
然
科
学
を
法
則
定
立
的
（nom

othetisch

）、
歴
史
科
学
を

個
性
記
述
的
（idiographisch
）
と
し
て
区
別
し
た
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
（W

ilhelm
 W

indelband, 1848-1915

）
の
考
え
方

を
継
承
し
て
―
―
学
問
の
性
格
を
特
色
づ
け
る
方
法
論
的
形
式（m

ethodologische Form
en

）に
普
遍
化（G

eneralisierung

）

と
個
性
化
（Individualisierung

）
の
二
つ
の
方
向
を
区
別
し
、
前
者
に
よ
っ
て
自
然
科
学
的
概
念
構
成
が
成
立
し
後
者
に

よ
っ
て
歴
史
科
学
的
或
は
文
化
科
学
的
概
念
構
成
が
成
立
す
る
も
の
と
考
え
た
。
即
ち
、
自
然
科
学

0

0

0

0

が
一
切
の
現
象
を
価
値

の
見
地
か
ら
離
れ
て
（w

ertfrei

）
―
―
時
と
所
を
超
え
て
普
遍
的
に
妥
当
す
る
一
般
的
法
則
の
下
に
―
―
特
に
因
果
の
法

則
の
下
に
包
摂
し
よ
う
と
す
る
の
に
対
し
て
、
歴
史
科
学

0

0

0

0

は
価
値
の
見
地
か
ら
観
て
（w

ertvoll

）
本
質
的
な
も
の
と
そ
う

で
な
い
も
の
と
を
区
別
し
、
一
回
的
な
る
も
の
・
個
性
的
な
る
も
の
を
選
択
記
述
す
る
こ
と
を
特
色
と
す
る
も
の
と
し
て
成

立
す
る
。
尤
も
、
歴
史
科
学
が
価
値
の
見
地
か
ら
観
て
選
択
記
述
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
決
し
て
一
定
の
現
象
を
非
難
し
若

し
く
は
賞
讃
す
る
と
い
う
意
味
に
於
て
価
値
を
評
価
す
る
こ
と
と
同
一
で
は
な
い
。
か
よ
う
な
実
践
的
な
態
度
を
以
て
価
値

評
価
を
す
る
こ
と
は
、
学
問
と
し
て
の
歴
史
学
の
客
観
性
を
危
く
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
に
「
価
値
の
見
地

か
ら
観
て
」
と
は
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
純
粋
に
理
論
的
な
態
度
を
以
て
価
値
に
関
し
て
よ
り
本
質
的

0

0

0

0

0

な
も
の
と
そ
う
で
な
い

も
の
と
を
区
別
す
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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リ
ッ
ケ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
凡
そ
学
的
認
識
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
三
段
の
手
続

0

0

0

0

0

を
経
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
即
ち
第
一

に
「
此
の
赤
」「
此
の
青
」
と
い
う
よ
う
に
最
も
究
極
的
と
考
え
ら
れ
る
知
覚
も
、
既
に
「
此
の
」
と
い
う
所
与
性
の
範
疇

（K
ategorie der G

egebenheit

）
を
俟
っ
て
は
じ
め
て
可
能
で
あ
り
、
次
に
第
二
に
、
か
よ
う
に
し
て
成
立
し
た
一
回
的
な

事
実
は
そ
れ
自
身
何
の
連
絡
も
な
い
不
統
一
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
か
か
る
個
別
的
な
事
実
に
統
一
を
与
え
て
こ
れ
を
客
観

的
実
在
（objektive W

irklichkeit

）
即
ち
秩
序
あ
る
統
一
的
世
界
と
す
る
範
疇
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
リ
ッ
ケ
ル
ト
の
所
謂

構
成
的
範
疇
（konstruktive K

ategorie

）
と
称
す
る
も
の
が
即
ち
そ
れ
で
あ
っ
て
、
そ
の
一
例
と
し
て
此
の
知
覚
と
彼
の

知
覚
と
を
結
合
す
る
因
果
性
の
範
疇
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
勿
論
、
こ
の
場
合
カ
ン
ト
の
認
識
論
に
於
け
る

因
果
性
の
範
疇
と
混
同
さ
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
と
い
う
の
は
、
カ
ン
ト
の
所
謂
純
粋
悟
性
概
念
と
し
て
の
因
果
性
は
―
―
自
然

法
則
と
し
て
―
―
常
に
一
般
的
内
容
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
反
し
て
、
リ
ッ
ケ
ル
ト
に
於
て
は
構
成
的
範
疇
と
し
て
の

因
果
性
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
因
果
関
係
は
、
そ
れ
が
一
回
的
個
別
的
な
所
与
を
結
び
つ
け
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
そ
れ
自

身
ま
た
一
回
的
個
別
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
カ
ン
ト
に
於
て
は
因
果
性
の
範
疇
に

よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
も
の
は
、
直
ち
に
自
然
科
学
の
対
象
と
し
て
の
自
然
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
リ
ッ
ケ
ル
ト
に
於
て
は
更

に
そ
れ
に
学
問
的
な
加
工
（w

issenschaftliche B
earbeitung

）
が
施
さ
る
べ
き
地
盤
と
し
て
の
客
観
的
実
在
に
他
な
ら
ぬ
。

若
し
知
覚
を
結
び
つ
け
る
因
果
性
の
範
疇
が
直
ち
に
自
然
科
学
的
認
識
を
構
成
す
る
役
割
を
演
ず
る
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、

一
般
に
現
象
の
因
果
関
係
は
自
然
因
果
関
係
以
外
に
は
あ
り
得
な
い
こ
と
と
な
る
か
ら
、
自
然
科
学
の
対
象
以
外
に
他
の
学

問
の
対
象
が
や
は
り
実
在
と
し
て
成
立
し
得
る
所
以
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
凡
ゆ
る
学
問
的
認
識
に
対
し
て
共
通
の

地
盤
と
な
る
べ
き
前
科
学
的

0

0

0

0

な
客
観
的
実
在
の
成
立
が
先
ず
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
此
の
前
科
学

的
な
客
観
的
実
在
を
―
―
リ
ッ
ケ
ル
ト
の
所
謂
方
法
論
的
形
式
に
よ
っ
て
―
―
学
問
的
に
加
工
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
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め
て
学
問
的
認
識
が
成
立
す
る
。
そ
れ
故
に
、
カ
ン
ト
の
純
粋
悟
性
概
念
と
し
て
の
因
果
性
即
ち
因
果
法
則
は
、
リ
ッ
ケ
ル

ト
に
於
て
は
客
観
的
実
在
に
加
工
し
て
そ
れ
を
学
問
的
認
識
と
す
る
一
つ
の
方
法
論
的
形
式
に
相
当
す
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら

ぬ
。
而
し
て
、
か
よ
う
な
「
普
遍
化
」
が
客
観
的
実
在
に
対
す
る
一
つ
の

0

0

0

加
工
の
仕
方
に
す
ぎ
な
い
以
上
、
同
一
の
客
観
的

実
在
に
対
し
て
そ
れ
と
は
違
っ
た
加
工
の
仕
方
即
ち
「
個
性
化
」
が
許
さ
る
べ
き
こ
と
は
い
う
迄
も
な
い
。
か
く
し
て
同
じ

客
観
的
実
在
が
、
そ
れ
が
普
遍
的
法
則
に
従
っ
て
規
定
せ
ら
れ
る
限
り
に
於
て
は
自
然
科
学
の
対
象
と
な
り
、
一
回
的
乃
至

個
性
的
な
る
も
の
を
表
現
す
る
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
限
り
に
於
て
は
歴
史
科
学
の
対
象
と
な
る
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
、
凡

そ
科
学
な
る
も
の
が
同
一
の
客
観
的
実
在
を
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
特
殊
な
見
地
か
ら
選
択
的
に
取
扱
う
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す

る
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
方
法
を
異
に
す
る
諸
々
の
科
学
が
わ
れ
わ
れ
の
統
一
的
世
界
観
の
樹
立
の
た
め
に
相
互

に
相
補
う
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
乃
至
は
相
補
い
得
る
所
以
が
理
解
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

か
く
し
て
リ
ッ
ケ
ル
ト
は
―
―
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
の
よ
う
に
「
法
則
（G

esetz

）
と
出
来
事
（Ereignis

）
と
は
わ
れ
わ

れ
の
世
界
表
象
の
究
極
の
通
約
す
べ
か
ら
ざ
る
量
（inkom

m
ensurable G

rösse

）
と
し
て
存
続
す
る
」
と
い
う
よ
う
な
―

―
自
然
科
学
と
歴
史
科
学
と
の
単
な
る
不
可
通
約
性

0

0

0

0

0

の
確
定
を
以
て
満
足
す
る
こ
と
は
出
来
ず
、
更
に
進
ん
で
凡
ゆ
る
科
学

の
共
通
の
根
柢
と
な
る
も
の
を
求
め
て
、
そ
の
上
に
成
立
す
る
諸
々
の
学
問
的
認
識
の
相
互
補
完
に
よ
っ
てuniversal

な

体
系
的
統
一
の
実
現
さ
れ
得
る
可
能
性
を
示
そ
う
と
し
た
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
際
、
体
系
的
結
合
を
ヘ
ー
ゲ
ル
学

派
の
よ
う
に
一
元
的
に
考
え
ず
に
、
あ
く
ま
で
二
元
的
に
―
―
と
い
う
よ
り
は
彼
自
身
の
言
葉
を
以
て
い
え
ば
他
定
立
的

0

0

0

0

（heterothetisch =anderes - setzend

）
に
組
織
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
そ
の
考
え
方
の
根
本
的
な
特
色
が
見
出
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
即
ち
、
リ
ッ
ケ
ル
ト
は
凡
ゆ
る
場
合
を
通
じ
て
、
一
見
無
差
別
に
見
え
る
何
等
か
の
統
一
が

実
は
少
く
と
も
二
つ
の
異
な
る
要
素
の
相
互
の
関
連
に
よ
っ
て
の
み
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る
。
例
え
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ば
此
の
世
界
全
体
（W

eltall

）
を
実
在
と
価
値
と
に
分
つ
の
を
は
じ
め
と
し
て
知
覚
し
得
る
も
の
と
理
解
し
得
る
も
の
、
感

性
的
な
る
も
の
と
叡
知
的
な
る
も
の
、
更
に
又
内
容
と
形
式
な
ど
、
い
た
る
と
こ
ろ
一0

（das Eine

）
と
他0

（das A
ndere

）

を
根
本
的
に
区
別
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
か
よ
う
に
二
つ
の
領
域
が
峻
別
さ
れ
る
以
上
、
全
然
異
質
的
な
此
の
二
つ
の

領
域
が
如
何
に
し
て
互
に
結
合
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
所
詮
困
難
な
問
題
と
し
て
残
る
の
他
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
く

し
て
残
さ
れ
た
一
と
他
の
結
合
・
統
一
を
、
わ
れ
わ
れ
は
先
ず
全
人
（ganzer M

ensch

）
と
し
て
の
コ
ー
ヘ
ン
（H

erm
ann 

C
ohen, 1842-1918

）
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。「
全
人
」
と
は
ナ
ー
ト
ル
プ
（Paul N

atrp, 1854-1924

）
が
コ
ー
ヘ
ン

に
与
え
た
称
呼
で
あ
り
、
そ
の
意
味
は
コ
ー
ヘ
ン
が
そ
の
全
生
涯
を
通
じ
て
全
き
人
間
性
を
求
め
、
従
っ
て
又
哲
学
者
と
し

て
は
包
括
的
な
体
系
の
組
織
に
努
力
し
た
と
い
う
意
味
に
他
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

一
般
に
カ
ン
ト
的
な
批
判
主
義
或
は
先
験
主
義
（Tranazendentalim

us

）
は
、
経
験
を
構
成
す
る
形
式
0

0

の
先
天
性

（A
priorität

）
を
主
張
す
る
と
共
に
、
そ
の
質
料
0

0

を
与
え
ら
れ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
二
元
論
に
陥
る
こ
と
を

避
け
る
こ
と
は
出
来
な
い
。「
先
験
的
方
法
は
感
覚
の
問
題
に
ぶ
っ
つ
か
っ
て
難
破
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
コ
ー
ヘ
ン

は
い
う
。
か
く
し
て
彼
は
認
識
構
成
の
形
式
を
、
彼
独
特
の
意
味
に
於
て
「
純
粋
な
る
も
の
」（das R

eine

）
と
解
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
こ
の
難
点
を
克
服
し
よ
う
と
試
み
た
の
で
あ
る
。
コ
ー
ヘ
ン
に
於
て
は
「
純
粋
」
と
は
、
単
に
経
験
を
構
成
す

る
ア
プ
リ
オ
ー
リ
ー
で
あ
る
と
い
う
先
験
的

0

0

0

意
義
以
上
に
、
自
己
自
身
か
ら
内
容
を
つ
く
り
出
す
創
造
的

0

0

0

意
味
を
も
含
ん
で

お
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
彼
は
、「
綜
合
」（Synthesis
）
と
い
う
カ
ン
ト
的
な
表
現
の
代
り
に
、「
生
産
」（Erzeugung

）

と
い
う
言
葉
を
用
い
る
。
即
ち
コ
ー
ヘ
ン
に
よ
れ
ば
、
思
惟
は
本
来
生
産
的
（erzeugend

）
で
あ
る
。
従
っ
て
思
惟
に
対

し
て
与
え
ら
れ
る
も
の
は
、
外
か
ら
与
え
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
内
か
ら
要
求
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
問
題
と
し
て

課
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
（das G

egebene=das A
ufgegebene

）。
そ
れ
は
X
と
い
う
数
学
式
記
号
に
よ
っ
て
最
も
よ
く
示
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さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、X
は
本
来
無
規
定
性
（U

nbestim
m

theit

）
で
は
な
く
、可
規
定
性
（B

estim
m

barkeit

）

を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。

か
か
る
見
地
か
ら
コ
ー
ヘ
ン
は
、
カ
ン
ト
が
受
容
性
（R

ezeptivität

）
の
能
力
と
し
て
の
感
性
を
、
そ
れ
と
は
独
立
に
異

な
る
根
拠
を
も
つ
・
自
発
性
（Spontaneität

）
の
能
力
と
し
て
の
・
悟
性
の
前
に
置
い
た
こ
と
、
及
び
感
性
を
触
発
す
る
も

の
と
し
て
物
自
体
を
仮
定
し
た
こ
と
を
、
純
粋
に
認
識
論
の
立
場
か
ら
は
維
持
し
難
き
こ
と
と
考
え
る
。
コ
ー
ヘ
ン
に
よ
れ

ば
、
時
間
的
若
し
く
は
空
間
的
に
直
観
す
る
こ
と
も
、
実
は
そ
れ
自
身
既
に
思
惟
の
作
用
で
あ
っ
て
、
如
何
な
る
意
味
に

於
て
も
思
惟
に
先
立
っ
て
実
在
す
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
、
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
エ
レ
ア
学
派
の
パ
ル
メ
ニ
デ
ー

ス
が
「
思
惟
即
実
在
」
と
説
い
た
こ
と
は
、
コ
ー
ヘ
ン
に
と
っ
て
は
千
古
不
磨
の
教
訓
で
あ
る
と
思
わ
れ
た
。
尤
も
、
コ
ー

ヘ
ン
に
於
て
は
思
惟
す
る
と
い
う
こ
と
は
単
に
考
え
る
こ
と
で
は
な
く
、
思
惟
が
思
惟
と
し
て
自
ら
発
展
す
る
こ
と
即
ち

は
た
ら
く
こ
と
で
あ
る
。
而
し
て
は
た
ら
く
と
い
う
こ
と
は
、
は
た
ら
き
が
そ
れ
自
ら
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
つ

く
り
出
す
思
惟
の
は
た
ら
き

0

0

0

0

0

0

0

そ
の
も
の
が
、
つ
く
り
出
さ
れ
る
思
惟
の
内
容

0

0

0

0

0

な
の
で
あ
る
（D

ie erzeugung selbst ist das 

Erzeugnis; die Tätigkeit selbst ist der Inhalt.

）。

か
く
し
て
コ
ー
ヘ
ン
は
思
惟
を
一
切
実
在
の
根
本
と
し
、
凡
て
の
科
学
的
知
識
も
か
か
る
純
粋
思
惟
の
内
面
的
発
展
に

他
な
ら
ぬ
と
考
え
る
。
し
か
ら
ば
、
所
謂
知
識
の
内
容
と
し
て
思
惟
に
よ
っ
て
要
求
せ
ら
れ
る
感
覚
は
、
い
っ
た
い
如
何

な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
に
よ
れ
ば
感
覚
は
未
だ
実
在
の
知
識
で
は
な
く
、
単
に
実
在
の
一
つ
の
指
標
（ein Index des 

W
irklichen

）
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
宛
も
ａ
・
ｂ
・
ｃ
な
ど
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
は
―
―
言
葉
を
形
づ
く
る
符
号
で
は
あ

る
け
れ
ど
も
―
―
未
だ
言
葉
そ
の
も
の
で
は
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
感
覚
は
思
惟
の
力
に
よ
っ
て
論
理
化
さ
れ
て
は
じ

め
て
実
在
の
知
識
と
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
論
理
化
さ
れ
な
い
以
前
の
感
覚
は
い
わ
ば
思
惟
の
光
に
よ
っ
て
照
ら
し
出
さ
る
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べ
き
暗
闇
で
あ
る
。
コ
ー
ヘ
ン
は
此
の
未
だ
論
理
化
さ
れ
な
い
意
識（B

ew
usstheit

）を
論
理
化
さ
れ
た
意
識（B

ew
usstsein

）

か
ら
区
別
し
、「
論
理
化
さ
れ
な
い
意
識
は
神
話
で
あ
り
、
論
理
化
さ
れ
た
意
識
は
学
問
で
あ
る
」（B

ew
usstheit ist 

M
ythos; B

ew
usstsein ist W

issenschaft.

）
と
い
う
。
し
か
ら
ば
、
明
る
い
学
問
は
如
何
に
し
て
暗
い
神
話
か
ら
生
れ
出
る

の
で
あ
ろ
う
か
。

認
識
は
凡
て
判
断
を
以
て
始
ま
る
。
そ
し
て
最
も
根
源
的
な
る
判
断
は
、
コ
ー
ヘ
ン
に
よ
れ
ば
、
無
限
判
断
（das 

unendliche U
eteil

）
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
無
限
判
断
は
、
如
何
な
る
意
味
に
於
て
根
源
の
判
断
（das U

rteil des 

U
rsprungs

）
―
―
即
ち
有
限
な
或
る
も
の
（das endliche Etw

as

）
を
根
源
的
に

0

0

0

0

即
ち
無
限
か
ら

0

0

0

0

生
み
出
す
判
断
と
な
り
得

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
に
対
し
て
コ
ー
ヘ
ン
は
「
無
と
い
う
廻
り
路
に
於
て
判
断
は
或
る
も
の
の
根
源
を
示
す
」（A

uf 

dem
 U

m
w

ege des N
ichts stellt das U

rteil den U
rsprung des Etw

as dar.

）
と
答
え
る
。
し
か
ら
ば
無
の
廻
り
路
と
は
、

い
っ
た
い
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

例
え
ば
「
霊
魂
は
不
死
で
あ
る
」
と
い
う
無
限
判
断
に
つ
い
て
見
る
に
、
此
の
場
合
の
「
不
死
」（unsterblich

）
は
そ
の

中
に
「
死
す
べ
き
」（sterblich

）
で
な
い
0

0

無
限
の
領
域
を
含
ん
で
い
る
。「
不
死
」
は
従
っ
て
一
種
の
無
限
で
あ
る
。
し
か

も
此
の
無
限
な
「
不
死
」
は
、
た
だ
の
虚
無
即
ち
絶
対
の
皆
無
（das absolute N

ichts

）
で
は
な
い
。
絶
対
の
皆
無
か
ら
は

何
も
の
も
生
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
故
に
此
の
場
合
の
無
は
相
対
的
な
無
（das relative N

ichts

）
で
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
有

限
な
或
る
も
の
が
生
み
出
さ
る
べ
き
無
で
あ
る
。
即
ち
、
わ
れ
わ
れ
が
「
霊
魂
は
不
死
で
あ
る
」
と
判
断
す
る
と
き
、
そ

の
「
不
死
」
は
絶
対
的
に
何
も
の
を
も
否
定
す
る
も
の
で
は
な
く
し
て
却
っ
て
「
不
滅
」
と
い
う
霊
魂
の
本
質
を
言
い
表
わ

し
て
お
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
明
ら
か
に
「
霊
魂
に
関
す
る
有
限
な
或
る
も
の

0

0

0

0

0

0

0

（das endliche Etw
as

）
で
あ
っ
て
、
畢
竟

「
無
」
に
よ
る
「
有
」
の
限
定
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
コ
ー
ヘ
ン
は
「
或
る
も
の
」
と
は
「
無
で
な
い
も
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の
」（nicht-N

ichts

）
で
あ
る
、と
い
う
。
こ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、無
の
廻
り
路

0

0

0

0

0

に
よ
っ
て
「
或
る
も
の
」
を
生
み
出
す
例
は
、

い
く
ら
で
も
求
め
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
「
非
人
間
」（unm

enschlich

）
と
い
え
ば
、
単
な
る
人
間
の
否

定
で
は
な
く
し
て
、
や
は
り
人
間
に
関
す
る
「
或
る
も
の
」
即
ち
一
種
の
肯
定
を
言
い
表
わ
し
て
お
る
の
で
あ
る
。
同
じ
意

味
に
於
て
、「
無
職
」
と
い
っ
て
も
又
「
不
完
全
」
と
い
っ
て
も
、
や
は
り
無
に
よ
る
一
種
の
肯
定
で
あ
る
こ
と
が
肯
か
れ

る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
無
限
の
無
（unendliches N

ichts

）
か
ら
有
限
の
或
る
も
の
（endliches Etw

as

）
に
ま
で
一
足
飛
に
進
む
こ
と

は
出
来
ず
、
両
者
の
間
に
は
無
限
の
連
続
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
コ
ー
ヘ
ン
は
否
定
に
よ
る
弁
証
法
的
運
動
な
る
も
の
を
認

め
な
い
。
コ
ー
ヘ
ン
に
よ
れ
ば
、A
が
真
理
を
示
し
存
在
を
示
す
も
の
な
ら
ば
、non-A

は
虚
偽
で
あ
り
非
存
在
で
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。non-A

は
そ
れ
自
身
で
自
立
す
る
こ
と
は
出
来
ず
、
い
わ
ば
否
定
さ
れ
る
た
め
に
生
み
出
さ
れ
る
も
の
、
と
い

う
よ
り
は
む
し
ろ
既
に
否
定
さ
れ
た
後
に
生
れ
る
亡
霊
で
あ
る
。
そ
れ
は
思
惟
の
内
容
で
は
な
く
し
て
、
否
定
の
作
用
に
映

じ
来
る
幻
影
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
か
る
幻
影
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
「
非
存
在
」
を
自
体
的
存
在
と
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
弁
証
法
が
、
コ
ー
ヘ
ン
に
於
て
承
認
さ
れ
な
い
の
は
、
当
然
で
あ
る
。
コ
ー
ヘ
ン
に
よ
れ
ば
、
事

物
は
弁
証
法
が
説
く
よ
う
に
否
定
的
媒
介
に
よ
っ
て
動
く
の
で
は
な
く
、
根
源
の
無
か
ら
の
連
続
的
な
産
出
に
よ
っ
て
動
く

の
で
あ
る
。か
く
し
て
コ
ー
ヘ
ン
は
弁
証
法
の
目
論
む
と
こ
ろ
を
根
源
0

0

と
連
続
0

0

の
原
理
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
根
源
即
ち
無
限
の
無
（unendliches N

ichts

）
と
そ
れ
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
実
在
と
を
連
続
的
に
結
び
つ
け
る

も
の
は
、「
無
限
に
小
さ
な
も
の
」（das U

nendliche-kleine

）
を
措
い
て
他
に
な
い
。
こ
れ
即
ち
コ
ー
ヘ
ン
に
於
て
、
微
分

法
の
原
理
（Prinzip der Infinitesim

alm
ethode

）
が
重
要
な
る
役
割
を
演
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
所
以
で
あ
る
。

例
え
ば
、
曲
線
は
如
何
に
し
て
生
み
出
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
曲
線
は
い
う
迄
も
な
く
、
そ
の
曲
線
に
対
し
て
引
か
れ
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た
接
線
に
よ
っ
て
、
は
っ
き
り
し
た
姿
を
現
わ
す
。
従
っ
て
、
接
線
の
含
む
方
向
が
曲
線
を
可
能
に
す
る
と
い
う
こ
と
も
出

来
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
接
線
が
曲
線
と
接
触
す
る
の
は
、
た
だ
一
点
に
於
て
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
接
線
の
示
す

方
向
は
そ
の
一
点
0

0

を
通
じ
て
の
み
曲
線
に
附
与
さ
れ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
そ
の
一
点
即
ち

接
点
0

0

が
そ
れ
自
ら
の
中
に
曲
線
の
方
向
を
含
む
こ
と
を
意
味
す
る
。
か
く
し
て
曲
線
は
接
点
を
通
じ
て
生
み
出
さ
れ
る
わ
け

で
あ
っ
て
、
接
点
こ
そ
は
曲
線
の
根
源
に
他
な
ら
ぬ
が
故
に
、
点
は
も
は
や
線
の
終
り
で
は
な
く
し
て
線
の
始
め
で
あ
り
線

を
生
み
出
す
能
産
点
（erzeugender Punkt

）
で
あ
る
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
点
と
は
無
限
に

小
さ
な
も
の
で
あ
り
、
微
分
的
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
微
分
的
な
る
接
点
が
、
自
己
の
孕
ん
だ
法
則
に
従
っ
て
必
然
的
な

連
続
的
運
動
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
曲
線
を
形
成
す
る
。
実
在
と
は
か
か
る
連
続
的
な
運
動
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
・
そ

れ
自
身
連
続
的
な
も
の
に
他
な
ら
ぬ
と
す
る
な
ら
ば
、
コ
ー
ヘ
ン
が
「
論
理
の
内
に
於
て
実
在
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
に
成
功

し
た
」
と
誇
称
す
る
の
も
、
一
応
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
コ
ー
ヘ
ン
が
茲
で
い
う
「
実
在
」
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
中
で
現
に
生
き
て
は
た
ら
い
て
い
る
現
実
で
は
な
く

し
て
、
畢
竟
数
学
的
自
然
科
学
の
対
象
と
な
る
実
在
以
上
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
数
学
的
自
然
科
学
の
対
象
と
な
る
実
在

は
、
或
は
微
分
的
な
る
も
の
の
連
続
的
運
動
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
が

そ
の
中
で
現
に
は
た
ら
い
て
い
る
実
在
即
ち
所
謂
歴
史
的
社
会
的
現
実
が
、
決
し
て
単
な
る
連
続
的
運
動
に
よ
っ
て
生
み
出

さ
れ
る
も
の
で
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
か
か
る
現
実
は
微
分
法
の
原
理
の
全
く
及
ば
ざ
る
限
界
を
な
す
も
の
と
い
わ
ね
ば
な

ら
ぬ
。
そ
れ
を
し
も
な
お
微
分
法
に
よ
っ
て
捉
え
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
も
の
は
数
学
的

論
理
の
面
に
う
つ
っ
た
現
実
の
射
影
0

0

以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
い
の
ち
な
き
単
な
る
射
影
と
、
生
き
た

現
実
そ
の
も
の
と
は
、
勿
論
混
同
さ
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
生
き
た
現
実
は
決
し
て
、
一
元
的
な
る
も
の
の
連
続
的
運
動
と
し
て
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捉
え
ら
れ
る
ほ
ど
単
調
な
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
相
対
立
す
る
二
元
的
な
る
も
の
の
把
捉
と
そ
の
飛
躍
的
統
一
を
限
り

な
く
繰
り
返
し
つ
つ
、
非
連
続
の
連
続
と
し
て
動
い
て
行
く
も
の
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
の
生
き
る
此
の
「
現
実
」
そ
の
も
の
の

姿
に
他
な
ら
ぬ
。
か
く
し
て
そ
れ
は
、
弁
証
法
的
世
界
と
呼
ば
れ
る
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
真
の
意
味
に
於
て
弁
証
法
的
な
世
界
は
、
唯
物
論
が
主
張
す
る
よ
う
に
物
質
が
専
ら
優
位
を
占
め
る
世
界
で
も

な
け
れ
ば
、
観
念
論
が
主
張
す
る
よ
う
に
精
神
が
専
ら
優
位
を
占
め
る
世
界
で
も
な
く
、
又
物
質
と
精
神
と
が
単
に
並
存
す

る
世
界
で
も
な
い
。
物
質
が
物
質
を
超
え
て
こ
れ
を
否
定
す
る
も
の
に
直
面
し
、
精
神
が
精
神
を
超
え
て
こ
れ
を
否
定
す
る

も
の
に
直
面
す
る
と
こ
ろ
、
そ
こ
に
は
じ
め
て
勝
義
の
弁
証
法
的
な
世
界
が
具
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
於
て
は
、
物

質
は
精
神
を
制
約
し
精
神
に
は
た
ら
き
か
け
る
も
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、そ
れ
は
決
し
て
単
な
る
一
方
的
限
定
で
は
な
く
、

精
神
は
物
質
か
ら
は
た
ら
き
か
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
通
し
て
逆
に
物
質
に
対
し
て
は
た
ら
き
返
す
の
で
あ
る
。
は
た
ら

か
れ
つ
つ
は
た
ら
き
・
は
た
ら
き
つ
つ
は
た
ら
か
れ
る
、
或
は
、
限
定
さ
れ
つ
つ
限
定
し
・
限
定
し
つ
つ
限
定
さ
れ
る
、
―

―
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
歴
史
的
社
会
的
現
実
と
い
う
も
の
の
姿
に
他
な
ら
ぬ
。
生
き
た
人
間
の
世
界
に
於
て
は
、
単
な
る
一

方
的
限
定
な
る
も
の
は
あ
り
得
な
い
。
環
境
が
若
し
一
方
的
に
人
間
を
つ
く
る
も
の
な
ら
ば
、
そ
れ
は
自
然
の
世
界
で
は
あ

っ
て
も
、
人
間
の
社
会
で
は
な
い
。
従
っ
て
そ
れ
は
も
は
や
、
厳
密
な
意
味
に
於
て
「
環
境
」
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
の
で

あ
る
。
勝
義
の
環
境
は
人
間
に
は
た
ら
き
か
け
て
人
間
を
つ
く
り
つ
つ
逆
に
人
間
に
よ
っ
て
つ
く
り
返
さ
れ
、
人
間
は
環
境

に
は
た
ら
き
か
け
て
環
境
を
つ
く
り
つ
つ
逆
に
環
境
に
よ
っ
て
つ
く
り
返
さ
れ
る
。
か
よ
う
に
相
互
に
は
た
ら
き
か
け
合
う

こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
環
境
は
人
間
と
共
に
、
人
間
は
環
境
と
共
に
、
は
じ
め
て
真
の
意
味
に
於
て
成
長
す
る
こ
と
が
出
来

る
の
で
あ
っ
て
、
か
か
る
動
的
連
関
を
は
な
れ
て
人
間
本
来
の
在
り
方
な
る
も
の
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
実
存
主
義
は
、
わ
れ
わ
れ
人
間
が
日
常
と
か
く
漫
然
と
自
己
を
忘
れ
て
個
性
を
も
た
な
い
所
謂
「
ひ
と
」
の
中

に
即
ち
大
衆
の
中
に
埋
没
し
勝
ち
な
の
を
戒
め
て
、
人
間
本
来
の
在
り
方
は
神
の
前
に
た
だ
一
人
単
独
者
と
し
て
立
つ
こ
と

で
あ
る
、
と
そ
の
在
り
方
の
厳
し
さ

0

0

0

を
自
覚
さ
せ
て
く
れ
る
点
に
於
て
大
い
に
学
ぶ
べ
き
も
の
を
含
ん
で
い
る
け
れ
ど
も
、

し
か
し
た
だ
一
人
の
単
独
者
的
実
存
を
人
間
本
来
の
在
り
方
で
あ
る
と
す
る
そ
の
根
本
の
立
場
そ
の
も
の
が
抽
象
的
で
あ
る

こ
と
は
、
何
人
も
否
定
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
反
し
、
唯
物
弁
証
法
の
立
場
に
立
つ
人
々
が
、
一
般
に

人
間
の
在
り
方
―
―
行
為
す
る
人
間
は
勿
論
、
認
識
す
る
人
間
す
ら
も
―
―
決
し
て
抽
象
的
な
一
個
人
で
は
な
く
し
て
歴
史

的
に
形
成
さ
れ
た
社
会
的
生
活
環
境
の
中
に
於
て
実
践
的
に
活
動
す
る
具
体
的
な
人
間

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
こ
と
は
、

大
い
に
傾
聴
す
べ
き
真
理
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
こ
の
よ
う
に
、
実
践
的
に
活
動
す
る
具
体
的
な
人
間
を
人

間
本
来
の
在
り
方
と
考
え
る
限
り
、
わ
れ
わ
れ
は
も
は
や
―
―
ひ
た
す
ら
物
質
に
優
位
を
認
め
よ
う
と
す
る
―
―
唯
物
論
の

立
場
に
と
ど
ま
る
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
単
独
者
を
主
張
す
る
実
存
主
義
が
抽
象
的
で
あ
る
よ
う
に
、
物
質
に
偏
す

る
唯
物
論
も
亦
抽
象
的
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
物
質
と
精
神
と
の
対
立
を
承
認
し
た
上
で
、
し
か
も

両
者
を
綜
合
統
一
す
る
立
場
、そ
れ
こ
そ
真
の
弁
証
法
の
立
場
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
い
う
よ
う
に「
真

実
な
る
も
の
は
全
体
で
あ
る
。」
勿
論
、
そ
の
全
体
は
決
し
て
向
う
側
に
出
来
上
っ
た
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
て
、
わ
れ

わ
れ
は
た
だ
手
を
拱
い
て
そ
れ
を
眺
め
て
い
さ
え
す
れ
ば
よ
い
、
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
全
体
的
な
る
も
の
は
―

―
静
止
せ
る
全
体
で
は
な
く
発
展
す
る
全
体
と
し
て
―
―
常
に
相
対
的
な
る
も
の
相
互
間
の
矛
盾
・
対
立
を
媒
介
と
し
て
そ

の
無
限
の
運
動
の
中
に
は
た
ら
き
・
無
限
の
運
動
を
通
し
て
実
現
せ
ら
れ
る
も
の
を
離
れ
て
は
あ
り
得
ず
、
し
か
も
そ
の
無

限
の
運
動
は
決
し
て
そ
れ
自
体
が
ひ
と
り
で
に
動
い
て
行
く
自
発
自
展
的
な
運
動
で
は
な
く
し
て
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
主
体

的
な
実
践
と
織
り
交
っ
て
は
じ
め
て
動
く
も
の
な
の
で
あ
る
。
即
ち
、
弁
証
法
的
世
界
の
現
実
が
動
く
と
い
う
こ
と
は
、
現
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実
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
が
動
か
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
と
共
に
、
逆
に
又
わ
れ
わ
れ
が
現
実
を
動
か
す
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
っ
て
、か
か
る
動
的
交
錯

0

0

0

0

の
中
に
動
い
て
行
く
「
現
実
」
の
中
に
は
た
ら
き
・「
現
実
」
と
共
に
生
き
る
こ
と
が
、

わ
れ
わ
れ
人
間
の
具
現
す
べ
き
真
実
の
姿
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
実
存
主
義
の
主
張
す
る
単
独
者
と
し
て
の
実
存
と
唯
物

弁
証
法
の
主
張
す
る
社
会
的
実
践
の
主
体
と
は
茲
に
所
謂
弁
証
法
的
に
綜
合
せ
ら
れ
て
、
真
に
具
体
的
な
人
間
の
在
り
方
を

規
定
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

哲
学
は
実
在
の
変
ら
ざ
る
永
遠
の
姿
を
も
と
め
る
。
し
か
し
、
変
ら
ざ
る
永
遠
は
決
し
て
動
く
現
実
か
ら
離
れ
て
そ
れ
自

体
で
止
住
す
る
も
の
で
は
な
く
、
瞬
間
現
在
と
な
っ
て
生
き
て
は
た
ら
く
も
の
こ
そ
真
の
永
遠
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
此

の
現
実
に
徹
し
て
現
実
を
生
き
抜
く
こ
と
こ
そ
永
遠
に
参
ず
る
唯
一
の
途
で
あ
り
、
こ
の
途
を
精
進
す
る
こ
と
な
く
し
て
生0

き
た
哲
学

0

0

0

0

は
あ
り
得
な
い
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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補
論　

現
代
哲
学
の
動
向

一

十
九
世
紀
文
化
の
発
達
は
分
化
0

0

の
進
む
こ
と
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
専
門
が
細
か
く
な
る
こ
と
が
直
ち
に
進
歩
を
物
語
る

も
の
と
考
え
ら
れ
、
学
芸
一
般
の
世
界
に
於
て
も
「
分
類
」
そ
れ
自
体
が
意
味
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
か
の
如
く
思
わ
れ
た
の

で
あ
る
。
前
世
紀
末
か
ら
は
じ
ま
っ
た
国
際
書
誌
学
会
の
、
か
の
微
に
入
り
細
に
入
っ
た
「
十
進
分
類
法
」
作
成
の
努
力

は
、
―
―
図
書
整
理
と
い
う
実
際
的
な
目
的
の
た
め
で
あ
っ
た
と
は
い
え
―
―
そ
の
根
本
の
精
神
に
於
い
て
、
右
の
考
え
方

の
結
実
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
も
出
来
る
。
三
冊
の
尨
大
な
書
物
と
な
っ
て
公
表
さ
れ
た
精
緻
を
き
わ
め
た
Ｃ
・
Ｄ
・
Ｕ

（C
lassification D

écim
ale U

niverselle

）
こ
そ
は
、
確
か
に
或
る
意
味
に
於
て
十
九
世
紀
文
化
の
総
決
算
で
あ
る
、
と
い
う

こ
と
も
出
来
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
分
化
は
物
か
ら
独
立
し
た
精
神
の
所
産
で
あ
る
。
物
そ
れ
自
体
に
は
分
化
は
な
い
。
そ
れ
な
れ
ば
こ
そ
、
専

門
の
研
究
業
績
が
日
と
共
に
そ
の
数
を
増
し
た
の
に
も
拘
わ
ら
ず
、
い
っ
こ
う
物
の
真
相
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
、
と
い
う

よ
う
な
歎
声
が
ひ
そ
か
に
洩
ら
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
精
神
の
物
か
ら
の
独
立
は
、
物
に
対
す
る
精
神
の
勝
利
で
あ
る
と
共

に
、
又
そ
の
悲
劇
で
も
あ
っ
た
。
し
か
ら
ば
、
十
九
世
紀
の
精
神
は
い
か
に
し
て
物
に
対
す
る
独
立
の
栄
誉
を
か
ち
得
、
又

そ
れ
は
い
か
に
し
て
悲
劇
に
終
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

十
九
世
紀
は
資
本
主
義
が
そ
の
大
道
を
驀
進
し
た
時
代
で
あ
る
。
資
本
主
義
の
発
達
は
、
農
業
及
び
工
業
な
ど
の
生
産
部

門
に
対
す
る
商
業
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
招
来
す
る
。
而
し
て
商
業
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
と
は
、
金
が
物
か
ら
独
立
し
て
逆
に
支
配
権

を
振
う
こ
と
で
あ
る
。
元
来
、
商
業
な
る
も
の
は
自
給
自
足
経
済
国
か
ら
外
へ
出
て
行
く
こ
と
に
よ
っ
て
生
れ
た
も
の
で
あ
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っ
た
。
す
べ
て
の
民
族
に
於
て
、
最
初
の
商
人
が
外
来
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
何
よ
り
も
雄
弁
に
此
の
間
の
消
息
を
物
語
る

で
あ
ろ
う
。
土
地
か
ら
離
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
村
人
は
―
―
慣
習
と
身
分
と
か
ら
独
立
し
た
自
由
な
経
済
単
位
と
し
て
の

―
―
商
人
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
物
と
共
に
動
く
商
人
は
な
お
最
も
幼
稚
な
商
人
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
未
だ
商
業
的

世
界
の
独
立
が
実
現
さ
れ
て
は
い
な
い
、
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
現
物
か
ら
の
制
限
を
脱
し
、
時
と
処
を
超
越
し
て
自
由

に
取
引
を
行
な
う
と
こ
ろ
に
、
ま
さ
に
商
業
の
商
業
た
る
真
面
目
が
あ
る
。
し
か
し
そ
の
た
め
に
は
、
直
接
も
の
を
身
に
つ

け
て
携
え
歩
く
こ
と
を
せ
ず
と
も
、
な
お
物
に
対
す
る
不
可
侵
の
支
配
権
を
保
証
す
る
新
た
な
機
構
が
生
れ
出
て
来
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
携
え
歩
く
に
不
便
な
現
物
に
代
っ
て
、
一
片
の
ペ
ー
パ
ー
が
よ
く
現
物
と
同
等
に
見
做
さ
れ
る
に
及
ん
で
、
商

業
は
い
よ
い
よ
盛
ん
に
な
り
、
逆
に
ま
た
商
業
の
躍
進
的
発
展
は
凡
て
の
も
の
を
ペ
ー
パ
ー
化
せ
ず
に
は
措
か
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。

ペ
ー
パ
ー
は
当
の
物
で
は
な
い
。
し
か
も
そ
の
ペ
ー
パ
ー
を
も
つ
こ
と
が
物
を
も
つ
こ
と
と
し
て
通
用
す
る
世
界
は
、
そ

れ
故
に
決
し
て
単
な
る
事
実
0

0

の
世
界
で
は
な
く
し
て
、
事
実
か
ら
遊
離
し
て
つ
く
り
上
げ
ら
れ
た
人
間
特
有
の
約
束
の
世
界

で
あ
り
、
事
実
関
係
と
は
別
に
創
設
さ
れ
た
権
利
関
係
の
世
界
で
あ
る
。
時
と
処
に
束
縛
さ
れ
た
「
事
実
」
か
ら
離
れ
て
そ

れ
と
は
全
く
独
立
に
、
自
由
に
契
約
し
自
由
に
活
動
し
得
る
新
た
な
存
在
秩
序
を
創
設
し
た
こ
と
は
、
確
か
に
十
九
世
紀
の

成
し
と
げ
た
世
界
史
的
偉
業
で
あ
る
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
反
面
に
は
、
絶
大
な
る
犠
牲
が
払

わ
れ
た
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
ぬ
。「
事
実
」
の
拘
束
か
ら
解
放
さ
れ
て
自
由
に
活
動
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
人
間
は
、

実
は
個
性
を
も
っ
た
人
間
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
機
構
的
連
関
に
よ
っ
て
平
均
化
さ
れ
た
面
（persona=

仮
面
）
を
被
っ

て
登
場
し
た
人
間
で
あ
る
。
そ
の
面
は
平
均
化
さ
れ
た
面
で
あ
る
が
故
に
、
誰
で
も
代
っ
て
被
る
こ
と
が
出
来
る
（
代
理
）。

更
に
、
そ
れ
は
量
的
に
分
割
さ
れ
る
こ
と
も
出
来
れ
ば
（
持
分
的
共
有
）、
量
的
に
結
合
さ
れ
る
こ
と
も
出
来
る
（
法
人
の
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単
独
所
有
）。
か
か
る
こ
と
が
単
な
る
事
実
関
係
に
於
て
不
可
能
で
あ
る
こ
と
は
、
い
う
迄
も
な
い
。
事
実
か
ら
離
れ
た
純

然
た
る
権
利
関
係
に
於
い
て
の
み
、
い
か
な
る
事
態
を
も
自
由
に
つ
く
り
出
す
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
場

合
、
事
実
か
ら
遊
離
す
る
と
共
に
、
人
間
そ
れ
自
身
も
亦
い
つ
の
間
に
か
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
ね

ば
な
ら
ぬ
。
商
業
的
世
界
の
特
質
を
一
身
に
凝
結
し
て
出
来
上
っ
た
「
株
式
会
社
」
が
フ
ラ
ン
ス
で
「
無
名
会
社
」（société 

anonym
e

）
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
は
、
興
味
あ
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
勿
論
、
株
式
会
社
で
無
名
の
会
社
は
一
つ

も
存
在
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
株
式
会
社
が
無
名
会
社
と
呼
ば
れ
る
所
以
は
、
株
主
が
そ
の
企
業
に
決
し
て

個
性
を
も
っ
た
人
間
と
し
て
参
与
す
る
の
で
は
な
く
、
た
だ
純
資
本
的
に
参
与
す
る
に
と
ど
ま
り
、
い
わ
ば
無
名
の
資
本
自

体
が
企
業
者
だ
か
ら
で
あ
る
。
さ
れ
ば
こ
そ
株
式
会
社
を
組
織
す
る
も
の
は
株
式
で
あ
っ
て
株
主
で
は
な
い
、
と
い
わ
れ
る

の
で
あ
る
。
か
く
し
て
人
間
が
つ
く
っ
た
企
業
組
織
が
人
間
か
ら
独
立
し
て
自
働
的
に
活
動
を
開
始
す
る
と
き
、
そ
れ
を
つ

く
っ
た
筈
の
人
間
が
却
っ
て
抗
す
べ
く
も
な
く
そ
れ
に
引
き
ず
ら
れ
圧
倒
せ
ら
れ
、
遂
に
は
そ
の
生
活
を
す
ら
脅
か
さ
れ
る

に
至
っ
た
の
で
あ
る
。（
金
権
支
配
の
社
会
が
い
か
な
る
世
相
を
呈
す
る
か
は
、
万
人
の
既
に
知
悉
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
）。

か
く
し
て
人
間
精
神
は
物
か
ら
独
立
し
て
自
由
に
活
動
出
来
る
新
天
地
を
創
造
し
た
と
思
っ
た
の
に
も
拘
ら
ず
、
人
間
は
先

ず
個
性
を
失
い
、
つ
い
で
更
に
、
自
己
の
つ
く
っ
た
機
構
の
圧
制
下
に
呻
吟
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

二

思
想
の
学
的
自
覚
と
し
て
の
哲
学
の
世
界
に
於
て
も
、
同
じ
歩
み
を
指
摘
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
前
世
紀
後
半
に
於
け
る

自
然
科
学
の
め
ざ
ま
し
い
発
達
は
、
未
知
の
領
域
を
次
々
に
開
拓
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
の
視
野
を
著
し
く
拡
大
す
る

と
共
に
、
何
人
も
最
早
そ
の
実
在
性
を
如
何
と
も
し
難
い
と
思
わ
し
め
る
程
に
自
然
の
世
界
・
物
の
世
界
を
大
き
な
も
の
に
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し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
人
間
が
パ
ン
の
み
に
て
生
き
る
も
の
で
な
い
限
り
、
や
は
り
物
に
脅
か
さ
れ
な
い

精
神
の
安
住
の
場
所
を
求
め
ず
に
は
お
れ
な
か
っ
た
。
し
か
も
物
の
存
在
は
既
に
確
乎
と
し
て
抜
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ

る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
物
の
存
在
の
確
実
性
を
十
分
認
め
た
上
で
、
同
時
に
精
神
の
独
立
性
を
も
確
保
し
得
る
よ
う
な
途
が

見
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
而
し
て
そ
の
手
引
を
与
え
る
も
の
は
、
恐
ら
く
カ
ン
ト
の
批
判
主
義
を
措
い
て
他
に
な
い
。

と
い
う
の
は
、
批
判
主
義
こ
そ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
を
限
界
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
限
界
内
に
於
け
る
そ
の
領
域

の
確
実
性
を
保
証
す
る
と
同
時
に
、
限
界
の
向
う
側
に
於
て
は
又
他
の
領
域
が
そ
れ
に
も
劣
ら
ぬ
確
実
性
を
以
て
成
立
し
得

る
可
能
性
を
用
意
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
「
カ
ン
ト
に
還
れ
！
」
の
標
語
を
か
か
げ
て
新
カ
ン
ト
派
が
華
々

し
く
、
登
場
し
て
自
然
の
世
界
に
対
す
る
文
化
の
世
界
の
実
在
性
を
確
立
し
た
の
で
は
あ
っ
た
が
、
し
か
し
価
値
0

0

の
世
界
が

存
在
0

0

の
世
界
か
ら
独
立
に
樹
立
さ
れ
る
と
共
に
、
お
の
ず
か
ら
精
神
が
物
か
ら
遊
離
す
る
こ
と
を
免
れ
る
こ
と
は
出
来
な
か

っ
た
。
前
世
紀
末
か
ら
今
世
紀
初
頭
に
か
け
て
理
想
主
義
の
哲
学
が
そ
の
絢
爛
た
る
体
系
を
誇
示
し
た
そ
の
当
時
に i

於
て
も

既
に
「
生
か
ら
の
隔
り
」（Lebensferne!

）
の
不
満
の
声
が
放
た
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
存
在
か

ら
遊
離
し
た
価
値
の
世
界
は
、生
き
た
人
間
に
と
っ
て
は
あ
ま
り
に
も
縁
遠
い
血
の
気
の
な
い
世
界
だ
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
、

人
間
精
神
は
自
然
の
世
界
か
ら
独
立
に
自
己
固
有
の
世
界
を
確
立
す
る
こ
と
が
出
来
た
と
思
っ
た
の
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
世

界
は
意
外
に
も
人
間
自
身
を
置
き
去
り
に
し
て
遥
か
彼
方
に
離
れ
去
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
人
間
を
置
き
去
り
に

し
た
精
神
文
化
は
、
所
詮
空
中
の
楼
閣
で
あ
っ
た
。
前
の
欧
洲
大
戦
が
夥
し
い
破
壊
と
殺
戮
と
を
齎
し
た
と
き
、
人
々
の
心

は
も
は
や
宙
に
浮
い
た
理
想
主
義
に
よ
っ
て
は
満
た
さ
る
べ
く
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

i　

そ
の
「
絢
爛
た
る
体
系
」
の
記
述
は
な
か
っ
た
が
、「
唯
物
論
の
超
克
」
の
後
、
新
カ
ン
ト
派
あ
た
り
、
コ
ー
ヘ
ン
等
を
指
す
の
で
は
？



219

補 論 　 現代哲学の動向

三

物
か
ら
離
反
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
独
立
を
誇
っ
た
精
神
が
そ
の
罪
の
報
い
と
し
て
空
虚
さ
と
不
自
然
さ
と
に
悩
ん
で
い
る

状
態
―
―
そ
れ
が
二
十
世
紀
精
神
の
最
初
の
姿
で
あ
る
。
う
つ
ろ
に
な
っ
た
精
神
を
み
た
す
途
は
、
素
直
に
物
に
還
っ
て
そ

こ
か
ら
再
出
発
す
る
の
他
は
な
い
。「
事
物
そ
の
も
の
へ
」（Zur Sache selbst!

）
と
は
、
偽
ら
ざ
る
内
心
の
叫
び
で
あ
る
。

経
済
の
世
界
に
於
て
「
金
の
経
済
」
に
対
し
て
「
物
の
経
済
」
を
顧
み
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
よ
う
に
、
学
問
の
世
界
に
於

て
も
―
―
存
在
か
ら
遊
離
し
た
理
論
の
体
系
を
樹
立
す
る
前
に
―
―
先
ず
事
物
そ
の
も
の
の
語
る
と
こ
ろ
に
聴
従
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

物
か
ら
独
立
し
た
十
九
世
紀
精
神
が
企
て
た
究
明
の
方
法
は
、
複
雑
な
事
象
を
分
析
し
て
出
来
る
だ
け
簡
単
な
要
素
に
還

元
し
、
も
は
や
そ
れ
以
上
分
割
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
も
の
即
ち
ア
ト
ム
を
み
つ
け
出
し
て
、
か
か
る
ア
ト
ム
の
結
合
に
よ

っ
て
複
雑
な
事
象
の
成
立
す
る
所
以
を
解
明
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
精
神
が
い
わ
ば
自
分
の
筆
で
画
い
た
事
物
の

姿
で
あ
り
、
或
る
場
合
に
は
そ
れ
は
畢
竟
単
な
る
想
像
図
以
上
の
何
も
の
で
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
か
か
る

原
子
論
的

0

0

0

0

な
考
え
方
に
対
し
て
先
ず
そ
の
限
界
を
さ
と
ら
し
め
た
も
の
は
、
物
質
現
象
と
は
趣
を
異
に
す
る
精
神
現
象
で

あ
っ
た
。
心
的
要
素
を
摘
出
し
呈
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
要
素
心
理
学
の
立
場
を
樹
立
し
よ
う
と
し
た
ヴ
ン
ト
（W

ilhelm
 

W
undt, 1832-1920

）
も
、
複
雑
な
精
神
現
象
が
単
な
る
心
的
要
索
の
結
合
に
よ
っ
て
は
つ
く
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
と
い

う
厳
然
た
る
事
実
を
前
に
し
て
は
、
む
し
ろ
進
ん
で
物
質
現
象
と
精
神
現
象
と
の
相
異
を
積
極
的
に
主
張
せ
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、
物
質
現
象
の
場
合
に
は2+2=4

で
あ
る
け
れ
ど
も
、
精
神
現
象
の
場
合
に
は
、
二
と
二
と
の
結

合
は
決
し
て
単
な
る
四
で
は
な
く
し
て
、
二
つ
の
要
素
が
綜
合
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
両
要
素
の
中
に
な
か
っ
た
も
の
が
全

く
新
た
に
創
り
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を2+2=4

＋α

と
い
う
形
を
以
て
表
わ
し
、
こ
れ
を
創
造
的
綜
合
の
原
理
（Prinzip 
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der schöpferischen Synthese

）
と
呼
ぶ
。
し
か
し
な
が
ら
、
要
素
心
理
学
の
立
場
に
於
て
か
か
る
創
造
的
綜
合
の
原
理
を

主
張
す
る
こ
と
は
、
原
子
論
的
な
考
え
方
そ
の
も
の
の
内
部
か
ら
の
崩
壊
を
物
語
る
も
の
に
他
な
ら
ぬ
。
と
い
う
の
は
、
プ

ラ
ス
・
ア
ル
フ
ァ
は
決
し
て2+2

と
い
う
原
子
論
の
立
場
を
補
充
し
補
強
す
る
も
の
で
は
な
く
し
て　

逆
は
、
精
神
現
象

を
も
や
は
り2+2
と
い
う
方
式
で
理
解
し
よ
う
と
す
る
考
え
方
自
体
の
非
真
理
性
を
暴
露
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

要
素
と
要
素
と
の
結
合
に
よ
っ
て
一
層
複
雑
な
現
象
の
成
立
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
方
式
の
非
真
理
性
は
、
そ
れ
に
ア

ル
フ
ァ
を
つ
け
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
救
わ
れ
ぬ
。根
本
に
於
て
真
な
ら
ぬ
も
の
に
た
と
い
何
物
を
つ
け
加
え
よ
う
と
も
、

単
な
る
附
加
に
よ
っ
て
そ
れ
が
真
な
る
も
の
に
変
質
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。

問
題
解
決
の
根
本
は
、
先
ず
人
間
精
神
が
自
分
の
筆
で
勝
手
な
想
像
図
を
画
く
こ
と
を
断
念
す
る
に
あ
る
。
そ
し
て
虚
心

坦
懐
に
事
物
そ
の
も
の
の
語
る
と
こ
ろ
に
聴
従
す
る
な
ら
ば
、
何
等
作
為
を
弄
せ
ず
し
て
そ
こ
に
お
の
ず
か
ら
事
物
の
真
相

が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ピ
ア
ノ
の
キ
イ
を
四
つ
た
た
い
て
或
る
リ
ズ
ム
を
被
験
者
に
聴
か
せ
、
次
に
そ
れ
ぞ

れ
少
し
つ
つ
右
に
ず
っ
た
キ
イ
を
四
つ
た
た
い
て
、
そ
れ
を
聴
い
た
被
験
者
が
前
と
全
く
同
じ
リ
ズ
ム
で
あ
る
と
答
え
た
場

合
、
要
素
心
理
学
は
こ
れ
を
何
と
解
明
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
い
少
し
つ
つ
で
も
キ
イ
が
違
っ
て
い
る
以
上
、
異
な
る
要

素
の
結
合
に
よ
っ
て
同
じ
も
の
が
つ
く
り
出
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
筈
だ
か
ら
で
あ
る
。
誤
の
根
本

は
、
ば
ら
ば
ら
の
要
素
を
根
元
に
想
定
す
る
に
あ
る
。
と
こ
ろ
が
真
実
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
本
当
に
根
元
的
な
も
の
は
、

一
つ
一
つ
ば
ら
ば
ら
の
も
の
で
は
な
く
し
て
、
既
に
一
定
の
形
を
具
え
た
全
体

0

0

0

0

0

0

0

（das gestaltete G
anze

）
で
あ
り
、
構
造
0

0

を
も
っ
た
場

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
こ
こ
に
想
い
到
る
な
ら
ば
、
異
な
る
キ
イ
を
た
た
い
て
同
じ
リ
ズ
ム
の
感
覚
が
成
立
し
て
も
、
何
の

不
思
議
も
な
い
。
実
に
「
形
を
具
え
た
全
体
」
或
は
「
構
造
を
も
っ
た
場
」
の
観
念
こ
そ
は
二
十
世
紀
精
神
の
誇
る
べ
き
創

見
で
あ
っ
て
、
か
か
る
観
点
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
事
物
は
全
く
異
な
る
相
貌
を
以
て
現
わ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
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あ
る
。
か
く
し
て
わ
れ
わ
れ
は
十
九
世
紀
的
な
考
え
方
を
原
子
論
的
考
察
（atom

istische B
etrachtung

）
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、

二
十
世
紀
的
な
考
え
方
は
全
体
性
的
考
察
（ganzheitliche B

etrachtung

）
な
る
名
を
以
て
特
色
づ
け
る
こ
と
が
出
来
る
の

で
あ
る
。（
注
―
こ
こ
で
い
う
全
体
性
的
考
察
と
所
謂
全
体
主
義
と
何
の
関
係
も
な
い
こ
と
は
、
多
言
を
要
し
な
い
で
あ
ろ
う
。）

四

全
体
性
的
な
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
物
理
現
象
が
―
―
離
れ
て
あ
る
―
―
物
と
物
と
の
間
0

0

の
作
用
で
は
な
く
し
て
「
場
」
の

構
造
と
し
て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
、
従
来
知
る
も
の
と
知
ら
れ
る
も
の
と
の
間
の
0

0

作
用
と
考
え
ら
れ
た
認
識
も

亦
意
識
の
場
の
構
造
と
し
て
解
明
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
即
ち
フ
ッ
セ
ル
（Edm

und H
usserl, 1859-

）
の
現
象
学
に
よ

れ
ば
、作
用
と
対
象
と
は
相
対
立
す
る
も
の
で
は
な
く
し
て
、意
識
の
構
造
に
於
け
る
作
用
的
側
面
た
る
ノ
エ
シ
ス
（noesis

）

と
対
象
的
側
面
た
る
ノ
エ
マ
（noem

a
）
と
し
て
両
者
は
互
に
相
対
応
し
合
い
、
ノ
エ
マ
は
ノ
エ
シ
ス
に
よ
っ
て
制
約
せ
ら

れ
ノ
エ
シ
ス
は
ノ
エ
マ
を
構
成
す
る
と
い
う
関
係
に
立
つ
。
か
く
し
て
純
粋
対
象
―
意
味
中
核
―
意
味
層
及
び
そ
れ
の
種
々

な
る
性
格
化
な
る
ノ
エ
マ
面
の
構
造
に
対
応
し
て
ノ
エ
シ
ス
面
に
於
け
る
様
々
な
る
意
識
の
変
様
が
精
密
に
分
析
せ
ら
れ

て
、
全
き
ノ
エ
マ
・
ノ
エ
シ
ス
の
構
造
が
明
ら
か
に
せ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
か
ゝ
る
現
象
学
的
な
構
造
分
析
は
、
単
な

る
所
謂
「
純
粋
意
識
」
の
領
域
に
限
ら
る
べ
き
で
は
な
く
し
て　

更
に
文
化
の
諸
領
域
乃
至
歴
史
の
世
界
に
ま
で
及
ぶ
べ
き

筈
の
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
ら
は
フ
ッ
セ
ル
に
於
て
は
未
だ
課
題
と
し
て
残
さ
れ
る
の
ほ
か
は
な
か
っ
た
。
而
し

て
フ
ッ
セ
ル
の
現
象
学
的
分
析
を
自
己
の
哲
学
の
方
法
と
し
て
採
り
あ
げ
、「
事
物
そ
の
も
の
へ
」
の
要
望
の
線
に
沿
う
て

一
層
具
体
的
な
「
存
在
そ
の
も
の
」
の
構
造
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
が
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
（M

artin H
eidegger, 

1889-

）
の
現
象
学
的
存
在
論
或
は
基
礎
的
存
在
論
に
他
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
存
在
そ
の
も
の
が
―
―
古
代
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の
哲
学
者
の
場
合
の
よ
う
に
―
―
た
だ
客
観
的
に
向
う
側
に
あ
る
も
の
と
し
て
眺
め
ら
れ
る
の
で
は
な
く
し
て
、
自
己
自
身

も
そ
の
た
だ
中
に
在
り
な
が
ら
凡
ゆ
る
存
在
の
中
で
ひ
と
り
自
己
の
存
在
を
よ
く
了
解
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
人
間
存
在

0

0

0

0

を
通
し
て
存
在
そ
の
も
の
の
真
相
を
究
明
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
ひ
と
た
び
近
代
の
洗
礼
を
経
て
自
己
意
識
に
め
ざ
め

た
現
代
人
の
特
色
が
あ
る
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
人
間
自
身
に
と
っ
て
最
も
直
接
的
な
真
実
存
在
即
ち
実
存
（Existenz

）
を
基
本
的
な
も
の
と
考
え
る
と
い
う

意
味
に
於
て
、
現
代
の
哲
学
の
代
表
的
な
も
の
は
、
広
い
意
味
に
於
て
実
存
哲
学
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
出
来
る
わ
け
で
あ

る
が
、
し
か
し
そ
の
場
合
に
も
、
実
存
の
現0

存
在
的
性
格
に
重
点
を
お
く
か
、
そ
れ
と
も
可
能
0

0

存
在
的
性
格
に
重
点
を
お
く

か
に
従
っ
て
、
思
想
全
体
の
傾
向
に
相
当
大
き
な
差
異
を
生
ず
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
人
間
が
自
覚
を
生
命

と
す
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
無
自
覚
な
他
の
存
在
と
同
列
の
中
に
埋
没
し
去
る
べ
き
も
の
で
な
い
こ
と
は
い
う
迄
も
な
い
か

ら
、
い
か
に
現0

存
在
に
重
点
を
お
く
人
々
と
雖
も
、
そ
れ
は
決
し
て
他
の
無
自
覚
的
存
在
の
中
に
埋
没
し
て
し
ま
っ
て
い
る

人
間
の
姿
を
そ
の
ま
ま
真
実
存
在
で
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
う
い
う
状
態
か
ら
抜
け
出
る
こ
と
即
ち
超
越
す
る
と
こ

ろ
に
始
め
て
人
間
の
本
質
が
実
現
せ
ら
れ
る
こ
と
を
む
し
ろ
主
張
す
る
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
そ
う
い
う
ふ

う
に
し
て
抜
け
出
た
状
態
0

0

を
人
間
本
来
の
姿

0

0

0

0

と
し
て
考
え
る
と
こ
ろ
に
、
人
間
の
現
存
在
的
性
格
に
重
点
を
お
く
人
々
の
考

え
方
の
特
色
が
あ
る
。
勿
論
、
人
間
は
有
限
存
在
た
る
こ
と
が
そ
の
最
も
本
質
的
な
特
徴
な
の
で
あ
る
か
ら
、
自
己
の
有
限

性
を
自
覚
す
る
以
上
、
も
は
や
瞬
時
た
り
と
も
安
住
す
る
こ
と
は
出
来
ず
、
常
に
不
安
に
駆
ら
れ
る
こ
と
を
免
れ
得
な
い
の

で
は
あ
る
が
、
現0

存
在
を
人
間
本
来
の
在
り
方
と
観
念
す
る
人
達
の
考
え
方
に
於
て
は
、
成
る
ほ
ど
人
間
は
た
え
ず
不
安
の

中
に
在
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
う
い
う
不
安
な
人
間
が
存
在
し
て
い
る
次
元
そ
の
も
の

0

0

0

0

0

0

は
比
較
的
安
定
し
て
い

る
も
の
と
前
提
さ
れ
て
お
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
な
れ
ば
こ
そ
、
そ
の
次
元
か
ら
無
自
覚
な
存
在
の
仕
方
の
中
に
自
己
を
喪
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失
す
る
こ
と
を
、
非
本
来
的
な
在
り
方
に
「
顛
落
」
す
る
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。

し
か
し
人
間
が
有
限
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
真
の
意
味
は
、
決
し
て
比
較
的
安
定
し
た
次
元
の
上
に
於
て
不
安
に

直
面
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
く
し
て
、
む
し
ろ
自
己
の
存
在
す
る
次
元
そ
の
も
の
が
少
し
も
定
ま
ら
な
い
と
こ
ろ
に
、

そ
の
真
義
が
見
究
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
人
間
存
在
に
於
け
る
有
限
の
限0

は
制
限
0

0

（Schranke

）
で
は
な
く
し
て
限
界
0

0

（G
renze

）
で
あ
る
。
制
限
と
は
も
は
や
そ
れ
以
上
進
ん
で
行
く
こ
と
の
出
来
な
い
壁
で
あ
る
。
壁
で
あ
る
が
故
に
、
そ
れ

に
つ
き
当
れ
ば
停
止
す
る
の
ほ
か
は
な
い
。
そ
し
て
そ
の
壁
の
向
う
に
何
が
あ
る
か
は
知
る
由
も
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ

が
限
界
は
決
し
て
壁
で
は
な
い
。
限
界
は
そ
の
本
性
上
向
う
側
に
あ
る
も
の
を
予
想
し
、
こ
ち
ら
側
と
向
う
側
と
の
二
つ
の

領
域
の
境
界
と
し
て
成
立
す
る
。
そ
れ
は
境
界
で
あ
る
が
故
に
、
そ
れ
を
と
び
越
せ
ば
向
う
側
に
行
け
る
の
で
あ
る
。
人
間

が
自
覚
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
最
も
根
源
的
な
意
味
は
、
か
か
る
意
味
に
於
て
の
限
界
を
自
覚
す
る
と
共
に
、
そ
れ
を

と
び
越
え
て
向
う
側
に
行
か
ず
に
は
お
れ
な
い
内
的
衝
動
を
自
覚
す
る
こ
と
で
あ
る
。
否
、
一
層
厳
密
に
い
え
ば
、
そ
の
限

界
と
は
実
は
同
じ
平
面
（
次
元
）
の
上
に
あ
る
境
界
で
は
な
く
し
て
、低
い
次
元
と
高
い
次
元
と
の
間
に
あ
る
境
界
で
あ
る
。

従
っ
て
そ
れ
を
と
び
越
え
る
と
は
、
低
い
次
元
か
ら
高
い
次
元
へ
飛
躍
す
る
謂
に
他
な
ら
ぬ
。
而
し
て
上
昇
し
得
る
可
能
性

は
当
然
、
下
降
す
る
可
能
性
と
相
表
裏
す
る
。
清
浄
な
る
境
地
に
ま
で
昇
華
し
得
る
人
間
は
、
同
時
に
醜
悪
な
る
罪
の
中
に

沈
溺
し
得
る
人
間
で
あ
る
。
む
し
ろ
罪
業
に
悩
む
人
間
な
れ
ば
こ
そ
、
救
済
へ
の
途
が
ひ
ら
か
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
人
間
が

可
能
0

0

存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
深
い
意
味
は
、
茲
に
見
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
と
す
る
な
ら
ば
、
人
間
に
と
っ
て
単

な
る
現0

存
在
は
、
も
は
や
決
し
て
真
実
の
存
在
即
ち
実
存
で
は
な
い
筈
で
あ
る
。
人
間
は
更
に
そ
れ
を
超
え
て
第
二
の
飛
躍

を
、
或
は
第
二
の
超
越
を
敢
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ヤ
ス
ペ
ル
ス
（K

arl Jaspers, 1883-1969

）
の
形
而
上
学
の
世
界
は
、

か
く
し
て
展
開
さ
れ
て
来
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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五

右
に
述
べ
た
よ
う
に
、
同
じ
く
実
存
を
基
本
的
な
る
も
の
と
考
え
る
場
合
に
も
、
実
存
の
現
存
在
的
性
格
に
重
点
を
お
く

か
、
そ
れ
と
も
可
能
存
在
的
性
格
に
重
点
を
お
く
か
に
従
っ
て
大
き
な
差
異
を
生
ず
る
わ
け
で
あ
る
が
、
し
か
し
今
日
の
所

謂
実
存
哲
学
は
そ
れ
が
何
れ
も
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
「
単
独
者
」
の
思
想
の
流
れ
を
汲
む
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、
真
に
現0

代
的
0

0

た
る
こ
と
を
標
榜
す
る
哲
学
と
し
て
は
、
既
に
出
発
点
か
ら
一
つ
の
重
大
な
る
制
限
を
背
負
っ
て
い
る
も
の
と
い
わ
ね

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
―
―
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
と
っ
て
は
神
と
大
衆
と
の
間
に
立
つ
た
だ
独
り
の
人
（
単
独
者
）
と
し

て
の
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
の
姿
が
つ
ね
に
彼
を
導
く
炬
火
で
あ
っ
た
。
し
か
も
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
以
上
に

人
々
か
ら
理
解
さ
れ
な
か
っ
た
。「
人
々
は
、
彼
等
が
私
を
理
解
し
て
く
れ
な
い
と
い
う
私
の
訴
を
さ
え
理
解
し
て
く
れ
な

い
ほ
ど
、
私
を
理
解
し
な
い
」
と
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
嘆
い
た
。
か
く
し
て
、
ひ
と
に
理
解
さ
れ
ず
に
た
だ
独
り
立
っ
て
い

る
と
い
う
弧
独
感
―
―
単
独
者
の
意
識
は
お
の
ず
か
ら
深
ま
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
大
衆
の
悪
意
あ
る
注
目
、
侮
辱
的
な

嘲
笑
を
浴
び
つ
つ
「
受
難
」
の
道
を
歩
み
つ
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
道
徳
的
乃
至
宗
教
的
な
厳
粛
さ
が
強
く
な
れ
ば

な
る
ほ
ど
、キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
「
単
独
者
」
は
い
よ
い
よ
一
般
大
衆
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
大

衆
は
非
真
理
（
虚
偽
）
で
あ
る
」
と
繰
返
し
言
い
放
ち
、
自
己
を
失
っ
て
大
衆
の
中
に
埋
没
し
た
人
間
を
動
物
と
ひ
と
し
く

な
っ
た
も
の
、
い
な
物
に
ま
で
非
人
格
化
さ
れ
た
も
の
と
思
い
込
ん
だ
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
そ
の
全
著
作
活
動
を
通
じ
て

人
々
を
し
て
そ
の
自
己
の
破
滅
に
め
ざ
め
し
め
以
て
本
来
の
自
己
に
立
ち
返
ら
せ
よ
う
と
、
不
断
の
努
力
を
つ
づ
け
て
や
ま

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
所
謂
実
存
哲
学
に
於
て
、
何
故
に
大
衆
の
中
に
埋
没
す
る
平
均
的
存
在
が
非
本
来
的

0

0

0

0

存
在
と
呼
ば
れ

る
か
の
由
来
を
、
こ
こ
に
は
っ
き
り
と
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
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し
か
し
現
代
の
社
会
に
於
て
人
々
が
日
常
、
大
衆
の
中
に
入
っ
て
平
均
的
存
在
と
し
て
生
活
し
て
い
る
こ
と
は
、
果
し
て

人
間
が
非
本
来
的
な
在
り
方
に
顛
落
し
て
い
る
姿
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
人
間
が
自
己
を
先
ず
平
均
的
存
在
と
し
て
客
体
化
す

る
こ
と
な
し
に
、
此
の
二
十
世
紀
の
社
会
に
於
て
果
し
て
公
共
生
活
を
営
む
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
か
。
自
給
自
足
の
素

朴
な
経
済
生
活
が
可
能
な
時
代
な
ら
い
ざ
知
ら
ず
、
此
の
複
雑
広
汎
な
経
済
機
構
の
中
に
於
て
、
大
衆
を
馬
鹿
に
し
た
「
単

独
者
」
が
果
し
て
正
当
な
生
存
権
と
発
言
権
と
を
も
ち
得
る
で
あ
ろ
う
か
。「
単
独
者
」
た
る
こ
と
は
専
ら
精
神
的
な
意
味

で
あ
る
と
い
う
か
も
知
れ
ぬ
。
し
か
し
、
単
に
自
ら
独
り
を
潔
し
と
し
て
そ
の
「
深
さ
」
を
誇
る
独
我
論
は
、
畢
竟
精
神
的

貴
族
主
義
以
外
の
何
物
で
も
な
く
、
そ
れ
は
所
詮
個
人
の
趣
味
以
上
の
も
の
た
り
得
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
人
と
人
と

の
間
柄
の
中
に
生
き
る
こ
と
を
生
命
と
す
る
人
間
が
、
大
衆
か
ら
き
り
離
さ
れ
て
た
だ
独
り
で
本
当
に

0

0

0

救
わ
れ
る
筈
は
な
い

の
で
あ
る
。

大
衆
を
馬
鹿
に
す
る
高
慢
な
心
を
そ
の
ま
ま
保
ち
な
が
ら
、
真
に
自
己
を
滅
し
自
己
に
死
す
る
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は

あ
り
得
な
い
。「
汝
」
か
ら
離
れ
て
私
が
あ
り
得
な
い
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
人
間
の
自
己
と
は
要
す
る
に
大
衆
の
中
の
自
己

で
あ
り
大
衆
に
対
す
る
自
己
で
あ
る
。
大
衆
の
中
に
自
己
を
減
却
す
る
こ
と
が
、
従
っ
て
自
己
に
死
す
る
第
一
歩
で
あ
る
。

そ
こ
か
ら
初
め
て
本
当
の
自
己
が
死
し
て
生
き
る
途
が
ひ
ら
か
れ
る
の
で
あ
る
。
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
亀
鑑
と
仰
い
だ
ソ
ー

ク
ラ
テ
ー
ス
は
、
決
し
て
大
衆
を
馬
鹿
に
は
し
な
か
っ
た
。
ア
テ
ナ
イ
の
街
頭
に
出
て
誰
彼
の
差
別
な
く
共
に
語
り
合
う
こ

と
に
よ
っ
て
、
そ
の
対
話
の
中
か
ら
少
し
で
も
普
遍
的
な
真
理
に
近
づ
こ
う
と
努
力
す
る
こ
と
二
十
年
、
し
か
も
そ
の
結
果

は
眠
り
を
貪
る
馬
に
対
す
る
う
る
さ
い
虻
の
如
く
嫌
悪
せ
ら
れ
遂
に
は
死
刑
ま
で
宣
告
せ
ら
れ
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
な
お
年

来
の
主
張
た
る
「
普
遍
概
念
尊
重
」
の
精
神
に
従
い
、
そ
の
結
晶
と
し
て
の
国
法
の
命
の
ま
ま
に
、
従
容
と
し
て
毒
杯
を
仰

い
で
死
に
つ
い
た
の
で
あ
る
。
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六

わ
れ
わ
れ
は
も
っ
と
謙
虚
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
心
を
空
し
く
し
て
「
事
物
そ
の
も
の
」
の
語
る
と
こ
ろ
に
素
直

に
聴
従
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
真
理
と
は
決
し
て
宙
に
浮
い
た
観
念

的
な
も
の
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
の
具
体
的
な
生
活
に
於
て
実
際
的
な
効
果
（practical consequence

）
を
も
つ
も
の
、
従

っ
て
経
験
に
よ
っ
て
確
か
め
る
（verity

）
こ
と
の
出
来
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
と
こ
ろ
で
わ
れ
わ
れ
の
経
験
の
内

容
を
な
す
も
の
は
、
決
し
て
普
通
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
ば
ら
ば
ら
の
個
々
の
事
実
の
み
で
は
な
い
。
従
来
観
念
論
は
、
一
般

に
経
験
の
内
容
は
単
に
多
様
な
無
統
一
な
も
の
で
あ
る
と
は
じ
め
か
ら
決
め
て
か
か
っ
た
が
故
に
、
そ
れ
を
統
一
す
る
も
の

と
し
て
経
験
を
超
え
た
所
謂
先
験
的
な
概
念
の
働
き
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
理
性
と
経
験
、
主
観

と
客
観
と
が
当
然
相
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
先
入
見
に
捉
わ
れ
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
ぬ
。
か
か
る
先
入
見
を
一
切

拭
い
去
っ
て
、
虚
心
坦
懐
に
、
最
も
直
接
的
な
純
粋
経
験

0

0

0

0

（pure experience

）
に
徹
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
単
に
多
様

な
る
事
実
0

0

の
み
な
ら
ず
そ
れ
ら
を
結
び
つ
け
る
諸
々
の
関
係
0

0

も
亦
直
接
に
知
覚
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
見
出
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
此
の
「
関
係
の
事
実
性
」
と
も
い
う
べ
き
こ
と
を
主
張
し
た
こ
と
は
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
（W

iliam
 Jam

es, 1842-

1910

）
の
徹
底
的
経
験
論
（radical em

piricism

）
の
従
来
の
経
験
論
と
は
異
な
る
一
つ
の
大
き
な
特
色
で
あ
る
。
そ
れ
が
徹0

底
的
0

0

と
自
ら
称
す
る
所
以
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
最
も
直
接
的
な
る
経
験
は
そ
れ
自
身
既
に
統
一
を
も
っ
た
も
の
で
あ

り
、
全
体
と
し
て
自
足
的
な
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
所
謂
知
る
も
の
（know

er

）
と
知
ら
れ
る
も
の
（object know

n

）
と

の
間
に
成
立
つ
と
考
え
ら
れ
る
「
認
識
」
も
、
経
験
の
外
に
あ
る
も
の
と
経
験
の
内
に
あ
る
も
の
と
の
間
の
関
係
で
は
な

く
、
実
は
何
れ
も
同
じ
経
験
の
内
に
あ
る
も
の
と
し
て
、
経
験
の
一
部
分
が
他
の
部
分
を
知
る
関
係
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
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に
、
す
べ
て
を
経
験
の
内
部
に
於
て

0

0

0

0

0

0

0

0

解
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
に
他
な
ら
ぬ
。
勿
論
、
経
験
が
全
体
と
し
て
自

足
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
決
し
て
そ
れ
が
静
止
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
解
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
事

実
の
真
相
は
ど
こ
ま
で
も
わ
れ
わ
れ
の
行
動
（doing or acting

）
の
関
係
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
デ
ュ

ヰ
ー
（John D

ew
ey, 1859-

）
に
よ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
知
る
者
（know

er

）
で
あ
る
前
に
、
先
ず
為
す
者
（doer

）
で
あ

る
。
従
っ
て
単
に
「
知
る
」
と
い
う
態
度
は
決
し
て
究
極
的
な
立
場
で
は
な
く
、
た
だ
行
詰
っ
た
状
態
の
打
開
を
考
案
す
る

場
合
に
暫
く
立
ち
止
る

0

0

0

0

態
度
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
結
局
は
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
行
動
を
将
来
に
向
っ
て
開
展
す
る
道

具
（instrum

ent

）
と
し
て
役
立
つ
の
で
な
け
れ
ば
無
意
味
で
あ
る
、
と
い
う
。
彼
の
所
謂
器
具
主
義
（instrum

entalism

）

或
は
真
理
道
具
論
は
、
真
理
が
具
体
的
生
活
に
於
て
働
く
も
の

0

0

0

0

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
強
調
し
た
点
に
於
て
、
―
―

そ
れ
は
ア
メ
リ
カ
の
社
会
を
地
盤
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
―
―
確
か
に
一
つ
の
卓
見
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。

真
理
道
具
論
を
説
く
デ
ュ
ヰ
ー
は
実
在
の
問
題
に
つ
い
て
は
極
め
て
素
朴
的
で
あ
っ
て
、
学
問
的
考
察
を
全
然
用
い
な
い

常
人
の
世
界
が
そ
の
ま
ま
実
在
で
あ
る
、
と
い
う
。
そ
し
て
「
凡
ゆ
る
学
問
の
研
究
は
、
あ
ら
っ
ぽ
い
・
い
わ
ば
肉
眼
に
よ

く
見
え
る
経
験
に
立
戻
っ
て
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
が
、
か
か
る
立
場
に
立
て
ば
、
通
常
そ
の

本
性
上
個
性
的
な
も
の
で
あ
る
が
故
に
共
同
研
究
な
ど
は
不
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
哲
学
の
分
野
に
於
て
も
、
共
同
研

究
が
十
分
可
能
に
な
る
。
而
し
て
此
の
可
能
性
を
事
実
上
証
示
し
た
も
の
が
、デ
ュ
ヰ
ー
を
含
め
て
八
人
0

0

の
学
者
の
共
著『
創

造
的
知
性
』（C

reative Intelligence, 1917

）
で
あ
る
が
、
そ
れ
よ
り
先
き
既
に
一
九
一
〇
年
に
は
『
六
人
0

0

の
実
在
論
者
の

プ
ロ
グ
ラ
ム
及
び
第
一
綱
領
』
が
発
表
さ
れ
、次
い
で
そ
の
翌
々
年
そ
れ
ら
の
人
達
の
共
同
研
究
の
結
果
に
な
る
論
文
集
『
新

実
在
論
』（N

ew
 Realism

, 1912

）
が
公
刊
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
更
に
そ
れ
に
刺
戟
さ
れ
て
七
人
0

0

の
批
判
的
実
在
論
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者
た
ち
の
共
同
著
作『
批
判
的
実
在
論
に
関
す
る
論
文
集
』（Essays in C

ritical Realism
, 1920

）が
公
に
さ
れ
る
に
及
ん
で
、

実
用
主
義
者
・
新
実
在
論
者
・
批
判
的
実
在
論
者
た
ち
は
同
じ
経
験
論
の
立
場
に
立
っ
て
―
―
主
観
的
観
念
論
や
主
知
主
義

や
絶
対
主
義
を
そ
の
共
同
の
敵
と
し
な
が
ら
―
―
し
か
も
互
に
三
巴
に
な
っ
て
討
論
を
開
始
し
、
ア
メ
リ
カ
の
哲
学
界
は
頓

に
活
気
を
呈
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

七

新
実
在
論
は
先
ず
、
形
而
上
学
（
哲
学
）
を
認
識
論
か
ら
解
放
せ
よ
、
と
主
張
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
事
物
の
性
質
は
決
し

て
知
識
の
性
質
の
中
に
求
め
ら
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
事
物
の
姿
を
主
観
的
な
観
点
か
ら
た
だ
直
観
的
に
描

こ
う
と
す
る
態
度
を
排
し
て
、
あ
り
の
ま
ま
の
も
の
を
分
析
し
て
簡
単
な
要
素
に
到
達
し
よ
う
と
す
る
新
実
在
論
の
立
場
か

ら
す
れ
ば
、
知
る
0

0

と
い
う
こ
と
も
亦
在
る
0

0

と
い
う
こ
と
の
中
に
起
る
も
の
と
し
て
、
空
間
と
か
数
と
か
物
理
的
性
質
と
か
い

う
も
の
と
全
く
同
列
に
な
っ
て
現
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
通
常
、
知
識
が
あ
れ
ば
そ
こ
に
は
知
る
も
の
（
主
観
）
と
そ
れ

に
対
す
る
知
ら
れ
る
も
の
（
客
観
）
と
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
「
そ
こ
に
」（there

）
と
い
う
の
は
実

は
両
者
の
関
係
が
保
た
れ
る
「
野
」（field

）
に
他
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
、
そ
の
「
野
」
に
於
て
あ
る
も
の
は
心
的
で
も
な
け

れ
ば
物
的
で
も
な
い
。
そ
れ
は
強
い
て
い
え
ば
「
中
性
的
有
」（neutral entities

）
と
呼
ば
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
森
羅

万
象
は
、
こ
れ
を
最
も
簡
単
な
要
素
に
ま
で
分
析
す
れ
ば
、
す
べ
て
こ
れ
中
性
的
有
で
あ
る
。
す
べ
て
の
も
の
が
そ
の
根
柢

に
於
て
か
か
る
中
性
的
有
か
ら
成
立
つ
も
の
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
所
謂
客
観
的
な
自
然
の
観
察
に
つ
い
て
は
勿
論
、
例
え
ば
快

苦
と
い
う
よ
う
な
全
く
主
観
的
と
考
え
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
も
、
共
に
語
り
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
互
に
同
感
し
同
情
す
る

こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
無
機
界
・
有
機
界
・
人
間
界
を
通
じ
て
中
性
的
有
を
以
て
一
切
を
連
続
的
に
説
明
し
よ
う
と
す
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る
ホ
ル
ト
（B

issel Edw
in H

olt, 1873-

）
の
中
性
的
一
元
論
と
は
、
か
く
し
て
成
立
す
る
も
の
に
他
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

右
に
述
べ
た
よ
う
に
、
新
実
在
論
は
一
名
「
汎
客
観
論
」
と
呼
ば
れ
る
く
ら
い
で
、
知
る
0

0

こ
と
を
在
る
0

0

こ
と
の
一
部
分
に

帰
し
去
っ
て
そ
の
独
立
性
を
認
め
な
い
が
故
に
、
事
物
は
あ
る
が
ま
ま
に
あ
る
或
は
知
ら
れ
る
通
り
に
あ
る
と
い
う
の
他
は

な
く
、
か
く
て
見
違
い
・
聞
き
違
い
・
思
い
違
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
説
明
の
仕
様
が
な
い
こ
と
に
な
っ
て
、
数
秒
前
の

雷
鳴
、
数
年
前
の
星
の
光
も
現
に
存
在
す
る
も
の
と
簡
単
に
見
な
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
か
か
る
素
朴
な
見
解
は
、
知
覚
に

与
え
ら
れ
る
も
の
を
性
急
に
そ
の
ま
ま
実
際
の
事
実
で
あ
る
と
決
め
て
し
ま
う
本
能
的
動
物
的
信
仰
に
満
足
を
与
え
る
こ
と

は
出
来
て
も
、
真
の
知
見
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
い
う
の
が
、
批
判
的
実
在
論
の
出
発
点
で
あ
る
。
批
判
的
実

在
論
者
に
よ
れ
ば
、
意
識
に
直
接
現
わ
れ
る
も
の
は
単
に
与
え
ら
れ
る
或
は
気
付
か
れ
る
と
の
み
い
う
こ
と
の
出
来
る
対
象

で
あ
る
。
そ
の
対
象
は
存
立
（subsist
）
す
る
と
い
う
こ
と
は
出
来
て
も
、
存
在
（exist

）
す
る
と
い
う
こ
と
は
出
来
ず
、

ま
し
て
そ
れ
自
身
に
於
て
真
で
あ
る
と
も
偽
で
あ
る
と
も
決
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
そ
の
真
偽
は
実
用
主
義
的
方
法
に

訴
え
て
決
め
る
の
他
は
な
い
。
即
ち
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
挙
げ
て
い
る
例
を
借
れ
ば
、
若
し
森
の
中
で
道
に
迷
っ
た
人
が
牝
牛
の

足
跡
を
見
出
し
、
そ
れ
を
辿
っ
て
行
け
ば
人
家
に
出
て
乳
を
飲
む
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
、
そ
の
方
向
に
進
ん
で

行
っ
て
遂
に
望
を
達
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
考
え
は
「
人
家
」
と
い
う
有
用
な
事
実
に
ま
で
導
い
て
行
っ
て
く
れ
た
の
で
あ

っ
て
、
か
く
し
て
そ
の
考
え
の
真
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
、
と
に
か
く
一
応
値
打
の
あ
る
案
内

の
機
能
（the function of a leading that is aw

orth w
hile

）
の
中
に
真
理
の
実
体
を
見
出
そ
う
と
す
る
点
に
於
て
、
批
判
的

実
在
論
は
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
嫡
子
0

0

と
も
称
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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八

新
実
在
論
は
事
物
を
あ
り
の
ま
ま
に
認
め
よ
う
と
す
る
の
あ
ま
り
「
汎
客
観
論
」
に
偏
し
て
人
間
自
身
の
存
在
性
を
甚
だ

稀
薄
な
ら
し
め
る
結
果
と
な
り
、
こ
れ
に
対
し
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
と
批
判
的
実
在
論
は
、
一
切
を
わ
れ
わ
れ
の
「
行
動
」

と
の
関
係
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
点
に
於
て
具
体
的
な
人
間
生
活
の
次
元
を
開
拓
し
た
の
で
は
あ
る
が
、
し
か

し
「
す
る
」
こ
と
が
要
求
通
り
成
功
し
て
わ
れ
わ
れ
を
満
足
せ
し
め
た
が
故
に
真
理
で
あ
り
、
そ
の
際
「
な
し
」
得
た
と
こ

ろ
に
即
ち
「
あ
る
」
世
界
が
容
認
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
果
し
て
真
理
の
厳
し
さ

0

0

0

と
実
在
の
深
さ
0

0

と
が

つ
く
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
、
ま
た
別
問
題
で
あ
る
。
物
事
が
実
際
的
な
効
果
を
も
っ
て
現
わ
れ
る
よ
う
な
世
界
が
、
人
間
精

神
の
生
き
る
唯
一
の
世
界
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
人
間
に
と
っ
て
最
も
根
源
的
な
事
実
は
「
生
」
の
事
実
で
あ
る
。
従
っ
て

人
間
世
界
に
於
け
る
す
べ
て
の
も
の
は
、
―
―
哲
学
も
亦
―
―
生
か
ら
出
て
生
に
還
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
よ
う
に
生
の
根
源

性
乃
至
は
自
足
性
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
傾
向
の
思
想
を
広
く
総
称
し
て
「
生
の
哲
学
」
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
生
の
哲
学
は
確

か
に
実
存
哲
学
及
び
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
と
共
に
二
十
世
紀
前
半
を
代
表
す
る
な
ま
な
ま
し
い
哲
学
思
想
で
あ
る
、
と
い
わ

ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

た
だ
し
か
し
、
生
の
哲
学
は
「
真
理
を
採
っ
て
生
命
を
捨
て
る
」
か
「
生
命
を
採
っ
て
真
理
を
捨
て
る
」
か
の
二
者
択
一

に
対
し
て
後
者
を
択
ん
だ
ニ
ー
チ
ェ
を
最
も
近
い
先
駆
者
と
す
る
も
の
と
し
て
、
一
般
に
非
学
問
的
で
あ
る
と
い
う
譏
り
を

免
れ
な
い
一
面
を
具
え
て
い
る
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
と
い
う
の
は
、
根
源
的
な
る
生
は
単
に
表
象
の
み
な
ら
ず

衝
動
・
意
志
・
感
情
を
も
統
一
し
た
全
体
的
な
る
も
の
と
し
て
、
そ
れ
を
自
然
科
学
的
認
識
の
方
法
に
よ
っ
て
把
捉
し
得
な

い
の
は
勿
論
で
あ
る
が
、
そ
れ
の
客
観
的
な
表
現
を
―
―
デ
ィ
ル
タ
イ
（W

ilhelm
 D

ilthey, 1833-1911

）
の
い
う
よ
う
に

―
―
追
体
験
（nacherleben

）
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
了
解
（verstehen

）
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
結
局
「
生
を
生
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そ
の
も
の
か
ら
了
解
す
る
」
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
場
合
の
了
解
の
実
体
を
明
確
に
規
定
す
る
こ
と
は
困
難
だ
か

ら
で
あ
る
。
か
よ
う
に
生
の
哲
学
は
先
ず
方
法
的
見
地
か
ら
観
て
多
く
の
不
明
確
さ
を
残
す
の
み
な
ら
ず
、
更
に
体
系
的
見

地
か
ら
観
る
な
ら
ば
、
自
然
科
学
の
対
象
界
に
対
し
て
精
神
科
学
の
対
象
界
の
独
立
性
を
主
張
し
、
そ
の
構
造
連
関
を
分
析

し
て
こ
れ
を
類
型
的
に
記
述
す
る
と
い
う
だ
け
で
、
哲
学
の
仕
事
は
終
る
べ
き
で
は
な
い
。
哲
学
は
何
よ
り
も
先
ず
学
問
で

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
も
最
も
原
理
的
な
学
問
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
と
こ
ろ
で
原
理
と
は
、
い
う
迄
も
な
く
諸
々
の
特

殊
的
な
る
も
の
の
根
柢
に
あ
っ
て
そ
の
核
心
と
し
て
は
た
ら
く
も
の
で
あ
る
。
特
殊
的
な
る
も
の
の
生
命
と
な
っ
て
は
た
ら

か
な
い
よ
う
な
原
理
は
、
そ
れ
自
身
生
命
な
き
原
理
で
あ
り
、
原
理
に
し
て
原
理
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
生
き
た
原
理
が
そ

れ
だ
け
で
遊
離
し
て
捉
え
ら
れ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
あ
り
得
る
筈
は
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
最
も
原
理
的
な
学

問
で
あ
る
べ
き
哲
学
は
、
そ
れ
だ
け
に
猶
更
却
っ
て
様
々
の
実
証
的
な
る
も
の
と
深
く
結
び
つ
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ

て
、
若
し
哲
学
が
他
の
諸
々
の
実
証
科
学
の
研
究
と
全
く
無
関
係
に
、
単
な
る
「
生
」
の
世
界
・
精
神
の
世
界
に
の
み
沈
潜

し
て
唯
そ
の
深
さ
0

0

を
誇
っ
て
得
々
と
し
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
哲
学
が
―
―
少
く
と
も
学
問
と
し
て
は
―
―
自
ら
墓
穴
を

掘
る
も
の
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
而
し
て
此
の
点
に
於
て
、
前
世
紀
末
か
ら
今
世
紀
の
三
十
年
代
に
ま

で
及
ぶ
四
十
年
以
上
の
永
い
著
作
活
動
を
通
し
て
ベ
ル
グ
ソ
ン
（H

enri B
ergson, 1859-1941

）
の
残
し
た
偉
大
な
る
足
跡

は
、
わ
れ
わ
れ
に
多
く
の
も
の
を
教
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

む
す
び

前
世
紀
後
半
の
め
ざ
ま
し
い
自
然
科
学
の
発
達
に
よ
っ
て
物
質
の
世
界
が
隅
々
ま
で
究
明
せ
ら
れ
そ
の
地
盤
が
い
よ
い
よ

拡
大
強
化
せ
ら
れ
る
の
を
前
に
し
て
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
先
ず
課
せ
ら
れ
た
問
題
は
、
か
か
る
牢
固
た
る
物
質
0

0

に
対
し
て
精
神
0

0
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が
如
何
に
し
て
そ
の
独
立
性
と
尊
貴
性
と
を
主
張
し
得
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
而
し
て
ベ
ル
グ
ソ
ン
が
―
―
す
べ

て
の
も
の
を
ば
ら
ば
ら
に
分
解
し
て
し
ま
う
「
悟
性
」
の
対
象
界
た
る
物
質
の
世
界
に
対
し
て
―
―
知
的
同
感
（sym

pathie 

intellectuelle
）
と
も
い
う
べ
き
「
直
観
」
の
対
象
界
た
る
純
粋
持
続
の
世
界
を
明
確
に
区
別
し
、
そ
れ
が
真
の
実
在
で
あ

る
所
以
を
力
説
し
て
右
の
課
題
に
答
え
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
二
つ
の
世
界
を
夫
々
の
原
理
に

よ
っ
て
成
立
つ
も
の
と
し
て
た
だ
併
立
的
に
提
示
す
る
だ
け
で
は
、
未
だ
問
題
は
解
決
せ
ら
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
従

っ
て
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
と
っ
て
次
の
問
題
は
、
一
応
領
域
を
異
に
す
る
も
の
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
独
立
性
が
認
め
ら
れ
た
物
質

と
精
神
と
が
、
如
何
に
相
互
に
交
渉
し
浸
透
し
合
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
、
高
く
樹
立
さ
れ
た
形
而
上
学

を
経
験
の
地
盤
の
上
へ
も
ち
来
た
す
こ
と
（porter la m

étaphysique sur la terrain de l’expérience

）
に
よ
っ
て
形
而
上
学

的
実
証
主
義
（positivism

e m
étaphysique

）
と
も
い
う
べ
き
方
向
に
自
己
の
思
想
を
具
体
化
す
る
こ
と
が
、
一
八
九
六
年

の
『
物
質
と
記
憶
』
に
つ
づ
き
二
十
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
の
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
歩
ん
だ
途
で
あ
っ
た
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
フ
ラ
ン

ス
哲
学
一
般
の
特
色
を
述
べ
た
箇
所
で
い
っ
て
い
る
。「
一
つ
の
観
念
を
徹
底
的
に
考
え
る
こ
と
は
、
あ
ま
り
に
た
や
す
い
。

難
事
は
む
し
ろ
必
要
な
所
で
演
繹
を
と
ど
め
、
諸
特
殊
科
学
の
研
究
と
ま
た
絶
え
ず
実
在
と
接
触
を
保
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
の
観
念
を
適
当
に
屈
曲
せ
し
め
る
こ
と
で
あ
る
、」
と
。
そ
し
て
更
に
言
葉
を
続
け
て
い
う
。「
か
か
る
意
味
に
於
て
の
哲

学
は
実
証
科
学
と
同
じ
精
密
さ
を
も
つ
こ
と
が
出
来
る
。
そ
し
て
科
学
と
同
じ
よ
う
に
、
哲
学
は
ひ
と
た
び
獲
得
さ
れ
た
結

果
を
次
々
に
附
け
加
え
つ
つ
絶
間
な
く
進
歩
す
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
哲
学
は
か
く
し
て
―
―
決
し
て
哲
学
大
集
成

（une grande synthèse

）
で
あ
る
な
ど
と
主
張
す
る
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
―
―
や
は
り
一
つ
の
大
き
な
綜
合
的
な
努
力

（un grand effort synthétique

）
な
の
で
あ
る
、」
と
。（La Science Française, nouvelle édition, p. 19-20.

）

勿
論
、
綜
合
な
き
分
化
が
盲
目
で
あ
る
よ
う
に
、
分
化
な
き
綜
合
は
空
虚
で
あ
る
。
真
の
綜
合
は
、
分
化
を
内
に
含
む
こ
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と
に
よ
っ
て
分
化
が
進
め
ば
進
む
ほ
ど
そ
れ
だ
け
却
っ
て
そ
の
内
容
を
豊
か
な
ら
し
め
る
よ
う
な
綜
合
で
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
而
し
て
、
か
か
る
意
味
に
於
て
の
綜
合
的
精
神
こ
そ
、
現
代
哲
学
い
な
今
後
の
哲
学
の
中
核
的
推
進
力
と
な
ら
ね
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。
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