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凡
例

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

〜68

、1986

年
）
よ
り
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
以
下

の
よ
う
な
改
定
を
施
し
て
い
る
。

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

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

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

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

と
し
た
。「
愈
い
よ
い
よ」「
益
ま
す
ま
す」
も
「
愈
々
」「
益
々
」
と
。

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

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

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

そ
れ
ら
の
区
別
は
し
て
い
な
い
。

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

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

ベ
ッ
トI, II, IV, X

で
代
用
し
て
い
る
。

・
ギ
リ
シ
ャ
文
字
はTekniaG

reek font

を
使
っ
て
い
る
。
但
しφι
は
作
成
ソ
フ
ト
と
の
相
性
が
悪
く
別
フ
ォ
ン
ト
で
あ
る
。



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

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

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

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

大
内　

兵
衛

東
畑　

精
一

羽
仁　

五
郎

桝
田
啓
三
郎

久
野　
　

收



三
木
清
全
集
　
第
二
巻
　
史
的
観
念
論
の
諸
問
題
・
他

目
次

史
的
観
念
論
の
諸
問
題

序批
判
哲
学
と
歴
史
哲
学

附
録

歴
史
的
因
果
律
の
問
題

個
性
の
問
題

デ
ィ
ル
タ
イ
の
解
釈
学

ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学

危
機
に
お
け
る
理
論
的
意
識

ボ
ル
ツ
ァ
ー
ノ
の
「
命
題
自
体
」



ス
ピ
ノ
ザ
に
於
け
る
人
間
と
国
家

ゲ
ー
テ
に
於
け
る
自
然
と
歴
史

【
以
下
ド
イ
ツ
語
論
文
は
別
ｐ
ｄ
ｆ
に
】

D
ie Logik der individuellen K

ausalität

W
ahrheit und G

ew
issheit

D
er O

bjektivism
us in der Logik

R
ickerts B

edeutung für die japanische Philosophie

ド
イ
ツ
語
で
書
か
れ
た
論
文
の
翻
訳

個
別
的
因
果
律
の
論
理

真
理
と
確
実
性

論
壇
学
に
お
け
る
客
観
主
義

日
本
の
哲
学
に
対
す
る
リ
ッ
カ
ー
ト
の
意
義

【
解
題
】





三

序 史
的
観
念
論
の
諸
問
題



四

史
的
観
念
論
の
諸
問
題

序
こ
れ
ら
の
諸
論
文
は
お
お
む
ね
旧
稿
に
属
す
る
。
な
か
に
も
最
初
の
『
批
判
哲
学
と
歴
史
哲
学
』
は
私
の
大

学
卒
業
論
文
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
も
の
は
私
に
と
っ
て
「
歴
史
的
な
も
の
」
で
あ
る
が
故
に
、
私
は
今
そ
れ
ら

の
も
の
を
訂
正
す
べ
き
理
由
を
も
た
な
か
っ
た
。
た
だ
『
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学
』
だ
け
は
最
近
に
書
い
た
も
の

で
あ
る
の
で
、
こ
こ
に
収
録
す
る
に
あ
た
っ
て
私
は
そ
れ
に
若
干
の
修
補
を
行
っ
た
。

近
来
マ
ル
ク
ス
主
義
思
想
の
普
及
と
共
に
も
と
も
と
「
非
歴
史
的
な
」
見
方
を
習
と
し
て
い
た
こ
の
国
の
人
々

の
思
惟
に
も
歴
史
の
理
論

0

0

0

0

0

が
重
要
な
問
題
の
ひ
と
つ
と
な
る
に
到
っ
た
。
こ
の
と
き
従
来
の
観
念
論
が
こ
の
問
題

を
如
何
に
提
出
し
、
如
何
な
る
方
法
に
よ
っ
て
、
如
何
に
解
決
し
よ
う
と
企
て
た
か
を
一
応
理
解
す
る
こ
と
は
、

あ
な
が
ち
無
駄
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
然
る
に
我
々
は
こ
の
方
面
に
関
す
る
文
献
を
今
日
な
お
殆
ど
全
く
も
っ
て

い
な
い
。
こ
れ
が
私
を
し
て
こ
の
書
を
編
む
に
い
た
ら
し
め
た
動
機
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。
然
し
な
が
ら
そ
れ
の

更
に
重
大
な
る
動
機
は
他
の
と
こ
ろ
に
あ
る
。
私
は
こ
の
書
と
共
に
私
の
過
去
を
決
算
し
よ
う
と
思
う
。
人
間
は

彼
の
生
涯
に
於
て
幾
度
か
、
彼
の
過
去
が
自
分
の
も
の
で
な
く
寧
ろ
他
人
の
も
の
で
あ
る
か
の
如
く
に
見
え
る
時



五

序
機
を
経
験
す
る
。
い
な
、
彼
は
時
と
し
て
彼
の
過
去
を
単
に
他
人
の
も
の
と
し
て
で
な
く
、
却
っ
て
敵
の
も
の
と

し
て
経
験
す
る
こ
と
さ
え
あ
る
の
で
あ
る
。
私
は
今
ま
さ
に
斯
く
の
如
き
機
会
に
遭
遇
し
て
い
る
の
を
感
ず
る
。

そ
れ
は
ひ
と
つ
の
危
機
で
あ
る
。
私
は
そ
れ
に
対
し
て
批
判
的
に
、
革
命
的
に
、
行
為
す
る
た
め
に
、
こ
の
書
に

於
て
私
の
過
去
を
し
て
十
分
に
自
己
を
語
り
、
自
己
を
主
張
せ
し
め
よ
う
と
思
う
。

今
日
正
直
に
思
索
し
よ
う
と
欲
す
る
限
り
、
何
人
も
、
激
烈
に
、
執
拗
に
相
対
峙
し
、
相
闘
争
す
る
思
想
の

流
れ
の
自
己
に
押
し
寄
せ
て
来
る
の
を
見
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
こ
と
に
彼
は
異
常
な
る
難
局
に
際
会
す

る
。
こ
こ
に
私
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
葉
を
想
い
起
す
。「
世
界
歴
史
は
幸
福
の
土
地
で
な
い
。
幸
福
の
時
期
は
世
界

歴
史
に
於
け
る
書
か
れ
ざ
る
ペ
ー
ジ
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
調
和
の
、
対
立
の
欠
乏
の
時
期
で
あ
る
か
ら
で

あ
る
。」
対
立
と
矛
盾
と
に
充
ち
た
現
代
は
、
よ
し
我
々
に
と
っ
て
幸
福
の
時
で
な
い
に
し
て
も
、
恐
ら
く
最
も

重
大
な
る
世
界
史
的
時
期
で
あ
る
。
我
々
は
こ
の
時
期
の
意
義
を
把
握
し
、
実
現
す
る
た
め
に
、
覚
悟
す
る
よ
う

に
促
が
さ
れ
て
い
る
。
然
る
に
こ
の
覚
悟
を
固
め
る
た
め
に
は
、
我
々
は
危
機
に
関
す
る
理
論
的
意
識
を
獲
得
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
蓋
し
我
々
の
直
面
す
る
こ
の
最
も
意
味
深
き
時
期
は
恰あ
た
かも
危
機
と
し
て
現
れ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
こ
こ
に
、
本
年
一
月
号
の
雑
誌
『
改
造
』
の
た
め
に
書
い
た
『
危
機
に
お
け
る
理
論
的
意

識
』
を
再
録
す
る
こ
と
は
、
こ
の
書
に
と
っ
て
ま
さ
に
跋
文
を
作
る
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。



六

史
的
観
念
論
の
諸
問
題

千
九
百
二
十
九
年
五
月
十
二
日

東
京
に
於
て三

木　

清



七

批
判
哲
学
と
歴
史
哲
学

批
判
哲
学
と
歴
史
哲
学

哲
学
史
上
に
お
け
る
カ
ン
ト
の
並
び
な
き
地
位
は
啓
蒙
の
完
成
と
そ
の
克
服
と
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。

彼
が
な
お
呼
吸
し
た
啓
蒙
思
想
の
特
色
は
、
そ
の
主
知
的
も
し
く
は
主
理
的
傾
向
で
あ
る
。
数
学
と
自
然
科
学
と

が
哲
学
の
オ
ル
ガ
ノ
ン
で
あ
っ
た
の
み
で
な
く
、
文
化
の
諸
問
題
の
解
決
で
さ
え
も
が
合
理
的
形
而
上
学
と
経
験

的
心
理
学
と
の
方
向
に
求
め
ら
れ
、
か
く
て
歴
史
は
一
般
に
哲
学
者
の
関
心
の
外
に
残
さ
れ
る
か
、
ま
た
は
軽
蔑

の
対
象
で
あ
る
か
で
あ
っ
た
。し
か
る
に
カ
ン
ト
以
後
の
ド
イ
ツ
観
念
論
の
諸
体
系
に
お
い
て
は
如
何
で
あ
る
か
。

ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
と
呼
ば
れ
る
こ
れ
ら
の
哲
学
は
、
理
性
の
体
系
を
発
見
す
る
こ
と
、
言
い
換
え
る
と
、
文
化
人
の

一
切
の
生
命
活
動
の
目
的
論
的
聯
関
を
理
性
の
中
心
に
お
い
て
体
験
し
理
解
す
る
こ
と
、
に
力
を
傾
け
た
の
で
あ

る
。
全
人
類
に
分
た
れ
て
い
る
も
の
を
私
は
私
一
己
に
お
い
て
享
受
し
よ
う
、
と
い
っ
た
ゲ
ー
テ
の
人
格
は
、
こ

の
時
代
の
具
象
化
で
あ
っ
た
。
歴
史
が
哲
学
の
オ
ル
ガ
ノ
ン
で
あ
っ
た
の
み
で
な
く
、
理
性
の
実
現
の
過
程
と
し

て
の
歴
史
の
意
味
を
認
識
す
る
こ
と
が
哲
学
的
思
索
の
凡
て
で
あ
っ
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
考
え
る
、
哲
学
は
哲
学
史

で
あ
る
、
と
。
自
然
科
学
か
ら
歴
史
へ
、
抽
象
的
普
遍
か
ら
具
体
的
普
遍
へ
、
こ
れ
が
啓
蒙
か
ら
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク

へ
の
推
移
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
か
か
る
目
覚
し
い
変
化
が
実
に
、
少
な
く
と
も
外
面
的
に
は
精
彩
に
乏
し
い
カ
ン



八

史
的
観
念
論
の
諸
問
題

ト
を
旋
廻
点
と
し
て
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
一
見
謎
の
如
く
思
わ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

一

汝
み
ず
か
ら
に
よ
っ
て
汝
自
身
を
規
定
せ
よ
、
―
―
嘗
て
こ
の
よ
う
に
矜
持
に
充
ち
、
し
か
も
謙
虚
に
溢
れ

た
言
葉
が
語
ら
れ
た
こ
と
は
稀
で
あ
ろ
う
。
我
の
自
覚
に
基
づ
い
た
我
の
自
律
の
真
の
観
念
は
、
こ
こ
に
も
は
や

人
間
の
脳
裡
か
ら
消
え
去
り
難
く
明
瞭
に
宣
言
さ
れ
た
。
外
的
所
与
や
自
然
的
性
向
や
感
覚
的
快
適
か
ら
解
放
さ

れ
て
、
理
性
は
白
日
の
光
の
中
に
自
己
を
見
出
し
た
。
カ
ン
ト
に
従
え
ば
、
認
識
が
対
象
に
一
致
す
る
の
で
は
な

く
、
対
象
が
認
識
に
一
致
す
る
の
で
あ
る
。
外
的
実
在
と
し
て
我
々
の
認
識
に
よ
っ
て
模
写
さ
る
べ
く
究
極
的
に

存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
個
々
の
事
実
は
、
そ
の
基
礎
付
け
を
こ
れ
ら
の
個
々
の
事
実
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
ぬ

多
く
の
一
般
的
予
想
を
俟
っ
て
定
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
単
な
る
感
覚
や
そ
の
堆
積
が
客
観
性
を
要
求
す
る
経

験
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
経
験
と
は
却
っ
て
直
接
の
自
明
性
と
確
実
性
と
を
も
っ
て
妥
当
す
る
原
理
や
前
提
の
も

と
に
構
成
さ
れ
た
も
の
に
過
ぎ
ぬ
。
真
理
は
思
惟
の
必
然
性
と
普
遍
性
、即
ち
思
惟
の
規
範
性
を
意
味
し
て
い
る
。

か
よ
う
に
し
て
嘗
て
は
我
の
外
に
求
め
ら
れ
た
も
の
が
今
は
我
の
根
柢
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
先
験
的
統
覚
に
お

い
て
発
見
さ
れ
た
。
与
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
受
取
る
に
我
々
の
慣
れ
て
い
る
も
の
も
、
そ
れ
が
客
観
的
な
も
の



九

批
判
哲
学
と
歴
史
哲
学

で
あ
る
限
り
、
そ
こ
に
意
識
一
般
の
法
則
的
な
綜
合
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
自
然
界
の
立
法
者

と
し
て
自
己
を
主
張
す
る
理
論
理
性
は
同
時
に
謙
虚
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
己
の
立
法
の
普
遍
妥
当
性

を
可
能
な
経
験
の
範
囲
に
局
限
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
の
自
律
を
主
張
す
る
と
共
に
、
或
は
む
し
ろ
主
張
す

る
が
故
に
、
他
の
も
の
の
自
律
を
承
認
す
る
。
な
ぜ
な
ら
も
し
理
論
理
性
の
自
律
、
従
っ
て
立
法
が
否
定
さ
れ
て
、

真
理
が
表
象
と
実
在
と
の
一
致
に
存
す
る
と
考
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
真
理
は
た
だ
知
性
の
世
界
に
お
い
て
の
み
求

め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
か
ら
。
こ
の
よ
う
な
一
致
を
道
徳
的
行
為
や
美
的
感
情
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
は

滑
稽
な
こ
と
で
あ
ろ
う
か
ら
。し
か
る
に
も
し
真
理
を
カ
ン
ト
と
共
に
理
性
の
規
範
性
と
し
て
理
解
す
る
な
ら
ば
、

我
々
は
道
徳
的
真
理
や
美
的
真
理
に
つ
い
て
も
語
る
こ
と
が
で
き
る
。
美
や
道
徳
の
範
囲
に
お
い
て
も
我
々
は
必

然
性
と
普
遍
性
即
ち
規
範
性
を
要
求
す
る
。
か
よ
う
に
し
て
カ
ン
ト
が
『
純
粋
理
性
批
判
』
殊
に
そ
の
強
靭
な
思

索
の
跡
を
示
し
て
い
る
そ
の
先
験
的
分
析
論
に
お
い
て
成
し
遂
げ
た
認
識
論
上
の
模
写
説
の
克
服
は
、
や
が
て
哲

学
上
の
主
知
主
義
の
克
服
と
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
人
間
は
根
柢
か
ら
思
惟
的
な
生
類
で
あ
り
、
ま
た
あ
る
べ
き
で

あ
っ
て
、
感
情
や
意
志
は
背
後
に
退
く
べ
き
で
あ
る
。
哲
学
的
労
作
の
理
想
は
、
純
粋
に
学
問
的
な
考
察
に
専
念

し
て
、
悟
性
に
対
し
て
維
持
さ
れ
得
ぬ
凡
て
の
も
の
の
妥
当
性
を
拒
む
に
あ
る
と
考
え
る
と
こ
ろ
の
、
啓
蒙
思
想

の
主
要
契
機
で
あ
っ
た
主
知
主
義
は
、
学
問
の
範
囲
内
で
知
性
の
客
観
性
の
要
求
を
権
利
付
け
た
カ
ン
ト
そ
の
人
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に
よ
っ
て
却
っ
て
克
服
さ
る
べ
き
運
命
を
も
っ
て
い
た
。
い
ま
や
感
情
や
意
志
は
知
性
に
対
し
て
少
な
く
と
も
並

立
の
関
係
に
立
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
我
々
の
理
性
は
、
そ
の
本
質
に
属
す
る
統
一
の
要
求
に
促
さ

れ
て
、
こ
の
よ
う
な
並
立
の
関
係
に
止
ま
る
こ
と
に
満
足
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
ど
こ
ま
で
も
分
析
的
で
あ
っ
て
、

な
お
啓
蒙
的
臭
味
を
脱
し
得
な
か
っ
た
カ
ン
ト
が
、
テ
ー
テ
ン
ス
【Tetens

】
の
心
理
学
上
の
三
分
法
に
応
じ
て
分

離
し
た
理
性
は
、
放
胆
な
フ
ィ
ヒ
テ
を
俟
っ
て
統
一
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
考
え
た
、
我
々
が

知
性
と
呼
ぶ
も
の
の
根
柢
に
も
意
志
が
あ
り
当
為
が
あ
る
、と
。
思
惟
の
基
礎
に
は
真
理
へ
の
意
志
が
存
在
す
る
。

即
ち
知
性
の
本
質
の
徹
底
的
な
理
解
は
、
目
的
観
を
も
っ
て
カ
ン
ト
の
批
判
主
義
を
補
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
理
性

を
統
一
の
相
に
お
い
て
眺
め
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
一
旦
征
服
さ

れ
た
主
知
主
義
は
、
彼
に
お
け
る
実
践
理
性
の
優
位
の
思
想
を
発
展
さ
せ
た
フ
ィ
ヒ
テ
を
俟
っ
て
、
再
び
そ
し
て

最
後
決
定
的
に
打
ち
克
た
れ
た
の
で
あ
る（
１
）。

こ
こ
に
我
々
は
カ
ン
ト
の
哲
学
が
歴
史
哲
学
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
所
以
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

如
何
に
し
て
先
験
的
綜
合
判
断
は
可
能
で
あ
る
か
と
問
う
て
、
認
識
の
事
実
問
題
と
権
利
問
題
と
を
区
別
し
、
認

識
の
客
観
性
の
根
拠
を
求
め
る
こ
と
に
お
い
て
発
見
さ
れ
た
意
識
一
般
の
概
念
は
、
文
化
が
真
の
自
己
認
識
に
到

達
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
蓋
し
文
化
と
は
人
間
が
理
性
の
自
律
的
規
定
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
も
の
か
ら
生
産
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す
る
も
の
の
一
切
の
名
で
あ
る
。
普
遍
妥
当
的
な
も
の
を
要
求
し
、
産
出
す
る
理
性
の
自
由
な
は
た
ら
き
に
お
い

て
文
化
的
活
動
は
そ
の
中
心
を
見
出
す
。
カ
ン
ト
は
か
よ
う
な
理
性
の
活
動
の
範
囲
を
残
り
な
く
探
求
し
て
そ
の

悉
く
を
尊
重
し
た
。
ま
た
次
に
、歴
史
は
理
性
価
値
の
次
第
に
高
ま
り
ゆ
く
実
現
の
過
程
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

歴
史
の
意
味
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
先
ず
何
が
理
性
価
値
で
あ
る
か
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
或
は
理
性
を
歴
史

の
中
に
指
し
示
そ
う
と
す
る
者
は
、
先
ず
理
性
そ
の
も
の
の
明
瞭
な
意
識
に
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

そ
う
で
な
け
れ
ば
我
々
は
結
局
歴
史
の
意
味
を
否
定
す
る
か
、
ま
た
は
相
対
的
、
懐
疑
的
、
虚
無
的
歴
史
観
で
あ

る
と
こ
ろ
の
歴
史
主
義
に
陥
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
生
に
価
値
を
拒
み
、
一
切
の
意
欲
の
厭
う
べ
き
こ
と
を

説
い
た
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
と
っ
て
は
、
人
類
の
歴
史
上
の
行
為
は
、
同
じ
不
幸
を
異
な
る
衣
裳
に
よ
っ
て

演
ず
る
悲
喜
劇
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
歴
史
的
過
程
の
自
然
必
然
的
経
過
を
そ
の
ま
ま
進
歩
も
し
く
は
改
善
と
考
え

て
、
歴
史
の
相
対
的
な
意
味
を
認
め
よ
う
と
い
う
試
み
は
不
可
能
で
あ
る
。
単
に
よ
り
後
な
る
も
の
は
よ
り
善
き

も
の
で
は
な
い
。
ま
た
単
な
る
変
化
は
進
歩
で
は
な
い
。
歴
史
の
過
程
を
発
展
の
過
程
と
し
て
理
解
す
る
た
め
に

は
、
発
展
を
超
越
し
た
も
の
、
即
ち
超
歴
史
的
な
も
の
、
或
は
絶
対
的
妥
当
性
を
も
っ
た
原
理
が
必
要
で
あ
る
。

そ
れ
故
に
カ
ン
ト
が
理
性
の
本
質
は
如
何
に
考
え
ら
る
べ
き
で
あ
る
か
、
何
が
理
性
価
値
と
し
て
普
遍
妥
当
性
を

要
求
し
得
る
か
を
明
ら
か
に
し
た
の
は
、
歴
史
哲
学
に
対
す
る
不
朽
の
功
績
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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史
的
観
念
論
の
諸
問
題

彼
は
彼
の
人
格
の
内
奥
に
お
い
て
理
性
そ
の
も
の
を
体
験
し
自
覚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
の
哲
学

へ
の
旋
廻
点
に
立
っ
た
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
彼
は
認
識
論
上
の
模
写
説
を
破
壊
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
頃
歴
史
哲
学
の
名
の
も
と
に
論
議
さ

れ
つ
つ
あ
る
学
と
し
て
の
歴
史
の
方
法
論
の
問
題
に
対
し
て
貢
献
し
た
。
も
ち
ろ
ん
彼
は
経
験
科
学
と
し
て
の
歴

史
の
認
識
批
判
を
問
題
に
し
て
い
な
い
。
む
し
ろ
彼
は
、
あ
ら
ゆ
る
学
問
は
数
学
を
含
む
限
り
に
お
い
て
本
来
の

意
味
で
学
問
と
い
わ
れ
得
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
か
ら
、
歴
史
に
学
と
し
て
の
独
立
性
を
拒
ん
だ
、
と
も
見
ら
れ

る
で
あ
ろ
う
。
彼
の
努
力
は
主
と
し
て
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
自
然
哲
学
即
ち
数
学
的
物
理
学
を
確
実
な
基
礎
の
上
に
置

く
こ
と
に
向
け
ら
れ
た
。
少
な
く
と
も
我
々
が
直
接
に
知
り
得
る
限
り
に
お
い
て
は
、
彼
は
歴
史
の
認
識
目
的
を

自
然
科
学
と
同
じ
方
向
に
定
め
よ
う
と
し
た
ら
し
い
。
尤も
っ
とも

、
彼
に
と
っ
て
も
歴
史
的
経
験
と
自
然
科
学
的
経
験

と
は
同
一
で
は
な
い
。
前
者
は
人
間
の
自
由
に
基
づ
く
現
象
で
あ
る
こ
と
、
或
は
そ
の
非
合
理
性
に
よ
っ
て
後
者

か
ら
区
別
さ
れ
る
。
地
上
に
如
何
に
し
て
或
る
自
由
な
行
為
が
起
る
か
、
も
し
く
は
起
ら
な
い
か
の
原
因
に
関
し

て
は
、
我
々
は
我
々
の
探
究
の
貫
き
得
ぬ
闇
の
中
に
残
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
し
か
し
歴
史
と
し
て
は
、
そ

れ
が
自
由
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
に
し
て
も
、
原
因
と
結
果
の
法
則
に
従
っ
て
理
解
さ
る
べ
き
で
あ
る（
２
）、

と
彼
は

考
え
た
。
そ
れ
故
に
今
日
新
カ
ン
ト
派
の
人
々
の
、
経
験
的
学
問
を
自
然
科
学
と
文
化
科
学
、
或
は
法
則
定
立
的
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判
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学
問
と
個
性
記
述
的
学
問
と
に
分
つ
思
想
と
、
カ
ン
ト
哲
学
と
の
親
密
な
関
係
は
、
他
の
方
面
に
、
言
い
換
え
る

と
、
批
判
哲
学
の
根
本
精
神
そ
の
も
の
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
模
写
説
の
説
く
よ
う
に
、
真
理
が
表

象
と
実
在
と
の
一
致
で
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
正
当
に
客
観
性
を
要
求
し
得
る
学
問
は
唯
一
つ
し
か
あ
り
得
な
い

筈
で
あ
る
。
し
か
る
に
認
識
を
構
成
で
あ
る
と
考
え
れ
ば
、
認
識
は
認
識
目
的
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
か
ら
、
認
識
目
的
の
異
な
る
に
応
じ
て
異
な
り
、
し
か
も
い
ず
れ
も
普
遍
妥
当
性
に
対
す
る
要
求
の
権
利
を
も

つ
学
問
が
同
時
に
可
能
に
な
る
で
あ
ろ
う
。こ
の
よ
う
な
認
識
目
的
が
普
遍
化
と
個
性
化
と
の
二
つ
あ
り
得
る
か
、

ま
た
は
二
つ
に
限
ら
れ
て
い
る
か
、
に
つ
い
て
は
論
じ
な
い
に
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
学
問
の
分
類
が
カ
ン
ト
の

認
識
批
判
の
精
神
を
徹
底
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
基
礎
付
け
ら
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
カ
ン
ト
を

理
解
す
る
こ
と
は
彼
を
超
越
す
る
こ
と
で
あ
る
。

私
は
批
判
哲
学
と
歴
史
哲
学
と
の
関
係
を
カ
ン
ト
の
理
性
批
判
か
ら
直
接
に
考
え
得
る
範
囲
に
お
い
て
極
め

て
一
般
的
に
考
察
し
た
。
進
ん
で
は
私
は
歴
史
哲
学
の
根
本
問
題
が
カ
ン
ト
に
お
い
て
如
何
な
る
光
に
照
し
出
さ

れ
て
い
る
か
を
一
層
詳
細
に
眺
め
よ
う
と
思
う
。
そ
の
際
私
は
理
路
の
明
確
を
期
す
る
た
め
に
、
彼
の
歴
史
哲
学

的
思
想
の
個
々
の
点
に
立
ち
入
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
歴
史
的
発
展
の
跡
を
辿
る
こ
と
は
、
暫
ら
く
私
の
関
心
か
ら

遠
ざ
け
ら
れ
る
こ
と
に
満
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
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二

聖
書
を
地
図
と
し
て
想
像
力
の
翼
に
乗
っ
て
な
す
慰
み
の
旅
に
譬
え
た
『
人
間
歴
史
の
臆
測
的
端
初
』

（
一
七
八
六
年
）
と
い
う
短
い
論
文
の
中
で
、
カ
ン
ト
は
驚
く
べ
き
思
想
を
述
べ
た
。「
自
然
の
歴
史
は
善
か
ら
始

ま
る
、
神
の
業
な
る
が
故
に
。
自
由
の
歴
史
は
悪
か
ら
始
ま
る
、
人
の
業
な
る
が
故
に
。（
３
）」

と
。
そ
れ
は
ち
ょ
う

ど
彼
の
道
徳
論
に
根
柢
を
置
い
た
『
道
徳
形
而
上
学
基
礎
』
が
出
た
翌
年
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
論
文
は
カ
ン
ト

の
歴
史
哲
学
に
対
し
て
一
七
七
〇
年
の
就
職
論
文
が
彼
の
認
識
論
に
対
し
て
も
つ
の
と
同
様
の
関
係
を
も
つ
の
み

で
な
く
、
そ
れ
は
ま
た
啓
蒙
思
想
と
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
の
哲
学
と
の
中
間
に
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
と
見
る
こ

と
が
で
き
る
。
今
引
用
し
た
一
句
の
意
味
は
、
私
の
論
文
の
全
体
に
お
い
て
十
分
な
解
明
を
与
え
ら
れ
る
で
あ
ろ

う
。
差
し
当
っ
て
は
た
だ
彼
が
自
由
の
概
念
を
歴
史
哲
学
の
中
心
に
持
ち
出
し
た
こ
と
を
注
意
す
れ
ば
足
り
る
。

そ
れ
で
は
カ
ン
ト
は
自
由
と
い
う
も
の
を
如
何
に
理
解
し
た
か
。
彼
に
お
け
る
自
由
の
概
念
の
諸
相
を
悉
く

顧
み
る
こ
と
を
や
め
て
、
私
の
問
題
に
直
接
必
要
な
範
囲
に
お
い
て
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
こ
に
そ
の
二
つ
の
概
念

規
定
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。
一
は
先
験
的
自
由 transzendentale Freiheit 

の
概
念
で
あ
り
、
他
は

実
践
的
自
由 prakttische Freiheit 

の
概
念
で
あ
る
。
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先
験
的
自
由
、
詳
し
く
言
う
と
、
先
験
的
理
念
と
し
て
の
自
由
、
或
は
宇
宙
論
的
意
味
に
お
け
る
自
由
は
、

自
然
法
則
に
従
っ
て
経
過
す
る
一
列
の
現
象
を
み
ず
か
ら
始
め
る
原
因
の
絶
対
的
自
発
性
を
意
味
し
て
い
る（
４
）。

そ

の
結
果
は
現
象
の
中
に
現
れ
、
そ
し
て
そ
れ
故
に
他
の
現
象
に
よ
っ
て
必
然
的
に
規
定
さ
れ
は
す
る
が
、
そ
の
原

因
に
関
し
て
は
決
し
て
他
の
現
象
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
こ
と
な
き
因
果
性
を
先
験
的
自
由
と
い
う
。
先
験
的
自

由
の
本
質
は
非
合
理
性
に
あ
る
。
そ
れ
は
悟
性
の
法
則
や
概
念
を
も
っ
て
は
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
そ
れ
で

は
こ
の
よ
う
な
自
由
は
如
何
に
し
て
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
は
彼
の
認
識
論
の
結
果
で
あ
る
批
判
的
観
念
論

の
立
場
か
ら
そ
の
可
能
性
を
証
明
し
よ
う
と
し
た
。
も
し
現
象
が
物
自
体
で
あ
る
な
ら
ば
、『
純
粋
理
性
批
判
』

の
先
験
的
分
析
論
に
お
い
て
普
遍
妥
当
性
を
保
証
さ
れ
た
因
果
律
に
対
し
て
「
自
由
に
因
る
因
果
性
」K

ausalität 

durch Freiheit 

を
救
う
道
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
も
し
現
象
の
観
念
性
が
疑
い
得
な
い
と
す
れ
ば
、
自
然

必
然
性
の
支
配
は
可
能
な
経
験
の
範
囲
に
限
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
物
自
体
に
関
し
て
は
自
由
を
認
め
得
る
筈
で

あ
る
。
先
験
的
観
念
論
の
見
地
か
ら
、「
自
然
に
従
う
因
果
性
」K

ausalität nach der N
atur 

と
「
自
由
か
ら
の
因

果
性
」K
ausalität aus der Freiheit 

を
、
時
間
の
規
定
を
受
け
る
か
否
か
と
い
う
根
本
的
な
差
異
に
お
い
て
、
図

式
化
さ
れ
た
因
果
性 schem

atisierte K
ausalität 

と
図
式
化
さ
れ
ぬ
因
果
性nichts-chem

atisierte K
ausalität 

と

し
て
区
別
す
る
な
ら
ば
、
時
間
の
規
定
を
全
く
脱
し
た
物
自
体
に
つ
い
て
後
者
を
認
め
る
こ
と
は
理
論
的
に
可
能



一
六

史
的
観
念
論
の
諸
問
題

で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
純
粋
理
性
の
理
論
的
使
用
に
お
い
て
可
能
性
を
証
明
さ
れ
た
先
験
的
自
由
は
、
そ
の
実

践
的
使
用
に
よ
っ
て
客
観
的
実
在
性
を
獲
得
し
て
実
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
私
は
こ
の
場
合
、「
純
粋
理
性
の
実

践
的
使
用
」
と
い
う
も
の
と
「
実
践
理
性
」
と
い
う
も
の
と
を
特
に
区
別
し
て
考
え
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る

と
思
う
。
即
ち
カ
ン
ト
が
第
二
批
判
書
で
分
離
し
た
理
論
理
性
と
実
践
理
性
と
の
対
立
は
、
第
一
批
判
書
で
は
理

性
の
統
一
の
見
地
か
ら
、「
純
粋
理
性
の
理
論
的
使
用
」
と
「
純
粋
理
性
の
実
践
的
使
用
」
と
い
う
言
葉
で
表
さ

れ
、
そ
し
て
或
る
箇
所
で
は
明
瞭
に
「
或
る
実
践
的
即
ち
道
徳
的
使
用（
５
）」ein gew

isser praktischer, näm
lich der 

m
oralische G

ebrauch 

と
さ
え
い
っ
て
、
純
粋
理
性
の
実
践
的
使
用
の
中
に
は
道
徳
的
な
ら
ぬ
も
の
、
或
は
い
わ

ゆ
る
実
践
理
性
と
直
接
に
同
一
視
し
得
ぬ
使
用
の
存
在
す
る
こ
と
を
少
な
く
と
も
暗
示
し
て
い
る
の
は
、
先
験
的

自
由
の
斉
合
的
な
概
念
規
定
を
求
め
よ
う
と
す
る
我
々
に
と
っ
て
注
目
す
べ
き
事
柄
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
カ
ン
ト

は
、
殆
ど
凡
て
の
場
合
、
純
粋
理
性
の
実
践
的
使
用
と
い
う
も
の
と
そ
の
道
徳
的
使
用
或
は
実
践
理
性
と
い
う
も

の
と
を
同
意
語
的
に
用
い
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
実
践
的
と
道
徳
的
と
が
同
じ
範
囲
を
同
様
に
蔽
う
概
念
で
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
理
由
は
存
在
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
道
徳
的
は
む
し
ろ
実
践
的
の
一
部
分
で
あ
り
、そ
の
他
に
な
お
、

後
に
我
々
の
示
す
が
如
き
、
歴
史
的
を
も
そ
の
中
へ
包
括
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
先
験
的
自
由
の
概
念
は

一
切
の
価
値
的
見
方
か
ら
離
れ
て
純
粋
な
非
合
理
性
と
い
う
こ
と
に
そ
の
本
質
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
カ



一
七

批
判
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ン
ト
が
彼
の
道
徳
観
の
明
瞭
な
意
識
に
達
し
て
い
な
か
っ
た
と
き
、
即
ち
か
の
『
道
徳
形
而
上
学
基
礎
』
の
ま

だ
書
か
れ
な
か
っ
た
以
前
に
発
表
し
た
ひ
と
つ
の
歴
史
哲
学
的
論
文
、『
世
界
市
民
的
見
地
に
お
け
る
一
般
歴
史

考
』（
一
七
八
四
年
）
に
現
れ
た
自
由
の
観
念
は
、
実
に
こ
の
よ
う
な
単
な
る
非
合
理
性
と
し
て
の
自
由
で
あ
っ

た
。
尤も
っ
とも

、
非
合
理
的
と
い
う
こ
と
は
必
然
性
を
全
く
拒
む
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
も
し
如
何
な
る
意
味
の
必

然
性
を
も
許
さ
な
い
の
な
ら
ば
、彼
が「
叡
智
的
性
格
は
経
験
的
性
格
に
相
応
し
て
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。（
６
）」

と
云
っ
た
こ
と
は
理
解
し
得
よ
う
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
因
果
概
念
は
正
当
に
は
法
則
性
の
概
念
を
含
ま
ね
ば

な
ら
ぬ
に
拘
ら
ず
、
彼
が
法
則
的
な
ら
ぬ
先
験
的
理
念
と
し
て
の
自
由
と
い
う
こ
と
の
代
り
に
、「
自
由
に
因
る

因
果
性
」
若も
し

く
は
「
自
由
か
ら
の
因
果
性
」
な
ど
と
い
っ
て
、
ひ
そ
か
に
因
果
概
念
を
転
用
し
た
の
は
、
因
果
概

念
の
意
味
す
る
必
然
性
が
、
少
な
く
と
も
概
念
的
に
は
、
法
則
性
の
必
然
性
と
はウ
イ
ル
ケ
ン

た
ら
き
の
必
然
性
と
に
区
別
さ

れ
得
る
と
こ
ろ
か
ら
、
言
葉
の
感
じ
の
上
で
起
っ
た
こ
と
と
解
釈
す
る
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
先
験
的
自
由
の
非

合
理
性
は
概
念
的
理
解
即
ち
悟
性
の
普
遍
的
関
係
に
よ
る
理
解
を
超
越
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
法
則

的
な
必
然
関
係
を
辿
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
凡
て
の
必
然
性
を
排
斥
す
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。

か
よ
う
な
自
由
を
私
は
個
体
の
自
由

0

0

0

0

0

と
呼
ぶ
こ
と
が
出
来
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、個
体
は
第
一
に
定
義
し
得
ぬ
も
の
、

法
則
に
よ
っ
て
規
定
す
る
こ
と
の
出
来
ぬ
も
の
と
し
て
我
々
の
概
念
的
理
解
を
超
え
て
非
合
理
的
な
も
の
で
あ
る



一
八

史
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念
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か
ら
。
第
二
に
個
体
に
於
て
は
全
体
が
い
つ
で
も
現
実
的
な
も
の
と
し
て
は
た
ら
い
て
部
分
を
規
定
す
る
と
い
う

内
面
的
必
然
性
が
つ
ね
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
若
し
我
々
の
個
々
の
意
欲
に
し
て
全
く
無
原

因
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
我
々
の
衷う
ち

に
生
起
す
る
意
志
は
た
だ
受
動
的
に
我
々
に
よ
っ
て
体
験
さ
れ
る
の
み
で

あ
っ
て
、
原
理
的
に
は
我
々
と
何
等
の
関
係
を
も
も
つ
こ
と
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
謂
わ
ば
そ
れ
の
活
動
す

る
舞
台
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
然
る
に
個
体
の
自
由
、
神
聖
に
さ
れ
た
言
葉
を
用
い
れ
ば
、
個
体
の A

seität 

【
そ

れ
自
体
性
】
と
い
う
こ
と
は
、
等
し
く
神
聖
に
さ
れ
た
言
葉
を
借
り
れ
ば
、causa sui  

【
自
己
原
因
】
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
神
秘
を
悟
性
を
も
っ
て
貫
こ
う
と
す
る
の
は
由
な
き
試
み
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
か
な
ら
、
悟
性
が
そ
れ

を
理
解
す
る
た
め
に
そ
れ
に
与
え
得
る
一
切
の
内
容
的
規
定
は
、畢
竟
経
験
界
か
ら
と
っ
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

そ
し
て
そ
の
限
り
に
於
て
自
然
必
然
性
の
支
配
を
脱
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
か
ら
で
あ
る
。
カ
ン
ト
が
物
自
体
を

限
界
概
念
と
考
え
た
よ
う
に
、
個
体
の
自
由
は
我
々
の
理
論
的
思
索
に
と
っ
て
は
到
底
到
達
し
得
ぬ
限
界
概
念
で

あ
る
。
我
々
は
た
だ
現
実
的
意
志
の
立
場
に
立
っ
て
内
よ
り
直
ち
に
こ
れ
を
体
験
し
得
る
ば
か
り
で
あ
る
。

さ
て
実
践
的
自
由
と
は
何
を
謂
う
か
。
実
践
的
理
念
と
し
て
の
自
由
、
若も
し

く
は
実
践
的
意
味
に
於
け
る
自
由

と
は
、
意
志
の
感
性
の
刺
戟
に
よ
る
強
制
か
ら
の
独
立
性
で
あ
る
。
こ
の
概
念
は
『
純
粋
理
性
批
判
』
で
は
ま
だ

考
え
貫
か
れ
て
い
な
か
っ
た
道
徳
法
の
概
念
が
、『
実
践
理
性
批
判
』
に
於
て
明
確
に
規
定
さ
れ
、
深し
ん
す
い邃
に
洞
察
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さ
れ
る
に
到
っ
て
、
同
時
に
明
確
深
邃
に
さ
れ
た
。
後
者
に
よ
れ
ば
、
意
志
が
内
容
即
ち
欲
望
の
対
象
か
ら
独
立

に
は
た
ら
く
と
い
う
こ
と
は
消
極
的
な
意
味
に
於
け
る
自
由
に
過
ぎ
な
い
。積
極
的
な
意
味
に
於
け
る
自
由
と
は
、

純
粋
で
そ
れ
自
身
実
践
的
な
理
性
の
自
己
立
法
の
謂い
い

で
あ
る（
７
）。

そ
れ
は
純
粋
意
志
が
如
何
な
る
外
的
な
刺
戟
や
目

的
に
も
影
響
さ
れ
な
い
で
、
た
だ
自
己
み
ず
か
ら
の
与
え
る
法
則
に
従
っ
て
活
動
す
る
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
。
自

由
な
意
志
と
い
う
こ
と
と
道
徳
法
の
下
に
あ
る
意
志
と
い
う
こ
と
と
は
同
一
で
あ
る
。
然
ら
ば
か
か
る
自
由
の
客

観
的
実
在
性
は
ど
う
し
て
示
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
か
。
カ
ン
ト
が
こ
の
問
に
対
し
て
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
二

通
り
の
答
の
う
ち
、『
純
粋
理
性
批
判
』
の
「
先
験
的
弁
証
論
」
及
び
『
実
践
理
性
批
判
』
の
或
る
部
分
に
見
ゆ

る
先
験
的
観
念
論
の
帰
結
を
辿
る
証
明
は
暫
ら
く
措
い
て
、
私
は
こ
こ
で
特
に
後
者
に
現
れ
て
い
る
他
の
一
つ
の

証
明
を
注
意
し
た
い
と
思
う
。
既
に
前
者
に
於
て
も
彼
は
云
う
、「
先
験
的
自
由
の
問
題
は
単
に
理
論
的
知
識
に

関
係
し
て
い
る
の
み
で
あ
っ
て
、
実
践
的
な
事
柄
を
考
え
る
場
合
に
は
我
々
は
そ
れ
を
全
然
無
関
係
な
も
の
と
し

て
顧
慮
し
な
い
で
お
く
こ
と
が
出
来
る
。（
８
）」『

純
粋
理
性
批
判
』
の
如
く
純
粋
理
性
を
そ
れ
の
理
論
的
使
用
と
実
践

的
使
用
と
に
分
っ
て
理
性
の
統
一
の
立
場
に
と
ど
ま
る
限
り
、
先
験
的
自
由
と
実
践
的
自
由
と
は
必
然
的
な
聯
関

に
於
て
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
が
、『
実
践
理
性
批
判
』
の
よ
う
に
理
論
理
性
と
実
践
理
性
と
を
截
然

と
区
別
す
る
見
方
か
ら
す
れ
ば
、
実
践
的
自
由
は
先
験
的
自
由
か
ら
独
立
に
論
ぜ
ら
れ
得
る
わ
け
で
あ
る
。
カ
ン



二
〇

史
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ト
は
道
徳
法
の
存
在
を
も
っ
て
我
々
に
直
接
意
識
さ
れ
る
事
実
で
あ
る
と
し
て
出
発
し
た
。
道
徳
法
が
主
観
的
な

格
率
ま
た
は
制
約
さ
れ
た
仮
言
的
命
令
で
あ
る
の
で
な
く
、
法
則
で
あ
り
、
断
言
命
令
で
あ
る
た
め
に
は
、
そ
れ

は
一
切
の
経
験
的
内
容
か
ら
離
れ
て
純
粋
な
形
式
に
於
て
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
道
徳
は
意
志
の
自
律

或
い
は
法
則
に
よ
る
意
志
の
自
己
規
定
の
根
柢
を
得
て
、
従
っ
て
自
由
の
基
礎
の
上
に
成
立
す
る
。
然
る
に
道
徳

法
の
存
在
は
疑
い
得
な
い
こ
と
で
あ
る
か
ら
、そ
れ
故
に
自
由
の
事
実
も
ま
た
確
実
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。我
々

は
何
事
か
を
為
す
べ
き
で
あ
る
と
意
識
す
る
と
き
直
ち
に
、
そ
れ
を
為
し
能
う
こ
と
即
ち
意
志
の
自
由
を
認
識
す

る
。
こ
の
証
明
を
カ
ン
ト
自
身
が
擬
し
た
と
思
わ
れ
る
よ
う
に
、
道
徳
的
生
活
は
ひ
と
つ
の
事
実
で
あ
る
、
し
か

る
に
こ
の
事
実
は
自
由
を
条
件
と
し
て
可
能
と
な
る
、
従
っ
て
自
由
は
存
在
す
る
、
と
い
う
が
如
き
理
論
的
証
明

と
考
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
寧
ろ
我
々
は
そ
れ
を
目
的
論
的
証
明
と
解
釈
し
て
、
ひ
と
つ
の argum

entum
 ad 

hom
inem

 

【
対
人
論
証
】
と
し
て
承
認
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
汝
は
道
徳
法
の
必
然
性
と
普
遍
妥
当
性
と
を
信
ず
る
、

そ
れ
故
に
汝
は
そ
れ
が
可
能
と
な
る
凡
て
の
条
件
を
信
ぜ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
さ
て
そ
の
条
件
は
自
由
で
あ
る
。
従
っ

て
汝
の
道
徳
的
確
信
が
危
く
さ
る
べ
き
で
な
い
限
り
、
汝
は
ま
た
必
然
的
に
自
由
の
実
在
性
を
信
じ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
、
と
右
の
証
明
は
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
規
範
と
し
て
の
道
徳
法
の
存
在
に
直
接
に
基
づ
け
ら

れ
る
自
由
は
ま
た
当
然
規
範
と
し
て
の
自
由
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
実
践
的
自
由
が
規
範
ま
た
は
理
念
で
な
け
れ



二
一

批
判
哲
学
と
歴
史
哲
学

ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
は
、
実
践
理
性
批
判
に
特
有
な
問
題
が
起
る
こ
と
か
ら
も
明
瞭
に
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
先

験
的
自
由
の
問
題
は
、
現
象
と
し
て
は
自
然
必
然
性
の
支
配
を
遁
れ
る
こ
と
の
出
来
な
い
行
為
が
、
如
何
に
し
て

自
由
の
も
と
に
為
さ
れ
た
と
考
え
得
べ
き
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
解
決
は
批
判
的
観
念
論
の
立

場
か
ら
与
え
ら
れ
た
。
詳
し
く
言
え
ば
、
現
象
と
し
て
の
経
験
的
性
格
を
無
時
間
性
の
故
に
因
果
関
係
を
脱
し

た
物
自
体
と
し
て
の
叡
智
的
性
格
に
ま
で
還
え
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
先
験
的
理
念
と
し
て
の
自
由
は
弁
護
さ
れ

た
。
け
れ
ど
実
践
的
自
由
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
の
一
様
性
が
自
然
的
聯
関
を
示
す
一
列
の
行
為
は
、
叡
智
的
性
格

の
時
空
中
に
於
け
る
必
然
的
な
活
動
と
し
て
こ
れ
と
規
律
的
な
関
係
を
も
つ
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
よ

う
な
一
列
の
行
為
が
如
何
に
し
て
道
徳
的
評
価
の
対
象
と
な
り
得
る
か
が
問
題
と
な
る
。
或
い
は
同
一
の
叡
智
的

主
体
と
い
ず
れ
も
規
律
的
な
関
係
を
も
ち
従
っ
て
相
互
に
自
然
的
聯
関
を
な
す
一
列
の
行
為
の
中
で
、
何
故
に
或

る
も
の
は
自
由
と
し
て
善
と
呼
ば
れ
、
他
の
も
の
は
制
約
的
と
し
て
悪
と
称
え
ら
れ
て
区
別
さ
れ
る
こ
と
が
出
来

る
か
が
問
題
と
な
る
。
先
験
的
観
念
論
は
い
ま
提
出
し
た
問
題
に
解
明
を
与
え
て
く
れ
ぬ
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら

ば
こ
の
よ
う
な
区
別
は
、
叡
智
体
と
現
象
と
を
別
っ
て
、
前
者
を
自
由
と
見
、
後
者
を
必
然
と
す
る
こ
と
と
関
係

す
る
の
で
な
く
て
、
叡
智
的
活
動
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
現
象
の
中
に
於
て
と
同
様
に
存
在
す
る
と
こ
ろ
の
も
の

で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
然
る
に
若
し
自
由
と
い
う
こ
と
を
合
規
範
的
、
不
自
由
と
い
う
こ
と
を
反
規
範
的
と
い
う



二
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史
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意
味
に
解
す
る
な
ら
ば
、
先
験
的
観
念
論
の
立
場
か
ら
観
て
一
様
に
自
由
な
行
為
の
中
に
も
、
自
由
と
必
然
と
の

別
を
設
け
る
こ
と
が
出
来
る
わ
け
で
あ
る
。
先
験
的
自
由
が
凡
て
の
価
値
的
規
定
か
ら
離
れ
て
純
粋
な
非
イ
ラ
チ
ヨ
ナ
リ
テ
ー
ト

合
理
性

【Irrationalität
】
に
そ
れ
の
本
質
を
見
出
し
た
に
反
し
て
、
実
践
的
自
由
は
理
性
と
の
全
き
関
係
に
於
て
純
粋
な

合フ
エ
ル
ニ
ュ
ン
フ
チ
ッ
ヒ
カ
イ
ト

理

性
【Vernünftigkeit

】
に
そ
れ
の
核
実
を
発
見
す
る
。
一
は
没
価
値
的
概
念
で
あ
る
に
反
し
て
他
は
価

値
概
念
で
あ
る
。
か
く
考
え
れ
ば
、
実
践
的
自
由
に
つ
い
て
は
叡
智
界
と
経
験
界
と
の
関
係
は
ま
た
必
然
的
に
本

体
論
的
で
は
な
く
て
目
的
論
的
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
理
念
ま
た
は
価
値
と
し
て
の
自
由
の
維
持
者
で
あ

る
叡
智
的
性
格
は
、
理
念
ま
た
は
価
値
と
し
て
理
解
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
の
無
時
間
性
は
理
念
ま
た
は
価
値

の
永
遠
性
の
謂
で
あ
る
。
一
は
悟
性
界
に
他
は
感
性
界
に
属
す
る
叡
智
的
性
格
と
経
験
的
性
格
と
の
関
係
は
、
カ

ン
ト
に
よ
れ
ば natura archetypa 
【
原
型
的
自
然
】
とnatura ectypa  

【
模
倣
的
自
然
】
と
の
関
係
で
あ
る
。
彼
は
云

う
、「
悟
性
界
の
単
な
る
一
員
と
し
て
の
私
の
一
切
の
行
為
は
そ
れ
故
に
純
粋
意
志
の
自
律
の
原
理
に
完
全
に
一

致
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
（
９
）」
即
ち
叡
智
的
性
格
は
一
の
理
想
概
念
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
我
々
は
我
々
の
有
限
な

本
性
に
迫
ら
れ
て
感
性
の
束
縛
を
純
粋
に
脱
し
得
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
実
践
的
自
由
は
要
す
る
に
我
々
が
現
実

に
享
受
す
る
自
由
で
あ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
道
徳
の
完
成
の
た
め
に
、
自
由
の
全
き
実
現
の
た
め
に
、
不
死
の

要ポ
ス
チ
ュ
ラ
ー
ト
請
を
樹
て
ね
ば
な
ら
ぬ
と
カ
ン
ト
の
云
っ
た
如
く
、
実
践
的
自
由
は
我
々
に
は
到
底
到
達
の
恵
ま
れ
得
ぬ
理



二
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判
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想
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
私
は
こ
れ
を
永
遠
者
の
自
由

0

0

0

0

0

0

と
名
づ
け
よ
う
。

先
験
的
自
由
は
個
体
の
自
由
と
し
て
、
実
践
的
自
由
は
永
遠
者
の
自
由
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
概
念
規
定
が
与

え
ら
れ
た
。
若
し
自
由
概
念
が
歴
史
の
基
礎
付
け
を
す
る
と
す
れ
ば
、
か
か
る
歴
史
の
根
柢
と
な
る
自
由
は
如
何

な
る
意
味
の
自
由
で
あ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

三

非
合
理
性
若
く
は
絶
対
的
自
発
性
を
本
質
と
す
る
没
価
値
的
概
念
と
考
え
ら
れ
た
個
体
の
自
由
は
歴
史
を
基

礎
付
け
得
る
か
。
個
体
の
単
な
る
気
随
と
無
拘
束
と
に
基
づ
く
行
為
を
我
々
は
歴
史
的
活
動
と
呼
ぶ
こ
と
が
出

来
る
か
。
カ
ン
ト
の
言
葉
を
用
い
れ
ば
、「
人
間
意
志
の
自
由
の
戯
」（das Spiel der Freiheit des m

enschlichen 

W
illens

）
を
我
々
は
歴
史
的
過
程
と
し
て
理
解
し
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
見
渡
し
得
ぬ
時
の
流
の
中
に
経
過
す
る

人
類
の
活
動
の
意
義
を
こ
の
よ
う
な
人
間
行
為
の
中
に
尋
ね
よ
う
と
す
る
者
は
、
寧
ろ
我
々
の
哲
学
者
と
共
に
次

の
如
く
語
ら
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
、「
我
々
は
我
々
の
行
為
が
大
い
な
る
世
界
舞
台
の
上
で
演
ぜ
ら
れ
る
の

を
見
る
と
き
に
は
、
或
る
種
の
不
快
の
念
を
禁
ず
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
そ
し
て
個
々
の
場
合
に
は
此
処
彼
処
に

智
慧
が
現
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
に
拘
ら
ず
、
全
体
と
し
て
は
結
局
、
痴
愚
、
子
供
ら
し
き
虚
栄
、
屡
々



二
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史
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ま
た
子
供
ら
し
き
悪
意
と
破
壊
欲
と
か
ら
織
り
な
さ
れ
て
い
る
の
を
見
出
す
と
き
、
か
く
て
終
に
は
優
秀
な
も
の

と
想
像
せ
る
我
々
の
種
族
を
如
何
に
観
念
す
べ
き
か
を
知
ら
な
い
と
き
、
我
々
は
或
る
種
の
不
快
の
感
を
抱
か
ず

に
は
い
ら
れ
な
い
。
（
１
０
）」
人
間
の
規
制
な
き
恣
ほ
し
い
ま
まな
る
活
動
の
う
ち
に
進
歩
を
跡
づ
け
よ
う
と
し
て
、
人
々
は
却
っ
て

慰
め
も
な
く
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
、「
哀
れ
な
る
死
す
べ
き
者
よ
、
汝
等
の
中
に
あ
っ
て
常
住
な
る
は
、

常
住
な
ら
ざ
る
こ
と
の
ほ
か
な
い
。」
か
よ
う
に
し
て
人
間
及
び
人
間
意
志
の
自
由
な
戯
た
わ
む
れの

全
体
に
於
て
「
人
間

自
身
の
理
性
的
な
意
図
」
を
予
想
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
歴
史
の
意
味
を
発
見
し
よ
う
と
す
る

哲
学
者
は
、
人
類
事
象
の
か
か
る
無
意
味
に
見
ゆ
る
進
行
の
中
に
「
自
然
の
意
図
」
を
見
出
し
得
な
い
か
を
試
み

る
よ
り
ほ
か
道
を
知
ら
な
い
。
即
ち
「
目
的
論
的
自
然
論
」（teleologische N

aturlehre

）
こ
そ
歴
史
の
意
味
を

救
う
唯
一
の
可
能
な
る
方
法
で
あ
る
。

カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
一
造
物
の
自
然
的
素
質
の
一
切
は
い
つ
か
は
完
全
に
ま
た
合
目
的
々
に
発
達
し
得
る
よ

う
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。
自
然
が
人
間
に
解
決
を
迫
る
最
大
問
題
は
一
般
に
法
治
的
な
公
民
社
会
に
到
達
す
る
こ

と
で
あ
る
。
そ
し
て
完
全
な
公
民
的
憲
制
に
到
達
す
る
こ
と
の
問
題
は
、
合
法
的
な
外
部
的
国
家
関
係
の
問
題
に

依
存
し
、
後
者
を
解
決
す
る
こ
と
な
し
に
は
前
者
を
解
決
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
我
々
は
人
類
の
歴
史
を
一
括

し
て
、
内
部
的
に
完
全
な
、
そ
し
て
こ
の
目
的
の
た
め
に
ま
た
外
部
的
に
完
全
な
国
憲
を
現
出
し
、
こ
れ
に
よ
っ
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て
人
性
の
一
切
素
質
を
十
分
に
発
展
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
の
自
然
の
隠
さ
れ
た
計
画
を
完
成
す
る
こ
と
と
見

做
す
こ
と
が
出
来
る
。
然
る
に
一
般
世
界
公
民
的
状
態
を
現
出
す
る
た
め
に
自
然
が
用
い
る
手
段
は
、
つ
ま
り
社

会
の
合
法
的
秩
序
の
原
因
と
な
る
よ
う
な
社
会
に
於
け
る
人
間
素
質
の
敵
対
関
係
で
あ
る
。
自
然
は
狡
猾
に
も
自

己
の
意
図
を
遂
行
す
る
た
め
に
我
々
に
「
非
社
交
的
社
交
性
」（ungesellige  G

eselligkeit

）
と
い
う
葛
藤
を
与

え
た
。
後
に
ヘ
ー
ゲ
ル
が
「
理
性
の
狡
智
」（List der Vernunft

）
と
云
っ
た
よ
う
に
、
自
然
は
人
間
の
名
誉
心

や
支
配
欲
や
所
有
欲
や
の
絶
え
ざ
る
争
闘
を
通
し
て
自
己
の
計
画
を
実
現
す
る
。

『
世
界
公
民
的
見
地
に
於
け
る
一
般
歴
史
考
』
の
右
の
思
想
と
批
判
哲
学
と
の
関
係
は
明
白
で
あ
る
。
単
に
非

合
理
的
な
自
由
が
歴
史
の
意
味
を
到
底
基
礎
付
け
得
な
い
の
を
見
て
、
カ
ン
ト
は
人
類
の
涯
し
な
き
活
動
の
中
に

自
然
の
意
図
を
探
ろ
う
と
し
た
。
若
し
か
く
し
な
い
な
ら
ば
、
我
々
は
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
厭
世
観
か
、
メ

ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
の A

bderitism
us 

か
を
歴
史
観
の
正
し
き
帰
結
と
見
做
さ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
後

者
は
考
え
た
、「
我
々
は
人
類
が
全
体
と
し
て
小
さ
な
動
揺
を
な
す
の
を
見
る
。
そ
し
て
人
類
は
嘗
て
直
ぐ
後
に

二
倍
の
速
さ
を
も
っ
て
前
の
状
態
へ
還
る
こ
と
な
し
に
少
し
で
も
の
進
歩
を
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。」
カ
ン
ト

が
「
自
然
の
意
図
」
と
い
い
、「
自
然
の
計
画
」
と
い
う
場
合
の
自
然
概
念
と
彼
の
認
識
批
評
の
結
果
で
あ
る
自

然
概
念
と
の
相
違
は
論
ず
る
ま
で
も
な
く
明
瞭
で
あ
る
。『
純
粋
理
性
批
判
』
に
よ
れ
ば
、「
自
然
と
は
現
象
の
そ
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史
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れ
の
存
在
に
於
て
必
然
的
な
規
則
即
ち
法
則
に
従
っ
て
の
聯
関
で
あ
る
。
（
１
１
）」『

プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』
に
説
く
と
こ
ろ
で

は
、「
自
然
と
は
そ
れ
が
一
般
法
則
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
限
り
に
於
け
る
物
の
存
在
で
あ
る
。
（
１
２
）」
然
る
に
『
世

界
公
民
的
見
地
に
於
け
る
一
般
歴
史
考
』
で
は
彼
は
目
的
論
的
自
然
論
の
立
場
に
立
ち
、
人
間
の
非
社
交
的
社
交

性
に
於
て
「
智
あ
る
造
物
者
の
整
序
」（A

nordnung eines w
eisen Schöpfers

）
を
見
出
し
、
そ
れ
が
導
く
法
治

的
公
民
社
会
の
中
で
自
然
の
人
類
に
与
え
た
一
切
の
芽
が
十
分
に
発
育
し
て
そ
の
任
務
を
遂
げ
る
こ
と
に
「
自
然

の
弁
護
、
或
い
は
寧
ろ
摂
理
の
弁
護
」（eine R

echtfertigung der N
atur, oder besser der Vorsehung

）
を
承
認

し
得
る
と
考
え
た
。
こ
こ
に
謂
う
自
然
が
ひ
と
つ
の
形
而
上
学
的
な
観
念
で
あ
っ
て
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
の
詩
人
、

思
想
家
の
考
え
た
も
の
と
全
く
類
似
し
て
い
る
こ
と
は
疑
わ
れ
得
な
い
。
カ
ン
ト
の
深
さ
が
彼
の
方
法
論
上
の
徹

底
を
破
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
き
、
彼
は
屡
々
こ
の
よ
う
な
思
想
に
つ
い
て
語
っ
た
。
か
か
る
歴
史
哲
学
の
中

心
観
念
で
あ
る
発
展
の
概
念
、
即
ち
理
性
は
心
理
的
機
械
的
衝
動
か
ら
自
己
を
目
覚
め
さ
せ
、
そ
し
て
そ
れ
を
、

次
第
に
高
ま
り
ゆ
く
成
功
を
も
っ
て
、
自
己
の
た
め
に
役
立
た
せ
、
終
に
理
性
が
完
全
に
自
分
自
身
を
現
す
に
到

る
、
と
い
う
思
想
は
ま
た
明
ら
か
に
目
的
論
的
進
化
論
的
形
而
上
学
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。

さ
て
か
か
る
自
然
概
念
を
導
き
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
歴
史
の
意
味
を
一
応
確
め
る
こ
と
が
出
来
る
と
し
て

も
、
何
よ
り
も
そ
れ
は
個
体
の
自
由
と
い
う
こ
と
と
矛
盾
し
な
い
か
。
人
々
は
自
己
の
絶
対
的
な
自
発
性
を
も
っ



二
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て
恣
に
行
動
し
つ
つ
も
、
結
局
は
摂
理
の
目
差
す
目
的
を
実
現
す
る
た
め
に
協
力
す
る
こ
と
に
し
か
な
ら
な
い
の

で
あ
る
か
ら
、
個
体
の
自
由
は
た
だ
幻
想
と
し
て
人
々
に
与
え
ら
れ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
こ
と
に
な
り
は
し
な
い

か
。
或
い
は
各
人
は
各
自
の
意
欲
が
赴
く
ま
ま
に
活
動
し
て
い
る
と
考
え
な
が
ら
、
畢
竟
摂
理
の
意
志
す
る
文
化

に
必
然
的
に
貢
献
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
等
の
自
由
は
つ
ま
り
は
迷
妄
に
終
り
は
し
な
い
か
。
そ

こ
で
は
人
類
は
終
に
摂
理
の
道
具
で
あ
り
、
傀
儡
で
あ
る
以
上
の
意
味
を
も
つ
こ
と
が
出
来
ぬ
で
あ
ろ
う
。
自
然

は
我
々
に
我
々
自
身
の
気
随
が
定
め
た
目
的
を
遂
げ
る
の
で
あ
る
と
想
像
さ
せ
て
、
謂
わ
ば
我
々
と
戯
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
自
然
の
更
に
狡
猾
に
し
て
皮
肉
な
る
は
、
我
々
に
名
誉
心
や
支
配
欲
や
所
有
欲
を
与
え
て
我
々
の
目

的
を
屡
々
他
の
人
の
目
的
に
反
し
て
追
求
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
に
は
意
識
さ
れ
ぬ
自
然
の
計
画
の
た

め
に
我
々
を
は
た
ら
か
せ
る
の
で
あ
る
。
か
よ
う
な
自
然
概
念
が
批
判
哲
学
の
根
本
精
神
で
あ
る
と
こ
ろ
の
自
我

の
自
律
の
観
念
と
究
極
的
に
矛
盾
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

第
二
に
た
と
い
個
体
の
自
由
と
い
う
こ
と
が
迷
妄
に
終
ら
な
い
に
し
て
も
、
個
性
の
価
値
と
か
意
味
と
か
い

う
も
の
を
、
こ
の
と
き
、
我
々
は
い
っ
た
い
何
処
に
求
め
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
自
由
が
個
性
の
価
値
の
根
柢
を
な

す
こ
と
を
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
に
し
て
も
、
単
な
る
気
随
と
い
う
意
味
で
の
自
由
を
も
つ
こ
と
が
直
ち
に
個
性
の
価

値
を
形
造
る
も
の
で
あ
る
と
は
恐
ら
く
何
人
も
考
え
ぬ
に
相
違
な
い
。
そ
れ
の
み
で
な
く
、
惟
う
に
、
各
の
個
体
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は
全
体
の
体
系
と
必
然
的
な
関
係
に
這
入
っ
て
大
い
な
る
体
系
の
中
で
他
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と
の
出
来
な
い
位

置
を
占
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
の
意
味
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
。
個
体
は
普
遍
的
な
も
の
に
唯
一
な
る
仕
方
で

与
る
こ
と
即
ち
或
る
意
味
で
は
自
己
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
却
っ
て
個
性
と
し
て
の
自
己
の
価
値
を
見
出

す
の
で
あ
る
。
然
る
に
我
々
は
純
粋
に
非
合
理
的
な
自
由
を
本
質
と
す
る
個
体
の
集
合
の
間
に
内
面
的
な
意
味
の

関
係
で
成
立
す
る
全
体
の
体
系
と
い
う
も
の
を
考
え
難
い
。
た
と
い
摂
理
が
全
体
の
意
味
を
与
え
て
く
れ
る
に
し

て
も
、
無
意
識
的
若
く
は
受
動
的
に
そ
れ
に
与
っ
て
い
る
限
り
、
個
性
の
価
値
は
要
す
る
に
偶
然
的
な
も
の
で
あ

る
に
過
ぎ
な
い
。
或
い
は
我
々
の
非
社
交
的
社
交
性
が
完
全
な
公
民
的
社
会
を
実
現
し
て
自
然
の
課
し
た
任
務
を

十
分
に
遂
行
し
た
場
合
に
我
々
が
そ
の
社
会
の
一
員
に
な
る
と
想
像
し
て
も
、
我
々
の
価
値
は
畢
竟
外
面
的
で
あ

る
よ
り
以
上
で
あ
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
外
面
的
な
全
体
の
体
系
に
於
て
比く
ら

び
な
き
位
置
を
占
め
る
こ

と
は
、
内
面
的
に
若
く
は
自
我
の
根
柢
に
於
て
普
遍
に
し
て
永
遠
な
る
も
の
に
唯
一
な
る
仕
方
で
与
る
こ
と
を
俟

っ
て
初
め
て
満
足
な
意
味
と
価
値
と
を
獲
得
す
る
。
先
験
的
自
由
は
実
践
的
自
由
と
結
び
つ
い
て
初
め
て
真
の
自

己
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

第
三
に
右
の
よ
う
な
自
然
概
念
が
歴
史
に
意
味
を
与
え
得
た
と
し
て
も
、
そ
の
意
味
は
い
っ
た
い
誰
に
与
え

ら
れ
た
の
で
あ
る
か
。
勿
論
人
間
に
対
し
て
で
は
あ
り
得
な
い
。
歴
史
は
我
々
に
と
っ
て
は
全
く
無
意
味
な
も
の
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で
あ
る
が
た
だ
我
々
が
そ
の
道
具
で
あ
り
傀
儡
で
あ
る
が
如
き
摂
理
に
対
し
て
の
み
は
意
味
に
充
ち
た
も
の
で
あ

る
こ
と
が
出
来
る
。「
遊
星
は
地
球
か
ら
見
れ
ば
時
に
退
行
し
、
時
に
静
止
し
、
時
に
進
行
す
る
。
け
れ
ど
も
立

場
を
太
陽
に
と
れ
ば
、
そ
れ
は
ひ
と
り
理
性
の
み
が
な
し
得
る
こ
と
で
あ
る
が
、
彼
等
は
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
の
仮
説

に
従
っ
て
規
則
正
し
い
進
行
を
す
る
の
で
あ
る
。
（
１
３
）」

恰あ
た
かも

そ
の
よ
う
に
、
歴
史
も
我
々
の
悟
性
に
対
し
て
は
非
合

理
的
な
も
の
で
あ
る
に
し
て
も
、
更
に
高
い
悟
性
或
い
は
摂
理
に
と
っ
て
は
そ
う
で
は
な
い
筈
で
あ
る
。
即
ち
人

間
歴
史
の
意
味
が
内
在
的
で
な
く
て
超
越
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
の
免
れ
難
い
帰

結
で
あ
る
。

最
後
に
歴
史
の
意
味
が
単
に
摂
理
に
の
み
示
さ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
こ
の
場
合
摂
理
そ
の
も
の
で
さ
え
も

が
超
道
徳
的
で
あ
る
。
自
然
は
人
類
社
会
に
於
け
る
自
然
的
素
質
の
葛
藤
と
い
う
こ
と
を
手
段
と
し
て
自
己
の

意
図
を
実
現
す
る
と
カ
ン
ト
は
考
え
た
。
も
と
よ
り
自
然
の
計
画
が
「
一
の
道
徳
的
全
体
」（ein m

oralisches 

G
anze

）
に
あ
る
こ
と
は
私
の
い
ま
主
と
し
て
問
題
に
し
て
い
る
『
世
界
公
民
的
見
地
に
於
け
る
一
般
歴
史
考
』

に
於
て
も
既
に
暗
示
さ
れ
て
い
る
。
然
し
な
が
ら
、
摂
理
そ
の
も
の
が
超
道
徳
的
な
手
段
を
用
い
る
超
道
徳
的
な

は
た
ら
き
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
の
目
的
が
人
類
の
道
徳
化
に
あ
る
に
し
て
も
我
々
人
類
は
如
何
に
し
て
こ
の
道
徳

化
に
貢
献
す
べ
き
か
を
知
る
こ
と
が
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
我
々
が
自
然
の
意
図
の
成
就
の
た
め
に
尽
し
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得
る
こ
と
は
、
た
か
だ
か
そ
れ
の
消
極
的
条
件
で
あ
る
完
全
な
法
に
も
と
づ
い
た
公
民
的
社
会
と
か
国
家
関
係
と

か
を
設
立
す
る
こ
と
に
過
ぎ
な
い
。
経
験
の
中
に
辿
り
得
る
立
法
的
社
会
的
関
係
の
進
歩
の
た
め
に
努
力
す
る
こ

と
が
我
々
に
許
さ
れ
た
唯
一
の
文
化
的
活
動
で
あ
っ
て
、
経
験
か
ら
も
示
さ
れ
ず
、
ま
た
摂
理
そ
の
も
の
が
超
道

徳
的
で
あ
る
限
り
そ
れ
の
本
質
を
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
摂
理
の
究
極
目
的
で
あ
る
道
徳

的
完
成
へ
の
直
接
の
協
力
は
、
我
々
に
は
閉
さ
れ
た
、
従
っ
て
た
だ
摂
理
に
於
て
信
頼
さ
る
べ
き
事
柄
で
あ
る
。

上
の
考
察
は
私
を
大
体
下
の
よ
う
な
結
論
へ
導
い
て
ゆ
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
非
合
理
性
ま
た
は
絶
対
的
自

発
性
と
し
て
の
没
価
値
的
な
先
験
的
自
由
若
く
は
個
体
の
自
由
は
、
そ
れ
自
身
で
は
歴
史
と
か
個
性
と
か
の
意
味

を
確
立
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
自
然
の
意
図
或
い
は
摂
理
と
い
う
が
如
き
概
念
が
導
き
入
れ
ら

れ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
か
か
る
概
念
も
そ
れ
が
歴
史
に
真
に
内
面
的
な
意
味
を
与
え
得
る
た
め
に
は
、
歴
史
的
過
程

そ
の
も
の
に
内
在
的
な
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
カ
ン
ト
の
『
世
界
公
民
的
見
地
に
於
け
る

一
般
歴
史
考
』
ま
た
は
『
大
学
分
科
の
争
』
な
ど
に
見
ゆ
る
思
想
は
、
後
者
が
既
に
著
し
く
そ
の
傾
向
を
示
し
て

い
る
よ
う
に
、
一
層
神
秘
化
さ
れ
形
而
上
学
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
却
っ
て
一
層
論
理
的
に
徹
底
し
て
、
歴
史

と
は
「
時
間
に
於
け
る
精
神
の
解
明
」（die A

uslegung des G
eistes in der Zeit

）
で
あ
る
と
い
う
ヘ
ー
ゲ
ル
の

考
に
ま
で
到
達
す
る
必
要
が
あ
る
。
け
れ
ど
そ
れ
は
ま
た
そ
れ
が
受
く
べ
き
他
の
多
く
の
非
難
を
看
過
す
る
に
し
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て
も
、
形
而
上
学
へ
の
飛
躍
と
し
て
批
判
哲
学
の
自
殺
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。

四

個
体
の
自
由
が
そ
れ
自
身
で
は
歴
史
を
基
礎
付
け
得
な
い
こ
と
は
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
そ
れ
で
は
理
念
と
し

て
の
実
践
的
自
由
若
く
は
永
遠
者
の
自
由
に
関
し
て
は
如
何
で
あ
る
か
。
こ
の
問
題
は
二
つ
に
分
っ
て
提
出
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
一
、
理
念
は
裸
の
ま
ま
で
実
現
さ
れ
得
る
か
。
第
二
、
上
の
問
が
肯
定
を
も
っ
て
答
え

ら
れ
る
と
し
て
、
こ
の
こ
と
は
歴
史
の
意
味
を
保
証
し
得
る
か
。
私
は
『
実
践
理
性
批
判
』
を
検
べ
つ
つ
こ
れ
ら

の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
と
思
う
。

主
知
主
義
の
名
を
も
っ
て
屡
々
称
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
カ
ン
ト
哲
学
は
そ
の
実
践
的
部
分
に
於
て
も
認

識
論
的
で
あ
る
。
認
識
批
判
に
於
け
る
合
理
主
義
的
臭
味
を
脱
し
得
な
い
先ア
プ
リ
オ
リ
ス
ム
ス

験
主
義
と
平
行
し
て
、
カ
ン
ト
は

道
徳
に
関
し
て
も
理
性
の
先
験
的
必
然
性
と
そ
れ
の
帰
結
に
於
て
の
み
我
々
が
認
識
し
得
る
規
範
的
真
理
を
見

た
。
然
か
も
こ
の
場
合
理
性
が
抽
象
的
形
式
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
た
た
め
、
普
遍
妥
当
的
は
単
な
る
一
ダ
ス
・
ゲ
ネ
レ
ッ
レ

般
的

【das generelle

】
に
於
て
の
み
承
認
さ
れ
た
。
法
則
の
概
念
と
普
遍
性
の
概
念
及
び
形
式
性
の
概
念
と
が
自
明
に
し

て
必
然
的
な
結
合
を
な
す
と
い
う
予
想
に
彼
の
道
徳
論
は
基
礎
を
置
い
て
い
る
、
と
云
わ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
の
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で
あ
る
。
普
遍
性
を
要
求
す
る
道
徳
法
は
必
ず
形
式
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
道
徳
法
は
形
式
的
で
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
が
故
に
、
一
切
の
内
容
的
な
も
の
、
個
別
的
な
も
の
の
混
入
を
、
自
己
の
品
位
と
威
厳
と
を
危
く
す
る
も

の
と
し
て
、
絶
対
に
排
斥
す
る
。
従
っ
て
道
徳
法
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
純
粋
理
性
が
「
そ
れ
自
身
の
み

で
実
践
的
で
あ
っ
て
」、「
実
践
的
規
則
の
単
な
る
形
式
に
よ
っ
て
意
志
を
規
定
し
得
る
」
と
い
う
こ
と
を
意
味
す

る
。
カ
ン
ト
は
か
く
語
る
、「
道
徳
的
法
則
の
表
象
か
ら
そ
れ
が
感
官
に
勧
め
得
る
一
切
の
も
の
を
奪
い
去
る
と

き
、
そ
れ
が
冷
か
な
命
な
き
是
認
に
過
ぎ
な
く
な
り
、
そ
し
て
人
を
動
か
す
力
若
く
は
感
動
を
も
た
な
い
で
あ
ろ

う
と
考
え
る
の
は
、
全
く
間
違
っ
た
懸
念
で
あ
る
。
（
１
４
）」
蓋
し
「
道
徳
的
法
則
は
そ
れ
自
身
で
我
々
に
於
て
十
分
に

ま
た
原
本
的
に
規
定
的
で
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
の
ほ
か
に
規
定
根
拠
を
求
め
よ
う
と
す
る
の
は
許
さ
れ
も
し

な
い
こ
と
で
あ
る（
１
５
）」

か
ら
で
あ
る
。
彼
が
理
念
を
単
な
る
仮
象
と
み
ず
、
一
方
で
は
評
価
の
規
範
で
あ
る
と
共
に

他
方
で
は
規
定
の
原
理
で
あ
る
と
考
え
た
の
は
、
直
ち
に
プ
ラ
ト
ニ
ス
ム
ス
の
堂
奥
に
参
す
る
も
の
と
し
て
彼
の

天
才
的
な
深
さ
を
現
す
。
そ
れ
は
何
よ
り
も
理
性
に
対
す
る
信
仰
を
意
味
す
る
。
然
し
な
が
ら
理
念
は
裸
の
ま
ま

で
、
或
い
は
そ
れ
の
抽
象
的
普
遍
相
に
於
て
、
己
れ
自
身
を
現
実
界
に
実
現
し
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
形
式
的
で
抽

象
的
で
そ
し
て
そ
の
意
味
で
普
遍
的
な
る
理
性
法
則
は
、
我
々
を
内
面
か
ら
揺
り
動
か
し
て
我
々
の
実
際
の
生
命

活
動
を
支
配
す
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
か
。
現
実
を
支
配
す
る
理
念
、
経
験
を
規
定
す
る
規
範
は
か
よ
う
な
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抽
象
的
普
遍
的
な
も
の
で
な
く
、
真
の
具
体
的
普
遍
従
っ
て
真
に
個
性
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は

な
い
か
。
そ
れ
は
ま
さ
に
「
表
象
の
形
式
に
於
け
る
理
念
」
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
実
践
的
自
由
は
先
験
的
自
由

と
結
び
つ
い
て
初
め
て
生
活
の
規
定
原
理
と
な
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
勿
論
理
念
が
感
性
的
な
も
の
を
単

に
混
入
さ
れ
附
加
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
力
を
得
て
来
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
我
々
は
そ
れ
の
品
位
と
威
厳
と
を

感
性
に
対
し
て
維
持
し
得
な
い
に
相
達
な
い
。
理
念
は
寧
ろ
自
己
の
内
面
的
必
然
性
に
従
っ
て
自
己
を
特
殊
化
し

個
性
化
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
我
々
が
規
範
に
拠
っ
て
目
的
の
実
現
に
向
う
と
き
に
は
、
そ
の
実
現
の
過
程
を
な

す
継
起
的
な
活
動
は
内
面
的
に
必
然
的
な
結
合
を
な
す
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
か
よ
う
な
必
然
継
起
の

関
係
は
、
因
果
律
の
よ
う
に
外
面
的
な
普
遍
的
関
係
に
よ
っ
て
成
立
す
る
の
で
な
く
て
、
規
範
の
本
性
上
全
く
個

別
的
で
し
か
も
必
然
的
な
内
面
的
結
合
で
あ
る
の
で
あ
る
。「
理
性
の
因
果
性
」
と
い
う
の
は
か
か
る
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
理
念
の
個
性
化
は
単
に
人
性
論
的
若
く
は
心
理
的
に
必
然
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の

本
質
に
も
と
づ
い
て
内
面
的
に
必
然
な
の
で
あ
る
。

カ
ン
ト
の
思
想
の
中
で
も
道
徳
の
形
式
的
原
理
が
そ
れ
の
み
で
は
十
分
な
規
定
根
拠
と
な
る
こ
と
が
出
来
ず
、

必
ず
内
容
を
得
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
を
暗
示
す
る
部
分
を
指
摘
す
る
こ
と
が
出
来
る（
１
６
）。「
凡
て
の

意
欲
が
対
象
を
、
従
っ
て
内
容
を
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
は
否
定
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。」
格
率
の
内
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容
は
存
在
し
得
る
が
、
た
だ
そ
れ
が
法
則
で
あ
る
た
め
に
は
内
容
は
そ
れ
の
条
件
と
な
っ
て
は
な
ら
な
い
。「
内

容
を
制
限
す
る
法
則
の
単
な
る
形
式
は
、
同
時
に
こ
の
内
容
を
意
志
に
附
け
加
え
る
根
拠
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

が
、
し
か
し
内
容
を
予
想
し
な
い
。」「
実
践
理
性
の
規
定
は
、
た
だ
欲
望
の
多
様
を
道
徳
的
法
則
に
於
て
命
令
す

る
実
践
理
性
若
く
は
純
粋
意
志
の
意
識
の
統
一
の
下
に
先
験
的
に
持
ち
来
す
た
め
に
存
在
す
る
こ
と
が
出
来
る
。」

か
く
カ
ン
ト
は
考
え
た
。
け
れ
ど
も
甚
だ
多
く
の
場
合
彼
は
形
式
と
内
容
と
の
関
係
を
絶
対
に
排
斥
的
な
も
の
と

見
て
形
式
的
な
理
性
法
則
は
そ
れ
自
身
直
接
に
実
践
的
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
当
然
彼
の
倫

理
説
を
消
極
的
な
も
の
と
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
有
名
な
言
葉
に
よ
れ
ば
、
何
等
の
制
限
も
な
く
善
と
考
え
得

る
は
た
だ
善
き
意
志

0

0

0

0

の
み
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
倫
理
説
は
現
実
界
を
形
成
し
、
自
然
を
加
工
し
、
文
化
財
を
産

出
す
る
と
い
う
こ
と
と
は
全
く
無
関
係
で
あ
っ
て
、
単
に
「
本
体
人
」（hom

o noum
enon

）
が
傾
向
性
の
危
険

か
ら
自
己
を
防
禦
す
る
と
い
う
消
極
的
な
意
味
し
か
も
た
な
い
の
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
歴
史
の
根
柢
と
な
る

た
め
に
は
、
実
践
理
性
は
自
然
を
積
極
的
に
支
配
す
る
こ
と
に
於
て
自
己
を
現
し
、
倫
理
説
は
こ
の
場
合
、
シ
ュ

ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
の
語
を
借
り
れ
ば
、「
生
産
的
な
性
質
」（produktiver C

harakter

）
を
得
て
来
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
或
い
は
義
務
の
意
識
か
ら
発
す
る
心
情
の
道
徳
で
あ
る virtus noum

enon 

は
何
等
か
の
意
味
で virtus 

phaenom
enon 

と
結
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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さ
て
仮
に
理
念
が
裸
の
ま
ま
で
即
ち
抽
象
的
普
遍
の
相
で
実
現
さ
れ
得
る
と
し
て
も
、
こ
の
こ
と
は
個
性
の

意
味
と
価
値
と
を
確
立
し
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
問
う
こ
と
は
恐
ら
く
奇
異
の
感
を
惹
き
起
す
で
あ
ろ

う
。
蓋
し
嘗
て
我
々
の
哲
学
者
ほ
ど
人
格
の
尊
厳
に
つ
い
て
多
く
の
感
動
を
も
っ
て
語
っ
た
者
が
な
い
こ
と
は
周

知
の
事
実
で
あ
る
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
事
物
が
値
打
し
か
も
た
な
い
の
に
人
格
は
品
位
を
有
し
、
事
物
が
手
段

と
し
て
用
い
ら
れ
る
に
反
し
て
人
格
は
自
己
目
的
で
あ
る
。私
も
彼
と
共
に
個
性
が
真
に
個
性
で
あ
る
た
め
に
は
、

単
に
一
あ
っ
て
二
な
い
と
い
う
意
味
で
の
個
体
0

0

（Individuum

）
で
あ
っ
た
り
、
若
く
は
単
に
他
に
対
し
て
の
み

自
己
の
価
値
を
負
う
個
別
体

0

0

0

（Individuiertheit

）
で
あ
っ
た
り
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
永
遠
な
る
価
値
に
与
る

こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
自
身
に
於
て
価
値
を
担
う
人
格
0

0

（Persönlichkeit

）
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
承
認
す
る
。

然
し
な
が
ら
、
私
は
カ
ン
ト
の
倫
理
説
の
形
式
主
義
が
彼
の
そ
れ
ほ
ど
高
調
し
た
人
格
の
価
値
を
結
局
否
定
し
て

し
ま
い
は
し
な
い
か
を
懸
念
す
る
。
人
格
の
価
値
は
そ
れ
が
凡
て
の
人
に
妥
当
す
る
格
率
に
従
う
と
こ
ろ
に
、
或

は
そ
れ
の
意
志
が
普
遍
的
に
立
法
的
な
意
志
で
あ
る
場
合
に
存
在
す
る
、
と
彼
の
道
徳
論
は
教
え
る
。
カ
ン
ト
は

云
っ
た
、「
或
る
人
に
対
す
る
一
切
の
尊
敬
は
、
本
来
た
だ
彼
が
我
々
に
そ
れ
に
つ
い
て
例
を
示
す
よ
う
な
法
則

に
対
す
る
尊
敬
で
あ
る
。
（
１
７
）」
即
ち
個
性
の
価
値
の
本
質
は
個
性
的
差
異
に
あ
る
の
で
な
く
し
て
、
つ
ね
に
同
一
な

理
性
的
要
素
に
於
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
然
し
か
よ
う
な
考
え
方
で
は
、
個
性
は
終
に
普
遍
的
合
理
的
価
値
の
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伝
達
器
若
く
は
標
型
と
し
て
よ
り
以
上
の
意
味
を
も
ち
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
或
は
個
性
は
自
己
の
完
全
な
価
値
を

獲
得
す
る
た
め
に
は
全
く
個
性
を
失
っ
て
し
ま
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
と
き
個
性
に
於
け

る
積
極
的
な
も
の
、
特
殊
的
な
も
の
若
く
は
非
合
理
的
な
も
の
の
固
有
価
値
は
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
の

で
あ
る
。
け
れ
ど
個
性
は
そ
れ
が
普
遍
的
な
価
値
を
担
う
と
い
う
点
で
価
値
が
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
そ
れ

の
独
一
性
に
よ
っ
て
価
値
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
個
性
の
評
価
は
直
ち
に
そ
の
全
体
に
向
う
べ
き
で
あ
っ

て
、
具
体
的
に
与
え
ら
れ
た
も
の
を
超
え
た
形
式
的
な
る
も
の
を
目
差
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
然
る
に
そ

の
た
め
に
は
特
殊
的
な
も
の
、
非
合
理
的
な
も
の
の
理
性
必
然
性
の
演
繹
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
論
理
的

に
は
非
合
理
的
で
あ
り
偶
然
的
で
あ
る
も
の
の
価
値
的
若
く
は
目
的
論
的
必
然
性
が
証
明
さ
れ
て
、
単
な
る das 

H
istorische 

は
価
値
に
充
ち
た das G

eschichtliche 

と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
か
よ
う
な
意
味
で

個
性
的
な
も
の
こ
そ
真
に
自
由
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。
こ
こ
に
謂
う
自
由
と
は
そ
れ
故
に
、

一
方
で
は
一
般
的
な
概
念
や
法
則
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
な
い
も
の
の
謂
で
あ
り
、
他
方
で
は
そ
れ
の
自
己
規
定
が

そ
れ
自
身
に
於
て
価
値
あ
る
も
の
の
謂
で
あ
る
。
そ
れ
は
先
験
的
自
由
と
実
践
的
自
由
と
の
結
合
し
た
も
の
で
あ

る
。若

し
右
の
考
察
に
し
て
誤
っ
て
い
な
い
な
ら
ば
、
私
が
最
初
に
掲
げ
た
二
つ
の
問
が
共
に
否
定
を
も
っ
て
答
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え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
理
念
ま
た
は
規
範
と
し
て
の
実
践
的
自
由
は
そ
れ
の
み
で
歴
史
を
基
礎
付
け
得
な
い

こ
と
を
暴
露
し
た
。
け
れ
ど
そ
れ
は
あ
ま
り
に
容
易
に
予
想
し
得
る
帰
結
で
は
な
か
っ
た
か
。『
実
践
理
性
批
判
』

は
現
実
と
は
無
関
係
に
何
よ
り
も
理
性
価
値
そ
の
も
の
を
対
象
と
す
る
。
そ
れ
は
歴
史
を
超
え
て
永
遠
な
る
も
の

の
本
質
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
歴
史
に
於
け
る
永
遠
な
る
も
の
を
問
題
と
す
べ
き
歴
史
哲

学
で
あ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
然
し
な
が
ら
リ
ッ
カ
ー
ト
な
ど
の
考
え
る
よ
う
に
、
歴
史
的
宇
宙
と
は
個
性
化
的

に
把
握
さ
れ
た
歴
史
的
全
体
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
価
値
に
関
係
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
が
個
性
化
的
理
解
の
必

須
条
件
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
普
遍
妥
当
的
な
価
値
を
再
び
見
失
わ
れ
得
ぬ
高
さ
と
純
粋
さ
と
に
於
て
明
瞭
に
し
た

こ
の
書
の
、
歴
史
哲
学
に
対
す
る
関
係
の
重
要
さ
は
決
し
て
看
過
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
人
々
が
永
遠
な
る
も
の

に
つ
い
て
語
る
こ
と
を
忘
れ
な
い
限
り
、
カ
ン
ト
の
『
実
践
理
性
批
判
』
は
人
間
思
想
の
至
宝
と
し
て
幾
度
と
な

く
想
い
起
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

五

先
験
的
自
由
も
実
践
的
自
由
も
共
に
そ
れ
自
身
で
は
歴
史
を
基
礎
付
け
得
な
い
こ
と
は
大
体
明
ら
か
に
な
っ

た
と
思
う
。
か
く
て
唯
一
つ
我
々
の
採
り
得
べ
き
可
能
な
る
道
が
残
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
即
ち
先
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験
的
自
由
と
実
践
的
自
由
と
を
何
等
か
の
仕
方
で
結
合
し
て
新
た
な
る
自
由
概
念
を
導
き
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て

歴
史
に
根
柢
を
置
き
得
な
い
で
あ
ろ
う
か
。そ
れ
で
は
か
か
る
結
合
は
如
何
に
し
て
な
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
か
、

ま
た
こ
の
よ
う
な
自
由
概
念
の
性
質
は
如
何
に
考
え
ら
る
べ
き
で
あ
る
か
。
私
は
再
び
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
還

っ
て
そ
の
思
想
を
吟
味
す
る
こ
と
を
も
っ
て
私
の
研
究
を
始
め
よ
う
。

カ
ン
ト
は
こ
の
書
の
「
先
験
的
弁
証
論
」
を
ば
我
々
の
認
識
活
動
の
本
質
の
う
ち
に
横
た
わ
る
或
る
悲
劇
的

な
も
の
の
考
察
か
ら
出
発
し
た
。
我
々
の
認
識
活
動
は
そ
れ
の
内
面
的
矛
盾
に
迫
ら
れ
て
、
経
験
界
に
於
け
る
制

約
者
の
認
識
を
完
結
す
る
た
め
に
、
自
己
の
正
当
な
領
域
を
越
え
て
無
制
約
者
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
。
け
れ
ど

も
無
制
約
者
は
要
す
る
に
我
々
の
認
識
能
力
を
も
っ
て
は
到
底
現
実
に
解
く
こ
と
の
出
来
ぬ
課
題
の
解
決
の
表
象

で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
決
し
て
実
現
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
認
識
の
理
想
で
あ
る
。
か
か
る
無
制
約
者
の
表

象
を
理
念
と
名
づ
け
る
な
ら
ば
、
理
念
と
は
理
性
自
身
の
本
性
に
よ
っ
て
課
せ
ら
れ
た
人
間
認
識
の
課
題
の
必
然

的
な
表
象
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
か
よ
う
な
理
念
の
一
種
で
あ
る
宇
宙
論
的
理
念
の
第
三
の
場
合
と
し
て
先
験
的
自

由
の
理
念
を
掲
げ
た
。
さ
て
実
践
的
自
由
は
先
験
的
自
由
に
根
柢
を
置
き
、
先
験
的
自
由
を
否
定
す
る
こ
と
は
同

時
に
凡
て
の
実
践
的
自
由
を
破
壊
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
カ
ン
ト
自
身
の
言
葉
を
用
い
れ
ば
、「
自
由
の
先
験

的
理
念
に
そ
れ
の
実
践
的
概
念
は
基
礎
を
置
き
、
そ
し
て
前
者
が
後
者
に
於
て
後
者
の
可
能
に
関
す
る
問
題
に
以
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前
か
ら
附
き
纏
っ
て
い
た
困
難
の
主
な
契
機
を
な
し
て
い
る
。
（
１
８
）」
し
か
し
て
彼
は
先
験
的
観
念
論
こ
そ
こ
の
困
難

を
征
服
し
て
、
実
践
的
自
由
の
可
能
性
の
問
題
に
十
分
な
解
決
を
与
え
る
こ
と
が
出
来
る
と
信
じ
た
。
け
れ
ど
私

は
問
お
う
、
先
験
的
観
念
論
は
果
た
し
て
こ
の
重
大
な
任
務
の
遂
行
に
堪
え
得
る
の
で
あ
る
か
。

理
論
的
に
は
そ
の
客
観
的
実
在
性
を
証
明
す
る
こ
と
も
否
定
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
先
験
的
自
由
は
、
実
践

的
意
趣
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
と
カ
ン
ト
は
考
え
る
。
然
し
な
が
ら
純
粋
理
性
の
理
論
的
使
用
が
経
験
の
制
約
の

連
鎖
の
全
体
を
完
結
す
る
た
め
に
必
要
と
す
る
自
由
の
理
念
と
、
そ
れ
の
実
践
的
使
用
が
実
現
す
る
自
由
の
理
念

と
は
同
一
で
あ
ろ
う
か
。
若
し
同
一
で
あ
る
な
ら
ば
、実
践
的
自
由
も
ま
た
先
験
的
自
由
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、

現
象
の
一
切
に
関
し
て
語
ら
れ
得
る
筈
で
あ
る
。
然
る
に
カ
ン
ト
が
事
実
考
え
た
よ
う
に
実
践
的
自
由
は
た
だ
人

間
の
行
為
に
つ
い
て
の
み
可
能
で
あ
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
他
の
一
般
現
象
と
人
間
行
為
と
を
区
別
す
る
原
理
が
示

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
単
に
現
象
と
物
自
体
と
を
別
つ
先
験
的
観
念
論
が
か
か
る
原
理
を
与
え
得
な
い
の
は

明
白
で
あ
る
。
何
故
か
な
ら
ば
こ
の
立
場
か
ら
は
人
間
行
為
も
現
象
と
し
て
は
自
然
必
然
的
で
あ
り
他
の
一
般
現

象
も
物
自
体
と
し
て
は
自
由
で
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
間
に
何
等
の
差
異
を
も
認
め
る
こ
と
が
出
来
な
い
か
ら

で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
一
層
徹
底
し
て
、
人
間
行
為
と
雖
も
道
徳
的
に
悉
く
自
由
で
あ
る
の
で
は
な
い
、
道
徳
法
に

対
す
る
尊
敬
か
ら
或
い
は
義
務
の
意
識
か
ら
為
さ
れ
た
行
為
の
み
が
自
由
で
あ
る
と
論
じ
た
。
先
験
的
観
念
論
は
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無
論
か
よ
う
な
区
別
の
原
理
を
見
出
し
得
ぬ
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
我
々
が
先
験
的
観
念
論
の
立
場
に
と
ど
ま
る

限
り
先
験
的
自
由
と
実
践
的
自
由
、
認
識
論
的
自
由
と
道
徳
的
自
由
と
を
結
合
す
る
こ
と
若
く
は
そ
の
一
方
か
ら

他
方
を
導
く
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
実
践
的
自
由
は
独
立
に
、他
の
立
場
か
ら
樹
立
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
し
て
カ
ン
ト
は
『
実
践
理
性
批
判
』
に
於
て
道
徳
法
の
存
在
の
事
実
か
ら
直
ち
に
自
由
の
客
観
的
実
在
性
を
論

証
し
た
。
そ
れ
で
は
先
験
的
観
念
論
は
こ
の
自
由
概
念
が
関
係
す
る
凡
て
の
問
題
を
解
決
し
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う

か
。
彼
は
こ
の
書
に
於
て
道
徳
の
完
成
が
現
実
界
で
行
わ
れ
難
い
と
こ
ろ
か
ら
不
死
の
要
ポ
ス
チ
ュ
ラ
ー
ト

請
を
設
け
た
。
然
し

な
が
ら
、
自
由
の
完
全
な
実
現
を
期
す
る
た
め
に
我
々
の
叡
知
界
に
於
け
る
存
在
を
要
請
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

叡
知
界
へ
発
展
従
っ
て
時
間
の
観
念
を
導
き
入
れ
る
こ
と
と
な
り
、
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
時
間
の
現
象
性
を
主
張

す
る
批
判
的
観
念
論
と
原
理
的
に
矛
盾
し
な
い
か
。
し
か
の
み
な
ら
ず
カ
ン
ト
の
先
験
主
義
の
範
囲
内
で
先
験
的

理
念
と
実
践
的
理
念
と
を
結
合
す
る
こ
と
が
如
何
に
困
難
で
あ
る
か
は
、
第
二
批
判
書
に
於
て
彼
が
そ
の
た
め
に

試
み
た
企
て
が
如
何
に
無
理
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
指
摘
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
明
瞭
に
さ
れ
よ
う
。
即
ち
そ
こ

で
は
自
由
の
理
念
は
先
ず
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
「
先
験
的
弁
証
論
」
に
示
さ
れ
た
方
法
に
従
っ
て
実
現
さ
れ
、

し
か
る
後
に
こ
の
理
念
を
基
礎
と
し
て
不
死
及
び
神
の
二
つ
の
要
請
は
樹
立
さ
れ
そ
し
て
実
現
さ
れ
た
。
と
こ
ろ

が
こ
の
二
つ
の
要
請
が
実
現
さ
れ
る
と
共
に
最
初
そ
れ
自
身
は
要
請
で
な
く
却
っ
て
他
の
二
つ
の
要
請
の
予
想
で
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あ
っ
た
自
由
の
理
念
は
、
そ
の
地
位
を
低
め
ら
れ
て
こ
れ
ら
と
並
立
的
な
一
つ
の
要
請
と
な
り
、
そ
し
て
こ
の
三

要
請
は
理
論
理
性
の
先
験
的
理
念
の
道
徳
化
さ
れ
た
も
の
の
如
く
に
し
て
示
さ
れ
た
。
か
よ
う
な
唐
突
な
思
想
の

転
換
が
実
践
理
性
の
批
判
の
理
路
を
み
ず
か
ら
破
壊
す
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
か
く
て
今
は
先
験
的
自
由

と
実
践
的
自
由
と
は
結
合
を
断
念
し
て
別
れ
る
の
ほ
か
道
を
知
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
こ
の
別
離
は
や
が
て
深

き
根
柢
に
於
け
る
統
一
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
カ
ン
ト
の
「
実
践
理
性
の
優
位
」
の
思
想
の
徹
底
が
導
く
批
判
的

目
的
論
は
、
実
に
か
く
の
如
き
分
離
と
結
合
と
を
媒
介
し
て
く
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
先
験
的
理
念
に
し
て
絶

対
的
な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
我
々
は
実
践
的
理
念
を
そ
れ
と
全
く
独
立
に
考
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
然
る
に

若
し
前
者
が
目
的
論
的
意
味
の
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
我
々
は
後
者
を
そ
れ
と
は
無
関
係
に
理
解
し
得
る
。
こ

の
点
に
つ
い
て
カ
ン
ト
は
既
に
先
験
的
理
念
が
超
験
的
実
在
0

0

で
は
な
く
て
超
験
的
当
為
0

0

で
あ
る
と
考
え
た
。
認
識

活
動
も
道
徳
活
動
と
同
じ
よ
う
に
目
的
論
的
活
動
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
そ
の
理
想
で
あ
る
統
一
若
く
は
完
全

の
理
念
に
指
導
さ
れ
、
統
制
さ
れ
て
活
動
す
る
。
若
し
そ
う
で
な
い
な
ら
ば
、
我
々
の
認
識
作
用
は
現
象
の
涯
し

な
き
連
鎖
を
た
だ
涯
し
な
く
認
識
す
る
こ
と
に
満
足
し
て
、
体
系
に
対
す
る
要
求
を
も
ち
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
前

科
学
的
認
識
の
段
階
か
ら
目
覚
め
て
科
学
的
認
識
の
段
階
へ
進
む
と
き
、
建
ア
ー
キ
テ
ク
ト
ー
ニ
ッ
シ
ュ

築
家
的
な
理
性
は
統
一
ま
た
は
完

全
と
い
う
こ
と
を
指
導
理
念
若
く
は
統
制
原
理
と
し
て
自
己
に
課
し
て
は
た
ら
く
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
カ
ン
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ト
の
考
え
た
よ
う
に
、
理
論
理
性
の
範
囲
に
生
れ
て
其
処
で
は
安
住
の
地
を
見
出
し
得
な
か
っ
た
理
念
が
、
実
践

理
性
の
領
域
に
来
て
住
家
を
与
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
認
識
論
的
自
由
と
道
徳
的
自
由
と
は
全
然
家
系
を
異
に

し
た
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
独
立
の
意
味
と
価
値
と
を
も
っ
た
二
つ
の
理
念
で
あ
る
。

理
論
理
性
も
実
践
理
性
も
共
に
そ
れ
自
身
の
立
場
に
と
ど
ま
る
限
り
、
終
に
先
験
的
自
由
と
実
践
的
自
由
と

を
結
び
付
け
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
は
新
し
い
理
性
が
発
見
さ
れ
、
新
し
い
自
由
概
念
が
見
出

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
て
カ
ン
ト
哲
学
は
こ
の
よ
う
な
新
し
い
理
性
と
新
し
い
自
由
概
念
と
を
我
々
に
提

供
、
少
な
く
と
も
暗
示
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
先
ず
自
由
概
念
の
問
題
を
考
え
て
み
よ
う
。

彼
の
宗
教
哲
学
の
主
著
、『
単
な
る
理
性
の
範
囲
内
に
於
け
る
宗
教
』D

ie Religion innerhalb der G
renzen 

der blossen Vernunft. 

に
よ
れ
ば
、
自
由
か
ら
の
行
為
と
反
対
す
る
と
い
う
意
味
で
の
自
然
を
道
徳
的
に
善
若
く

は
悪
と
呼
ぶ
の
は
矛
盾
で
あ
る
。
人
間
の
自
然
と
は
彼
の
自
由
一
般
の
使
用
の
主
観
的
根
拠
で
あ
っ
て
、
こ
の
主

観
的
根
拠
は
ま
た
そ
れ
自
身
自
由
の
作
用
で
あ
る
。「
従
っ
て
意
志
を
傾
向
性
に
よ
っ
て
規
定
す
る
対
象
の
如
何

な
る
も
の
に
於
て
も
、
自
然
衝
動
の
如
何
な
る
も
の
に
於
て
も
悪
の
根
拠
は
存
在
す
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
そ
れ

は
た
だ
意
志
が
自
分
自
身
彼
の
自
由
の
使
用
に
対
し
て
作
る
規
則
の
中
に
即
ち
格
率
の
中
に
存
在
す
る
の
で
あ

る
。
（
１
９
）」
単
に
自
然
法
か
ら
起
る
行
為
は
自
由
の
法
則
で
あ
る
道
徳
法
と
は
無
関
係
で
あ
っ
て
、
道
徳
的
に
は
無
記
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で
あ
る
。
自
然
衝
動
は
我
々
が
そ
れ
を
我
々
の
格
率
の
う
ち
に
取
り
入
れ
る
限
り
に
於
て
、
意
志
の
絶
対
的
自
発

性
即
ち
自
由
と
関
係
す
る
。
即
ち
こ
の
書
で
は
悪
と
い
う
こ
と
が
悪
し
き
格
率
を
自
由
に
採
る
と
い
う
意
味
に
解

せ
ら
れ
、
従
っ
て
感
性
が
悪
と
必
然
的
な
関
係
を
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
理
由
は
消
滅
し
た
。
我
々
の
衷
に
於
け
る
悪

へ
の
性
向
も
、
善
へ
の
素
質
も
、
共
に
自
由
な
る
活
動
で
あ
っ
て
、
善
き
原
理
と
悪
し
き
原
理
と
は
我
々
の
衷
で

互
い
に
他
を
絶
対
に
排
斥
し
つ
つ
闘
争
す
る
。
カ
ン
ト
は
か
か
る
自
由
概
念
と
関
聯
し
て
、
根
本
悪
と
更
生
と
の

自
由
論
を
説
い
た
。
さ
て
『
純
粋
理
性
批
判
』、『
実
践
理
性
批
判
』
な
ど
の
教
え
る
と
こ
ろ
で
は
、
叡
智
界
は
時

間
の
規
定
を
離
脱
し
、
感
性
の
影
響
を
超
越
す
る
。
然
る
に
右
の
自
由
概
念
は
悪
を
も
っ
て
悪
し
き
格
率
を
採
る

と
い
う
こ
と
に
解
し
、
そ
し
て
そ
の
主
観
的
根
拠
を
叡
智
界
に
求
め
て
悪
を
為
す
の
自
由
を
定
め
る
が
故
に
、
そ

れ
は
感
性
を
叡
智
界
へ
ま
で
導
き
入
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
ま
た
そ
こ
で
は
、
時
間
の
表
象
が
取
り
入
れ
ら
れ

る
こ
と
な
し
に
、
叡
智
界
に
於
け
る
我
々
の
善
き
若
く
は
悪
し
き
格
率
を
選
ぶ
と
い
う
意
志
の
決
定
行
為
の
考
え

ら
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
の
み
な
ら
ず
、
カ
ン
ト
は
一
方
で
善
と
悪
と
の
対
立
を
積
極
消
極
の
対
立
ま

た
は
多
少
の
対
立
で
な
く
、
心
情
全
体
の
絶
対
排
斥
的
対
立
で
あ
る
と
考
え
、
他
方
で
根
本
悪
と
更
生
と
の
自
由

を
説
く
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
こ
と
は
や
が
て
叡
智
界
へ
発
展
、
従
っ
て
時
間
の
観
念
を
持
ち
込
む
こ
と
と
な
る

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
に
右
の
自
由
概
念
が
時
間
の
現
象
性
を
主
張
す
る
批
判
的
観
念
論
及
び
理
性
の
自
律
の
自
由
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を
説
く
先
験
主
義
と
乖
離
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
明
白
で
あ
る
。
我
々
は
寧
ろ
か
よ
う
な
自
由
概
念
を
理
論
的
に

説
明
す
る
こ
と
を
断
念
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
で
は
い
っ
た
い
私
は
そ
れ
を
何
処
に
求
め
ね
ば
な
ら
な

い
の
か
。
個
体
の
自
由
と
永
遠
者
の
自
由
と
は
私
の
衷
に
深
く
湛
え
る
闇
に
於
て
抱
き
合
う
。
単
に
非
合
理
的
な

も
の
と
単
に
理
性
的
な
も
の
と
は
更
に
不
思
議
な
世
界
に
於
て
親
し
く
結
合
す
る
。
し
か
も
一
層
驚
く
べ
き
こ
と

に
は
こ
の
よ
う
な
神
秘
の
世
界
が
私
の
現
実
の
体
験
そ
の
も
の
で
は
な
い
か
。
個
体
の
自
由
と
永
遠
者
の
自
由
と

の
結
合
と
い
う
論
理
的
に
は
解
き
得
ぬ
謎
は
、
私
の
直
接
の
経
験
に
於
て
は
あ
ま
り
に
明
白
な
事
実
と
し
て
与
え

ら
れ
て
い
る
の
で
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
は
論
理
以
前
の
も
の
と
し
て
却
っ
て
論
理
の
根
柢
を
な
す
も
の
、
具
体
的

時
間
と
し
て
却
っ
て
経
験
世
界
構
成
の
範
疇
で
あ
る
時
間
の
基
礎
を
な
す
も
の
、
直
接
的
意
識
と
し
て
却
っ
て
概

念
的
に
考
え
ら
れ
た
感
性
の
根
源
を
な
す
も
の
で
あ
る
現
実
的
意
志
そ
の
も
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
が
『
世
界
公
民

的
見
地
に
於
け
る
一
般
歴
史
考
』
や
『
実
践
理
性
批
判
』
な
ど
で
説
い
た
自
由
は
い
ず
れ
も
抽
象
的
概
念
に
過
ぎ

な
い
。
こ
れ
に
反
し
て
、
そ
こ
で
は
現
実
的
な
も
の
が
十
分
に
尊
重
さ
れ
て
い
る
『
単
な
る
理
性
の
範
囲
内
に
於

け
る
宗
教
』
に
見
ゆ
る
自
由
の
概
念
こ
そ
、
真
に
具
体
的
な
概
念
で
あ
る
と
言
わ
る
べ
き
で
あ
る
。
か
く
て
私
は

こ
の
よ
う
な
自
由
を
現
実
的
自
由

0

0

0

0

0

と
名
づ
け
よ
う
。

現
実
的
自
由
は
特
に
人
間
的
な
自
由

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
我
々
の
師
プ
ラ
ト
ン
は
語
っ
た
、
神
の
如
何
な
る
も
の
も
学
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問
に
身
を
委
ね
な
い
、
な
ぜ
か
な
ら
彼
等
は
既
に
知
識
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
。
ま
た
全
く
無
知
な
も
の

の
何
者
も
そ
れ
を
し
な
い
、
な
ぜ
な
ら
ば
彼
は
知
識
へ
の
欲
望
を
も
た
な
い
の
で
あ
る
か
ら
。
我
々
の
師
カ
ン
ト

は
考
え
た
、
道
徳
は
た
だ
理
性
と
感
性
と
を
共
に
有
す
る
人
間
に
於
て
の
み
存
在
す
る
。
現
実
的
自
由
は
理
性
的

＝
動
物
と
呼
ば
れ
て
い
る
人
類
ば
か
り
が
与
る
と
こ
ろ
の
自
由
で
あ
る
。
一
層
深
く
考
え
る
な
ら
ば
、
人
間
を
理

性
的
動
物
と
い
う
も
な
お
当
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
カ
ン
ト
の
説
い
た
よ
う
に
、
善
と
悪
と
が
単
に
天
と
地
と
の
関

係
で
な
く
、
天
国
と
地
獄
と
の
関
係
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
善
と
悪
と
に
対
し
て
共
に
自
由
で
あ
る
こ
と
が
出

来
る
人
間
は
、
神
と
動
物
と
の
中
間
的
存
在
で
は
な
く
て
、
却
っ
て
神
と
悪
魔
と
の
結
合
で
あ
る
。
先
験
的
自
由

が
一
切
の
現
象
に
関
し
て
可
能
で
あ
り
、
実
践
的
自
由
が
凡
て
の
理
性
的
存
在
に
つ
い
て
妥
当
す
る
に
反
し
て
、

現
実
的
自
由
は
特
に
人
間
的
な
自
由
で
あ
る
。
私
は
善
を
為
す
の
自
由
と
共
に
悪
を
為
す
の
自
由
を
有
し
、
善
き

原
理
と
悪
し
き
原
理
と
は
私
の
衷
で
つ
ね
に
積
極
的
な
闘
争
の
状
態
に
置
か
れ
て
い
る
が
故
に
、
現
実
的
自
由
は

悩
し
き
自
由
で
あ
る
。
け
れ
ど
そ
れ
は
何
等
か
新
し
き
も
の
を
産
も
う
と
し
て
健
康
に
孕
め
る
者
の
悩
し
さ
で
あ

る
。
即
ち
現
実
的
自
由
は
ま
た
創
造
的
自
由

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
人
格
の
根
源
性
と
し
て
歴
史
の
中
に
新
た
な
る
も
の
、
独

自
な
る
も
の
を
与
え
る
た
め
に
歴
史
的
思
惟
か
ら
要
求
さ
れ
る
自
由
は
、
蓋
し
こ
の
よ
う
な
自
由
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
現
実
的
自
由
若
く
は
創
造
的
自
由
は
殊
に
文
化
人
の
自
由
な
る
が
故
に
、
我
々
は
や
が
て
そ
れ
を
歴
史
的
自

0

0

0

0
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由0

と
も
呼
び
得
よ
う
。
さ
て
斯
く
の
如
き
自
由
か
ら
の
行
為
が
悪
を
も
っ
て
、
少
な
く
と
も
悪
と
見
做
さ
れ
る
も

の
を
も
っ
て
始
ま
る
の
は
あ
ま
り
に
当
然
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。「
自
然
の
歴
史
は
善
か
ら
始
ま
る
、
神
の
業
な
る

が
故
に
。
自
由
の
歴
史
は
悪
か
ら
始
ま
る
、
人
の
業
な
る
が
故
に
。」
そ
れ
故
に
カ
ン
ト
が
原
人
の
堕
落
を
も
っ

て
人
間
歴
史
の
臆
測
的
端
初
と
考
え
た
の
は
甚
だ
興
味
あ
る
思
想
で
あ
る
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
間
が

造
ら
れ
た
も
の
の
単
な
る
一
標
型
で
あ
る
こ
と
に
満
足
せ
ず
、
自
己
の
自
由
を
意
識
し
そ
し
て
実
現
し
た
と
き
、

彼
は
堕
落
し
た
。
け
れ
ど
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
も
云
っ
て
い
る
よ
う
に（
２
０
）、

こ
の
こ
と
は
人
間
歴
史
の
最
初
に
た
だ

一
回
起
っ
た
事
実
で
な
く
、
個
性
が
そ
れ
の
属
す
る
社
会
の
一
標
型
以
上
の
も
の
と
し
て
自
己
を
現
そ
う
と
す
る

限
り
、
日
々
の
歴
史
に
於
て
絶
え
ず
繰
り
返
さ
れ
る
事
実
で
あ
っ
て
、
我
々
個
性
の
歴
史
的
活
動
の
本
質
の
う
ち

に
横
た
わ
る
悲
劇
的
な
る
も
の
で
あ
る
。我
々
に
し
て
自
己
の
解
放
を
求
め
て
は
た
ら
く
と
き
、我
々
若
く
は
我
々

の
社
会
の
悪
と
考
え
る
も
の
を
も
っ
て
始
め
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
歴
史
的
経
験
の
ま
こ
と
に
数
多
く

示
す
事
実
で
あ
る
。「
ひ
と
は
努
力
す
る
限
り
誤
つ
。」
そ
れ
は
悲
し
き
運
命
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
レ
ッ
シ
ン
グ

が
云
っ
た
よ
う
に
、
神
か
ら
真
理
そ
の
も
の
で
な
く
真
理
を
求
め
る
心
を
享
け
た
人
間
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
は
ま

た
避
け
難
き
運
命
で
あ
る
。
け
れ
ど
私
は
慰
め
を
も
っ
て
云
お
う
、「
絶
え
ず
努
力
し
つ
つ
苦
し
む
者
を
我
々
は

救
う
こ
と
が
出
来
る
。」
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そ
れ
で
は
か
よ
う
な
慰
め
は
如
何
に
し
て
権
利
づ
け
ら
れ
る
か
。
我
々
は
如
何
に
し
て
歴
史
的
宇
宙
の
中

に
世
界
理
性
の
次
第
に
高
ま
り
ゆ
く
実
現
を
認
識
し
得
る
か
。
或
い
は
我
々
は
如
何
に
し
て M

ythos 

の
中
に 

Logos 

の
漸
次
ま
さ
り
ゆ
く
実
現
を
理
解
し
得
る
か
。
歴
史
の
進
歩
は
経
験
的
に
は
確
め
る
こ
と
が
出
来
な
い
。

な
ぜ
な
ら
ば
そ
の
た
め
に
は
可
能
な
る
歴
史
的
経
験
の
全
体
が
我
々
の
認
識
の
対
象
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
に
、
事
実
我
々
の
支
配
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
は
そ
の
一
部
分
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
の
み
な
ら
ず

こ
の
僅
少
な
部
分
で
さ
え
も
が
極
め
て
動
揺
的
な
答
を
我
々
に
与
え
得
る
の
み
で
あ
る
。「
曲
れ
る
木
か
ら
は
全

く
直
き
も
の
を
決
し
て
作
り
得
な
い（
２
１
）」

と
す
れ
ば
、
根
本
悪
を
具
え
、
つ
ね
に
否
定
す
る
精
神
メ
フ
ィ
ス
ト
を
宿

す
人
間
の
活
動
の
歴
史
か
ら
、
我
々
は
そ
も
そ
も
何
を
期
待
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
歴
史
の
進
歩
が
自
然
法
の

概
念
に
よ
っ
て
基
礎
付
け
ら
れ
な
い
の
は
明
瞭
で
あ
る
。
進
歩
と
い
う
こ
と
は
第
一
に
価
値
の
向
上
を
意
味
し
、

次
に
そ
れ
は
新
し
き
も
の
の
生
成
を
意
味
す
る
。
然
る
に
自
然
法
は
存
在
の
法
則
で
あ
っ
て
価
値
と
は
無
関
係
で

あ
り
、
ま
た
そ
れ
は
任
意
に
繰
り
返
し
得
る
も
の
の
み
を
含
ん
で
新
し
き
も
の
を
除
外
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
進

歩
と
い
う
こ
と
を
自
然
法
に
も
と
づ
け
よ
う
と
す
る
の
は
二
重
の
論
理
的
矛
盾
を
犯
す
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
故
に

若
し
歴
史
の
進
歩
が
正
当
づ
け
ら
れ
得
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
先
験
的
に
、
し
か
し
て
理
論
以
外
の
立
場
か
ら
で

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
さ
て
歴
史
は
理
性
的
存
在
と
し
て
の
人
間
の
現
象
で
あ
る
か
ら
、
我
々
は
我
々
が
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何
を
為
す
で
あ
ろ
う
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
予
言
す
る
こ
と
が
出
来
な
く
て
も
、
我
々
が
何
を
為
す
べ
き
で
あ
る
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

は
、
先
験
的
に

理
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
。Sollen  

【
当
為
・
為
す
べ
き
】
は
し
か
し
な
が
ら K

önnen 

【
能
力
・
可
能
】
を
意
味
す
る
。

人
類
の
道
徳
的
目
的
に
関
し
て
一
層
善
き
も
の
へ
の
進
歩
が
と
き
に
中
断
さ
れ
つ
つ
も
決
し
て
断
絶
す
る
こ
と
が

な
い
と
い
う
こ
と
は
、
我
々
に
生
具
し
子
孫
に
遣
伝
す
る
義
務
の
意
識
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
る
、
と
カ
ン
ト
は
考

え
た（
２
２
）。

歴
史
の
進
歩
の
確
信
は
理
性
の
優
越
の
信
仰
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
有
名
な
言
葉
を
想
い
起
せ
ば
、「
精
神
の
力

に
対
す
る
信
仰
」
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
云
う（
２
３
）、

道
徳
の
た
め
に
感
性
的
性
質
に
大
な
る
犠
牲
を
払
わ
し
め
る
能
力

を
我
々
が
も
っ
て
い
る
こ
と
、
我
々
が
全
く
容
易
に
ま
た
明
瞭
に
為
す
べ
き
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
を
我
々
が

為
し
能
う
こ
と
、
我
々
の
衷
に
於
け
る
超
感
性
人
の
感
性
人
を
超
え
て
の
こ
の
優
越
、
人
性
と
離
し
得
な
い
こ
の

道
徳
的
素
質
は
、
最
も
高
き
し
か
し
て
絶
え
ず
高
ま
り
ゆ
く
驚
異
の
対
象
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
人
類
の
究
極
の

実
践
的
目
的
で
あ
る
最
高
善
が
実
現
さ
れ
る
た
め
に
は
、
後
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
神
の
概
念
が
導
き
入
れ
ら
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
理
性
の
実
践
的
信
仰
が
定
め
る
神
及
び
そ
れ
と
関
係
す
る
一
切
の
も
の
に
対
す

る
信
仰
こ
そ
歴
史
の
進
歩
を
基
礎
付
け
る
最
後
の
も
の
で
あ
る
。
歴
史
的
活
動
の
究
極
の
意
味
は
純
粋
な
宗
教
的

信
仰
に
よ
っ
て
確
め
ら
れ
る
。
歴
史
哲
学
の
最
後
の
問
題
は
宗
教
哲
学
に
於
て
解
決
の
安
定
を
得
る
の
で
あ
る
。
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六

歴
史
の
根
柢
と
な
る
よ
う
な
新
し
い
自
由
概
念
は
『
単
な
る
理
性
の
範
囲
内
に
於
け
る
宗
教
』
の
中
に
暗
示

さ
れ
た
。
し
か
ら
ば
新
し
い
理
性
に
つ
い
て
は
如
何
で
あ
る
か
。
私
は『
判
断
力
批
判
』を
と
っ
て
考
え
て
み
よ
う
。

カ
ン
ト
が
こ
の
書
に
於
て
合
理
主
義
か
ら
一
歩
非
合
理
主
義
へ
移
っ
た
こ
と
は
我
々
の
特
に
注
意
す
べ
き
事

柄
で
あ
る
。
附
庸
美
（anhängende Schönheit

）
や
崇
高
（das Erhabene

）
は
、
美
と
し
て
は
純
粋
で
な
い
に

拘
ら
ず
、
彼
は
そ
れ
ら
の
も
の
の
価
値
と
権
利
と
を
十
分
に
承
認
し
尊
重
し
た
。『
判
断
力
批
判
』
の
う
ち
で
恐

ら
く
最
も
美
し
い
部
分
を
な
す
天
才
論
に
於
て
、
彼
の
非
合
理
的
傾
向
は
一
層
高
い
程
度
に
達
し
た
と
云
わ
れ
る

こ
と
が
出
来
る
。
天
才
的
活
動
は
我
々
の
理
解
を
超
え
て
独
創
的
で
あ
る
。
彼
の
創
作
の
貫
き
通
し
得
な
い
非
合

理
的
活
動
か
ら
真
に
勝
れ
た
芸
術
的
作
品
は
生
れ
て
、
芸
術
に
規
則
を
示
し
、
美
的
観
照
に
満
足
を
与
え
る
。
天

才
の
制
作
作
用
に
於
て
個
性
的
な
も
の
と
普
遍
妥
当
的
な
も
の
と
は
全
き
調
和
に
抱
擁
し
、
非
合
理
的
な
も
の
と

理
性
的
な
も
の
と
は
美
し
き
一
致
に
協
力
す
る
。
更
に
カ
ン
ト
が
こ
の
書
物
で
発
見
し
た
反
省
的
判
断
力
は
個
性

的
な
も
の
の
意
味
を
幾
分
基
礎
付
け
る
こ
と
が
出
来
た
。「
自
然
の
特
殊
化
」（Spezifikation der N

atur

）
は
た

だ
経
験
に
よ
っ
て
意
識
さ
れ
る
の
み
で
あ
っ
て
先
験
的
認
識
に
対
し
て
は
偶
然
的
な
も
の
で
あ
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ

ツ
が
「
事
実
真
理
」
を
も
っ
て
不ふ
じ
ん尽

数
【
無
限
小
数
】
に
譬
え
た
よ
う
に
、
個
々
の
現
象
や
法
則
は
普
遍
的
必
然
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的
認
識
に
対
し
て
い
つ
で
も
非
合
理
的
な
も
の
と
し
て
残
さ
れ
る
。
反
省
的
判
断
力
は
こ
の
よ
う
な
論
理
的
に
偶

然
的
な
る
も
の
を
、経
験
の
全
体
系
と
合
目
的
々
聯
関
に
あ
る
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
考
察
す
る
能
力
で
あ
る
。

然
し
な
が
ら
我
々
に
と
っ
て
一
層
重
要
な
問
題
は
、
カ
ン
ト
が
『
判
断
力
批
判
』
に
悟
性
と
理
性
、
自
然
概

念
と
自
由
概
念
、
を
結
合
す
る
任
務
を
負
わ
せ
た
こ
と
と
関
係
す
る
。
判
断
力
の
批
判
は
果
た
し
て
こ
の
課
せ
ら

れ
た
任
務
を
遂
げ
得
た
か
。
若
し
遂
げ
得
た
と
す
れ
ば
そ
れ
は
如
何
様
に
し
て
な
さ
れ
た
か
。

先
ず
美
的
判
断
力
に
つ
い
て
は
如
何
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
す
る
答
は
彼
が
美
に
与
え
た
定
義
を
た
だ
言
葉

通
り
に
思
い
浮
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
直
ち
に
与
え
ら
れ
得
る
と
思
う
。「
美
は
、
そ
れ
の
評
価
は
単
に
形
式
的
な

合
目
的
性
即
ち
目
的
な
き
合
目
的
性
を
基
礎
に
も
つ
の
で
あ
る
が
、
善
の
表
象
か
ら
全
く
独
立
で
あ
る
。
な
ぜ
な

ら
ば
後
者
は
客
観
的
な
合
目
的
性
即
ち
対
象
の
一
定
の
目
的
に
対
す
る
関
係
を
予
想
す
る
の
で
あ
る
か
ら
。
（
２
４
）」

即

ち
美
は
実
践
理
性
や
自
由
概
念
と
絶
縁
す
る
と
こ
ろ
に
却
っ
て
そ
の
本
領
を
発
揮
す
る
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
こ
の

こ
と
は
美
が
善
と
共
に
一
の
理
性
価
値
で
あ
る
こ
と
を
思
い
、
理
性
の
自
律
を
信
ず
る
者
に
と
っ
て
は
、
あ
ま
り

に
明
白
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
先
験
的
原
理
を
も
ち
、「
事
物
を
規
則
に
従
っ
て
評
価
す
る
特
殊
な
能
力
」
で
あ
り
、

そ
れ
の
「
或
る
種
の
対
象
に
つ
い
て
の
美
的
判
断
が
快
若
く
は
不
快
の
感
情
に
関
し
て
構
成
的
原
理
で
あ
る
」
と

い
う
点
で
カ
ン
ト
が
目
的
論
的
判
断
力
か
ら
区
別
し
た
美
的
判
断
力（
２
５
）は
、
美
的
理
性
と
し
て
理
論
理
性
や
実
践
理
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性
に
対
立
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。そ
れ
故
に
最
高
の
道
徳
的
存
在
と
し
て
の
人
間
が「
美
の
理
想
」（Ideal 

der Schönheit

）
と
せ
ら
れ
た
と
き
に
は
、
そ
れ
は
最
早
自
由
美
（freie Schönheit

）
若
く
は
純
粋
美
で
は
な
く

て
附
庸
美
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
然
ら
ば
彼
が
純
粋
な
美
的
判
断
と
分
た
る
べ
き
理
由
が
あ
る
と
し
た
崇
高
に

つ
い
て
の
判
断
力
に
関
し
て
は
如
何
で
あ
る
か
。自
然
の
崇
高
に
つ
い
て
の
判
断
は
そ
れ
の
根
柢
を
人
間
の
性
質
、

し
か
も
彼
の
実
践
的
ま
た
は
道
徳
的
理
念
に
対
す
る
感
情
へ
の
素
質
に
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
判
断
主
体
の
道
徳

的
規
定
を
根
本
的
な
条
件
と
す
る
。
従
っ
て
崇
高
に
関
係
し
て
は
判
断
力
は
理
性
の
能
力
と
原
理
的
に
は
同
一
と

な
っ
て
、
も
は
や
特
殊
の
能
力
で
あ
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
る
。
か
よ
う
に
し
て
第
三
批
判
書
に
拠
っ
て
美
と
崇

高
と
を
察
す
る
と
き
、
カ
ン
ト
自
身
も
と
き
に
告
白
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
に
、
我
々
は
「
美
を
不
定
な
る

悟
性
概
念
の
表
現
と
し
て
、
崇
高
を
し
か
し
な
が
ら
か
か
る
理
性
概
念
の
そ
れ
と
し
て
考
え
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
に

見
え
る
。
（
２
６
）」

悟
性
と
理
性
と
の
統
一
は
終
に
絶
望
さ
れ
、
前
者
は
美
の
判
断
を
、
後
者
は
崇
高
の
判
断
を
各
自
己

の
領
域
へ
取
り
入
れ
よ
う
と
し
て
、
両
者
の
媒
介
者
ま
た
は
結
合
者
を
引
き
裂
い
て
し
ま
う
こ
と
に
協
同
し
た
。

目
的
論
的
判
断
力
は
自
然
的
対
象
を
自
由
の
範
囲
に
属
す
る
合
目
的
性
の
立
場
か
ら
考
察
す
る
。
そ
れ
は
自

然
を
悟
性
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
理
解
す
る
。
か
か
る
目
的
論
的
考
察
と
雖
も
も
と
よ

り
我
々
の
理
性
に
と
っ
て
は
必
然
的
で
あ
る
。
我
々
は
単
に
受
容
的
な
直
観
を
も
つ
の
で
あ
っ
て
、
内
容
を
直
観
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に
よ
っ
て
生
産
す
る
こ
と
が
出
来
る
知
的
直
観
若
く
は
直
観
的
悟
性
は
我
々
の
も
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
一
方
で

は
我
々
の
認
識
に
対
し
て
偶
然
的
な
「
自
然
の
特
殊
化
」
と
い
う
こ
と
の
理
由
を
思
惟
す
べ
き
要
求
が
必
然
的
に

し
て
普
遍
的
で
あ
り
、
ま
た
他
方
で
は
我
々
の
道
徳
的
意
識
が
も
つ
感
性
的
及
び
超
感
性
的
世
界
の
創
造
者
と
し

て
の
神
的
な
直
観
的
悟
性
の
実
在
性
に
つ
い
て
の
実
践
的
信
仰
が
必
然
的
に
し
て
普
遍
的
で
あ
る
以
上
、
理
性
は

世
界
過
程
の
全
体
を
悟
性
に
因
る
生
産
即
ち
合
目
的
々
生
産
と
し
て
考
え
る
べ
き
先
験
的
な
権
利
を
有
す
る
わ
け

で
あ
る
。
目
的
論
的
判
断
力
は
か
よ
う
に
し
て
自
然
概
念
と
自
由
概
念
と
の
媒
介
者
と
し
て
自
己
を
推
薦
し
得
る

か
の
如
く
見
え
る
。
然
し
な
が
ら
カ
ン
ト
に
従
え
ば
、
反
省
的
判
断
力
と
は
そ
れ
に
よ
っ
て
我
々
が
対
象
を
ひ
と

つ
の
考
察
の
立
場
の
下
に
お
く
能
力
で
あ
る
。
そ
れ
の
原
理
は
対
象
そ
の
も
の
の
認
識
か
ら
取
り
出
さ
れ
る
の
で

は
な
く
、
我
々
が
対
象
へ
向
っ
て
持
っ
て
ゆ
く
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
目
的
論
は
反
省
的
判
断
力
に
属
す
る
統

制
的
原
理
で
あ
っ
て
、
規
定
的
判
断
力
に
関
係
す
る
構
成
的
原
理
で
は
な
い
。
若
し
こ
の
よ
う
に
し
て
目
的
論
的

判
断
力
が
ひ
と
つ
の
主
観
的
な
見
力
の
能
力
に
過
ぎ
な
い
な
ら
ば
、
我
々
は
そ
れ
を
も
っ
て
自
然
概
念
と
自
由
概

念
と
を
真
に
結
合
す
る
も
の
で
あ
る
と
は
考
え
難
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
判
断
力
は
一
般
に
悟
性
と
理
性
と
の

媒
介
と
い
う
自
己
に
負
わ
さ
れ
た
任
務
を
結
局
放
擲
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

カ
ン
ト
の
考
え
た
よ
う
に
自
然
科
学
の
範
囲
で
は
目
的
論
は heuristisches Prinzip 

【
発
見
的
原
理
】
と
し
て
の
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主
観
的
な
意
味
し
か
も
つ
こ
と
が
出
来
ぬ
に
し
て
も
、
我
々
は
そ
れ
以
外
に
目
的
論
が
客
観
的
な
意
味
を
も
ち
得

る
よ
う
な
範
囲
を
考
え
得
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
云
っ
た
、「
因
果
性
の
特
殊
な
種
類
と
し
て
の
自
由
の
理
念

の
実
在
性
は
、
純
粋
理
性
の
実
践
的
法
則
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
こ
れ
に
相
応
し
て
、
実
際
の
行
動
に
於
て
、
従
っ

て
経
験
に
於
て
証
明
さ
れ
る
。
―
―
そ
れ
は
純
粋
理
性
の
一
切
の
理
念
の
う
ち
で
、そ
れ
の
対
象
が
事
実
で
あ
り
、

そ
し
て scibilia  

【
知
の
対
象
】
の
中
に
算
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
唯
一
つ
の
も
の
で
あ
る
。
（
２
７
）」
即
ち
自
由
が
事
実
で

あ
る
よ
う
な
現
象
の
領
域
に
関
し
て
は
、
目
的
論
的
考
察
と
雖
も
客
観
的
で
あ
る
こ
と
が
出
来
る
わ
け
で
あ
る
。

蓋
し
自
由
と
は
自
己
の
目
的
を
自
分
自
身
で
決
定
し
て
そ
れ
に
従
っ
て
は
た
ら
く
こ
と
を
意
味
す
る
。
然
る
に
カ

ン
ト
に
よ
れ
ば
、「
生
け
る
自
然
の
体
系
に
於
て
人
間
を
特
色
づ
け
る
も
の
は
、
彼
が
自
分
み
ず
か
ら
作
っ
た
性

格
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
彼
は
自
身
で
採
っ
た
目
的
に
従
っ
て
自
己
を
完
全
に
す
る
こ
と
が
出

来
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
は
、
理
性
能
力
を
禀う

け
た
動
物
（anim

al rationabile

）
と
し
て
、
自
分
自
身
を
理
性

的
動
物
（anim
al rationale

）
に
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
（
２
８
）」

即
ち
自
然
を
文
化
に
ま
で
高
め
る
自
由
な
る
存
在
で
あ

る
人
間
の
行
為
に
関
し
て
は
、
目
的
論
的
考
察
も
客
観
的
な
意
味
を
も
ち
得
る
わ
け
で
あ
る
。
理
性
的
存
在
と
し

て
の
人
類
の
活
動
は
し
か
る
に
歴
史
的
現
象
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
そ
れ
故
に
私
は
人
間
の
自
由
活
動
の
範
囲
に
於
て

客
観
的
意
義
を
見
出
し
た
目
的
論
的
判
断
力
を
、
一
の
独
立
に
し
て
特
殊
な
る
能
力
と
し
て
、
多
分
正
当
に
歴
史
0

0
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的
理
性

0

0

0

と
呼
ぶ
こ
と
が
出
来
よ
う
。
若
し
こ
の
場
合
に
も
目
的
論
的
判
断
力
が
主
観
的
な
意
味
し
か
も
た
な
い
と

い
う
の
な
ら
ば
、
そ
れ
は
歴
史
的
理
性
が
美
的
理
性
と
同
じ
よ
う
に
特
に
人
間
的
な

0

0

0

0

0

0

理
性
で
あ
る
と
い
う
意
味
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
理
論
理
性
が
人
間
も
そ
の
一
部
分
で
あ
る
凡
て
の
自
然
界
を
支
配
し
、
実
践
理
性
が
人
間

以
外
の
理
性
的
存
在
の
一
切
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
に
反
し
て
、
美
的
理
性
は
た
だ
感
性
的
理
性
的
存
在
で
あ
る

人
間
に
の
み
関
係
す
る
。「
快
適
は
理
性
な
き
動
物
に
も
妥
当
す
る
。
美
は
た
だ
人
間
、
即
ち
動
物
的
に
し
て
し

か
も
ま
た
理
性
的
な
る
存
在
に
対
し
て
の
み
妥
当
す
る
。
善
は
し
か
し
一
切
の
理
性
的
存
在
一
般
に
対
し
て
妥
当

す
る
。
（
２
９
）」
と
カ
ン
ト
は
云
っ
た
。
歴
史
的
理
性
も
ま
た
た
だ
人
間
に
ば
か
り
関
係
す
る
。
美
が
特
に
人
間
の
与
る

経
験
で
あ
る
よ
う
に
、
歴
史
は
非
合
理
的
自
由
と
合
理
的
自
由
と
の
結
合
な
る
自
由
を
も
っ
た
人
類
の
み
が
参
与

す
る
と
こ
ろ
の
現
象
で
あ
る
。
人
間
は
理
性
的
動
物
で
あ
る
と
い
う
古
き
定
義
を
ば
、
我
々
は
一
層
適
当
に
、
人

間
は
歴
史
的
存
在
で
あ
る
と
い
う
定
義
を
も
っ
て
置
き
換
え
得
る
で
あ
ろ
う
。

新
し
い
理
性
は
発
見
さ
れ
た
。
歴
史
的
理
性
が
自
然
概
念
と
自
由
概
念
と
を
結
合
す
る
と
い
う
の
は
如
何
な

る
意
味
で
あ
る
か
。
私
は
再
び
『
判
断
力
批
判
』
に
教
え
ら
れ
つ
つ
こ
の
問
題
に
答
え
よ
う
。
目
的
の
因
果
性
に

よ
っ
て
作
ら
れ
た
と
考
え
得
る
有
機
体
に
関
し
て
は
我
々
は
そ
れ
が
何
の
た
め
に
存
在
す
る
か
を
問
う
べ
き
理
由

を
も
っ
て
い
る
。
一
切
の
自
然
物
に
つ
い
て
そ
の
存
在
の
意
味
を
尋
ね
て
ゆ
く
な
ら
ば
、
そ
こ
に
一
の
目
的
論
的
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体
系
が
成
立
す
る
。
こ
の
よ
う
な
自
然
の
目
的
論
的
体
系
の
統
一
が
完
全
で
あ
る
た
め
に
は
、
統
一
の
中
心
と
し

て
単
に
目
的
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
ま
た
そ
れ
自
身
終
局
目
的

0

0

0

0

（Endzw
eck

）
で
あ
る
が
如
き
も
の
が
存
在
せ

ね
ば
な
ら
ぬ
。
然
る
に
自
然
に
於
け
る
凡
て
の
存
在
は
畢
竟
相
対
的
な
目
的
以
上
で
あ
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で

あ
っ
て
、
我
々
は
自
然
界
を
見
渡
し
て
自
然
と
し
て
そ
れ
み
ず
か
ら
終
局
目
的
で
あ
る
と
い
う
権
利
を
要
求
し
得

る
も
の
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
な
い
。
そ
れ
の
み
で
な
く
我
々
は
、
我
々
の
考
え
得
べ
き
如
何
な
る
性
質
や
規
定

を
具
え
よ
う
と
も
、
そ
れ
が
自
然
物
で
あ
る
限
り
自
然
の
終
局
目
的
で
あ
り
得
な
い
こ
と
を
先
験
的
に
証
明
す
る

こ
と
さ
え
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
人
類
と
雖
も
そ
れ
が
自
然
的
生
類
と
し
て
考
え
ら
れ
る
限
り
、
若
く
は
自
然
的
目

的
で
あ
る
幸
福
を
求
め
る
存
在
と
し
て
考
え
ら
れ
る
限
り
、
彼
も
ま
た
絶
対
的
な
終
局
目
的
で
あ
る
こ
と
は
不
可

能
で
あ
る
。
要
す
る
に
終
局
目
的
は
自
由
の
王
国
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
自
然
の
産
出
し
得
な
い
と
こ
ろ
の

も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
人
間
は
彼
が
道
徳
の
主
体
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
一
切
の
自
然
が
そ
れ
に
従
属
せ
し
め
ら

れ
る
終
局
目
的
で
あ
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
人
間
が
自
己
み
ず
か
ら
目
的
を
決
定
し
、
そ
し
て
そ
の
目
的

の
決
定
に
於
て
自
然
か
ら
独
立
な
も
の
と
し
て
自
然
を
自
己
の
自
由
な
る
目
的
に
適
合
さ
せ
て
そ
れ
を
手
段
と
し

て
用
い
る
主
体
で
あ
る
場
合
に
は
、
彼
は
自
然
の
終
局
目
的
で
あ
る
。
目
的
0

0

は
自
然
の
範
囲
に
於
て
有
機
体
の
原

因
と
し
て
根
本
理
念
で
あ
る
が
、
自
己
目
的
で
あ
る
終
局
目
的

0

0

0

0

は
自
由
の
王
国
に
属
し
、
自
然
に
於
け
る
一
切
の
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合
目
的
々
な
る
も
の
を
手
段
と
し
て
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
然
と
関
係
す
る
。
自
然
は
人
間
が
自
己
の
自
由
な

る
活
動
の
舞
台
と
し
て
「
目
的
の
国
」
を
建
て
る
た
め
に
用
い
た
と
き
初
め
て
真
の
意
味
と
価
値
と
を
獲
得
す
る
。

道
徳
的
存
在
と
し
て
の
人
間
こ
そ
創
造
の
終
局
目
的
で
あ
る
と
カ
ン
ト
は
考
え
た
。
か
よ
う
に
し
て
人
間
が
羊
に

向
っ
て
、「
汝
の
も
て
る
毛
皮
は
自
然
が
汝
の
た
め
に
与
え
た
の
で
は
な
く
我
が
た
め
に
与
え
た
の
で
あ
る
」、
と

云
っ
て
そ
の
毛
皮
を
剥
い
で
自
分
に
着
け
た
の
と
、
狼
が
羊
を
噛
み
殺
し
て
食
っ
た
の
と
の
意
味
の
相
違
は
お
の

ず
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う（
３
０
）。

即
ち
人
間
は
文
化
の
創
造
の
た
め
に
し
、
狼
は
自
己
の
自
然
的
衝
動
の
満
足
の
た
め

に
し
た
の
で
あ
る
。人
類
が
自
己
の
自
由
に
意
志
し
た
目
的
の
た
め
に
自
然
を
利
用
す
る
こ
と
の
正
当
な
権
利
は
、

彼
の
行
為
が
普
遍
妥
当
的
な
価
値
に
関
係
し
て
い
る
こ
と
に
基
づ
く
の
で
あ
る
。

か
く
の
如
く
に
し
て
我
々
は
物
理
的
目
的
論
か
ら
倫
理
的
目
的
論
へ
ま
で
導
か
れ
た
。
そ
れ
で
は
目
的
論
的

判
断
力
は
如
何
な
る
根
拠
か
ら
倫
理
的
目
的
論
的
考
察
を
な
し
得
る
の
で
あ
る
か
。
目
的
論
的
判
断
力
が
現
実
の

事
象
の
一
切
を
道
徳
的
な
理
性
目
的
の
実
現
に
役
立
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
先
験
的
理
由
は
、
神
が

一
方
で
は
道
徳
的
立
法
者
と
し
て
、
他
方
で
は
世
界
の
創
造
者
と
し
て
考
え
ら
る
べ
き
こ
と
に
基
礎
を
置
く
の
で

あ
る
。
さ
て
カ
ン
ト
は
か
か
る
思
想
を
旋
廻
点
と
し
て
物
理
的
神
学
か
ら
倫
理
的
神
学
へ
移
っ
た
が
、
私
は
右
の

思
想
を
も
っ
て
批
判
的
目
的
論
か
ら
歴
史
哲
学
へ
の
道
を
拓
く
も
の
と
し
て
理
解
し
得
よ
う
と
思
う
。
カ
ン
ト
は
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こ
こ
に
於
て
歴
史
の
批
判
的
な
見
方
を
見
出
し
た
と
云
う
こ
と
が
出
来
る
。
多
様
な
る
現
象
と
経
験
と
を
人
類
の

倫
理
的
に
必
然
な
終
局
目
的
に
役
立
つ
も
の
の
如
く
考
え
る
と
こ
ろ
の
、
或
い
は
現
象
と
経
験
と
の
多
様
を
歴
史

に
於
て
実
現
さ
れ
つ
つ
あ
る
目
的
理
念
に
関
係
さ
せ
て
考
え
る
と
こ
ろ
の
歴
史
哲
学
は
生
れ
た
。
目
的
論
的
判
断

力
の
発
見
は
、
摂
理
若
く
は
自
然
の
意
図
な
ど
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
そ
の
意
味
を
認
め
よ
う
と
し
た
心
理
的
な

も
の
、
経
験
的
な
も
の
の
意
味
と
目
的
と
を
批
判
的
に
確
め
る
方
法
を
教
え
て
く
れ
た
。
そ
し
て
カ
ン
ト
の
歴
史

哲
学
が
当
時
の
英
仏
思
想
家
の
そ
れ
と
異
な
る
重
要
な
特
色
は
ま
た
実
に
彼
が
歴
史
を
彼
の
批
判
的
倫
理
学
の
示

す
普
遍
妥
当
的
な
価
値
に
関
係
さ
せ
て
考
え
た
点
に
あ
る
の
で
あ
る
。
ヘ
ル
ダ
ー
の
歴
史
哲
学
に
彼
が
満
足
し
得

な
か
っ
た
の
も
主
と
し
て
こ
れ
に
よ
る
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
彼
は
歴
史
的
と
い
う
こ
と
を
、
後
に
述
べ
ら
れ
る

よ
う
に
、
主
と
し
て
心
理
的
と
い
う
こ
と
と
同
意
義
に
解
し
、
次
に
彼
は
目
的
論
を
も
っ
て
要
す
る
に
ひ
と
つ
の

主
観
的
な
見
方
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
た
の
で
あ
る
か
ら
、
我
々
は
右
の
倫
理
的
目
的
論
を
直
ち
に
そ
れ
自
身
で
十

分
な
歴
史
哲
学
と
は
見
做
し
難
い
で
あ
ろ
う
。
然
し
な
が
ら
目
的
論
的
判
断
力
を
客
観
的
な
意
味
を
も
つ
歴
史
的

理
性
と
解
釈
し
た
私
は
、
倫
理
的
目
的
論
が
暗
示
す
る
思
想
の
帰
結
を
追
究
し
て
、
私
の
提
出
し
た
問
題
、
即
ち

歴
史
的
理
性
は
如
何
に
し
て
自
然
概
念
と
自
由
概
念
と
を
結
合
し
得
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
次
の
如
く
答

え
得
よ
う
と
思
う
。
自
然
は
理
性
的
存
在
で
あ
る
人
間
の
活
動
に
よ
っ
て
文
化
と
な
る
と
き
そ
れ
の
意
味
と
価
値
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と
を
獲
得
す
る
。
人
類
の
歴
史
的
活
動
に
於
て
、
自
然
は
自
己
の
中
に
永
遠
な
る
理
念
と
し
て
の
自
由
を
実
現
さ

せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
を
高
め
、
永
遠
な
る
理
念
と
し
て
の
自
由
は
自
己
を
自
然
の
中
に
実
現
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
自
己
を
豊
か
に
す
る
。
非
理
性
的
な
自
然
は
普
遍
妥
当
的
な
価
値
を
孕
ん
で
意
味
に
充
ち
た
も
の
と
な
り
、

普
遍
妥
当
的
な
価
値
は
非
理
性
的
な
自
然
を
呑
ん
で
力
に
充
ち
た
も
の
と
な
る
。
実
現
0

0

と
い
う
概
念
こ
そ
自
然
概

念
と
自
由
概
念
と
を
結
合
す
る
も
の
で
あ
る
。
実
現
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
理
念
は
個
性
化
さ
れ
自
然
は
永
遠
化

さ
れ
る
。
さ
て
か
よ
う
な
実
現
の
過
程
が
歴
史
で
あ
り
、
そ
れ
を
理
解
す
る
の
が
歴
史
的
理
性
で
あ
る
か
ら
、
歴

史
的
理
性
は
ま
た
自
然
概
念
と
自
由
概
念
と
を
結
合
す
る
。
か
く
て
『
純
粋
理
性
批
判
』
と
『
実
践
理
性
批
判
』

と
を
媒
介
す
る
も
の
は
「
歴
史
的
理
性
の
批
判
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

七

歴
史
の
成
立
す
る
た
め
に
は
理
念
が
現
実
の
う
ち
に
実
現
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
つ
い
て
は
屡
々
語
ら
れ

た
。
そ
れ
で
は
永
遠
な
理
念
は
如
何
に
し
て
非
合
理
的
な
現
実
と
関
係
す
る
か
。
こ
れ
が
カ
ン
ト
哲
学
に
向
っ
て

私
の
問
お
う
と
す
る
最
後
の
問
題
で
あ
る
。

カ
ン
ト
に
於
て
は
、「
歴
史
的
」（das H

istorische

）
と
「
心
理
的
」（das Psychologische

）
と
が
十
八
世
紀
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流
の
考
え
方
に
従
っ
て
密
接
に
関
聯
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た（
３
１
）。
歴
史
的
と
は
心
理
的
な
も
の
、
純
粋
に
与
え
ら
れ

た
も
の　

偶
然
的
な
も
の
若
く
は
非
合
理
的
な
も
の
の
謂
で
あ
る
。
彼
の
創
始
し
た
批
判
的
方
法
の
重
要
な
意
味

が
、
あ
ら
ゆ
る
文
化
活
動
に
亙
っ
て
そ
れ
の
先
験
的
内
容
を
発
見
し
よ
う
と
し
た
点
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ

う
な
歴
史
的
が
批
判
的
方
法
と
関
係
し
得
ず
、
寧
ろ
乖
離
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
当
然
で
あ
る
。『
実
践
理

性
批
判
』
は
先
験
的
方
法
と
歴
史
的
と
の
か
か
る
乖
離
の
徹
底
的
な
帰
結
を
辿
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
感
性
的
な

も
の
、
経
験
的
な
も
の
の
一
切
は
絶
対
に
斥
け
ら
れ
て
、
何
等
の
意
味
を
も
見
出
し
得
な
か
っ
た
。
そ
し
て
理
念

は
裸
の
ま
ま
で
現
実
の
う
ち
に
実
現
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
か
よ
う
な
思
想
の
不
十
分
な
こ
と
に
つ
い
て
は
、

私
は
さ
き
に
究
明
し
た
。
第
二
に
、
歴
史
的
は
目
的
論
的
自
然
論

0

0

0

0

0

0

0

の
立
場
か
ら
「
自
然
の
意
図
」
な
る
理
念
の
実

現
の
た
め
に
役
立
つ
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
た
。
こ
の
場
合
特
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
人
間
種
族

と
い
う
概
念
の
導
き
入
れ
ら
れ
て
、
歴
史
的
が
社
会
的
関
係
に
於
て
評
価
さ
れ
、
意
味
づ
け
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

然
し
な
が
ら
『
世
界
公
民
的
見
地
に
於
け
る
一
般
歴
史
考
』
な
ど
に
現
れ
た
こ
の
思
想
の
不
満
足
な
所
以
に
つ
い

て
も
私
は
既
に
論
述
し
て
お
い
た
。
第
三
に
、『
判
断
力
批
判
』
に
於
け
る
目
的
論
的
判
断
力
の
発
見
は
、
倫
理
0

0

的
目
的
論

0

0

0

0

の
立
場
か
ら
、
偶
然
的
な
も
の
、
非
合
理
的
な
も
の
を
単
に
合
目
的
々
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た

倫
理
的
に
合
目
的
々
な
も
の
と
し
て
、
理
性
理
念
の
実
現
の
た
め
に
手
段
と
な
る
と
考
え
る
こ
と
の
先
験
的
な
権
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利
を
確
立
し
た
。
け
れ
ど
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
目
的
論
は
結
局
ひ
と
つ
の
主
観
的
な
考
察
の
仕
方
に
過
ぎ
な
い
。

第
四
、『
単
な
る
理
性
の
範
囲
内
に
於
け
る
宗
教
』
は
歴
史
的
の
理
性
理
念
に
対
す
る
意
味
を
最
も
高
く
評
価
し

て
い
る
も
の
の
よ
う
に
見
え
る
。
我
々
の
心
理
的
性
質
は
裸
な
る
理
念
が
衣
を
着
け
る
こ
と
を
必
然
的
に
要
求
す

る
。
凡
て
の
人
間
に
存
在
す
る
人
性
論
的
欲
求
は
、
理
性
が
感
性
化
さ
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
宗
教
的
理
念
が
人
性

化
さ
れ
る
こ
と
、
ま
た
そ
れ
が
「
比
論
の
図
式
」（Schem

atism
us der A

nalogie

）
に
よ
っ
て
人
間
生
活
へ
の
類

似
を
通
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
を
求
め
る
。
こ
の
よ
う
な
象
徴
的
擬
人
化
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
社
会
心

理
学
的
に
考
察
さ
れ
る
に
到
っ
て
、
一
層
重
要
さ
を
増
す
の
で
あ
る
。
若
し
そ
の
こ
と
が
な
い
な
ら
ば
、
社
会
は

成
立
す
る
こ
と
が
出
来
ず
、
若
し
組
織
さ
れ
た
社
会
が
な
い
な
ら
ば
、
純
粋
宗
教
は
生
命
力
も
持
続
性
も
も
ち
得

な
い
の
で
あ
る
。「
見
え
ざ
る
教
会
」（unsichtbare K

irche

）
は
「
見
ゆ
る
教
会
」（sichtbare K

irche

）
を
必
要

と
す
る
。
即
ち
カ
ン
ト
は
こ
の
書
に
於
て
歴
史
的
の
理
念
に
対
す
る
人
性
論
的
必
然
性
と
人
性
論
的
意
義
と
を
十

分
に
承
認
し
た
。
然
し
な
が
ら
、
そ
の
こ
と
は
歴
史
的
の
意
味
と
価
値
と
を
本
当
に
基
礎
付
け
る
こ
と
が
出
来
る

で
あ
ろ
う
か
。
理
念
は
本
質
上
裸
の
ま
ま
で
実
現
さ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
た
だ
現
実
の
人
間
の
弱
さ
が
そ
れ
の
衣

を
着
け
る
こ
と
を
要
求
す
る
と
い
う
の
な
ら
ば
、
歴
史
的
は
要
す
る
に
純
粋
理
念
の
抽
象
的
普
遍
的
内
容
の
単
な

る
伝
達
器
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
で
は
な
い
か
。
理
性
宗
教
は
理
想
的
に
は
そ
れ
の
先
験
的
内
容
を
そ
の
ま
ま
実
現



六
一

批
判
哲
学
と
歴
史
哲
学

さ
る
べ
き
で
あ
る
が
、そ
こ
に
到
る
段
階
と
し
て
人
性
の
果
無
さ
が
そ
れ
の
感
性
化
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、

歴
史
的
は
畢
竟
「
人
間
教
育
」（M

enschenerziehung

）
と
し
て
の
意
味
し
か
も
ち
得
な
い
で
は
な
い
か
。
非
合

理
的
な
も
の
、
経
験
的
な
も
の
が
そ
れ
自
身
価
値
に
充
ち
た
も
の
で
あ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
の
理
性
必
然
性
と
理

性
的
意
義
と
が
演
繹
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
歴
史
的
な
も
の
、
個
性
的
な
も
の
の
固
有
価
値
が
保
証
さ

れ
る
た
め
に
は
、
理
性
理
念
の
個
性
化
と
い
う
こ
と
の
内
面
的
必
然
性
が
証
明
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
永

遠
な
る
理
念
は
如
何
に
し
て
現
実
の
中
に
堕
し
て
来
る
か
、
普
遍
妥
当
的
な
価
値
は
如
何
に
し
て
個
性
の
う
ち
に

実
現
さ
れ
る
か
、
こ
れ
が
我
々
の
根
本
問
題
で
あ
る
。
第
五
、
カ
ン
ト
の
宗
教
哲
学
の
主
著
は
然
し
な
が
ら
、
他

の
方
面
か
ら
見
ら
れ
る
と
き
、歴
史
哲
学
的
研
究
に
対
し
て
甚
だ
暗
示
に
富
ん
だ
も
の
と
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
書
物
は
「
単
な
る
理
性
の
範
囲
内
に
於
け
る
宗
教
」
と
名
づ
け
ら
れ
た
。
即
ち
、
そ
れ
は
成
立
宗
教
に
理
性

宗
教
を
も
っ
て
置
き
換
え
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
し
て
、
成
立
宗
教
の
意
味
を
十
分
に
承
認
し
尊
敬
し
つ
つ
、

そ
の
中
に
つ
い
て
理
性
が
先
験
的
に
解
釈
し
得
る
部
分
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
の
任
務
は

経
験
的
に
成
立
し
た
教
会
の
信
仰
を
純
粋
宗
教
の
実
践
的
信
仰
と
比
較
す
る
こ
と
、
或
い
は
歴
史
的
な
る
も
の
を

理
性
価
値
に
関
係
さ
せ
て
理
解
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
こ
に
い
う
歴
史
的
と
は
勿
論
、
心
理
的
な
も
の
、
単
に
与

え
ら
れ
た
も
の
の
こ
と
で
な
く
、
人
類
の
文
化
的
活
動
が
産
出
し
た
と
こ
ろ
の
価
値
を
孕
ん
だ
も
の
の
意
味
で
あ
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る
。
そ
れ
は das H

istorische 

で
な
く das G

eschichtliche 

の
謂
で
あ
る
。
か
か
る
歴
史
的
を
普
遍
妥
当
的
な
価

値
に
関
係
さ
せ
て
理
解
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
カ
ン
ト
が
基
督
教
を
最
高
の
宗
教
と
み
て
、
そ
の
他

の
一
切
の
宗
教
を
蔑
視
し
た
と
こ
ろ
の
偏
見
を
度
外
視
し
て
考
え
る
と
き
、
彼
の
宗
教
哲
学
の
主
著
は
歴
史
哲
学

的
研
究
に
対
し
て
確
に
ひ
と
つ
の
方
向
を
暗
示
す
る
も
の
と
云
い
得
る
で
あ
ろ
う
。

理
念
は
如
何
に
し
て
自
己
を
個
性
化
す
る
か
、
こ
れ
が
右
の
考
察
の
我
々
に
与
え
た
根
本
問
題
で
あ
っ
た
。

私
は
他
の
方
面
か
ら
再
び
理
念
と
現
実
と
の
関
係
に
つ
い
て
カ
ン
ト
哲
学
に
尋
ね
て
み
た
い
と
思
う
。

カ
ン
ト
の
思
想
と
し
て
有
名
で
あ
り
、
そ
し
て
『
実
践
理
性
批
判
』
に
於
て
殊
に
明
確
に
規
定
さ
れ
て
い
る

「
最
高
善
」（das höchste G

ut
）
は
、
徳
と
福
と
の
完
全
な
一
致
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
完
成
さ
れ
た
道
徳
と
完

成
さ
れ
た
幸
福
と
は
異
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
前
者
は
後
者
を
必
然
的
に
結
果
し
な
い
か
ら
、
両
者
の
関
係
は

偶
然
的
、
間
接
的
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
こ
に
神
の
存
在
の
要
請
さ
る
べ
き
理
由
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
場
合

最
高
善
は
個
々
の
人
格
に
よ
っ
て
実
現
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
が
故
に
、
そ
れ
の
実
現
の
場
所
が

叡
智
界
に
求
め
ら
れ
た
こ
と
は
、
特
に
我
々
の
注
意
を
要
す
る
事
柄
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
か
よ
う
な
思
想
に
対
し

て
は
、
我
々
は
、
何
故
に
理
念
は
個
人
0

0

の
各
に
於
て
完
全
に
実
現
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
、
ま
た
理
念
は
叡
智
界

0

0

0

で
な
け
れ
ば
決
し
て
実
現
さ
れ
な
い
か
、
と
問
い
得
る
か
ら
で
あ
る
。
既
に
『
判
断
力
批
判
』
に
現
れ
た
最
高
善



六
三

批
判
哲
学
と
歴
史
哲
学

の
新
し
い
概
念
規
定
は
、こ
れ
ら
の
問
に
否
定
を
も
っ
て
答
え
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
そ
こ
で
は
最
高
善
は「
道

徳
的
法
則
の
下
に
於
け
る
理
性
的
生
類
の
存
在
」（
３
２
）と

し
て
把
握
さ
れ
た
。
或
い
は
「
道
徳
的
法
則
が
そ
れ
に
向
っ

て
努
力
す
る
よ
う
に
我
々
に
義
務
を
負
わ
せ
る
と
こ
ろ
の
終
局
目
的
が
、
こ
の
世
に
於
け
る
、
最
高
の
、
自
由
に

よ
っ
て
可
能
な
る
善
で
あ
る
。
（
３
３
）」『

単
な
る
理
性
の
範
囲
内
に
於
け
る
宗
教
』
で
は
、
一
層
明
確
に
、「
地
上
に
於

け
る
神
の
国
」
と
し
て
最
高
善
の
概
念
は
規
定
さ
れ
た
。
或
い
は
そ
れ
は
「
全
人
類
を
包
括
す
る
倫
理
的
社
会
の

完
成
」
で
あ
る
。
即
ち
こ
れ
ら
の
場
合
、
最
高
善
は
人
間
種
族

0

0

0

0

の
全
体
と
関
係
し
て
考
え
ら
れ
た
が
故
に
そ
れ
は

現
実
界

0

0

0

と
密
接
な
関
係
を
も
つ
こ
と
と
な
っ
た
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、「
倫
理
的
共
同
体
（das ethische gem

eine 

W
esen

）
の
概
念
は
つ
ね
に
一
切
の
人
間
の
全
体
の
理
想
に
関
係
し
て
い
て
、
そ
し
て
そ
の
点
で
政
治
的
共
同
体

の
概
念
か
ら
区
別
さ
れ
る
。
（
３
４
）」
自
然
状
態
か
ら
法
律
的
関
係
に
這
入
る
の
は
、
個
人
が
個
人
に
対
す
る
義
務
で
あ

る
に
反
し
て
、「
倫
理
的
共
同
体
に
於
て
我
々
が
も
つ
独
自
な
る
義
務
は
、個
人
の
個
人
に
対
す
る
そ
れ
で
は
な
く
、

却
っ
て
人
間
種
族
が
そ
れ
自
身
に
対
す
る
義
務
で
あ
る
。
（
３
５
）」

さ
て
悪
し
き
原
理
が
滅
ぼ
さ
れ
て
善
き
原
理
が
勝
利

を
得
る
た
め
に
、
道
徳
法
に
従
っ
て
結
合
さ
れ
た
道
徳
的
社
会
を
打
ち
建
て
る
と
い
う
こ
と
は
、
理
性
に
よ
っ
て

課
せ
ら
れ
た
義
務
で
あ
る
。
然
る
に
道
徳
的
社
会
に
於
て
は
、
そ
の
法
則
は
合レ
ガ
リ
テ
ー
ト

法
性
【Legalität

】
で
な
く
道モ
ラ
リ
テ
ー
ト

徳
性

【M
oralität

】
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
ら
、
凡
て
の
真
の
義
務
が
そ
の
者
の
命
令
と
し
て
表
象
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
最
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高
の
道
徳
的
世
界
支
配
者
が
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
最
高
善
の
理
念
は
人
間
自
身
の
み
で
は
実
現

す
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
道
徳
的
世
界
支
配
者
の
協
同
若
く
は
監
理
に
対
す
る
実
践
的
信
仰
が
必

要
で
あ
る
。
い
ま
か
よ
う
な
思
想
に
つ
い
て
も
、
我
々
は
ま
た
次
の
如
く
問
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
最
高
善

の
理
念
が
人
類
全
体
の
歴
史
的
発
展
の
最
後
に
於
て
の
み
実
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
発
展
の
過
程

の
中
で
は
た
ら
く
個
々
の
人
々
は
、
結
局
相
対
的
な
価
値
し
か
も
ち
得
な
い
で
は
な
い
か
。
理
性
理
念
が
人
類
の

共
同
的
活
動
の
究
極
に
於
て
し
か
実
現
さ
れ
な
い
と
い
う
の
な
ら
ば
、
歴
史
的
過
程
の
中
で
は
た
ら
く
一
々
の
個

性
は
、
つ
ま
り
は
手
段
と
し
て
の
意
味
以
上
を
要
求
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
で
は
な
い
か
。
か
く
し
て
私
は
ひ
と

つ
の
悲
し
き
デ
ィ
レ
ン
マ
に
陥
ら
ね
ば
な
ら
な
い
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
第
二
批
判
書
の
示
す
よ
う
に
、
理
念
が

個
々
の
人
格
に
於
て
実
現
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
現
実
界
な
ら
ぬ
叡
智
界
で
実
現
さ
れ
る
こ
と
と

な
り
、
若
し
ま
た
宗
教
哲
学
の
主
著
の
説
く
よ
う
に
、
理
念
が
現
実
界
で
実
現
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ

れ
は
個
人
な
ら
ぬ
人
類
全
体
に
よ
っ
て
歴
史
的
発
展
の
最
後
に
実
現
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
然
る
に
我
々
の
歴
史

的
思
惟
は
、
人
間
種
族
の
歴
史
的
過
程
の
全
体
に
於
て
実
現
さ
れ
る
理
性
価
値
が
同
時
に
ま
た
こ
の
過
程
の
中
で

は
た
ら
く
一
々
の
個
性
に
於
て
実
現
さ
れ
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ

の
よ
う
な
歴
史
的
思
惟
の
要
求
に
満
足
を
与
え
よ
う
と
し
て
、右
の
デ
ィ
レ
ン
マ
の
根
源
を
尋
ね
る
な
ら
ば
、我
々
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は
そ
れ
が
実
に
理
念
を
も
っ
て
抽
象
的
普
遍
者
で
あ
る
と
見
做
し
、
そ
し
て
か
か
る
理
念
が
裸
の
ま
ま
で
実
現
さ

れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
る
と
こ
ろ
に
横
た
わ
る
の
を
見
出
す
で
あ
ろ
う
。
若
し
理
念
の
個
性
化
と
い
う
こ
と
が
保

証
さ
れ
る
な
ら
ば
、
人
類
の
歴
史
的
活
動
の
理
想
と
し
て
種
族
全
体
に
よ
っ
て
実
現
さ
る
べ
き
普
遍
妥
当
的
な
価

値
は
、
ま
た
個
人
の
文
化
的
活
動
の
理
想
と
し
て
、
自
己
を
個
々
の
人
格
の
う
ち
に
各
独
自
な
仕
方
で
実
現
さ
せ

る
こ
と
が
出
来
る
。
か
く
て
こ
そ
初
め
て
、
歴
史
全
体
の
意
味
も
、
個
性
の
価
値
も
、
絶
対
的
に
確
立
さ
れ
得
る

の
で
あ
る
。
即
ち
こ
こ
で
も
我
々
の
最
後
の
問
題
は
、
理
念
は
如
何
に
し
て
自
己
を
個
性
化
す
る
か
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
理
念
は
如
何
に
し
て
自
己
を
個
性
化
す
る
か
、
―
―Ignoram

us, ignorabim
us.

【
知
ら
な
い
、
知
る
こ
と

は
な
い
だ
ろ
う
】

私
は
カ
ン
ト
の
歴
史
哲
学
的
思
想
を
批
判
哲
学
と
特
に
密
接
に
関
係
し
た
部
分
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
さ
て

私
の
結
論
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
歴
史
哲
学
的
研
究
の
一
つ
の
方
向
は
、『
判
断
力
批
判
』
に
暗
示
さ
れ
る
歴
史

的
理
性
の
批
判
を
出
発
点
と
し
て
、『
実
践
理
性
批
判
』
の
問
題
を
指
針
と
し
、『
単
な
る
理
性
の
範
囲
内
に
於
け

る
宗
教
』
が
歩
ん
だ
道
を
一
層
堅
実
に
進
む
こ
と
に
定
め
ら
れ
る
。
―
―
（
一
九
二
〇
・
三
）
―
―

附
注
―
―
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カ
ン
ト
は
啓
蒙
の
完
成
と
そ
の
克
服
と
に
よ
っ
て
思
想
史
上
に
於
け
る
比
び
な
き
任
務
を
遂
げ
た
。
彼
が
一

部
分
そ
の
中
に
呼
吸
し
た
啓
蒙
思
想
の
著
し
い
特
色
は
、
主
知
的
若
く
は
主
理
的
傾
向
で
あ
る
。
数
学
と
自
然
科

学
と
が
哲
学
の
オ
ル
ガ
ノ
ン
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
文
化
の
諸
問
題
の
解
決
で
さ
え
も
が
合
理
的
形
而
上
学

と
経
験
的
心
理
学
と
の
方
向
に
求
め
ら
れ
て
、
歴
史
は
一
般
に
哲
学
者
の
関
心
の
外
に
残
さ
れ
る
か
、
ま
た
は
軽

蔑
の
対
象
で
あ
る
か
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
カ
ン
ト
後
に
栄
え
た
独
逸
観
念
論
哲
学
の
諸
体
系
に
於
て
は
如
何
で

あ
っ
た
か
。
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
の
哲
学
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
れ
ら
の
諸
体
系
は
、
理
性
の
体
系
を
見
出
す
こ
と
、
即

ち
文
化
人
の
一
切
の
生
命
活
動
の
目
的
論
的
聯
関
を
理
性
の
中
心
に
於
て
体
験
し
、
理
解
す
る
こ
と
に
そ
の
全
努

力
を
向
け
て
い
る
。「
全
人
類
に
分
た
れ
て
い
る
も
の
を
私
は
私
自
身
一
個
に
於
て
享
け
楽
し
ま
う
」
と
し
た
ゲ

ー
テ
の
輝
け
る
人
格
は
こ
の
時
代
の
具
象
化
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
歴
史
が
哲
学
の
オ
ル
ガ
ノ
ン
で
あ
っ
た
ば
か

り
で
な
く
、
理
性
活
動
の
実
現
の
過
程
と
し
て
の
歴
史
の
意
味
を
認
識
す
る
こ
と
が
哲
学
的
思
索
の
凡
て
で
あ
っ

た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
考
え
る
、
哲
学
は
哲
学
史
で
あ
る
。
自
然
科
学
か
ら
歴
史
へ
、
抽
象
的
普
遍
者
か
ら
具
体
的
普
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遍
者
へ
、
こ
れ
が
啓
蒙
思
想
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
へ
の
推
移
で
あ
る
。
け
れ
ど
か
か
る
目
覚
し
い
変
化
が
、
少
な
く
と

も
外
面
的
に
は
何
等
の
精
彩
も
光
輝
も
な
い
生
涯
を
生
き
た
カ
ン
ト
を
旋
廻
点
と
し
て
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
と

は
、
謎
の
如
く
思
わ
れ
ぬ
で
あ
ろ
う
か
。

一

「
汝
み
ず
か
ら
に
よ
っ
て
汝
自
身
を
規
定
せ
よ
。」
嘗
て
こ
の
よ
う
に
矜
持
に
充
ち
、
し
か
も
謙
虚
に
溢
れ
た

言
葉
の
語
ら
れ
た
こ
と
は
稀
で
あ
ろ
う
。
自
我
の
真
の
自
覚
に
基
づ
い
た
自
我
の
自
律
の
正
し
き
観
念
は
こ
こ
に

再
び
人
間
の
脳
裡
か
ら
消
え
去
り
得
ぬ
明
瞭
な
意
識
に
於
て
決
定
さ
れ
た
。
外
的
所
与
や
自
然
的
性
向
や
感
覚
的

快
適
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
理
性
は
白
日
の
光
の
中
に
自
己
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
に
従
え
ば
、
認
識
が

対
象
に
一
致
す
る
の
で
な
く
、
対
象
が
認
識
に
一
致
す
る
の
で
あ
る
。
外
的
実
在
と
し
て
我
々
の
認
識
に
よ
っ
て

模
写
さ
れ
る
よ
う
に
究
極
的
に
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
個
々
の
事
実
は
、
そ
の
基
礎
付
け
を
こ
れ
ら
の
個
々
の

事
実
に
於
て
は
求
め
る
こ
と
が
出
来
ぬ
多
く
の
一
般
的
な
る
予
想
を
俟
っ
て
初
め
て
定
立
さ
れ
る
。
単
な
る
感
覚

や
そ
れ
の
堆
積
が
客
観
性
を
要
求
す
る
経
験
で
あ
る
の
で
な
く
て
、
経
験
と
は
却
っ
て
直
接
の
自
明
と
確
実
と
を

も
っ
て
妥
当
す
る
原
理
や
前
提
の
も
と
に
構
成
さ
れ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。真
理
と
は
思
惟
の
必
然
性
と
普
遍
性
、
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即
ち
思
惟
の
規
範
性
の
謂
で
あ
る
。
か
く
て
、
嘗
て
は
自
我
の
外
に
求
め
ら
れ
た
も
の
が
今
は
自
我
の
根
柢
に
於

て
、
或
い
は
先
験
的
統
覚
に
於
て
見
出
さ
れ
た
。
与
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
受
取
る
に
我
々
の
慣
れ
て
い
る
も
の

も
、
そ
れ
が
客
観
的
な
も
の
で
あ
る
限
り
、
そ
こ
に
意
識
一
般
の
法
則
的
な
綜
合
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
然
し

な
が
ら
、
自
然
界
の
立
法
者
と
し
て
自
己
を
主
張
す
る
理
論
理
性
は
ま
た
必
然
的
に
謙
虚
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。

理
論
理
性
は
自
己
の
立
法
の
普
遍
妥
当
性
を
可
能
な
る
経
験
の
範
囲
に
限
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
の
自
律
を
主

張
す
る
と
共
に
、
正
し
く
言
え
ば
、
主
張
す
る
が
故
に
、
他
の
自
律
を
十
分
に
承
認
す
る
。
な
ぜ
な
ら
若
し
理
論

理
性
の
自
律
、
従
っ
て
立
法
が
否
定
さ
れ
て
、
真
理
が
表
象
と
実
在
と
の
一
致
に
存
す
る
と
考
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、

真
理
は
た
だ
知
性
の
世
界
に
於
て
の
み
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
か
ら
。
こ
の
よ
う
な
一
致
を
道
徳
的
行

為
や
美
的
感
情
に
つ
い
て
考
え
る
の
は
寧
ろ
滑
稽
な
こ
と
で
あ
ろ
う
か
ら
。
け
れ
ど
若
し
真
理
を
カ
ン
ト
と
共
に

理
性
の
規
範
性
と
し
て
理
解
す
る
な
ら
ば
、
我
々
は
誤
る
こ
と
な
く
道
徳
的
真
理
や
美
的
真
理
に
つ
い
て
語
り
得

る
。
我
々
は
、
美
や
道
徳
の
範
囲
に
於
て
も
必
然
性
と
普
遍
性
即
ち
規
範
性
を
要
求
す
る
。
カ
ン
ト
が
『
純
粋
理

性
批
判
』、
殊
に
思
索
の
恐
し
き
ま
で
の
執
拗
と
強
力
と
を
示
し
て
い
る
そ
の
「
先
験
的
分
析
論
」
に
於
て
成
し

遂
げ
た
認
識
論
上
の
模
写
説
の
征
服
は
、か
く
し
て
や
が
て
は
哲
学
上
の
主
知
主
義
の
克
服
と
も
な
る
で
あ
ろ
う
。

人
間
は
根
柢
か
ら
思
惟
的
な
生
類
で
あ
り
、
ま
た
あ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
感
情
や
意
志
は
背
後
に
退
く
べ
き
で
あ
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る
、
我
々
の
哲
学
的
労
作
の
理
想
は
、
純
粋
に
学
問
的
な
省
察
に
沈
潜
し
て
悟
性
に
対
し
て
維
持
さ
れ
得
ぬ
凡
て

の
も
の
の
妥
当
性
を
拒
む
に
あ
る
、
と
考
え
る
と
こ
ろ
の
啓
蒙
思
想
の
主
要
契
機
で
あ
っ
た
主
知
主
義
は
、
学
問

の
範
囲
内
で
知
性
の
客
観
性
の
要
求
を
権
利
付
け
た
カ
ン
ト
そ
の
人
に
よ
っ
て
却
っ
て
克
服
さ
る
べ
き
運
命
を
も

っ
て
い
た
。
い
ま
や
感
情
や
意
志
は
知
性
に
対
し
て
少
な
く
と
も
並
立
の
関
係
に
立
つ
こ
と
と
な
っ
た
。
然
し
な

が
ら
我
々
の
理
性
は
、
そ
の
本
質
に
属
す
る
と
こ
ろ
の
統
一
の
要
求
に
迫
ら
れ
て
、
こ
の
よ
う
な
並
立
関
係
の
う

ち
に
と
ど
ま
る
こ
と
に
満
足
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
ど
こ
ま
で
も
分
析
的
で
あ
っ
て
、
な
お
啓
蒙
的
臭
味
を
脱
し
得

な
か
っ
た
カ
ン
ト
が
、
テ
ー
テ
ン
ス
の
心
理
学
上
の
三
分
法
に
相
応
し
て
分
離
し
た
理
性
は
、
放
胆
な
フ
ィ
ヒ
テ

を
俟
っ
て
統
一
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
考
え
た
、
我
々
が
知
性
と
呼
ぶ
も
の
の
根
柢
に
も
意
志

が
あ
り
当
為
が
あ
る
。
思
惟
の
基
礎
に
は
真
理
へ
の
意
志
が
存
在
す
る
。
即
ち
知
性
の
本
質
の
徹
底
的
な
理
解
は
、

目
的
観
を
も
っ
て
カ
ン
ト
の
批
判
主
義
を
補
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
理
性
を
統
一
の
相
に
於
て
眺
め
る
こ
と
を
可
能

な
ら
し
め
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
ひ
と
た
び
征
服
さ
れ
た
主
知
主
義
は
、
彼
の
「
実
践
理
性
の

優
位
」
の
思
想
を
発
展
さ
せ
た
フ
ィ
ヒ
テ
を
俟
っ
て
、
再
び
そ
し
て
最
後
決
定
的
に
打
ち
勝
た
れ
た
の
で
あ
る
。

我
々
は
い
ま
カ
ン
ト
の
哲
学
が
歴
史
哲
学
と
特
に
密
接
に
関
係
し
て
い
る
所
以
を
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
よ

う
。「
如
何
に
し
て
先
験
的
綜
合
判
断
は
可
能
な
る
か
」、と
問
う
て
認
識
の
事
実
問
題
と
権
利
問
題
と
を
区
別
し
、
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認
識
の
客
観
性
の
根
拠
を
求
め
る
こ
と
に
於
て
発
見
さ
れ
た
「
意
識
一
般
」
の
概
念
は
、
文
化
が
真
の
自
己
認
識

に
到
達
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
蓋
し
文
化
と
は
人
間
の
意
識
が
理
性
の
自
律
的
規
定
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
も

の
か
ら
生
産
す
る
も
の
の
一
切
の
名
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
普
遍
妥
当
的
な
も
の
を
要
求
し
、
産
出
す
る
理
性
の

自
由
な
る
は
た
ら
き
に
於
て
文
化
的
活
動
は
そ
の
中
心
を
見
出
す
。
カ
ン
ト
は
か
か
る
理
性
活
動
の
範
囲
を
残
り

な
く
探
求
し
て
そ
の
悉
く
を
十
分
に
尊
重
し
た
。
更
に
次
に
、
歴
史
を
理
性
価
値
の
次
第
に
高
ま
り
ゆ
く
実
現
の

過
程
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
歴
史
の
意
味
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
先
ず
な
に
よ
り
も
、
何
が
理
性
価
値
で
あ

る
か
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
或
い
は
理
性
を
歴
史
の
中
に
指
し
示
そ
う
と
す
る
者
は
、
な
に
よ
り
も
先
ず
、
理
性

そ
の
も
の
の
明
瞭
な
意
識
に
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
若
し
そ
う
で
な
い
な
ら
ば
、
我
々
は
結
局
歴
史

の
意
味
を
否
定
す
る
か
、
ま
た
は
相
対
的
、
懐
疑
的
、
虚
無
的
歴
史
観
で
あ
る
と
こ
ろ
の
歴ヒ
ス
ト
リ
ス
ム
ス

史
主
義
に
陥
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
人
生
に
価
値
を
拒
み
、
一
切
の
意
欲
の
厭
う
べ
き
こ
と
を
説
い
た
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ワ
ー
に
と
っ

て
は
、
人
類
の
歴
史
上
の
活
動
や
行
為
は
、
同
じ
不
幸
を
異
な
っ
た
衣
裳
に
よ
っ
て
演
ず
る
悲
喜
劇
に
過
ぎ
な
か

っ
た
。
歴
史
的
過
程
の
自
然
必
然
的
経
過
を
そ
の
ま
ま
進
歩
若
く
は
改
善
と
考
え
て
、
歴
史
の
相
対
的
な
意
味
を

認
め
よ
う
と
い
う
試
み
は
不
可
能
で
あ
る
。
単
に
一
層
後
な
る
も
の
は
一
層
善
き
も
の
で
な
い
。
ま
た
単
な
る
変

化
は
進
歩
で
は
な
い
。
歴
史
の
過
程
を
発
展
の
過
程
と
し
て
理
解
す
る
た
め
に
は
、
発
展
を
超
越
し
た
も
の
、
即
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ち
超
歴
史
的
な
も
の
、
或
い
は
絶
対
的
妥
当
性
を
も
っ
た
原
理
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
カ
ン
ト
が
理
性
の
本

質
は
如
何
に
考
え
ら
る
べ
き
で
あ
る
か
、
何
が
理
性
価
値
と
し
て
普
遍
妥
当
性
を
要
求
し
得
る
か
を
明
ら
か
に
し

た
の
は
、
歴
史
哲
学
に
対
す
る
不
朽
の
功
績
で
あ
る
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
彼
は
彼
の
人
格
の
深
き
内
奥
に
於

て
理
性
そ
の
も
の
を
体
験
し
自
覚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
の
哲
学
へ
の
旋
廻
点
に
立
っ
て
自
己
を

生
き
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
彼
は
認
識
論
上
の
模
写
説
を
破
壊
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
頃
歴
史
哲
学
の
名
の
も
と
に
論
議
さ

れ
つ
つ
あ
る
学
と
し
て
の
歴
史
の
方
法
論
の
問
題
に
対
し
て
貢
献
し
た
。
勿
論
彼
は
経
験
科
学
と
し
て
の
歴
史
の

認
識
批
判
を
問
題
と
し
て
い
な
い
。
寧
ろ
彼
は
、
あ
ら
ゆ
る
学
問
は
そ
れ
が
数
学
を
含
ん
で
い
る
限
り
に
於
て
本

来
の
意
味
で
学
問
と
見
做
し
得
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
か
ら
、
歴
史
に
学
と
し
て
の
独
立
性
を
拒
ん
で
い
る
、
と

さ
え
云
わ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
彼
の
努
力
は
主
と
し
て
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
自
然
哲
学
即
ち
数
学
的
物
理

学
を
確
実
な
基
礎
の
上
に
置
く
こ
と
に
向
っ
て
い
る
。
少
な
く
と
も
我
々
が
直
接
に
知
り
得
る
限
り
に
於
て
は
、

彼
は
歴
史
の
認
識
目
的
を
自
然
科
学
と
同
じ
方
向
に
定
め
よ
う
と
し
た
ら
し
い
。
彼
に
と
っ
て
も
歴
史
的
経
験
と

自
然
科
学
的
経
験
と
は
同
一
で
は
な
い
。
前
者
は
そ
れ
が
人
間
の
自
由
に
基
づ
い
た
現
象
で
あ
る
こ
と
、
或
い
は

そ
れ
の
非
合
理
性
に
よ
っ
て
後
者
か
ら
区
別
さ
れ
る
。
地
上
に
如
何
に
し
て
或
る
自
由
な
行
為
が
起
る
か
、
若
く
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は
起
ら
な
い
か
、
に
つ
い
て
の
原
因
に
関
し
て
は
、
我
々
は
我
々
の
探
究
が
貫
き
通
し
得
ぬ
闇
黒
の
中
に
残
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
し
か
も
歴
史
と
し
て
は
、
そ
れ
が
自
由
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
原
因
と
結
果
の

法
則
に
従
っ
て
理
解
さ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
彼
は
考
え
た
。
そ
れ
故
に
、
例
え
ば
新
カ
ン
ト
派
と
目
せ
ら
れ
る
西

南
学
派
の
人
々
の
、
経
験
的
学
問
を
自
然
科
学
と
文
化
科
学
、
若
く
は
法
則
定
立
的
な
学
問
と
個
性
記
述
的
な
学

問
と
に
分
つ
思
想
と
、
カ
ン
ト
哲
学
と
の
親
し
き
関
係
は
、
他
の
方
面
に
、
換
言
す
れ
ば
、
批
判
哲
学
の
根
本
精

神
に
於
て
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
模
写
説
の
真
理
概
念
が
教
え
る
よ
う
に
、
真
理
が
表
象
と
実
在
と
の

一
致
で
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
正
当
に
客
観
性
を
要
求
し
得
る
学
問
は
唯
一
つ
し
か
あ
り
得
な
い
。
し
か
る
に
認

識
を
構
成
で
あ
る
と
考
え
れ
ば
、
認
識
は
認
識
目
的
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
認
識
目
的
の
相

違
に
応
じ
て
全
く
異
な
っ
た
、
し
か
も
い
ず
れ
も
普
遍
妥
当
性
へ
の
要
求
の
権
利
を
も
っ
た
学
問
が
同
時
に
可
能

で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。こ
の
よ
う
な
認
識
目
的
が
普
遍
化
と
個
性
化
と
の
二
つ
あ
る
こ
と
が
出
来
る
か
、

ま
た
は
二
つ
に
限
ら
れ
て
い
る
か
、
に
関
し
て
は
論
じ
な
い
に
し
て
も
、
か
く
の
如
き
学
問
の
分
類
が
カ
ン
ト
の

認
識
批
判
の
精
神
を
徹
底
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
基
礎
付
け
ら
れ
る
こ
と
は
疑
わ
れ
な
い
。
こ
こ
で
も
ま
た
「
カ
ン

ト
を
理
解
す
る
こ
と
は
彼
を
超
越
す
る
こ
と
で
あ
る
。」

私
は
批
判
哲
学
と
歴
史
哲
学
と
の
関
係
を
カ
ン
ト
の
理
性
批
判
か
ら
直
接
に
考
え
得
る
範
囲
に
於
て
極
め
て
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一
般
的
に
考
察
し
た
。
進
ん
で
私
は
歴
史
哲
学
の
根
本
問
題
が
カ
ン
ト
哲
学
に
於
て
如
何
な
る
光
に
照
し
出
さ
れ

て
い
る
か
を
見
よ
う
と
思
う
。そ
し
て
こ
の
場
合
理
路
の
明
確
を
期
す
る
た
め
に
、彼
の
歴
史
哲
学
的
思
想
の
個
々

の
点
に
立
ち
入
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
史
的
発
展
の
跡
を
辿
る
こ
と
は
、
暫
ら
く
私
の
興
味
の
中
心
か
ら
遠
ざ
け
ら

れ
る
こ
と
を
も
っ
て
私
は
満
足
す
る
。

二

聖
書
を
地
図
と
し
て
想
像
力
の
翼
に
乗
っ
て
な
す
慰
み
の
旅
に
著
者
み
ず
か
ら
が
譬
え
た
『
人
間
歴
史
の
臆

測
的
端
初
』M

uthm
asslicher A

nfang der M
enschengeschichte. 

と
い
う
短
い
論
文
に
於
て
驚
く
べ
き
思
想
が

語
ら
れ
た
の
で
あ
る
。「
自
然
の
歴
史
は
善
か
ら
始
ま
る
、神
の
業
な
る
が
故
に
。
自
由
の
歴
史
は
悪
か
ら
始
ま
る
、

人
の
業
な
る
が
故
に
。」
そ
れ
は
恰
も
彼
の
道
徳
論
に
根
柢
を
置
い
た
『
道
徳
形
而
上
学
基
礎
』G

rundlegung 

zur M
etaphysik der Sitten. 1782. 

の
出
た
翌
年
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
論
文
は
単
に
カ
ン
ト
の
歴
史
哲
学
に
対

し
て
千
七
百
七
十
年
の
就
職
論
文
が
彼
の
認
識
論
に
対
し
て
も
つ
と
同
様
な
関
係
を
も
つ
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ

は
ま
た
啓
蒙
思
想
と
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
の
哲
学
と
の
中
間
に
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
と
見
做
さ
れ
る
こ
と
が
出

来
る
。
私
が
い
ま
引
用
し
た
句
の
意
味
は
、
私
の
論
文
の
全
体
に
於
て
十
分
な
解
明
を
与
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
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こ
こ
で
は
た
だ
彼
が
自
由
概
念
を
歴
史
哲
学
の
問
題
の
中
心
に
ま
で
持
ち
出
し
た
こ
と
を
注
意
す
れ
ば
足
り
る
。

そ
れ
で
は
カ
ン
ト
は
自
由
と
い
う
こ
と
を
如
何
に
解
し
て
い
る
か
。
多
く
の
動
揺
の
う
ち
に
あ
る
彼
の
自
由

概
念
の
諸
相
を
悉
く
展
開
す
る
こ
と
を
や
め
て
、
私
の
問
題
に
直
接
必
要
な
範
囲
に
於
て
考
え
る
な
ら
ば
、
私

は
そ
れ
の
二
つ
の
概
念
規
定
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
と
思
う
。
一
は
「
先
験
的
自
由
」（transzendentale 

Freiheit

）
で
あ
り
、
他
は
「
実
践
的
自
由
」（praktische Freiheit

）
で
あ
る
。

先
験
的
自
由
、
詳
し
く
言
え
ば
、
先
験
的
理
念
と
し
て
の
自
由
、
若
く
は
宇
宙
論
的
意
味
に
於
け
る
自
由
と
は
、

自
然
法
に
従
っ
て
経
過
す
る
一
列
の
現
象
を
自
ら
0

0

始
め
る
原
因
の
絶
対
的
自
発
性

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
そ
の
結
果
は
現
象
の

中
に
現
れ
、
そ
し
て
そ
れ
故
に
他
の
現
象
に
よ
っ
て
必
然
的
に
規
定
さ
れ
は
す
る
が
、
そ
の
原
因
に
関
し
て
は
決

し
て
他
の
現
象
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
こ
と
な
き
因
果
性
を
先
験
的
自
由
と
い
う
。
先
験
的
自
由
の
本
質
は
非
合

理
性
に
あ
る
。
我
々
は
か
よ
う
な
自
由
を
悟
性
の
普
遍
的
な
法
則
や
概
念
を
も
っ
て
は
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
な

い
。
し
か
ら
ば
非
合
理
的
な
先
験
的
自
由
は
如
何
に
し
て
可
能
で
あ
る
か
。
カ
ン
ト
は
彼
の
認
識
論
の
結
果
で
あ

る
批
判
的
観
念
論
の
立
場
か
ら
そ
れ
の
証
明
を
与
え
よ
う
と
し
た
。
現
象
が
若
し
物
自
体
で
あ
る
な
ら
ば
、「
先

験
的
分
析
論
」に
於
て
普
遍
妥
当
性
を
十
分
に
保
証
さ
れ
た
因
果
律
に
対
し
て「
自
由
に
因
る
因
果
性
」（K

ausalität 

durch Freiheit

）
を
救
う
の
道
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
若
し
現
象
の
観イ
デ
ア
リ
テ
ー
ト

念
性
が
疑
い
得
な
い
と
す
れ
ば
、
自
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然
必
然
性
の
支
配
は
単
に
可
能
な
る
経
験
の
範
囲
に
限
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
我
々
は
物
自
体
に
関
し
て
は
自

由
を
許
す
こ
と
が
出
来
る
わ
け
で
あ
る
。
先
験
的
観
念
論
の
見
地
か
ら
、「
自
然
に
従
う
因
果
性
」（K

ausalität 

nach der N
atur

）
と
「
自
由
か
ら
の
因
果
性
」（K

ausalität aus der Freiheit

）
と
を
そ
れ
ら
が
時
間
の
規
定
を
受

け
る
か
否
か
と
い
う
根
本
的
な
差
異
に
於
て
、「
図
式
化
さ
れ
た
因
果
性
」（schem

atisierte K
ausalität

）
と
「
図

式
化
さ
れ
ぬ
因
果
性
」（nicht-schem

atisierte K
ausalität

）
と
し
て
区
別
す
る
な
ら
ば
、
時
間
の
規
定
を
全
く
脱

し
た
物
自
体
に
つ
い
て
後
者
を
認
め
る
こ
と
は
理
論
的
に
可
能
で
あ
る
。
さ
て
、
純
粋
理
性
の
理
論
的
使
用
に

於
て
そ
の
可
能
性
を
証
明
さ
れ
た
先
験
的
自
由
は
、
そ
れ
の
実
践
的
使
用
に
よ
っ
て
客
観
的
実
在
性
を
獲
得
し
て

実
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
私
は
こ
の
場
合
、
純
粋
理
性
の
実
践
的
使
用
と
い
う
こ
と
と
実
践
理
性
と
い
う
こ
と

と
を
特
に
区
別
し
て
考
え
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
思
う
。
即
ち
カ
ン
ト
が
第
二
批
判
書
で
分
離
し
た
理

論
理
性
と
実
践
理
性
と
の
対
立
は
、
第
一
批
判
書
で
は
理
性
の
統
一
と
い
う
見
地
か
ら
、「
純
粋
理
性
の
理
論
的

使
用
」
と
「
純
粋
理
性
の
実
践
的
使
用
」
と
い
う
言
葉
で
現
さ
れ
、
そ
し
て
或
る
箇
所
で
は
明
ら
か
に
、「
或
る

実
践
的
即
ち
道
徳
的
使
用
」（ein gew

isser praktischer, näm
lich der m

oralische G
ebrauch

）
と
さ
え
云
っ
て
、

純
粋
理
性
の
実
践
的
使
用
の
中
に
は
道
徳
的
な
ら
ぬ
も
の
、
或
い
は
い
わ
ゆ
る
実
践
理
性
と
全
く
同
一
視
し
得
ぬ

使
用
の
存
在
す
る
こ
と
を
少
な
く
と
も
暗
示
し
て
い
る
の
は
、
先
験
的
自
由
の
斉
合
的
な
概
念
規
定
を
求
め
つ
つ
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あ
る
我
々
に
と
っ
て
注
意
す
べ
き
事
柄
で
あ
る
。
勿
論
カ
ン
ト
は
、
ほ
と
ん
ど
凡
て
の
場
合
、
純
粋
理
性
の
実
践

的
使
用
と
い
う
こ
と
と
そ
れ
の
道
徳
的
使
用
或
い
は
実
践
理
性
と
い
う
こ
と
と
を
同
意
語
的
に
用
い
て
い
る
。
け

れ
ど
実
践
的
と
道
徳
的
と
が
同
じ
範
囲
を
同
様
に
蔽
う
概
念
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
必
然
的
な
る
理
由
は
存
在
し
な

い
。
道
徳
的
は
寧
ろ
実
践
的
の
一
部
分
で
あ
る
。
我
々
は
な
お
そ
の
他
に
、
後
に
我
々
の
示
す
が
如
き
、
歴
史
的

を
も
そ
の
中
へ
包
括
し
て
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
寧
ろ
先
験
的
自
由
は
一
切
の
価
値
的
な
見
方
か
ら
離
れ
て

純
粋
な
非
合
理
性
と
い
う
こ
と
に
そ
の
本
質
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
カ
ン
ト
が
彼
の
道
徳
観
の
明
瞭
な
意

識
に
達
し
て
い
な
か
っ
た
と
き
、
即
ち
か
の
『
道
徳
形
而
上
学
基
礎
』
の
ま
だ
書
か
れ
な
か
っ
た
以
前
に
発
表

し
た
ひ
と
つ
の
歴
史
哲
学
上
の
論
文
、『
世
界
公
民
的
見
地
に
於
け
る
一
般
歴
史
考
』Idee zu einer allgem

einen 

G
eschichte in w

eltbürgerlicher A
bsicht. 1784. 

に
現
れ
た
自
由
の
観
念
は
、
実
に
か
よ
う
な
単
な
る
非
合
理
性

と
し
て
の
自
由
で
あ
っ
た
。然
し
な
が
ら
非
合
理
性
と
い
う
こ
と
は
必
然
性
を
全
く
拒
む
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

若
し
如
何
な
る
意
味
の
必
然
性
を
も
許
さ
な
い
の
な
ら
ば
、
彼
が
「
叡
智
的
性
格
（intelligibler C

harakter

）
は

経
験
的
性
格
（em

pirischer C
harakter

）
に
相
応
し
て
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。」
と
云
っ
た
こ
と
は
理
解

し
得
よ
う
も
な
い
で
あ
ろ
う
。　
　
　
　
（
昭
和
四
年
岩
波
書
店
刊
行
『
史
的
観
念
論
の
諸
問
題
』
一
～
一
四
頁
所
収
）
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歴
史
的
因
果
律
の
問
題

一

人
類
の
運
命
に
つ
い
て
我
々
は
何
を
知
る
か
。
永
久
回
帰
の
教
師
ツ
ァ
ラ
ツ
ス
ト
ラ
の
云
っ
た
如
く
、
存
在

の
歯
車
は
と
わ
に
廻
り
、
存
在
の
年
は
と
こ
し
な
え
に
転
じ
、
一
切
の
事
物
は
今
あ
る
よ
う
に
嘗
て
あ
り
、
今
後

も
ま
た
あ
る
の
で
あ
る
か
。
歴
史
は
繰
り
返
す
と
い
う
言
葉
は
ま
こ
と
に
屡
々
道
徳
的
な
目
的
の
た
め
に
も
語
ら

れ
て
い
る
。
し
か
し
誰
も
こ
の
命
題
の
真
理
を
証
明
し
な
か
っ
た
。
実
際
、
我
々
の
支
配
し
得
る
経
験
は
論
証
の

具
と
な
る
に
は
余
り
に
貧
し
い
。
歴
史
の
過
程
の
も
つ
特
殊
な
魅
力
は
、
そ
れ
が
我
々
を
か
の
運
命
の
愛
に
鍛
え

る
た
め
で
も
な
く
、
そ
れ
が
我
々
に
教
訓
的
実
例
を
示
す
た
め
で
も
な
く
、
却
っ
て
そ
れ
の
一
層
芸
術
的
な
性
質

の
故
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
。
悲
劇
の
理
念
な
し
に
歴
史
は
一
般
に
理
解
さ
れ
ぬ
、と
哲
学
者
の
考
え
た
よ
う
に
、

歴
史
は
我
々
を
一
度
は
在
り
そ
し
て
永
久
に
失
わ
れ
た
も
の
の
悲
し
く
美
し
き
観
照
に
佇
ま
せ
る
。
あ
ら
ゆ
る
事

象
は
流
転
し
て
息
ま
な
い
の
か
、
若
く
は
凡
て
の
事
物
は
幾
度
と
な
く
還
り
来
る
の
で
あ
る
か
。
か
か
る
問
に
答

え
る
た
め
に
は
、
我
々
は
対
象
に
向
け
ら
れ
た
眼
を
翻
し
て
自
我
の
根
柢
に
向
わ
し
め
、
歴
史
的
思
惟
そ
の
も
の

の
本
質
を
究
明
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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歴
史
的
思
惟
も
、
そ
れ
が
思
惟
で
あ
る
限
り
、
我
々
は
疑
い
も
な
く
歴
史
的
範
疇
に
つ
い
て
論
ず
る
こ
と
が

出
来
る
。
然
る
に
範
疇
の
全
体
が
相
異
な
る
系
列
に
分
位
さ
れ
、
そ
の
間
に
或
る
種
の
対
応
関
係
の
存
在
す
る
こ

と
は
、
多
く
の
人
々
に
よ
っ
て
注
意
さ
れ
た（
１
）。

カ
ン
ト
は
純
粋
悟
性
概
念
の
全
体
系
を
四
個
に
分
ち
、
そ
の
各
が

三
分
法
的
進
展
を
な
す
と
考
え
て
い
る
。
範
疇
の
こ
の
性
質
に
形
而
上
学
的
或
い
は
認
識
論
的
意
味
を
も
た
せ
る

な
ら
ば
、我
々
は
こ
の
よ
う
な
分
位
を
認
識
領
域
若
く
は
実
在
範
囲
の
区
分
と
見
做
す
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

プ
ロ
チ
ノ
ス
は
既
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
範
疇
の
ほ
か
に
叡
智
的
世
界
の
範
疇
を
樹
て
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
理
念
の

自
己
発
展
を
弁
証
法
的
関
係
に
、
そ
し
て
ま
た
自
然
的
及
び
精
神
的
経
験
世
界
の
根
本
規
定
に
配
当
し
て
い
る
。

い
ま
か
く
の
如
き
理
性
の
機
制
に
注
目
す
る
な
ら
ば
「
我
々
は
自
然
的
範
疇
と
歴
史
的
範
疇
と
の
間
に
何
等
か
の

対
応
を
予
想
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
と
こ
ろ
で
自
然
科
学
の
範
囲
に
於
て
最
も
重
要
な
意
義
を
も
つ
の
は
言
う

ま
で
も
な
く
因
果
の
範
疇
で
あ
る
。
我
々
は
自
然
的
因
果
律
に
準
じ
て
歴
史
的
因
果
律
の
問
題
を
考
察
す
べ
き
で

な
い
で
あ
ろ
う
か
。

し
か
し
歴
史
的
と
い
う
こ
と
と
因
果
律
と
い
う
こ
と
と
を
結
合
し
て
、
そ
も
そ
も
意
味
あ
る
語
を
作
り
得
る

で
あ
ろ
う
か
。
蓋
し
歴
史
の
目
的
は
特
異
な
も
の
、
一
回
的
な
も
の
、
具
体
的
な
る
も
の
の
叙
述
に
あ
る
。
個
性

の
把
握
が
歴
史
の
任
務
で
あ
る
こ
と
は
、
哲
学
者
の
鋭
い
洞
察
力
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
ば
か
り
で
な
く
、
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歴
史
家
の
深
い
事
実
感
の
明
瞭
に
語
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
彼
等
の
一
人
は
、
歴
史
学
は
現
実
の
個
々
の
事

実
か
ら
出
発
し　

そ
し
て
ま
さ
に
こ
れ
ら
の
個
々
の
事
実
を
も
っ
て
終
る
、
と
云
っ
て
い
る（
２
）。
し
か
る
に
因
果
律

の
必
然
性
は
そ
れ
の
法
則
性
に
依
存
す
る
。
因
果
律
は
現
象
が
時
間
上
一
般
的
規
則
に
従
っ
て
継
起
す
る
こ
と
を

意
味
す
る
。
若
し
因
果
律
の
概
念
に
し
て
法
則
性
を
含
む
と
す
れ
ば
、
因
果
律
の
行
わ
れ
る
限
り
、
そ
こ
に
は
た

だ
古
き
も
の
、
平
等
な
る
も
の
、
繰
り
返
し
得
る
も
の
の
み
が
存
在
す
る
。
法
則
が
普
遍
化
を
意
味
す
る
以
上
、

因
果
律
は
個
性
化
的
理
解
と
考
え
ら
れ
た
歴
史
の
認
識
目
的
と
原
理
的
に
矛
盾
し
は
し
な
い
か
。
我
々
が
歴
史
的

因
果
律
に
つ
い
て
語
る
の
は
畢
竟 contradictio in adjecto 

【
形
容
矛
盾
】
に
過
ぎ
な
い
の
で
な
か
ろ
う
か
。
人
々

は
こ
の
よ
う
に
尋
ね
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
歴
史
的
因
果
律
と
い
う
こ
と
が
何
等
か
の
正
当
さ
を
も
つ
べ
き
で

あ
る
な
ら
ば
、
必
然
性
の
必
ず
し
も
適
法
性
で
な
い
こ
と
、
因
果
性
の
つ
ね
に
因
果
普
遍
性
で
あ
る
を
要
し
な
い

と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
歴
史
的
因
果
律
の
問
題
は
、
先
ず
特
殊
的
な
る
も
の
の
真
理

性
の
問
題
と
し
て
、
次
に
個
別
的
因
果
律
の
問
題
と
し
て
提
出
さ
れ
る
。

カ
ン
ト
の
見
出
し
た
ア
プ
リ
オ
リ
の
概
念
は
真
理
の
新
し
い
概
念
を
確
立
し
た
。
我
々
が
直
観
の
多
様
に
於

て
綜
合
的
統
一
を
成
し
遂
げ
た
と
き
我
々
は
対
象
を
認
識
す
る
。
認
識
の
客
観
性
は
必
然
的
に
し
て
普
遍
妥
当
的

な
る
、
即
ち
先
験
的
な
る
綜
合
の
形
式
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
こ
の
真
理
概
念
は
、
彼
の
思
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想
の
合
理
主
義
的
傾
向
の
た
め
に
、
彼
が
数
学
的
自
然
科
学
に
の
み
特
に
学
た
る
の
構
成
を
認
め
た
た
め
に
、
カ

ン
ト
に
あ
っ
て
は
ひ
と
つ
の
制
限
に
苦
し
ま
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
特
殊
は
そ
れ
を
自
己
の
下
に
包
摂
す
る
普
遍

に
於
て
基
礎
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
身
真
理
性
を
も
た
な
い
。
知
覚
判
断
は
一
般
的
な
る
経
験

判
断
に
従
属
し
て
初
め
て
真
理
価
値
を
獲
得
す
る
。
真
理
価
値
の
実
現
さ
れ
る
た
め
に
は
単
に
ア
プ
リ
オ
リ
が
必

要
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
包
摂
性

0

0

0

が
要
求
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
カ
ン
ト
は
考
え
た
。
然
し
な
が
ら
客
観

性
は
法
則
に
の
み
存
し
、
形
式
は
普
遍
的
な
る
も
の
の
形
式
し
か
な
い
の
で
あ
る
か
。
普
遍
妥
当
性
の
概
念
が
つ

ね
に
普
遍
性
の
概
念
と
結
合
し
、
妥
当
を
意
味
す
る
先
験
的
普
遍
性
が
必
ず
包
摂
を
現
す
類
的
普
遍
性
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
は
独
断
で
あ
る
。恰
も
カ
ン
ト
の
発
見
し
た
真
理
概
念
の
精
神
を
純
粋
に
徹
底
す
る
と
き
、

我
々
は
寧
ろ
特
殊
的
な
も
の
の
真
理
、
個
別
的
な
る
も
の
の
形
式
に
思
い
及
ば
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
近
来

著
し
く
発
達
し
た
歴
史
学
は
事
実
か
く
の
如
き
認
識
論
を
要
求
す
る
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
我
々
は
今
日

経
験
を
し
て
、
彼
が
な
し
た
よ
り
も
、
甚
だ
高
く
上
に
自
己
を
拡
め
さ
せ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
我
々
に
対
し
て
ア

プ
リ
オ
リ
は
甚
だ
深
く
下
に
自
己
を
拡
め
る
の
で
あ
る
。（
３
）」
さ
て
カ
ン
ト
の
知
識
説
の
帰
結
を
追
究
し
て
個
別
的

経
験
の
基
礎
付
け
を
試
み
た
も
の
の
う
ち
、
こ
こ
で
は
主
と
し
て
リ
ッ
カ
ー
ト
の
学
説
を
論
議
し
よ
う
。

経
験
科
学
に
と
っ
て
直
接
与
件
で
あ
り
、
発
足
点
で
あ
る
と
こ
ろ
の
純
事
実
的
な
る
も
の
も
、
認
識
論
的
に
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は
最
も
究
極
的
な
る
、
も
は
や
何
等
の
抽
象
を
も
容
れ
ぬ
も
の
と
見
做
す
こ
と
が
出
来
な
い
。
当
為
は
あ
ら
ゆ
る

存
在
に
概
念
上
先
行
し
、
従
っ
て
直
接
に
与
え
ら
れ
た
実
在
に
も
論
理
上
先
行
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
与
え
ら
れ

る
と
か
、
知
覚
さ
れ
る
と
か
い
う
言
葉
は
、
た
だ
肯
定
ま
た
は
否
定
に
於
て
の
み
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
知
覚
さ

れ
た
も
の
と
は
つ
ね
に
真
と
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
真
と
認
め
ら
れ
た
も
の
と
し
て
の
知
覚
は

い
つ
で
も
当
為
の
是
認
を
含
ん
で
い
る
。
リ
ッ
カ
ー
ト
は
こ
の
よ
う
な
是
認
の
形
式
を
所
与
性
の
範
疇
と
名
づ
け

る
。
所
与
性
の
範
疇
は
一
般
的
に
与
え
ら
れ
る
も
の
の
形
式
で
は
な
く
て
、
個
別
的
に
与
え
ら
れ
る
も
の
の
肯
定

形
式
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
与
え
ら
れ
る
も
の
は
つ
ね
に
個
々
の
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
所
与
の
概
念
は
必
ず
特
殊

の
概
念
を
包
む
か
ら
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
科
学
の
前
提
た
る
、
種
々
の
認
識
主
観
に
共
通
な
る
、
そ
れ
自
身
確

立
せ
る
世
界
は
、
単
に
所
与
性
の
範
疇
の
も
と
に
入
り
来
る
事
実
の
世
界
で
は
な
い
。
客
観
的
実
在
（objektive 

W
irklichkeit

）
は
一
の
空
間
中
に
存
在
し
、
一
の
時
間
中
に
連
続
的
に
変
化
し
、
属
性
を
有
し
て
、
相
互
に
作

用
を
及
ぼ
す
事
物
か
ら
成
立
し
て
い
る
。
与
え
ら
れ
た
も
の
、
知
覚
さ
れ
た
も
の
が
か
く
紐ち
ゅ
う
た
い帯に
よ
っ
て
結
合
さ

れ
る
た
め
に
は
、
絶
え
ず
成
壊
す
る
事
実
の
動
乱
を
実
在
と
し
て
保
証
す
る
所
与
性
の
範
疇
の
ほ
か
に
、
こ
の
事

実
を
認
識
主
観
か
ら
独
立
な
る
秩
序
に
斉
整
す
る
新
し
い
範
疇
が
必
要
で
あ
る
。
か
か
る
範
疇
を
リ
ッ
カ
ー
ト
は

構
成
的
範
疇
と
呼
ん
で
い
る
。
我
々
は
所
与
性
の
範
疇
及
び
他
の
範
疇
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
た
客
観
的
実
在
を
直
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ち
に
自
然
と
同
一
視
し
て
は
な
ら
ぬ
。
カ
ン
ト
は
与
え
ら
れ
た
も
の
の
概
念
か
ら
「
自
然
」
の
そ
れ
へ
あ
ま
り
に

遽あ
わ
た
だし

く
移
っ
て
い
っ
た
。
客
観
的
実
在
の
概
念
若
く
は
範
疇
的
に
形
成
さ
れ
た
意
識
内
容
一
般
の
概
念
は
た
だ

科
学
的
認
識
の
材
料
を
保
有
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。
一
般
法
則
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
限
り
に
於
け
る
物
の

存
在
と
い
う
カ
ン
ト
の
自
然
概
念
の
成
立
す
る
に
は
、
客
観
的
実
在
が
経
験
的
認
識
主
観
の
把
握
を
通
じ
て
加
工

さ
れ
る
こ
と
、
従
っ
て
実
在
形
式
か
ら
区
別
さ
る
べ
き
概
念
形
式
と
し
て
の
方
法
論
的
形
式
の
附
け
加
わ
る
こ
と

が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
カ
ン
ト
は
科
学
の
概
念
を
自
然
科
学
の
そ
れ
と
等
置
し
、
自
然
科
学
の
前
提
即
ち
ひ
と

つ
の
方
法
論
的
形
式
を
同
時
に
客
観
的
実
在
の
範
疇
と
見
做
し
た
。
構
成
的
範
疇
と
方
法
論
的
形
式
と
を
区
別
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
は
、
一
方
個
別
的
な
る
も
の
の
形
式
を
明
ら
か
に
し
て
そ
れ
の
客
観
性
を
確
立
し
、
他

方
自
然
科
学
に
対
し
て
歴
史
の
可
能
性
と
独
立
性
と
を
基
礎
付
け
得
る
、
と
リ
ッ
カ
ー
ト
は
考
え
る
の
で
あ
る
。

然
し
私
は
、
彼
の
論
構
は
余
り
に
巧
妙
な
る
が
故
に
余
り
に
多
く
の
無
理
を
含
み
、
余
り
の
態わ
ざ

と
ら
し
さ
の

た
め
に
却
っ
て
事
実
の
真
を
逸
す
る
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
と
思
う
。
私
は
先
ず
彼
に
と
っ
て
は
一
の
形
而
上

学
的
確
信
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
彼
の
一
切
の
論
理
の
出
発
点
で
あ
る
所
与
の
絶
対
的
個
別
性
と
い
う
こ
と
を
問
題

に
し
よ
う
。
与
え
ら
れ
た
も
の
が
個
別
的
な
も
の
で
あ
り
、
直
接
与
件
の
結
合
体
と
し
て
の
客
観
的
実
在
が
個
別

的
な
る
も
の
の
世
界
で
あ
る
こ
と
は
、
リ
ッ
カ
ー
ト
に
は
証
明
を
要
し
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
個
別
的
と
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い
う
の
は
、
例
え
ば
千
七
百
八
十
九
年
の
フ
ラ
ン
ス
革
命
が
一
回
的
で
あ
っ
た
り
、
有
名
な
フ
ー
コ
ー
の
実
験
が

一
回
的
で
あ
っ
た
り
す
る
の
と
同
じ
意
味
で
は
な
い
。
か
の
歴
史
的
概
念
の
一
回
性
は
普
遍
妥
当
的
な
文
化
価
値

に
関
係
し
、
こ
の
実
験
的
事
実
の
一
回
性
は
一
般
的
な
法
則
の
集
合
点
の
謂
で
あ
る
。
然
る
に
客
観
的
実
在
の
個

別
性
は
む
し
ろ
単
な
る
特
異
性
（blosse A

ndersartigkeit

）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
所
与
は
そ
れ
が
外
延
的
及
び

内
包
的
多
様
で
あ
る
限
り
個
別
的
で
あ
る
。け
れ
ど
も
か
か
る
思
想
は
我
々
は
こ
れ
を
徹
底
し
得
る
で
あ
ろ
う
か
。

若
し
客
観
的
実
在
に
し
て
絶
対
に
個
別
的
な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
を
加
工
し
変
容
し
て
科
学
的
概
念
が
構

成
さ
れ
る
と
い
う
リ
ッ
カ
ー
ト
の
主
張
は
終
に
維
持
さ
れ
難
く
は
な
り
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
蓋
し
概
念
が
抽

象
作
用
を
も
っ
て
し
て
は
作
ら
れ
な
い
こ
と
は
既
に
ジ
グ
ワ
ル
ト
も
十
分
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る（
４
）。

或
る
表
象
さ
れ
た
対
象
が
個
々
の
表
メ
ル
ク
マ
ー
ル

徴
に
分
解
さ
れ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
の
賓
辞
が
一
般
表
象
で
あ
る
が
如
き
判

断
が
必
要
で
あ
り
、
し
か
も
こ
の
一
般
表
象
は
抽
象
の
過
程
を
初
め
て
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
自

身
は
抽
象
以
外
の
仕
方
で
得
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
の
み
な
ら
ず
抽
象
の
過
程
は
比
較
さ
れ
る

対
象
の
範
囲
が
何
等
か
の
方
法
で
決
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
予
想
し
、
比
較
さ
れ
る
対
象
が
一
定
の
内
容
を
共
有

し
相
互
に
類
似
す
る
こ
と
が
最
初
か
ら
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。
か
く
し
て
与
え
ら
れ
た
も
の
か

ら
概
念
が
構
成
さ
れ
る
た
め
に
は
、
与
え
ら
れ
た
も
の
が
単
に
個
別
的
な
も
の
で
な
く
却
っ
て
そ
の
う
ち
に
普
遍
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者
を
宿
し
て
い
る
が
如
き
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
明
瞭
で
あ
ろ
う
。
所
与
は
た
だ
そ
れ
が
一
般
的
な
る

も
の
の
分
化
発
展
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
於
て
の
み
個
別
的
で
あ
る
こ
と
が
出
来
る
。
概
念
の causa im

m
anens 

【
内
在
原
因
】
と
し
て
の
直
観
は
普
遍
者
を
も
っ
て
貫
か
れ
、
普
遍
者
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
普
遍
者
こ
そ
あ
ら
ゆ
る
生
命
活
動
の punctum

 saliens 

【
跳
躍
点
】
で
あ
る
。
学
的
思
惟
は
か
く

の
如
く
特
殊
的
な
も
の
の
本
質
で
あ
り
真
理
で
あ
る
一
般
的
な
る
も
の
の
無
限
な
る
追
求
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
こ

と
が
出
来
る
。
そ
れ
は
、
リ
ッ
カ
ー
ト
の
考
え
る
如
く
、
実
在
か
ら
遠
ざ
か
る
の
で
な
く
て
、
却
っ
て
実
在
の
根

源
を
果
て
し
な
く
究
め
よ
う
と
す
る
。「
思
想
が
物
に
つ
い
て
概
念
を
作
ろ
う
と
す
る
と
き
、
こ
の
概
念
は
そ
の

物
に
没
交
渉
で
外
面
的
で
あ
る
規
定
や
関
係
か
ら
成
立
つ
こ
と
が
出
来
ぬ
、
反
省
的
思
惟
は
物
の
普
遍
者
に
ま
で

導
く
、
こ
の
も
の
が
そ
れ
自
身
概
念
契
機
の
一
で
あ
る
。（
５
）」
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
云
う
。
固
よ
り
か
よ
う
な
具
体
的
一

般
者
は
直
接
与
件
に
於
て
は
単
に
潜
在
的
若
く
は
含
蓄
的
に
は
た
ら
い
て
い
る
に
過
ぎ
ぬ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
潜
在

的
な
も
の
、
含
蓄
的
な
も
の
を
何
処
ま
で
も
顕
在
的
に
し
、
明
示
的
に
し
よ
う
と
す
る
こ
と
、
そ
こ
に
経
験
科
学

の
努
力
は
横
た
わ
っ
て
い
る
。

こ
こ
に
特
に
注
意
す
べ
き
は
、
然
し
な
が
ら
、
我
々
の
謂
う
普
遍
者
が
実
に
方
法
的
意
義
の
も
の
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
若
し
そ
う
で
な
い
な
ら
ば
、
所
与
の
中
に
普
遍
者
を
観
る
こ
と
は
我
々
を
概
念
実
在
論
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（B
egriffsrealism

us

）
に
、
そ
し
て
普
遍
者
の
追
求
を
学
的
思
惟
の
本
質
と
考
え
る
こ
と
は
我
々
を
方
法
論
上
の

自
然
科
学
的
一
元
論
に
誘
わ
ず
に
は
措
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
与
え
ら
れ
る
と
い
う
の
は
問
題
と
し
て
与
え

ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
思
惟
に
対
し
て
与
え
ら
れ
た
も
の
は
思
惟
自
身
に
よ
っ
て
要
求
せ
ら
れ
た
も
の
で

あ
る
。
与
え
ら
れ
た
も
の
は
見
出
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
果
た
し
て
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
歴
史
的
思
惟
の
直

接
与
件
と
自
然
科
学
的
思
惟
の
そ
れ
と
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
方
法
論
的
形
式
は

個
人
主
観
の
実
在
把
握
の
形
式
と
い
う
以
上
に
実
在
構
成
の
意
味
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
我
々
は
む

し
ろ
ヘ
ー
ゲ
ル
と
共
に
、
方
法
は
そ
れ
の
内
容
の
内
面
的
自
己
運
動
の
形
式
に
つ
い
て
の
意
識
で
あ
る
と
言
う
べ

き
で
あ
ろ
う（
６
）。

我
々
は
一
つ
の
客
観
的
実
在
と
二
つ
の
科
学
的
概
念
構
成
と
を
論
ず
べ
き
で
は
な
く
、
一
層
進
ん

で
自
然
科
学
的
実
在
と
歴
史
的
実
在
と
の
二
つ
の
客
観
的
実
在
を
語
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
所
与

の
生
命
、
真
理
で
あ
る
具
体
的
一
般
者
も
、
こ
れ
ら
の
実
在
に
於
て
各
異
な
っ
た
性
質
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
の
は
勿
論
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
範
囲
に
於
け
る
普
遍
者
は
そ
れ
ぞ
れ
の
学
問
の
ア
プ
リ
オ
リ
を
内
在
的
意
味

若
く
は
原
理
と
し
て
自
己
の
中
に
含
ん
で
い
る
と
考
え
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
ま
た
私
は
次
の
よ
う
に

論
ず
る
こ
と
も
出
来
よ
う
。
方
法
論
的
形
式
に
し
て
リ
ッ
カ
ー
ト
の
云
う
よ
う
に
第
二
次
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い

な
ら
ば
、
我
々
は
た
だ
科
学
が
そ
れ
の
成
立
上
二
元
的
方
法
論
的
形
式
の
孰
れ
か
に
、
或
い
は
そ
の
各
部
分
に
於
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て
双
方
に
与
る
こ
と
を
要
す
る
と
主
張
し
得
る
の
み
で
あ
っ
て
、
各
の
科
学
は
必
ず
た
だ
そ
の
一
方
に
の
み
係
わ

ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
は
論
結
し
得
な
い
。
何
故
か
な
ら
ば
こ
の
場
合
構
成
的
範
疇
と
方
法
論
的
形
式
と
の
間
に
は
何

等
の
内
的
必
然
的
関
係
も
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
各
の
科
学
は
そ
の
科
学
に
特
有
な
る
認
識
対
象
、
従
っ

て
認
識
目
的
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
実
際
リ
ッ
カ
ー
ト
は
一
方
で
は
力
学
、物
理
学
、

他
方
で
は
歴
史
と
い
う
、相
異
な
る
認
識
目
的
を
有
す
る
、相
互
に
独
立
な
る
学
問
の
中
間
領
域
（M

ittelgebiete

）

に
生
物
学
、
経
済
学
等
の
位
置
を
ば
定
め
た（
７
）。

然
し
な
が
ら
一
箇
の
学
問
が
学
と
し
て
自
立
し
得
る
た
め
に
は
、

一
箇
の
確
定
し
た
る
、
独
立
し
た
る
認
識
目
的
が
存
在
し
、
こ
の
認
識
目
的
が
構
成
的
範
疇
を
通
じ
て
実
現
さ
れ

る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
理ロ
ゴ
スの
立
場
に
立
つ
限
り
我
々
は
方メ
ト
ー
デ法
の
優プ
リ
マ
ー
ト位を
信
ぜ
ね
ば
な
ら
ず
、
方
法
の
優
位
を

信
ず
る
限
り
我
々
は
実
在
一
元
論
（W

irklichkeitsm
onism

us

）
を
棄
て
て
、
実
在
二
元
論
を
採
ら
ね
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。
若
し
一
切
の
科
学
に
共
通
に
与
え
ら
れ
る
も
の
と
し
て
実
在
が
考
え
ら
る
べ
き
で
あ
る
と
し
た
な

ら
ば
、
そ
れ
は
如
何
な
る
構
成
を
も
脱
し
た
、
従
っ
て
あ
ら
ゆ
る
範
疇
を
蔑
す
る
直
接
経
験
そ
の
も
の
に
於
て
求

め
ら
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
な
い
な
ら
ば
、
実
在
一
元
論
は
た
だ
学
問
的
に
分
化
さ
れ
、
純
化
さ
れ
て
い
な

い
常
識
の
段
階
に
於
て
意
味
を
有
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
け
れ
ど
我
々
は
こ
の
よ
う
な
常
識
は
ま
た
科
学
的
実
在
と

芸
術
的
実
在
と
を
同
一
視
す
る
こ
と
さ
え
出
来
る
の
で
あ
る
を
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
い
ま
私
が
自
然
科
学
的
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実
在
及
び
歴
史
的
実
在
に
つ
い
て
語
る
の
は
、
真
に
具
体
的
な
る
実
在
を
二
重
に
す
る
た
め
で
は
な
く
て
、
却
っ

て
歴
史
の
世
界
も
自
然
科
学
の
世
界
も
等
し
く
抽
象
的
な
る
実
在
で
あ
る
こ
と
を
特
に
明
瞭
に
す
る
が
た
め
で
あ

る
。
リ
ッ
カ
ー
ト
が
種
々
な
る
範
疇
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
客
観
的
実
在
を
純
粋
に
概
念
以
前
の
も
の
の
如
く
見

做
し
、
屡
々
こ
れ
を
直
接
経
験
と
同
じ
く
取
扱
お
う
と
し
た
の
は
忌
む
べ
き
誤
謬
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く

我
々
は
歴
史
的
実
在
の
概
念
も
自
然
科
学
的
実
在
の
そ
れ
も
、
我
々
に
と
っ
て
は
共
に
カ
ン
ト
の
意
味
に
於
け
る

理
念
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
ら
は
皆
解
決
さ
れ
る
こ
と
な
き
課
題
の
解
決
の
表
象
で
あ
る
。

か
く
て
私
は
ま
た
リ
ッ
カ
ー
ト
が
構
成
的
範
疇
に
判
断
意
識
一
般
を
、
方
法
論
的
形
式
に
は
然
し
な
が
ら
経

験
的
認
識
主
観
を
対
応
さ
せ
、
実
在
形
式
と
概
念
形
式
と
の
区
別
か
ら
延
い
て
認
識
主
体
の
差
別
を
も
設
け
た
こ

と
の
不
当
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
と
思
う
。
彼
の
論
ず
る
如
く
、
方
法
論
的
形
式
に
し
て
た
と
い
経

験
的
認
識
主
観
の
把
握
形
式
に
過
ぎ
な
い
に
し
て
も
、
彼
の
主
張
す
る
如
く
、
科
学
的
概
念
構
成
の
形
式
が
超
越

的
な
る
規
範
の
承
認
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
、
且
つ
か
く
の
如
き
規
範
が
有
限
な
る
認
識
主
体
に
対
し
て
絶
対
的
な

る
妥
当
性
を
有
す
る
以
上
、
我
々
は
科
学
的
認
識
主
観
が
判
断
意
識
一
般
と
は
本
質
的
に
異
な
っ
た
構
造
の
も
の

で
あ
る
と
は
考
え
難
い
の
で
あ
る
。し
か
る
を
学
的
意
識
が
一
層
経
験
的
な
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
い
う
の
は
、

畢
竟
科
学
的
概
念
構
成
を
一
種
の
擬
人
説
と
見
做
す
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
る
に
我
々
は
一
般
に
擬
人
説
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史
的
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果
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の
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を
徹
底
す
る
こ
と
が
出
来
ず
、
殊
に
リ
ッ
カ
ー
ト
の
如
く
超
越
的
当
為
、
普
遍
妥
当
的
価
値
を
論
ず
る
立
場
に
於

て
は
到
底
こ
れ
を
維
持
し
得
な
い
の
で
あ
る
。
学
的
思
惟
は
所
与
態
の
核
実
で
あ
り
生
命
で
あ
る
普
遍
者
の
根
源

の
限
り
無
き
追
求
の
過
程
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
そ
れ
は
構
成
的
思
惟
が
己
に
還
る
こ
と
で
あ
る
と
も
、
ま
た
そ
れ

の
自
覚
で
あ
る
と
も
云
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。
み
ず
か
ら
与
え
た
果
て
し
無
き
課
題
の
解
決
に
努
力
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
自
己
の
本
質
を
絶
え
ず
自
覚
し
て
ゆ
く
こ
と
、
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
理
性
活
動
の
根
本
的
意
義
で
あ
っ
て
、

学
的
思
惟
の
自
律
性
と
客
観
性
と
の
基
礎
も
こ
こ
に
存
在
す
る
。

要
す
る
に
個
別
的
な
る
も
の
の
真
理
性
は
リ
ッ
カ
ー
ト
の
謂
う
構
成
的
範
疇
の
概
念
を
も
っ
て
は
確
立
さ
れ

な
い
。
若
し
確
立
さ
る
べ
き
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
歴
史
的
範
疇
の
概
念
を
俟
っ
て
で
あ
る
こ
と
は
右
の
論
議

が
お
の
ず
か
ら
我
々
に
暗
示
す
る
で
あ
ろ
う
。
私
は
か
よ
う
な
歴
史
的
範
疇
の
ひ
と
つ
で
あ
る
歴
史
的
因
果
律
の

概
念
に
関
し
て
考
察
を
試
み
よ
う
と
思
う
。
け
れ
ど
そ
れ
に
先
立
っ
て
、
一
つ
に
は
前
の
論
旨
を
補
う
た
め
に
、

一
つ
に
は
後
の
論
構
に
備
え
る
た
め
に
、
私
は
歴
史
論
理
学
の
重
要
な
る
問
題
と
し
て
討
議
さ
れ
つ
つ
あ
る
個
別

的
因
果
律
（individuelle K

ausalität

）
の
問
題
に
つ
い
て
究
明
す
べ
き
で
あ
る
。
実
際
人
々
は
歴
史
的
因
果
律

の
概
念
は
た
だ
個
別
的
因
果
律
の
概
念
の
確
立
に
よ
っ
て
の
み
基
礎
付
け
ら
れ
得
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

リ
ッ
カ
ー
ト
は
こ
の
問
題
を
次
の
如
く
述
べ
る
。
客
観
的
実
在
の
要
素
と
認
め
ら
れ
る
客
観
的
時
間
的
継
起



九
二

史
的
観
念
論
の
諸
問
題

は
因
果
律
の
範
疇
を
俟
っ
て
初
め
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
凡
て
の
客
観
的
時
間
的
変
化
は
因
果
的
に
規

定
さ
れ
る
経
過
で
あ
る
と
し
て
も
、
一
の
出
来
事
が
他
の
出
来
事
に
必
然
的
に
相
継
い
で
起
る
と
い
う
こ
と
を
、

つ
ね
に
、
直
ち
に
、
法
則
的
に
継
起
す
る
も
の
で
あ
る
と
見
做
す
こ
と
は
出
来
な
い
。
蓋
し
所
与
性
の
範
疇
の
下

に
あ
る
一
切
の
も
の
は
一
回
的
個
別
的
の
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
因
果
律
の
範
疇
が
所
与
性
の
或
る
一
定
の
斉
整

に
ほ
か
な
ら
ぬ
と
す
れ
ば
、
こ
の
と
き
如
何
な
る
因
果
関
係
も
ま
た
一
回
的
個
別
的
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
か
ら
で
あ
る
。
因
果
律
に
し
て
若
し
構
成
的
範
疇
に
属
す
る
な
ら
ば
、
客
観
的
実
在
の
知
る
と
こ
ろ
は
た
だ
個

別
的
な
る
因
果
結
合
の
み
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
各
の
事
実
的
因
果
結
合
は
他
の
事
実
的
因
果
結
合
と
性
質
上
異
な

っ
た
も
の
で
あ
る
べ
き
筈
で
あ
る
。
即
ち
リ
ッ
カ
ー
ト
は
実
在
範
疇
（W

irklichkeitskategorie

）
と
し
て
法
則

的
な
ら
ぬ
因
果
律
を
考
え
、も
っ
て
個
別
的
な
る
歴
史
的
因
果
律
の
可
能
性
を
保
証
し
よ
う
と
試
み
た
の
で
あ
る
。

然
し
私
は
実
在
範
疇
と
し
て
の
個
別
的
因
果
律
の
問
題
は
な
く
、
そ
れ
は
た
だ
歴
史
的
範
疇
の
問
題
と
し
て
の
み

意
味
を
有
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
。

我
々
は
先
ず
右
の
主
張
に
対
し
て
三
箇
の
論
点
を
提
供
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
第
一
、客
観
的
実
在
に
し
て
、

リ
ッ
カ
ー
ト
の
云
う
如
く
、
純
粋
に
概
念
以
前
の
も
の
で
あ
り
、
直
接
に
経
験
さ
れ
具
体
的
に
体
験
さ
れ
る
世
界

と
同
一
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
間
に
因
果
の
範
疇
を
経
過
せ
し
む
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る（
８
）。
蓋
し
直
観
と
は
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異
質
的
な
る
内
面
的
統
一
を
な
せ
る
多
様
の
連
続
的
な
る
無
限
な
る
発
展
の
名
で
あ
る
。
こ
の
発
展
は
一
が
他
の

中
へ
融
入
し
他
が
一
の
中
か
ら
滲
出
す
る
と
い
う
自
足
的
統
一
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
で
は
時
間
空
間
と
い
う
が
如

き
外
面
的
分
離
関
係
を
思
惟
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
従
っ
て
我
々
は
一
を
他
の
原
因
と
見
、
他
を
一
の
結
果
と

考
え
て
区
別
す
べ
き
截
断
点
を
純
粋
持
続
の
中
に
於
て
は
定
め
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
直
観
的
な
客
観

的
実
在
界
に
一
回
的
個
別
的
因
果
関
係
を
想
定
す
る
の
は
、
畢
竟
比
量
的
な
概
念
的
経
験
界
の
投
射
若
く
は
射
影

の
産
物
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
第
二
、
た
と
い
個
別
的
因
果
律
が
客
観
的
当
体
的
に
成
立
す
る
こ
と
を
許
す
に

し
て
も
、
我
々
に
よ
っ
て
認
識
さ
る
べ
き
で
あ
る
限
り
、
如
何
な
る
因
果
律
も
必
ず
因
果
法
則
の
形
式
を
採
ら
ね

ば
な
ら
な
い
の
で
な
か
ろ
う
か（
９
）。
空
間
及
び
時
間
の
一
定
の
位
置
に
あ
る
甲
が
或
る
場
合
に
は
乙
を
因
果
的
に
生

起
し
、
他
の
場
合
に
は
し
か
し
丙
を
継
起
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
我
々
に
と
っ
て
強
ち
考
え
難
い
こ
と
で
は
な
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
け
れ
ど
も
我
々
は
か
よ
う
な
因
果
結
合
を
そ
れ
自
体
に
於
て
認
識
す
べ
き
術
を
知
ら
な
い
の

で
あ
る
。
個
別
的
因
果
律
は
た
だ
一
般
的
法
則
の
形
式
の
も
と
に
の
み
こ
れ
を
認
識
し
得
る
と
い
う
の
が
人
間
認

識
の
避
け
難
い
制
約
で
あ
る
の
で
な
い
か
。
し
か
の
み
な
ら
ず
我
々
は
更
に
進
ん
で
、
第
三
、
仮
に
因
果
律
が
事

実
上
一
回
的
個
別
的
で
あ
る
と
し
て
も
、
概
念
的
論
理
的
に
は
斯
く
の
如
き
因
果
律
も
法
則
性
を
意
味
せ
ね
ば
な

ら
ぬ
と
云
う
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か（
１
０
）。

因
果
関
係
が
事
実
と
し
て
繰
り
返
さ
れ
る
か
否
か
の
問
題
は
、
そ
れ
の
論
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理
的
形
式
、
認
識
論
的
意
義
に
は
無
頓
着
で
あ
る
。
或
る
特
定
の
結
果
に
対
し
て
必
要
条
件
が
た
だ
一
回
的
で
繰

り
返
し
得
ぬ
よ
う
に
完
全
に
充
足
さ
れ
た
に
せ
よ
、
そ
の
結
果
が
普
遍
的
合
法
的
に
決
定
さ
れ
た
と
論
ず
る
に
何

の
妨
も
な
い
の
で
あ
る
。
偶
然
的
継
起
と
必
然
的
継
起
と
の
区
別
は
経
験
に
於
け
る
繰
り
返
し
の
如
何
に
依
属
せ

ず
し
て
、
そ
れ
が
本
質
上
一
般
的
法
則
に
包
摂
さ
れ
得
る
か
否
か
に
関
係
す
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

リ
ッ
カ
ー
ト
が
史
的
因
果
の
必
然
性
の
問
題
に
つ
い
て
述
べ
る
と
こ
ろ
は
、
右
の
第
二
の
論
点
に
対
す
る
彼

の
承
認
を
意
味
す
る
も
の
の
如
く
思
わ
れ
る
。
彼
の
考
え
た（
１
１
）、

歴
史
家
は
単
に
原
因
と
結
果
と
の
時
間
上
の
継
起

を
示
す
ば
か
り
で
な
く
、
如
何
に
し
て
一
つ
の
個
別
的
で
繰
り
返
さ
な
い
原
因
か
ら
一
つ
の
個
別
的
で
繰
り
返
さ

な
い
結
果
が
生
じ
た
か
の
必
然
性
を
理
解
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
そ
の
た
め
に
彼
は
因
果
関
係
そ
し
て
結
局
は
因
果

法
則
と
い
う
一
般
概
念
へ
の
迂
回
（U

m
w

eg über allgem
eine B

egriffe

）
を
避
け
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
勿
論

因
果
結
合
も
経
験
的
実
在
も
そ
れ
自
身
普
遍
的
で
あ
る
と
見
做
さ
る
べ
き
で
は
な
い
が
、
そ
れ
ら
の
必
然
性
を
学

問
的
に
表
現
す
る
に
は
、
我
々
は
到
る
処
そ
し
て
凡
て
の
場
合
（überall und im

m
er

）
と
い
う
空
間
的
時
間
的

図
式
に
よ
る
の
ほ
か
道
を
知
ら
な
い
。
そ
し
て
歴
史
家
は
必
然
的
結
果
と
し
て
把
握
さ
る
べ
き
個
別
的
対
象
の
概

念
を
一
般
的
な
る
諸
要
素
に
分
解
し
、
こ
れ
ら
の
要
素
を
個
別
的
原
因
の
概
念
の
等
し
く
一
般
的
な
る
諸
要
素
と

結
合
し
、
こ
れ
ら
の
概
念
要
素
の
結
合
の
各
の
必
然
的
な
る
因
果
聯
関
を
明
ら
か
に
し
、
し
か
る
後
に
斯
く
の
如
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き
要
素
を
再
び
元
に
還
し
て
集
成
す
る
こ
と
に
於
て
こ
の
目
的
を
遂
げ
る
の
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
若
し
こ
の
よ

う
に
論
ず
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
恰
も
右
の
第
三
の
非
難
を
同
時
に
許
容
す
る
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
。
因
果
関

係
の
必
然
性
を
理
解
す
る
に
科
学
が
唯
一
つ
の
方
法
即
ち
こ
れ
を
一
般
的
法
則
の
下
に
包
摂
す
る
こ
と
し
か
知
ら

な
い
と
す
れ
ば
、
如
何
な
る
個
別
的
不
再
起
的
因
果
聯
関
も
自
然
法
則
的
普
遍
性
を
そ
れ
の
内
在
的
前
提
、
そ
れ

の
論
理
的
構
造
と
し
て
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
の
で
あ
る
か
。

リ
ッ
カ
ー
ト
の
弟
子
ヘ
ッ
セ
ン
（Sergius H

essen

）
は
こ
の
問
に
答
え
て
云
う（
１
２
）。

か
く
の
如
き
は
先
ず

歴
史
の
目
的
と
そ
れ
の
手
段
と
を
区
別
し
な
い
も
の
で
あ
り
、
次
に
そ
れ
は
歴
史
的
因
果
律
と
実
在
因
果
律

（W
irklichkeitskausalität

）
と
の
差
別
を
知
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
歴
史
の
目
的
が
価
値
に
関
係
さ
せ
て
個
性
を

理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
以
上
、
歴
史
的
因
果
律
が
個
別
的
因
果
律
で
あ
る
べ
き
は
疑
い
よ
う
も
な
い
。
け
れ
ど
も

科
学
は
因
果
関
係
の
必
然
性
を
認
識
す
る
に
一
般
的
法
則
の
下
に
包
摂
す
る
の
ほ
か
方
法
を
も
た
な
い
の
で
あ
る

か
ら
、
史
的
因
果
の
必
然
性
の
理
解
も
ま
た
こ
の
道
に
よ
ら
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
し
か
し
一
般
概
念
へ
の
迂
回

は
目
的
で
な
く
、
単
な
る
手
段
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
い
ま
歴
史
的
概
念
構
成
の
目
的
と
手
段
と
の
間
に
存
在

す
る
こ
の
よ
う
な
矛
盾
を
除
く
も
の
は
、
歴
史
的
因
果
律
と
実
在
因
果
律
と
の
区
別
で
あ
る
。
歴
史
的
対
象
が
個

別
的
で
あ
る
以
上
、
歴
史
の
個
性
的
形
象
が
概
念
で
な
く
実
在
で
あ
る
な
ら
ば
、
換
言
す
れ
ば
、
我
々
に
し
て
若
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し
歴
史
的
概
念
実
在
論
（historischer B

egriffsrealism
us

）
か
ら
遁
れ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
な
ら
ば
、
歴
史
の
概

念
構
成
が
一
般
概
念
へ
の
迂
回
を
な
す
こ
と
、
即
ち
個
別
的
な
る
歴
史
的
因
果
結
合
が
普
遍
的
な
る
因
果
法
則
性

を
そ
の
認
識
手
段
と
す
る
と
い
う
こ
と
は
最
も
許
し
難
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
然
し
歴
史
は
概
念
で
あ
る
。
そ
れ
故

に
我
々
は
歴
史
的
概
念
を
実
在
の
源
に
ま
で
還
元
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
実
在
の
間
に
は
も
と
よ
り
因
果
聯

関
が
存
在
す
る
が
、
そ
れ
は
ま
だ
ど
の
よ
う
な
概
念
構
成
に
よ
っ
て
も
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ

の
よ
う
な
因
果
聯
関
は
普
遍
化
若
く
は
個
性
化
、
価
値
に
関
係
し
て
若
く
は
無
関
係
に
、
そ
の
孰
れ
の
方
法
を
も

っ
て
も
把
捉
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
我
々
は
歴
史
的
個
性
の
概
念
を
そ
れ
が
実
在
の
一
部
を
な
す
が
如
き
諸
要

素
に
分
解
し
、
こ
の
諸
要
素
を
一
般
的
経
験
的
法
則
の
下
に
包
摂
し
て
そ
れ
の
存
在
の
必
然
性
を
認
識
し
、
そ
の

上
で
こ
れ
ら
の
要
素
を
再
び
個
性
化
的
に
統
一
し
、
か
く
し
て
我
々
は
歴
史
的
発
展
の
系
列
に
於
け
る
各
項
の
間

の
必
然
性
を
理
解
し
得
る
の
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
若
し
こ
の
よ
う
に
主
張
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
恰
も
右
の
第

一
の
非
難
に
適
当
な
機
会
を
見
出
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
。
歴
史
的
概
念
構
成
の
帰
趣
と
手
続
と
の
乖

離
は
実
在
因
果
律
の
概
念
に
よ
っ
て
調
和
さ
れ
る
と
云
う
が
、
一
切
の
外
面
的
分
離
的
関
係
を
無
意
義
な
ら
し
め

る
と
考
え
る
べ
き
実
在
そ
の
も
の
の
中
へ
因
果
性
を
引
入
れ
る
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
疑
い
に
応
じ
て
ヘ
ッ
セ
ン
は
云
っ
て
い
る
。
実
在
因
果
律
も
し
く
は
第
一
次
的
因
果
律
（prim

äre 
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K
ausalität

）
と
は
実
在
截
片
の
時
間
的
継
起
の
必
然
性
（N
otw

endigkeit der zeitlichen　

A
ufeinanderfolge 

der W
irklichkeitsstücke

）
の
謂
で
あ
る
。
必
然
性
の
概
念
は
勿
論
到
る
処
そ
し
て
凡
て
の
場
合
と
い
う
図
式
、

そ
れ
故
に
繰
り
返
し
の
概
念
を
予
想
す
る
け
れ
ど
も
、
第
一
次
的
因
果
律
に
あ
っ
て
は
我
々
は
後
の
概
念
を
反
省

し
な
い
。な
ぜ
な
ら
我
々
に
と
っ
て
は
実
在
の
繰
り
返
し
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
こ
と
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
に
実
在
が
個
別
的
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
そ
れ
が
外
延
的
及
び
内
包
的
多
様
で
あ
っ
て
、
そ
れ
の
各
の
部
分

が
各
の
他
の
部
分
か
ら
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
若
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
実
在
截
片
の
概
念
は

先
ず
実
在
の
内
包
的
全
体
、
更
に
そ
れ
の
外
延
的
全
体
、
従
っ
て
必
然
的
に
実
在
の
総
体
の
概
念
を
含
ま
ね
ば
な

ら
ぬ
。
第
一
次
的
因
果
律
の
概
念
は
か
く
矛
盾
し
た
実
在
截
片
の
概
念
を
も
っ
て
成
立
っ
て
い
る
故
に
、
そ
れ
自

身
ま
た
矛
盾
を
含
む
も
の
と
な
り
、
そ
し
て
こ
の
矛
盾
か
ら
遁
れ
る
た
め
に
は
、
我
々
は
こ
の
よ
う
な
因
果
律
を

客
観
的
実
在
の
全
体
に
関
し
て
考
え
る
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
有
限
な
る
認
識
主
観
に
対
し
て
は
客
観

的
実
在
は
そ
の
全
体
に
於
て
は
到
底
解
決
さ
れ
る
こ
と
な
き
課
題
た
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
課
題
に
し
て
解
決
さ

れ
た
と
す
れ
ば
、
客
観
的
実
在
は
一
の
連
続
的
な
る
、
自
足
的
な
る
、
常
住
的
な
る
全
体
と
し
て
我
々
に
示
さ
れ

る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
時
間
も
凡
て
の
意
義
を
失
い
、
時
間
的
継
起
の
因
果
必
然
性
も
一
の
常
住
な
る
必
然
的

な
る
連ツ
ウ
ザ
ン
メ
ン
ザ
イ
ン

合
存
在
と
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
か
よ
う
に
し
て
第
一
次
的
因
果
律
の
概
念
を
徹
底
的
に
思
惟
し
、
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そ
の
中
に
隠
さ
れ
た
矛
盾
を
除
こ
う
と
す
る
と
き
、
我
々
は
終
に
因
果
律
そ
の
も
の
を
破
壊
す
る
と
い
う
結
果
に

陥
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
い
ま
こ
の
よ
う
な
結
果
に
陥
る
に
到
っ
た
所
以
を
尋
ね
て
、
我
々
は
そ
れ
が
単

に
経
験
に
対
し
て
の
み
妥
当
す
る
因
果
律
の
概
念
を
、
経
験
の
対
象
と
な
り
得
ぬ
実
在
の
全
体
に
適
用
し
た
こ
と

に
あ
る
の
を
知
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
そ
れ
で
は
我
々
は
ひ
と
つ
の
形
而
上
学
を
な
し
た
の
で
は
な
い
か
。
し
か

し
そ
れ
は
嘗
て
カ
ン
ト
が
か
の
「
先
験
的
弁
証
論
」（Transszendentale D

ialektik

）
に
於
て
試
み
た
が
如
き
「
意

識
さ
れ
た
形
而
上
学
」
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
我
々
は
か
か
る reductio ad absurdum

 

【
背
理
法
】
に
よ
っ
て
、
第

一
次
的
因
果
律
が
構
成
的
原
理
で
な
く
、
却
っ
て
実
に
統
制
的
原
理
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
出
来

た
の
で
あ
る
。

客
観
的
実
在
及
び
実
在
因
果
律
を
統
制
的
原
理
若
く
は
理
念
と
見
做
し
て
、
右
の
第
一
の
難
点
を
避
け
得
た

と
考
え
る
と
き
、
な
お
そ
こ
に
問
題
は
残
さ
れ
て
い
な
い
か
。
理
念
が
人
間
認
識
の
課
題
の
必
然
的
な
表
象
で
あ

る
と
す
れ
ば
、
個
別
的
な
第
一
次
的
因
果
律
を
必
然
的
な
課
題
と
し
て
自
己
に
課
す
る
も
の
は
、
歴
史
的
理
性
で

あ
る
か
、
そ
れ
と
も
自
然
科
学
的
理
性
で
あ
る
か
、
或
い
は
そ
の
両
者
な
の
で
あ
る
か
。
こ
の
場
合
両
者
に
共
通

な
認
識
の
理
想
と
し
て
第
一
次
的
因
果
律
を
考
え
る
な
ら
ば
、
我
々
は
そ
れ
を
直
接
経
験
の
中
に
定
め
る
ほ
か
道

を
見
出
さ
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
如
何
な
る
学
問
も
直
接
経
験
と
等
し
く
な
り
得
ず
、
ま
た
な
る
こ
と
を
欲
し
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な
い
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
自
然
的
思
惟
も
歴
史
的
思
惟
も
自
己
の
統
制
原
理
若
く
は
指
導
理
念
と
し
て
実
在
因

果
律
を
要
求
す
る
と
い
う
こ
と
は
否
定
さ
る
べ
き
で
な
い
。
然
し
自
然
的
思
惟
の
理
念
で
あ
る
自
然
科
学
的
実
在

の
中
に
考
え
ら
れ
る
実
在
因
果
律
は
、
個
別
的
で
な
く
て
法
則
的
で
あ
り
得
る
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
必
ず
法
則

的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
実
在
の
繰
り
返
し
と
い
う
こ
と
は
我
々
に
は
あ
り
得
な
い
と
い

う
理
由
を
も
っ
て
、
如
何
な
る
実
在
的
因
果
関
係
も
必
ず
個
別
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
抗
弁
す
る
な
ら
ば
、
私

は
云
お
う
と
思
う
。
因
果
の
範
疇
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
客
観
的
実
在
が
一
回
的
個
別
的
で
あ
る
の
は
、
既
に
一

の
特
定
な
る
認
識
論
上
の
ア
プ
リ
オ
リ
を
俟
っ
て
で
の
こ
と
で
は
な
い
か
。
個
別
的
因
果
律
の
概
念
を
基
礎
付
け

る
も
の
は
実
在
の
個
別
性
で
は
な
く
、
却
っ
て
実
在
を
初
め
て
個
別
的
な
ら
し
め
る
特
殊
の
当
為
、
従
っ
て
こ
の

当
為
の
承
認
の
形
式
と
し
て
の
歴
史
的
範
疇
の
概
念
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
に
、
歴
史
的
因
果
律
の
前

階
に
第
一
次
的
因
果
律
を
置
く
こ
と
を
拒
む
と
き
、
一
般
概
念
へ
の
迂
回
は
不
可
能
と
な
り
、
我
々
は
個
別
的
な

る
歴
史
的
因
果
関
係
の
必
然
性
を
理
解
す
べ
き
手
段
を
失
う
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
私
は

右
の
第
二
の
論
点
へ
私
の
考
察
の
中
心
を
移
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
考
察
を
始
め
る
に
私
は
問
お
う
と
思
う
。
一
般
概
念
へ
の
迂
回
は
果
た
し
て
個
別
的
な
る
歴
史
的
因
果

関
係
の
必
然
性
の
合
理
的
な
る
理
解
を
確
立
し
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
い
ま
論
者
の
欲
す
る
通
り
、
歴
史
的
因
果
結
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合
を
形
づ
く
る
べ
き
原
因
結
果
の
二
概
念
が
各
そ
れ
の
要
素
に
解
体
さ
れ
た
と
考
え
て
み
よ
う
。
こ
の
際
こ
れ
ら

凡
て
の
要
素
の
間
に
法
則
的
な
る
因
果
関
係
が
悉
く
決
定
さ
れ
る
た
め
に
は
、
原
因
概
念
の
諸
要
素
と
結
果
概
念

の
諸
要
素
と
の
間
に
一
々
の
対
応
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
け
れ
ど
個
性
的
な
歴
史
的
概
念
の
間
に
い
つ

で
も
こ
の
よ
う
な
関
係
の
成
立
す
る
こ
と
が
出
来
る
か
、
ま
た
成
立
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
か
が
先
ず
疑
わ
し

い
。
歴
史
的
概
念
構
成
に
は
価
値
の
見
地
を
欠
き
得
な
い
が
、
こ
の
価
値
の
見
地
と
因
果
の
説
明
と
の
間
に
は
乖

離
の
介
在
す
る
を
免
れ
難
い
の
で
あ
る
。
因
果
的
に
重
要
な
も
の
と
価
値
的
に
意
義
あ
る
も
の
と
は
屡
々
合
致
し

な
い
。
若
し
必
ず
合
致
す
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
我
々
は
目
的
を
同
時
に
原
因
と
見
る
形
而
上
学
的
目
的
論
に
陥

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
例
え
ば
第
二
次
的
歴
史
的
対
象
（sekundär-historische O

bjekte

）
と
い
っ

た
観
念
を
導
き
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
上
の
よ
う
な
対
応
関
係
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
に
し
て
も
、
歴
史
的

因
果
律
の
成
立
す
る
た
め
に
は
、
論
者
の
説
く
如
く
、
こ
れ
ら
の
諸
要
素
が
再
び
統
一
的
に
構
成
さ
れ
ね
ば
な
ら

ぬ
と
す
れ
ば
、
我
々
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
問
題
は
か
か
る
構
成
に
於
け
る
綜
合
の
原
理
が
何
で
あ
る
か
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
と
き
例
え
ば
、a

とb

及
びc
とd

と
の
間
に
各
一
般
的
な
る
因
果
結
合
が
成
立
す
る
な

ら
ば
、a

＋c 

と b

＋d 

と
の
関
係
も
ま
た
法
則
的
な
る
因
果
律
を
も
っ
て
規
定
さ
れ
る
か
否
か
が
問
題
と
な

ろ
う
。
若
し
規
定
さ
れ
な
い
な
ら
ば
、
個
別
的
な
史
的
因
果
の
必
然
性
を
理
解
す
る
た
め
に
な
さ
れ
た
一
般
概
念
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へ
の
迂
回
も
結
局
無
意
味
と
な
り
、
我
々
は
歴
史
的
因
果
律
の
必
然
性
を
認
識
す
べ
き
術
を
失
わ
ね
ば
な
ら
な
く

な
る
で
あ
ろ
う
。
然
し
な
が
ら
若
し
規
定
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
歴
史
的
な
る
因
果
の
概
念
も
畢
竟
一
般
的
法
則
性

を
そ
れ
の
内
在
的
根
拠
と
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
従
っ
て
個
別
的
な
る
歴
史
的
対
象
も
要
す
る
に
普
遍
性
の
切
断
点

（Schnittpunkt von A
llgem

einheiten

）
に
過
ぎ
な
く
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
歴
史
的
因
果
律
の
必
然
性

を
基
礎
付
け
る
も
の
は
、
究
極
に
於
て
は
、
普
遍
的
合
理
的
法
則
で
あ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
次
に
我
々
は
、
論

者
の
云
う
如
く
、
歴
史
的
個
性
の
概
念
を
分
解
し
て
原
始
的
な
実
在
に
還
元
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
我
々
に
は
も

は
や
概
念
界
の
一
義
性
と
限
定
性
と
は
失
わ
れ
て
お
り
、
ま
た
我
々
は
、
上
述
の
如
く
、
史
的
因
果
の
必
然
性
を

確
立
す
る
た
め
に
無
数
の
第
二
次
的
歴
史
的
対
象
を
導
入
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
我
々
に
は
再
び
見
渡
す
こ
と
の

出
来
ぬ
多
様
が
提
供
さ
れ
て
い
る
の
を
注
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
即
ち
歴
史
的
因
果
律
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
単
な

る
綜
合
で
は
な
く
、
選
択
的
綜
合
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
因
果
結
合
の
限
り
を
知
ら
ぬ
豊
富
に
つ
い
て
選
択
を
行

う
と
こ
ろ
の
原
理
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
場
合
価
値
に
関
係
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
因
果
的
に
は
疑
い
も
な
く
重
大
な
事
実
で
あ
り
な
が
ら
、
指
導
的
価
値
と
何
等
直
接
の
関
係
を
も
っ
て

い
な
い
も
の
も
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
我
々
は
こ
こ
に
他
の
幾
分
没
価
値
的
な
選
択
の
標
準
を
採
ら
ね
ば
な
ら
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な
い
。
そ
し
て
こ
の
と
き
我
々
は
普
遍
性
の
概
念
に
思
い
及
ぶ
の
で
あ
る（
１
３
）。

我
々
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
因
果
の

聯
関
が
一
層
一
般
的
で
あ
り
、
一
層
広
い
範
囲
の
現
象
を
包
括
す
れ
ば
す
る
だ
け
、
我
々
は
或
る
現
象
の
因
果
的

必
然
性
を
一
層
深
く
認
識
し
、
そ
の
説
明
は
一
層
多
く
我
々
を
満
足
さ
せ
る
。
ボ
ロ
デ
ィ
ノ i

に
於
け
る
フ
ラ
ン
ス

勢
の
失
敗
は
、
そ
の
日
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
個
人
的
状
態
に
よ
っ
て
よ
り
も
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
軍
隊
の
一
般
的
状
況

に
よ
っ
て
一
層
よ
く
、
一
層
明
ら
か
に
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
然
し
か
か
る
普
遍
性
は
如
何
な
る
種
類
の
も
の

で
あ
ろ
う
か
。
ボ
ロ
デ
ィ
ノ
の
戦
の
結
末
は
、
こ
の
日
太
陽
は
輝
き
、
こ
の
夜
月
は
廻
っ
た
と
い
う
、
疑
い
も
な

く
一
層
一
般
的
な
る
原
因
を
も
っ
て
は
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
歴
史
の
論
理
に
あ
っ
て
は
、
我
々
は
い

つ
で
も
類
的
普
遍
性
と
個
性
的
普
遍
性
と
の
根
本
的
区
別
を
顧
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
普
遍
的
概

念
の
下
に
包
摂
す
る
こ
と
で
な
く
、
個
性
的
普
遍
的
概
念
の
中
に
正
し
く
定
位
す
る
と
い
う
こ
と
が
因
果
聯
関
の

選
択
を
規
定
す
る
原
理
で
あ
る
。然
る
に
個
性
的
普
遍
を
可
能
な
ら
し
め
る
も
の
は
歴
史
的
範
疇
の
概
念
で
あ
り
、

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
普
遍
と
そ
れ
に
相
応
し
て
考
え
ら
れ
る
特
殊
と
の
関
係
は
包
摂
的
で
も
な
く
、
ま
た
法
則
的

で
も
な
い
。
歴
史
的
因
果
律
の
必
然
性
を
基
礎
付
け
る
も
の
は
、
根
柢
に
於
て
は
、
類
的
合
理
的
普
遍
性
で
あ
る

こ
と
が
出
来
な
い
。
然
ら
ば
い
っ
た
い
何
が
そ
れ
を
確
立
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
い
ま
正
面
か
ら
こ
の
問
題

i
　
モ
ス
ク
ワ
郊
外
に
位
置
す
る



一
〇
三

歴
史
的
因
果
律
の
問
題

を
提
起
す
る
と
共
に
、
も
は
や
何
の
迂
回
も
な
く
、
歴
史
的
因
果
律
の
本
質
に
つ
い
て
論
ず
べ
き
場
合
と
な
っ
た

の
を
思
う
の
で
あ
る
。

二

一
般
に
因
果
と
い
う
こ
と
は
生
成
の
観
念
を
俟
っ
て
初
め
て
考
え
ら
れ
る
。
然
る
に
生
成
と
い
う
こ
と
は
実

体
の
思
想
な
く
し
て
は
考
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
そ
れ
故
に
変
化
の
中
に
於
け
る
常
住
な
る
も
の
が
如
何
に
考

え
ら
れ
る
か
に
従
っ
て
、
因
果
律
の
概
念
が
ま
た
著
し
い
特
質
を
得
て
来
る
で
あ
ろ
う
と
は
我
々
の
容
易
に
想
像

し
得
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
原
因
結
果
同
一
の
原
理
は
自
然
科
学
の
根
本
的
前
提
で
あ
る
。
原
因
と
結
果
と
が
等
量

で
あ
る
こ
と
、
因
果
の
関
係
は
同
種
の
も
の
の
間
に
成
立
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
機
械
的
自
然
観
の
基
本
的
要
請
で

あ
る
。
こ
の
要
求
を
徹
底
す
る
と
き
、
我
々
は
、
一
方
で
は
世
界
の
自
己
同
一
の
仮
定
、
例
え
ば
デ
カ
ル
ト
の
運

動
恒
存
律
、
或
い
は
現
代
科
学
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
恒
存
則
に
導
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
因
果
律
は
、
自
然
に
は

新
し
き
も
の
な
し
、
と
い
う
観
念
を
最
も
明
瞭
に
表
現
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
要
求
を
追
求
す
る
と

き
、
我
々
は
、
他
方
で
は
生
成
の
過
程
か
ら
実
在
若
く
は
実
体
を
駆
逐
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
因
果
関
係
は
一
の
出
来

事
と
他
の
出
来
事
と
の
間
に
の
み
定
立
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
思
想
に
達
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
な



一
〇
四

史
的
観
念
論
の
諸
問
題

お
実
体
の
概
念
か
ら
離
れ
得
な
い
の
は
、
因
果
が
作ウ
ィ
ル
ケ
ン用【W

irken

】
ま
た
は
活
ハ
ン
ド
ル
ン
グ

動
【H

andlung

】、
従
っ
て
力
ク
ラ
フ
ト【K

raft

】

の
概
念
を
含
む
と
み
る
一
種
の
擬
人
説
に
執
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
因
果
律
の
必
然
性
を
基
礎
付
け
る
も
の
は
作

用
の
主
観
的
体
験
で
は
な
く
、
客
観
的
な
る
法
則
性
、
特
殊
の
普
遍
に
対
す
る
依
属
と
い
う
論
理
的
意
味
で
あ
る
。

事
物
概
念
（D

ingbegriff

）
で
な
く
関
係
概
念
（R

elationsbegriff

）
を
認
識
目
的
と
す
る
自
然
科
学
の
領
域
で
は
、

実
体
は
単
に
現
象
の
背
後
に
想
定
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
故
に
自
然
の
合
法
性
の
帰
結
を
求
め
る
科
学
者
は

実
体
を
限
り
な
く
分
析
し
、
単
純
化
し
普
遍
化
し
て
一
切
の
性
質
的
差
異
を
一
様
な
る
実
体
、
例
え
ば
電
子
の
数

量
的
差
別
に
還
元
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
立
場
に
立
つ
と
き
、個
体
は
要
す
る
に
一
般
的
法
則
の
集
合
点
、

普
遍
性
の
切
断
点
、
リ
ッ
カ
ー
ト
の
言
葉
を
用
い
れ
ば
、
量
的
個
性
（quantitative　

Individualität

）
に
ほ
か

な
ら
な
く
な
る
で
あ
ろ
う（
１
４
）。

然
し
な
が
ら
我
々
は
実
体
の
概
念
を
異
な
っ
て
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
区
別
に
従
え
ば
、

右
の
如
き
は
種
別
的
観
念
（notion spécifique
）
と
し
て
実
体
を
考
え
た
の
で
あ
っ
て
、
我
々
は
そ
の
他
に
個
別

的
観
念
（notion individuelle

）
と
し
て
実
体
を
考
え
得
る
。
彼
は
個
別
的
実
体
を
定
義
し
て
、「
若
干
の
客
語

が
一
の
同
一
の
主
語
の
客
語
で
あ
り
、
且
こ
の
主
語
が
他
の
何
物
の
属
性
で
も
な
い
と
き
に
は
、
こ
れ
を
個
別
的

実
体
と
名
づ
け
る
。
（
１
５
）」
と
云
っ
て
い
る
。
種
別
的
観
念
が
或
る
物
の
存
在
に
関
す
る
特
殊
の
事
情
を
顧
慮
す
る
こ
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〇
五

歴
史
的
因
果
律
の
問
題

と
な
く
、
た
だ
そ
の
抽
象
的
一
般
的
性
質
し
か
含
ま
な
い
に
反
し
て
、
個
別
的
観
念
は
そ
の
中
に
或
る
物
に
生
じ

た
、
ま
た
生
ず
る
凡
て
の
事
件
を
悉
く
含
ん
で
い
る
。
実
体
は
そ
の
中
に
無
限
の
多
を
許
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
が
、
互
い
に
分
離
的
で
何
等
の
内
面
的
統
一
を
も
た
な
い
雑
多
若
く
は
か
か
る
雑
多
の
単
な
る
総
和
は
実
体

で
あ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。ens et unum

 convertuntur.

【
有
と
一
の
互
換
性
】 

実
在
は
む
し
ろ
多
様
を
統
一
し
限
定

す
る
力
で
あ
る
。
真
の
統
一
は
可
分
的
で
受
動
的
な
物
質
に
は
求
め
ら
れ
ず
、
却
っ
て
心
的
な
る
も
の
、
連
続
的

な
る
、
無
限
な
る
自
足
体
に
於
て
見
出
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
実
体
で
は
そ
の
発
展
の
一
つ
の
段
階
は
必
ず
次
の

段
階
へ
移
り
ゆ
く
べ
き
契
機
を
自
己
の
中
に
蔵
し
、
そ
の
各
相
は
つ
ね
に
全
体
の
意
味
を
現
し
、
そ
の
全
体
は
い

つ
で
も
各
部
分
を
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。か
か
る
内
面
的
活
動
に
よ
っ
て
個
性
的
統
一
を
維
持
す
る
も
の
は
、

然
し
な
が
ら
、
価
値
の
実
現
に
向
う
主
体
で
あ
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、identité physique et 

réelle 

【
物
的
実
的
同
一
性
】
を
有
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
ま
たidentité m

orale ou personnelle 

【
道
徳
的
ま
た
は
人
格

的
同
一
性
】
を
具
え
る
も
の
に
し
て
初
め
て
、
真
の
個
別
的
実
体
で
あ
る
こ
と
が
出
来
る
。
シ
ョ
ー
ぺ
ン
ハ
ワ
ー

の
考
え
た
よ
う
に
時
間
や
空
間
を principium

 individuationis 
【
個
性
化
原
理
】
と
し
て
成
立
す
る
も
の
は
、
所
詮

普
遍
性
の
切
断
点
と
し
て
の
量
的
個
性
に
過
ぎ
ぬ
で
あ
ろ
う
。
真
の
個
性
は
自
己
の
活
動
に
よ
っ
て
自
己
を
他
か

ら
区
別
す
る
も
の
、
従
っ
て
価
値
意
識
に
よ
っ
て
は
た
ら
く
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
さ
て
こ
の



一
〇
六

史
的
観
念
論
の
諸
問
題

よ
う
に
実
体
を
解
す
る
と
き
、
我
々
は
歴
史
的
実
体
の
概
念
即
ち
歴
史
的
範
疇
と
し
て
の
個
性
の
概
念
に
到
達
し

た
の
で
な
か
ろ
う
か
。
人
格
の
統
一
―
―
個
人
的
若
く
は
社
会
的
―
―
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
に
こ
れ
な
く
し
て

は
歴
史
的
事
実
の
理
解
も
秩
序
も
あ
り
得
な
い
一
の
方
法
的
前
提
で
あ
る
。
そ
れ
は
歴
史
を
可
能
な
ら
し
め
る
ア

プ
リ
オ
リ
で
あ
る（
１
６
）。
歴
史
的
範
疇
と
し
て
の
人
格
の
統
一
の
概
念
は
上
の
如
く
考
え
ら
る
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。

右
の
個
性
概
念
の
著
し
い
特
質
は
そ
こ
で
は
全
体
が
つ
ね
に
部
分
を
規
定
す
る
と
い
う
関
係
の
成
立
し
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
然
る
に
部
分
を
規
定
す
る
力
を
有
す
る
全
体
は
具
体
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
現
実

に
は
た
ら
く
力
を
有
す
る
全
体
は
個
性
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
か
な
ら
、
抽
象
的
普
遍
は
部

分
よ
り
高
次
で
あ
り
得
ず
、
従
っ
て
そ
れ
自
身
一
の
特
殊
た
る
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
の
み
な
ら
ず

我
々
は
か
よ
う
な
実
在
に
於
て
は
部
分
を
ま
た
そ
れ
自
身
一
の
個
性
と
し
て
考
え
る
こ
と
も
出
来
よ
う
。
何
故

か
な
ら
ば
、
こ
の
場
合
部
分
は
そ
の
中
に
全
体
を
宿
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
従
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
い
わ
ゆ
る die 

in sich reflektierte und dadurch zur A
llgem

einheit zurückgeführte B
esonderheit 

即
ち Einzelheit 

で
あ
る
か

ら
で
あ
る
【G

rundlinien der Philosophie des Rechts, Einleitung, §7

】。
単
な
る
特
殊
は
抽
象
的
一
般
と
何
の
選
ぶ
と

こ
ろ
も
な
い
。
果
た
し
て
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
歴
史
的
個
性
に
あ
っ
て
は
一
の
大
な
る
個
性
の
中
に
無
数
の

小
な
る
個
性
が
存
在
を
保
ち
、
後
者
は
前
者
に
内
面
的
関
係
を
も
っ
て
依
属
し
な
が
ら
、
し
か
も
な
お
能
く
固



一
〇
七

歴
史
的
因
果
律
の
問
題

有
の
意
味
と
独
立
と
を
持
す
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。
換
言
す
れ
ば
、
歴
史
的
現
象
は
そ
の
凡
て
の
部
分
に

於
て
実
在
性
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
歴
史
的
個
性
の
概
念
を
、
個
人
、
家
族
よ
り
初
め
て
、
社
会
、
国

家
、
民
族
、
人
類
に
至
る
ま
で
種
々
な
る
段
階
に
別
っ
て
考
え
得
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
個
性
の
各
に
つ
い
て

右
の
如
き
関
係
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
と
思
う
。
一
個
の
人
間
は
例
え
ば
彼
の
芸
術
家
と
し
て
の
活
動
に
於

て
一
の
個
性
で
あ
る
と
同
時
に
彼
の
全
人
格
を
も
っ
て
一
の
個
性
で
あ
る
が
如
く
、
一
個
の
社
会
は
そ
れ
み
ず

か
ら
一
の
個
性
で
あ
り
な
が
ら
他
の
多
く
の
社
会
と
共
に
一
層
大
な
る
個
性
た
る
民
族
の
中
に
存
在
す
る
。
い
ま

個
性
の
段
階
の
究
極
に
一
の
理
念
と
し
て
神
の
概
念
を
設
け
る
な
ら
ば
、
歴
史
的
思
惟
は
神
が
実
に
人
格
的
で

あ
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
こ
の
と
き
凡
て
の
個
別
的
実
体
は
神
が
全
宇
宙
に
つ
い
て
な
し
た
決
意
を
含
ん
で
お

り
、
一
切
の
個
性
は
神
の
自
由
な
る
命
令
に
よ
っ
て
全
世
界
と
予
定
調
和
に
立
ち
、
あ
ら
ゆ
る
他
と
の
無
限
の
関

係
に
這
入
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
故
に
個
性
の
真
の
理
解
に
達
せ
ん
と
欲
す
る
者
は
シ
ュ

ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
の
如
く
語
る
べ
き
で
あ
ろ
う（
１
７
）。”M

ein ganzes W
esen kann ich w

ieder nicht vernehm
en, 

ohne die M
enschheit anzuschauen, und m

einen O
rt und Stand in ihrem

 R
eich m

ir zu bestim
m

en; und die 

M
enschheit, w

er verm
öchte sie zu denken, ohne sich m

it dem
 D

enken ins unerm
essliche G

ebiet und W
esen 

des reinen G
eistes zu verlieren.” 

然
し
な
が
ら
神
の
理
念
は
歴
史
的
思
惟
に
と
っ
て
は
要
す
る
に
解
決
さ
れ
る



一
〇
八

史
的
観
念
論
の
諸
問
題

こ
と
な
き
課
題
の
表
象
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
課
題
に
し
て
解
決
さ
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
自
然
と
文
化
と
の
根
本

的
対
立
も
な
く
な
り
、
歴
史
も
そ
れ
の
独
自
の
意
義
を
失
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
歴
史
は
神
の
思
想
に
於
け
る
叙
事
詩

で
あ
る
と
い
う
の
は
我
々
は
た
だ
こ
れ
を
一
の
理
念
と
し
て
観
念
し
得
る
の
み
で
あ
る
。「
理
性
的
な
る
も
の
は

現
実
的
で
あ
り
、
そ
し
て
現
実
的
な
る
も
の
は
理
性
的
で
あ
る
。」
と
い
う
有
名
な
言
葉
は
、
歴
史
的
認
識
の
究

極
の
理
想
を
現
し
た
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
世
界
の G

esetzm
ässigkeit 

【
合
法
則
性
】
と
い
う
こ
と
が
自

然
科
学
的
思
惟
の
統
制
的
原
理
で
あ
る
如
く
、
世
界
の Vernünftigkeit  

【
合
理
性
】
と
い
う
こ
と
は
歴
史
的
思
惟

の
指
導
的
理
念
で
あ
る
。

さ
て
歴
史
的
個
性
の
本
質
を
右
の
よ
う
に
定
め
る
と
き
、
歴
史
的
因
果
律
の
概
念
は
如
何
に
考
え
ら
る
べ
き

で
あ
ろ
う
か
。
歴
史
的
因
果
律
も
一
の
歴
史
的
範
疇
で
あ
る
限
り
、
そ
れ
が
歴
史
の
認
識
目
的
に
応
じ
て
個
別
的

因
果
律
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
は
論
ず
る
ま
で
も
な
い
。
歴
史
の
世
界
に
行
わ
れ
る
因
果
関
係
は
如
何
な
る
意
味
で

個
別
的
で
あ
ろ
う
か
。
歴
史
の
世
界
は
個
性
の
世
界
で
あ
る
。
歴
史
の
世
界
が
個
性
の
世
界
で
あ
る
と
い
う
の
は
、

屡
々
誤
っ
て
解
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
歴
史
が
現
実
そ
の
ま
ま
、
事
実
そ
の
ま
ま
の
認
識
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は

な
い
。
歴
史
的
個
性
は
特
殊
の
認
識
論
上
の
当
為
、
従
っ
て
こ
の
当
為
の
承
認
の
形
式
と
し
て
の
歴
史
的
範
疇
に

よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
概
念
的
規
定
的
産
物
で
あ
る
。
い
ま
か
か
る
個
性
の
間
に
存
在
す
る
の
は
、
全
体
が
つ
ね
に



一
〇
九

歴
史
的
因
果
律
の
問
題

部
分
を
規
定
し
、
し
か
も
こ
の
場
合
全
体
も
部
分
も
共
に
そ
れ
自
身
個
性
で
あ
る
と
い
う
関
係
で
あ
る
の
を
思
う

な
ら
ば
、
歴
史
の
世
界
に
支
配
す
る
関
係
を
個
別
的
因
果
律
と
考
え
る
に
何
の
無
理
が
あ
ろ
う
。
加
え
る
に
歴
史

的
因
果
律
は
一
層
固
有
な
る
意
味
に
於
て
個
別
的
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
第
一
に
、
歴
史
的
因
果
律
は
単
に
個
性
と

個
性
と
の
関
係
若
く
は
同
次
的
個
性
の
相
互
関
係
で
な
く
、普
遍
的
個
性
と
特
殊
的
個
性
と
の
関
係
を
表
現
す
る
。

そ
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
極
め
て
深
邃
に
洞
察
し
た
通
り
、特
殊
と
特
殊
と
の
結
合
が
真
の
特
殊
を
作
る
の
で
な
く
て
、

真
に
個
性
的
な
る
も
の
は
普
遍
と
特
殊
と
の
内
面
的
結
合
に
よ
っ
て
生
れ
る
の
で
あ
る
。
特
殊
的
個
性
と
特
殊
的

個
性
と
の
関
係
も
両
者
が
一
の
同
一
な
る
普
遍
的
個
性
に
対
し
て
共
に
内
面
的
依
属
の
関
係
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ

て
初
め
て
個
別
的
で
あ
る
こ
と
が
出
来
る
。
自
然
的
因
果
律
が
現
象
と
現
象
と
の
函
数
的
関
係
を
立
言
す
る
現
象

の
因
果
律
で
あ
る
に
反
し
て
、
歴
史
的
因
果
律
は
実
在
と
実
在
と
の
個
性
的
関
係
を
表
明
す
る
実
在
の
因
果
律
で

あ
る
。
自
然
科
学
的
実
体
が
一
般
的
法
則
の
集
合
点
で
あ
る
に
異
な
っ
て
、
歴
史
的
現
象
は
そ
の
い
ず
れ
の
部
分

も
意
味
的
全
体
を
も
っ
て
貫
か
れ
、
従
っ
て
実
在
性
を
有
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
第
二
に
歴
史
的

個
性
は
価
値
の
実
現
に
向
う
主
体
で
あ
る
。
か
か
る
主
体
は
自
己
の
目
的
を
達
す
る
た
め
に
特
殊
的
個
性
を
要
求

す
る
。
例
え
ば
国
家
は
自
己
の
意
義
を
実
現
す
る
た
め
に
そ
の
意
義
を
身
に
体
せ
る
個
人
を
必
要
と
す
る
如
く
、

個
人
が
自
己
の
人
格
を
実
現
す
る
た
め
に
は
そ
の
一
々
の
行
為
に
全
精
神
を
傾
倒
す
る
こ
と
即
ち
一
瞬
々
々
の
自
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己
を
独
立
な
る
特
殊
の
個
性
に
分
化
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
歴
史
的
個
性
は
強
大
な
る
旺
盛
な
る
個
性
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
普
遍
的
個
性
と
特
殊
的
個
性
と
の
間
に
真
に
内
面
的
な
る
、
個
性
的
な
る
関
係
を
成
立
せ

し
め
る
も
の
は
、
価
値
の
実
現
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

歴
史
の
因
果
律
を
こ
の
よ
う
に
考
え
て
来
る
と
き
、
私
は
む
し
ろ
そ
れ
を
一
層
適
当
に
目
的
論

0

0

0

と
呼
ぶ
べ
き

で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
う
。
蓋
し
全
体
が
目
的
と
し
て
部
分
に
先
立
ち
、
部
分
が
手
段
と
し
て
全
体
か
ら
規
定
さ

れ
る
と
い
う
こ
と
が
目
的
論
の
意
義
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
我
々
は
恰
も
斯
く
の
如
き
関
係
を
歴
史
的
個
性
の
間
に

定
め
た
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
歴
史
に
於
け
る
目
的
論
は
特
殊
な
る
目
的
論
で
あ
る
。
歴
史
に

あ
っ
て
は
、
有
機
体
に
於
て
の
よ
う
に
、
全
体
と
部
分
と
の
相
互
的
依
属
に
よ
っ
て
一
の
個
体
が
成
立
つ
ば
か
り

で
な
く
、
か
よ
う
な
内
面
的
聯
関
に
入
り
来
る
全
体
と
部
分
と
の
孰
れ
も
が
、
十
分
な
る
、
固
有
な
る
意
味
に
於

て
個
性
で
あ
る
。
そ
し
て
か
か
る
関
係
を
歴
史
に
於
て
可
能
な
ら
し
め
る
も
の
は
歴
史
的
個
性
が
価
値
的
主
体
で

あ
り
、
歴
史
の
現
象
が
価
値
実
現
の
過
程
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
ま
価
値
の
見
地
に
立
っ
て
考
え
る
な

ら
ば
、
既
に
個
人
的
歴
史
的
個
性
と
い
う
こ
と
で
さ
え
も
が
、
単
に
与
え
ら
れ
た
も
の
で
な
く
、
ま
さ
に
獲
得
さ

る
べ
き
理
念
で
あ
る
。
従
っ
て
多
く
の
特
殊
的
個
性
を
含
ん
で
し
か
も
そ
れ
自
身
一
箇
の
個
性
を
な
す
が
如
き
普

遍
的
個
性
は
、
一
層
大
な
る
程
度
に
於
て
理
念
と
し
て
の
性
質
を
具
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
に
歴
史
的
個
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性
が
低
次
よ
り
高
次
へ
の
段
階
を
な
し
、
そ
し
て
普
遍
的
個
性
が
特
殊
的
個
性
を
規
定
す
る
目
的
論
は
、
一
の
理

想
的
状
態
と
し
て
考
え
ら
る
べ
き
は
勿
論
で
あ
る
。こ
の
理
想
的
関
係
を
直
ち
に
現
実
的
関
係
と
見
做
す
こ
と
は
、

価
値
と
実
在
と
を
同
一
視
し
、
そ
し
て
普
遍
的
な
る
も
の
ほ
ど
価
値
に
於
て
と
同
様
に
実
在
性
に
於
て
も
ま
た
大

で
あ
る
と
す
る
、
即
ち
概
念
的
系
列
と
実
在
的
連
続
と
価
値
的
段
階
と
が
一
義
的
に
決
定
さ
れ
る
と
す
る
、
形
而

上
学
的
立
場
に
於
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
我
々
は
固
よ
り
か
か
る
形
而
上
学
的
前
提
の
真
理
性
を
論
証
し
得
べ
く

も
な
い
。
い
ま
右
の
目
的
論
を
歴
史
的
目
的
論
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
我
々
は
む
し
ろ
歴
史
的
目
的
論
に
関
し
て
次
の

如
く
論
ず
べ
き
で
あ
ろ
う
。
カ
ン
ト
が
目
的
論
を
自
然
科
学
の regulatives Prinzip 

【
規
制
原
理
】
と
し
て
こ
れ
に 

heuristisch  

【
発
見
的
】
な
意
味
を
与
え
た
よ
う
に
、
歴
史
的
目
的
論
は
ま
こ
と
に
歴
史
学
の regulatives Prinzip 

と
し
て heuristisch 

な
意
味
を
担
う
べ
き
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
我
々
は
歴
史
的
事
象
の
必
然
性
を
認
識
す
べ
き
方
法
を
知
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
歴
史
的

事
象
の
必
然
性
を
理
解
せ
ん
と
し
て
因
果
法
則
に
遁
れ
る
な
ら
ば
我
々
は
歴
史
の
立
場
を
去
る
の
で
あ
り
、
若
し

ま
た
目
的
論
に
依
る
な
ら
ば
我
々
は
形
而
上
学
を
も
っ
て
事
実
に
暴
力
を
加
え
る
こ
と
に
な
る
と
す
れ
ば
、
我
々

は
結
局
歴
史
を
偶
然
な
る
も
の
の
世
界
と
し
て
眺
め
る
ほ
か
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
然
し
若
し
歴
史
に
し
て
偶
然

な
る
も
の
の
世
界
に
過
ぎ
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
が
我
々
の
認
識
の
領
域
へ
這
入
っ
て
来
る
こ
と
さ
え
不
可
能
で
は
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な
い
か
。
我
々
の
認
識
の
領
域
へ
這
入
っ
て
来
る
以
上
何
等
か
の
必
然
性
を
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
れ
ば
、
歴

史
の
世
界
に
支
配
す
る
必
然
性
は
如
何
に
理
解
さ
る
べ
き
で
あ
る
か
。
歴
史
的
現
象
は
そ
の
究
極
の
意
味
に
於
て

価
値
実
現
の
過
程
で
あ
る
。
従
っ
て
歴
史
的
個
性
は
何
等
か
の
仕
方
で
価
値
と
実
在
的
連
絡
を
も
た
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
然
る
に
歴
史
的
個
性
の
段
階
の
最
後
に
設
け
ら
れ
た
神
の
観
念
は
、
絶
対
的
価
値
と
絶
対
的
実
在
と
の

合
一
と
し
て
の
絶
対
的
個
性
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
故
に
如
何
な
る
歴
史
的
個
性
も
そ
の
本
質
に
於
て

は
神
と
の
内
面
的
関
係
に
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
特
殊
的
個
性
が
自
体
の
価
値
を
も
ち
得
る
た
め
に
は
普
遍

的
個
性
と
結
合
す
べ
き
こ
と
は
上
に
述
べ
た
が
、
凡
て
の
歴
史
的
個
性
は
絶
対
的
個
性
な
る
神
と
の
連
絡
に
よ

っ
て
独
自
の
価
値
を
購
う
の
で
あ
る
。
ラ
ン
ケ
が “Jede Epoche ist unm

ittelbar zu G
ott, und ihr W

ert beruht 

gar nicht auf dem
 w

as aus ihr hervorgeht, sondern in ihrer Existenz selbst, in ihrem
 eigenen Selbst.” 

と
云

っ
た
の
は
こ
の
意
味
で
あ
ろ
う
。
普
遍
的
個
性
の
特
殊
的
個
性
を
規
定
す
る
関
係
が
真
に
内
面
的
な
る
、
個
性
的

な
る
関
係
で
あ
る
べ
き
こ
と
は
前
に
論
じ
た
通
り
で
あ
る
が
、
一
切
の
歴
史
的
個
性
は
絶
対
的
個
性
な
る
神
に

対
し
て
真
に
内
面
的
な
る
、
個
性
的
な
る
関
係
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
の
み
な
ら
ず
特
殊
的
個
性
と
特

殊
的
個
性
と
の
関
係
を
個
性
的
、
内
面
的
な
ら
し
め
る
も
の
は
ま
た
、
両
者
に
対
し
て
個
性
的
、
内
面
的
関
係
に

あ
る
普
遍
的
個
性
と
し
て
の
神
で
あ
る
。
神
の
観
念
こ
そ
歴
史
的
事
象
の
一
回
的
個
別
的
関
係
の
必
然
性
を
基
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礎
付
け
得
る
最
後
の
も
の
で
あ
る
。
フ
ン
ボ
ル
ト
が “D

ie W
eltgeschichte ist nicht ohne eine W

eltregierung 

verständlich.” 

と
云
っ
た
の
は
こ
の
意
味
で
あ
ろ
う
。
神
の
統
治
の
内
容
、
神
の
計
画
の
実
行
、
そ
れ
が
世
界
歴

史
で
あ
る
。

か
く
て
我
々
は
歴
史
的
因
果
律
の
概
念
を
、
最
も
一
般
的
に
、
普
遍
的
個
性
が
特
殊
的
個
性
を
規
定
す
る
こ

と
と
し
て
定
義
し
得
よ
う
か
と
思
う
。
こ
の
場
合
現
実
の
歴
史
に
於
て
屡
々
見
受
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
、
特
殊
的

個
性
の
普
遍
的
個
性
に
対
す
る
優
越
な
る
支
配
、
例
え
ば
天
才
が
時
代
を
作
る
と
い
う
が
如
き
若
く
は
人
が
全
く

新
た
に
生
れ
更
る
と
い
う
が
如
き
事
実
に
対
し
て
甚
し
き
不
正
を
な
さ
な
い
た
め
に
、
普
遍
的
個
性
と
い
う
こ
と

は
絶
対
的
個
性
で
あ
る
神
と
同
一
視
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。あ
ら
ゆ
る
歴
史
的
個
性
は
、個
人
に
せ
よ
、国
家
に
せ
よ
、

ま
た
は
民
族
に
せ
よ
、
神
に
対
し
て
は
等
し
く
特
殊
的
個
性
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
神
が
自
己
と
特
別

な
る
関
係
に
置
け
る
個
性
、
神
の
愛
子
、
神
の
選
べ
る
者
は
特
殊
的
個
性
に
し
て
な
お
よ
く
普
遍
的
個
性
を
支
配

し
得
る
こ
と
も
あ
り
得
よ
う
。
い
ま
神
の
観
念
が
歴
史
的
事
象
の
個
別
的
必
然
的
関
係
を
確
立
す
る
こ
と
の
出
来

る
た
め
に
は
、
次
の
二
点
は
特
に
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
第
一
、
世
界
歴
史
は
神
若
く
は
世
界
理
性
の
内
容

の
実
現
の
過
程
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
語
に
よ
れ
ば
、die A

uslegung des G
eistes in der Zeit 

【
時
に
お
け
る
精
神
の
解
釈
】

で
あ
る
。
個
性
は
神
の
無
限
な
る
価
値
内
容
の
実
現
に
積
極
的
消
極
的
に
、
意
識
的
無
意
識
的
に
あ
ず
か
る
限
り
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に
於
て
歴
史
的
個
性
と
し
て
の
意
義
を
獲
得
す
る
。
歴
史
的
事
象
の
関
係
が
個
別
的
内
面
的
に
必
然
的
で
あ
り
得

る
の
は
実
に
そ
れ
が
価
値
実
現
の
過
程
で
あ
る
が
た
め
で
あ
る
。
価
値
実
現
の
過
程
の
継
起
関
係
は
因
果
法
則
の

如
き
外
面
的
な
普
遍
関
係
に
よ
っ
て
成
立
す
る
の
で
な
く
、
個
別
的
に
し
て
し
か
も
内
面
的
必
然
的
な
る
結
合
を

な
す
の
で
あ
る
。
か
く
歴
史
的
因
果
律
の
本
質
を
価
値
の
実
現
と
い
う
こ
と
に
求
め
て
来
る
と
き
、
そ
れ
は
カ
ン

ト
の
所
謂 K

ausalität durch Freiheit 

と
な
り
、
そ
し
て
そ
れ
故
に
我
々
は
そ
れ
を
一
層
正
当
に
歴
史
的
自
由

0

0

0

0

0

と

呼
ぶ
べ
き
で
あ
る
か
と
思
う
。
然
し
な
が
ら
神
の
観
念
が
歴
史
的
自
由
の
概
念
を
基
礎
付
け
得
る
た
め
に
は
、
第

二
に
、
神
は
永
久
に
自
己
同
一
な
る
も
の
の
無
時
間
的
な
る
不
変
性
―
―
そ
れ
が
絶
対
な
る
実
体
と
し
て
信
ぜ
ら

れ
る
に
せ
よ
、
若
く
は
そ
れ
が
絶
対
な
る
法
則
と
し
て
信
ぜ
ら
れ
る
に
せ
よ
、　

―
―
と
し
て
考
え
ら
れ
て
は
な

ら
ぬ
。
歴
史
的
思
惟
は
神
が
人
格
的
な
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
歴
史
的
自
由
の
認
識
と
は
創
造
的
な
る
神
の
意
志

の
認
識
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。
有
限
な
る
人
間
の
悟
性
的
思
惟
は
も
と
よ
り
神
の
意
志
活
動
の
過
程
を

規
定
し
得
べ
く
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
自
然
法
則
は
単
に
手
段
と
し
て
、
目
的
論
は
た
だ heuristisches 

Prinzip 

と
し
て
役
立
つ
に
過
ぎ
な
い
。
歴
史
的
自
由
を
理
解
せ
し
む
る
も
の
は
む
し
ろ am

or fati 

【
愛
の
運
命
】

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
自
己
の
衷
な
る
神
の
光
の
顕
れ
来
る
に
従
っ
て
、
過
去
は
つ
ね
に
異
な
れ
る
、
新
た
な
る

光
景
を
展
開
す
る
。”W

er die W
elt vernünftig ansieht, den sieht sie auch　

vernünftig an.”

（
１
８
） 

歴
史
が
永
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久
に
失
わ
れ
た
も
の
の
世
界
と
し
て
そ
の
本
質
に
於
て
悲
劇
的
で
あ
り
な
が
ら
、
我
々
を
絶
え
ず
振
向
か
せ
る
魅

力
を
も
っ
て
輝
い
て
い
る
の
は
こ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。

私
は
進
ん
で
他
の
方
面
か
ら
歴
史
的
自
由
の
意
義
を
闡せ
ん
め
い明

し
た
い
と
思
う
。
歴
史
的
個
性
の
発
展
は
内
面
的

連
続
を
な
す
と
考
え
ら
れ
る
が
、
歴
史
的
個
性
に
於
て
こ
の
よ
う
な
連
続
が
成
立
す
る
の
は
全
体
が
現
実
に
は
た

ら
い
て
つ
ね
に
部
分
を
規
定
す
る
が
た
め
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
各
の
現
在
は
過
去
を
負
い
未
来
を
孕
み
、
各
の
段

階
は
全
体
の
意
味
を
具
体
的
に
表
現
し
て
い
る
。
そ
れ
故
に
か
か
る
個
性
の
発
展
の
形
式
は
も
は
や
自
然
科
学
上

の
時
間
概
念
を
も
っ
て
は
規
定
さ
れ
な
い
。
自
然
科
学
の
時
間
は
空
間
化
さ
れ
た
時
間
で
あ
る
。
自
然
科
学
の
世

界
で
は
原
因
は
結
果
に
於
て
消
滅
し
、
結
果
が
生
起
し
た
以
上
原
因
は
解
除
さ
れ
て
し
ま
う
。
ひ
と
む
き
な
、
た

だ
前
進
す
る
の
み
な
る
時
の
因
果
律
が
支
配
す
る
処
で
は
、
原
因
結
果
不
可
逆
の
原
理
か
ら
遁
れ
る
こ
と
は
不
可

能
で
あ
る
。
歴
史
的
時
間
が
自
然
科
学
的
時
間
と
異
な
っ
た
構
造
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
後
者
に

於
て
は
第
二
次
的
な
持
続
と
い
う
こ
と
が
前
者
の
場
合
で
は
中
心
的
意
義
を
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で

あ
ろ
う
。「
過
去
の
過
程
の
う
ち
歴
史
的
と
い
わ
る
べ
き
は
、
そ
の
過
程
の
効
果
が
そ
れ
の
出
現
の
瞬
間
に
消
え

失
せ
ず
、
却
っ
て
次
の
時
間
に
ま
で
引
続
い
て
作
用
を
及
ぼ
し
そ
し
て
そ
こ
に
新
し
い
過
程
を
作
り
出
す
と
こ
ろ

の
も
の
で
あ
る
。
（
１
９
）」

単
な
る
去
来
若
く
は
継
起
の
関
係
の
み
で
我
々
は
歴
史
的
対
象
を
構
成
す
る
こ
と
が
出
来
な
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い
。
然
し
歴
史
的
持
続
は
勿
論
ポ
ア
ン
カ
レ
の
い
わ
ゆ
る
物
理
的
連
続
に
比
較
さ
れ
る
が
如
き
も
の
で
は
な
く

て
、
却
っ
て
、
全
体
が
絶
え
ず
部
分
を
規
定
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
。
全
体
が
絶
え
ず
部
分
を
規
定
し

て
両
者
の
間
に
内
面
的
な
相
互
作
用
の
存
在
す
る
限
り
、
我
々
は
そ
れ
を
一
の
歴
史
的
現
在
と
考
え
る
こ
と
が
出

来
る
。
従
っ
て
歴
史
的
現
在
は
つ
ね
に
一
の
持
続
で
あ
る
。
歴
史
に
於
け
る
時
代
（Zeitalter

）
の
観
念
は
か
よ

う
に
し
て
成
立
ち
得
る
と
思
う
。
歴
史
的
持
続
或
い
は
歴
史
的
現
在
の
中
で
は
時
間
の
背
進
と
雖
も
可
能
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
場
合
全
体
が
遍
在
的
な
の
で
あ
る
か
ら
全
体
の
立
場
を
去
ら
な
い
限
り
、
概
念
的
分
離
的
に

は
如
何
な
る
部
分
を
前
と
し
、
如
何
な
る
部
分
を
後
と
す
る
か
は
任
意
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
我
々
は
寧
ろ
歴
史

的
時
間
の
特
質
を
そ
れ
が
予
料
的
で
な
く
却
っ
て
回
顧
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
求
め
る
こ
と
さ
え
出
来
よ
う
。

け
れ
ど
全
体
と
部
分
と
の
内
面
的
な
る
相
互
作
用
を
可
能
な
ら
し
め
る
価
値
実
現
的
主
体
と
し
て
の
歴
史
的
個
性

の
概
念
は
、
我
々
に
と
っ
て
は
要
す
る
に
一
の
理
念
た
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
故
に
経
験
的
歴
史
的
個
性
の
発
展

が
歴
史
的
持
続
の
形
式
か
ら
歴
史
的
継
起
の
形
式
に
移
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
必
然
で
あ
る
。
個
性
の
段
階
の
究

極
に
位
す
る
絶
対
的
価
値
と
絶
対
的
実
在
と
の
同
一
と
し
て
の
神
に
於
て
の
み
永
久
の
今
は
存
在
す
る
。
普
遍
的

な
る
も
の
ほ
ど
遍
在
的
で
あ
る
と
い
う
思
想
は
神
の
観
念
に
於
て
最
後
の
安
定
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
し
か
し
て

如
何
な
る
特
殊
的
歴
史
的
個
性
も
絶
対
的
普
遍
的
個
性
と
し
て
の
神
と
の
内
所
的
連
絡
に
立
っ
て
い
る
と
考
え
ら
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れ
る
か
ら
、
歴
史
の
過
程
は
そ
の
根
柢
に
於
て
は
持
続
的
で
あ
る
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
我
々
が
歴
史
的
事
象
の

個
別
的
な
る
継
起
の
必
然
性
を
理
解
し
得
る
の
は
こ
れ
が
た
め
で
あ
ろ
う
。「
意
志
は
過
去
か
ら
直
線
的
に
歩
み

来
り
、
又
末
来
に
向
っ
て
直
線
的
に
歩
み
去
る
の
で
は
な
い
、
意
志
の
進
行
は
或
一
点
を
中
心
と
し
て
円
状
に
広

が
り
ゆ
く
波
動
的
進
行
で
あ
る
。
意
志
は
何
時
で
も
同
一
の
中
心
か
ら
働
く
、
意
志
の
中
心
即
ち
真
の
自
己
は
何

時
で
も
現
在
で
あ
る
の
で
あ
る
。
（
２
０
）」
一
切
の
歴
史
的
活
動
は
凡
て
神
の
意
識
の
う
ち
に
於
て
相
互
的
滲
透
、
相
互

的
聯
関
に
於
て
保
た
れ
、
は
た
ら
き
、
生
き
る
と
信
ぜ
ら
れ
る
。
従
っ
て
あ
ら
ゆ
る
歴
史
的
形
象
は
必
然
的
関
係

に
立
ち
、
如
何
に
遥
か
な
る
過
去
も
、
如
何
な
る
遠
き
未
来
も
内
面
的
連
絡
を
な
す
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

経
験
的
歴
史
的
認
識
は
こ
の
表
象
を
自
己
の
指
導
的
理
念
と
す
る
。
か
く
て
我
々
は
ゲ
ー
テ
が
「
自
然
」
に
つ
い

て
云
っ
た
言
葉
を
一
層
適
切
に
歴
史
に
関
し
て
語
り
得
よ
う
か
と
思
う
。
―
―Sie schafft ew

ig neue G
estalten; 

w
as da ist, w

ar noch nie, w
as w

ar, kom
m

t nicht w
ieder: A

lles ist neu und doch im
m

er das A
lte. 

【Poetische 
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】
―
―
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個
性
の
問
題

一

個
性
の
問
題
は
特
殊
の
問
題
か
ら
出
発
す
る
。
然
し
な
が
ら
、
特
殊
が
若
し
、
何
等
か
の
仕
方
で
普
遍
の
中

へ
悉
く
帰
入
し
て
ゆ
く
か
、
ま
た
は
普
遍
に
全
く
還
元
さ
れ
て
し
ま
う
と
考
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
固
よ
り
特
殊
の

問
題
は
存
在
し
得
な
い
。
特
殊
が
特
殊
の
問
題
を
形
づ
く
る
た
め
に
は
、
特
殊
は
普
遍
に
対
し
て
或
る
頑
な
る
も

の
、
或
る
寛
ぎ
難
き
も
の
を
も
っ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
即
ち
個
性
の
問
題
は
特
殊
の
非
合
理
性
の
問

題
に
始
ま
る
の
で
あ
る
。
私
は
私
の
問
題
を
人
間
認
識
の
根
本
的
制
約
の
考
察
か
ら
出
発
し
よ
う
。

普
遍
と
特
殊
と
は
我
々
の
悟
性
の
前
に
は
互
い
に
一
も
っ
て
他
に
帰
し
能
わ
ぬ
二
つ
の
量
と
し
て
の
こ
さ
れ

て
い
る
。
特
殊
は
普
遍
か
ら
論
理
的
に
導
く
こ
と
の
出
来
ぬ
も
の
、
従
っ
て
我
々
の
認
識
に
対
し
て
は
非
合
理
的

と
呼
ば
る
べ
き
で
あ
る
。
特
殊
と
は
、
カ
ン
ト
も
云
っ
た
よ
う
に
、
普
遍
に
関
し
て
或
る
偶
然
的
な
も
の
を
含
ん

で
い
る
が
如
き
も
の
、
ま
た
普
遍
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
ず
に
あ
る
も
の
で
あ
る（
１
）。

人
間
悟
性
は
比
量
的
な
概
念
の

能
力
で
あ
る
か
ら
、
我
々
に
と
っ
て
は
如
何
よ
う
な
そ
し
て
如
何
に
多
く
異
な
っ
た
特
殊
が
あ
る
か
は
偶
然
的
で



一
二
一

個
性
の
問
題

あ
る
。
一
般
の
自
然
法
則
か
ら
特
殊
な
自
然
法
則
は
誘
導
さ
れ
ず
、
特
殊
な
自
然
法
則
か
ら
個
々
の
事
実
は
演
繹

さ
れ
な
い
。
我
々
は
「
自
然
の
特
殊
化
」
を
概
念
的
合
理
的
に
認
識
す
べ
き
途
を
知
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
た

と
い
存
在
が
一
般
に
制
限
に
よ
っ
て
成
立
す
る
こ
と
の
必
然
性
が
論
証
さ
れ
得
る
に
し
て
も
、
こ
の
こ
と
か
ら
或

る
存
在
の
特
殊
な
る
規
定
を
派
生
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
私
が
可
能
な
る
理
性
的
存
在
の
う
ち
で
特
に
人
間
で

あ
り
、
私
が
人
間
の
う
ち
で
特
に
こ
の
特
定
の
人
格
で
あ
る
、
な
ど
と
い
う
単
純
な
原
始
的
な
事
実
に
面
し
て
は
、

如
何
な
る
論
理
的
演
繹
も
歩
み
を
停
め
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
世
界
過
程
の
個
々
の
時
間
の
特
性
を
完
全
に
残

な
く
計
量
し
得
る
如
何
な
る
「
世ウ
ェ
ル
ト
フ
ォ
ル
メ
ル

界
公
式
」
も
我
々
は
見
出
さ
な
い
の
で
あ
る
。
尤も
っ
とも

あ
ら
ゆ
る
個
別
的
な
も
の

が
、
理
想
上
は
、
そ
の
最
も
小
さ
き
も
の
に
至
る
ま
で
、
法
則
の
支
配
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
は
承
認
さ
れ
ね
ば

な
ら
ぬ
。然
し
普
遍
の
下
に
摂お
さ

め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
と
普
遍
の
中
に
含
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
と
は
同
じ
で
な
い
。

凡
て
の
特
殊
は
法
則
の
下
に
包
摂
さ
れ
は
す
る
が
、
法
則
の
下
に
包
摂
さ
れ
る
特
殊
が
そ
れ
の
限
り
な
き
特
殊
性

に
於
て
こ
の
法
則
そ
の
も
の
か
ら
直
接
に
導
き
出
さ
れ
る
と
か
、或
い
は
概
念
上
そ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
と
か
、

と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
寧
ろ
特
殊
は
一
般
法
則
的
合
理
化
の
過
程
に
上
る
刹
那
そ
の
特
殊
性
を
失
っ
て
、
も

は
や
単
に
一
個
の
類
の
見
本
と
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
法
則
科
学
の
与
え
る
概
念
は
丁
度
出
来
合
の
着
物
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
甲
に
も
乙
に
も
合
わ
せ
て
作
っ
て
な
い
か
ら
甲
乙
共
に
合
う
こ
と
が
出
来
る
。
我
々
は
こ
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こ
に
我
々
の
知
識
の
認
識
論
的
構
造
に
制
約
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
自
然
科
学
的
概
念
構
成
の
限
界
を
思
わ
ざ
る
を

得
な
い
の
で
あ
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
人
間
認
識
の
こ
の
よ
う
な
体
制
を
永
久
真
理
と
事
実
真
理
と
の
名
を
も
っ

て
表
し
、
両
者
の
関
係
を
尽
数
と
不
尽
数
【
無
限
小
数
】
と
の
そ
れ
に
譬
え
た
。

然
し
な
が
ら
こ
れ
と
同
時
に
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
私
の
謂
う
非
合
理
性
ま
た
は
偶
然
性
の
概
念
が
物
理
的

若
く
は
形
而
上
学
的
意
義
の
も
の
で
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
全
く
先
験
論
理
学
的
な
、換
言
す
れ
ば
、

我
々
の
認
識
能
力
及
び
普
遍
の
論
理
的
構
造
に
関
す
る
概
念
で
あ
る
。若
し
特
殊
が
独
断
的
絶
対
的
に
非
合
理
的
、

偶
然
的
で
あ
る
な
ら
ば
、
特
殊
の
問
題
が
我
々
に
と
っ
て
苟
も
意
味
あ
る
問
題
を
形
づ
く
る
と
は
考
え
難
い
。
特

殊
の
問
題
が
我
々
の
思
索
に
対
し
て
意
味
を
も
つ
の
は
、
そ
れ
の
非
合
理
性
ま
た
は
偶
然
性
が
批
判
的
相
対
的
意

義
の
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
我
々
は
カ
ン
ト
の
知
的
直
観
或
い
は
直
観
的
悟
性
の
観
念
に
出
会
う
か

の
よ
う
に
見
え
る
。直
観
的
悟
性
に
於
て
は
自
覚
と
共
に
一
切
の
多
様
が
自
動
的
に
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
こ
で
は
認
識
の
全
体
と
各
の
個
体
と
が
剰
す
と
こ
ろ
な
く
、
ま
た
ひ
と
お
も
い
に
、
打
抜
か
れ
、
打
勝
た
れ
て

い
る
。
人
間
悟
性
の
極
な
き
遥
か
に
横
た
わ
る
理
念
と
し
て
、
直
観
的
悟
性
は
特
殊
の
非
合
理
性
の
課
題
の
解
決

の
表
象
で
あ
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
も
神
の
思
惟
に
あ
っ
て
は
あ
ら
ゆ
る
事
実
真
理
が
永
久
真
理
の
う
ち
に
十
分
な

理
由
を
見
出
す
と
考
え
た
。
か
く
し
て
特
殊
の
非
合
理
性
の
問
題
に
始
ま
っ
た
個
性
の
問
題
は
、
特
殊
の
非
合
理
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性
の
合
理
化
の
問
題
に
移
っ
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
非
合
理
的
な
特
殊
を
合
理
化
す
る
合
理
性
は
何
で
あ
る
か
。

偶
然
的
と
見
ら
れ
る
特
殊
は
如
何
に
し
て
必
然
的
意
義
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
る
か
。
こ
れ
が
個
性
の
問
題

の
核
心
で
あ
る
。

さ
て
自
然
の
概
念
が
特
殊
を
基
礎
付
け
得
な
い
の
は
明
瞭
で
あ
る
。
具
体
的
現
実
の
特
殊
性
と
個
別
性
と
は

自
然
の
立
場
か
ら
は
顧
ら
れ
な
い
。
自
然
認
識
の
本
質
は
一
般
化
に
あ
る
。
そ
れ
は
色
あ
り
響
あ
る
世
界
か
ら
あ

ら
ゆ
る
地
の
匂
い
を
脱
し
た
普
遍
的
関
係
の
体
系
を
作
ろ
う
と
す
る
。
カ
ン
ト
は
最
も
簡
単
に
、
最
も
適
切
に
こ

れ
を
定
義
し
て
、
自
然
と
は
そ
れ
が
一
般
的
法
則
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
限
り
に
於
け
る
物
の
存
在
で
あ
る

と
云
っ
た（
２
）。
動
か
ぬ
も
の
、
変
ら
ぬ
も
の
、
共
通
な
も
の
、
平
等
な
も
の
の
世
界
で
は
、
特
殊
は
単
に
ひ
と
つ
の
、

従
っ
て
い
つ
で
も
「
第
二
の
も
の
」
と
な
り
得
る
、
類
例
と
し
て
語
ら
れ
る
の
み
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
私
は
普
遍

を
愛
し
な
い
。
普
遍
は
私
は
こ
れ
を
利
用
す
る
。
私
は
た
だ
個
性
を
愛
す
る
。
私
が
個
性
を
愛
す
る
の
は
私
の
価

値
感
情
が
つ
ね
に
比
ぶ
も
の
な
き
、
代
る
も
の
な
き
対
象
の
う
ち
に
根
差
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
特
殊
に
し
て

我
々
の
関
心
と
な
る
た
め
に
は
、
そ
れ
は
価
値
を
抱
き
、
孕
み
若
く
は
生
か
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

然
る
に
自
然
認
識
は
価
値
の
見
地
を
除
外
す
る
。
私
を
誘
い
、
私
を
奪
い
去
る
、
如
何
な
る
愛
ら
し
き
も
の
、
美

し
き
も
の
も
、
自
然
の
立
場
か
ら
眺
め
る
な
ら
ば
、
絶
え
ず
繰
り
返
す
形
式
と
絶
え
ず
廻
り
来
る
節
奏
と
に
操
ら
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れ
る
と
こ
ろ
の
同
じ
姿
の
亡
霊
に
過
ぎ
ぬ
で
あ
ろ
う
。
現
実
を
一
般
化
し
て
価
値
に
無
関
係
に
認
識
す
る
自
然
科

学
は
、
生
け
る
、
自
己
の
う
ち
に
安
ら
え
る
特
殊
の
理
解
を
恰
も
破
壊
す
る
よ
う
な
方
向
に
動
い
て
い
る
。
我
々

は
こ
こ
に
自
然
科
学
と
は
異
な
っ
た
学
問
の
存
在
す
べ
き
理
由
を
み
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
人
々
は
か
か
る
学
問

を
普
通
に
歴
史
と
呼
ん
で
い
る
。
す
ぐ
れ
た
歴
史
家
ラ
ン
ケ
に
拠
れ
ば
、
歴
史
の
企
図
は
如
何
に
「
そ
れ
」
が
本

来
あ
っ
た
か
を
た
だ
叙
述
す
る
に
あ
る
。
過
去
を
裁
き
、
或
い
は
未
来
の
歴
史
の
利
益
の
た
め
に
同
時
代
を
諭
す

と
い
う
が
如
き
仕
事
を
歴
史
は
背
負
お
う
と
は
し
な
い
。
一
定
の
運
命
を
も
ち
、
独
自
な
生
命
を
生
き
た
人
間
及

び
人
間
生
活
の
豊
か
な
個
性
を
鮮
か
に
描
き
出
す
と
こ
ろ
に
我
々
は
歴
史
の
任
務
を
認
め
る
の
で
あ
る
。
自
然
科

学
に
於
て
は
思
惟
は
特
殊
の
措
定
か
ら
普
遍
的
関
係
の
把
握
に
ま
で
進
ん
で
ゆ
く
に
反
し
て
、
歴
史
に
あ
っ
て
は

そ
れ
は
特
殊
の
麗
し
き
姿
態
の
か
た
わ
ら
に
停
ろ
う
と
す
る
。個
性
の
記
述
が
歴
史
の
認
識
目
的
で
あ
る
な
ら
ば
、

歴
史
は
我
々
の
問
題
に
対
し
て
如
何
な
る
意
味
を
も
つ
で
あ
ろ
う
か
。

特
殊
の
基
礎
付
け
は
他
の
何
処
に
で
も
な
く
ま
さ
し
く
歴
史
に
求
め
ら
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張
を
私
は

歴ヒ
ス
ト
リ
ス
ム
ス

史
主
義
と
名
づ
け
よ
う
。
歴
史
に
於
て
成
っ
た
も
の
は
成
っ
た
も
の
と
し
て
価
値
づ
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
歴

史
の
中
に
起
っ
た
こ
と
は
歴
史
を
超
え
て
あ
る
も
の
に
関
係
し
て
評
価
さ
る
べ
き
で
は
な
い
。
我
々
は
、
歴
史
的

事
実
が
超
越
的
価
値
に
対
し
て
如
何
な
る
意
義
を
有
す
る
か
、
如
何
な
る
役
目
を
演
ず
る
か
、
を
問
う
を
要
し
な
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い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
超
越
的
価
値
な
ど
と
い
う
も
の
は
も
と
も
と
存
在
し
な
い
の
で
あ
り
、
ま
た
歴
史
的
事
実
は

凡
て
在
り
し
も
の
、
生
き
得
た
も
の
、
自
己
を
保
存
し
得
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
単
に
そ
の
理
由
で
凡
て
積
極
的

な
る
も
の
、
権
利
あ
る
も
の
、
価
値
あ
る
も
の
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
歴
史
主
義
は

事
実
に
満
足
し
て
事
実
以
外
に
出
よ
う
と
は
せ
ず
、
事
実
の
基
礎
は
事
実
の
中
に
与
え
ら
れ
て
い
る
と
信
ず
る
が

故
に
、
そ
れ
は
明
ら
か
に
一
種
の
実
証
主
義
で
あ
る
。

歴
史
的
実
証
主
義
に
対
す
る
最
初
の
懸
念
は
歴
史
的
事
実
の
特
異
な
性
質
か
ら
生
れ
て
来
る
。
自
然
科
学
で

取
扱
わ
れ
る
事
実
は
我
々
の
目
前
に
絶
え
ず
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
か
或
い
は
我
々
が
実
験
に
よ
っ
て
任
意
に
繰
り

返
す
こ
と
が
出
来
る
が
、
歴
史
的
思
惟
に
与
え
ら
れ
る
事
実
は
帰
ら
ぬ
過
去
に
属
す
る
も
の
、
従
っ
て
た
だ
古
人

の
記
録
に
俟
つ
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
人
間
の
記
憶
に
の
こ
る
と
い
う
こ
と
は
、
甚
だ
多
く
の
場
合
、
偶

然
の
事
情
に
依
属
す
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
い
、
根
本
史
料
と
も
な
る
べ
き
過
去
の
記
録
が
そ
こ
に
記
さ
れ
た
事

件
の
あ
っ
た
と
ほ
ぼ
同
時
代
の
人
の
手
か
ら
出
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
は
、
私
の
危
惧
を
一
層
重
大
な
も
の
に

す
る
で
あ
ろ
う
。
歴
史
的
真
理
は
―
―
フ
ン
ボ
ル
ト
の
巧
な
比
喩
を
想
い
起
す
な
ら
ば
―
―
恰
も
遠
く
よ
り
望
む

と
き
初
め
て
我
々
の
眼
に
姿
を
と
っ
て
映
る
雲
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
乱
舞
し
狂
奔
す
る
事
実
の
混
沌
の
中
に
身

を
置
く
者
に
と
っ
て
は
、
一
部
分
彼
が
同
時
代
の
人
と
し
て
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
熱
情
か
ら
、
一
部
分
彼
が
実
行
の
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人
と
し
て
と
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
偏
見
か
ら
、自
己
の
周
囲
に
相
倚
り
相
鬩せ
め

ぐ
無
数
の
事
実
を
全
き
聯
関
に
於
て
眺
め
、

正
し
き
評
価
に
於
て
量
る
と
い
う
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
ま
た
我
々
の
価
値
意
識
に
し
て
進
歩
す
る
も
の
で
あ
る

以
上
、
嘗
て
の
人
に
と
っ
て
は
無
駄
な
も
の
、
語
る
に
足
ら
ぬ
も
の
と
し
て
伝
え
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
に
も
、
今

の
人
に
と
っ
て
は
却
っ
て
重
要
な
も
の
、
意
味
深
き
も
の
も
あ
り
得
た
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
起
り
易
き
偶
然
と
避

け
難
き
自
然
と
の
た
め
に
、
過
去
の
記
録
が
不
完
全
と
不
正
と
を
免
れ
な
い
な
ら
ば
、
我
々
は
我
々
の
問
題
を
も

っ
て fable convenue 
【
月
並
み
な
寓
話
】
と
し
て
の
歴
史
に
遁
る
べ
き
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
個
性
の
基
礎
付
け

が
可
能
で
あ
る
べ
き
な
ら
ば
、
我
々
は
寧
ろ
歴
史
的
真
理
の
問
題
を
実
証
主
義
と
は
反
対
の
方
向
に
解
決
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。
歴
史
的
真
理
は
、
人
間
の
追
憶
や
想
像
が
欠
け
て
い
よ
う
と
て
、
或
い
は
誤
っ
て
い
よ
う
と
て
、
変

り
も
せ
ね
ば
、
動
か
さ
れ
も
し
な
い
。
そ
れ
は
忘
却
の
力
に
よ
っ
て
奪
わ
れ
も
し
な
い
し
、
ま
た
我
々
に
よ
っ
て

認
識
さ
れ
た
と
て
強
め
ら
れ
も
し
な
い
の
で
あ
る
。
歴
史
的
真
理
は
存
在
と
事
実
と
を
超
越
し
た
世
界
に
安
住
す

る
。
そ
し
て
我
々
は
斯
く
の
如
き
永
遠
な
る
妥
当
の
国
に
於
て
特
殊
を
基
礎
付
け
る
合
理
性
を
見
出
す
べ
き
で
あ

る
か
の
如
く
見
え
る
。

歴
史
主
義
に
対
す
る
更
に
注
目
す
べ
き
非
難
は
歴
史
的
知
識
の
認
識
論
的
考
察
か
ら
起
っ
て
来
る
。
歴
史
は

屡
々
事
実
の
学
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
歴
史
が
事
実
の
あ
る
が
ま
ま
を
叙
述
し
、
記
載
す
る
と
い
う
意
味
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で
は
な
い
。
実
際
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
し
得
な
い
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
な
し
得
た
と
し
て
も
要
す
る
に
無
用
な

こ
と
で
あ
ろ
う
。
事
実
と
い
う
概
念
は
ひ
と
つ
の
目
的
論
的
概
念
で
あ
る
。
各
の
手
当
次
第
の
現
実
が
学
問
に
対

し
て
事
実
で
あ
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
そ
れ
か
ら
我
々
が
何
も
の
か
を
学
ぶ
こ
と
の
出
来
る
も
の
の
み
が
事
実
で

あ
る
の
で
あ
る
。
歴
史
に
於
て
も
認
識
は
選
択
的
綜
合
を
意
味
す
る
。
所
与
の
材
料
に
つ
い
て
、
本
質
的
な
も
の

と
非
本
質
的
な
も
の
と
を
区
別
し
、
選
択
し
、
進
ん
で
そ
れ
を
組
織
し
、
体
系
化
す
る
と
こ
ろ
に
我
々
の
学
問
は

成
立
す
る
。
果
た
し
て
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
我
々
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
か
か
る
識
別
の
原
理
、
選
択
の
標
準

が
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
る
に
歴
史
的
知
識
が
客
観
性
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
こ
の

よ
う
な
原
理
や
標
準
は
ま
た
必
ず
客
観
的
性
質
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
私
は
い
ま
或
る
人
々
に
従
っ
て
歴

史
に
於
け
る
認
識
の
こ
の
根
本
予
想
を
文
化
価
値
と
見
做
そ
う
と
思
う
。
見
渡
す
こ
と
の
出
来
ぬ
多
様
な
る
現
実

の
中
か
ら
、
直
接
間
接
に
、
積
極
的
消
極
的
に
文
化
価
値
と
関
係
す
る
も
の
、
換
言
す
れ
ば
、
普
遍
妥
当
的
な
る

価
値
の
見
地
よ
り
観
て
記
す
に
足
り
、
物
語
る
に
足
る
も
の
を
捉
え
来
っ
て
、
そ
れ
の
具
体
的
な
る
個
性
的
な
る

変
化
発
展
の
跡
を
辿
ろ
う
と
す
る
の
が
歴
史
学
の
目
的
で
あ
る
。
然
る
に
歴
史
主
義
は
絶
対
的
価
値
の
観
念
に
対

し
て
望
な
き
根
本
的
な
る
反
対
に
立
っ
て
い
る
。な
ぜ
か
な
ら
ば
、歴
史
主
義
の
立
場
で
は
、凡
て
在
り
し
も
の
は
、

そ
れ
が
在
り
し
も
の
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
、
そ
し
て
単
に
そ
の
理
由
で
、
そ
れ
ぞ
れ
価
値
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ



一
二
八

史
的
観
念
論
の
諸
問
題

る
が
、
在
り
し
も
の
は
要
す
る
に
在
り
し
も
の
で
あ
っ
て
永
遠
に
在
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
如
何
な
る
在
り
し

も
の
も
他
の
在
り
し
も
の
に
向
っ
て
自
己
の
優
越
な
る
妥
当
を
誇
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
価
値
の
問
題
を
事
実

に
訴
え
て
決
し
よ
う
と
す
る
限
り
、
我
々
は
到
底
相
対
主
義
の
範
囲
を
出
で
得
な
い
の
で
あ
る
。
相
対
主
義
の
道

は
、
懐
疑
主
義
の
迷
路
に
、
更
に
は
虚
無
主
義
の
深
淵
に
つ
ら
な
る
で
あ
ろ
う
。
永
劫
な
る
時
の
流
の
中
に
み
ず

か
ら
身
を
投
じ
て
、
波
の
ま
に
ま
に
浮
き
沈
み
す
る
限
り
な
き
事
象
を
臨
む
な
ら
ば
、
我
々
も
ま
た
、
嘗
て
デ
ィ

ル
タ
イ
が
告
白
し
た
よ
う
に
、「
価
値
の
無
政
府
状
態
」
を
嘆
か
ず
に
は
い
ら
れ
ぬ
で
あ
ろ
う
。
事
実
の
外
に
足

を
踏
み
出
そ
う
と
し
な
い
歴
史
主
義
は
、
畢
竟
自
己
の
踏
む
べ
き
如
何
な
る
足
場
も
な
い
の
に
気
附
か
な
い
の
で

あ
る
。
普
遍
妥
当
的
な
る
価
値
は
、
我
々
は
こ
れ
を
歴
史
を
超
越
し
た
領
域
に
於
て
求
め
得
る
ば
か
り
で
あ
る
。

右
の
考
察
は
私
を
お
の
ず
か
ら
永
遠
な
る
妥
当
の
国
、
超
越
的
な
る
価
値
の
世
界
へ
導
い
て
く
れ
た
。
こ
こ

に
我
々
は
こ
の
よ
う
な
価
値
が
存
在
す
る
か
否
か
を
議
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
規
範
の
樹
立
は
自
体
に
於
て
妥

当
す
る
価
値
の
実
現
に
対
す
る
我
々
自
身
の
義
務
の
感
情
か
ら
出
発
す
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
故
に
か
か
る

価
値
の
承
認
は
た
だ
こ
の
義
務
の
承
認
そ
の
も
の
か
ら
し
て
の
み
基
礎
付
け
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
義
務

そ
れ
自
身
に
つ
い
て
争
う
こ
と
は
無
意
味
で
あ
る
。
そ
れ
は
た
だ
承
認
さ
れ
る
か
、
若
く
は
単
に
否
認
さ
れ
る
か

で
あ
る
。
し
か
し
私
は
な
お
も
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
、
普
遍
妥
当
的
価
値
の
概
念
は
私
が
提
出
し
た
個
性
の
問
題
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を
十
分
に
解
決
す
る
で
あ
ろ
う
か
。

価
値
の
普
遍
性
と
必
然
性
と
を
特
に
高
調
し
た
の
は
、
知
ら
る
る
通
り
、
カ
ン
ト
で
あ
る
。
彼
は
経
験
的
歴

史
的
研
究
に
学
的
性
質
を
認
め
な
か
っ
た
た
め
、
そ
れ
だ
け
強
く
価
値
の
客
観
性
を
主
張
し
た
。
カ
ン
ト
は
理
性

の
先
験
的
必
然
性
と
そ
れ
の
帰
結
に
の
み
我
々
が
認
識
し
得
る
規
範
的
真
理
を
み
た
。
し
か
も
こ
の
場
合
理
性
が

抽
象
的
、
形
式
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
た
た
め
、
普
遍
妥
当
的
な
る
も
の
は
一
般
的
な
も
の
、
法
則
的
な
も
の
に

於
て
の
み
承
認
さ
れ
た
。彼
の
価
値
概
念
の
構
成
は
著
し
く
合
理
的
傾
向
を
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。

個
性
の
問
題
に
関
し
て
も
カ
ン
ト
は
結
局
こ
の
合
理
主
義
の
範
囲
を
脱
し
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
人
格
の
価
値

は
そ
れ
が
凡
て
の
人
に
妥
当
す
る
格
率
に
従
う
と
こ
ろ
に
、
或
い
は
そ
れ
の
意
志
が
普
遍
的
に
立
法
的
で
あ
る
と

こ
ろ
に
存
在
す
る
、
と
彼
の
倫
理
説
は
教
え
る
。
カ
ン
ト
は
云
っ
た
、「
或
る
人
格
に
対
す
る
一
切
の
尊
敬
は
本

来
た
だ
彼
が
我
々
に
そ
れ
に
つ
い
て
例
を
与
え
る
よ
う
な
法
則
に
対
す
る
尊
敬
で
あ
る
。（
３
）」

個
性
の
価
値
の
本
質

は
個
性
的
差
異
に
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
つ
ね
に
同
一
な
る
理
性
的
要
素
に
於
て
成
立
す
る
。
即
ち
個
性
は
そ
れ

の
特
殊
性
と
個
別
性
と
に
於
て
評
価
さ
れ
ず
し
て
、
却
っ
て
そ
れ
が
無
数
の
他
の
同
種
の
も
の
と
共
有
す
る
部
分

に
於
て
自
己
の
価
値
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
若
し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
個
性
に
於
け
る
積
極
的
な
も
の
、
非

合
理
的
な
も
の
の
固
有
価
値
は
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
ず
、
個
性
は
終
に
抽
象
的
価
値
の
運
搬
者
、
価
値
普
遍



一
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史
的
観
念
論
の
諸
問
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性
の
伝
達
器
に
過
ぎ
な
く
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
カ
ン
ト
で
は
「
歴
史
的
」（das H

istorische

）
と
は
そ

れ
自
身
価
値
な
き
心
理
的
な
も
の
、
純
粋
に
与
え
ら
れ
た
も
の
若
く
は
偶
然
的
な
も
の
の
謂
で
あ
っ
た
。
然
し
な

が
ら
、
個
性
は
そ
れ
が
普
遍
的
な
価
値
を
担
う
と
い
う
点
で
価
値
が
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
そ
れ
の
独
一
性

に
よ
っ
て
価
値
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
個
性
の
評
価
は
直
ち
に
そ
の
全
体
に
向
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
具
体

的
に
与
え
ら
れ
た
も
の
を
超
え
た
形
式
的
な
も
の
を
目
差
す
べ
き
で
は
な
い
の
で
あ
る（
４
）。

尤
も
我
々
は
、
リ
ッ
カ

ー
ト
な
ど
の
考
え
る
よ
う
に
、
単
な
る
特
殊
と
意
味
あ
る
個
性
と
を
別
つ
原
理
を
普
遍
妥
当
的
価
値
の
概
念
に
定

む
べ
き
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
け
れ
ど
か
く
し
て
選
び
出
さ
れ
た
複
雑
な
歴
史
的
形
象
を
価
値
づ
け
る
標
準
を

普
遍
妥
当
的
価
値
の
概
念
に
お
く
と
い
う
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
特
殊
な
も
の
、
偶
然
的
な
る
も
の
が
真
に
「
歴

史
的
」（das G

eschichtliche

）
と
し
て
意
義
に
充
ち
た
も
の
で
あ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
ら
の
も
の
が
み
ず
か
ら
の

価
値
を
み
ず
か
ら
の
中
か
ら
汲
み
取
る
途
が
示
さ
る
べ
き
で
あ
る
。

個
性
の
基
礎
付
け
を
抽
象
的
普
遍
的
価
値
に
求
め
よ
う
と
す
る
主
張
は
、
更
に
第
二
の
重
大
な
制
限
に
出
会

わ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
個
性
の
意
義
が
抽
象
的
価
値
と
の
適
合
に
於
て
承
認
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
は
、
各
の
個

性
は
同
一
の
価
値
普
遍
性
の
も
と
に
、
単
に
そ
れ
の
類
例
と
し
て
、
他
の
無
数
の
個
性
と
同
列
に
従
属
す
る
に
過

ぎ
な
い
。
こ
の
と
き
互
い
に
滲
透
し
作
用
す
る
文
化
対
象
の
具
体
的
な
る
聯
関
は
解
き
ほ
ぐ
さ
れ
て
、
あ
ら
ゆ
る



一
三
一

個
性
の
問
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個
々
の
対
象
は
つ
ね
に
た
だ
普
遍
的
価
値
に
対
す
る
同
一
な
る
関
係
に
つ
い
て
反
省
さ
れ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
こ

の
場
合
個
性
は
一
の
同
一
の
図
式
若
く
は
類
概
念
の
下
に
包
摂
さ
れ
る
標
型
と
し
て
、
相
互
の
緊
密
な
連
絡
を
欠

い
た
集
合
を
形
づ
く
る
以
上
に
出
で
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
抽
象
的
価
値
の
基
礎
の
上
で
は
我
々
は
文
化
哲
学
的

原ア
ト
ミ
ス
ム
ス

子
説
に
陥
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
我
々
は
こ
の
よ
う
な
原
子
説
ま
た
は
個
人
主
義
を
カ
ン
ト
哲
学
に

於
て
見
出
す
の
で
あ
る
。
我
々
は
勿
論
カ
ン
ト
に
於
て
も
「
道
徳
的
全
体
」
或
い
は
「
倫
理
的
共
同
体
」
な
ど
の

概
念
に
出
会
う
の
で
は
あ
る
が
、彼
は
こ
れ
ら
の
も
の
に
―
―
単
に
形
而
上
学
的
意
義
に
於
て
で
ば
か
り
で
な
く
、

ま
た
倫
理
学
的
、
社
会
哲
学
的
見
地
か
ら
も
―
―
特
殊
な
実
在
性
を
認
め
な
か
っ
た
。
そ
れ
ら
は
独
自
な
文
化
内

容
を
与
え
ら
れ
ず
、
却
っ
て
個
人
の
個
人
と
し
て
の

0

0

0

0

0

0

自
由
を
実
現
す
べ
き
任
務
を
負
わ
さ
れ
た
。
そ
の
限
り
共
同

体
は
畢
竟
倫
理
的
原
子
の
集
合
で
あ
っ
て
、
独
立
な
る
、
実
在
的
な
る
文
化
形
象
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る（
５
）。
し

か
し
個
体
の
意
義
は
同
時
に
個
体
以
上
の
も
の
を
指
し
示
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
個
体
以
上
の
も
の
と
い
う

の
は
、
個
体
の
一
回
性
と
単
一
性
と
に
無
関
係
な
普
遍
者
の
こ
と
で
な
く
、
個
体
を
そ
れ
の
な
く
て
は
な
ら
ぬ
部

分
と
し
て
自
己
の
中
に
含
ん
で
い
る
が
如
き
全
体
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
個
体
は
そ
れ
が
一
の
価
値
全
体
に
於

て
必
然
的
位
置
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
価
値
個
体
で
あ
る
こ
と
が
出
来
る
。
即
ち
個
性
は
己
れ
み

ず
か
ら
他
と
の
無
限
の
関
係
を
保
ち
な
が
ら
そ
れ
が
全
体
の
う
ち
に
於
て
占
め
る
比
び
な
き
地
位
の
た
め
に
個
性
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な
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
個
性
の
基
礎
を
討た
ず

ね
つ
つ
あ
る
者
は
お
の
ず
か
ら
具
体
的
普
遍
（das K

onkret-

A
llgem

eine

）
若
く
は
カ
ン
ト
の
所
謂
綜
合
的
普
遍
（das Synthetisch-A

llgem
eine

）
の
思
想
に
思
い
及
ぶ
で
あ

ろ
う
。

カ
ン
ト
は
人
間
的
な
比
量
的
悟
性
が
分
析
的
普
遍
（das A

nalytisch-A
llgem

eine

）
か
ら
特
殊
に
向
っ
て
ゆ

か
ね
ば
な
ら
ぬ
に
反
し
て
、
神
的
な
直
観
的
悟
性
に
あ
っ
て
は
綜
合
的
普
遍
か
ら
特
殊
へ
の
道
が
与
え
ら
れ
て
い

る
と
考
え
た
。
人
間
悟
性
に
於
て
は
普
遍
は
特
殊
の
共
通
相
が
分
析
さ
れ
て
生
れ
る
抽
象
的
普
遍
で
あ
る
が
、
神

的
悟
性
に
と
っ
て
は
そ
れ
は
全
体
と
し
て
部
分
に
臨
む
具
体
的
普
遍
を
意
味
す
る
。
直
観
的
悟
性
の
論
理
の
著
し

い
性
質
は
、
そ
こ
で
は
特
殊
の
非
合
理
性
の
問
題
が
残
な
く
解
決
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る

特
殊
が
一
の
完
了
し
た
、統
一
あ
る
全
体
の
中
で
一
義
的
な
、必
然
的
な
位
置
を
保
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、我
々

は
も
は
や
如
何
な
る
非
合
理
性
を
も
思
う
余
地
を
も
た
な
い
。
こ
の
と
き
各
の
部
分
は
全
体
を
要
求
し
且
つ
部
分

部
分
を
互
い
に
要
求
す
る
。
そ
れ
と
共
に
全
体
は
ま
た
部
分
を
要
求
し
且
つ
各
の
部
分
を
し
て
互
い
に
要
求
せ
し

め
る
。
一
切
の
特
殊
は
一
個
の
統
一
体
の
必
要
な
る
成
素
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
全
体
か
ら
、
ま
た
互
い
に
他
か
ら
、

要
求
せ
ら
れ
、
制
約
せ
ら
れ
る
が
故
に
、
相
率
い
て
合
理
化
の
系
列
に
這
入
っ
て
い
る
と
考
え
得
ら
れ
よ
う
。
こ

の
場
合
全
体
の
内
包
と
外
延
と
は
等
し
く
な
り
、
外
延
が
拡
ま
る
に
応
じ
て
内
包
も
充
ち
て
ゆ
き
、
従
っ
て
普
遍
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的
な
も
の
ほ
ど
具
体
的
で
あ
る
と
見
做
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
直
観
的
悟
性
の
こ
の
よ
う
な
論
理
を
最
も
模
範

的
に
説
い
た
の
は
言
う
ま
で
も
な
く
ヘ
ー
ゲ
ル
で
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
分
析
的
論
理
に
よ
っ
て
は
概
念
は
空
虚
と
な
り
、
形
式
か
ら
内
容
へ
の
移
行
は
不
可
能
で
あ
り
、

特
殊
の
非
合
理
性
は
打
勝
た
れ
な
い
の
を
明
ら
か
に
洞
察
し
た
。
然
し
こ
の
と
き
、
ひ
と
お
も
い
に
ス
ピ
ノ
ザ
の

実
体
或
い
は
シ
ェ
リ
ン
グ
の
絶
対
者
の
観
念
に
趨は
し

る
の
は
、
凡
て
の
特
定
の
内
容
を
全
く
無
駄
な
も
の
と
し
て
自

己
の
中
に
呑
込
ん
で
し
ま
う
、
暗
き
形
な
き
淵
に
落
ち
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
有
限
な
る
も
の
は
そ
の

中
へ
迎
え
入
れ
ら
れ
は
す
る
が
、
如
何
な
る
現
実
の
も
の
も
そ
の
中
か
ら
出
て
来
な
い
。
特
殊
の
非
合
理
性
が
分

析
的
論
理
の
解
き
難
き
謎
で
あ
る
よ
う
に
、有
限
者
の
問
題
は
無
世
界
論
的
形
而
上
学
の
越
え
得
ざ
る
躓
つ
ま
ず
きで
あ
る
。

同
時
に
こ
の
謎
を
解
き
、
こ
の
躓
を
越
え
る
た
め
に
は
、
一
方
で
は
抽
象
的
普
遍
の
思
想
を
す
て
て
具
体
的
全
体

の
原
理
を
樹
て
、
他
方
で
は
こ
の
原
理
を
動
か
ぬ
も
の
、
出
来
上
っ
た
も
の
と
み
ず
、
却
っ
て
そ
れ
に
原
始
的
運

動
、
本
原
的
発
展
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
弁
証
法
的
発
展
を
遂
げ
る
と
考
え
た
「
概
念
」
は
恰

も
斯
く
の
如
き
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
概
念
そ
の
も
の
が
全
世
界
過
程
、
そ
れ
の
頂
上
に
立
つ
人
間
文
化
を

実
現
す
る
力
で
あ
る
、
そ
し
て
世
界
を
生
産
し
展
開
す
る
力
と
し
て
の
概
念
の
運
動
の
節
奏
は
、
自
己
を
実
現
す

る
思
想
の
論
理
的
弁
証
法
に
従
う
、
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
論
じ
た
。
そ
れ
で
は
こ
の
よ
う
な
具
体
的
普
遍
を
基
礎
と
し
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史
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観
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て
個
性
の
成
立
は
如
何
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
既
に
カ
ン
ト
は
直
観
的
悟
性
の
論
理
の
構
造
を
有
機

体
に
於
て
み
た
。
有
機
体
に
於
て
は
そ
の
部
分
の
如
何
な
る
も
の
も
無
用
な
も
の
は
な
く
、
凡
て
そ
れ
自
身
目
的

で
あ
っ
て
ま
た
同
時
に
互
い
に
手
段
で
あ
る
。
論
理
と
事
実
と
を
合
一
し
、
更
に
そ
れ
を
価
値
と
同
一
視
し
た
ヘ

ー
ゲ
ル
が
、
文
化
的
個
性
的
形
象
を
有
機
的
統
一
的
に
組
織
し
た
の
は
最
も
自
然
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
国
家
は
有

機
体
で
あ
る
。
即
ち
そ
れ
の
差
別
相
へ
の
理
念
の
発
展
で
あ
る
。
国
家
は
実
在
的
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
の
実
在

性
は
全
体
の
関
心
が
特
殊
の
目
的
の
中
に
自
己
を
実
現
す
る
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
。
実
在
性
と
は
い
つ
で
も
普
遍

性
と
特
殊
性
と
の
統
一
、
特
殊
性
に
於
け
る
普
遍
性
の
顕
現
で
あ
る
、
な
ど
と
彼
は
語
っ
て
い
る（
６
）。
然
し
私
は
い

ま
一
度
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
、
具
体
的
普
遍
の
概
念
は
果
た
し
て
完
全
に
個
性
の
基
礎
付
け
を
な
し
得
る
で
あ
ろ

う
か
。

具
体
的
普
遍
の
思
想
に
対
し
て
誰
も
が
先
ず
想
い
起
す
の
は
、
カ
ン
ト
の
我
々
に
い
い
の
こ
し
た
注
意
で
あ

る
。
一
切
の
雑
多
を
ば
綜
合
的
普
遍
の
立
場
か
ら
直
観
的
に
統
一
す
る
と
こ
ろ
の intellectus archetypus 

【
原
型

的
知
性
】
は
、
所
与
の
多
様
を
た
だ
抽
象
的
普
遍
に
従
っ
て
綜
合
す
る
と
こ
ろ
の
人
間
の
比
量
的
な
る intellectus 

ectypus 

【
模
像
的
知
性
】
に
と
っ
て
単
に
一
の
理
念
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い（
７
）。

具
体
的
全
体
は
、
無
制
約
者
と
し
て
の

原
理
を
定
立
す
る
能
力
で
あ
る
理
性
の
、
必
然
的
で
は
あ
る
が
し
か
し
解
決
さ
れ
る
こ
と
な
き
課
題
の
表
象
と
し
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て
の
み
可
能
で
あ
る
。
目
的
の
実
現
に
統
一
さ
れ
る
実
在
の
全
体
と
い
う
こ
と
は
、
我
々
は
た
だ
こ
れ
を
統
制
的

原
理
と
し
て
考
え
得
る
ば
か
り
で
あ
っ
て
、
遽に
わ
かに

こ
れ
を
も
っ
て
構
成
的
原
理
と
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
若
し

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
具
体
的
普
遍
の
観
念
を
導
き
入
れ
て
普
遍
と
特
殊
と
の
当
体
的
な
る
相
互
的
依
属
の
関
係

を
定
め
、
特
殊
を
剰
す
と
こ
ろ
な
く
合
理
化
し
よ
う
と
す
る
企
て
は
、
疑
い
も
な
く
一
個
の
形
而
上
学
で
あ
る
。

論
理
学
は
自
然
と
有
限
精
神
と
の
創
造
以
前
に
於
け
る
神
の
永
遠
の
本
質
を
展
開
す
る
。
こ
の
ロ
ゴ
ス
自
体

の
発
展
を
も
っ
て
直
ち
に
創
造
さ
れ
た
現
実
の
世
界
へ
踏
み
入
ろ
う
と
す
る
と
き
、
我
々
は
我
々
を
遮
る
如
何
な

る
溝
渠
に
も
出
会
わ
ぬ
で
あ
ろ
う
か
。
個
性
は
何
等
か
の
意
味
で
価
値
形
象
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
従
っ
て

個
性
の
問
題
に
と
っ
て
特
殊
の
非
合
理
性
を
悉
く
合
理
化
し
得
る
も
の
は
、
単
に
特
殊
の
論
理
的
非
合
理
的
を
合

理
化
し
得
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ま
た
そ
れ
の
価
値
的
非
合
理
的
を
も
合
理
化
し
得
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
人

類
の
歴
史
を
顧
み
る
と
き
、
我
々
は
多
く
の
反
価
値
的
な
る
も
の
を
見
る
。
歴
史
に
意
味
を
与
え
た
多
く
の
人
々

に
於
て
、
我
々
は
自
然
的
な
も
の
、
人
間
的
な
ら
ぬ
も
の
を
知
る
。「
舞
踏
す
る
星
を
産
む
こ
と
が
出
来
る
た
め

に
は
、
ひ
と
は
自
己
の
中
に
混
沌
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
ニ
ー
チ
ェ
の
云
っ
た
よ
う
に
、
嫉
妬
や
憎
悪
、
名

誉
心
や
競
争
心
な
ど
の
暗
き
、
形
な
き
情
欲
の
中
か
ら
、
屡
々
歴
史
に
於
け
る
大
い
な
る
も
の
、
目
覚
ま
し
き
も

の
は
輝
き
出
で
た
。「
悪
こ
そ
最
も
高
き
創
造
者
に
と
っ
て
最
も
堅
き
石
で
あ
る
。」
デ
ィ
オ
ニ
ソ
ス
的
な
も
の
が
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創
造
的
な
も
の
で
あ
り
、
創
造
的
な
も
の
の
意
志
は
悲
劇
的
な
も
の
へ
の
意
志
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
も
ま
た
「
世

界
に
於
け
る
如
何
な
る
偉
大
な
る
も
の
も
情
ラ
イ
デ
ン
シ
ャ
フ
ト
欲
【Leidenschaft

】
な
し
に
は
成
し
遂
げ
ら
れ
な
か
っ
た
」
と
語
っ

て
い
る（
８
）。
そ
し
て
彼
は
個
人
が
自
己
の
気
随
な
、
特
殊
な
目
的
を
求
め
そ
し
て
満
足
さ
せ
な
が
ら
、
終
極
は
一
層

高
き
も
の
の
道
具
若
く
は
傀か
い
ら
い儡
と
し
て
そ
れ
の
客
観
的
な
計
画
の
実
現
に
協
力
す
る
こ
と
を
理
性
の
狡
智
（List 

der Vernunft

）
と
呼
ん
だ
。
普
遍
的
な
理
念
は
個
体
の
意
欲
の
対
立
や
闘
争
を
通
し
て
自
己
を
害
う
こ
と
な
く
自

己
の
企
図
を
成
就
す
る
の
で
あ
る
。
現
実
の
歴
史
に
現
れ
る
こ
の
よ
う
な
非
合
理
性
は
如
何
に
考
え
ら
る
べ
き
で

あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
が
論
理
的
に
解
決
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
は
こ
の
非
合

理
性
を
合
理
化
し
、
そ
れ
を
概
念
の
必
然
性
の
中
に
取
入
れ
得
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
然
し
な
が
ら
特
殊
の

論
理
的
非
合
理
的
に
あ
る
べ
き
位
置
を
示
し
得
た
具
体
的
普
遍
の
観
念
も
、
そ
れ
の
価
値
的
非
合
理
的
に
安
ら
う

べ
き
住
家
を
与
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
我
々
も
固
よ
り
普
遍
が
た
だ
特
殊
を
介
し
て
の
み
実
現
さ
れ
得

る
こ
と
を
承
認
す
る
。
け
れ
ど
合
理
的
理
念
が
何
故
に
反
価
値
的
特
殊
的
を
通
し
て
自
己
を
貫
徹
せ
ね
ば
な
ら
ぬ

か
の
必
然
性
は
、
我
々
は
こ
れ
を
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
摂
理
の
表
象
に
遁
れ
る
こ

と
は
許
さ
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
摂
理
或
い
は
摂
理
の
計
画
と
い
う
言
葉
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
も
云
っ
た
よ
う
に
、

要
す
る
に
我
々
に
は
認
識
し
得
ぬ
も
の
、
把
捉
し
難
き
も
の
を
言
い
表
す
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る（
９
）。
理
性
の
狡
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智
と
い
う
こ
と
は
、
た
と
い
そ
れ
が
理
性
の
も
の
で
あ
る
に
し
て
も
、
狡
智
は
や
は
り
狡
智
で
あ
っ
て
、
我
々
は

そ
れ
を
概
念
的
合
理
的
に
演
繹
す
べ
き
途
を
知
ら
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
神テ
オ
デ
ィ
ツ
ュ
ー

義
論
【Theodizee

】
が
失
敗
に
終
っ
た
よ

う
に
、
彼
も
ま
た
歴
史
的
神
義
論
に
躓
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。「
神
の
悟
性
の
中
に
は
体
系
が
あ
る
。

し
か
し
神
自
身
は
体
系
で
は
な
く
、
却
っ
て
生
命
で
あ
る
」
と
シ
ェ
リ
ン
グ
が
云
っ
た
。
神
の
悟
性
は
人
間
の
悟

性
に
対
し
て
は
遥
か
な
る
理
念
で
あ
る
。我
々
の
直
接
に
交
わ
る
こ
と
が
出
来
る
の
は
生
命
と
し
て
の
神
で
あ
る
。

そ
れ
故
に
世
界
の
全
き Vernünftigkeit  

【
合
理
性
】
と
い
う
こ
と
は
た
だ
生
け
る
信
仰
と
し
て
、
若
く
は
人
間
認

識
の
指
導
的
理
念
と
し
て
の
み
可
能
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
の
み
な
ら
ず
具
体
的
普
遍
の
概
念
は
結
局
個
性
の
意
義
と
権
威
と
を
抑
圧
し
否
定
す
る
こ
と
に
な
り
は

し
な
い
か
。
個
体
は
具
体
的
普
遍
の
立
場
か
ら
は
、
自
体
に
於
て
完
了
せ
る
統
一
形
象
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
超
個

的
全
体
の
形
而
上
学
的
根
柢
か
ら
切
離
さ
れ
て
は
、
独
立
せ
ざ
る
部
分
形
象
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
と
き
特

殊
は
普
遍
の
制
限
と
し
て
成
立
す
る
が
故
に
、
有
限
な
る
個
体
に
対
し
て
絶
対
的
標
準
と
本
体
論
的
基
礎
と
を
与

え
る
も
の
は
無
限
な
る
超
個
的
全
体
で
あ
る
。
個
体
は
そ
れ
み
ず
か
ら
で
は
空
虚
で
あ
り
、
消
極
的
で
あ
る
。
こ

の
空
虚
と
消
極
性
と
を
避
け
る
た
め
に
は
、
ひ
と
は
全
き
隷
属
に
甘
ん
ず
る
奴
隷
に
身
を
卑
し
め
て
、
客
観
的
な
、

普
遍
的
な
精
神
的
有
機
体
の
中
に
這
入
っ
て
ゆ
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
個
人
の
価
値
は
そ
れ
が
民
族
の
精
神
に
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適
従
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
こ
れ
の
代
表
者
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、
全
体
の
仕
事
の
一
つ
の
位
置
を
分
た
れ
て
い
る

と
こ
ろ
に
存
在
す
る
。
寧
ろ
我
々
は
進
ん
で
、「
誰
も
地
球
を
飛
び
越
え
る
こ
と
の
出
来
ぬ
よ
う
に
、
如
何
な
る

人
も
彼
の
民
族
の
精
神
を
飛
び
越
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
」、
と
論
ず
べ
き
で
あ
ろ
う
。
あ
ら
ゆ
る
個
人
は
一
層

高
き
必
然
性
の
「
赤
き
糸
」
に
揺
ら
れ
る
傀
儡
で
あ
る
。
有
機
的
全
体
の
美
と
優
越
と
が
称
え
ら
れ
る
限
り
、
個

体
は
そ
の
自
由
と
独
立
と
を
奪
わ
れ
て
、
終
に
民
族
精
神
若
く
は
国
家
の
手
段
ま
た
は
道
具
と
し
て
の
意
味
し
か

も
ち
得
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
然
し
な
が
ら
、
現
実
の
歴
史
に
於
け
る
幾
多
の
天
才
と
英
雄
と
は
国
家
を
蔑
す
る

自
由
と
時
代
を
嘲
け
る
独
立
と
の
祝
日
を
祝
っ
た
。
我
々
は
偉
人
が
歴
史
を
作
り
、
時
代
を
産
ん
だ
の
を
知
っ
て

い
る
。
更
に
価
値
の
見
地
に
立
つ
な
ら
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
云
っ
た
よ
う
に
、
個
人
は
他
の
多
く
の
個
人
よ
り
も
聡

く
は
あ
り
得
る
が
、
民
族
精
神
に
優
る
こ
と
が
出
来
ぬ
、
と
は
考
え
難
い
の
で
あ
る
。
我
々
の
歴
史
的
経
験
は
理

念
が
、
常
に
そ
し
て
必
ず
、
個
人
の
意
識
に
於
て
よ
り
も
民
族
の
精
神
に
於
て
特
に
勝
れ
て
現
れ
る
と
い
う
こ
と

を
保
証
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
理
念
は
、
或
る
時
に
は
初
め
は
あ
る
か
な
き
か
の
影
を
ひ
き
、
よ
う
よ
う
に
し
て
鮮

か
に
な
り
ゆ
き
、
終
に
は
異
な
っ
た
場
所
、
異
な
っ
た
境
遇
に
あ
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
同
じ
光
に
照
し
出
す
見
紛

う
べ
く
も
な
い
全
体
の
傾
向
と
し
て
、
他
の
時
に
は
然
し
な
が
ら
、
そ
の
広
さ
に
於
て
、
そ
の
高
さ
に
於
て
、
そ

れ
に
随
い
つ
つ
あ
る
諸
も
ろ
も
ろの
事
情
か
ら
は
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
孤
独
な
る
生
産
力
と
し
て
、自
己
を
啓
示
す
る
。我
々
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は
寧
ろ
個
人
の
社
会
に
対
す
る
独
立
、
個
人
意
識
の
社
会
意
識
か
ら
の
解
放
が
最
も
勇
し
く
要
求
せ
ら
れ
、
主
張

せ
ら
れ
る
と
き
こ
そ
、
理
念
が
最
も
力
強
く
輝
き
出
る
と
き
で
あ
る
と
云
う
べ
き
で
あ
る
。
カ
ン
ト
が
原
人
の
堕

落
を
も
っ
て
人
間
歴
史
の
臆
測
的
端
初
と
見
做
し
た
の
は
単
な
る
神
話
の
解
釈
以
上
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
で
あ

ろ
う
。

普
遍
妥
当
的
価
値
の
観
念
も
具
体
的
普
遍
の
概
念
も
共
に
十
分
に
個
性
の
概
念
を
基
礎
付
け
る
こ
と
が
出
来

な
か
っ
た
。
そ
れ
で
は
我
々
は
い
っ
た
い
如
何
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
暫
ら
く
迂
回
し
た
道
を
辿
っ
て
私
の

考
を
進
め
て
み
た
い
と
思
う
。

二

個
性
の
根
柢
に
何
等
か
の
意
味
で
価
値
の
概
念
を
欠
き
得
な
い
の
は
恐
ら
く
何
人
も
承
認
す
る
と
こ
ろ
で
あ

ろ
う
。
然
る
に
価
値
に
関
し
て
我
々
に
は
そ
れ
ら
相
互
の
間
の
相
違
、
敵
対
乃
至
は
二ア
ン
チ
ノ
ミ
ー

律
背
反
の
問
題
が
課
せ
ら

れ
て
い
る
。
芸
術
と
道
徳
と
の
反
対
は
「
芸
術
の
た
め
の
芸
術
」
と
い
う
主
張
と
「
人
生
の
た
め
の
芸
術
」
と
い

う
主
張
と
の
対
立
と
な
っ
て
屡
々
論
ぜ
ら
れ
た
。
道
徳
が
在
る
も
の
と
在
る
べ
き
も
の
と
の
絶
え
ざ
る
反
目
を
語

っ
て
人
々
を
限
り
な
き
奮
闘
に
誘
お
う
と
す
る
と
き
、
宗
教
は
存
在
と
当
為
と
の
あ
ら
ゆ
る
矛
盾
を
超
越
し
た
聖
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処
に
於
て
自
足
せ
る
統
一
と
円
満
な
る
調
和
と
に
安
ら
う
べ
き
を
説
く
。
宗
教
が
把
握
し
難
き
も
の
、
探
求
し
得

ぬ
も
の
を
静
か
に
崇
め
よ
う
と
す
る
に
反
し
て
、
学
問
は
凡
て
の
神
秘
と
闇
黒
と
を
概
念
の
力
に
よ
っ
て
貫
こ
う

と
す
る
。
学
問
と
芸
術
と
が
歴
史
的
活
動
と
文
化
的
生
産
と
を
重
ん
ず
る
に
対
し
て
、
道
徳
殊
に
宗
教
は
多
く
の

場
合
内
面
的
完
成
と
自
然
的
静
観
と
を
貴
ん
で
い
る（
１
０
）。
種
々
な
る
価
値
の
間
に
存
在
す
る
こ
の
よ
う
な
関
係
に
注

目
す
る
な
ら
ば
、
我
々
は
お
の
ず
か
ら
価
値
の
体
系
の
問
題
に
思
い
及
ば
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
諸
の
価
値

の
間
に
存
在
す
る
一
切
の
矛
盾
を
ひ
と
つ
の
論
理
的
弁
証
法
的
矛
盾
と
考
え
て
こ
れ
を
組
織
し
統
一
す
る
こ
と
、

我
々
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
の
如
く
に
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
或
い
は
我
々
は
価
値
相
互
の
間
に
如
何
な
る
次
序
も

段
階
も
設
け
る
こ
と
が
出
来
ぬ
と
論
じ
て
、
そ
の
間
に
単
な
る
並
立
関
係
の
み
を
認
む
べ
き
で
あ
ろ
う
か（
１
１
）。

文
化

哲
学
的
考
察
に
と
っ
て
興
味
あ
る
、
し
か
し
困
難
な
る
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
私
は
い
ま
そ
の
全
般
に
亙
っ
て
論

議
す
る
こ
と
を
得
な
い
が
、
少
な
く
と
も
種
々
な
る
価
値
を
結
合
し
得
べ
き
ひ
と
つ
の
中
心
を
求
め
、
そ
の
結
合

せ
ら
る
べ
き
根
拠
を
尋
ね
る
こ
と
は
、
私
の
当
面
の
問
題
に
重
要
な
関
係
を
も
っ
て
い
る
か
の
如
く
見
え
る
。

我
々
は
凡
て
の
対
象
に
関
し
て
そ
の
作
用
の
方
面
を
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
る
に
普
遍
妥
当
的
な
価

値
を
要
求
し
産
出
す
る
能
力
は
通
常
理
性
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
あ
ら
ゆ
る
理
性
的
活
動
の
共
通
の
本
質
は
そ
れ
の

自
律
性
に
存
在
す
る
。
こ
こ
に
自
律
性
と
い
う
の
は
則
ち
自
由
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
一
切
の
自
由
な
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る
、
自
律
的
な
る
作
用
は
、
然
し
な
が
ら
、
ひ
と
つ
の
人
格
的
統
一
に
於
て
結
合
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

絶
対
に
自
由
に
し
て
自
律
的
な
る
作
用
は
、
他
か
ら
限
定
し
能
わ
ぬ
、
そ
れ
自
身
に
於
て
無
限
な
る
、
従
っ
て
完

全
な
る
作
用
で
あ
っ
て
、
我
々
は
こ
れ
を
対
象
化
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
苟
も
対
象
化
さ
れ
得
る
も
の
は
他
に

よ
っ
て
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
我
々
が
分
析
し
定
義
す
る
こ
と
の
出
来
ぬ
凡
て
の
完
全
な
る
作
用
は
一
つ
の

主
体
に
結
合
す
る
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
二
つ
の
も
の
が
両
立
し
な
い
と
い
い
得
る
に
は
、

こ
の
二
者
を
分
析
し
限
定
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
絶
対
な
る
無
限
な
る
作
用
を
分
析
し
限
定
す
る
こ

と
は
許
さ
れ
な
い
。
そ
れ
か
と
い
っ
て
一
を
他
と
比
較
す
る
こ
と
な
く
し
て
そ
れ
自
身
に
於
て
二
つ
の
も
の
が
両

立
し
得
な
い
と
い
う
こ
と
を
知
る
こ
と
も
出
来
ぬ
。
自
由
な
る
作
用
相
互
の
間
の
矛
盾
は
論
理
的
に
証
明
も
さ
れ

ず
、
ま
た
直
観
的
に
理
解
も
さ
れ
な
い
か
ら
、
一
切
の
自
由
な
る
作
用
は
一
つ
の
主
体
に
結
合
す
る
こ
と
が
可
能

で
あ
る
。
我
々
は
こ
の
よ
う
な
主
体
を
神
若
く
は
世
界
理
性
と
見
做
す
こ
と
が
出
来
よ
う
。
そ
れ
自
身
の
種
類
に

於
て
（in suo genere

）
無
限
な
る
種
々
な
る
当
為
の
意
識
は
、
絶
対
に
無
限
な
る
神
若
く
は
世
界
理
性
に
於
て

自
由
な
る
統
一
を
遂
げ
る
の
で
あ
る（
１
２
）。
諸
の
価
値
の
間
の
矛
盾
や
対
立
は
そ
れ
が
文
化
形
象
と
し
て
対
象
化
さ
れ

た
場
合
に
現
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
客
観
化
さ
れ
る
こ
と
な
き
純
粋
主
観
の
方
面
に
あ
っ
て
は
そ
れ
ら
は
凡
て
完
全

に
調
和
さ
れ
結
合
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
人
間
の
文
化
活
動
の
最
後
の
目
的
は
、
自
体
に
於
て
は
同
時
に
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あ
り
そ
し
て
一
つ
で
あ
る
学
問
や
宗
教
や
芸
術
が
、
そ
れ
ら
の
分
離
と
闘
争
と
の
永
い
歴
史
を
通
し
て
、
再
び
最

初
の
完
全
な
統
一
に
到
達
す
る
の
に
あ
る
と
云
い
得
よ
う
。
ヘ
ー
ゲ
ル
も
世
界
歴
史
と
は
自
由
の
意
識
に
於
け
る

進
歩
で
あ
る
と
語
っ
た
。

世
界
理
性
の
あ
ら
ゆ
る
内
容
の
実
現
は
、
然
し
な
が
ら
、
個
人
の
仕
事
で
は
な
く
て
人
類
の
事
業
で
あ
る
。

神
は
た
だ
人
類
に
於
て
自
己
の
一
切
を
啓
示
す
る
。
神
の
意
識
は
人
類
の
意
識
に
の
み
直
接
に
そ
し
て
全
体
と
し

て
結
合
す
る
。
こ
こ
に
謂
う
人
類
と
は
固
よ
り hom

o sapiens 

と
名
づ
け
ら
れ
る
動
物
学
上
ま
た
は
生
物
学
上

の
種
の
統
一
を
意
味
し
は
し
な
い
。
人
間
種
族
の
統
一
的
起
源
の
問
題
が
動
物
学
や
生
物
学
、
乃
至
は
言
語
学
や

人
類
学
に
於
て
如
何
に
決
定
さ
れ
た
に
し
て
も
、
歴
史
哲
学
に
と
っ
て
は
要
す
る
に
無
関
係
で
あ
る
。
全
地
球
に

亙
り
全
世
紀
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
人
間
生
活
が
、
ひ
と
つ
の
自
然
科
学
的
類
概
念
の
も
と
に
包
摂
さ
れ
る
集
合
体

で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
同
じ
意
味
内
容
に
結
合
さ
れ
る
価
値
的
全
体
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と

が
、
我
々
に
と
っ
て
は
重
要
な
の
で
あ
る
。
即
ち
人
類
の
概
念
は
実
在
と
し
て
与
え
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
却

っ
て
理
念
と
し
て
課
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
神
の
無
限
な
る
内
容
の
実
現
に
向
う
理
性
的
存
在
の
統
一
的
全
体

と
い
う
こ
と
は
、
過
去
の
歴
史
に
よ
っ
て
初
め
て
意
識
さ
れ
た
も
の
、
し
か
し
て
未
来
の
歴
史
に
よ
っ
て
ま
さ
に

獲
得
さ
る
べ
き
理
念
で
あ
る
。
寧
ろ
我
々
は
人
類
の
概
念
こ
そ
歴
史
の
概
念
を
可
能
な
ら
し
め
る
ア
プ
リ
オ
リ
で
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あ
る
と
云
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。「
歴
史
は
た
だ
、
一
つ
の
理
想
が
限
り
な
く
多
く
の
迂
回
の
後
に
実
現
さ
れ
る
と

こ
ろ
に
、
し
か
も
個
々
の
も
の
で
は
な
く
、
た
だ
全
体
が
そ
の
理
想
と
合
一
す
る
と
こ
ろ
に
存
在
す
る
」、
と
シ

ェ
リ
ン
グ
は
述
べ
た
。
歴
史
の
意
義
は
個
人
に
よ
っ
て
は
決
し
て
到
達
さ
れ
な
い
理
想
が
種
族
の
共
同
の
努
力
に

よ
っ
て
成
就
さ
れ
る
に
あ
る
。
一
々
の
人
、
個
々
の
民
族
が
如
何
な
る
相
違
を
示
し
、
如
何
な
る
岐
路
に
さ
ま
よ

う
に
し
て
も
、
終
極
は
同
じ
永
遠
の
理
想
に
よ
っ
て
結
合
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
と
き
、
我
々
は
初
め
て
歴
史
の

概
念
を
理
解
し
得
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
人
類
の
理
念
の
内
面
的
構
造
は
如
何
に
考
え
ら
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
先
ず
そ
れ
が
無
数
の
個
体
を

も
っ
て
成
立
し
、
し
か
も
こ
れ
ら
の
個
体
が
そ
れ
ぞ
れ
自
由
な
る
主
体
で
あ
る
べ
き
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
こ
れ
ら
の
主
体
は
絶
対
無
限
に
自
由
な
の
で
は
な
く
、
そ
れ
自
身
の
種
類
に
於
て
（in suo genere

）
自

由
で
あ
る
と
見
做
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
い
ま
こ
の
よ
う
な
個
体
の
概
念
を
理
解
す
る
た
め
に
、
私
は
カ

ン
ト
の
叡
智
的
性
格
（intelligibler C

harakter

）
の
概
念
を
想
い
起
し
て
み
よ
う
。
カ
ン
ト
は
彼
の
先
験
的
観
念

論
の
見
地
か
ら
個
体
に
つ
い
て
も
現
象
と
し
て
の
経
験
的
性
格
（em

pirischer C
harakter

）
と
物
自
体
と
し
て
の

叡
智
的
性
格
と
を
区
別
し
、
そ
し
て
叡
智
的
性
格
は
経
験
的
性
格
に
相
応
し
て
い
る
と
論
じ
た
。
経
験
的
性
格

が
現
象
と
し
て
悉
く
因
果
必
然
性
に
制
約
さ
れ
て
い
る
に
反
し
て
、
叡
智
的
性
格
は
物
自
体
と
し
て
あ
ら
ゆ
る
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時
間
の
規
定
を
脱
し
て
自
由
で
あ
る
。
然
る
に
か
か
る
本
体
論
的
意
義
を
担
う
先
験
的
自
由
（transcendentale 

Freiheit
）
の
観
念
に
対
し
て
、
目
的
論
的
意
義
を
有
す
る
実
践
的
自
由
（praktische Freiheit

）
の
観
念
が
明
確

に
深
邃
に
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
彼
は
叡
智
界
と
経
験
界
と
の
関
係
を
ま
た
本
体
論
的
に
で
は
な
く
目
的

論
的
に
解
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
悟
性
界
の
一
員
と
し
て
の
私
の
一
切
の
行
為
は
純
粋
意
志
の
自
律
の
原
理
に
完

全
に
一
致
し
て
い
る
、
と
カ
ン
ト
は
い
う
。
理
念
と
し
て
の
実
践
的
自
由
の
維
持
者
で
あ
る
叡
智
的
性
格
は
同
じ

く
理
念
と
見
做
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
が
時
間
を
超
越
す
る
と
い
う
の
は
価
値
が
永
遠
で
あ
る
と
い
う
意
味
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
叡
智
的
性
格
が
自
由
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
一
方
で
は
そ
れ
が
互
い
に
他
か
ら
区
別
さ
れ

る
個
性
と
し
て
一
般
的
な
概
念
や
法
則
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
他
方
で
は
そ
れ
の
特
殊

的
な
自
己
規
定
が
た
だ
そ
れ
自
身
に
於
て
価
値
に
充
ち
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
叡
智
的
性
格
は
絶

対
的
な
個
性
で
あ
り
な
が
ら
同
時
に
絶
対
的
な
価
値
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
然
し
こ
の
こ
と
は
如
何
に
し
て

可
能
で
あ
ろ
う
か
。

私
は
カ
ン
ト
の
よ
う
に
叡
智
的
性
格
の
概
念
が
普
遍
的
な
道
徳
法
の
概
念
に
よ
っ
て
基
礎
付
け
ら
れ
る
と
は

思
わ
な
い
。
若
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
フ
ィ
ヒ
テ
も
考
え
た
よ
う
に
、
凡
て
の
人
間
が
完
全
に
な
り
得
た
な
ら

ば
、
彼
等
が
彼
等
の
最
高
の
そ
し
て
最
後
の
目
的
を
達
す
る
こ
と
が
出
来
た
な
ら
ば
、
彼
等
は
互
い
に
全
く
等
し
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く
な
り
、
従
っ
て
各
の
人
間
は
も
は
や
個
性
で
あ
る
こ
と
を
や
め
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
個
性
の
意
義

が
超
個
人
的
価
値
に
求
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
純
な
る
自
我
と
は
個
人
か
ら
個
人
へ
の
一
切
の
差
別
を
失
っ
た
も

の
、
単
に
人
間
性
と
い
う
一
般
概
念
か
ら
成
立
っ
た
も
の
で
あ
る
と
見
做
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
ば
か
り
で
は

な
く
普
遍
的
法
則
を
も
っ
て
し
て
は
我
々
は
た
か
だ
か
個
々
の
行
為
を
抽
象
的
、
分
離
的
に
評
価
し
得
る
の
み
で

あ
っ
て
、
個
性
の
全
体
を
価
値
づ
け
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
一
々
の
行
為
が
一
般
的
価
値
の
立
場
か
ら
判
断

さ
れ
る
た
め
に
は
、そ
れ
は
そ
れ
の
主
体
か
ら
抽
象
さ
れ
分
離
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
般
化
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、

こ
の
主
体
も
そ
れ
が
こ
の
よ
う
な
普
遍
的
な
類
型
的
な
る
行
為
の
単
な
る
集
合
と
考
え
ら
れ
る
限
り
に
於
て
の
み

一
般
的
価
値
に
よ
っ
て
基
礎
付
け
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
然
し
な
が
ら
個
性
は
個
々
の
行
為
の
有
機
的
統
一
或

い
は
創
造
的
綜
合
の
上
に
成
立
す
る
の
で
あ
り
、
一
々
の
行
為
は
そ
れ
の
源
で
あ
る
主
体
の
全
体
の
意
味
を
つ
ね

に
現
実
に
現
し
て
い
る
も
の
、
そ
し
て
そ
れ
故
に
主
体
と
の
具
体
的
個
性
的
関
係
に
於
て
評
価
さ
る
べ
き
も
の
で

あ
る（
１
３
）。

叡
智
的
性
格
も
そ
れ
が
完
全
な
個
性
で
あ
る
以
上
、
連
続
的
な
る
、
無
限
な
る
、
み
ず
か
ら
完
了
せ
る
主

体
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
凡
て
の
統
一
を
分
離
す
る
こ
と
な
し
に
は
自
己
を
主
張
す
る
を
得
な
い
普
遍
的

価
値
に
そ
の
根
柢
を
お
く
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
実
際
、
個
体
は
自
己
の
基
礎
と
な
る
べ
き
普
遍
者
を
自
己
の
外

に
出
て
尋
ぬ
べ
き
で
は
な
く
、
却
っ
て
自
己
の
根
源
に
還
っ
て
求
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
我
々
は
こ
の
よ
う
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な
普
遍
者
と
し
て
人
類
の
理
念
を
見
出
す
の
で
あ
る
。

若
し
人
類
の
理
念
が
叡
智
的
性
格
の
概
念
を
基
礎
付
け
得
た
と
し
た
な
ら
ば
、
あ
ら
ゆ
る
叡
智
的
性
格
は
各

自
己
の
個
性
を
維
持
し
な
が
ら
人
類
の
理
念
の
根
柢
の
う
ち
に
共
存
す
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
我
々
は
最
初
に

一
切
の
叡
智
的
性
格
が
相
互
に
矛
盾
す
る
こ
と
な
く
存
在
し
得
る
こ
と
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
然
る
に
こ

の
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
叡
智
的
性
格
は
凡
て
完
全
に
自
由
で
あ
る
と
解
さ
れ
た
。
完
全
に
自
由
な
る
も
の
は
自

己
の
中
に
自
己
の
活
動
の
系
列
の
連
続
の
法
則
ま
た
は
自
己
の
発
展
の
充
足
理
由
の
原
理
を
含
ん
で
い
る
。
従

っ
て
そ
れ
は
積
極
的
絶
対
的
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
身
に
よ
っ
て
立
ち
、
他
か
ら
限
定
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
か

ら
、
我
々
は
そ
れ
を
分
析
し
て
他
と
比
較
し
二
者
が
両
立
し
難
い
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
も
出
来
ず
、
さ
り
と
て

そ
れ
を
分
析
せ
ず
し
て
他
と
の
不
両
立
を
直
覚
的
に
認
識
す
る
こ
と
も
出
来
ぬ
が
故
に
、
凡
て
の
自
由
な
る
主
体

は
完
全
に
共
立
し
得
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
真
に
独
立
に
し
て
自
由
な
る
も
の
は
ま
た
よ
く
他
を
立
て
、
他

に
譲
る
も
の
で
あ
る
。
尤
も
こ
の
よ
う
に
云
う
な
ら
ば
我
々
は
も
は
や
叡
智
的
性
格
を
も
っ
て
一
の
対
象
的
存
在

と
見
做
す
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
苟
も
対
象
化
さ
れ
た
も
の
は
既
に
他
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。
他
か
ら
限
定
さ
れ
な
い
完
全
な
る
も
の
は
対
象
的
存
在
で
は
な
く
て
、
却
っ
て
対
象
構
成
の
ア
プ
リ
オ
リ

の
如
き
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
叡
智
的
性
格
は
個
性
的
対
象
を
可
能
な
ら
し
め
る
当
為
で
あ
る
。
勿
論
そ
れ
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は
唯
一
つ
の
自
由
な
る
作
用
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
種
々
の
作
用
を
自
由
に
結
合
し
て
個
性
的
対
象
を
構
成
す
る
、

西
田
教
授
の
所
謂
「
作
用
の
作
用
」
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
叡
智
的
性
格
は
自
然
の
一
般
的
関
係
を
初

め
て
そ
れ
の
動
か
し
難
い
特
殊
性
に
於
て
綜
合
す
る
先
験
的
人
格
で
あ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
が
、 „U

nsere W
elt ist das 

versinnlichte M
aterial unserer Pflicht“ 

と
云
っ
た
如
く
、経
験
的
性
格
は
叡
智
的
性
格
の
具
象
化
で
あ
る
。
我
々

は
個
性
的
対
象
を
機
縁
と
し
て
そ
れ
の
根
柢
に
あ
る
叡
智
的
性
格
を
認
識
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
然
し
な
が
ら

我
々
の
根
源
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
や
が
て
我
々
の
経
験
界
に
於
け
る
行
為
に
よ
っ
て
実
現
さ
る
べ
き
理
念
で

あ
る
。
我
々
は
我
々
の
現
実
の
自
我
を
喜
ば
し
き
愛
を
も
っ
て
肯
定
し
、
そ
し
て
そ
れ
に
即
し
て
我
々
自
身
の
義

務
を
自
覚
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
義
務
は
普
遍
的
形
式
的
な
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
具
体
的
個
性
的
な
る
も

の
で
あ
る
。
汝
の
意
志
の
格
率
が
つ
ね
に
同
時
に
一
般
的
立
法
の
原
理
と
し
て
妥
当
し
得
る
よ
う
に
行
為
せ
よ
、

と
い
う
カ
ン
ト
の
定
言
命
令
を
フ
ィ
ヒ
テ
が
、
汝
の
本
分
に
従
っ
て
行
為
せ
よ
、
と
い
う
言
葉
を
も
っ
て
置
換
え

た
の
も
強
ち
無
意
義
な
こ
と
で
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
あ
ら
ゆ
る
人
間
は
彼
に
固
有
な
、
彼
以
外
の
誰
に
も
属
せ

ぬ
分
前
を
超
感
性
的
存
在
に
於
て
も
っ
て
お
り
、
そ
し
て
こ
の
分
前
は
彼
に
於
て
、
彼
の
絶
え
ざ
る
活
動
と
し
て

現
れ
な
が
ら
、
他
の
者
に
於
け
る
と
は
異
な
っ
た
仕
方
で
と
こ
し
え
に
発
展
す
る
。
私
は
私
の
感
性
的
個
性
の
う

ち
に
私
の
理
想
的
個
性
を
成
長
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
意
味
で
個
々
の
人
々
の
叡
智
的
性
格
は
フ
ィ
ヒ
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テ
が der individuelle C

harakter seiner höheren B
estim

m
ung 

と
名
づ
け
た
も
の
で
あ
る（
１
４
）。

人
類
の
理
念
が
叡
智
的
性
格
の
概
念
を
基
礎
付
け
得
る
た
め
に
は
、
一
切
の
叡
智
的
性
格
は
単
に
互
い
に
矛

盾
す
る
こ
と
な
く
共
存
し
得
る
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
互
い
に
補
足
し
合
っ
て
人
類
の
理
念
の
構
成
的
要
素
と
な
ら

ね
ば
な
ら
な
い
。
人
類
の
理
念
と
叡
智
的
性
格
と
の
関
係
は
こ
の
際
全
体
と
部
分
と
の
関
係
と
見
做
さ
れ
る
。
特

殊
者
は
そ
れ
自
身
に
於
て
絶
対
で
あ
る
が
故
に
、
ま
さ
し
く
そ
の
理
由
で
ま
た
絶
対
者
に
於
て
こ
れ
を
完
成
す
る

組
成
的
部
分
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
然
し
こ
の
こ
と
は
如
何
に
し
て
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
神
は
無
限
な
る
自
由
の

作
用
の
統
一
主
体
と
解
せ
ら
れ
た
。
そ
れ
自
身
の
種
類
に
於
て
自
由
な
る
無
数
の
作
用
の
統
一
主
体
は
必
然
的
に

絶
対
自
由
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。神
は
絶
対
自
由
を
も
っ
て
無
限
な
る
作
用
を
結
合
し
、限
定
し
、特
殊
化
す
る
。

神
は
極
な
く
自
由
で
あ
り
、
し
か
し
て
純
粋
な
る
作
用
は
そ
の
数
を
知
ら
な
い
か
ら
、
神
が
自
由
の
作
用
を
個
性

的
に
限
定
し
、特
殊
的
に
統
一
す
る
仕
方
は
無
限
に
多
く
可
能
で
あ
る
。
叡
智
的
性
格
は
神
の
斯
く
の
如
き
限
定
、

特
殊
化
と
し
て
成
立
す
る
。
種
々
な
る
作
用
が
互
い
に
結
合
さ
れ
て
特
定
の
統
一
を
形
づ
く
る
仕
方
は
無
限
に
多

く
可
能
で
あ
っ
て
、
そ
の
如
何
な
る
結
合
統
一
が
実
現
さ
れ
る
か
は
先
験
的
に
予
想
し
得
ぬ
が
故
に
、
我
々
は
叡

智
的
性
格
を
た
だ
経
験
的
性
格
に
即
し
て
知
る
よ
り
ほ
か
に
道
を
知
ら
な
い
の
で
あ
る（
１
５
）。

歴
史
に
於
け
る
偶
然
性

も
終
極
は
こ
れ
に
基
づ
く
と
考
え
ら
れ
る
。
叡
智
的
性
格
は
限
定
的
結
合
と
し
て
生
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ



一
四
九

個
性
の
問
題

れ
は
自
己
の
中
に
対
象
化
へ
の
堪
え
難
き
欲
求
を
宿
し
て
お
り
、
当
為
と
し
て
の
存
在
か
ら
直
ち
に
対
象
と
し
て

の
存
在
の
実
現
に
向
っ
て
い
る
。
従
っ
て
一
切
の
個
性
的
対
象
は
そ
れ
ぞ
れ an sich 

【
即
自
・
自
身
】
に
於
け
る
叡

智
的
性
格
を
現
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。
こ
こ
に
我
々
が
我
々
の
現
実
の
自
我
の
肯
定
か
ら
我
々
の

義
務
の
自
覚
に
進
む
べ
き
根
拠
は
存
在
す
る
。

D
as Ew

ige regt sich fort in allen,

A
m

 Sein erhalte dich beglückt.

と
ゲ
ー
テ
も
歌
っ
た
【G

oethe:„Verm
ächtnis“

】。
叡
智
的
性
格
は
神
の
無
限
な
る
内
容
の
自
己
制
限
で
あ
る
が

故
に
、
神
と
叡
智
的
性
格
と
の
関
係
は
全
体
と
部
分
と
の
関
係
と
見
做
さ
れ
る
。
神
は
全
体
と
し
て
そ
の
部
分
で

あ
る
個
々
の
個
人
精
神
に
各
特
有
な
仕
方
で
自
己
を
実
現
し
、
部
分
と
し
て
の
諸
の
個
人
精
神
は
い
ず
れ
も
独
自

の
立
場
か
ら
そ
の
全
体
で
あ
る
神
を
自
己
の
中
に
表
現
す
る
。
叡
智
的
性
格
と
神
と
の
こ
の
よ
う
な
関
係
は
や

が
て
そ
れ
と
人
類
の
理
念
と
の
関
係
で
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
神
と
人
類
の
理
念
と
の
関
係
は
フ
ィ
ヒ
テ

の
知
的
直
観
と
し
て
の
自
我
（das Ich als intellektuelle A

nschauung

）
と
理
念
と
し
て
の
自
我
（das Ich als 

Idee

）
と
の
関
係
の
ご
と
く
考
え
ら
れ
得
る
か
ら
で
あ
る（
１
６
）。
知
的
直
観
と
し
て
の
自
我
は
時
間
の
彼
方
に
あ
り
、

み
ず
か
ら
は
い
ま
だ
個
性
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
し
か
し
て
凡
て
の
個
性
の
出
発
点
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
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て
理
念
と
し
て
の
自
我
は
、
あ
ら
ゆ
る
個
性
が
時
間
の
此
方
に
於
け
る
完
成
と
共
に
自
己
か
ら
解
放
さ
れ
て
還
り

ゆ
く
べ
き
帰
着
点
で
あ
る
。
一
は
経
験
内
容
に
係
わ
る
こ
と
な
く
表
象
せ
ら
れ
、
他
は
現
実
内
容
の
理
想
と
し
て

観
念
せ
ら
れ
る
。
恰
も
そ
の
よ
う
に
、
人
類
の
理
念
と
は
個
性
と
歴
史
と
に
関
係
し
て
表
象
せ
ら
れ
た
神
の
観
念

で
あ
る
。

右
の
如
く
論
ず
る
な
ら
ば
、
叡
智
的
性
格
の
体
系
の
内
面
的
構
造
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー
の
世

界
形
象
に
似
た
も
の
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
世
界
形
象
に
つ
い
て
特
に
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
そ
こ
で
は
個
々

の
個
体
が
広
き
聯
関
の
中
に
於
て
考
え
ら
れ
、
そ
れ
が
他
の
い
か
な
る
も
の
と
も
等
し
く
な
い
必
然
的
な
位
置
を

占
め
て
い
る
点
で
あ
る
。
一
切
の
叡
智
的
性
格
は
、
大
い
な
る
も
な
く
、
小
さ
き
も
な
く
、
悉
く
そ
れ
自
身
の
仕

方
に
於
て
人
類
の
理
念
を
現
し
て
い
る
。
各
の
も
の
は
み
ず
か
ら
は
足
ら
ぬ
こ
と
な
き
個
性
で
あ
り
な
が
ら
、
み

ず
か
ら
が
あ
ら
ぬ
と
こ
ろ
の
あ
ら
ゆ
る
他
の
も
の
に
向
っ
て
眼
を
見
開
い
て
い
る
。
一
々
の
個
性
は
た
だ
他
の
た

め
の
補
足
と
し
て
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
中
に
ま
た
他
は
含
ま
れ
て
い
る
。
個
人
は
人
類
と
い
う
価
値
全
体

に
対
し
て
、
よ
し
そ
の
部
分
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
に
し
て
も
、
し
か
も
な
お
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
、
換
え
る
べ
か
ら

ざ
る
部
分
と
し
て
、
そ
の
必
然
的
位
置
を
定
め
ら
れ
、
そ
の
絶
対
的
価
値
は
保
証
さ
れ
る
。
自
然
に
於
け
る
経
験

的
差
別
が
個
体
の
唯
一
性
の
意
義
を
な
す
の
で
は
な
い
。
個
性
の
独
自
性
の
価
値
は
そ
れ
が
全
体
の
文
化
の
中
で
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尽
す
任
務
の
唯
一
性
に
於
て
基
礎
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、個
性
の
本
質
は
、ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
「
個

体
は
無
限
を
含
ん
で
い
る
、
無
限
を
理
解
し
得
る
者
は
個
別
化
の
原
理
を
理
解
し
得
る
」、
と
云
っ
た
如
く
、
そ

れ
の
無
限
性
に
存
在
す
る（
１
７
）。

然
る
に
個
性
は
二
重
の
意
味
で
無
限
で
あ
る
と
云
う
こ
と
が
出
来
る
。
第
一
に
個
性

は
自
己
の
中
に
全
体
の
秩
序
を
宿
し
て
い
て
、
無
数
の
他
の
も
の
と
必
然
的
な
関
係
に
這
入
っ
て
い
る
と
い
う
意

味
で
無
限
で
あ
る
。
一
切
の
叡
智
的
性
格
は
価
値
の
宇
宙
を
各
そ
れ
自
身
の
視
点
に
従
っ
て
映
す
生
け
る
鏡
で
あ

る
。
そ
れ
故
に
自
己
の
意
義
を
現
し
、自
己
の
本
質
を
貫
き
得
た
者
が
全
く
孤
独
で
あ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

真
の
生
活
を
遂
げ
得
た
者
は
、
如
何
に
遥
か
な
る
過
去
に
あ
る
者
も
、
如
何
に
遠
き
未
来
に
属
す
る
者
も
、
互
い

に
内
面
的
な
る
聯
関
に
立
っ
て
い
る
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
第
二
に
個
性
は
自
己
の
中
に
自
己
の
活
動
の
系
列
の

連
続
の
法
則
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
意
味
で
無
限
で
あ
る
。
真
に
自
由
な
る
も
の
は
完
全
に
自
足
的
な
も
の
で
あ

り
、
完
全
に
自
足
的
な
も
の
と
は
そ
の
発
展
の
ひ
と
つ
の
段
階
か
ら
次
の
段
階
へ
必
然
的
に
導
か
れ
る
限
り
な
き

創
造
的
活
動
で
あ
る
。
個
性
の
独
立
は
他
を
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
却
っ
て
そ
れ

の
内
面
的
連
続
若
く
は
自
律
的
活
動
に
於
て
成
立
す
る
。
各
の
個
人
は
唯
一
つ
の
、
し
か
し
な
が
ら
果
て
な
く
発

展
す
る
課
題
を
負
う
も
の
で
あ
る
。

我
々
は
自
由
の
高
き
調
和
、
叡
智
的
性
格
の
永
遠
な
る
共
同
の
世
界
を
考
え
て
来
た
。
価
値
の
宇
宙
の
斯
く
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の
如
き
構
成
が
可
能
で
あ
る
た
め
に
は
、
理
念
の
無
限
な
る
個
別
化
、
或
い
は
何
故
に
絶
対
完
全
の
価
値
主
体
た

る
神
が
自
己
を
制
限
し
て
無
数
の
個
体
に
別
れ
る
か
が
説
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
然
る
に
こ
の
こ
と
た
る
、
固

よ
り
知
識
の
立
場
か
ら
は
断
念
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
我
々
は
た
だ
そ
れ
を
神
の
無
限
な
る
愛
と
し
て
の
み
理
解
す

る
こ
と
が
出
来
る
。
我
々
は
神
の
愛
に
よ
っ
て
独
立
な
る
個
性
と
し
て
存
在
し
得
る
の
で
あ
る
。
経
験
的
と
個
別

的
、
超
験
的
と
普
遍
的
と
を
同
一
視
す
る
思
想
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
理
念
そ
の
も
の
を
個
別
的
と
み
る
と
こ
ろ
の

叡
智
的
性
格
若
く
は
超
験
的
個
性
の
観
念
が
設
定
さ
れ
て
初
め
て
個
性
の
基
礎
付
け
は
可
能
と
な
る
。
凡
て
の
価

値
は
個
別
化
さ
れ
ぬ
一
般
的
理
性
の
う
ち
に
成
立
す
る
と
考
え
る
と
き
、
―
―
た
と
い
そ
れ
の
具
体
的
実
現
の
た

め
に
経
験
的
特
殊
的
自
我
の
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
が
承
認
さ
れ
た
に
し
て
も
、
―
―
個
々
の
実
現
の
場
合
に
於

て
そ
れ
の
個
別
性
を
顧
み
ぬ
普
遍
性
に
つ
い
て
そ
れ
の
価
値
が
評
価
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
と
き
、
個
性
の
積

極
的
意
義
は
肯
定
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
個
性
の
価
値
の
根
柢
は
価
値
の
世
界
へ
個
別
化
の
原
理
を
導
き
入

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
更
に
は
か
か
る
価
値
個
性
の
宇
宙
の
中
に
叡
智
的
秩
序
を
定
め
て
各
の
価
値
個
性
を
一
定

の
位
置
に
就
か
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
と
関
聯
し
て
次
の
二
三
の
点
は
特
に

注
意
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
あ
ら
ゆ
る
価
値
が
終
極
は
人
格
的
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
従
っ
て
絶
対

無
限
の
価
値
主
体
た
る
神
も
人
格
的
で
あ
る
と
信
ぜ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
勿
論
こ
の
主
張
は
価
値
の
普
遍
妥
当
性
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の
観
念
を
無
意
義
に
す
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
そ
れ
の
補
足
ま
た
は
完
成
と
し
て
附
け
加
わ
る
の
で
あ
る
。
普
遍

妥
当
的
価
値
の
観
念
は
人
格
的
価
値
の
内
容
を
先
験
的
分
析
的
論
理
に
従
っ
て
抽
象
的
形
式
的
に
思
惟
す
る
と
こ

ろ
に
成
立
す
る
。
普
遍
的
形
式
的
価
値
は
他
と
の
対
立
に
於
て
反
省
さ
れ
た für sich 

【
対
自
】
の
段
階
に
於
け
る

人
格
的
具
体
的
価
値
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
こ
の
立
場
で
は
諸
の
価
値
の
間
に
如
何
な
る
次
序
も
段
階
も
存
在
し
得

ず
、
た
だ
単
な
る
並
立
の
関
係
の
み
が
認
め
ら
れ
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
然
し
凡
て
反
省
の
作
用
は
創
造
的
な

る
自
我
の
内
面
的
発
展
の
本
質
に
属
す
る
の
で
あ
っ
て
、
我
々
は
客
観
的
価
値
の
概
念
の
反
省
を
通
じ
て
人
格
的

価
値
の
本
質
の
自
覚
に
到
る
こ
と
が
出
来
る
。
一
切
の
客
観
的
価
値
は
そ
れ
ぞ
れ
純
粋
な
る
作
用
と
し
て
悉
く
自

由
な
る
人
格
に
繋
が
っ
て
い
る
。
若
し
種
々
の
価
値
の
間
に
何
等
か
の
位
階
を
設
け
得
る
と
し
た
な
ら
ば
、
そ
れ

は
こ
の
よ
う
な
人
格
の
立
場
に
於
て
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
立
場
で
は
客
観
的
価
値
は
単
に
理
念
の
形
式
と
し

て
消
極
的
と
考
え
ら
れ
、
手
段
と
見
做
さ
れ
る
。
新
し
き
も
の
、
嘗
て
あ
ら
ざ
り
し
も
の
を
生
産
す
る
積
極
的
な

る
理
念
は
性
質
的
な
る
、
実
質
的
な
る
理
念
で
あ
る
。
我
々
は
普
遍
妥
当
性
の
概
念
を
つ
ね
に
直
ち
に
普
遍
性
ま

た
は
形
式
性
の
概
念
と
結
び
付
け
る
こ
と
を
や
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
真
に
普
遍
妥
当
的
な
も
の
、
絶
対
必
然
的
な

る
も
の
は
普
遍
的
、
形
式
的
な
も
の
で
は
な
く
、
却
っ
て
具
体
的
、
個
性
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
の
基
礎
付
け

の
た
め
に
他
の
何
等
の
意
味
を
も
要
し
な
い
先
験
的
な
る
も
の
は
、
内
容
的
な
る
意
味
に
よ
っ
て
み
ず
か
ら
立
つ
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と
こ
ろ
の
人
格
的
価
値
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
我
々
は
普
遍
者
の
情
熱（Pathos des A

llgem
einen

）を
征
服
し
て
、

理
念
そ
の
も
の
を
個
別
的
従
っ
て
人
格
的
と
考
え
る
と
き
、
個
性
の
完
全
な
る
権
利
を
獲
得
す
る
。

我
々
は
既
に
完
全
に
自
由
な
る
叡
智
的
性
格
が
対
象
的
存
在
で
な
く
て
、
個
性
的
対
象
を
構
成
す
る
「
作
用

の
作
用
」
で
あ
る
べ
き
こ
と
を
述
べ
た
。
叡
智
的
性
格
は
自
然
の
一
般
的
関
係
を
そ
れ
の
特
殊
性
に
於
て
結
合
す

る
立
場
で
あ
る
。
相
鬩
ぎ
、
相
争
う
我
々
の
一
切
の
感
情
や
欲
望
も
、
こ
の
立
場
に
於
て
は
悉
く
そ
の
意
味
を
与

え
ら
れ
て
内
面
的
に
統
一
さ
れ
る
。「
な
ぜ
な
ら
自
然
的
理
性
は
自
然
的
理
性
み
ず
か
ら
が
触
れ
な
い
何
も
の
も

必
要
と
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。」（N

ihil enim
 lum

en naturale exigit, quod ipsum
 lum

en non attingit.

）
概
念

的
に
考
え
ら
れ
る
限
り
相
矛
盾
す
る
性
質
も
反
省
の
出
来
ぬ
作
用
と
し
て
は
一
つ
の
人
格
に
結
合
さ
れ
る
。
個
性

は
反
対
の
一
致
（coincidentia oppositorum

）
で
あ
る
。
こ
の
真
面
目
は
自
己
の
根
柢
に
還
っ
て
、
純
粋
な
る
、

無
限
な
る
、
創
造
的
活
動
の
中
に
自
己
を
見
失
っ
た
者
に
し
て
初
め
て
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
特
殊
を
合
理

化
す
る
叡
智
的
性
格
の
理
念
が
完
全
な
る
実
現
を
見
出
す
の
は
天
才
に
於
て
で
あ
る
。
天
才
と
は
与
え
ら
れ
た
自

由
（gegebene Freiheit

）
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
天
才
に
於
て
理
念
は
肉
と
な
り
、
永
遠
の
言
葉
は
全
き
感
性
的

な
る
表
現
を
得
る
。
価
値
と
非
合
理
性
と
は
天
才
に
於
て
綜
合
さ
れ
る
。
こ
の
関
係
を
我
々
は
「
啓
示
」
の
概
念

に
よ
っ
て
最
も
適
当
に
現
す
こ
と
が
出
来
よ
う
。
な
ぜ
か
な
ら
ば
啓
示
の
思
想
は
一
方
で
は
新
ら
し
き
も
の
、
概
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念
を
も
っ
て
は
予
科
し
得
ざ
る
も
の
の
出
現
と
し
て
非
合
理
性
を
、
他
方
で
は
神
的
な
る
も
の
、
超
験
的
な
る
も

の
の
顕
現
と
し
て
絶
対
的
価
値
を
示
す
か
ら
で
あ
る
。
も
と
よ
り
斯
く
の
如
き
対
象
に
於
け
る
啓
示
も
自
己
の
内

面
に
於
け
る
啓
示
な
し
に
は
理
解
さ
れ
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
叡
智
的
性
格
は
人
類
の
理
念
の
う
ち
に
成
立
す
る
。

叡
智
的
性
格
が
天
才
に
於
て
実
現
さ
れ
た
よ
う
に
叡
智
的
性
格
の
体
系
は
歴
史
に
於
て
実
現
さ
れ
る
。
歴
史
と
は

与
え
ら
れ
た
自
由
の
世
界
で
あ
る
。
神
的
な
る
も
の
は
歴
史
に
於
て
そ
の
皮
殻
を
脱
す
る
。
歴
史
は
神
の
国
の
声

あ
る
神
秘
で
あ
る
。
神
は
絶
対
無
限
に
自
由
で
あ
り
、
叡
智
的
性
格
の
体
系
は
も
ち
ろ
ん
概
念
的
論
理
的
に
構
成

さ
れ
な
い
か
ら
、
我
々
は
た
だ
そ
れ
を
歴
史
に
於
て
認
識
す
る
よ
り
ほ
か
に
術
を
知
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
個
々
の

叡
智
的
性
格
は
人
類
の
理
念
の
総
体
に
よ
っ
て
基
礎
を
得
る
。
従
っ
て
歴
史
に
於
け
る
個
性
の
全
き
理
解
も
い

ず
れ
は
そ
れ
を
一
の
歴
史
的
全
体
の
中
に
正
し
く
定
位
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
る
。
精
神
生
活
は
す
べ
て

構
造
聯
関
（Strukturzusam

m
enhang

）
を
も
っ
て
い
る
と
デ
ィ
ル
タ
イ
が
考
え
た
よ
う
に
、
歴
史
も
各
の
時
期
、

各
の
時
代
に
於
て
、
ま
た
全
体
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
構
造
聯
関
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
個
々
の
歴
史
的
個

性
は
こ
の
よ
う
な
構
造
聯
関
の
中
に
於
て
初
め
て
正
当
に
評
価
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
歴
史
に
於
け
る
構
造
聯

関
は
個
別
的
な
る
価
値
の
内
面
的
聯
関
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
が
、
個
別
的
な
る
価
値
の

斯
く
の
如
き
内
面
的
聯
関
は
ま
た
そ
れ
自
身
歴
史
的
事
実
の
中
に
最
も
公
平
に
、
最
も
注
意
深
く
沈
潜
す
る
こ
と
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に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
歴
史
的
個
性
を
支
配
す
る
因
果
律
は
自
然
的
因
果
律
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、

―
―
ス
ピ
ノ
ザ
の
語
を
借
り
て
云
う
な
ら
ば
、
―
―
有
限
な
る
因
果
律
で
は
な
く
て
、
無
限
な
る
因
果
律
で
あ
る
。

叡
智
的
性
格
は
神
の
自
己
限
定
と
し
て
成
立
す
る
が
故
に
、
あ
ら
ゆ
る
歴
史
的
個
性
は
そ
の
本
質
に
於
て
は
い
ず

れ
も
直
接
に
神
の
傍
に
あ
る
。
神
は
一
切
の
歴
史
的
個
性
を
己
自
身
と
の
、
そ
し
て
互
い
に
他
と
の
必
然
的
な
る

関
係
に
お
く
。
こ
こ
に
個
性
の
永
遠
性
は
保
証
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
歴
史
も
ま
た
永
遠
で
あ
る
。
歴
史
が
無
始
よ

り
無
終
に
向
っ
て
ひ
と
む
き
に
た
だ
前
進
す
る
の
み
な
る
過
程
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
畢
竟
無
意
義
な
悲
喜
劇

に
過
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
と
き
如
何
に
素
晴
ら
し
き
も
の
、
目
覚
ま
し
き
も
の
が
世
界
舞
台
の
上
で
演
ぜ
ら

れ
よ
う
と
も
、
我
々
は
結
局„W

elch Schauspiel! aber ach! ein Schauspiel nur!“ 

と
叫
ば
ず
に
は
い
ら
れ
な
い

で
あ
ろ
う
。
然
し
な
が
ら
歴
史
は
世
界
理
性
が
己
よ
り
出
で
て
己
に
還
る
過
程
で
あ
る
。
自
然
と
し
て
の
理
性
が

自
由
と
し
て
の
理
性
に
な
る
過
程
が
歴
史
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
哲
学
者
達
が
歴
史
的
発
展
に
弁
証
法
的
性
質
を
認

め
た
の
も
偶
然
で
は
な
い
。
フ
ィ
ヒ
テ
の
掲
げ
た
有
名
な
歴
史
の
発
達
の
五
段
階
は
、
根
本
に
於
て
は
、
理
性
本

能
か
ら
理
性
科
学
を
経
て
理
性
芸
術
に
到
る
弁
証
法
的
発
展
で
あ
っ
た（
１
８
）。

シ
ェ
リ
ン
グ
も
自
然
、
運
命
、
摂
理
の

三
つ
の
段
階
を
歴
史
の
発
展
の
中
に
定
め
た（
１
９
）。

人
類
は
み
ず
か
ら
の
力
を
も
っ
て
み
ず
か
ら
が
最
初
に
あ
っ
た
も

の
に
み
ず
か
ら
を
な
そ
う
と
す
る
。
一
回
的
な
、
繰
り
返
さ
ぬ
運
動
で
あ
り
な
が
ら
、
し
か
も
絶
え
ず
自
己
の
う
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ち
へ
還
り
ゆ
き
、
つ
ね
に
自
己
の
う
ち
に
安
ら
え
る
運
動
で
あ
る
と
こ
ろ
に
歴
史
の
意
義
は
保
証
さ
れ
る
。
円

環
こ
そ
永
遠
と
完
全
と
の
象
徴
で
あ
る
。「
人
間
は
彼
の
歴
史
に
よ
っ
て
神
の
存
在
の
証
明
を
絶
え
ず
進
め
て
ゆ

く
、
こ
の
証
明
は
し
か
し
た
だ
全
体
の
歴
史
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
」、
と
シ
ェ
リ
ン
グ
が
云
っ

た（
２
０
）。

我
々
は
我
々
の
歴
史
的
活
動
に
よ
っ
て
限
り
な
く
拡
が
り
ゆ
く
神
の
讃
美
の
合
唱
に
加
わ
る
の
で
あ
る
。
―

―
（
一
九
二
一
・
一
一
）
―
―
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一

複
雑
な
思
想
組
織
の
中
へ
這
入
っ
て
ゆ
く
た
め
に
我
々
は
単
純
な
基
礎
概
念
の
上
に
立
と
う
。
私
は
先
ず
「
理

解
」
の
概
念
を
最
も
一
般
的
に
、
且
つ
最
も
形
式
的
に
規
定
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
理
解
と
呼
ば
れ
る
の
は
、

外
部
よ
り
感
性
的
に
与
え
ら
れ
た
記
号
か
ら
し
て
内
部
を
把
握
す
る
と
こ
ろ
の
過
程
で
あ
る
。
そ
れ
が
こ
の
言
葉

の
用
語
法
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
純
粋
に
外
的
な
、
感
性
的
な
る
本
質
に
関
し
て
は
、
我
々
は
た
だ
譬ひ

ゆ喩
的
な
意

味
に
於
て
の
ほ
か
、
こ
れ
を
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
な
い
。
か
よ
う
な
存
在
、
例
え
ば
、
自
然
科
学
の
意

味
に
於
け
る
自
然
は
認
識
0

0

さ
れ
は
す
る
け
れ
ど
も
、
理
解
0

0

さ
れ
は
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
若
し
ひ
と
が
自
然
の

理
解
に
つ
い
て
語
り
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
有
意
味
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
場
合
、
自
然
は
も
は
や
外
的

な
、
自
然
科
学
に
謂
う
よ
う
な
自
然
で
は
な
く
て
、
却
っ
て
或
い
は
美
的
な
、
或
い
は
道
徳
的
な
意
味
に
於
け
る

如
き
自
然
が
意
味
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
、
純
粋
に
内
面
的
な
る
も
の
に
関
し
て
も
、
我
々
は
、

本
来
の
意
味
で
は
こ
れ
を
理
解
す
る
と
は
云
い
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
私
が
私
自
身
を
理
解
す
る
、
な
ど
と
云
う
と
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き
、
そ
れ
は
た
だ
派
生
的
な
意
味
に
於
て
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
し
そ
う
で
な
い
な
ら
ば
、
そ
の
と
き
に

は
、
私
の
本
質
の
感
性
世
界
に
現
れ
た
表
現
が
私
に
と
っ
て
恰
も
他
の
人
間
の
表
現
で
あ
る
か
の
如
く
対
立
し
、

そ
し
て
私
が
そ
れ
を
か
か
る
も
の
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
、
ま
た
は
私
が
そ
れ
を
他
人
の
状
態
で
あ

る
か
の
よ
う
に
凝
視
す
る
と
こ
ろ
の
或
る
状
態
に
陥
っ
て
い
る
か
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
理
解
は
、
外
面
的

な
も
の
と
内
面
的
な
も
の
、
感
性
的
な
も
の
と
精
神
的
な
も
の
と
の
間
の
関
係
の
成
立
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
の
み

存
在
す
る
過
程
で
あ
る
。
し
か
る
に
こ
の
関
係
は
最
も
内
面
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
も
し
そ
れ
に
し
て

緊
密
で
な
い
な
ら
ば
、
そ
の
と
き
関
係
の
二
つ
の
項
は
、
そ
の
一
方
に
い
わ
ゆ
る
精
神
的
な
も
の
が
立
っ
て
い
る

に
し
て
も
、そ
れ
は
名
の
み
で
あ
っ
て
、相
互
に
共
に
外
的
な
も
の
と
な
る
ほ
か
な
く
、そ
れ
故
に
こ
の
場
合
に
は
、

最
初
の
規
定
に
従
っ
て
、
理
解
の
過
程
は
成
立
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
理
解
の
存
在
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
む
し

ろ
外
的
な
も
の
と
内
的
な
も
の
と
は
一
の
全
体
に
統
一
さ
れ
て
お
り
、
我
々
は
た
だ
抽
象
的
に
の
み
こ
れ
を
分
離

し
得
る
の
で
あ
っ
て
、
真
実
を
言
え
ば
、
外
的
な
も
の
が
直
接
に
内
的
な
の
で
あ
り
、
精
神
的
な
も
の
が
直
接
に

物
質
的
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
と
共
に
ま
た
ひ
と
つ
の
他
の
こ
と
が
結
果
す
る
。
即
ち
理
解
の
作
用
そ
の
も
の

は
ま
た
何
等
か
外
面
的
な
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
も
の
に
対
し
て
外
面
的
な
関
係
に
立
つ
こ
と
を
許
さ
れ
な
い

の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
外
面
的
な
関
係
に
於
て
関
係
さ
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
二
つ
の
項
は
相
互
に
外
面
的
で
あ
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ら
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
、
理
解
の
作
用
そ
の
も
の
と
共
に
理
解
さ
れ
る
も
の
も
凡
て
純
粋
に
外
面
的
な
る
も
の
と

な
り
終
る
が
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
理
解
は
内
か
ら
理
解
す
る
と
い
う
過
程
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
然
し
な

が
ら
単
に
内
か
ら
と
い
う
だ
け
で
も
ま
た
不
十
分
で
あ
る
。
外
な
る
も
の
を
通
じ
て
内
な
る
も
の
を
把
握
す
る
と

い
う
の
が
ま
さ
に
理
解
の
本
質
規
定
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
理
解
は
理
解
さ
れ
る
も
の
と
必
然
的
に
一

の
全
体
を
な
し
て
お
り
、
理
解
そ
の
も
の
が
謂
わ
ば
こ
の
全
体
の
顕
現
で
あ
り
、
発
展
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。
こ
こ
に
於
て
私
は
既
に
二
つ
の
重
要
な
概
念
が
我
々
に
と
っ
て
明
瞭
に
な
っ
た
と
思
う
。
第
一
に
は
全0

体0

の
概
念
で
あ
る
。
内
部
と
外
部
と
が
そ
こ
で
は
全
体
の
統
一
に
於
て
あ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も

理
解
の
作
用
は
こ
の
統
一
に
対
し
て
外
に
立
つ
こ
と
が
出
来
ず
、
却
っ
て
そ
れ
み
ず
か
ら
こ
の
全
体
の
中
に
入
り

込
み
、
む
し
ろ
そ
れ
が
こ
の
統
一
を
成
立
せ
し
め
る
も
の
と
し
て
内
か
ら
働
く
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
第

二
に
は
組
織
ま
た
は
構
造
0

0

の
概
念
で
あ
る
。
も
し
全
体
が
単
な
る
全
体
と
し
て
、
そ
の
う
ち
に
外
面
的
な
も
の
と

内
面
的
な
も
の
と
の
構
造
を
も
た
な
い
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
、
何
等
か
の
他
の
直
観
が
あ
る
に
し
て
も
、

特
に
理
解
の
過
程
と
名
づ
け
ら
る
べ
き
も
の
は
存
在
の
し
よ
う
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
理
解
は
こ
の
構
造

の
外
部
に
あ
る
こ
と
が
出
来
な
い
か
ら
、
却
っ
て
理
解
そ
の
も
の
が
そ
の
発
展
の
過
程
に
於
て
内
か
ら
こ
の
構
造

を
形
成
し
て
ゆ
く
も
の
と
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
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さ
て
、
理
解
は
人
間
の
生
活
の
極
め
て
広
汎
な
範
囲
に
亙
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
幼
児
の
片
言
の
理
解
か
ら
ハ

ム
レ
ッ
ト
や
理
性
批
判
の
理
解
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
我
々
は
身
振
、
音
楽
の
音
、
彫
刻
さ
れ
た
大
理
石
、
書
か

れ
た
文
字
、
そ
の
他
、
行
為
や
経
済
的
秩
序
や
社
会
制
度
な
ど
に
於
て
、
凡
て
人
間
精
神
を
理
解
す
る
の
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
場
合
つ
ね
に
理
解
の
過
程
は
共
通
な
る
条
件
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
お
り
、
共
通
な
る
手
段
を

用
い
て
お
り
、
従
っ
て
共
通
な
る
特
徴
を
具
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
理
解
は
、
そ
れ
が
特
に
学
問
的
な
る

自
覚
に
ま
で
持
ち
来
さ
れ
て
、
方
法
的
な
る
統
制
の
も
と
に
於
て
行
わ
れ
る
と
き
、「
解
釈
」（A

uslegung oder 

Interpretation

）
で
あ
る
。
理
解
が
解
釈
に
ま
で
高
ま
り
得
る
た
め
に
は
、
理
解
の
対
象
と
な
る
も
の
に
は
既
に

一
定
の
性
質
が
要
求
さ
れ
る
。
こ
の
と
き
対
象
は
い
つ
も
固
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
か
く
し
て
我
々
が

絶
え
ず
そ
れ
に
還
っ
て
ゆ
き
得
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
も
し
そ
う
で
な
く
し
て
、
そ
れ
が
つ
ね
に
動
揺

し
変
化
す
る
か
、
或
い
は
須
臾
に
し
て
消
え
去
っ
て
ゆ
く
か
で
あ
る
な
ら
ば
、
我
々
は
我
々
の
理
解
を
統
制
し

若
く
は
そ
れ
を
吟
味
し
て
、
そ
れ
の
客
観
性
を
確
立
す
る
に
到
る
べ
き
手
懸
と
支
持
点
と
を
も
ち
得
な
い
か
ら

で
あ
る＊

。
と
こ
ろ
で
解
釈
な
る
語
は
も
と
も
と
特
に
言
語
と
関
係
し
て
お
り
、
解
釈
の
方
法
学
た
る
「
解
釈
学
」

（H
erm

eneutik

）
は
歴
史
に
於
て
従
来
主
と
し
て
言
語
学
と
関
係
し
て
発
達
さ
せ
ら
れ
、
発
展
し
て
来
た
。
い
ま

我
々
が
解
釈
及
び
解
釈
学
な
る
語
を
言
語
と
文
字
の
世
界
か
ら
、
政
治
、
経
済
、
社
会
の
諸
組
織
、
諸
制
度
等
の
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領
域
へ
ま
で
拡
張
し
て
使
用
す
る
に
は
、
理
由
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
最
も
一
般
的
な
理
由
は
斯
う
で
あ

る
。
先
ず
書
か
れ
記
さ
れ
た
文
字
と
言
語
に
於
て
人
間
の
生
活
の
一
切
は
最
も
よ
く
固
定
0

0

さ
れ
、
保
存
さ
れ
る
こ

と
が
出
来
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
、
人
間
の
内
面
は
ひ
と
り
言
語
に
於
て
の
み
、
そ
れ
の
完
全
な

0

0

0

、
包
括
的

0

0

0

な0

、
客
観
的
な

0

0

0

0

表
現
を
見
出
す
。
こ
こ
に
最
も
広
き
意
味
に
於
け
る
文
学
が
精
神
生
活
及
び
歴
史
の
理
解
に
対
し

て
有
す
る
甚
だ
重
要
な
る
意
味
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
文
字
を
も
っ
て
伝
え
ら
れ
た
も
の
と
関
係
し
て
初
め
て
、

歴
史
上
の
紀
念
物
、
事
件
の
動
機
な
ど
の
解
釈
は
満
足
な
結
果
に
導
か
れ
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
古
代

の
器
具
、
絵
画
、
彫
刻
な
ど
を
研
究
す
る
と
こ
ろ
の
、
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
ア
ウ
グ
ス
ト
・
ウ
ォ
ル
フ
【Friedrich 

A
ugust W

olf, 1759-1824

】
に
よ
っ
て
考
古
学
的
解
釈
学
の
名
を
与
え
ら
れ
た
学
科
も
、
こ
れ
を
遂
行
す
る
に
努
め

た
プ
レ
ツ
ラ
ー
が
既
に
注
意
し
て
い
る
よ
う
に
、
言
語
、
文
学
か
ら
の
解
釈
を
前
提
し
、
且
つ
こ
れ
に
指
示
を
求

め
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
文
書
に
於
て
保
存
さ
れ
た
人
間
的
存
在
の
遣
物
の
解
釈
が
あ
ら
ゆ
る
解
釈
の
技
術

と
方
法
の
中
心
点
を
占
め
て
来
た
。
然
る
に
解
釈
学
は
言
語
学
に
あ
っ
て
も
歴
史
の
う
ち
に
漸
次
に
発
展
し
た
の

で
あ
っ
て
、
こ
の
発
展
が
一
定
の
段
階
に
到
達
し
た
と
き
、
そ
れ
が
他
の
種
類
の
存
在
に
ま
で
自
己
の
領
域
を
拡

げ
て
、
一
般
に
「
現
実
的
存
在
の
解
釈
」（Interpretation der W

irklichkeit

）
の
方
法
論
と
な
る
可
能
性
と
共
に

根
拠
も
与
え
ら
れ
た
。
こ
の
発
展
に
於
け
る
決
定
的
な
る
も
の
は
何
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
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＊　

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
学
問
的
知
識
が
「
絶
え
ず
在
る
も
の
」（to; aijei; o[n

）
に
つ
い
て
の
み
成
立
す
る
こ
と
を
論

じ
て
い
る
。
こ
れ
は
瑣
末
な
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。A

ristoteleS. M
etaphysica E 2.

そ
の
第
一
の
も
の
は
、言
葉
そ
の
も
の
の
本
質
に
関
す
る
深
い
洞
察
が
開
か
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
ヘ
ル
ダ
ー
、

ハ
マ
ン
以
来
開
か
れ
た
こ
の
方
向
は
フ
ン
ボ
ル
ト
に
至
っ
て
著
し
く
完
成
に
近
づ
い
た
。フ
ン
ボ
ル
ト
に
従
え
ば
、

「
言
葉
は
諸
民
族
の
精
神
の
外
的
顕
現
で
あ
る
、
彼
等
の
言
葉
は
彼
等
の
精
神
で
あ
り
、
彼
等
の
精
神
は
彼
等
の

言
葉
で
あ
る
、
両
者
は
ど
れ
ほ
ど
ま
で
同
一
と
考
え
ら
れ
て
も
な
お
足
ら
ぬ
ほ
ど
同
一
で
あ
る＊

。」
言
葉
は
、
そ

れ
の
最
初
の
、
最
も
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
要
素
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
発
音
さ
れ
た
音
に
於
て
さ
え
既
に
、
人
間
の
精

神
的
性
質
の
う
ち
に
基
礎
を
も
っ
て
い
る
。
各
の
言
葉
は
ひ
と
つ
の
民
族
が
到
達
し
た
と
こ
ろ
の
世
界
観
の
一
定

の
段
階
の
産
物
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
そ
れ
を
単
な
る
物
質
的
欲
望
か
ら
し
て
の
み
生
れ
た
も
の
の
如
く
見
做
す
ほ

ど
誤
っ
た
こ
と
は
な
い
。
む
し
ろ
人
類
は
彼
等
の
精
神
的
な
る
力
を
発
展
さ
せ
る
た
め
に
、
一
の
世
界
観
を
獲
得

す
る
た
め
に
言
葉
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
る
。
人
間
は
彼
の
思
惟
を
他
の
人
間
と
の
共
同
の
思
想
に
於
て
、
即
ち

言
葉
を
通
じ
て
、
明
瞭
と
規
定
性
と
に
持
ち
来
た
す
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
世
界
観
に
到
達
し
得
る
。
思
想
は
言
葉

を
作
る
、
し
か
し
言
葉
は
ま
た
思
想
を
作
る
器
官
で
あ
る
。
そ
し
て
個
性
に
於
て
言
葉
は
そ
れ
の
最
後
の
造
形
と

規
定
性
と
を
獲
得
す
る
。
し
か
も
真
の
個
性
は
い
つ
で
も
語
る
こ
と
に
於
て
成
立
し
成
長
す
る
。
と
こ
ろ
で
ま
た
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各
の
人
間
は
彼
の
個
性
が
愈
々
鮮
か
に
な
っ
て
ゆ
く
に
従
っ
て
益
々
全
体
性
へ
の
、
民
族
へ
の
、
人
類
へ
の
転
向

と
そ
れ
に
向
っ
て
の
努
力
と
を
深
め
て
ゆ
く
。
個
人
の
活
動
は
、
そ
れ
が
国
民
の
う
ち
に
宿
る
精
神
に
よ
っ
て
運

び
上
げ
ら
れ
、
そ
し
て
再
び
こ
の
精
神
に
新
し
い
衝
動
を
与
え
返
す
と
こ
ろ
の
程
度
に
応
じ
て
一
層
浸
透
的
で
あ

り
、
一
層
持
続
的
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
動
的
関
係
を
媒
介
す
る
も
の
は
言
葉
で
あ
る
。
ヘ
ル
ダ
ー
は
、
言
葉
を

も
っ
て
人
間
の
任
意
の
、
作
為
的
な
、
便
宜
上
の
発
明
で
あ
る
と
考
え
た
り
、
或
い
は
反
対
に
、
神
来
の
、
超
人

間
的
な
起
源
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
た
り
す
る
こ
と
に
反
対
し
て
、
そ
れ
ら
の
見
解
を
覆
し
た
。
フ
ン
ボ
ル
ト
に

あ
っ
て
は
言
葉
は
全
体
の
人
間
性
の
表
現
で
あ
る
、
そ
の
裡
に
は
た
ら
い
て
い
る
の
は
固
よ
り
単
な
る
知
力
の
み

で
は
な
い
。
言
葉
に
於
て
「
人
間
の
二
重
の
性
質
は
具
象
化
さ
れ
る
。」
そ
れ
は
人
間
の
有
限
な
る
及
び
無
限
な

る
性
質
の
間
の
、
外
界
と
内
界
と
の
間
の
、
個
人
と
国
民
と
の
間
の
、
現
在
と
過
去
と
の
間
の
媒
介
者
で
あ
る
。

言
葉
は
、「
人
間
の
感
性
的
・
精
神
的
性
質
」（die sinnlich-geistige N

atur des M
enschen

）
の
最
も
具
体
的
な

る
表
現
で
あ
る
。
そ
れ
に
於
て
個
人
は
普
遍
化
さ
れ
、
理
念
的
な
る
も
の
は
個
性
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

＊　

W
ilhelm

 von H
um

boldt, Einleitung in die K
aw

isprache (V
II 1, 42).

第
二
に
、
言
葉
が
外
的
な
道
具
で
は
な
く
、
却
っ
て
人
間
の
生
の
内
奥
、
彼
の
精
神
生
活
の
最
深
処
の
顕
現

で
あ
る
こ
と
が
次
第
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
ゆ
く
に
つ
れ
て
、
言
語
学
は
ま
た
そ
れ
の
課
題
と
そ
の
解
決
の
方
法
と
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に
関
す
る
自
覚
に
於
て
著
し
い
進
歩
を
遂
げ
得
る
に
到
っ
た
。
こ
の
進
歩
を
根
本
的
に
規
定
し
た
の
が
シ
ュ
ラ
イ

エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
の
解
釈
学
史
上
に
於
け
る
比
び
な
き
事
業
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。彼
以
前
の
解
釈
学
は
主
と
し
て
、

普
遍
妥
当
的
な
解
釈
の
目
的
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
個
々
の
規
則
の
集
積
か
ら
成
り
立
っ
て
い
た
。
然
る
に
シ

ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
は
こ
れ
ら
の
規
則
の
背
後
に
突
き
進
ん
で
、
理
解
そ
の
も
の
の
分
析
、
こ
の
目
的
活
動
そ

の
も
の
の
認
識
に
ま
で
溯
り
、
こ
の
認
識
か
ら
し
て
彼
は
普
遍
妥
当
的
な
解
釈
の
可
能
性
、
そ
れ
の
補
助
手
段
、

限
界
、
規
則
等
を
導
き
出
し
た
。
そ
し
て
彼
は
更
に
理
解
を
そ
れ
の
文
学
的
制
作
そ
の
も
の
の
過
程
に
対
す
る
生

け
る
関
係
に
於
て
分
析
し
た
。生
命
あ
る
文
学
的
作
品
を
産
む
と
こ
ろ
の
創
造
的
過
程
の
生
け
る
直
観
の
う
ち
に
、

彼
は
文
字
の
記
号
か
ら
し
て
作
品
の
全
体
を
理
解
す
る
他
の
過
程
の
認
識
に
対
す
る
諸
条
件
を
見
出
し
た
。
か
く

し
て
理
解
の
分
析
は
解
釈
の
規
則
を
与
え
る
た
め
の
基
礎
で
あ
り
、
そ
し
て
理
解
の
分
析
は
作
品
の
制
作
の
分
析

と
結
び
つ
い
て
の
み
行
わ
れ
得
る
が
故
に
、
理
解
と
制
作
と
の
関
係
の
上
に
初
め
て
解
釈
学
は
、
そ
れ
の
手
段
で

あ
る
と
こ
ろ
の
規
則
を
樹
て
る
こ
と
が
出
来
る
。
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
の
弟
子
と
し
て
ベ
ッ
ク
は
こ
の
思
想

の
方
向
に
於
て
活
動
し
た
。
ベ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
言
語
学
の
本
来
の
課
題
は
「
人
間
精
神
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
た

も
の
の
認
識
」
に
あ
る
。
ま
こ
と
に
そ
の
通
り
で
あ
る
。
然
る
に
彼
は
す
ぐ
そ
れ
を
即
ち
、「
認
識
さ
れ
た
も
の

の
認
識
」（das Erkennen des Erkannten

）
と
い
う
人
口
に
膾か
い
し
ゃ炙
す
る
語
を
も
っ
て
書
き
換
え
て
い
る
。
こ
れ
は
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六
七
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正
確
で
な
い
、
な
ぜ
な
ら
こ
の
有
名
な
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
は
認
識
さ
れ
た
も
の
と
生
産
さ
れ
た
も
の
と
が
同
一
で
あ

る
と
い
う
間
違
っ
た
前
提
の
上
に
立
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
現
実
に
は
制
作
に
於
て
は
人
間
の
精
神
的
な
る
力

の
一
切
が
協
働
し
て
い
る
、
例
え
ば
パ
ウ
ロ
の
書
簡
の
如
き
は
単
な
る
認
識
以
上
の
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
い
ま

や
我
々
は
言
語
学
の
概
念
を
正
当
に
拡
張
し
て
、「
言
語
学
と
は
そ
れ
に
よ
っ
て
歴
史
的
な
る
も
の
が
理
解
に
持

ち
来
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
諸
活
動
の
聯
関
以
外
の
何
物
で
も
な
い
」（V, 336

）＊、
と
云
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。
近
代

の
言
語
学
の
意
識
は
実
に
こ
の
点
に
ま
で
到
達
し
た
の
で
あ
る
。
ウ
ー
ゼ
ナ
ー
に
従
え
ば
言
語
学
は
歴
史
学
の
ひ

と
つ
の
方
法
で
あ
り
、
し
か
も
基
礎
的
な
、
基
準
的
な
方
法
で
あ
る
。「
そ
れ
の
課
題
は
人
間
的
、
殊
に
精
神
的

存
在
の
全
体
の
拡
が
り
と
深
さ
の
上
に
亙
っ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
言
語
学
者
の
正
し
い
格
言
は
テ
レ
ン
テ
ィ
ウ
ス

【Publius Terentius A
fer

】
の
詩
句
で
あ
る
、
―
―
私
は
人
間
で
あ
る
、
如
何
な
る
人
間
的
な
る
も
の
も
私
に
と
っ
て

縁
の
な
い
も
の
で
な
い
（Ein M

ensch bin ich, nichts M
enschliches bleibt ferne m

ir. )

、
―
―
彼
の
国
は
人
間

の
生
活
と
営
為
、
思
索
と
欲
求
、
行
為
と
創
造
の
及
ぶ
限
り
拡
が
っ
て
い
る
。＊
＊」

と
こ
ろ
で
ま
た
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル

マ
ッ
ハ
ー
の
明
ら
か
に
見
た
よ
う
に
、
理
解
に
於
て
は
享
受
と
独
立
の
制
作
と
は
分
離
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
ず
、

従
っ
て
理
解
に
於
て
は
自
己
の
個
性
を
他
の
個
性
の
直
観
に
よ
っ
て
補
足
し
よ
う
と
い
う
、
人
間
に
本
質
的
な
、

満
さ
れ
る
こ
と
な
き
欲
望
が
そ
の
根
源
に
横
た
わ
っ
て
い
る
。
理
解
と
解
釈
と
は
か
く
し
て
生
そ
の
も
の
の
う
ち
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に
絶
え
ず
動
い
て
お
り
、
働
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
の
完
成
は
方
法
的
な
道
に
従
っ
て
生
命
あ
る
作
物
と

そ
れ
の
聯
関
と
を
作
者
の
精
神
に
於
て
理
解
し
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
。
そ
こ
で
ベ
ッ
ク
も
ま
た

云
っ
て
い
る
、「
言
語
学
は
実
に
生
の
第
一
の
諸
条
件
の
ひ
と
つ
で
あ
る
、
そ
れ
は
最
も
深
い
人
間
性
の
う
ち
に

そ
し
て
文
化
の
連
鎖
の
う
ち
に
根
源
的
な
る
も
の
と
し
て
発
見
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
ひ
と
つ
の
要
素
で
あ
る
。
そ
れ

は
教
養
あ
る
民
族
の
ひ
と
つ
の
根
本
衝
動
に
基
づ
い
て
い
る
。
教
養
な
き
民
族
も
ま
たφilosofei:n

（
哲
学
す
る
）

し
得
る
、
し
か
しφilologei:n

（
言
語
学
す
る
）
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。＊
＊
＊」

こ
の
よ
う
に
し
て
言
語
学
は
生
そ

の
も
の
の
表
現
で
あ
り
、
発
展
で
あ
る
。

＊　

こ
の
種
の
引
用
符
は
す
べ
て
ト
イ
プ
ナ
ー
版
の
『
ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
デ
ィ
ル
タ
イ
著
作
集
』
の
巻
と
頁
と
を
示
す

も
の
で
あ
る
。

＊
＊　

H
. U

sener, Philologie und G
eschichtsw

issenschaft (Vorträge und A
ufsätze, S. 27.).

＊
＊
＊　

A
. B

oeckh, Encyklopädie und M
ethodologie der philologischen W

issenschaften, S. 11

―12.

ウ
ー
ゼ
ナ

ー
も
同
じ
く
記
し
て
い
る
、「 φi lologei:n 

即
ち
優
越
な
る
人
間
が
我
々
以
前
に
感
じ
ま
た
考
え
た
こ
と
を
追
感

し
ま
た
追
考
す
る
努
力
は
、 φi losofei:n 

即
ち
真
理
の
探
求
に
劣
ら
ず
、
人
間
に
生
具
す
る
欲
望
で
あ
る
。
各
の

人
間
は
、
故
意
な
し
に
ま
た
技
巧
な
し
に
で
あ
る
に
せ
よ
、
絶
え
ず
言
葉
の
解
釈
の
技
術
を
行
っ
て
い
る
。
言
語
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六
九
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学
は
人
間
の
人
間
に
対
す
る
興
味
と
共
に
永
遠
で
あ
る
。」op. cit. S. 23

―24.
第
三
に
、
言
語
学
の
歴
史
学
或
い
は
精
神
科
学
一
般
へ
の
拡
張
は
歴
史
的
意
識

0

0

0

0

0

（geschichtliches 
B

ew
usstsein

）
の
覚
醒
に
よ
っ
て
大
い
に
誘
発
さ
れ
る
と
共
に
基
礎
付
け
ら
れ
た
。
文
化
は
諸
目
的
聯
関
の
織
り

合
わ
せ
で
あ
る
。
そ
の
各
の
も
の
、
言
語
、
法
律
、
神
話
、
宗
教
、
詩
、
哲
学
等
は
一
の
内
面
的
な
法
則
性
を
有

し
、
こ
れ
が
そ
れ
の
構
造
を
規
定
し
、
ま
た
こ
の
後
の
も
の
が
そ
れ
の
発
展
を
規
定
す
る
。
あ
ら
ゆ
る
文
化
現
象

は
歴
史
に
於
て
発
展
す
る
。
例
え
ば
、
言
葉
は
出
来
上
っ
た
道
具
も
し
く
は
物
で
は
な
い
、
却
っ
て
そ
れ
は
各
の

瞬
間
に
生
成
し
、
発
展
し
つ
つ
あ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
死
せ
る
所
産
で
は
な
く
、
む
し
ろ
つ
ね
に
活
動
し
つ

つ
あ
る
生
産
で
あ
る
、e[rgon 

【
エ
ル
ゴ
ン
・
作
品
】
で
は
な
く
し
て　

ejnevrgeia  

【
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
・
現
勢
態
】
で
あ
る
、

と
い
う
の
が
フ
ン
ボ
ル
ト
の
根
本
思
想
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。
然
る
に
こ
の
よ
う
な
発
展
説
は
ま
た
個
々
の
文
化

の
体
系
の
間
に
一
定
の
内
的
な
聯
関
を
樹
立
し
、こ
の
も
の
に
於
て
そ
れ
ら
の
各
の
相
対
的
な
役
割
を
規
定
す
る
。

精
神
生
活
の
大
い
な
る
諸
形
態
は
交
互
作
用
の
関
係
に
於
て
歴
史
的
に
結
合
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
歴
史
的
意

識
は
ヘ
ー
ゲ
ル
や
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
に
よ
っ
て
明
確
な
学
問
的
認
識
に
ま
で
揚
げ
ら
れ
た
。
広
い
意
味
で

の
ド
イ
ツ
歴
史
学
派
（die deutsche historische Schule

）
の
人
々
、
例
え
ば
、
ニ
ー
ブ
ー
ル
、
グ
リ
ム
、
サ
ヴ

ィ
ニ
イ
な
ど
は
こ
の
意
識
を
も
っ
て
活
動
し
た
。
ま
た
こ
の
意
識
の
も
と
に
ラ
ン
ケ
な
ど
の
普
遍
史
的
な
物
の
見
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方
は
健
か
に
養
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
人
々
に
よ
っ
て
、
既
に
自
然
成
長
的
に
一
の
聯
関
に
立
ち
、
知
識

の
世
界
の
一
の
半
球
を
形
造
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
一
群
の
認
識
、
即
ち
、
法
律
学
、
国
家
学
、
経
済
学
、
宗
教
学
、

詩
学
な
ど
が
、
そ
れ
の
他
の
半
球
な
る
自
然
科
学
に
対
し
て
、
学
問
的
に
自
己
の
独
立
性
を
獲
得
し
、
自
己
の
固

有
性
を
証
明
し
、
そ
し
て
同
時
に
相
互
の
間
の
親
和
性
を
自
覚
し
た
の
で
あ
る＊

。
か
く
て
言
語
学
は
そ
れ
ら
の
歴

史
的
諸
科
学
に
対
す
る
共
通
な
、
基
本
的
な
る
方
法
と
な
り
得
た
の
で
あ
る
。

＊　

デ
ィ
ル
タ
イ
は
哲
学
史
の
学
問
的
な
研
究
が
第
十
八
世
紀
の
後
半
に
於
て
歴
史
の
こ
の
部
分
へ
二
つ
の
新
し
い
契

機
の
這
入
っ
て
来
た
と
き
に
初
め
て
生
れ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
の
言
語
学
と
歴
史
的
意
識
と
が
そ
れ

で
あ
る
（IV, 557

）。
我
々
は
進
ん
で
こ
の
二
つ
の
も
の
こ
そ
偉
大
な
る
哲
学
史
家
で
あ
っ
た
デ
ィ
ル
タ
イ
の
哲
学

そ
の
も
の
の
生
長
の
地
盤
で
あ
っ
た
と
云
い
得
る
で
あ
ろ
う
。

二

解
釈
学
は
デ
ィ
ル
タ
イ
の
哲
学
の
中
心
的
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
彼
の
哲
学
が
何
よ
り
も
歴

史
学
の
土
台
の
上
に
据
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
必
然
で
あ
り
、
当
然
で
あ
る
。
け
だ
し
解
釈
学
は
「
哲
学

と
歴
史
的
諸
科
学
と
の
間
の
重
要
な
る
結
合
の
鎖
で
あ
り
、
諸
精
神
科
学
の
基
礎
付
け
の
主
要
な
る
部
分
で
あ
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デ
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釈
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る
。」
デ
ィ
ル
タ
イ
の
哲
学
的
努
力
の
最
大
の
目
的
は
精
神
科
学
の
基
礎
付
け
に
あ
っ
た
。
こ
の
仕
事
に
対
し
て

彼
は
彼
の
性
向
や
天
分
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
実
に
彼
の
学
問
的
活
動
の
歴
史
的

地
位
に
よ
っ
て
必
然
的
に
さ
れ
て
い
る
、
と
彼
は
考
え
た
。
哲
学
は
科
学
、
芸
術
、
社
会
な
ど
と
ひ
と
つ
の
法
則

的
な
聯
関
に
於
て
つ
な
ぎ
合
わ
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
聯
関
か
ら
し
て
哲
学
に
と
っ
て
そ
れ
の
課
題
は
必
然
的
に
生

れ
て
来
る
。
生
産
的
で
あ
ろ
う
と
欲
す
る
限
り
、
哲
学
は
い
つ
も
自
己
の
任
務
を
歴
史
的
に
把
握
せ
ね
ば
な
ら

ぬ
。
こ
の
思
想
か
ら
デ
ィ
ル
タ
イ
は
云
う
、「
我
々
の
課
題
は
我
々
に
と
っ
て
明
瞭
に
予
示
さ
れ
て
い
る
、
カ
ン

ト
の
批
判
的
な
道
を
辿
っ
て
、
人
間
精
神
の
ひ
と
つ
の
経
験
科
学
を
他
の
諸
領
域
の
研
究
者
達
と
の
協
同
に
於
て

基
礎
付
け
る
こ
と
が
そ
れ
で
あ
る
」（V, 27

）。
即
ち
彼
は
カ
ン
ト
が
自
然
科
学
に
対
し
て
な
し
た
と
同
じ
仕
事

を
精
神
科
学
に
つ
い
て
引
受
け
よ
う
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
課
題
は
ド
イ
ツ
に
於
け
る
千
七
百
七
十
年
か
ら

千
八
百
年
に
至
る
詩
的
並
び
に
哲
学
的
運
動
、
レ
ッ
シ
ン
グ
か
ら
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
及
び
ヘ
ー
ゲ
ル
ま
で

の
発
展
、
近
く
は
歴
史
学
派
の
活
動
が
彼
に
負
わ
せ
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
然
る
に
解
釈
学
は
精
神
科
学

に
と
っ
て
最
も
普
遍
的
な
そ
し
て
最
も
基
礎
的
な
方
法
で
あ
る
。「
解
釈
学
的
及
び
そ
れ
と
結
合
し
た
批
判
的
方

法
は
、
単
に
言
語
学
者
や
歴
史
家
に
よ
っ
て
実
際
に
使
わ
れ
て
い
る
の
み
で
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
な
く
し
て
は
如

何
な
る
精
神
科
学
も
成
立
し
得
な
い
」（V, 262

）。
従
っ
て
解
釈
学
の
構
造
の
研
究
が
彼
の
哲
学
の
中
心
と
な
ら
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史
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ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

デ
ィ
ル
タ
イ
の
解
釈
学
は
彼
の
一
生
の
学
問
的
研
究
の
過
程
に
於
て
そ
れ
と
共
に
成
長
し
た
。
彼
は
抽
象
的

概
念
的
に
、
現
実
に
対
す
る
親
密
な
る
感
情
を
も
つ
こ
と
な
く
、
向
こ
う
見
ず
の
学
問
的
建
築
欲
か
ら
し
て
の
み

思
索
す
る
こ
と
を
な
に
よ
り
も
排
斥
し
た
。
彼
は
哲
学
の
精
神
が
実
証
的
な
経
験
科
学
の
う
ち
に
内
在
す
べ
き
こ

と
を
信
じ
て
い
た
。「
現
実
に
対
す
る
飽
く
こ
と
な
き
熱
望
は
現
代
の
学
問
の
強
大
な
る
魂
で
あ
る
」、
と
デ
ィ
ル

タ
イ
は
云
っ
て
い
る
。
こ
の
激
し
き
魂
は
彼
を
体
系
哲
学
者
と
す
る
前
に
特
殊
研
究
家
と
せ
ず
に
は
お
か
な
か
っ

た
。
我
々
は
彼
の
樹
て
る
概
念
や
原
理
が
歴
史
科
学
の
領
域
に
於
け
る
多
年
に
亙
る
彼
自
身
の
特
殊
的
専
門
的
研

究
そ
の
も
の
か
ら
生
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
つ
ね
に
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
殆
ど
凡
て
の
第
一
位
を
占
め
る
哲

学
者
、
学
問
上
の
分
業
の
い
ま
だ
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
ギ
リ
シ
ア
の
古
代
の
こ
と
は
挙
げ
る
ま
で
も
な
く
、
例

え
ば
、
デ
カ
ル
ト
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
、
ヒ
ュ
ー
ム
、
カ
ン
ト
、
ヘ
ー
ゲ
ル
、
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
な
ど
が
、

新
し
い
方
法
も
し
く
は
原
理
を
哲
学
に
導
き
入
れ
る
こ
と
の
出
来
た
の
は
、デ
ィ
ル
タ
イ
の
記
し
て
い
る
よ
う
に
、

彼
等
が
そ
れ
ぞ
れ
特
殊
科
学
の
範
囲
に
於
て
み
ず
か
ら
独
創
的
な
仕
事
を
な
し
得
る
ま
で
に
そ
れ
を
熟
知
し
て
い

た
た
め
で
あ
っ
た
。
デ
ィ
ル
タ
イ
自
身
も
ま
た
こ
の
よ
う
な
思
想
家
た
ち
の
仲
間
で
あ
る
。「
哲
学
的
見
地
か
ら

の
歴
史
的
研
究
」
は
彼
の
生
涯
を
貫
く
方
針
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
然
る
に
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
概
念
と
方
法
と
は
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デ
ィ
ル
タ
イ
の
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釈
学

単
に
歴
史
的
特
殊
科
学
の
う
ち
に
そ
の
誕
生
の
地
を
も
つ
ば
か
り
で
な
く
、
彼
は
そ
れ
ら
の
も
の
を
発
展
せ
し
め

て
一
般
化
し
、
法
則
化
す
る
に
際
し
て
、
斯
く
の
如
く
哲
学
的
に
な
っ
た
形
式
に
於
て
そ
れ
ら
の
も
の
が
果
た
し

て
特
殊
科
学
に
と
っ
て
一
層
有
効
に
、
一
層
確
実
に
役
立
ち
得
る
か
否
か
を
吟
味
し
、
検
証
す
る
こ
と
を
怠
っ
て

い
な
い
。
彼
の
哲
学
が
特
殊
研
究
そ
の
も
の
の
過
程
に
於
て
実
り
多
き
も
の
と
し
て
確
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は

彼
の
最
も
大
い
な
る
関
心
に
属
し
た
。
そ
こ
に
於
て
収
穫
多
産
な
る
も
の
と
し
て
証
し
得
ら
れ
る
も
の
に
し
て
初

め
て
厳
密
な
る
学
問
と
し
て
の
哲
学
で
あ
り
得
る
と
彼
は
考
え
る
。
単
に
論
理
的
に
徹
底
し
て
い
る
こ
と
、
体
系

的
に
斉
合
し
て
い
る
こ
と
で
な
く
、
む
し
ろ
実
証
的
な
科
学
的
研
究
と
交
わ
っ
て
、
そ
れ
を
豊
か
に
孕
ま
し
得
る

力
を
示
す
と
い
う
こ
と
が
哲
学
の
真
の
学
問
性
の
標
準
で
あ
る
。
我
々
が
彼
の
著
述
に
於
て
特
殊
研
究
に
つ
い
て

の
恐
し
き
ま
で
の
確
か
さ
と
共
に
、
体
系
的
思
想
に
関
し
て
何
か
落
ち
着
か
ぬ
も
の
、
或
る
控
え
目
と
躊
躇
と
に

屡
々
出
会
う
の
は
、
彼
の
こ
の
よ
う
な
学
問
的
確
信
と
そ
れ
に
対
す
る
良
心
的
な
る
忠
実
と
に
由
来
す
る
の
で
あ

る
。
然
し
な
が
ら
、
ひ
と
つ
の
概
念
ま
た
は
原
理
を
特
殊
科
学
の
中
か
ら
誘
い
出
し
、
そ
し
て
更
に
そ
れ
の
普
遍

性
も
し
く
は
法
則
性
の
力
を
こ
の
学
問
に
於
て
検
証
す
る
の
み
で
は
、
そ
れ
が
特
に
哲
学
の
仕
事
で
あ
る
と
云
う

こ
と
が
出
来
な
い
。
デ
ィ
ル
タ
イ
の
学
問
は
、
彼
の
告
白
す
る
如
く
、
ド
イ
ツ
歴
史
学
派
の
雰
囲
気
の
中
で
そ
の

影
響
の
も
と
に
成
長
し
、
彼
の
哲
学
の
原
理
や
方
法
は
そ
の
少
な
か
ら
ぬ
部
分
に
於
て
こ
の
学
派
と
共
通
の
も
の



一
七
四

史
的
観
念
論
の
諸
問
題

で
あ
っ
た
。
し
か
し
彼
は
同
時
に
こ
の
学
派
に
は
哲
学
的
な
或
い
は
認
識
論
的
な
基
礎
付
け
の
欠
け
て
い
る
こ
と

を
非
難
し
、
そ
し
て
こ
の
点
に
於
て
ロ
ッ
ク
、
ヒ
ュ
ー
ム
及
び
カ
ン
ト
の
歩
ん
だ
道
を
辿
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を

繰
り
返
し
主
張
し
て
い
る
。
歴
史
学
派
に
よ
っ
て
ひ
と
た
び
独
立
の
学
問
と
し
て
解
放
さ
れ
た
精
神
科
学
の
認
識

論
的
基
礎
付
け
は
彼
の
一
生
の
労
作
の
根
本
の
動
機
で
あ
り
、
不
変
の
テ
マ
で
あ
っ
た
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
こ
の
仕

事
を
カ
ン
ト
に
倣
っ
て
「
歴
史
的
理
性
の
批
判
」（K

ritik der historischen Vernunft

）
と
呼
ん
で
い
る
。
彼
の

解
釈
学
に
於
け
る
最
も
独
創
的
な
る
も
の
は
、
そ
れ
が
一
層
包
括
的
な
歴
史
的
理
性
の
批
判
の
課
題
に
於
て
形
成

さ
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
云
わ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。

デ
ィ
ル
タ
イ
の
歴
史
的
理
性
の
批
判
の
、
従
っ
て
ま
た
解
釈
学
の
根
本
概
念
は
「
生
」
で
あ
る
。
そ
れ
の
根

本
命
題
は
「
生
を
生
そ
の
も
の
か
ら
理
解
す
る
」（das Leben aus ihm

 selber Verstehen

）
と
い
う
こ
と
に
あ
る＊

。

デ
ィ
ル
タ
イ
は
そ
れ
が
「
私
の
哲
学
的
思
惟
に
於
け
る
支
配
的
な
る
衝
動
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。（V, 4

）。

思
惟
は
生
の
背
後
に
溯
り
得
な
い
。「
生
そ
の
も
の
、
私
が
そ
の
背
後
に
溯
り
得
ぬ
生
命
性
は
諸
聯
関
を
含
ん
で

お
り
、
こ
れ
に
於
て
更
に
一
切
の
経
験
と
思
惟
と
が
顕
に
な
る
」（V, 83

）。
け
だ
し
た
だ
、
生
と
経
験
の
う
ち

に
思
惟
の
諸
形
式
、
諸
原
理
及
び
諸
範
疇
に
於
て
現
れ
る
と
こ
ろ
の
全
き
聯
関
が
含
ま
れ
て
い
る
が
故
に
、
ま
た

た
だ
、
こ
の
聯
関
が
生
と
経
験
に
於
て
分
析
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
得
る
が
故
に
、
現
実
的
存
在
の
認
識
は
あ
る
こ



一
七
五

デ
ィ
ル
タ
イ
の
解
釈
学

と
が
出
来
る
。
生
を
仮
象
と
見
做
す
こ
と
は
ひ
と
つ
の contradictio in adjecto  

【
形
容
矛
盾
】
で
あ
る
。
な
ぜ
な

ら
生
の
過
程
の
う
ち
に
、
過
去
か
ら
の
生
長
と
未
来
へ
の
進
出
の
う
ち
に
、
我
々
の
生
の
作
用
聯
関
と
価
値
と
を

形
造
る
と
こ
ろ
の
実
在
性
は
横
た
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
解
釈
学
の
根

柢
を
な
す
も
の
は
、
か
の
此
岸
性

0

0

0

（D
iesseitigkeit

）
の
思
想
、
彼
が
ル
ネ
サ
ン
ス
以
来
、
ブ
ル
ー
ノ
よ
り
ゲ
ー

テ
へ
の
発
展
の
研
究
に
於
て
確
め
て
来
た
と
こ
ろ
の
、「
超
越
的
な
る
諸
表
象
を
除
外
し
て
、
世
界
を
世
界
そ
の

も
の
か
ら
解
釈
す
る
」
と
い
う
思
想
、
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

＊　

こ
の
根
本
観
念
は
彼
の
著
作
の
到
る
処
に
見
出
さ
れ
る
。
既
に
『
体
験
と
詩
歌
』
の
中
で
、
彼
は
ゲ
ー
テ
に
つ
い

て
云
う
、「
そ
れ
は
一
切
の
宗
教
と
形
而
上
学
か
ら
独
立
な
る
、
現
実
的
存
在
の
現
実
的
存
在
そ
の
も
の
か
ら
の
解

釈
（eine A

uslegung des D
aseins aus ihm

 selbst

）
で
あ
る
」（D

as Erlebnis und die D
ichtung, S. 231

）。
彼
が

「
生
の
哲
学
」
に
多
く
の
意
味
を
認
め
た
の
も
主
と
し
て
こ
の
根
本
観
念
の
た
め
で
あ
る
―
―
「
こ
の
時
代
の
如
何

な
る
他
の
思
想
家
よ
り
も
徹
底
的
に
彼
（
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ワ
ー
）
は
世
界
の
世
界
そ
の
も
の
か
ら
の
解
釈
を
遂
行

す
る
こ
と
を
企
て
た
」（IV, 262

）。
―
―
「
生
は
生
そ
の
も
の
か
ら
解
釈
さ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
が
ニ
ー

チ
ェ
な
ど
の
生
の
哲
学
に
於
け
る
「
大
い
な
る
思
想
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
（V, 370

）。

然
る
に
生
を
生
そ
の
も
の
か
ら
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
が
空
虚
な
タ
ウ
ト
ロ
ギ
ー
【tautology

】
で
あ
る
べ
き



一
七
六

史
的
観
念
論
の
諸
問
題

で
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
は
一
切
の
文
化
、
歴
史
的
世
界
、
即
ち
ヘ
ー
ゲ
ル
の
謂
う
客
観
的
精
神
（der objective 

G
eist

）
が
生
の
表
現
も
し
く
は
発
展
と
し
て
生
そ
の
も
の
か
ら
解
釈
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
先
ず
意

味
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
歴
史
的
世
界
に
於
て
こ
の
生
そ
の
も
の
の
表
現
を
そ
の
多
様
さ
と
深
さ
に
於
て
把

握
す
る
と
い
う
飽
く
こ
と
な
き
努
力
の
う
ち
に
私
は
成
長
し
た
」（V, 4

）、
と
デ
ィ
ル
タ
イ
は
自
己
の
学
問
的
生

涯
を
回
顧
し
つ
つ
記
し
て
い
る
。
し
か
る
に
あ
ら
ゆ
る
文
化
の
所
産
を
生
そ
の
も
の
か
ら
理
解
す
る
と
い
う
こ

と
は
デ
ィ
ル
タ
イ
が
特
に
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
か
ら
学
ん
だ
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
前
者
は
こ
れ
を
も
っ
て

後
者
の
最
も
偉
大
な
る
功
績
に
属
す
る
と
考
え
た
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
云
っ
て
い
る
、「
さ
て
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ

ハ
ー
の
宇
宙
的
直
観
に
於
け
る
最
も
深
き
も
の
は
、
恐
ら
く
、
こ
の
宗
教
的
体
験
が
自
己
の
う
ち
に
諸
宗
教
の
多

様
性
に
対
す
る
説
明
根
拠
と
そ
れ
の
正
当
性
に
対
す
る
権
利
根
拠
と
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
」（V

I, 

296

）。
正
当
に
、
独
立
に
、
根
源
的
に
、
打
ち
毀
し
難
く
精
神
生
活
の
う
ち
に
働
い
て
い
る
宗
教
的
体
験
が
あ

る
、
そ
し
て
こ
の
体
験
が
一
切
の
教
理
、
儀
礼
並
び
に
宗
教
的
共
同
的
生
活
の
組
織
の
根
源
で
あ
る
と
い
う
こ

と
、
そ
れ
が
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
の
宗
教
論
に
於
け
る
大
い
な
る
発
見
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
一
般
に
文
化

の
理
解
の
原
理
は
生
の
う
ち
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
然
し
な
が
ら
斯
く
の
如
き
理
解
の
課
題
が
方
法
的
に
遂
行
さ

れ
得
る
た
め
に
は
、
生
、
そ
れ
の
体
験
そ
の
も
の
が
学
問
的
な
分
析
に
堪
え
得
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
も



一
七
七

デ
ィ
ル
タ
イ
の
解
釈
学

し
生
に
し
て
単
に
直
接
的
な
る
、
神
秘
的
な
る
直
観
に
よ
っ
て
の
み
捉
え
ら
れ
得
る
も
の
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
そ

れ
が
学
問
の
原
理
と
な
り
得
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。「
生
は
我
々
に
直
接
的
に
で
は
な
く
、
却
っ
て
思
惟
の

客
観
化
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
」（V, 5

）。
生
が
思
惟
の
分
析
に
よ
っ
て
顕
に
さ
れ
得
る
の
は

そ
の
如
何
な
る
性
格
に
よ
っ
て
で
あ
る
か
。
生
の
歴
史
性

0

0

0

0

0

（die G
eschichtlichkeit des Lebens

）
こ
そ
ま
さ
に

こ
の
問
に
応
ず
る
も
の
で
あ
る
。
生
は
本
質
的
に
歴
史
で
あ
る
。
生
そ
の
も
の
は
い
つ
で
も
歴
史
的
に
規
定
さ

れ
て
お
り
、
人
間
は
徹
底
的
に
歴
史
的
で
あ
る
。「
人
間
の
歴
史
的
性
質
は
彼
の
よ
り
高
い
性
質
一
般
で
あ
る
」

（D
ie geschichtliche N

atur des M
enschen ist seine höhere N

atur überhaupt. IV, 560

）。
生
は
歴
史
的
で
あ
る

か
ら
し
て
、
生
の
理
解
は
分
析
的
で
あ
り
、
客
観
的
で
あ
り
得
る
。
恰
も
こ
の
根
源
的
な
る
性
質
の
た
め
に
、
生

は
客
観
的
精
神
に
ま
で
発
展
す
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
故
に
、
文
化
の
歴
史
は
生
そ
の
も
の
か
ら
解
釈
さ
る

べ
き
で
あ
る
と
い
う
、
か
の
根
本
的
な
る
要
請
は
基
礎
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
故
に
、
歴
史
的

世
界
の
理
解
が
則
ち
生
そ
の
も
の
の
理
解
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
帰
結
す
る
。
実
際
、
歴
史
を
通
じ
て
の
み
生
は

認
識
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。「
人
間
が
何
で
あ
る
か
は
た
だ
歴
史
の
み
が
語
る
。
歴
史
的
研
究
を
見
棄
て
る
こ

と
は
人
間
の
認
識
を
断
念
す
る
こ
と
で
あ
る
」（IV, 529

）。「
人
間
が
何
で
あ
る
か
、
そ
れ
を
彼
は
実
に
、
自
己

に
つ
い
て
の
瞑
想
に
よ
っ
て
知
る
の
で
も
な
く
、
ま
た
心
理
学
的
実
験
に
よ
っ
て
知
る
の
で
も
な
く
、
却
っ
て
歴



一
七
八

史
的
観
念
論
の
諸
問
題

史
に
よ
っ
て
知
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
心
的
聯
関
の
生
成
、
そ
の
諸
形
式
及
び
そ
の
活
動
を
洞
見
し
よ
う

と
欲
す
る
と
こ
ろ
の
、
人
間
精
神
の
諸
所
産
の
こ
の
分
析
は
、
歴
史
的
諸
生
産
物
の
分
析
に
、
そ
れ
の
う
ち
に

か
か
る
聯
関
が
形
造
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
歴
史
的
諸
過
程

0

0

0

0

0

0

の
あ
ら
ゆ
る
捕
え
ら
れ
得
る
砕
片
の
観
察
と
集
成
と
を

結
び
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」（V, 180

）。
我
々
が
哲
学
に
課
す
る
一
切
の
問
題
は
、
我
々
の
認
識
能
力
の
固
結

し
た
ア
プ
リ
オ
リ
を
想
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、「
我
々
の
存
在
の
全
体
か
ら
発
す
る
発
展
史
」（die 

Entw
icklungsgeschichte, w

elche von der Totalität unseres W
esens ausgeht. I, X

V
III.

）
を
追
跡
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
の
み
残
り
な
く
解
決
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
全
き
人
間
性
の
構
造
に
於
て
限
定
さ
れ
て
い
る
生
の
発
展

史
の
う
ち
に
、
歴
史
科
学
的
認
識
の
起
源
、
そ
れ
の
妥
当
性
、
そ
れ
の
限
界
等
の
基
礎
は
横
た
わ
っ
て
い
る
。
デ

ィ
ル
タ
イ
は
こ
の
思
想
を
も
っ
て
カ
ン
ト
に
反
対
し
た
。
彼
も
ま
た
意
識
が
世
界
の
形
式
を
産
み
出
す
と
い
う
先

験
哲
学
的
思
想
の
上
に
立
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
カ
ン
ト
の
意
識
一
般
の
概
念
は
な
お
抽
象
的
、
構
成
的
で
あ
る

と
し
て
こ
れ
を
斥
け
る
。
カ
ン
ト
の
認
識
主
観
の
血
管
の
中
に
は
現
実
の
血
が
流
れ
て
い
な
い
。
単
な
る
思
惟
活

動
と
し
て
の
主
観
は
、
意
志
感
情
表
象
の
作
用
の
悉
く
を
自
己
の
契
機
と
し
て
含
む
現
実
的
な
る
、
全
体
的
な
る

生
の
発
展
の
過
程
に
よ
っ
て
置
き
換
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
学
問
の
原
理
は
生
そ
の
も
の
の
う
ち
に
横
た
わ

っ
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
デ
ィ
ル
タ
イ
は
彼
の
認
識
論
を
特
に
「
自
省
」
と
名
づ
け
て
い
る
。
し
か
る
に
生
は
そ



一
七
九

デ
ィ
ル
タ
イ
の
解
釈
学

の
根
本
的
な
る
規
定
に
於
て
歴
史
的
で
あ
り
、生
の
認
識
は
歴
史
を
通
じ
て
初
め
て
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、

自
省
は
必
然
的
に
歴
史
的
自
省

0

0

0

0

0

（die geschichtliche Selbstbesinnung

）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
て
認
識

論
は
デ
ィ
ル
タ
イ
に
と
っ
て
純
粋
な
る

0

0

0

0

理
性
の
批
判
で
な
く
し
て
、
む
し
ろ
歴
史
的
な
る

0

0

0

0

0

理
性
の
批
判
で
あ
っ
た

の
で
あ
る
。
哲
学
と
歴
史
と
の
最
も
深
き
且
つ
最
も
本
質
的
な
る
結
合
は
こ
こ
に
成
立
す
る
。「
歴
史
的
で
な
き

が
如
き
、
如
何
な
る
現
実
的
な
る
哲
学
的
思
索
も
存
在
し
な
い
。
体
系
的
哲
学
と
歴
史
的
叙
述
と
の
間
の
分
離
は

本
質
的
に
正
し
く
な
い
の
で
あ
る
。」（Briefw

echsel zw
ischen W

ilhelm
 D

ilthey und dem
 G

rafen Paul Yorck v. 

W
artenburg, 1877

―1897, H
rsg. v. Sigrid v. d. Schulenburg, S. 251.

）

三

生
と
は
先
ず
自
我
と
彼
の
環
境
と
の
間
の
作
用
聯
関
で
あ
る
。
生
に
あ
っ
て
は
私
に
と
っ
て
私
の
自
我
は
そ

の
環
境
の
中
に
与
え
ら
れ
て
い
る
、
そ
こ
に
於
て
私
は
私
の
存
在
の
感
情
を
も
ち
、
私
の
周
囲
の
人
間
及
び
事
物

に
関
係
し
、
そ
れ
ら
に
対
し
て
或
る
態
度
を
と
る
。
そ
れ
ら
の
も
の
は
私
の
上
に
圧
迫
を
及
ぼ
し
若
く
は
私
に
力

と
存
在
の
喜
び
を
注
ぎ
込
む
。
そ
れ
ら
の
も
の
は
私
に
向
っ
て
要
求
を
も
ち
か
け
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
も
の
は
私

の
存
在
の
う
ち
に
位
置
を
占
め
る
。
か
く
て
各
の
物
、
各
の
人
は
私
の
生
の
交
渉
（Lebensbezug

）
に
よ
っ
て



一
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史
的
観
念
論
の
諸
問
題

ひ
と
つ
の
固
有
な
る
力
と
色
彩
と
を
享
け
る
。
即
ち
存
在
は
環
境
と
し
て
単
に
対
象
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
環
境

と
し
て
私
に
対
し
て
圧
迫
と
促
進
、
欲
求
と
拘
束
、
或
い
は
親
し
さ
と
疎
さ
を
含
ま
ぬ
が
如
き
如
何
な
る
人
間
も

事
物
も
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
生
の
交
渉
は
そ
れ
ら
の
も
の
を
幸
福
、
私
の
存
在
の
拡
大
、
私
の
力
の
高
揚
の

担
い
手
と
す
る
、
ま
た
は
そ
れ
ら
の
も
の
は
私
の
存
在
を
制
限
し
、
私
の
力
を
減
少
せ
し
め
る
。
環
境
（M

ilieu

）

の
概
念
は
生
の
交
渉
に
よ
っ
て
成
立
す
る
、
即
ち
そ
れ
は
「
交
渉
的
存
在
」
の
概
念
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う

に
物
が
生
の
交
渉
に
於
て
私
に
対
し
て
獲
る
と
こ
ろ
の
諸
規
定
に
、
生
の
交
渉
か
ら
し
て
産
れ
る
私
自
身
の
衷
に

於
け
る
状
態
の
変
化
は
相
応
す
る
。
こ
の
場
合
凡
て
の
物
が
自
我
に
対
し
て
位
置
を
有
す
る
如
く
、
自
我
の
状
態

は
物
の
彼
に
対
す
る
関
係
に
従
っ
て
絶
え
ず
変
化
す
る
。
そ
し
て
か
か
る
自
我
と
彼
の
環
境
と
の
間
の
作
用
聯
関

（W
irkungszusam

m
enhang

）
は
恰
も
生
の
歴
史
性
の
最
初
の
規
定
と
考
え
ら
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。

生
の
第
一
の
方
面
も
し
く
は
契
機
は
体
験
0

0

（Erlebnis

）
で
あ
る
。
体
験
と
は
存
在
が
私
に
と
っ
て
そ
こ
に
在

る
特
殊
な
仕
方
で
あ
る
。
凡
て
私
に
と
っ
て
そ
こ
に
在
る
も
の
は
、
私
の
意
識
の
事
実
で
あ
る
と
い
う
最
も
一
般

的
な
る
条
件
の
も
と
に
立
っ
て
い
る
。
各
の
外
的
な
る
事
物
と
雖
も
ま
た
、
私
に
と
っ
て
は
た
だ
意
識
の
事
実
も

し
く
は
過
程
の
結
合
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
こ
の
事
態
を
原
理
的
に
「
現
象
性
の

命
題
」（Satz der Phänom

enalität

）
の
名
を
も
っ
て
表
現
す
る
。
然
し
な
が
ら
ひ
と
は
現
象
性
の
命
題
を
、
従
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来
の
経
験
主
義
的
ま
た
一
部
分
は
先
験
哲
学
的
認
識
論
が
し
た
よ
う
に
、
主
知
主
義
的
に
転
釈
し
て
は
な
ら
ぬ
。

単
な
る
表
象
的
、
思
惟
的
活
動
の
う
ち
に
存
在
の
最
高
の
制
約
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
却
っ
て
そ
れ

は
衝
動
、
意
志
及
び
感
情
の
中
に
含
ま
れ
た
聯
関
の
う
ち
に
横
た
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
斯
く

の
如
き
思
想
か
ら
『
外
界
の
実
在
性
に
つ
い
て
の
我
々
の
信
仰
の
根
源
並
び
に
そ
の
権
利
の
問
題
の
解
決
に
対
す

る
寄
与
』
を
書
い
た
。
単
な
る
表
象
に
と
っ
て
は
外
界
は
ど
こ
ま
で
も
た
だ
現
象
に
過
ぎ
ぬ
で
あ
ろ
う
、
我
々
の

意
欲
、
情
感
、
表
象
の
全
体
的
な
る
聯
関
に
於
て
初
め
て
、
我
々
の
自
我
と
共
に
外
界
の
実
在
性
は
確
実
に
基
礎

付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
我
々
の
内
部
に
於
て
多
様
な
る
過
程
、
感
覚
、
表
象
、
感
情
、
衝
動
、
意
志
等

を
感
知
す
る
。
こ
れ
ら
の
諸
過
程
は
相
互
に
ひ
と
つ
の
「
構
造
聯
関
」（Strukturzusam

m
enhang

）
に
結
合
さ
れ

る
。
愛
す
る
者
の
死
は
構
造
的
に
特
殊
な
仕
方
を
も
っ
て
痛
み
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
私
が
そ
れ
に
つ
い
て
痛
み

を
感
ず
る
も
の
と
関
係
さ
せ
ら
れ
て
、
知
覚
ま
た
は
表
象
と
痛
み
と
の
こ
の
構
造
的
な
る
結
合
が
体
験
で
あ
る
。

ひ
と
つ
の
実
在
と
し
て
私
の
う
ち
に
現
れ
る
こ
の
構
造
的
聯
関
が
実
在
と
し
て
含
む
一
切
の
も
の
が
体
験
な
の
で

あ
る
。
そ
し
て
我
々
の
精
神
的
構
造
の
中
心
を
な
す
も
の
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
に
従
う
と
き
、
諸
衝
動
と
諸
感
情
の

束
で
あ
る
。
諸
の
印
象
は
こ
の
中
心
か
ら
与
え
ら
れ
た
感
情
の
色
取
に
よ
っ
て
、
注
意
の
う
ち
に
引
き
上
げ
ら
れ

て
、
知
覚
と
そ
の
記
憶
及
び
思
想
系
列
と
の
結
合
は
形
成
さ
れ
、
次
に
そ
れ
ら
の
も
の
に
存
在
の
高
揚
或
い
は
苦
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痛
、
恐
怖
、
憤
怒
が
結
び
つ
く
。
か
く
て
我
々
の
存
在
の
深
奥
の
一
切
は
動
か
さ
れ
る
。
そ
し
て
恰
も
こ
こ
か
ら

し
て
更
に
、
苦
痛
よ
り
希
望
へ
の
推
移
、
更
に
こ
の
も
の
の
欲
求
へ
の
、
有
意
的
行
為
を
喚
び
起
す
と
こ
ろ
の
他

の
系
列
の
情
緒
へ
の
推
移
が
行
わ
れ
る
。
こ
の
際
最
も
決
定
的
な
こ
と
は
、
一
の
状
態
か
ら
他
の
状
態
へ
の
諸
推

移
、
一
か
ら
他
へ
導
く
と
こ
ろ
の
作
動
が
ま
た
そ
れ
自
身
内
的
経
験
そ
の
も
の
に
属
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

構
造
的
聯
関
は
体
験
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
全
体
的
な
る
聯
関
が
つ
ね
に
現
実
的
で
あ
り
、
そ
し
て
ま
さ
に
そ
れ

に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
が
故
に
、
外
的
世
界
が
実
在
と
し
て
与
え
ら
れ
る
が
如
く
、
恰
も
ま
た
全
体
的
な
る

聯
関
が
絶
え
ず
個
々
の
心
的
過
程
の
う
ち
に
働
く
が
故
に
、
こ
の
も
の
は
体
験
と
し
て
実
在
で
あ
る
の
で
あ
る
。

体
験
は
単
な
る
現
象
で
は
な
く
、
精
神
生
活

0

0

0

0

（Seelenleben

）
と
し
て
充
実
し
た
現
実
性
を
有
す
る
。
一
般
に
構

造
の
概
念
が
中
心
に
持
ち
来
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
象
性
の
命
題
は
現
象
主
義
（Phänom

enalism
us

）
の
誤

謬
か
ら
免
れ
得
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
構
造
が
体
験
さ
れ
た
聯
関
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、
精
神
生
活
が
最
も
優
越
な

る
意
味
に
於
け
る
統
一
で
あ
る
と
こ
ろ
の
根
拠
は
横
た
わ
っ
て
い
る
。
心
的
生
活
過
程
は
根
源
的
に
そ
し
て
到
る

処
、
そ
の
最
も
原
始
的
な
る
形
態
か
ら
そ
の
最
高
の
形
態
に
至
る
ま
で
、
一
の
統
一
で
あ
る
。
精
神
生
活
は
部
分

か
ら
合
成
さ
れ
た
も
の
で
な
い
、
そ
れ
は
要
素
か
ら
組
成
さ
れ
て
い
る
の
で
な
い
。
そ
れ
は
合
成
物
で
な
く
、
感

覚
原
子
或
い
は
感
情
原
子
の
協
働
の
結
果
で
は
な
い
。そ
れ
は
根
源
的
に
そ
し
て
つ
ね
に
優
越
な
る
統
一
で
あ
る
。
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精
神
生
活
に
於
て
は
聯
関
は
第
一
次
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
、我
々
は
こ
の
聯
関
の
背
後
に
溯
る
こ
と
が
出
来
ぬ
。

聯
関
は
実
に
「
生
そ
の
も
の
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
概
念
」（der im

 Leben selber enthaltene B
egriff

）
で
あ
っ
て
、

我
々
の
思
惟
が
そ
こ
に
持
ち
込
ん
だ
若
く
は
附
け
加
え
た
概
念
で
あ
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
精
神
生
活
の
構

造
が
絶
え
ず
我
々
の
う
ち
に
活
動
し
、
意
識
の
中
に
見
出
さ
れ
る
表
象
や
状
態
が
つ
ね
に
こ
の
も
の
に
於
て
制
約

さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
各
の
心
的
過
程
は
孤
立
さ
れ
分
離
さ
れ
た
要
素
で
な
く
、
却
っ
て
全
体
に
於
け
る
一
の

機
能
ま
た
は
動
作
（Leistung
）
と
な
る
。
我
々
は
た
だ
抽
象
に
よ
っ
て
そ
れ
を
固
定
せ
る
、
そ
れ
自
身
と
し
て

存
立
す
る
要
素
と
し
て
把
握
し
得
る
ば
か
り
で
あ
る
。
現
実
に
あ
っ
て
は
精
神
に
於
け
る
一
の
過
程
は
つ
ね
に
同

時
に
一
の
「
形
成
過
程
」（B

ildungsprozess

）
で
あ
る
。
そ
れ
は
精
神
生
活
の
全
体
の
聯
関
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
、

こ
の
も
の
に
作
用
さ
れ
て
、
ひ
と
つ
の
内
的
な
る
変
化
と
生
長
を
成
就
す
る
。
か
く
て
現
実
に
ひ
と
つ
の
知
覚
或

い
は
表
象
が
現
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
感
情
に
よ
っ
て
貫
か
れ
、
色
取
ら
れ
、
生
か
さ
れ
て
い
る
、
感
情
と
興
味
の

分
配
、
こ
れ
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
た
注
意
が
、
他
の
原
因
と
共
に
、
そ
れ
の
出
現
、
そ
れ
の
保
存
の
程
度
、
そ
れ

の
消
滅
を
規
定
す
る
。
一
の
心
象
の
運
命
は
感
情
と
注
意
の
分
配
に
依
存
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
心

象
も
ま
た
「
ひ
と
つ
の
衝
動
的
な
力
」（eine triebartige Energie
）
を
獲
る
。
そ
れ
は
生
命
で
あ
り
、
過
程
で
あ

る
。
そ
れ
は
生
成
し
、
発
展
し
、
消
滅
す
る
。
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全
体
の
構
造
聯
関
が
体
験
の
う
ち
に
作
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
の
現
在
の
体
験
は
そ
の
う
ち
に
含
ま
れ

る
諸
契
機
の
故
に
、
私
の
過
去
に
於
て
構
造
的
に
こ
れ
ら
の
諸
契
機
と
結
合
し
て
い
た
と
こ
ろ
の
体
験
へ
と
連
れ

て
ゆ
く
、
ま
た
他
の
諸
契
機
は
未
来
へ
と
導
く
。
体
験
さ
れ
た
も
の
の
憶
起
さ
れ
た
る
も
の
へ
の
、
並
び
に
希

望
、
期
待
、
配
慮
、
欲
求
に
於
て
現
れ
る
未
来
的
な
る
も
の
へ
の
こ
の
関
係
は
、
私
を
後
方
へ
ま
た
前
方
へ
牽

い
て
ゆ
く
。
こ
の
牽
引
（Fortgezogenw

erden

）
―
―
そ
れ
は
単
な
る
意
志
と
混
同
さ
る
べ
き
で
な
い
―
―
に
よ

っ
て
、
聯
関
に
あ
っ
て
力
と
し
て
働
く
も
の
は
現
前
性
（Präsenz

）
と
し
て
固
有
な
る
性
格
を
獲
得
す
る
。
体

験
は
一
の
動
的
統
一
で
あ
る
。
そ
の
構
造
は
い
つ
で
も
過
程
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
単
な
る
現
在

で
は
な
く
し
て
、
却
っ
て
現
在
の
意
識
の
中
に
既
に
過
去
と
未
来
と
を
抱
く
。
現
在
の
具
体
的
な
る
意
識
は
つ
ね

に
過
去
と
未
来
と
を
自
己
の
う
ち
に
含
ん
で
い
る
も
の
で
あ
る
。
生
の
基
本
的
な
る
、
範
疇
的
な
る
規
定
と
し
て

の
時
間
性
は
ま
さ
に
斯
く
の
如
き
も
の
を
謂
う
。
か
く
し
て
我
々
は
ま
た
体
験
が
つ
ね
に
与
え
ら
れ
た
特
殊
か
ら

全
体
へ
と
進
む
の
を
知
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
こ
こ
に
生
の
範
疇
（K

ategorie des Lebens

）
と
し
て
最
も
包
括

的
な
る
「
意
味
」（B

edeutung

）
の
範
疇
が
与
え
ら
れ
る
。
生
の
範
疇
と
い
う
の
は
先
験
的
に
生
に
対
し
て
適
用

さ
れ
る
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
ま
さ
し
く
生
そ
の
も
の
の
本
質
の
う
ち
に
横
た
わ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ

る
。
か
か
る
も
の
の
一
と
し
て
意
味
の
範
疇
は
、
生
の
本
質
の
う
ち
に
基
礎
付
け
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
生
の
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部
分
の
全
体
に
対
す
る
関
係
を
表
す
。
こ
の
意
味
を
ば
我
々
は
、
ち
ょ
う
ど
文
章
に
於
け
る
単
語
の
意
味
が
そ
の

前
後
の
関
係
か
ら
し
て
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
記
憶
と
未
来
の
可
能
性
に
よ
っ
て
認
識
す
る
。
意
味
関
係
の
本
質

は
、
時
間
の
経
過
の
う
ち
に
あ
っ
て
、
生
の
構
造
の
基
礎
の
上
に
於
て
、
ひ
と
つ
の
生
の
過
程
の
形
式
が
含
む
と

こ
ろ
の
諸
関
係
の
う
ち
に
横
た
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
生
の
構
造
の
中
心
を
な
す
も
の
は
衝
動
の
束

で
あ
っ
た
。
こ
の
も
の
は
謂
わ
ば
凡
て
の
方
面
に
、
不
快
と
欲
望
の
感
情
、
努
力
と
意
欲
と
の
聯
関
に
於
て
、
自

己
を
放
射
す
る
。
こ
の
構
造
に
於
て
は
そ
の
諸
部
分
は
そ
れ
の
結
合
が
衝
動
の
満
足
と
幸
福
を
喚
び
起
し
、
苦
痛

を
禦ふ
せ

ぎ
妨
げ
る
よ
う
に
結
び
合
わ
さ
れ
て
い
る
。即
ち
そ
こ
で
は
聯
関
は
ひ
と
つ
の
目
的
聯
関
で
あ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
精
神
生
活
の
基
本
的
編
制
を
な
す
と
こ
ろ
の
、
部
分
と
全
体
と
の
各
の
関
係
は
、「
合
目
的
性
」

（Zw
eckm

ässigkeit

）
を
担
う
。
合
目
的
性
は
ひ
と
つ
の
自
然
概
念
で
は
な
い
。
却
っ
て
そ
れ
は
衝
動
、
快
、
苦

痛
に
於
て
体
験
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
人
間
の
存
在
に
於
け
る
生
の
聯
関
の
存
在
の
仕
方
で
あ
る
。「
実
に
精
神
的

構
造
に
於
て
の
み
合
目
的
性
の
性
格
は
根
源
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
、
そ
し
て
我
々
が
有
機
体
ま
た
は
世
界
に
合

目
的
性
を
属
せ
し
め
る
が
如
き
こ
と
が
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
概
念
は
た
だ
内
面
的
な
る
体
験
か
ら
し
て
移
し
込
ま

れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
」（V, 207

）、
と
デ
ィ
ル
タ
イ
は
記
し
て
い
る
。
生
に
あ
っ
て
は
現
在
は
過
去

に
よ
っ
て
充
さ
れ
、
そ
し
て
未
来
を
そ
の
う
ち
に
孕
む
。
然
る
に
こ
の
よ
う
な
生
の
経
過
の
う
ち
に
合
目
的
的
関
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史
的
観
念
論
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諸
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係
は
内
住
す
る
。
こ
こ
に
「
発
展
」（Entw

icklung

）
が
生
の
範
疇
の
ひ
と
つ
と
し
て
与
え
ら
れ
る
。
発
展
も
ま

た
構
造
の
聯
関
が
根
柢
に
あ
る
と
こ
ろ
に
於
て
の
み
可
能
で
あ
る
。

生
の
第
二
の
方
面
ま
た
は
契
機
は
表
現
0

0

（A
usdruck

）
で
あ
る
。
体
験
が
生
の
謂
わ
ば
内
化
の
方
向
で
あ
る

に
反
し
て
、
表
現
は
そ
れ
の
謂
わ
ば
外
化
の
方
向
で
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
こ
の
後
の
も
の
を
ま
た
生
の
客
観
化

（die O
bjektivation des Lebens

）
と
も
呼
ん
で
い
る
。
生
は
自
己
自
身
の
中
に
無
限
な
る
内
化
の
傾
向
と
共
に

無
限
な
る
外
化
の
傾
向
を
蔵
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
最
も
縁
な
き
も
の
と
見
ゆ
る
外
物
も
体
験
に
引
き
入
れ
ら
れ

る
可
能
性
を
有
す
る
と
共
に
、
ま
た
意
識
の
照
し
能
わ
ぬ
最
も
深
き
内
奥
も
表
現
に
顕
れ
る
可
能
性
を
有
す
る
。

蓋
し
生
は
自
体
に
於
て
は
一
の
精
神
物
理
的
統
一
で
あ
る
。
ひ
と
が
心
理
的
な
る
も
の
及
び
物
理
的
な
る
も
の
と

し
て
分
離
し
慣
わ
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
生
の
事
実
に
於
て
は
分
割
さ
れ
ず
に
あ
る
。
生
は
両
者
の
生
け

る
聯
関
を
含
む
。
我
々
は
我
々
自
身
自
然
で
あ
る
、
そ
し
て
自
然
は
我
々
の
裡
に
、
無
意
識
的
に
、
暗
き
衝
動
に

於
て
、
は
た
ら
く
。
意
識
の
諸
状
態
は
身
振
、
顔
付
、
言
語
な
ど
の
う
ち
に
絶
え
ず
自
己
を
表
現
す
る
。
生
は
単

な
る
精
神
で
な
く
同
時
に
身
体
で
あ
る
が
故
に
、
ま
さ
に
そ
の
故
に
生
の
原
始
的
な
る
、
根
本
的
な
る
構
造
は
、

人
間
と
彼
の
環
境
と
の
間
の
作
用
聯
関
で
あ
る
の
で
あ
る
。
精
神
生
活
の
構
造
は
生
の
統
一
体
が
、
そ
れ
が
そ
の

う
ち
に
生
活
す
る
環
境
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
、
そ
し
て
更
に
そ
の
環
境
の
上
に
作
用
し
返
し
、
そ
こ
か
ら
生
ず
る



一
八
七

デ
ィ
ル
タ
イ
の
解
釈
学

内
的
状
態
の
編
制
を
意
味
す
る
。
し
か
る
に
人
間
が
環
境
と
構
造
的
聯
関
に
立
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
彼
の
表

現
は
特
殊
な
る
形
態
を
と
る
こ
と
と
な
る
。我
々
は
先
ず
人
間
が
自
然
か
ら
規
定
さ
れ
て
い
る
の
を
見
出
す
。個
々

の
人
間
の
発
達
、
並
び
に
地
上
に
於
け
る
人
類
の
分
布
及
び
歴
史
に
於
け
る
そ
の
運
命
は
、
自
然
的
諸
条
件
に
よ

っ
て
制
約
さ
れ
て
い
る
。
精
神
物
理
的
統
一
体
に
と
っ
て
は
そ
れ
だ
か
ら
諸
目
的
そ
の
も
の
の
形
成
に
関
し
て
自

然
過
程
と
そ
の
性
質
と
が
指
導
的
で
あ
る
。
し
か
し
他
方
で
は
、
こ
の
統
一
体
に
と
っ
て
自
然
の
全
聯
関
は
そ
れ

ら
諸
目
的
の
成
就
に
対
す
る
手
段
の
体
系
と
し
て
協
働
す
る
。目
的
は
そ
の
手
段
を
自
然
の
条
件
の
中
に
求
め
る
。

精
神
の
創
造
力
が
外
界
に
於
て
生
産
す
る
変
化
が
如
何
に
瑣さ

さ々

た
る
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
し
か
も
こ
の
も
の
に

於
て
の
み
、
そ
れ
を
通
じ
て
斯
く
創
造
さ
れ
た
価
値
が
ま
た
他
の
諸
精
神
に
と
っ
て
も
存
在
す
る
と
こ
ろ
の
媒
介

は
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
地
動
説
の
方
向
に
於
け
る
古
代
人
の
最
も
深
き
思
惟
労
作
の
物
質
的
残
滓
と
し
て
遺

さ
れ
た
数
葉
が
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
の
手
に
這
入
っ
た
と
き
、
そ
れ
は
我
々
の
世
界
観
に
於
け
る
革
命
の
出
発
点
と
な

っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
自
然
的
諸
条
件
が
地
球
面
に
於
け
る
精
神
生
活
の
発
達
と
分
布
と
を
規
定
す
る
と
い

う
こ
と
、
そ
し
て
、
人
間
の
目
的
活
動
が
自
然
の
諸
法
則
に
拘
束
さ
れ
、
か
く
て
そ
れ
の
認
識
と
利
用
と
に
よ
っ

て
制
約
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
こ
の
二
重
の
依
存
関
係
の
基
礎
の
上
に
つ
ね
に
生
の
客
観
化
は
行
わ
れ
る
。

個
人
か
ら
個
人
へ
物
質
的
過
程
の
媒
介
を
通
じ
て
放
射
す
る
作
用
の
う
ち
い
と
小
さ
き
も
の
と
雖
も
失
わ
れ
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史
的
観
念
論
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諸
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る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。然
し
な
が
ら
た
だ
社
会
的
世
界
に
於
け
る
同
形
的
な
結
果
が
結
び
合
う
場
合
に
の
み
、

我
々
に
明
瞭
な
力
強
い
言
葉
を
も
っ
て
話
し
掛
け
る
と
こ
ろ
の
事
実
が
生
成
す
る
。
個
人
の
間
の
持
続
的
な
関
係

か
ら
産
れ
出
る
事
実
は
ひ
と
つ
の
恒
常
な
る
形
態
を
と
る
こ
と
が
出
来
る
。
斯
く
の
如
き
も
の
の
う
ち
或
る
も
の

は
、
人
間
性
の
一
の
要
素
に
基
づ
き
、
従
っ
て
持
続
的
な
る
目
的
が
、
個
々
の
個
人
に
於
け
る
心
的
活
動
を
相
互

関
係
に
立
た
せ
、
か
く
て
一
の
目
的
聯
関
に
結
合
す
る
と
き
に
生
成
す
る
。
そ
し
て
他
の
も
の
は
、
持
続
的
な
る

原
因
、
そ
れ
が
自
然
の
編
制
の
う
ち
に
あ
る
に
せ
よ
若
く
は
人
間
性
を
動
か
す
目
的
の
う
ち
に
あ
る
に
せ
よ
、
そ

の
原
因
が
諸
の
意
志
を
一
の
全
体
へ
の
拘
束
に
結
合
す
る
と
き
に
生
成
す
る
。初
め
の
も
の
を
デ
ィ
ル
タ
イ
は「
文

化
の
諸
体
系
」（die System

e der K
ultur

）
と
名
づ
け
、こ
れ
に
は
芸
術
、学
問
、宗
教
な
ど
が
属
せ
し
め
ら
れ
る
。

次
の
も
の
は
人
類
が
自
己
み
ず
か
ら
に
与
え
た
「
外
的
組
織
」（die äussere O

rganisation

）
で
あ
っ
て
、
支
配

と
隷
属
、
及
び
共
同
な
ど
の
如
き
根
本
関
係
に
於
て
組
織
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
国
家
、
教
会
、
家
族
な
ど
が

そ
れ
で
あ
る
。
固
よ
り
文
化
の
諸
体
系
と
外
的
組
織
と
は
た
だ
相
対
的
に
独
立
で
あ
っ
て
、
現
実
に
於
て
は
両
者

は
生
け
る
聯
関
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
諸
の
具
体
的
な
る
文
化
形
態
は
多
数
の
主
観
の
う
ち
に
存
在
す
る
一

の
事
態
を
、
従
っ
て
こ
れ
ら
の
主
観
の
う
ち
に
あ
っ
て
繰
り
返
さ
れ
る
同
形
的
な
も
の
、
一
般
的
な
も
の
を
表
す

ば
か
り
で
な
く
、
同
時
に
ま
た
そ
れ
ら
の
個
人
が
ま
さ
に
こ
の
事
態
に
よ
っ
て
相
互
に
結
合
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ



一
八
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の
一
の
内
的
聯
関
を
表
す
。
例
え
ば
、
宗
教
は
一
の
一
般
的
な
る
事
態
、
見
え
ざ
る
力
に
対
す
る
心
的
聯
関
の
生

け
る
関
係
と
い
う
が
如
き
も
の
を
意
味
す
る
の
み
で
は
な
く
、
同
時
に
諸
の
個
人
が
宗
教
的
行
為
の
た
め
に
結
び

合
わ
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
共
同
の
聯
関
を
意
味
し
て
い
る
。

私
は
更
に
生
の
表
現
の
う
ち
特
に
重
要
な
る「
文
化
の
体
系
」を
分
析
し
よ
う
。
各
の
体
系
は
人
間
の
一
定
の
、

諸
の
変
容
の
う
ち
に
繰
り
返
さ
れ
る
要
素
に
基
づ
い
て
い
る
。
例
え
ば
、
芸
術
は
人
間
性
の
ひ
と
つ
の
個
々
の
要

素
と
し
て
の
想
像
の
能
力
に
基
づ
い
て
い
る
、
し
か
も
そ
れ
の
創
造
の
中
に
は
人
間
性
の
全
体
の
富
が
は
た
ら
い

て
い
る
。
し
か
し
こ
の
体
系
は
そ
の
十
分
な
実
在
性
と
客
観
性
と
を
、
外
界
が
速
か
に
過
ぎ
去
り
ゆ
く
個
人
の
活

動
を
永
続
的
に
保
存
し
媒
介
し
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
、
獲
得
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
体
系
の
目
的
に

従
っ
て
価
値
あ
る
よ
う
に
形
造
ら
れ
た
外
界
の
諸
要
素
と
、
生
々
と
し
た
、
け
れ
ど
過
ぎ
去
り
ゆ
く
個
人
の
活
動

と
の
こ
の
結
合
こ
そ
は
、
こ
の
体
系
の
個
人
自
身
か
ら
独
立
な
る
外
的
持
続
と
客
観
性
の
性
格
と
を
生
産
す
る
。

か
く
し
て
文
化
の
体
系
は
デ
ィ
ル
タ
イ
の
謂
う
「
歴
史
的
社
会
的
実
在
」（die geschchtlich-gesellschaftliche 

W
irklichkeit

）に
属
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
か
く
呼
ば
れ
た
世
界
は
ま
こ
と
に
精
神
生
活
の
表
現
で
あ
り
、

そ
し
て
か
か
る
客
観
化
は
、
本
来
、
多
く
の
個
人
の
精
神
活
動
を
貫
き
亙
る
同
形
性

0

0

0

（G
leichförm

igkeit

）
ま
た

は
同
質
性

0

0

0

（G
leichartigkeit

）
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
る
。
個
人
は
生
の
舞
台
に
現
れ
て
は
ま
た
消
え
る
、
し
か



一
九
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史
的
観
念
論
の
諸
問
題

る
に
文
化
の
諸
体
系
は
絶
え
ず
存
立
す
る
、
各
の
時
代
に
於
て
人
間
性
の
内
容
と
富
と
は
こ
の
も
の
に
注
ぎ
込
ま

れ
る
。
と
こ
ろ
で
歴
史
的
社
会
的
実
在
は
我
々
に
と
っ
て
自
然
の
如
く
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
自
然
は
我
々
に
対

し
て
黙
し
て
い
る
。
歴
史
的
社
会
的
実
在
は
我
々
は
こ
れ
を
我
々
の
全
本
質
の
一
切
の
力
を
も
っ
て
体
験
す
る
、

な
ぜ
な
ら
我
々
は
我
々
自
身
の
う
ち
に
於
て
こ
の
実
在
の
体
系
を
作
り
上
げ
る
諸
の
状
態
と
力
と
を
、
最
も
生
々

し
た
不
安
に
於
て
、
感
知
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
我
々
と
歴
史
的
社
会
的
実
在
と
の
間
に
は
つ
ね

に
最
も
密
接
な
る
、
最
も
力
強
き
作
用
聯
関
が
成
立
し
て
い
る
。「
我
々
が
生
の
経
験
に
於
て
所
有
す
る
人
間
世

界
は
、
我
々
に
は
、
芸
術
、
歴
史
及
び
抽
象
的
諸
科
学
に
よ
っ
て
、
高
上
さ
れ
た
意
識
に
持
ち
来
さ
れ
る
。
我
々

の
う
ち
各
の
者
の
生
は
、
そ
の
最
も
深
き
諸
交
渉
に
於
て
、
た
だ
造
形
美
術
、
物
語
、
詩
、
歴
史
叙
述
及
び
科
学

的
思
惟
の
こ
の
雰
囲
気
に
於
て
の
み
休
憩
し
、生
長
し
、自
己
を
形
造
り
得
る
。そ
れ
だ
か
ら
生
そ
の
も
の
は
、我
々

が
そ
の
こ
と
を
み
ず
か
ら
明
ら
か
に
す
る
こ
と
な
し
に
、
つ
ね
に
歴
史
的
に
制
約
さ
れ
て
い
る
。
人
間
の
顔
付
を

読
み
、
姿
や
身
振
を
判
ず
る
こ
と
に
於
て
、
画
家
が
我
々
の
教
師
で
あ
っ
た
。
詩
人
は
人
間
を
理
解
す
る
た
め
の

我
々
の
器
官
で
あ
り
、
そ
し
て
彼
等
は
如
何
に
我
々
が
恋
愛
や
結
婚
に
於
て
ま
た
友
達
に
対
し
て
振
舞
う
か
と
い

う
仕
方
に
影
響
を
与
え
る
」（V, 275

）、
と
は
デ
ィ
ル
タ
イ
の
言
葉
で
あ
る
。

生
の
第
三
の
方
面
も
し
く
は
契
機
は
理
解
0

0

（Verstehen
）
で
あ
る
。
体
験
は
生
の
内
化
の
方
向
で
あ
り
、
表
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デ
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現
は
そ
れ
の
外
化
の
方
向
で
あ
っ
た
が
、
理
解
は
生
の
統
一
の
方
向
で
あ
る
と
云
い
得
よ
う
。
蓋
し
理
解
は
外
的

な
る
も
の
の
内
的
な
る
も
の
へ
の
帰
入
で
あ
り
、
内
的
な
る
も
の
の
外
的
な
る
も
の
へ
の
移
入
で
あ
る
か
ら
で
あ

る
。
い
ま
こ
れ
を
一
層
動
的
に
見
る
な
ら
ば
、
内
的
な
る
生
は
自
己
を
表
現
に
於
て
外
化
し
、
斯
く
外
化
し
た
生

は
理
解
に
於
て
再
び
内
化
さ
れ
る
が
故
に
、
理
解
は
生
の
自
己
自
身
へ
還
り
ゆ
く
過
程
と
見
做
さ
れ
る
こ
と
も
出

来
る
で
あ
ろ
う
。

理
解
は
生
に
対
し
て
外
か
ら
持
ち
込
ま
れ
た
観
方
に
基
づ
く
の
で
は
な
い
、
そ
れ
は
生
そ
の
も
の
の
う
ち
に

基
礎
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
先
ず
生
は
本
質
的
に
客
観
化
の
傾
向
を
有
す
る
か
ら
、
理
解
と
い
う
生
の
特

殊
な
る
傾
向
は
必
然
的
に
要
求
さ
れ
る
。
我
々
の
精
神
物
理
的
本
質
の
中
に
我
々
に
と
っ
て
内
と
外
と
の
関
係
は

与
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
我
々
は
到
る
処
へ
移
し
込
む
。
我
々
は
我
々
の
状
態
を
外
的
な
る
形
象
に
よ
っ
て
暗

示
し
若
く
は
感
性
化
す
る
、
そ
し
て
我
々
は
外
的
形
象
を
内
的
な
る
状
態
に
よ
っ
て
生
命
あ
ら
し
め
若
く
は
精
神

化
す
る
。
こ
こ
に
神
話
や
形
而
上
学
、
然
し
何
よ
り
も
詩
の
力
強
い
根
源
が
あ
る
。
か
く
し
て
次
に
一
切
の
客
観

的
歴
史
的
形
態
は
実
に
体
験
の
表
現
で
あ
る
か
ら
、外
か
ら
内
へ
の
理
解
の
過
程
は
現
実
的
に
可
能
で
あ
る
。「
な

ぜ
な
ら
こ
の
体
験
さ
れ
得
る
も
の
の
う
ち
に
生
の
あ
ら
ゆ
る
価
値
は
含
ま
れ
て
お
り
、
こ
の
も
の
の
周
り
を
歴
史

の
全
き
外
的
な
る
騒
擾
は
回
転
す
る
」（V

II, 82

）。
個
人
の
う
ち
に
内
的
知
覚
に
よ
り
そ
の
全
内
容
に
於
て
意
識



一
九
二

史
的
観
念
論
の
諸
問
題

さ
れ
て
い
る
事
象
と
、
彼
の
外
部
に
於
て
こ
の
歴
史
的
社
会
的
実
在
を
作
っ
た
事
象
と
は
、
同
一
で
あ
る
。「
人

間
歴
史
に
於
て
働
い
て
い
る
凡
て
の
も
の
は
人
間
の
内
面
に
於
て
も
ま
た
働
い
て
い
る
」、
と
フ
ン
ボ
ル
ト
も
言

っ
た
。
人
間
歴
史
に
於
て
感
性
的
に
与
え
ら
れ
た
も
の
か
ら
し
て
理
解
は
、
感
性
に
決
し
て
現
れ
る
こ
と
な
く
、

し
か
も
外
面
的
な
も
の
の
う
ち
に
自
己
を
実
現
し
表
現
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
へ
還
っ
て
ゆ
く
。
い
な
、
む
し
ろ
外

部
及
び
内
部
と
い
う
一
対
の
概
念
の
意
味
は
我
々
に
と
っ
て
理
解
に
よ
っ
て
初
め
て
解
明
さ
れ
て
与
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
概
念
は
、
理
解
に
於
て
、
生
の
感
性
的
現
象
と
こ
の
も
の
を
生
産
し
そ
し
て
こ
の
も
の
の
う

ち
に
自
己
を
顕
現
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
と
の
間
に
、
成
立
す
る
関
係
を
表
す
。
た
だ
理
解
の
達
す
る
限
り
に
於
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
み
0

0

、
外
部
と
内
部
と
の
関
係
は
存
在
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
こ
こ
に
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
理
解
が
単
な
る
知
的
活
動
で
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
全
体
の
人
間
が
は
た
ら
く
。
理
知
の
単
な
る
強
力
で
は
な
く
、
人
格
的
生
活
の

強
大
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

か
く
て
理
解
は
外
化
し
た
生
を
取
り
戻
す
。「
歴
史
及
び
社
会
の
諸
現
象
を
研
究
す
る
者
に
対
し
て
抽
象
的
な

る
諸
本
質
（die abstrakte W

esenheiten

）
が
到
る
処
に
現
れ
て
来
る
、
芸
術
、
学
問
、
国
家
、
共
同
社
会
、
宗

教
は
斯
く
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
も
の
は
、
我
々
の
眼
の
実
在
に
貫
き
入
る
こ
と
を
妨
げ
、
し
か
も
自

己
を
捕
え
し
め
ぬ
、
か
の
叢む
ら
がり
合
っ
た
雲
霧
に
似
て
い
る
」（I, 42
）、
と
デ
ィ
ル
タ
イ
は
云
う
。
従
来
多
く
の
哲
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学
者
が
そ
れ
を
処
理
す
る
た
め
に
様
々
な
冒
険
を
敢
て
し
た
こ
れ
ら
の
抽
象
的
な
る
諸
本
質
を
デ
ィ
ル
タ
イ
は
如

何
に
取
扱
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
そ
れ
ら
の
も
の
を
生
の
客
観
化
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
先
ず
そ

こ
に
生
の
歴
史
性

0

0

0

0

0

（die G
eschichtlichkeit des Lebens

）
を
見
た
。
こ
こ
で
は
一
切
の
も
の
は
精
神
的
行
為
に

よ
っ
て
生
成
し
て
お
り
、
従
っ
て
歴
史
性
の
性
格
を
担
う
。
そ
れ
は
歴
史
の
所
産
と
し
て
感
性
世
界
の
う
ち
に
織

り
込
ま
れ
て
い
る
。
公
園
に
於
け
る
樹
木
の
配
置
、
市
街
に
於
け
る
家
屋
の
配
列
、
手
職
人
の
道
具
か
ら
し
て
、

法
廷
に
於
け
る
罪
の
判
決
に
至
る
ま
で
、
我
々
の
周
り
に
於
て
時
々
刻
々
歴
史
的
に
生
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
精

神
が
今
日
彼
の
性
格
か
ら
し
て
彼
の
表
現
の
う
ち
へ
入
れ
込
む
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
明
日
の
歴
史
で
あ
る
。
歴
史

は
生
か
ら
分
離
さ
れ
た
何
物
で
も
な
い
。
と
こ
ろ
で
生
の
客
観
化
が
我
々
に
と
っ
て
理
解
さ
れ
た
も
の
と
な
る
と

き
、
そ
れ
は
か
か
る
も
の
と
し
て
到
る
処
外
と
内
と
の
関
係
を
含
む
。
こ
の
客
観
化
は
理
解
に
於
て
到
る
処
体
験

へ
関
係
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
理
解
に
よ
っ
て
か
の
抽
象
的
な
る
本
質
と
し
て
我
々
に
縁
な
き
も
の
で
あ
る
か
の
如

く
見
え
た
客
観
化
は
生
の
0

0

客
観
化
と
し
て
把
握
さ
れ
る
。
即
ち
そ
こ
に
歴
史
の
生
命
性

0

0

0

0

0

0

（die Lebendigkeit der 
G

eschichte

）
と
も
云
わ
る
べ
き
も
の
が
成
立
す
る
。
理
解
に
よ
っ
て
、
歴
史
に
ま
で
外
化
し
た
生
は
再
び
生
と

し
て
発
見
さ
れ
る
。
生
の
歴
史
性
と
歴
史
の
生
命
性

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
こ
れ
が
ま
さ
に
理
解
に
於
け
る
外
と
内
と
の
関
係
の
具
体

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

的
な
る
意
味
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

。
こ
の
よ
う
に
し
て
理
解
は
生
の
自
己
発
見
で
あ
り
、
自
己
認
識
で
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
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ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
【N

ovalis, 1772-1801

】
に
つ
い
て
云
っ
て
い
る
、「
彼
は
、
歴
史
の
最
高
の
内
容
が
、
人
間
は
彼
自

身
何
で
あ
る
か
、
の
秘
密
を
顕
に
す
る
と
い
う
無
限
な
る
課
題
の
解
決
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
見
出
す
。
彼
は

こ
こ
に
、
一
切
の
歴
史
の
最
高
点
は
人
間
精
神
の
生
長
し
て
ゆ
く
自
己
認
識
で
あ
る
、
と
い
う
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
想

を
完
全
に
予
科
し
て
い
る
」（D

as Erlebnis und die D
ichtung, S. 307

）。
し
か
る
に
我
々
は
デ
ィ
ル
タ
イ
自
身

が
一
層
ヘ
ー
ゲ
ル
に
接
近
し
て
立
っ
て
い
る
の
を
見
出
さ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
デ
ィ
ル
タ
イ
に
於
け
る
「
生
」
の

三
つ
の
契
機
、
体
験
、
表
現
、
理
解
と
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
謂
う
「
精
神
」
の
発
展
の
三
つ
の
契
機
、
主
観
的
精
神
、

客
観
的
精
神
、
絶
対
的
精
神
と
の
間
に
、
我
々
は
或
る
類
似
と
対
応
と
を
見
出
す
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

ヘ
ー
ゲ
ル
に
あ
っ
て
は
、
主
観
的
精
神
は
個
人
精
神
の
多
様
で
あ
り
、
こ
の
も
の
は
法
律
、
倫
理
、
道
徳
な
る
客

観
的
精
神
に
ま
で
対
象
化
さ
る
べ
く
規
定
さ
れ
て
い
る
、
中
に
も
道
徳
は
普
遍
的
理
性
的
意
志
を
家
族
、
市
民
社

会
及
び
国
家
に
於
て
実
現
す
る
。
絶
対
的
精
神
に
於
て
主
観
的
及
び
客
観
的
精
神
は
統
一
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
も
の

を
通
じ
て
発
展
し
た
精
神
は
自
己
認
識
に
到
達
す
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
に
あ
っ
て
は
、
主
観
的
な
る
生
の
体
験
は
表

現
に
於
て
客
観
化
さ
れ
、
そ
し
て
両
者
は
理
解
に
於
て
統
一
さ
れ
、
そ
こ
に
於
て
生
の
自
己
認
識
は
成
立
す
る
。

デ
ィ
ル
タ
イ
に
あ
っ
て
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
て
と
同
じ
く
、
生
は
歴
史
を
通
じ
て
自
己
を
認
識
す
る
。
然
し
な
が

ら
同
時
に
我
々
は
こ
の
二
人
の
思
想
家
の
間
の
差
異
を
ま
た
無
視
し
て
は
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
精
神
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デ
ィ
ル
タ
イ
の
解
釈
学

は
本
質
的
に
合
理
的

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
が
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
生
は
表
象
、
感
情
、
意
欲
の
構
造
聯
関

0

0

0

0

で
あ
る
。
主
観
的
精
神
、

客
観
的
精
神
、
絶
対
的
精
神
は
精
神
の
論
理
的
な
る
、
体
系
的
な
る
発
展
の
段
階

0

0

0

0

0

で
あ
る
に
反
し
て
、
体
験
、
表

現
、
理
解
は
生
け
る
聯
関

0

0

0

0

0

の
う
ち
に
つ
ね
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
て
は
精
神
の
自
己
認
識
の
原
理

は
弁
証
法
的
思
惟

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
の
と
異
な
っ
て
、
デ
ィ
ル
タ
イ
に
於
て
は
そ
れ
は
単
な
る
思
惟
で
な
く
し
て
却
っ
て
全0

体
の
生

0

0

0

で
あ
る
。
そ
れ
故
に
生
の
自
己
認
識
は
生
の
自
己
解
釈

0

0

0

0

0

0

（Selbstauslegung

）
と
一
層
適
当
に
呼
ば
れ
得

る
で
あ
ろ
う
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
理
解
を
「
自
省
へ
の
方
向
」（die R

ichtung auf die Selbstbesinnung

）
と
も
言

っ
て
い
る＊

。

＊　

ヘ
ー
ゲ
ル
の
客
観
的
精
神
と
デ
ィ
ル
タ
イ
の
謂
う
生
の
客
観
化
と
の
異
同
に
つ
い
て
は
後
者
が
み
ず
か
ら
記
し
て

い
る
（V

II, 148ff.

）。

四

精
神
科
学
は
「
自
然
生
長
的
に
、
生
そ
の
も
の
の
課
題
か
ら
し
て
」
発
展
し
て
来
た
。
そ
れ
の
対
象
は
一
般

に
人
間
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
人
間
と
雖
も
、
そ
れ
が
知
覚
と
表
象
に
於
て
捕
え
ら
れ
て
与
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、

我
々
に
と
っ
て
ひ
と
つ
の
物
理
的
事
実
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
は
か
か
る
も
の
と
し
て
自
然
科
学
的
認
識
に
這
入
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る
こ
と
が
出
来
、
ま
た
這
入
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
精
神
科
学
の
対
象
と
し
て
人
間
は
、
彼
の
諸
状
態
が
体

験
さ
れ
る
限
り
に
於
て
の
み
、
こ
の
も
の
が
生
の
諸
外
化
の
う
ち
に
表
現
に
達
す
る
限
り
に
於
て
の
み
、
そ
し
て

こ
れ
ら
の
諸
表
現
が
理
解
さ
れ
る
限
り
に
於
て
の
み
成
立
す
る
。
し
か
も
体
験
、表
現
及
び
理
解
の
こ
の
聯
関
は
、

単
に
人
間
が
自
己
を
伝
達
す
る
身
振
や
顔
付
や
言
葉
を
包
括
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
社
会
的
諸
形
態
に
於
け

る
精
神
の
諸
客
観
化
を
も
包
括
す
る
。
か
く
て
こ
こ
に
全
く
原
理
的
な
る
命
題
が
あ
る
、
曰
く
、「
こ
の
よ
う
に

し
て
到
る
処
に
於
て
体
験
、
表
現
及
び
理
解
の
聯
関
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
類
が
精
神
科
学
的
な
る
対
象
と
し
て

我
々
に
と
っ
て
そ
こ
に
在
る
と
こ
ろ
の
手
続
で
あ
る
」（V

II, 87

）。
精
神
科
学
は
ま
さ
に
こ
の
聯
関
に
於
て
基
礎

付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
実
に
そ
こ
に
於
て
初
め
て
我
々
は
精
神
科
学
を
他
の
種
類
の
科
学
か
ら
決
定
的
に

区
別
し
得
る
明
瞭
な
る
標
識
を
把
握
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
ひ
と
つ
の
科
学
は
、
そ
れ
の
対
象
が
我
々
に
体
験
、

表
現
及
び
理
解
の
聯
関
の
う
ち
に
基
礎
付
け
ら
れ
て
い
る
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
場
合
に
於
て
の
み
、

精
神
科
学
に
属
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
る
に
対
象
が
如
何
に
与
え
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
対
象
が
如
何
に
研
究
さ
れ
る
か
と
い
う

こ
と
を
規
定
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、
対
象
の
存
在
様
式
は
対
象
の
研
究
方
法
を
規
定
す
る
。
そ
こ
で
精
神
科
学

は
、
対
象
が
体
験
と
し
て
与
え
ら
れ
る
限
り
に
於
て
こ
れ
を
研
究
す
る
心
理
学

0

0

0

、
そ
し
て
対
象
が
表
現
と
し
て
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与
え
ら
れ
る
限
り
に
於
て
こ
れ
を
研
究
す
る
歴
史
学

0

0

0

、
こ
れ
ら
二
つ
の
学
問
の
方
法
に
俟
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
と

こ
ろ
が
体
験
と
表
現
と
は
理
解
に
よ
っ
て
統
一
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
対
象
は
現
実
的
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、

精
神
科
学
に
と
っ
て
は
「
歴
史
的
分
析
と
心
理
学
的
分
析
と
の
結
合
」（die Verbindung geschichtlicher m

it 

psychologischer A
nalysis. I, 79

）
が
要
求
さ
れ
る
。
こ
の
結
合
が
精
神
科
学
の
具
体
的
な
る
方
法
と
し
て
の
解0

釈
学
0

0

で
あ
る
。

こ
こ
に
謂
う
心
理
学
は
も
と
よ
り
自
然
科
学
的
心
理
学
で
は
な
い
。
自
然
科
学
的
心
理
学
―
―
デ
ィ
ル
タ
イ

は
そ
れ
を
「
説
明
的
若
く
は
構
成
的
心
理
学
」（die erklärende oder konstruktive Psychologie

）
と
し
て
特
性

づ
け
て
い
る
―
―
は
、
精
神
現
象
を
一
義
的
に
規
定
さ
れ
た
要
素
の
一
定
数
に
よ
っ
て
因
果
関
係
に
従
属
せ
し
め

よ
う
と
す
る
。
例
え
ば
一
切
の
精
神
現
象
を
感
覚
及
び
感
情
な
る
二
つ
の
級
の
要
素
を
も
っ
て
構
成
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
因
果
的
に
説
明
し
よ
う
と
す
る
が
如
き
が
そ
れ
で
あ
る
。
斯
く
の
如
き
心
理
学
に
対
し
て
デ
ィ
ル
タ
イ
は

「
記
述
的
並
び
に
分
析
的
心
理
学
」（die beschreibende und zergliedernde Psychologie

）
の
理
念
を
樹
て
る
。

こ
の
心
理
学
は
既
に
セ
ネ
カ
、
マ
ル
ク
・
ア
ウ
レ
ル
、
ア
ウ
グ
ス
チ
ン
、
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
、
パ

ス
カ
ル
な
ど
の
生
に
つ
い
て
の
反
省
の
う
ち
に
現
れ
て
い
る
。
記
述
的
分
析
的
心
理
学
の
目
標
は
精
神
生
活
の
構

造
聯
関
に
あ
る
。
こ
の
学
問
は
そ
れ
自
身
に
於
て
基
礎
付
け
ら
れ
て
い
る
。
精
神
生
活
で
は
聯
関
が
第
一
次
的
に
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与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
心
理
学
的
認
識
と
自
然
認
識
と
の
間
の
根
本
的
差
異
は
成
立
す
る
。
こ
の

聯
関
の
背
後
に
我
々
は
溯
る
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
こ
の
も
の
こ
そ
が
生
及
び
認
識
の
統
一
的
な
る

条
件
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
心
理
学
に
対
す
る
確
実
な
る
出
発
点
を
含
ん
で
い
る
。
思
惟
み
ず
か
ら
が
そ
の
う

ち
に
於
て
は
た
ら
き
、
そ
れ
か
ら
し
て
出
発
し
、
そ
れ
に
依
存
す
る
と
こ
ろ
の
こ
の
聯
関
こ
そ
は
動
か
し
難
き
前

提
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
諸
機
能
の
聯
関
は
内
的
経
験
に
よ
っ
て
内
か
ら
与
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
心
理
学

的
認
識
の
一
切
は
た
だ
こ
の
聯
関
の
分
析
0

0

で
の
み
あ
り
得
る
。そ
こ
で
は
構
造
が
直
接
に
与
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
、

こ
の
領
域
に
於
け
る
記
述
は
疑
う
こ
と
の
出
来
ぬ
基
礎
を
も
っ
て
い
る
。

そ
れ
に
も
拘
ら
ず
体
験
は
つ
ね
に
主
観
的
で
あ
る
、
そ
れ
は
絶
え
ず
変
化
す
る
、
従
っ
て
体
験
の
観
察
は
畢

竟
主
観
的
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
心
理
学
的
方
法
に
対
し
て
重
要
な
る
補
い
と
な
る
も
の
は

心
的
生
活
の
対
象
的
な
る
生
産
物
の
利
用
で
あ
る
。
言
語
、
神
話
、
文
芸
、
美
術
な
ど
に
於
て
、
一
般
に
一
切
の

歴
史
的
な
る
形
成
物
に
於
て
、
我
々
は
謂
わ
ば
対
象
的
と
な
っ
た
心
的
生
活
を
我
々
の
前
に
も
っ
て
い
る
。
こ
れ

ら
の
固
定
さ
れ
た
客
観
的
な
る
諸
形
態
は
心
的
作
用
に
よ
っ
て
、
そ
れ
の
法
則
に
従
っ
て
作
り
上
げ
ら
れ
た
も

の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
我
々
が
我
々
の
衷
に
於
て
観
察
す
る
諸
過
程
は
絶
え
間
な
き
変
転
の
う
ち
に
あ
る
が
故

に
、
固
定
し
た
輪
廓
を
も
っ
た
永
続
的
な
諸
形
態
を
我
々
の
前
に
も
つ
と
い
う
こ
と
は
我
々
に
と
っ
て
重
要
で
あ
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る
、
な
ぜ
な
ら
我
々
の
観
察
と
分
析
と
は
絶
え
ず
繰
り
返
し
こ
の
も
の
に
還
っ
て
い
っ
て
、
そ
の
正
し
さ
を
つ
ね

に
検
証
し
得
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
デ
ィ
ル
タ
イ
は
含
蓄
深
き
言
葉
を
も
っ
て
次
の
よ
う
に
語
る
、「
人
間
的

精
神
が
何
で
あ
る
か
は
、
た
だ
歴
史
的
意
識
が
、
そ
の
精
神
の
生
活
し
た
そ
し
て
生
産
し
た
と
こ
ろ
の
も
の
に
於

て
、
認
識
に
持
ち
来
す
こ
と
が
出
来
る
、
そ
し
て
精
神
の
こ
の
歴
史
的
自
己
意
識
が
我
々
を
し
て
ひ
と
り
、
人
間

に
つ
い
て
の
学
問
的
に
し
て
体
系
的
な
る
思
惟
を
漸
次
に
作
り
出
す
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
の
で
あ
る
」（IV, 

528

）。
こ
の
よ
う
に
し
て
歴
史
的
研
究
が
心
理
学
的
研
究
に
結
び
つ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
ま
或
る
詩
的
作

品
を
研
究
す
る
と
せ
よ
。
先
ず
こ
の
作
品
は
ひ
と
つ
の
歴
史
的
な
る
生
産
物
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
研
究
は
歴
史
的

社
会
的
実
在
の
全
体
の
認
識
に
依
存
す
る
。し
か
し
次
に
そ
こ
に
は
こ
の
創
作
を
産
出
し
た
精
神
的
活
動
が
あ
る
。

「
従
っ
て
文
学
及
び
そ
の
歴
史
の
研
究
の
基
礎
で
あ
る
べ
き
真
の
詩
学
は
、
そ
れ
の
概
念
と
命
題
と
を
歴
史
的
研

究
と
人
間
性
の
こ
の
一
般
的
研
究
と
の
結
合
か
ら
し
て
獲
得
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
」（I, 88

）。
心
理
学
的
研
究
と
歴
史

的
研
究
と
の
聯
関
は
相
互
的
で
あ
る
。
心
理
学
的
分
析
が
歴
史
的
分
析
に
結
び
つ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
に
、
歴
史

的
分
析
は
心
理
学
的
分
析
に
結
び
つ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
け
だ
し
、
経
済
、
法
律
、
宗
教
、
芸
術
、
学
問
な
ど
の

文
化
の
諸
体
系
、
並
び
に
家
族
、
組
合
、
教
会
、
国
家
等
の
諸
結
合
に
於
け
る
社
会
の
外
的
組
織
は
、
人
間
精
神

の
生
け
る
聯
関
か
ら
産
れ
出
て
い
る
が
故
に
、
そ
れ
ら
の
も
の
は
終
局
は
ま
た
こ
の
聯
関
か
ら
し
て
理
解
さ
れ
得
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る
。
心
的
事
実
は
そ
れ
ら
の
も
の
の
最
も
重
要
な
る
構
成
要
素
を
な
し
、
そ
れ
故
に
心
理
学
的
分
析
な
く
し
て
は

そ
れ
ら
の
も
の
は
認
識
さ
れ
得
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
心
理
学
は
歴
史
的
生
活
の
一
切
の
認
識
の
基
礎
で

あ
る
。

こ
こ
に
我
々
は
デ
ィ
ル
タ
イ
の
歴
史
哲
学
的
思
想
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
彼
自
身
の
言
葉
で
云

え
ば
斯
う
で
あ
る
、「
精
神
生
活
の
構
造
は
、
精
神
的
諸
統
一
体
の
協
働
か
ら
生
ず
る
一
切
の
歴
史
的
過
程
に
対

す
る
図
式
（Schem

a
）、
謂
わ
ば
輪
廓
（G
erüst

）
を
自
己
の
う
ち
に
含
ん
で
い
る
」（IV, 559

）「
生
は
芸
術
、

宗
教
、
そ
の
他
の
も
の
に
於
て
自
己
を
分
化
し
て
来
た
」（I, 383

）。
生
と
は
こ
の
場
合
精
神
生
活
で
あ
り
、
精

神
生
活
は
一
の
聯
関
で
あ
る
が
故
に
、
芸
術
、
宗
教
、
そ
の
他
の
文
化
形
態
は
歴
史
に
於
て
つ
ね
に
構
造
的
聯
関

に
立
っ
て
い
る
。
か
く
て
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
例
え
ば
哲
学
に
つ
い
て
、
そ
れ
の
歴
史
上
の
諸
形
態
は
「
そ
れ
に
於

て
哲
学
が
文
化
の
聯
関
の
う
ち
に
於
け
る
そ
の
位
置
の
諸
の
可
能
性
を
歴
進
し
て
来
た
と
こ
ろ
の
内
的
弁
証
法
」

（die innere D
ialektik, in w

elcher die Philosophie die M
öglichkeiten ihrer Stellung im

 Zusam
m

enhang der 

K
ultur durchlaufen hat. V, 344

）
へ
の
洞
見
を
開
く
と
考
え
る
。
然
る
に
文
化
の
聯
関
は
精
神
生
活
の
聯
関
に

よ
っ
て
基
礎
付
け
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て「
哲
学
の
歴
史
は
人
間
の
精
神
生
活
の
諸
の
態
度
の
継
起
を
顕
に
す
る
」

（IV, 561

）
こ
と
が
出
来
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
こ
の
よ
う
な
思
想
の
上
に
立
っ
て
、
精
神
生
活
の
存
在
に
対
す
る
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可
能
な
る
態
度
に
基
礎
付
け
て
世
界
観
の
類
型
を
樹
て
た
。
存
在
に
対
す
る
主
と
し
て
、
認
識
の
態
度
か
ら
「
実

証
論
」（Positivism

us

）
が
、
感
情
生
活
の
態
度
か
ら
「
客
観
的
観
念
論
」（objektiver Idealism

us

）
が
、
意
志

活
動
の
態
度
か
ら
「
自
由
の
観
念
論
」 （Idealism

us der Freiheit

）
が
、
各
類
型
と
し
て
導
か
れ
た
。
世
界
観
の

こ
れ
ら
三
つ
の
類
型
は
精
神
生
活
の
構
成
要
素
と
し
て
の
知
情
意
を
代
表
す
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
に
於
て
我
々

は
ま
た
デ
ィ
ル
タ
イ
と
ヘ
ー
ゲ
ル
と
の
間
の
類
似
を
見
遁
し
難
い
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
た
だ
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
学

を
心
理
学
と
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
概
念
」
を
生
も
し
く
は
精
神
生
活
と
置
き
換
え
さ
え
す
れ
ば
よ
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
で

は
論
理
学
が
歴
史
の
図
式
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
デ
ィ
ル
タ
イ
で
は
心
理
学
が
そ
れ
で
あ
る
。
前
者
に
於
て
歴
史
の

過
程
が
概
念
の
弁
証
法
に
従
う
と
き
、
後
者
に
於
て
は
そ
れ
は
精
神
生
活
の
聯
関
の
内
的
弁
証
法
に
従
う
。
一
方

で
は
客
観
的
な
る
歴
史
は
論
理
的
な
る
概
念
の
可
能
な
る
諸
契
機
の
実
現
で
あ
り
、
他
方
で
は
そ
れ
は
内
的
な
る

精
神
生
活
の
可
能
な
る
諸
契
機
の
表
現
で
あ
る
。
実
際
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
普
通
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
概
念
的

哲
学
者
で
な
く
、
む
し
ろ
生
の
哲
学
者
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
我
々
は
こ
の
こ
と
を
何
よ
り
も
デ
ィ
ル
タ

イ
の
著
作
『
ヘ
ー
ゲ
ル
の
青
年
時
代
』
に
よ
っ
て
学
ぶ
で
あ
ろ
う
。

さ
て
解
釈
学
は
心
理
学
的
分
析
と
歴
史
的
分
析
と
の
結
合
で
あ
る
。
こ
こ
に
於
て
解
釈
学
に
と
っ
て
種
々
な

る
、
ア
ポ
リ
ア
が
現
れ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
斯
く
の
如
き
も
の
を
三
つ
挙
げ
て
い
る
。
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第
一
、
各
の
者
は
彼
の
個
人
的
意
識
の
う
ち
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
、
彼
の
体
験
は
個
人
的
で
あ
る
。
如

何
に
し
て
個
性
は
彼
に
感
性
的
に
与
え
ら
れ
た
他
人
の
個
性
的
な
る
生
の
表
現
を
自
己
に
と
っ
て
普
遍
妥
当
的
な

る
理
解
に
持
ち
来
す
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
可
能
性
の
条
件
は
、
他
人
の
個
性
的
な
る
表
現
の
如
何

な
る
も
の
の
う
ち
に
も
、
こ
れ
を
把
握
す
る
者
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
ぬ
が
如
き
何
物
も
現
れ
得
な
い
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
凡
て
の
個
性
の
う
ち
に
は
同
一
の
機
能
と
構
成
要
素
と
が
存
在
し
、
た
だ
そ
れ
ら
の
も
の
の
強
さ

の
程
度
に
よ
っ
て
種
々
な
る
人
間
の
素
質
の
区
別
が
生
ず
る
。
個
性
の
相
違
は
根
本
的
に
は
質
的
で
な
く
て
量
的

で
あ
る
か
ら
、
我
々
は
我
々
の
機
能
の
或
る
も
の
を
増
大
し
、
或
る
も
の
を
縮
小
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
人
の

個
性
を
客
観
的
に
把
握
し
得
る
。

第
二
、
理
解
に
於
て
は
個
々
の
も
の
か
ら
全
体
が
理
解
さ
れ
、
し
か
も
ま
た
全
体
か
ら
個
々
の
も
の
が
理
解

さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
例
え
ば
、
個
々
の
言
葉
と
そ
れ
の
結
合
か
ら
し
て
ひ
と
つ
の
作
品
の
全
体
は
理
解
さ
る
べ
き

で
あ
り
、
し
か
も
個
々
の
言
葉
の
意
味
の
十
分
な
理
解
は
既
に
そ
の
作
品
の
全
体
の
理
解
を
前
提
す
る
。
こ
の
循

環
は
ま
た
個
々
の
作
品
の
そ
の
作
者
の
全
体
の
発
展
に
対
す
る
関
係
に
於
て
繰
り
返
さ
れ
、そ
し
て
更
に
同
様
に
、

こ
の
作
品
の
そ
れ
が
属
す
る
種
類
の
文
学
全
体
に
対
す
る
関
係
に
於
て
、
再
び
現
れ
て
来
る
、
と
い
う
の
は
比
較

研
究
は
私
を
し
て
そ
れ
を
一
層
深
く
理
解
せ
し
め
る
か
ら
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
斯
く
の
如
き
循
環
は
次
の
こ
と
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を
想
い
起
す
と
き
、
単
に
見
せ
か
け
の
も
の
に
過
ぎ
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
文
学
上
の
作
品
、
そ
の
他
こ
の
種
の

も
の
は
、
凡
て
精
神
生
活
の
表
現
で
あ
り
、
従
っ
て
こ
の
も
の
か
ら
し
て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
る
に
精

神
生
活
に
於
て
は
全
体
の
聯
関
が
第
一
次
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
個
々
の
も
の
は
た
だ
こ
の
聯
関
の

分
析
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
身
第
一
次
的
な
る
も
の
、
根
源
的
な
る
も
の
で
あ
る
の
で
は

な
い
。
そ
れ
故
に
個
々
の
も
の
は
、
最
初
に
我
々
に
知
ら
れ
て
い
る
全
体
へ
還
り
関
係
さ
せ
ら
れ
て
理
解
さ
れ
ね

ば
な
ら
ぬ
。
固
よ
り
全
体
は
分
析
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
愈
々
明
ら
か
に
認
識
さ
れ
は
す
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は

既
に
知
ら
れ
て
い
る
も
の
の
発
展
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
循
環
と
見
ゆ
る
も
の
は
実
は
発
展

で
あ
る
の
で
あ
る
。

第
三
、
体
験
に
於
て
与
え
ら
れ
た
も
の
に
つ
い
て
の
我
々
の
認
識
は
生
の
客
観
化
の
理
解
に
よ
っ
て
完
成
さ

れ
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
他
方
で
は
こ
の
も
の
の
理
解
は
た
だ
体
験
の
主
観
的
な
深
み
か
ら
し
て
可
能
で
あ
る
。

こ
こ
に
も
循
環
が
存
在
す
る
か
の
如
く
思
わ
れ
る
。
か
か
る
外
と
内
と
の
間
の
関
係
の
循
環
は
次
の
よ
う
に
も
現

れ
る
。
既
に
各
の
個
々
の
精
神
的
状
態
は
我
々
に
よ
っ
て
た
だ
そ
れ
を
喚
び
起
し
た
と
こ
ろ
の
外
的
刺
戟
か
ら
し

て
の
み
理
解
さ
れ
る
。
私
は
憎
悪
を
生
へ
の
有
害
な
侵
害
か
ら
し
て
理
解
す
る
。
こ
の
関
係
な
く
し
て
は
色
々
な

情
念
は
我
々
に
と
っ
て
少
し
も
表
象
し
得
ぬ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
環
境
は
理
解
に
と
っ
て
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
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も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
環
境
は
生
の
交
渉
に
よ
っ
て
成
立
つ
の
で
あ
っ
て
単
な
る
自
然
概
念
で
は
な
い
。
従
っ

て
環
境
の
認
識
は
ま
た
体
験
の
理
解
の
完
成
を
前
提
す
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
の
解
決
は
人
間
が
一
の
精
神
物
理
的

統
一
体
で
あ
り
、
理
解
の
原
理
が
全
体
の
人
間
性
に
あ
る
こ
と
を
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
ろ
う
。
人

間
は
精
神
物
理
的
統
一
体
で
あ
る
が
故
に
、
彼
に
と
っ
て
は
内
と
外
と
は
構
造
的
な
聯
関
に
於
て
、
直
接
に
根
源

的
に
与
え
ら
れ
る
。
全
体
の
聯
関
は
分
析
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
層
学
問
的
に
認
識
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ

は
既
に
知
ら
れ
て
い
る
も
の
の
発
展
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
こ
に
は
何
等
の
循
環
も
横
た
わ
っ
て
い

な
い
の
で
あ
る
。
―
―
さ
て
ア
ポ
リ
ア
の
解
決
に
よ
っ
て
明
瞭
に
な
っ
た
の
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
解
釈
学
の
根
本

命
題
と
し
て
の
生
は
生
か
ら
理
解
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
―
―
（
一
九
二
八
・
二
）
―
―
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ヘ
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ゲ
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歴
史
哲
学

ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学

一

在
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
把
握
す
る
こ
と
が
哲
学
の
課
題
で
あ
る
。
こ
れ
は
哲
学
に
関
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
最
も

単
純
な
そ
し
て
最
も
根
本
的
な
テ
ー
ゼ
で
あ
っ
た
。「
在
る
と
こ
ろ
の
も
の
」と
は
何
を
謂
う
の
で
あ
ろ
う
か
。我
々

は
こ
の
概
念
を
二
つ
の
方
面
か
ら
規
定
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
は
先
ず
単
な
る
事
実
0

0

で
は
な
い
。
た
だ
直
接

に
体
験
さ
れ
た
も
の
、
経
験
的
に
与
え
ら
れ
た
も
の
が
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
在
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
は
な
い
の
で

あ
る
。そ
れ
故
に
ひ
と
が
屡
々
ヘ
ー
ゲ
ル
を
も
っ
て
、な
ま
の
事
実
、経
験
的
所
与
を
そ
の
ま
ま
思
弁
的
に
擁
護
し
、

讃
美
す
る
者
で
あ
る
と
す
る
の
は
正
し
く
な
い
。
歴
史
の
与
え
る
単
な
る
経
験
的
な
る
も
の
に
、
そ
れ
が
ま
さ
に

歴
史
的
に
生
成
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
、絶
対
的
価
値
を
賦
与
す
る
と
こ
ろ
の
い
わ
ゆ
る
歴
史
主
義
は
、

凡
て
の
誤
解
に
も
拘
ら
ず
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
も
の
で
は
な
い
。
経
験
的
事
実
が
彼
の
理
論
に
一
致
し
て
い
な
い
と
い

う
非
難
に
対
し
、「
そ
れ
だ
け
事
実
に
と
っ
て
悪
い
こ
と
だ
」（desto schlim

m
er für die Tatsachen!

）、
と
憚
る
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と
こ
ろ
な
く
答
え
た
思
想
家
に
対
し
て
、
現
実
に
対
す
る
あ
ま
り
に
弱
々
し
き
友
情
、
歴
史
的
な
る
も
の
の
事
実

的
な
力
に
対
す
る
あ
ま
り
に
打
ち
込
ん
だ
愛
の
責
め
を
負
わ
せ
る
こ
と
は
出
来
な
い
筈
で
あ
る
。
単
に
然
か
在
る

も
の
、
た
だ
斯
く
歴
史
的
に
成
っ
た
も
の
は
む
し
ろ
哲
学
に
と
っ
て
最
も
没
交
渉
な
も
の
で
あ
る
。
個
々
の
経
験

的
歴
史
的
事
実
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
最
も
抽
象
的
な
も
の
、
最
も
空
虚
な
も
の
、
即
ち
最
も
在
ら
ぬ
と
こ
ろ
の

も
の
で
あ
る
。
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
テ
オ
ド
ル
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
が
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
説
明
の
た
め
に
用
い
た
比

喩
を
借
り
る
な
ら
ば
、
か
く
の
如
き
事
実
は
下
層
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
真
に
在
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
そ
の

上
に
建
て
ら
れ
た
「
二
階
」（das obere Stockw

erk

）
に
安
ら
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
次
に
、
在
る

と
こ
ろ
の
も
の
が
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
て
事
実
で
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
は
事
実
に
対
立
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ

て
い
る
と
こ
ろ
の
当
為
0

0

で
は
な
い
。
在
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
固
よ
り
在
る
べ
き
0

0

と
こ
ろ
の
も
の
で
は
な
い
の
で
あ

る
。「
単
に
在
る
べ
き
0

0

で
あ
っ
て
そ
し
て
そ
れ
故
に
そ
こ
に
は
在
ら
ぬ

0

0

0

0

0

0

0

が
如
き
も
の
は
哲
学
の
あ
ず
か
り
知
ら
な

い
と
こ
ろ
で
あ
る
」、
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
云
っ
て
い
る
。
か
く
当
為
の
思
想
に
反
対
し
、
た
だ
在
る
と
こ
ろ
の
も
の

を
認
識
し
よ
う
と
す
る
点
で
は
、
哲
学
は
む
し
ろ
経
験
論
と
態
度
を
同
じ
く
す
る＊

。
反
省
的
思
惟
が
そ
れ
を
自
慢

に
し
、
そ
れ
を
も
っ
て
現
実
と
現
在
と
を
軽
蔑
す
る
と
こ
ろ
の
当
為
な
る
も
の
は
、
単
に
主
観
的
悟
性
の
う
ち
に

そ
の
座
、
そ
の
存
在
を
も
っ
て
い
る
に
過
ぎ
ぬ
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
か
く
の
如
き
悟
性
を
嘲
笑
し
て
云
う
、「
悟
性
は
、
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世
界
が
如
何
に
あ
る
べ
き
0

0

で
あ
っ
て
、
併
し
な
い
か
を
知
る
た
め
に
、
自
分
を
待
っ
て
で
も
い
た
か
の
よ
う
に
、

当
為
0

0

を
自
慢
に
す
る
、
世
界
に
し
て
若
し
そ
れ
が
あ
る
べ
き
よ
う
に
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
彼
の
当
為
の
早
熟
の
才

智
は
何
処
に
存
し
得
る
で
あ
ろ
う
か
。＊
＊」

当
為
も
ま
た
抽
象
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
真
に
在
る
と
こ
ろ
の
も
の
で

は
な
い
の
で
あ
る
。

＊　

Encyclopädie § 38.

＊
＊　

Ebd. § 6.

か
く
し
て
在
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
事
実
で
な
く
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
ま
さ
に
イ
デ
ー

0

0

0

で
あ
る
。
哲
学
は
、

「
イ
デ
ー
の
光
輝
」（G

lanz der Idee
）
に
関
係
す
る
、
と
彼
は
云
っ
て
い
る
。
こ
の
光
輝
に
よ
っ
て
哲
学
は
圧
倒

さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
目
を
眩
ま
さ
れ
て
下
層
の
現
象
の
暗
黒
を
見
お
ろ
す
こ
と
を
し
な
い
の
で
あ
る
。
イ
デ
ー

は
日
常
の
、
外
的
な
、
消
滅
す
る
対
象
の
如
き
も
の
で
は
な
い
。「
イ
デ
ー
は
現
在
的
で
あ
り
、
精
神
は
不
死
で

あ
る
。
精
神
の
そ
こ
に
は
在
ら
ざ
り
し
が
如
き
も
し
く
は
在
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
が
如
き
い
か
な
る
時
も
な
い
、
そ
れ

は
過
ぎ
去
っ
て
い
る
の
で
な
く
ま
た
な
お
在
ら
ぬ
の
で
な
く
、
却
っ
て
絶
対
的
に
今
在
る
。＊」
こ
こ
に
今
と
い
う

の
は
絶
対
的
な
る
現
在
性
の
謂
で
あ
る
。「
哲
学
は
、
真
な
る
も
の
を
取
扱
う
も
の
と
し
て
、
永
遠
に
現
在
的
な

る
も
の
に
関
係
す
る
」、
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
語
る＊
＊。

我
々
は
こ
の
イ
デ
ー
の
意
味
を
規
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
イ
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デ
ー
は
何
等
か
の
ま
や
か
し
物
ま
た
は
幻
想
で
な
く
、
影
の
如
き
思
想
物
（G

edankending

）
で
は
な
い
。
経
験

論
者
の
い
う
よ
う
に
、
個
々
の
経
験
的
事
実
の
み
が
在
る
の
で
あ
っ
て
、
イ
デ
ー
は
人
間
の
思
惟
の
産
物
0

0

で
あ
る
、

の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
却
っ
て
イ
デ
ー
こ
そ
優
越
な
意
味
で
在
る
と
こ
ろ
の
も
の
、
プ
ラ
ト
ン
の
謂
う
、「
真

に
在
る
も
の
」（to; o[ntw

V o[n

）
で
あ
る
。
イ
デ
ー
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
あ
っ
て
、
そ
れ
が
思
想
物
で
な
い
と
い
う
意

味
に
於
て
で
ば
か
り
で
な
く
、
更
に
一
層
高
き
意
味
に
於
て
主
観
性
を
脱
し
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
一
般
に
イ
デ
ー
と
呼
ば
れ

る
も
の
は
二
重
の
仕
方
で
受
取
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
一
は「
範
型
」（Vorbild

）と
し
て
、他
は「
原
型
」（U

rbild

）

と
し
て
。
換
言
す
れ
ば
、
イ
デ
ー
は
或
る
場
合
に
は
課
題
と
し
て
、
他
の
場
合
に
は
よ
り
高
き
秩
序
の
存
在
と
し

て
解
さ
れ
て
い
る
。
我
々
は
第
一
の
も
の
を
カ
ン
ト
的
と
し
て
、
第
二
の
も
の
を
プ
ラ
ト
ン
的
と
し
て
、
特
性
づ

け
る
こ
と
も
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
カ
ン
ト
並
び
に
フ
ィ
ヒ
テ
は
イ
デ
ー
を
も
っ
て
我
々
の
ま
さ
に
実
現
す
べ
き
当

為
も
し
く
は
規
範
と
し
た
。
従
っ
て
そ
こ
で
は
イ
デ
ー
は
主
観
性
と
の
最
も
深
き
、
最
も
密
接
な
る
聯
関
に
於
て

把
握
さ
れ
る
。
主
観
の
自
由
な
る
活
動
に
よ
っ
て
、
当
為
を
そ
れ
に
対
立
し
、
抵
抗
す
る
事
実
の
う
ち
に
実
現
す

る
こ
と
、
規
範
に
よ
っ
て
物
質
を
貫
徹
し
、
支
配
し
て
ゆ
く
こ
と
、
こ
の
無
限
な
る
過
程
に
於
て
イ
デ
ー
は
自
己

の
本
質
を
見
出
す
。
カ
ン
ト
及
び
フ
ィ
ヒ
テ
の
思
惟
に
あ
っ
て
重
大
な
る
、
こ
の
限
り
な
き
過
程
、
超
感
性
的
な

も
の
と
感
性
的
な
も
の
と
の
間
の
絶
え
ざ
る
闘
争
の
、
い
わ
ゆ
る
「
悪
し
き
無
限
」（schechte U

nendlichkeit

）
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に
対
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
つ
ね
に
侮
蔑
を
も
っ
て
向
っ
て
い
る
。
か
か
る
意
味
に
於
け
る
イ
デ
ー
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に

と
っ
て
は
な
お
主
観
的
で
あ
り
、
な
お
あ
ま
り
に
多
く
の
人
間
の
存
在
に
縛
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
彼
は
イ

デ
ー
を
最
高
の
客
観
性
に
於
て
見
る
。
そ
れ
は
「
在
る
と
こ
ろ
の
も
の
」
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。
イ
デ
ー
と
は

人
間
精
神
の
あ
ら
ゆ
る
運
動
に
先
立
っ
て
存
在
し
、
こ
の
も
の
に
よ
っ
て
単
に
追
考
さ
れ
る
の
み
な
る
、
事
物
の

理
性
内
容
で
あ
る
。
一
切
の
主
観
的
な
も
の
、
個
人
的
な
も
の
は
そ
の
前
に
身
を
屈
し
て
、
そ
れ
を
た
だ
承
認
す

る
ば
か
り
で
あ
る
。
恰
も
プ
ラ
ト
ン
に
於
て
の
如
く
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
あ
っ
て
イ
デ
ー
を
表
現
す
る
言
葉
は
「
安
ら

い
」（R

uhe

）
と
「
永
遠
」（Ew

igkeit

）
で
あ
る
と
さ
え
云
わ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
記
す
、「
世
界

精
神
の
緩
慢
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
れ
が
切
迫
し
て
い
な
い
こ
と
、
ま
さ
に
そ
れ
自
身
は
時
間
の
外
に
あ
る
が
故

に
、
そ
れ
は
永
遠
で
あ
る
が
故
に
、
そ
れ
が
充
分
に
時
間
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
、
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。」
こ

の
よ
う
に
し
て
イ
デ
ー
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
ま
こ
と
に
在
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
我
々
は
彼
の
イ
デ

ア
リ
ス
ム
ス
を
ま
さ
し
く
存
在
論
的
観
念
論

0

0

0

0

0

0

0

（ontologischer Idealism
us

）
と
し
て
性
格
づ
け
る
こ
と
が
出
来
る

で
あ
ろ
う
。

＊　

D
ie Vernunft in der G

eschichte, H
rsg. v. Lasson, S. 165.

【Vorlesung über die Philosophie der W
eltgeschichte, 

B
d. 1

】
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＊
＊　

Vorlesungen über die Philosophie der G
eschichte, S. 120. 

ヘ
ー
ゲ
ル
の
著
作
は
、特
に
こ
と
わ
ら
な
い
限
り
、

H
. G

lockner 

刊
行
の Jubiläum

sausgabe 

に
拠
っ
て
引
用
す
る
。
さ
て
こ
こ
に
引
用
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
言
葉
が
実

に
彼
の
『
歴
史
哲
学
』
の
中
に
見
ゆ
る
こ
と
は
特
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

私
は
い
ま
こ
の
よ
う
な
観
念
論
を
歴
史
上
の
聯
関
に
於
て
評
価
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
啓
蒙
思
想
は
歴
史
的

に
生
成
し
た
も
の
に
対
す
る
理
性
の
懐
疑
と
拒
絶
、現
存
す
る
も
の
の
非
理
性
に
対
す
る
常
識
の
反
抗
で
あ
っ
た
。

啓
蒙
は
「
自
然
的
に
」
即
ち
理
性
的
に
妥
当
す
る
も
の
、
歴
史
的
伝
統
の
一
切
の
歪
み
を
脱
し
た
も
の
に
つ
い
て

の
反
省
で
あ
っ
た
。
か
く
て
そ
れ
は
歴
史
的
に
成
立
し
た
教
会
、国
家
、慣
習
等
に
反
対
し
て
、「
自
然
的
」
宗
教
、

「
自
然
法
」、「
自
然
的
」
経
済
等
を
擁
護
す
る
。
こ
の
と
き
自
然
的
な
も
の
が
な
お
屡
々
「
常
識
」
に
求
め
ら
れ

た
に
せ
よ
、
或
い
は
ま
た
何
よ
り
も
幸
福
と
い
う
が
如
く
経
験
的
な
人
間
の
「
自
然
」
と
解
さ
れ
た
に
せ
よ
、
啓

蒙
運
動
の
大
い
さ
と
深
さ
、
そ
の
世
界
史
的
意
義
は
、
人
々
を
し
て
事
実
的
な
も
の
に
対
す
る
惰
性
的
な
崇
拝
、

現
存
す
る
も
の
に
つ
い
て
の
遅
鈍
な
満
足
か
ら
分
離
せ
し
め
、
与
え
ら
れ
た
状
態
の
批
判
と
克
服
と
に
向
わ
し
め

た
と
こ
ろ
に
横
た
わ
っ
て
い
る
。
そ
し
て
恰
も
こ
の
こ
と
が
啓
蒙
時
代
と
カ
ン
ト
並
び
に
フ
ィ
ヒ
テ
の
時
期
と
を

結
び
つ
け
る
。
な
ぜ
な
ら
、
世
界
及
び
生
活
は
受
動
的
に
そ
し
て
無
批
判
的
に
単
純
に
受
取
ら
る
べ
き
で
な
く
、

却
っ
て
そ
れ
に
従
っ
て
あ
ら
ゆ
る
現
実
が
裁
定
さ
れ
る
絶
対
的
規
範
、
そ
れ
に
於
て
こ
の
も
の
が
評
価
さ
れ
吟
味
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ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学

さ
れ
る
無
制
約
的
価
値
の
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
後
者
の
確
信
に
属
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は

絶
え
ず
啓
蒙
思
想
を
攻
撃
し
た
。
し
か
し
そ
の
た
め
に
彼
を
も
っ
て
単
な
る
事
実
に
満
足
し
、
単
な
る
現
実
を
愛

護
す
る
者
と
見
做
す
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
在
る
と
こ
ろ
の
も
の
」
は
彼
に
於
て
た
だ

与
え
ら
れ
た
も
の
、
単
に
歴
史
的
に
生
じ
た
も
の
を
意
味
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
経
験
的
な
ら
ぬ
、
一
層
高
き

意
味
に
於
け
る
「
現
実
」
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
あ
っ
て
、
諸
の
価
値
形
態
の
富
或
い
は
「
具
体
性
」、
諸
の
意
味
の

層
、
理
念
的
諸
聯
関
の
国
を
意
味
し
た
。
そ
れ
故
に
啓
蒙
に
対
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
敵
対
は
事
実
と
価
値
と
の
対
立

を
彼
が
単
純
に
排
棄
し
た
と
い
う
が
如
き
も
の
で
は
な
い
。
却
っ
て
価
値
概
念
の
構
成
の
仕
方

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

そ
の
も
の
の
う
ち

に
、
啓
蒙
に
対
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
、
そ
し
て
ま
た
こ
の
構
成
に
於
て
な
お
啓
蒙
的
で
あ
っ
た
カ
ン
ト
及
び
フ
ィ
ヒ

テ
に
対
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
、
敵
対
の
真
の
根
拠
は
横
た
わ
っ
て
い
る＊

。
カ
ン
ト
や
フ
ィ
ヒ
テ
は
価
値
を
た
だ
ち
に

当
為
0

0

ま
た
は
規
範
0

0

と
同
一
視
す
る
。
価
値
は
絶
対
的
に
あ
る
べ
き
0

0

も
の
と
し
て
説
明
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
当

為
も
し
く
は
規
範
の
性
格
は
価
値
の
ひ
と
つ
の
賓
辞
0

0

、
そ
れ
の
一
定
の
方
面
0

0

を
現
す
の
み
で
あ
っ
て
、
価
値
そ
の

も
の
と
同
一
の
意
味
の
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
ひ
と
り
で
に
そ
し
て
い
つ
で
も
価
値
を
充
す
の
で
な
く
却
っ

て
屡
々
そ
れ
に
反
し
て

0

0

0

行
為
す
る
者
、
即
ち
「
聖
な
ら
ぬ
」
者
に
と
っ
て
の
み
、
価
値
は
当
為
と
な
る
。
換
言
す

れ
ば
、
価
値
が
規
範
と
呼
ば
れ
る
と
き
、
ひ
と
は
価
値
の
純
粋
な
る
本
質
の
み
0

0

を
見
て
い
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
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同
時
に
価
値
の
実
現
、
価
値
の
現
実
に
対
す
る
関
係
0

0

が
顧
み
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
こ
の
と
き
価
値
に

対
す
る

0

0

0

経
験
的
存
在
の
不
適
合
性
が
一
緒
に
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
価
値
の
概
念

か
ら
規
範
の
概
念
へ
移
っ
て
ゆ
か
な
い
。
か
か
る
移
り
ゆ
き
を
拒
否
す
る
と
こ
ろ
に
究
極
は
十
八
世
紀
の
考
え
方

に
対
す
る
彼
の
敵
対
的
な
態
度
の
根
拠
が
存
在
す
る
。
彼
は
価
値
そ
の
も
の
の
純
粋
な
る
観
照
、
価
値
を
時
間
性

の
中
か
ら
掬
い
上
げ
、
観
て
取
る
こ
と
を
も
っ
て
満
足
す
る
。
在
る
世
界
に
在
る
べ
き
0

0

も
の
を
対
抗
せ
し
め
、
未

来
の
た
め
に
革
命
的
闘
争
に
従
事
す
る
と
い
う
十
八
世
紀
風
な
態
度
に
彼
は
同
情
し
得
な
い
。
当
為
に
結
び
つ
く

「
否
定
的
な
」
態
度
を
嫌
っ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
肯
定
的
な
」
情
熱
を
も
っ
て
、
現
象
の
多
様
性
の
中
か
ら
真
実

に
在
る
と
こ
ろ
の
も
の
、
永
遠
な
る
理
性
内
容
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
我
々
は
、
一
方
で
は

カ
ン
ト
並
び
に
フ
ィ
ヒ
テ
、
他
方
で
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
け
る
価
値
ま
た
は
イ
デ
ー
の
概
念
構
成
の
仕
方
を
、
前
者

を
「
実
践
的
」
と
し
て
、
後
者
を
「
観
想
的
」
と
し
て
、
各
そ
の
特
性
を
規
定
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
イ
デ
ー
は
ヘ

ー
ゲ
ル
に
あ
っ
て
観
想
的
な
構
造
を
も
っ
て
い
る
。
彼
の
イ
デ
ア
リ
ス
ム
ス
は
観
想
的
観
念
論

0

0

0

0

0

0

（kontem
plativer 

Idealism
us

）
で
あ
る
。

＊　

E. Lask, H
egel in seinem

 Verhältnis zur W
eltanschauung der A

ufklärung. 

参
照
。

こ
れ
ら
の
理
解
の
上
に
立
っ
て
我
々
は
初
め
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学
の
種
々
な
る
特
殊
性
を
把
握
し
得
る
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ー
ゲ
ル
の
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史
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で
あ
ろ
う
。
先
ず
そ
れ
の
カ
ン
ト
や
フ
ィ
ヒ
テ
に
対
す
る
特
殊
性
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
人
々
の
歴
史
哲
学
に
あ
っ

て
は
つ
ね
に
未
来
が
そ
の
主
な
る
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
蓋
し
彼
等
に
於
て
は
実
践
的
な
当
為
が
関
心
の
中
心
で

あ
り
、
そ
し
て
ま
さ
に
こ
の
も
の
の
見
地
か
ら
歴
史
が
考
察
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
既
に
ハ
イ
ム

や
ト
レ
ル
チ
な
ど
の
注
意
し
て
い
る
よ
う
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
彼
の
歴
史
哲
学
に
於
て
如
何
な
る
瞬
間
と
雖
も
人
類

の
臆
測
的
な
未
来
に
つ
い
て
語
っ
て
い
な
い
。
彼
は
在
る
と
こ
ろ
の
も
の
に
固
執
し
て
、
単
に
可
能
な
る
も
の
に

関
係
す
る
一
切
の
思
弁
を
断
念
す
る
。
こ
の
点
に
於
て
彼
は
、
観
念
論
者
た
る
に
も
拘
ら
ず
、
如
何
な
る
唯
物
論

者
よ
り
も
慎
し
み
深
く
、
遠
慮
勝
ち
で
あ
っ
た
。
次
に
歴
史
哲
学
が
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
の
体
系
の
中
で
有
す
る
特
殊

性
で
あ
る
。
彼
の
歴
史
哲
学
の
序
説
に
於
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
明
ら
さ
ま
に
こ
の
事
態
を
述
べ
て
い
る
。
哲
学
は
或
る

0

0

0

0

0

も
の
を
歴
史
へ
持
っ
て
ゆ
く

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
そ
れ
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。「
哲
学
が
持
っ
て
ゆ
く
唯
一
の
思
想
は
、

し
か
る
に
、
理
性
が
世
界
を
支
配
す
る
と
い
う
、
そ
れ
故
に
ま
た
世
界
歴
史
も
理
性
的
に
生
起
し
た
と
い
う
、
理

性
の
単
純
な
る
思
想
で
あ
る
。
こ
の
確
信
と
洞
見
は
歴
史
自
体
一
般
に
関
す
る
前
提
0

0

で
あ
る
。＊」
即
ち
ヘ
ー
ゲ
ル

は
そ
の
歴
史
考
察
に
あ
た
っ
て
、
理
性
の
世
界
統
治
の
謂
わ
ば
仮
説
的
な
る

0

0

0

0

0

信
仰
を
も
っ
て
の
ぞ
ん
だ
。
こ
の
仮

説
ま
た
は
前
提
は
世
界
歴
史
そ
の
も
の
の
十
分
透
徹
し
た
考
察
に
よ
っ
て
初
め
て
そ
れ
か
ら
再
び
結
果
す
べ
き
で

あ
る
。
恣
な
る
思
弁
或
い
は
「
先
験
的
な
作
り
事
」
に
よ
っ
て
で
は
な
い
、
な
ぜ
な
ら
「
我
々
は
歴
史
を
そ
れ
が
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あ
る
が
ま
ま
に
と
る
べ
き
で
あ
り
、
我
々
は
歴
史
的
に
、
経
験
的
に
や
っ
て
ゆ
く
べ
き
で
あ
る＊
＊」

か
ら
で
あ
る
。

却
っ
て
歴
史
的
な
る
も
の
の
「
忠
実
な
る
把
握
」
に
よ
っ
て
、
か
の
前
提
は
検
証
さ
れ
ま
た
は
具
象
化
さ
る
べ
き

で
あ
る
。
然
る
に
、
固
よ
り
こ
の
前
提
は
「
哲
学
そ
の
も
の
に
於
て
は
何
等
前
提
で
は
な
い
。
哲
学
に
於
て
は
そ

れ
は
思
弁
的
認
識
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
る
。」
哲
学
そ
の
も
の
に
あ
っ
て
前
提
で
な
い
と
こ
ろ
の
も
の
が
、
何
故

に
歴
史
の
考
察
に
於
て
仮
説
的
な
も
の
の
意
味
を
も
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。
上
に
明
ら
か
に
し
て
お
い
た
よ
う
に
、

哲
学
の
対
象
は
「
在
る
と
こ
ろ
の
も
の
」
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
単
に
事
実
的
な
も
の
、
歴
史
的
な
も
の
と
は
等

し
く
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
イ
デ
ー
で
あ
り
、
理
性
内
容
で
あ
る
。
し
か
る
に
歴
史
は
ま
さ
に
歴
史
と
し
て
、
事
実

的
な
も
の
、
与
え
ら
れ
た
も
の
、
経
験
的
な
も
の
の
性
格
を
担
わ
ざ
る
を
得
な
い
存
在
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
相

異
な
る
事
情
が
ヘ
ー
ゲ
ル
を
し
て
哲
学
そ
の
も
の

0

0

0

0

と
歴
史
0

0

哲
学
と
に
於
て
相
異
な
る
行
き
方
を
さ
せ
た
と
こ
ろ
の

も
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学
が
彼
の
体
系
の
爾
余
の
も
の
の
如
く
先
験
的
構
成
的
で
な
い
こ
と
、
少
な

く
と
も
か
か
る
要
素
の
僅
か
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
多
く
の
人
々
が
注
意
し
て
い
る
。
例
え
ば
ト
レ
ル
チ
は
、
そ

れ
は
「
世
界
過
程
の
先
験
的
構
成
で
な
く
、
却
っ
て
経
験
的
研
究
の
諸
結
果
の
最
高
の
観
点
の
も
と
に
於
て
な
さ

れ
た
る
思
索
で
あ
る
」、
と
率
直
に
云
っ
て
い
る＊
＊
＊。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
彼
の
歴
史
哲
学
に
於
て
実
に
「
世
界
歴
史
の
地

理
的
基
礎
」
に
つ
い
て
詳
細
に
語
っ
て
い
る
。
ま
た
マ
ル
ク
ス
主
義
者
の
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
彼
は
そ
こ
で
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ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学

は
経
済
的
諸
関
係
の
重
要
性
を
も
決
し
て
看
過
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る＊
＊
＊
＊。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
先
験

的
論
理
学
、彼
の
弁
証
法
に
反
対
す
る
者
も
彼
の
歴
史
哲
学
の
み
は
最
も
高
く
評
価
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
た
。

然
し
な
が
ら
我
々
は
恰
も
そ
こ
に
於
て
こ
そ
彼
の
歴
史
哲
学
が
、
そ
の
名
に
も
拘
ら
ず
、
哲
学
的
な
も
の

0

0

0

0

0

0

と
歴
史
0

0

的
な
も
の

0

0

0

0

と
を
分
離
さ
せ
て
い
る
の
を
見
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
ま
さ
に
こ
こ
に
我
々
の
問
題
の
出
発
点
が
横
た
わ

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

＊　

Philosophie der G
eschichte, S. 34.

＊
＊　

Ebd. S. 36.

＊
＊
＊　

H
istorische Zeitschrift, B

d. 119, S. 414.

【
そ
の
頁
に
はTroeltsch

の
論
文
は
な
い
。1-47

に
あ
る
が
】

＊
＊
＊
＊　

川
内
唯
彦
氏
訳
、
プ
レ
ハ
ー
ノ
フ
著
『
史
的
一
元
論
』、
参
照
。

二

歴
史
の
考
察
の
た
め
に
ヘ
ー
ゲ
ル
が
持
っ
て
来
る
根
本
前
提
は
理
性
の
世
界
支
配
の
思
想
で
あ
っ
た
。
彼
は

こ
の
思
想
を
宗
教
上
の
摂
理
の
信
仰
を
も
っ
て
説
明
し
て
い
る
。
こ
こ
に
明
瞭
で
あ
る
如
く
、
歴
史
的
世
界
に
対

す
る
彼
の
態
度
は
そ
の
根
柢
に
於
て
宗
教
的
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
関
係
に
於
て
彼
は
神
の
認
識
に
つ
い
て
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語
っ
て
い
る
。「
神
は
彼
の
子
供
と
し
て
狭
量
な
心
の
者
や
空
虚
な
頭
脳
の
人
を
欲
し
な
い
。
却
っ
て
彼
は
ひ
と

が
彼
を
認
識
す
る
こ
と
を
求
め
る
。
彼
は
そ
の
精
神
が
み
ず
か
ら
は
貧
し
く
、
し
か
し
彼
の
認
識
に
於
て
富
み
、

そ
し
て
神
の
認
識
に
一
切
の
価
値
を
お
く
と
こ
ろ
の
子
供
を
も
つ
こ
と
を
求
め
る
。＊」
こ
の
言
葉
は
ま
さ
し
く
ヘ

ー
ゲ
ル
の
最
も
深
き
魂
を
現
す
も
の
で
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
の
尊
敬
す
べ
き
研
究
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
彼
は

宗
教
か
ら
歴
史
へ
来
た
。
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
時
代
の
青
年
ヘ
ー
ゲ
ル
を
悩
ま
し
た
の
は
主
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
の

歴
史
の
問
題
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
年
の
成
果
に
つ
い
て
デ
ィ
ル
タ
イ
は
云
う
、「
彼
が
こ
の
時
期
に
贏か

ち
得
た

最
も
重
要
な
そ
し
て
最
も
確
実
な
収
得
は
、
あ
ら
ゆ
る
以
前
の
歴
史
叙
述
を
遥
か
に
越
え
た
と
こ
ろ
の
、
歴
史
的

世
界
の
内
面
性
へ
の
沈
潜
に
存
し
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
宗
教
性
か
ら
歴
史
的
世
界
へ
押
し
入
っ
た
と
い
う
こ
と
は
恰

も
、
彼
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
学
問
の
た
め
に
成
し
遂
げ
た
最
も
偉
大
な
も
の
に
対
し
て
決
定
的
で
あ
っ
た
。」「
彼
は

人
間
精
神
の
内
面
性
の
歴
史
の
創
設
者
と
し
て
立
っ
て
い
る
。＊
＊」
若
き
ヘ
ー
ゲ
ル
の
魂
は
彼
が
概
念
哲
学
者
と
し

て
現
れ
る
に
到
っ
た
後
に
も
失
わ
れ
る
こ
と
な
く
、そ
の
生
命
と
し
て
絶
え
ず
は
た
ら
い
て
い
た
の
で
あ
る
。「
ま

こ
と
の
謙
虚
は
ま
さ
に
、
神
を
一
切
に
於
て
認
識
し
、
彼
を
一
切
に
於
て
光
栄
あ
ら
し
め
、
そ
し
て
特
に
世
界
歴

史
の
舞
台
に
於
て
そ
の
こ
と
を
す
る
と
こ
ろ
に
存
す
る
。」
神
の
智
慧
を
自
然
の
う
ち
に
、
動
物
や
植
物
に
於
て

認
識
し
よ
う
と
い
う
の
は
以
前
か
ら
の
伝
統
で
あ
っ
た
。
摂
理
に
し
て
も
し
こ
れ
ら
の
対
象
の
う
ち
に
啓
示
さ
れ



二
一
七

ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
哲
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る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
何
故
に
世
界
歴
史
に
於
て
、
全
体
の
民
族
や
帝
国
の
う
ち
に
啓
示
さ
れ
な
い
で
あ
ろ

う
か
。
世
界
歴
史
の
材
料
が
摂
理
に
と
っ
て
あ
ま
り
に
大
に
過
ぎ
る
と
思
う
の
は
間
違
い
で
あ
る
。
蓋
し
神
の
智

慧
は
大
い
な
る
も
の
に
於
て
も
小
さ
き
も
の
に
於
て
も
同
一
で
あ
る
。「
然
の
み
な
ら
ず
自
然
は
世
界
歴
史
よ
り

も
下
位
の
舞
台
で
あ
る
。
自
然
は
、
そ
こ
で
は
神
的
な
る
イ
デ
ー
が
無
概
念
性
の
要
素
に
於
て
あ
る
と
こ
ろ
の
領

域
で
あ
る
。
精
神
的
な
も
の
に
於
て
イ
デ
ー
は
そ
の
固
有
な
る
地
盤
の
う
ち
に
あ
り
、
そ
し
て
そ
こ
に
於
て
ま
さ

に
そ
れ
は
認
識
さ
れ
得
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。＊
＊
＊」

こ
こ
に
我
々
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学
の
最
も
深
き
意
図

を
発
見
す
る
で
あ
ろ
う
。

＊　

D
ie Vernunft in der G

eschichte, S. 24.

＊
＊　

D
ilthey, D

ie Jugendgeschichte H
egels. S. 157.

【
デ
ィ
ル
タ
イ
全
集
第
８
巻
「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
青
年
時
代
」】

＊
＊
＊　

D
ie Vernunft in der G

eschichte, S. 19.

「
歴
史
的
世
界
の
内
面
性
」（die Innerlichkeit der geschichtlichen W

elt

）
を
解
明
す
る
た
め
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の

用
い
た
最
初
の
概
念
は
、
実
に
「
生
」（Leben

）
の
概
念
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
概
念
を
も
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル

は
一
般
に
啓
蒙
思
想
の
二
元
論
的
な
見
方
、
特
に
カ
ン
ト
の
道
徳
的
な
立
場
を
超
越
し
た
。
自
律
と
他
律
、
義
務

と
傾
向
性
と
の
分
離
は
彼
に
と
っ
て
は
生
け
る
人
間
の
分
裂
を
意
味
し
た
。
自
律
的
な
義
務
感
情
に
従
う
人
間
と



二
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史
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外
部
か
ら
来
る
法
則
に
服
す
る
人
間
と
の
区
別
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
此
の
者
が
自
由
な
ら
ぬ
奴
隷
で
あ
っ

て
彼
の
者
が
自
由
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
却
っ
て
、
彼
の
者
が
「
そ
の
主
人
を
自
身
の
う
ち
に
も
ち
、

し
か
し
同
時
に
彼
自
身
の
奴
隷
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
エ
ス
【
イ
エ
ス
】
が
山
上
の
説
教
に
於
て
ユ
ダ

ヤ
の
古
き
律
法
の
代
り
に
、
そ
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
が
カ
ン
ト
の
道
徳
法
の
代
り
に
樹
て
よ
う
と
す
る
の
は
、
新
し
き

律
法
と
い
う
が
如
き
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
ひ
と
つ
の
一
層
高
き
立
場
、
そ
こ
か
ら
し
て
ひ
と
は
法
則
を
遂
行
し

は
す
る
が
、
し
か
し
法
則
と
し
て
は
止
揚
す
る
と
こ
ろ
の
立
場
で
あ
る
。
新
し
き
立
場
は
分
離
を
超
越
し
た
道

徳
的
存
在
0

0

か
ら
の
行
為
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
も
の
は
た
だ
「
生
の
ひ
と
つ
の
様
態
」（eine M

odifikation des 
Lebens

）で
あ
る＊

。
否
、義
務
の
遂
行
の
意
識
で
さ
え
ヘ
ー
ゲ
ル
に
は
行
為
の
不
純
粋
性
と
見
え
た
。
な
ぜ
な
ら「
私

が
単
に
私
の
意
識
を
若
く
は
ま
た
他
人
の
称
讃
を
も
享
受
す
る
か
ど
う
か
は
ま
こ
と
に
何
等
大
な
る
相
違
で
は
な

い
」
か
ら
で
あ
る
。
自
己
の
義
務
適
合
性
に
つ
い
て
の
み
ず
か
ら
の
反
省
を
ば
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
そ
れ
が
存
在
か
ら

し
て
の
、
直
接
的
な
生
か
ら
の
行
為
を
不
可
能
に
す
る
の
故
を
も
っ
て
、
斥
け
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
彼
が
生
の

概
念
に
よ
っ
て
求
め
た
の
は
全
体
性

0

0

0

と
統
一
性

0

0

0

と
で
あ
っ
た
。「
た
だ
客
観
に
つ
い
て
、
死
せ
る
も
の
に
つ
い
て
、

全
体
は
部
分
と
異
な
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
当
て
嵌
ま
る
。
生
け
る
も
の
に
於
て
は
こ
れ
に
反
し
て

そ
れ
の
部
分
は
全
体
と
同
じ
く
ま
た
一
で
あ
る
」、
と
彼
の
断
片
の
ひ
と
つ
に
記
さ
れ
て
い
る
。
一
切
を
包
括
し
、



二
一
九

ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
哲
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あ
ら
ゆ
る
対
立
を
結
合
す
る
と
こ
ろ
の
究
極
的
な
存
在
が
「
生
」
で
あ
る
。
し
か
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
か
か
る
統
一

を
作
る
紐
帯
を
、そ
の
当
時「
愛
」（Liebe

）と
い
う
言
葉
で
現
し
て
い
た
。
愛
と
は
生
け
る
も
の
の
感
情
で
あ
り
、

一
切
の
生
を
貫
き
、
生
の
凡
て
の
形
態
の
う
ち
に
脈
打
つ
力
で
あ
る
。
生
並
び
に
愛
と
い
う
二
つ
の
表
現
を
も
っ

て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
彼
の
宗
教
的
体
験
を
示
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
我
々
は
そ
れ
が
彼
の
時
代
に
於
け
る

共
通
な
る
汎
神
論
的
感
情
で
あ
っ
た
の
を
知
っ
て
い
る
。
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
は「
無
限
な
る
も
の
の
感
情
」

及
び「
宇
宙
の
直
観
」を
も
っ
て
真
の
宗
教
と
し
た
。「
あ
ら
ゆ
る
個
々
の
も
の
を
全
体
の
ひ
と
つ
の
部
分
と
し
て
、

あ
ら
ゆ
る
制
限
さ
れ
た
も
の
を
無
限
な
る
も
の
の
ひ
と
つ
の
表
現
と
し
て
受
取
る
こ
と
、
そ
れ
が
宗
教
で
あ
る
。」

と
彼
は
『
宗
教
論
』
の
中
で
説
く
。
ま
た
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
は
『
ヒ
ュ
ペ
ル
ィ
オ
ン
』【“H

yperion”

】
の
う
ち
に
云
う
、

「
世
界
の
不
調
和
は
愛
す
る
者
た
ち
の
不
和
の
如
く
で
あ
る
。
争
い
の
ま
な
か
に
和
解
が
あ
り
、
そ
し
て
凡
て
の

別
れ
た
る
も
の
は
再
び
相
会
す
る
。」
と
こ
ろ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
け
る
特
異
性
は
斯
く
の
如
き
感
情
が
も
と
も
と

か
ら
歴
史
的

0

0

0

世
界
に
向
け
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
民
族
の
精
神
、
そ
れ
の
歴
史
、
宗
教
、
政
治
的

自
由
の
程
度
は
―
―
そ
れ
ら
相
互
の
影
響
に
従
っ
て
、
ま
た
そ
れ
ら
の
性
質
に
従
っ
て
分
離
さ
れ
て
考
察
さ
れ
な

い
―
―
そ
れ
ら
の
も
の
は
ひ
と
つ
の
帯
に
織
り
合
わ
さ
れ
て
い
る
。＊
＊」
到
る
と
こ
ろ
彼
は
あ
ら
ゆ
る
歴
史
的
特
殊

態
を
結
ぶ
統
一
を
求
め
る
。
然
し
な
が
ら
更
に
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
か
か
る
全
体
性
及
び
統
一
性
と
し
て
の
生



二
二
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史
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が
既
に
こ
の
と
き
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
て
弁
証
法

0

0

0

的
な
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。「
愛
に
あ
っ
て

こ
の
全
体
は
多
く
の
特
殊
な
も
の
、
分
離
さ
れ
た
も
の
の
総
和
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
も
の
と
し
て
あ
る
の
で
は
な

い
。
愛
に
於
て
生
は
自
己
自
身
の
二
重
化
並
び
に
自
己
自
身
の
統
一
と
し
て
、
自
己
を
見
出
す
。
生
は
未
発
展
の

統
一
か
ら
、
環
の
形
成
を
通
じ
て
完
成
さ
れ
た
統
一
へ
と
歴
進
し
た
。
＊
＊
＊」
生
は
単
に
統
一
化
で
あ
る
ば
か
り
で
な

く
、
そ
れ
は
ま
た
対
立
化
で
あ
る
。
か
く
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
生
に
「
結
合
と
非
結
合
と
の
結
合
」（Verbindung der 

Verbindung und der N
ichtverbindung

）
と
い
う
特
異
な
る
定
式
を
与
え
る＊
＊
＊
＊。

し
か
る
に
こ
の
と
き
彼
は
ま
た
こ

の
よ
う
な
弁
証
法
的
統
一
に
於
て
あ
る
生
の
性
格
と
し
て
「
今
」（Izt

）
と
い
う
概
念
を
掲
げ
て
い
る
。
愛
に
於

て
生
け
る
も
の
は
自
己
を
「
今
」
と
し
て
感
じ
る
と
彼
は
云
う
。
こ
の
現
在
性

0

0

0

の
概
念
、
後
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
葉

に
よ
れ
ば
、「
無
時
間
的
な
現
在
」（zeitlose G

egenw
art

）
の
概
念
も
ま
た
生
の
弁
証
法
的
な
概
念
と
共
に
彼
の

思
想
の
最
も
重
要
な
も
の
に
属
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

＊　

H
. N

ohl, H
egels theologische Jugendschriften, S. 266.

＊
＊　

Ebd. S. 27.

＊
＊
＊　

Ebd. S. 379.

＊
＊
＊
＊　

Ebd. S. 348.
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史
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さ
て
無
限
な
る
も
の
に
対
す
る
人
間
の
関
係
は
最
初
ヘ
ー
ゲ
ル
に
あ
っ
て
も
、
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
に

於
け
る
が
如
く
、
宗
教
と
し
て
把
握
さ
れ
た
。
け
れ
ど
も
既
に
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
時
代
に
於
て
さ
え
彼
は
シ
ュ
ラ

イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
に
反
対
し
て
云
っ
て
い
る
、「
有
限
な
も
の
に
於
て
無
限
な
も
の
を
感
じ
た
神
的
感
情
は
、
反

省
が
附
加
わ
り
、
こ
の
も
の
が
感
情
の
上
に
留
ま
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
完
全
に
さ
れ
る
。＊」
同
じ
よ
う
に
彼

は
ま
た
こ
の
時
分
シ
ェ
リ
ン
グ
に
宛
て
た
手
紙
の
中
で
、「
青
年
時
代
の
理
想
は
反
省
の
形
式
に
、
体
系
へ
転
化

せ
ね
ば
な
ら
ぬ
」、
と
書
い
て
い
る
。
数
年
の
後
に
は
更
に
積
極
的
に
、「
形
而
上
学
は
自
己
自
身
を
見
出
し
た
精

神
の
契
機
で
あ
る
、」
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
語
る＊
＊。

ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
の
汎
神
論
的
体
験
は
方
法
的
に
、
弁
証
法
的
方
法

に
よ
っ
て
学
問
的
に
、
体
系
的
に
解
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
然
し
な
が
ら
こ
の
方
法
は
決
し
て
外
部
か
ら
持
ち

込
ま
れ
る
の
で
な
い
、
却
っ
て
そ
れ
は
潜
在
的
な
も
の
が
顕
在
的
に
な
る
過
程
に
ほ
か
な
ら
ぬ
、
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は

考
え
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
弁
証
法
は
「
唯
一
つ
真
な
る
方
法
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
既
に
、
そ
れ
が
そ
れ
の
対
象

及
び
内
容
と
は
何
等
区
別
さ
れ
た
も
の
で
な
い
、
と
い
う
こ
と
か
ら
お
の
ず
か
ら
明
ら
か
に
な
る
。
―
―
蓋
し
こ

の
方
法
は
内
容
自
体
で
あ
り
、
内
容
を
動
か
す
も
の
は
内
容
が
そ
れ
自
身
に
於
て
も
っ
て
い
る
弁
証
法
で
あ
る
。」

し
か
る
に
こ
の
よ
う
に
方
法
的
な
も
の
が
中
心
に
持
ち
出
さ
れ
る
に
到
っ
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
あ
っ
て
従
来
生
ま
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

は
愛
と
呼
ば
れ
た
も
の
は
今
や
一
層
含
蓄
的
な
言
葉
た
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

「
精
神
」（G

eist

）
に
よ
っ
て
代
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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史
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た0

。
こ
の
こ
と
は
ま
こ
と
に
重
要
で
あ
る
。
精
神
と
い
う
表
現
は
も
と
よ
り
こ
れ
ま
で
に
於
て
も
欠
け
て
は
い
な

い
。
彼
の
青
年
時
代
の
最
も
美
し
き
断
片
の
ひ
と
つ
は
語
る
、「
ひ
と
は
無
限
な
る
生
を
、
抽
象
的
な
多
数
性
に

対
立
さ
せ
て
、
精
神
と
名
づ
け
る
こ
と
が
出
来
る
。
蓋
し
精
神
は
、
そ
れ
の
形
態
と
し
て
の
多
様
な
る
も
の
に
対

し
て
、
そ
れ
か
ら
分
離
さ
れ
た
、
死
せ
る
、
単
な
る
多
数
性
と
し
て
の
多
様
な
る
も
の
に
対
し
て
で
は
な
く
、
多

様
な
る
も
の
の
生
け
る
統
一
で
あ
る
、
な
ぜ
な
ら
後
の
場
合
に
は
精
神
は
、
法
則
と
呼
ば
れ
て
単
に
考
え
ら
れ
た

も
の
、
生
き
て
お
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
の
単
な
る
統
一
で
あ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
。
精
神
は
多
様
な
る
も
の
と

の
結
合
に
於
け
る
そ
れ
を
生
か
す
法
則
で
あ
る
、
多
様
な
る
も
の
は
こ
の
と
き
生
か
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
人
間

が
こ
の
生
か
さ
れ
た
多
様
性
を
多
数
の
集
合
と
し
て
同
時
に
立
て
、
し
か
も
そ
れ
を
生
か
す
も
の
と
の
結
合
に
お

く
な
ら
ば
、
そ
の
と
き
こ
れ
ら
の
個
々
の
生
は
器
関
と
な
り
、
無
限
な
る
全
体
は
生
の
無
限
な
る
総
体
と
な
る
。
＊
＊
＊」

デ
ィ
ル
タ
イ
は
こ
の
箇
所
の
大
い
な
る
意
味
を
指
摘
し
、
こ
こ
に
「
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
根
本
思
想
」
が
初
め
て
語

ら
れ
た
と
見
做
し
て
い
る
。「
こ
の
重
要
な
箇
所
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
も
と
も
と
か
ら
精
神
の
本
質
を
全
体
、
総
体

性
な
る
論
理
的
範
疇
か
ら
し
て
規
定
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
そ
れ
は
そ
の
前
提
と
し
て
、
多
様
な
る
も
の
の
統

一
に
於
け
る
総
括
が
ま
さ
に
精
神
の
本
質
で
あ
り
、
並
び
に
そ
の
も
の
が
個
々
の
精
神
の
聯
関
に
於
て
体
験
さ
れ

そ
し
て
し
か
る
後
に
こ
の
体
験
か
ら
分
離
さ
れ
て
論
理
的
諸
関
係
の
ひ
と
つ
の
形
式
と
し
て
到
る
処
精
神
の
表
徴
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を
形
造
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
も
っ
て
い
る
。
＊
＊
＊
＊」
と
彼
は
解
釈
す
る
。

＊　

N
ohl, a. a. O

. S. 349.

＊
＊　

Jenenser Logik, S. 148.

【Jenenser Logik, M
etaphysik und N

aturphilosophie

】

＊
＊
＊　

N
ohl, S. 347.

＊
＊
＊
＊　

D
ilthey, a. a. O

. S. 141

―142.

然
し
な
が
ら
精
神
の
概
念
が
そ
の
全
き
深
さ
と
輝
き
と
を
も
っ
て
現
れ
た
の
は
か
の
最
も
天
才
的
な
る
著
作

『
精
神
の
現
象
学
』
に
於
て
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
書
に
於
て
、
単
に
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
の
思
想
の
歴
史
に
と

っ
て
で
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
ド
イ
ツ
乃
至
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
学
問
の
歴
史
に
と
っ
て
、
精
神
の
概
念
は
再
び
見

失
わ
れ
難
い
高
さ
と
豊
か
さ
と
を
も
っ
て
規
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
上
に
述
べ
た
如
く
、
精
神
と
い
う
概
念
は
生

及
び
愛
な
る
言
葉
に
代
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
然
る
に
か
か
る
表
現
の
交
替
は
た
だ
外
面
的
な
も
の
で
な
く
て
、
ま

た
概
念
内
容
の
本
質
的
な
規
定
の
変
化
に
関
係
し
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
精
神
は
愛
の
一
層
高
き
表
現

で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
は
云
う
、「
神
の
生
と
神
的
認
識
は
ま
こ
と
に
愛
の
自
己
自
身
と
の
戯
れ
と
し
て

語
ら
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
観
念
は
も
し
そ
こ
に
否
定
的
な
る
も
の
の
真
面
目
さ
、
苦
し
み
、
忍
耐
と
労
作
と

が
欠
け
て
い
る
な
ら
ば
、
神
信
心
に
、
そ
し
て
遅
鈍
に
さ
え
墜
落
し
て
ゆ
く
。＊」
そ
れ
故
に
精
神
の
概
念
に
あ
っ
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て
は
何
よ
り
も
否
定
的
な
も
の
の
重
要
性
が
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
生
の
概
念
は
特
に
統
一
性
の
概
念
と
し
て

そ
れ
に
対
立
す
る
も
の
は
主
と
し
て
「
多
様
な
る
も
の
」
と
見
做
さ
れ
、
こ
の
も
の
は
特
に
全
体
性
の
概
念
と
し

て
の
生
に
於
て
和
解
さ
れ
た
。
然
る
に
精
神
の
概
念
に
於
て
は
我
々
は
絶
え
ず
「
否
定
的
な
も
の
」
の
最
も
積
極

的
な
る
意
義
が
重
要
視
さ
れ
て
い
る
の
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
精
神
は
先
ず
優
れ
て
弁
証
法

的
な
る
も
の
を
表
現
す
べ
き
概
念
と
し
て
存
在
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
直
接
的
な
「
即
自
」
に
於
け
る
存
在
か

ら
自
己
を
反
省
し
て
「
対
自
」
に
な
そ
う
と
す
る
、
そ
れ
は
彼
の
「
他
在
」
を
作
り
、
彼
の
内
面
を
外
部
に
措
定

し
、そ
し
て
更
に
こ
の
も
の
の
う
ち
に
自
己
を
認
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
対
象
を
自
己
の
う
ち
へ
取
り
戻
し
、

こ
の
も
の
に
於
て
自
己
に
環
り
来
り
、
そ
し
て
「
即
自
対
自
」
に
、「
媒
介
さ
れ
た
直
接
性
」
に
な
る
。
精
神
は

自
己
み
ず
か
ら
を
定
立
し
て
他
の
も
の
に
移
り
ゆ
き
、
然
る
に
こ
の
他
の
も
の
に
於
て
自
己
を
自
己
み
ず
か
ら
と

の
同
一
性
に
あ
る
も
の
と
し
て
認
識
す
る
。「
た
だ
こ
の
自
己
を
回
復
す
る
同
一
も
し
く
は
他
在
に
於
け
る
自
己

内
反
照
―
―
根
源
的
な
統
一
そ
の
も
の
、
も
し
く
は
直
接
的
な
統
一
そ
の
も
の
で
な
く
、
が
真
な
る
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
そ
れ
自
身
の
生
成
、
そ
の
終
末
を
そ
の
目
的
と
し
て
前
提
し
、
そ
の
端
初
に
も
ち
、
そ
し
て
た
だ
遂
行
と

そ
の
終
末
と
に
よ
っ
て
現
実
的
で
あ
る
と
こ
ろ
の
円
環
で
あ
る
。＊
＊」

と
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
葉
で
あ
る
。

＊　

Phänom
enologie des G

eistes. S. 23.
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＊　

Ebd.
こ
こ
に
於
て
我
々
は
我
々
の
研
究
の
端
緒
を
回
顧
し
て
お
こ
う
。
我
々
は
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
関
係
す
る
も
の

が
単
な
る
事
実
に
も
当
為
に
も
あ
ら
ぬ
他
の
も
の
、
即
ち
イ
デ
ー
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
い
ま
や
我
々
は
こ
の

イ
デ
ー
の
意
味
を
一
層
具
体
的
に
規
定
す
る
こ
と
が
出
来
る
。イ
デ
ー
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
あ
っ
て
実
に
精
神
で
あ
る
。

私
は
最
初
ラ
ス
ク
に
従
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
イ
デ
ー
を
一
応
ギ
リ
シ
ア
的
に
、
特
に
プ
ラ
ト
ン
的
に
規
定
し
た
。
こ

こ
に
我
々
は
そ
れ
を
精
神
と
し
て
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
こ
の
も
の
の
宗
教
的
起
源
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
イ
デ
ー
を
そ
の
キ
リ
ス
ト
教
的
本
質
に
於
て
理
解
し
得
る
に
到
っ
た
。
精
神
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル

に
よ
れ
ば
、「
イ
デ
ー
の
よ
り
高
き
表
現
」（der höhere A

usdruck der Idee

）
で
あ
る
。
か
く
し
て
イ
デ
ー
は
単

に
実
体
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
却
っ
て
「
生
け
る
実
体
」（die lebendige Substanz

）
で
あ
る
。
そ
し
て
ヘ
ー
ゲ

ル
は
云
う
、「
真
な
る
も
の
が
た
だ
体
系
と
し
て
現
実
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
或
い
は
実
体
が
本
質
的
に
主
体

で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
絶
対
者
を
精
神
と
し
て
言
い
表
す
と
こ
ろ
の
表
象
の
う
ち
に
表
現
さ
れ
て
い
る
、
―
―

こ
の
精
神
た
る
や
最
も
崇
高
な
る
概
念
で
あ
り
、
そ
し
て
近
代
に
、
そ
の
宗
教
に
属
す
る
概
念
で
あ
る
。＊」
イ
デ

ー
は
「
主
体
」（Subjekt

）
で
あ
る
。
そ
し
て
「
イ
デ
ー
は
そ
れ
自
身
弁
証
法
で
あ
る
。＊
＊」
然
し
な
が
ら
い
つ
も

忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
イ
デ
ー
が
主
体
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
我
々
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
あ
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っ
て
絶
対
者
が
何
等
か
我
々
の
意
識
に
依
存
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
単
に
我
々

の
意
識
の
う
ち
に
存
在
す
る
と
い
う
が
如
き
絶
対
者
を
ば
ヘ
ー
ゲ
ル
は
決
し
て
承
認
し
な
い
。
彼
の
形
而
上
学
の

最
初
の
命
題
は
、
絶
対
者
は
在
る
と
こ
ろ
の
も
の
、
即
自
対
自
的
に
在
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
。
そ
れ
は
恰
も

即
自
対
自
的
に
在
る
が
故
に
、そ
れ
が
我
々
に
よ
っ
て
意
識
さ
れ
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
か
ら
独
立
に
存
在
す
る
。

そ
れ
は
何
よ
り
も ens realissim

um
 

【
最
も
現
実
的
な
存
在
】
で
あ
る
。
イ
デ
ー
を
主
体
と
し
て
規
定
す
る
こ
と
は

彼
に
あ
っ
て
何
等
主
観
主
義
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
却
っ
て
そ
の
主
な
る
意
味
は
イ
デ
ー
の
生
命
性
、
そ
れ

の
運
動
性
の
表
現
に
あ
る
。
そ
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
ひ
と
り
の
思
想
家
に
と
っ
て
「
精
神
よ
り
も
一
層
高
き
が
如

き
、
彼
の
対
象
で
あ
る
に
値
す
る
と
こ
ろ
の
如
何
な
る
も
の
も
存
在
し
な
い
」
と
考
え
た
。

＊　

Phänom
enologie des G

eistes. S. 27.

＊
＊　

Encyclopädie § 214.

三

さ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
「
絶
対
者
の
最
高
の
規
定
」
を
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
精
神
は
、
自
己
を
特
殊
な
る

諸
契
機
、
諸
形
態
に
分
化
し
、
こ
れ
ら
凡
て
の
も
の
に
於
て
自
己
同
一
に
と
ど
ま
り
つ
つ
、
現
実
の
う
ち
に
啓
示
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さ
れ
る
。精
神
は
超
越
的
な
も
の
で
な
く
、却
っ
て
そ
れ
は
一
切
の
現
実
に
内
在
し
、本
来
現
実
的
な
も
の
で
あ
る
。

即
ち
ヘ
ー
ゲ
ル
は
汎
神
論
の
立
場
か
ら
イ
デ
ー
の
内
在
性
を
確
信
す
る
。
か
く
て
哲
学
的
な
も
の
と
歴
史
的
な
も

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
と
の
聯
関
は
彼
に
と
っ
て
も
と
も
と
そ
し
て
ひ
と
息
に
汎
神
論
の
見
地
か
ら
与
え
ら
れ
て
い
る
と
見
え
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
宇

宙
の
悉
く
に
於
て
自
己
を
啓
示
す
る
イ
デ
ー
が
歴
史
に
於
て
の
み
そ
れ
を
拒
む
理
由
は
あ
り
得
な
い
。
む
し
ろ
歴

史
こ
そ
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
イ
デ
ー
が
自
己
を
顕
示
す
る
最
も
固
有
な
る
領
域
で
あ
る
。「
偶
然
的
な
歴
史
真
理

は
必
然
的
な
理
性
真
理
の
証
明
と
は
決
し
て
な
り
得
な
い
」、
と
嘗
て
レ
ッ
シ
ン
グ
は
云
っ
た
。
こ
の
言
葉
は
全

く
啓
蒙
思
想
の
精
神
に
於
て
語
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
そ
れ
は
ひ
と
が
「
非
歴
史
的
」
と
し
て
性
格
づ
け
る
と
こ
ろ

の
啓
蒙
思
想
の
特
徴
を
示
し
て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
斯
く
の
如
き
啓
蒙
思
想
を
克
服
し
て
歴
史
的
意
識

0

0

0

0

0

を
確
立
し

た
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
歴
史
的
意
識
と
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
歴
史
的
意
識
は
第
一
に

0

0

0

各
の
時
代
、

各
の
民
族
、
各
の
事
件
及
び
各
の
人
格
を
そ
の
も
の
自
身
か
ら
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
超
歴
史
的
な

理
性
の
与
え
る
が
如
き
標
準
を
拒
否
す
る
。そ
れ
は
自
分
の
立
場
か
ら
歴
史
を
評
価
し
よ
う
と
欲
す
る
こ
と
な
く
、

各
の
民
族
、
各
の
時
代
等
が
そ
れ
ぞ
れ
特
殊
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
信
ず
る
。
歴
史
的
意
識
は
第
二
に

0

0

0

現
在
と
あ

ら
ゆ
る
過
去
と
の
結
合
に
つ
い
て
の
意
識
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
己
の
時
代
が
歴
史
的
生
成
の
結
果
で
あ
る
こ
と
を

知
っ
て
い
る
。
ひ
と
は
彼
の
時
代
、
彼
の
民
族
を
そ
れ
の
歴
史
を
通
し
て
で
な
け
れ
ば
把
握
し
得
な
い
こ
と
を
理
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解
す
る
。
第
三
に

0

0

0

歴
史
的
意
識
は
歴
史
に
於
け
る
精
神
の
斯
く
の
如
き
過
程
を
「
発
展
」
の
概
念
の
も
と
に
と
ら

え
る
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
は
こ
の
過
程
を
み
ず
か
ら
は
絶
え
ず
同
一
で
あ
り
な
が
ら
、
し
か
も
そ
の
際
自
己
を

変
化
し
絶
え
ず
純
粋
な
る
形
態
と
完
成
と
に
向
っ
て
運
動
し
て
ゆ
く
過
程
と
し
て
捕
捉
す
る
の
で
あ
る
。
更
に
第0

四
に
0

0

歴
史
的
意
識
は
あ
ら
ゆ
る
現
実
と
歴
史
と
の
彼
方
に
、
謂
わ
ば
固
定
し
た
る
、
転
化
す
る
こ
と
な
き
規
範
と

し
て
横
た
わ
っ
て
い
る
が
如
き
超
歴
史
的
な
理
性
を
樹
て
る
こ
と
を
断
念
す
る
。
む
し
ろ
そ
こ
に
は
理
性
ま
た
は

神
が
絶
え
ず
自
己
を
歴
史
に
於
て
啓
示
す
る
と
い
う
、
歴
史
を
動
か
す
力
が
イ
デ
ー
で
あ
る
と
い
う
、
絶
対
的
な

も
の
或
い
は
規
範
的
な
も
の
は
つ
ね
に
た
だ
歴
史
そ
の
も
の
か
ら
理
解
さ
れ
得
る
と
い
う
信
仰
が
支
配
す
る
。
か

く
て
最
後
に
歴
史
的
意
識
は
、
一
切
の
歴
史
に
於
て
、
ラ
ン
ケ
の
語
を
借
り
れ
ば
、
聖
な
る
象
形
文
字
の
如
く
、

神
の
名
と
は
た
ら
き
と
を
読
む
と
こ
ろ
の
内
在
的
な
る
生
の
感
情
、
ひ
と
つ
の
宗
教
的
態
度
で
あ
る
。
然
し
な
が

ら
歴
史
的
意
識
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
立
場
に
於
て
純
粋
に
、
斉
合
的
に
、
徹
底
的
に
維
持
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
か
。

先
ず
最
初
に
次
の
こ
と
を
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
従
え
ば
、
経
験
的
歴
史
的

0

0

0

0

0

0

叙
述
の
対
象
と
し
て

の
歴
史
は
た
だ
過
ぎ
去
っ
て
し
ま
っ
た
、
消
え
失
せ
て
し
ま
っ
た
、
他
の
も
の
に
よ
っ
て
推
し
除
け
ら
れ
て
し
ま

っ
た
諸
形
態
の
系
列
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
ら
の
諸
形
態
に
つ
い
て
は
、「
汝
を
追
い
出
し
て
し
ま
う
人
々

の
足
が
既
に
戸
口
に
立
っ
て
い
る
の
を
見
よ
」、
と
い
う
言
葉
こ
そ
ふ
さ
わ
し
き
も
の
で
あ
る
と
彼
は
云
う
。
経
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験
的
方
法
に
よ
っ
て
考
察
さ
れ
る
限
り
、
歴
史
は
、「
単
に
外
面
的
な
継
起
に
於
て
浮
び
上
っ
て
は
再
び
沈
ん
で

ゆ
く
諸
の
特
殊
な
る
姿
の
系
列
に
過
ぎ
ず
、
か
く
し
て
そ
れ
ら
の
も
の
に
は
個
性
的
な
統
一
と
結
合
と
が
欠
け
て

い
る
。」
特
に
哲
学
的
な
る

0

0

0

0

0

歴
史
考
察
に
と
っ
て
は
、
歴
史
は
個
々
の
事
件
、
偶
然
的
な
出
来
事
の
集
成
で
な
く

し
て
、
却
っ
て
そ
れ
は
時
間
的
な
生
成
と
差
異
と
の
う
ち
に
一
の
内
面
的
な
る
統
一
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
う
ち
に

現
在
的
で
あ
る
と
こ
ろ
の
永
遠
な
る
も
の
を
見
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
あ
っ
て
は
歴
史
は
凡
て
現
在
性
に
向
っ
て
解
釈

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

さ
れ
て
い
る

0

0

0

0

0

。
現
在
性
へ
の
関
係
が
欠
け
て
い
る
限
り

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
彼
に
と
っ
て
は
本
来
の
歴
史
性
は
あ
り
得
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
哲
学
0

0

的
な
る
歴
史
考
察
と
は
か
く
の
如
き
現
在
性
へ
の
解
釈
を
意
味
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
こ
の
認
識
は
極
め
て
重
大
で
あ
る
。
歴
史

に
於
て
追
求
さ
れ
る
一
般
的
な
見
地
は
「
単
に
外
面
的
な
糸
、
外
面
的
な
秩
序
で
は
な
く
し
て
、
諸
事
件
及
び
諸

行
為
そ
の
も
の
の
内
面
的
な
指
導
的
な
魂
で
あ
る
。＊」「
哲
学
的
な
世
界
歴
史
の
一
般
的
見
地
は
抽
象
的
一
般
的
で

な
く
、
却
っ
て
具
体
的
に
絶
対
的
に
現
在
的
で
あ
る
、
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
精
神
で
あ
り
、
こ
の
も
の
は
永
遠
に
自

己
の
と
こ
ろ
に
あ
っ
て
、
こ
の
も
の
に
と
っ
て
は
如
何
な
る
過
去
も
存
し
な
い
。＊
＊」

と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
語
る
。
従
っ

て
彼
の
歴
史
的
意
識
の
う
ち
に
は
、
現
実
的
な
る

0

0

0

0

0

歴
史
的
意
識
の
必
ず
含
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
の
、
過
去
、
現

在
、
未
来
と
い
う
時
間
の
三
つ
の
契
機
は
現
実
的
に
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
根
本
的
に

は
彼
に
特
に
未
来
0

0

の
意
識
の
欠
け
て
い
た
こ
と
に
由
来
す
る
で
あ
ろ
う
。
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D

ie Vernunft in der G
eschichte, S. 177.

＊
＊　

ebd.
然
る
に
か
く
の
如
き
現
在
性
を
保
証
す
べ
き
も
の
は
発
展
の
概
念
で
あ
っ
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
け
る
こ
の
概

念
の
著
し
い
特
性
は
、
そ
れ
が
テ
ロ
ス
【telos

】
的
で
あ
る
こ
と
、
即
ち
そ
こ
で
は
端
初
と
終
末
と
が
同
一
で
あ

っ
て
、
運
動
は
全
体
と
し
て
自
己
完
結
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
イ
デ
ー
は
発
展
し
は
す
る
が
、
ま
さ
に

現
在
的
な
も
の
と
し
て
、
永
遠
な
る
も
の
と
し
て
時
間
の
外
に
あ
る
。
こ
こ
に
於
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学
に
と

っ
て
最
も
固
有
な
る
問
題
が
生
れ
て
来
ざ
る
を
得
な
い
。
精
神
は
自
己
自
身
の
う
ち
に
発
展
を
、
そ
れ
故
に
最
も

特
殊
な
意
味
に
於
て
歴
史
を
も
っ
て
い
る
に
し
て
も
、
事
実
的
な
も
の
、
歴
史
的
な
も
の
、
時
間
的
な
も
の
に
対

し
て
は
謂
わ
ば
こ
れ
を
超
越
す
る
。
従
っ
て
精
神
の
歴
史
は
事
実
の
歴
史
に
対
し
て
ひ
と
つ
の
ア
プ
リ
オ
リ
と
な

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

る0

の
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
精
神
の
歴
史
の
内
容
と
し
て
自
由
を
挙
げ
て
い
る
。
精
神
の
実
体
、
本

質
は
自
由
で
あ
る
。「
自
由
は
精
神
の
唯
一
の
真
な
る
も
の
で
あ
る
。」
自
由
の
発
展
の
第
一
の
段
階
は
な
お
直
接

的
な
る
、
精
神
が
自
然
性
の
う
ち
に
沈
め
る
状
態
で
あ
る
。
第
二
の
段
階
に
於
て
精
神
は
こ
の
状
態
か
ら
出
て
自

己
の
自
由
の
意
識
へ
移
っ
て
ゆ
く
。し
か
し
こ
の
最
初
の
直
接
的
な
自
然
性
か
ら
の
分
離
は
な
お
不
完
全
で
あ
り
、

部
分
的
で
あ
る
。
第
三
の
段
階
は
こ
の
な
お
特
殊
な
る
自
由
か
ら
そ
れ
の
純
粋
な
る
普
遍
性
へ
の
高
昇
を
現
す
。



二
三
一

ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学

こ
れ
は
精
神
の
そ
の
精
神
性
の
本
質
の
自
己
意
識
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
精
神
の
歴
史
を
叙
述
し
、
そ
し
て
ヘ
ー

ゲ
ル
は
云
う
、「
さ
て
こ
れ
ら
凡
て
は
歴
史
の
ア
プ
リ
オ
リ
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
経
験
が
相
応
せ
ね
ば
な

ら
ぬ
。＊」
こ
の
よ
う
に
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学
の
問
題
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
人
類
発
展
の
経
験
的
な

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
時
間
的
な
る
経
過
が

0

0

0

0

0

0

0

0

そ
れ
に
平
行
す
る
無
時
間
的
な
る
聯
関
に
相
応
す
る
か
否
か
と
い
う
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
文
化
現

象
の
一
回
的
な
発
展
に
、
こ
の
一
回
性
に
何
等
か
の
仕
方
で
適
合
す
る
絶
対
的
な
意
味
が
相
応
す
る
か
否
か
、
を

中
心
と
す
る
。
し
か
る
に
問
題
を
こ
の
よ
う
に
定
式
化
し
得
る
他
の
ひ
と
つ
の
根
本
的
な
る
理
由
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル

に
於
て
、
自
由
の
概
念
そ
の
も
の
が
ま
さ
し
く
観
想
的
な
構
造
の
も
の
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
横
た
わ
っ
て
い
る
と

思
わ
れ
る
。
自
由
は
カ
ン
ト
及
び
フ
ィ
ヒ
テ
に
あ
っ
て
は
、
一
の
実
践
的
な
概
念
、
即
ち
自
律
的
な
る
意
志
を
意

味
し
た
。
し
か
る
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
か
く
の
如
き
自
由
に
つ
い
て
は
何
処
に
於
て
も
語
っ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
ひ
と

は
彼
が
恰
も
そ
れ
を
排
斥
し
た
と
云
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
た
だ
ひ
と
つ
の
通
過
点
、

青
年
の
特
権
で
は
あ
る
が
ま
た
無
遠
慮
で
も
あ
る
。
自
己
み
ず
か
ら
の
知
見
、
世
界
に
つ
い
て
の
洞
察
に
到
達
し

た
成
人
の
特
徴
は
、
イ
デ
ー
の
天
国
を
地
上
に
移
し
植
え
よ
う
と
す
る
理
想
主
義
的
な
青
年
の
焦
躁
で
は
な
く
、

自
己
の
処
へ
静
か
に
還
り
着
く
こ
と
、
既
に
夙
く
よ
り
存
在
す
る
現
実
の
理
念
的
な
る
内
容
に
身
を
委
せ
る
こ
と

で
あ
る
。
へ
ー
ゲ
ル
に
於
て
は
自
由
の
反
対
は
非
自
由
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
愚
鈍
で
あ
る
。
そ
れ
は
精



二
三
二

史
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観
念
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問
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神
が
自
己
み
ず
か
ら
を
知
ら
ぬ
こ
と
若
く
は
な
お
自
己
み
ず
か
ら
を
知
ら
ぬ
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
故
に
そ
れ

は
ひ
と
つ
の
知
的
な

0

0

0

状
態
、
詳
し
く
云
え
ば
、
知
的
な
不
完
全
の
状
態
で
あ
る
。
か
く
て
自
由
と
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に

よ
れ
ば
知
的
な
成
熟
ま
た
は
内
容
に
充
ち
た
自
己
認
識
で
あ
る
。ヘ
ー
ゲ
ル
の
自
由
は
精
神
の
明
透
と
合
致
す
る
。

そ
れ
だ
か
ら
そ
れ
は
主
と
し
て
理
論
的
な
意
味
に
於
け
る
自
己
意
識
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
第
一
に
自
己
認
識
0

0

が

意
味
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
云
う
、「
私
が
依
存
的
で
あ
る
な
ら
ば
、
私
は
私
な
ら
ぬ
他
の
も
の
に
私
を
関
係
さ
せ

る
、
そ
し
て
か
か
る
一
の
外
面
的
な
る
も
の
な
し
に
は
存
在
し
得
な
い
。
私
が
私
自
身
の
処
に
あ
る
と
き
、
私
は

自
由
で
あ
る
。＊
＊」
即
ち
ヘ
ー
ゲ
ル
は
自
由
を
「
自
分
自
身
の
処
に
在
る
こ
と
」（B

ei-sich-selbst-seyn

）
と
い
う

最
も
特
徴
あ
る
言
葉
を
も
っ
て
定
義
す
る
。
そ
れ
故
に
彼
が「
世
界
歴
史
は
自
由
の
意
識
に
於
け
る
進
歩
で
あ
る
」

と
定
式
化
す
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
相
類
似
し
た
カ
ン
ト
ま
た
は
フ
ィ
ヒ
テ
に
於
け
る
定
式
と
は
全
く
意
味
を
異

に
し
て
、「
如
何
に
精
神
が
そ
れ
の
自
体
に
於
て
在
る
と
こ
ろ
の
も
の
の
知
識
に
達
す
る
に
到
る
か
と
い
う
、
精

神
の
叙
述
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る＊
＊
＊。
さ
て
こ
の
よ
う
な
意
味
に
於
て
自
由
な
る
精
神
は
如
何
な
る
も
の
で

あ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
我
々
は
直
接
に
こ
れ
を
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
か
ら
学
び
得
る
で
あ
ろ
う
。「
精
神

が
自
己
の
中
心
に
向
っ
て
努
力
す
る
と
き
、
そ
れ
は
自
己
の
自
由
を
完
成
す
る
た
め
に
努
力
す
る
の
で
あ
る
。
そ

し
て
こ
の
努
力
は
精
神
に
と
っ
て
本
質
的
で
あ
る
。
即
ち
ひ
と
が
、
精
神
は
あ
る
、
と
云
う
と
き
、
そ
れ
は
先
ず
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三

ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学

精
神
が
或
る
完
成
し
た
も
の
で
あ
る
（er ist etw

as Fertiges

）
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
然
し
精
神
は
或
る

活
動
す
る
も
の
で
あ
る
（er ist aber etw

as Tätiges

）。
活
動
は
そ
れ
の
本
質
で
あ
る
。
そ
れ
は
そ
れ
の
生
産
物

で
あ
る
、
そ
し
て
か
く
し
て
そ
れ
は
そ
れ
の
端
初
で
あ
り
ま
た
そ
れ
の
終
末
で
あ
る
（er ist sein Produkt, und 

so ist er sein A
nfang und auch sein Ende.

）＊
＊
＊
＊

。」
こ
れ
ら
の
注
目
す
べ
き
言
葉
に
於
て
我
々
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
け

る
精
神
の
概
念
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
る
規
定
を
紛
う
方
な
く
認
識
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
詳
言
す
れ
ば
、
彼
の

謂
う
精
神
の Fertigkeit  

【
熟
練
】
の
本
来
の
意
味
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の  tevleiovn 

【
完
成
】
で
あ
る
。
そ
し
て
ま

た
前
者
の Tätigkeit  

【
活
動
】
は
後
者
に
於
け
る ejnevrgeia

 

【
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
】
で
あ
る
。
か
く
し
て
精
神
の
最
高
の

表
現
は
か
の ejntelevceia

 

【
エ
ン
テ
レ
ケ
イ
ア
・
現
実
態
】
で
あ
っ
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
か
か
る
も
の
の
特
性
と

し
て
「
自
足
的
」（au[tarkeV

）
を
あ
げ
て
い
る
。
ま
こ
と
に
我
々
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
精
神
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の 

nou:V

（
精
神
）、
従
っ
て
ま
た qeovV

（
神
）
と
同
一
の
規
定
を
受
け
て
い
る
の
を
見
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
も
ま

た
神
を
「
思
惟
の
思
惟
」
と
し
て
定
義
す
る
。
そ
し
て
神
は
更
に
「
第
一
運
動
者
」
と
し
て
定
義
さ
れ
る
。
第
一

運
動
者
は
他
に
よ
っ
て
運
動
さ
せ
ら
れ
な
い
、
然
し
他
を
運
動
さ
せ
る
に
あ
た
っ
て
も
こ
の
も
の
に
実
践
的
に
働

き
か
け
て
運
動
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、他
の
も
の
に
全
く
触
れ
る
こ
と
な
く
し
て
そ
れ
を
動
か
す
と
考
え
ら
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
我
々
は
キ
リ
ス
ト
教
的
体
験
が
ギ
リ
シ
ア
的
な
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
る
概
念
に
よ
っ
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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解
明
さ
れ
た
の
を
見
出
す

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
そ
し
て
ま
さ
に
そ
こ
に
我
々
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
け
る
生
の
概
念
か
ら
精
神
の
概
念
へ

の
転
化
の
最
も
重
要
な
る
意
義
と
最
も
重
大
な
る
帰
結
と
を
思
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

＊　

D
ie Vernunft in der G

eschichte, S. 137.

＊
＊　

a. a. O
. S. 32.

＊
＊
＊　

a. a. O
. S. 39.

＊
＊
＊
＊　

a. a. O
. S. 32.

し
か
る
に
精
神
の
自
足
性
の
存
在
す
る
以
上
、
事
実
的
な
も
の
は
勢
い
全
く
消
極
的
な
も
の
に
さ
れ
ね
ば
な

ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
事
実
的
な
も
の
は
「
無
な
る
も
の
、
消
え
去
る
も
の
」
で
あ
り
、「
た
だ
世
界
の
表
面
を
な
す
」

に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。こ
こ
に
現
実
的
な
る

0

0

0

0

0

歴
史
的
意
識
は
失
わ
れ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
に
到
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
そ
れ
と
共
に
必
然
的
に
ひ
と
つ
の
最
も
困
難
な
る
問
題
が
生
れ
て
来
る
。
経
験
的
一
回
的
な
る
も
の
に
つ

い
て
ひ
と
つ
の
超
経
験
的
な
る
、
し
か
も
そ
れ
自
身
一
回
性
の
本
質
を
保
つ
と
こ
ろ
の
意
味
聯
関
は
存
在
す
る
で

あ
ろ
う
か
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
問
を
肯
定
す
る
。
こ
こ
に
於
て
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
問
題
は
い
わ
ゆ
る
具
体
的
な
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、

従
っ
て
ま
た
内
容
的
な
る
価
値
の
体
系
の
超
経
験
的
な
る
演
繹
に
集
中
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
到
る
。
然
し
な
が
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
の

驚
歎
す
べ
き
努
力
に
も
拘
ら
ず
、
具
体
的
な
る
価
値
の
体
系
の
先
験
的
演
繹
が
彼
に
於
て
成
功
し
て
い
る
と
は
何
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ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学

人
も
信
じ
な
い
で
あ
ろ
う
。
価
値
体
系
を
構
成
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
も
、
我
々
は
た
だ
経
験
的
な
歴
史
そ
の
も

の
の
う
ち
に
沈
潜
し
て
、
た
だ
こ
の
も
の
か
ら
そ
れ
を
再
構
成
し
得
る
ば
か
り
で
あ
る
。
然
る
に
斯
く
の
如
く
純

粋
に
内
在
的
な
研
究
に
従
事
す
べ
き
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
と
き
も
は
や
神
の
概
念
も
精
神
の
概
念
も
無
用
な
も

の
と
な
り
終
り
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

今
や
我
々
は
我
々
の
叙
述
を
再
び
回
顧
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学
に
於
け
る
二
面
相

0

0

0

を
理
解
し
得
る
で

あ
ろ
う
。
こ
の
二
面
相
を
包
括
的
に
現
す
も
の
は
「
生
の
概
念
」
と
「
精
神
の
概
念
」
で
あ
る
。
彼
の
歴
史
哲
学

0

0

0

0

0

0

は
絶
え
ず
こ
の
二
面
相
の
間
を
往
来
し
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
そ
の
初
期
に
現
れ
、
そ
し
て
後
に
至
る
ま
で
決
し
て
姿
を
隠
さ

な
か
っ
た
生
の
概
念
は
、
全
く
現
実
的
な
意
味
に
於
て
全
体
性

0

0

0

の
概
念
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
概
念
に
あ
っ
て
は

歴
史
的
意
識
の
要
求
す
る
と
こ
ろ
の
歴
史
の
内
在
的
解
釈
が
徹
底
的
に
遂
行
さ
れ
得
る
よ
う
に
見
え
る
。「
真
な

る
も
の
は
そ
こ
で
は
如
何
な
る
肢
体
も
酔
わ
ぬ
こ
と
な
き
バ
ッ
カ
ス
的
陶
酔
で
あ
る
」
と
い
う
彼
の
有
名
な
言
葉

は
、
こ
の
と
き
こ
そ
そ
の
十
分
な
意
味
に
於
て
妥
当
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
生
は
全
体
で
あ
る
が
故
に
、
全
体

と
し
て
は
、
そ
の
個
々
の
肢
体
の
如
何
な
る
運
動
に
も
拘
ら
ず
、
永
遠
の
安
ら
い
に
あ
る
と
見
做
さ
れ
る
こ
と
が

出
来
る
。
然
し
な
が
ら
生
は
生
と
し
て
は
ひ
と
つ
の
神
秘
的
な
概
念
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
シ
ュ
ラ
イ
エ

ル
マ
ッ
ハ
ー
や
ゲ
ー
テ
に
於
て
も
究
極
は
そ
う
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
れ
を
概
念
化
し
て
精
神
の
概
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念
を
も
っ
て
規
定
す
る
。
か
く
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
自
身
超
価
値
的
で
あ
り
、
従
っ
て
ま
た
没
価
値
的
で
も

あ
り
得
た
生
の
概
念
は
一
の
価
値
概
念

0

0

0

0

に
転
化
す
る
。
か
く
転
化
す
る
こ
と
は
も
と
も
と
期
待
さ
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
に
あ
っ
て
生
は
最
初
か
ら
一
の
宗
教
的
体
験
の
内
容
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
精
神

も
固
よ
り
全
体
で
あ
る
、
け
れ
ど
も
そ
れ
は
そ
れ
自
身
に
於
て
完
結
的
な
る
、
統
一
的
な
る
価
値
的
全
体
で
あ
っ

て
、
現
実
的
に
包
括
的
な
る
全
体
で
は
な
い
。
し
か
る
に
こ
の
よ
う
に
精
神
の
概
念
が
価
値
概
念
と
し
て
現
れ
る

と
き
、
歴
史
の
内
在
的
な
る
解
釈
は
、
上
に
述
べ
た
如
く
に
し
て
破
壊
さ
れ
、
従
っ
て
歴
史
的
意
識
の
要
求
も

ま
た
拒
否
さ
れ
る
に
到
る
。
か
く
の
如
き
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学
に
於
け
る
二
面
相
に
関
係
す
る
デ
ィ
レ
ン
マ
は

我
々
に
二
つ
の
こ
と
を
教
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
一
つ
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
汎
神
論
は
宗
教
と
し
て
一
の
矛
盾

の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
蓋
し
汎
神
論
は
こ
れ
を
徹
底
す
る
と
き
自
然
主
義
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い

か
ら
で
あ
る
。
そ
の
他
は
キ
リ
ス
ト
教
的
体
験
と
ギ
リ
シ
ア
的
概
念
と
の
間
の
乖
離
で
あ
る
。
こ
の
乖
離
は
、
他

の
場
合
に
述
べ
て
お
い
た
よ
う
に
、「
生
の
概
念
」
と
「
自
然
概
念
」
と
の
間
の
も
の
と
し
て
一
般
的
に
現
す
こ

と
が
出
来
る
。
あ
ら
ゆ
る
キ
リ
ス
ト
教
神
学
が
こ
の
結
合
を
企
て
て
失
敗
に
終
っ
た
如
く
、
ヘ
ー
ゲ
ル
も
ま
た
こ

の
結
合
に
失
敗
す
べ
き
理
由
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
存
在
の
内
在
的
な
る
解
釈
は
ヘ
ー
ゲ
ル
以
後
に
於
て
二
つ
の

方
向
に
於
て
行
わ
れ
た
と
見
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
ひ
と
つ
は
シ
ョ
ー
ぺ
ン
ハ
ワ
ー
及
び
ニ
ー
チ
ェ
な
ど
の
生0
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の
哲
学

0

0

0

の
方
向
に
於
て
。
し
か
し
生
の
哲
学
は
存
在
の
歴
史
性
に
つ
い
て
深
く
理
解
す
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
根

本
的
な
る
欠
陥
を
も
っ
て
い
る
。
歴
史
的
存
在
の
内
在
的
な
る
解
釈
は
実
に
マ
ル
ク
ス
主
義

0

0

0

0

0

0

に
よ
っ
て
行
わ
れ
た

の
で
あ
る＊

。

＊　

マ
ル
ク
ス
主
義
に
於
け
る
歴
史
的
意
識
に
つ
い
て
は
拙
者
『
社
会
科
学
の
予
備
概
念
』
の
中
で
比
較
的
詳
細
に
論

究
し
て
お
い
た
。「
ヘ
ー
ゲ
ル
と
マ
ル
ク
ス
」に
つ
い
て
は
拙
者『
唯
物
史
観
と
現
代
の
意
識
』〔
本
全
集
第
三
巻
収
録
〕

参
照
。
こ
の
論
文
に
於
て
取
扱
わ
れ
な
か
っ
た
諸
点
に
関
し
て
こ
れ
ら
の
書
物
が
補
っ
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
。

さ
て
マ
ル
ク
ス
主
義
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学
か
ら
遺
産
と
し
て
受
け
継
い
だ
も
の
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　

第
一
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
多
く
の
哲
学
者
た
ち
や
歴
史
家
た
ち
の
考
え
て
来
て
お
り
、
ま
た
現
に
考
え
て
い
る
よ

う
に
、
文
化
の
諸
形
態
は
交
互
作
用
を
な
す
、
と
い
う
が
如
き
説
明
を
も
っ
て
満
足
し
な
い
。
彼
は
例
え
ば
、
法

律
は
宗
教
に
働
き
か
け
宗
教
は
法
律
に
、
両
者
の
い
ず
れ
も
が
ま
た
両
者
が
一
緒
に
な
っ
て
哲
学
や
芸
術
に
、
哲

学
や
芸
術
は
ま
た
そ
れ
ら
で
相
互
に
影
響
し
合
い
、
同
時
に
ま
た
法
律
や
宗
教
に
も
働
き
か
け
る
、
な
ど
と
い
う

説
明
に
満
足
し
な
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
彼
は
か
く
の
如
く
交
互
に
関
係
す
る
も
の
の
根
柢
に
「
第
三
の
も
の
」

が
横
た
わ
っ
て
い
る
と
考
え
る
。
即
ち
そ
れ
ら
の
も
の
は
、
自
己
自
身
の
存
在
を
規
定
し
、
従
っ
て
ま
た
交
互
作

用
の
可
能
性
を
も
規
定
す
る
と
こ
ろ
の
、
一
層
高
き
も
の
か
ら
闡
明
さ
る
べ
き
で
あ
る
。「
政
治
的
歴
史
、
国
法
、
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芸
術
、
宗
教
の
、
哲
学
に
対
す
る
関
係
は
そ
れ
故
に
、
そ
れ
ら
の
も
の
が
哲
学
の
原
因
で
あ
る
と
い
う
が
如
き
、

も
し
く
は
反
対
に
、
こ
の
も
の
が
そ
れ
ら
の
も
の
の
根
源
で
あ
る
と
い
う
が
如
き
関
係
で
は
な
い
。
却
っ
て
寧
ろ

そ
れ
ら
の
も
の
は
凡
て
一
の
同
一
の
共
通
な
る
根
―
―
時
代
の
精
神
―
―
を
も
っ
て
い
る
」、
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
云

う
。
イ
デ
ー
こ
そ
、そ
れ
の
特
殊
な
る
規
定
性
と
し
て
の
時
代
精
神
或
い
は
民
族
精
神
こ
そ
歴
史
の
根
柢
で
あ
り
、

種
々
な
る
歴
史
現
象
の
交
互
作
用
の
根
拠
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
か
く
の
如
き
「
第
三
の
も
の
」
と
し
て
イ
デ
ー

に
代
え
る
に
時
代
の
経
済
的
構
造
を
も
っ
て
し
た＊

。

＊　

プ
レ
ハ
ー
ノ
フ
著
、『
史
的
一
元
論
』
参
照
。

第
二
に
各
の
歴
史
的
時
代
は
そ
れ
ぞ
れ
特
殊
な
原
理
も
し
く
は
法
則
を
も
つ
と
い
う
の
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
確
信

で
あ
っ
た
。「
こ
こ
に
我
々
は
た
だ
こ
の
こ
と
―
―
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
云
う
、
―
―
即
ち
各
の
段
階
が
他
の
段
階
か

ら
異
な
る
も
の
と
し
て
そ
れ
の
特
定
の
固
有
な
る
原
理
を
も
つ
と
い
う
こ
と
を
承
認
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
か
る
原

理
は
歴
史
に
あ
っ
て
精
神
の
規
定
性
―
―
特
殊
な
る
民
族
精
神
で
あ
る
。
こ
の
も
の
の
う
ち
に
精
神
は
具
体
的
な

る
も
の
と
し
て
そ
の
意
識
及
び
意
欲
、そ
の
全
体
の
現
実
性
の
あ
ら
ゆ
る
方
面
を
表
現
す
る
。
そ
れ
は
そ
の
宗
教
、

そ
の
政
治
的
制
度
、
そ
の
道
徳
、
そ
の
法
律
体
系
、
そ
の
慣
習
、
ま
た
そ
の
学
問
、
芸
術
及
び
技
術
の
共
通
な
る

特
質
で
あ
る
。＊」
マ
ル
ク
ス
主
義
も
ま
た
歴
史
的
発
展
の
各
の
段
階
が
そ
れ
自
身
の
特
有
な
る
法
則
を
も
ち
、
そ



二
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ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学

れ
の
一
つ
の
段
階
か
ら
他
の
段
階
へ
移
り
ゆ
く
や
否
や
、
歴
史
は
ひ
と
つ
の
新
し
い
法
則
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
始

め
る
と
説
く
の
で
あ
る
。

＊　

Philosophie der G
eschichte, S. 101.

第
三
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
歴
史
を
支
配
す
る
原
理
が
個
人
の
意
識
か
ら
独
立
に
は
た
ら
く
と
考
え
て
い
る
。
い
な
、

個
々
の
人
間
は
最
も
多
く
の
場
合
自
己
の
意
志
に
反
し
て
イ
デ
ー
の
た
め
に
は
た
ら
く
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

人
々
は
自
己
の
特
殊
な
、
主
観
的
な
情
欲
の
満
足
の
た
め
に
活
動
す
る
、
し
か
も
彼
等
は
否
応
な
し
に
そ
の
際
神

の
名
誉
と
光
栄
の
た
め
に
仕
え
る
べ
く
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
理
性
の
狡
智
」
と
名
づ

け
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
理
性
は
個
人
を
し
て
「
情
欲
の
あ
ら
ゆ
る
狂
熱
を
も
っ
て
彼
等
自
身
の
目
的
を
遂

行
せ
し
め
る
、
し
か
も
理
性
は
単
に
自
己
を
害
う
こ
と
な
く
保
つ
ば
か
り
で
な
く
、
却
っ
て
自
己
自
身
を
生
産
す

る
。情
欲
は
互
い
に
破
壊
し
合
う
、ひ
と
り
理
性
の
み
は
そ
の
目
的
を
守
り
、追
求
し
、そ
し
て
自
己
を
主
張
す
る
。」

マ
ル
ク
ス
主
義
に
あ
っ
て
も
同
じ
よ
う
に
歴
史
を
支
配
し
つ
つ
あ
る
も
の
は
個
人
の
意
識
か
ら
独
立
で
あ
る
。
レ

ー
ニ
ン
は
記
し
て
い
る
、「
社
会
的
存
在
と
社
会
的
意
識
と
が
同
一
で
な
い
の
は
、
一
般
に
存
在
と
意
識
と
が
同

一
で
な
い
の
と
同
様
で
あ
る
。
人
間
が
意
識
あ
る
者
と
し
て
社
会
的
交
通
に
這
入
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
社
会
的

意
識
が
社
会
的
存
在
と
同
一
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
決
し
て
帰
結
し
な
い
。彼
等
が
相
互
に
交
通
に
這
入
る
と
き
、
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人
間
は
一
切
の
或
る
程
度
ま
で
複
雑
し
た
社
会
形
成
に
於
て
―
―
そ
し
て
特
に
資
本
主
義
的
社
会
形
成
に
於
て
―

―
如
何
な
る
社
会
的
諸
関
係
が
そ
れ
に
よ
っ
て
形
造
ら
れ
る
か
、
如
何
な
る
諸
法
則
に
従
っ
て
そ
れ
ら
が
発
展
す

る
か
、
な
ど
と
い
う
こ
と
を
意
識
し
て
い
な
い
。＊」
在
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
そ
れ
が
意
識
さ
れ
る
と
否
と
に
拘

ら
ず
、
自
己
の
法
則
に
従
っ
て
そ
の
必
然
的
な
る
発
展
を
遂
行
す
る
。

―
―
（
一
九
二
九
・
三
）
―
―

＊　

Lenin, M
aterialism

us und Em
piriokritizism

us. S. 328.

【『
唯
物
論
と
経
験
批
判
論
』】
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危
機
に
お
け
る
理
論
的
意
識

危
機
に
お
け
る
理
論
的
意
識

思
想
の
問
題
は
今
や
思
想
の
危
機
の
問
題
と
し
て
現
れ
て
い
る
。
人
々
は
到
る
処
、
あ
ら
ゆ
る
機
会
に
於
て
、

思
想
の
危
機
に
つ
い
て
語
り
且
つ
叫
ぶ
。
し
か
し
彼
等
は
自
己
の
語
り
つ
つ
あ
る
も
の
、
叫
び
つ
つ
あ
る
も
の
が

何
で
あ
る
か
を
理
解
し
な
い
。
い
な
、
み
ず
か
ら
理
解
す
る
こ
と
な
く
、
理
解
し
よ
う
と
欲
す
る
こ
と
な
く
、
語

り
且
つ
叫
ぶ
と
い
う
こ
と
が
そ
れ
自
身
ま
た
思
想
の
危
機
の
ひ
と
つ
の
特
徴
で
あ
る
。
思
想
の
危
機
の
叫
び
の
う

ち
に
表
現
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
理
論
的
意
識
の
欠
乏
で
あ
り
、
ま
さ
に
「
思
想
の
貧
困
」
で
あ
る
。
け
だ

し
事
物
の
本
質
を
明
ら
か
に
し
て
思
想
を
発
展
せ
し
め
る
こ
と
が
斯
く
叫
ぶ
者
の
目
的
で
な
く
、
彼
等
の
目
的
は

却
っ
て
正
反
対
の
も
の
で
あ
る
。
思
想
の
危
機
を
叫
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
恰
も
思
想
を
窮
迫
せ
し
め
、
空
虚
な
ら
し

め
、
か
く
て
思
想
そ
の
も
の
の
た
め
で
な
く
、
寧
ろ
全
く
他
の
意
図
の
た
め
に
謀
ろ
う
と
す
る
こ
と
が
彼
等
の
目

的
で
あ
る
。
こ
の
と
き
に
あ
た
っ
て
真
実
に
思
想
を
求
め
る
者
は
、
彼
等
の
叫
び
に
迷
わ
さ
れ
、
驚
か
さ
れ
、
恐

れ
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
自
己
の
理
論
的
意
識
を
愈
々
鋭
利
な
ら
し
め
、
果
敢
な
ら
し
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の

た
め
に
は
思
想
の
危
機
が
本
来
如
何
な
る
意
味
の
も
の
で
あ
る
か
を
明
瞭
に
す
る
こ
と
が
な
に
よ
り
も
先
ず
必
要

で
あ
る
。
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思
想
の
危
機
と
は
、
こ
れ
を
純
粋
に
理
論
的
に
見
る
な
ら
ば
、
一
定
の
思
想
が
自
己
の
反
対
の
思
想
へ
転
化

し
て
ゆ
く
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
転
化
そ
の
も
の
は
そ
の
思
想
に
と
っ
て
危
機
と
し
て
現
れ
る
。
思
惟
が
一
定

の
思
想
を
真
理
と
し
て
そ
れ
に
固
執
し
、
そ
れ
を
永
久
に
自
己
同
一
的
な
も
の
と
し
て
ど
こ
ま
で
も
維
持
し
よ
う

と
す
る
と
き
、
こ
の
固
執
さ
れ
、
固
定
さ
れ
た
自
己
同
一
性
は
、
自
己
が
ま
さ
に
在
る
と
こ
ろ
の
も
の
、
即
ち
一

面
性
と
し
て
、
制
限
性
と
し
て
み
ず
か
ら
を
現
す
に
到
る
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
の
思
想
は
自
己
の
偏
見
で
あ
る
こ

と
を
顕
に
す
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
一
面
性
と
制
限
性
と
は
、
恰
も
一
面
性
と
し
て
、
制
限
性
と
し
て
、
虚
偽
で

あ
る
。
か
く
て
最
初
の
真
理
は
虚
偽
で
あ
る
こ
と
が
分
る
。
こ
の
自
己
批
判
に
よ
っ
て
一
定
の
思
想
は
そ
の
反
対

の
も
の
へ
移
っ
て
ゆ
く
。
こ
の
推
移
が
思
想
の
危
機
で
あ
り
、従
っ
て
危
機
的
と
は
批
判
的
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

斯
く
の
如
き
危
機
は
ま
こ
と
に
思
想
そ
の
も
の
に
と
っ
て
価
値
あ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
な
ぜ
な
ら
、
そ

れ
に
よ
っ
て
初
め
て
思
想
は
運
動
し
、
発
展
し
得
る
か
ら
で
あ
る
。
思
想
は
そ
の
対
立
者
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
る

と
同
時
に
、
こ
の
も
の
の
媒
介
に
よ
っ
て
自
己
の
一
面
性
と
制
限
性
と
を
脱
し
て
自
己
を
止
揚
す
る
。
抽
象
的
な

も
の
は
具
体
的
と
な
る
。
か
か
る
過
程
を
通
し
て
対
象
は
初
め
て
全
面
的
に
把
握
さ
れ
る
に
到
る
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
し
て
危
機
こ
そ
思
想
の
富
を
作
る
も
の
で
あ
り
、
生
命
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
危
機
の
な
い
と
こ
ろ
に

は
、
た
だ
凝
固
と
死
が
あ
る
。
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若
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
真
理
を
求
め
る
思
想
家
に
と
っ
て
は
、
思
想
の
危
機
は
ま
さ
に
歓
迎
す
べ
き
も

の
で
あ
る
。自
己
の
思
想
を
否
定
す
る
も
の
、そ
れ
に
矛
盾
す
る
も
の
が
現
れ
る
と
き
、彼
は
徒
ら
に
悲
し
ん
だ
り
、

恐
れ
た
り
、
憤
お
っ
た
り
す
る
こ
と
を
し
な
い
。
彼
は
そ
こ
に
自
己
の
思
想
の
批
判
の
契
機
を
見
出
し
、
喜
ん
で

こ
の
契
機
を
捉
え
、
そ
れ
を
媒
介
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
の
思
想
を
発
展
せ
し
め
、
具
体
的
な
ら
し
め
る

こ
と
を
知
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
の
思
想
家
と
し
て
の
活
動
が
こ
の
と
き
最
も
活
動
的
と
な
る
。
思
想
家
た

る
彼
は
こ
の
と
き
最
も
生
き
甲
斐
を
感
ず
る
で
あ
ろ
う
。
彼
の
思
想
は
固
定
し
た
も
の
、
死
ん
だ
も
の
か
ら
、
運

動
す
る
も
の
、
生
命
あ
る
も
の
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
真
実
に
人
生
を
生
き
よ
う
と
欲
す
る
者
は
、
生
活
に
於

け
る
危
機
の
経
験
が
却
っ
て
人
生
を
豊
富
な
ら
し
め
、
一
層
真
実
な
ら
し
め
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
恰
も
そ
の

よ
う
に
、
真
理
を
追
う
て
や
ま
ぬ
者
は
、
思
想
の
危
機
が
ま
さ
し
く
思
想
を
具
体
的
な
ら
し
め
、
一
層
真
理
な
ら

し
め
る
こ
と
を
理
解
す
る
。
か
く
て
、
思
想
の
危
機
の
必
然
性
と
そ
の
意
味
と
を
認
識
せ
る
人
に
と
っ
て
は
、
危

機
は
も
は
や
危
機
と
し
て
、
単
な
る
危
機
と
し
て
は
現
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
必
然
の
洞
見
は
自
由
で
あ
る
。
思
想

の
危
機
の
必
然
性
を
透
察
し
た
思
想
家
は
自
由
な
る
思
想
家
で
あ
り
、
彼
の
前
に
は
危
機
は
い
わ
ゆ
る
危
機
と
し

て
は
存
在
し
得
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
思
想
を
発
展
す
る
も
の
と
な
し
、
し
か
も
こ
の
発
展
が
自
己
に
矛

盾
す
る
も
の
へ
の
転
化
に
よ
っ
て
、
即
ち
危
機
を
通
し
て
行
わ
れ
る
と
考
え
る
の
は
、
弁
証
論
者
で
あ
る
。
弁
証
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法
的
思
惟
は
思
想
の
危
機
を
現
実
的
に
克
服
す
る
道
を
我
々
に
教
え
る
。そ
れ
故
に
我
々
は
言
う
こ
と
が
出
来
る
、

思
想
の
危
機
が
叫
ば
れ
る
と
き
に
あ
た
っ
て
、
唯
一
つ
現
実
的
な
る
理
論
的
意
識
は
弁
証
法
的
思
惟
で
あ
る
。

し
か
る
に
抽
象
的
思
惟
に
と
っ
て
は
、
思
想
の
危
機
は
克
服
さ
れ
る
こ
と
な
く
し
て
ど
こ
ま
で
も
危
機
と
し

て
と
ど
ま
る
。
真
理
の
普
遍
妥
当
性
―
―
そ
れ
は
抽
象
的
な
永
遠
性
で
あ
る
―
―
を
信
奉
す
る
者
、
真
理
の
自
己

同
一
性
―
―
そ
れ
は
形
式
的
な
不
変
性
で
あ
る
―
―
を
主
張
す
る
者
、
総
じ
て
真
理
が
矛
盾
を
媒
介
と
し
て
発
展

す
る
生
命
で
あ
る
こ
と
を
把
握
し
な
い
者
、
斯
く
の
如
き
人
々
は
、
自
己
の
思
想
に
反
対
し
、
対
立
す
る
思
想
の

現
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
た
だ
彼
の
思
想
に
と
っ
て
の
み
危
機
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
、
却
っ
て
そ
れ
が
一
般
に
思

想
そ
の
も
の
、
真
理
そ
の
も
の
の
危
機
で
あ
る
か
の
如
く
見
做
し
、
徒
ら
に
思
想
の
危
機
を
叫
ぶ
の
で
あ
る
。
彼

等
に
と
っ
て
否
定
は
単
な
る
否
定
で
あ
り
、
矛
盾
は
単
な
る
矛
盾
の
意
味
し
か
も
た
な
い
。
彼
等
は
抽
象
的
思
惟

に
固
着
し
て
言
う
、
真
理
は
真
理
で
あ
り
、
虚
偽
は
虚
偽
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
等
は
他
人
だ
け
が
誤
謬
と
錯
誤
に

陥
る
者
で
あ
っ
て
、
自
分
は
こ
れ
に
反
し
て
最
後
究
極
的
な
、
絶
対
決
定
的
な
真
理
の
所
有
者
で
あ
る
と
考
え
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
人
々
が
、
自
己
の
思
想
に
矛
盾
す
る
思
想
に
出
会
っ
た
が
た
め
に
、
思
想
の
危
機
を
叫
べ
ば

叫
ぶ
ほ
ど
彼
等
は
思
想
そ
の
も
の
、
真
理
そ
の
も
の
を
愈
々
抽
象
的
な
ら
し
め
、
非
実
現
的
な
ら
し
め
、
か
く
て

そ
れ
の
生
命
を
奪
っ
て
死
滅
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。
思
想
そ
の
も
の
、
従
っ
て
彼
等
自
身
の
思
想
を
も
危
機
に
沈
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ま
せ
る
者
は
、
思
想
の
危
機
を
単
な
る
危
機
と
見
る
こ
と
し
か
出
来
ぬ
彼
等
で
あ
る
。
思
想
の
本
質
的
な
る
相
対

性
を
認
識
し
て
い
る
者
こ
そ
却
っ
て
思
想
の
生
命
の
発
展
の
絶
対
性
を
肯
定
す
る
者
で
あ
る
。
か
か
る
人
間
が
自

己
批
判
的
で
あ
る
に
反
し
て
、
彼
等
は
独
断
論
者
で
あ
る
。
彼
等
は
自
己
の
思
想
を
絶
対
化
し
、
永
遠
化
す
る
。

彼
等
は
恐
ら
く
人
類
歴
史
の
な
お
初
端
に
あ
る
者
で
あ
り
、
従
っ
て
今
後
彼
等
の
思
想
を
訂
正
す
る
で
あ
ろ
う
人

間
は
、
彼
等
自
身
が
そ
の
思
想
を
訂
正
し
た
人
間
に
比
し
、
そ
の
数
に
於
て
比
較
に
な
ら
ぬ
ほ
ど
多
い
で
あ
ろ
う
、

と
い
う
こ
と
を
彼
等
は
思
っ
て
み
な
い
。
思
想
の
危
機
の
叫
び
を
も
っ
て
我
々
に
向
っ
て
来
る
の
は
い
つ
で
も
こ

の
よ
う
な
独
断
論
者
で
あ
る
。
し
か
る
に
独
断
論
と
共
に
我
々
は
純
粋
に
理
論
的
な
領
域
か
ら
他
の
領
域
へ
移
さ

れ
て
い
る
の
を
見
出
す
。
我
々
は
独
断
論
が
本
質
的
に
は
理
論
的
な
立
場
で
な
い
こ
と
を
発
見
す
る
で
あ
ろ
う
。

純
粋
に
思
想
す
る
者
で
あ
る
限
り
、
何
人
も
自
己
批
判
的
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
危
機
に
際
し
て
、
思
想
の
危
機
の

問
題
に
関
し
て
何
故
に
か
く
も
独
断
論
者
が
な
お
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
か
。

私
は
こ
れ
ま
で
思
想
を
主
と
し
て
真
偽
と
い
う
方
面
か
ら
の
み
考
察
し
て
来
た
。
真
理
と
虚
偽
は
、
哲
学
上

の
用
語
法
に
従
う
な
ら
ば
、
思
想
の
「
価
値
」
で
あ
る
。
恰
も
美
醜
が
芸
術
に
属
す
る
価
値
で
あ
り
、
善
悪
が
道

徳
の
担
う
価
値
で
あ
る
よ
う
に
、
真
偽
は
思
想
の
有
す
る
価
値
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
こ
の
も
の
に
の
み
固
有
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な
価
値
で
あ
る
、と
哲
学
者
は
考
え
て
い
る
。
従
っ
て
或
る
思
想
は
真
で
あ
っ
た
り
偽
で
あ
っ
た
り
す
る
が
、我
々

は
そ
れ
を
善
い
思
想
で
あ
る
と
云
っ
た
り
ま
た
は
醜
い
思
想
で
あ
る
と
云
っ
た
り
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
い
。
近

代
の
認
識
論
は
こ
の
よ
う
に
説
く
に
も
拘
ら
ず
、
現
実
の
生
活
に
於
て
は
、
我
々
は
絶
え
ず
、
一
定
の
思
想
を
善

い
思
想
で
あ
る
と
呼
び
、ま
た
は
悪
い
思
想
で
あ
る
と
称
し
て
い
る
。そ
れ
が
現
実
で
あ
る
。む
し
ろ
真
な
る
思
想
、

偽
な
る
思
想
と
い
う
言
葉
よ
り
も
、
善
い
思
想
或
い
は
悪
い
思
想
と
い
う
言
葉
を
人
々
は
一
層
多
く
実
際
生
活
の

う
ち
で
は
用
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
例
え
ば
、
か
の
思
想
善
導
と
い
う
語
を
と
っ
て
考
え
て
み
よ
う
。
思
想

善
導
と
い
う
の
は
、
真
な
る
思
想
へ
人
々
を
善
く
0

0

導
く
と
い
う
こ
と
で
な
く
、
却
っ
て
善
い
0

0

思
想
へ
人
々
を
導
く

と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
若
し
そ
れ
が
真
理
へ
向
っ
て
善
く
誘
導
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ

れ
は
そ
れ
が
今
現
実
に
と
っ
て
い
る
よ
う
な
形
態
を
と
っ
て
現
れ
得
な
い
筈
で
あ
る
。
如
何
な
る
思
想
が
真
理
で

あ
る
か
は
た
だ
研
究
を
俟
っ
て
の
み
決
定
さ
れ
得
る
こ
と
で
あ
る
が
故
に
、
そ
の
場
合
に
は
、
ひ
と
が
思
想
善
導

の
名
の
も
と
に
思
想
の
自
由
な
る
研
究
を
取
締
っ
た
り
、
禁
止
し
た
り
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
更
に
進
ん
で
思
想

の
研
究
そ
の
も
の
に
対
す
る
興
味
を
種
々
な
る
方
法
で
ほ
か
へ
そ
ら
そ
う
な
ど
と
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
筈
で
あ

る
。
し
か
る
に
思
想
善
導
が
実
際
に
於
て
は
こ
の
よ
う
な
形
態
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
で
問
題
と

な
っ
て
い
る
の
は
、な
ん
ら
思
想
の
真
偽
で
は
な
く
、却
っ
て
思
想
の
善
悪
で
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。即
ち
、
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或
る
思
想
は
取
締
ら
れ
、
圧
迫
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
悪
い
思
想
で
あ
り
、
危
険
な
思

想
で
あ
る
と
、
人
々
の
見
做
し
て
い
る
の
に
因
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
現
実
の
生
活
の
中
に
於
て
は
、
思
想

は
真
偽
と
い
う
理
論
的
価
値
の
ほ
か
に
な
お
善
悪
と
い
う
が
如
き
規
定
を
具
え
て
い
る
。こ
れ
は
明
ら
か
で
あ
る
。

私
は
か
か
る
規
定
を
思
想
の
「
価
値
」
と
区
別
し
て
思
想
の
「
性
格
」
と
名
付
け
よ
う
と
思
う
。
思
想
の
性
格
を

表
現
す
る
言
葉
に
は
、
善
、
悪
以
外
に
、
危
険
、
穏
健
、
反
動
的
、
過
激
的
な
ど
、
そ
の
他
の
も
の
が
あ
る
。
思

想
は
現
実
に
於
て
凡
て
性
格
的
で
あ
る
。
否
、
我
々
の
日
常
の
生
活
に
あ
っ
て
は
、
真
理
と
虚
偽
な
る
思
想
の
価

値
は
蔽
い
隠
さ
れ
て
し
ま
っ
て
、
思
想
は
凡
て
性
格
的
な
も
の
と
し
て
生
き
て
い
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。

こ
こ
に
注
意
す
べ
き
は
、
思
想
の
価
値
と
性
格
と
が
必
ず
し
も
相
応
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
善
い
思

想
が
必
ず
し
も
真
な
る
思
想
で
あ
る
わ
け
で
な
く
、
危
険
な
思
想
が
必
ず
し
も
偽
な
る
思
想
で
あ
る
わ
け
で
は
な

い
。
し
か
し
な
が
ら
実
際
生
活
に
於
て
は
、
思
想
の
価
値
規
定
は
埋
没
さ
れ
て
認
識
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
思
想
は

単
に
そ
の
性
格
に
従
っ
て
の
み
理
解
さ
れ
て
い
る
が
故
に
、
ま
さ
し
く
こ
の
こ
と
か
ら
容
易
に
、
人
々
が
善
い
思

想
を
も
っ
て
直
ち
に
真
な
る
思
想
で
あ
る
と
考
え
る
に
到
る
、と
い
う
こ
と
が
屡
々
生
ず
る
。
善
い
思
想
だ
か
ら
、

そ
れ
は
真
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
と
い
う
風
に
、
無
意
識
的
に
で
あ
る
に
せ
よ
絶
え
ず
推
論
さ
れ
て
い
る
。
か
く

の
如
き
こ
と
は
真
理
と
い
う
こ
と
を
の
み
ひ
た
す
ら
に
問
題
と
す
べ
き
筈
の
学
者
の
間
に
あ
っ
て
さ
え
存
在
す
る
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念
論
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の
で
あ
る
。
彼
等
は
自
己
の
思
想
を
真
と
い
う
価
値
に
於
て
で
な
く
却
っ
て
善
と
い
う
性
格
に
於
て
意
識
し
て
い

る
こ
と
が
屡
々
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
或
る
者
は
彼
の
思
想
が
理
論
的
に
反
駁
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
、
理

論
的
に
そ
の
欠
陥
が
指
摘
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
、
却
っ
て
益
々
こ
れ
を
弁
護
す
る
に
到
る
。
彼
は
こ
の
弁
護
に

於
て
或
る
種
の
道
徳
的
義
務
を
感
じ
て
愈
々
興
奮
す
る
。
彼
の
議
論
は
義
憤
に
変
る
。
学
者
は
今
や
憂
国
の
志
士

と
し
て
現
れ
る
。
彼
は
自
己
と
反
対
の
思
想
を
有
す
る
者
を
も
っ
て
何
等
か
危
険
な
者
、
下
劣
な
者
、
不
道
徳
な

者
で
あ
る
と
見
做
す
に
到
る
。
我
々
は
我
々
の
経
験
に
於
て
独
断
論
者
が
最
も
多
く
の
場
合
こ
の
よ
う
な
現
象
形

態
を
と
っ
て
出
現
す
る
の
に
出
会
う
で
あ
ろ
う
。
こ
の
と
き
叫
ば
れ
る
の
は
い
つ
で
も
思
想
の
危
機
で
あ
る
。
思

想
の
危
機
の
叫
び
は
、
斯
く
の
如
く
、
現
実
に
於
て
は
思
想
の
性
格
と
い
う
こ
と
に
最
も
多
く
関
係
し
て
い
る
。

思
想
の
危
機
の
叫
び
の
う
ち
に
表
現
さ
れ
る
も
の
は
、
思
想
に
於
け
る
理
論
的
な
も
の
で
な
く
て
性
格
的
な
も
の

で
あ
る
。

思
想
の
性
格
と
い
う
の
は
ひ
と
つ
の
実
践
的
な
概
念
で
あ
る
。
そ
れ
は
思
想
が
思
想
で
あ
る
限
り
の
思
想
に

属
す
る
の
で
な
く
、
思
想
が
人
間
社
会
に
働
き
か
け
る
関
係
に
つ
い
て
の
規
定
で
あ
る
。
私
が
思
想
の
性
格
の
名

の
う
ち
に
数
え
た
と
こ
ろ
の
善
悪
と
い
う
概
念
が
道
徳
的
、実
践
的
な
概
念
で
あ
る
こ
と
が
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。

若
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
思
想
の
性
格
の
中
に
は
社
会
の
構
成
そ
の
も
の
が
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
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危
機
に
お
け
る
理
論
的
意
識

な
ら
ぬ
。
こ
の
社
会
が
階
級
的
構
成
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
思
想
の
性
格
は
階
級
的
な
言
葉
で
あ
る
筈

で
あ
る
。
社
会
の
階
級
的
構
成
は
支
配
階
級
と
被
支
配
階
級
と
に
分
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
支
配
被
支
配
の
関

係
が
思
想
の
性
格
と
し
て
の
善
悪
を
お
の
ず
か
ら
定
め
る
。
換
言
す
れ
ば
、
支
配
階
級
の
利
益
を
表
現
す
る
思
想

は
、
思
想
と
し
て
、
善
き
思
想
で
あ
り
、
そ
し
て
反
対
に
被
支
配
階
級
に
仕
え
る
思
想
は
、
思
想
と
し
て
、
悪
し

き
思
想
で
あ
る
。
即
ち
、
一
定
の
階
級
の
社
会
上
の
優
越
が
そ
の
階
級
の
思
想
の
性
格
上
の
優
越
を
規
定
す
る
。

支
配
階
級
の
思
想
が
支
配
思
想
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
階
級
の
社
会
的
位
置
が
安
定
し
て
い
る
限
り

思
想
の
危
機
は
現
れ
な
い
。
思
想
の
危
機
の
出
現
す
る
の
は
、
社
会
に
於
け
る
階
級
の
間
の
対
立
、
そ
し
て
矛
盾

が
尖
鋭
化
し
、
も
は
や
蔽
う
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
な
っ
た
と
き
で
あ
る
。
こ
の
と
き
支
配
階
級
は
、
自
己
の
社
会

的
位
置
の
不
安
と
動
揺
と
を
知
り
、
自
己
に
と
っ
て
悪
し
き
思
想
の
出
現
を
直
接
に
思
想
の
危
機
と
し
て
感
ぜ
ざ

る
を
得
な
い
。
社
会
上
の
危
機
が
思
想
の
危
機
と
し
て
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
危
機
に
あ
る
の
は
思
想
そ
の
も

の
で
は
な
く
て
、
却
っ
て
社
会
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
悪
し
き
思
想
の
排
撃
に
よ
っ
て
維
持
さ
る
べ
き
も
の
は

思
想
そ
の
も
の
、
真
理
そ
の
も
の
で
な
く
、
ま
さ
に
支
配
階
級
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
思
想
の
普
遍
妥
当
性

を
説
く
こ
と
は
こ
の
階
級
の
永
遠
性
を
主
張
す
る
意
味
を
も
っ
て
来
る
。
そ
れ
だ
か
ら
従
来
の
思
想
の
弁
護
は
こ

の
階
級
の
弁
護
と
な
っ
て
来
る
。
思
想
の
危
機
の
叫
び
の
う
ち
に
表
現
さ
れ
る
も
の
は
階
級
的
な
る
も
の
で
あ
っ



二
五
〇

史
的
観
念
論
の
諸
問
題

て
、
思
想
的
な
る
も
の
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
否
、
思
想
の
危
機
が
叫
ば
れ
れ
ば
叫
ば
れ
る
ほ
ど
思
想
は
反
対
に

益
々
空
虚
に
な
っ
て
ゆ
く
。
そ
れ
は
階
級
的
独
断
論
の
叫
び
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
善
い
思
想
と
真
な
る

思
想
と
は
合
致
す
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
背
致
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
思
想
そ
の
も
の
の
立
場
か
ら
云
え
ば
、

社
会
に
於
け
る
批
判
的
な
階
級
、
即
ち
新
興
階
級
の
有
す
る
思
想
が
却
っ
て
批
判
的
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
一
層
真

理
で
あ
り
、
従
っ
て
悪
し
き
思
想
の
出
現
こ
そ
ま
さ
に
歓
迎
す
べ
き
も
の
で
あ
り
得
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
こ
の

と
き
、
支
配
階
級
が
思
想
の
危
機
を
叫
ぶ
こ
と
が
必
要
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
こ
の
階
級
は
益
々
危
機
に
迫
っ
て

い
る
の
で
あ
り
、
従
っ
て
自
己
を
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
も
っ
て
維
持
す
る
こ
と
が
愈
々
必
要
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ

る
か
ら
、
こ
の
階
級
を
代
表
す
る
思
想
も
ま
た
そ
れ
故
に
愈
々
独
断
的
と
な
る
の
で
あ
る
。

独
断
論
は
最
も
多
く
の
場
合
階
級
的
な
意
味
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
独
断
論
は
、ま
さ
に
独
断
論
と
し
て
、

思
想
的
に
は
無
力
で
あ
る
外
な
い
。
思
想
の
危
機
に
際
会
し
て
は
、
独
断
論
は
必
然
的
に
最
も
独
断
的
と
な
ら
ざ

る
を
得
な
い
か
ら
、
思
想
的
に
は
愈
々
無
力
と
な
り
、
か
く
て
独
断
論
は
思
想
そ
の
も
の
の
立
場
か
ら
他
の
も
の

へ
転
化
し
て
ゆ
く
。
最
初
に
は
、
思
想
に
対
す
る
に
思
想
を
も
っ
て
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
独
断
論
は
、
思

想
の
危
機
が
激
成
し
、
拡
大
す
る
に
立
ち
到
る
や
、
今
は
、
あ
ら
ゆ
る
実
践
的
な
手
段
に
訴
え
る
こ
と
と
な
る
。

独
断
論
に
於
て
、
理
論
的
な
も
の
は
実
践
的
な
も
の
に
必
然
的
に
転
化
す
る
。
し
か
る
に
こ
の
転
化
は
、
こ
の
場
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機
に
お
け
る
理
論
的
意
識

合
、
実
に
理
論
そ
の
も
の
の
否
定
を
意
味
す
る
。
思
想
の
危
機
が
本
来
階
級
の
危
機
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
独
断

論
が
本
質
的
に
は
な
ん
ら
思
想
そ
の
も
の
の
上
に
立
つ
の
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
一
定
の
階

級
に
よ
っ
て
階
級
的
な
立
場
か
ら
、
実
践
的
に
思
想
の
否
定
が
行
わ
れ
る
に
到
っ
て
、
思
想
の
危
機
は
ま
さ
し
く

思
想
そ
の
も
の

0

0

0

0

に
と
っ
て
の
危
機
と
な
る
。

我
々
は
思
想
の
危
機
に
あ
た
っ
て
理
論
的
な
も
の
が
実
践
的
な
も
の
に
推
移
し
て
ゆ
く
の
を
見
た
。
し
か
も

同
時
に
我
々
は
そ
こ
に
於
て
理
論
そ
の
も
の
の
否
定
が
実
行
さ
れ
て
い
る
の
を
知
っ
た
。
か
く
の
如
き
場
合
に
於

て
は
、
理
論
的
意
識
は
も
は
や
単
な
る
理
論
的
意
識
と
し
て
と
ど
ま
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
独
断
論
に
於
け
る
理

論
よ
り
実
践
へ
の
転
化
が
ま
さ
に
そ
の
こ
と
を
教
え
る
の
で
あ
る
。
実
践
を
理
論
か
ら
分
離
す
る
こ
と
が
純
粋
に

理
論
的
意
識
を
維
持
す
る
所
以
で
あ
る
と
す
る
見
方
は
、
思
想
の
危
機
に
あ
っ
て
は
、
な
ん
ら
現
実
的
な
る
理
論

的
意
識
で
あ
る
こ
と
が
出
来
ぬ
。
思
想
の
危
機
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
よ
う
な
見
方
こ
そ
却
っ
て
理
論
的
意
識
そ
の

も
の
を
死
滅
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
は
こ
の
と
き
、
思
想
そ
の
も
の
に
と
っ
て
は
む
し
ろ
「
危
機
の
思
想
」

で
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
私
は
か
か
る
非
現
実
的
な
危
機
の
思
想
と
し
て
現
れ
て
い
る
一
二
の
も
の
を
挙
げ
て

お
こ
う
。
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観
念
論
の
諸
問
題

そ
の
ひ
と
つ
は
形
式
主
義
で
あ
る
。
形
式
主
義
者
は
考
え
る
。
理
論
は
理
論
と
し
て
い
つ
で
も
形
式
的
な
も

の
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
こ
に
は
階
級
性
な
ど
は
あ
り
得
な
い
。
彼
等
は
階
級
を
超
越
し
た
理
論
を
求
め
る
。
し
か

る
に
理
論
は
、
そ
れ
が
現
実
的
な
理
論
と
し
て
、
現
実
の
社
会
と
連
絡
を
も
ち
そ
れ
に
働
き
か
け
得
る
も
の
で
あ

る
限
り
、
現
在
の
階
級
社
会
で
は
つ
ね
に
階
級
的
な
性
格
を
も
た
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
、
そ
こ
で
彼
等
は
非
現
実

的
な
理
論
を
意
識
的
に
求
め
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
彼
等
は
彼
等
の
理
論
の
非
現
実
性
に
、
普
遍
妥
当
性
ま
た

は
永
遠
性
な
ど
と
い
う
が
如
き
美
し
き
札
を
張
り
つ
け
る
。
例
え
ば
、
彼
等
は
、
普
遍
妥
当
的
な
真
理
が
あ
る
と

い
う
こ
と
を
論
理
的
に
証
明
し
得
る
と
称
し
て
、
―
―
相
対
主
義
は
自
己
矛
盾
に
陥
る
、
な
ぜ
な
ら
相
対
主
義
を

苟
も
意
味
あ
る
よ
う
に
主
張
し
得
る
た
め
に
は
こ
の
主
張
そ
の
も
の
が
絶
対
性
を
も
た
ね
ば
な
ら
ず
、
従
っ
て
少

な
く
と
も
ひ
と
つ
は
絶
対
的
な
真
理
が
あ
る
、
と
云
う
。
か
く
の
如
く
形
式
的
に
は
、
真
理
の
普
遍
妥
当
性
は
証

明
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
絶
対
的
な
真
理
は
あ
る
、
し
か
し
そ
れ
で
お
し
ま
い
だ
。
そ
の
真
理
が
内
容
的
に

は
何
で
あ
る
か
を
我
々
は
知
ろ
う
と
欲
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
形
式
主
義
は
形
式
を
説
く
こ
と
に
よ
っ
て
我
々
の

認
識
を
豊
富
に
す
る
こ
と
な
く
、
形
式
に
固
執
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
却
っ
て
我
々
の
認
識
を
貧
困
な
ら
し
め
る
。

形
式
主
義
は
最
も
多
く
の
場
合
我
々
の
認
識
活
動
を
停
止
せ
し
め
る
こ
と
を
我
々
に
命
ず
る
。
か
く
し
て
そ
れ
は

我
々
の
具
体
的
な
理
論
的
意
識
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
思
想
の
危
機
に
際
し
て
は
そ
れ
は
、
我
々
の
認
識
を
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危
機
に
お
け
る
理
論
的
意
識

窮
乏
な
ら
し
め
る
論
理
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
却
っ
て
反
動
的
な
役
割
を
演
ず
る
。
―
―
他
の
も
の
は
自
由
主

義
で
あ
る
。
今
日
、
自
由
主
義
者
は
行
為
の
自
由
と
研
究
の
自
由
と
を
区
別
す
る
、
そ
し
て
思
想
研
究
の
自
由
は

認
め
る
も
そ
れ
を
行
為
に
於
て
実
現
す
る
こ
と
は
こ
れ
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
ぬ
、
と
考
え
る
。
然
る
に
か
か
る

自
由
主
義
は
現
在
の
社
会
に
於
て
我
々
は
こ
れ
を
徹
底
し
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
な
る
ほ
ど
、
危
険
思
想
の
研
究
が

自
由
に
許
さ
れ
て
い
る
と
す
る
、
そ
こ
で
い
ま
ひ
と
り
の
者
が
こ
の
思
想
を
研
究
し
て
い
る
と
す
る
、
し
か
し
彼

は
ま
さ
に
危
険
思
想
の
研
究
者
な
る
故
を
も
っ
て
、
会
社
で
も
、
銀
行
で
も
傭
っ
て
く
れ
ず
、
否
、
大
学
に
於
て

さ
え
使
っ
て
く
れ
な
い
。
研
究
の
自
由
は
彼
に
と
っ
て
貧
困
の
自
由
を
意
味
す
る
。
彼
の
研
究
の
自
由
は
か
た
っ

ぱ
し
か
ら
彼
の
行
為
の
自
由
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
て
ゆ
く
。
行
為
の
自
由
を
得
よ
う
と
思
え
ば
、
彼
は
研
究
の
自

由
を
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
自
由
主
義
は
階
級
社
会
の
中
で
は
現
実
的
に
存
在
し
得
な
い
の
で
あ
る
。

思
想
の
危
機
に
あ
た
っ
て
は
、
理
論
的
意
識
は
実
践
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
現
実
的
で
あ
る
こ
と

が
出
来
る
。
こ
の
と
き
実
践
は
固
よ
り
単
な
る
理
論
の
否
定
で
は
な
い
、
そ
れ
は
独
断
論
者
の
こ
と
で
あ
る
。
実

践
は
理
論
に
ま
で
高
め
ら
れ
、
理
論
は
実
践
に
ま
で
深
め
ら
れ
、
か
く
て
理
論
と
実
践
と
の
弁
証
法
的
統
一
が
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
理
論
と
実
践
と
の
弁
証
法
的
統
一
の
上
に
立
つ
理
論
的
意
識
の
み
が
、思
想
の
危
機
に
際
し
て
、

唯
一
つ
の
現
実
的
な
る
理
論
的
意
識
で
あ
る
。
し
か
る
に
斯
く
の
如
き
理
論
的
意
識
は
今
や
社
会
的
に
危
機
に
あ
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四

る
階
級
、
即
ち
支
配
階
級
の
中
で
は
獲
得
さ
れ
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
。
彼
等
は
危
機
を
絶
対
的
な
る
危
機
と

し
て
受
取
ら
ざ
る
を
得
な
い
が
故
に
、
弁
証
法
的
に
危
機
を
思
惟
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
こ
の
危
機
を
弁
証
法

的
に
把
握
し
、
そ
こ
に
む
し
ろ
未
来
の
発
展
に
対
す
る
展
望
を
認
め
得
る
も
の
は
、
未
来
を
約
束
さ
れ
て
い
る
と

こ
ろ
の
新
興
階
級
で
あ
る
。

こ
れ
が
思
想
の
危
機
の
理
論
で
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　

―
―
（
一
九
二
八
・
一
二
）
―
―
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ボ
ル
ツ
ァ
ー
ノ
の
「
命
題
自
体
」

ボ
ル
ツ
ァ
ー
ノ
の
「
命
題
自
体
」

一

ボ
ル
ツ
ァ
ー
ノ
は
「
命
題
自
体
」
の
名
に
よ
っ
て
論
理
の
対
象
を
規
定
し
て
い
る
。
命
題
自
体
と
い
う
概
念

は
論
理
の
支
配
す
る
特
殊
の
対
象
を
他
の
様
々
な
対
象
か
ら
区
別
す
る
概
念
で
あ
る
。
論
理
の
対
象
は
命
題
自
体

と
し
て
規
定
さ
れ
る
と
き
、
い
か
な
る
特
性
を
得
て
く
る
で
あ
ろ
う
か
。

ボ
ル
ツ
ァ
ー
ノ
は
論
理
の
対
象
を
あ
ら
ゆ
る
意
味
に
お
け
る
現
実
の
存
在
か
ら
区
別
す
る
。
命
題
自
体
は
事

実
存
在
し
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
音
や
字
に
よ
っ
て
表
さ
れ
る
言
語
、
文
章
の
如
き
も
の
で
は
な
い
。
我
々

は
命
題
自
体
を
こ
こ
に
あ
り
、
か
し
こ
に
あ
り
と
指
し
示
し
得
ず
、
ま
た
そ
れ
が
い
つ
始
ま
り
、
い
つ
終
る
と
も

い
い
得
な
い
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
我
々
は
現
実
の
存
在
に
就
い
て
命
題
を
た
て
て
い
る
。
し
か
し
事
実
存
在
す

る
も
の
と
こ
の
よ
う
な
存
在
に
「
就
い
て
」
の
命
題
と
は
同
じ
で
な
い
。
樹
の
枝
の
林
檎
は
甘
い
が
、「
こ
の
林

檎
は
甘
い
」
と
い
う
命
題
は
甘
く
も
な
く
、
苦
く
も
な
い
の
で
あ
る
。
命
題
自
体
は
現
実
の
存
在
と
異
な
る
ば
か

り
で
な
く
、
永
遠
の
存
在
を
有
す
る
と
考
え
る
こ
と
も
許
さ
れ
な
い
。
我
々
は
命
題
自
体
が
手
の
触
れ
眼
の
視
る
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存
在
で
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
直
ち
に
こ
れ
を
超
感
性
的
な
存
在
と
同
一
視
す
べ
き
で
な
い
。
ボ
ル
ツ
ァ
ー
ノ
は

命
題
自
体
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
い
う
如
き
「
概
念
」
と
異
な
る
こ
と
を
明
ら
か
に
注
意
し
て
い
る
。
む
し
ろ
命
題
自
体

は
感
性
的
な
も
の
と
超
感
性
的
な
も
の
と
の
中
間
に
位
す
る＊

。
論
理
の
対
象
は
現
実
的
存
在
で
も
形
而
上
学
的
存

在
で
も
な
く
、
あ
た
か
も
そ
の
中
間
の
領
域
に
位
置
を
占
め
る
も
の
、
い
わ
ば
第
三
帝
国
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。

＊　

B
ernard B

olzano, W
issenschaftslehre. 1837, I, S. 67 A

nm
, S. 78.

命
題
自
体
と
呼
ば
れ
る
特
殊
の
領
域
は
消
極
的
に
は
感
性
的
存
在
と
超
感
性
的
存
在
と
の
中
間
の
領
域
と
し

て
限
定
さ
れ
た
が
、
我
々
は
如
何
に
こ
れ
を
積
極
的
に
規
定
し
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
ロ
ッ
ツ
ェ
【R

udolph H
erm

ann 

Lotze, 1817-81

】
は
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
を
「
妥
当
」【G

ültigkeit

】
と
解
釈
し
た
。
私
は
ボ
ル
ツ
ァ
ー
ノ
の
命
題
自

体
は
ロ
ッ
ツ
ェ
の
妥
当
の
名
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
と
思
う
。
蓋
し
妥
当
す
る
も
の
は
何
よ
り
も
存
在

す
る
も
の
に
対
立
す
る
。
こ
こ
に
存
在
す
る
も
の
と
い
う
の
は
、
時
空
因
果
の
関
係
に
縛
ら
れ
る
感
性
的
な
も
の

の
こ
と
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
我
々
は
或
る
命
題
が
他
の
命
題
に
「
随
う
」
と
か
、「
喚
び
起
さ
れ
る
」
と
か
い
う
。

し
か
し
こ
れ
ら
時
空
因
果
の
関
係
を
表
す
言
葉
は
命
題
自
体
の
間
に
成
立
し
て
い
る
当
体
的
な
関
係
の
比
喩
に
過

ぎ
ぬ
。
ま
た
我
々
は
真
理
は
「
永
遠
に
」
妥
当
す
る
と
い
う
。
し
か
し
こ
こ
に
い
う
永
遠
は
時
の
持
続
の
果
て
な

く
極
み
な
き
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
絶
え
ず
あ
る
も
の
、
成
ら
ざ
る
も
の
、
失
せ
ざ
る
も
の
な
ど
い
う
こ
と
が
、
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ツ
ァ
ー
ノ
の
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時
間
を
超
越
す
る
と
い
う
こ
と
の
単
な
る
象
徴
で
あ
る
こ
と
は
、
既
に
プ
ラ
ト
ン
が
明
ら
か
に
し
た
こ
と
で
あ

る＊

。
我
々
は
永
遠
の
二
つ
の
意
味
、
即
ち
時
間
の
無
限
と
い
う
こ
と
と
無
時
間
性
と
い
う
こ
と
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
言

葉
を
用
い
る
と
、sem

piternitas

【
限
り
な
き
】 

と aeternitas

【
永
遠
】
と
を
区
別
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
更
に
我
々
は
感

性
的
な
ら
ぬ
も
の
を
妥
当
す
る
も
の
と
直
ち
に
同
一
視
す
る
こ
と
を
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
妥
当
す
る
も
の

は
感
性
的
な
ら
ぬ
と
呼
ば
る
べ
き
も
の
の
い
わ
ば
一
部
分
で
あ
る
。
論
理
の
領
域
以
外
芸
術
や
道
徳
や
宗
教
に
関

す
る
も
の
、
一
歩
を
進
め
て
い
う
と
論
理
の
対
象
の
根
柢
に
あ
っ
て
こ
れ
を
成
立
さ
せ
て
い
る
も
の
な
ど
は
、
等

し
く
感
性
的
な
ら
ぬ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
我
々
は
こ
れ
ら
の
も
の
が
妥
当
す
る
と
は
遽
に
い
い
得
な
い
と
思

う
。
む
し
ろ
こ
れ
ら
の
超
感
性
的
な
も
の
は
妥
当
す
る
も
の
と
区
別
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
非
感
性
的
な

も
の
と
い
う
概
念
は
超
感
性
的
形
而
上
学
的
と
妥
当
的
論
理
的
と
の
二
つ
の
範
囲
を
蔽
う
概
念
で
あ
る
。
か
く
し

て
ロ
ッ
ツ
ェ
に
よ
っ
て
妥
当
の
名
を
与
え
ら
れ
た
特
殊
の
領
域
は
、
感
性
的
存
在
と
超
感
性
的
存
在
と
の
中
間
に

あ
っ
て
第
三
帝
国
を
形
作
る＊
＊。

と
こ
ろ
で
我
々
は
ボ
ル
ツ
ァ
ー
ノ
の
命
題
自
体
が
ま
た
こ
の
よ
う
な
第
三
帝
国
に

属
す
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
命
題
自
体
は
妥
当
と
見
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
積
極
的
な
規
定
を
得
て
く
る
。
ボ

ル
ツ
ァ
ー
ノ
は
み
ず
か
ら
命
題
自
体
は「
意
味
」で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。「
命
題
自
体
は
言
葉
の
結
合
で
は
な
く
、

言
葉
の
あ
る
結
合
が
表
す
こ
と
の
で
き
る
意
味
で
あ
る
」
＊
＊
＊。
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＊　
Platon, Tim

äus 37 D
, 38 B

 f.

【『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
岩
波
版
全
集
第12

巻
】

＊
＊　

非
感
性
的
な
も
の
を
直
ち
に
妥
当
す
る
も
の
に
看
做
す
こ
と
に
対
し
て
、
等
し
く
価
値
哲
学
の
立
場
に
立
ち
な

が
ら
、　

反
対
し
た
の
は
ラ
ス
ク
で
あ
る
。
私
は
妥
当
の
領
域
以
外
に
形
而
上
学
の
問
題
を
認
め
よ
う
と
す
る
彼
の

思
想
に
多
く　

の
同
情
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
。Em

il Lask, D
ie Logik der Philosophie, 1911. 

【“D
ie Logik der 

Philosophie und die K
ategorienlehre”

】

＊
＊
＊　

W
issenschaftslehre I, S. 121.

論
理
の
対
象
は
命
題
自
体
と
し
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
更
に
第
二
の
特
性
を
得
て
く
る
。
自
体
に
お

い
て
成
立
し
て
い
る
も
の
は
命
題
自
体
に
限
ら
な
い
。
ボ
ル
ツ
ァ
ー
ノ
に
依
る
と
表
象
自
体
も
ま
た
自
体
に
お
い

て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
表
象
自
体
は
表
象
す
る
主
観
の
中
に
存
在
す
る
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な

主
観
に
対
立
す
る
現
実
の
存
在
に
附
属
す
る
も
の
で
も
な
い
。
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
意
味
に
お
い
て
存
在
す
る
こ
と

の
で
き
ぬ
も
の
で
あ
る
。
等
し
く
存
在
の
範
囲
に
属
せ
ぬ
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
命
題
自
体
と
表
象
自
体
と
の
間

に
本
質
的
な
相
違
の
あ
る
の
は
、
一
が
組
織
態
で
あ
る
に
反
し
て
他
は
組
織
を
も
た
ぬ
故
で
あ
る
。
命
題
自
体
は

つ
ね
に
複
合
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
そ
れ
が
言
葉
に
表
さ
れ
る
部
分
を
、
主
語
と
か
客
語
と
か
い
う

要
素
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
却
っ
て
言
葉
で
表
さ
れ
た
命
題
は
、
非
人
称
命
題
或
い
は
存
在
判
断
の
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ボ
ル
ツ
ァ
ー
ノ
の
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命
題
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如
く
、
部
分
を
も
た
ぬ
単
一
な
も
の
で
あ
り
得
る
に
も
拘
ら
ず
、
か
よ
う
な
命
題
も
命
題
自
体
と
し
て
は
原
理
上

或
る
要
素
か
ら
成
立
す
べ
き
こ
と
を
意
味
し
て
い
る＊

。
表
象
自
体
は
命
題
自
体
を
構
成
す
る
要
素
に
過
ぎ
な
い
。

　

＊　

W
issenschaftslehre I, S. 222 u. 11 S. 4 ff.

組
織
態
と
考
え
ら
れ
る
と
き
、
命
題
自
体
は
特
殊
の
性
質
を
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
構
造
も
編
制
も
も
た

ぬ
表
象
自
体
は
真
で
も
な
く
偽
で
も
な
い
。
体
制
と
組
織
と
を
具
え
る
命
題
自
体
に
し
て
初
め
て
真
も
し
く
は
偽

で
あ
り
得
る
の
で
あ
る＊

。
我
々
は
命
題
自
体
は
妥
当
す
る
と
い
い
得
る
が
、
表
象
自
体
に
つ
い
て
は
妥
当
す
る
と

は
い
い
得
な
い
。
妥
当
の
概
念
を
彼
の
哲
学
的
思
索
の
中
へ
導
き
入
れ
た
ロ
ッ
ツ
ェ
も
、
妥
当
す
る
も
の
は
相
異

な
る
要
素
の
関
係
を
表
す
命
題
で
あ
る
こ
と
を
明
瞭
に
述
べ
て
い
る
。
ロ
ッ
ツ
ェ
に
依
る
と
、
表
象
要
素
の
結
合

態
の
み
が
妥ゲ
ル
テ
ン当

【gelten

】
す
る
の
で
あ
っ
て
、要
素
そ
の
も
の
は
単
に
何
物
か
を
意ベ
ド
イ
テ
ン味【bedeuten

】
す
る
に
過
ぎ
ぬ
。

彼
が
妥
当
の
範
囲
を
判
断
の
範
囲
と
等
し
く
考
え
て
い
る
の
は
こ
れ
に
依
る
の
で
あ
る＊
＊。

個
々
の
要
素
は
、
そ
れ

自
身
と
し
て
、
真
で
も
な
く
偽
で
も
な
い
。
個
々
の
要
素
の
結
合
の
上
に
、
そ
の
相
互
の
関
係
、
調
和
と
不
調
和

と
の
上
に
の
み
、
価
値
と
反
価
値
と
の
対
立
は
成
立
す
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
判
断
の
真
と
偽
と
は
そ
の
要
素

の
シ
ュ
ム
プ
ロ
ケ
ー
【sumplokhv

網
】
或
い
は
シ
ュ
ム
テ
シ
ス
【suvnqesiV

構
成
】
に
よ
っ
て
現
れ
る
と
い
っ
て
い

る
の
は
、
論
理
的
対
象
の
構
造
に
つ
い
て
決
定
的
な
思
想
を
言
い
表
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る＊
＊
＊。

ボ
ル
ツ
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ァ
ー
ノ
に
お
い
て
も
命
題
自
体
は
判
断
の
「
内
容
」
で
あ
る
。
判
断
は
つ
ね
に
命
題
自
体
を
含
ん
で
い
る
。
彼
は

命
題
自
体
が
特
殊
の
組
織
態
で
あ
る
こ
と
を
力
説
し
て
こ
う
い
っ
て
い
る
、
個
々
の
表
象
の
単
な
る
総
和
が
判
断

で
あ
る
の
で
な
く
、
こ
れ
ら
の
表
象
が
全
く
特
有
な
結
合
或
い
は
相
互
関
係
に
入
っ
て
来
る
と
き
、
我
々
は
判
断

を
下
す
の
で
あ
る＊
＊
＊
＊。
か
く
し
て
我
々
は
論
理
の
領
域
が
妥
当
で
あ
り
、
論
理
の
対
象
が
組
織
態
で
あ
る
こ
と
を
ボ

ル
ツ
ァ
ー
ノ
に
よ
っ
て
教
え
ら
れ
る
。

＊　

W
issenschaftslehre  I, S. 221.

＊
＊　

H
erm

ann Lotze, Logik, S.521.

＊
＊
＊　

A
ristoteles, M

etaphysica V
I, 4, 1927 f.

＊
＊
＊
＊　

W
issenschaftslehre III, S. 109.

二

命
題
自
体
の
特
殊
の
性
質
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
我
々
は
論
理
学
に
関
し
て
普
通
行
わ
れ
て
い
る
定
義

を
と
っ
て
考
え
て
み
よ
う
。
論
理
学
は
通
常
思
想
の
学
或
い
は
思
惟
の
法
則
の
学
と
い
わ
れ
て
い
る
。
思
想
と
い

う
の
は
、
思
惟
さ
れ
た
も
の
、
思
惟
さ
れ
た
命
題
、
思
惟
さ
れ
た
真
理
と
い
う
如
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
思
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ボ
ル
ツ
ァ
ー
ノ
の
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命
題
自
体
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惟
さ
れ
た
も
の
は
つ
ね
に
或
る
思
惟
す
る
主
体
を
予
想
し
、
た
だ
こ
の
よ
う
な
主
体
の
中
に
お
い
て
存
在
す
る
。

思
想
は
思
惟
の
作
用
と
生
成
消
滅
を
共
に
す
る
。
思
惟
の
作
用
は
時
間
の
中
に
経
過
し
、
個
人
の
精
神
と
結
び
附

い
て
い
る
。
論
理
の
対
象
が
思
惟
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
論
理
学
が
命
題
や
真
理
に
つ
い
て
教
え
る
こ

と
は
、
或
る
個
人
の
心
に
お
け
る
存
在
に
関
す
る
も
の
、
従
っ
て
主
観
的
な
判
断
、
主
観
的
な
認
識
に
つ
い
て
妥

当
す
る
に
過
ぎ
な
く
な
っ
て
し
ま
う＊

。
し
か
し
真
理
は
或
る
時
点
に
妥
当
し
始
め
、
他
の
時
点
に
妥
当
を
失
う
と

か
、
或
る
個
人
の
精
神
の
中
に
存
在
し
て
い
る
間
し
か
妥
当
し
な
い
と
い
わ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
ボ

ル
ツ
ァ
ー
ノ
は
命
題
自
体
が
「
思
惟
さ
れ
た
命
題
」
か
ら
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
。

思
惟
さ
れ
た
命
題
は
い
つ
で
も
或
る
心
の
中
に
「
存
在
」
す
る
が
、
命
題
自
体
は
如
何
に
し
て
も
存
在
し
な
い
も

の
で
あ
る
。
一
個
の
命
題
が
二
つ
の
心
に
よ
っ
て
或
い
は
二
つ
の
場
合
に
お
い
て
思
惟
さ
れ
た
と
き
、「
思
惟
さ

れ
た
命
題
」
は
疑
い
も
な
く
二
個
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
命
題
自
体
と
し
て
は
つ
ね
に
一
個
で
あ
る
。
命
題
自
体
は

多
く
の
人
が
思
惟
し
た
か
ら
と
い
っ
て
そ
の
本
質
を
変
化
す
る
も
の
で
な
く
、
ま
た
誰
に
も
思
惟
さ
れ
な
い
か
ら

と
い
っ
て
そ
の
成
立
を
破
壊
さ
れ
も
し
な
い
。
そ
れ
は
絶
え
ず
生
滅
す
る
存
在
、各
相
異
な
る
存
在
か
ら
離
れ
て
、

常
に
同
一
の
自
体
に
お
い
て
成
立
す
る
意
味
内
容
で
あ
る
。

＊　

W
issenschaftslehre I, S. 62.
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論
理
の
対
象
が
思
惟
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
限
り
、
法
則
と
い
う
概
念
を
も
っ
て
来
て
、
論
理

学
は
思
惟
の
法
則
の
学
で
あ
る
と
定
義
す
る
に
し
て
も
、
無
駄
で
あ
る
。
多
く
の
論
理
学
者
は
、
例
え
ば
、
充
足

理
由
の
原
理
を
論
理
の
最
高
法
則
の
一
つ
に
数
え
て
い
る
。
け
れ
ど
も
理
由
と
帰
結
と
の
関
係
に
立
つ
の
は
存
在

を
有
す
る
事
物
で
は
な
い
。
現
実
の
事
象
を
繋
ぐ
も
の
は
却
っ
て
原
因
結
果
の
関
係
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な

ら
ぬ
。
そ
れ
故
に
ボ
ル
ツ
ァ
ー
ノ
は
い
う
、
我
々
は
思
惟
さ
れ
た
す
べ
て
の
も
の
が
充
足
「
理
由
」
を
有
す
る
こ

と
を
要
求
す
べ
き
で
な
く
、む
し
ろ
そ
れ
に
つ
い
て
は
充
足「
原
因
」を
有
す
べ
き
を
要
求
す
る
の
が
当
然
で
あ
る
。

存
在
を
有
す
る
各
の
思
想
、
思
惟
さ
れ
た
あ
ら
ゆ
る
命
題
は
、
つ
ね
に
そ
の
生
成
の
原
因
を
有
し
て
い
る＊

。
多
く

の
主
体
に
お
い
て
様
々
に
生
滅
す
る
諸
の
心
像
の
中
に
等
し
く
は
た
ら
き
、
必
ず
繰
り
返
さ
れ
る
節
奏
が
論
理
の

法
則
で
あ
る
な
ら
ば
、論
理
学
者
が
何
よ
り
も
真
と
偽
と
の
区
別
を
設
け
る
こ
と
は
無
意
味
と
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

一
切
を
共
通
に
支
配
す
る
原
因
の
法
則
の
前
に
は
真
理
も
自
己
の
固
有
価
値
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
偽
も

ま
た
真
と
同
じ
く
合
法
則
的
に
生
成
し
、
存
在
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ボ
ル
ツ
ァ
ー
ノ
に
依
る
と
、
論
理
の
法
則

は
一
般
に
存
在
す
る
も
の
、
思
惟
の
は
た
ら
き
や
思
惟
さ
れ
た
も
の
の
法
則
で
な
く
、
却
っ
て
存
在
の
領
域
に
属

せ
ぬ
も
の
、
命
題
自
体
の
間
に
成
立
す
る
客
観
的
関
係
そ
の
も
の
を
意
味
す
る
。
思
惟
の
作
用
が
必
然
的
に
従
う

か
ら
で
な
く
、
命
題
自
体
の
間
に
自
体
に
お
い
て
成
立
し
て
い
る
関
係
で
あ
る
故
に
、
論
理
の
法
則
は
思
惟
の
作
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用
に
対
し
て
必
然
性
を
有
し
得
る
の
で
あ
る＊
＊。

＊　

W
issenschaftslehre I, S. 208.

＊
＊　

op. cit. II, S 128 ff. u. S. 341.

多
く
の
者
は
論
理
の
法
則
が
因
果
の
法
則
で
な
く
規
範
の
法
則
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
私
は
規
範
の
法
則

と
い
っ
て
も
命
題
自
体
の
間
の
当
体
的
な
関
係
を
意
味
し
な
い
限
り
無
意
味
で
あ
る
と
思
う
。
論
理
の
対
象
が
思

惟
さ
れ
た
も
の
、
従
っ
て
或
る
種
の
存
在
と
看
做
さ
れ
て
い
る
限
り
、
論
理
の
法
則
が
規
範
の
法
則
で
あ
る
と
い

っ
て
も
、
こ
れ
と
因
果
の
法
則
と
の
関
係
は
、
要
す
る
に
前
者
を
後
者
の
特
殊
の
場
合
と
考
え
る
ほ
か
あ
る
ま
い
。

ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
【W

ilhelm
 W

indelband, 1848-1915

】
の
い
う
よ
う
に
、
規
範
は
自
然
法
則
の
実
現
の
特
別
の
場

合
に
な
っ
て
し
ま
う＊

。
思
惟
の
法
則
は
自
然
必
然
的
に
生
起
す
る
過
程
に
お
い
て
可
能
な
表
象
結
合
の
数
あ
る
形

式
の
中
で
或
る
特
定
の
結
合
の
形
式
に
な
っ
て
来
る
。真
理
は
多
く
の
黒
い
玉
の
中
の
唯
一
つ
の
白
い
玉
で
あ
り
、

規
範
は
多
く
の
緑
の
糸
の
中
の
唯
一
つ
の
赤
い
糸
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
真
理
が
自
然
の
存
在
の
中
で
選
ば
れ
た

者
、
規
範
が
選
ば
れ
た
場
合
で
あ
る
と
い
う
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
に
し
て
選
び
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
他
の
自
然
の

存
在
は
、
真
理
や
規
範
に
対
し
て
如
何
な
る
関
係
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
我
々
は
選
び
残
さ
れ
た
か
か

る
自
然
の
存
在
が
真
理
や
規
範
に
対
し
て
少
し
も
関
係
の
無
い
も
の
、
一
般
に
価
値
と
全
く
没
交
渉
な
も
の
と
考
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え
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
虚
偽
や
反
規
範
性
は
如
何
な
る
領
域
に
属
す
る
の
で
あ
る

か
。
虚
偽
や
反
規
範
性
は
真
理
や
規
範
性
と
対
立
す
る
も
の
、
従
っ
て
ま
た
そ
の
限
り
に
お
い
て
一
般
に
価
値
に

関
係
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
消
極
的
価
値
も
、
真
理
や
規
範
性
な
ど
の
積
極
的
価
値
と
同
一
の
領
域

に
属
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
故
に
今
も
し
真
理
や
規
範
性
が
自
然
の
範
囲
に
お
け
る
選
ば
れ

た
部
分
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
虚
偽
と
反
規
範
性
と
は
等
し
く
自
然
の
範
囲
に
お
い
て
選
び
残
さ
れ
た
部
分
を
な
し

て
い
る
と
看
做
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
て
も
し
積
極
的
価
値
と
消
極
的
価
値
と
が
自
然
の
全
領
域
を
分

つ
二
つ
の
部
分
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
こ
の
場
合
自
然
の
領
域
は
、
価
値
に
全
く
無
関
係
で
あ
る
と
い

う
本
来
の
特
性
を
失
っ
て
、
す
べ
て
価
値
の
領
域
に
な
っ
て
し
ま
う
。
真
理
が
多
く
の
黒
い
玉
の
中
の
唯
一
つ
の

白
い
玉
で
あ
る
な
ら
ば
、
虚
偽
も
ま
た
か
か
る
も
の
で
あ
り
、
規
範
性
が
多
く
の
緑
の
糸
の
中
の
唯
一
つ
の
赤
い

糸
で
あ
る
と
い
う
な
ら
ば
、
反
規
範
性
も
ま
た
か
か
る
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
我
々
は
少
し
も
矛
盾
し
な
い
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
我
々
は
価
値
が
存
在
す
る
も
の
で
な
く
、
妥
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
従
っ
て

虚
偽
は
存
在
す
る
を
要
す
る
こ
と
な
く
、
却
っ
て
妥
当
の
領
域
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ

こ
に
我
々
は
ボ
ル
ツ
ァ
ー
ノ
の
「
虚
偽
自
体
」
の
思
想
に
出
会
う
の
で
あ
る
。

＊　

W
indelband, N

orm
en und N

aturgesetze (Präludien II).
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ボ
ル
ツ
ァ
ー
ノ
に
依
る
と
、
虚
偽
自
体
は
命
題
自
体
の
一
種
で
あ
る
。
我
々
は
命
題
自
体
の
規
定
す
る
対
象

の
領
域
を
妥
当
の
領
域
と
し
て
解
釈
し
て
き
た
か
ら
、
我
々
は
ま
た
虚
偽
自
体
が
実
に
妥
当
の
領
域
に
属
す
る
こ

と
を
主
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
普
通
に
は
真
理
が
、
そ
し
て
真
理
の
み
が
妥
当
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ

こ
で
今
我
々
が
虚
偽
も
妥
当
の
国
に
属
す
る
と
主
張
す
る
と
き
、
そ
れ
は
虚
偽
が
真
理
の
世
界
に
属
す
る
と
い
う

逆
説
を
説
く
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
。
我
々
は
か
よ
う
な
逆
説
を
ま
た
ボ
ル
ツ
ァ
ー
ノ
に
お
い
て
見
出
す
。
彼

は
命
題
自
体
を
定
義
し
て
、
我
々
は
こ
の
場
合
そ
れ
が
真
で
あ
る
か
偽
で
あ
る
か
を
問
う
を
要
し
な
い
、
と
い
う＊

。

し
か
る
に
他
の
場
合
に
は
、
真
理
性
が
命
題
自
体
に
属
す
る
性
質
で
あ
る
こ
と
を
彼
は
述
べ
て
い
る＊
＊。

か
よ
う
な

逆
説
が
単
に
見
せ
か
け
の
も
の
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
知
る
た
め
に
は
、
ボ
ル
ツ
ァ
ー
ノ
が
真
理
性
と
い
う
言
葉
の

有
す
る
多
く
の
意
味
を
論
じ
て
、
特
に
次
の
二
つ
の
区
別
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
れ
ば
足
り
る
。
第
一
に

真
理
性
と
は
あ
ら
ゆ
る
命
題
自
体
の
特
性
を
規
定
す
る
概
念
で
あ
る
。
従
っ
て
命
題
自
体
に
属
し
て
そ
の
領
域
の

一
部
を
占
め
る
虚
偽
自
体
も
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
真
理
性
を
有
し
、
真
理
の
世
界
に
属
す
る
と
見
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
い
う
真
理
は
虚
偽
の
上
位
に
あ
る
も
の
、
虚
偽
を
自
己
の
う
ち
に
包
括
す
る
概
念
で
あ

る
。
即
ち
こ
の
と
き
真
理
に
対
立
す
る
も
の
は
虚
偽
の
概
念
で
は
な
く
、
む
し
ろ
存
在
の
概
念
で
あ
る
。
か
よ
う

に
存
在
に
対
立
す
る
真
理
の
概
念
を
我
々
は
妥
当
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
最
も
適
当
に
置
換
え
得
る
と
思
う
。
虚
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偽
が
真
理
の
世
界
に
属
す
る
と
い
う
逆
説
は
、
そ
れ
が
存
在
界
の
も
の
で
な
く
、
実
に
妥
当
の
国
に
属
す
る
と
い

う
こ
と
を
意
味
す
る
。
も
し
虚
偽
が
単
に
自
然
的
存
在
に
過
ぎ
ぬ
と
す
る
な
ら
ば
、
我
々
は
こ
れ
を
虚
偽
と
呼
ぶ

こ
と
さ
え
で
き
ぬ
で
あ
ろ
う
。
自
然
的
存
在
は
、
こ
の
概
念
の
本
質
上
、
価
値
に
関
係
の
な
い
も
の
、
従
っ
て
真

偽
の
問
題
の
圏
外
に
あ
る
。
虚
偽
が
そ
の
概
念
の
本
質
上
価
値
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
そ
れ
は
必
然
的

に
妥
当
の
領
域
に
位
置
を
占
め
る
も
の
と
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ボ
ル
ツ
ァ
ー
ノ
が
虚
偽
自
体
は
命
題
自

体
の
一
種
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
こ
れ
に
依
る
の
で
あ
る
。

＊　

W
issenschaftslehre I, S. 77.

＊
＊　

op. cit. I , S. 108.

し
か
る
に
第
二
の
意
味
に
お
い
て
は
、
真
理
は
虚
偽
と
対
立
し
、
相
互
に
排
斥
す
る
。
こ
の
場
合
真
理
と
虚

偽
と
は
同
等
の
地
位
に
あ
り
、
相
率
い
て
第
一
の
意
味
に
お
け
る
真
理
に
従
属
す
る
。
ボ
ル
ツ
ァ
ー
ノ
が
命
題
自

体
の
一
般
的
規
定
に
虚
偽
が
問
題
と
な
ら
ぬ
と
い
う
の
は
、
か
か
る
第
二
の
意
味
に
お
け
る
虚
偽
で
あ
る
と
解
さ

れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
前
に
い
う
真
理
は
一
般
に
命
題
自
体
の
属
す
る
「
領
域
」
を
規
定
す
る
概
念
で
あ
っ
た
に
反
し

て
、
後
に
い
う
真
理
は
個
々
の
命
題
自
体
の
「
内
容
」
を
指
示
す
る
概
念
で
あ
る
。
も
と
よ
り
こ
の
場
合
に
お
い

て
も
真
理
は
存
在
す
る
と
い
わ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
ボ
ル
ツ
ァ
ー
ノ
は
こ
こ
に
い
う
真
理
が
「
認
識
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さ
れ
た
真
理
」
と
異
な
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
認
識
さ
れ
た
真
理
は
認
識
す
る
主
体
の
存
在
を
予
想
し
、
こ
の
よ

う
な
主
体
の
中
で
或
る
時
点
に
存
在
を
始
め
、
他
の
時
点
に
存
在
を
失
っ
て
し
ま
う
。
し
か
る
に
こ
こ
に
い
う
真

理
は
あ
ら
ゆ
る
存
在
か
ら
独
立
で
あ
っ
て
、
認
識
さ
れ
る
と
否
と
に
拘
ら
ず
自
体
に
お
い
て
成
立
す
る＊

。
即
ち
そ

れ
は
「
真
理
自
体
」
と
し
て
存
在
の
範
囲
に
で
な
く
、
命
題
自
体
の
領
域
に
属
す
る
と
見
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
ボ
ル
ツ
ァ
ー
ノ
は
真
理
自
体
は
命
題
自
体
の
一
種
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
真
理
は
主
観
の
認
識
を
俟
つ
こ

と
な
く
自
体
に
お
い
て
妥
当
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
か
く
し
て
命
題
自
体
は
真
理
自
体
と
虚
偽
自
体
と
の
二

つ
の
部
分
に
分
た
れ
る
。
思
惟
の
作
用
か
ら
独
立
に
自
体
に
お
い
て
真
な
る
意
味
内
容
が
成
立
す
る
と
同
じ
よ
う

に
、認
識
す
る
主
観
を
超
越
し
て
客
観
的
に
偽
な
る
組
織
態
が
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
い
わ
ゆ
る「
永

遠
の
真
理
」
と
共
に
「
永
遠
の
虚
偽
」
の
成
立
を
信
じ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

＊　

W
issenschaftslehre I, S. 112.

私
は
ボ
ル
ツ
ァ
ー
ノ
の
虚
偽
自
体
の
思
想
に
深
い
意
味
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
こ
に
初
め
て
私
は
虚
偽

に
関
す
る
純
粋
な
論
理
的
解
釈
を
見
出
し
得
る
と
思
う
。
虚
偽
の
問
題
に
つ
い
て
は
神
義
論
と
関
係
し
て
古
く
か

ら
様
々
な
形
而
上
学
的
解
釈
が
行
わ
れ
て
い
る
。
虚
偽
は
実
在
性
の
欠
乏
で
あ
る
と
い
わ
れ
、
消
極
的
な
存
在
に

過
ぎ
ぬ
な
ど
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
思
弁
を
避
け
る
者
は
無
雑
作
に
虚
偽
は
心
理
的
産
物
で
あ
る
と
い



二
六
八

っ
て
し
ま
う
。
も
し
虚
偽
が
人
性
に
伴
う
自
然
の
出
来
事
に
過
ぎ
ぬ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
本
質
上
価
値
と
全
く
没

交
渉
な
も
の
、
ひ
と
が
そ
れ
を
虚
偽
と
名
附
け
る
こ
と
さ
え
す
で
に
不
当
で
あ
る
。
従
っ
て
虚
偽
の
問
題
は
理
論

的
価
値
を
対
象
と
す
る
論
理
学
の
固
有
の
領
域
か
ら
追
い
や
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
論
理
学
に
お
い
て
問
題

と
な
る
限
り
、
虚
偽
は
形
而
上
学
的
存
在
で
な
く
、
自
然
的
存
在
で
も
な
く
、
妥
当
す
る
も
の
の
領
域
に
属
す
る

と
看
做
さ
れ
る
こ
と
を
要
す
る
。
即
ち
論
理
の
対
象
と
し
て
の
虚
偽
は
虚
偽
自
体
で
あ
り
、
命
題
自
体
の
一
種
で

あ
る
。

虚
偽
自
体
の
説
は
ボ
ル
ツ
ァ
ー
ノ
の
思
想
の
中
で
も
最
も
多
く
誤
解
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
ベ
ル
ク
マ
ン
は

命
題
自
体
の
中
に
真
偽
の
対
立
を
設
け
る
の
は
認
識
論
に
と
っ
て
無
価
値
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る＊

。
彼
は
い
う
、

命
題
自
体
の
認
識
論
上
の
意
義
は
、
正
し
い
判
断
に
客
観
的
対
象
を
与
え
る
に
あ
る
。
し
か
る
に
正
し
い
判
断
の

対
象
と
な
り
得
る
も
の
は
、
真
な
る
命
題
自
体
即
ち
真
理
自
体
の
ほ
か
考
え
得
な
い
。
い
か
に
も
事
実
正
し
く
な

い
判
断
も
存
在
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
そ
れ
に
対
応
す
る
真
理
自
体
を
も
た
ぬ
判
断
と
看
做
せ
ば
宜
い
の
で

あ
っ
て
、
こ
の
場
合
虚
偽
自
体
の
概
念
を
導
き
入
れ
る
こ
と
は
、
ボ
ル
ツ
ァ
ー
ノ
み
ず
か
ら
思
惟
さ
れ
た
命
題
を

命
題
自
体
と
混
同
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
ベ
ル
ク
マ
ン
の
こ
の
非
難
に
対
し
て
我
々
は
次
の
如
く
論
じ

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
い
わ
ゆ
る
正
し
い
判
断
と
は
如
何
な
る
判
断
で
あ
る
か
。
我
々
は
正
し
い
判
断
の
中
に
、
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正
し
い
肯
定
判
断
と
共
に
、
ま
た
正
し
い
否
定
判
断
が
存
在
す
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
否
定
判
断
も
、
判
断
と

し
て
、
客
観
性
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
我
々
は
正
し
い
否
定
判
断
に
つ
い
て
も
そ
の
客
観
性
の
根
拠
を

問
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
ヘ
ー
ゲ
ル
と
共
に
否
定
を
実
在
の
本
質
に
横
た
わ
る
根
源
的
契
機
と
考
え
て
、
こ

の
よ
う
な
客
観
性
に
基
礎
を
与
え
る
べ
き
で
あ
る
か
。
も
し
否
定
と
い
う
も
の
を
か
く
の
如
く
形
而
上
学
的
に
解

す
る
こ
と
を
欲
し
な
い
な
ら
ば
、
正
し
い
否
定
判
断
の
根
拠
は
、
自
体
に
お
い
て
否
認
さ
る
べ
き
、
従
っ
て
認
識

主
観
に
対
し
て
否
認
さ
れ
る
こ
と
を
要
求
す
る
組
織
態
が
、
認
識
主
観
か
ら
独
立
に
、
し
か
も
形
而
上
学
的
存
在

と
し
て
で
は
な
く
、
一
般
に
存
在
す
る
を
要
す
る
こ
と
な
く
た
だ
妥
当
す
る
も
の
と
し
て
、
客
観
的
に
成
立
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
に
求
め
る
の
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
否
認
を
要
求
す
る
客
観
的
組
織
態
が
妥
当
の
領
域
に
自
体

に
お
い
て
成
立
し
て
い
る
故
に
、
こ
の
よ
う
な
組
織
態
に
向
う
否
定
の
作
用
は
初
め
て
「
正
し
い
」
と
い
う
理
論

的
価
値
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。虚
偽
自
体
と
い
う
も
の
は
ま
さ
に
か
く
の
如
き
組
織
態
を
意
味
し
て
い
る
。

否
定
判
断
は
自
己
の
向
う
べ
き
対
象
と
し
て
虚
偽
自
体
を
も
つ
と
き
客
観
的
に
正
し
く
あ
り
得
る
。
も
し
客
観
的

に
成
立
す
る
も
の
が
ベ
ル
ク
マ
ン
の
い
う
如
く
真
理
自
体
の
み
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
真
理
自
体
と
い
う
も
の
は
つ

ね
に
承
認
を
要
求
す
る
組
織
態
に
ほ
か
な
ら
ぬ
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
組
織
態
に
向
う
否
定
の
作
用
は
、
自
体
に
お

い
て
承
認
さ
る
べ
き
も
の
を
否
認
す
る
作
用
と
し
て
、
い
つ
で
も
正
し
く
な
く
、
従
っ
て
正
し
い
と
呼
ば
る
べ
き
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否
定
判
断
は
存
在
の
し
よ
う
が
な
い
の
で
あ
る
。
も
し
ま
た
こ
の
場
合
否
定
の
作
用
は
真
理
自
体
に
向
う
の
で
な

い
と
い
う
な
ら
ば
、
真
理
自
体
以
外
に
論
理
の
対
象
は
な
い
と
い
う
仮
定
に
依
っ
て
、
否
定
の
判
断
は
、
あ
ら
ゆ

る
「
対
象
性
」
を
失
っ
て
、
何
等
の
価
値
と
も
か
か
わ
り
の
な
い
仮
初
の
心
理
現
象
と
し
て
、
こ
れ
を
正
不
正
と

呼
称
す
る
の
さ
え
不
当
な
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
命
題
自
体
を
存
在
と
解
す
る
ベ
ル
ク
マ
ン
の
如
き
者
に
と
っ

て
は
、
虚
偽
が
自
体
に
お
い
て
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
解
さ
れ
ぬ
こ
と
、
恐
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
か
も
知
れ

な
い
。
し
か
し
我
々
は
ボ
ル
ツ
ァ
ー
ノ
が
命
題
自
体
を
ど
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
も
存
在
で
あ
る
と
考
え
て
い

な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
虚
偽
自
体
の
概
念
こ
そ
否
定
判
断
を
論
理
的
に
基
礎
附
け
る
た
め
に
な
く
て
は
な
ら

ぬ
も
の
で
あ
る＊
＊。

＊　

H
. B

ergm
ann, D

as philosophische W
erk B

ernard B
olzanos 1909. 

パ
ラ
ギ
イ
も
こ
の
説
の
意
味
を
見
出
す
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
。M

. Palágyi, K
ant und Bolzano, 1902.

＊
＊　

虚
偽
自
体
の
説
に
つ
い
て
は
後
に
判
断
の
問
題
を
取
扱
う
と
き
再
び
論
じ
た
い
。
ボ
ル
ツ
ァ
ー
ノ
の
こ
の
思
想

を
各
独
自
の
仕
方
で
発
展
さ
せ
た
の
は
フ
ッ
サ
ー
ル
と
ラ
ス
ク
と
で
あ
る
。H

usserl, Logische U
ntersuchungen, 

1922.  【『
論
理
学
研
究
』】Lask, D

ie Lehre vom
 U

rteil, 1912.

【『
判
断
論
』】
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三

命
題
自
体
の
成
立
に
対
し
て
は
実
際
そ
れ
が
誰
か
の
心
に
よ
っ
て
把
捉
さ
れ
る
か
否
か
は
無
関
係
で
あ
る
。

思
惟
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
命
題
自
体
の
概
念
の
中
に
含
ま
れ
ぬ
、
と
ボ
ル
ツ
ァ
ー
ノ
は
い
っ
て
い
る＊

。
命
題
自

体
が
思
惟
の
作
用
か
ら
独
立
で
あ
る
と
い
う
の
は
如
何
な
る
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
パ
ラ
ギ
イ
は
命
題
自
体
の
こ
の

独
立
性
は
そ
の
抽
象
性
に
基
づ
く
と
解
し
て
い
る
。
命
題
自
体
は
二
重
の
抽
象
の
過
程
に
よ
っ
て
、
即
ち
先
ず
言

葉
を
、
次
に
思
惟
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
、
思
惟
さ
れ
た
命
題
か
ら
抽
象
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
、
と
彼

は
考
え
て
い
る＊
＊。

も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
抽
象
さ
れ
る
も
の
は
抽
象
さ
れ
た
も
の
に
い
つ
で
も
先
立
た
ね
ば

な
ら
な
い
か
ら
、
パ
ラ
ギ
イ
の
主
張
す
る
如
く
、
思
惟
さ
れ
た
命
題
は
つ
ね
に
命
題
自
体
に
先
行
せ
ね
ば
な
ら
ぬ

こ
と
と
な
り
、
従
っ
て
客
観
的
な
命
題
は
却
っ
て
主
観
的
な
命
題
に
従
属
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
と

き
な
お
命
題
自
体
が
思
惟
の
作
用
か
ら
抽
象
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
そ
れ
は
思
惟
の
作
用

か
ら
独
立
で
あ
り
得
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
た
に
し
て
も
、
か
か
る
独
立
性
は
要
す
る
に
無
力
な
も
の
、
無
意
味

な
も
の
に
過
ぎ
ぬ
で
あ
ろ
う
。命
題
自
体
の
地
位
は
主
観
的
な
思
惟
に
客
観
的
な
意
味
を
与
え
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

し
か
る
に
抽
象
さ
れ
た
も
の
は
如
何
に
し
て
抽
象
さ
れ
る
も
の
に
対
し
て
意
味
を
与
え
る
力
を
有
し
得
る
で
あ
ろ

う
か
。
抽
象
的
概
念
を
直
ち
に
実
在
と
看
做
す
極
端
な
概
念
実
在
論
の
上
に
立
た
な
い
限
り
、
そ
れ
が
か
か
る
力
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を
有
す
る
と
信
じ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
命
題
自
体
は
思
惟
の
作
用
の
理
論
的
価
値
を
規
定
す
る
も
の
で
あ

る
。
し
か
る
に
他
の
も
の
の
価
値
を
規
定
し
得
る
も
の
は
、
そ
れ
自
身
ま
た
価
値
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
と
こ
ろ

が
自
然
に
生
起
す
る
思
惟
の
作
用
、
価
値
に
無
関
係
な
精
神
現
象
か
ら
抽
象
さ
れ
た
も
の
が
命
題
自
体
で
あ
る
と

す
れ
ば
、
命
題
自
体
は
価
値
で
あ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ど
れ
ほ
ど
抽
象
の
度
を
高
め
て
も
、
価
値
に
無
関
係
な

も
の
か
ら
価
値
の
生
れ
る
途
は
な
い
の
で
あ
る
。
も
し
思
惟
さ
れ
た
命
題
か
ら
抽
象
の
過
程
に
よ
っ
て
価
値
と
し

て
の
命
題
自
体
、
即
ち
真
理
自
体
ま
た
は
虚
偽
自
体
が
出
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
こ
の
場
合
思
惟
さ
れ

た
命
題
そ
の
も
の
が
、
正
し
い
命
題
或
い
は
正
し
く
な
い
命
題
と
し
て
、
既
に
一
定
の
価
値
を
含
ん
で
い
る
と
看

做
さ
れ
る
こ
と
を
要
す
る
。
そ
れ
で
は
思
惟
さ
れ
た
命
題
の
こ
の
よ
う
な
正
不
正
の
価
値
に
標
準
を
与
え
る
も
の

は
何
で
あ
ろ
う
か
。
単
な
る
存
在
の
立
場
か
ら
見
ら
れ
る
限
り
、
あ
ら
ゆ
る
思
惟
の
作
用
は
平
等
で
あ
っ
て
正
不

正
の
区
別
は
あ
り
得
な
い
。
思
惟
さ
れ
た
命
題
の
正
不
正
を
規
定
す
る
の
は
存
在
す
る
も
の
で
は
な
く
、
妥
当
す

る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
命
題
自
体
は
か
よ
う
な
妥
当
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
妥
当
す
る
も
の
は
論
理

上
存
在
す
る
も
の
に
先
行
し
、
存
在
す
る
も
の
の
間
に
お
け
る
価
値
の
区
別
を
初
め
て
可
能
に
す
る
。
命
題
自
体

は
思
惟
さ
れ
た
命
題
か
ら
抽
象
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
却
っ
て
こ
れ
に
先
立
っ
て
思
惟
さ
れ
た
命
題
の
価
値
的

抽
象
の
論
理
的
基
礎
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
ボ
ル
ツ
ァ
ー
ノ
は
い
う
、「
も
し
命
題
自
体
が
成
立
し
て
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い
な
い
な
ら
ば
、
我
々
は
思
惟
さ
れ
た
命
題
を
も
た
ぬ
で
あ
ろ
う
。
＊
＊
＊」
他
の
箇
所
で
は
彼
は
ま
た
こ
う
も
い
っ
て

い
る
、「
け
れ
ど
我
々
は
明
ら
か
に
命
題
の
概
念
を
再
び
思
想
の
概
念
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で

あ
ろ
う＊
＊
＊
＊。」

思
想
と
は
思
惟
さ
れ
た
命
題
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
命
題
自
体
が
思
惟
の
作
用
か
ら
独
立
で
あ
る
と
い

う
の
は
、
何
よ
り
も
そ
れ
が
妥
当
の
領
域
に
属
す
る
こ
と
、
更
に
妥
当
が
存
在
に
論
理
上
先
立
つ
こ
と
を
意
味
し

て
い
る
。

＊　

W
issenschaftslehre I, S. 113.

＊
＊　

M
.Palágyi, K

ant und B
olzano.

ボ
ル
ツ
ァ
ー
ノ
の
弟
子
ネ
プ
リ
オ
ン
ス
キ
ー
は
命
題
自
体
や
真
理
自
体
を
抽

象
の
産
物
と
解
す
る
こ
と
に
反
対
し
て
い
る
。（B

ergm
ann. op.cit, S. 41.

）

＊
＊
＊　

W
issenschaftslehre I, S. 86.

＊
＊
＊
＊　

op. cit. S. 93.

右
の
主
張
を
確
か
め
る
た
め
に
私
は
ボ
ル
ツ
ァ
ー
ノ
の
認
識
主
観
に
関
す
る
考
え
を
調
べ
て
み
よ
う
。
こ
の

時
私
は
次
の
如
き
注
目
す
べ
き
言
葉
に
出
会
う
の
で
あ
る
。「
我
々
は
命
題
自
体
（Satz an sich

）
を
思
う
と
き
、

何
か
定
立
さ
れ
た
も
の
（G

esetztes

）
を
考
え
て
は
な
ら
ぬ
。
定
立
さ
れ
た
も
の
は
そ
れ
を
定
立
す
る
主
体
の
存

在
を
予
想
す
る
。＊」
命
題
自
体
は
思
惟
す
る
主
体
の
活
動
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
は
な
い
。
命
題
自
体
の
成
立
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に
対
し
て
は
作
用
と
か
主
体
と
か
は
不
要
で
あ
る＊
＊。

更
に
ま
た
私
は
次
の
如
き
意
味
深
い
言
葉
を
見
出
す
。「
物

自
体
と
我
々
の
思
惟
と
の
ほ
か
に
あ
っ
て
第
三
の
も
の
で
あ
る
真
理
自
体
は
、
我
々
の
思
惟
に
よ
っ
て
た
だ
単
に

把ア
ウ
フ
フ
ァ
ツ
セ
ン
捉
【auffassen

】
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。＊
＊
＊」
こ
こ
に
我
々
は
ボ
ル
ツ
ァ
ー
ノ
の
い
う
認
識
主
観
が
、

自
発
的
、
生
産
的
或
い
は
構
成
的
と
呼
ば
れ
る
如
何
な
る
性
質
を
も
も
た
な
い
の
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
認
識

主
観
は
、
思
惟
の
内
容
を
生
産
す
る
形
而
上
学
的
原
理
で
も
な
け
れ
ば
、
対
象
の
構
成
に
形
式
を
与
え
る
先
験
的

原
理
で
も
な
い
。
そ
れ
は
純
粋
活
動
も
し
く
は
創
造
的
綜
合
の
作
用
で
は
な
く
、
対
象
に
随
従
し
て
、
対
象
を
志

向
し
、
把
捉
す
る
作
用
で
あ
る
。
認
識
の
主
観
は
認
識
の
対
象
の
成
立
に
少
し
も
与
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
む
し
ろ

認
識
主
観
は
個
人
の
体
験
す
る
事
実
で
あ
る
。
単
な
る
体
験
の
事
実
と
し
て
主
観
は
対
象
の
現
れ
る
場
所
で
あ
る

に
過
ぎ
ぬ
。
命
題
自
体
は
未
だ
主
観
の
触
れ
ざ
る
も
の
、
主
観
に
よ
っ
て
成
立
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

＊　

W
issenschaftslehre I, S. 77.

＊
＊　

op. cit. I, SS. 81, 82, 110.

＊
＊
＊　

op. cit. II, S. 23.

認
識
主
観
が
体
験
の
単
な
る
事
実
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
認
識
作
用
が
個
人
の
体
験
す
る
事
実
で
あ
る
こ
と
は

も
と
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
。
ボ
ル
ツ
ァ
ー
ノ
に
よ
る
と
、
認
識
作
用
は
判
断
作
用
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
認
識
と
は
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ボ
ル
ツ
ァ
ー
ノ
の
「
命
題
自
体
」

正
し
い
判
断
の
こ
と
で
あ
る
。
判
断
は
存
在
す
る
も
の
、
し
か
も
自
体
に
お
い
て
存
在
す
る
も
の
で
は
な
く
て
、

判
断
す
る
と
呼
ば
れ
る
主
体
の
心
の
中
に
の
み
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
。
判
断
が
単
な
る
体
験
の
事
実
に
属
す
る

と
い
う
こ
と
は
、
判
断
に
は
確
ゲ
ウ
ィ
ッ
ス
ハ
イ
ト

か
さ
【G

ew
issheit

】
が
伴
い
、
こ
の
確
か
さ
に
無
数
の
程
度
の
差
が
あ
る
と
い
う

こ
と
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
我
々
は
一
の
同
一
の
対
象
に
つ
い
て
、
或
い
は
よ
り
確
か
な
或
い
は
よ
り
不
確
か
な

多
く
の
判
断
の
存
在
す
る
こ
と
を
経
験
す
る
。
し
か
る
に
か
か
る
程
度
の
差
と
い
う
も
の
は
た
だ
感
性
的
な
も
の

の
領
域
に
お
い
て
存
在
す
る
こ
と
で
あ
り
、
感
性
的
な
も
の
は
つ
ね
に
主
観
的
な
体
験
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
客

観
的
な
も
の
は
絶
対
的
に
成
立
し
て
い
て
、
程
度
の
差
を
許
さ
な
い
。
そ
こ
で
ボ
ル
ツ
ァ
ー
ノ
は
確
か
さ
は
命
題

自
体
に
属
す
る
性
質
で
は
な
い
と
い
っ
て
い
る
。
た
だ
判
断
の
み
が
確
か
な
も
の
と
不
確
か
な
も
の
と
に
分
た
れ

る
の
で
あ
る
。
命
題
自
体
は
こ
れ
に
反
し
て
真
な
る
も
の
と
偽
な
る
も
の
と
の
区
分
を
も
っ
て
い
る
。
真
偽
に
は

本
来
程
度
の
差
が
な
い
か
ら
、
判
断
は
固
有
の
意
味
に
お
い
て
は
真
だ
と
か
偽
だ
と
か
呼
ば
れ
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
真
と
偽
と
は
命
題
自
体
の
み
の
有
し
得
る
属
性
で
あ
る
。
か
く
て
ま
た
我
々
は
真
理
と
い
う
も
の
と
認
識
と

い
う
も
の
と
を
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
真
理
は
命
題
自
体
の
一
種
と
し
て
、
こ
れ
を
思
惟
す
る
者
が
あ
る
と

な
い
と
に
拘
ら
ず
、
自
体
に
お
い
て
成
立
し
、
何
等
の
程
度
の
差
も
も
た
ぬ
に
反
し
て
、
認
識
と
は
正
し
い
判
断

の
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
つ
ね
に
体
験
の
事
実
と
結
び
つ
い
て
い
る
故
に
、
認
識
に
は
無
数
の
程
度
が
あ
る＊

。
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＊W
issenschaftslehre I, SS. 116, 117.

私
は
ボ
ル
ツ
ァ
ー
ノ
の
い
う
判
断
を
体
験
の
事
実
と
し
て
解
釈
し
た
。
そ
こ
で
判
断
と
い
う
事
実
の
特
性
を

今
少
し
立
入
っ
て
調
べ
て
み
よ
う
。
判
断
の
事
実
が
感
性
的
な
一
面
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
、
判
断
に
確
か
さ
の

無
数
の
程
度
の
差
の
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
る
に
ボ
ル
ツ
ァ
ー
ノ
は
ま
た
判
断
は
命
題
自
体

を
含
む
と
も
、
命
題
自
体
は
判
断
の
「
材
料
」
で
あ
る
と
も
い
っ
て
い
る
。
更
に
彼
は
い
う
、「
認
識
さ
れ
た
真

理
と
い
う
概
念
は
、
真
理
自
体
の
概
念
と
判
断
の
概
念
と
の
結
合
さ
れ
た
も
の
で
あ
る＊。」
即
ち
判
断
の
事
実
は

二
つ
の
全
く
異
な
る
要
素
か
ら
結
合
さ
れ
た
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
は
命
題
自
体
と
現
実
の
体
験
、
叡
智
界
に
属
す

る
も
の
と
感
性
界
に
属
す
る
も
の
と
の
結
合
で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
が
我
々
の
住
む
事
実
の
世
界
、
い
わ
ゆ
る
ゲ
ネ

シ
ス
の
世
界
を
中
間
的
な
も
の
、
混ミ
ク
ト
ン合

【miktw
n

】
さ
れ
た
も
の
と
考
え
た
よ
う
に
、
ボ
ル
ツ
ァ
ー
ノ
に
と
っ
て

も
認
識
主
観
の
体
験
す
る
事
実
は
中
間
的
な
も
の
、
混
合
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
プ
ラ
ト
ン
の
い
う
ゲ
ネ

シ
ス
の
世
界
は
超
感
性
的
な
も
の
と
感
性
的
な
も
の
と
の
ミ
ク
ト
ン
で
あ
る
が
、
ボ
ル
ツ
ァ
ー
ノ
の
考
え
る
判
断

の
事
実
は
妥
当
す
る
も
の
と
感
性
的
な
も
の
と
の
ミ
ク
ト
ン
で
あ
る
。
命
題
自
体
が
主
観
の
作
用
の
中
に
現
れ
る

と
き
判
断
は
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

＊　

W
issenschaftslehre I, S. 116.
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ー
ノ
の
「
命
題
自
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」

判
断
の
作
用
は
命
題
自
体
を
志
向
す
る
に
あ
る
。
主
観
的
な
認
識
の
体
験
は
命
題
自
体
を
志
向
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
客
観
的
な
意
味
を
得
て
く
る
。
し
か
る
に
判
断
の
命
題
自
体
に
対
す
る
関
係
は
、
前
者
の
志
向
が
後
者
に

適
合
し
て
い
る
か
、
も
し
く
は
適
合
し
て
い
な
い
か
、
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
一
般
に
作
用
は
単
な
る

作
用
と
し
て
は
論
理
的
意
義
を
も
つ
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
、
志
向
の
体
験
に
お
い
て
論
理
的
に
意
味
あ
る
も
の

が
作
用
の
「
意
味
」
と
し
て
作
用
か
ら
解
き
離
さ
れ
、
作
用
は
か
か
る
意
味
を
担
う
も
の
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が

必
要
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
判
断
と
呼
ば
れ
る
志
向
の
体
験
に
お
い
て
作
用
か
ら
解
き
離
す
こ
と
の
で
き
る
意
味
と

は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ボ
ル
ツ
ァ
ー
ノ
は
判
断
の
志
向
作
用
が
真
理
自
体
に
適
合
し
て
い
る
と
き
、
こ

の
作
用
の
意
味
を
「
正
」【R
ichtige

】
と
い
い
、
適
合
し
て
い
な
い
場
合
、
こ
れ
を
「
不
正
」【unrichtige

】
と
名
附

け
て
い
る＊

。
従
っ
て
判
断
は
意
味
の
上
か
ら
正
と
不
正
と
に
別
れ
、
作
用
の
上
か
ら
適
合
性
と
不
適
合
性
と
に
分

た
れ
る
。
ボ
ル
ツ
ァ
ー
ノ
は
ま
た
判
断
を
種
と
す
る
二
つ
の
類
と
し
て
「
認
識
」
と
「
錯
誤
」
と
を
区
別
し
て
い

る
が
、
認
識
と
は
正
し
い
意
味
を
含
む
判
断
を
い
い
、
錯
誤
と
は
正
し
か
ら
ぬ
意
味
を
含
む
判
断
を
い
う
の
で
あ

る＊
＊。＊　

W
issenschaftslehre I, SS. 109,154.

＊
＊　

op. cit. I, SS. 109, 116.
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こ
こ
に
注
意
す
べ
き
は
ボ
ル
ツ
ァ
ー
ノ
が
正
不
正
と
い
う
対
立
と
真
偽
と
い
う
対
立
と
の
間
に
区
別
を
設
け
、

次
序
を
定
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
に
よ
る
と
、
判
断
は
固
有
の
意
味
で
真
或
い
は
偽
と
呼
ば
る
べ
き
で
は
な

い
。
そ
れ
は
正
当
に
は
正
ま
た
は
不
正
と
い
う
意
味
を
担
う
の
み
で
あ
る
。
正
不
正
は
判
断
の
作
用
が
判
断
の
対

象
に
対
す
る
適
合
性
も
し
く
は
不
適
合
性
と
共
に
生
れ
る
価
値
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
限
り
に
お
い
て
現
実
の
主

観
に
依
属
す
る
価
値
で
あ
る
。
も
と
よ
り
正
不
正
も
理
論
的
価
値
で
あ
る
か
ら
客
観
性
を
要
求
す
べ
き
で
あ
り
、

従
っ
て
そ
れ
は
何
等
か
客
観
的
な
も
の
に
そ
の
標
準
を
求
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
主
観
の
作
用
に
内
在
す
る
意
味
と
し

て
の
正
不
正
は
、
何
等
か
超
越
的
な
も
の
を
標
準
と
し
て
こ
れ
に
規
定
さ
れ
る
こ
と
を
要
す
る
。
か
か
る
客
観
的

な
も
の
、
超
越
的
な
も
の
、
判
断
に
対
し
て
標
準
と
な
る
も
の
は
、
ま
さ
に
判
断
の
対
象
で
あ
り
、
判
断
の
対
象

は
命
題
自
体
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
我
々
は
命
題
自
体
の
範
囲
を
原
型
的
な
領
域
と
い
い
、
判
断
の
範
囲
を
模
象
的

な
領
域
と
名
附
け
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
る
に
真
と
偽
と
は
真
理
自
体
、
虚
偽
自
体
と
し
て
命
題
自
体
に
属
す

る
。
真
理
と
虚
偽
と
は
原
型
的
な
領
域
に
属
す
る
故
に
、
模
象
的
な
判
断
の
領
域
に
属
す
る
正
と
不
正
と
に
対
し

て
標
準
と
な
り
得
る
。
命
題
自
体
は
現
実
の
主
観
を
超
越
し
て
成
立
す
る
組
織
態
で
あ
る
か
ら
、
真
理
と
虚
偽
と

は
ま
た
判
断
の
作
用
を
超
越
し
て
自
体
に
お
い
て
成
立
す
る
価
値
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
正
不
正
が
作
用
か
ら

解
き
離
さ
れ
た
「
意
味
」
で
あ
る
の
に
反
し
て
、真
偽
は
作
用
に
少
し
も
係
わ
る
こ
と
の
な
い
「
価
値
」
で
あ
る
。
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か
く
し
て
真
と
偽
、
正
と
不
正
は
、
一
は
原
型
的
領
域
、
他
は
模
象
的
領
域
に
属
す
る
も
の
、
一
は
超
越
的
価
値
、

他
は
内
在
的
意
味
と
し
て
、
一
は
他
の
標
準
と
し
て
、
間
隔
を
も
ち
次
序
を
な
し
て
対
立
し
て
い
る
。

ボ
ル
ツ
ァ
ー
ノ
の
判
断
に
関
す
る
思
想
を
調
べ
て
き
た
我
々
は
、
今
一
度
翻
っ
て
判
断
の
対
象
の
問
題
に
つ

い
て
考
え
て
み
よ
う
。
判
断
の
対
象
は
普
通
に
「
表
象
の
関
係
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
近
世
の
論
理
学

に
お
い
て
多
く
の
功
績
を
の
こ
し
た
ロ
ッ
ツ
ェ
の
如
き
も
、
こ
の
考
え
を
出
て
い
な
い
。
判
断
の
対
象
は
表
象
の

間
の
単
な
る
関
係
或
い
は
表
象
の
単
な
る
結
合
で
あ
っ
て
、
未
だ
如
何
な
る
価
値
的
性
質
を
も
帯
び
ぬ
も
の
で
あ

る
。
我
々
の
前
に
浮
ぶ
こ
の
よ
う
な
価
値
と
没
交
渉
な
い
わ
ゆ
る
「
材
料
」
に
我
々
の
判
断
の
作
用
が
加
わ
っ
て

来
る
と
き
、
そ
こ
に
初
め
て
判
断
に
お
け
る
価
値
の
要
素
が
現
れ
て
来
る
。
判
断
に
お
け
る
真
偽
、
正
不
正
と
い

う
如
き
価
値
の
要
素
は
、
判
断
の
作
用
の
側
に
お
い
て
、
作
用
に
内
在
す
る
意
味
で
あ
っ
て
、
作
用
の
向
う
当
の

も
の
、
判
断
の
対
象
の
側
に
は
価
値
の
要
素
は
な
く
、
一
般
に
価
値
に
対
し
て
無
記
な
も
の
が
存
在
す
る
の
み
で

あ
る
、
と
普
通
に
は
説
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
も
し
価
値
の
要
素
が
た
だ
主
観
の
作
用
に
内
在
す
る
も
の

と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
主
観
的
な
価
値
は
自
己
の
客
観
性
の
標
準
を
何
処
に
求
む
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
標

準
を
再
び
主
観
の
作
用
の
側
に
求
め
る
こ
と
、
即
ち
判
断
の
標
準
を
再
び
判
断
に
求
め
る
こ
と
は
、
単
に
無
限
の

繰
り
返
し
を
要
求
す
る
こ
と
に
過
ぎ
な
い
か
ら
、
我
々
は
そ
れ
を
判
断
の
対
象
の
側
に
求
め
る
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
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う
。
と
こ
ろ
が
作
用
か
ら
独
立
に
成
立
す
る
判
断
の
対
象
が
、
価
値
に
無
関
係
な
単
な
る
表
象
の
結
合
で
あ
っ
て

み
れ
ば
、
そ
れ
は
作
用
の
意
味
に
対
し
て
標
準
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
他
の
価
値
の
標
準
と
な
り
得
る
も
の

は
み
ず
か
ら
価
値
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
判
断
の
対
象
そ
の
も
の
が
価
値
で
あ
る
と
き
、
初
め
て
よ
く
そ
れ
は

判
断
の
作
用
に
内
在
す
る
意
味
に
対
し
て
標
準
た
る
の
位
置
に
立
つ
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
故
に
ボ
ル
ツ
ァ
ー
ノ

が
命
題
自
体
を
価
値
に
没
交
渉
な
も
の
と
看
做
さ
な
い
で
、
こ
れ
を
妥
当
の
領
域
に
据
え
、
判
断
の
正
と
不
正
と

に
標
準
を
与
え
る
も
の
は
命
題
自
体
で
あ
る
と
考
え
た
の
は
、
判
断
の
対
象
に
関
す
る
深
い
洞
察
を
語
る
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

命
題
自
体
は
真
理
自
体
と
虚
偽
自
体
と
に
分
れ
る
。
即
ち
判
断
の
対
象
は
単
に
価
値
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、

み
ず
か
ら
の
う
ち
に
価
値
の
「
対
立
」
を
含
む
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
ま
た
我
々
は
判
断
の
対
象
に
つ
い
て
ボ
ル

ツ
ァ
ー
ノ
の
鋭
い
洞
察
に
出
会
う
。
命
題
自
体
は
判
断
の
作
用
か
ら
独
立
に
成
立
す
る
故
に
、
真
理
自
体
と
虚
偽

自
体
と
の
価
値
の
対
立
が
、
我
々
の
判
断
の
作
用
に
よ
っ
て
初
め
て
命
題
自
体
の
領
域
の
中
へ
持
ち
込
ま
れ
る
も

の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
む
し
ろ
判
断
の
作
用
は
自
体
に
お
い
て
成
立
す
る
価
値
の
対
立
を
み
ず
か
ら

の
中
へ
引
き
入
れ
よ
う
と
試
み
る
に
過
ぎ
な
い
。
判
断
の
作
用
の
材
料
ま
た
は
基
礎
そ
の
も
の
の
う
ち
に
既
に
含

ま
れ
る
価
値
と
反
価
値
と
が
、
こ
の
作
用
の
う
ち
に
お
け
る
価
値
と
反
価
値
と
の
根
源
で
あ
る
。
判
断
の
対
象
に
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の
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題
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お
け
る
一
層
高
次
的
な
、
原
本
的
な
価
値
の
対
立
の
故
に
、
こ
の
対
象
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
作
用
は
ま
た
そ
れ

に
相
応
し
て
自
己
の
う
ち
に
価
値
の
対
立
を
表
す
べ
き
当
為
の
要
求
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。
内
在
的
な
価
値
の
対

立
は
原
型
的
な
価
値
の
対
立
の
模
象
に
過
ぎ
ぬ
。
更
に
こ
れ
を
反
対
の
側
か
ら
考
察
す
る
と
、
判
断
の
作
用
の
意

味
は
つ
ね
に
正
と
不
正
と
の
対
立
を
表
す
か
ら
、
我
々
は
必
然
的
に
こ
の
よ
う
な
対
立
の
存
在
理
由
を
問
う
ベ
き

で
あ
る
。
し
か
る
に
判
断
を
再
び
判
断
に
「
就
い
て
」
の
判
断
と
し
て
定
義
す
る
こ
と
が
明
ら
か
な
背
理
で
あ
る

以
上
、
判
断
の
作
用
の
意
味
の
対
立
に
存
在
理
由
を
与
え
る
も
の
が
再
び
判
断
の
作
用
に
内
在
す
る
意
味
、
即
ち

正
不
正
の
対
立
で
あ
り
得
な
い
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
そ
れ
は
必
ず
判
断
の
対
象
そ
の
も
の
に
お
け
る
価
値
の
対

立
、
命
題
自
体
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
真
偽
の
対
立
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
し
て
真
理
自
体
と
虚
偽
自
体
と
の

対
立
は
、正
し
い
判
断
と
正
し
か
ら
ぬ
判
断
と
の
対
立
の
前
提
で
あ
る
と
共
に
標
準
で
あ
る
。そ
し
て
こ
の
際
我
々

は
特
に
虚
偽
自
体
の
思
想
を
強
調
し
て
、
次
の
如
く
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
虚
偽
は
、
普
通
に
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
、

主
観
の
作
用
の
錯
誤
に
よ
っ
て
初
め
て
生
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
反
対
に
自
体
に
お
い
て
否
認
さ
る
べ
き

組
織
態
の
成
立
し
て
い
る
こ
と
が
主
観
の
作
用
の
錯
誤
を
惹
き
起
す
理
由
で
あ
る
。
判
断
を
判
断
に
「
就
い
て
」

の
判
断
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
限
り
、
正
し
い
否
定
の
判
断
の
作
用
の
向
う
と
こ
ろ
の
も
の
は
こ

の
作
用
に
内
在
す
る
意
味
で
あ
る
不
正
で
あ
り
得
ず
、
主
観
の
錯
誤
か
ら
独
立
に
成
立
し
て
い
る
虚
偽
自
体
で
な
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け
れ
ば
な
ら
ぬ＊

。

＊　

ラ
ス
ク
は
ボ
ル
ツ
ァ
ー
ノ
の
命
題
自
体
を
解
し
て
、
判
断
の
作
用
か
ら
解
き
離
さ
れ
た
「
意
味
」
で
あ
っ

て
、
作
用
か
ら
超
越
し
て
自
体
に
お
い
て
成
立
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
っ
て
い
る
（E. Lask, D

ie Lehre vom
 

U
rteil)

。
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
及
び
フ
ッ
サ
ー
ル
の
影
響
の
も
と
に
あ
る
人
々
が
ボ
ル
ツ
ァ
ー
ノ
を
ま
た
こ
の
よ
う
に

解
し
て
い
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
ゴ
ッ
タ
ル
ト
（G

otthardt, B
olzanos Lehre vom

 “Satz an sich.”1909

）

【Bolzanos Lehre vom
 “Satz an sich” in ihre m

ethodologischen Bedeutung

】。
ゴ
ム
ペ
ル
ツ
（H

. G
om

perz, 

W
eltanschauungslehre II.1908

））
な
ど
の
解
釈
も
大
体
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
私
は
ボ
ル
ツ
ァ
ー
ノ
に
お
け
る
プ

ラ
ト
ニ
ス
ム
ス
が
強
調
さ
れ
、
そ
の
意
義
が
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
思
う
。
多
く
の
点
に
お
い
て
プ
ラ
ト
ニ
ケ

ル
で
あ
っ
た
ラ
ス
ク
と
ボ
ル
ツ
ァ
ー
ノ
と
の
間
に
類
似
の
見
出
さ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
ラ
ス
ク
は
彼
自
身
信

じ
て
い
た
以
上
に
ボ
ル
ツ
ァ
ー
ノ
に
接
近
し
て
い
た
。
こ
の
二
人
の
思
想
の
異
同
を
比
較
研
究
し
て
我
々
の
態
度

を
定
め
る
こ
と
は
興
味
と
利
益
と
の
あ
る
仕
事
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
た
だ
我
々
の
ボ
ル
ツ
ァ
ー
ノ
解
釈
が
ラ
ス

ク
の
思
想
に
よ
っ
て
多
く
の
光
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
を
告
白
し
て
お
こ
う
。

四
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ボ
ル
ツ
ァ
ー
ノ
の
い
う
認
識
主
観
は
個
人
の
体
験
の
単
な
る
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
は
対
象
の
現
れ
る
場
所
に

過
ぎ
な
い
。
主
観
は
対
象
を
構
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
の
活
動
を
み
ず
か
ら
基
礎
附
け
て
ゆ
く
も
の
で
は
な

く
、
た
だ
単
に
対
象
を
受
け
容
れ
る
受
動
的
な
作
用
で
あ
る
。
対
象
の
超
越
性
と
内
在
性
と
は
、
対
象
の
側
か
ら

い
う
と
、
自
己
の
成
立
し
て
い
る
場
所
の
変
化
で
あ
っ
て
、
そ
の
本
質
に
は
何
等
の
影
響
も
な
い
の
で
あ
る
。
却

っ
て
対
象
は
主
観
が
こ
れ
を
思
惟
す
る
と
否
と
に
拘
ら
ず
、
自
体
に
お
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
か
ら
離
れ
て
、
プ

ラ
ト
ン
の
比
喩
を
用
い
る
と
、
天
上
の
世
界
に
安
住
す
る
。
か
く
の
如
く
考
え
る
な
ら
ば
、
主
観
と
対
象
と
の
関

係
は
畢
竟
偶
然
的
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
主
観
が
た
ま
た
ま
対
象
を
把
捉
し
得
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
幸
福
な

偶
然
に
属
す
る
と
見
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
対
象
が
如
何
に
し
て
思
惟
さ
れ
る
位
置
に
来
る
か
、
思
惟
が
如
何
に
し

て
対
象
を
認
識
す
る
境
遇
に
会
う
か
は
要
す
る
に
謎
と
な
っ
て
し
ま
う
。

右
の
如
き
主
観
の
一
般
的
な
性
質
に
附
随
し
て
、
我
々
は
ま
た
特
に
判
断
の
作
用
に
つ
い
て
次
の
如
き
特
別

の
困
難
に
逢
着
す
る
。
ボ
ル
ツ
ァ
ー
ノ
に
よ
る
と
判
断
の
正
と
不
正
と
は
命
題
自
体
に
対
す
る
適
合
と
不
適
合
と

に
依
っ
て
定
ま
る
。
と
こ
ろ
で
主
観
は
一
般
に
受
動
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
判
断
の
作
用
に
し
て

も
単
に
命
題
自
体
を
受
け
容
れ
る
の
み
で
あ
る
。
ボ
ル
ツ
ァ
ー
ノ
が
判
断
は
命
題
自
体
を
含
む
と
い
う
の
は
こ
の

意
味
で
あ
る
。
判
断
の
作
用
は
命
題
自
体
を
「
志
向
す
る
」
作
用
で
あ
っ
て
、
命
題
自
体
に
対
し
て
「
態
度
を
決
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定
す
る
」
作
用
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
判
断
が
命
題
自
体
に
適
合
し
て
い
る
と
か
適
合
し
て
い
な
い
と
か

い
う
こ
と
は
、
命
題
自
体
に
向
う
志
向
の
作
用
が
こ
れ
に
十
全
で
あ
る
か
、
不
十
全
で
あ
る
か
を
意
味
す
る
の
ほ

か
な
い
。
こ
こ
に
一
つ
の
困
難
が
起
り
は
し
な
い
か
。
虚
偽
自
体
も
ま
た
命
題
自
体
の
一
種
で
あ
る
が
、
虚
偽
自

体
に
適
合
し
て
い
る
判
断
を
我
々
は
如
何
に
呼
ぶ
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
虚
偽
自
体
に
対
す
る
適
合
も
ま
た
明
ら
か

に
一
種
の
適
合
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
判
断
は
、
そ
の
「
適
合
性
」
の
故
に
正
し
い
判
断
で
あ
り
得
る
が
、

し
か
し
も
し
判
断
の
作
用
が
志
向
の
作
用
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
判
断
は
ま
さ
に
「
虚
偽
自
体
」
に
十

全
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
ま
た
正
し
か
ら
ぬ
判
断
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
更
に
我
々
は
虚
偽
自
体
に
適
合
し

て
い
な
い
判
断
を
ど
の
よ
う
に
名
附
く
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
か
か
る
判
断
は
、
一
方
、
そ
れ
が
疑
い
も
な
く
一
つ

の
「
不
適
合
性
」
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
正
し
か
ら
ぬ
判
断
で
あ
る
べ
き
筈
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
他
方
、
か
か

る
判
断
の
志
向
の
作
用
の
不
十
全
で
あ
る
当
の
も
の
が
ま
さ
に
「
虚
偽
自
体
」
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
正
し
い
判
断

と
見
ら
れ
な
い
で
も
な
か
ろ
う
。
さ
て
こ
の
よ
う
な
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
原
因
が
適
合
性
不
適
合
性
を
志
向
の
十
全

不
全
と
同
一
に
視
る
こ
と
、
根
本
的
に
は
、
判
断
の
作
用
を
志
向
の
作
用
と
解
す
る
こ
と
に
あ
る
の
は
、
誰
も
容

易
に
看
取
し
得
る
。
こ
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
遁
れ
る
た
め
に
は
、
判
断
の
作
用
が
能
動
的
な
も
の
、
即
ち
対
象
に

対
し
て
「
態
度
を
決
定
す
る
」
作
用
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
か
く
判
断
の
自
発
性
を
認
め
て
来
る
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と
き
、
現
代
の
多
く
の
論
理
学
者
に
よ
っ
て
注
意
さ
れ
た
、
判
断
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
実
践
的
要
素
が
重
要
な
意

味
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
判
断
の
作
用
は
一
つ
の
意
志
決
定
で
あ
っ
て
、
肯
定
も
し
く
は
否
定
、
諾
ま
た
は
否

と
い
う
こ
と
に
お
い
て
判
断
の
特
色
は
発
揮
さ
れ
る
。
判
断
に
内
在
す
る
意
味
は
肯
定
と
否
定
と
に
よ
っ
て
構
成

さ
れ
る
意
味
で
あ
る
。
正
と
不
正
と
は
諾
と
否
と
の
意
味
で
あ
る
。
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
虚
偽
自
体
即

ち
自
体
に
お
い
て
否
認
さ
る
べ
き
組
織
態
を
否
認
或
い
は
否
定
す
る
判
断
、
従
っ
て
こ
の
意
味
に
お
け
る
対
象
に

対
す
る
適
合
は
、ま
が
い
も
な
く
正
し
い
判
断
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
虚
偽
自
体
を
是
認
ま
た
は
肯
定
す
る
判
断
、

従
っ
て
こ
の
意
味
に
お
け
る
対
象
に
対
す
る
不
適
合
は
、
疑
い
も
な
く
正
し
か
ら
ぬ
判
断
で
あ
る
。
判
断
を
単
に

志
向
の
作
用
と
見
な
い
で
決
定
の
作
用
と
見
る
と
き
初
め
て
、
こ
の
作
用
に
内
在
す
る
正
不
正
の
意
味
が
明
確
に

規
定
さ
れ
る
。
こ
の
と
き
初
め
て
肯
定
否
定
と
正
不
正
と
の
二
つ
の
対
立
の
交
錯
が
一
義
的
に
限
定
さ
れ
て
、
適

合
性
不
適
合
性
と
正
不
正
と
の
対
応
が
確
立
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
真
理
自
体
を
価
値
と
し
て
肯
定
す
る
こ
と
及
び

虚
偽
自
体
を
反
価
値
と
し
て
否
定
す
る
こ
と
は
、
い
ず
れ
も
対
象
に
適
合
す
る
決
定
と
し
て
正
で
あ
り
、
真
理
自

体
を
反
価
値
と
し
て
否
定
す
る
こ
と
及
び
虚
偽
自
体
を
価
値
と
し
て
肯
定
す
る
こ
と
は
、
共
に
対
象
に
適
合
せ
ぬ

決
定
と
し
て
不
正
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

か
く
て
我
々
は
正
不
正
の
問
題
か
ら
更
に
真
偽
の
問
題
へ
移
っ
て
考
え
て
み
よ
う
。
正
不
正
の
標
準
は
真
偽
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で
あ
っ
た
が
、
真
偽
の
標
準
は
何
で
あ
る
か
を
我
々
は
問
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
ボ
ル
ツ
ァ
ー
ノ
は
命
題
自
体
の
要
素

と
し
て
表
象
自
体
を
挙
げ
て
い
る
。
表
象
自
体
と
い
う
の
は
現
に
我
々
の
心
の
中
に
あ
る
表
象
で
な
く
、
ま
た
実

際
に
存
在
す
る
対
象
に
附
属
し
て
い
る
も
の
で
も
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
嘗
て
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
考
え
た
如
き
言

葉
の
理
想
的
な
意
味
の
統
一
で
あ
る
。
か
か
る
表
象
自
体
の
結
合
か
ら
、
一
方
で
は
真
理
自
体
、
他
方
で
は
虚
偽

自
体
と
い
う
対
立
の
生
れ
る
の
は
、
如
何
な
る
標
準
に
よ
っ
て
で
あ
る
か
を
我
々
は
問
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
場
合
一
つ
の
命
題
自
体
の
中
に
含
ま
れ
る
表
象
自
体
相
互
の
間
の
調
和
と
か
不
調
和
と
か
が
、
そ
の
命

題
自
体
の
真
偽
の
決
定
的
な
標
準
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
は
単
に
形
式
的
な
、
消
極
的

な
標
準
に
と
ど
ま
り
、
こ
の
よ
う
な
標
準
は
他
に
実
質
的
な
、
積
極
的
な
標
準
を
求
め
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
規
制

さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
ら
ば
我
々
は
命
題
自
体
に
お
け
る
価
値
の
対
立
に
対
す
る
か
か
る
高
級
の
標
準
を
何
処

に
尋
ぬ
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
ボ
ル
ツ
ァ
ー
ノ
は
真
理
自
体
を
定
義
し
て
い
う
、
真
理
自
体
と
は
物
の
あ
る
が
ま
ま

に
そ
の
通
り
に
言
い
表
し
て
い
る
命
題
で
あ
る＊

。
我
々
は
こ
の
言
葉
か
ら
、
ボ
ル
ツ
ァ
ー
ノ
が
命
題
自
体
の
真
偽

の
標
準
を
対
象
そ
の
も
の
、
固
有
の
意
味
に
お
け
る
「
対
象
」
に
お
い
て
い
る
の
を
察
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
こ
に
い
う
対
象
は
、
我
々
が
こ
れ
ま
で
対
象
と
呼
ん
で
来
た
も
の
、
即
ち
「
判
断
の
対
象
」
で
は
な
い
。
判
断

の
対
象
は
命
題
自
体
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
い
う
対
象
は
命
題
自
体
の
標
準
と
な
る
も
の
、
普
通
に
「
実
在
」
と
呼
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ボ
ル
ツ
ァ
ー
ノ
の
「
命
題
自
体
」

ば
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
対
象
と
の
一
致
或
い
は
不
一
致
に
従
っ
て
、
命
題
自
体
は
価
値
と
反
価
値
と
に
区
別

さ
れ
る
。
命
題
自
体
の
領
域
は
対
象
の
領
域
と
判
断
の
領
域
と
の
恰
も
中
間
に
位
置
を
占
め
る
。
正
不
正
と
い
う

判
断
の
意
味
に
対
し
て
標
準
を
与
え
る
も
の
は
真
理
自
体
虚
偽
自
体
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
も
の
に
対
し
て
ま
た
標

準
を
与
え
る
も
の
は
対
象
で
あ
る
。
命
題
自
体
は
判
断
の
意
味
に
対
し
て
は
第
一
次
的
で
あ
る
が
、
対
象
に
対
し

て
は
第
二
次
的
と
な
る
。
判
断
の
領
域
に
対
し
て
原
型
的
な
命
題
自
体
の
領
域
も
、
対
象
の
領
域
に
対
し
て
は
模

象
的
な
領
域
で
あ
る
。

＊　

W
issenschaftslehre I, S. 112.

さ
て
ボ
ル
ツ
ァ
ー
ノ
は
対
象
を
如
何
に
考
え
て
い
る
か
。
彼
の
思
索
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
無
雑
作
で
単

純
で
あ
る
。
彼
の
考
え
る
と
こ
ろ
は
普
通
行
わ
れ
る
実
在
論
の
範
囲
を
出
て
い
な
い
。
今
か
か
る
実
在
論
に
伴
う

種
々
の
困
難
を
指
摘
す
る
こ
と
は
我
々
に
と
っ
て
不
要
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
た
だ
ボ
ル
ツ
ァ
ー
ノ
に
お
い
て
も
対

象
は
論
理
的
な
も
の
の
背
後
に
あ
る
も
の
、
論
理
の
支
配
の
範
囲
外
に
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
注
意

す
れ
ば
足
り
る
。
か
く
て
我
々
は
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
、
も
し
対
象
が
論
理
的
な
も
の
の
如
何
な
る
要
素
も
も
た

ぬ
と
す
れ
ば
、
論
理
的
な
も
の
と
何
等
の
関
わ
り
も
な
い
対
象
は
、
如
何
に
し
て
論
理
的
な
も
の
、
命
題
自
体
の

標
準
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
か
。
我
々
は
も
と
よ
り
こ
れ
を
理
解
し
得
べ
く
も
な
い
。
む
し
ろ
我
々
は
そ
れ
自
身
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論
理
的
な
も
の
と
必
然
的
な
関
係
に
あ
る
も
の
に
し
て
初
め
て
よ
く
他
の
論
理
的
な
も
の
の
標
準
と
な
り
得
る
こ

と
を
知
っ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
も
し
対
象
が
命
題
自
体
に
対
し
て
標
準
と
し
て
の
資
格
を
も
つ
べ
き
で
あ
る
な
ら

ば
、
対
象
そ
の
も
の
も
ま
た
論
理
的
な
も
の
の
支
配
す
る
領
域
へ
引
き
入
れ
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
我
々
は
判
断
の

論
理
と
共
に
対
象
の
論
理
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
尤
も
対
象
の
領
域
と
判
断
の
領
域
と
は
異
な
る
平
面
に
属

す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
対
象
的
論
理
的
な
も
の
と
非
対
象
的
論
理
的
な
も
の
と
は
ど
こ
ま
で
も
区
別
さ
れ
る
こ
と

を
要
す
る
。
一
は
原
型
的
論
理
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
他
は
模
象
的
論
理
的
な
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
論
理
的

な
も
の
は
対
象
の
領
域
へ
導
き
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
如
何
な
る
意
味
を
得
て
来
る
で
あ
ろ
う
か
。

ボ
ル
ツ
ァ
ー
ノ
が
問
題
と
し
て
い
な
い
対
象
の
論
理
を
哲
学
の
主
要
問
題
と
し
た
の
は
カ
ン
ト
で
あ
る
。
カ

ン
ト
は
ボ
ル
ツ
ァ
ー
ノ
に
お
い
て
論
理
的
な
も
の
の
背
後
に
あ
っ
た
も
の
の
上
に
論
理
の
光
を
注
ご
う
と
す
る
。

カ
ン
ト
は
論
理
的
な
も
の
の
重
要
な
区
別
と
し
て
綜
合
判
断
と
分
析
判
断
と
の
区
別
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
区
別

が
心
理
的
な
区
別
で
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
従
っ
て
、
例
え
ば
教
師
に
は
分
析
判
断
で
あ
る
も
の
も
生

徒
に
は
綜
合
判
断
で
あ
る
な
ど
と
い
っ
て
、
こ
の
区
別
を
非
難
す
る
こ
と
は
無
駄
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
区
別
が
形

式
論
理
学
の
範
囲
に
お
け
る
区
別
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。そ
れ
故
に
あ
ら
ゆ
る
分
析
は
綜
合
を
予
想
し
、

す
べ
て
の
綜
合
は
分
析
を
予
想
す
る
と
い
っ
て
、
こ
の
区
別
に
反
対
す
る
こ
と
も
的
な
き
こ
と
で
あ
る
。
カ
ン
ト
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ボ
ル
ツ
ァ
ー
ノ
の
「
命
題
自
体
」

も
み
ず
か
ら
こ
の
区
別
が
形
式
論
理
学
に
お
い
て
は
無
意
味
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る＊

。
綜
合
的
と
分
析
的
と

は
む
し
ろ
論
理
的
な
も
の
の
二
つ
の
領
域
を
区
別
す
る
名
で
あ
る
。
即
ち
綜
合
的
と
は
先
験
的
論
理
的
な
も
の
の

領
域
を
示
す
言
葉
で
あ
り
、
分
析
的
と
は
形
式
的
論
理
的
な
も
の
の
領
域
を
表
す
言
葉
で
あ
る
。
一
は
対
象
的
論

理
的
な
も
の
の
特
性
を
指
し
、
他
は
非
対
象
的
論
理
的
な
も
の
を
特
質
附
け
る
。
カ
ン
ト
も
ま
た
対
象
的
論
理
的

な
も
の
が
原
型
的
領
域
で
あ
り
、
非
対
象
的
論
理
的
な
も
の
は
模
象
的
領
域
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
故
に

彼
は
綜
合
判
断
が
必
ず
分
析
判
断
に
先
行
す
る
こ
と
を
説
き
、
前
者
が
後
者
の
前
提
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る＊
＊。

と
こ
ろ
で
対
象
的
原
型
的
領
域
を
特
質
附
け
る
綜
合
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
に
よ
る
と
綜
合

と
は
同
種
の
も
の
の
結
合
で
は
な
い
。
そ
れ
は
い
つ
で
も
相
異
な
る
、
各
違
っ
た
生
れ
を
も
つ
、
全
く
異
質
的
な

二
つ
の
要
素
、
即
ち
形
式
と
内
容
或
い
は
範
疇
と
範
疇
素
材
と
の
結
合
を
意
味
す
る＊
＊
＊。
素
材
は
感
性
的
な
も
の
の

領
域
に
属
し
て
非
論
理
的
な
も
の
で
あ
る
が
、形
式
は
先
験
的
な
も
の
の
領
域
に
属
し
て
論
理
的
な
も
の
で
あ
る
。

対
象
の
領
域
の
特
質
が
綜
合
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
対
象
は
つ
ね
に
論
理
的
な
も
の
と
非
論
理
的
な
も
の
と
の
結
合

で
あ
る
と
見
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
従
っ
て
論
理
的
な
も
の
は
対
象
に
お
け
る
「
一
つ
の
要
素
」
で
あ
っ
て
、
対
象

そ
の
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
カ
ン
ト
は
、単
な
る
範
疇
か
ら
は
如
何
な
る
綜
合
命
題
も
作
ら
れ
な
い
、

と
い
う
＊
＊
＊
＊。

論
理
的
な
範
疇
は
非
論
理
的
な
範
疇
素
材
と
相
俟
っ
て
初
め
て
よ
く
対
象
を
構
成
し
得
る
一
片
で
あ
る
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に
過
ぎ
な
い
。
か
よ
う
に
し
て
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
対
象
の
領
域
へ
ま
で
支
配
を
拡
げ
る
こ
と
の
で
き
た
論
理
的
な

も
の
は
、
同
時
に
そ
の
自
足
性
を
失
っ
て
、
対
象
に
お
け
る
一
つ
の
要
素
と
し
て
の
み
意
味
を
も
ち
得
る
こ
と
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。

＊　

K
ant, K

ritik der reinen Vernunft, 2te A
ufl., S.193.

＊
＊　

op.cit. S. 130.

＊
＊
＊　

op.cit. S. 327.

＊
＊
＊
＊　

op.cit. S. 289.

対
象
的
綜
合
的
な
も
の
が
原
型
的
領
域
と
し
て
非
対
象
的
分
析
的
な
も
の
の
尺
度
と
標
準
と
で
あ
る
な
ら
ば
、

こ
の
模
象
的
領
域
に
お
け
る
対
象
の
構
造
も
原
型
的
対
象
の
構
造
と
等
し
く
見
ら
る
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う

か
。
判
断
の
対
象
も
ま
た
形
式
と
内
容
、
範
疇
と
範
疇
素
材
と
の
結
合
か
ら
成
立
す
る
組
織
態
と
考
え
ら
る
べ
き

で
は
な
い
か
。
従
っ
て
ボ
ル
ツ
ァ
ー
ノ
の
い
う
よ
う
に
判
断
の
対
象
は
全
く
論
理
的
な
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ

論
理
的
な
も
の
と
非
論
理
的
な
も
の
と
の
結
合
で
あ
り
、
論
理
的
な
も
の
は
こ
こ
に
お
い
て
も
対
象
の
「
一
つ
の

要
素
」
で
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
と
よ
り
命
題
自
体
を
構
成
す
る
形
式
や
素
材
は
、
対
象
そ
の
も
の
の
領

域
に
お
け
る
原
型
的
形
式
、
原
型
的
素
材
と
い
う
如
き
も
の
に
対
し
て
は
、
模
象
的
形
式
、
模
象
的
素
材
と
も
呼
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ス
ピ
ノ
ザ
に
於
け
る
人
間
と
国
家

ば
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
カ
ン
ト
も
既
に
暗
示
し
て
い
る
如
く
、
判
断
の
二
つ
の
要
素
、
主
語
と
客
語

と
は
、
一
は
素
材
の
、
他
は
形
式
の
位
置
を
占
め
る
と
解
さ
る
べ
き
で
は
な
い
か＊

。
こ
の
興
味
あ
る
問
題
、
更
に

他
の
い
く
つ
か
の
重
要
な
問
題
、
―
―
判
断
の
意
味
の
構
成
に
主
観
の
作
用
が
は
た
ら
く
と
同
様
、
判
断
の
対
象

の
構
成
に
主
観
の
作
用
が
与
る
か
、
も
し
与
る
と
す
れ
ば
こ
の
作
用
も
ま
た
判
断
と
呼
ば
る
べ
き
で
あ
る
か
、
進

ん
で
は
対
象
そ
の
も
の
の
構
成
に
主
観
が
関
係
す
る
か
、
も
し
関
係
す
る
と
す
れ
ば
こ
の
主
観
も
ま
た
判
断
主

観
と
呼
ば
れ
得
る
か
、
―
―
一
般
に
認
識
論
に
お
い
て
判
断
中
心
の
思
想
を
徹
底
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
論
理

の
領
域
に
お
け
る
実
践
理
性
の
優
位
の
思
想
は
維
持
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
ボ
ル
ツ
ァ
ー
ノ
の
客
観
主
義
が

我
々
に
課
す
る
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
思
索
を
め
ぐ
ら
す
た
め
に
、
私
は
一
応
私
の
議
論
を
打
ち
切
ろ
う
。

＊　

K
ant, K

ritik der reinen Vernunft, 2te A
ufl., 129.
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ス
ピ
ノ
ザ
に
於
け
る
人
間
と
国
家

一

ス
ピ
ノ
ザ
は
そ
の
政
治
論
文
に
お
い
て
、
彼
の
意
図
は
国
家
に
関
す
る
理
論
を
人
間
的
本
性
の
状
態
そ
の
も

の
か
ら
導
き
出
す
に
あ
る
と
述
べ
た
。
か
よ
う
な
人
間
的
本
性
の
研
究
を
人
間
学
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
ス
ピ
ノ
ザ
の

国
家
論
は
人
間
学
的
基
礎
の
上
に
立
っ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
い
な
、
寧
ろ
ス
ピ
ノ
ザ
は
人
間

学
的
基
礎
の
上
に
国
家
論
を
樹
て
よ
う
と
し
た
一
の
模
範
的
な
場
合
を
現
し
て
い
る
。「
こ
の
科
学
の
領
域
を
数

学
の
領
域
と
同
様
な
公
平
無
私
を
も
っ
て
探
究
せ
ん
が
た
め
に
、
予
は
人
間
的
諸
活
動
を
笑
わ
ず
、
歎
か
ず
、
ま

た
蔑
む
こ
と
な
く
、
認
識
す
る
こ
と
に
熱
心
に
努
め
た
。
そ
こ
で
予
は
愛
、
憎
、
怒
、
嫉
妬
、
功
名
心
、
同
情
及

び
そ
の
他
の
心
の
激
動
の
如
き
人
間
的
諸
情
念
を
ば
、
人
間
的
本
性
の
過
誤
と
し
て
で
は
な
く
、
却
っ
て
恰
も
熱
、

寒
、
嵐
、
雷
及
び
そ
の
他
こ
の
種
の
も
の
が
空
気
の
本
性
に
属
す
る
よ
う
に
、
人
間
的
本
性
に
属
す
る
性
質
と
し

て
観
察
し
た
。」
と
彼
は
こ
の
書
の
序
論
（Tractatus politicus. I, 4

）
の
中
で
云
っ
て
い
る
。
即
ち
ス
ピ
ノ
ザ
は

特
に
情
念 affectus 

に
つ
い
て
の
科
学
的
研
究
を
も
っ
て
国
家
論
の
基
礎
と
考
え
た
。
そ
し
て
彼
の
主
著
倫
理
学
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ス
ピ
ノ
ザ
に
於
け
る
人
間
と
国
家

に
お
い
て
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
情
念
論
は
彼
の
人
間
学
の
一
の
主
な
る
部
分
で
あ
っ
た
。

こ
の
人
間
学
の
一
般
的
性
質
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
我
々
は
そ
れ
を
単
に
心
理
学
と
解

し
、
時
に
云
わ
れ
る
如
く
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
国
家
の
諸
問
題
に
対
し
て
心
理
学
的
説
明
を
与
え
た
と
考
え
て
は
な
ら

ぬ
。
こ
の
人
間
学
は
先
ず
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
云
っ
た
よ
う
に
、
人
間
的
本
性
の
内
容
性
そ
の
も
の
を
、
生
の
諸
内

容
及
び
諸
価
値
が
そ
の
う
ち
に
お
い
て
表
現
に
達
す
る
生
の
聯
関
を
、
研
究
す
る
と
い
う
点
で
、
近
代
の
心
理
学

か
ら
区
別
さ
れ
る
。
然
し
次
に
こ
の
人
間
学
は
、
か
か
る
全
き
内
容
性
に
お
け
る
人
間
的
本
性
も
し
く
は
生
を
全

存
在
と
の
関
聯
に
お
い
て
、
就
な
か
ん
ず
く中

人
間
的
存
在
の
存
在
根
拠
で
あ
る
も
の
と
の
関
係
に
お
い
て
研
究
す
る
の
で
あ

る
。
従
っ
て
こ
の
人
間
学
は
単
な
る
心
理
学
で
な
く
、
寧
ろ
一
の
存
在
論
で
あ
っ
た
。
ス
ピ
ノ
ザ
の
情
念
論
は
存

在
論
的
前
提
の
上
に
立
つ
の
み
で
な
く
、
そ
れ
自
身
根
本
的
に
存
在
論
的
に
解
明
さ
れ
て
お
り
、
か
く
て
人
間
学

を
基
礎
と
す
る
彼
の
国
家
論
の
如
き
も
、
そ
の
存
在
論
的
前
提
か
ら
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
根
本
的

に
解
明
さ
れ
得
る
。
そ
れ
故
に
彼
の
政
治
論
文
及
び
神
学
・
政
治
論
文
の
如
き
は
当
然
彼
の
倫
理
学
と
の
関
聯
に

お
い
て
理
解
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る＊

。
そ
れ
に
よ
っ
て
初
め
て
、
例
え
ば
彼
の
国
家
論
の
最
も
重
要
な
内
容
の
一

を
な
す
自
然
法
乃
至
自
然
権
思
想
が
、
こ
の
思
想
の
歴
史
に
お
い
て
占
め
る
独
自
性
も
把
握
さ
れ
る
こ
と
が
で
き

る
。
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＊　

近
く
は
ア
ド
ル
フ
・
メ
ン
ツ
ェ
ル
の
詳
細
な
研
究 A

dolf M
enzel, D

ie Staatslehre Spinozas

（B
eiträge zur 

G
eschichte der Staatslehre 1929) 

も
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
な
お
甚
だ
稀
薄
で
あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
倫
理
学
第
二

部
の
終
に
、「
こ
の
教
説
は
、
そ
れ
が
如
何
な
る
仕
方
で
市
民
を
統
治
し
且
つ
指
導
す
べ
き
か
、
即
ち
彼
等
が
奴
隷

的
に
服
従
す
る
の
で
は
な
く
自
由
の
動
機
か
ら
最
善
な
る
こ
と
を
な
す
よ
う
に
統
治
し
且
つ
指
導
す
る
こ
と
を
教

え
る
限
り
、
国
家
的
共
同
体
に
と
っ
て
も
少
な
か
ら
ず
有
用
で
あ
る
。」
と
書
い
て
い
る
。
彼
の
政
治
国
家
論
が
彼

の
主
著
と
内
的
な
連
繋
を
有
す
る
こ
と
は
こ
れ
を
見
て
も
明
瞭
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
が
今
我
々
に
と
っ
て
特
に
問

題
で
あ
る
。

か
よ
う
な
人
間
学
の
基
礎
の
上
に
立
っ
て
い
る
ス
ピ
ノ
ザ
の
国
家
論
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
語
を
借
り
て
多
分

適
切
に
精
神
科
学
の
自
然
的
体
系
と
し
て
特
色
付
け
ら
れ
、
か
よ
う
な
体
系
の
最
も
偉
大
な
る
も
の
の
一
つ
と
見

做
さ
れ
得
よ
う
。
然
る
に
こ
の
と
き
精
神
科
学
の
自
然
的
体
系
と
い
う
こ
と
は
、
単
に
精
密
自
然
科
学
の
方
法
を

精
神
科
学
の
領
域
へ
移
入
す
る
と
い
う
こ
と
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
い
。
ひ
と
り
両
者
の
方
法
の
同
一
の
み
で
な

く
、
寧
ろ
何
よ
り
も
対
象
の
原
理
的
な
同
一
性
が
信
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
自
然
は
二
つ
の
科
学
の
共
通
の
活
動

範
囲
を
形
作
る
と
見
ら
れ
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
方
法
の
共
通
性
も
考
え
ら
れ
た
。
情
念
の
起
源
及
び
性
質
を
取
扱

っ
た
倫
理
学
第
三
部
の
序
説
に
お
い
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
、「
自
然
は
つ
ね
に
同
一
で
あ



二
九
五

ス
ピ
ノ
ザ
に
於
け
る
人
間
と
国
家

り
、
そ
し
て
そ
の
力
及
び
活
動
力
は
到
る
処
一
に
し
て
同
一
で
あ
る
、
換
言
す
れ
ば
、
凡
て
の
も
の
が
そ
れ
に
従

っ
て
生
じ
且
つ
或
る
形
相
か
ら
他
の
形
相
へ
変
ず
る
と
こ
ろ
の
自
然
の
法
則
及
び
規
則
は
到
る
処
つ
ね
に
同
一
で

あ
る
、
従
っ
て
ま
た
あ
ら
ゆ
る
物
の
本
性
を
認
識
す
る
仕
方
は
一
に
し
て
同
一
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
即
ち
自
然

の
一
般
的
法
則
及
び
規
則
に
よ
っ
て
の
認
識
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。」
精
神
科
学
の
対
象
界
も
総
体
の
自
然
の
一

部
分
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
力
説
し
た
点
で
あ
っ
て
、
そ
の
政
治
論
文
の
中
で
も
、
人
間
は
自

然
の
う
ち
に
あ
っ
て
「
国
家
の
う
ち
に
お
け
る
国
家
」 im

perium
 in im

perio 

の
如
き
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ

と
を
特
に
述
べ
て
い
る
（Tr. pol. II, 6.

）。
自
然
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
全
存
在
論
の
根
本
概
念
で
あ
り
、
自
然
は
存
在

を
現
す
最
も
包
括
的
な
名
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
に
精
神
科
学
の
自
然
的
体
系
と
し
て
の
彼
の
国
家
論
の
全
特
殊
性

は
、
こ
の
よ
う
な
自
然
概
念
の
全
体
の
基
本
的
構
造
の
解
明
を
通
じ
て
で
な
け
れ
ば
十
分
に
把
握
さ
れ
得
な
い
。

然
る
に
い
ま
こ
の
点
を
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
ば
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
国
家
論
が
単
に
経
験
的 em

pirisch 

立
場
に
立

つ
も
の
で
な
い
こ
と
は
言
う
を
俟
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
彼
の
国
家
論
の
立
場
は
経
験
的
と
云
わ
れ
な
い
ま
で
も
、

し
ば
し
ば
現
実
主
義
的 realistisch 

と
し
て
特
徴
付
け
ら
れ
て
い
る
。
実
際
、
彼
の
政
治
論
文
の
序
論
的
部
分
を

見
る
と
き
、
そ
れ
が
決
し
て
不
当
で
な
い
こ
と
を
思
わ
し
め
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
そ
こ
に
お
い
て
、
人
間
を
あ
る
が

ま
ま
に
捉
え
ず
、
却
っ
て
人
間
を
か
く
も
あ
れ
か
し
と
彼
等
の
希
望
す
る
通
り
に
考
え
る
非
現
実
的
な
理
論
家
た
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ち
乃
至
哲
学
者
た
ち
を
甚
だ
鋭
い
口
調
を
も
っ
て
非
難
し
た
。
こ
の
よ
う
な
人
々
は
嘗
て
有
用
な
国
家
論
を
書
い

た
た
め
し
が
な
く
、た
だ
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
描
い
た
に
過
ぎ
ぬ
。
政
治
家
た
ち
が
寧
ろ
勝
れ
た
も
の
を
書
い
て
い
る
、

「
な
ぜ
な
ら
彼
等
は
経
験
を
教
師
に
も
ち
、
実
際
か
ら
掛
け
離
れ
た
よ
う
な
何
事
も
教
え
な
か
っ
た
か
ら
。」
研
究

家
た
ち
の
示
し
た
如
く
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
か
よ
う
な
思
想
は
直
接
に
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
に
結
び
付
き
、
そ
の
影
響
下
に

立
っ
て
い
る
。
即
ち
既
に
か
の
特
異
な
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
人
も
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
国
家
を
様
々
に
考
案
し
た
哲
学
者

た
ち
を
嘲
り
、
有
効
な
政
治
論
を
書
こ
う
と
す
る
者
は
、
ま
さ
に
あ
る
べ
き
人
間
の
生
活
で
な
く
現
に
あ
る
と
こ

ろ
の
人
間
の
生
活
に
依
準
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
。
然
し
な
が
ら
我
々
は
ス
ピ
ノ
ザ
を
マ
キ
ア
ヴ

ェ
リ
と
同
じ
意
味
に
お
け
る
現
実
主
義
者
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
政
治
論
文
の
こ
の
序
論
的
部
分
は
人
々
の

注
意
し
た
如
く
一
方
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
の
君
主
論
第
十
五
章
に
連
な
り
は
す
る
が
、
然
し
同
時
に
他
方
倫
理
学
第
三

部
序
説
に
繋
が
り
、
二
つ
の
箇
所
の
間
に
は
多
く
の
文
字
通
り
の
一
致
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
初

に
云
っ
た
如
く
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
政
治
論
文
は
ど
こ
ま
で
も
彼
の
倫
理
学
と
の
関
係
を
離
れ
て
理
解
さ
る
べ
き
で
な

い
。
彼
の
国
家
論
に
お
け
る
現
実
主
義
は
、
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
の
場
合
の
如
く
政
治
的
実
践
に
関
す
る
現
実
主
義
を

目
差
す
の
で
は
な
く
、
却
っ
て
彼
の
哲
学
的
現
実
主
義
の
帰
結
に
過
ぎ
な
い
。
そ
し
て
こ
の
哲
学
的
現
実
主
義
は

彼
に
あ
っ
て
神
即
自
然 D

eus sive natura 

と
い
う
汎
神
論
的
立
場
の
現
れ
で
あ
っ
た
。「
愈
々
多
く
個
物
を
認
識
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ス
ピ
ノ
ザ
に
於
け
る
人
間
と
国
家

す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、我
々
は
愈
々
多
く
神
を
認
識
す
る
。」（Ethica, V, 24.

）
と
ス
ピ
ノ
ザ
は
云
う
。
在
る
も
の
を
、

我
々
が
在
る
べ
き
も
の
と
空
想
す
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
罵
り
、
詛の
ろ

い
な
ど
す
る
の
で
な
く
、
在
る
が
ま
ま
に
認
識

す
る
と
い
う
こ
と
が
、彼
の
ひ
た
す
ら
に
求
め
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
認
識
は
彼
に
と
っ
て
よ
り
高
き
も
の
で
あ
り
、

実
践
で
な
く
観
想
が
彼
の
立
場
で
あ
っ
た
。
彼
の
国
家
論
の
現
実
主
義
に
あ
っ
て
は
究
極
に
お
い
て
政
治
的
現
実

主
義
が
問
題
で
あ
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
そ
れ
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
究
極
的
な
諸
前
提
の
う
ち
に
基
礎
付
け
ら
れ
て
い

る
非
政
治
的
現
実
主
義
の
一
発
現
で
あ
る
と
云
わ
れ
よ
う
。
従
っ
て
我
々
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
現
実
主
義
的
立
場
が
マ

キ
ア
ヴ
ェ
リ
に
類
似
す
る
よ
り
も
、
寧
ろ
種
々
な
る
意
味
に
お
い
て
ヘ
ー
ゲ
ル
に
接
近
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
彼
の
エ
ナ
【
イ
エ
ナ
】
時
代
、
自
然
法
の
学
問
的
な
取
扱
方
に
就
い
て
と
い
う
論
文
に
お
い
て
、

既
存
の
諸
体
系
及
び
諸
方
向
に
対
立
し
て
こ
の
領
域
に
お
け
る
彼
の
新
理
論
の
説
明
を
企
て
た
。
か
か
る
取
扱
方

に
こ
こ
で
は
三
つ
の
も
の
が
区
別
さ
れ
た
。
第
一
は
経
験
的
取
扱
方
で
あ
り
、
第
二
は
反
省
的
取
扱
方
と
呼
ば
れ

得
る
も
の
で
あ
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
れ
ら
を
批
判
し
た
後
に
、
彼
自
身
の
と
る
第
三
の
立
場
に
つ
い
て
論
じ
た
。

こ
れ
は
即
ち
思
弁
的
取
扱
方
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
自
然
法
の
反
省
的
取
扱
方
と
は
云
う
ま
で
も
な
く
カ
ン
ト
・
フ

ィ
ヒ
テ
の
哲
学
的
立
場
を
指
し
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
立
場
を
ヘ
ー
ゲ
ル
が
却
け
た
の
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
が
ユ
ー
ト
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ピ
ア
的
考
え
方
を
排
し
た
の
に
相
応
す
る
と
も
見
ら
れ
な
く
は
な
か
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
当
為
の
思
想
は
一
の
最
高

の
意
味
に
お
け
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
も
見
做
さ
れ
得
る
か
ら
で
あ
る
。
自
然
法
の
経
験
的
取
扱
方
に
つ
い
て
は
、
ヘ

ー
ゲ
ル
は
特
に
い
わ
ゆ
る
自
然
状
態
に
関
す
る
ホ
ッ
ブ
ス
の
学
説
を
模
範
的
場
合
と
し
て
眼
中
に
お
い
て
い
た
。

と
こ
ろ
で
自
然
法
思
想
の
歴
史
に
お
い
て
ホ
ッ
ブ
ス
と
ス
ピ
ノ
ザ
と
は
一
緒
に
語
ら
れ
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
け

れ
ど
も
我
々
は
両
者
の
間
の
或
る
類
似
に
も
拘
ら
ず
決
定
的
な
差
異
を
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
ホ
ッ
ブ
ス
の

経
験
論
が
抽
象
的
で
あ
っ
た
の
に
比
し
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
立
場
は
寧
ろ
現
実
主
義
的
で
あ
っ
た
。
ス
ピ
ノ
ザ
の
国

家
論
の
意
図
は
「
経
験
ま
た
は
実
践
と
合
致
す
る
も
の
」「
実
践
と
最
も
よ
く
一
致
す
る
も
の
」
を
確
か
な
、
疑

う
べ
か
ら
ざ
る
仕
方
で
展
開
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
然
る
に
こ
の
点
に
関
し
て
は
ヘ
ー
ゲ
ル
も
現
実
主
義
的
で
あ

っ
た
と
云
わ
れ
得
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
右
の
論
文
の
中
で
、
経
験
的
立
場
は
、
そ
の
凡
て
の
理
論
的
欠
陥
に
も
拘
ら

ず
、
経
験
に
オ
リ
エ
ン
テ
ィ
ー
レ
ン
す
る
と
い
う
大
な
る
利
益
を
有
し
、
全
体
の
直
観
に
生
か
さ
れ
、
実
際
上
の

法
律
的
実
践
に
よ
っ
て
理
論
の
欠
点
を
認
識
し
、
従
っ
て
そ
れ
が
哲
学
者
や
形
而
上
学
者
の
非
実
際
的
な
諸
理
論

を
軽
ん
ず
る
の
は
正
当
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
或
は
ま
た
彼
は
、
法
律
哲
学
綱
要
の
序
の
中
で
書
い
て
い
る
、

「
哲
学
的
著
作
と
し
て
本
書
は
、
在
る
べ
き
さ
ま
の
一
国
家

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
構
成
す
べ
き
こ
と
か
ら
最
も
遠
く
離
れ
て
い
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。
本
書
の
う
ち
に
存
し
得
る
教
え
は
、
国
家
に
そ
れ
が
如
何
に
あ
る
べ
き
か
を
教
え
る
と
い
う
こ
と
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ス
ピ
ノ
ザ
に
於
け
る
人
間
と
国
家

を
目
差
し
得
ず
、却
っ
て
寧
ろ
倫
理
的
宇
宙
た
る
国
家
が
如
何
に
認
識
さ
る
べ
き
か
を
教
え
る
の
で
あ
る
。」
我
々

は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
か
か
る
態
度
と
ス
ピ
ノ
ザ
が
特
に
そ
の
政
治
論
文
の
序
論
で
明
ら
か
に
し
た
態
度
と
の
間
に
或
る

一
致
を
認
め
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。「
ひ
と
が
哲
学
す
る
こ
と
を
始
め
る
と
き
、
ひ
と
は
先
ず
ス
ピ
ノ

ザ
主
義
者
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。」
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
云
っ
た
。
今
こ
の
小
論
の
目
的
は
、
如
何
な
る
点
に
お
い
て
、

ま
た
如
何
な
る
程
度
ま
で
、
ス
ピ
ノ
ザ
が
「
思
弁
的
」、
従
っ
て
弁
証
法
的
で
あ
っ
た
か
を
示
し
、
従
来
ス
ピ
ノ

ザ
の
国
家
論
に
つ
い
て
行
わ
れ
て
来
た
見
解
に
対
し
若
干
の
補
正
を
試
み
る
こ
と
に
あ
る
。

二

精
神
科
学
の
自
然
的
体
系
に
と
っ
て
の
根
本
命
題
は
次
の
よ
う
に
表
さ
れ
る
、
―
―U

naquaeque res, 

quantum
 in se est, in suo esse perseverare conatur. （Eth. III, 6.

）
即
ち
自
己
の
有
に
固
執
せ
ん
と
す
る
努
力
、

い
わ
ゆ
る
自
己
保
有
の
努
力 conatus 

が
人
間
の
一
切
の
道
徳
的
生
活
の
中
心
を
形
作
っ
て
い
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
に

よ
れ
ば
、
こ
の
努
力
こ
そ
各
々
の
物
の
本
質 essentia 
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
彼
は
人
間
に
関
し
て
そ
の
本

質
と
そ
の
力 potentia 

と
を
同
一
に
考
え
た
（Eth. IV, 53, D

em
.

）。
更
に
彼
は
徳 virtus 

と
力
と
を
同
一
で
あ

る
と
定
義
し
た
（Eth. IV, D

efinit. 8.

）。
総
括
し
て
云
え
ば
、
人
間
の
本
質
は
彼
の
力
で
あ
り
、
彼
の
力
は
彼
の
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徳
で
あ
り
、
そ
し
て
彼
の
自
己
保
存
の
努
力
は
凡
て
こ
れ
ら
の
も
の
を
現
す
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
ス
ピ
ノ
ザ

の
存
在
論
の
根
本
思
想
か
ら
従
っ
て
来
る
。
蓋
し
物
の
本
質
は
神
の
様
態 m

odus 

で
あ
り
、
神
の
本
質
を
或
る

一
定
の
仕
方
で
表
現
し
、
然
る
に
倫
理
学
第
一
部
定
理
三
十
四
に
よ
れ
ば
、
神
の
本
質
と
力
と
は
同
一
で
あ
る
が

故
に
、
神
の
力
を
或
る
一
定
の
仕
方
で
表
現
す
る
。
法
も
し
く
は
権
利 Jus 

に
つ
い
て
の
思
想
も
全
く
同
じ
関
係

に
あ
る
の
で
あ
る
。
自
然
的
な
物
が
そ
れ
に
よ
っ
て
存
在
し
且
つ
活
動
す
る
力
は
神
の
力
そ
の
も
の
に
ほ
か
な
ら

な
い
か
ら
、
我
々
は
自
然
権
が
何
で
あ
る
か
を
容
易
に
理
解
し
得
る
、
と
ス
ピ
ノ
ザ
は
云
う
。
い
ず
れ
の
自
然
的

な
物
も
そ
れ
が
存
在
及
び
活
動
に
対
し
て
力
を
有
す
る
だ
け
そ
れ
だ
け
自
然
権
を
有
す
る
、
な
ぜ
な
ら
自
然
的
な

物
が
そ
れ
に
よ
っ
て
存
在
し
且
つ
活
動
す
る
力
は
絶
対
に
自
由
な
る
神
の
力
以
外
の
何
物
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る

（Tr. pol. II, 3.

）。
そ
こ
で
ス
ピ
ノ
ザ
に
あ
っ
て
は
力
と
権
利
と
は
一
致
す
る
、然
し
単
に
力
と
権
利
の
み
で
な
く
、

力
と
徳
と
も
一
致
す
る
と
考
え
ら
れ
た
。

そ
れ
故
に
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
け
る
自
然
法
の
概
念
が
先
ず
何
等
の
当
為
を
も
意
味
し
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

各
人
は
能
う
限
り
自
己
の
存
在
を
維
持
し
よ
う
と
努
力
し
、
そ
し
て
各
人
は
彼
が
力
を
有
す
る
だ
け
そ
れ
だ
け
権

利
を
有
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
各
人
は
、
賢
愚
を
問
わ
ず
、
彼
が
何
を
試
み
何
を
為
す
に
せ
よ
、
自
然
の
十
分
な

権
利
を
も
っ
て
そ
れ
を
試
み
ま
た
為
す
の
で
あ
る
。
自
然
法
は
何
人
も
が
欲
せ
ず
何
人
も
が
為
し
得
な
い
こ
と
の
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ス
ピ
ノ
ザ
に
於
け
る
人
間
と
国
家

ほ
か
何
事
を
も
禁
じ
な
い
。
そ
れ
は
争
い
、
憎
み
、
怒
り
、
苦
痛
、
凡
そ
一
の
衝
動
が
促
す
何
物
を
も
非
難
し
な

い
。
単
に
理
性
の
み
で
な
く
、
諸
々
の
情
念
も
、
人
間
の
自
己
保
存
の
努
力
と
結
び
つ
い
て
い
る
限
り
、
自
然
権

を
も
っ
て
い
る
。
凡
て
の
人
間
は
理
性
に
従
っ
て
生
活
し
て
い
る
わ
け
で
な
く
、
欲
望
に
動
か
さ
れ
て
活
動
し
て

い
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
か
ら
、
人
間
の
自
然
権
は
理
性
で
な
く
寧
ろ
欲
望
と
力
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
。
情

念
に
自
然
権
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
我
々
の
自
然

0

0

0

0

0

の
法
則
の
見
地
か
ら
す
れ
ば
不
条
理
で
あ
る
に
し
て
も
、

全
自
然
の

0

0

0

0 totius naturae 
法
則
の
見
地
か
ら
す
れ
ば
不
条
理
で
は
な
い
。人
間
的
領
域
に
お
け
る
一
切
の
不
調
和
、

笑
う
べ
き
こ
と
、
不
合
理
な
こ
と
、
悪
し
き
こ
と
も
、
宇
宙
の
調
和
の
う
ち
に
解
消
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
人
間
は

全
自
然
の
一
部
分
で
あ
り
、
こ
の
自
然
の
必
然
性
に
よ
っ
て
の
み
あ
ら
ゆ
る
個
体
は
或
る
一
定
の
仕
方
で
存
在
し

且
つ
活
動
す
る
よ
う
に
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
（Tractatus theologico-politicus X

V
I.

）。
即
ち
ス
ピ
ノ
ザ
の
自

然
法
思
想
は
宇
宙
的
な
も
の
に
オ
リ
エ
ン
テ
ィ
ー
レ
ン
し
て
い
る
。自
然
権
は
人
間
か
ら
規
定
さ
れ
る
の
で
な
く
、

却
っ
て
も
と
全
自
然
の
中
で
基
礎
付
け
ら
れ
て
、
人
間
に
お
い
て
特
殊
化
さ
れ
る
。
従
っ
て
彼
は
自
然
権
に
関
し

て
、
元
来
、
人
間
と
例
え
ば
魚
の
如
き
他
の
自
然
の
個
体
と
の
間
に
、
理
性
的
な
人
間
と
精
神
的
に
病
的
な
人
間

と
の
間
に
何
等
の
差
別
も
認
め
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
個
体
は
如
何
に
か
し
て
自
己
の
有
に
固
執
せ
ん
こ
と
を
努
め
、

且
つ
そ
れ
は
自
然
の
権
利
を
も
っ
て
そ
の
こ
と
を
為
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
の
権
利
の
限
界
は
、
た
だ
そ
れ
の
力
の
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限
界
に
よ
っ
て
限
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
宇
宙
的
な
も
の
に
オ
リ
エ
ン
テ
ィ
ー
レ
ン
し
た
自
然

法
の
概
念
が
も
と
も
と
一
の
法
律
概
念
で
な
い
の
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

か
く
て
ス
ピ
ノ
ザ
は
人
間
の
自
然
権
か
ら
出
発
し
て
い
わ
ゆ
る
自
然
状
態
を
規
定
し
た
。
人
間
生
活
の
自
然

状
態
か
ら
出
立
し
て
自
然
権
を
規
定
す
る
の
で
な
く
、
そ
の
逆
の
仕
方
を
と
っ
た
と
こ
ろ
に
彼
の
自
然
法
の
取
扱

方
が
単
に
経
験
的
で
な
い
こ
と
が
見
ら
れ
よ
う
。
そ
の
仕
方
は
彼
の
国
家
論
の
特
殊
性
を
、
就
中
ホ
ッ
ブ
ス
に
対

す
る
関
係
に
お
い
て
理
解
す
る
た
め
に
記
憶
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
間
は
自
然
の
一
部
分
に
過
ぎ
な
い
、

け
れ
ど
も
自
然
で
あ
る
と
こ
ろ
の
自
然
の
こ
の
部
分
は
勝
れ
た
意
味
に
お
い
て
自
然
、
力
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

蓋
し
人
間
は
人
間
と
し
て
他
の
凡
て
の
動
物
に
詭
計
や
狡
智
に
お
い
て
、
従
っ
て
力
に
お
い
て
ま
さ
っ
て
い
る

（Tr. pol. II, 14.

）。
彼
は
動
物
よ
り
も
一
層
多
く
の
力
を
有
し
、
従
っ
て
一
層
多
く
の
権
利
を
有
す
る
。
然
る
に

人
間
は
か
く
も
狡
智
と
詭
計
と
に
長
け
て
い
る
が
故
に
、
互
い
に
と
っ
て
最
高
の
程
度
に
お
い
て
危
険
で
あ
る
。

私
が
最
も
恐
れ
、
そ
れ
に
対
し
て
最
も
保
護
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
は
、
私
の
最
大
の
敵
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
人

間
は
普
通
に
怒
り
、
妬
み
、
憎
み
な
ど
の
諸
情
念
に
自
然
的
に
従
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
人
間
は
自
然
上
互

い
に
敵
で
あ
る
。
か
く
て
人
間
生
活
の
自
然
状
態
に
お
い
て
は
各
人
は
各
人
に
対
し
て
敵
で
あ
る
。
尤
も
こ
の
場

合
忘
る
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
は
、
人
間
生
活
の
か
か
る
自
然
状
態
は
人
間
の
特
定
の
存
在
0

0

、
即
ち
動
物
の
存
在
よ
り
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ス
ピ
ノ
ザ
に
於
け
る
人
間
と
国
家

も
よ
り
高
き

0

0

0

0

量
の
存
在
と
共
に
与
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
万
人
に
対
す
る
万
人
の
戦
争
を
現
す
こ
の
自

然
状
態
は
既
に
人
間
の
よ
り
高
き

0

0

0

0

程
度
の
力
の
表
徴
で
あ
り
、
こ
の
自
然
状
態
に
相
関
し
て
与
え
ら
れ
る
国
家
の

必
然
性
は
そ
れ
故
に
動
物
の
存
在
よ
り
も
よ
り
高
き

0

0

0

0

人
間
の
存
在
、
力
、
従
っ
て
権
利
を
現
す
と
考
え
ら
れ
ね
ば

な
ら
ぬ
。

自
然
状
態
に
あ
っ
て
は
人
間
は
全
く
「
自
己
の
権
利
の
も
と
に
」 sui juris 

あ
る
。
然
る
に
権
利
は
力
と
一
致

す
る
か
ら
、
自
然
状
態
に
お
い
て
は
各
人
は
彼
が
自
己
を
他
人
の
侵
害
に
対
し
て
保
証
し
得
る
あ
い
だ
自
己
の
権

利
の
も
と
に
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
自
然
状
態
に
お
い
て
は
一
切
人
【
万
人
】
は
一
切
人
に
対
し
て
敵
で
あ
る
故
に
、

各
々
の
個
人
は
自
分
だ
け
で
他
の
凡
て
の
個
人
に
対
し
て
唯
徒
ら
に
空
し
く
自
分
を
守
り
得
る
の
み
で
あ
る
。「
か

く
て
個
人
の
自
然
権
は
、
そ
れ
が
単
に
個
人
の
そ
れ
で
あ
り
そ
し
て
彼
の
力
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
あ
い
だ
は
ゼ

ロ
に
等
し
い
。
そ
れ
の
維
持
の
確
実
性
が
何
等
存
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
現
実
に
お
い
て
よ
り
も
寧
ろ

空
想
に
お
い
て
存
す
る
に
過
ぎ
ぬ
。」（Tr. pol. II, 15.
）。
ス
ピ
ノ
ザ
に
よ
れ
ば
、
人
間
生
活
の
自
然
状
態
は
個

人
の
自
然
権
か
ら
従
っ
て
来
る
、
し
か
も
個
人
の
自
然
権
は
自
然
状
態
に
お
い
て
は
無
に
等
し
い
。
こ
こ
に
我
々

は
こ
の
自
然
状
態
の
弁
証
法
的
性
質
を
認
め
得
る
で
あ
ろ
う
。自
然
状
態
に
あ
っ
て
は
い
ず
れ
の
個
人
も
全
く「
自

己
の
権
利
の
も
と
に
」
あ
る
。
け
れ
ど
も
か
か
る
個
人
の
絶
対
的
な
自
然
権
は
ヘ
ー
ゲ
ル
的
に
云
え
ば
全
然
「
抽
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象
的
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
他
人
に
よ
っ
て
絶
え
ず
危
く
さ
れ
、
現
実
に
お
い
て
は
ゼ
ロ
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
各
人

が
全
く
「
自
己
の
権
利
の
も
と
に
」
あ
る
と
い
う
こ
と
は
全
く
「
他
人
の
権
利
の
も
と
に
」alterius juris 

あ
る

と
い
う
こ
と
と
同
一
で
あ
る
。
抽
象
的
に
絶
対
的
に
自
己
の
権
利
の
も
と
に
あ
る
こ
と
は
絶
対
的
に
他
人
の
権
利

の
も
と
に
あ
る
こ
と
と
一
致
す
る
。

な
お
次
の
こ
と
が
あ
る
。
人
間
は
互
い
に
敵
で
あ
り
、
他
を
恐
れ
る
理
由
を
も
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
我
々

は
我
々
の
存
在
の
保
存
の
た
め
に
我
々
以
外
の
何
物
を
も
要
す
る
こ
と
な
し
に
や
っ
て
ゆ
け
ず
、
我
々
の
外
に
あ

る
物
と
交
わ
る
こ
と
な
し
に
生
き
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
固
よ
り
我
々
の
外
に
は
我
々
に
と
っ
て
有
用
で

あ
り
、
従
っ
て
求
む
べ
き
種
々
様
々
な
物
が
あ
る
。「
そ
の
中
で
考
え
得
べ
き
最
も
価
値
あ
る
も
の
は
我
々
の
本

性
と
全
然
一
致
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。」「
そ
れ
だ
か
ら
人
間
に
と
っ
て
人
間
ほ
ど
有
用
な
も
の
は
な
い
。」

H
om

ini igitur nihil hom
ine utilius. 

（Eth. IV, 18, Schol.

）、
―
―
か
く
て
人
間
に
と
っ
て
最
悪
の
敵
で
あ
る
人

間
は
、
同
時
に
人
間
に
と
っ
て
最
大
の
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
ま
た
あ
ら
ゆ
る
人
間
に
は
孤
独
に
対
す
る
恐

怖
が
生
具
し
て
い
る
。

既
に
云
っ
た
よ
う
に
、
自
然
状
態
に
お
け
る
個
々
の
人
間
の
自
然
権
は
全
く
抽
象
的
で
あ
り
、
無
に
等
し
い
。

「
人
間
種
族
に
固
有
な
る
も
の
と
し
て
の
自
然
権
に
就
い
て
は
、
本
来
た
だ
、
人
間
が
共
同
の
権
利
を
有
し
、
彼
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ス
ピ
ノ
ザ
に
於
け
る
人
間
と
国
家

等
が
一
緒
に
彼
等
の
住
み
且
つ
耕
し
得
る
土
地
を
自
分
の
も
の
と
し
て
要
求
し
、
自
分
を
守
り
、
一
切
の
暴
力
を

斥
け
そ
し
て
全
体
の
共
同
の
意
志
に
従
っ
て
生
活
す
る
こ
と
の
で
き
る
場
合
に
お
い
て
の
み
、
語
ら
れ
得
る
。
蓋

し
よ
り
多
く
の
者
が
か
か
る
仕
方
で
一
に
結
合
す
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
よ
り
多
く
彼
等
は
全
体
に
権
利
を
有
す
る
こ

と
と
な
る
。
ス
コ
ラ
哲
学
者
た
ち
が
人
間
は
自
然
状
態
に
お
い
て
は
殆
ど
全
く
自
己
の
権
利
の
も
と
に
あ
り
得
な

い
と
い
う
理
由
で
人
間
を
社
会
的
動
物 anim

al sociale 

と
呼
ぼ
う
と
欲
す
る
な
ら
ば
、
予
は
彼
等
に
反
対
す
べ

き
何
物
も
有
し
な
い
。」（Tr. pol. Il, 15.

）。
人
間
の
力
は
、
た
だ
国
家
ま
た
は
社
会
の
力
と
し
て
の
み
、
人
間
の

力
と
し
て
存
す
る
。
個
人
の
自
然
権
は
個
人
の
も
の
と
し
て
は
全
く
抽
象
的
で
あ
っ
て
、
た
だ
「
共
同
の
権
利
」

jus com
m

une 

と
し
て
の
み
現
実
的

0

0

0

で
あ
る
。
国
家
を
離
れ
て
は
人
間
の
権
利
、
力
、
存
在
は
何
等
現
実
的
で
な

い
の
で
あ
る
か
ら
、
人
間
は
本
性
上
社
会
的
動
物
で
あ
る
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
国
家
内
に
お
い
て
は
固
よ
り
従

来
し
ば
し
ば
不
和
や
叛
乱
な
ど
が
起
り
は
し
た
が
、
そ
れ
ら
と
雖
も
嘗
て
国
家
そ
の
も
の
を
廃
止
し
て
し
ま
っ
た

こ
と
が
な
く
、
単
に
こ
れ
の
形
態
を
変
化
せ
し
め
た
に
過
ぎ
ぬ
（Ibid. V

I, 2.

）。「
人
間
は
法
的
共
同
体
の
外
で

は
生
活
し
得
ぬ
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
る
」
の
で
あ
る
。

こ
の
意
味
に
お
け
る
人
間
の
存
在
の
社
会
的
規
定
か
ら
国
家
の
存
在
は
自
然
的
に
従
っ
て
来
る
。
国
家
は
自

然
の
外
に
立
つ
の
で
な
く
、
ど
こ
ま
で
も
自
然
的
な
全
体
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ス
は
云
う
、「
動
物
に
あ
っ
て
の
一
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致
は
自
然
の
業
で
あ
る
、
人
間
の
あ
い
だ
で
は
然
し
一
致
は
人
為
の
業
で
あ
り
、
諸
契
約
の
結
果
で
あ
る
。」
ホ

ッ
ブ
ス
は
国
家
を
法
律
的
規
範
的
に
構
成
し
た
。
彼
は status naturalis 

と status civilis 

と
の
間
に
絶
対
的
な

区
別
を
お
い
た
。
彼
の
国
家
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
言
葉
を
用
い
る
な
ら
ば
「
国
家
の
う
ち
に
お
け
る
国
家
」
で
あ
っ
た
。

然
る
に
ス
ピ
ノ
ザ
に
と
っ
て
は
国
家
は
単
な
る
法
律
行
為
の
結
果
成
立
す
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
一
の
自
然
的
な

も
の
で
あ
る
。
彼
は
国
家
の
法
律
的
規
範
的
構
成
を
試
み
た
の
で
な
く
、
彼
の
企
て
は
飽
く
ま
で
「
国
家
の
原
因

及
び
自
然
的
基
礎
を
人
間
の
共
通
の
本
性
も
し
く
は
状
態
か
ら
導
き
出
す
」（Ibid. I, 7.

）
こ
と
に
存
し
た
。
そ

れ
だ
か
ら
彼
に
お
い
て
も
か
の
「
契
約
」
な
る
語
は
見
出
さ
れ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
彼
に
あ
っ
て
、
ホ
ッ
ブ
ス

に
お
い
て
の
よ
う
に
中
心
的
位
置
に
立
っ
て
い
た
の
で
は
な
く
し
て
、
副
次
的
意
味
の
も
の
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ

ね
ば
な
ら
ぬ
。「
個
人
の
自
然
権
は
正
し
く
考
え
れ
ば
国
家
生
活
に
お
い
て
も
な
く
な
ら
な
い
。」（Ibid. III, 3.

）

と
い
う
彼
の
思
想
が
既
に
ホ
ッ
ブ
ス
流
の
国
家
契
約
説
と
一
致
し
得
な
い
。
そ
し
て
実
際
ス
ピ
ノ
ザ
自
身
書
簡
第

五
十
の
中
で
政
治
学
に
就
い
て
の
ホ
ッ
ブ
ス
と
彼
と
の
見
解
の
相
違
が
、
彼
は
自
然
権
が
国
家
に
お
い
て
も
存
続

す
る
と
見
る
と
こ
ろ
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
契
約
説
は
社
会
に
関
す
る
機
械
論
的
な
考
え
方
の
模
範
的

な
場
合
を
現
す
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
に
契
約
の
思
想
が
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
い
て
さ
ほ
ど
重
要
な
意
味
を
有
し
な
か
っ

た
と
す
れ
ば
、
こ
の
こ
と
か
ら
既
に
ス
ピ
ノ
ザ
の
国
家
論
を
も
っ
て
機
械
論
的
な
考
え
方
で
あ
る
と
す
る
最
も
普
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ス
ピ
ノ
ザ
に
於
け
る
人
間
と
国
家

通
の
解
釈
に
対
し
或
る
制
限
が
加
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
が
察
知
さ
れ
よ
う
。
ス
ピ
ノ
ザ
に
よ
れ
ば
、

国
家
は
力
の
社
会
的
結
合
と
し
て
成
立
す
る
。
然
し
な
が
ら
個
人
は
契
約
行
為
に
よ
っ
て
自
己
の
自
然
権
を
完
全

に
国
家
に
譲
渡
す
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
寧
ろ
根
本
的
に
見
れ
ば
自
然
状
態
に
お
け
る
個
人
の
自
然
権
の
上
に

述
べ
た
が
如
き
矛
盾
か
ら
、即
ち
そ
こ
で
は
個
人
は
絶
対
に
「
自
己
の
権
利
の
も
と
に
」
あ
る
と
共
に
絶
対
に
「
他

人
の
権
利
の
も
と
に
」
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
自
然
権
は
必
然
的
に
国
家
へ
移
り
行
く
の
で
あ
る
。
自
然
権
は

機
械
的
に
国
家
へ
譲
渡 übertragen 

さ
れ
る
の
で
は
な
く
て
、
却
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
の
言
葉
の
意
味
に
お

い
て
国
家
へ
移
行 übergehen 
す
る
の
で
あ
る
。
人
間
生
活
の
自
然
状
態
は
そ
れ
の
含
む
矛
盾
に
よ
っ
て
必
然
的

に
社
会
状
態
へ
移
行
す
る
。
国
家
は
単
な
る
機
械
的
産
物
で
な
く
、
寧
ろ
弁
証
法
的
結
果

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
従
っ
て
ス
ピ

ノ
ザ
に
お
い
て
は
ホ
ッ
ブ
ス
に
お
い
て
の
よ
う
に
自
然
状
態
と
社
会
状
態
と
は
抽
象
的
絶
対
的
な
対
立
で
あ
り
得

な
い
。
国
家
は
人
為
で
な
く
て
自
然
で
あ
り
、
一
の
「
自
然
物
」res naturalis 

で
あ
る
。
個
人
の
自
然
権
は
国

家
に
お
い
て
単
純
に
否
定
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
な
く
、
寧
ろ
弁
証
法
的
に
否
定
さ
れ
、
従
っ
て
肯
定
さ
れ
る
の
で

あ
る
。

三
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ス
ピ
ノ
ザ
に
よ
れ
ば
国
家
と
個
人
と
の
関
係
は
根
本
的
に
は
力
の
関
係
で
あ
る
。
尤
も
力
と
権
利
と
は
一
致

す
る
か
ら
、
こ
の
関
係
は
ま
た
権
利
の
関
係
で
も
あ
る
。
二
人
の
結
合
さ
れ
た
力
は
彼
等
の
各
々
の
力
よ
り
も
大

き
い
。
多
数
人
の
結
合
さ
れ
た
力
は
個
々
別
々
の
多
数
人
の
力
よ
り
も
大
で
あ
る
。
個
人
に
対
す
る
国
家
の
権
利

は
個
々
別
々
の
多
数
人
に
対
す
る
結
合
さ
れ
た
多
数
人
の
力
と
同
一
で
あ
る
（Tr. pol, II, 13.

）。「
人
間
が
共
同

の
権
利
を
有
し
そ
し
て
凡
て
の
者
が
い
わ
ば
一
つ
の
精
神
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
場
合
に
は
、
個
人
は
た
し
か
に
他

の
者
が
全
体
と
し
て
力
に
お
い
て
彼
に
ま
さ
る
だ
け
そ
れ
だ
け
少
な
く
権
利
を
有
す
る
、
換
言
す
れ
ば
、
彼
は
実

際
に
は
共
同
の
権
利
が
彼
に
認
め
る
も
の
以
外
の
何
等
の
権
利
も
自
然
に
対
し
て
有
し
な
い
。
の
み
な
ら
ず
彼
は

一
般
の
意
志
が
彼
に
命
ず
る
も
の
を
遂
行
す
る
よ
う
に
余
儀
な
く
さ
れ
、
法
に
よ
っ
て
そ
の
よ
う
に
強
制
さ
れ

る
。」（Ibid. II, 16.

）。
国
家
は
多
数
人
の
結
合
さ
れ
た
力
と
し
て persona m

axim
e sui juris 

で
あ
る
。
個
人
は

今
や
彼
自
身
の
主
で
な
く
、国
家
が
彼
の
主
で
あ
る
。
従
っ
て
個
人
は
国
家
に
対
し
て
は
「
他
の
権
利
の
も
と
に
」

あ
る
。

然
ら
ば
個
人
は
国
家
の
う
ち
に
お
い
て
何
等
「
自
己
の
権
利
の
も
と
に
」
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
否
、
他
の

見
地
か
ら
し
て
は
、
即
ち
爾
余
の
人
間
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
先
ず
彼
は
自
己
の
権
利
の
も
と
に
あ
る
。
彼
は

自
然
状
態
に
お
い
て
の
よ
う
に
他
人
か
ら
無
制
限
に
侵
害
さ
れ
る
危
険
に
も
は
や
さ
ら
さ
れ
て
い
な
い
。
自
然
人
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ス
ピ
ノ
ザ
に
於
け
る
人
間
と
国
家

を
支
配
す
る
恐
怖
の
情
念
は
秩
序
あ
る
国
家
の
う
ち
で
は
除
か
れ
る
。
国
家
は
市
民
に
彼
の
安
全
を
保
証
す
る
。

個
人
は
も
は
や
彼
自
身
の
力
に
委
さ
れ
る
の
で
は
な
く
て
、
国
家
の
強
大
な
力
が
彼
を
保
護
し
て
い
る
。
そ
れ
故

に
彼
は
自
然
状
態
に
お
け
る
最
も
強
力
な
人
間
よ
り
も
事
実
上
は
る
か
に
強
力
で
あ
る
。
国
民
は
国
家
に
対
す
る

関
係
で
は
他
の
権
利
の
も
と
に
あ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
他
の
関
係
で
は
自
然
人
よ
り
も
一
層
高
い
程
度
に
お
い

て
自
己
の
権
利
の
も
と
に
あ
る
。
云
う
ま
で
も
な
く
彼
の
権
利
は
自
然
状
態
に
お
い
て
の
よ
う
に
無
制
限
で
は
あ

り
得
な
い
。
彼
の
権
利
の
範
囲
は
共
同
の
権
利
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
。「
罪
過
は
唯
、
そ
こ
で
は
全
体
の
国
家

の
共
同
の
権
利
に
よ
っ
て
何
が
善
で
あ
り
何
が
悪
で
あ
る
か
が
定
め
ら
れ
、
そ
し
て
そ
こ
で
は
何
人
も
全
体
の
決

定
も
し
く
は
同
意
に
従
っ
て
為
す
こ
と
の
ほ
か
何
事
を
も
合
法
的
に
為
し
得
な
い
国
家
の
う
ち
に
お
い
て
の
み
考

え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。」
罪
過
又
は
不
法
は
た
だ
国
家
生
活
の
う
ち
に
お
い
て
考
え
ら
れ
、
自
然
状
態
に
お

い
て
は
存
し
な
い
。
そ
れ
は
自
然
法
の
範
囲
に
な
く
、
国
家
の
決
定
に
依
存
す
る
市
民
法 jus civile 

の
範
囲
に

属
し
、
こ
の
い
わ
ゆ
る
法
律
に
対
す
る
違
反
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

然
し
な
が
ら
、
も
し
も
国
家
に
し
て
全
く
気
侭
に
行
動
し
得
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
個
人
の
権
利
は
な
い

に
等
し
い
で
あ
ろ
う
。
国
家
は
最
高
の
権
力
と
し
て
何
等
の
法
則
に
も
束
縛
さ
れ
ず
全
然
肆し

い意
的
で
あ
り
得
る
の

で
な
か
ろ
う
か
。
も
し
ひ
と
が
そ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ス
ピ
ノ
ザ
に
よ
れ
ば
国
家
を
自
然
物
と
し
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て
で
な
く
、
空
想
的
怪
物
と
し
て
考
え
て
い
る
に
ほ
か
な
ら
ぬ
（Tr. pol. IV, 4.

）。
国
家
も
そ
れ
自
身
一
の
自
然

物
と
し
て
自
然
の
法
則
を
離
れ
て
存
在
し
得
る
も
の
で
な
い
。
い
ま
或
る
人
が
彼
の
権
利
の
も
と
に
あ
る
或
る
物

を
彼
の
欲
す
る
ま
ま
に
処
理
し
得
る
と
い
う
場
合
、
こ
の
権
力
は
単
に
、
働
き
か
け
る
彼
の
力
に
よ
っ
て
の
み
で

な
く
、
ま
た
働
き
か
け
ら
れ
る
そ
の
物
自
身
の
性
質
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
私
は
こ
の
机
に
対
し
そ

れ
を
私
の
思
う
ま
ま
に
す
る
権
利
を
有
す
る
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
は
私
が
こ
の
机
を
し
て
草
を
喰
う
よ
う
に
す

る
権
利
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
得
な
い
。
同
じ
よ
う
に
国
家
は
、
よ
し
そ
の
国
民
に
対
し
て
絶
大
の
権

力
を
有
す
る
に
せ
よ
、
彼
等
を
し
て
彼
等
の
本
性
に
全
然
反
し
た
こ
と
を
為
さ
し
め
ま
た
忍
ば
し
め
る
こ
と
が
で

き
ぬ
。
国
家
と
雖
も
人
間
を
し
て
彼
等
の
本
性
を
失
わ
し
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
こ
の
本
性
に
反
し
て
自
己
の
権

力
を
行
使
す
る
限
り
却
っ
て
自
己
の
存
在
そ
の
も
の
が
危
く
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
故
に
国
家
に
お
い
て
は
個
人
の
権
利
と
共
同
の
権
利
と
が
調
和
さ
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
個
人

の
自
然
権
は
国
家
の
う
ち
に
お
い
て
も
な
く
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
こ
と
は
国
家
自
身
の
生
存
の
た
め

に
も
必
要
で
あ
る
。
ま
た
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
個
人
も
臣
民 subditus 

と
は
云
わ
れ
ず
、
た
だ
奴
隷 servus 

に

過
ぎ
ぬ
。奴
隷
は
命
令
者
の
利
益
を
の
み
眼
中
に
お
く
主
人
の
命
令
に
服
従
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
者
で
あ
る
に
反
し
て
、

臣
民
と
は
最
高
の
命
令
に
よ
っ
て
一
般
人
に
、
だ
か
ら
ま
た
彼
自
身
に
と
っ
て
も
有
用
な
る
こ
と
を
為
す
者
で
あ
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ス
ピ
ノ
ザ
に
於
け
る
人
間
と
国
家

る
（Tr. theol-pol. X

V
I

）。
そ
の
国
民
が
凡
て
奴
隷
的
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
国
家
は
も
は
や
国
家
と
云

わ
れ
る
に
値
し
な
い
。「
そ
の
平
和
が
恰
も
家
畜
の
如
く
単
に
奉
仕
す
る
こ
と
を
の
み
学
ぶ
よ
う
に
導
か
れ
る
国

民
の
無
気
力
に
依
存
す
る
国
家
は
、国
家
と
い
う
よ
り
も
寧
ろ
荒
野
と
呼
ば
れ
得
る
。」と
ス
ピ
ノ
ザ
は
云
う
。「
国

家
生
活
の
目
的
は
生
活
の
平
和
と
安
全
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。
従
っ
て
人
間
が
和
合
し
て
生
活
し
、
彼
等
の
権

利
が
侵
害
さ
れ
る
こ
と
な
く
維
持
さ
れ
る
国
家
が
、
最
上
の
国
家
で
あ
る
。」「
人
間
の
生
活
と
い
う
の
は
血
液
の

循
環
、
そ
の
他
あ
ら
ゆ
る
動
物
に
共
通
な
機
能
を
い
う
の
で
な
く
、
却
っ
て
何
よ
り
も
ひ
と
が
理
性
、
精
神
の
真

の
徳
及
び
生
活
と
呼
ぶ
も
の
を
い
う
の
で
あ
る
。」（Tr. pol. V, 3, 5.

）。
か
よ
う
に
し
て
ス
ピ
ノ
ザ
は
神
学
・
政

治
論
文
第
二
十
章
に
お
い
て
は
次
の
如
く
書
い
た
。「
国
家
の
終
局
目
的
は
支
配
す
る
こ
と
で
な
く
、
人
間
を
恐

怖
せ
し
め
る
こ
と
で
も
な
く
、
他
の
権
力
の
も
と
に
従
わ
し
め
る
こ
と
で
も
な
く
、
却
っ
て
反
対
に
ひ
と
を
恐
怖

か
ら
解
放
し
、
か
く
て
彼
が
で
き
る
だ
け
安
全
に
生
活
す
る
よ
う
に
す
る
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
、
生
存
に
対
す
る

彼
の
自
然
権
を
ば
自
身
及
び
他
人
の
損
害
な
し
に
最
も
よ
く
維
持
す
る
よ
う
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
国
家
の
目
的

は
人
間
を
理
性
的
な
も
の
か
ら
動
物
ま
た
は
自
動
機
械
に
す
る
こ
と
で
な
く
、
却
っ
て
反
対
に
彼
等
の
精
神
及
び

身
体
が
そ
の
力
を
安
全
に
発
達
さ
せ
、
彼
等
自
身
が
自
由
に
理
性
を
使
用
し
、
そ
し
て
彼
等
が
憎
み
や
怒
り
や
詭

計
を
も
っ
て
互
い
に
争
う
こ
と
な
く
、互
い
に
敵
対
心
を
も
っ
て
対
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
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国
家
の
目
的
は
実
に
自
由
で
あ
る
。」
人
間
は
自
然
状
態
に
お
い
て
は
自
由
で
あ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
な
ぜ
な

ら
そ
こ
で
は
彼
は
絶
え
ず
恐
怖
に
脅
か
さ
れ
、
彼
の
自
然
権
は
幻
想
的
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
か
ら
。
人
間
は
た
だ

国
家
の
う
ち
に
お
い
て
の
み
自
由
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
彼
は
理
性
に
従
い
、
彼
自
身
の
権
利
と
共
同

の
権
利
と
を
一
致
せ
し
め
る
と
き
に
の
み
国
家
に
お
い
て
本
来
自
由
な
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
彼
は
「
他
の
権
利

の
も
と
に
」
あ
る
と
共
に
「
自
己
の
権
利
の
も
と
に
」
あ
る
。
自
由
と
は sui juris 

と alieni juris 

と
の
一
致
を

意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
国
家
の
力
は
そ
の
国
民
の
性
質
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
か
く
の
如
き

自
由
な
る
個
人
か
ら
成
る
国
家
は
そ
の
基
礎
が
最
も
鞏
固
で
あ
り
、そ
の
権
利
は
最
も
大
で
あ
る
筈
で
あ
る
。「
蓋

し
国
家
の
権
利
は
恰
も
一
つ
の
精
神
に
よ
っ
て
の
如
く
導
か
れ
る
多
数
人
の
力
に
従
っ
て
決
定
さ
れ
る
。」（Tr. 

pol.  III, 7.

）エ
ス
ピ
ナ
ス【A

lfred Espinas
】が
そ
の
重
要
な
意
味
を
認
め
た
よ
う
に
、ス
ピ
ノ
ザ
は
国
家
を
も
っ
て
、

そ
れ
自
身
個
体
か
ら
結
合
さ
れ
、
自
然
に
お
け
る
い
ず
れ
の
他
の
個
体
と
も
同
一
の
法
則
に
従
い
、
そ
れ
の
精
神

は
権
利
の
共
同
も
し
く
は
意
志
の
一
致
で
あ
る
と
こ
ろ
の
一
の
個
体
と
考
え
た
。「
然
る
に
こ
の
よ
う
な
精
神
の

統
一
は
、
国
家
が
主
と
し
て
、
健
全
な
理
性
が
あ
ら
ゆ
る
人
間
に
有
用
で
あ
る
と
教
え
る
も
の
を
追
求
す
る
場
合

に
の
み
、
考
え
得
る
。」（Tr. pol. II, 7.

）。
国
家
は
ル
ソ
ー
的
な volonté générale 

を
現
す
も
の
と
し
て
真
の
統

一
で
あ
り
、
か
よ
う
な
統
一
と
し
て
強
力
で
あ
り
得
る
。「
理
性
に
基
礎
を
有
し
、
理
性
に
導
か
れ
る
国
家
は
最
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ス
ピ
ノ
ザ
に
於
け
る
人
間
と
国
家

も
力
が
あ
り
、
最
も
独
立
的
で
あ
る
。」（Ibid. V, 1.

）。

か
く
の
如
き
が
実
に
ス
ピ
ノ
ザ
の
思
想
で
あ
っ
た
。
こ
の
思
想
は
倫
理
学
の
次
の
文
章
に
お
い
て
極
め
て
美

し
く
表
現
さ
れ
て
い
る
。「
人
間
に
と
っ
て
人
間
ほ
ど
有
用
な
も
の
は
な
い
。
予
は
云
う
、
凡
て
の
人
の
精
神
と

身
体
と
が
一
緒
に
な
っ
て
い
わ
ば
一
つ
の
精
神
、
一
つ
の
身
体
を
形
成
し
、
凡
て
の
人
が
共
に
能
う
限
り
彼
等
の

存
在
を
維
持
す
る
こ
と
に
努
め
、
且
つ
凡
て
の
人
が
共
に
凡
て
の
人
に
共
通
に
有
用
な
る
も
の
を
み
ず
か
ら
に
と

っ
て
求
め
る
よ
う
に
、
凡
て
の
人
が
凡
て
の
点
に
お
い
て
一
致
す
る
こ
と
ほ
ど
、
人
間
は
彼
等
の
存
在
の
維
持
に

対
し
て
価
値
あ
る
こ
と
を
希
う
こ
と
が
で
き
な
い
。」（Eth. IV, 18, Schol.

）。
或
は
ま
た
曰
う
、「
或
る
物
の
本

性
に
そ
の
物
と
同
じ
種
類
の
他
の
個
体
ほ
ど
一
致
し
得
る
も
の
は
な
い
。
従
っ
て
人
間
に
と
っ
て
彼
の
存
在
を
維

持
し
且
つ
理
性
的
生
活
を
楽
し
む
た
め
に
、
理
性
に
導
か
れ
る
人
間
ほ
ど
有
用
な
も
の
は
存
し
な
い
。
更
に
我
々

は
個
物
の
う
ち
に
お
い
て
理
性
に
導
か
れ
る
人
間
ほ
ど
価
値
あ
る
も
の
を
知
ら
ぬ
が
故
に
、
従
っ
て
何
人
も
彼

の
有
す
る
技
能
及
び
天
分
の
程
度
を
、
彼
が
人
間
を
彼
等
が
遂
に
彼
等
自
身
の
理
性
の
支
配
に
従
っ
て
生
活
す
る

よ
う
に
教
育
す
る
こ
と
に
お
い
て
よ
り
以
上
に
顕
に
示
し
得
る
如
何
な
る
他
の
こ
と
も
な
い
の
で
あ
る
。」（Eth. 

IV, A
ppend. 9.

）。
そ
れ
だ
か
ら
ス
ピ
ノ
ザ
の
賢
者
は
ス
ト
ア
の
賢
者
の
よ
う
に
孤
独
な
る
賢
者
で
は
あ
り
得
な

い
で
あ
ろ
う
。「
理
性
に
導
か
れ
る
人
間
は
、
彼
が
た
だ
自
分
自
身
に
の
み
服
従
す
る
孤
独
に
お
い
て
よ
り
も
、
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彼
が
共
同
の
決
定
に
従
っ
て
生
活
す
る
と
こ
ろ
の
国
家
に
お
い
て
、
よ
り
多
く
自
由
で
あ
る
。」（Eth, IV, 73.

）

そ
し
て
知
性
改
善
論
の
中
で
は
、「
最
高
の
目
的
、
即
ち
人
間
の
完
成
を
、
ひ
と
は
単
に
自
分
自
身
の
た
め
に
の

み
で
な
く
、
ま
た
他
の
人
々
の
た
め
に
得
よ
う
と
努
め
る
。
そ
れ
故
に
能
う
限
り
多
数
の
人
が
確
実
に
こ
の
目
的

に
達
す
る
た
め
に
社
会
を
作
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。」
と
ス
ピ
ノ
ザ
は
述
べ
た
。

ひ
と
は
恐
ら
く
ス
ピ
ノ
ザ
の
国
家
論
が
か
く
の
如
き
思
想
に
終
っ
て
い
る
こ
と
を
奇
異
に
感
ず
る
で
あ
ろ
う
。

或
る
者
は
そ
こ
か
ら
無
造
作
に
ス
ピ
ノ
ザ
の
国
家
論
に
お
け
る
現
実
主
義
と
理
想
主
義
、
存
在
と
当
為
、
そ
の
他

の
矛
盾
を
指
摘
し
よ
う
と
す
る
。
然
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
矛
盾
の
指
摘
が
、
彼
の
国
家
論
を
そ
の
形
而
上
学
的

乃
至
存
在
論
的
基
礎
か
ら
離
し
て
考
え
、
そ
の
現
実
主
義
を
単
な
る
経
験
主
義
、
実
証
主
義
、
さ
て
は
功
利
主

義
、
実
用
主
義
な
ど
と
等
し
き
も
の
の
如
く
理
解
す
る
の
に
由
来
す
る
こ
と
は
稀
で
な
い
。「
国
家
は
自
然
的
な

も
の
で
あ
る
。」tw

:n fuvsei hJ povliV ejstiv. 
と
い
う
語
を
も
っ
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
古
典
的
な
思
想
は
言
い

表
さ
れ
た
。
そ
れ
と
は
意
味
を
多
少
異
に
す
る
に
せ
よ
、ス
ピ
ノ
ザ
に
と
っ
て
も
国
家
は
ど
こ
ま
で
も
「
自
然
物
」

res naturalis 

で
あ
っ
た
。
国
家
は
決
し
て
何
等
か
の
当
為
も
し
く
は
理
想
を
現
す
の
で
は
な
い
。「
人
間
は
そ
れ

の
強
力
が
人
間
的
力
ま
た
は
徳
を
遥
か
に
越
え
た
る
諸
情
念
に
服
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
彼
等
は
屡
々
相
反
す

る
諸
活
動
に
引
き
入
れ
ら
れ
、
か
く
て
彼
等
は
相
互
の
扶
助
を
必
要
と
す
る
に
拘
ら
ず
相
互
に
敵
対
的
に
立
っ
て
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ス
ピ
ノ
ザ
に
於
け
る
人
間
と
国
家

い
る
。」
互
い
に
最
も
必
要
と
し
合
う
も
の
が
互
い
に
最
も
敵
対
的
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
人
間
の
状
態
の
矛
盾

の
解
決
は
社
会
に
お
い
て
の
ほ
か
不
可
能
で
あ
り
、
寧
ろ
こ
の
よ
う
な
矛
盾
が
人
間
の
社
会
形
成
の
基
礎
で
あ
っ

て
、
こ
の
よ
う
な
矛
盾
の
故
に
人
間
の
自
然
状
態
は
必
然
的
に
社
会
状
態
へ
移
行
す
る
。
自
然
状
態
に
お
い
て
は

個
人
の
力
即
ち
権
利
は
絶
対
的
に
肯
定
さ
れ
て
い
る
と
同
時
に
絶
対
的
に
否
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
矛
盾

の
た
め
に
人
間
の
自
然
状
態
は
必
然
的
に
社
会
状
態
へ
移
行
す
る
。
然
る
に
今
度
は
国
家
と
個
人
と
が
対
立
す
る

こ
と
と
な
る
。
個
人
が
情
念
に
従
っ
て
生
活
し
て
い
る
限
り
、
国
家
が
恐
怖
、
希
望
の
如
き
情
念
に
訴
え
て
支
配

し
て
い
る
限
り
、
こ
の
対
立
は
存
続
す
る
。
こ
の
対
立
は
個
人
が
理
性
的
と
な
り
、
且
つ
国
家
が
理
性
的
と
な
る

に
至
る
ま
で
は
、
調
和
さ
れ
得
な
い
。
い
わ
ば
自
然
国
家
が
文
化
国
家
に
ま
で
発
展
し
終
る
ま
で
は
、
個
人
と
国

家
と
の
矛
盾
は
何
等
か
の
仕
方
、
何
等
か
の
程
度
に
お
い
て
存
続
す
る
。
或
は
寧
ろ
ヘ
ー
ゲ
ル
的
に
、「
市
民
社

会
」
は
「
国
家
」
に
ま
で
発
展
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
と
も
云
わ
れ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
と
こ
ろ
で
ス
ピ
ノ
ザ

に
よ
れ
ば
、
凡
て
の
場
合
に
同
一
の
自
然
法
則
が
は
た
ら
い
て
い
る
。
こ
の
根
本
法
則
は
如
何
な
る
物
も
能
う
限

り
自
己
の
存
在
を
維
持
し
よ
う
と
努
力
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
の
根
本
法
則
は
情
念
の
う
ち
に
も
理

性
の
う
ち
に
も
は
た
ら
い
て
お
り
、
個
人
に
就
い
て
も
国
家
に
就
い
て
も
語
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
根
本

法
則
は
飽
く
ま
で
も
自
己
を
貫
徹
す
る
。「
そ
れ
に
よ
っ
て
人
間
が
働
き
か
け
る
と
云
わ
れ
、
そ
し
て
働
き
か
け
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ら
れ
る
と
云
わ
れ
る
も
の
は
一
の
同
一
の
欲
求
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
何
よ
り
も
注
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。」（Eth. 

V, 4, Schol.

）。
即
ち
理
性
と
情
念
と
に
お
い
て
現
れ
る
の
は
一
の
同
一
の
自
己
保
存
の
欲
求
で
あ
り
、
そ
れ
だ

か
ら
ス
ピ
ノ
ザ
は
、「
我
々
が
受
働
な
る
情
念
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
凡
て
の
行
為
に
、
我
々
は
そ
れ
な
く
と
も

理
性
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
得
る
。」（Eth. IV, 59.

）
と
云
う
。
蓋
し
自
己
保
存
の
欲
求
は
理
性
に
お
い
て
は
純
粋

に
そ
し
て
完
全
に
、
情
念
に
お
い
て
は
単
に
不
純
に
そ
し
て
弱
め
ら
れ
て
発
現
し
発
展
す
る
の
で
あ
る
。
理
性
が

情
念
よ
り
も
よ
り
高
き
も
の
で
あ
る
理
由
は
こ
こ
に
あ
る
。
そ
こ
で
ま
た
、
理
性
に
導
か
れ
る
人
間
は
ス
ピ
ノ
ザ

に
よ
れ
ば
「
最
も
多
く
自
己
の
権
利
の
も
と
に
あ
る
」m

axim
e sui juris esse 

と
い
う
こ
と
に
な
る
（Tr. pol. II, 

11.

）。
同
様
に
彼
は
国
家
に
就
い
て
も
、「
国
家
は
理
性
の
命
令
に
従
っ
て
行
動
す
る
場
合 m

axim
e sui juris 

で

あ
る
。」（Ibid. IV, 4.

）と
記
し
て
い
る
。理
性
的
で
あ
る
と
き
個
人
の
権
利
と
共
同
の
権
利
と
は
一
致
す
る
。「
各
々

の
人
間
が
彼
に
と
っ
て
有
用
な
も
の
を
最
も
多
く
求
め
る
場
合
、
人
間
は
相
互
に
最
も
多
く
有
用
で
あ
る
。
な
ぜ

な
ら
各
人
が
彼
に
と
っ
て
有
用
な
も
の
を
求
め
、そ
し
て
自
己
を
維
持
し
よ
う
と
努
め
る
こ
と
の
多
き
に
従
っ
て
、

彼
は
愈
々
多
く
徳
を
具
え
る
、
同
じ
こ
と
を
言
い
換
え
れ
ば
、
彼
の
本
性
の
法
則
に
従
っ
て
活
動
す
る
こ
と
、
即

ち
理
性
の
指
導
に
従
っ
て
生
活
す
る
こ
と
に
対
す
る
力
を
愈
々
多
く
具
え
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
理
性
の
指
導
に

従
っ
て
生
活
す
る
場
合
、
人
間
は
本
性
上
最
も
多
く
一
致
す
る
。
そ
れ
故
に
各
人
が
彼
に
と
っ
て
有
用
な
も
の
を
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に
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最
も
多
く
求
め
る
場
合
、
人
間
は
相
互
に
最
も
多
く
有
用
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。」（Eth. IV, 35, C

oroll. 2

）。

ス
ピ
ノ
ザ
は
「
自
己
の
権
利
の
も
と
に
」
と
「
他
の
権
利
の
も
と
に
」
と
の
関
係
を
一
の
国
家
の
他
の
国
家

に
対
す
る
関
係
に
就
い
て
も
適
用
し
た
。「
二
つ
の
国
家
は
相
互
に
自
然
状
態
に
お
け
る
二
人
の
人
間
と
同
様
の

関
係
に
あ
る
、
相
違
は
た
だ
、
国
家
は
他
か
ら
圧
迫
さ
れ
な
い
よ
う
に
自
己
を
護
り
得
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、

こ
れ
は
自
然
状
態
に
お
け
る
人
間
の
為
し
能
わ
ぬ
こ
と
で
あ
る
。」（Tr. pol. III, 11.

）。
自
然
状
態
に
お
け
る
人

間
が
互
い
に
敵
で
あ
る
よ
う
に
、
二
つ
の
国
家
は
自
然
上
敵
で
あ
る
（Ibid. III, 13.

）。
個
々
の
国
家
は
無
制
限

に
自
己
の
権
利
の
も
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
。「
国
家
は
、
そ
れ
が
自
己
の
た
め
に
計
り
そ
し
て
他
か
ら
圧
迫
さ

れ
な
い
よ
う
に
自
己
を
護
り
得
る
限
り
、
自
己
の
権
利
の
も
と
に
あ
る
、
そ
し
て
そ
れ
は
、
そ
れ
が
他
の
国
家
の

力
を
恐
れ
る
限
り
、
或
は
そ
れ
が
こ
れ
に
よ
っ
て
自
己
の
意
志
の
遂
行
を
妨
げ
ら
れ
る
限
り
、
或
は
最
後
に
、
そ

れ
が
こ
れ
の
助
を
自
己
の
保
存
乃
至
増
大
の
た
め
に
必
要
と
す
る
限
り
、
他
の
権
利
の
も
と
に
あ
る
。
蓋
し
相
互

に
そ
の
助
を
与
え
よ
う
と
す
る
二
つ
の
国
家
は
、
そ
の
各
々
が
単
独
で
あ
る
場
合
よ
り
も
、
一
緒
で
よ
り
多
く
の

こ
と
を
為
し
得
且
つ
よ
り
多
く
の
権
利
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
何
等
疑
い
得
な
い
こ
と
で
あ
る
。」（Ibid. 

III, 12.

）。
か
く
て
恰
も
自
然
状
態
に
お
け
る
人
間
が
国
家
を
形
成
す
る
に
至
る
よ
う
に
、
国
家
は
国
家
聯
合 

confoederatio  civitatum
 

を
作
る
べ
き
傾
向
を
有
す
る
。
よ
り
多
く
の
国
家
が
平
和
を
結
べ
ば
、
よ
り
少
な
く
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他
の
国
家
を
恐
れ
て
よ
い
こ
と
に
な
る
、
換
言
す
れ
ば
、
各
々
の
国
家
は
よ
り
少
な
く
戦
争
を
始
め
る
力
を
有
す

る
こ
と
と
な
る
、
反
対
に
そ
れ
は
平
和
の
諸
条
件
を
よ
り
多
く
維
持
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
即
ち
そ
れ
は
よ
り
少
な
く

自
己
の
権
利
の
も
と
に
あ
り
、
よ
り
多
く
聯
合
せ
る
国
家
の
共
同
の
意
志
に
自
己
を
一
致
せ
し
め
ね
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
る（Ibid. III, 16.

）。
こ
の
よ
う
に
し
て
、ひ
と
は
既
に
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
い
て
国
際
聯
盟
の
思
想
を
見
出
し
、

ま
た
カ
ン
ト
の
永
久
平
和
の
思
想
が
先
取
さ
れ
て
い
る
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
彼
は
個
々
の
国
家
の
法
律

に
対
す
る
国
際
法
の
上
位
を
認
め
た
と
も
云
わ
れ
る
。
尤
も
そ
の
基
礎
付
け
の
仕
方
に
お
い
て
、
彼
は
カ
ン
ト
よ

り
も
寧
ろ
ス
ト
ア
に
多
く
の
点
で
類
似
し
た
。
汎
神
論
的
基
礎
の
上
に
立
っ
た
ス
ト
ア
の
古
典
的
な
自
然
法
の
思

想
は
西
洋
に
お
け
る
最
大
の
汎
神
論
者
た
る
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
い
て
復
活
さ
れ
た
と
見
做
さ
れ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
が
道

徳
生
活
の
根
本
と
考
え
た
「
自
己
保
存
」suum

 esse conservare 

と
い
う
こ
と
は
、
ス
ト
ア
の oivkeivw

siV 

と
同

じ
で
あ
る
。
そ
れ
は
ス
ピ
ノ
ザ
に
と
っ
て
も
「
自
然
に
表
し
て
生
き
る
」 oJmologoumevnw

V th:/ fuvsei zh:n 

こ
と

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
自
然
法
は
両
者
に
お
い
て
当
為
法
則
で
は
な
く
、
存
在
法
則
で
あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
の
情
念
論

と
ス
ト
ア
の
情
念
論
と
の
類
似
も
哲
学
史
家
た
ち
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
来
た
。
然
し
ス
ト
ア
が
世
界
市
民
主
義

に
終
っ
た
に
反
し
て
、
我
々
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
う
ち
に
寧
ろ
国
家
倫
理
の
思
想
を
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ス
ピ
ノ

ザ
の
賢
者
は
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
で
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
却
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
立
場
に
接
近
し
て
い
た
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ス
ピ
ノ
ザ
に
於
け
る
人
間
と
国
家

と
考
え
ら
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
マ
イ
ネ
ッ
ケ
は
云
っ
た
、「
何
よ
り
も
先
ず
国
家
が
生
き
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
し
て
国
家
倫
理

―
―
そ
れ
を
ひ
と
は
ス
ピ
ノ
ザ
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
―
―
は
個
人
倫
理
に
対
し
て
優
越
を
有
す
る
。」

我
々
は
か
よ
う
な
評
価
が
必
ず
し
も
全
く
誤
で
な
い
こ
と
を
上
に
お
い
て
示
し
得
た
と
思
う
。「
ス
ピ
ノ
ザ
は
ヘ

ー
ゲ
ル
の
序
曲
で
あ
っ
た
、
然
し
彼
は
彼
の
世
紀
の
諸
制
限
を
克
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。」
と
彼
は
ま

た
云
っ
て
い
る
。「
然
る
と
き
既
に
ス
ピ
ノ
ザ
の
汎
神
論
が
企
て
、
然
し
彼
の
時
代
の
機
械
的
な
非
歴
史
的
な
思

惟
手
段
を
も
っ
て
は
成
就
し
得
な
か
っ
た
も
の
が
到
達
さ
れ
た
。
歴
史
的
世
界
そ
の
も
の
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
理

性
が
把
捉
さ
れ
、
そ
し
て
こ
の
世
界
の
核
心
と
し
て
理
解
さ
れ
た
。
神
・
自
然
の
統
一
は
今
や
歴
史
的
世
界
の
う

ち
に
顕
現
さ
れ
る
。
そ
れ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
劃
期
的
な
業
績
で
あ
っ
た
。」
た
し
か
に
ス
ピ
ノ
ザ
の
思
惟
方
法
は
非

歴
史
的
で
あ
っ
た
。
彼
は
人
類
の
経
験
と
い
う
も
の
を
完
結
し
た
も
の
と
考
え
た
。「
人
間
の
和
合
せ
る
共
同
生

活
の
た
め
に
考
え
ら
れ
う
る
一
切
の
国
家
形
態
を
、
ひ
と
は
経
験
に
よ
っ
て
学
ん
で
来
た
と
予
は
確
信
す
る
、
既

に
試
み
ら
れ
ま
た
は
知
ら
れ
て
い
な
い
何
か
あ
る
実
行
し
得
べ
き
こ
と
が
案
出
さ
れ
得
る
と
は
予
は
信
じ
な
い
。」

と
ス
ピ
ノ
ザ
は
書
い
て
い
る
。
彼
は
社
会
の
概
念
と
国
家
の
概
念
と
を
厳
密
に
区
別
し
な
か
っ
た
。
身
分
と
か
階

級
と
か
い
う
も
の
を
顧
慮
し
な
か
っ
た
こ
と
は
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
彼
の
国
家
論
が
現
実
主
義
と
理
想
主
義
と
の
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混
淆
で
あ
る
か
の
如
く
見
ら
れ
る
の
も
、
歴
史
的
、
発
展
的
、
或
は
段
階
的
見
方
が
彼
に
欠
け
て
い
た
こ
と
に
も

よ
る
の
で
あ
る
。
彼
の
哲
学
の
う
ち
に
は
国
家
倫
理
的
思
想
が
含
ま
れ
て
い
た
に
拘
ら
ず
、
彼
の
体
系
的
主
著
倫

理
学
の
中
で
国
家
論
に
正
当
な
位
置
が
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
の
も
、
そ
の
た
め
で
あ
る
と
見
ら
れ
得
る
で

あ
ろ
う
。
固
よ
り
観
想
的
な
ス
ピ
ノ
ザ
の
体
系
に
お
い
て
国
家
が
最
高
の
位
置
を
占
め
得
ざ
る
こ
と
、
恰
も
ヘ
ー

ゲ
ル
の
体
系
に
お
い
て
国
家
が
宗
教
へ
移
り
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
と
同
様
で
あ
ろ
う
。
然
し
弁
証
法
を
欠
く
前
者
に

と
っ
て
は
後
者
の
よ
う
に
客
観
精
神
と
絶
対
精
神
と
を
区
別
す
る
道
が
存
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
尤
も
ヘ
ー
ゲ

ル
に
於
て
も
絶
対
精
神
と
客
観
精
神
と
は
全
く
異
な
る
も
の
で
な
く
、
寧
ろ
一
つ
の
も
の
の
両
截
断
面
の
如
く
見

ら
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
で
は
機
械
論
的
な
見
方
に
つ
い
て
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
ス
ピ
ノ
ザ
哲
学
が
機
械
論
的
で
あ
る
と
は
一

般
に
云
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
国
家
論
も
普
通
に
純
粋
な
機
械
論
と
見
做
さ
れ
、
例
え
ば
ク
ー
ノ
ー
・
フ
ィ

ッ
シ
ャ
ー
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
国
家
に
対
し
て
機
械
論
者
と
し
て
対
す
る
、
と
述
べ
た
。
我
々
も
固
よ
り
ス
ピ
ノ
ザ

に
そ
の
よ
う
な
方
面
の
あ
る
こ
と
を
十
分
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
然
し
問
題
は
単
に
そ
れ
だ
け
で
は
片
付
け
ら

れ
な
い
。
ス
ピ
ノ
ザ
の
哲
学
が
汎
神
論
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
一
般
に
承
認
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
然
る
に

汎
神
論
は
汎
神
論
と
し
て
既
に
、
お
の
ず
か
ら
全
体
論
的
な

0

0

0

0

0

見
方
を
含
ま
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
実
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ス
ピ
ノ
ザ
に
於
け
る
人
間
と
国
家

際
、
も
し
ひ
と
が
多
少
注
意
深
く
あ
る
な
ら
ば
、
ひ
と
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
哲
学
の
到
る
処
に
全
体
性
の
思
想
が
含
ま

れ
て
い
る
の
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
既
に
我
々
は
彼
の
自
然
権
の
思
想
が
全
体
論
的
な
見
方
の
上
に
立
っ
て

い
る
の
を
見
て
来
た
。
認
識
の
最
高
の
段
階
は
彼
に
よ
っ
て
全
体
性
の
認
識
と
し
て
特
色
付
け
ら
れ
た
。
我
々
自

身
そ
の
一
部
分
で
あ
る
こ
の
宇
宙
は
、
全
体
的
規
模
に
お
い
て
肯
定
さ
れ
、
部
分
の
不
幸
は
全
体
の
完
全
性
の
う

ち
に
解
消
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
全
体
論
的
な
見
方
は
特
に
か
の
短
論
文
を
著
し
く
色
取
っ
て
い
る
。
こ
こ
で

は
彼
は
実
体
を
全
体
と
し
て
規
定
し
た
。
実
体
は
概
念
的
抽
象
と
し
て
の
一
般
的
存
在
と
い
う
が
如
き
も
の
で
な

い
、そ
れ
は
単
な
る ens rationis 
で
は
な
い
。
実
体
は
ま
た
種
々
な
る
諸
部
分
の
和
と
い
う
が
如
き
も
の
で
な
い
、

有
限
な
る
、
分
離
さ
れ
た
る
諸
部
分
の
集
合
に
よ
っ
て
は
我
々
は
つ
ね
に
た
だ natura naturata

（
所
産
的
自
然
）

の
範
囲
に
と
ど
ま
る
の
み
で
あ
っ
て
、
実
体
即
ち natura naturans

（
能
産
的
自
然
）
に
決
し
て
到
達
す
る
こ
と

は
で
き
ぬ
。
機
械
論
的
な
見
方
を
も
っ
て
は
所
詮
、
所
産
的
自
然
が
考
え
ら
れ
得
る
の
み
で
あ
る
。
然
ら
ば
機
械

論
的
な
見
方
と
全
体
論
的
な
見
方
と
は
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
い
て
内
面
的
に
統
一
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
か
か
る

統
一
が
存
し
な
い
が
故
に
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
哲
学
は
、
一
方
で
は
極
端
な
機
械
論
で
あ
る
と
い
う
非
難
、
他
方
で
は

ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
っ
て
有
名
に
さ
れ
た
無
世
界
論
で
あ
る
と
い
う
非
難
、
を
受
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
な
か
ろ

う
か
。
我
々
は
か
か
る
問
題
を
今
の
場
合
に
関
係
す
る
限
り
少
し
追
求
し
て
み
よ
う
と
思
う
。
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四

ス
ピ
ノ
ザ
は
理
性
か
ら
国
家
を
導
き
出
す
こ
と
を
非
現
実
的
と
し
て
斥
け
、
国
家
の
自
然
的
基
礎
を
情
念
に

お
い
た
。
一
国
家
を
形
成
す
る
大
多
数
の
人
間
は
現
実
に
お
い
て
理
性
に
従
わ
ず
情
念
に
従
っ
て
生
活
し
て
い
る

の
が
つ
ね
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
彼
は
情
念
を
二
重
に
評
価
し
た
。
即
ち
彼
は
情
念
に
お
い
て
一
方
「
人
間
的
無

力
」
を
見
る
と
共
に
、
他
方
「
自
然
の
共
通
の
力
」
或
は
「
自
然
の
必
然
性
と
徳
」
を
見
た
（Eth. III, praef.

）。

情
念
は im

potentia 

を
現
す
と
同
時
に potentia 

も
し
く
は virtus 

を
現
す
と
せ
ら
れ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
の
語

を
借
り
れ
ば
か
く
の
如
き
「
両
面
性
」Zw

eiseitigkeit 

は
ス
ピ
ノ
ザ
哲
学
の
根
本
的
性
格
を
な
し
て
い
る
。
そ

れ
は
彼
に
お
け
る
「
矛
盾
」
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
そ
れ
は
、
コ
ー
ヘ
ン
の
云
う
如
く
単
な
る
「
両
義
性
」

Zw
eideutigkeit 

で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
か
か
る
両
面
性
は
何
等
か
深
き
意
味
を
含
む
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

惟
う
に
、
こ
の
よ
う
な
両
面
性
は
カ
メ
ー
ラ
ー
な
ど
の
い
う
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
け
る
「
二
重
の
因
果
」
に
基
礎
を
も

っ
て
い
る
。
カ
メ
ー
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
二
重
の
因
果
の
思
想
は
恰
も
赤
き
糸
の
如
く
ス
ピ
ノ
ザ
の
全
哲
学
を
貫
い

て
い
る
。

国
家
の
自
然
的
基
礎
と
考
え
ら
れ
た
人
間
の
つ
ね
な
る
情
念
と
は
、
恐
怖
、
希
望
、
嫉
妬
、
等
々
、
そ
れ
故
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ス
ピ
ノ
ザ
に
於
け
る
人
間
と
国
家

に
ス
ピ
ノ
ザ
に
従
え
ば
特
に
受
働 passiones 

と
し
て
の
情
念
で
あ
っ
た
。
何
故
に
受
働
的
情
念
は
人
間
の
常
態

で
あ
る
の
で
あ
る
か
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
云
う
、「
情
念
（
パ
ッ
シ
ョ
オ
ネ
ス
）
は
、
精
神
が
否
定
を
含
む
或
る
も
の

を
有
す
る
限
り
に
お
い
て
の
み
、
或
は
他
の
部
分
な
し
に
そ
れ
自
身
で
は
明
晰
判
明
に
知
覚
さ
れ
得
な
い
自
然
の

一
部
分
と
し
て
考
え
ら
れ
る
限
り
に
お
い
て
の
み
、
精
神
に
関
係
す
る
。」（Eth. III, 3, Schol.

）。
情
念
は
、
人

間
が
外
的
原
因
を
し
て
自
己
の
存
在
の
否
定
0

0

を
惹
き
起
さ
せ
る
よ
う
な
状
態
に
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
人
間
に
属

し
て
い
る
。
人
間
が
か
よ
う
な
性
質
を
そ
れ
自
身
に
お
い
て
具
え
て
い
る
の
は
、
彼
が
自
然
の
一
部
分
と
し
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

自

然
の
聯
関
の
う
ち
に
差
し
込
ま
れ
て
い
る
が
た
め
で
あ
る
。
こ
の
聯
関
、
或
は ordo naturae 

は
、
そ
こ
で
は
如

何
な
る
物
も
他
の
物
の
作
用
な
し
に
存
在
し
得
ず
、
外
部
か
ら
の
影
響
を
離
れ
て
孤
立
し
得
ぬ
、
物
の
因
果
的
連

鎖
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
人
間
は
有
限
な
る
物
と
し
て
、
或
は
個
物
も
し
く
は
個
体
と
し
て
、
か
く
の
如
き
因
果
的

連
鎖
の
う
ち
に
立
っ
て
い
る
。
即
ち
ス
ピ
ノ
ザ
は
云
う
、「
い
ず
れ
の
個
物
も
し
く
は
有
限
で
決
定
さ
れ
た
存
在

を
有
す
る
物
も
、
同
様
に
有
限
で
限
定
さ
れ
た
持
続
を
有
す
る
他
の
原
因
か
ら
存
在
し
且
つ
活
動
す
る
よ
う
に
決

定
さ
れ
る
場
合
に
の
み
、
存
在
し
且
つ
活
動
す
る
よ
う
に
決
定
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
こ
の
原
因
た
る

も
の
も
ま
た
、
同
様
に
有
限
で
限
定
さ
れ
た
持
続
を
有
す
る
他
の
原
因
か
ら
存
在
し
且
つ
活
動
す
る
よ
う
に
決
定

さ
れ
る
場
合
に
の
み
、
存
在
し
且
つ
活
動
す
る
よ
う
に
決
定
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
く
し
て
無
限
に
進
む
。」
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（Eth. I. 28.

）。
一
の
有
限
な
る
物
は
そ
の
存
在
と
活
動
と
に
お
い
て
他
の
等
し
く
有
限
な
る
物
に
よ
っ
て
決
定
さ

れ
、
か
く
て
凡
て
の
有
限
な
る
物
は
相
互
の
間
に
且
つ
全
体
と
し
て
因
果
的
連
鎖
を
形
作
る
。
人
間
も
有
限
な
る

物
と
し
て
実
に
か
か
る
状
態
に
あ
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
因
果
が
「
有
限
な
る
因
果
」
と
呼
ば
れ
る
。
い
ま
先
ず

次
の
こ
と
を
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
。
有
限
な
る
因
果
は
、個
体
が
個
体
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
従
う
必
然
性
で
あ
る
。

そ
れ
は
個
々
の
特
殊
な
物
の
総
体
と
し
て
の
世
界
、
短
論
文
に
い
う natura naturata particularis 

（
特
殊
的
所
産

的
自
然
）
の
う
ち
に
支
配
す
る
因
果
で
あ
る
。
そ
れ
は
個
体
が
個
体
と
し
て
存
在
し
且
つ
活
動
す
る
た
め
の
条
件

で
あ
る
。
個
物
は
他
の
個
物
か
ら
存
在
し
且
つ
活
動
す
る
よ
う
に
決
定
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
存
在
す
る
こ
と
も

活
動
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
然
る
に
い
ず
れ
の
個
物
も
他
の
個
物
に
対
し
て
外
に
立
っ
て
い
る
。
そ
の
一
は
他

に
と
っ
て
外
的
原
因 causa externa 
で
あ
る
。
有
限
な
る
因
果
は
外
的
因
果
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
か
か
る

も
の
と
し
て
個
物
の
存
在
と
共
に
滅
亡
を
制
約
す
る
。「
如
何
な
る
物
も
外
的
原
因
に
よ
っ
て
で
な
け
れ
ば
滅
さ

れ
得
な
い
」（Eth. III, 4

）。
か
く
て
個
物
と
し
て
存
在
す
る
物
に
は
、
そ
の
存
在
の
理
由
と
同
じ
理
由
に
よ
っ
て

滅
亡
が
属
し
、個
物
は
消
滅
的
で
あ
る
。
即
ち
個
物
は
有
限
で
限
定
さ
れ
た
持
続 duratio 

を
有
し
、従
っ
て
ま
た
、

有
限
な
る
因
果
は
時
間
的
因
果
で
あ
る
。
か
よ
う
な
持
続
が
物
の
現
実
的
に
存
在
す
る actu existere 

と
い
う
こ

と
を
な
し
て
い
る
。
持
続
す
る
と
云
わ
れ
る
物
に
し
て
現
在
的
現
実
的
存
在 praesens actualis existentia 

を
有



三
二
五

ス
ピ
ノ
ザ
に
於
け
る
人
間
と
国
家

す
る
と
云
わ
れ
得
る
。
人
間
的
個
体
も
自
然
の
一
部
分
で
あ
る
限
り
、
他
の
無
数
の
個
体
（
人
間
的
及
び
人
間
的

な
ら
ぬ
）
と
有
限
な
る
因
果
の
連
鎖
を
も
っ
て
繋
が
れ
、
そ
れ
ら
の
外
的
な
物
の
作
用
及
び
影
響
か
ら
孤
立
し
て

存
し
得
な
い
。
そ
こ
か
ら
自
然
的
に
人
間
に
は
パ
ッ
シ
ョ
オ
ネ
ス
た
る
諸
情
念
が
属
す
る
と
い
う
こ
と
が
起
っ
て

来
る
。
従
っ
て
情
念
は
我
々
の
無
力
を
現
す（Eth. IV, A

ppend. I, 2.

）。
有
限
な
る
因
果
は
個
体
の
因
果
で
あ
り
、

個
体
は
限
定
を
含
み
、
然
る
に
ス
ピ
ノ
ザ
に
よ
れ
ば
あ
ら
ゆ
る
限
定
は
否
定
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
情
念
は
有
限
な

る
因
果
に
制
約
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
自
身
ま
た
有
限
的
、
時
間
的
、
消
滅
的
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
有
限
な

る
因
果
は
個
体
に
か
か
わ
る
原
理
で
あ
る
が
故
に
、
そ
れ
が
そ
も
そ
も
成
立
す
る
前
提
と
し
て
、
何
等
か
否
定
の

原
理
が
予
想
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

と
こ
ろ
で
ス
ピ
ノ
ザ
は
倫
理
学
第
二
部
定
理
四
十
五
に
お
い
て
、
現
実
的
に
存
在
す
る
個
物
の
観
念
は
い
ず

れ
も
神
の
永
遠
に
し
て
無
限
な
る
本
質
を
必
然
的
に
含
む
と
い
う
命
題
を
掲
げ
、
そ
の
証
明
に
お
い
て
現
実
的
に

存
在
す
る
個
物
の
観
念
は
こ
の
物
の
本
質
並
び
に
存
在
を
必
然
的
に
含
む
と
述
べ
、
そ
の
注
解
に
お
い
て
次
の
如

く
云
っ
て
い
る
。「
こ
こ
で
予
の
い
う
存
在
は
持
続
、
即
ち
抽
象
的
に
そ
し
て
い
わ
ば
一
種
の
量
と
し
て
考
え
ら

れ
る
限
り
に
お
け
る
存
在
の
こ
と
で
は
な
い
。
蓋
し
予
は
、
神
の
本
性
の
永
遠
な
る
必
然
か
ら
無
限
な
る
も
の
が

無
限
な
る
仕
方
で infinitis m

odis 

従
っ
て
来
る
と
い
う
こ
と
の
た
め
に
、
個
物
に
賦
与
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
存
在
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の
本
性
そ
の
も
の
に
就
い
てde ipsa natura existentiae 

語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
繰
り
返
し
て
云
え
ば
、
予
は
、

神
の
う
ち
に
在
る
限
り
に
お
け
る quatenus in D

eo sunt 

個
物
の
存
在
そ
の
も
の
に
就
い
て
語
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
な
ぜ
な
ら
各
々
の
個
物
は
他
の
個
物
か
ら
或
る
一
定
の
仕
方
で certo m

odo 

存
在
す
る
よ
う
に
決
定
さ

れ
る
け
れ
ど
も
、
各
々
が
そ
れ
に
よ
っ
て
存
在
に
固
執
す
る
力
は
神
の
本
性
の
永
遠
な
る
必
然
か
ら
従
っ
て
来
る

か
ら
で
あ
る
。」
―
―
最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
、
情
念
も
ま
た
各
々
の
個
物
が
自
己
の
存
在
を
維
持
せ
ん
と
す
る

努
力
に
関
係
す
る
限
り
、
神
の
力
に
も
と
づ
く
も
の
と
し
て
そ
れ
自
身
力
を
現
し
、
そ
れ
に
は
自
然
権
が
認
め
ら

れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
―
―
か
く
て「
持
続
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
時
間
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
得
る
現
実
的
な
存
在
」

actualis existentia, quae per durationem
 explicatur et tem

pore definiripotest

（Eth. V, 23, D
em

.

）
が
、「
神

の
う
ち
に
在
る
限
り
に
お
け
る
存
在
そ
の
も
の
」
か
ら
区
別
さ
れ
る
。
前
者
を
規
定
す
る
も
の
は
有
限
な
る
因
果

で
あ
り
、
然
る
に
後
者
を
規
定
す
る
も
の
は
「
無
限
な
る
因
果
」
と
云
わ
れ
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
無
限
な

る
因
果
に
つ
い
て
は
、
就
中
倫
理
学
第
一
部
定
理
二
十
一
か
ら
二
十
三
に
お
い
て
説
か
れ
て
い
る
。
即
ち
、
神
の

或
る
属
性
の
絶
対
的
本
性
か
ら
従
っ
て
来
る
凡
て
の
も
の
は
、
常
に
且
つ
無
限
に
存
在
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
も
し
く

は
こ
の
属
性
に
よ
っ
て
永
遠
且
つ
無
限
で
あ
る
。
そ
こ
で
必
然
に
且
つ
無
限
に
存
在
す
る
様
態
が
あ
り
、
そ
の
凡

て
の
も
の
は
、
神
の
或
る
属
性
の
絶
対
的
本
性
か
ら
か
、
然
ら
ざ
れ
ば
必
然
に
且
つ
無
限
に
存
在
す
る
よ
う
な
変
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ス
ピ
ノ
ザ
に
於
け
る
人
間
と
国
家

容
に
よ
っ
て
変
容
さ
れ
た
る
或
る
属
性
か
ら
必
然
的
に
従
っ
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
二
重
の
意
味
に
お
け
る
存
在
、
即
ち
一
方
で
は
永
遠
に
し
て
無
限
な
る
神
の
う
ち
に
お
け

る
存
在
、
他
方
で
は
有
限
に
し
て
時
間
的
な
る
現
実
的
存
在
に
相
応
し
て
、
二
重
の
因
果
、
即
ち
無
限
な
る
因
果

と
有
限
な
る
因
果
と
が
区
別
さ
れ
る
。
前
者
は
い
わ
ば
縦
の
因
果
、
後
者
は
い
わ
ば
横
の
因
果
で
あ
る
。
い
ま
も

し
ス
ピ
ノ
ザ
の
う
ち
に
無
限
な
る
因
果
の
思
想
し
か
存
し
な
い
と
し
た
な
ら
ば
、
凡
て
の
も
の
は
神
の
う
ち
に
在

る
こ
と
と
な
り
、
無
世
界
論
と
い
う
非
難
は
免
れ
難
い
で
あ
ろ
う
。
倫
理
学
第
一
部
定
理
二
十
九
注
解
の
中
で
ス

ピ
ノ
ザ
は
、
ス
コ
ラ
哲
学
者
た
ち
の
間
で
用
い
ら
れ
て
来
た natura naturans 

及
び natura naturata 

と
い
う
概

念
に
解
釈
を
与
え
、
能
産
的
自
然
と
は
自
由
な
る
原
因
と
考
え
ら
れ
る
限
り
に
お
け
る
神
、
所
産
的
自
然
と
は
神

の
本
性
の
必
然
か
ら
従
っ
て
来
る
も
の
を
い
い
、
前
者
は
「
自
己
の
う
ち
に
在
り
且
つ
自
己
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ

る
も
の
」
で
あ
る
に
反
し
て
、
後
者
は
「
神
の
う
ち
に
在
り
そ
し
て
神
な
し
に
は
在
る
こ
と
も
理
解
さ
れ
る
こ
と

も
で
き
ぬ
と
こ
ろ
の
物
と
見
ら
れ
る
限
り
に
お
け
る
一
切
の
様
態
」
と
考
え
た
。
こ
の
場
合
所
産
的
自
然
が
「
限

り
に
お
け
る
」quatenus 

と
い
う
こ
と
を
除
い
て
単
に
「
神
の
う
ち
に
在
る
」in D

eo esse 

と
考
え
る
な
ら
ば
、

無
世
界
論
に
陥
る
こ
と
は
や
む
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
然
る
に
か
く
の
如
く
神
の
無
限
な
る
因
果
に
よ
っ
て
従
っ

て
来
る
と
こ
ろ
の
、
神
の
う
ち
に
在
る
限
り
に
お
け
る

0

0

0

0

0

0

所
産
的
自
然
は
現
実
的
な
個
物
の
世
界
と
は
考
え
ら
れ
な
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い
。
そ
れ
は
短
論
文
の
中
で natura naturata particularis

（
特
殊
的
所
産
的
自
然
）
か
ら
区
別
せ
ら
れ
た natura 

naturata generalis

（
一
般
的
所
産
的
自
然
）
に
と
ど
ま
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
こ
の
箇
所
（Tr. brev. I, 8.

）
に
お
い
て
、

一
般
的
所
産
的
自
然
は
神
に
直
接
に

0

0

0

依
存
す
る
様
態
一
切
か
ら
成
り
、
特
殊
的
所
産
的
自
然
は
一
般
的
様
態
に
よ

っ
て
制
約
さ
れ
た
る
凡
て
の
特
殊
な
る
物
か
ら
成
る
と
説
明
し
て
い
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
つ
ね
に
個
物
は
個
物
と
し

て
は
た
だ
間
接
に
し
か
神
を
原
因
と
し
な
い
と
考
え
た
。
そ
れ
は
絶
対
に
神
を
原
因
と
し
な
い
の
で
は
な
い
。
か

く
の
如
き
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
く
彼
の
根
本
的
立
場
、
即
ち
い
わ
ゆ
る
汎
神
論
的
立
場
に
お
い
て
は
考
え
ら
れ

得
な
い
。
有
限
な
る
因
果
も
固
よ
り
神
の
0

0

有
限
な
る
因
果
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
個
物
は
た
だ
間
接
に
し
か
神
を

原
因
と
し
な
い
の
で
あ
る
。「
現
実
的
に
存
在
す
る
個
物
の
観
念
は
、
神
が
無
限
な
る
限
り
に
お
い
て
で
は
な
く
、

却
っ
て
彼
が
現
実
的
に
存
在
す
る
個
物
の
他
の
観
念
に
よ
っ
て
作
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
限
り
に
お
い
て
、
神

を
原
因
に
有
し
、後
者
の
原
因
も
ま
た
彼
が
他
の
第
三
の
観
念
に
よ
っ
て
作
用
さ
れ
た
限
り
に
お
い
て
神
で
あ
る
。

か
く
て
無
限
に
進
む
。」（Eth. II, 9.

）。
個
物
に
と
っ
て
の
直
接
の
原
因
は
寧
ろ
他
の
個
物
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
し
て
現
実
的
に
存
在
す
る
個
物
の
世
界
は
神
に
対
し
て
相
対
的
独
立
性
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で

な
い
限
り
横
の
因
果
と
し
て
の
、
外
的
因
果
と
し
て
の
有
限
な
る
因
果
の
思
想
は
成
立
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
特

殊
的
所
産
的
自
然
は
単
に
神
の
う
ち
に
在
る
の
で
な
く
、
神
に
対
し
て
相
対
的
独
立
性
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
ね



三
二
九

ス
ピ
ノ
ザ
に
於
け
る
人
間
と
国
家

ば
な
ら
な
い
。
然
る
に
そ
の
た
め
に
は
有
限
な
る
因
果
に
お
い
て
予
想
さ
れ
る
否
定
の
原
理
に
は
今
や
或
る
積
極

性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
に
お
け
る
「
自
然
」
は
、
も
と
か
く
の
如
き
積
極
的

な
否
定
の
原
理
で
あ
る
べ
き
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
解
釈
し
て
否
定
の
積
極
性
を
認
め
て
来
る
な
ら
ば
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
神
は
単
に A

n sich 

に
と
ど
ま

ら
な
い
で
、Für sich 
に
転
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。「
神
の
う
ち
に
在
る
限
り
に
お
け
る
」
世
界
は
、
な
お
ヘ
ー

ゲ
ル
の
い
わ
ゆ
る
「
自
然
及
び
有
限
な
る
精
神
の
創
造
以
前
の
そ
の
永
遠
な
る
本
質
に
お
け
る
神
」、
即
ち
彼
の

論
理
の
世
界
に
比
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
即
自
に
お
け
る
イ
デ
ー
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
あ
っ
て
は
自
己
の
他

者
と
し
て
の
自
然
と
成
る
。
然
る
に
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
弁
証
法
は
存
せ
ず
、
従
っ
て
無
限
な

る
因
果
と
有
限
な
る
因
果
と
の
聯
関
も
真
に
内
面
的
に
打
ち
建
て
ら
れ
て
い
な
い
。
有
限
な
る
因
果
も
無
限
な
る

因
果
も
共
に
神
の
因
果
で
あ
る
限
り
、
両
者
の
間
の
内
面
的
な
関
係
が
明
ら
か
に
さ
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
こ
と

は
弁
証
法
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
ま
た
、
神
が
自
己
自
身
に
還
り
来
た
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
絶
対
精

神
の
段
階
に
も
比
す
べ
き
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
い
う
「
永
遠
の
相
の
も
と
に
お
け
る
」
認
識
の
内
面
的
構
造
も
十
分
に

解
き
明
か
さ
れ
て
い
な
い
。
却
っ
て
ス
ピ
ノ
ザ
の
哲
学
は
究
極
に
お
い
て
一
種
の
神
秘
主
義
に
終
ら
ね
ば
な
ら
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
の quatenus 

の
概
念
は
弁
証
法
的
概
念
と
な
る
べ
き
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ヘ
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ー
ゲ
ル
の
次
の
批
評
は
適
切
で
あ
る
。「
ス
ピ
ノ
ザ
に
あ
っ
て
は
無
限
は
単
に
物
の
絶
対
的
な
肯
定
で
あ
る
。
従

っ
て
単
に
動
か
ざ
る
統
一
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
だ
か
ら
実
体
は
対
自
有 Fürsichseyn 

の
規
定
に
す
ら
も
達
し
な

い
、
主
体
の
、
精
神
の
規
定
に
達
し
な
い
の
は
な
お
さ
ら
で
あ
る
。」
然
し
ま
た
他
方
か
ら
見
れ
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル

の
体
系
に
お
い
て
も
自
然
は
単
に
途
中
に
出
て
来
る
の
で
な
く
、
根
源
的
な
否
定
の
原
理
と
し
て
本
来
弁
証
法
の

根
柢
に
、
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
、
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
限
り
、
今
度
は
反
対
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の

イ
デ
ー
に
対
し
、
ス
ピ
ノ
ザ
哲
学
の
い
わ
ゆ
る
唯
物
論
的
方
面
に
重
要
な
意
味
を
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

か
く
の
如
き
根
源
的
な
意
味
に
お
け
る
自
然
は
、
普
通
に
い
う
自
然
と
は
異
な
っ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

そ
れ
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
的
に
云
え
ば
、
様
態
と
し
て
の
自
然
で
な
く
、
実
体
の
属
性
と
し
て
の
延
長
の
如
き
意
味
に

解
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
云
う
ま
で
も
な
く
我
々
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
よ
う
に
実
体
を
同
時
に
ま
た
主
体
と
し
て
捉

え
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
か
か
る
主
体
を
単
な
る
イ
デ
ー
と
考
え
る
の
で
な
く
、
ス
ピ
ノ
ザ
が
思

惟
と
共
に
延
長
を
実
体
の
属
性
と
見
做
し
た
よ
う
に
、
主
体
に
お
け
る
自
然
を
考
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
な
お
シ
ェ
リ
ン
グ
の
い
う
「
神
に
お
け
る
自
然
」
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
実
体
の
属
性
の
意
味
に
お
け
る

思
惟
が
普
通
に
い
う
心
と
か
意
識
と
か
―
―
そ
れ
は
凡
て
様
態
で
あ
っ
て
属
性
で
は
な
い
―
―
で
あ
る
の
で
な
い

よ
う
に
、
こ
の
自
然
は
ま
さ
に
主
体
的
な
も
の
の
属
性
の
如
く
見
ら
れ
、
こ
れ
を
何
等
か
そ
れ
の
様
態
の
如
く
解



三
三
一

ス
ピ
ノ
ザ
に
於
け
る
人
間
と
国
家

す
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
。
し
か
も
そ
れ
は
ま
さ
に
弁
証
法
的
否
定
的
契
機
と
し
て
捉
え
ら
る
べ
き
で
あ
っ

て
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
心
身
平
行
論
か
ら
察
せ
ら
れ
る
如
く
、
思
惟
と
延
長
と
は
単
に
平
行
的
と
見
ら
れ
て
は
な
ら
な

い
。
か
く
て
ス
ピ
ノ
ザ
の
実
体
と
様
態
、
或
は
能
産
的
自
然
と
所
産
的
自
然
と
は
、
私
の
い
う
「
事
実
」
と
「
存

在
」
と
の
如
き
意
味
の
も
の
で
あ
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

弁
証
法
に
お
い
て
は
否
定
の
積
極
性
が
承
認
さ
れ
る
。
然
る
に
こ
の
点
に
関
し
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
な
お
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
的
、
ス
コ
ラ
的
存
在
論
の
、
従
っ
て
そ
の
論
理
学
の
範
囲
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
そ
れ
の
根
本
原
理

は
、
有
は
有
で
あ
っ
て
無
で
は
な
い
、
と
い
う
に
あ
る
。
有
と
無
と
は
如
何
な
る
意
味
に
お
い
て
も
一
致
し
な
い
。

矛
盾
律
と
い
わ
れ
る
も
の
は
こ
の
こ
と
を
現
す
。
し
か
も
こ
の
原
理
は
単
に
論
理
的
意
味
の
も
の
で
な
く
、
却
っ

て
も
と
存
在
論
的
意
味
の
も
の
で
あ
っ
た
。
矛
盾
律
は
ま
さ
に
有
も
し
く
は
存
在
の
本
性

0

0

0

0

0

、
そ
の
最
も
内
的
な
本0

質0

、
今
日
い
う
と
こ
ろ
の
存
在
の
意
味
0

0

を
言
い
表
し
、
従
っ
て
存
在
の
本
性
、
本
質
、
意
味
は
、
そ
れ
が
無
も
し

く
は
非
存
在
と
相
容
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
然
る
に
こ
の
よ
う
な
存
在
論
に
お
い
て
は
非

存
在
は
単
に
存
在
の
欠
乏
と
見
ら
れ
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
実
体
を
無
限
と
し
て
規
定
し
た
が
、
こ

の
と
き
無
限
と
い
う
語
は
そ
の
否
定
的
な
前
綴
に
も
拘
ら
ず
全
く
肯
定
的
な
概
念
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
完
全
と
い

う
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
。
実
体
の
概
念
は
存
在
の
純
粋
な
肯
定
を
意
味
す
る
。
あ
ら
ゆ
る
限
定
こ
そ
否
定
で
あ
る
。



三
三
二

ス
ピ
ノ
ザ
は nonesse 

を defectus 

い
な
、
最
大
の
不
完
全
と
見
做
し
た
。
凡
て
か
く
の
如
き
考
え
方
が
単
に
彼

の
存
在
論
、
思
惟
方
法
の
み
で
な
く
、
彼
の
倫
理
学
的
思
想
、
人
間
学
に
至
る
ま
で
支
配
し
て
い
る
。
こ
の
点
で

ス
ピ
ノ
ザ
は
ま
こ
と
に
驚
嘆
す
べ
く
徹
底
的
で
あ
っ
た
。
各
々
の
物
は
自
己
の
有
に
固
執
せ
ん
こ
と
を
努
め
る
と

い
う
、
か
の
彼
の
根
本
命
題
も
、
有
は
有
で
あ
っ
て
無
で
は
な
く
、
有
と
無
と
は
相
容
れ
ぬ
と
い
う
こ
と
を
言
い

表
す
矛
盾
律
の
一
形
態
と
も
見
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
ず
れ
の
有
限
な
る
存
在
も
、
よ
し
有
限
で
あ
る
に
せ

よ
、
存
在
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
肯
定
で
あ
っ
て
否
定
で
な
く
、
か
か
る
肯
定
は
純
粋
な
肯
定
で
あ
る
と
こ
ろ
の

神
か
ら
従
っ
て
来
る
と
せ
ら
れ
る
。
否
定
の
積
極
性
、
否
定
の
媒
介
性
の
思
想
は
ス
ピ
ノ
ザ
に
は
存
し
な
い
。
そ

の
帰
結
は
到
る
処
に
示
さ
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
そ
の
た
め
に
、
能
産
的
自
然
（
神
）
と
所
産
的
自
然
（
世
界
）

と
の
関
係
も
十
分
に
明
ら
か
に
さ
れ
得
ず
、
無
世
界
論
的
傾
向
が
現
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
彼
は
実
体
の
属
性

と
し
て
延
長
を
認
め
た
の
で
あ
る
か
ら
、
も
し
一
歩
進
ん
で
こ
の
も
の
の
弁
証
法
的
否
定
の
意
味
を
考
え
た
な
ら

ば
、
神
に
対
す
る
世
界
の
弁
証
法
的
意
味
に
お
け
る
相
対
的
独
立
性
を
説
明
す
る
こ
と
も
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
身

体
と
精
神
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
彼
の
考
え
方
が
抽
象
的
な
平
行
論
に
終
っ
た
の
も
、
同
じ
理
由
に
よ
っ
て
で
あ

る
。
ま
た
そ
れ
故
に
個
物
も
真
の
個
物
た
り
得
ず
、
普
遍
も
真
の
普
遍
た
り
得
な
か
っ
た
。
然
し
な
が
ら
彼
の
云

う
よ
う
に
、
い
ず
れ
の
個
物
も
そ
の
存
在
に
お
い
て
無
限
な
る
因
果
及
び
有
限
な
る
因
果
と
い
う
二
重
の
因
果
に



三
三
三

ゲ
ー
テ
に
於
け
る
自
然
と
歴
史

制
約
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
こ
と
は
既
に
個
物
の
弁
証
法
的
性
格
を
形
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
筈

で
あ
ろ
う
。
彼
が
情
念
に
お
い
て
人
間
的
無
力
と
共
に
自
然
の
共
通
の
力
を
見
た
如
く
、
人
間
の
存
在
は
或
る
弁

証
法
的
な
構
造
を
含
ん
で
い
る
で
あ
ろ
う
。
ス
ピ
ノ
ザ
の
国
家
論
は
単
な
る
機
械
論
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
ヘ

ー
ゲ
ル
の
序
曲
と
も
見
ら
れ
る
方
面
を
有
し
た
が
、
然
し
両
者
の
差
異
は
決
し
て
た
だ
程
度
上
の
も
の
で
な
か
っ

た
。
即
ち
弁
証
法
的
思
惟
へ
の
基
礎
と
機
縁
を
豊
か
に
含
ん
で
い
る
に
拘
ら
ず
、
伝
統
的
な
論
理
学
と
絶
ち
得
な

か
っ
た
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
い
て
は
、
全
体
論
的
な
見
方
と
機
械
論
的
な
見
方
と
は
遂
に
統
一
さ
れ
る
に
至
ら
な
か
っ

た
。
彼
の
国
家
論
が
個
体
か
ら
、
従
っ
て
有
限
な
る
因
果
の
方
面
か
ら
出
発
し
た
限
り
、
―
―
然
る
に
国
家
論
に

関
し
か
く
の
如
き
出
立
を
す
る
哲
学
的
前
提
と
し
て
既
に
、
彼
は
神
に
対
す
る
個
体
の
世
界
の
相
対
的
独
立
性
を

一
層
明
瞭
に
説
明
し
て
お
く
べ
き
で
あ
っ
た
し
、
そ
の
た
め
に
は
弁
証
法
的
思
惟
が
必
要
で
あ
っ
た
、
―
―
そ
れ

が
機
械
論
以
上
に
多
く
出
る
こ
と
を
得
な
か
っ
た
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。



三
三
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ゲ
ー
テ
に
於
け
る
自
然
と
歴
史

一

ゲ
ー
テ
の
歴
史
に
対
す
る
関
係
は
単
純
に
規
定
し
得
ぬ
も
の
を
含
ん
で
い
る
。
或
る
者
は
こ
の
問
題
に
否
定

的
に
答
え
、
ゲ
ー
テ
は
歴
史
的
意
識
を
有
し
な
か
っ
た
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
彼
等
は
そ
の
証
拠
と
し
て
ゲ
ー
テ

が
歴
史
に
つ
い
て
折
に
ふ
れ
て
語
っ
た
言
葉
の
中
か
ら
種
々
の
も
の
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
関
係
で
知

ら
れ
て
い
る
の
は
ル
ー
デ
ン
と
の
ゲ
ー
テ
の
対
話
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
若
い
歴
史
家
に
向
い
、
歴
史
に
対
す
る
彼

の
不
信
、
軽
蔑
を
す
ら
も
隠
す
と
こ
ろ
な
く
述
べ
た
。
歴
史
的
伝
来
物
か
ら
我
々
が
事
物
の
真
実
の
姿
を
受
取
り

得
る
も
の
と
彼
は
信
じ
な
い
。
か
く
の
如
き
懐
疑
は
固
よ
り
理
由
の
な
い
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
。
歴
史
は
伝
来
物

即
ち
史
料
と
い
わ
れ
る
も
の
の
上
に
立
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
然
る
に
殆
ど
凡
て
の
史
料
は
不
純
に
さ
れ
て
い
る
、
そ

れ
は
つ
ね
に
党
派
的
で
、
つ
ね
に
作
為
的
で
、
つ
ね
に
或
は
熱
中
に
よ
り
、
或
は
盲
目
な
憎
み
も
し
く
は
愛
に
よ

っ
て
、
だ
か
ら
私
欲
に
よ
っ
て
無
意
識
的
に
歪
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
は
故
意
の
虚
言
や

良
心
な
き
欺
瞞
に
よ
っ
て
、
曲
飾
や
中
傷
の
た
め
に
意
識
的
に
捏
造
さ
れ
て
い
る
。
よ
し
ん
ば
そ
う
で
な
い
に
せ



三
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ゲ
ー
テ
に
於
け
る
自
然
と
歴
史

よ
、
歴
史
家
は
つ
ね
に
あ
ま
り
に
遅
く
や
っ
て
来
る
。
彼
等
が
始
め
る
と
き
、
判
断
は
既
に
作
ら
れ
、
既
に
出
来

上
っ
て
お
り
、
彼
等
は
知
ら
ず
識
ら
ず
こ
の
判
断
に
よ
っ
て
先
入
見
を
抱
か
さ
せ
ら
れ
、
そ
れ
を
反
駁
し
よ
う
と

試
み
る
場
合
で
す
ら
、
彼
等
は
な
お
そ
れ
の
束
縛
か
ら
離
れ
難
い
。
ま
た
、
ひ
と
は
我
々
に
出
来
事
の
現
実
的
な

記
録
を
供
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
記
録
の
多
く
は
生
々
し
た
記
憶
の
既
に
消
え
失
せ
た
後
に
初
め
て
作
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
。
し
か
も
こ
れ
ら
の
記
録
は
、
必
ず
し
も
、
つ
ね
に
主
要
事
を
伝
え
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
歴
史

の
基
礎
を
な
す
史
料
が
純
粋
で
な
く
、
完
全
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
争
う
こ
と
が
で
き
ぬ
。

然
し
な
が
ら
近
代
の
歴
史
学
は
、
歴
史
的
批
評
の
方
法
を
確
立
し
発
達
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
史
料
の
不
純
性

と
不
完
全
性
と
に
打
勝
と
う
と
努
力
し
た
。
今
日
我
々
は
歴
史
的
批
評
の
熱
心
な
、
忍
耐
的
な
、
そ
し
て
方
法
的

な
仕
事
の
中
か
ら
、
如
何
に
輝
か
し
い
成
功
が
も
た
ら
さ
れ
た
か
を
知
っ
て
い
る
。
批
評
は
云
う
ま
で
も
な
く
批

評
と
し
て
破
壊
の
方
面
を
含
ま
ざ
る
を
得
な
い
。
と
こ
ろ
で
ゲ
ー
テ
は
ニ
ー
ブ
ー
ル
風
の
歴
史
的
批
評
が
破
壊
的

で
あ
る
と
い
う
故
を
も
っ
て
、
こ
れ
を
軽
蔑
し
た
。
も
し
も
批
評
に
よ
っ
て
偉
大
な
伝
説
的
な
事
実
が
否
定
さ
れ

た
な
ら
ば
、
ど
う
な
る
の
で
あ
る
か
、
と
彼
は
尋
ね
る
。「
古
人
が
か
か
る
も
の
を
創
作
す
る
に
足
る
だ
け
偉
大

で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
我
々
は
そ
れ
を
信
ず
べ
く
十
分
に
偉
大
で
あ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。」
こ
の
よ
う
に
彼
は
歴

史
に
対
し
て
、
殊
に
批
判
的
従
っ
て
ま
さ
に
科
学
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
歴
史
学
に
対
し
て
、
不
信
を
表
明
し
た
の



三
三
六

で
あ
る
。「
凡
て
の
歴
史
は
不
確
か
で
曖
昧
で
あ
る
。
然
し
誰
か
が
あ
な
た
に
或
る
こ
と
が
疑
わ
し
い
と
内
々
で

知
ら
せ
る
な
ら
、
あ
な
た
は
そ
の
人
を
す
ぐ
却
け
て
よ
ろ
し
い
。」
と
彼
は
他
の
場
合
に
語
っ
た
。
歴
史
は
そ
の

拠
っ
て
立
つ
伝
来
物
が
不
確
か
で
あ
る
と
云
っ
て
、
彼
は
歴
史
を
信
じ
な
い
。
そ
し
て
歴
史
的
批
評
が
確
か
な
事

実
を
決
定
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
批
評
は
破
壊
的
で
あ
る
と
云
っ
て
、
彼
は
歴
史
学
を
さ
げ
す
む
。
か
よ
う
に
し
て

ゲ
ー
テ
は
歴
史
に
対
し
全
然
離
反
的
関
係
に
立
っ
て
い
る
か
の
如
く
見
え
る
。

然
る
に
、
い
ま
も
し
他
の
方
面
か
ら
眺
め
る
な
ら
ば
、
問
題
は
全
く
違
っ
た
姿
を
と
っ
て
現
れ
て
来
る
。
嘗

て
ラ
ン
ケ
は
云
っ
た
、「
ゲ
ー
テ
は
ま
た
大
歴
史
家
に
な
る
こ
と
も
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
シ
ラ
ー
は

歴
史
家
た
る
の
天
分
を
有
し
な
か
っ
た
。」
と
。
偉
大
な
る
歴
史
家
ラ
ン
ケ
の
こ
の
証
言
に
対
し
、
我
々
は
信

頼
を
寄
せ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
寧
ろ
反
対
に
、
ラ
ン
ケ
の
言
葉
は
単
な
る
仮
定
に
と
ど
ま
ら
な
か

っ
た
。
ゲ
ー
テ
は
実
際
に
い
く
つ
か
の
勝
れ
た
歴
史
的
伝
記
的
作
物
を
残
し
て
い
る
。『
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
』

【“W
inckelm

ann”

】、
そ
し
て
何
よ
り
も
『
詩
と
真
実
』【“D

ichtung und W
ahrheit”

】、
こ
れ
は
第
一
級
の
伝
記
と
見
ら

れ
得
る
。「
既
に
こ
の
業
績
の
た
め
に
ゲ
ー
テ
は
ま
た
、
よ
し
彼
に
は
も
と
歴
史
的
感
覚
が
欠
け
て
い
た
に
せ
よ
、

ド
イ
ツ
の
偉
大
な
る
歴
史
家
の
う
ち
に
数
え
ら
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。」
と
グ
ン
ド
ル
フ
も
云
っ
て
い
る
。
ゲ
ー
テ

は
ま
た
色
彩
論
史
を
書
い
た
。
こ
れ
は
「
真
に
そ
の
名
に
値
す
る
精
神
史
の
最
上
の
模
範
」
と
し
て
評
価
さ
れ
る
。



三
三
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ー
テ
に
於
け
る
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然
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史

色
彩
論
の
こ
の
歴
史
的
部
分
に
お
い
て
彼
は
、
後
に
デ
ィ
ル
タ
イ
が
精
神
史
の
目
標
と
し
て
意
識
し
且
つ
み
ず
か

ら
歴
史
家
と
し
て
到
達
し
よ
う
と
企
て
た
と
こ
ろ
の
も
の
を
、
断
片
的
に
、
け
れ
ど
原
理
的
に
は
既
に
完
全
に
仕

遂
げ
た
の
で
あ
る
。
も
し
彼
の
歴
史
的
作
物
を
か
く
の
如
く
価
値
付
け
る
こ
と
が
正
し
い
な
ら
ば
、
ゲ
ー
テ
の
歴

史
に
対
す
る
関
係
は
積
極
的
に
打
建
て
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
外
面
か
ら
で
な
く
、
内
面
か
ら
、
彼

の
精
神
の
本
性
と
活
動
と
の
特
質
か
ら
し
て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
理
論
で
な
く
業
績
が
ゲ
ー
テ
に
お
い
て
こ

の
こ
と
を
要
求
す
る
。
そ
し
て
単
に
彼
の
歴
史
的
伝
記
的
作
物
の
内
在
的
価
値
か
ら
ば
か
り
で
な
く
、
更
に
彼
の

与
え
た
影
響
の
方
面
か
ら
し
て
も
、
我
々
は
ゲ
ー
テ
の
歴
史
に
対
す
る
関
係
の
う
ち
に
或
る
内
面
的
な
も
の
、
積

極
的
な
も
の
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
十
分
に
察
知
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
ゲ
ー
テ
は
彼
の
愛
好
者
、
研
究
家
た
ち

を
教
育
し
、
彼
等
を
立
派
な
歴
史
家
に
仕
上
げ
る
に
あ
ず
か
っ
て
力
が
あ
っ
た
。
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ヘ
ー
ン
の
場
合
、

デ
ィ
ル
タ
イ
や
グ
ン
ド
ル
フ
な
ど
に
お
い
て
、
そ
う
で
あ
る
と
云
わ
れ
よ
う
。
或
は
ま
た
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
、
チ

ザ
ル
ツ
の
如
き
も
そ
れ
ぞ
れ
自
己
の
歴
史
の
方
法
の
ゲ
ー
テ
に
対
す
る
関
連
を
説
い
て
い
る
。
か
く
て
そ
の
業
績

及
び
影
響
の
方
面
か
ら
見
て
、
ゲ
ー
テ
の
精
神
の
本
質
と
活
動
と
の
う
ち
に
は
歴
史
に
対
す
る
或
る
親
和
的
な
も

の
、
積
極
的
な
も
の
が
含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
問
題
を
一
層
深
め
、
ゲ
ー
テ
の
歴
史
に
対
す
る
関
係
を
彼
の
全
精
神
、
全
世
界
観
の
聯
関
の
中
か
ら
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示
そ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
今
度
は
却
っ
て
反
対
に
こ
の
関
係
に
お
け
る
離
反
が
い
よ
い
よ
本
質
的
に
、
い
よ
い
よ

内
面
的
に
現
れ
て
来
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
ゲ
ー
テ
の
世
界
観
に
お
け
る
根
本
概
念
は
ま
さ
に
自
然
で
あ
っ
て
、

歴
史
で
は
な
か
っ
た
の
で
な
い
か
。
グ
ン
ド
ル
フ
は
彼
を
ス
ピ
ノ
ザ
と
共
に
、
自
然
汎
神
論
者
と
称
し
、
ヘ
ル
ダ

ー
が
歴
史
汎
神
論
者
で
あ
っ
た
の
に
対
立
せ
し
め
て
い
る
。
ゲ
ー
テ
は
シ
ュ
ト
ゥ
ル
ム
・
ウ
ン
ト
・
ド
ゥ
ラ
ン
グ

の
運
動
を
経
験
し
た
。
個
性
的
な
も
の
の
強
調
は
こ
の
運
動
の
重
要
な
要
素
で
あ
っ
た
。
彼
は
ヘ
ル
ダ
ー
か
ら
影

響
を
受
け
た
。
ヘ
ル
ダ
ー
は
そ
の
生
成
の
大
い
な
る
観
念
に
よ
っ
て
ド
イ
ツ
に
お
い
て
歴
史
的
意
識
を
有
し
た
最

初
の
人
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
し
て
も
ゲ
ー
テ
に
お
け
る
根
本
概
念
は
、
も
と
ど
こ
ま
で
も
自
然
で
あ
っ
た
の
で
な

か
ろ
う
か
。
青
年
ゲ
ー
テ
は
彼
の
『
ゲ
ッ
ツ
』
を
「
戯
曲
化
さ
れ
た
歴
史
」
と
呼
ぶ
。
然
る
に
こ
れ
の
背
景
を
な

し
た
の
は
ル
ソ
ー
的
な
自
然
の
思
想
と
見
ら
れ
得
、
こ
の
も
の
は
新
興
市
民
階
級
の
政
治
的
意
識
と
結
び
付
い
て

い
た
が
、
そ
れ
が
非
歴
史
的
な
観
念
で
あ
っ
た
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
ゲ
ー
テ
が
古
典
的
人
間
と
し
て
成
熟

す
る
に
従
い
、
歴
史
に
対
す
る
疎
隔
は
益
々
顕
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
グ
ン
ド
ル
フ
に
よ
る
と
、
ゲ
ー
テ
の
イ

タ
リ
ア
旅
行
は
彼
に
二
つ
の
否
定
的
な
結
果
、
即
ち
一
方
歴
史
に
対
す
る
、
他
方
政
治
に
対
す
る
、
決
定
的
な
離

反
を
も
た
ら
し
た
。
こ
れ
ら
の
も
の
の
嫌
悪
は
、ゲ
ー
テ
の
本
性
の
う
ち
に
も
と
も
と
存
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、

イ
タ
リ
ア
旅
行
に
よ
っ
て
自
覚
さ
れ
る
と
共
に
基
礎
付
け
ら
れ
る
に
至
っ
た
。
こ
の
見
方
は
尤
も
あ
ま
り
に
一
面
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ゲ
ー
テ
に
於
け
る
自
然
と
歴
史

的
で
あ
る
と
云
わ
れ
よ
う
。そ
の
第
二
部
に
お
い
て
フ
ァ
ウ
ス
ト
は
ま
さ
に
社
会
的
実
践
家
と
し
て
現
れ
て
お
り
、

ま
た
ひ
と
は
『
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
マ
イ
ス
タ
ー
』
の
中
か
ら
社
会
的
政
治
的
思
想
を
読
み
取
る
に
困
難
で
な
い
。

然
し
な
が
ら
、
古
典
的
は
本
来
ど
こ
ま
で
も
歴
史
的
と
相
背
反
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
手
法
は
グ
ン
ド

ル
フ
と
甚
だ
相
違
す
る
に
せ
よ
、
シ
ュ
ト
リ
ヒ
も
同
じ
く
古
典
的
と
歴
史
的
と
の
乖
離
を
説
い
て
い
る
。
シ
ュ
ト

リ
ヒ
は
歴
史
へ
の
相
反
す
る
関
係
の
う
ち
に
浪
漫
的
と
古
典
的
と
の
ひ
と
つ
の
明
確
な
対
立
点
を
見
出
す
。
浪
漫

主
義
が
歴
史
に
対
し
親
和
的
で
あ
っ
た
に
反
し
、
古
典
主
義
は
歴
史
に
対
し
て
真
に
敵
対
的
な
態
度
を
と
っ
た
、

前
者
が
特
殊
な
時
間
の
感
情
を
も
っ
て
浸
潤
せ
ら
れ
て
い
た
に
反
し
、
後
者
は
無
時
間
的
な
持
続
を
、
ゲ
ー
テ
は

原
型
を
、
シ
ラ
ー
は
法
則
を
求
め
た
、
と
彼
は
論
じ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
古
典
的
人
間
と
し
て
も
、
ゲ
ー
テ
の
精

神
と
シ
ラ
ー
の
そ
れ
と
の
間
に
は
或
る
本
質
的
な
相
違
が
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。
誰
よ
り
も
シ
ラ
ー
自
身
が
こ
れ
を

意
識
し
、
か
の
一
七
九
四
年
八
月
二
十
三
日
附
の
ゲ
ー
テ
へ
宛
て
た
有
名
な
書
簡
の
中
で
こ
れ
に
つ
い
て
見
事
に

述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
相
違
は
丁
度
、
ラ
ン
ケ
の
云
っ
た
如
く
、
歴
史
に
対
す
る
二
人
の
精
神
の
相
反
す
る

関
係
を
基
礎
付
け
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
或
は
ゲ
ー
テ
に
お
け
る
古
典
主
義
は
何
等
か
浪
漫
主
義
を
包
括
す
る

に
至
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
一
般
に
ド
イ
ツ
の
古
典
主
義
は
古
典
主
義
と
し
て
も
浪
漫
的
色
彩
を
多
分
に
含

み
、
特
に
ゲ
ー
テ
の
『
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
マ
イ
ス
タ
ー
』
の
如
き
は
単
に
古
典
的
で
な
く
、
十
分
に
浪
漫
的
で
す
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ら
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
と
云
っ
て
、
我
々
は
ゲ
ー
テ
の
世
界
観
に
お
け
る
根
本
概
念
が
嘗
て
自
然
か
ら
歴
史
へ
移

っ
た
こ
と
が
あ
る
と
考
え
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
い
。
か
の
比
類
な
き
ロ
マ
ン
の
う
ち
に
好
ん
で
描
か
れ
た
の
は
、

ヘ
ー
ン
の
語
を
借
り
れ
ば
、
何
よ
り
も
「
人
間
生
活
の
自
然
形
態
」
で
あ
っ
た
。
も
し
自
然
と
歴
史
と
が
相
対
立

す
る
二
つ
の
根
本
概
念
で
あ
る
な
ら
ば
、
ゲ
ー
テ
に
お
け
る
発
展
は
、
そ
の
自
然
概
念
そ
の
も
の
に
お
け
る
発
展

で
あ
っ
て
、
自
然
概
念
か
ら
歴
史
概
念
へ
の
移
動
乃
至
転
化
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
古
典
的
と
い
う
こ
と
も

そ
れ
自
身
の
意
味
に
お
け
る
自
然
概
念
を
基
礎
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
ギ
リ
シ
ア
思
想
と
キ
リ
ス
ト

教
思
想
と
を
対
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
瞭
に
理
解
さ
れ
よ
う
。
然
し
な
が
ら
、
も
し
ま
た
ゲ
ー
テ
が
汎
神
論
者

で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
汎
神
論
は
ま
さ
に
汎
神
論
と
し
て
、
そ
の
基
礎
の
上
で
は
自
然
と
歴
史
と
は
鋭
い
対
立
を

な
し
得
ず
、
却
っ
て
両
者
は
連
続
的
融
合
的
に
考
え
ら
れ
る
の
ほ
か
な
い
か
ら
、
た
と
い
彼
が
い
わ
ゆ
る
自
然
汎

神
論
者
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
彼
は
な
お
或
る
仕
方
で
歴
史
に
対
す
る
つ
な
が
り
を
有
す
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ

ろ
う
。
丁
度
、
反
対
に
歴
史
汎
神
論
者
と
い
わ
れ
る
ヘ
ル
ダ
ー
が
、
歴
史
に
お
い
て
特
に
自
然
的
要
素
を
重
要
視

し
、
現
代
の
人
文
地
理
学
の
発
達
を
促
す
こ
と
と
な
っ
た
よ
う
に
、
自
然
汎
神
論
者
と
い
わ
れ
る
ゲ
ー
テ
が
今
日
、

自
然
科
学
に
対
し
て
よ
り
も
却
っ
て
歴
史
学
に
対
し
て
特
殊
な
、
顕
著
な
影
響
を
及
ぼ
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と

は
、
興
味
が
な
く
は
な
い
。
ゲ
ー
テ
に
お
け
る
自
然
概
念
は
、
そ
の
青
年
時
代
の
ル
ソ
ー
的
な
自
然
概
念
か
ら
、
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ゲ
ー
テ
に
於
け
る
自
然
と
歴
史

古
典
的
な
自
然
概
念
を
経
て
、
晩
年
に
お
け
る
最
も
含
蓄
的
な
自
然
概
念
に
ま
で
発
展
し
た
。
と
り
わ
け
彼
は
そ

の
晩
年
深
い
情
熱
を
も
っ
て
自
然
研
究
に
従
事
し
た
。
そ
し
て
歴
史
学
が
今
日
ゲ
ー
テ
に
負
う
方
法
上
の
新
し
き

も
の
は
、
特
に
彼
の
こ
の
時
期
の
自
然
哲
学
的
研
究
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
少
な
く
と

も
彼
の
晩
年
の
自
然
概
念
に
は
歴
史
と
内
面
的
に
交
渉
す
る
或
る
も
の
が
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。
我
々
は
こ
の
よ
う

な
自
然
概
念
の
特
殊
性
の
う
ち
に
そ
れ
の
歴
史
に
対
す
る
特
殊
な
関
係
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
よ
っ

て
我
々
は
ゲ
ー
テ
が
単
な
る
ス
ピ
ノ
ザ
主
義
者
に
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
知
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
代
表
的
な

自
然
汎
神
論
者
た
る
ス
ピ
ノ
ザ
は
歴
史
に
対
し
て
何
等
の
関
係
を
も
含
ま
な
い
に
反
し
、
ゲ
ー
テ
に
は
歴
史
へ
の

通
路
が
開
け
て
い
た
。
然
し
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
ゲ
ー
テ
に
お
け
る
根
本
概
念
が
依
然
と
し
て
自
然
で
あ
っ
て
歴
史

で
な
か
っ
た
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
ま
た
或
る
制
限
と
限
界
と
が
存
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

か
く
て
ゲ
ー
テ
は
歴
史
に
対
し
一
面
親
和
的
に
他
面
敵
対
的
に
、
両
重
の
関
係
に
立
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と

が
推
察
さ
れ
よ
う
。
既
に
ゲ
ー
テ
と
歴
史
の
問
題
は
、
単
純
に
ゲ
ー
テ
に
お
け
る
歴
史
の
問
題
で
あ
り
得
ず
、
却

っ
て
ゲ
ー
テ
に
お
け
る
「
自
然
と
歴
史
」
の
問
題
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
我
々
の
研
究
は
お
よ
そ
次
の

よ
う
な
意
味
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
。
一
、
我
々
は
そ
れ
に
よ
っ
て
現
実
的
な
歴
史
的
意
識
が
相
矛
盾
す
る
二
つ
の

契
機
を
含
む
弁
証
法
的
構
造
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
一
つ
の
意
味
で
は
ゲ
ー
テ
は
十
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分
豊
か
に
歴
史
的
意
識
を
具
え
て
い
た
。
然
し
そ
れ
だ
け
、
他
の
意
味
で
は
彼
は
非
歴
史
的
で
あ
っ
た
。
一
つ
の

意
味
に
お
け
る
歴
史
性
を
彼
に
お
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
他
の
意
味
に
お
け
る
彼
の
非
歴
史
性
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
と
な
り
、
他
の
意
味
に
お
け
る
彼
の
非
歴
史
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
一
つ
の
意
味
に
お
け
る
歴
史

性
を
彼
に
お
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
な
る
。
ゲ
ー
テ
と
歴
史
の
問
題
に
つ
い
て
の
議
論
は
こ
れ
ま
で
、
歴
史

的
意
識
の
本
質
が
明
確
に
把
握
さ
れ
、
規
定
さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
、
虚
空
に
彷
徨
し
て
い
る
場
合
が
少
な
く
な

か
っ
た
。
二
、
自
然
と
歴
史
と
は
固
よ
り
相
対
立
す
る
概
念
で
あ
り
な
が
ら
、
し
か
も
現
実
的
な
歴
史
の
概
念
は
、

そ
の
弁
証
法
的
要
素
と
し
て
、
単
に
外
面
的
に
の
み
で
な
く
ま
た
内
面
的
に
、
或
る
特
殊
な
自
然
の
概
念
を
含
ま

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
の
如
き
歴
史
に
お
け
る
内
面
的
に
自
然
的
な
も
の
が
何
で
あ
る
か
は
、
ゲ
ー
テ
に
つ

い
て
明
瞭
に
示
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
然
し
第
三
に
、
我
々
の
研
究
は
、
ゲ
ー
テ
に
親
和
的
に
感
じ
、
そ
の
伝
統

を
継
が
う
と
す
る
現
代
の
歴
史
学
の
或
る
傾
向
に
対
す
る
批
判
の
意
味
を
含
む
で
あ
ろ
う
。
ゲ
ー
テ
は
自
然
概
念

を
も
っ
て
歴
史
を
考
え
る
最
も
模
範
的
な
且
つ
最
も
豊
富
な
場
合
を
現
し
て
い
る
。
然
し
な
が
ら
、
彼
の
明
示
し

も
し
く
は
暗
示
し
た
も
の
が
歴
史
学
に
と
っ
て
如
何
に
魅
惑
的
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
な
お
自
然
を
基
礎
と

し
、
従
っ
て
歴
史
と
自
然
と
が
相
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
固
有
な
る
歴
史
概
念
で
は
あ
り
得
な
い
。
或
は

逆
に
現
代
の
歴
史
学
の
或
る
傾
向
に
お
け
る
根
本
概
念
を
ゲ
ー
テ
に
お
い
て
根
源
的
に
解
明
し
、
そ
れ
が
も
と
自



三
四
三

ゲ
ー
テ
に
於
け
る
自
然
と
歴
史

然
を
基
礎
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
は
そ
れ
を
批
判
し
得
る
で
あ
ろ
う
。

二

ゲ
ー
テ
は
直
観
の
人
、
眼
の
人
間
で
あ
っ
た
。
明
瞭
な
、
形
態
あ
る
、
限
定
さ
れ
た
、
体
現
的
な
直
観
が
彼

に
と
っ
て
は
実
在
性
の
尺
度
で
あ
る
。
た
だ
直
観
的
な
も
の
の
み
が
実
在
的
で
あ
る
。
歴
史
に
対
す
る
彼
の
不
信

も
、
歴
史
が
伝
来
物
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
限
り
、
彼
の
眼
に
向
っ
て
語
ら
ず
、
彼
の
思
惟
に
訴
え
ね
ば
な
ら
ぬ
た

め
で
あ
っ
た
。
伝
来
物
は
出
来
事
に
つ
い
て

0

0

0

の
も
の
で
あ
り
、そ
し
て
し
ば
し
ば
出
来
事
に
つ
い
て
で
す
ら
な
く
、

寧
ろ
伝
来
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
基
礎
と
す
る
限
り
歴
史
は
、
自
然
及
び
芸
術
の
諸
形

態
の
如
く
、
直
接
的
な
体
現
的
な
直
観
を
供
し
な
い
。
直
観
の
欠
如
と
い
う
こ
と
が
ゲ
ー
テ
の
歴
史
に
対
す
る
関

係
の
乖
離
で
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
か
ら
反
対
に
、
間
接
的
な
、
そ
し
て
多
く
は
疑
わ
し
い
、
従
っ
て
歴
史
的
批
評
へ

の
迂
回
を
経
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
な
史
料
の
上
に
立
つ
こ
と
を
要
せ
ず
、
体
験
と
直
観
と
か
ら
造
形
し
得
る
よ
う
な

領
域
、即
ち
自
己
自
身
の
生
涯
に
つ
い
て
は
、彼
は
第
一
流
の
歴
史
家
で
あ
る
こ
と
が
で
き
た
。『
わ
が
生
涯
か
ら
、

詩
と
真
実
』
が
こ
れ
を
証
し
て
い
る
。

然
し
ま
た
ゲ
ー
テ
が
直
観
の
人
間
で
あ
っ
た
こ
と
は
却
っ
て
、
彼
を
歴
史
と
親
和
的
な
ら
し
め
る
の
で
は
な
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か
ろ
う
か
。「
私
の
全
歴
史
研
究
は
、
私
の
風
景
ス
ケ
ッ
チ
及
び
私
の
美
術
研
究
と
同
じ
く
、
直
観
に
対
す
る
甚

大
な
渇
望
か
ら
生
れ
た
。」
と
歴
史
家
ブ
ル
ッ
ク
ハ
ル
ト
が
書
い
た
こ
と
が
あ
る
。
如
何
に
多
く
の
、
断
片
的
な
、

無
味
乾
燥
な
史
料
の
中
を
潜
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
に
せ
よ
、
歴
史
家
の
求
め
る
も
の
は
結
局
、
歴
史
的
事
象
そ

の
も
の
の
直
観
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
歴
史
と
自
然
科
学
と
の
相
違
は
、
一
方
が
特
殊
か
ら
普
遍
的
な
法
則
の

設
定
へ
進
む
に
反
し
、
他
方
は
経
験
に
与
え
ら
れ
た
特
殊
の
傍
に
と
ど
ま
る
点
に
あ
る
と
云
わ
れ
、
そ
し
て
歴
史

を
一
種
の
芸
術
と
見
る
理
論
家
も
あ
る
。
シ
ラ
ー
は
上
に
記
し
た
有
名
な
書
簡
の
中
で
、
ゲ
ー
テ
の
精
神
を
思
弁

的
精
神
に
対
す
る
直
観
的
精
神
と
し
て
規
定
し
、
思
弁
的
精
神
が
統
一
か
ら
出
発
す
る
に
反
し
て
、
直
観
的
精
神

は
多
様
か
ら
出
立
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
歴
史
的
な
も
の
は
固
よ
り
単
な
る
特
殊
で
な
く
、
普
遍
に
よ
っ
て
貫
か

れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
れ
ば
ゲ
ー
テ
の
精
神
は
い
よ
い
よ
歴
史
と
内
面
的
に
結
び
付

き
得
た
筈
で
あ
る
。「
個
々
の
も
の
の
上
に
光
を
得
る
た
め
に
、
あ
な
た
は
全
自
然
を
総
観
さ
れ
る
、
自
然
の
も

ろ
も
ろ
の
現
象
の
仕
方
の
全
体
の
う
ち
に
、
あ
な
た
は
個
体
に
対
す
る
説
明
根
拠
を
探
り
出
さ
れ
る
。」「
直
観
的

精
神
が
天
才
的
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
が
経
験
的
な
も
の
の
う
ち
に
必
然
性
の
性
格
を
探
り
出
す
場
合
、
そ
れ
は

も
と
よ
り
つ
ね
に
個
体
を
、
し
か
し
類
の
性
格
と
共
に
作
り
出
す
で
あ
ろ
う
。」
と
シ
ラ
ー
は
述
べ
て
い
る
。
か

よ
う
な
天
才
は
ゲ
ー
テ
に
お
い
て
、
ラ
ン
ケ
の
云
っ
た
如
く
、
大
歴
史
家
と
な
り
得
る
素
質
を
形
作
っ
て
い
た
で
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ゲ
ー
テ
に
於
け
る
自
然
と
歴
史

あ
ろ
う
。
そ
れ
は
少
な
く
と
も
彼
を
、
ヘ
ー
ゲ
ル
を
思
弁
的
と
し
て
排
斥
し
た
ラ
ン
ケ
、
或
は
歴
史
を
一
種
の
芸

術
と
見
做
し
た
ブ
ル
ッ
ク
ハ
ル
ト
流
の
歴
史
家
と
な
す
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
ゲ
ー
テ
が
自
然
に
お
け
る

個
々
の
も
の
の
丹
念
な
観
察
か
ら
そ
の
中
に
横
た
わ
る
普
遍
的
な
も
の
の
直
観
を
得
た
よ
う
に
、
ラ
ン
ケ
は
歴
史

に
お
け
る
個
々
の
も
の
、
個
々
の
過
程
に
関
す
る
史
料
の
申
立
て
の
正
確
な
訊
問
か
ら
普
遍
的
な
も
の
の
直
観
に

ま
で
自
己
を
高
め
た
。「
対
象
を
観
察
す
る
に
あ
た
っ
て
は
つ
ね
に
、
ひ
と
つ
の
現
象
が
そ
の
も
と
に
現
れ
る
あ

ら
ゆ
る
条
件
を
精
細
に
調
べ
、
現
象
を
で
き
る
だ
け
完
全
に
捉
え
る
こ
と
を
志
す
と
い
う
の
が
、
こ
の
上
な
い
義

務
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
現
象
は
結
局
互
い
に
連
繋
を
有
し
、
或
は
寧
ろ
互
い
に
錯
綜
し
合
う
よ
う
に
余
儀
な
く
さ

れ
る
の
で
あ
る
か
ら
。
そ
し
て
研
究
者
の
直
観
に
も
一
種
の
組
織
を
作
り
、
そ
の
内
部
的
な
総
生
命
を
顕
示
す
る

の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。」
こ
れ
は
、
ゲ
ー
テ
の
物
理
的
研
究
に
際
し
彼
に
迫
っ
て
来
た
確
信
で
あ
っ
た
。
然

る
に
こ
れ
は
ま
た
、
ラ
ン
ケ
の
世
界
史
的
構
想
の
標
語
と
も
な
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
。

ゲ
ー
テ
の
直
観
は
個
々
の
も
の
を
個
々
の
も
の
と
し
て
捉
え
る
の
で
な
く
、
特
殊
の
う
ち
に
同
時
に
普
遍
的

な
も
の
を
見
た
。
色
彩
論
へ
の
序
文
の
中
で
彼
は
書
い
て
い
る
。「
物
を
単
に
一
瞥
す
る
こ
と
は
我
々
に
役
立
ち

得
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
瞥
見
は
観
察
へ
、
あ
ら
ゆ
る
観
察
は
熟
思
へ
、
あ
ら
ゆ
る
熟
思
は
結
合
へ
移
り
行
き
、
か
く

て
、
我
々
は
世
界
の
う
ち
へ
注
意
深
く
眺
め
入
る
凡
て
の
場
合
に
お
い
て
既
に
理
論
し
て
い
る
の
で
あ
る
、
と
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云
わ
れ
得
る
。」
ま
た
彼
は
他
の
と
き
に
云
っ
た
、「
あ
ら
ゆ
る
事
実
的
な
も
の
が
既
に
理
論
で
あ
る
の
を
理
解
す

る
こ
と
は
最
高
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
空
の
青
色
は
我
々
に
色
彩
学
の
根
本
法
則
を
啓
示
す
る
。
ひ
と
は
現
象
の

背
後
に
何
物
を
も
決
し
て
求
め
て
は
な
ら
ぬ
、
現
象
自
身
が
理
説
で
あ
る
。」
普
遍
は
特
殊
の
う
ち
に
す
で
に
現

れ
て
い
る
。
ひ
と
は
そ
れ
を
、
現
象
を
超
え
て
、
現
象
の
背
後
に
、
現
象
か
ら
離
れ
て
、
求
め
る
こ
と
を
要
し
な

い
。
自
然
が
「
精
神
に
啓
示
し
な
い
も
の
を
、
汝
は
槓
杆
や
捩ネ

ジ子
を
も
っ
て
む
り
や
り
に
取
っ
て
来
る
こ
と
は
で

き
ぬ
。」
単
な
る
計
量
に
よ
っ
て
は
生
命
あ
る
普
遍
は
捉
え
ら
れ
な
い
。
真
の
普
遍
は
特
殊
の
う
ち
に
含
ま
れ
、

特
殊
に
お
い
て
直
観
さ
れ
る
。
今
日
、
歴
史
学
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
有
す
る Typus 

と
い
う
概
念
は
も
と
、

か
く
の
如
き
普
遍
を
指
す
で
あ
ろ
う
。
歴
史
を Typologie 

と
見
る
見
方
は
ゲ
ー
テ
に
お
い
て
教
師
を
見
出
さ
ね

ば
な
ら
ぬ
。
或
は
寧
ろ
、
ゲ
ー
テ
的
な
直
観
、
体
験
及
び
世
界
観
の
基
礎
の
上
に
初
め
て
テ
ュ
ポ
ロ
ギ
ー
は
、
そ

の
固
有
な
る
意
味
に
お
い
て
成
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
テ
ュ
プ
ス
は
ゲ
ー
テ
の
形
態 G

estalt 

も
し
く
は
原
現

象  U
rphänom

en 

の
意
味
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
か
る
原
現
象
と
は
何
を
謂
う
の
で
あ
る
か
。「
我
々

が
経
験
の
う
ち
に
認
め
る
も
の
は
多
く
の
場
合
い
く
ら
か
注
意
す
れ
ば
一
般
的
な
経
験
的
命
題
の
も
と
に
持
ち
来

た
さ
れ
得
る
よ
う
な
事
例
の
み
で
あ
る
。こ
の
経
験
的
一
般
命
題
は
更
に
科
学
的
命
題
の
も
と
に
従
属
さ
せ
ら
れ
、

そ
れ
は
一
層
高
い
も
の
を
予
想
す
る
。
そ
し
て
そ
の
場
合
、
現
象
し
て
い
る
も
の
の
若
干
の
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
条
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ゲ
ー
テ
に
於
け
る
自
然
と
歴
史

件
が
よ
り
詳
し
く
我
々
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
か
く
て
凡
て
が
漸
次
に
高
次
の
規
則
や
法
則
に
従
属
さ
せ
ら

れ
て
行
く
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
規
則
や
法
則
は
言
葉
や
仮
説
を
通
じ
て
悟
性
に
開
示
さ
れ
る
の
で
な
く
、
い

わ
ば
現
象
を
通
じ
て
直
観
に
現
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
そ
れ
ら
を
原
現
象
と
名
付
け
る
。」
即
ち
原
現
象

と
は
或
る
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る
。
然
し
そ
れ
は
抽
象
的
、
悟
性
的
な
も
の
で
な
く
、
こ
の
意
味
で
法
則
と
い
う

よ
り
も
イ
デ
ー
も
し
く
は
エ
イ
ド
ス
（
形
態
）
で
あ
り
、
し
か
も
こ
の
場
合
イ
デ
ー
は
経
験
か
ら
離
れ
た
も
の
で

な
く
、
経
験
に
即
し
て
直
観
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
イ
デ
ー
的
な
も
の
と
し
て
ゲ
ー
テ
に
お
い
て
完
全

性
ま
た
は
合
目
的
性
の
感
情
と
結
び
付
い
て
い
た
。「
人
間
が
到
達
し
得
る
最
高
の
も
の
は
驚
異
で
あ
り
、
そ
し

て
彼
を
原
現
象
が
驚
異
せ
し
め
る
と
き
、彼
は
満
足
す
べ
き
で
あ
る
。
よ
り
高
き
も
の
を
そ
れ
は
彼
に
与
え
得
ず
、

ま
た
よ
り
先
き
な
る
も
の
を
彼
は
そ
れ
の
背
後
に
求
む
べ
き
で
な
い
。
こ
こ
に
限
界
が
あ
る
。」
も
し
テ
ュ
プ
ス

が
か
よ
う
な
原
現
象
の
意
味
の
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
単
な
る
型
或
は
類
型
を
意
味
し
得
な
い
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。テ
ュ
プ
ス
は
寧
ろ
生
け
る
普
遍
と
し
て
形
成
法
則 B

ildungsgesetz 

と
解
せ
ら
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

我
々
は
こ
の
概
念
が
ゲ
ー
テ
的
な
原
現
象
の
意
味
を
失
っ
て
、
抽
象
的
形
式
的
な
型
も
し
く
は
類
型
の
意
味
の
も

の
と
な
る
と
き
、
そ
れ
が
歴
史
に
と
っ
て
外
的
な
も
の
と
な
り
、
従
っ
て
何
等
生
産
的
で
な
い
も
の
と
な
っ
て
い

る
の
を
し
ば
し
ば
見
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
今
日
人
々
は
テ
ュ
プ
ス
の
概
念
を
か
か
る
堕
落
か
ら
救
い
、
歴
史
の
内
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面
的
形
式
と
し
て
開
示
し
よ
う
と
努
め
て
い
る
。
形
態
の
概
念
も
、
例
え
ば
フ
リ
ー
デ
マ
ン
の
『
プ
ラ
ト
ン
、
彼

の
形
態
』（
一
九
一
四
年
）、或
は
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
の
『
西
洋
の
没
落
』（
第
一
巻
「
形
態
と
現
実
」
一
九
一
八
年
）

な
ど
に
お
い
て
歴
史
の
領
域
へ
導
き
入
れ
ら
れ
た
。

然
る
に
我
々
は
か
く
の
如
き
直
観
が
ま
た
ま
さ
に
ゲ
ー
テ
を
歴
史
か
ら
離
反
せ
し
め
た
と
い
う
こ
と
に
注
意

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
殊
と
多
様
と
の
う
ち
に
見
ら
れ
る
普
遍
的
な
も
の
は
ゲ
ー
テ
に
と
っ
て
必
然
的
な
も

の
、
従
っ
て
繰
り
返
す
も
の
を
意
味
し
た
。
か
か
る
も
の
は
自
然
の
う
ち
に
は
見
出
さ
れ
得
る
と
し
て
も
、
歴
史

は
自
由
な
も
の
、
肆し

い意
的
な
る
も
の
、
一
回
的
な
る
も
の
、
奇
異
な
る
も
の
、
絶
え
ず
新
し
き
も
の
を
現
し
は
し

な
い
か
。
浪
漫
主
義
者
は
そ
の
た
め
に
こ
そ
歴
史
に
よ
っ
て
誘
惑
さ
れ
る
。「
詩
人
は
偶
然
を
熱
愛
す
る
。」
と
ノ

ヴ
ァ
ー
リ
ス
は
云
っ
た
。
ゲ
ー
テ
は
反
対
に
必
然
性
が
欠
け
て
い
る
故
を
も
っ
て
歴
史
か
ら
眼
を
背
け
る
。
歴
史

は
彼
に
と
っ
て
「
誤
謬
と
強
力
と
の
混
淆
物
」
と
見
え
た
。
彼
の
直
観
は
歴
史
的
な
も
の
に
お
い
て
自
己
に
好
ま

し
く
、
ふ
さ
わ
し
き
対
象
を
見
出
し
得
な
い
。
こ
の
も
の
は
既
に
あ
ま
り
に
多
く
の
素
材
、
あ
ま
り
に
少
な
い
形

式
を
含
ん
で
い
る
。
歴
史
は
、
そ
れ
が
普
遍
的
な
も
の
、
常
住
な
も
の
を
現
し
て
い
る
限
り
に
お
い
て
の
み
、
彼

の
興
味
を
惹
く
こ
と
が
で
き
た
。
或
る
時
彼
は
エ
ッ
ケ
ル
マ
ン
に
向
っ
て
語
っ
た
。「
イ
ギ
リ
ス
の
歴
史
は
詩
的

描
写
に
と
っ
て
す
ば
ら
し
い
も
の
で
あ
る
、
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
或
る
立
派
な
も
の
、
健
全
な
も
の
、
そ
れ
だ
か
ら
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ゲ
ー
テ
に
於
け
る
自
然
と
歴
史

繰
り
返
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
。
フ
ラ
ン
ス
の
歴
史
は
こ
れ
に
反
し
て
詩
に
適
し
な
い
、

な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
再
び
や
っ
て
来
な
い
ひ
と
つ
の
生
の
時
期
を
現
す
か
ら
。」
か
く
の
如
く
歴
史
の
う
ち
に
恒
常

な
も
の
、
繰
り
返
す
も
の
を
求
め
る
心
も
、
固
よ
り
或
る
種
の
歴
史
家
に
と
っ
て
は
縁
の
な
い
も
の
で
は
な
か
ろ

う
。
上
に
云
っ
た
如
く
歴
史
に
お
い
て
直
観
の
渇
望
を
充
た
そ
う
と
し
た
ブ
ル
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
書
い
て
い
る
。「
歴

史
哲
学
者
た
ち
は
過
去
の
も
の
を
我
々
発
展
し
た
も
の
に
対
す
る
対
立
及
び
前
階
と
し
て
観
察
す
る
、
―
―
我
々

は
繰
り
返
す
も
の
、
恒
常
な
も
の
、
テ
ュ
プ
ス
的
な
も
の
を
、
我
々
の
う
ち
に
お
い
て
共
鳴
す
る
も
の
、
理
解
し

得
べ
き
も
の
と
し
て
観
察
す
る
。」
然
し
な
が
ら
、恒
常
な
も
の
、繰
り
返
さ
れ
る
も
の
は
、本
来
歴
史
的
で
な
く
、

寧
ろ
自
然
的
な
も
の
で
な
い
か
。
ま
こ
と
に
ゲ
ー
テ
の
世
界
観
の
根
柢
を
な
し
た
の
は
自
然
の
概
念
で
あ
り
、
自

然
の
生
産
物
と
し
て
歴
史
的
な
も
の
も
ゲ
ー
テ
を
関
心
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。
歴
史
的
人
間
的
な
も
の
は
、
彼
が

そ
れ
を
自
然
的
な
も
の
と
し
て
表
象
し
得
た
限
り
、
彼
の
興
味
を
惹
い
た
。
従
っ
て
我
々
が
ゲ
ー
テ
に
お
け
る
テ

ュ
ポ
ロ
ギ
ー
に
つ
い
て
語
る
な
ら
ば
、そ
れ
は
特
殊
の
意
味
を
含
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ひ
と
は
そ
の
こ
と
を
、

例
え
ば
、
ゲ
ー
テ
の
『
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
マ
イ
ス
タ
ー
』
と
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
精
神
の
現
象
学
』
と
を
比
較
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
理
解
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
も
前
者
を
伝
記
と
見
る
な
ら
ば
、
後
者
も
ひ
と
つ
の
伝
記
、
ほ
か
な

ら
ぬ
世
界
精
神
の
伝
記
で
あ
る
。ヘ
ー
ゲ
ル
の
現
象
学
も
一
の
最
高
の
意
味
に
お
け
る
テ
ュ
ポ
ロ
ギ
ー
で
あ
っ
た
。
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そ
こ
に
叙
述
さ
れ
た
の
は
意
識
の
諸
形
態 G

estalten des B
ew

usstseins 

即
ち
意
識
の
発
展
に
お
け
る
種
々
な
る

テ
ュ
プ
ス
的
な
段
階
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
ら
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は
意
識
の
歴
史
形
態
で
あ
り
、
そ
の
材

料
も
多
く
は
思
想
の
歴
史
か
ら
取
っ
て
来
ら
れ
て
い
る
。
然
る
に
ゲ
ー
テ
が
好
ん
で
描
い
た
の
は
「
人
間
生
活
の

自
然
形
態
」、「
我
々
の
種
族
の
常
住
な
自
然
形
態
」
で
あ
る
。
ヘ
ー
ン
の
美
し
い
言
葉
を
借
り
れ
ば
、「
こ
れ
ら

の
形
態
は
単
純
で
直
接
的
で
あ
り
、
快
活
で
あ
る
と
共
に
真
面
目
で
、
喜
劇
的
で
も
悲
劇
的
で
も
な
い
、
そ
れ
は

最
も
遠
い
古
代
と
最
も
近
い
現
代
と
を
結
合
し
、実
に
そ
れ
は
高
等
な
動
物
世
界
と
人
間
世
界
と
に
共
通
で
あ
る
。

凡
て
の
特
殊
な
も
の
は
、
か
よ
う
に
そ
し
て
こ
の
基
礎
の
上
で
観
察
さ
れ
て
、
容
易
に
そ
し
て
抑
止
な
し
に
普
遍

的
な
も
の
へ
解
消
す
る
、
そ
れ
は
こ
の
も
の
に
よ
っ
て
絶
え
ず
繰
り
返
し
て
引
戻
さ
れ
る
。
風
習
や
社
交
的
秩
序

の
諸
要
求
は
単
に
自
然
的
な
生
活
の
諸
過
程
と
し
て
現
れ
る
、
そ
れ
の
支
配
は
判
定
さ
れ
る
の
で
な
い
、
そ
れ
は

感
ぜ
ら
れ
な
い
、
そ
れ
は
凡
て
の
も
の
を
、
そ
う
あ
る
ほ
か
な
く
、
そ
れ
に
反
抗
す
る
こ
と
は
無
意
味
で
あ
る
よ

う
に
、
い
と
も
静
か
に
包
む
の
で
あ
る
。」
か
く
の
如
き
態
度
が
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
を
し
て
『
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
マ

イ
ス
タ
ー
』
に
不
満
を
抱
か
せ
た
。
そ
こ
に
は
奇
跡
的
な
も
の
が
な
い
、
そ
れ
は
散
文
で
あ
り
、「
市
民
的
家
庭

的
物
語
」
に
過
ぎ
な
い
、
と
彼
は
考
え
た
。
ゲ
ー
テ
の
心
は
歴
史
の
領
域
に
お
い
て
も
人
間
的
本
性
に
お
け
る
普

遍
的
な
も
の
、
恒
常
な
も
の
、
自
然
的
な
も
の
に
向
っ
た
が
故
に
、
い
わ
ゆ
る
歴
史
的
或
は
政
治
的
事
件
に
対
し
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一

ゲ
ー
テ
に
於
け
る
自
然
と
歴
史

て
多
く
の
興
味
を
感
じ
な
か
っ
た
。
そ
れ
ら
の
も
の
の
う
ち
に
は
或
る
無
理
な
も
の
、
香
具
師
的
な
も
の
が
含
ま

れ
て
お
り
、「
誤
謬
と
強
力
と
の
混
淆
物
」
と
彼
に
は
思
わ
れ
た
。「
私
は
世
界
史
の
こ
と
を
意
に
介
す
る
ほ
ど
年

寄
っ
て
い
な
い
、
そ
れ
は
お
よ
そ
最
も
不
合
理
な
も
の
で
あ
る
。
此
の
人
ま
た
は
彼
の
人
が
死
し
、
此
の
民
族
ま

た
は
彼
の
民
族
が
滅
ぶ
か
は
、
私
に
と
っ
て
は
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
だ
。
そ
れ
を
意
に
介
す
る
と
す
れ
ば
、
私
は

馬
鹿
で
あ
ろ
う
。」
と
老
年
の
ゲ
ー
テ
は
フ
ォ
ン
・
ミ
ュ
ー
ラ
ー
に
語
っ
て
い
る
。
彼
の
捉
え
た
の
は
時
間
存
在

と
し
て
の
人
間
で
あ
る
よ
り
も
空
間
存
在
と
し
て
の
人
間
で
あ
っ
た
。
ゲ
ー
テ
に
比
し
て
は
ヘ
ー
ゲ
ル
も
時
間
の

哲
学
者
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
よ
う
。「
彼
の
直
観
及
び
方
法
そ
の
も
の
の
形
式
は
単
に
排
他
的
な
時
間
で
あ
っ
て
、

同
時
に
ま
た
寛
容
的
な
空
間
で
な
い
。
彼
の
体
系
は
従
属
及
び
継
起
を
知
る
の
み
で
あ
っ
て
、
並
列
及
び
共
在
の

何
物
も
知
ら
な
い
。」
と
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
想
を
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
同
一
哲
学
と
対
照
し
て

評
し
た
。
こ
の
意
味
で
は
ゲ
ー
テ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
よ
り
も
シ
ェ
リ
ン
グ
に
一
層
近
く
立
っ
て
い
た
。
然
る
に
空
間
と

時
間
と
は
自
然
と
歴
史
と
を
区
別
す
る
最
も
根
本
的
な
表
徴
で
あ
る
。
そ
こ
で
我
々
は
ゲ
ー
テ
に
つ
い
て
時
間
の

問
題
を
考
察
し
て
み
よ
う
。

三
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二

人
口
に
膾か
い
し
ゃ炙

す
る
『
自
然
』
に
つ
い
て
の
小
論
の
中
で
、ゲ
ー
テ
は
云
う
、「
過
去
も
未
来
も
自
然
は
知
ら
な
い
。

現
在
は
そ
れ
の
永
遠
で
あ
る
。」
こ
の
よ
う
に
ゲ
ー
テ
に
と
っ
て
時
間
は
現
在
で
あ
り
、
現
在
は
ま
た
永
遠
を
意

味
す
る
。
彼
は
直
観
の
人
間
と
し
て
た
だ
現
在
を
見
、
そ
し
て
現
在
の
み
が
彼
に
は
時
間
の
果
て
し
な
き
経
過
の

う
ち
に
お
い
て
本
来
実
在
的
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
彼
は
時
間
の
停
止
す
る
こ
と
な
き
「
流
れ
」
に
対

し
て
現
実
的
な
感
情
を
有
し
な
い
。
時
間
の
流
れ
か
ら
直
接
に
生
れ
、
我
々
が
追
憶
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
感
情
を
ゲ

ー
テ
は
却
け
た
。
彼
は
嘗
て
ミ
ュ
ー
ラ
ー
に
次
の
よ
う
に
話
し
た
、「
私
は
あ
な
た
の
意
味
で
の
追
憶
を
何
等
認

め
な
い
。
我
々
の
出
会
う
或
る
偉
大
な
も
の
、
美
し
き
も
の
、
重
要
な
も
の
は
、
外
部
か
ら
し
て
初
め
て
再
び
追

憶
さ
れ
、
い
わ
ば
猟
り
取
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
寧
ろ
い
わ
ば
最
初
か
ら
し
て
我
々
の
内
部

に
織
り
合
わ
さ
れ
、
こ
れ
と
一
つ
に
な
り
、
か
く
て
永
久
に
形
成
し
つ
つ
我
々
の
う
ち
に
お
い
て
存
続
し
且
つ
創

造
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
ま
た
彼
は
他
の
人
に
、「
た
だ
永
遠
な
も
の
の
み
が
我
々
に
と
っ
て
あ
ら
ゆ
る
瞬
間

に
お
い
て
現
在
的
で
あ
り
、
か
く
て
我
々
は
過
去
の
時
間
に
つ
い
て
悩
ま
な
い
。」
と
書
い
て
い
る
。
彼
に
は
過

去
も
苦
痛
と
は
な
ら
ず
、
未
来
も
不
安
の
種
と
は
な
ら
ぬ
。
或
は
彼
は
、
彼
自
身
の
云
っ
た
如
く
、
事
物
の
永
続

的
な
諸
関
係
を
取
扱
う
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
の
う
ち
に
永
遠
を
作
り
出
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
然
し
そ
の
こ
と

が
ど
う
で
あ
れ
、
永
遠
は
無
時
間
的
も
し
く
は
超
時
間
的
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
歴
史
的
な
も
の
は
そ
の
本
性
上
時



三
五
三

ゲ
ー
テ
に
於
け
る
自
然
と
歴
史

間
的
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ゲ
ー
テ
に
は
も
と
歴
史
的
意
識
が
存
し
な
か
っ
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
点
に
お
い
て
浪
漫
主
義
は
著
し
い
対
照
を
な
し
て
い
る
。
そ
れ
は
そ
の
特
殊
な
時
間
の
感
情
の
た
め
に

と
り
わ
け
歴
史
的
で
あ
っ
た
も
の
の
如
く
で
あ
る
。
そ
し
て
ア
ダ
ム
・
ミ
ュ
ー
ラ
ー
を
始
め
、
近
代
の
歴
史
学
が

浪
漫
主
義
の
中
か
ら
乃
至
は
そ
の
影
響
の
も
と
に
発
達
し
た
と
い
う
こ
と
は
周
知
の
事
実
に
属
す
る
。「
時
間
に

対
す
る
感
覚
、
歴
史
に
対
す
る
才
能
」
は
幸
い
で
あ
る
、
と
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
が
云
っ
た
と
き
、
彼
は
浪
漫
主
義
の

基
調
を
言
い
表
し
た
の
で
あ
る
。
最
大
の
幸
福
に
お
い
て
浪
漫
主
義
者
た
ち
は
時
間
の
限
り
な
き
「
流
れ
」
を
体

験
し
た
。
彼
等
は
無
時
間
的
に
持
続
す
る
現
在
と
い
う
も
の
を
知
ら
ず
、
却
っ
て
時
間
の
無
限
に
生
成
す
る
旋
律

を
感
じ
た
。
あ
ら
ゆ
る
遠
き
も
の
、
過
去
及
び
未
来
の
遠
き
も
の
が
彼
等
を
誘
惑
す
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
浪
漫

主
義
と
つ
ね
に
結
び
つ
い
て
い
た
の
は
、
時
間
に
つ
い
て
の
就
中
二
つ
の
感
情
で
あ
っ
た
。
―
―
過
去
0

0

の
う
ち
へ

忍
び
入
る
追
憶
、
そ
れ
の
魅
惑
的
な
月
光
に
、
ひ
と
は
心
を
傾
け
尽
し
た
。
未
来
0

0

の
う
ち
へ
尋
ね
入
る
憧
憬
、
ひ

と
は
青
い
花
を
求
め
て
限
り
な
く
さ
ま
よ
い
、
そ
し
て
決
し
て
目
的
に
達
す
る
こ
と
が
な
い
。

然
る
に
か
か
る
浪
漫
的
な
時
間
の
感
情
は
、
他
の
方
面
か
ら
考
え
る
と
き
、
そ
れ
自
身
ま
た
非
歴
史
的
で
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
何
よ
り
も
過
去
の
追
憶
と
未
来
の
憧
憬
と
の
感
情
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
現
在
の
堅
固

な
把
持
が
欠
け
て
い
る
。
し
か
も
現
在
と
い
う
時
間
契
機
こ
そ
現
実
的
な
歴
史
的
意
識
の
最
も
重
要
な
要
素
で
あ
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る
べ
き
で
あ
る
。
ま
さ
に
今
日
我
々
は
歴
史
の
か
く
の
如
き
現
在
性
の
方
面
を
力
説
す
べ
き
場
合
で
あ
る
。
こ
の

点
か
ら
す
れ
ば
、
ゲ
ー
テ
は
浪
漫
主
義
者
た
ち
よ
り
も
却
っ
て
歴
史
的
で
あ
っ
た
と
云
わ
れ
得
る
。
浪
漫
主
義
は

遥
か
な
る
も
の
、
朧
ろ
な
る
も
の
、
仄
か
な
る
も
の
に
心
を
ひ
か
れ
る
。
従
っ
て
そ
こ
に
見
ら
れ
る
の
は
主
観
的

傾
向
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
先
ず
既
に
、
客
観
的
で
あ
る
こ
と
を
本
質
と
す
る
歴
史
的
意
識
と
浪
漫
主
義
と
の
乖
離

が
あ
る
。
ゲ
ー
テ
は
同
時
代
の
か
よ
う
な
浪
漫
的
傾
向
か
ら
離
れ
て
立
っ
て
い
た
。
彼
は
自
己
の
時
代
を
回
顧
し

つ
つ
、「
私
の
全
時
代
は
私
か
ら
か
け
離
れ
て
い
た
、
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
全
然
主
観
的
な
方
向
の
う
ち
に
あ
っ
た

し
、
然
る
に
私
は
私
の
客
観
的
な
努
力
に
お
い
て
孤
立
し
て
い
た
。」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
の
み
で
な
く
彼
は
、

主
観
的
で
あ
る
か
客
観
的
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
時
代
が
後
退
的
で
あ
る
か
そ
れ
と
も
前
進
的
で
あ

る
か
、
と
い
う
こ
と
の
表
徴
を
見
出
し
得
る
と
信
じ
た
。「
後
退
と
解
体
と
の
う
ち
に
あ
る
凡
て
の
時
代
は
主
観

的
で
あ
る
、
こ
れ
に
反
し
凡
て
の
前
進
的
な
時
代
は
客
観
的
な
方
向
を
も
っ
て
い
る
。
我
々
の
今
の
全
時
代
は
後

退
的
で
あ
る
、
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
主
観
的
で
あ
る
か
ら
。」
我
々
は
こ
こ
に
彼
の
歴
史
哲
学
の
最
も
重
要
な
思
想

の
ひ
と
つ
を
読
み
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
の
内
的
発
展
が
進
む
に
従
っ
て
、
ゲ
ー
テ
の
見
方
は
い
よ
い
よ

深
く
客
観
的
と
な
っ
て
行
っ
た
。
彼
の
感
情
は
、
彼
自
身
が
彼
の
対
象
的
思
惟
も
し
く
は
彼
の
思
惟
の
対
象
性
と

呼
ん
だ
も
の
に
よ
っ
て
補
わ
れ
、
統
一
さ
れ
た
。「
自
己
を
対
象
と
最
も
親
密
に
同
一
と
な
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
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ゲ
ー
テ
に
於
け
る
自
然
と
歴
史

本
来
の
理
論
と
な
る
や
さ
し
い
経
験 zarte Em

pirie 

が
あ
る
。
精
神
的
能
力
の
こ
の
よ
う
な
高
昇
は
然
る
に
教

養
の
高
い
時
代
に
属
す
る
。」
と
こ
ろ
で
か
か
る
「
や
さ
し
い
経
験
」
こ
そ
歴
史
家
に
と
っ
て
最
も
必
要
な
も
の

で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
し
て
も
、
浪
漫
的
詩
人
で
な
く
、
寧
ろ
ゲ
ー
テ
が
歴
史
家
の
精
神
に
通
ず
る
も
の
を
具
え

て
い
た
と
云
わ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ゲ
ー
テ
は
現
在
を
重
要
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
更
に
深
い
意
味
で
歴
史
と
交
渉
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
は

歴
史
を
理
解
す
る
立
場
で
な
く
、
却
っ
て
歴
史
そ
の
も
の
を
作
る
立
場
に
立
っ
た
の
で
あ
る
。
歴
史
の
問
題
に
関

す
る
考
察
は
従
来
主
と
し
て
理
解
の
立
場
か
ら
の
み
な
さ
れ
て
来
た
が
、
そ
れ
を
行
為
の
立
場
か
ら
な
す
こ
と

が
特
に
大
切
で
あ
る
。
フ
ァ
ウ
ス
ト
は
先
ず
享
楽
の
人
間
と
し
て
現
在
が
彼
に
と
っ
て
凡
て
で
あ
っ
た
。「
私
は

た
だ
世
の
中
を
駆
け
抜
け
た
。」
瞬
間
か
ら
瞬
間
へ
、
未
来
に
悩
む
こ
と
な
く
、
過
去
に
煩
わ
さ
れ
る
こ
と
な
く
、

た
だ
現
在
の
享
楽
を
知
っ
て
い
る
。次
に
フ
ァ
ウ
ス
ト
は
行
為
の
人
間
と
し
て
現
れ
る
。「
彼
は
し
っ
か
り
と
立
ち
、

そ
し
て
此
処
で
見
廻
す
。
彼
に
は
永
遠
の
う
ち
へ
さ
ま
よ
う
何
の
必
要
が
あ
ろ
う
。」
行
為
の
人
間
は
現
在
に
生

き
、
現
在
は
彼
に
と
っ
て
永
遠
と
い
う
よ
り
も
寧
ろ
勝
れ
て
瞬
間
の
意
味
を
有
す
る
。
現
在
に
活
動
す
る
者
は
未

来
に
つ
い
て
配
慮
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
ひ
と
は
ゲ
ー
テ
が
不
死
の
観
念
を
活
動
の
観
念
に
よ
っ
て
基
礎
付
け

よ
う
と
し
た
の
を
知
っ
て
い
る
。
彼
の
精
神
は
現
在
の
活
動
に
集
中
さ
れ
る
。
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
は
、「
凡
て
の
も
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の
は
遠
く
離
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
詩
と
な
る
。
遠
い
山
、
遠
い
人
間
、
遠
い
出
来
事
。
凡
て
の
も
の
は
浪
漫
的
と

な
る
。」
と
云
う
。
然
る
に
ゲ
ー
テ
に
と
っ
て
は
「
瞬
間
が
永
遠
で
あ
る
。」
遠
さ
の
魔
力
の
も
と
に
立
つ
こ
と
は

生
け
る
生
命
を
失
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
が
浪
漫
的
を
病
的
な
も
の
と
考
え
た
の
は
当
然
で
あ
る
。
歴
史
が
単
に
過

去
の
も
の
、
滅
び
て
行
っ
た
も
の
を
意
味
す
る
限
り
、
そ
れ
は
彼
に
と
っ
て
何
の
か
か
わ
り
も
も
た
ぬ
。
事
物
の

消
滅
性
、
そ
の
意
味
で
の
歴
史
性
に
つ
い
て
仰
々
し
く
語
る
人
々
の
た
め
に
彼
は
悲
し
み
、「
我
々
は
実
に
消
滅

的
な
も
の
を
不
滅
的
な
ら
し
め
る
た
め
に
生
れ
て
い
る
の
で
な
い
か
。」
と
云
う
。
力
説
さ
れ
る
の
は
飽
く
ま
で

現
在
の
行
為
で
あ
る
。
歴
史
へ
の
関
心
が
過
去
へ
の
単
な
る
憧
憬
で
あ
る
限
り
彼
は
そ
れ
を
却
け
る
。「
ひ
と
が

振
り
返
っ
て
憧
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
な
如
何
な
る
過
去
の
も
の
も
存
し
な
い
。
た
だ
過
去
の
拡
大
さ
れ
た
諸
要
素

か
ら
形
作
ら
れ
る
永
遠
に
新
し
き
も
の
が
存
す
る
の
み
で
あ
る
。そ
し
て
真
正
の
憧
憬
は
つ
ね
に
生
産
的
で
あ
り
、

新
た
な
る
よ
り
善
き
も
の
を
作
り
出
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。」
こ
こ
に
生
産
的
憧
憬
と
い
う
語
を
も
っ
て
表
現
さ
れ
た

如
く
、
ゲ
ー
テ
に
と
っ
て
歴
史
へ
の
通
路
は
た
だ
生
の
見
地
か
ら
の
み
開
け
て
い
る
。
歴
史
的
な
も
の
は
、
そ
れ

が
現
在
の
生
へ
の
は
た
ら
き
か
け
、
こ
れ
を
生
産
的
な
ら
し
め
る
限
り
、
彼
に
対
し
て
意
味
を
有
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
そ
れ
故
に
ラ
ン
ケ
の
「
私
は
唯
そ
れ
が
如
何
に
本
来
在
っ
た
か
を
示
そ
う
と
欲
す
る
」
と
い
う
言
葉
が
歴

史
的
意
識
の
本
質
を
現
す
限
り
、
―
―
そ
れ
は
た
し
か
に
そ
の
よ
う
な
本
質
的
な
一
面
を
現
す
―
―
ゲ
ー
テ
に
は
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ゲ
ー
テ
に
於
け
る
自
然
と
歴
史

歴
史
的
意
識
が
欠
け
て
い
た
と
云
っ
て
よ
い
。
な
ぜ
な
ら
本
来
在
っ
た

0

0

0

も
の
の
認
識
は
、
そ
れ
が
一
般
に
現
在
の

生
に
対
し
促
進
的
生
産
的
な
関
係
を
有
し
な
い
限
り
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
彼
に
は
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
で
あ
っ

た
か
ら
。
然
し
な
が
ら
他
方
、
歴
史
の
生
命
性
の
意
識
が
現
実
的
な
歴
史
的
意
識
の
重
要
な
要
素
で
あ
る
べ
き
で

あ
る
限
り
、
ゲ
ー
テ
こ
そ
十
分
に
歴
史
的
意
識
を
有
し
た
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
歴
史
と
生
と
の
関
係

を
強
調
し
て
、
彼
は
、「
我
々
が
歴
史
に
つ
い
て
も
つ
最
も
善
き
も
の
は
、
そ
れ
が
喚
び
起
す
感
激
で
あ
る
。」
と

記
し
た
。

尤
も
、
我
々
は
ゲ
ー
テ
が
徹
頭
徹
尾
芸
術
家
、
殊
に
詩
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
従
っ
て

彼
に
と
っ
て
行
為
は
も
と
社
会
的
歴
史
的
な
実
践
と
い
う
よ
り
も
却
っ
て
芸
術
家
的
な
直
観
＝
造
形
＝
生
産
―
―

か
か
る
芸
術
的
活
動
も
固
よ
り
広
い
意
味
に
お
い
て
は
行
為
に
相
違
な
い
―
―
を
意
味
し
た
の
み
で
な
く
、
本
来

の
実
践
も
主
と
し
て
か
く
の
如
き
形
式
の
も
と
に
捉
え
ら
れ
た
。
我
々
は
ゲ
ー
テ
を
、
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
よ
う

に
、
あ
ま
り
に
フ
ィ
ヒ
テ
的
に
解
釈
す
る
こ
と
を
慎
し
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。
行
為
も
彼
に
あ
っ
て
は
直
観
と
離
れ

ず
、
そ
れ
故
に
未
来
に
よ
っ
て
特
殊
に
ア
ク
セ
ン
ト
付
け
ら
れ
た
実
践
で
な
く
、
寧
ろ
体
現
的
な
現
在
的
な
も
の

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
直
観
は
彼
に
お
い
て
つ
ね
に
造
形
的
、
生
産
的
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
。
然
し
な
が
ら
、
固

有
な
る
歴
史
的
意
識
を
与
え
る
も
の
は
根
本
に
お
い
て
観
想
で
な
く
実
践
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ゲ
ー
テ
に
は
歴
史
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的
意
識
が
欠
け
て
い
た
と
云
わ
れ
る
の
は
ま
た
当
然
で
あ
ろ
う
。
歴
史
的
意
志
は
ま
さ
に
一
回
的
な
も
の
を
意
欲

す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
歴
史
的
意
志
は
消
滅
的
な
も
の
を
意
欲
す
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
永
遠
な
る
も
の
を
意
欲

す
る
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
矛
盾
せ
る
歴
史
的
意
志
は
、
瞬
間
に
集
中
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
を
徹
底
す

る
。
瞬
間
は
現
在
で
あ
る
が
、
永
遠
の
現
在
で
は
な
い
。
寧
ろ
瞬
間
は
未
来
に
よ
っ
て
ア
ク
セ
ン
ト
付
け
ら
れ
た

現
在
で
あ
る
。
実
践
を
根
柢
と
す
る
歴
史
的
意
識
に
と
っ
て
現
在
は
瞬
間
で
あ
る
に
反
し
、
観
想
の
立
場
を
離
れ

な
い
ゲ
ー
テ
に
と
っ
て
は
現
在
は
永
遠
で
あ
っ
た
。
歴
史
へ
の
通
路
は
彼
に
は
た
だ
生
の
側
か
ら
し
て
の
み
開
け

て
い
た
が
、
生
と
は
こ
の
場
合
直
観
的
な
も
の
、
現
在
的
な
も
の
、
生
産
的
な
も
の
を
意
味
す
る
。
か
か
る
も
の

が
ま
た
彼
に
と
っ
て
真
理
と
実
在
と
を
意
味
し
た
。
伝
来
物
は
直
観
を
与
え
ず
、
単
に
過
去
の
も
の
で
あ
っ
て
、

生
産
的
で
な
い
故
に
、
彼
は
そ
れ
に
実
在
性
と
真
理
性
と
を
認
め
る
こ
と
に
躊
躇
す
る
。
然
る
に
偉
大
な
伝
説
は

直
観
に
訴
え
、
現
在
の
生
に
は
た
ら
き
か
け
、
生
産
的
な
ら
し
め
る
た
め
に
、
彼
は
そ
れ
を
歴
史
的
批
評
の
破
壊

的
暴
露
に
委
ね
る
こ
と
を
好
ま
な
い
。
こ
の
よ
う
な
態
度
は
科
学
に
と
っ
て
は
云
う
ま
で
も
な
く
、
実
践
の
立
場

に
と
っ
て
も
不
十
分
で
あ
り
、
た
だ
芸
術
的
直
観
及
び
生
産
の
立
場
に
お
い
て
徹
底
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の

よ
う
な
態
度
か
ら
し
て
、
歴
史
は
ゲ
ー
テ
に
と
っ
て
過
去
の
出
来
事
の
叙
述 G

eschichte 

で
も
な
く
、
過
去
の

説
話 Sage 

で
も
な
く
、
却
っ
て
最
も
特
有
な
意
味
に
お
け
る M

ythos 

と
な
る
。
我
々
は
さ
き
に
歴
史
は
ゲ
ー
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ゲ
ー
テ
に
於
け
る
自
然
と
歴
史

テ
に
と
っ
て
テ
ュ
ポ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
と
述
べ
た
が
、
今
や
そ
れ
は M

ythologie 

を
意
味
す
る
。
歴
史
は
彼
に
お

い
て
、彼
が
そ
の
自
伝
を
名
付
け
た
よ
う
に「
詩
と
真
実
」で
あ
る
。
ベ
ル
ト
ラ
ム
が
そ
の『
ニ
ー
チ
ェ
』（
一
九
二
二

年
）
の
書
を
「
ひ
と
つ
の
ミ
ュ
ト
ロ
ギ
ー
の
試
み
」
と
称
し
た
如
く
、
ミ
ュ
ト
ロ
ギ
ー
は
た
し
か
に
歴
史
に
対
す

る
ひ
と
つ
の
関
係
の
仕
方
を
現
し
て
い
る
。
ミ
ュ
ト
ロ
ギ
ー
と
は
何
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
ミ
ュ
ト
ロ
ギ
ー

の
哲
学
を
展
開
し
た
シ
ェ
リ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、「
真
の
ミ
ュ
ト
ロ
ギ
ー
は
も
ろ
も
ろ
の
イ
デ
ー
の
一
の Sym

bolik 

で
あ
る
。」
シ
ュ
ム
ボ
ル
と
は
何
を
謂
う
で
あ
ろ
う
か
。
シ
ュ
ム
ボ
ル
は
「
形
象
の
如
く
ま
こ
と
に
具
体
的
で
、

唯
自
己
自
身
と
等
し
く
、
し
か
も
概
念
の
如
く
一
般
的
で
、
意
味
に
充
ち
て
い
る
。」
シ
ュ
ム
ボ
ル
と
い
う
語
は

文
字
通
り
に
意
味
形
象 Sinnbild 
を
現
す
。
シ
ュ
ム
ボ
ル
は
そ
れ
だ
か
ら
ミ
ュ
ト
ロ
ギ
ー
に
お
い
て
確
固
た
る

位
置
を
占
め
る
。
な
ぜ
な
ら
「
特
殊
的
な
も
の
に
お
け
る
、
普
遍
的
な
も
の
と
特
殊
的
な
も
の
と
の
絶
対
的
な
無

差
別
を
も
っ
て
の
、
絶
対
的
な
も
の
の
叙
述
は
唯
シ
ュ
ム
ボ
ル
的
に
の
み
可
能
で
あ
る
。」
と
シ
ェ
リ
ン
グ
は
云

う
。
と
こ
ろ
で
ゲ
ー
テ
は
「
凡
て
は
か
な
き
も
の
は
唯
た
と
え
の
み
。」
と
書
い
て
い
る
。
時
間
に
属
す
る
も
の

の
一
切
は
、
永
遠
に
現
在
的
な
も
の
の
反
映
に
過
ぎ
な
い
。
ゲ
ー
テ
は
歴
史
の
う
ち
に
お
い
て
も
、
自
然
の
凡
て

の
生
産
物
の
う
ち
に
お
い
て
の
よ
う
に
、
原
型
的
な
も
の
、
テ
ュ
プ
ス
的
な
も
の
を
求
め
た
。
原
現
象
と
は
か
か

る
も
の
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
第
二
部
に
お
け
る
有
名
な
「
母
た
ち
」M

ütter 

の
観
念
は
こ
の
よ
う
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な
原
現
象
の
無
時
間
的
な
国
の
象
徴
的
表
現
と
見
ら
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ま
こ
と
に
母
た
ち
と
い
う
語
は
ゲ
ー

テ
の
根
本
思
想
を
表
す
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
。
母
た
ち
は
永
遠
に
現
在
的
な
も
ろ
も
ろ
の
イ
デ
ー
で
あ
る
。
イ
デ

ー
は
母
た
ち
と
し
て
、
概
念
的
な
も
の
と
し
て
で
な
く
、
直
観
的
な
も
の
と
し
て
表
さ
れ
る
。
そ
れ
は
ロ
ゴ
ス
で

な
く
、
ミ
ュ
ト
ス
で
あ
る
。
イ
デ
ー
は
彼
に
と
っ
て
抽
象
的
形
式
的
な
も
の
で
は
な
い
。「
イ
デ
ー
の
如
く
、
豊

富
で
生
産
的
」、
と
ゲ
ー
テ
は
云
う
。
母
た
ち
は
孕
む
も
の
、
産
む
も
の
、
生
産
的
な
も
の
の
象
徴
で
あ
る
。
然

し
ま
た
母
た
ち
は
特
に
人
間
生
活
の
自
然
形
態
を
表
し
、
そ
の
歴
史
形
態
を
表
す
も
の
で
は
な
い
、
女
性
は
男
性

に
比
し
て
よ
り
自
然
的
な
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
云
う
ま
で
も
な
く
プ
ラ
ト
ン
的
な
二
元
論
は
ゲ
ー

テ
の
も
の
で
な
い
。
原
現
象
は
い
わ
ば
飛
躍
な
し
に
自
然
的
に
時
間
の
う
ち
へ
発
展
し
て
行
く
。
イ
デ
ー
は
経
験

の
背
後
に
で
な
く
、
却
っ
て
経
験
そ
の
も
の
の
う
ち
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
色
ど
ら
れ
た
る
影
像
に

お
い
て
我
々
は
生
命
を
も
つ
。」
イ
デ
ー
は
内
的
な
も
の
、
純
粋
に
精
神
的
な
も
の
と
し
て
、
歴
史
的
に
触
れ
ら

れ
、
見
ら
れ
得
る
も
の
に
お
い
て
初
め
て
具
象
化
に
達
す
る
と
い
う
の
で
な
く
、
寧
ろ
も
と
も
と
或
る
自
然
的
な

も
の
、
感
性
的
な
も
の
を
含
み
、
従
っ
て
そ
れ
だ
け
直
観
的
で
あ
り
、
そ
の
も
の
自
身
に
お
い
て
具
象
化
さ
れ
て

い
る
。
か
く
の
如
く
具
象
化
さ
れ
た
イ
デ
ー
、
イ
デ
ー
の
自
然
形
態
と
も
云
う
べ
き
も
の
が
ミ
ュ
ト
ス
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
我
々
は
ミ
ュ
ト
ス
の
概
念
が
既
に
プ
ラ
ト
ン
の
哲
学
に
お
い
て
如
何
に
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
か
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ゲ
ー
テ
に
於
け
る
自
然
と
歴
史

を
知
っ
て
い
る
。
し
か
も
ミ
ュ
ト
ス
の
概
念
が
こ
の
よ
う
に
重
要
な
意
味
を
有
し
た
の
は
、
思
想
史
上
殆
ど
凡
て

の
場
合
、
一
般
に
生
成
、
従
っ
て
ま
た
歴
史
の
問
題
に
関
し
て
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
興
味
深
き
こ
と
で
あ
ろ

う
。
か
く
て
ゲ
ー
テ
に
お
け
る
ミ
ュ
ト
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
歴
史
の
概
念
の
特
殊
性
を
理
解
す
る
た
め
に
、
彼
に
お

け
る
生
成
乃
至
発
展
の
概
念
が
究
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

四

生
成
と
運
動
の
思
想
は
夙
に
ゲ
ー
テ
に
含
ま
れ
て
い
た
。「
自
然
の
う
ち
に
あ
る
の
は
永
久
の
生
命
、
生
成
と

運
動
で
あ
る
。
自
然
は
永
久
に
転
化
し
、
そ
の
う
ち
に
は
如
何
な
る
瞬
間
に
も
静
止
が
な
い
。」
と
既
に
二
十
二

歳
の
ゲ
ー
テ
は
書
い
て
い
る
。
こ
の
思
想
は
『
植
物
の
変
態
』、
そ
の
他
の
彼
の
晩
年
の
自
然
研
究
に
お
い
て
完

成
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
然
る
に
こ
の
と
き
そ
の
基
礎
に
は
、
つ
ね
に
形
態
或
は
テ
ュ
プ
ス
、
或
は
原
現
象
の
観
念

が
存
し
て
い
た
。
植
物
の
場
合
で
は
そ
れ
は
か
の
「
原
植
物
」
で
あ
る
。
発
展
の
思
想
は
こ
の
よ
う
に
形
態
の
思

想
ま
た
は
テ
ュ
ポ
ロ
ギ
ー
と
結
び
付
く
こ
と
に
よ
っ
て M

orphologie 

の
思
想
と
な
る
。
モ
ル
フ
ォ
ロ
ギ
ー
の
思

想
と
テ
ュ
ポ
ロ
ギ
ー
の
思
想
と
は
も
と
も
と
離
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
原
現
象
と
は
、
そ
れ
に
お
い
て
生

成
の
イ
デ
ー
が
純
粋
に
眼
前
に
横
た
わ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
、
と
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
は
説
明
し
て
い
る
。
現
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代
の
歴
史
家
た
ち
が
ゲ
ー
テ
か
ら
汲
み
取
ろ
う
と
す
る
の
は
、
特
に
こ
の
モ
ル
フ
ォ
ロ
ギ
ー
的
思
想
で
あ
る
。
シ

ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
は
そ
の
書
物
を
「
世
界
史
の
モ
ル
フ
ォ
ロ
ギ
ー
」
と
名
付
け
る
。
ゲ
ー
テ
に
お
け
る
変
態
の
思
想

は
特
殊
な
る
テ
ュ
ポ
ロ
ギ
ー
を
基
礎
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
ダ
ー
ウ
ィ
ン
流
の
進
化
論
と
の
関
係
に
お

い
て
見
ら
る
べ
き
で
あ
る
よ
り
も
、
寧
ろ
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の M

onadologie 

の
思
想
に
近
く
立
っ
て
い
た
と
云
わ

れ
よ
う
。
モ
ル
フ
ォ
ロ
ギ
ー
は
彼
に
あ
っ
て
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー
的
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
で
我
々
は
、
ゲ
ー
テ
に
お

け
る
有
名
な
ス
ピ
ノ
ザ
主
義
な
る
も
の
に
少
な
く
と
も
重
大
な
制
限
を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ゲ
ー
テ
自
身
モ

ナ
ス
も
し
く
は
モ
ナ
ド
と
い
う
語
を
使
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
彼
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
従
っ
て
好
ん
で
用
い
た
る

と
こ
ろ
の
エ
ン
テ
レ
ヒ
ー
に
ま
で
発
展
す
る
も
の
で
あ
り
、
個
体
ま
た
は
人
格
の
本
質
を
表
す
た
め
の
も
の
で
あ

っ
た
。「
我
々
が
神
即
ち
自
然
か
ら
受
け
た
最
高
の
も
の
は
、
生
命
、
換
言
す
れ
ば
、
休
息
も
静
止
も
知
ら
ぬ
モ

ナ
ス
の
自
己
自
身
の
周
り
を
廻
転
す
る
運
動
で
あ
る
。
生
命
を
養
い
育
て
る
衝
動
は
各
々
の
も
の
に
毀こ
ぼ

ち
難
く
生

具
し
て
い
る
、し
か
も
そ
れ
の
特
有
性
は
我
々
及
び
他
の
も
の
に
と
っ
て
ど
こ
ま
で
も
秘
密
で
あ
る
。」
―
―
「
動

物
の
本
能
に
関
す
る
問
題
は
唯
モ
ナ
ド
及
び
エ
ン
テ
レ
ヒ
ー
の
概
念
に
よ
っ
て
の
み
解
決
さ
れ
る
。
各
々
の
モ
ナ

ス
は
或
る
一
定
の
条
件
の
も
と
に
お
い
て
現
象
に
現
れ
る
一
の
エ
ン
テ
レ
ヒ
ー
で
あ
る
。」
こ
の
よ
う
に
し
て
ゲ

ー
テ
に
と
っ
て
も
モ
ナ
ド
は
破
壊
さ
れ
得
ぬ
個
体
的
統
一
を
意
味
し
、
こ
の
統
一
は
活
動
的
発
展
的
統
一
で
あ
っ
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ゲ
ー
テ
に
於
け
る
自
然
と
歴
史

た
。
然
し
ま
た
か
よ
う
な
個
体
は
彼
に
と
っ
て
つ
ね
に
テ
ュ
プ
ス
的
意
味
の
も
の
で
あ
っ
た
。「
特
殊
は
種
々
な

る
条
件
の
も
と
に
現
れ
て
い
る
普
遍
で
あ
る
。」
個
体
の
発
展
と
い
う
の
は
そ
れ
が
テ
ュ
プ
ス
的
と
な
る
こ
と
に

ほ
か
な
ら
な
い
。

か
く
て
ゲ
ー
テ
の
自
然
は
、
先
ず
一
の
発
展
史
を
含
む
こ
と
に
よ
っ
て
ス
ピ
ノ
ザ
の
自
然
か
ら
区
別
さ
れ
る
。

ゲ
ー
テ
を
ス
ピ
ノ
ザ
と
共
に
自
然
汎
神
論
者
と
呼
ぶ
に
し
て
も
、
ゲ
ー
テ
の
汎
神
論
は
デ
ィ
ル
タ
イ
の
語
を
借
用

す
れ
ば
発
展
史
的
汎
神
論
で
あ
っ
た
。
次
に
ゲ
ー
テ
は
全
自
然
の
生
成
の
う
ち
に
い
わ
ば
個
体
化
の
衝
動
が
は
た

ら
い
て
い
る
の
を
見
た
。
す
で
に
動
物
と
植
物
と
の
相
違
は
、
前
者
に
お
い
て
は
よ
り
完
全
な
仕
方
で
そ
の
動
的

中
心
を
な
す
有
機
的
形
成
力
が
個
体
化
の
方
向
に
向
っ
て
活
動
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
、
と
彼
は
考
え
た
。
個
体
的

統
一
た
る
モ
ナ
ド
の
発
展
は
最
大
の
完
成
に
達
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
各
々
の
モ
ナ
ド
の
間
に
は
そ
の
エ
ン

テ
レ
ヒ
ー
の
量
に
従
っ
て
無
限
の
程
度
の
差
異
が
あ
る
。
人
間
は
最
高
度
の
モ
ナ
ド
を
現
し
、
人
格
は
「
地
の
子

等
の
最
高
の
幸
福
」
で
あ
る
。「
何
物
も
在
る
の
で
な
く
、
何
物
も
成
っ
た
の
で
な
く
、
凡
て
は
つ
ね
に
成
り
つ

つ
あ
る
、
変
化
の
永
久
の
流
れ
の
う
ち
に
は
何
等
の
静
止
も
な
い
。
人
間
は
各
々
の
瞬
間
と
共
に
他
の
も
の
で
あ

り
、
し
か
も
変
化
の
中
に
お
い
て
不
思
議
に
自
己
自
身
と
同
一
で
あ
り
、
不
変
で
あ
る
。
こ
れ
は
よ
り
高
き
存
在

の
長
所
で
あ
る
。」
不
断
に
活
動
し
、
変
化
し
、
し
か
も
そ
の
う
ち
に
あ
っ
て
自
己
を
つ
ね
に
維
持
し
、
持
続
せ
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し
め
得
る
程
度
に
応
じ
て
存
在
は
よ
り
完
全
で
あ
る
。
人
間
は
自
然
の
個
体
化
の
最
高
の
場
合
で
あ
る
。
然
し
固

よ
り
人
間
と
他
の
自
然
の
存
在
と
の
間
の
差
異
は
程
度
上
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
ど
こ
ま
で
も
連
続
性
が
存

す
る
。
人
間
は
自
然
の
最
高
点
を
現
す
に
せ
よ
、
な
お
ひ
と
つ
の
自
然
で
あ
る
。
シ
ラ
ー
は
右
に
引
用
し
た
書
簡

の
中
で
ゲ
ー
テ
に
云
っ
た
、「
あ
な
た
は
単
純
な
組
織
か
ら
一
歩
一
歩
よ
り
多
く
複
雑
な
組
織
へ
昇
ら
れ
る
、
か

く
て
最
後
に
凡
て
の
う
ち
最
も
複
雑
な
組
織
即
ち
人
間
に
至
り
、
こ
れ
を
発
生
的
に
全
体
の
自
然
の
建
築
物
の
諸

材
料
か
ら
築
き
上
げ
ら
れ
る
。」
ゲ
ー
テ
は
人
間
と
自
然
と
の
間
に
内
面
的
な
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
見
、
そ
れ
に
従
っ

て
歴
史
と
社
会
の
構
造
を
も
考
え
た
の
で
あ
る
。「
同
一
の
法
則
は
一
切
の
他
の
生
け
る
も
の
に
適
用
さ
れ
得
る

で
あ
ろ
う
。」
と
ゲ
ー
テ
は
ナ
ポ
リ
か
ら
、
自
己
の
発
見
に
就
い
て
伝
え
る
に
際
し
、
ヘ
ル
ダ
ー
へ
宛
て
て
書
い

て
い
る
。

然
し
ゲ
ー
テ
の
モ
ナ
ド
に
は
窓
が
な
い
の
で
な
く
、
そ
の
窓
は
広
く
世
界
に
向
っ
て
開
い
て
い
る
。
彼
は
事

物
の
本
質
が
何
で
あ
る
か
は
そ
の
全
体
の
は
た
ら
き
に
お
い
て
の
み
認
識
さ
れ
る
と
考
え
た
。「
我
々
が
一
の
事

物
の
本
質
を
言
い
表
そ
う
と
企
て
て
も
無
駄
で
あ
る
、
我
々
の
目
に
と
ま
る
の
は
、
は
た
ら
き
で
あ
っ
て
、
こ
れ

ら
の
は
た
ら
き
の
完
全
な
歴
史
が
と
に
か
く
か
の
事
物
の
本
質
を
包
括
す
る
の
で
あ
る
。
我
々
が
一
人
の
人
間
の

性
格
を
描
こ
う
と
努
力
し
て
も
無
駄
で
あ
る
。
反
対
に
彼
の
も
ろ
も
ろ
の
行
動
、
彼
の
も
ろ
も
ろ
の
行
為
を
総
括
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ゲ
ー
テ
に
於
け
る
自
然
と
歴
史

す
る
が
よ
い
、
そ
う
す
れ
ば
そ
の
性
格
の
形
象
は
我
々
に
対
し
て
現
れ
て
来
る
で
あ
ろ
う
。」
と
色
彩
論
へ
の
序

文
の
中
に
書
か
れ
て
い
る
。
人
間
が
何
で
あ
る
か
は
、
彼
の
全
歴
史
を
通
じ
て
顕
に
な
る
。
人
間
は
彼
の
環
境
、

世
間
、
過
去
及
び
現
代
の
歴
史
と
交
渉
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
自
己
の
本
質
を
形
成
し
、
発
展
せ
し
め
得
る
。

「
我
々
が
我
々
の
欲
す
る
何
処
に
身
を
お
く
に
せ
よ
、
我
々
は
凡
て
根
本
に
お
い
て
集
団
的
存
在
で
あ
る
。
我
々

の
有
し
、
我
々
の
在
る
と
こ
ろ
の
も
の
に
し
て
最
も
純
粋
な
意
味
で
我
々
の
財
産
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
如
何
に
少

な
い
か
。
我
々
は
凡
て
我
々
の
前
に
あ
っ
た
人
々
か
ら
並
び
に
我
々
と
共
に
あ
る
人
々
か
ら
受
け
且
つ
学
ば
ね
ば

な
ら
ぬ
。
最
大
の
天
才
で
す
ら
も
、
も
し
も
彼
が
凡
て
を
彼
の
内
部
に
負
お
う
と
欲
し
た
な
ら
ば
、
そ
れ
ほ
ど
に

な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。」
生
と
は
自
己
の
周
囲
と
の
関
係
を
育
て
る
能
力
で
あ
る
。
ゲ
ー
テ
は
彼
自
身
に
つ

い
て
も
、
彼
の
作
品
が
多
く
の
人
々
か
ら
栄
養
を
と
っ
た
こ
と
、
他
の
人
々
が
種
子
を
蒔
い
て
お
い
た
処
で
彼
が

収
穫
し
た
こ
と
、
を
述
べ
た
。
彼
も
、
彼
の
語
を
用
い
れ
ば
、「
収
穫
の
天
才
」
で
あ
っ
た
。「
性
格
は
た
だ
世
界

の
流
れ
の
う
ち
に
お
い
て
の
み
形
成
さ
れ
る
。」「
孤
立
し
て
い
て
は
、
人
間
は
決
し
て
目
的
に
達
す
る
こ
と
が
な

い
。」
な
ぜ
な
ら
「
人
間
が
何
を
捉
え
、
何
を
作
す
に
せ
よ
、
個
人
は
自
分
だ
け
で
は
十
分
で
な
い
、
社
会
は
つ

ね
に
立
派
な
人
の
最
大
の
必
要
で
あ
る
。
凡
て
の
有
能
な
人
間
は
相
互
の
関
係
に
立
つ
べ
き
で
あ
る
。」
人
間
は

歴
史
と
社
会
の
中
に
お
い
て
自
己
を
形
成
し
、
発
展
せ
し
め
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
の
が
彼
の
思
想
で
あ
っ
た
。
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M
ein Erbteil w

ie herrlich, w
eit und breit !

D
ie Zeit ist m

ein B
esitz, m

ein A
cker ist die Zeit.  

【
わ
た
し
の
相
続
し
た
遺
産
は
、
な
ん
と
す
ば
ら
し
く
、
大
き
い
こ
と
だ
ろ
う
。】

【
時
間
が
わ
た
し
の
財
産
だ
。
わ
た
し
の
耕
地
は
時
間
だ
。『
西
東
詩
集
』】

か
よ
う
な
思
想
を
彼
は
就
中
『
ヴ
ィ
ル
ヘ
イ
ル
ム
・
マ
イ
ス
タ
ー
』
に
お
い
て
具
象
化
し
た
。
そ
の
遍
歴
時

代
の
中
に
は
「
時
間
は
神
と
自
然
の
最
高
の
賜
物
で
あ
る
。」
と
云
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
凡
て
の
思
想
が
最
も
健
全

な
歴
史
の
見
方
で
あ
る
限
り
、
ゲ
ー
テ
に
歴
史
的
意
志
が
欠
け
て
い
た
と
は
単
純
に
考
え
ら
れ
な
い
筈
で
あ
る
。

彼
は
歴
史
を
単
に
歴
史
と
し
て
尊
重
す
る
こ
と
を
知
ら
な
い
。
彼
は「
生
産
的
な
も
の
を
歴
史
的
な
も
の
と
結
合
」

せ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
過
去
に
寄
食
す
べ
き
で
な
い
。
過
去
は
現
在
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
、
現
在
の
立

場
か
ら
新
た
に
獲
得
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。「
汝
が
汝
の
祖
先
か
ら
相
続
し
て
も
つ
も
の
を
、
そ
れ
を
所
有
せ
ん
が

為
に
、
自
分
の
力
で
獲
得
せ
よ
。」
固
よ
り
人
間
は
歴
史
と
社
会
に
交
渉
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
の
本
質
と
独

立
性
と
を
失
っ
て
は
な
ら
ぬ
。「
生
あ
る
も
の
は
も
ろ
も
ろ
の
外
的
影
響
の
最
も
多
様
な
る
条
件
に
自
己
を
適
応

さ
せ
、
し
か
も
或
る
一
定
の
獲
得
さ
れ
た
決
定
的
な
独
立
性
を
失
わ
な
い
と
い
う
天
賦
を
有
す
る
。」
こ
の
よ
う

に
し
て
か
の B

ildung 

の
思
想
が
ゲ
ー
テ
の
世
界
観
の
中
心
に
立
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
一
切
の
も
の
と
接
触
し
交
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ゲ
ー
テ
に
於
け
る
自
然
と
歴
史

渉
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
を
教
養
し
豊
富
に
な
し
、
そ
の
際
自
己
は
拡
散
し
解
消
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
却
っ
て

自
己
の
本
質
を
発
展
さ
せ
発
揮
す
る
と
い
う
過
程
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
人
間
は
テ
ュ
プ
ス
的
な
人
間
、
い
わ

ゆ
る
全
人
と
な
り
得
る
。
こ
の
よ
う
な
ビ
ル
ド
ゥ
ン
グ
の
過
程
は
単
に
人
間
の
教
養
に
限
ら
れ
ず
、
寧
ろ
ゲ
ー
テ

は
そ
れ
を
全
自
然
に
お
け
る
根
本
過
程
と
見
做
し
た
。

発
展
は
ゲ
ー
テ
に
よ
れ
ば
分
極
性 Polarität  

の
関
係
に
お
い
て
行
わ
れ
る
。「
自
然
の
忠
実
な
観
察
者
は
、

他
の
点
で
如
何
に
異
な
る
考
え
方
を
し
よ
う
と
も
、
次
の
点
で
は
互
い
に
一
致
す
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
現
象
す
る

一
切
、
我
々
に
現
象
と
し
て
出
会
う
一
切
の
も
の
が
、
或
は
根
源
的
に
二
分
し
て
い
て
そ
れ
が
合
体
し
得
る
場
合

か
、
或
は
根
源
的
に
統
一
し
て
い
て
そ
れ
が
二
分
し
得
る
場
合
か
、
の
い
ず
れ
か
な
る
こ
と
を
暗
示
し
、
か
か
る

仕
方
で
自
己
を
顕
示
し
て
い
る
。
一
に
さ
れ
た
も
の
を
二
分
し
、
二
分
さ
れ
た
も
の
を
一
に
す
る
こ
と
、
そ
れ
が

自
然
の
生
命
で
あ
る
。
そ
れ
は
我
々
が
棲
息
す
る
世
界
の
永
久
の
心
臓
収
縮
と
伸
張
、
永
久
の
集
成
と
分
解
、
吸

気
と
呼
気
で
あ
る
。」同
じ
よ
う
に
ゲ
ー
テ
は
人
間
的
自
然
の
う
ち
に
分
極
性
、諸
衝
動
の
間
に
お
け
る
反
対
を
見
、

―
―
特
に
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
に
お
け
る
「
二
つ
の
魂
」
の
思
想
は
有
名
で
あ
る
―
―
そ
れ
か
ら
し
て
彼
は
人
間
的

発
展
の
諸
段
階
、
社
会
の
諸
形
態
を
展
開
し
た
。
相
反
す
る
極
に
分
化
し
た
も
の
は
お
の
ず
か
ら
第
三
の
も
の
に

近
づ
く
傾
向
を
具
え
て
い
る
。
こ
れ
を
彼
は
高
昇 Steigerung 

と
呼
ぶ
。
発
展
と
は
分
極
化
を
通
じ
て
の
高
昇
を
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意
味
す
る
。
高
昇
は
凡
て
の
存
在
の
根
本
的
衝
動
で
あ
る
。

W
ohin? A

ch, w
ohin?

H
inauf! H

inauf strebt’s

A
ufw

ärts!

ゲ
ー
テ
は
ガ
ニ
メ
ー
ド
【“G

anym
ed”

】
の
伝
説
の
う
ち
に
人
間
の
上
へ
上
へ
と
向
お
う
と
す
る
衝
動
を
見
た
。

然
る
に
こ
の
衝
動
は
既
に
自
然
の
う
ち
に
「
純
な
る
太
陽
に
向
う
」、「
色
ど
ら
れ
た
る
地
上
に
向
う
」
衝
動
と
し

て
含
ま
れ
る
。
分
極
性
と
高
昇
と
は
自
然
の
二
つ
の
大
き
な
旋
条
で
あ
る
。「
前
者
は
物
質
を
物
質
的
に
考
え
た

場
合
そ
れ
に
属
し
、
後
者
は
そ
れ
を
精
神
的
に
考
え
る
限
り
そ
れ
に
属
す
る
。
前
者
は
不
断
の
牽
引
と
反
撥
で
あ

り
、
後
者
は
つ
ね
に
努
力
す
る
登
攀
で
あ
る
。」
自
然
の
蔵
す
る
絶
え
ず
高
昇
し
て
や
む
こ
と
な
き
衝
動
は
ゲ
ー

テ
に
は
精
神
性
へ
の
限
り
な
き
衝
動
を
意
味
し
た
。

発
展
は
内
な
る
も
の
の
漸
次
的
な
展
開
で
あ
る
。
そ
れ
は
革
命
的
で
な
く
進
化
的
で
あ
る
。「
自
然
は
飛
躍
を

な
さ
ぬ
。」
と
い
う
の
が
彼
の
モ
ッ
ト
ー
で
あ
っ
た
。
固
よ
り
ゲ
ー
テ
を
単
な
る
保
守
主
義
者
と
見
做
す
こ
と
は

当
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
ひ
と
が
彼
を
「
現
存
物
の
味
方
」
と
呼
ん
だ
と
き
、
彼
は
抗
議
し
て
云
っ
た
。「
然
し
そ

れ
は
私
を
不
愉
快
に
す
る
甚
だ
曖
昧
な
名
称
だ
。
現
存
す
る
す
べ
て
の
も
の
が
す
ば
ら
し
く
善
く
且
つ
正
し
い
な
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ゲ
ー
テ
に
於
け
る
自
然
と
歴
史

ら
ば
、
私
は
そ
れ
に
対
し
て
何
等
反
対
せ
ぬ
で
あ
ろ
う
。
然
し
な
が
ら
多
く
の
善
き
も
の
と
並
ん
で
同
時
に
多
く

の
悪
し
き
も
の
、
正
し
か
ら
ぬ
も
の
、
不
完
全
な
も
の
が
現
存
す
る
の
だ
か
ら
、
現
存
物
の
味
方
と
い
う
こ
と
は
、

旧
び
た
も
の
、
悪
し
き
も
の
の
味
方
に
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
あ
る
。
然
る
に
時
代
は
永
久
の
進
展
の

う
ち
に
あ
る
。
そ
し
て
人
間
的
事
物
は
五
十
年
毎
に
姿
を
変
ず
る
。
か
く
て
一
八
〇
〇
年
に
は
完
全
で
あ
っ
た
制

度
は
、
既
に
一
八
五
〇
年
に
は
恐
ら
く
不
具
物
で
あ
る
だ
ろ
う
。」
彼
は
社
会
を
発
展
に
お
い
て
眺
め
る
。
け
れ

ど
も
彼
は
そ
こ
に
漸
次
的
な
、
連
続
的
な
、
自
然
的
な
発
展
を
見
る
の
で
あ
っ
て
、
革
命
は
暴
力
的
な
も
の
、
破

壊
的
な
も
の
、
不
自
然
な
も
の
を
含
む
と
し
て
そ
れ
を
却
け
、
ま
た
彼
は
か
よ
う
な
飛
躍
的
な
発
展
が
可
能
で
あ

る
と
は
信
じ
な
い
。
或
る
時
彼
は
語
っ
た
、「
輿
論
に
お
い
て
ひ
と
が
誤
解
さ
れ
易
い
の
に
は
実
に
驚
く
。
私
は

嘗
て
民
衆
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
罪
を
犯
し
た
お
ぼ
え
も
な
い
。
然
る
に
今
で
は
す
っ
か
り
民
衆
の
味
方
で
な
い

と
云
わ
れ
て
い
る
。
む
ろ
ん
私
は
掠
奪
や
殺
人
や
放
火
を
企
て
そ
し
て
公
共
の
安
寧
の
い
つ
わ
れ
る
楯
に
か
く
れ

て
最
も
卑
し
い
利
己
的
な
目
的
を
ね
ら
っ
て
い
る
革
命
の
輩
の
味
方
で
は
な
い
。
私
は
そ
の
よ
う
な
人
々
の
味
方

で
も
な
け
れ
ば
、
ル
ド
ウ
ィ
ヒ
十
五
世
の
味
方
で
も
な
い
。
私
は
一
切
の
暴
力
的
革
命
を
嫌
う
、
と
い
う
の
は
そ

れ
に
よ
っ
て
多
く
の
善
事
が
獲
得
さ
れ
る
と
同
様
に
ま
た
破
壊
も
さ
れ
る
か
ら
だ
。私
は
革
命
を
実
行
す
る
人
も
、

革
命
に
動
機
を
与
え
る
人
も
共
に
嫌
い
だ
。
然
し
そ
れ
だ
か
ら
と
て
私
は
民
衆
の
味
方
で
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。



三
七
〇

正
し
い
感
情
を
も
っ
た
人
は
誰
で
も
こ
れ
と
は
違
っ
た
考
え
方
を
す
る
で
あ
ろ
う
か
。」「
我
々
に
未
来
を
期
待
さ

せ
る
よ
う
な
改
良
は
ど
ん
な
も
の
で
も
私
が
非
常
に
喜
ぶ
と
い
う
こ
と
を
あ
な
た
は
知
っ
て
い
ら
れ
る
。
然
し
既

に
云
っ
た
よ
う
に
、
一
切
の
暴
力
的
な
こ
と
、
飛
躍
的
な
こ
と
は
私
の
性
質
に
合
わ
な
い
、
そ
れ
は
不
自
然
だ
か

ら
で
あ
る
。」彼
は
却
っ
て「
自
己
自
身
の
う
ち
に
救
済
手
段
を
一
緒
に
含
ん
で
も
っ
て
い
る
自
然
的
な
発
展
行
程
」

に
信
頼
し
、
そ
し
て
そ
れ
が
ま
た
社
会
生
活
の
上
に
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
希
望
し
た
。
そ
こ
で
ゲ
ー
テ
は
全
く

原
理
的
に
、
各
々
の
国
民
は
た
だ
自
己
の
自
然
に
従
っ
て
、
自
己
の
自
然
的
に
制
約
さ
れ
た
諸
要
求
に
従
っ
て
の

み
生
き
る
こ
と
が
で
き
、
生
き
る
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
生
き
る
の
ほ
か
な
い
こ
と
を
力
説
し
た
の
で
あ
る
。「
一

の
国
民
に
と
っ
て
、
他
の
国
民
の
真
似
を
す
る
こ
と
な
し
に
、
自
己
自
身
の
中
心
及
び
自
己
自
身
の
要
求
か
ら
出

た
も
の
の
み
が
、
善
い
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
或
る
一
定
の
年
齢
に
あ
る
一
の
民
族
に
と
っ
て
有
益
な
栄
養
で

あ
り
得
る
も
の
も
、
恐
ら
く
他
の
民
族
に
と
っ
て
は
毒
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
だ
か
ら
何
等
か
の
外
国
の
改
革

を
移
植
し
よ
う
と
す
る
凡
て
の
企
て
は
、
そ
れ
に
対
す
る
要
求
が
自
己
自
身
の
国
民
の
よ
り
深
い
中
心
の
う
ち
に

根
差
し
て
い
な
い
場
合
、
馬
鹿
な
こ
と
で
あ
る
。」
更
に
ゲ
ー
テ
は
、
国
民
的
生
活
は
本
来
自
然
的
な
発
展
を
遂

げ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
不
自
然
な
こ
と
、
暴
力
的
な
こ
と
を
為
し
、
も
し
く
は
為
す
動
機
を
与
え
る

の
は
政
治
家
で
あ
り
、政
府
で
あ
る
と
考
え
た
。要
す
る
に
、ゲ
ー
テ
は
革
命
主
義
者
で
な
く
改
良
主
義
者
で
あ
り
、
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ゲ
ー
テ
に
於
け
る
自
然
と
歴
史

急
進
主
義
者
で
な
く
て
漸
進
主
義
者
で
あ
っ
た
。
社
会
と
歴
史
に
関
し
て
も
、「
そ
れ
は
自
然
的
で
な
い
」
と
い

う
こ
と
が
彼
に
と
っ
て
一
切
の
批
判
と
評
価
と
の
根
本
的
な
基
準
で
あ
っ
た
。
凡
て
の
種
類
の
飛
躍
は
彼
に
は
自

然
的
な
ら
ぬ
も
の
と
見
え
た
。
彼
は
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
お
い
て
、
何
等
か
の
事
物
ま
た
は
過
程
が
示
す
よ
う
に
感

ぜ
ら
れ
る
間
隙
も
し
く
は
飛
躍
を
充
た
し
、
そ
れ
を
結
び
付
け
る
移
り
行
き
を
探
し
出
そ
う
と
努
力
す
る
こ
と
を

特
に
喜
ん
だ
。

右
の
如
き
思
想
の
根
柢
を
な
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
に O

rganologie 

の
思
想
で
あ
る
。
我
々
は
ゲ
ー
テ
に
お

い
て
有
機
的
発
展
の
思
想
の
模
範
的
な
場
合
に
出
会
う
。
歴
史
及
び
社
会
は
一
の
有
機
的
自
然
と
見
ら
れ
た
。
彼

の
社
会
哲
学
の
最
後
の
言
葉
は
凡
て
の
人
間
が
有
機
的
に
仕
事
と
活
動
と
に
よ
っ
て
結
合
す
る
社
会
と
い
う
こ
と

で
あ
っ
た
。
社
会
と
自
然
と
は
連
続
的
に
捉
え
ら
れ
、
社
会
は
一
の
高
次
の
有
機
体
と
考
え
ら
れ
る
。
次
の
言
葉

は
こ
の
こ
と
を
甚
だ
明
瞭
に
言
い
表
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。「
植
物
は
節
か
ら
節
へ
と
生
長
し
、
最
後
に
花
を
開

き
実
を
結
ぶ
。
動
物
界
で
も
変
り
は
な
い
。
幼
虫
、条
虫
と
節
か
ら
節
へ
と
進
化
し
、最
後
に
一
つ
の
頭
が
出
来
る
。

高
等
な
動
物
及
び
人
間
に
お
い
て
は
脊
椎
骨
が
次
第
に
結
合
し
て
行
っ
て
、
最
後
に
頭
が
出
来
、
そ
こ
に
力
が
集

中
す
る
。
団
体
の
場
合
に
起
る
こ
と
も
総
じ
て
個
体
の
場
合
と
変
り
が
な
い
。
互
い
に
結
び
付
く
個
体
の
系
列
な

る
蜂
は
、
総
体
と
し
て
、
ま
た
最
終
を
な
す
或
る
も
の
を
作
り
出
す
、
即
ち
女
王
蜂
は
全
体
の
頭
と
見
ら
る
べ
き
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も
の
で
あ
る
。
ど
う
し
て
こ
う
な
る
か
は
不
思
議
で
、
明
言
す
る
こ
と
が
困
難
だ
。
然
し
私
は
そ
れ
に
つ
い
て
私

の
思
想
を
も
っ
て
い
る
と
云
っ
て
も
よ
い
。
こ
の
よ
う
に
民
族
は
、
半
神
の
如
く
先
頭
に
立
っ
て
守
護
と
安
寧
と

な
る
よ
う
な
民
族
の
英
雄
を
作
り
出
す
。
か
く
て
フ
ラ
ン
ス
の
詩
的
能
力
は
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
に
集
中
し
た
。
一
民

族
の
こ
の
よ
う
な
頭
は
そ
れ
が
活
動
し
て
い
る
世
代
に
あ
っ
て
は
偉
大
で
あ
る
。
後
々
ま
で
持
続
す
る
も
の
も
多

い
が
、
大
部
分
は
他
の
頭
と
取
り
換
え
ら
れ
、
次
の
時
代
か
ら
は
忘
れ
ら
れ
る
。」
ゲ
ー
テ
の
社
会
観
が
族
長
的

社
会
主
義
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
と
符
合
す
る
で
あ
ろ
う
。
然
る
に
こ
の

よ
う
な
考
え
方
は
一
の A

nalogistik 

と
見
ら
る
べ
く
、
そ
し
て
こ
の
も
の
は
一
般
に
有
機
体
説
の
特
徴
の
ひ
と

つ
を
な
し
て
い
る
。
或
は
寧
ろ
、
ア
ナ
ロ
ギ
ス
テ
ィ
ク
は
有
機
体
説
の
基
礎
の
上
に
お
い
て
初
め
て
そ
の
十
分
な

意
味
と
内
面
性
と
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
ゲ
ー
テ
に
お
い
て
は
、
人
間
及
び
社
会

が
自
然
と
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
自
然
も
ま
た
或
る
人
間
的
な
も
の
、
文
化
的
な
も
の
、
精
神
的
な
も
の
と
見
ら
れ

た
。
か
の
『
自
然
の
体
系
』
に
見
ら
れ
る
が
如
き
フ
ラ
ン
ス
唯
物
論
の
自
然
観
に
対
し
て
ゲ
ー
テ
は
夙
に
強
い
反

撥
を
感
じ
た
。
自
然
は
機
械
的
な
も
の
で
な
く
、
生
け
る
生
命
で
あ
る
。
自
然
的
形
成
過
程
も
一
種
の
人
文
的
形

成
過
程
、
即
ち
教
育
乃
至
教
養
と
見
ら
れ
た
。
人
間
的
自
然
の
研
究
が
彼
に
お
い
て
つ
ね
に
い
わ
ば
教
育
学
的
観

点
に
よ
っ
て
方
向
付
け
ら
れ
て
い
た
の
は
当
然
で
あ
る
。
然
し
ま
た
人
間
の
教
養
の
過
程
も
一
の
自
然
的
形
成
過
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ゲ
ー
テ
に
於
け
る
自
然
と
歴
史

程
と
し
て
、
従
っ
て
根
本
的
に
は
か
の
分
極
性
と
高
昇
と
の
関
係
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
た
。
否
、
一
般
的
に
云
っ

て
、
ビ
ル
ド
ゥ
ン
グ
と
い
う
思
想
は
、
有
機
体
説
的
世
界
観
の
基
礎
を
俟
っ
て
初
め
て
、
そ
の
固
有
な
且
つ
十
分

な
意
味
に
お
い
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
。

「
ひ
と
が
周
囲
の
対
象
を
認
め
る
や
否
や
、
彼
は
そ
れ
を
自
己
自
身
に
関
係
さ
せ
て
見
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て

そ
れ
は
当
然
だ
。」
と
ゲ
ー
テ
は
云
い
、「
自
然
の
核
心
は
人
の
心
の
中
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。」
と
も
、「
感
情

は
一
切
で
あ
る
。」
と
も
彼
は
書
い
た
。
彼
の
直
観
、
芸
術
家
的
制
作
的
な
想
像
力
の
う
ち
に
自
然
と
人
文
と
は

統
一
さ
れ
、
連
続
的
と
し
て
現
れ
る
。
け
れ
ど
も
我
々
は
彼
を
単
な
る
主
観
主
義
者
と
見
做
し
て
は
な
ら
な
い
。

ゲ
ー
テ
自
身
が
自
然
で
あ
り
、
自
然
そ
の
も
の
の
如
く
活
動
し
た
。
彼
は
芸
術
を
も
自
然
の
よ
う
に
観
察
し
た
。

彼
は
自
然
に
よ
っ
て
自
己
の
眼
を
養
い
、
そ
れ
を
も
っ
て
一
切
を
見
よ
う
と
し
た
。「
私
が
自
然
科
学
の
研
究
を

し
な
か
っ
た
ら
、
私
は
あ
り
の
ま
ま
の
人
間
に
通
じ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。」
と
彼
は
云
っ
た
。「
自
然
は
全
然
洒

落
を
解
し
な
い
、
そ
れ
は
つ
ね
に
真
実
で
、
つ
ね
に
真
面
目
で
、
つ
ね
に
厳
格
で
あ
る
。」
従
っ
て
自
然
は
我
々

の
物
の
見
方
に
と
っ
て
の
試
金
石
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
け
れ
ど
も
そ
れ
だ
か
ら
と
云
っ
て
、
ゲ
ー
テ
は
単
な
る

客
観
主
義
者
で
あ
っ
た
の
で
も
な
い
。
寧
ろ
彼
が
嘗
て
ヘ
ー
ゲ
ル
に
就
い
て
語
っ
た
と
い
う
次
の
言
葉
が
、
彼
自

身
の
立
場
を
甚
だ
適
切
に
言
い
表
し
て
い
る
。「
客
観
と
主
観
と
が
相
触
れ
る
と
こ
ろ
に
生
命
が
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
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ル
が
彼
の
同
一
哲
学
を
も
っ
て
客
観
と
主
観
と
の
間
の
中
間
に
身
を
お
き
そ
し
て
こ
の
位
置
を
動
か
ぬ
な
ら
ば
、

我
々
は
彼
を
称
讃
し
よ
う
と
思
う
。」
ひ
と
は
こ
の
よ
う
な
立
場
を
中
間
の
立
場 m

ittlerer Standpunkt 

と
も
呼

ん
で
い
る
。
ゲ
ー
テ
に
と
っ
て
中
間
の
立
場
は
彼
の
直
観
の
立
場
に
お
い
て
可
能
に
さ
れ
、
保
証
さ
れ
て
い
た
。

一
七
九
八
年
六
月
三
十
日
附
の
シ
ラ
ー
へ
の
書
簡
の
中
で
、
ゲ
ー
テ
は
、
上
か
ら
下
へ
降
る
自
然
哲
学
と
、
下
か

ら
上
へ
昇
る
自
然
研
究
家
と
に
つ
い
て
述
べ
、
そ
し
て
「
私
は
少
な
く
と
も
そ
の
中
間
に
立
つ
直
観
の
う
ち
に
お

い
て
の
み
私
の
安
心
を
見
出
す
。」
と
書
い
て
い
る
。
彼
は
自
然
哲
学
者
及
び
自
然
研
究
家
に
対
し
て
自
己
を
自

然
観
照
者
と
し
て
性
格
付
け
た
。

か
か
る
意
味
で
の
自
然
観
照
者
と
し
て
の
ゲ
ー
テ
の
眼
に
映
じ
た
自
然
は
、
有
機
的
発
展
を
な
す
も
の
で
あ

っ
て
、
弁
証
法
的
な
も
の
で
な
か
っ
た
。
弁
証
法
は
彼
に
は
寧
ろ
思
弁
的
な
も
の
、
ま
た
詭
弁
的
な
も
の
と
感

ぜ
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
エ
ッ
ケ
ル
マ
ン
の
録
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
ゲ
ー
テ
に
向
っ
て
、「
弁
証

法
は
根
本
に
お
い
て
整
理
さ
れ
方
法
的
に
訓
練
さ
れ
た
矛
盾
の
精
神
に
ほ
か
な
ら
ず
、
こ
の
精
神
は
い
ず
れ
の
人

間
に
も
内
在
し
て
お
り
、
そ
の
能
力
は
真
偽
の
区
別
に
あ
た
り
偉
大
さ
を
現
す
も
の
で
あ
る
。」
と
云
っ
た
と
き
、

ゲ
ー
テ
は
、「
そ
う
い
う
精
神
的
技
倆
と
才
幹
と
が
し
ば
し
ば
濫
用
さ
れ
、
偽
を
真
と
し
、
真
を
偽
と
す
る
た
め

に
用
い
ら
れ
ね
ば
よ
い
が
。」
と
疑
い
、
―
―
そ
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
が
、「
そ
う
い
う
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
た
だ
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ゲ
ー
テ
に
於
け
る
自
然
と
歴
史

精
神
的
に
病
的
な
人
々
が
や
る
だ
け
だ
。」
と
答
え
た
と
き
、
ゲ
ー
テ
は
な
お
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。「
私
は

自
然
を
研
究
し
た
た
め
、
そ
う
い
う
病
気
が
起
ら
な
く
て
幸
福
だ
。
と
い
う
の
は
、
自
然
の
研
究
で
は
無
限
に
且

つ
永
久
に
真
な
る
も
の
を
取
扱
い
、
こ
の
も
の
は
そ
の
対
象
の
観
察
及
び
取
扱
に
あ
た
り
全
く
純
粋
に
且
つ
正
直

に
や
ら
な
い
人
を
無
能
力
者
と
し
て
排
斥
す
る
。
そ
し
て
私
は
多
く
の
弁
証
法
的
病
人
は
自
然
の
研
究
に
お
い
て

有
効
な
治
療
を
見
出
し
得
る
で
あ
ろ
う
と
信
じ
て
い
る
。」
ゲ
ー
テ
の
有
機
的
世
界
観
に
と
っ
て
は
ど
こ
ま
で
も

自
然
が
そ
の
地
盤
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
反
し
弁
証
家
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
は
歴
史
が
そ
の
エ
レ
メ
ン
ト
で
あ
っ
た

の
で
あ
る
。
弁
証
法
の
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
要
素
を
な
す
飛
躍
乃
至
非
連
続
の
思
想
の
如
き
は
、
ゲ
ー
テ
に
は
堪
え

難
き
も
の
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。
彼
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
を
有
機
体
説
的
に
解
釈
し
得
た
限
り
―
―
そ
れ
は
実

際
こ
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
得
る
方
面
を
多
分
に
含
ん
で
い
る
―
―
そ
れ
を
尊
重
し
た
。

か
く
し
て
我
々
は
ゲ
ー
テ
に
お
け
る
歴
史
の
概
念
を
探
り
、
そ
れ
を Typologie, M

orphologie, 

M
onadologie, O

rganologie, M
ythologie 

等
の
概
念
に
よ
っ
て
性
格
付
け
て
来
た
。
こ
れ
ら
の
概
念
は
彼
に
お

い
て
相
互
に
繋
り
合
い
、
貫
き
合
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
地
盤
を
な
す
も
の
は
ま
さ
に
自
然
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は

ま
た
人
間
の
観
想
的
態
度
と
内
面
的
に
結
び
付
い
て
い
た
。
か
か
る
自
然
概
念
の
哲
学
的
特
質
は
、
私
の
歴
史
哲

学
の
中
で
明
ら
か
に
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
そ
れ
に
お
い
て
は
「
存
在
」
と
「
事
実
」
と
が
単
に
内
在
的
連
続
的
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に
見
ら
れ
て
、
同
時
に
ま
た
超
越
的
非
連
続
的
に
捉
え
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
こ
で

は
存
在
と
事
実
と
の
関
係
が
弁
証
法
的
に
把
握
さ
れ
て
い
な
い
。
歴
史
的
意
識
が
彼
に
存
し
た
限
り
一
面
的
で
あ

っ
た
の
も
こ
の
た
め
で
あ
る
。
却
っ
て
ゲ
ー
テ
の
自
然
は
こ
の
場
合
ス
ピ
ノ
ザ
的
自
然
と
落
ち
合
う
で
あ
ろ
う
。

自
然
は
「
自
己
自
身
を
享
受
せ
ん
が
た
め
に
、
自
己
を
分
化
展
開
し
た
。」
神
の
無
限
な
る
本
質
は
た
だ
生
成
の

不
断
の
流
れ
に
お
い
て
の
み
自
己
自
身
を
享
受
し
、
自
然
は
そ
れ
に
お
い
て
我
々
が
か
か
る
展
開
を
我
々
人
間
の

認
識
に
と
っ
て
達
せ
ら
れ
得
る
文
字
に
お
い
て
、
即
ち
シ
ュ
ム
ボ
ル
的
に
、
読
み
取
る
こ
と
の
で
き
る
開
か
れ
た

書
物
で
あ
る
。「
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
犇
め
き
、
あ
ら
ゆ
る
闘
い
は
主
な
る
神
に
お
け
る
永
遠
の
安
ら
い
で
あ
る
。」

五

尤
も
我
々
の
信
ず
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
現
実
的
な
歴
史
の
概
念
は
或
る
自
然
の
要
素
を
欠
く
こ
と
が
で
き

な
い
。
し
か
も
そ
れ
は
単
に
外
的
な
自
然
と
い
う
意
味
に
お
い
て
の
み
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
現
実
的
な
歴
史
は
、

我
々
の
用
語
に
従
え
ば
、
自
然
の
「
存
在
」
と
交
渉
す
る
ば
か
り
で
な
く
、「
事
実
」
と
し
て
の
自
然
的
な
も
の

を
含
ん
で
い
る
。
我
々
は
こ
の
よ
う
な
「
事
実
」
と
し
て
の
自
然
的
な
も
の
を
一
般
に
運
命
の
概
念
を
も
っ
て
言

い
表
し
た
。
そ
こ
で
問
題
は
、
か
か
る
意
味
に
お
け
る
自
然
的
な
も
の
、
運
命
的
な
も
の
の
概
念
が
ゲ
ー
テ
の
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ゲ
ー
テ
に
於
け
る
自
然
と
歴
史

う
ち
に
見
出
さ
れ
得
な
い
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
我
々
は
こ
の
問
題
に
肯
定
的
に
答
え
て
、
か
の das  

D
äm

onische 
の
概
念
が
恰
も
か
か
る
も
の
に
相
応
す
る
こ
と
を
示
そ
う
と
思
う
。
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
も
の
と

は
一
般
的
に
云
っ
て
歴
史
に
お
け
る
自
然
的
な
も
の
を
意
味
し
た
。ゲ
ー
テ
が
こ
の
概
念
に
つ
い
て
述
べ
た
の
は
、

彼
の
自
然
哲
学
上
の
諸
著
作
に
お
い
て
で
は
な
く
、却
っ
て
つ
ね
に
歴
史
に
関
係
し
て
で
あ
っ
た
。こ
の
語
は
所
々

に
現
れ
て
い
る
が
、
特
に
詳
細
に
説
明
さ
れ
て
い
る
の
は
ゲ
ー
テ
の
自
伝
な
る
『
詩
と
真
実
』
の
中
に
お
い
て
で

あ
る
。

『
詩
と
真
実
』
の
第
二
十
章
に
記
す
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
も
の
は
た
だ
矛
盾
に
お
い
て
の

み
運
動
し
、
顕
現
さ
れ
、
従
っ
て
何
等
の
概
念
、
如
何
な
る
言
葉
の
も
と
に
も
捉
え
ら
れ
得
ぬ
も
の
で
あ
る
。
曰

く
、「
そ
れ
は
神
的
で
な
か
っ
た
、
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
非
理
性
的
に
見
え
た
か
ら
。
そ
れ
は
人
間
的
で
な
か
っ
た
、

な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
悟
性
を
も
た
な
か
っ
た
か
ら
。
そ
れ
は
悪
魔
的
で
な
か
っ
た
、
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
慈
悲
的
で
あ

っ
た
か
ら
。
そ
れ
は
天
使
の
如
き
も
の
で
な
か
っ
た
、
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
往
々
他
の
不
幸
を
愉
快
が
る
の
が
見
え

た
か
ら
。
そ
れ
は
偶
然
に
似
て
い
た
、
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
何
等
の
帰
結
も
示
さ
な
か
っ
た
か
ら
。
そ
れ
は
摂
理
に

似
通
っ
て
い
た
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
聯
関
を
示
唆
し
た
か
ら
。
我
々
を
制
限
す
る
と
見
え
た
凡
て
の
も
の
も
そ
れ

に
と
っ
て
は
貫
き
通
し
得
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
我
々
の
存
在
の
必
然
的
な
諸
要
素
を
気
侭
に
処
理
す
る
よ
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う
に
見
え
た
。
そ
れ
は
時
間
を
収
縮
し
、
時
間
を
延
長
し
た
。
た
だ
不
可
能
な
も
の
の
う
ち
に
あ
っ
て
の
み
そ
れ

は
得
意
で
あ
り
、可
能
な
も
の
を
軽
蔑
し
て
斥
け
る
よ
う
に
見
え
た
。」
か
か
る
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
も
の
は
「
主

と
し
て
人
間
と
最
も
不
思
議
な
関
係
を
も
ち
、
そ
し
て
道
徳
的
世
界
秩
序
と
相
対
立
せ
ぬ
ま
で
も
、
そ
れ
と
相
交

叉
す
る
力
を
形
作
っ
て
お
り
、
か
く
て
一
を
経
と
し
、
他
を
緯
と
見
做
す
こ
と
も
で
き
よ
う
。」
即
ち
ゲ
ー
テ
に

よ
れ
ば
、
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
も
の
は
イ
デ
ー
的
な
も
の
で
は
な
く
、
寧
ろ
自
然
的
な
も
の
で
あ
り
、
偶
然
的
な

も
の
で
あ
り
な
が
ら
な
お
且
つ
必
然
的
な
も
の
で
あ
る
。
ま
た
彼
は
そ
れ
を
或
る
全
体
的
な
も
の
と
考
え
、
建
築

の
効
果
の
説
明
に
際
し
て
、「
全
体
の
効
果
は
つ
ね
に
我
々
が
そ
れ
に
服
す
る
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
も
の
で
あ
る
。」

と
も
云
っ
て
い
る
。
更
に
彼
は
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
も
の
は
あ
ら
ゆ
る
ラ
イ
デ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
伴
う
の
が
つ
ね
で

あ
る
と
述
べ
た
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
或
る
否
定
的
な
も
の
の
意
味
を
離
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
決
し
て
単
に
破
壊
的

に
否
定
的
な
の
で
な
く
、
却
っ
て
「
全
く
積
極
的
な
活
動
力
の
う
ち
に
現
れ
る
」
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
メ
フ
ィ

ス
ト
フ
ェ
レ
ス
は
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
で
こ
れ
ら
の
規
定
は
そ
れ
を
も
っ
て
我
々
が
本
来
の
運

命
的
な
も
の
を
最
も
よ
く
規
定
し
得
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ゲ
ー
テ
に
よ
れ
ば
、
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
も
の

は
先
ず
個
人
に
結
び
付
い
て
現
れ
る
。
然
し
凡
て
の
個
性
的
な
も
の
、
特
性
的
な
も
の
が
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
の

で
は
な
く
、
寧
ろ
そ
れ
は
歴
史
的
に
重
要
な
も
の
に
お
い
て
出
会
わ
れ
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
好
ん
で
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ゲ
ー
テ
に
於
け
る
自
然
と
歴
史

重
要
な
個
人
に
、
殊
に
彼
等
が
高
い
地
位
を
有
す
る
場
合
、
結
び
付
く
。」「
人
間
が
よ
り
高
く
立
っ
て
お
れ
ば
お

る
ほ
ど
、そ
れ
だ
け
益
々
多
く
彼
は
デ
モ
ン
の
影
響
の
も
と
に
立
っ
て
い
る
。」ゲ
ー
テ
は
個
々
の
人
間
に
つ
い
て
、

例
え
ば
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
大
王
、
ペ
テ
ロ
大
帝
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
、
カ
ー
ル
・
ア
ウ
グ
ス
ト
、
バ
イ
ロ
ン
、
ミ
ラ
ボ
オ

な
ど
を
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
と
呼
ん
だ
。
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
も
の
は
こ
の
よ
う
に
特
に
い
わ
ゆ
る
世
界
史
的
個
人

に
お
い
て
顕
現
す
る
。
然
し
そ
れ
は
単
に
個
々
の
人
間
に
お
い
て
の
み
で
な
く
、
出
来
事
に
お
い
て
も
経
験
さ
れ

る
。
ゲ
ー
テ
は
彼
と
シ
ラ
ー
と
の
際
会
を
か
か
る
も
の
と
考
え
た
。「
か
よ
う
に
し
て
私
の
シ
ラ
ー
と
の
知
り
合

い
に
は
全
く
或
る
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
も
の
が
支
配
し
て
い
た
。
我
々
は
も
っ
と
早
く
も
、
も
っ
と
晩
く
も
際
会

す
る
こ
と
が
で
き
た
。
然
る
に
そ
れ
が
丁
度
、
私
が
イ
タ
リ
ア
旅
行
を
終
え
そ
し
て
シ
ラ
ー
が
哲
学
的
思
弁
に
倦

き
始
め
た
時
代
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
重
要
な
こ
と
で
あ
り
、
二
人
に
と
っ
て
最
も
大
き
な
効
果
の
あ
る
こ

と
で
あ
っ
た
。」
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
も
の
は
更
に
社
会
的
な
も
の
と
し
て
も
経
験
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
即
ち
ゲ
ー
テ
は
か
の
自
由
戦
争
に
つ
い
て
、「
一
般
的
な
窮
迫
と
一
般
的
な
侮
辱
の
感
情
と
が
或

る
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
も
の
と
し
て
国
民
を
捉
え
た
。」
と
云
っ
て
い
る
。
我
々
の
い
う
「
事
実
」
と
し
て
の
自

然
的
な
も
の
は
単
に
個
人
的
な
も
の
で
な
く
、
ま
た
社
会
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
我
々
は
そ
れ
が
個
人
的
と

し
て
は
「
ラ
イ
デ
ン
シ
ャ
フ
ト
」
に
、
社
会
的
と
し
て
は
「
パ
ト
ス
」
に
伴
う
と
い
う
風
に
区
別
す
る
こ
と
も
で
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き
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
し
て
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
も
の
は
特
に
歴
史
と
関
係
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
自
然
的
な
も
の

で
あ
る
と
云
っ
て
も
、
そ
れ
な
く
し
て
は
歴
史
の
概
念
も
現
実
的
に
構
成
さ
れ
得
な
い
よ
う
な
歴
史
に
お
け
る
自

然
的
な
も
の
、
即
ち
運
命
的
な
も
の
を
意
味
し
た
。
ま
た
そ
れ
は
自
然
的
な
も
の
で
あ
る
と
云
っ
て
も
、
外
的
世

界
に
属
せ
ず
し
て
、
却
っ
て
内
的
自
然
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
。
外
的
世
界
も
我
々
に
と
っ
て
或
る
意
味
で
は
運
命

的
な
も
の
で
あ
り
、
ゲ
ー
テ
も
そ
の
よ
う
に
考
え
た
。
然
し
そ
れ
は
ダ
イ
モ
ー
ン
と
云
わ
れ
ず
し
て
、
彼
に
よ
っ

て
テ
ュ
ケ
ー
と
呼
ば
れ
た
。
こ
の
も
の
は
本
来
的
な
運
命
で
は
な
く
、
寧
ろ
非
本
来
的
な
運
命
で
あ
り
、
本
来
的

な
運
命
は
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
も
の
で
あ
る
。
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
も
の
も
或
る
意
味
で
は
偶
然
的
な
も
の
で
あ

る
け
れ
ど
も
、
然
し
そ
れ
は
テ
ュ
ケ
ー
即
ち
外
的
な
偶
然
で
な
い
。
外
的
世
界
は
固
よ
り
我
々
に
と
っ
て
単
な
る

偶
然
で
は
な
く
、
却
っ
て
必
然
的
な
も
の
、
強
制
的
な
も
の
を
含
ん
で
い
る
。
か
く
の
如
き
外
的
な
必
然
も
し
く

は
強
制
を
ゲ
ー
テ
は
ア
ナ
ン
ケ
ー
【anankē

】
と
い
う
語
を
も
っ
て
現
し
た
。
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
も
の
も
或
る

意
味
で
は
必
然
的
な
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
ア
ナ
ン
ケ
ー
即
ち
外
的
必
然
で
は
な
い
。
ア
ナ
ン
ケ
ー
も

固
よ
り
運
命
の
ひ
と
つ
の
形
態
で
あ
る
が
、
然
し
そ
れ
は
非
本
来
的
な
運
命
の
形
態
で
あ
っ
て
、
本
来
的
な
運
命

即
ち
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
も
の
の
形
態
で
は
な
い
の
で
あ
る
。



三
八
一

ゲ
ー
テ
に
於
け
る
自
然
と
歴
史

か
く
て
我
々
は
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
も
の
の
概
念
を
現
実
的
な
歴
史
の
概
念
の
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
要
素
と
し

て
獲
得
し
得
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
ま
さ
に
か
か
る
も
の
と
し
て
上
に
述
べ
た
が
如
き
ゲ
ー
テ
の
根
本
思
想
と
は

明
ら
か
に
一
致
し
得
な
い
も
の
を
含
む
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
そ
れ
は
ゲ
ー
テ
に
と
っ
て
当
然
哲
学
的
に
深
め
ら

れ
、
彼
の
根
本
思
想
と
調
和
さ
れ
、
統
一
さ
る
べ
き
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
我
々
は
彼
の
詩 

“U
rw

orte

―
―O

rphish” 
を
も
っ
て
か
よ
う
な
統
一
を
最
も
よ
く
表
現
せ
る
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で

き
よ
う
。
ゲ
ー
テ
は
も
と
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
の
美
的
観
念
を
通
じ
て
ギ
リ
シ
ア
的
古
代
に
つ
い
て
の
明
朗
な
形
象

を
形
作
っ
て
い
た
、
こ
の
形
象
の
本
質
的
な
要
素
は
、
オ
リ
ュ
ム
ピ
ア
の
輝
け
る
神
々
の
世
界
の
「
高
貴
な
単
純

さ
と
静
か
な
偉
大
さ
」
で
あ
っ
た
。
然
る
に
一
八
一
七
年
十
月
九
日
附
で
彼
は
ク
ネ
ー
ベ
ル
へ
宛
て
、
彼
が
ヘ
ル

マ
ン
、
ク
ロ
イ
ツ
ァ
、
ゼ
ガ
、
ヴ
ェ
ル
カ
ー
等
の
神
話
学
者
に
よ
り
「
オ
ル
フ
ィ
ク
的
闇
」
の
中
に
ま
で
陥
っ
た

と
い
う
こ
と
を
書
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
神
話
学
者
の
仕
事
は
そ
の
発
展
に
お
い
て
シ
ェ
リ
ン
グ
の
『
サ
モ
ト
ラ

ケ
ー
の
神
々
』に
つ
い
て
の
論
文
か
ら
、バ
コ
ー
フ
ェ
ン
の『
古
代
世
界
の
女
性
支
配
』、ロ
ー
デ
の『
プ
シ
ュ
ヘ
ー
』

そ
し
て
ニ
ー
チ
ェ
の
『
悲
劇
の
誕
生
』
に
ま
で
つ
ら
な
る
も
の
で
あ
る
。
云
う
ま
で
も
な
く
、「
か
の
憂
鬱
な
秘
密
」

を
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
こ
と
は
ゲ
ー
テ
の
本
性
に
ふ
さ
わ
し
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
っ
た
。
彼
は
「
漠
然
と
し
た
古

代
を
再
び
精
粋
化
し
」、「
死
ん
だ
文
句
を
自
分
自
身
の
経
験
の
生
命
性
か
ら
再
び
生
新
な
ら
し
め
た
」
の
で
あ
る
。



三
八
二

と
こ
ろ
で
オ
ル
フ
ィ
ク
的
根
源
語
と
し
て
ゲ
ー
テ
の
挙
げ
た
の
は daivmw

n, tuvxh, e[rw
V, ajnavgkh, ejlpivV 

と
い

う
五
つ
の
言
葉
で
あ
っ
た
。
こ
の
場
合
テ
ュ
ケ
ー
及
び
ア
ナ
ン
ケ
ー
が
運
命
的
な
も
の
と
見
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
い

わ
ゆ
る
「
世
界
」、
前
者
が
偶
然
と
見
ら
れ
る
限
り
の
そ
れ
を
、
後
者
が
必
然
と
見
ら
れ
る
限
り
の
そ
れ
を
意
味

し
た
こ
と
は
、
我
々
の
さ
き
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
然
る
に
こ
こ
に
第
一
の
根
源
語
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
デ
モ

ン
の
見
方
は
、
か
の
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
も
の
の
概
念
と
直
ち
に
同
じ
で
な
く
、
却
っ
て
前
者
に
お
い
て
後
者
は

ゲ
ー
テ
の
根
本
的
立
場
か
ら
深
め
ら
れ
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
デ
モ
ン
は
固
よ
り
こ
こ
で
も
運
命
、
し
か
も
内
的

な
、
本
来
的
な
運
命
の
意
味
に
理
解
さ
れ
て
い
る
。
然
し
そ
れ
は
同
時
に
エ
ン
テ
レ
ヒ
ー
的
モ
ナ
ド
の
意
味
と
直

接
に
結
び
付
け
ら
れ
る
。「
デ
モ
ン
は
こ
の
場
合
必
然
的
に
誕
生
に
際
し
て
直
接
的
に
言
い
表
さ
れ
た
、
個
人
の

限
定
さ
れ
た
個
性
、
特
性
的
な
も
の
を
意
味
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
個
人
は
、
な
お
甚
だ
大
な
る
類
似
性
に
も
拘
ら

ず
、
い
ず
れ
の
他
の
個
人
か
ら
も
区
別
さ
れ
る
。」
と
ゲ
ー
テ
は
説
明
し
た
。
そ
れ
は
「
内
か
ら
し
て
」
限
り
な

く
発
展
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
「
厳
密
な
限
定
」
で
あ
る
。

U
nd keine Zeit und keine M

acht zerstückelt,

G
eprägte Form

, die lebeld sich entw
ickelt.

【“U
rw

orte. O
rphisch”

】

と
い
う
甚
だ
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
有
名
な
句
は
、
実
に
、
こ
の
よ
う
な
デ
モ
ン
の
解
釈
と
し
て
、
こ
の
デ



モ
ン
の
ス
ュ
タ
ン
ツ
ェ
の
中
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
エ
ン
テ
レ
ヒ
ー
的
モ
ナ
ド
の
内
面
的
発
展
の
内

面
的
必
然
性
を
意
味
す
る
。
デ
モ
ン
は
こ
の
と
き
も
は
や
か
の
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
も
の
の
担
っ
て
い
た
或
る
偶

然
性
の
性
格
を
何
等
含
ま
な
い
。
偶
然
的
な
も
の
の
意
味
を
も
つ
の
は
デ
モ
ン
で
は
な
く
、
寧
ろ
内
的
な
デ
モ
ン

に
対
立
す
る
外
的
世
界
で
あ
る
。「
こ
の
世
界
の
組
織
は
必
然
と
偶
然
と
か
ら
成
っ
て
い
る
。」
そ
こ
に
は
テ
ュ
ケ

ー
と
ア
ナ
ン
ケ
ー
と
が
あ
る
。
然
る
に
か
か
る
外
的
世
界
乃
至
外
的
運
命
と
内
的
世
界
乃
至
内
的
運
命
と
の
対
立

は
ゲ
ー
テ
に
と
っ
て
弁
証
法
的
矛
盾
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
却
っ
て
両
者
の
関
係
を
支
配
す
る
の
は
第
三
の

根
源
語
、
エ
ロ
ス
（
愛
）
で
あ
っ
た
。
然
し
な
が
ら
道
は
困
難
で
あ
る
。
世
界
の
運
命
が
偶
然
で
あ
る
限
り
愛
の

力
は
自
由
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
必
然
と
し
て
自
己
の
力
を
現
す
と
き
、愛
も
ま
た
必
然
に
縛
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
と
き
愛
も
ま
た
一
の
運
命
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
全
運
命
か
ら
解
放
さ
れ
る
た
め
に
エ
ロ
ス
に
は
エ
ル
ピ
ス

（
希
望
）
が
結
び
付
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
希
望
に
よ
っ
て
存
在
は
完
成
に
到
達
し
得
る
、
と
ゲ
ー
テ
は
考
え
た
。

Eng ist das Leben führw
ahr,

aber die H
offnung ist w

eit.

【“G
edichte”, K

apitel 303
】



解
題

編
者
桝
田
啓
三
郎
に
よ
る
と
、
本
巻
は
、『
史
的
観
念
論
の
諸
問
題
』1929

（
昭
和
４
）
年
６
月
刊

を
原
形
の
ま
ま
収
録
し
、
他
三
篇
の
論
稿
と
、
ド
イ
ツ
留
学
中
に
書
か
れ
た
ド
イ
ツ
語
論
文
四
篇
よ
り
な

る
。
加
え
て
、
編
者
に
よ
る
訳
文
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
収
録
論
文
の
発
表
年
次
は
、

批
判
哲
学
と
歴
史
哲
学　
　

1920

（
大
正
９
）
年
９
月　
『
哲
学
研
究
』
第
五
四
号

歴
史
的
因
果
律
の
問
題　
　

1921

（
大
正
10
）
年
４
月　
『
哲
学
研
究
』
第
六
一
号

個
性
の
問
題　
　
　
　
　
　
1922

（
大
正
11
）
年
１
月　
『
哲
学
研
究
』
第
七
〇
号

デ
ィ
ル
タ
イ
の
解
釈
学　
　

1928

（
昭
和
３
）
年
２
月　
『
哲
学
講
座
』
近
代
社
刊

ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学　
　

1929
（
昭
和
４
）
年
３
月　
『
思
想
』
第
八
三
号

危
機
に
於
け
る
理
論
的
意
義　

1929
（
昭
和
４
）
年
一
月　
『
改
造
』

—
—

以
上
は
、『
史
的
観
念
論
の
諸
問
題
』
収
録
論
文
。

附
録
「
批
判
哲
学
と
歴
史
哲
学
」
は
、
単
行
本
に
於
い
て
字
句
修
正
が
な
さ
れ
た
の
で
、、
そ
れ
以
前

の
物
を
附
録
と
し
て
収
録
。



ボ
ル
ツ
ァ
ー
ノ
の
命
題
自
体　

1923

（
大
正12

）年12

月『
思
想
』第
二
六
号　

後
、『
知
識
哲
学
』（1942

年
小
山
書
店
刊
）
に
収
録
。

ス
ピ
ノ
ザ
に
於
け
る
人
間
と
国
家　

1932

（
昭
和
７
）
年
７
月　
『
ス
ピ
ノ
ザ
と
ヘ
ー
ゲ
ル
』
国
際
ヘ
ー

ゲ
ル
連
盟
日
本
版　

岩
波
書
店
刊　

後
、『
人
間
学
的
文
学
論
』（1934

年
改
造
社
刊
）
に
収
録
。

ゲ
ー
テ
に
於
け
る
自
然
と
歴
史　
1932

（
昭
和
７
）
年
５
月　
『
ゲ
ー
テ
研
究
』
日
独
文
化
協
会
編
ゲ
ー

テ
百
年
祭
記
念
論
集　

岩
波
書
店
刊　

後
、『
人
間
学
的
文
学
論
』（1934

年
改
造
社
刊
）
に
収
録
。
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