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凡
例

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

〜68

、1986

年
）
よ
り
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
以
下
の

よ
う
な
改
定
を
施
し
て
い
る
。

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

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

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

・「
帰き
ち
ゃ
く著

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

と
し
た
。「
愈
い
よ
い
よ」「

益
ま
す
ま
す」

も
「
愈
々
」「
益
々
」
と
。

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

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

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

ら
の
区
別
は
し
て
い
な
い
。

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

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

ベ
ッ
トI, II, IV, X

で
代
用
し
て
い
る
。

・
ギ
リ
シ
ャ
文
字
はTekniaG

reek font

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



底
本
と
し
た
全
集
の
編
集
方
針
は
、「
原
則
と
し
て
最
終
稿
を
原
典
と

し
、
校
異
は
特
別
の
他
示
さ
な
い
。
明
確
な
誤
記
・
誤
植
以
外
は
原

形
を
保
存
す
る
。
歴
史
的
意
義
を
持
つ
初
期
著
作
は
原
形
の
ま
ま
収

録
し
、
各
種
発
表
さ
れ
た
た
ぐ
い
の
も
の
は
、
分
類
し
年
代
順
に
配

列
し
た
。」
と
あ
る
。

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

大
内
　
兵
衛

東
畑
　
精
一

羽
仁
　
五
郎

桝
田
啓
三
郎

久
野
　
　
收



三
木
清
全
集
　
第
四
巻
　
知
識
哲
学
・
弁
証
法
・
現
代
思
潮
・
他

目
次

知
識
哲
学

認
識
論一

　
存
在
と
真
理

二
　
直
観
と
判
断

三
　
主
観
と
客
観

四
　
認
識
と
生

五
　
認
識
論

論
理
と
直
観

弁
証
法弁

証
法
に
於
け
る
自
由
と
必
然

弁
証
法
の
存
在
論
的
解
明

現
代
思
潮

現
代
哲
学
思
潮



知
識
哲
学

認
識
論一　

存
在
と
真
理

二
　
直
観
と
判
断

三
　
主
観
と
客
観

四
　
認
識
と
生

五
　
認
識
論

論
理
と
直
観



六

認
識
論

認
識
論

一　

存
在
と
真
理

真
理
の
概
念
は
知
識
の
問
題
の
中
心
概
念
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
我
々
は
先
ず
こ
の
概
念
の
検
討
か
ら
始
め
よ

う
。い

わ
ゆ
る
模
写
説
（A

bbildtheorie

）
ほ
ど
今
日
不
評
判
な
も
の
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
誰
も
自
分
の
考
え
方
が

模
写
説
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
こ
と
を
極
端
に
恐
れ
て
い
る
。
模
写
説
と
い
わ
れ
て
い
る
の
は
、
我
々
の
表
象
と
実

在
と
の
一
致
を
も
っ
て
真
理
と
考
え
る
思
想
で
あ
る
。
心
の
外
に
あ
る
物
が
心
の
中
に
映
じ
、
こ
の
映
像
が
物
に

一
致
し
て
い
る
と
き
、
そ
れ
が
真
理
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
か
か
る
模
写
説
は
到
底
維
持
さ
れ
得
な
い
と
評

せ
ら
れ
る
。
第
一
、
我
々
の
感
性
知
覚
が
外
的
実
在
の
意
識
の
う
ち
に
お
け
る
そ
の
ま
ま
の
繰
り
返
し
で
あ
り
得

な
い
こ
と
は
、
心
理
学
の
知
識
を
俟
つ
ま
で
も
な
く
、
日
常
の
経
験
に
お
い
て
何
人
に
も
分
っ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
第
二
に
、
真
理
と
い
わ
れ
る
も
の
の
中
に
は
外
界
の
実
在
と
一
致
し
な
い
も
の
が
あ
る
。
数
学
的
真
理
の
如



七

一
　
存
在
と
真
理

き
は
そ
れ
で
あ
る
。
例
え
ば
、
円
は
一
定
点
か
ら
等
距
離
に
あ
る
点
の
軌
跡
で
あ
る
と
い
う
が
、
こ
の
よ
う
な
円

は
実
際
に
は
何
処
に
も
見
出
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
第
三
、
我
々
が
表
象
と
実
在
と
の
一
致
を
ど
れ
ほ
ど
真

面
目
に
確
か
め
よ
う
と
し
て
も
、
つ
ね
に
た
だ
表
象
と
表
象
と
の
一
致
が
知
ら
れ
る
の
み
で
あ
っ
て
、
表
象
と
物

そ
の
も
の
と
の
一
致
は
決
し
て
知
ら
れ
な
い
。
我
々
は
直
接
体
験
の
表
象
と
記
憶
表
象
或
い
は
想
像
表
象
と
を
比

較
し
、
両
者
を
同
一
の
対
象
に
関
係
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
、
し
か
し
我
々
は
こ
の
対
象
そ
の
も
の
と
表
象
と
を

比
較
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
種
の
批
評
が
模
写
説
に
対
し
て
普
通
に
行
わ
れ
て
い
る
。

模
写
説
は
超
越
的
真
理
（transzendente W

ahrheit

）
の
見
方
を
と
っ
て
い
る
。
即
ち
意
識
の
外
に
そ
れ
を
超

越
す
る
実
在
を
認
め
、
こ
れ
と
の
関
係
に
お
い
て
真
理
の
概
念
を
規
定
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
こ
の
よ
う
な

超
越
的
真
理
の
見
方
は
極
め
て
執
拗
な
も
の
で
あ
っ
て
、
到
る
処
に
そ
の
影
を
と
ど
め
て
い
る
。
そ
れ
は
、
模
写

説
の
難
点
を
免
れ
よ
う
と
す
る
内
在
的
真
理
（im

m
anente W

ahrheit

）
の
見
方
、
即
ち
ひ
と
え
に
表
象
相
互
の

一
致
を
も
っ
て
真
理
を
規
定
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
も
、そ
の
う
ち
に
隠
さ
れ
て
横
た
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、

二
つ
の
表
象
が
相
互
に
一
致
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
要
求
は
、
両
者
が
共
に
同
一
の
対
象
に
関
係
さ
せ
ら
れ
る
と

い
う
こ
と
に
基
礎
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
二
つ
の
表
象
が
相
互
に
等
し
い
と
せ
ら
れ
る
の
は
、
そ
れ
ら
が
第
三

の
、
そ
れ
自
身
は
表
象
な
ら
ぬ
も
の
に
等
し
い
故
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
我
々
が
科
学
的
理
論
に
お
い
て
形
作



八

認
識
論

る
諸
表
象
は
、
我
々
が
経
験
に
よ
っ
て
得
る
諸
表
象
と
一
致
す
る
べ
き
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
と
き
、
そ
こ
に
は
そ

の
根
柢
と
し
て
、
両
者
に
お
い
て
同
一
の
実
在
が
精
神
に
現
れ
て
い
る
筈
で
あ
る
と
い
う
思
想
が
は
た
ら
い
て
い

る
。
こ
の
よ
う
に
模
写
説
は
甚
だ
根
源
的
な
、
甚
だ
影
響
の
多
い
認
識
理
論
で
あ
る
。

近
代
の
認
識
論
は
模
写
説
に
つ
い
て
、
第
一
に
、
そ
れ
は
素
朴
な
考
え
方
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
第
二
に
、

カ
ン
ト
以
前
の
哲
学
は
そ
の
認
識
理
論
に
お
い
て
す
べ
て
模
写
説
で
あ
っ
た
と
看
做
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
見

る
と
、
模
写
説
は
お
よ
そ
非
認
識
論
的
な
考
え
方
を
代
表
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
普
通
に
認
識

論
的
な
考
え
方
は
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
カ
ン
ト
に
始
ま
る
と
さ
え
見
ら
れ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
惟
う
に
、こ
の
認
識
論
的
な
考
え
方
と
模
写
説
的
な
考
え
方
と
の
最
も
根
本
的
な
対
立
は
こ
う
で
あ
る
。

即
ち
前
者
に
と
っ
て
は
、
真
理
は
知
識
の
性
格
で
あ
っ
て
そ
れ
以
外
の
も
の
を
意
味
し
な
い
の
に
反
し
て
、
後
者

に
と
っ
て
は
、
真
理
は
第
一
次
的
に
は
存
在
そ
の
も
の
の
性
格
で
あ
り
、
そ
し
て
第
二
次
的
に
知
識
の
性
格
を
意

味
し
て
い
る
。
こ
れ
は
甚
だ
重
要
な
点
で
あ
る
。
し
か
る
に
近
代
の
認
識
論
は
こ
の
点
を
無
視
し
て
い
わ
ゆ
る
模

写
説
に
対
し
て
批
評
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
批
評
の
対
象
と
し
て
い
る
よ
う
な
模
写
説
は
む
し
ろ
何

処
に
も
存
し
な
い
の
で
あ
り
、
い
わ
ば
単
な
る
認
識
論
的
構
成
物
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
事
情
を
は
っ
き
り
さ
せ
る

こ
と
は
近
代
の
認
識
論
的
偏
見
を
打
ち
破
る
た
め
に
必
要
な
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
更
に
立
入
っ
て
論
究
し
て
み
よ



九

一
　
存
在
と
真
理

う
と
思
う
。

我
々
の
認
識
の
素
朴
な
態
度
は
果
た
し
て
模
写
説
的
な
考
え
方
に
立
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
素
朴
と

い
う
の
は
、
前
哲
学
的
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
単
に
我
々
日
常
の
経
験
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
科
学
の
立
場
を

も
い
う
の
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
れ
は
一
層
適
切
に
自
然
的
な
態
度
（natürliche Einstellung

）
と
名
附
け
得
る
で

あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
こ
の
自
然
的
な
態
度
一
般
に
模
写
説
と
し
て
よ
り
も
、
む
し
ろ
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
の
如
く

思
弁
的
（spekulativ

）
と
し
て
特
性
附
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
よ
う
な
態
度
の
う
ち
に
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が

い
っ
た
よ
う
に
、
真
な
る
も
の
は
現
実
の
う
ち
に
あ
り
、
知
覚
に
と
っ
て
現
に
そ
こ
に
在
る
と
い
う
大
い
な
る
原

理
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
原
理
は
抽
象
的
な
反
省
が
自
慢
に
す
る
当
為
（Sollen

）
の
思
想
に
対
立
す
る
。

こ
の
態
度
に
お
い
て
は
、
真
な
る
も
の
は
現
実
的
な
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
真
理
は
第
一
次
的
に
は
存
在
に
附
け

ら
れ
る
名
で
あ
る
。
故
に
そ
こ
で
は
追
考
（N

achdenken

）
に
よ
っ
て
「
真
理
は
認
識
さ
れ
」、
対
象
の
真
に
在

る
と
こ
ろ
の
も
の
が
意
識
の
前
に
も
た
ら
さ
れ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
。
か
よ
う
に
し
て
自
然
的
な
態
度
は
思
弁

的
な
真
理
の
概
念
を
含
む
の
で
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
模
写
説
の
立
場
に
立
つ
も
の
で
は
な
い
。

プ
ラ
ト
ン
は
知
識
（epistēm

ē

）
と
意
見
（doxa

）
と
を
対
立
さ
せ
た
人
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
プ
ラ

ト
ン
の
認
識
理
論
も
近
代
の
認
識
論
に
よ
っ
て
模
写
説
の
ひ
と
つ
と
見
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
た
と
い



一
〇

認
識
論

プ
ラ
ト
ン
が
認
識
の
作
用
を
模
写
的
と
考
え
た
に
し
て
も
、
彼
に
と
っ
て
は
ど
の
よ
う
な
存
在
の
模
写
で
も
が
知

識
の
意
味
を
も
っ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
た
だ
イ
デ
ア
の
、
言
い
換
え
る
と
、
真
に
存
在
す
る
も
の
の
模
写
の
み

が
知
識
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
我
々
の
感
性
的
表
象
も
或
る
意
味
で
は
存
在
を
模
写
す
る
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も

こ
の
場
合
存
在
と
い
わ
れ
る
も
の
は
真
に
存
在
す
る
も
の
で
な
く
、
生
成
し
消
滅
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。

か
く
の
如
き
も
の
の
模
写
は
、
プ
ラ
ト
ン
に
よ
る
と
、
知
識
で
は
な
く
、
意
見
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
た
だ
真

に
存
在
す
る
も
の
即
ち
イ
デ
ア
に
つ
い
て
の
み
真
の
知
識
は
可
能
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
プ
ラ
ト
ン
は
世
界
を
、

イ
デ
ア
の
世
界
と
ゲ
ネ
シ
ス
（
生
成
）
の
世
界
と
の
二
つ
に
分
ち
（
い
わ
ゆ
る
二
世
界
説 Zw

eiw
eltentheorie

）、

知
識
と
意
見
と
を
両
者
に
そ
れ
ぞ
れ
一
義
的
に
属
せ
し
め
、
更
に
人
間
に
お
け
る
二
つ
の
活
動
、
理
性
と
感
性
と

を
ま
た
こ
れ
ら
の
も
の
に
そ
れ
ぞ
れ
一
義
的
に
属
せ
し
め
た
。
こ
の
よ
う
に
三
つ
の
も
の
の
間
に
一
義
的
な
帰
属

関
係
が
結
ば
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
我
々
は
彼
の
認
識
理
論
の
意
味

を
学
び
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
こ
に
我
々
は
、
等
し
き
も
の
は
等
し
き
も
の
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
と
い
う
あ

の
尊
敬
す
べ
き
原
理
が
は
た
ら
い
て
い
る
の
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
天
才
を
知
る
者
は
天
才
の
み
で
あ
る
、

と
ひ
と
は
屡
々
い
っ
て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
も
い
っ
た
、
侍
僕
に
と
っ
て
は
な
ん
ら
の
英
雄
も
存
し
な
い
と
い
う
の

は
よ
く
知
ら
れ
た
諺
で
あ
る
、
私
は
こ
の
諺
に
次
の
よ
う
に
附
け
加
え
る
、
け
れ
ど
も
そ
れ
は
此
の
者
が
な
ん
ら



一
一

一
　
存
在
と
真
理

英
雄
で
な
い
た
め
で
な
く
、
彼
の
者
が
侍
僕
で
あ
る
故
で
あ
る
、
と
。
恰
も
そ
の
よ
う
に
、
人
間
精
神
の
諸
活
動

の
う
ち
た
だ
一
定
の
も
の
の
み
が
す
ぐ
れ
て
認
識
の
作
用
で
あ
り
得
る
と
プ
ラ
ト
ン
は
考
え
た
。
純
粋
な
イ
デ
ア

を
知
る
も
の
は
そ
れ
自
身
純
粋
な
理
性
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
認
識
は
人
間
の
ど
の
よ
う
な
精
神
の
状
態
に
お
い

て
も
可
能
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
た
だ
特
定
の
場
合
だ
け
が
認
識
に
適
す
る
、
認
識
に
と
っ
て
充
全
な
態
度

を
可
能
に
す
る
。
従
っ
て
認
識
は
一
定
の
道
徳
的
条
件
を
前
提
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
我
々
は
情
欲
を
去

り
、実
際
的
な
目
的
か
ら
離
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
言
で
い
う
と
、我
々
は
我
々
の
現
実
的
な
存
在
か
ら
我
々

を
自
由
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
地
上
の
肉
体
的
な
生
活
を
脱
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
天
上
の
、
物
的
な
ら
ぬ
イ
デ

ア
の
認
識
は
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
も
し
か
く
の
如
く
で
あ
る
な
ら
ば
、
プ
ラ
ト
ン
の
認
識
理
論
が
少
な
く
と

も
単
な
る
模
写
説
で
な
い
こ
と
は
明
瞭
で
あ
ろ
う
。
我
々
の
心
に
お
け
る
ど
の
よ
う
な
対
象
で
も
の
模
写
で
は
な

く
、
た
だ
一
定
の
対
象
の
模
写
の
み
が
、
ま
さ
に
こ
の
対
象
即
ち
真
に
存
在
す
る
も
の
の
模
写
で
あ
る
故
に
認
識

で
あ
り
、
し
か
も
か
か
る
模
写
は
た
だ
人
間
の
存
在
に
お
け
る
一
定
の
状
態
並
び
に
態
度
に
お
い
て
の
み
可
能
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
認
識
に
関
す
る
プ
ラ
ト
ン
の
研
究
の
全
努
力
は
か
か
る
一
定
の
対
象
、
そ
し
て

そ
れ
に
十
全
な
作
用
の
性
質
を
純
粋
に
取
り
上
げ
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。

イ
エ
ス
は
真
理
を
宣
べ
伝
え
る
た
め
に
こ
の
世
に
来
た
と
い
っ
た
。
ピ
ラ
ト
は
こ
れ
に
応
じ
て
、「
真
理
と
は
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何
か
」
と
い
う
。
聖
書
に
現
れ
た
こ
の
有
名
な
物
語
の
深
い
意
味
を
汲
ん
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
ギ
リ
シ
ャ
的
世
界

に
お
い
て
プ
ラ
ト
ン
が
意
見
と
知
識
と
を
対
立
さ
せ
た
の
と
同
じ
こ
と
が
、
こ
こ
に
ロ
ー
マ
的
世
界
に
お
い
て
現

れ
た
、
と
い
っ
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
的
哲
学
に
と
っ
て
真
理
と
は
第
一
次
的
に
存
在
、
し
か
も
最
も
実
在
的
な

存
在
で
あ
る
と
こ
ろ
の
神
そ
の
も
の
で
あ
る
。
神
は
絶
対
的
な
真
理
で
あ
る
。
人
間
の
認
識
は
第
二
次
的
に
真
理

と
い
わ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
も
如
何
に
し
て
人
間
に
と
っ
て
真
理
を
認
識
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
か
。

神
の
被
造
物
と
し
て
の
人
間
は
神
と
の
相
似
（sim

ilitudo

）
に
お
い
て
あ
る
存
在
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
等
し

き
も
の
は
等
し
き
も
の
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
。
神
と
人
間
と
の
関
係
は
能
産
的
自
然
（natura naturans

）
と

所
産
的
自
然
（natura naturata
）
と
の
関
係
で
あ
る
。
こ
の
関
係
は
二
つ
の
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

は
一
方
で
は
神
と
人
間
と
が
相
等
し
い
と
い
う
こ
と
を
、
そ
し
て
他
方
で
は
両
者
の
同
等
が
し
か
し
絶
対
的
な
同

一
で
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
存
在
論
的
関
係
が
ま
た
人
間
の
認
識
の
性
質
を
規
定
す

る
。
即
ち
一
方
で
は
、
人
間
は
真
理
と
し
て
の
神
に
等
し
い
か
ら
彼
に
と
っ
て
認
識
は
可
能
で
あ
る
。
け
れ
ど
も

他
方
で
は
、
創
造
者
と
し
て
の
神
が
無
限
な
も
の
で
あ
る
の
に
反
し
て
被
造
物
た
る
人
間
は
有
限
な
も
の
で
あ
る

か
ら
、
人
間
の
認
識
は
制
約
的
で
あ
り
、
そ
し
て
た
だ
一
定
の
条
件
の
も
と
に
お
い
て
の
み
彼
に
と
っ
て
認
識
は

可
能
で
あ
る
。
こ
の
条
件
は
プ
ラ
ト
ン
に
お
い
て
の
如
く
道
徳
的
な
条
件
で
あ
る
。
も
ろ
も
ろ
の
欲
念
か
ら
離
脱
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す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
真
の
認
識
は
可
能
に
な
る
。
そ
こ
に
は
、
ひ
と
つ
の
情
操
的
な
活
動
が
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
こ
の
も
の
は
、
プ
ラ
ト
ン
が
す
で
に
愛
（erōs

）
と
い
っ
た
よ
う
に
、
特
に
愛
で
あ
る
。
ひ
と
は
ス
ピ
ノ

ザ
の
有
名
な
言
葉
、
神
の
知
的
愛
（am

or D
ei intellectualis

）
を
想
い
起
す
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
歴
史
の
発

展
の
過
程
に
お
い
て
概
括
的
に
い
う
と
次
の
こ
と
が
生
じ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
プ
ラ
ト
ン
に
お
い
て
認
識

の
対
象
で
あ
る
と
こ
ろ
の
イ
デ
ア
は
超
越
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
既
に
ス
ト
ア
哲
学
に
お
い
て
、
大

宇
宙
（M

akrokosm
os

）
と
小
宇
宙
（M

ikrokosm
os

）
と
の
、
言
い
換
え
る
と
、
世
界
全
体
と
人
間
と
の
類
比

（A
nalogie

）
が
説
か
れ
、
そ
れ
と
共
に
魂
の
概
念
が
深
め
ら
れ
る
に
及
ん
で
、
イ
デ
ア
は
魂
に
内
在
的
な
も
の

と
さ
れ
る
に
到
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
的
哲
学
に
お
い
て
は
イ
デ
ア
は
第
一
に
神
の
内
容
と
し
て
表
象
さ
れ
る
。
ル

ネ
サ
ン
ス
時
代
の
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
者
た
ち
は
、
ス
ト
ア
の
模
範
に
倣
っ
て
、
こ
の
根
源
的
な
認
識
即
ち
イ
デ
ア

は
精
神
に
本
性
上
属
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
誕
生
と
共
に
神
か
ら
そ
れ
に
賦
与
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
考
え

た
。
デ
カ
ル
ト
及
び
そ
の
学
派
に
お
い
て
こ
の
思
想
は
い
わ
ゆ
る
生
具
観
念
（ideae innatae

）
の
思
想
と
し
て

発
展
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
は
観
念
に
三
つ
の
種
類
を
区
別
し
た
。
一
、
生
具
観
念
、
二
、
外
来
観

念
（ideae adventitiae

）、
三
、
虚
構
観
念
（ideae factae

）。
第
一
の
も
の
は
我
々
の
意
識
そ
の
も
の
の
本
質
か

ら
発
し
、
そ
の
う
ち
に
座
を
も
っ
て
そ
れ
と
離
れ
得
ぬ
も
の
で
あ
る
。
第
二
の
も
の
は
、
私
が
い
ま
音
を
聞
き
、
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太
陽
を
見
、
火
の
熱
を
感
ず
る
と
き
、
外
部
か
ら
私
の
心
の
う
ち
に
生
ず
る
観
念
で
あ
る
。
第
三
の
も
の
は
我
々

の
気
随
に
従
っ
て
作
ら
れ
る
観
念
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ア
神
話
に
お
け
る
海
の
ニ
ン
フ
た
る
セ
イ
レ
ー
ネ
ス
の
如
き

は
こ
れ
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
は
真
理
（veritas

）
の
観
念
そ
の
も
の
を
、
物
（res

）
及
び
意
識
（cogitatio

）
の

観
念
と
共
に
、
生
具
観
念
の
な
か
に
数
え
て
い
る
。
そ
し
て
デ
カ
ル
ト
に
よ
る
と
、
こ
の
よ
う
な
生
具
観
念
こ
そ

本
来
の
認
識
の
源
泉
で
あ
る
。
他
の
箇
所
で
は
彼
は
ま
た
こ
う
も
い
っ
て
い
る
。
す
べ
て
我
々
に
よ
っ
て
表
象
さ

れ
た
も
の
を
、
我
々
は
、
物
或
い
は
物
の
属
性
と
し
て
か
、
も
し
く
は
思
惟
の
外
部
で
は
な
ん
ら
の
存
在
も
も
た

ぬ
と
こ
ろ
の
永
久
真
理
と
し
て
か
、
見
る
。
い
ま
我
々
が
無
か
ら
或
る
物
が
生
ず
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
い

う
こ
と
を
認
め
る
場
合
、
そ
の
と
き
、
無
か
ら
は
無
が
生
ず
る
と
い
う
命
題
は
存
在
す
る
物
或
い
は
物
の
状
態
で

は
な
く
、む
し
ろ
我
々
の
精
神
の
う
ち
に
座
を
も
ち
、共
通
概
念（notiones com

m
unes

）ま
た
は
公
理（axiom

ata

）

と
呼
ば
れ
る
と
こ
ろ
の
永
久
真
理
で
あ
る
。
こ
こ
で
共
通
概
念
と
い
わ
れ
た
の
は
、
一
方
そ
れ
が
物
的
な
も
の
と

心
的
な
も
の
と
に
共
通
な
も
の
の
概
念
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
他
方
そ
れ
が
す
べ
て
の
者
に

よ
っ
て
等
し
く
認
識
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
意
識
に
具
わ
る
、
こ
の
意

味
で
共
通
な
思
想
で
あ
る
。
か
よ
う
な
共
通
概
念
を
認
識
す
る
作
用
は
デ
カ
ル
ト
に
よ
っ
て
自
然
的
光
（lum

en 

naturale

）
と
呼
ば
れ
た
。
こ
の
場
合
、
自
然
的
光
が
本
来
の
認
識
に
十
全
な
作
用
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
も
し
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か
く
の
如
く
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
デ
カ
ル
ト
の
認
識
理
論
が
不
十
分
に
し
か
模
写
説
と
い
わ
れ
得
な
い
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
ろ
う
。
彼
は
実
体
を
物
と
心
と
に
分
ち
（
い
わ
ゆ
る
二
元
論 D

ualism
us

）、
真
理
は
第
一
次
的
に
は

心
の
う
ち
に
座
を
も
つ
も
の
と
し
、
こ
の
内
な
る
も
の
に
向
け
ら
れ
た
自
然
的
光
が
真
な
る
認
識
の
作
用
で
あ
る

と
考
え
た
の
で
あ
る
。
認
識
が
彼
に
お
い
て
よ
し
模
写
を
意
味
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
た
だ
一
定
の
対
象
に
つ

い
て
、
し
か
も
た
だ
一
定
の
作
用
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
カ
ン
ト
以
前
の
認
識
理
論
を
一
般
に
模
写
説
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
も
、
我
々
は
そ

の
深
い
動
機
を
理
解
す
る
こ
と
を
怠
っ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
に
つ
い
て
は
後
に
述
べ
る
こ
と
と
し
て
、
こ

こ
に
な
お
近
代
の
認
識
論
に
対
し
て
、
そ
の
い
わ
ゆ
る
模
写
説
に
関
し
て
概
括
的
に
次
の
よ
う
に
言
っ
て
お
き

た
い
。
第
一
に
、
こ
の
考
え
方
は
認
識
の
理
論
を
存
在
の
理
論
の
う
ち
に
排
列
す
る
。
真
理
も
第
一
次
的
に
は
存

在
そ
の
も
の
に
属
し
、
第
二
次
的
に
人
間
の
認
識
の
性
格
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
従
っ
て
そ
こ
で
は
虚
偽
は
単
に

欠
乏
（privatio

）
と
見
ら
れ
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
や
ス
ピ
ノ
ザ
な
ど
も
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。

そ
し
て
ス
ピ
ノ
ザ
は
い
う
、
恰
も
光
が
自
己
自
身
と
闇
と
を
共
に
顕
に
す
る
如
く
、
真
理
は
自
己
自
身
と
虚
偽
と

の
標
準
で
あ
る（Sane sicut lux se ipsam

 et tenebras m
anifestat, sic veritas norm

a sui et falsi est.

）。
第
二
に
、

か
く
て
こ
の
見
方
は
人
間
の
存
在
に
つ
い
て
の
一
定
の
解
釈
を
そ
の
う
ち
に
含
ん
で
い
る
。
人
間
と
真
理
で
あ
る
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と
こ
ろ
の
存
在
と
の
間
に
は
存
在
的
に
相
等
の
関
係
が
あ
る
。
そ
こ
で
ギ
リ
シ
ア
人
は
真
に
存
在
す
る
も
の
と
人

間
の
本
質
的
な
活
動
と
を
共
に
ロ
ゴ
ス
と
い
う
語
を
も
っ
て
表
し
た
。
キ
リ
ス
ト
教
的
哲
学
の
根
本
前
提
も
、
被

造
的
存
在
（ens creatum

）
と
し
て
の
人
間
が
神
の
像
と
相
等
に
従
っ
て
（ad im

aginem
 et sim

ilitudinem

）
造

ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
も
と
よ
り
人
間
と
神
と
は
同
一
で
は
な
い
。
プ
ラ
ト
ン
に
お
い
て
も
人
間

は
全
智
の
も
の
と
無
智
の
も
の
と
の
間
の
中
間
者
（m

etaxu

）
と
看
做
さ
れ
た
。
デ
カ
ル
ト
も
ス
コ
ラ
哲
学
に
従

っ
て
人
間
を
神
と
無
と
の
間
の
、
即
ち
最
高
存
在
と
非
存
在
と
の
間
の
中
間
者
（m

edium
 inter D

eum
 et nihil, 

sive inter sum
m

um
 ens et non ens

）
と
考
え
て
い
る
。
か
よ
う
な
存
在
即
ち
そ
の
う
ち
に
非
存
在
を
含
む
存
在

で
あ
る
故
に
、
誤
謬
も
人
間
に
属
す
る
の
で
あ
る
。

さ
て
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
の
よ
う
に
人
間
の
意
識
、
殊
に
理
性
に
具
わ
る
観
念
に
認
識
の
源
泉
を
求
め
る
思
想

は
、
普
通
に
合
理
論
（R

ationalism
us

）
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
合
理
論
に
対
し
て
経
験
論
（Em

pirism
us

）
と
い

う
も
の
が
あ
る
。
経
験
論
も
そ
の
起
原
は
も
と
よ
り
古
い
が
、
特
に
近
代
の
経
験
的
自
然
科
学
の
影
響
の
も
と
に

栄
え
る
に
到
っ
た
。
経
験
論
の
根
本
思
想
は
、
誤
っ
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
も
の
と
せ
ら
れ
て
ス
コ
ラ
哲
学
に
お

い
て
定
式
化
さ
れ
、
そ
し
て
近
代
の
経
験
論
者
に
よ
っ
て
繰
り
返
さ
れ
た
ひ
と
つ
の
命
題
、
先
に
感
性
の
う
ち
に

な
か
っ
た
と
こ
ろ
の
何
物
も
知
性
の
う
ち
に
な
い
（N

ihil est in intellectu quod non prius fuerit in sensu.

）
と
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い
う
命
題
を
も
っ
て
表
さ
れ
る
。
か
よ
う
に
し
て
経
験
論
は
生
具
概
念
と
い
う
も
の
を
認
め
な
い
。
反
対
に
、
一

切
の
認
識
を
経
験
か
ら
説
明
し
よ
う
と
す
る
。
我
々
は
そ
の
古
典
的
な
例
を
ロ
ッ
ク
の
哲
学
に
お
い
て
見
る
こ
と

が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
生
具
観
念
に
反
対
す
る
ロ
ッ
ク
の
論
証
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
論
理
の
根
本
原
理
で
あ

る
同
一
律
や
矛
盾
律
の
如
き
を
ひ
と
は
生
具
観
念
に
数
え
て
い
る
。
し
か
る
に
こ
れ
ら
の
原
理
は
子
供
た
ち
や
学

問
的
教
養
を
も
た
ぬ
人
々
に
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
精
神
に
真
理
が
生
れ
な
が
ら
に
具
わ
っ
て
い
て
、
し

か
も
そ
れ
に
つ
い
て
精
神
が
な
ん
ら
の
意
識
、
な
ん
ら
の
認
識
を
も
た
ぬ
と
い
う
こ
と
は
、
ひ
と
つ
の
矛
盾
を

許
す
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
精
神
は
も
と
な
ん
ら
の
観
念
も
具
え
ざ
る
、
い
わ
ば
白
紙
（tabula rasa

）

の
如
き
も
の
で
あ
る
。
一
切
の
観
念
は
経
験
か
ら
生
ず
る
。
ロ
ッ
ク
は
観
念
を
単
純
な
も
の
と
複
合
し
た
も
の
と

に
分
け
て
、
後
者
は
す
べ
て
前
者
か
ら
生
ず
る
と
考
え
た
。
と
こ
ろ
で
単
純
観
念
の
由
来
す
る
経
験
は
二
種
の
も

の
に
、
外
的
と
内
的
と
、
ロ
ッ
ク
の
言
葉
に
よ
る
と
、
感
覚
（sensation

）
と
反
省
（reflection

）
と
に
区
別
さ

れ
る
。
感
覚
は
身
体
の
感
覚
器
官
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
る
物
体
界
の
表
象
で
あ
り
、
反
省
は
こ
れ
に
反
し
て
こ
の

も
の
に
よ
っ
て
喚
び
起
さ
れ
る
精
神
そ
の
も
の
の
活
動
に
つ
い
て
の
知
識
で
あ
る
。
心
理
的
発
生
的
に
見
る
と
、

感
覚
は
反
省
に
と
っ
て
機
縁
で
あ
り
、
前
提
で
あ
る
。
感
性
知
覚
に
お
い
て
ロ
ッ
ク
が
第
一
次
的
性
質
（prim

ary 

qualities

）
と
第
二
次
的
性
質
（secondary qualities

）
と
を
区
別
し
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
。
第
一
次
的
性
質



一
八

認
識
論

と
い
う
の
は
真
に
物
体
そ
の
も
の
の
う
ち
に
あ
り
、
物
体
か
ら
そ
の
あ
ら
ゆ
る
状
態
に
お
い
て
離
れ
難
く
従
っ
て

来
る
諸
性
質
、
延
長
、
形
状
、
不
可
入
性
、
運
動
、
静
止
及
び
数
の
如
き
が
こ
れ
で
あ
る
。
第
二
次
的
性
質
と
い

う
の
は
色
、音
、味
、匂
、温
覚
の
如
き
も
の
で
あ
っ
て
、こ
れ
ら
の
性
質
は
物
体
そ
の
も
の
の
う
ち
に
な
く
、我
々

の
心
の
う
ち
に
あ
る
の
み
で
あ
る
。
眼
を
閉
じ
る
と
色
は
消
え
、
耳
を
塞
ぐ
と
音
は
失
わ
れ
、
こ
の
と
き
な
お
残

る
も
の
は
物
体
の
大
い
さ
、
形
状
及
び
諸
部
分
の
運
動
で
あ
る
。
そ
し
て
例
え
ば
温
覚
は
物
体
の
知
覚
し
得
ぬ
極

め
て
小
さ
い
諸
部
分
の
甚
だ
活
発
な
運
動
に
よ
っ
て
惹
き
起
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
第
二
次
的
性
質
は
第
一
次
的

性
質
か
ら
派
生
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
反
省
は
感
覚
か
ら
生
す
る
表
象
内
容
に
つ
い
て
行
わ
れ
る
精
神

そ
の
も
の
の
諸
機
能
の
意
識
を
含
ん
で
い
る
。
こ
れ
ら
の
機
能
に
は
、
記
憶
、
区
別
、
比
較
、
結
合
、
命
名
、
抽

象
等
の
も
の
が
あ
る
。
単
純
観
念
か
ら
生
ず
る
複
合
観
念
と
し
て
は
、
様
態
、
実
体
、
関
係
な
ど
が
ロ
ッ
ク
に
よ

っ
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

い
ま
経
験
論
に
お
け
る
真
理
の
概
念
が
ま
た
模
写
説
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
経
験
が
何
故

に
認
識
の
源
泉
で
あ
る
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
が
実
在
の
模
写
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
に
注
意
す
べ
き

こ
と
は
、
近
代
の
認
識
論
の
端
初
に
立
つ
と
い
わ
れ
る
ロ
ッ
ク
の
哲
学
に
お
い
て
既
に
、
真
理
の
概
念
が
存
在
の

概
念
と
の
関
係
を
離
れ
始
め
る
に
到
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
に
よ
る
と
、
我
々
の
認
識
に
と
っ
て
与
え
ら
れ



一
九

一
　
存
在
と
真
理

た
材
料
は
専
ら
感
覚
及
び
反
省
か
ら
来
る
と
こ
ろ
の
単
純
観
念
で
あ
り
、
我
々
の
認
識
即
ち
我
々
の
判
断
も
た
だ

こ
れ
ら
の
我
々
の
観
念
に
関
係
し
得
る
の
み
で
あ
る
。
肯
定
判
断
に
お
い
て
は
一
致
せ
る
も
の
と
し
て
、
否
定
判

断
に
お
い
て
は
一
致
せ
ざ
る
も
の
と
し
て
、
相
互
に
関
係
さ
せ
ら
れ
る
の
は
た
だ
我
々
の
観
念
で
あ
り
得
る
の
み

で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
は
知
識
（know

ledge

）
或
い
は
認
識
は
我
々
の
諸
観
念
の
こ
の
一
致
も
し
く
は
不
一
致
の
把

捉
（perception

）
に
お
い
て
成
立
す
る
と
定
義
し
て
い
る
。
し
か
る
に
判
断
は
す
べ
て
言
語
上
の
命
題
を
も
っ

て
表
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
真
理
の
二
重
の
概
念
が
生
ず
る
で
あ
ろ
う
。
ひ
と
つ
の
判
断
の
命
題
は
、
そ
の

言
語
が
そ
こ
に
思
念
さ
れ
た
諸
観
念
相
互
の
間
に
存
す
る
の
と
同
じ
肯
定
的
も
し
く
は
否
定
的
関
係
に
お
か
れ
て

い
る
と
き
、
真
で
あ
る
。
し
か
る
に
こ
の
よ
う
な
名
目
的
真
理
に
つ
い
て
ば
か
り
で
な
く
、
我
々
は
ま
た
我
々
の

判
断
の
思
想
そ
の
も
の
の
真
理
に
つ
い
て
問
う
で
あ
ろ
う
。
こ
の
問
に
対
し
て
は
、
我
々
の
観
念
と
我
々
の
意
識

の
外
に
実
在
す
る
事
物
と
が
、
言
語
と
観
念
と
の
間
に
存
す
る
の
と
同
じ
関
係
に
お
か
れ
、
諸
観
念
の
結
合
は
、

そ
れ
が
諸
観
念
に
よ
っ
て
表
さ
れ
た
事
物
の
結
合
に
一
致
し
て
い
る
と
き
、
真
で
あ
る
と
答
え
ら
れ
る
で
あ
ろ

う
。
け
れ
ど
も
こ
の
と
き
、
如
何
に
し
て
我
々
は
我
々
の
観
念
と
事
物
と
の
一
致
を
認
識
す
る
の
で
あ
る
か
、
と

い
う
こ
と
は
答
え
ら
れ
な
い
。
ロ
ッ
ク
に
始
ま
る
イ
ギ
リ
ス
の
経
験
論
の
哲
学
は
こ
の
問
を
無
用
に
す
る
方
向
へ

進
ん
で
い
っ
た
。
先
ず
バ
ー
ク
レ
イ
は
自
体
に
お
い
て
存
在
す
る
物
体
界
の
実
在
は
間
違
っ
た
想
定
に
過
ぎ
な
い



二
〇

認
識
論

と
す
る
。
外
的
な
事
物
も
、
そ
れ
が
存
在
す
る
限
り
、
観
念
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。
存
在
す
る
と
は
知
覚
さ
れ

る
こ
と
で
あ
る
（esse est percipi.

）、
と
い
う
の
は
彼
の
有
名
な
命
題
で
あ
る
。
物
体
は
た
だ
表
象
の
複
合
で
あ

り
、
そ
の
存
在
は
知
覚
さ
れ
る
こ
と
と
同
一
で
あ
る
な
ら
ば
、
心
の
外
に
実
在
す
る
物
体
を
考
え
る
の
は
誤
で
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
バ
ー
ク
レ
イ
は
な
お
心
的
な
実
体
を
認
め
た
。
彼
は
自
我
を
も
っ
て
そ
れ
に
一
切
の
表

象
活
動
が
属
す
る
と
こ
ろ
の
実
在
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
一
歩
を
進
め
て
、
バ
ー
ク
レ
イ
が
桜
の

実
に
つ
い
て
い
っ
た
こ
と
は
、
自
我
に
つ
い
て
も
い
わ
れ
得
る
と
し
た
。
我
々
の
内
的
知
覚
も
自
我
の
実
体
に
つ

い
て
な
ん
ら
教
え
る
の
で
な
く
、
た
だ
そ
の
諸
活
動
、
諸
状
態
、
諸
属
性
を
示
す
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
も
の

を
す
べ
て
取
り
去
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
自
我
に
つ
い
て
何
物
も
残
存
し
な
い
。
自
我
も
ま
た
単
に
諸
表
象
の

束
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
存
在
は
意
識
内
容
に
解
消
さ
れ
て
し
ま
う
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
我
々
の
意
識
内
容
を
印
象

（im
pression

）
と
観
念
（idea

）
と
に
区
別
し
た
。
一
は
原
型
的
な
も
の
で
あ
り
、
他
は
こ
の
原
型
的
な
も
の
の

模
象
で
あ
る
。
一
切
の
観
念
は
そ
れ
だ
か
ら
印
象
の
模
写
で
あ
り
、
印
象
の
模
写
に
よ
っ
て
生
ぜ
ぬ
が
如
き
な
ん

ら
の
観
念
も
な
く
、
印
象
か
ら
汲
み
取
ら
れ
る
以
外
の
内
容
を
有
す
る
が
如
き
な
ん
ら
の
観
念
も
な
い
。
そ
れ
故

に
観
念
の
認
識
価
値
は
印
象
に
お
け
る
原
型
に
従
っ
て
評
価
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
し
こ
の
よ
う
で
あ
る
な
ら

ば
、
諸
観
念
を
関
係
さ
せ
る
我
々
の
判
断
の
真
理
は
、
我
々
が
そ
こ
に
諸
観
念
に
与
え
る
関
係
が
そ
の
原
型
で
あ



二
一

一
　
存
在
と
真
理

る
諸
印
象
の
間
に
も
支
配
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
認
識
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
る
に
ヒ
ュ
ー
ム
は
み
ず
か
ら
経
験
論
の
批
判
者
の
位
置
に
ま
で
進
ま
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
元
素
的
な
諸

印
象
の
間
の
一
定
の
関
係
は
ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
る
と
直
観
的
な
確
実
性
を
も
っ
て
認
識
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ

の
空
間
的
或
い
は
時
間
的
関
係
、
即
ち
感
覚
内
容
の
同
時
存
在
も
し
く
は
継
起
の
如
き
は
こ
れ
で
あ
る
。
感
覚
内

容
が
現
れ
る
空
間
的
秩
序
は
直
接
的
に
そ
の
内
容
と
共
に
確
実
に
与
え
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
同
じ
よ
う
に
我
々
は

種
々
の
内
容
が
同
時
的
に
も
し
く
は
相
前
後
し
て
知
覚
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
確
実
な
印
象
を
も
っ

て
い
る
。
と
こ
ろ
が
我
々
の
認
識
に
お
い
て
極
め
て
重
要
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
因
果
の
認
識
に
お
い
て
は
事
情

が
全
く
違
っ
て
い
る
。
因
果
の
関
係
は
知
覚
さ
れ
な
い
、
そ
れ
は
個
々
の
感
覚
の
う
ち
に
も
そ
の
諸
関
係
の
う
ち

に
も
内
容
と
し
て
見
出
さ
れ
な
い
。
感
覚
の
全
領
域
に
お
い
て
そ
の
要
求
さ
れ
る
原
型
と
し
て
如
何
な
る
印
象
を

も
発
見
す
る
こ
と
の
で
き
ぬ
こ
の
因
果
の
観
念
は
如
何
に
し
て
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
因
果
の
認
識
は
、
一
定
の
結

果
が
一
定
の
原
因
に
よ
っ
て
必
然
的
に
惹
き
起
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
の
認
識
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
こ
の
も
の
に
よ

っ
て
（propter hoc

）
と
い
う
こ
と
は
知
覚
さ
れ
ず
、
知
覚
さ
れ
る
の
は
こ
の
も
の
の
後
に
（post hoc

）
と
い
う

こ
と
だ
け
で
あ
る
。
我
々
は
或
る
も
の
が
他
の
も
の
の
後
に
起
る
と
い
う
時
間
的
関
係
を
知
覚
し
得
る
の
み
で
あ

る
。
こ
の
関
係
を
一
が
他
に
よ
っ
て
と
い
う
関
係
に
転
釈
す
る
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
に
因
果
的
に
関
係
さ
せ
ら
れ



二
二

認
識
論

た
表
象
内
容
そ
の
も
の
に
お
い
て
は
基
礎
附
け
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
ヒ
ュ
ー
ム
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

表
象
の
同
じ
継
起
の
反
覆
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
が
相
継
い
で
起
る
の
を
見
る
習
慣
に
よ
っ
て
、
一
の
後
に
は
他
を

必
ず
表
象
し
、
期
待
す
る
よ
う
に
内
的
に
強
要
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
一
の
表
象
が
他
の
表
象
を
喚
び
起
す
と
い

う
か
よ
う
な
心
理
的
必
然
性
が
実
在
的
必
然
性
と
し
て
把
捉
さ
れ
た
も
の
が
、
因
果
の
観
念
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

し
か
る
に
も
し
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、表
象
内
容
の
因
果
的
結
合
は
客
観
性
を
有
す
る
こ
と
な
く
、

単
に
蓋
然
性
を
有
し
得
る
に
過
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
ひ
と
つ
の
現
象
が
現
れ
る
と
き
、
我
々
は
そ
の
習
慣
的
な
随

伴
現
象
を
予
期
し
、
こ
の
も
の
が
実
際
に
ま
た
現
れ
る
で
あ
ろ
う
と
信
ず
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
因
果
の

普
遍
妥
当
的
な
認
識
は
あ
り
得
な
い
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
ヒ
ュ
ー
ム
の
認
識
論
が
遂
に
懐
疑
論
（Skeptizism

us

）

に
陥
っ
た
と
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。

さ
て
合
理
論
と
経
験
論
と
が
、
い
わ
ゆ
る
模
写
説
の
二
つ
の
形
態
と
し
て
、
相
異
な
る
方
向
を
と
っ
て
い
る
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
プ
ラ
ト
ン
は
イ
デ
ア
の
世
界
と
ゲ
ネ
シ
ス
の
世
界
と
を
区
別
し
た
。
こ
の
区
別
は
あ
の

叡
知
的
世
界
（m
undus intelligibilis

）
と
感
性
的
世
界
（m

undus sensibilis

）
と
い
う
名
を
も
っ
て
そ
の
後
永

く
思
想
の
歴
史
の
う
ち
に
は
た
ら
い
て
い
る
。
合
理
論
と
経
験
論
と
の
両
者
が
、一
は
主
と
し
て
叡
智
的
世
界
に
、

他
は
主
と
し
て
感
性
的
世
界
に
、
そ
の
認
識
の
対
象
を
求
め
て
い
る
こ
と
は
論
ず
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
言



二
三

二
　
直
観
と
判
断

い
換
え
る
と
、
両
者
に
お
い
て
認
識
の
対
象
と
し
て
優
越
な
意
味
で
存
在
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
応
じ
て
ま
た
人
間
に
お
い
て
優
越
な
意
味
で
認
識
の
作
用
と
し
て
と
ら
え

ら
れ
る
も
の
が
両
者
に
お
い
て
相
異
な
っ
て
い
る
。
一
は
知
性
的
な
直
観
を
、
他
は
感
性
的
な
直
観
を
か
よ
う
な

も
の
と
看
做
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
近
代
の
認
識
論
の
初
め
と
せ
ら
れ
る
経
験
論
と
そ
れ
以
前
の
合
理
論

と
の
考
え
方
に
お
け
る
重
要
な
相
違
は
、前
者
が
認
識
の
問
題
か
ら
出
発
し
て
存
在
の
問
題
へ
行
く
の
に
反
し
て
、

後
者
に
お
い
て
は
認
識
の
理
論
が
存
在
の
理
論
の
う
ち
に
排
列
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

二　

直
観
と
判
断

ギ
リ
シ
ア
人
は
既
に
人
間
の
知
的
な
作
用
を
感
性
（aisthēsis

）、
悟
性
（dianoia

）
及
び
理
性
（nous

）
の
三

つ
の
種
類
に
区
別
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
感
性
知
覚
は
言
う
ま
で
も
な
く
直
観
的
で
あ
り
、
理
性
も
思
惟
で

は
あ
り
な
が
ら
直
観
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
ひ
と
り
悟
性
的
思
惟
は
直
観
的
（anschaulich

）
で
な
く
、
却

っ
て
比
量
的
（diskursiv

）
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
方
は
後
の
哲
学
の
歴
史
を
絶
え
ず
支
配
し
て
き
た
。
と
こ

ろ
で
模
写
説
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
い
つ
で
も
、
な
ん
ら
か
の
意
味
で
の
直
観
的
な
作
用
を
特
に
す
ぐ
れ
た
認
識
の

作
用
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
を
特
色
と
し
て
い
る
。
合
理
論
は
知
性
的
な
直
観
を
、
経
験
論
は
感
性
的
な
直
観



二
四

認
識
論

を
、
か
よ
う
な
優
越
な
作
用
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
作
用
は
そ
れ
ぞ
れ
認
識
の
源
泉
で
あ
る
と
看

做
さ
れ
て
い
る
。
し
か
る
に
か
よ
う
な
考
え
方
は
近
代
の
認
識
論
の
或
る
も
の
に
よ
っ
て
非
難
さ
れ
る
と
こ
ろ
の

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
要
す
る
に
認
識
の
起
原
の
問
題
に
か
か
わ
り
、
そ
し
て
認
識
の
起
原
の
問
題
は
畢
竟
心
理

的
発
生
的
な
問
題
で
あ
っ
て
、
認
識
の
本
質
に
は
か
か
わ
り
の
な
い
こ
と
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら

我
々
は
こ
の
よ
う
な
認
識
の
起
原
の
問
題
が
実
に
認
識
の
本
質
の
問
題
に
密
接
に
関
係
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
ざ

る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
そ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
我
々
の
如
何
な
る
作
用
が
特
に
優
越
な

認
識
の
作
用
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
れ
は
如
何
な
る
存
在
が
特
に
す
ぐ
れ
て
認
識
の
対
象
と

見
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
と
内
面
的
に
結
び
附
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

知
性
的
な
直
観
を
優
越
な
認
識
の
作
用
と
見
た
人
々
が
認
識
の
た
め
の
道
徳
的
条
件
に
つ
い
て
語
っ
た
こ
と

は
、
さ
き
に
記
し
て
お
い
た
通
り
で
あ
る
。
し
か
る
に
近
代
の
認
識
論
は
も
は
や
か
よ
う
な
条
件
に
つ
い
て
何
事

も
考
え
よ
う
と
は
し
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
れ
が
一
方
で
は
直
観
的
な
ら
ぬ
作
用
を
、
そ
し
て
他
方
で
は
直
観

的
な
も
の
を
考
え
る
場
合
に
も
感
性
的
な
直
観
を
、
特
に
す
ぐ
れ
た
意
味
に
お
け
る
認
識
の
作
用
と
看
做
す
こ
と

に
よ
る
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
今
日
知
性
的
な
直
観
を
優
越
な
認
識
の
作
用
と
考
え
る
場
合
に
も
な
お
道
徳
的
条

件
を
認
識
の
た
め
に
必
要
な
前
提
と
し
て
考
え
な
い
と
い
う
こ
と
は
何
に
よ
る
で
あ
ろ
う
か
。
我
々
は
こ
の
場
合
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デ
カ
ル
ト
の
哲
学
の
劃
期
的
な
意
義
に
思
い
及
ば
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
有
名
な
の
は
彼
の

懐
疑
で
あ
る
。
す
べ
て
の
も
の
に
つ
い
て
疑
う
べ
き
で
あ
る
（de om

nibus dubitandum

）
と
い
う
こ
と
を
彼
は

方
法
と
し
た
。
懐
疑
と
い
う
の
は
動
か
し
難
い
も
の
を
揺
り
動
か
し
（eversio

）、
迫
り
来
る
も
の
を
押
し
や
る

（rem
otio

）
こ
と
で
あ
る
。
私
は
極
め
て
自
然
に
私
の
周
囲
の
物
が
現
実
に
存
在
す
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
感

官
を
通
し
て
受
け
容
れ
ら
れ
る
世
界
は
私
の
意
志
の
左
右
し
得
ぬ
も
の
で
あ
る
。い
ま
私
が
煖
炉
に
近
づ
く
と
き
、

私
は
欲
す
る
に
せ
よ
欲
し
な
い
に
せ
よ
熱
を
感
じ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、従
っ
て
熱
の
感
覚
が
私
と
は
違
っ
た
物
体
、

私
の
前
の
煖
炉
か
ら
来
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
同
じ
よ
う
に
私
は
こ
の
煖
炉
に
向
っ
て
い
る
私
の
存
在
す
る

こ
と
を
い
わ
ば
自
然
的
衝
動
に
よ
っ
て
信
じ
て
い
る
。
懐
疑
は
我
々
の
自
然
的
な
態
度
に
お
い
て
動
か
し
難
く
思

わ
れ
る
こ
の
よ
う
な
現
実
の
存
在
を
揺
り
動
か
そ
う
と
す
る
。
懐
疑
は
、
し
ば
し
ば
誤
っ
て
解
さ
れ
る
よ
う
に
、

定
立
に
対
す
る
反
定
立
も
し
く
は
肯
定
に
対
す
る
否
定
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
デ
カ
ル
ト
に
よ
る
と
、
ひ

と
つ
の
仮
定
（suppositio

）
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
私
は
私
の
単
純
な
、
原
始
的
な
体
験
に
現
れ
る
世
界
に
対

し
て
、
そ
の
あ
る
が
ま
ま
に
任
せ
て
お
き
な
が
ら
、
し
か
も
そ
の
固
有
の
力
を
失
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の

た
め
に
私
は
暴
力
を
用
い
る
こ
と
を
要
せ
ず
、
そ
れ
の
虚
偽
で
あ
る
の
を
示
す
こ
と
も
不
要
で
あ
る
。
む
し
ろ
私

は
私
に
力
を
も
っ
て
迫
っ
て
来
る
存
在
を
そ
の
ま
ま
に
押
し
や
っ
て
、
こ
れ
に
対
し
て
同
意
す
る
こ
と
を
差
し
控
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え
ね
ば
な
ら
ぬ
。
と
こ
ろ
で
懐
疑
が
方
法
的
意
義
を
得
る
た
め
に
は
、
懐
疑
は
一
般
的
に
遂
行
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
し
か
し
次
に
懐
疑
は
ま
た
秩
序
を
も
っ
て
遂
行
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
方
法
的
な
懐
疑
は
、
疑
わ

し
く
見
え
る
個
々
の
も
の
を
一
々
吟
味
す
る
と
い
う
如
き
報
い
ら
れ
ぬ
仕
事
を
や
め
て
、
か
よ
う
な
も
の
の
基
礎

と
原
理
と
に
向
う
こ
と
を
我
々
に
要
求
す
る
。
更
に
こ
れ
ら
の
も
の
に
つ
い
て
も
我
々
を
段
階
的
に
導
い
て
ゆ
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
デ
カ
ル
ト
は
驚
く
べ
き
確
か
さ
を
も
っ
て
こ
の
段
階
を
辿
っ
て
い
る
。
彼
の
懐
疑
の
最
初

の
対
象
と
な
っ
た
の
は
一
般
に
感
官
と
関
係
す
る
存
在
、
一
は
感
官
か
ら
（a sensibus

）
直
に
受
け
取
ら
れ
る

も
の
、
他
は
感
官
を
通
し
て
（per sensus

）
あ
る
も
の
で
あ
る
。
前
者
は
音
や
色
の
如
き
も
の
で
あ
り
、
後
者

は
中
世
の
学
者
が im

agines 
と
呼
ん
だ
も
の
、
記
憶
像
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
は
感
官
と
関
係
す
る

特
殊
（particularia

）
の
存
在
を
疑
っ
た
後
に
、
懐
疑
を
一
般
（generalia

）
の
存
在
に
向
け
た
。
例
え
ば
、
私

が
い
ま
眼
を
開
き
、
頭
を
動
か
し
、
手
を
伸
し
て
い
る
と
い
う
特
殊
な
事
実
が
真
で
な
く
、
私
が
こ
の
よ
う
な
手

や
体
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
仮
幻
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
も
、ち
ょ
う
ど
画
家
が
サ
テ
ィ
ル
【Satyr

半
人
半
獣
】

を
描
く
に
あ
た
っ
て
そ
の
す
べ
て
の
部
分
を
全
く
新
し
く
作
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
却
っ
て
彼
は
現
実
に
存

在
す
る
動
物
の
肢
体
を
組
み
合
せ
て
あ
の
怪
物
を
作
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
こ
の
一
般
、
眼
や
頭

や
手
そ
の
も
の
の
存
在
は
確
実
ら
し
く
見
え
る
。
デ
カ
ル
ト
は
か
よ
う
な
一
般
の
存
在
を
押
し
や
っ
た
後
に
、
懐
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疑
の
次
の
段
階
へ
登
っ
て
尋
ね
た
。
た
と
い
画
家
が
彼
の
サ
テ
ィ
ル
を
実
際
の
動
物
に
な
ん
ら
類
似
す
る
こ
と
な

く
全
く
空
想
的
に
描
き
出
す
と
し
て
も
、
彼
は
少
な
く
と
も
ま
こ
と
の
色
を
用
い
て
制
作
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
よ

う
に
、
こ
れ
ら
の
一
般
、
眼
や
頭
や
手
な
ど
が
仮
幻
的
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
我
々
の
意
識
の
中
に
あ
る
こ

れ
ら
の
心
像
を
作
り
出
す
た
め
に
欠
く
こ
と
の
で
き
ぬ
ま
こ
と
の
色
と
も
い
う
べ
き
普
遍
（universalia

）
は
真

実
に
存
在
す
る
も
の
と
考
え
ら
る
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
普
遍
と
い
う
の
は
、
物
体
の
普
遍
的
な

性
質
、
延
長
、
形
状
、
数
、
空
間
、
時
間
な
ど
で
あ
る
。
従
っ
て
複
合
的
な
物
体
を
考
察
す
る
物
理
学
、
天
文
学
、

医
学
な
ど
の
学
問
が
疑
わ
し
く
あ
る
と
し
て
も
、
最
も
単
純
で
最
も
普
遍
的
な
対
象
を
取
扱
う
と
こ
ろ
の
、
算
術

や
幾
何
学
の
如
き
学
問
は
確
実
で
あ
る
と
結
論
さ
れ
得
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
デ
カ
ル
ト
は
最
後
に
数
学
の
教
え
る

命
題
も
ま
た
一
般
的
な
懐
疑
の
う
ち
へ
引
き
入
れ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
我
々
は
デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
の
目
的
が
ど
こ
に
あ
っ
た
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
第
一
に
、

彼
は
懐
疑
を
物
の
超
越
的
存
在
に
向
け
た
。
知
覚
や
記
憶
は
こ
れ
ら
の
心
像
に
類
似
し
相
応
す
る
物
が
我
々
の
意

識
の
外
に
実
在
す
る
か
の
よ
う
に
我
々
に
告
げ
る
。
デ
カ
ル
ト
は
我
々
の
こ
の
よ
う
な
自
然
的
な
考
え
方
を
押
し

や
る
た
め
に
夢
の
仮
説
を
用
い
て
い
る
。
私
は
し
ば
し
ば
夢
に
お
い
て
私
が
現
に
見
た
り
触
れ
た
り
す
る
事
実
と

同
じ
事
実
を
同
様
に
明
ら
か
に
意
識
す
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
し
て
仔
細
に
考
え
る
と
、
私
は
夢
と
現
と
を
分
つ
べ
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き
確
か
な
指
標
を
知
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
私
は
私
の
生
涯
の
現
実
が
ひ
と
つ
の
夢
幻
で
な
い
と
い
う
こ
と
を

あ
か
し
す
る
す
べ
を
知
ら
な
い
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
我
々
の
自
然
的
な
態
度
に
お
い
て
確
実
に
見
え
る
心

の
外
の
存
在
は
十
分
に
疑
わ
る
べ
き
理
由
を
も
っ
て
い
る
。
か
よ
う
に
し
て
デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
の
目
的
の
一
つ
は

超
越
的
な
も
の
を
排
し
て
す
べ
て
を
内
在
的
に
考
察
し
得
る
如
き
立
場
を
発
見
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
第
二
に
、

デ
カ
ル
ト
は
懐
疑
を
数
学
的
対
象
に
ま
で
拡
げ
る
。
こ
の
と
き
夢
の
仮
説
は
も
は
や
用
を
な
さ
ぬ
。
算
術
や
幾
何

学
の
対
象
は
私
の
心
の
外
に
あ
る
も
の
で
な
く
、
む
し
ろ
私
の
意
識
に
生
具
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
私
は
数
学

を
考
え
る
と
き
、
私
の
取
扱
う
対
象
が
自
然
的
現
実
の
う
ち
に
実
在
す
る
か
否
か
を
問
わ
な
い
。
そ
れ
の
み
で
な

く
、
二
と
三
と
の
和
は
五
で
あ
る
、
な
ど
と
い
う
命
題
は
、
私
が
眠
っ
て
い
る
に
し
て
も
私
が
覚
め
て
い
る
に
し

て
も
少
し
も
変
ら
な
い
の
で
あ
る
。
か
よ
う
な
命
題
を
揺
り
動
か
す
た
め
に
、
デ
カ
ル
ト
は
有
名
な
悪
魔
の
仮
説

を
用
い
た
。
仮
に
万
能
で
、
し
か
も
悪
意
を
も
っ
た
悪
魔
が
い
て
、
私
を
誤
ら
せ
る
た
め
に
全
力
を
使
っ
て
い
る

と
し
た
な
ら
ば
、
私
が
二
と
三
と
を
加
え
る
毎
に
、
自
分
で
は
完
全
な
認
識
を
も
っ
て
い
る
と
信
じ
て
い
る
に
も

拘
ら
ず
、
そ
の
た
び
毎
に
私
を
つ
ね
に
誤
ら
せ
て
い
な
い
と
は
保
証
し
難
い
で
あ
ろ
う
。
何
故
に
デ
カ
ル
ト
は
悪

魔
の
助
を
借
り
て
ま
で
、
我
々
に
自
明
の
も
の
と
見
え
る
数
学
的
認
識
を
懐
疑
の
中
へ
引
き
入
れ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
数
学
の
命
題
が
確
実
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
我
々
に
と
っ
て
先
ず
い
わ
ば
事
実
で
あ
っ
て
、
我
々
は
こ
の
一
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般
的
な
事
実
に
つ
い
て
そ
の
根
源
を
問
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
懐
疑
は
事
実
を
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
事
実
の
根
源

に
関
す
る
問
を
可
能
に
す
る
た
め
に
、
事
実
を
揺
り
動
か
す
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
我
々
は
デ
カ
ル
ト
の
求
め
る
も

の
が
単
な
る
真
理
で
は
な
く
、
基
礎
附
け
ら
れ
た
真
理
で
あ
る
の
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
我
々
は

あ
の
夢
の
仮
説
を
も
こ
の
意
味
に
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
よ
う
に
し
て
い
わ
ゆ
る
懐
疑
論
者
と
し
て
の
デ
カ

ル
ト
は
ど
こ
に
も
見
出
さ
れ
な
い
。
彼
は
真
理
の
存
在
を
疑
っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
我
々
は
彼
が
懐
疑

の
存
在
に
よ
っ
て
真
理
の
存
在
を
論
証
し
て
い
る
の
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
私
が
疑
う
と
い
う
の
は
何
物
か
が
私

に
欠
け
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
し
か
る
に
も
し
そ
れ
と
の
比
較
に
お
い
て
私
の
欠
乏
を
知
る
如
き
完
全
な
実
在
の

観
念
が
私
の
う
ち
に
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
私
は
自
己
が
疑
い
、
従
っ
て
自
己
が
欠
け
て
い
る
こ
と
を
知
り
得
る

理
由
は
な
い
、
と
彼
は
論
じ
て
い
る
。
完
全
な
実
在
と
い
う
の
は
神
で
あ
り
、
神
は
真
理
の
宝
庫
で
あ
る
。

デ
カ
ル
ト
は
懐
疑
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
原
理
を
「
私
は
考
え
る
、
故
に
私
は
在
る
」（cogito ergo sum

）
と

い
う
命
題
で
現
し
た
。
こ
の
場
合
コ
ギ
ト（
私
は
考
え
る
）と
い
う
の
は
単
に
思
惟
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
表
象
し
、

思
惟
し
、
感
情
し
、
意
志
す
る
す
べ
て
が
含
ま
れ
て
い
る
、
一
言
で
い
う
と
意
識
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ

は
私
が
考
え
る
故
に
私
が
存
在
す
る
と
い
う
推
理
で
も
な
い
。
意
識
す
る
も
の
（res cogitans

）
と
し
て
の
私
の

存
在
が
そ
こ
に
自
証
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
私
が
散
歩
に
行
く
と
い
う
こ
と
は
私
が
夢
に
空
想
し
て
い
る
こ
と
か
も
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知
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
を
私
が
意
識
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
私
は
単
に
空
想
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
な
ぜ
な

ら
空
想
も
そ
れ
自
身
意
識
の
一
種
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
、
私
が
疑
う
と
し
て
も
、
疑
う
と
い
う
意

識
は
私
に
と
っ
て
確
実
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
デ
カ
ル
ト
の
コ
ギ
ト
は
二
つ
の
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。

第
一
、そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
内
在
的
に
す
る
存
在
の
領
域
で
あ
る
。私
は
意
識
さ
れ
た
も
の
を
意
識
す
る（ego 

cogito cogitationes
）
と
い
う
関
係
が
そ
こ
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
聯
し
て
、
第
二
に
、
そ
れ
は
彼
の

言
葉
を
用
い
る
と
明
晰
判
明
に
（clare et distincte

）
知
ら
れ
る
存
在
の
領
域
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
は
意
識
の
存

在
の
確
実
性
を
統
一
的
な
基
本
的
な
真
理
と
考
え
た
。
そ
し
て
私
の
自
己
意
識
の
よ
う
に
明
晰
判
明
に
知
ら
れ
る

一
切
の
も
の
は
真
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
と
い
う
こ
と
を
彼
は
学
問
的
方
法
の
原
理
と
し
て
据
え
た
の
で
あ
る
。

デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
コ
ギ
ト
の
発
見
に
よ
っ
て
我
々
は
も
は
や
認
識
の
道
徳
的
条
件
に
つ
い
て
語
る
こ
と
を
要

し
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
方
法
的
な
懐
疑
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ

る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
デ
カ
ル
ト
の
コ
ギ
ト
は
彼
の
い
う
純
粋
意
識
（reines B

ew
usstsein

）
の
領
域
に
ほ
か
な
ら

な
い
と
い
っ
て
い
る
。こ
の
領
域
を
見
出
す
た
め
の
方
法
を
フ
ッ
サ
ー
ル
は
現
象
学
的
還
元（phänom

enologische 
R

eduktion

）
と
呼
ぶ
。
こ
の
還
元
が
行
わ
れ
る
た
め
に
は
、
先
ず
自
然
的
な
態
度
（natürliche Einstellung

）
が

排
去
（ausschalten

）
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
超
越
的
な
事
実
は
そ
れ
に
よ
っ
て
直
接
な
意
識
に
内
在
的
と
な
る
。
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次
に
ま
た
超
越
的
な
事
実
ば
か
り
で
な
く
、
超
越
的
な
本
質
が
内
在
的
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
質
と
い

う
の
は
こ
れ
ま
で
イ
デ
ア
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
現
象
学
的
還
元
の
も
と
に
超
越
的
自
然
の
み

で
な
く
、
超
越
的
本
質
を
も
、
従
っ
て
こ
の
本
質
を
研
究
の
対
象
と
す
る
本
質
学
を
も
引
き
入
れ
る
。
我
々
は
そ

れ
が
如
何
に
デ
カ
ル
ト
の
方
法
的
懐
疑
に
類
似
し
て
い
る
か
を
見
遁
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
還
元

を
古
代
の
懐
疑
論
者
の
用
語
に
従
っ
て
現
象
学
的
エ
ポ
ケ
ー
（
判
断
中
止
）
と
も
称
し
て
い
る
。

意
識
の
本
性
は
志
向
性
（Intentionalität

）
に
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
の
考
え
を
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
か
ら
得
た
。

ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
は
精
神
現
象
が
独
自
の
領
域
を
も
ち
、
自
己
を
物
理
現
象
か
ら
区
別
す
る
特
性
を
求
め
、
こ
れ
を

ス
コ
ラ
哲
学
に
倣
っ
て
、
対
象
の
志
向
的
内
在
（intentionale Inexistenz eines G

egenstandes

）
と
し
て
規
定

し
た
。
即
ち
精
神
現
象
は
な
ん
ら
か
の
対
象
を
指
示
し
、
或
る
ひ
と
つ
の
内
容
に
関
係
す
る
こ
と
を
も
っ
て
特
色

と
す
る
。
我
々
は
す
べ
て
の
心
的
作
用
に
お
い
て
或
る
も
の
が
対
象
と
し
て
そ
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
の
を

見
出
す
。
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
は
こ
の
関
係
を
内
在
的
対
象
性
（im

m
anente G

egenständlichkeit

）
と
も
名
附
け
た
。

即
ち
、
表
象
に
お
い
て
は
或
る
物
が
表
象
さ
れ
、
判
断
に
お
い
て
は
何
物
か
が
是
認
も
し
く
は
否
認
さ
れ
、
愛
に

お
い
て
は
愛
さ
れ
る
何
物
か
を
、
憎
み
に
お
い
て
は
憎
ま
れ
る
或
る
物
を
、
欲
望
に
お
い
て
は
欲
せ
ら
れ
る
対
象

を
、
我
々
は
そ
れ
ぞ
れ
の
心
的
作
用
に
お
い
て
見
出
す
の
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
の
よ
う
な
思
想
を
承
け
て
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純
粋
意
識
の
ノ
エ
シ
ス
・
ノ
エ
マ
的
構
造
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
は
何
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
我
々

は
す
で
に
フ
ッ
サ
ー
ル
が
現
象
学
的
還
元
を
行
う
た
め
に
先
ず
自
然
的
な
態
度
を
排
去
す
る
こ
と
を
述
べ
た
。
し

か
る
に
彼
に
お
い
て
は
こ
の
よ
う
な
排
去
は
同
時
に
積
極
的
な
も
の
に
対
す
る
準
備
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
こ

の
も
の
は
本
質
化
作
用
（Ideation

）
で
あ
る
。
こ
れ
は
本
質
の
直
観
で
あ
り
、
本
質
の
直
接
的
で
具
体
的
な
把

捉
を
意
味
し
て
い
る
。
本
質
は
個
物
の
中
に
あ
っ
て
し
か
も
こ
れ
を
超
越
す
る
。
事
実
は
本
質
化
作
用
に
よ
っ
て

そ
の
本
質
ま
た
は
形
相
（Eidos

）
に
ま
で
還
元
さ
れ
、
こ
こ
に
フ
ッ
サ
ー
ル
の
い
わ
ゆ
る
本
質
的
還
元
或
い
は

形
相
学
的
還
元（eidetische R

eduktion

）が
行
わ
れ
る
。
し
か
る
に
本
質
は
一
種
の
超
越
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、

更
に
現
象
学
的
或
い
は
先
験
的
還
元
に
よ
っ
て
内
在
的
な
も
の
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
純
粋
意
識
の
領
域
は
か
よ

う
な
二
重
の
還
元
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
イ
デ
ア
の
純
粋
内
在
の
世
界
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー

ル
は
プ
ラ
ト
ン
以
来
イ
デ
ア
と
結
び
附
い
て
い
る
ヌ
ー
ス
（
理
性
的
直
観
）
の
語
を
と
っ
て
、
純
粋
意
識
を
ノ
エ

シ
ス
・
ノ
エ
マ
的
構
造
の
も
の
と
し
て
規
定
し
た
。
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
い
う
よ
う
に
、
意
識
の
志
向
性
が
認
め
ら

れ
る
な
ら
ば
、
如
何
な
る
意
識
の
作
用
に
も
必
ず
対
象
が
含
ま
れ
て
い
る
。
ノ
エ
シ
ス
と
ノ
エ
マ
と
は
ひ
と
つ
の

意
識
に
お
い
て
か
よ
う
な
主
観
的
側
面
と
客
観
的
側
面
と
を
構
成
す
る
。
如
何
な
る
意
識
に
つ
い
て
も
つ
ね
に
こ

の
二
つ
の
側
面
が
見
出
さ
れ
、
こ
の
二
つ
の
も
の
は
つ
ね
に
相
関
的
な
関
係
を
保
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
相
関
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性
は
意
識
の
ノ
エ
シ
ス
・
ノ
エ
マ
的
構
造
の
第
一
の
原
則
で
あ
る
。
そ
の
第
二
の
原
則
と
も
見
ら
る
べ
き
も
の
は
、

そ
れ
と
関
聯
し
て
、
ノ
エ
マ
的
側
面
の
ど
の
よ
う
な
低
度
の
変
化
に
も
必
ず
ノ
エ
シ
ス
的
側
面
に
お
い
て
一
々
こ

れ
に
照
応
す
る
要
素
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

我
々
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
に
お
い
て
あ
の
生
具
観
念
の
問
題
が
巧
妙
に
解
決
さ
れ
て
い
る
の
を
見
る
で
あ

ろ
う
。
こ
こ
に
模
写
説
的
な
考
え
方
の
本
来
の
意
図
が
、
摸
写
説
に
陥
る
こ
と
な
し
に
顕
に
さ
れ
る
に
到
っ
た
と

見
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
次
の
こ
と
が
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
第
一
、
そ
こ
で
は
真
理
の

基
準
は
明
証
（Evidenz

）
に
求
め
ら
れ
る
。
デ
カ
ル
ト
が
既
に
こ
の
道
を
と
っ
て
い
る
。
彼
は
明
晰
に
し
て
判

明
な
る
知
覚
（clara et distincta perceptio
）
を
も
っ
て
真
理
の
標
準
と
し
た
。
明
晰
と
は
精
神
に
と
っ
て
直
観

的
に
現
前
す
る
も
の
、
判
明
と
は
そ
れ
自
身
に
お
い
て
明
晰
に
し
て
、
且
つ
判
然
と
限
定
さ
れ
て
い
る
も
の
を
い

う
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
明
晰
判
明
で
あ
り
、
そ
の
明
証
が
い
か
な
る
他
の
も
の
か
ら
も
導
か
れ
る
の
で
な
く
、

専
ら
そ
れ
自
身
に
お
い
て
基
礎
附
け
ら
れ
て
い
る
も
の
が
元
来
、
彼
の
生
具
観
念
と
称
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で

あ
る
。
第
二
、
明
証
を
も
っ
て
真
理
の
基
準
と
す
る
の
は
根
本
的
に
は
知
覚
説
と
し
て
特
色
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が

で
き
る
。
し
か
る
に
こ
こ
に
い
う
知
覚
は
も
と
よ
り
感
性
知
覚
の
こ
と
で
は
な
い
。
デ
カ
ル
ト
は
知
覚
に
二
つ
の

も
の
を
、感
性
か
ら
の
知
覚（perceptio sensu

）と
知
性
に
よ
る
知
覚（perceptio ab intellectu

）と
を
区
別
し
た
。
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明
証
を
伴
う
の
は
明
ら
か
に
後
の
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
ギ
リ
シ
ア
人
が
ヌ
ー
ス
と
い
っ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら

ぬ
で
あ
ろ
う
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
ヌ
ー
ス
即
ち
理
性
は
知
覚
の
如
き
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
か
よ
う
な

理
性
的
な
知
覚
に
お
い
て
事
物
の
本
質
即
ち
イ
デ
ア
は
十
全
に
与
え
ら
れ
（adäquat-gegeben

）、
か
よ
う
な
も

の
に
し
て
初
め
て
明
証
的
に
措
定
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
（evident-setzbar

）、
そ
の
よ
う
な
も
の
が
真
理
で
あ
る

の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
合
理
論
的
な
模
写
説
の
本
来
の
意
味
は
こ
こ
に
お
い
て
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

経
験
論
的
な
摸
写
説
も
一
種
の
知
覚
説
で
あ
る
こ
と
に
は
変
り
は
な
い
。
し
か
し
こ
こ
で
は
知
性
的
な
知
覚
で

な
く
て
感
性
的
な
知
覚
が
問
題
に
な
る
。
そ
れ
は
二
つ
の
場
合
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
て
い
る
存
在
が
異
な
る
た

め
で
あ
る
。
一
は
あ
の
叡
智
的
世
界
を
、
他
は
感
性
的
世
界
を
認
識
の
対
象
と
し
て
定
立
す
る
。
先
に
述
べ
た
よ

う
に
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
諸
印
象
が
直
観
的
な
確
実
性
を
も
っ
て
い
る
と
し
た
。
こ
れ
は
経
験
論
的
な
認
識
論
の
根
本

前
提
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
こ
の
根
本
前
提
が
既
に
疑
わ
し
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
こ
で
は
純
粋
に
内
在
的
な
立
場
に

立
つ
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
の
み
で
な
く
、
感
性
的
な
直
観
に
お
い
て
与
え
ら
れ
る
の
は

つ
ね
に
個
々
の
も
の
で
あ
り
、
し
か
る
に
我
々
の
知
識
は
つ
ね
に
普
遍
的
な
、
必
然
的
な
関
係
の
把
捉
を
求
め
る

の
で
あ
る
。
こ
の
も
の
は
何
処
か
ら
来
る
の
で
あ
る
か
。
感
性
知
覚
に
お
い
て
与
え
ら
れ
る
諸
内
容
と
共
に
お
の

ず
か
ら
ま
た
そ
の
一
切
の
関
係
が
与
え
ら
れ
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、経
験
論
は
感
覚
論
（Sensualism

us

）
と
な
る
。
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感
覚
論
は
あ
ら
ゆ
る
認
識
は
た
だ
外
的
な
、
感
性
的
な
知
覚
か
ら
の
み
由
来
す
る
と
説
く
。
そ
れ
は
意
識
に
お
け

る
諸
要
素
の
単
な
る
共
在
か
ら
認
識
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
も
の
の
間
に
存
在
す
る
す
べ
て
の
関
係
を
も
導
き
出
そ

う
と
す
る
。
そ
れ
は
諸
内
容
の
間
に
ど
の
よ
う
な
関
係
が
妥
当
し
得
ま
た
妥
当
す
べ
き
で
あ
る
に
し
て
も
、
こ
の

も
の
は
ど
こ
ま
で
も
そ
れ
ら
の
諸
内
容
に
依
存
す
る
と
い
お
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
感
覚
論
に
反
対
し

て
ひ
と
は
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
最
も
原
始
的
な
関
係
、
例
え
ば
比
較
或
い
は
区
別
の
如
き
で
さ
え
、
個
々
の
内

容
の
い
か
な
る
も
の
の
う
ち
に
も
、
ま
た
そ
の
和
の
う
ち
に
も
与
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
そ
れ
は
与
え
ら
れ

た
諸
内
容
に
対
し
て
或
る
新
し
い
も
の
、
他
の
種
類
の
も
の
と
し
て
附
け
加
わ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
ロ
ッ

ク
の
如
き
も
諸
要
素
を
関
係
づ
け
る
諸
活
動
、記
憶
、区
別
、比
較
、結
合
等
の
も
の
を
精
神
の
諸
能
力
（faculties

）

と
称
し
、
こ
れ
ら
の
精
神
み
ず
か
ら
の
機
能
の
仕
方
は
感
覚
に
よ
っ
て
で
な
く
、
反
省
に
よ
っ
て
意
識
さ
れ
る
と

考
え
た
。
し
か
し
ロ
ッ
ク
は
経
験
論
者
と
し
て
の
制
限
の
た
め
に
、こ
れ
ら
の
諸
活
動
を
も
受
動
的
な
も
の
と
し
、

感
覚
の
内
容
に
束
縛
さ
れ
て
い
る
と
見
た
。

ロ
ッ
ク
が
精
神
の
諸
能
力
に
帰
し
た
も
の
に
我
々
は
自
己
活
動
性
を
与
え
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ

の
よ
う
な
自
己
活
動
的
な
能
力
は
直
観
に
対
し
て
普
通
に
思
惟
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
し
か
も
こ
こ
に
い
う
思
惟
は

ギ
リ
シ
ア
的
な
ヌ
ー
ス
で
な
く
、
む
し
ろ
デ
ィ
ア
ノ
イ
ア
即
ち
比
量
的
な
悟
性
（Verstand

）
と
し
て
の
思
惟
で
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あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
思
惟
を
も
っ
て
特
に
す
ぐ
れ
た
認
識
の
作
用
と
見
る
思
想
が
現
れ
る
。
カ
ン
ト
の
如
き
は

こ
れ
に
数
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
カ
ン
ト
に
と
っ
て
も
認
識
の
対
象
と
し
て
問
題
に
な
っ
た
の
は
経
験
的

な
存
在
で
あ
っ
た
。
直
観
は
彼
に
お
い
て
も
主
と
し
て
感
性
的
な
直
観
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
彼
は
感
性
を
受
容

性
（R

ezeptivität
）
と
し
て
特
性
附
け
る
。
こ
れ
に
反
し
て
悟
性
は
自
発
性
（Spontaneität

）
を
本
質
と
す
る
と

い
わ
れ
る
。
悟
性
の
は
た
ら
き
は
何
よ
り
も
判
断
で
あ
る
。
そ
こ
で
カ
ン
ト
の
如
き
も
判
断
を
も
っ
て
特
に
す
ぐ

れ
た
認
識
の
作
用
と
考
え
た
。

認
識
は
判
断
で
あ
る
と
い
う
思
想
は
現
代
の
新
カ
ン
ト
学
派
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
判

断
は
表
象
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
判
断
に
お
い
て
は
表
象
に
お
い
て
よ
り
も
音
が
一
層
明
瞭
に
、
一
層
鋭
く

表
象
さ
れ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
或
る
音
曲
に
聞
き
と
れ
て
い
る
場
合
、
私
の
全
努
力
は
そ
の
音
の
何
物
も
聞

き
落
す
ま
い
と
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
音
に
つ
い
て
判
断
を
下
す
必
要
は
必
ず
し
も
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
の
み

で
な
く
我
々
が
判
断
を
下
す
と
、
判
断
さ
れ
た
内
容
は
明
か
る
さ
と
鋭
さ
と
に
お
い
て
却
っ
て
減
退
す
る
の
が
つ

ね
で
あ
る
。
ま
た
我
々
は
極
め
て
ぼ
ん
や
り
し
た
微
弱
な
音
に
つ
い
て
も
、
強
い
、
確
か
な
、
は
っ
き
り
し
た
音

に
つ
い
て
と
同
じ
よ
う
に
判
断
を
下
す
こ
と
が
で
き
る
。
二
つ
の
音
が
相
継
続
す
る
と
判
断
さ
れ
る
場
合
に
我
々

の
表
象
す
る
音
と
音
と
の
関
係
は
、
判
断
を
下
す
こ
と
な
し
に
音
の
相
継
続
す
る
の
を
聞
く
と
き
の
そ
れ
と
、
な
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ん
の
変
り
も
な
い
。
こ
の
事
実
は
、
判
断
に
お
い
て
は
、
表
象
さ
れ
た
音
に
、
そ
の
表
象
か
ら
判
断
を
構
成
す
べ

き
何
物
か
が
加
わ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
証
し
て
あ
ま
り
あ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
ら
ば
判
断
を
形
作
る
こ
の
新
し

い
要
素
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
多
く
の
人
が
か
よ
う
な
新
し
い
要
素
の
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
注
意
し
て
い

る
。
判
断
は
一
般
的
に
い
う
と
主
語
表
象
と
客
語
表
象
と
の
結
合
で
あ
る
。
ロ
ッ
ツ
ェ
に
よ
る
と
、
判
断
に
お
い

て
は
主
語
と
客
語
と
の
関
係
の
上
に
、
こ
の
関
係
の
妥
当
如
何
を
言
い
表
す
べ
き
第
二
の
判
断
が
存
在
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
第
二
の
判
断
と
い
わ
れ
る
要
素
が
そ
れ
自
身
表
象
的
な
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
も
し
こ
の
副
判
断
に
し
て
単
に
表
象
さ
れ
た
関
係
し
か
含
ま
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
妥

当
性
を
言
い
表
す
べ
き
新
し
い
第
二
の
判
断
が
更
に
必
要
と
な
り
、
か
く
て
副
判
断
の
無
限
の
系
列
が
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ベ
ル
ク
マ
ン
は
判
断
に
お
け
る
肯
定
と
否
定
を
、
主
語
と
客
語
と
の
間
の
単
に
表
象
さ

れ
た
関
係
を
化
し
て
判
断
と
な
す
と
こ
ろ
の
批
評
的
態
度
で
あ
る
と
考
え
た
。
こ
の
見
解
か
ら
彼
は
判
断
を
単
な

る
理
論
的
態
度
と
見
な
い
で
、
実
践
的
性
質
を
帯
び
、
意
欲
的
能
力
の
共
存
す
る
精
神
の
発
現
と
見
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
と
い
う
結
論
を
引
出
し
て
い
る
。
ま
た
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
は
判
断
（U

rteil

）
と
価
値
判
断
（B

eurteilung

）

と
を
区
別
す
る
。
判
断
と
い
う
の
は
価
値
判
断
に
よ
っ
て
初
め
て
真
偽
が
判
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
純
理
論
的
な
表

象
結
合
で
あ
る
。
我
々
の
思
惟
に
し
て
認
識
を
、
従
っ
て
真
理
を
目
差
し
て
い
る
限
り
、
我
々
の
判
断
は
す
べ
て
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価
値
判
断
の
も
と
に
従
属
す
る
。認
識
の
命
題
は
つ
ね
に
判
断
と
価
値
判
断
と
の
或
る
種
の
結
合
を
含
ん
で
い
る
。

そ
れ
は
表
象
の
結
合
で
は
あ
る
が
、
そ
の
真
理
価
値
は
肯
定
ま
た
は
否
定
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
、
と
ヴ
ィ
ン
デ

ル
バ
ン
ト
は
い
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
判
断
の
本
質
に
関
す
る
こ
れ
ら
の
見
方
が
な
お
幾
分
心
理
学
的
で
あ
る
の

に
対
し
て
、
リ
ッ
カ
ー
ト
は
判
断
の
本
質
を
純
粋
に
論
理
的
に
考
察
す
る
に
は
、
判
断
を
も
っ
て
問
に
対
す
る
答

と
見
れ
ば
最
も
適
当
で
あ
る
と
考
え
る
。
問
に
対
す
る
答
は
、
そ
の
問
の
答
え
ら
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
延

い
て
は
求
め
ら
れ
た
判
断
が
可
能
で
あ
る
と
き
に
は
、
必
ず
肯
定
ま
た
は
否
定
の
形
を
と
っ
て
現
れ
る
。
判
断
の

論
理
的
本
質
は
問
の
う
ち
に
あ
る
表
象
的
要
素
の
肯
定
或
い
は
否
定
な
し
に
は
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
い
ま

認
識
は
判
断
で
あ
り
、
判
断
の
本
質
は
肯
定
と
否
定
で
あ
る
か
ら
、
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
論
理
的
本

質
に
お
い
て
見
る
と
、
肯
定
ま
た
は
否
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
肯
定
或
い
は
否
定
に
お
い
て
我
々
は
つ

ね
に
な
ん
ら
か
の
価
値
に
対
し
て
態
度
を
と
っ
て
い
る
。
純
粋
な
理
論
的
認
識
の
場
合
に
お
い
て
も
な
ん
ら
か
の

価
値
に
対
し
て
と
る
べ
き
態
度
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
苟
も
認
識
の
名
に
値
す
る
判
断
は

必
然
的
な
、
普
遍
妥
当
的
な
判
断
で
あ
る
べ
き
筈
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
問
題
と
な
っ
て
い
る
価
値
も
単
な
る
快

楽
の
如
き
個
人
的
な
も
の
で
な
く
、
超
個
人
的
な
、
永
遠
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
時
間
的
な
心

象
と
し
て
終
始
す
る
と
こ
ろ
の
個
人
的
意
識
内
容
に
属
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
こ
れ
を
超
越
す
る
と
考
え
ら
れ
な
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け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
よ
う
な
超
越
的
価
値
こ
そ
、
リ
ッ
カ
ー
ト
に
よ
る
と
、
判
断
の
対
象
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ

が
認
識
の
対
象
な
の
で
あ
る
。
認
識
の
対
象
で
あ
る
か
よ
う
な
価
値
は
如
何
な
る
意
味
に
お
い
て
も
存
在
す
る
と

い
い
得
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
な
ん
ら
か
物
理
的
な
或
い
は
心
理
的
な
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
そ
れ
は
な
ん

ら
か
の
形
而
上
学
的
存
在
で
も
な
い
。
或
る
も
の
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
我
々
は
如
何
に
し
て
認
識
す
る
の

で
あ
る
か
。
判
断
に
よ
っ
て
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
る
に
あ
ら
ゆ
る
判
断
の
真
理
は
肯
定
の
う
ち
に
是
認
さ

れ
た
価
値
に
も
と
づ
き
、
専
ら
こ
の
価
値
の
肯
定
に
存
す
る
の
で
あ
っ
て
、
存
在
の
認
識
を
含
む
判
断
も
、
こ
の

例
に
漏
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
故
に
価
値
は
論
理
上
存
在
に
先
行
す
べ
き
で
あ
る
。
価
値
は
存
在
す
る
も

の
で
な
く
、
却
っ
て
ロ
ッ
ツ
ェ
が
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
を
存
在
す
る
こ
と
な
く
た
だ
妥
当
（gelten

）
す
る
も
の

と
解
し
た
の
に
倣
っ
て
、
妥
当
す
る
と
い
わ
れ
得
る
の
み
で
あ
る
。
価
値
は
妥
当
の
国
に
故
郷
を
も
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
感
性
的
世
界
と
叡
智
的
世
界
と
の
ほ
か
に
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
第
三
帝
国
を
形
作
っ
て
い
る
。

三　

主
観
と
客
観

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
そ
の
『
人
間
悟
性
新
論
』（N

ouveaux essais sur l’entendem
ent hum

ain

）
に
お
い
て
ロ
ッ

ク
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
一
歩
一
歩
批
評
し
た
。
ロ
ッ
ク
が
生
具
観
念
の
説
を
攻
撃
し
た
諸
論
拠
の
中
に
は
、
精
神
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の
う
ち
に
は
そ
れ
に
つ
い
て
精
神
が
知
ら
ぬ
と
こ
ろ
の
何
物
も
あ
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
。
彼
は
こ
の

原
則
を
ま
た
他
の
側
か
ら
言
い
表
し
て
、
精
神
は
つ
ね
に
思
惟
す
る
も
の
で
な
い
と
も
い
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ

っ
て
デ
カ
ル
ト
の res cogitans 

と
し
て
の
精
神
、
言
い
換
え
る
と
自
己
の
内
容
を
つ
ね
に
明
晰
判
明
に
意
識
し

て
い
る
と
い
う
精
神
は
疑
わ
し
い
も
の
に
さ
れ
た
よ
う
に
見
え
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
彼
の
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー
の
思

想
を
も
っ
て
ロ
ッ
ク
と
デ
カ
ル
ト
と
の
間
に
立
っ
て
独
特
の
位
置
を
占
め
て
い
る
。
彼
が
世
界
の
実
体
と
考
え
た

モ
ナ
ド
は
表
象
す
る
力
で
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
か
ら
モ
ナ
ド
は
そ
の
あ
ら
ゆ
る
瞬
間
に
お
い
て
表
象
（perceptions

）

を
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
筈
で
あ
る
。
し
か
る
に
一
切
の
モ
ナ
ド
は
、
従
っ
て
物
質
を
構
成
す
る
と
こ
ろ
の

モ
ナ
ド
も
、
心
的
な
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
表
象
が
す
べ
て
明
晰
に
し
て
判
明
で
あ
る
と
い
う
こ
と

は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
こ
で
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
微
小
表
象
（petites perceptions

）
の
説
を
持
ち
出
し
た
。
微
小

表
象
と
い
う
の
は
意
識
さ
れ
ぬ
表
象
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
モ
ナ
ド
は
心
的
な
も
の
と
し
て
つ
ね
に
表
象
を
も
っ
て

い
る
、
け
れ
ど
も
つ
ね
に
意
識
さ
れ
た
、
つ
ね
に
明
晰
判
明
な
表
象
を
も
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
そ

の
生
命
は
、
無
意
識
的
か
ら
意
識
的
へ
の
、
闇
冥
に
し
て
混
雑
せ
る
表
象
か
ら
明
晰
に
し
て
判
明
な
る
表
象
へ
の

発
展
に
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
精
神
が
単
に
諸
表
象
を
も
っ
て
い
る
状
態
と
精
神
が
そ
れ
ら
の

も
の
を
意
識
し
て
い
る
状
態
と
を
区
別
し
た
。
前
者
を
表
象（perception

）と
い
い
、後
者
を
統
覚（apperception

）
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主
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と
客
観

と
称
す
る
。
従
っ
て
統
覚
は
無
意
識
的
な
、
闇
冥
な
諸
表
象
が
明
晰
に
し
て
判
明
な
意
識
に
高
め
ら
れ
、
か
く
て

精
神
に
よ
っ
て
自
己
自
身
の
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
、
自
覚
に
よ
っ
て
占
有
さ
れ
る
過
程
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
ラ

イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
よ
る
と
モ
ナ
ド
は
窓
を
も
た
な
い
。
モ
ナ
ド
に
は
窓
が
な
い
故
に
、
感
性
知
覚
を
物
の
心
に
対
す

る
作
用
と
解
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
感
性
表
象
は
む
し
ろ
精
神
が
予
定
調
和
（harm

onie préétablie

）
に
よ

っ
て
、
即
ち
諸
実
体
の
間
に
は
調
和
が
予
定
さ
れ
て
い
て
、
モ
ナ
ド
の
各
々
は
た
だ
み
ず
か
ら
活
動
し
つ
つ
も
そ

の
あ
ら
ゆ
る
瞬
間
に
お
い
て
す
べ
て
の
他
の
モ
ナ
ド
と
完
全
に
相
互
に
一
致
し
て
い
る
と
い
う
原
理
に
よ
っ
て
、

闇
冥
に
し
て
混
雑
せ
る
仕
方
で
微
小
表
象
と
し
て
展
開
す
る
と
こ
ろ
の
活
動
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て

感
性
表
象
に
つ
い
て
行
わ
れ
る
変
化
は
た
だ
そ
れ
の
明
晰
化
、
自
覚
へ
の
摂
取
、
統
覚
と
見
ら
れ
得
る
の
み
で
あ

る
。こ

の
よ
う
に
し
て
感
性
と
悟
性
と
の
区
別
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
お
い
て
、
明
晰
性
と
判
明
性
と
の
種
々
の
程

度
と
い
う
こ
と
と
合
致
す
る
で
あ
ろ
う
。
両
者
は
同
一
の
内
容
を
も
つ
の
で
あ
っ
て
、
た
だ
一
は
他
が
明
晰
に
判

明
に
所
有
す
る
も
の
を
闇
冥
に
混
雑
に
表
象
す
る
と
い
う
だ
け
で
あ
る
。
精
神
の
う
ち
へ
は
何
物
も
外
部
か
ら
入

っ
て
来
な
い
、
そ
れ
が
意
識
的
に
表
象
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
既
に
前
に
無
意
識
的
に
そ
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
あ

っ
た
も
の
で
あ
る
。
精
神
は
そ
の
意
識
的
な
表
象
に
お
い
て
も
と
も
と
そ
の
う
ち
に
な
か
っ
た
も
の
を
な
ん
ら
作
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り
出
さ
な
い
。
か
よ
う
に
し
て
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
或
る
意
味
で
は
、
即
ち
無
意
識
的
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
表
象
は

生
具
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
他
の
意
味
で
は
、
即
ち
意
識
的
に
は
、
人
間
の
精
神
に
は
な
ん
ら
の
表
象
も
生

具
し
て
い
な
い
と
考
え
た
。
感
性
と
知
性
と
は
こ
の
よ
う
に
し
て
結
合
さ
れ
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
よ
る
と
、
悟

性
即
ち
関
係
附
け
る
思
惟
の
一
般
的
命
題
も
知
覚
の
う
ち
に
微
小
表
象
と
し
て
含
ま
れ
て
い
る
。
既
に
感
性
的
表

象
の
う
ち
に
、
後
に
は
一
般
的
根
本
命
題
と
し
て
悟
性
の
把
握
の
明
晰
性
と
判
明
性
と
に
持
ち
来
さ
れ
る
と
こ
ろ

の
精
神
の
活
動
諸
形
式
は
、
不
明
晰
に
混
雑
し
て
隠
さ
れ
て
い
る
。
感
性
と
知
性
と
の
か
よ
う
な
結
合
を
表
現
し

て
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
い
う
、
知
性
そ
の
も
の
を
除
い
て
、
先
に
感
性
の
う
ち
に
な
か
っ
た
と
こ
ろ
の
何
物
も
知
性

の
う
ち
に
な
い
（N

ihil est in intellectu quod non antea fuerit in sensu nisi intellectus ipse.

）
と
。

カ
ン
ト
も
ま
た
悟
性
と
感
性
と
の
、
従
っ
て
叡
智
的
世
界
と
感
性
的
世
界
と
の
結
合
を
企
て
た
人
と
見
る
こ
と

が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
も
と
よ
り
我
々
は
カ
ン
ト
と
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
の
間
の
根
本
的
な
差
異
を
見
逃
し
て
は
な

ら
な
い
。
こ
こ
に
先
ず
二
つ
の
こ
と
を
注
意
し
て
お
こ
う
。
第
一
に
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
感
性
と
悟
性
と
の
結
合

を
考
え
な
が
ら
、
彼
に
お
い
て
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
な
お
ど
こ
ま
で
も
悟
性
の
真
理
で
あ
り
、
叡
智
的
な
存

在
で
あ
っ
て
、
た
だ
こ
の
も
の
の
た
め
に
そ
の
結
合
を
考
え
た
の
で
あ
る
。
物
質
も
彼
に
と
っ
て
は
心
的
本
質
の

も
の
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
彼
が
永
久
真
理
（vérités éternelles

）
と
事
実
真
理
（vérités de fait

）
と
を
区
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別
し
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
。
前
者
は
無
時
間
的
な
妥
当
性
を
、
後
者
は
一
回
的
な
妥
当
性
を
も
っ
て
い
る
。
両

者
に
共
通
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
ら
が
共
に
直
観
的
に
、
言
い
換
え
る
と
そ
れ
自
身
に
お
い
て
、
な
ん
ら
か
他
の
も

の
か
ら
の
演
繹
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
確
実
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
故
に
そ
れ
ら
は
第
一
真
理
（prim

ae 

veritates

）
と
も
呼
ば
れ
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
第
一
真
理
の
二
つ
の
種
類
、
合
理
的
真
理
と
経
験
的
真
理
と
に
、

デ
カ
ル
ト
の
明
晰
及
び
判
明
の
概
念
を
結
び
つ
け
る
。
こ
れ
ら
の
概
念
は
二
人
の
哲
学
者
に
お
い
て
多
少
違
っ
た

意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
規
定
に
よ
る
と
、
明
晰
な
表
象
と
は
す
べ
て
の
他
の
も
の
か
ら
確
か

に
区
別
さ
れ
、
そ
の
対
象
の
再
認
に
役
立
つ
も
の
で
あ
る
、
判
明
な
表
象
と
は
そ
の
個
々
の
要
素
に
至
る
ま
で
、

こ
の
も
の
の
結
合
に
至
る
ま
で
、
明
晰
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
い
ま
永
久
真
理
も
し
く
は
幾
何
学
的
乃

至
形
而
上
学
的
真
理
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
明
晰
に
し
て
且
つ
判
明
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
事
実
真
理
は
明
晰
で

は
あ
る
が
判
明
で
は
な
い
。
第
一
の
も
の
に
は
そ
の
反
対
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
確
信
が
結
び
つ
い
て
い
る
け

れ
ど
も
、
第
二
の
も
の
に
お
い
て
は
そ
の
反
対
が
考
え
ら
れ
得
る
。
前
者
に
お
い
て
は
そ
の
直
観
的
確
実
性
は
矛

盾
律
に
も
と
づ
き
、
後
者
に
お
い
て
は
そ
の
事
実
的
現
実
性
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
た
可
能
性
は
な
お
充
足
理
由
律

に
従
っ
て
の
説
明
を
必
要
と
す
る
。
と
こ
ろ
で
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
こ
の
よ
う
な
差
別
は
た
だ
人
間
悟
性
の
不
完
全

に
の
み
関
係
す
る
と
考
え
た
。
合
理
的
真
理
に
お
い
て
は
我
々
は
そ
の
反
対
の
不
可
能
を
明
視
す
る
、
経
験
的
真
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理
に
お
い
て
は
そ
う
で
な
く
、
我
々
は
現
実
の
認
定
に
満
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
後
者
に
し
て
も
物

の
本
性
の
う
ち
に
（in natura rerum

）
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
神
の
悟
性
に
と
っ
て
は
そ
の
反
対
は
不
可
能
で
あ

る
よ
う
に
基
礎
附
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
と
は
違
っ
て
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
は
固
有

の
意
味
に
お
い
て
認
識
と
い
わ
る
べ
き
も
の
は
経
験
的
認
識
で
あ
っ
た
。
彼
は
数
学
的
認
識
の
如
き
も
い
ま
だ
十

分
な
意
味
に
お
い
て
は
認
識
と
は
い
い
得
ぬ
と
し
た
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
経
験
に
関
わ
る
も
の
で
な
い
か
ら
で
あ

る
。
彼
の
認
識
論
の
問
題
の
中
心
は
経
験
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
そ
し
て
最
も
決
定
的
な
こ
と
は
、
次

の
こ
と
で
あ
る
。
カ
ン
ト
以
前
の
思
惟
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
も
含
め
て
、
す
べ
て
世
界
の
思
惟
で
あ
っ
た
。
そ
れ

は
自
我
無
き
世
界
哲
学
（W

elt-philosophie

）
で
あ
っ
た
。
神
を
把
捉
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
さ
え
、
神
を
一
の

自
我
無
き
実
体
、
一
の
存
在
す
る
イ
デ
ア
と
す
る
こ
と
に
到
達
し
た
ま
で
に
過
ぎ
ぬ
。
そ
れ
は
神
を
自
我
の
深
み

に
求
め
る
代
り
に
、
神
を
ひ
と
つ
の
世
界
に
、
此
方
の
世
界
の
外
に
あ
る
と
は
い
え
、
な
お
彼
方
の
世
界
に
お
い

た
ま
で
で
あ
る
。
シ
ェ
リ
ン
グ
が
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
神
の
概
念
に
つ
い
て
い
っ
て
い
る
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
お
い

て
は
そ
こ
に
あ
る
す
べ
て
の
も
の
は
非
我
で
あ
る
、
一
切
の
否
定
以
外
の
あ
ら
ゆ
る
実
在
性
を
結
合
し
て
い
る
と

こ
ろ
の
神
で
す
ら
が
そ
う
で
あ
る
、
批
判
的
体
系
に
従
え
ば
、
自
我
が
す
べ
て
で
あ
る
、
と
。
ま
こ
と
に
批
判
的

体
系
と
い
わ
れ
る
カ
ン
ト
の
哲
学
の
中
心
は
自
我
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
世
界
哲
学
と
の
対
立
に
お
い
て
自
我
哲
学
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（Ich-philosophie

）
が
生
れ
た
。
自
我
を
自
我
な
ら
ぬ
す
べ
て
の
も
の
に
対
立
さ
せ
る
こ
と
は
カ
ン
ト
に
よ
っ
て

な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
自
我
は
も
は
や
な
ん
ら
か
の
実
体
（Substanz

）
で
は
な
く
、
主
観
（Subjekt

）
で
あ
る
。

主
観
に
対
す
る
も
の
は
客
観
（O

bjekt

）
で
あ
る
。
自
我
は
あ
ら
ゆ
る
意
味
で
客
観
な
ら
ぬ
も
の
、
却
っ
て
あ
ら

ゆ
る
客
観
の
根
柢
で
あ
る
。

カ
ン
ト
の
認
識
論
の
中
心
問
題
は
、
如
何
に
し
て
認
識
が
対
象
ま
た
は
客
観
に
関
係
し
、
対
象
性
或
い
は
客
観

性
を
得
る
か
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
次
の
二
つ
の
前
提
の
も
と
に
お
い
て
は
い
ず
れ
も

不
可
能
で
あ
る
。
第
一
に
、
も
し
対
象
が
主
観
の
外
に
そ
れ
自
体
に
お
い
て
独
立
に
存
在
し
、
我
々
の
認
識
が
た

だ
こ
れ
に
従
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
我
々
の
認
識
は
到
底
対
象
性
を
も
つ
こ
と
が
で
き
な
い
。

な
ぜ
な
ら
こ
の
場
合
認
識
は
対
象
の
模
写
を
意
味
す
る
ほ
か
な
く
、
し
か
る
に
主
観
に
お
け
る
摸
写
が
客
観
そ
の

も
の
と
一
致
し
て
い
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
を
確
か
め
得
る
と
こ
ろ
の
基
準
は
こ
の
と
き
見
出
さ
れ
な
い
。
我
々

は
単
に
表
象
と
表
象
と
を
比
較
し
て
そ
の
間
の
一
致
ま
た
は
不
一
致
を
い
い
得
る
の
み
で
あ
る
。
ひ
と
つ
の
表
象

と
物
そ
の
も
の
と
を
比
較
す
る
こ
と
は
、
物
そ
の
も
の
が
ま
た
ひ
と
つ
の
表
象
で
な
い
限
り
不
可
能
で
あ
ろ
う
。

第
二
に
、
も
し
我
々
の
認
識
が
す
べ
て
経
験
か
ら
（a posteriori
）
来
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
我
々
の
認
識

は
対
象
性
或
い
は
客
観
性
を
も
つ
こ
と
が
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
経
験
は
単
に
然
か
あ
る
と
い
う
こ
と
を
そ
の
場
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合
に
つ
い
て
教
え
得
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
必
ず
然
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
を
示
し
得

な
い
。
即
ち
た
だ
経
験
に
の
み
も
と
づ
く
認
識
は
蓋
然
性
を
有
し
得
る
に
と
ど
ま
り
、
普
遍
性
と
必
然
性
と
を
有

し
得
な
い
。
し
か
る
に
認
識
の
対
象
性
或
い
は
客
観
性
は
そ
の
普
遍
性
と
必
然
性
と
を
意
味
し
て
い
る
。
か
よ
う

に
し
て
カ
ン
ト
の
認
識
論
は
右
の
二
つ
の
前
提
を
く
つ
が
え
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

綜
合
の
概
念
は
カ
ン
ト
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
意
味
を
有
す
る
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。
綜
合
と
は
多
様
の
統
一

を
い
う
。
既
に
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
モ
ナ
ド
を
多
様
の
統
一
と
し
て
規
定
し
た
。
各
々
の
モ
ナ
ド
は
そ
の
あ
ら
ゆ
る

状
態
に
お
い
て
、
一
切
の
爾
余
の
も
の
を
表
象
し
、
そ
し
て
表
象
の
本
質
に
は
つ
ね
に
多
様
の
統
一
化
が
属
し
て

い
る
。
カ
ン
ト
に
お
い
て
も
認
識
と
は
多
様
の
統
一
で
あ
る
。
そ
の
統
一
に
お
い
て
統
一
さ
れ
る
多
様
は
感
覚
の

多
様
で
あ
る
。
こ
れ
は
認
識
の
内
容
を
な
す
も
の
で
あ
っ
て
、
感
性
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
。
認
識
の
内
容
に
対

し
て
こ
の
内
容
を
一
定
の
関
係
に
秩
序
づ
け
て
統
一
す
る
に
は
統
一
の
形
式
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で

カ
ン
ト
に
よ
る
と
、
感
覚
内
容
が
与
え
ら
れ
る
と
き
、
こ
の
も
の
は
既
に
一
定
の
形
式
に
お
い
て
与
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
直
観
に
は
直
観
の
形
式
が
あ
る
。
空
間
と
時
間
と
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
も
の
は
物
に
具
わ
っ
て

い
る
性
質
で
は
な
い
、
従
っ
て
経
験
的
直
観
に
も
と
づ
く
も
の
で
は
な
い
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
空
間
が
つ
ね
に
物

体
の
知
覚
に
お
い
て
現
れ
る
こ
と
を
知
っ
た
が
、
彼
は
デ
カ
ル
ト
な
ど
の
よ
う
に
空
間
ま
た
は
延
長
を
物
体
そ
の
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も
の
と
同
一
視
し
な
か
っ
た
。
物
体
の
実
体
は
彼
に
と
っ
て
む
し
ろ
力
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
彼
は
合
理
的
な
、
明

晰
且
つ
判
明
な
認
識
は
物
体
を
力
と
し
て
把
握
す
る
に
反
し
て
、
闇
冥
に
し
て
混
雑
せ
る
、
感
性
的
な
認
識
は
そ

れ
を
空
間
と
し
て
把
握
す
る
と
考
え
た
。
空
間
は
実
体
で
は
な
く
、
む
し
ろ
心
に
お
け
る
存
在
（ens m

entale

）

と
し
て
現
象
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、諸
実
体
の
力
の
生
産
物
と
し
て
よ
く
基
礎
附
け
ら
れ
た
現
象
（phaenom

enon 

bene fundatum

）
で
あ
る
。
時
間
に
つ
い
て
も
同
様
に
い
わ
れ
得
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
物
体
の
こ
の
空
間
的
な
現

象
の
仕
方
に
関
係
す
る
と
こ
ろ
の
力
学
の
諸
法
則
は
な
ん
ら
合
理
的
な
、
幾
何
学
的
な
真
理
で
な
く
、
却
っ
て
偶

然
的
な
、
事
実
的
な
真
理
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
帰
結
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
カ
ン
ト
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
よ
う
に

考
え
て
は
算
術
、
幾
何
学
、
力
学
な
ど
の
認
識
の
普
遍
性
と
必
然
性
と
の
根
拠
は
明
ら
か
に
さ
れ
得
な
い
こ
と
を

知
っ
た
。
空
間
及
び
時
間
は
経
験
的
直
観
で
は
な
く
て
純
粋
直
観
（reine A

nschauung

）
で
あ
る
と
彼
は
い
う
。

そ
の
意
味
は
そ
れ
ら
が
直
観
の
形
式
と
し
て
先
験
的
（a priori

）
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て

認
識
の
内
容
と
な
る
直
観
そ
の
も
の
が
既
に
カ
ン
ト
に
お
い
て
は
ひ
と
つ
の
綜
合
概
念
で
あ
る
と
見
る
こ
と
も
で

き
る
。
即
ち
そ
れ
は
二
つ
の
全
く
相
異
な
る
要
素
、
感
覚
素
材
と
こ
れ
を
結
合
す
る
時
間
並
び
に
空
間
の
形
式
、

一
は
経
験
的
な
も
の
、
他
は
先
験
的
な
も
の
か
ら
成
立
っ
て
い
る
。

カ
ン
ト
に
よ
る
と
認
識
は
本
来
論
理
的
な
も
の
即
ち
判
断
で
あ
る
。
判
断
は
思
惟
ま
た
は
悟
性
の
作
用
に
も
と
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づ
く
。
カ
ン
ト
は
、
我
々
が
直
観
の
多
様
の
う
ち
に
綜
合
的
統
一
を
作
り
出
す
と
き
、
我
々
は
対
象
を
認
識
す
る
、

と
い
っ
て
い
る
。
判
断
の
能
力
で
あ
る
悟
性
が
か
よ
う
な
統
一
を
作
り
出
す
の
で
あ
る
。
こ
の
統
一
に
お
い
て
統

一
さ
れ
る
も
の
即
ち
認
識
の
内
容
は
思
惟
み
ず
か
ら
の
作
り
出
す
も
の
で
は
な
く
、
直
観
に
俟
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。

し
か
し
直
観
の
み
で
は
認
識
の
内
容
が
与
え
ら
れ
る
の
み
で
あ
っ
て
、
認
識
は
な
い
。
認
識
は
こ
の
内
容
が
悟
性

の
形
式
に
よ
っ
て
統
一
さ
れ
た
と
き
初
め
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
カ
ン
ト
の
有
名
な
言
葉
が
あ
る
、
内

容
な
き
思
想
は
空
虚
で
あ
り
、
概
念
な
き
直
観
は
盲
目
で
あ
る
、
と
。
直
観
の
多
様
を
綜
合
的
統
一
に
お
い
て
思

惟
す
る
悟
性
の
諸
形
式
を
カ
ン
ト
は
純
粋
悟
性
概
念
（reine Verstandesbegriffe

）
或
い
は
範
疇
（K

ategorien

）

と
呼
ん
で
い
る
。
こ
の
も
の
は
先
験
的
な
も
の
で
あ
る
。
も
し
そ
う
で
な
い
な
ら
ば
、
我
々
の
認
識
の
客
観
性
即

ち
普
遍
性
と
必
然
性
と
は
保
証
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
こ
に
我
々
は
経
験
論
に
い
う
経
験
と
は
根
本
的
に

異
な
る
と
こ
ろ
の
カ
ン
ト
に
お
け
る
経
験
の
概
念
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
カ
ン
ト
の
認
識
論
の

中
心
問
題
も
経
験
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
い
う
、
経
験
一
般
の
可
能
性
の
諸
条
件
は
同
時
に
経
験
の
諸

対
象
の
可
能
性
の
諸
条
件
で
あ
る
、
と
。
カ
ン
ト
理
論
哲
学
の
核
心
を
な
す
こ
の
命
題
は
、
存
在
の
諸
条
件
と
認

識
の
諸
条
件
と
が
相
互
に
一
致
す
る
と
い
う
こ
と
を
言
い
表
し
て
い
る
。こ
れ
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

カ
ン
ト
は
知
覚
判
断（W

ahrnehm
ungsurteile

）と
経
験
判
断（Erfahrungsurteile

）と
を
区
別
し
た
こ
と
が
あ
る
。
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知
覚
判
断
と
い
う
の
は
た
だ
諸
感
覚
の
空
間
的
時
間
的
関
係
が
個
人
の
意
識
に
と
っ
て
言
い
表
さ
れ
る
と
こ
ろ
の

判
断
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
経
験
判
断
は
こ
の
よ
う
な
関
係
を
客
観
的
な
も
の
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
認
識
す
る

意
識
に
と
っ
て
妥
当
す
る
も
の
と
し
て
、
言
い
換
え
る
と
、
対
象
の
う
ち
に
与
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
主
張
す
る

と
こ
ろ
の
判
断
で
あ
る
。
両
者
の
認
識
論
的
相
違
は
、
経
験
判
断
に
お
い
て
は
諸
感
覚
の
空
間
的
或
い
は
時
間
的

関
係
が
範
疇
に
よ
っ
て
、
即
ち
概
念
的
な
聯
関
に
よ
っ
て
規
則
附
け
ら
れ
、
基
礎
附
け
ら
れ
て
お
り
、
し
か
る
に

知
覚
判
断
に
は
こ
の
こ
と
が
な
い
の
に
よ
る
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
例
え
ば
、
二
つ
の
感
覚
の
継
起
は
、
そ

の
一
が
他
の
原
因
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
基
礎
附
け
ら
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
思
惟
さ
れ
る
と
き
、
対
象

的
と
な
り
、
客
観
的
或
い
は
普
遍
妥
当
的
と
な
る
。
と
こ
ろ
で
因
果
の
概
念
は
範
疇
の
一
つ
で
あ
る
。
諸
感
覚
の

あ
ら
ゆ
る
個
々
の
空
間
的
時
間
的
綜
合
態
は
こ
の
よ
う
な
悟
性
の
形
式
に
よ
っ
て
規
則
的
に
結
合
さ
れ
る
と
き
初

め
て
対
象
と
な
る
。
経
験
の
対
象
は
思
惟
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
対
象
の
経
験
或
い

は
認
識
は
可
能
で
あ
る
。
我
々
の
概
念
的
綜
合
の
諸
形
式
が
自
然
そ
の
も
の
を
規
定
し
て
そ
れ
を
初
め
て
自
然
と

し
て
成
立
さ
せ
る
諸
条
件
で
あ
る
故
に
、
自
然
に
つ
い
て
の
我
々
の
普
遍
的
に
し
て
必
然
的
な
認
識
は
可
能
で
あ

る
。
我
々
の
認
識
が
対
象
に
従
う
の
で
な
く
、
対
象
が
我
々
の
認
識
に
従
う
の
で
あ
る
、
と
カ
ン
ト
は
い
っ
て
い

る
。
か
よ
う
に
し
て
す
ぐ
れ
た
意
味
で
の
経
験
は
、
諸
感
覚
の
空
間
的
時
間
的
綜
合
が
悟
性
の
形
式
に
よ
っ
て
規
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認
識
論

定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
体
系
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
に
経
験
的
対
象
界
を
構
成
す
る
と
考
え
ら
れ
る
意
識
は
個
人
的
な
意
識
で
あ
る
こ
と
が
で

き
な
い
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
認
識
は
対
象
性
即
ち
普
遍
性
と
必
然
性
と
を
も
つ
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ

る
。
カ
ン
ト
は
そ
の
よ
う
な
意
識
を
意
識
一
般
（B

ew
usstsein überhaupt

）
と
称
し
て
い
る
。
こ
れ
は
自
我
と

も
呼
ば
れ
、
超
個
人
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
自
我
の
概
念
は
人
間
の
存
在
に
つ
い
て
の
一
定
の
解
釈
の

仕
方
を
予
想
し
て
成
立
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ル
タ
ー
の
宗
教
改
革
の
精
神
の
上
に
立
っ
て
い
る
も
の
と
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
。
ル
タ
ー
は
神
を
人
格
の
最
も
内
面
に
お
い
て
見
出
し
た
。
人
間
が
神
と
自
由
に
、
密
接
に
交

通
し
得
る
の
は
彼
の
人
格
の
核
心
に
お
い
て
で
あ
る
。
ひ
と
は
神
を
外
に
求
む
べ
き
で
は
な
く
、
自
己
の
う
ち
に

求
む
べ
き
で
あ
る
。
自
己
の
精
神
の
う
ち
に
神
は
宿
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
個
人
の
本
質
を
か
く
の
如
く
神
的
な

超
個
人
的
な
も
の
と
し
て
把
握
す
る
と
き
、
自
我
は
初
め
て
対
象
界
の
構
成
者
と
看
做
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
で

あ
ろ
う
。
尤も
っ
とも

カ
ン
ト
の
自
我
は
直
ち
に
神
と
同
一
視
さ
る
べ
き
で
は
な
い
。
人
間
的
認
識
の
唯
一
の
対
象
は
彼

に
と
っ
て
経
験
で
あ
る
。
経
験
を
超
越
す
る
と
こ
ろ
の
物
自
体
（D

ing an sich

）
の
認
識
は
我
々
に
と
っ
て
は

不
可
能
で
あ
る
。
蓋
し
認
識
は
い
つ
で
も
内
容
と
形
式
と
の
綜
合
で
あ
っ
て
、
形
式
は
思
惟
の
自
発
的
な
活
動
に

属
す
る
け
れ
ど
も
、
内
容
は
思
惟
み
ず
か
ら
の
生
産
す
る
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
思
惟
は
こ
れ
を
直
観
に
仰
が
ね
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ば
な
ら
ぬ
。
し
か
る
に
直
観
は
我
々
に
お
い
て
た
だ
受
容
的
感
性
的
で
あ
る
。
い
ま
も
し
感
性
的
な
ら
ぬ
種
類
の

直
観
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
も
の
に
と
っ
て
は
範
疇
の
助
け
に
よ
っ
て
ま
た
他
の
種
類
の
諸
対
象
が
存
在
す
る

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
か
か
る
人
間
的
な
ら
ぬ
直
観
の
諸
対
象
は
、
こ
の
直
観
が
ま
た
与
え
ら
れ
た
感
覚
諸

内
容
を
な
ん
ら
か
の
仕
方
で
秩
序
づ
け
る
に
と
ど
ま
る
如
き
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
物
自
体
で
は
な
く
、
ど
こ

ま
で
も
単
に
現
象
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
も
し
受
容
的
な
ら
ぬ
種
類
の
直
観
、
そ
れ
故
に
単
に
形
式
ば
か

り
で
な
く
、
内
容
を
も
綜
合
的
に
生
産
す
る
よ
う
な
直
観
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
と
き
直
観
の
諸
対
象
は
も
は

や
現
象
で
は
な
く
、
物
自
体
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
か
く
の
如
き
能
力
は
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
知
的
直
観

（intellektuelle A
nschauung

）
或
い
は
直
観
的
悟
性
（intuitiver Verstand

）
と
名
附
け
ら
れ
た
。
そ
れ
は
人
間

に
お
い
て
は
分
離
し
て
現
れ
る
と
こ
ろ
の
二
つ
の
認
識
力
、
感
性
と
悟
性
と
の
統
一
で
あ
る
。
知
的
直
観
は
人
間

の
も
の
で
は
な
く
、た
だ
神
の
も
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
感
性
と
悟
性
と
は
人
間
に
お
い
て
分
れ
て
い
る
に
せ
よ
、

さ
き
に
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
両
者
は
こ
こ
で
も
互
い
に
他
を
指
し
示
し
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
隠
さ
れ
た
共

通
の
根
源
を
暗
示
し
て
い
る
。
か
よ
う
に
し
て
カ
ン
ト
に
と
っ
て
も
、
既
に
プ
ラ
ト
ン
や
デ
カ
ル
ト
な
ど
に
つ
い

て
述
べ
て
お
い
た
如
く
、
人
間
は
一
個
の
中
間
的
存
在
で
あ
る
。
人
間
は
叡
智
的
な
も
の
と
感
性
的
な
も
の
と
の

中
間
者
で
あ
る
。
た
だ
カ
ン
ト
に
お
い
て
は
神
は
深
く
内
面
化
さ
れ
て
い
る
。
人
間
を
神
そ
の
も
の
の
位
置
に
ま



五
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論

で
進
め
た
の
は
、
或
い
は
神
そ
の
も
の
を
自
我
と
し
て
、
絶
対
的
自
我
と
し
て
敢
て
把
握
す
る
に
至
っ
た
の
は
、

フ
ィ
ヒ
テ
や
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
で
あ
っ
た
。
か
く
て
彼
等
に
お
い
て
は
、
カ
ン
ト
の
ば
あ
い
人
間
的
認
識
の
限
界

の
外
に
お
か
れ
た
物
自
体
は
も
は
や
解
消
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
で
き
た
。
彼
等
の
哲
学
は
、
一
言
で
い
う
と
、

知
的
直
観
乃
至
直
観
的
悟
性
の
哲
学
で
あ
る
。

カ
ン
ト
の
哲
学
は
現
代
に
対
し
て
最
も
決
定
的
な
影
響
を
与
え
た
。
新
カ
ン
ト
学
派
の
有
力
な
諸
傾
向
は
そ
れ

を
主
と
し
て
認
識
論
上
の
論
理
主
義
（Logizism

us

）
の
意
味
に
徹
底
し
て
解
釈
し
て
自
己
の
哲
学
を
立
て
よ
う

と
し
た
。
い
ま
か
か
る
哲
学
の
帰
結
を
ひ
と
つ
の
例
を
も
っ
て
示
し
て
お
こ
う
。
前
に
い
っ
た
よ
う
に
、
リ
ッ
カ

ー
ト
は
認
識
の
対
象
を
価
値
で
あ
る
と
看
做
し
た
。
カ
ン
ト
に
お
い
て
は
認
識
の
対
象
は
ど
こ
ま
で
も
経
験
で
あ

り
、
従
っ
て
存
在
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
リ
ッ
カ
ー
ト
は
存
在
の
概
念
を
全
く
ぬ
き
に
し
て
認
識
の
対
象
を
規
定

す
る
。
カ
ン
ト
の
い
う
認
識
の
対
象
性
は
、
一
方
そ
し
て
根
源
的
に
は
、
認
識
は
存
在
と
し
て
の
対
象
に
関
係
す

る
と
い
う
こ
と
を
、
そ
し
て
他
方
そ
の
論
理
的
意
味
と
し
て
認
識
の
普
遍
性
と
必
然
性
と
を
意
味
し
た
。
従
っ
て

そ
れ
は
単
に
論
理
的
な
意
味
の
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
存
在
論
的
な
（ontologisch

）、
む
し
ろ
論
理
的
・
存
在

論
的
な
（logisch-ontologisch

）
意
味
の
も
の
で
あ
っ
た
。
カ
ン
ト
が
自
己
の
哲
学
的
立
場
を
名
附
け
た
と
こ
ろ

の
先
験
哲
学
（transzendentale Philosophie

）
と
い
う
語
は
、
根
源
的
に
は
ギ
リ
シ
ア
語
の ontologia

（
存
在
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論
）
の
ラ
テ
ン
語
訳
な
る philosophia transcendentalis 

と
関
係
し
て
い
る
。
し
か
る
に
リ
ッ
カ
ー
ト
は
対
象
性

と
い
う
も
の
を
全
く
論
理
的
な
意
味
に
解
す
る
。
そ
し
て
主
観
の
概
念
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
行
わ
れ
る
。
リ

ッ
カ
ー
ト
は
主
観
の
概
念
を
三
様
に
区
別
し
て
い
る
。
こ
れ
に
客
観
の
三
様
の
概
念
が
相
応
す
る
。
第
一
に
、我
々

は
普
通
に
外
界
を
客
観
と
看
做
し
て
い
る
。
外
界
と
は
、
我
々
の
理
解
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
自
己
以
外
の
空
間
中

に
あ
る
世
界
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
こ
の
外
界
に
対
立
さ
せ
ら
れ
る
も
の
は
我
々
の
身
体
で
あ
る
。
こ
こ
に
い
う

身
体
は
、
そ
の
中
に
は
た
ら
く
と
考
え
ら
れ
る
精
神
を
も
含
め
て
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
の
場
合
に
は

我
々
の
精
神
を
も
包
括
す
る
身
体
が
主
観
で
あ
り
、
こ
の
身
体
を
囲
繞
す
る
空
間
的
世
界
が
客
観
と
な
る
。
第
二

に
、
更
に
身
体
と
、
こ
れ
を
我
々
に
意
識
さ
せ
る
表
象
と
を
区
別
し
て
み
る
と
、
我
々
の
身
体
も
ま
た
外
界
に
数

え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
く
て
自
己
の
意
識
か
ら
独
立
に
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
一
切
の
も
の
、
即
ち
全

体
の
物
理
的
世
界
及
び
す
べ
て
他
人
の
精
神
生
活
な
ど
は
外
界
に
含
め
得
る
。
こ
の
場
合
外
界
に
属
し
な
い
も
の

と
見
ら
れ
る
の
は
自
己
の
精
神
的
自
我
が
あ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
の
と
き
自
己
の
意
識
と
そ
の
内
容
と
が
主
観

と
な
り
、
客
観
と
は
自
己
の
意
識
内
容
以
外
の
、
或
い
は
意
識
そ
の
も
の
以
外
の
す
べ
て
で
あ
る
。
第
三
に
、
更

に
第
二
の
場
合
に
お
い
て
主
観
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
も
の
を
主
観
と
客
観
と
に
分
析
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
こ
に
い
う
客
観
と
は
自
己
の
意
識
内
容
、
即
ち
自
己
の
表
象
、
知
覚
、
感
情
或
い
は
意
欲
等
の
も
の
で
あ
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り
、
こ
の
内
容
を
意
識
す
る
も
の
が
主
観
と
な
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
リ
ッ
カ
ー
ト
は
真
に
認
識
主
観
と
考
え

ら
る
べ
き
は
第
三
の
も
の
を
ど
こ
ま
で
も
推
し
進
め
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
し
た
。
そ
れ
は
客
観
と
な
し

得
る
も
の
は
尽
く
こ
れ
を
客
観
と
な
し
、
如
何
に
し
て
も
客
観
と
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
最
後
の
主
観
で
あ
る
。

そ
れ
は
如
何
な
る
意
味
で
も
存
在
で
な
く
、む
し
ろ
単
に
一
の
概
念
、一
の
限
界
概
念
（G

renzbegriff

）
で
あ
る
。

リ
ッ
カ
ー
ト
は
カ
ン
ト
の
意
識
一
般
を
か
く
解
し
た
。
そ
れ
は
純
粋
に
論
理
的
主
観
で
あ
り
、
リ
ッ
カ
ー
ト
に
よ

っ
て
判
断
意
識
一
般
（das urteilende B

ew
usstsein überhaupt

）
と
し
て
規
定
さ
れ
る
。
我
々
は
こ
こ
に
カ
ン

ト
に
お
け
る
自
我
の
内
面
性
或
い
は
精
神
性
が
全
く
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
の
を
見
出
す
の
で
あ
る
。

つ
い
で
な
が
ら
我
々
は
カ
ン
ト
の
自
我
或
い
は
意
識
一
般
を
フ
ッ
サ
ー
ル
の
い
う
純
粋
意
識
の
如
く
解
す
る
こ

と
を
避
け
ね
ば
な
ら
ぬ
。
純
粋
意
識
は
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
い
て
超
個
人
的
な
も
の
で
な
く
、
ま
た
全
く
形
式
的
な

も
の
で
も
な
く
、
内
容
に
充
て
る
個
人
的
主
観
性
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
に
よ
る
と
、
世
界
の
客
観
性
は
か
か
る
純

粋
意
識
の
た
だ
一
個
に
よ
っ
て
還
元
し
尽
す
こ
と
は
で
き
ぬ
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
残
り
な
く
還
元
す
る
に
は

多
数
の
主
観
の
共
同
的
還
元
に
俟
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
か
る
多
数
主
観
へ
の
還
元
を
フ
ッ
サ
ー
ル
は
間
主

観
的
還
元（intersubjektive R

eduktion

）と
称
し
て
い
る
。
な
お
カ
ン
ト
と
の
差
異
は
次
の
点
に
も
認
め
ら
れ
る
。

フ
ッ
サ
ー
ル
の
説
は
も
と
知
覚
説
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
カ
ン
ト
は
認
識
は
判
断
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
こ
で



五
五

四
　
認
識
と
生

前
者
に
お
い
て
は
純
粋
な
受
動
性
が
、
後
者
に
お
い
て
は
む
し
ろ
純
粋
な
能
動
性
が
重
ん
じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た

こ
の
こ
と
と
関
係
し
て
、
前
者
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
主
と
し
て
、
あ
の
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
区
別
に

従
え
ば
、
永
久
真
理
の
世
界
で
あ
る
に
反
し
て
、
後
者
に
お
い
て
は
む
し
ろ
事
実
真
理
の
世
界
が
問
題
と
な
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。カ
ン
ト
の
関
心
は
事
実
真
理
の
普
遍
性
と
必
然
性
と
を
基
礎
附
け
る
こ
と
に
存
し
た
の
で
あ
る
。

フ
ッ
サ
ー
ル
で
は
永
遠
な
本
質
存
在
（Sosein

）
が
問
題
で
あ
る
に
対
し
て
、
カ
ン
ト
で
は
経
験
的
な
現
実
存
在

（D
asein

）
が
問
題
で
あ
っ
た
。

四　

認
識
と
生

我
々
は
認
識
に
関
す
る
諸
理
論
が
一
定
の
構
造
を
示
し
て
い
る
の
を
見
て
き
た
。
ど
の
よ
う
な
存
在
が
問
題
と

な
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
、
ど
の
よ
う
な
心
的
作
用
が
そ
の
認
識
に
と
っ
て
根
源
的
と
考
え
ら
れ
る
か
と
い

う
こ
と
が
相
応
し
て
い
る
。
更
に
そ
れ
ら
の
こ
と
に
認
識
そ
の
も
の
の
理
念
が
相
応
し
て
い
る
。
例
え
ば
知
覚
説

に
お
い
て
は
真
理
の
概
念
に
と
っ
て
明
証
の
概
念
が
決
定
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
る
に
ど
の
よ
う
な
存

在
が
問
題
に
な
る
か
と
い
う
こ
と
は
人
間
が
ど
の
よ
う
な
態
度
に
現
実
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に

よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
例
え
ば
実
践
的
な
態
度
に
と
っ
て
は
主
と
し
て
時
間
的
空
間
的
に
限
定
さ
れ
た
存
在
が
問
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題
に
な
る
。
こ
れ
に
反
し
て
観
想
的
な
態
度
に
と
っ
て
は
空
間
や
時
間
を
超
越
す
る
本
質
ま
た
は
イ
デ
ア
が
主
と

し
て
関
心
さ
れ
る
。
な
お
我
々
は
認
識
の
理
論
で
さ
え
も
絶
え
ず
そ
の
根
柢
に
人
間
の
存
在
に
つ
い
て
の
一
定
の

解
釈
即
ち
一
定
の
人
間
学
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
注
意
し
て
お
い
た
。
こ
こ
で
は
先
ず
こ
の
こ
と
に
多
少

立
入
っ
て
み
よ
う
。

あ
ら
ゆ
る
理
論
は
、
従
っ
て
最
も
無
前
提
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
認
識
理
論
で
さ
え
も
が
、
つ
ね
に
人
間
の

自
己
解
釈
の
一
定
の
仕
方
を
そ
の
基
礎
に
含
ん
で
い
る
。
こ
の
も
の
は
い
わ
ば
自
明
の
前
提
と
し
て
、
多
く
の
場

合
無
意
志
的
に
、
す
べ
て
の
理
論
の
根
柢
に
横
た
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
間
は
彼
等
の
歴
史
に
お
い
て
種
々

の
仕
方
で
自
己
の
本
質
を
解
釈
し
て
き
た
。
そ
の
う
ち
二
つ
の
も
の
は
特
に
重
要
で
あ
る
。
我
々
は
そ
の
一
を
理

性
人
間
（hom

o rationalis

）
の
人
間
学
と
、
他
を
制
作
人
間
（hom

o faber

）
の
人
間
学
と
名
附
け
る
こ
と
が
で

き
よ
う
。こ
れ
ら
二
つ
の
人
間
学
の
対
立
は
認
識
理
論
に
と
っ
て
も
決
定
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

理
性
人
間
の
人
間
学
は
も
と
ギ
リ
シ
ア
市
民
の
発
見
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
間
の
本
質
を
ヌ
ー
ス
或
い

は
ロ
ゴ
ス
と
見
る
思
想
で
あ
る
。
そ
れ
は
ア
ナ
ク
サ
ゴ
ラ
ス
、
プ
ラ
ト
ン
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
な
ど
に
よ
っ
て
概

念
的
に
、
哲
学
的
に
形
作
り
上
げ
ら
れ
た
。
後
に
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
と
同
化
し
、
か
く
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
思
想

を
永
い
間
、
強
力
に
支
配
す
る
に
到
っ
た
。
こ
の
人
間
学
は
人
間
と
動
物
一
般
と
を
決
定
的
に
区
別
す
る
。
し
か
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し
そ
れ
は
人
間
と
動
物
と
を
比
較
し
て
、
そ
の
形
態
学
的
、
生
物
学
的
乃
至
心
理
学
的
特
徴
を
取
り
出
し
、
こ
れ

に
よ
っ
て
両
者
を
区
別
す
る
と
い
う
如
き
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。そ
の
区
別
は
む
し
ろ
先
験
的
に
行
わ
れ
る
。

そ
れ
は
既
に
前
提
さ
れ
た
神
の
思
想
、
及
び
人
間
の
神
へ
の
相
似
（G

ottebenbildlichkeit des M
enschen

）
の

説
の
帰
結
で
あ
る
。
生
物
学
的
に
は
ギ
リ
シ
ア
人
は
種
の
不
変
を
信
じ
た
。
不
変
な
人
間
を
人
間
た
ら
し
め
て
い

る
も
の
を
彼
等
は
人
間
の
形
相
（eidos

）
と
考
え
、
こ
れ
は
永
遠
な
ロ
ゴ
ス
と
解
せ
ら
れ
た
。
人
間
に
お
け
る

ヌ
ー
ス
（
理
牲
）
は
、
こ
の
世
界
を
動
か
し
、
そ
の
秩
序
を
作
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
神
的
な
ヌ
ー
ス
の
ひ
と
つ
の

部
分
機
能
で
あ
る
。
い
ま
我
々
は
こ
の
よ
う
な
人
間
学
の
主
要
思
想
を
次
の
よ
う
に
纏
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
、

人
間
は
自
然
の
如
何
な
る
も
の
も
有
せ
ぬ
神
的
な
力
を
み
ず
か
ら
の
う
ち
に
具
え
て
い
る
。
人
間
は
理
性
に
よ
っ

て
他
の
す
べ
て
の
も
の
か
ら
自
己
を
区
別
す
る
。
二
、人
間
に
お
け
る
こ
の
力
は
、世
界
を
世
界
に
、コ
ス
モ
ス（
秩

序
あ
る
世
界
）
に
永
遠
に
形
作
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
力
と
、
存
在
論
的
に
、
或
い
は
そ
の
原
理
に
お
い
て
、
同
一

の
も
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
そ
れ
故
に
人
間
に
お
け
る
こ
の
力
こ
そ
ま
た
世
界
の
認
識
の
た
め
に
真
実
に
適
応
せ
る

力
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
三
、
ロ
ゴ
ス
即
ち
人
間
理
性
と
し
て
の
こ
の
力
は
、
人
間
が
動
物
と
共
通
に
具
え
て

い
る
と
こ
ろ
の
衝
動
や
感
性
の
助
け
を
借
り
る
こ
と
な
し
に
、
自
己
の
イ
デ
ア
的
な
諸
内
容
を
実
現
し
得
る
力
を

有
し
て
い
る
。
四
、
こ
の
力
は
歴
史
を
超
越
し
、
民
族
と
か
身
分
と
か
の
別
な
く
、
つ
ね
に
恒
常
で
あ
る
。
そ
れ
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は
絶
対
に
不
変
で
あ
る
。

こ
の
人
間
学
は
、
デ
カ
ル
ト
、
ス
ピ
ノ
ザ
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
、
カ
ン
ト
、
そ
の
他
に
お
い
て
、
そ
の
思
想
の
差

異
に
も
拘
ら
ず
、
根
本
で
は
す
べ
て
同
じ
で
あ
る
。
右
の
四
つ
の
点
の
う
ち
た
だ
一
つ
に
つ
い
て
ヘ
ー
ゲ
ル
が
変

革
を
行
っ
た
。
他
の
三
つ
の
点
で
は
ヘ
ー
ゲ
ル
も
同
じ
思
想
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
む
し
ろ
彼
は
人
間
的
理

性
と
神
的
理
性
と
の
同
一
を
説
く
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
の
諸
点
を
極
端
に
ま
で
押
し
進
め
た
の
で
あ
る
。
ヘ
ー

ゲ
ル
は
理
性
の
歴
史
を
超
越
す
る
恒
常
性
を
否
定
し
た
。
理
性
そ
の
も
の
が
歴
史
を
有
し
、
歴
史
に
お
い
て
発
展

す
る
。
理
性
は
動
か
ぬ
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
運
動
と
変
化
が
そ
の
本
質
に
属
し
て
い
る
。
こ
れ
は
理
性
人
間
の

人
間
学
の
内
部
に
お
け
る
極
め
て
重
要
な
、
決
し
て
見
遁
し
て
は
な
ら
ぬ
変
革
で
あ
る
。
歴
史
の
概
念
が
こ
こ
に

お
い
て
最
も
強
力
な
基
礎
の
上
に
お
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

第
二
の
人
間
学
即
ち
制
作
人
間
の
人
間
学
は
、
比
較
的
新
し
い
誕
生
の
も
の
で
あ
る
。
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
種
の
変

化
の
学
説
が
こ
れ
に
対
し
て
顕
著
な
影
響
を
与
え
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
人
間
学
は
人
間
と
動
物
と
の

間
に
本
質
的
な
差
別
を
認
め
な
い
。
人
間
も
ひ
と
つ
の
特
殊
な
動
物
の
種
類
で
あ
っ
て
、
両
者
の
間
に
は
単
に

程
度
上
の
差
異
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
人
間
の
う
ち
に
は
他
の
一
切
の
生
物
に
お
け
る
と
同
様
の
諸
要
素
、
諸

力
、
諸
法
則
が
は
た
ら
き
、
た
だ
一
層
複
雑
な
組
織
形
態
を
と
っ
て
い
る
ま
で
で
あ
る
。
理
性
と
い
わ
れ
る
も
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の
も
な
ん
ら
形
而
上
学
的
根
源
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
な
ん
ら
自
律
的
な
法
則
性
で
は
な
く
、
す
で
に
類
人

猿
に
お
い
て
も
見
出
さ
れ
る
高
等
な
心
理
作
用
の
一
層
発
達
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
技
術
的
知
性
（technische 

Intelligenz

）
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
技
術
的
知
性
と
い
う
の
は
環
境
的
世
界
の
構
造
の
予
料
に
よ
っ
て
新

し
い
状
況
に
活
動
的
に
適
応
す
る
能
力
で
あ
る
。
こ
の
技
術
的
知
性
に
は
神
経
系
統
の
諸
機
能
が
一
義
的
に
相
応

し
て
い
る
。
我
々
の
認
識
と
い
う
も
の
は
有
機
体
に
お
け
る
刺
戟
と
そ
の
反
応
と
の
間
に
絶
え
ず
一
層
豊
富
に
入

り
込
ん
で
来
る
と
こ
ろ
の
形
象
系
列
に
ほ
か
な
ら
ず
、
従
っ
て
ま
た
我
々
の
認
識
と
い
う
も
の
は
活
動
の
た
め

に
我
々
自
身
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
物
の
記
号
で
あ
る
。
認
識
に
よ
る
活
動
は
、
本
能
が
直
接
的
に
し
て
い
た
仕
事

を
間
接
的
に
、
し
か
し
一
層
効
果
的
に
な
し
遂
げ
る
と
い
う
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
ら
の
記
号
及
び
そ
の
諸
結
合

は
、
生
活
を
増
進
す
る
よ
う
な
反
応
を
惹
き
起
す
こ
と
に
成
功
す
る
と
き
真
で
あ
っ
て
、
反
対
の
場
合
は
偽
で
あ

る
。
か
く
し
て
人
間
と
は
何
か
と
い
う
問
は
、
こ
こ
で
は
次
の
よ
う
に
答
え
ら
れ
る
。
一
、
人
間
と
は
記
号
動
物

（Zeichentier

）
で
あ
る
。
か
よ
う
な
記
号
と
し
て
彼
は
特
に
言
語
を
も
っ
て
い
る
。
二
、
人
間
と
は
道
具
動
物

（W
erkzeugtier

）
で
あ
る
。
彼
は
道
具
を
作
る
動
物
で
あ
っ
て
、
記
号
、
言
語
認
識
も
ま
た
ひ
と
つ
の
、
し
か
も

最
も
精
巧
な
道
具
で
あ
る
。
三
、
人
間
と
は
脳
髄
的
存
在
（G

ehirnw
esen

）
で
あ
る
。
彼
に
お
い
て
は
他
の
動

物
と
は
格
段
の
相
違
で
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
脳
髄
の
た
め
に
費
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
人
間
学
は
極
め
て
徐
々
に
理
性
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人
間
の
人
間
学
を
破
っ
て
、
哲
学
の
方
面
で
は
と
り
わ
け
近
代
の
自
然
主
義
的
及
び
実
証
主
義
的
傾
向
の
う
ち
に

お
い
て
そ
の
基
礎
と
し
て
承
認
さ
れ
る
に
到
っ
た
。
我
々
は
い
ま
こ
の
よ
う
な
人
間
学
を
根
柢
と
し
て
い
る
認
識

理
論
に
注
意
を
向
け
よ
う
。

先
ず
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
（pragm

atism

）
に
つ
い
て
述
べ
て
お
こ
う
。
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
は
主
と
し
て
ア

メ
リ
カ
の
哲
学
で
あ
っ
て
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
が
そ
の
代
表
的
理
論
家
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
シ
ラ
ー
の
い
わ
ゆ
る
ヒ

ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
な
ど
も
こ
の
傾
向
に
属
し
て
い
る
。
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
と
い
う
言
葉
は
、
ギ
リ
シ
ア
語
の
プ
ラ

グ
マ
即
ち
行
動
を
意
味
す
る
言
葉
か
ら
派
生
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
ひ
と
つ
の
観
念
或
い
は
理
論
の
真
理
性

を
、
そ
の
論
理
的
帰
結
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
そ
の
実
践
的
帰
結
（practical consequences

）
に
よ
っ
て
判
定

し
よ
う
と
す
る
思
想
で
あ
る
。
世
界
は
一
で
あ
る
か
多
で
あ
る
か
、
決
定
さ
れ
て
い
る
か
自
由
で
あ
る
か
、
物
質

で
あ
る
か
精
神
で
あ
る
か
。
こ
の
よ
う
な
形
而
上
学
的
問
題
に
つ
い
て
の
論
争
は
終
結
す
る
こ
と
な
く
絶
え
ず
繰

り
返
さ
れ
て
い
る
。
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
は
か
く
の
如
き
場
合
そ
の
お
の
お
の
の
観
念
を
そ
れ
ぞ
れ
の
実
際
上
の

効
果
を
跡
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
釈
し
よ
う
と
試
み
る
。
他
の
観
念
で
な
く
一
の
観
念
が
真
で
あ
る
と
す
れ

ば
、
そ
れ
は
我
々
に
と
っ
て
実
際
上
ど
の
よ
う
な
差
異
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
か
。
相
容
れ
な
い
二
つ
の
観
念
が

も
し
実
践
的
帰
結
に
お
い
て
な
ん
ら
の
差
異
を
も
示
さ
な
い
と
す
れ
ば
、
両
者
は
畢
竟
同
一
の
こ
と
を
意
味
す
る
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の
で
あ
っ
て
、
そ
の
と
き
に
は
一
切
の
論
争
は
無
駄
で
あ
る
。
も
し
論
争
が
真
面
目
な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ

こ
に
或
る
実
際
上
の
差
異
が
生
じ
得
る
筈
で
あ
り
、
そ
し
て
我
々
は
そ
れ
に
よ
っ
て
い
ず
れ
の
観
念
が
正
し
い
か

を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
真
理
の
標
準
と
な
る
の
は
人
間
の
実
際
的
生
活
に
と
っ
て
の
有
用
性
（utility

）
で

あ
る
。
ひ
と
つ
の
思
想
の
意
味
を
展
開
し
よ
う
と
思
え
ば
、
我
々
は
た
だ
そ
れ
が
如
何
な
る
行
為
を
作
り
出
す
に

適
し
て
い
る
か
を
決
定
し
さ
え
す
れ
ば
よ
い
、
そ
の
行
為
が
我
々
に
と
っ
て
そ
の
思
想
の
有
す
る
唯
一
の
意
味
で

あ
る
。
物
に
つ
い
て
の
我
々
の
思
想
に
お
い
て
完
全
な
明
瞭
性
に
達
す
る
た
め
に
は
、
我
々
は
た
だ
そ
れ
が
考
え

得
べ
き
如
何
な
る
実
際
上
の
効
果
を
含
ん
で
い
る
か
を
考
え
て
み
る
こ
と
を
要
す
る
。
こ
の
よ
う
な
効
果
に
つ
い

て
の
我
々
の
観
念
が
、
苟
も
そ
れ
が
我
々
に
と
っ
て
積
極
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
限
り
、
そ
の
物
に
つ
い
て
の

我
々
の
観
念
の
全
体
で
あ
る
。
か
く
て
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
は
、
あ
の
倫
理
学
上
の
功
利
主
義
（U

tilitarism
us

）

が
効
果
の
倫
理
（Ethik des Erfolgs

）
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
効
果
の
論
理
（Logik des Erfolgs

）
で
あ
る
と

い
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
に
と
っ
て
は
認
識
は
要
す
る
に
我
々
の
行
為
の
た
め
の
道
具
に
ほ
か

な
ら
な
い
か
ら
、
そ
れ
は
ま
た
道
具
主
義
（Instrum

entalism
us

）
と
し
て
特
色
づ
け
ら
れ
る
。

プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
は
特
に
近
代
的
な
理
論
で
あ
り
、
そ
の
形
跡
は
現
代
の
種
々
の
哲
学
に
お
い
て
認
め
ら
れ

る
。
例
え
ば
フ
ラ
ン
ス
の
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
哲
学
が
ま
た
こ
の
よ
う
な
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
見
方
を
そ
の
う
ち
に
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含
ん
で
い
る
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
お
よ
そ
事
物
を
考
察
す
る
に
二
つ
の
見
方
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
第
一
の
方
法

は
物
を
外
か
ら
、
一
定
の
観
点
を
と
っ
て
見
る
。
こ
の
場
合
観
点
の
異
な
る
に
応
じ
て
そ
の
見
解
も
違
っ
て
こ
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
し
か
る
に
観
点
は
無
数
に
可
能
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
と
き
ま
た
物
に
つ
い
て
無
数
の
見
解
が
可

能
で
あ
ろ
う
。
或
る
観
点
か
ら
見
る
と
い
う
こ
と
は
、
物
を
他
と
の
関
係
に
お
い
て
見
る
こ
と
で
あ
り
、
従
っ
て

そ
の
方
法
は
分
析
の
方
法
で
あ
る
。
分
析
と
い
う
の
は
ひ
と
つ
の
物
を
他
の
物
に
よ
っ
て
言
い
表
す
こ
と
で
あ
っ

て
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
比
喩
に
よ
る
と
、
ひ
と
つ
の
翻
訳
で
あ
る
。
そ
れ
は
符
号
を
用
い
て
物
を
言
い
表
す
の
で
あ

る
。
第
二
の
方
法
は
物
を
内
か
ら
、
直
観
的
に
見
る
。
こ
の
と
き
外
面
的
な
観
点
は
悉
く
退
け
ら
れ
て
、
な
ん
ら

の
符
号
も
用
い
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
我
々
は
直
接
に
物
と
合
一
す
る
。
第
一
の
方
法
は
、
ど
の
よ
う
に
精
密
に
な

る
に
し
て
も
、即
ち
、如
何
に
多
く
の
観
点
を
次
か
ら
次
へ
と
と
り
、ま
た
如
何
に
多
く
の
符
号
を
使
う
に
し
て
も
、

要
す
る
に
物
そ
の
も
の
の
外
廓
を
廻
っ
て
い
る
ば
か
り
で
あ
っ
て
、
物
の
絶
対
的
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き

ぬ
。
ひ
と
り
第
二
の
、
直
観
の
方
法
に
よ
っ
て
の
み
我
々
は
物
そ
の
も
の
の
真
相
に
味
到
し
得
る
。
二
つ
の
方
法

の
相
違
は
ち
ょ
う
ど
或
る
町
を
種
々
の
方
面
か
ら
写
し
た
写
真
と
そ
の
町
の
実
見
と
の
相
違
で
あ
る
。
写
真
を
ど

れ
程
多
く
集
め
て
も
町
そ
の
も
の
の
真
の
知
識
は
得
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
第
一
の
方
法
は
科
学
の
用
い
る
概
念

的
方
法
で
あ
り
、
第
二
の
も
の
は
絶
対
の
学
問
た
る
哲
学
の
方
法
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
科
学
的
も
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し
く
は
概
念
的
知
識
に
つ
い
て
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
的
見
解
を
抱
い
て
い
る
。
我
々
の
知
識
は
主
と
し
て
行
為
に

と
っ
て
有
用
な
も
の
、
利
用
し
得
べ
き
も
の
の
製
作
を
目
的
と
す
る
と
看
做
さ
れ
て
い
る
。
知
性
は
道
具
、
殊
に

道
具
を
作
る
道
具
を
製
造
す
る
能
力
で
あ
る
。
概
念
的
知
識
は
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
従
え
ば
、
純
粋
に
知
る
た
め
に

知
る
の
で
は
な
い
。
我
々
の
知
力
は
つ
ね
に
或
る
利
益
の
た
め
に
、
或
る
実
際
上
の
要
求
を
満
足
さ
せ
る
た
め
に

知
ろ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
い
つ
で
も
行
為
と
の
関
係
に
お
い
て
物
を
見
て
い
る
。
そ
れ
だ
か
ら
概
念
と
い
う

も
の
は
我
々
が
物
に
対
し
て
行
為
す
る
た
め
の
一
定
の
型
で
あ
っ
て
、
我
々
の
行
為
及
び
態
度
の
種
々
の
種
類
が

あ
る
だ
け
、
そ
れ
だ
け
の
種
類
の
概
念
的
方
向
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
概
念
は
行
為
に
と
っ
て
そ
の
物

が
如
何
な
る
意
味
を
有
す
る
か
を
表
す
た
め
に
そ
の
物
に
貼
り
つ
け
ら
れ
た
レ
ッ
テ
ル
の
如
き
も
の
で
あ
る
。

い
ま
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
意
味
を
正
し
く
評
価
す
る
た
め
に
、
と
り
わ
け
次
の
二
つ
の
点
に
注
意
す
る
こ
と

を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
第
一
に
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
や
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
認
識
の
問
題
を
た
だ
そ
れ
だ
け
と
し
て
取
扱

う
こ
と
な
く
、
そ
れ
を
具
体
的
な
存
在
の
問
題
の
中
に
排
列
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
ジ
ェ
ー
ム
ズ
は
こ
の
こ
と
を

彼
の
根
本
的
経
験
論
（radical em

piricism

）
と
称
す
る
立
場
に
よ
っ
て
意
図
し
て
い
る
。
こ
こ
に
い
う
経
験
は

自
己
包
括
的
な
一
の
全
体
で
あ
る
。
知
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
知
る
も
の
と
知
ら
れ
る
も
の
と
は
共
に
経
験

の
部
分
で
あ
る
。
従
来
の
認
識
論
の
根
本
概
念
で
あ
る
主
観
客
観
は
こ
の
よ
う
に
見
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
み
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ず
か
ら
経
験
の
部
分
で
あ
る
と
こ
ろ
の
観
念
は
、
我
々
を
助
け
て
経
験
の
他
の
部
分
と
満
足
な
関
係
に
入
ら
せ
る

限
り
に
お
い
て
真
と
な
る
。
い
な
、
我
々
が
真
と
す
る
思
想
は
、
ま
さ
に
我
々
の
経
験
の
ひ
と
つ
の
契
機
で
あ
る

故
に
、
我
々
は
そ
の
指
導
に
よ
っ
て
我
々
の
経
験
の
他
の
契
機
と
有
効
な
結
合
を
な
し
得
る
の
で
あ
る
。
ベ
ル
グ

ソ
ン
も
ま
た
知
識
の
理
論
は
生
の
理
論
と
分
離
さ
る
べ
き
で
な
い
と
考
え
る
。
彼
は
い
う
、
知
性
を
生
の
一
般
的

進
化
の
う
ち
に
置
か
ぬ
知
識
の
理
論
は
、
如
何
に
知
識
の
框
が
構
成
さ
れ
て
い
る
か
、
如
何
に
し
て
我
々
が
そ
れ

を
拡
げ
或
い
は
そ
れ
を
越
え
得
る
か
を
我
々
に
教
え
ぬ
で
あ
ろ
う
、
と
。
知
識
は
生
の
ひ
と
つ
の
現
れ
方
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
生
を
純
粋
持
続
に
象
ど
る
。
純
粋
持
続
と
い
う
の
は
連
続
的
な
創
造
的
な
発
展
で
あ

っ
て
、
そ
の
本
質
に
お
い
て
緊
張
で
あ
る
。
緊
張
が
あ
れ
ば
、
そ
の
反
面
に
弛
緩
が
あ
ろ
う
。
弛
緩
が
あ
る
と
き
、

生
は
自
己
を
拡
散
し
て
、
横
断
的
な
空
間
的
な
関
係
に
並
置
せ
し
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
成
立
す
る
も
の

が
物
質
の
世
界
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
概
念
的
知
識
は
物
を
並
置
的
な
、
空
間
的
な
関
係
に
お
い
て
見
る
こ
と
を
本

性
と
し
て
い
る
。
そ
れ
故
に
概
念
的
知
識
と
物
質
的
世
界
と
は
同
じ
根
源
の
も
の
で
あ
っ
て
、
共
に
純
粋
持
続
の

弛
緩
に
も
と
づ
く
、
と
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
考
え
る
。
第
二
に
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
生
及
び
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
経
験
は
い
ず

れ
も
原
子
論
的
（atom

istisch

）
に
把
握
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
特
色
と
し
て
い
る
。
従
来
の
イ
ギ
リ
ス
の
経
験

論
哲
学
の
基
礎
に
は
い
つ
で
も
ヒ
ュ
ー
ム
流
の
心
理
学
が
横
た
わ
っ
て
い
た
。
ヒ
ュ
ー
ム
に
お
い
て
経
験
は
ば
ら
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ば
ら
の
感
覚
的
要
素
か
ら
構
成
さ
れ
た
寄
木
細
工
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
経
験
要
素
た
る
印
象
は
物
理
的
な
原
子
の

よ
う
に
各
自
独
立
の
存
在
と
明
確
な
輪
郭
と
を
も
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
印
象
の
色
褪
せ
た
模
写
で
あ
る

と
こ
ろ
の
観
念
も
同
じ
よ
う
に
相
互
に
分
立
的
で
あ
る
。
諸
印
象
並
び
に
諸
観
念
の
間
に
な
ん
ら
か
の
関
係
が
あ

る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
単
に
考
え
ら
れ
た
関
係
で
あ
っ
て
、
実
在
す
る
と
こ
ろ
の
関
係
で
は
な
い
。
因
果
関
係
の

如
き
も
屡
々
反
覆
し
て
継
起
す
る
と
こ
ろ
の
現
象
を
期
待
す
る
精
神
の
後
天
的
な
習
慣
の
結
果
で
あ
る
。
等
し
く

プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
的
な
見
方
を
含
む
思
惟
経
済
（D

enkökonom
ie

）
の
学
説
は
、
ま
さ
に
こ
れ
に
類
す
る
考

え
の
上
に
立
っ
て
い
る
。
思
惟
経
済
説
は
マ
ッ
ハ
や
ア
ヴ
ェ
ナ
リ
ウ
ス
な
ど
に
よ
っ
て
唱
え
ら
れ
、
主
と
し
て
自

然
科
学
者
の
間
に
追
従
者
を
も
っ
て
い
る
。
認
識
の
目
的
は
最
も
経
済
的
に
思
惟
す
る
に
あ
る
。
マ
ッ
ハ
は
い
う
、

学
問
は
最
小
限
の
思
惟
消
費
を
も
っ
て
能
う
限
り
完
全
に
事
実
を
記
述
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
キ
ル
ヒ
ホ
フ

の
有
名
な
言
葉
に
よ
る
と
、
自
然
科
学
の
任
務
は
、
自
然
に
お
い
て
行
わ
れ
る
現
象
を
で
き
る
だ
け
完
全
に
、
で

き
る
だ
け
簡
単
に
、
記
述
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ク
ラ
イ
ビ
ヒ
も
、
思
惟
作
用
は
、
思
惟
対
象
の
最
大
量
が
思
惟
内

容
の
最
小
量
を
も
っ
て
表
象
さ
れ
、
評
価
さ
れ
、
推
論
式
で
組
み
立
て
ら
れ
る
よ
う
に
、
計
画
的
に
行
わ
る
べ
き

で
あ
る
、
と
い
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
直
観
は
単
に
一
々
の
個
物
を
捉
え
得
る
に
と
ど
ま
る
。
概
念
に
よ
っ
て
一

挙
に
し
て
多
く
の
事
物
の
考
察
に
達
す
る
と
い
う
こ
と
は
思
惟
の
仕
事
で
あ
る
。
個
物
の
直
観
に
代
え
る
に
概
念
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の
思
惟
を
も
っ
て
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
我
々
は
一
々
の
個
物
を
相
手
に
す
る
と
い
う
不
経
済
か
ら
免
れ
る
こ
と
が

で
き
る
。
し
か
し
そ
れ
と
同
時
に
概
念
を
思
惟
す
る
こ
と
に
お
い
て
我
々
の
も
つ
も
の
は
つ
ね
に
個
物
の
直
観
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
そ
う
で
な
い
な
ら
ば
、
我
々
の
認
識
は
事
実
を
離
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ

ろ
う
。
し
か
ら
ば
直
観
的
個
物
か
ら
如
何
に
し
て
概
念
的
な
思
惟
に
到
達
し
得
る
の
で
あ
る
か
。
思
惟
経
済
説
の

見
方
に
よ
る
と
、
我
々
は
ひ
と
つ
の
個
物
に
よ
っ
て
他
の
多
く
の
そ
れ
と
類
似
の
物
を
代
表
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

存
在
す
る
の
は
た
だ
直
観
的
な
個
々
の
表
象
の
み
で
あ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
思
惟
は
そ
れ
に
お
い
て
或
い
は
そ
れ
を

通
し
て
行
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
個
々
の
表
象
を
す
べ
て
に
亙
っ
て
考
え
る
と
い
う
こ
と
は
実
際
に
不
可
能

で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、よ
し
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
こ
れ
を
行
う
と
い
う
こ
と
は
極
め
て
不
経
済
で
あ
る
か
ら
、

我
々
は
ひ
と
つ
の
表
象
を
特
に
選
ん
で
他
の
多
く
の
表
象
の
代
表
者
に
す
る
。
か
く
し
て
選
ば
れ
た
個
物
は
他
の

表
象
を
代
表
す
る
限
り
同
時
に
一
般
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
一
般
的
な
も
の
は
こ
の
よ
う
に
し
て
思
惟
経
済
の

必
要
か
ら
生
じ
た
人
工
概
念
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
種
の
考
え
方
と
は
違
っ
て
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
い
う
経
験
は
相
互

に
独
立
な
感
覚
要
素
の
寄
り
集
ま
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
み
ず
か
ら
に
お
い
て
根
源
的
な
関
係
を
含
む
諸
感

覚
の
結
合
で
あ
る
。
関
係
も
感
覚
と
同
じ
く
根
源
的
に
与
え
ら
れ
る
直
接
の
経
験
に
属
し
て
い
る
。
ベ
ル
グ
ソ
ン

に
お
い
て
も
純
粋
持
続
の
各
々
の
瞬
間
は
過
去
を
含
み
未
来
を
孕
む
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
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こ
れ
ら
二
つ
の
思
想
は
ま
た
デ
ィ
ル
タ
イ
に
共
通
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
デ
ィ
ル
タ
イ
に
よ
る
と
、
感
覚
の
多

様
は
結
合
の
意
識
か
ら
離
れ
て
は
単
に
表
象
さ
れ
得
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
む
し
ろ
存
在
し
得
な
い
。
シ
ュ
ト
ゥ

ン
プ
も
い
う
如
く
、
諸
感
覚
の
う
ち
に
は
直
接
に
ま
た
そ
の
秩
序
が
内
在
的
な
特
性
と
し
て
共
に
与
え
ら
れ
て
い

る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
我
々
の
経
験
の
内
容
の
内
に
お
け
る
秩
序
或
い
は
形
式
の
内
在
と
い
う
こ
と
は
経
験

の
事
実
そ
の
も
の
の
示
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
比
量
的
な
思
惟
作
用
の
第
一
次
的
な
形
式
の
根
源
を
尋
ね
て
、
我
々

は
知
覚
の
う
ち
に
含
ま
れ
、
こ
の
も
の
の
知
的
性
質
を
形
作
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
諸
過
程
に
ま
で
溯
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
よ
う
な
諸
過
程
は
比
較
、
区
別
、
結
合
、
分
離
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
も
の
は
基
本
的
な

論
理
的
諸
作
用
で
あ
る
。
一
般
的
に
い
っ
て
、
私
が
そ
の
背
後
に
溯
り
得
ぬ
生
そ
の
も
の
は
、
そ
れ
に
お
い
て
や

が
て
一
切
の
経
験
及
び
思
惟
が
顕
に
な
る
と
こ
ろ
の
諸
聯
関
を
含
ん
で
い
る
。
そ
し
て
実
に
そ
こ
に
認
識
の
全
体

の
可
能
性
に
と
っ
て
決
定
的
な
点
が
横
た
わ
る
の
で
あ
る
。
生
と
経
験
の
う
ち
に
、
思
惟
の
諸
形
式
、
諸
原
理
及

び
諸
範
疇
に
お
い
て
現
れ
る
全
聯
関
が
含
ま
れ
る
故
に
の
み
、
こ
の
全
聯
関
が
生
と
経
験
に
お
い
て
分
析
的
に
示

さ
れ
得
る
故
に
の
み
、
現
実
の
認
識
は
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
も
し
現
実
的
に
表
象
過
程
が
思
惟
過
程
か
ら
全
く

区
別
さ
れ
て
い
る
と
し
た
な
ら
ば
、
論
理
的
諸
形
式
及
び
諸
原
理
の
単
な
る
分
析
で
さ
え
も
が
す
で
に
不
可
能
で

あ
ろ
う
。
表
象
と
思
惟
と
は
二
元
的
に
対
立
す
る
も
の
で
な
く
、
そ
こ
に
は
一
つ
の
発
生
的
な
過
程
が
あ
る
。
形
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式
論
理
学
は
表
象
と
思
惟
と
い
う
我
々
の
認
識
根
源
の
二
元
性
を
前
提
し
て
い
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
が
分
析
的
論
理

学
（analytische logik

）
と
称
す
る
と
こ
ろ
の
論
理
学
の
目
的
は
、
現
実
の
経
験
の
構
造
聯
関
を
分
析
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
か
か
る
二
元
的
な
見
方
を
越
え
る
に
あ
る
。

デ
ィ
ル
タ
イ
は
あ
ら
ゆ
る
存
在
は
我
々
の
体
験
の
事
実
と
し
て
与
え
ら
れ
る
と
考
え
る
。
お
よ
そ
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
条
件
の
も
と
に
立
っ
て
い
る
。
如
何
な
る

外
的
な
物
も
私
に
と
っ
て
は
た
だ
意
識
の
事
実
或
い
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
こ
と
を
現
象
性
の
原
理
（Satz der Phänom

enalität

）
と
い
う
言
葉
で
表
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で

こ
の
原
理
は
、
従
来
の
経
験
論
的
ま
た
一
部
分
は
先
験
論
的
認
識
論
が
し
た
よ
う
に
、
主
知
主
義
的
に
解
釈
さ
れ

て
は
な
ら
な
い
。
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
。
そ
れ
は
衝
動
、
意
志
及
び
感
情
の
中
に
含
ま
れ
る
聯
関
の
う
ち
に
横
た
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
外
界
の
実

在
性
と
い
う
如
き
問
題
も
こ
こ
か
ら
解
か
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
し
我
々
に
し
て
単
に
表
象
的
な
主
体
で
あ
る

な
ら
ば
、
我
々
に
と
っ
て
外
界
は
ど
こ
ま
で
も
た
だ
現
象
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
我
々
の
意
欲
、
情
感
、

表
象
の
全
体
的
な
聯
関
に
お
い
て
外
界
の
実
在
性
は
基
礎
附
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
カ
ン
ト
の
意

識
一
般
の
概
念
を
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
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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
、
表
象
感
情
意
志
の
作
用
の
悉
く
を
自
己
の

契
機
と
し
て
含
む
現
実
的
な
、
全
体
的
な
生
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
は
自
省
（Selbstbesinnung

）

の
立
場
に
立
つ
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
彼
は
こ
の
よ
う
な
思
想
に
も
と
づ
い
て
特
に
歴
史
の
問
題
を
解
こ

う
と
し
た
。
歴
史
は
彼
に
よ
る
と
生
ま
た
は
精
神
生
活
の
表
現
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
従
っ
て
フ
ン
ボ
ル
ト
の
い
っ
た

よ
う
に
、
人
間
歴
史
に
お
い
て
は
た
ら
い
て
い
る
一
切
の
も
の
は
人
間
の
内
面
に
お
い
て
も
は
た
ら
い
て
い
る
。

そ
れ
故
に
ま
た
精
神
生
活
に
関
す
る
研
究
即
ち
心
理
学
は
、
あ
ら
ゆ
る
歴
史
科
学
に
と
っ
て
基
礎
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
か
く
の
如
き
心
理
学
は
も
と
よ
り
自
然
科
学
的
な
心
理
学
で
あ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
自
然
科
学
的
心
理

学
は
説
明
的
或
い
は
構
成
的
心
理
学
（erklärende oder konstruktive Psychologie

）
と
し
て
特
性
附
け
ら
れ
る
。

そ
れ
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
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
例

え
ば
、
一
切
の
精
神
現
象
を
感
覚
及
び
感
情
と
い
う
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
は
そ
れ
で
あ
る
。
か
よ
う
な
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
（beschreibende und zergliedernde Psychologie

）
を
打
ち
樹
て
よ
う
と
し
た
。
こ
の
も
の

の
目
標
は
精
神
生
活
の
構
造
聯
関
で
あ
る
。
こ
の
学
問
は
そ
れ
自
身
に
お
い
て
基
礎
附
け
ら
れ
て
い
る
。
自
然
現
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象
に
お
い
て
は
聯
関
は
後
か
ら
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
に
反
し
て
、
精
神
生
活
に
お
い
て
は
聯
関
そ
の
も
の
が

根
源
的
に
、
第
一
次
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
構
造
が
直
接
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ

の
領
域
の
分
析
と
記
述
を
仕
事
と
す
る
心
理
学
は
動
か
し
難
い
、
疑
う
こ
と
の
で
き
ぬ
基
礎
を
も
っ
て
い
る
。
そ

こ
に
自
然
認
識
と
心
理
学
的
認
識
と
に
お
け
る
方
法
上
の
根
本
的
な
差
異
の
根
柢
が
存
す
る
で
あ
ろ
う
。
前
者
の

方
法
が
説
明
（Erklären

）
と
い
う
構
成
的
な
も
の
で
あ
る
に
反
し
て
、
後
者
の
方
法
は
む
し
ろ
分
析
的
な
理
解

（Verstehen

）
の
方
法
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
主
義
の
認
識
論
も
ま
た
一
見
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
で
あ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
哲
学
者
は
世
界
を

種
々
に
解
釈
し
た
だ
け
だ
、
世
界
を
変
革
す
る
こ
と
が
問
題
で
あ
ろ
う
に
、
と
い
っ
た
マ
ル
ク
ス
は
、
そ
の
認
識

理
論
に
お
い
て
実
践
の
要
素
を
甚
だ
重
要
視
し
た
。
彼
は
い
う
、
人
間
的
思
惟
に
対
象
的
真
理
が
適
合
す
る
か
否

か
の
問
題
は
、
な
ん
ら
理
論
の
問
題
で
な
く
、
実
践
的
な
問
題
で
あ
る
、
と
。
実
践
に
お
い
て
人
間
は
真
理
を
、

即
ち
彼
の
思
惟
の
現
実
性
と
力
、
此
岸
性
を
証
明
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
思
惟
、
実
践
か
ら
游
離
さ
れ
た
思
惟
の
現
実

性
或
い
は
非
現
実
性
に
関
す
る
争
は
、
全
く
の
ス
コ
ラ
的
問
題
で
あ
る
。
一
個
の
プ
デ
ィ
ン
グ
の
存
在
は
、
こ
れ

を
食
う
こ
と
に
よ
っ
て
確
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
真
理
の
基
準
を
実
践
に
求
め
る
点
で
マ
ル
ク
ス

主
義
は
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
に
類
似
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
我
々
は
次
の
点
に
注
意
す
る
こ
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と
が
肝
要
で
あ
る
。
第
一
に
、
存
在
の
概
念
に
お
け
る
本
質
的
な
差
異
が
そ
こ
に
横
た
わ
っ
て
い
る
。
ジ
ェ
ー
ム

ズ
の
い
う
経
験
は
心
理
学
的
な
も
の
で
あ
り
、
意
識
の
流
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
お
い
て
も
純
粋
持

続
は
そ
の
本
質
に
お
い
て
意
識
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
二
人
の
思
想
家
に
お
い
て
は
存
在
の
歴
史
性

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
理
解
が
欠
け
て
い
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
生
の
歴
史
性
に
つ
い
て
誰
よ
り
も
明
瞭
に
認
識

し
た
。
人
間
の
歴
史
的
性
質
は
彼
の
よ
り
高
い
性
質
一
般
で
あ
る
、
と
彼
は
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
彼
に
と
っ
て

も
生
は
本
質
的
に
意
識
的
な
も
の
、
精
神
生
活
と
し
て
把
握
さ
れ
た
。
マ
ル
ク
ス
は
経
験
を
重
ん
ず
る
。
け
れ
ど

も
、
経
験
は
彼
に
お
い
て
心
理
的
主
観
的
な
も
の
で
は
な
く
、
客
観
的
歴
史
的
に
規
定
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
。
従

っ
て
、
意
識
は
彼
に
と
っ
て
経
験
と
等
し
く
な
い
。
彼
は
意
識
を
単
に
現
実
的
な
生
け
る
諸
個
人
の
意
識
と
し
て

考
察
す
る
。
即
ち
意
識
は
歴
史
に
お
い
て
活
動
す
る
人
間
の
存
在
の
ひ
と
つ
の
契
機
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
自
身
社
会

的
歴
史
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
も
ま
た
実
践
を
強
調
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
彼
の
い
う
実
践
は
主
観

的
な
心
理
的
な
活
動
で
は
な
く
、
却
っ
て
そ
れ
は
労
働
と
し
て
、
現
実
的
な
人
間
の
歴
史
的
社
会
的
に
規
定
さ
れ

た
活
動
で
あ
る
。
そ
し
て
マ
ル
ク
ス
は
、
意
識
が
存
在
を
規
定
す
る
の
で
な
く
、
存
在
が
意
識
を
規
定
す
る
の
で

あ
る
、
と
主
張
す
る
。
即
ち
他
の
も
の
が
観
念
論
の
立
場
に
あ
る
に
対
し
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
は
唯
物
論
の
立
場

に
立
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
最
も
決
定
的
な
相
違
で
あ
る
。
第
二
に
、
マ
ル
ク
ス
主
義
は
そ
の
唯
物
論
的
基
礎
の
た
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め
に
、
必
然
的
に
感
覚
乃
至
感
性
を
そ
の
認
識
理
論
に
お
い
て
重
ん
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
る
に
こ
れ
ま

で
の
唯
物
論
は
、
経
験
論
も
ま
た
、
感
性
を
単
に
受
動
的
な
、
受
容
的
な
も
の
と
の
み
解
し
て
き
た
。
そ
こ
で
マ

ル
ク
ス
は
記
し
て
い
る
、
あ
ら
ゆ
る
従
来
の
唯
物
論
の
主
欠
陥
は
、
対
象
、
現
実
、
感
性
が
た
だ
客
観
の
或
い
は

直
観
の
形
式
に
お
い
て
の
み
把
握
さ
れ
て
、
感
性
的
・
人
間
的
な
活
動
、
実
践
と
し
て
把
握
さ
れ
ず
、
主
観
的
に

把
握
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
。
活
動
的
な
方
面
は
抽
象
的
に
唯
物
論
と
の
対
立
に
お
い
て
む
し
ろ
観
念
論

（
こ
の
も
の
は
も
ち
ろ
ん
現
実
的
な
感
性
的
な
活
動
そ
の
も
の
を
知
ら
な
い
の
で
あ
る
が
）
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ

た
。
し
か
る
に
マ
ル
ク
ス
は
感
性
を
能
動
的
な
、
実
践
的
な
性
質
の
も
の
と
し
て
把
握
す
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
感

性
が
彼
に
お
い
て
単
に
心
理
的
な
作
用
と
考
え
ら
れ
ず
、
人
間
の
存
在
の
ひ
と
つ
の
現
実
的
な
、
具
体
的
な
存
在

の
仕
方
と
見
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
第
三
に
、
意
識
を
歴
史
的
社
会
的
に
規
定
さ
れ

た
も
の
と
解
し
、
且
つ
存
在
が
意
識
を
規
定
す
る
の
で
あ
る
と
説
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
は
認
識
の

社
会
的
規
定
性
、
進
ん
で
そ
の
階
級
性
を
主
張
す
る
。
認
識
は
社
会
的
意
識
と
し
て
必
然
的
に
社
会
的
存
在
を
反

映
し
て
い
る
。
そ
し
て
人
間
の
社
会
的
存
在
を
最
も
包
括
的
に
表
現
す
る
と
こ
ろ
の
名
は
階
級
で
あ
る
と
考
え
る

の
で
あ
る
。
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認
識
論
と
い
う
言
葉
は
今
日
多
く
の
人
々
に
と
っ
て
不
思
議
な
響
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
何
か
極
め
て
特
別

な
も
の
で
あ
り
、
し
か
し
そ
れ
は
何
か
非
常
に
難
し
い
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
何
か
恐
し
い
力
を
も
っ
た

も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
誰
も
そ
れ
に
近
づ
こ
う
と
願
う
、
し
か
し
同
時
に
誰
も
そ

れ
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
た
い
と
思
う
。
言
葉
の
魔
術
か
ら
自
由
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
あ
ら
ゆ
る
科
学
的
研
究
の

出
発
点
で
あ
る
。
そ
こ
で
我
々
は
先
ず
認
識
論
と
い
う
言
葉
の
も
っ
て
い
る
魔
術
性
を
取
り
除
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。

認
識
論
と
訳
さ
れ
て
い
る
言
葉
の
原
語
を
見
る
と
、
ド
イ
ツ
語
で
は
普
通 Erkenntnistheorie 

で
あ
り
、
英

語
で
は theory of know

ledge 

と
い
う
。
こ
れ
を
ギ
リ
シ
ア
語
か
ら
構
成
し
て
、
ド
イ
ツ
語
の Epistem

ologie 

の
ま
た
英
語
の epistem

ology 

と
い
う
よ
う
な
言
葉
も
出
来
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
こ
れ
ら
の
言
葉
は
古
い
も

の
で
は
な
い
。Erkenntnistheorie 

と
い
う
語
は
エ
ル
ン
ス
ト
・
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ト
が
そ
の
『
人
間
の
認
識
能

力
の
理
論
及
び
形
而
上
学
』（
一
八
三
二
年
）
に
お
い
て
初
め
て
用
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
当
時
普
通
に

「
認
識
能
力
の
理
論
」（Theorie des Erkenntnisverm

ögens
）
も
し
く
は
「
認
識
能
力
の
批
判
」（K

ritik des 
Erkenntnisverm

ögens

）
と
い
う
よ
う
な
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
た
。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
認
識
の
理
論
は

一
般
に
認
識
に
つ
い
て
の
批
判
的
研
究
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
批
判
的
と
い
う
こ
と
は
認
識
論
の
最
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も
一
般
的
な
特
徴
で
あ
る
。
そ
こ
で Erkenntnistheorie 

と
い
う
語
の
ほ
か
に Erkenntniskritik

（
認
識
批
判
）

と
い
う
語
も
あ
り
、
或
る
人
は
後
者
を
も
っ
て
前
者
に
置
き
換
え
て
い
る
。
そ
の
他
ボ
ル
ツ
ァ
ー
ノ
な
ど
は
知
識

学
（W

issenschaftslehre

）
と
い
う
語
を
用
い
、
そ
れ
に
従
っ
て
い
る
者
も
見
受
け
ら
れ
る
。

認
識
論
と
い
う
言
葉
が
比
較
的
新
し
い
も
の
で
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
表
す
内
容
を
な
す
と
こ
ろ
の
学
問
も
ま
た

近
代
の
も
の
で
あ
る
と
見
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
普
通
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
ロ
ッ
ク
や
ヒ
ュ
ー
ム
に
始
ま
り
、
ド

イ
ツ
の
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
根
柢
を
お
か
れ
た
、と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
方
面
の
ロ
ッ
ク
の
書
物
は
『
人
間
悟
性
論
』

（An essay concerning hum
an understanding, 1690.

【
八
太
訳
『
悟
性
論
』】）、ヒ
ュ
ー
ム
の
主
著
は
『
人
性
論
』（A 

treatise of hum
an nature,1739-1740.

）、
カ
ン
ト
の
そ
れ
は
『
純
粋
理
性
批
判
』（K

ritik der reinen Vernunft, 

Erste A
uflage 1781,Zw

eite A
uflage 1787.

）
と
呼
ば
れ
た
。
何
故
に
彼
等
に
よ
っ
て
認
識
論
と
い
う
特
殊
な
学

問
が
初
め
て
建
設
さ
れ
た
も
の
の
如
く
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
。
一
般
的
に
い
う
と
、
そ
れ
は
彼
等
が
認
識
の

批
判
的
研
究
を
開
始
し
た
人
々
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
単
に
認
識
に
関
す
る
理
論
な
ら
ば
そ
れ
以
前
に
も
な
い
で

は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
実
に
ギ
リ
シ
ア
哲
学
以
来
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
彼
等
以
前
の
哲
学
に
お
け
る
認
識
の

理
論
は
す
べ
て
十
分
に
批
判
的
で
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
独
断
論
（D

ogm
atism

us

）
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
独

断
論
と
批
判
的
研
究
と
の
相
違
は
、
ロ
ッ
ク
、
ヒ
ュ
ー
ム
及
び
カ
ン
ト
が
認
識
の
限
界
の
問
題
を
意
識
的
に
提
出
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し
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
最
も
簡
単
に
、
最
も
明
瞭
に
、
現
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
独
断
論
は
人
間
の
認
識
は
無

限
に
可
能
で
あ
り
、
従
っ
て
実
在
そ
の
も
の
を
認
識
し
得
る
と
い
う
立
場
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
こ
の
よ
う
な
立
場

で
は
、
認
識
の
理
論
が
説
か
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
実
在
に
関
す
る
理
論
即
ち
形
而
上
学
（M

etaphysik

）
と

結
び
つ
い
て
説
か
れ
て
い
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
古
代
の
プ
ラ
ト
ン
の
哲
学
、
近
世
の
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
哲
学
な

ど
は
そ
の
よ
い
例
で
あ
ろ
う
。
認
識
の
理
論
が
特
に
認
識
論
と
い
う
含
蓄
あ
る
意
味
に
お
い
て
成
立
す
る
に
到
っ

た
の
は
、
形
而
上
学
に
対
す
る
不
信
が
一
般
的
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。
近
代
の
自
然
科
学
が
か
か
る

不
信
の
た
め
に
次
第
に
道
を
開
い
た
。
経
験
的
科
学
と
し
て
自
然
科
学
は
次
第
に
形
而
上
学
に
反
抗
し
、
そ
れ
か

ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
を
求
め
た
。
こ
の
よ
う
な
自
然
科
学
の
刺
戟
な
く
し
て
は
、
認
識
の
理
論
は
特
に
認
識
論
と

し
て
現
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
認
識
論
は
近
代
の
経
験
的
自
然
科
学
の
影
響
の
も
と
に
生
れ
た
イ
ギ
リ

ス
の
経
験
論
（Em
pirism

us

）
の
哲
学
の
内
部
に
お
い
て
先
ず
成
立
し
た
。
そ
れ
は
非
形
而
上
学
的
な
も
し
く
は

反
形
而
上
学
的
な
啓
蒙
思
想
の
産
物
と
見
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
に
認
識
の
理
論
は
実
在
に
つ
い
て
の
理

論
か
ら
分
れ
て
、認
識
論
と
い
う
特
殊
な
学
問
と
し
て
独
立
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。ロ
ッ
ク
は
い
っ
て
い
る
、「
我
々

の
研
究
は
そ
れ
故
に
、
我
々
の
知
識
の
起
原
、
確
実
性
及
び
範
囲
を
研
究
し
、
そ
れ
と
共
に
信
仰
、
意
見
及
び
承

認
な
ど
の
根
拠
並
び
に
程
度
等
を
研
究
す
る
。
こ
の
研
究
の
た
め
に
、
心
の
物
的
条
件
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
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と
に
は
今
は
関
与
し
な
い
。
ま
た
心
の
本
質
が
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
も
立
ち
入
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
心
の

如
何
な
る
運
動
、
或
い
は
肉
体
の
如
何
な
る
変
化
が
感
官
に
如
何
な
る
感
覚
を
生
ぜ
し
め
る
か
、
ま
た
そ
れ
が
悟

性
に
如
何
な
る
観
念
を
生
ぜ
し
め
る
か
。
さ
て
は
観
念
は
全
部
物
質
な
る
も
の
に
依
存
し
て
い
る
か
、
そ
れ
と
も

た
だ
一
部
分
で
あ
る
か
。
こ
れ
ら
の
問
題
に
関
す
る
議
論
は
、
と
も
か
く
面
白
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
事
は
思
弁

に
属
す
る
か
ら
、
我
々
の
な
す
べ
き
こ
と
で
な
い
。」
認
識
論
が
認
識
の
問
題
を
従
来
の
形
而
上
学
の
問
題
か
ら

離
れ
て
研
究
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
こ
れ
ら
の
言
葉
に
よ
っ
て
明
瞭
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
ま
た
そ
こ
に
認
識

論
そ
の
も
の
の
問
題
が
ロ
ッ
ク
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
就な
か
ん
ず
く中、

一
、
認
識
の
起
原
の
問
題
、
二
、

認
識
の
確
実
性
、
従
っ
て
妥
当
性
の
問
題
、
三
、
認
識
の
範
囲
、
従
っ
て
限
界
の
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題

は
そ
れ
以
来
つ
ね
に
認
識
論
の
固
有
な
問
題
と
し
て
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
研
究
の
結
果
に
お
い
て
一

つ
の
こ
と
は
い
わ
ば
既
に
予
め
定
め
ら
れ
て
い
た
。
我
々
は
そ
れ
を
認
識
論
の
先
取
的
結
論
と
も
呼
ぶ
こ
と
が
で

き
よ
う
。
か
か
る
結
論
と
い
う
の
は
形
而
上
学
の
不
可
能
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
認
識
論
は
こ
の
結
論
を
先
取
す

る
。
即
ち
逆
説
的
に
い
え
ば
、
認
識
論
に
お
け
る
認
識
の
批
判
的
研
究
に
よ
っ
て
初
め
て
形
而
上
学
の
不
可
能
が

証
明
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
形
而
上
学
の
不
可
能
が
他
の
と
こ
ろ
で
、
特
に
自
然
科
学
に

お
い
て
、
明
ら
か
に
な
っ
た
た
め
に
、
認
識
の
批
判
的
研
究
と
し
て
の
認
識
論
、
単
に
認
識
の
理
論
で
な
く
含
蓄
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あ
る
意
味
に
お
け
る
認
識
論
、
は
初
め
て
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
認
識
の
限
界
の
問
題
は

認
識
論
の
成
立
に
あ
た
っ
て
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

認
識
論
に
と
っ
て
非
形
而
上
学
的
或
い
は
反
形
而
上
学
的
結
論
は
先
取
的
で
あ
る
。
そ
こ
で
カ
ン
ト
以
後
の
哲

学
、
フ
ィ
ヒ
テ
、
シ
ェ
リ
ン
グ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
ド
イ
ツ
浪
漫
主
義
の
哲
学
に
お
い
て
再
び
形
而
上

学
的
傾
向
が
勃
興
し
て
来
た
と
き
、
固
有
な
意
味
で
認
識
論
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ

ら
の
哲
学
に
お
い
て
認
識
の
問
題
が
論
じ
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
い
な
、
そ
こ
に
は
極
め
て
す
ぐ

れ
た
認
識
の
理
論
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、認
識
論
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
そ
こ
で
は
認
識
の
理
論
は
実
在
の
理
論
と
再
び
密
接
な
聯
関
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
ヘ

ー
ゲ
ル
に
お
い
て
最
も
雄
大
な
体
系
に
組
織
さ
れ
た
形
而
上
学
は
、
彼
の
死
と
共
に
瓦
解
し
始
め
る
。
そ
し
て
こ

の
と
き
現
れ
た
形
而
上
学
の
批
判
者
の
う
ち
最
も
有
力
な
も
の
は
ま
た
自
然
科
学
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
し

て
再
び
認
識
論
は
擡
頭
し
て
来
た
。
認
識
の
問
題
が
実
在
の
問
題
か
ら
離
れ
て
論
ぜ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
認
識
論
が
形
而
上
学
の
不
可
能
を
証
明
す
べ
き
も
の
と
し
て
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

自
然
科
学
と
認
識
論
と
の
こ
の
よ
う
な
因
縁
を
考
え
る
な
ら
ば
、
従
来
の
認
識
論
が
主
と
し
て
自
然
科
学
に
定

位
を
と
り
、
か
く
し
て
自
然
科
学
的
で
あ
っ
た
こ
と
の
歴
史
的
必
然
性
は
容
易
に
理
解
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
ロ



七
八

認
識
論

ッ
ク
や
ヒ
ュ
ー
ム
な
ど
の
認
識
論
が
既
に
自
然
科
学
的
で
あ
っ
た
。
カ
ン
ト
の
『
純
粋
理
性
批
判
』
も
ま
た
自
然

科
学
、
特
に
数
学
的
自
然
科
学
に
定
位
を
と
っ
て
い
る
。
自
然
科
学
が
ル
ネ
サ
ン
ス
以
来
夙
に
形
而
上
学
の
支
配

を
脱
し
て
、
独
立
に
発
展
し
て
来
た
の
に
反
し
て
、
歴
史
及
び
社
会
に
関
す
る
科
学
は
そ
の
後
も
な
お
永
い
間
形

而
上
学
の
覊
絆
を
脱
せ
ず
、
そ
の
影
響
の
も
と
に
あ
っ
た
。
こ
の
事
情
が
認
識
論
に
お
け
る
歴
史
科
学
ま
た
は
社

会
科
学
の
無
視
乃
至
軽
視
と
い
う
、
一
般
的
傾
向
の
ひ
と
つ
の
重
要
な
理
由
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ

よ
、
認
識
論
の
自
然
科
学
へ
の
偏
向
と
い
う
事
実
は
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

認
識
論
の
非
形
而
上
学
的
或
い
は
反
形
而
上
学
的
傾
向
か
ら
し
て
、
そ
の
ひ
と
つ
の
他
の
傾
向
、
む
し
ろ
偏
向

が
随
っ
て
来
る
で
あ
ろ
う
。
認
識
論
は
認
識
の
問
題
を
実
在
の
問
題
か
ら
分
離
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
た
。

そ
し
て
こ
れ
は
認
識
の
限
界
の
問
題
と
自
然
的
に
結
び
つ
い
て
い
た
。
認
識
に
は
限
界
が
あ
る
と
い
う
思
想
を
積

極
的
に
述
べ
る
と
き
、
不
可
知
論
（A

gnostizism
us

）
が
生
じ
る
。
不
可
知
論
と
い
う
の
は
実
在
或
い
は
絶
対
者

は
不
可
認
識
的
な
（unknow

able; unerkennbar
）
も
の
で
あ
る
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
絶
対
者
は
我
々
の
知
り

得
ざ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
思
想
は
昔
か
ら
な
い
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
顕
著
な
例
と
し
て
ニ
コ
ラ
ウ
ス
・
ク
ザ

ー
ヌ
ス
の
哲
学
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
彼
に
よ
る
と
、
無
限
な
存
在
と
し
て
の
神
は
一
切
の
矛
盾

の
一
致
、
即
ち coincidentia oppositorum

 

で
あ
る
。
か
か
る
無
限
な
存
在
は
人
間
の
心
の
三
つ
の
形
態
、
感
性
、
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悟
性
、
叡
智
の
い
ず
れ
に
よ
っ
て
も
理
解
さ
れ
得
な
い
。
神
は
我
々
有
限
な
者
の
認
識
に
と
っ
て
単
純
に
限
界

と
し
て
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
認
識
を
絶
し
た
直
観
を
も
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
無
知
の
知
（docta ignorantia

）

に
よ
る
神
秘
的
な
直
観
を
も
っ
て
の
み
、
理
解
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
ク
ザ
ー
ヌ
ス
そ
の
他
の
場
合

と
近
代
の
認
識
論
上
の
不
可
知
論
の
場
合
と
で
は
相
違
が
あ
る
。
前
の
場
合
に
は
絶
対
者
の
規
定
か
ら
人
間
の
認

識
へ
の
道
を
取
っ
て
い
る
。
絶
対
者
に
つ
い
て
は
信
仰
或
い
は
神
秘
的
直
観
な
ど
に
よ
っ
て
既
に
理
解
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
こ
に
は
本
来
の
不
可
知
論
は
な
い
。
し
か
し
絶
対
者
の
諸
規
定
は
人
間
の
認
識
の
尺
度

に
よ
っ
て
は
測
ら
れ
ぬ
も
の
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
よ
う
な
不
可
測
性
の
根
源
は
絶
対

者
の
存
在
と
人
間
の
存
在
と
の
間
の
存
在
的
な
関
係
そ
の
も
の
の
う
ち
に
横
た
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
無

限
な
神
と
有
限
な
人
間
と
の
間
に
は
存
在
上
如
何
な
る
比
例
も
な
い
と
こ
ろ
に
、
人
間
の
神
に
対
す
る
関
係
も
定

め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
と
は
反
対
に
、
認
識
論
上
の
不
可
知
論
は
認
識
の
規
定
か
ら
絶
対
者
へ
の

道
を
取
る
。
カ
ン
ト
は
か
か
る
道
に
お
い
て
物
自
体
（D

ing an sich

）
は
知
り
得
な
い
と
い
う
不
可
知
論
的
な
方

向
を
示
し
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
学
者
ハ
ミ
ル
ト
ン
は
、
カ
ン
ト
の
影
響
の
も
と
に
、
内
的
経
験
と
い
う
意
識
の

事
実
に
お
い
て
は
つ
ね
に
た
だ
有
限
な
も
の
が
有
限
な
諸
関
係
に
お
い
て
我
々
の
認
識
に
達
す
る
の
み
で
あ
り
、

こ
の
意
味
に
お
い
て
人
間
の
知
識
は
有
限
な
も
の
の
経
験
に
限
ら
れ
る
と
し
た
。
無
限
な
も
の
、
絶
対
的
な
も
の
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認
識
論

は
認
識
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
不
可
知
論
は
一
方
で
は
マ
ン
セ
ル
、
他
方
で
は
ス
ペ
ン
サ
ー
な
ど
の

哲
学
に
お
い
て
ひ
と
つ
の
重
要
な
役
割
を
演
じ
、
イ
ギ
リ
ス
の
哲
学
の
上
に
絶
え
ず
投
げ
ら
れ
て
い
る
顕
著
な
陰

影
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
我
々
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
は
、
認
識
論
的
哲
学
が
こ
の
よ
う
に
認
識
の
問
題
を
実
在
の

問
題
に
必
ず
先
立
つ
べ
き
も
の
で
あ
る
と
し
、
前
者
の
解
決
を
後
者
の
解
決
に
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
先
決
条
件
と
す

る
と
こ
ろ
か
ら
、
進
ん
で
、
実
在
の
問
題
に
対
す
る
、
い
な
、
一
般
に
存
在
の
問
題
に
対
す
る
無
頓
着
を
示
す
傾

向
を
お
の
ず
か
ら
含
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
存
在
の
問
題
へ
の
無
関
心
、
延
い
て
は
そ
の
積
極
的
な
除

外
が
認
識
論
的
哲
学
に
お
け
る
注
意
す
べ
き
偏
向
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

か
く
て
存
在
か
ら
の
距
離
と
い
う
こ
と
は
い
わ
ゆ
る
認
識
論
の
一
般
的
特
徴
で
あ
る
。
こ
れ
は
認
識
論
と
い
う

語
に
論
理
学
（Logik

）
と
い
う
語
が
置
き
換
え
ら
れ
る
と
き
最
も
鋭
く
現
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
置
き
換
え
は

し
ば
し
ば
行
わ
れ
、
現
代
に
お
い
て
論
理
学
と
い
う
と
き
、
認
識
論
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
は
し
ば
し
ば
で
あ
る
。

例
え
ば
、
ヘ
ル
マ
ン
・
コ
ー
ヘ
ン
の
『
純
粋
認
識
の
論
理
学
』（Logik der reinen Erkenntnis

）
と
い
う
書
物
は

認
識
論
の
書
物
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
論
理
学
と
認
識
論
と
が
同
義
の
学
問
と
看
做
さ
れ
る
こ
と
は
極
め
て
普
通

に
な
っ
て
い
る
。

さ
て
右
の
叙
述
か
ら
我
々
は
次
の
よ
う
に
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
に
、
含
蓄
あ
る
意
味
に
お
け
る
認
識
論
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五
　
認
識
論

は
自
然
科
学
と
絶
え
ず
密
接
な
関
係
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
た
。
そ
こ
で
同
じ
認
識
の
理
論
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
理

論
の
構
成
の
地
盤
が
自
然
科
学
で
な
く
、歴
史
的
社
会
的
存
在
に
関
す
る
科
学
の
方
へ
移
さ
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、

認
識
論
と
い
う
特
殊
な
意
味
の
学
問
は
も
は
や
次
第
に
そ
の
存
在
の
独
立
性
を
失
っ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ

し
て
実
際
ヘ
ー
ゲ
ル
の
後
、
彼
の
形
而
上
学
は
勢
力
を
失
墜
し
は
し
た
が
、
彼
の
哲
学
の
精
神
は
科
学
の
座
標
に

お
い
て
分
解
さ
れ
、
か
く
し
て
歴
史
科
学
及
び
社
会
科
学
の
著
し
い
発
展
を
喚
び
起
し
た
。
こ
こ
に
こ
れ
ら
の
科

学
の
認
識
の
理
論
が
特
に
問
題
に
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
そ
れ
と
共
に
い
わ
ゆ
る
認
識
論
は
次
第
に
解
消
さ
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
。
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
デ
ィ
ル
タ
イ
の
生
の
哲
学
（Lebensphilosophie

）
が
こ
の
傾
向
を
代
表
す

る
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
第
二
に
、
認
識
論
に
お
い
て
は
認
識
の
理
論
が
存
在
の
理
論
か
ら
游
離
す
る
と
い
う
自

然
的
な
傾
向
が
そ
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
た
。
そ
れ
だ
か
ら
、
い
ま
も
し
何
等
か
の
意
味
で
存
在
の
問
題
が
再
び

重
要
視
さ
れ
る
に
到
る
や
否
や
、
い
わ
ゆ
る
認
識
論
と
い
う
特
殊
な
も
の
は
、
他
の
も
の
に
変
形
し
て
ゆ
か
ね
ば

な
ら
ぬ
。
カ
ン
ト
以
前
の
哲
学
、
特
に
デ
カ
ル
ト
の
哲
学
に
接
近
を
求
め
て
い
っ
た
と
こ
ろ
の
エ
ド
ム
ン
ト
・
フ

ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
（Phänom

enologie

）
に
お
い
て
我
々
は
既
に
か
か
る
傾
向
の
ひ
と
つ
を
見
出
し
得
る
で
あ

ろ
う
。

こ
れ
ま
で
に
明
ら
か
に
し
て
来
た
こ
と
は
、
認
識
論
の
歴
史
性
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
。
最
近
に
至
る
ま
で
哲
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学
に
お
い
て
支
配
的
で
あ
っ
た
認
識
論
的
傾
向
は
そ
れ
自
身
ひ
と
つ
の
歴
史
的
な
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
は

そ
れ
自
身
の
う
ち
に
或
る
前
提
、
或
る
先
入
主
見
、
或
る
偏
向
を
含
ん
で
い
る
。
こ
れ
ら
の
も
の
を
明
る
み
に
出

す
こ
と
が
今
や
哲
学
そ
の
も
の
の
発
展
の
た
め
に
要
求
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
私
の
こ
の
小
さ
い
解
説
的
研

究
は
そ
の
目
的
の
た
め
に
許
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
仕
え
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
も
し
認
識
論
と
い
う
も
の
を
広

い
意
味
に
解
し
、
そ
の
歴
史
的
制
約
を
除
い
て
考
え
る
な
ら
ば
、
か
か
る
意
味
で
の
認
識
の
理
論
一
般
は
い
わ
ば

哲
学
と
共
に
古
く
、
い
つ
の
時
代
に
も
、
い
か
な
る
哲
学
の
う
ち
に
も
つ
ね
に
包
ま
れ
て
い
た
と
こ
ろ
の
も
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
理
論
哲
学
一
般
と
そ
の
範
囲
を
同
じ
く
す
る
。
そ
れ
は
例
え
ば
ギ
リ
シ
ア
の
学
問
が
学
問
を
物
理

学
、
倫
理
学
及
び
論
理
学
の
三
つ
に
区
分
し
た
と
い
わ
れ
る
場
合
の
論
理
学
に
あ
た
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の

と
き
論
理
学
は
ギ
リ
シ
ア
の
学
問
に
お
い
て
近
代
に
お
け
る
そ
れ
と
は
全
く
違
っ
た
意
味
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ

る
。い

ま
や
我
々
は
認
識
に
関
す
る
理
論
を
い
わ
ゆ
る
認
識
論
の
偏
見
か
ら
解
放
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た

め
に
は
我
々
は
存
在
の
問
題
に
深
く
入
っ
て
ゆ
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
認
識
の
問
題
を
存
在
の
問
題

の
う
ち
に
排
列
す
る
と
い
う
方
向
へ
我
々
は
進
ん
で
ゆ
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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理
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観

我
々
が
物
に
行
く
の
は
直
観
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
こ
れ
は
如
何
な
る
物
で
あ
ろ
う
と
そ
う
で
あ
る
。
た
だ
物
に

行
く
と
い
う
の
み
で
は
な
い
、
直
観
に
よ
っ
て
我
々
は
物
の
中
に
入
り
、
物
と
一
つ
に
な
る
と
さ
え
い
わ
れ
る
で

あ
ろ
う
。
故
に
知
識
と
い
う
も
の
が
元
来
何
等
か
の
物
の
知
識
で
あ
る
限
り
、
如
何
な
る
知
識
も
直
観
に
依
る
と

こ
ろ
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
直
観
の
な
い
思
惟
は
、
如
何
に
形
式
を
整
え
る
に
し
て
も
、
空
転
す
る
の
ほ
か
な
い
。

直
観
を
嫌
悪
す
る
論
理
主
義
者
は
、
物
を
嫌
悪
す
る
も
の
と
い
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
論
理
は
た
だ
論
理
と
し
て
価

値
が
あ
る
の
で
な
く
、物
に
関
係
し
て
価
値
が
あ
る
の
で
あ
る
。
物
に
対
し
て
論
理
が
押
附
け
ら
れ
る
の
で
な
く
、

む
し
ろ
物
の
中
に
論
理
が
入
っ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
ら
ば
物
の
論
理
と
い
う
も
の
に
は
何
等
か

直
観
的
な
と
こ
ろ
が
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
他
方
も
と
よ
り
直
観
も
た
だ
直
観
で
あ
る
故
に
尊
重
さ
れ
る
の
で
は
な

い
、
直
観
に
対
す
る
情
熱
は
物
に
対
す
る
情
熱
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
ら
ば
ま
た
物
の
直
観
に
は
何
等
か
論

理
的
な
と
こ
ろ
が
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
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お
よ
そ
論
理
に
は
差
当
り
カ
ン
ト
の
い
っ
た
如
く
二
つ
の
も
の
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
カ
ン
ト
は
そ
れ
を

一
般
論
理
と
先
験
論
理
と
い
う
言
葉
で
区
別
し
た
。
一
般
論
理
は
認
識
の
あ
ら
ゆ
る
内
容
か
ら
抽
象
し
て
、
言
い

換
え
る
と
、
対
象
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
関
係
か
ら
抽
象
し
て
、
思
惟
の
単
な
る
形
式
を
取
扱
う
も
の
、
つ
ま
り
形

式
論
理
で
あ
る
。
こ
の
論
理
に
合
っ
て
い
る
場
合
、
我
々
の
認
識
は
正
し
い
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
未
だ

真
と
い
う
こ
と
は
で
き
ぬ
。
な
ぜ
な
ら
真
理
と
は
我
々
の
認
識
と
対
象
と
の
一
致
で
あ
り
、
真
で
あ
る
た
め
に
は

我
々
の
認
識
は
対
象
に
関
係
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
形
式
論
理
は
未
だ
真
理
の
論
理
で
は
な
い
。
カ
ン
ト
が
一
般

論
理
に
対
し
て
先
験
論
理
と
い
う
も
の
を
考
え
た
の
は
、
真
理
の
論
理
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
先
験

論
理
は
真
理
の
論
理
と
見
ら
れ
た
。
我
々
の
認
識
は
如
何
に
し
て
対
象
に
関
係
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
根

本
問
題
で
あ
っ
た
。
真
理
の
論
理
は
単
に
形
式
的
な
も
の
で
な
く
、
内
容
の
論
理
、
物
の
論
理
で
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
か
よ
う
な
も
の
と
し
て
真
理
の
論
理
は
直
観
の
問
題
を
離
れ
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
形
式
論
理
は
単
な
る
思
惟

の
問
題
で
あ
る
に
し
て
も
、
真
理
の
論
理
は
つ
ね
に
思
惟
と
直
観
の
問
題
で
あ
る
。
カ
ン
ト
が
一
般
論
理
と
先
験

論
理
と
を
区
別
し
て
、
一
般
論
理
の
対
象
は
思
惟
の
分
析
的
手
続
で
あ
る
に
反
し
て
、
先
験
論
理
の
対
象
は
綜
合

的
手
続
で
あ
る
と
い
う
と
き
、
や
は
り
同
じ
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
。「
種
々
の
表
象
は
分
析
に
よ
っ
て
一
つ
の

概
念
の
も
と
に

0

0

0

0

も
た
ら
さ
れ
る
（
こ
れ
は
一
般
論
理
の
取
扱
う
仕
事
で
あ
る
）。
し
か
る
に
表
象
で
は
な
く
て
表
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象
の
純
粋
綜
合

0

0

0

0

を
概
念
へ0

も
た
ら
す
こ
と
を
教
え
る
も
の
は
先
験
論
理
で
あ
る
」（K

r. d. r. V. B
 104)

。
綜
合
と

い
う
場
合
、
直
観
の
多
様
が
予
想
さ
れ
て
い
る
。
単
な
る
論
理
的
反
省
が
た
だ
概
念
に
関
わ
り
、
分
析
的
で
あ
る

に
反
し
て
、
先
験
的
反
省
は
直
観
の
問
題
と
結
び
附
い
て
い
る
。「
我
々
が
単
に
論
理
的
に
反
省
す
る
と
き
、
我
々

は
た
だ
我
々
の
概
念
を
悟
性
に
お
い
て
相
互
に
比
較
す
る
、
即
ち
二
つ
の
概
念
は
ま
さ
に
同
一
の
も
の
を
含
む
か

ど
う
か
、
両
者
は
矛
盾
す
る
か
そ
れ
と
も
し
な
い
か
ど
う
か
、
或
る
も
の
が
概
念
の
う
ち
に
内
的
に
含
ま
れ
る
の

か
そ
れ
と
も
そ
れ
に
附
け
加
わ
っ
て
く
る
の
か
ど
う
か
、
ま
た
両
者
の
い
ず
れ
が
与
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
、
い

ず
れ
が
与
え
ら
れ
た
概
念
を
思
惟
す
る
一
つ
の
仕
方
に
過
ぎ
ぬ
も
の
と
し
て
、
認
め
ら
る
べ
き
で
あ
る
か
、
と
」

（K
r. d. r. V. B

 335)

。
こ
れ
に
反
し
て
先
験
的
反
省
は
、
我
々
が
取
扱
う
の
は
感
性
的
対
象
で
あ
る
か
そ
れ
と
も

悟
性
の
対
象
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
関
わ
り
、
そ
し
て
単
に
悟
性
の
対
象
が
問
題
で
あ
る
場
合
、
そ
れ
に
よ
っ

て
は
何
物
も
認
識
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
認
識
は
綜
合
で
あ
り
、
先
ず
直
観
の
多
様
が
与
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

分
析
は
我
々
が
も
っ
て
い
る
概
念
を
明
瞭
に
す
る
に
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
我
々
の
知
識
が
増
し
た
と
い
う
こ

と
は
で
き
な
い
。
真
の
意
味
に
お
け
る
認
識
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
我
々
の
知
識
が
増
す
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

言
い
換
え
る
と
、
真
の
認
識
は
創
造
的
或
い
は
発
見
的
で
あ
る
。
か
よ
う
な
認
識
は
綜
合
的
で
あ
る
。
創
造
的
な

も
の
は
綜
合
的
な
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
カ
ン
ト
に
依
る
と
多
様
の
綜
合
は
悟
性
の
所
作
で
は
な
く
て
構
想
力
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論
理
と
直
観

の
所
作
で
あ
る
。
表
象
の
純
粋
綜
合
は
生
産
的
構
想
力
に
属
し
て
い
る
。
多
様
の
綜
合
を
概
念
的
統
一
へ
も
た
ら

す
も
の
は
も
と
よ
り
悟
性
も
し
く
は
先
験
的
統
覚
で
あ
る
が
、
綜
合
そ
の
も
の
は
構
想
力
の
作
用
で
あ
り
、
統
覚

の
統
一
は
こ
れ
を
前
提
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
統
覚
は
悟
性
と
し
て
構
想
力
の
綜
合
の
上
に
働
く
の
で
あ
る
。

現
象
の
多
様
は
構
想
力
の
綜
合
に
よ
っ
て
統
覚
の
統
一
に
合
致
す
る
よ
う
に
覚
知
さ
れ
る
。「
多
様
の
、
統
覚
の

統
一
に
対
す
る
関
係
に
よ
っ
て
、
概
念
が
生
ず
る
、
概
念
は
悟
性
に
属
す
る
、
し
か
し
そ
れ
が
感
性
的
直
観
に
関

し
て
成
立
し
得
る
と
い
う
こ
と
は
構
想
力
の
媒
介
を
俟
っ
て
初
め
て
可
能
で
あ
る
」（K

r. d. r. V. A
124

）。
か
よ

う
に
し
て
カ
ン
ト
は
構
想
力
は
感
性
と
悟
性
と
を
媒
介
す
る
も
の
と
考
え
た
。
形
式
論
理
に
お
い
て
主
語
が
述
語

に
包
摂
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
述
語
的
綜
合
と
は
異
な
る
真
理
的
綜
合
は
感
性
と
悟
性
と
の
綜
合
で
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
か
よ
う
な
綜
合
は
構
想
力
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
論
理
と
直
観
と
の
結
合
は
構
想
力
に
お
い

て
見
出
さ
れ
る
と
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
構
想
力
そ
の
も
の
は
直
観
的
で
あ
る
、
そ
れ
は
直
観
的
で
あ
っ
て
論
理

的
で
あ
る
と
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
創
造
的
或
い
は
発
見
的
で
あ
る
べ
き
認
識
は
構
想
力
の
媒
介
に
俟
た
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。

元
来
、思
惟
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。思
惟
が
可
能
で
あ
る
た
め
に
は
、ラ
シ
ュ
リ
エ
の
い
っ
た
如
く
、

二
つ
の
条
件
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
第
一
の
条
件
は
、
我
々
の
感
覚
の
各
々
か
ら
区
別
さ
れ
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る
主
観
と
い
う
も
の
の
存
在
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
も
し
こ
れ
ら
の
感
覚
だ
け
が
存
在
す
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
ら

は
悉
く
現
象
と
混
じ
、
従
っ
て
我
々
自
身
或
い
は
我
々
の
思
惟
と
呼
び
得
る
よ
う
な
何
物
も
残
ら
な
い
で
あ
ろ
う

か
ら
。
第
二
の
条
件
は
、
我
々
の
感
覚
の
同
時
的
並
び
に
継
起
的
多
様
の
う
ち
に
お
け
る
こ
の
主
観
の
統
一
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
、
各
々
の
現
象
と
共
に
生
れ
ま
た
滅
び
る
思
惟
は
我
々
に
と
っ
て
や
は
り
現
象
で
し
か
な
く
、
そ

し
て
こ
れ
ら
の
分
散
し
た
一
時
的
な
思
惟
の
す
べ
て
を
真
の
思
惟
の
統
一
に
も
た
ら
す
た
め
に
我
々
は
新
し
い
主

観
を
必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う
か
ら
（O

euvres de Jules Lachelier, I 49

）。
ラ
シ
ュ
リ
エ
が
挙
げ
た
第
一
の
条
件

は
我
々
自
身
の
統
一
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
カ
ン
ト
の
い
う
先
験
的
統
覚
は
ま
さ
に
こ
の
条
件
に
応
ず
る
も

の
で
あ
る
。
先
験
的
統
覚
は
自
己
意
識
で
あ
り
、
自
己
の
同
一
性
の
意
識
で
あ
る
。
こ
れ
な
し
に
は
如
何
な
る
認

識
も
不
可
能
で
あ
る
と
カ
ン
ト
は
考
え
た
。
し
か
ら
ば
我
々
は
如
何
に
し
て
こ
の
我
々
自
身
の
統
一
の
意
識
を
有

し
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
我
々
は
デ
カ
ル
ト
を
想
い
起
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
デ
カ
ル
ト
が
「
私
は

考
え
る
、
故
に
私
は
在
る
」
と
い
う
と
き
、
そ
の
よ
う
な
自
己
意
識
或
い
は
自
覚
を
意
味
し
た
と
見
る
こ
と
が
で

き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
デ
カ
ル
ト
の
命
題
は
推
理
で
は
な
く
直
観
的
に
自
証
さ
れ
る
も
の
と
す
れ
ば
、
か

か
る
直
観
が
お
よ
そ
思
惟
の
可
能
に
な
る
条
件
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
デ
カ
ル
ト
の
自
己
は
論
理
的
に
見

る
と
未
だ
分
析
的
統
一
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
思
惟
の
可
能
の
条
件
と
し
て
要
求
さ
れ
る
も
の
は
こ
れ
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論
理
と
直
観

に
反
し
て
綜
合
的
統
一
で
あ
る
。
如
何
に
し
て
我
々
は
我
々
自
身
の
統
一
の
意
識
を
有
し
得
る
か
を
説
明
す
る
だ

け
で
は
足
り
な
い
。
同
時
に
如
何
に
し
て
こ
の
統
一
が
、
分
割
さ
れ
る
こ
と
な
し
に
、
我
々
の
感
覚
の
多
様
の
う

ち
に
拡
げ
ら
れ
、
そ
し
て
か
く
し
て
単
に
そ
れ
自
身
の
思
惟
で
な
く
、
更
に
宇
宙
の
思
惟
で
あ
る
と
こ
ろ
の
思
惟

を
構
成
す
る
か
が
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
と
ラ
シ
ュ
リ
エ
は
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
カ
ン
ト
も
、
先
験
的
統

覚
は
元
来
綜
合
的
統
一
で
あ
り
、
そ
の
分
析
的
統
一
は
綜
合
的
統
一
を
前
提
す
る
と
考
え
た
。「
私
が
与
え
ら
れ

た
表
象
の
多
様
を
一
個
の
意
識

0

0

0

0

0

に
結
合
し
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
こ
れ
ら
の
表
象
に
お
け
る
意
識
の
同
一
性

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

そ
の
も
の
を
表
象
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
、
即
ち
統
覚
の
分
析
的

0

0

0

統
一
は
何
等
か
の
綜
合
的

0

0

0

統
一
を
前
提
し
て

の
み
可
能
で
あ
る
」（K

r. d. r. V. B
 133

）。
と
こ
ろ
で
そ
の
場
合
、
思
惟
は
自
己
自
身
の
存
在
に
対
し
て
解
き
難

い
謎
に
面
す
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
と
ラ
シ
ュ
リ
エ
は
い
う
。
な
ぜ
な
ら
、
思
惟
は
我
々
の
感
覚
が
感
覚
そ
の

も
の
と
は
区
別
さ
れ
る
主
観
に
お
い
て
結
合
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
存
在
し
得
ず
、
そ
し
て
感
覚
そ
の
も
の
か
ら

区
別
さ
れ
る
主
観
は
ま
さ
に
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
を
結
合
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
か

ら
。
し
か
る
に
こ
の
困
難
を
逃
れ
る
手
段
は
ラ
シ
ュ
リ
エ
に
依
る
と
唯
一
つ
あ
る
、即
ち
「
そ
れ
は
、我
々
が
我
々

自
身
の
眼
に
構
成
す
る
統
一
が
作
用
の
統
一
で
は
な
く
て
形
式
の
統
一
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
我
々
の
感
覚
の
間

に
外
的
な
不
自
然
な
聯
関
を
立
て
る
の
で
は
な
く
て
、
そ
の
統
一
が
こ
れ
ら
の
感
覚
そ
の
も
の
の
自
然
的
な
一
種
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の
親
和
と
凝
聚
か
ら
結
果
す
る
こ
と
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」（a. a. O

, 51

）。
と
こ
ろ
で
知
覚
の
多
様

の
か
く
の
如
き
自
然
的
な
親
和
は
カ
ン
ト
が
「
現
象
の
親
和
」
と
称
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
現
象
の
親
和
は

カ
ン
ト
に
依
る
と
構
想
力
に
お
け
る
綜
合
の
必
然
的
な
結
果
で
あ
る
。
か
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
自
己
と
い
う

も
の
も
綜
合
的
統
一
と
し
て
、
構
想
力
に
基
づ
く
と
考
え
ら
れ
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
は
、
自
己
と

い
う
も
の
を
単
に
知
的
な
も
の
と
し
て
で
な
く
、
ま
た
情
意
的
な
も
の
と
し
て
考
え
る
場
合
、
そ
う
考
え
ら
れ
る

で
あ
ろ
う
。構
想
力
に
よ
っ
て
我
々
の
感
情
的
な
能
力
と
知
的
な
能
力
と
の
間
に
絶
え
ざ
る
一
致
が
立
て
ら
れ
る
、

と
メ
ー
ヌ
・
ド
ゥ
・
ビ
ラ
ン
も
い
っ
て
い
る
。
更
に
そ
の
こ
と
は
、
自
己
と
い
う
も
の
が
単
に
い
わ
ゆ
る
精
神
で

な
く
、
精
神
と
身
体
と
の
構
造
的
統
一
で
あ
る
と
考
え
る
場
合
、
そ
う
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
構
想
力
は
矛
盾

す
る
性
質
を
結
合
す
る
こ
と
の
で
き
る
我
々
の
唯
一
の
能
力
で
あ
る
、
と
フ
ン
ボ
ル
ト
は
い
っ
て
い
る
。
自
己
は

綜
合
的
統
一
で
あ
る
、
一
に
お
け
る
多
で
あ
り
、
多
に
お
け
る
一
で
あ
る
。
構
想
力
の
論
理
は
元
来
か
よ
う
な
も

の
な
の
で
あ
る
。

い
っ
た
い
カ
ン
ト
の
自
己
は
何
処
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。自
己
は
つ
ね
に
環
境
に
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

主
観
に
対
し
て
客
観
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
単
に
身
体
的
自
己
に
対
す
る
外
界
の
み
で
な
く
、
ま
た
単
に
意
識
的

自
己
に
対
す
る
身
体
の
み
で
な
く
、
意
識
内
容
も
ま
た
客
観
と
考
え
ら
れ
得
る
よ
う
に
、
環
境
と
い
う
も
の
も
ど
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論
理
と
直
観

こ
ま
で
も
内
に
考
え
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
自
己
は
つ
ね
に
環
境
に
あ
る
。
自

己
が
綜
合
的
統
一
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
こ
れ
に
基
づ
い
て
い
る
。
ホ
ル
デ
ー
ン
に
依
る
と
、有
機
体
は
環
境
に
、

或
い
は
、
環
境
は
有
機
体
に
同
格
化
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
生
命
が
維
持
さ
れ
る
。
か
く
て
環
境
は
有
機
体
の
構

造
に
お
い
て
表
現
さ
れ
、
逆
に
有
機
体
の
構
造
は
環
境
に
お
い
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
構
造
と
作
用
と
は

分
離
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
そ
こ
に
論
理
の
根
本
形
式
が
あ
る
。
ラ
シ
ュ
リ
エ
が
統
一
は
作
用
の
統
一
と
し
て
で

な
く
形
式
の
統
一
と
し
て
見
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
と
き
、
そ
れ
は
作
用
が
構
造
と
不
可
分
の
も
の
で
あ
る
こ

と
を
意
味
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
主
体
が
環
境
に
お
い
て
表
現
さ
れ
、
逆
に
環
境
が
主
体
に
お
い
て
表
現

さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
カ
ン
ト
の
い
わ
ゆ
る
綜
合
的
統
一
の
意
味
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
ラ
イ
プ
ニ

ッ
ツ
は
知
覚
は
統
一
に
お
い
て
多
様
を
表
現
す
る
と
考
え
た
。自
己
は
モ
ナ
ド
と
し
て
か
か
る
も
の
で
あ
る
、各
々

の
モ
ナ
ド
は
自
己
に
お
い
て
世
界
を
映
す
鏡
で
あ
る
。
論
理
は
物
の
う
ち
に
、
世
界
の
う
ち
に
あ
る
。
物
の
う
ち

に
あ
る
論
理
は
何
等
か
直
観
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
直
観
か
ら
分
離
し
て
論
理
を
考
え
よ
う
と
す
る
の
は
、
構

造
か
ら
分
離
し
て
作
用
を
考
え
よ
う
と
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
構
造
と
作
用
と
が
分
離
し
得
ぬ
限
り
、
直

観
と
論
理
と
は
結
び
附
い
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

自
己
は
環
境
に
お
い
て
あ
り
、
環
境
が
自
己
に
お
い
て
表
現
さ
れ
、
逆
に
自
己
が
環
境
に
お
い
て
表
現
さ
れ
る
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と
こ
ろ
に
、
多
様
に
お
け
る
統
一
、
統
一
に
お
け
る
多
様
と
い
う
論
理
の
根
本
形
式
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
が
、
か
よ
う
な
自
己
は
単
な
る
表
象
的
自
己
で
は
な
く
て
行
為
的
自
己
で
あ
る
。
環
境
が
我
々
に
働
き
掛
け
、

逆
に
我
々
が
環
境
に
働
き
掛
け
る
。
環
境
が
我
々
を
限
定
し
、
逆
に
我
々
が
環
境
を
限
定
す
る
。
自
己
と
い
う
も

の
も
そ
こ
に
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
環
境
を
形
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
自
身
を
形
成
し
て
ゆ
く
。

そ
こ
に
一
般
に
技
術
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
自
己
も
技
術
的
に
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
行
為
的
自
己
は
技
術

的
自
己
で
あ
る
。
知
識
の
問
題
も
か
か
る
行
為
的
自
己
に
関
係
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
技
術
と
い

う
も
の
の
論
理
的
構
造
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
す
べ
て
の
技
術
は
先
ず
自
然
法
則
を
前
提
し
て
い
る
。
如
何
な

る
技
術
も
自
然
法
則
に
反
し
て
存
在
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
こ
の
自
然
法
則
は
い
わ
ゆ
る
運
動
原
因
に
関
す
る
も

の
で
あ
り
、
因
果
の
法
則
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
次
に
技
術
に
は
目
的
が
加
わ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
こ
に

は
目
的
原
因
が
あ
り
、
技
術
は
因
果
論
と
目
的
論
と
の
綜
合
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
こ
の
綜
合

は
客
観
的
に
、
技
術
的
に
作
ら
れ
た
も
の
に
お
い
て
現
れ
る
の
で
あ
る
。
自
然
法
則
は
客
観
的
な
も
の
、
目
的
は

主
観
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
技
術
は
主
観
的
な
も
の
と
客
観
的
な
も
の
と
の
統
一
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
か
よ

う
な
も
の
と
し
て
技
術
的
に
作
ら
れ
た
も
の
は
表
現
的
で
あ
る
。
し
か
し
技
術
に
お
け
る
目
的
は
単
に
主
観
的
な

も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
単
に
主
観
的
な
目
的
、
単
に
肆し

い意
的
な
意
欲
を
も
っ
て
は
、
我
々
は
何
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理
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物
も
作
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。技
術
は
却
っ
て
我
々
に
単
に
主
観
的
な
目
的
を
離
る
べ
き
こ
と
を
教
え
る
の
で
あ
る
。

技
術
に
お
け
る
目
的
は
客
観
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
そ
れ
は
目
的
原
因
と
し
て
い
わ
ゆ
る
運
動

原
因
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
単
な
る
因
果
論
に
よ
っ
て
は
説
明
す
る
こ
と
の
で
き
ぬ
も
の
で
あ
る
。
目
的
論

は
そ
れ
自
身
の
論
理
的
構
造
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
全
体
性
の
概
念
を
基
礎
と
し
、
全
体
が
部
分
を
規
定
し
、

部
分
が
全
体
の
分
化
で
あ
る
と
い
う
有
機
的
関
係
で
あ
る
。
技
術
に
お
い
て
は
こ
の
よ
う
な
関
係
が
見
ら
れ
る
の

で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
に
技
術
は
表
現
的
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
表
現
に
お
い
て
は
つ
ね
に
全
体
と
部
分
の
目

的
論
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
は
論
理
的
に
は
「
体
系
」
と
称
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
カ
ン
ト
は
人
間
理
性
は
本

性
上
建
築
的
で
あ
る
と
い
い
、
そ
の
「
体
系
の
技
術
」
に
よ
っ
て
知
識
は
一
つ
の
イ
デ
ー
の
も
と
に
、
全
体
と
部

分
の
必
然
的
な
関
係
に
お
い
て
、
建
築
的
な
統
一
に
も
た
ら
さ
れ
る
と
考
え
た
。
そ
れ
は
一
つ
の
目
的
論
的
構
造

で
あ
り
、
そ
こ
に
技
術
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
全
体
は
も
と
構
想
力
に
関
わ
り
、
従
っ
て
何
等
か

直
観
的
に
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
純
粋
に
論
理
的
に
考
え
る
と
、
全
体
即
ち
イ
デ
ー
は
カ
ン
ト
の
い

う
よ
う
に
決
し
て
到
達
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
課
題
と
考
え
る
の
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
全
体
が
単
に
課
せ

ら
れ
た
も
の
で
な
く
、
与
え
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
、
少
な
く
と
も
表
現
と
い
う
も
の
は
な
い
。
そ
れ
は
構
想

力
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
と
い
う
特
殊
な
仕
方
で
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
概
念
的
に
体
系
と
呼
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ば
れ
る
も
の
は
表
現
的
に
形
と
呼
ば
れ
る
で
あ
ろ
う
。
す
べ
て
表
現
的
な
も
の
は
形
を
有
し
て
い
る
。
全
体
は
論

理
的
で
あ
る
と
共
に
直
観
的
な
も
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
人
間
理
性
は
建
築
的
で
あ
る
と
い
っ
た
が
、
構
想
力
こ

そ
技
術
的
な
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

技
術
は
因
果
論
と
目
的
論
と
の
統
一
で
あ
る
が
、
か
よ
う
な
統
一
が
ま
た
我
々
の
思
惟
の
基
礎
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ラ
シ
ュ
リ
エ
は
『
帰
納
法
の
基
礎
』【D

u fondem
ent de l’induction

】
の
中
で
、
自
然
法
則
の
概

念
は
二
つ
の
区
別
さ
れ
る
原
理
に
基
づ
く
と
論
じ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
の
原
理
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
諸
現
象
が
系

列
を
形
作
り
、
こ
の
系
列
に
お
い
て
先
行
の
も
の
の
存
在
が
後
続
の
も
の
の
存
在
を
決
定
す
る
。
い
ま
一
つ
の
原

理
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
系
列
が
ま
た
体
系
を
形
作
り
、
こ
の
体
系
に
お
い
て
全
体
の
イ
デ
ー
が
諸
部
分

の
存
在
を
決
定
す
る
。
と
こ
ろ
で
他
の
現
象
を
こ
れ
に
先
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
決
定
す
る
現
象
は
運
動
原
因
と

呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
諸
部
分
の
存
在
を
作
り
出
す
全
体
は
、
カ
ン
ト
に
依
る
と
、
目
的
原
因
で

あ
る
。
か
く
て
帰
納
法
の
可
能
性
は
運
動
原
因
と
目
的
原
因
と
の
二
重
の
原
理
に
基
づ
く
、
と
ラ
シ
ュ
リ
エ
は
論

じ
て
い
る
。
も
と
よ
り
二
つ
の
原
理
が
別
々
に
自
然
の
う
ち
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
自
然
の

う
ち
に
も
因
果
論
と
目
的
論
と
の
統
一
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
自
然
も
技
術
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ

ろ
う
。
カ
ン
ト
も
「
自
然
の
技
術
」
と
い
う
も
の
を
考
え
た
。
経
験
的
法
則
は
甚
だ
多
様
で
あ
り
、
そ
れ
に
合
す
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論
理
と
直
観

る
自
然
の
形
態
も
極
め
て
異
質
的
で
あ
る
、
け
れ
ど
も
我
々
は
そ
こ
に
一
個
の
体
系
を
前
提
し
、
経
験
的
法
則
の

体
系
的
聯
関
を
考
え
る
。
か
よ
う
に
し
て
判
断
力
に
と
っ
て
特
殊
的
な
も
の
を
、
同
じ
く
経
験
的
な
、
し
か
し
一

層
一
般
的
な
も
の
に
包
摂
し
て
ゆ
き
、
遂
に
最
高
の
経
験
的
法
則
及
び
そ
れ
に
合
す
る
自
然
の
形
態
に
包
摂
す
る

と
い
う
こ
と
が
可
能
に
な
る
、
か
よ
う
に
し
て
特
殊
的
な
経
験
の
堆
積
を
経
験
の
体
系
と
し
て
考
察
す
る
と
い
う

こ
と
が
可
能
に
な
る
。
そ
こ
に
自
然
の
合
目
的
性
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
自
然
は
技
術
的
で
あ
る
と
い
わ

れ
る
の
で
あ
る
。
ラ
シ
ュ
リ
エ
の
い
う
帰
納
法
の
基
礎
も
そ
こ
に
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
尤も
っ
とも
カ
ン
ト
に
依
る

と
、
自
然
の
合
目
的
性
は
、
先
験
的
原
理
で
あ
る
に
し
て
も
、
範
疇
の
如
く
自
然
の
成
立
の
根
拠
に
な
る
も
の
で

は
な
く
、
我
々
が
自
然
を
考
察
す
る
仕
方
に
関
係
し
て
い
る
。
そ
れ
は
規
定
的
判
断
力
で
は
な
く
て
反
省
的
判
断

力
に
属
し
て
い
る
。
し
か
し
既
に
ラ
シ
ュ
リ
エ
の
如
く
目
的
原
因
に
運
動
原
因
と
少
な
く
と
も
同
等
の
権
利
を
認

め
る
と
す
れ
ば
、
自
然
の
技
術
と
い
う
も
の
に
も
実
在
的
意
味
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
自
然
の
技
術
も
カ
ン

ト
に
お
い
て
は
主
と
し
て
知
識
の
立
場
か
ら
考
え
ら
れ
た
。
し
か
る
に
技
術
そ
の
も
の
は
行
為
の
立
場
か
ら
捉
え

ら
れ
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
。
知
識
の
問
題
も
元
来
行
為
的
・
形
成
的
立
場
に
お
い
て
見
ら
る
べ
き
も
の
で
あ

る
。
自
然
の
技
術
と
い
う
と
き
、
自
然
そ
の
も
の
が
形
成
的
で
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
も
し
技
術

の
論
理
が
構
想
力
に
属
す
る
と
す
れ
ば
、
構
想
力
の
論
理
は
世
界
形
成
の
論
理
で
あ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
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こ
の
よ
う
な
世
界
の
論
理
は
論
理
的
で
あ
っ
て
直
観
的
で
あ
る
。
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弁
証
法弁

証
法弁

証
法
に
於
け
る
自
由
と
必
然

一

事
物
を
そ
れ
ぞ
れ
の
秩
序
に
於
て
捉
え
る
こ
と
は
事
物
を
真
実
に
理
解
す
る
た
め
の
条
件
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
弁
証
法
を
正
し
く
把
握
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
却
っ
て
ま
さ
に
弁
証
法
そ
の
も
の
に
よ
っ

て
要
求
さ
れ
て
い
る
条
件
で
あ
る
。
我
々
は
弁
証
法
を
ば
秩
序
の
論
理

0

0

0

0

0

と
も
呼
ぶ
こ
と
が
出
来
よ
う
。＊

＊　

こ
こ
に
謂
う
秩
序
の
意
味
を
具
体
的
に
認
識
す
る
た
め
に
我
々
は
パ
ス
カ
ル
の
「
三
つ
の
秩
序
」
の
思
想
を
想
い

起
す
こ
と
も
出
来
よ
う
。
拙
著
、『
パ
ス
カ
ル
に
於
け
る
人
間
の
研
究
』〔
全
集
第
一
巻
収
録
〕
参
照
。

既
に
弁
証
法
自
身
が
悟
性
の
論
理
と
は
異
な
る
と
こ
ろ
の
、
他
の
一
層
高
き
秩
序
の
も
の
で
あ
る
。
嘗
て
ヤ
コ

ビ
は
カ
ン
ト
の
批
判
を
も
っ
て
「
理
性
を
悟
性
に
持
ち
来
す
企
て
」
で
あ
る
と
評
し
た
。
理
性
を
理
性
に
、
即
ち

自
己
み
ず
か
ら
に
持
ち
来
す
こ
と
が
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
意
図
で
あ
る
。
彼
は
弁
証
法
の
論
理
を
「
思
弁
的
」
と
し
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弁
証
法
に
於
け
る
自
由
と
必
然

て
悟
性
的
な
も
の
に
対
立
せ
し
め
た
。
い
ま
弁
証
法
に
於
け
る
自
由
と
必
然
の
問
題
を
取
扱
う
に
際
し
て
も
、
そ

の
自
由
が
カ
ン
ト
的
な
、
悟
性
の
意
味
に
於
け
る
自
由
と
は
異
な
る
秩
序
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
い
わ
ゆ
る
必
然

が
悟
性
の
意
味
に
於
け
る
必
然
、即
ち
因
果
の
必
然
と
は
他
の
秩
序
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

弁
証
法
に
加
え
ら
れ
る
非
難
は
多
く
の
場
合
、
か
く
の
如
き
秩
序
の
相
違
を
無
視
し
若も
し

く
は
抹
殺
す
る
こ
と
に
基

づ
い
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
こ
と
に
屡
々
「
理
性
を
悟
性
に
持
ち
来
す
企
て
」
の
中
か
ら
発
し
た
も
の
で
あ
る
。

固
よ
り
弁
証
法
は
悟
性
の
論
理
を
全
く
否
定
し
は
し
な
い
。
そ
の
必
然
は
因
果
的
必
然
を
完
全
に
拒
絶
し
、
そ

の
自
由
は
カ
ン
ト
的
自
由
を
単
純
に
排
棄
す
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
弁
証
法
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
殊

性
に
従
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
秩
序
に
於
け
る
、
事
物
の
権
利
を
十
分
に
承
認
す
る
。
し
か
も
そ
れ
は
同
時
に
低
き

秩
序
の
も
の
が
一
層
高
き
秩
序
の
原
理
と
し
て
は
無
力
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
低
次
の
も
の
は
単
純
に
否
定

さ
れ
る
の
で
な
く
し
て
、
却
っ
て
高
次
の
も
の
に
於
て
「
止
揚
さ
れ
る
」。
か
く
て
両
者
の
間
に
は
ひ
と
つ
の
原

理
的
な
る
関
係
が
存
在
し
て
い
る
。
即
ち
、
低
次
の
も
の
か
ら
高
次
の
も
の
へ
の
行
程
は
非
連
続
的
で
あ
り

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

れ
に
反
し
て
、
高
次
の
も
の
か
ら
低
次
の
も
の
へ
の
道
筋
は
連
続
的
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
換
言
す
れ
ば
、
高
次
の
秩
序
は
低

0

0

0

0

0

0

0

次
の
秩
序
に
対
し
て
超
越
的
で
あ
り

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
し
か
る
に
低
次
の
秩
序
は
高
次
の
秩
序
に
と
っ
て
は
内
在
的
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
秩

序
の
論
理
と
し
て
の
弁
証
法
は
ま
さ
し
く
こ
の
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
惟
う
に
、
弁
証
法
に
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弁
証
法

於
け
る
自
由
と
必
然
の
問
題
は
恰
も
こ
の
原
理
的
な
る
関
係
に
於
て
一
般
的
に
解
決
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
弁

証
法
的
発
展
の
過
程
が
、
展
望
的
に
は

0

0

0

0

0

、
非
連
続
的
ま
た
は
超
越
的
で
あ
る
と
こ
ろ
に
「
自
由
」
が
あ
り
、
し
か

も
そ
れ
が
、
回
顧
的
に
は

0

0

0

0

0

、
連
続
的
乃
至
内
在
的
で
あ
る
と
こ
ろ
に
「
必
然
」
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
私

の
論
旨
の
骨
子
を
な
し
て
い
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
絶
え
ず
弁
証
法
的
発
展
が
そ
の
う
ち
に
非
連
続
性
を
含
む
こ
と
を
説
い
た
。
例
え
ば
、彼
は
云
う
、

「
常
識
は
生
成
ま
た
は
消
滅
を
理
解
す
べ
き
場
合
、
漸
次
的
な
生
成
ま
た
は
消
滅
と
し
て
表
象
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
こ
れ
を
ば
理
解
し
得
た
り
と
考
え
る
。
し
か
る
に
一
般
に
存
在
の
変
化
は
単
に
或
る
量
か
ら
他
の
量
へ
の
推

移
を
意
味
す
る
の
で
な
く
、
量
的
な
る
も
の
か
ら
質
的
な
る
も
の
へ
の
推
移
ま
た
は
そ
の
逆
を
意
味
す
る
の
で

あ
っ
て
、
つ
ま
り
漸
次
的
な
る
も
の
の
中
断
で
あ
り
、
前
行
の
定
在
と
質
的
に
異
な
る
と
こ
ろ
の
化
成
で
あ
る
」＊

。

そ
し
て
発
展
過
程
の
漸
次
性
が
中
断
さ
れ
る
と
き
に
は
つ
ね
に
飛
躍
0

0

が
存
在
す
る
。
と
こ
ろ
で
か
く
の
如
き
事
柄

は
、
弁
証
法
的
論
理
学
に
於
け
る
特
に
「
質
」
及
び
「
量
」
の
範
疇
に
関
し
て
の
み
云
わ
れ
得
る
の
で
な
く
、
却

っ
て
弁
証
法
的
発
展
に
於
け
る
ひ
と
つ
の
秩
序
の
他
の
一
層
高
き
秩
序
に
対
す
る
関
係
に
つ
い
て
一
般
に
妥
当
す

る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
故
に
マ
ル
ク
ス
主
義
者
が
い
わ
ゆ
る
量
か
ら
質
へ
の
飛
躍
の
命
題
を
弁
証
法
の
一
般
命

題
と
解
し
て
い
る
の
は
尤
も
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
我
々
に
最
も
訴
え
る
言
葉
を
引
こ
う
。「
我
々
の
時
代
が
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弁
証
法
に
於
け
る
自
由
と
必
然

誕
生
の
、
新
し
き
時
期
へ
の
推
移
の
時
代
で
あ
る
の
を
知
る
こ
と
は
な
お
ま
た
困
難
で
は
な
い
。
精
神
は
そ
の
存

在
並
び
に
表
象
の
従
来
の
世
界
と
絶
縁
し
、
そ
れ
を
ば
過
去
の
中
へ
沈
没
せ
し
め
よ
う
と
し
、
自
己
の
革
新
の
労

作
の
う
ち
に
あ
る
。
も
と
よ
り
精
神
は
決
し
て
休
息
す
る
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
絶
え
ず
進
展
す
る
運
動
の
う
ち

に
あ
る
。
然
し
な
が
ら
丁
度
子
供
の
場
合
、
永
い
静
か
な
養
育
の
後
に
（
母
胎
内
に
於
け
る
そ
れ
を
謂
う
、
筆
著
）、

最
初
の
呼
吸
作
用
が
単
に
増
大
す
る
の
み
な
る
行
程
の
か
の
漸
次
性
（A

llm
ähligkeit

）
を
中
断
し
、
―
―
一
の

質
的
な
る
飛
躍
（ein qualitativer Sprung

）、
そ
し
て
今
や
そ
の
子
供
が
生
れ
る
と
い
う
如
く
、
自
己
を
形
作
り

つ
つ
あ
る
精
神
は
徐
々
に
ま
た
静
か
に
新
し
い
形
態
に
向
っ
て
成
熟
し
、
そ
の
以
前
の
世
界
の
組
織
の
小
部
分
を

次
か
ら
次
へ
と
ほ
ぐ
し
棄
て
る
、
こ
の
世
界
の
動
揺
は
た
だ
個
々
の
徴
候
に
よ
っ
て
の
み
暗
示
さ
れ
る
、
現
存
す

る
も
の
の
う
ち
に
は
び
こ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
軽
率
と
退
屈
、
未
知
の
も
の
の
定
か
な
ら
ぬ
予
感
は
、
或
る
他
の

も
の
が
近
づ
き
つ
つ
あ
る
こ
と
の
先
触
れ
で
あ
る
。
全
体
の
相
貌
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
な
き
こ
の
漸
次
的
な
切
り

崩
し
は
、
恰
も
電
光
の
如
く
、
忽
ち
に
し
て
新
し
い
世
界
の
像
を
現
出
す
る
飛
躍
的
上
昇
に
よ
っ
て
中
断
さ
れ
る

の
で
あ
る
。＊
＊」
我
々
は
こ
こ
に
一
の
秩
序
の
世
界
か
ら
他
の
一
層
高
き
秩
序
の
世
界
へ
の
転
化
の
過
程
が
い
と
も

美
事
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
の
を
見
る
。
こ
の
過
程
は
展
望
的
に
は
ひ
と
つ
の
飛
躍
を
意
味
す
る
。
高
き
秩
序
は

こ
の
と
き
一
層
低
き
秩
序
の
中
に
あ
る
者
に
と
っ
て
は
超
越
的
で
あ
る
の
ほ
か
な
い
。
け
れ
ど
も
ひ
と
た
び
到
達



一
〇
〇

弁
証
法

さ
れ
た
秩
序
の
上
に
立
っ
て
一
層
低
き
秩
序
を
回
顧
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
凡す
べ

て
自
己
に
到
達
す
る
た
め
の
必
然

的
な
る
段
階
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
在
る
も
の
を
成
っ
て
在
る
も
の
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
が
弁
証
法
の
根
本
で

あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
と
き
低
き
も
の
は
高
き
も
の
に
よ
っ
て
単
に
否
定
さ
れ
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
そ
れ
へ

高
め
揚
げ
ら
れ
、
そ
の
う
ち
に
保
存
さ
れ
、
そ
こ
に
於
て
綜
合
さ
れ
る
。
一
語
を
も
っ
て
云
え
ば
、
前
者
は
後
者

に
と
っ
て
内
在
的
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
一
の
発
展
過
程
は
超
越
と
内
在
と
の
、
飛
躍
と
連
続
と
の
二
重

の
意
味
を
担
っ
て
い
る
。
恰
も
そ
の
故
に
弁
証
法
は
自
由
と
必
然
と
の
矛
盾
の
統
一

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
の
で
あ
る
。
し
か
る

に
こ
の
こ
と
は
、
最
も
根
源
的
に
は
、
現
在
0

0

の
弁
証
法
的
な
る
構
造
に
よ
っ
て
基
礎
付
け
ら
れ
て
い
る
。
現
在
は

回
顧
の
方
向
に
於
て
過
去
か
ら
の
過
程
の
結
果
で
あ
る
と
共
に
展
望
の
方
向
に
於
て
未
来
へ
の
過
程
の
出
発
点
で

あ
る
。
そ
し
て
我
々
は
、
立
つ
に
せ
よ
、
行
く
に
せ
よ
、
現
在
に
あ
る
の
ほ
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
回
願
も
展
望

も
現
在
の
う
ち
に
あ
っ
て
行
わ
れ
る
。

＊　

W
issenschaft der Logik, S.313.

＊
＊　

Phänom
enologie des G

eistes, S 18.

二



一
〇
一

弁
証
法
に
於
け
る
自
由
と
必
然

問
題
を
正
し
く
理
解
す
る
た
め
に
、
ひ
と
は
先
ず
ヘ
ー
ゲ
ル
並
び
に
彼
の
弁
証
法
に
附
き
纒
っ
て
い
る
と
こ
ろ

の
伝
説
め
い
た
誤
解
か
ら
自
由
に
な
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
が
構
成
的
な
思
惟
の
代
表
で
あ

り
、
そ
の
弁
証
法
が
範
疇
の
先
験
的
な
演
繹
の
最
も
模
範
的
な
例
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
殆
ど
通
り
言
葉
と
な

っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
通
り
言
葉
と
し
て
根
本
的
に
吟
味
さ
れ
る
こ
と
な
く
し
て
信
ぜ
ら
れ
て

い
る
。＊

こ
の
伝
説
の
魔
術
か
ら
自
由
に
な
る
に
は
、
私
は
、
普
通
に
な
さ
れ
る
よ
う
に
、『
論
理
学
』
に
よ
っ
て

弁
証
法
に
近
づ
く
よ
り
も
、『
精
神
の
現
象
学
』
を
通
し
て
そ
れ
に
到
る
こ
と
が
順
序
で
あ
り
、
ま
た
必
要
で
も

あ
る
と
思
う
。
弁
証
法
を
ば
何
よ
り
も
「
論
理
」
と
し
て
取
り
上
げ
て
問
題
に
す
る
こ
と
は
、
最
近
ま
で
流
行
し

て
来
た
方
法
論
主
義
（M

ethodologism
us

）
の
偏
見
に
基
づ
い
て
い
る
。＊

今
や
我
々
は
方
法
論
主
義
を
棄
て
て
、

正
直
に
、
厳
密
に
、
物
（Sache

）
に
対
す
る
よ
う
に
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
弁
証
法
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身

の
考
え
た
如
く
、
何
よ
り
も
物
そ
の
も
の

0

0

0

0

0

の
運
動
形
態
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
確
認
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
も
ち
ろ

ん
弁
証
法
を
論
理
と
し
て
見
る
こ
と
が
そ
の
こ
と
自
身
と
し
て
間
違
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
、
し
か
し
そ
れ
を
先

ず
論
理
と
し
て
問
題
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ひ
と
が
知
ら
ず
識
ら
ず
誤
っ
た
方
向
に
連
れ
て
行
か
れ
て
し
ま
う
と

い
う
こ
と
を
最
も
警
戒
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
弁
証
法
を
何
よ
り
も
物
そ
の
も
の
の
運
動
形
態
で
あ
る
と
考
え
る
限
り



一
〇
二

弁
証
法

に
於
て
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
と
マ
ル
ク
ス
と
の
間
に
は
、
人
々
の
想
像
す
る
が
如
き
相
違
は
少
し
も
存
在
し
な
い
。
問

題
は
「
物
そ
の
も
の
」
を
何
で
あ
る
と
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
観
念
論
者
ヘ
ー
ゲ
ル
は
そ
れ
を
精
神
で
あ

る
と
考
え
、
唯
物
論
者
マ
ル
ク
ス
は
そ
れ
を
ば
物
質
で
あ
る
と
見
た
。
弁
証
法
に
し
て
物
の
運
動
法
則
で
あ
る
と

す
る
な
ら
ば
、
弁
証
法
的
唯
物
論
者
た
ち
が
現
実
の
経
験
の
研
究
を
最
も
重
要
視
す
る
故
を
も
っ
て
、
彼
等
を
哲

学
上
の
実
証
主
義
者
と
し
て
非
難
す
る
の
当
ら
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
否
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
精
神
の
現
象

学
も
ま
た
実
に
精
神
の
「
経
験
」
の
叙
述
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

＊　

こ
の
誤
解
は
幸
い
に
も
今
日
次
第
に
除
か
れ
つ
つ
あ
る
。
ロ
イ
ス
は
彼
に
適
わ
し
き
深
い
洞
察
を
も
っ
て
正
し
い

方
向
に
歩
む
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
そ
し
て
彼
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
を
理
解
す
る
た
め
に
最
も
適
当
な
書
物
が

『
精
神
の
現
象
学
』
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
た
。Josiah R

oyce, Lectures on M
odern Idealism

,1919.

私
は
こ

の
小
著
を
読
者
の
繙
か
れ
る
こ
と
を
勧
め
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
と
こ
ろ
で
こ
の
方
向
の
た
め
に
確
実
な
基
礎
を

置
い
た
の
は
言
う
ま
で
も
な
く
デ
ィ
ル
タ
イ
の
劃
期
的
な
研
究“D

ie Jugendgeschichte H
egels”, 1906.

で
あ
っ

た
。
最
近
に
は
、N

icolai H
artm

ann, D
ie Philosophie des deutschen Idealism

us, II.Teil: H
egel, 1929.

も
ま
た

同
じ
方
向
を
辿
っ
て
い
る
も
の
と
見
ら
れ
得
る
。【
こ
の
注
は
二
個
所
の
＊
に
対
応
す
る
の
だ
ろ
う
。】

次
の
こ
と
を
想
い
起
す
べ
き
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
最
大
の
関
心
が
つ
ね
に
歴
史
的
世
界
の
追
体
験



一
〇
三

弁
証
法
に
於
け
る
自
由
と
必
然

（N
acherleben)

に
向
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
こ
の
世
界
が
彼
に
よ
っ
て
一
の
全
体
的
な
る
、
内
面
的
な
る
「
生
」

ま
た
は
「
精
神
」
と
し
て
体
験
さ
れ
、
そ
し
て
こ
の
歴
史
的
な
る
生
の
構
造
聯
関
を
彼
が
ま
さ
に
弁
証
法
的
な
も

の
と
し
て
体
験
し
た
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
弁
証
法
と
は
そ
れ
故
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
根
源
的
に
は

0

0

0

0

0

、
歴
史
的
世

0

0

0

0

界
の
内
面
性
に
於
て
体
験
せ
ら
れ
た
る
生
の
構
造
聯
関
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
し
か
し
て
そ
れ
は
し
か
る
後
こ
の
体
験
か
ら
分

離
さ
れ
て
論
理
的
な
る
、
形
式
的
な
る
、
し
か
も
そ
れ
自
身
生
ま
た
は
精
神
の
ひ
と
つ
の
表
現
形
態
た
る
、
諸
関

係
と
し
て
定
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
弁
証
法
は
体
験
せ
ら
れ
た
聯
関
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
体
験
せ
ら
れ
た
聯

関
を
論
理
的
諸
関
係
と
し
て
定
立
す
る
と
い
う
こ
と
が
ま
た
そ
の
体
験
の
本
質
的
な
る
方
向
に
属
し
て
い
る
の
で

あ
る
。―
―
生
は
も
と
も
と
ヘ
ー
ゲ
ル
に
あ
っ
て
全
体
性
並
び
に
統
一
性
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

―
―
弁
証
法
が
「
具
体
的
論
理
」（konkrete Logik

）
で
あ
る
と
い
う
の
は
こ
の
こ
と
以
外
の
こ
と
を
意
味
す
る

も
の
で
は
な
い
。
論
理
学
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
精
神
の
形
式
的
諸
関
係
に
従
っ
て
の
精
神
の
叙
述
、
ヘ
ー
ゲ
ル

に
固
有
な
る
意
味
に
於
け
る D

arstellung des G
eistes 

を
意
味
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
弁
証
法
に
し
て

精
神
の
体
験
せ
ら
れ
た
構
造
聯
関
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
し
て
精
神
生
活
の
構
造
聯
関
は
体
験
さ
れ
る
と
い

う
こ
と
が
デ
ィ
ル
タ
イ
の
記
述
的
・
分
析
的
心
理
学
の
根
本
命
題
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
う
な
ら
ば
、
我
々
は
ヘ
ー

ゲ
ル
の
「
論
理
学
」
は
一
層
深
き
意
味
に
於
て
「
心
理
学
」
で
あ
る
と
云
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
単
な
る
悟



一
〇
四

弁
証
法

性
の
論
理
で
あ
り
得
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
む
し
ろ
そ
れ
は
「
一
層
高
き
論
理
」、
パ
ス
カ
ル
の
語
を
思

い
出
せ
ば
、「
心
臓
の
論
理
」（logique du cœ

ur

）
即
ち
感
情
の
論
理
で
あ
る
。
蓋
し
感
情
は
全
体
性
に
向
う
こ

と
を
特
徴
と
し
、
そ
れ
は
追
体
験
の
最
も
勝
れ
た
器
官
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
が
そ
れ
に
属
せ
し

め
ら
れ
る
客
観
的
観
念
論
と
い
う
世
界
観
型
式
は
デ
ィ
ル
タ
イ
に
よ
る
も
人
間
の
感
情
的
態
度
と
根
源
的
に
繋
っ

て
い
る
。こ
の
よ
う
に
し
て
我
々
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
の
直
観
的
性
質

0

0

0

0

0

を
見
逃
す
こ
と
が
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。

ひ
と
は
「
弁
証
法
的
思
惟
」
と
云
う
か
わ
り
に
「
弁
証
法
的
直
観
」（dialektisches Schauen

）
と
さ
え
云
う
こ

と
が
出
来
よ
う
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
的
直
観
は
現
代
の
現
象
学
な
ど
で
謂
う
「
本
質
直
観
」
に
も
比
較
さ
る
べ

き
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
そ
れ
の
最
も
著
し
い
特
色
は
、
ば
ら
ば
ら
に
観
る
の
で
な
く
、
技
巧
的
に
分

離
さ
れ
た
特
殊
内
容
に
向
う
の
で
な
く
、
却
っ
て
広
き
、
全
き
内
容
聯
関
に
向
い
、
共
観
的
（konspektiv

）
に

観
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
れ
故
に
そ
れ
は
動
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
に
あ
っ
て
は
、

フ
ィ
ヒ
テ
に
於
け
る
が
如
き
意
味
に
於
て
、
諸
範
疇
の
一
の
原
理
か
ら
の
「
演
繹
」（A

bleitung; D
eduktion

）

と
い
う
こ
と
は
一
般
に
存
在
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
弁
証
法
は
演
繹
で
は
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
そ
れ
は
却
っ
て
対
象
の
分
化
さ
れ

た
る
、
種
々
に
組
織
さ
れ
た
る
構
造
に
沿
う
て
そ
れ
に
適
合
し
て
ゆ
く
運
動
で
あ
る
。
こ
の
運
動
を
貫
い
て
い
る

も
の
は
全
体
の
構
造
聯
関
で
あ
る
。
そ
の
諸
聯
関
は
一
切
の
特
殊
な
も
の
、
游
離
さ
れ
た
も
の
に
対
し
て
形
而
上



一
〇
五

弁
証
法
に
於
け
る
自
由
と
必
然

学
的
な
優
位
を
も
っ
て
臨
む
。
我
々
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
の
中
へ
打
ち
勝
ち
難
く
引
き
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
感

ぜ
ざ
る
を
得
な
い
の
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
諸
聯
関
そ
の
も
の
が
個
々
の
も
の
に
対
し
て
有
す
る
形
而
上
学
的
な
圧

力
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
弁
証
法
に
於
け
る
い
わ
ゆ
る
演
繹
的
・
先
験
的
な
も
の
に
つ
い
て
の
偏
見
は
振
い
落
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
む
し
ろ
我
々
は
、
反
対
に
、
そ
の
う
ち
に
記
述
的
性
質

0

0

0

0

0

を
見
出
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
で

あ
る
。
概
念
か
ら
先
験
的
に
演
繹
す
る
こ
と
で
な
く
、
却
っ
て
概
念
を
ば
体
験
さ
れ
た
も
の
、
直
観
さ
れ
た
も
の
、

生
け
る
も
の
に
形
作
り
上
げ
る
こ
と
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
仕
事
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
精
神
の
全
体
の
聯
関
は
第
一
次

的
に
、
根
源
的
に
体
験
さ
れ
る
。
そ
こ
か
ら
し
て
弁
証
法
の
分
析
的
性
質

0

0

0

0

0

の
も
の
で
あ
る
こ
と
と
な
る
。
弁
証
法

は
「
分
析
的
論
理
学
」（analytische Logik
）
で
あ
る
。＊

＊　

か
か
る
「
分
析
的
論
理
学
」
を
デ
ィ
ル
タ
イ
は
そ
の
注
目
す
べ
き
論
文“Erfahren und D

enken”

の
中
で
企
て
て

い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
と
の
差
異
は
デ
ィ
ル
タ
イ
に
と
っ
て
は
も
は
や
形
而
上
学
的
な
、
絶
対
的
な
体
験
が
失
わ
れ
て

い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

弁
証
法
の
直
観
的
、
記
述
的
、
分
析
的
性
質
は
も
と
よ
り
唯
物
弁
証
法
に
於
て
も
失
わ
れ
て
い
な
い
。
却
っ
て

そ
れ
ら
の
諸
性
質
は
恰
も
そ
こ
に
於
て
こ
そ
十
分
に
発
揮
さ
れ
得
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
か
な
ら
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に

あ
っ
て
、
弁
証
法
の
か
く
の
如
き
諸
性
質
の
貫
徹
さ
れ
る
こ
と
を
、
到
る
処
に
於
て
抑
制
し
、
妨
害
せ
ね
ば
な
ら



一
〇
六

弁
証
法

な
か
っ
た
と
こ
ろ
の
、
汎
神
論
的
前
提
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
的
唯
物
論
に
於
て
は
排
除
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
け
る
直
観
は
形
而
上
学
的
、
絶
対
的
直
観
で
あ
っ
た
。
彼
の
弁
証
法
は
シ
ェ
リ
ン
グ
の
「
知
的
直

観
」
の
内
容
的
解
決
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
マ
ル
ク
ス
主
義
に
於
け
る
直
観
は
経
験
的
な
、
感
性
的
な
直
観
で

あ
る
。
そ
こ
に
両
者
の
根
本
的
な
差
異
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
し
て
重
大
な
諸
帰
結
が
伴
っ
て
来
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
が
彼
の
最
初
の
体
系
的
な
著
述
を
『
精
神
の
現
象
学
』
と
名
付
け
た
の
は
意
味
深
き
こ
と
で
あ
っ
た

で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
我
々
は
彼
の
弁
証
法
が
演
繹
で
な
か
っ
た
の
を
最
も
簡
単
に
、
明
瞭
に
知
る
こ
と
が

出
来
る
。
現
象
学
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
「
知
識
学
」
に
於
け
る
が
如
き
意
味
で
の
「
学
問
の
基
礎
付
け
」
と
は
異
な

れ
る
、
或
る
他
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
ピ
ス
ト
ル
か
ら
弾
丸
を
打
ち
出
す
よ
う
に
直
接
に
絶
対
的
知
識
を

も
っ
て
始
め
る
と
こ
ろ
の
シ
ェ
リ
ン
グ
風
な
「
感
激
」
で
も
な
い
。
現
象
学
は
む
し
ろ
意
識
を
下
か
ら
始
め
て
そ

れ
が
最
高
の
段
階
に
ま
で
、
換
言
す
れ
ば
、「
論
理
学
」
の
出
発
点
へ
ま
で
昇
り
ゆ
く
過
程
を
跡
付
け
る
企
て
で

あ
る
。
本
来
の
知
識
、
若も
し

く
は
純
粋
な
る
概
念
に
於
て
あ
る
学
問
の
こ
の
領
域
に
ま
で
到
達
す
る
た
め
に
は
、
意

識
は
長
き
旅
路
を
彷
徨
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
現
象
学
は
学
問
が
そ
の
本
来
の
目
的
地
に
辿
り
着
く
ま
で
の
意
識
の

「
遍
歴
」（D

urchw
andern

）
の
諸
の
姿
の
叙
述
で
あ
る
。
そ
れ
は
こ
の
道
程
に
於
て
「
現
象
す
る
知
識
の
叙
述
」

（D
arstellung des erscheinenden W

issens

）
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
云
う
、「
そ
れ



一
〇
七

弁
証
法
に
於
け
る
自
由
と
必
然

（
現
象
学
）
は
こ
の
立
場
か
ら
し
て
、
真
な
る
知
識
に
ま
で
推
し
進
む
と
こ
ろ
の
自
然
的
意
識
の
道
程
と
解
さ
れ

得
る
、
或
い
は
そ
れ
は
、
そ
の
諸
形
態
の
系
列
を
ば
自
己
の
本
性
に
よ
っ
て
み
ず
か
ら
に
指
定
さ
れ
た
一
列
の
諸

駅
と
し
て
遍
歴
す
る
魂
の
道
程
と
解
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
、
か
く
て
魂
（Seele

）
は
、
そ
れ
自
身
に
つ
い
て

の
完
全
な
経
験
に
よ
っ
て
そ
れ
が
そ
れ
自
身
に
於
て
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
の
知
識
に
到
達
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

自
己
を
精
神
（G

eist

）
に
純
化
す
る
。」＊

か
く
の
如
き
道
程
の
学
問
と
し
て
の
現
象
学
は
、
そ
れ
故
に
、
意
識
が

経
験
す
る
経
験
0

0

の
学
問
で
あ
る
。“D

ie W
issenschaft dieses W

eges ist W
issenschaft der Erfahrung die das 

B
ew

usstsein m
acht. ”

こ
の
よ
う
に
し
て
弁
証
法
の
性
質
も
お
の
ず
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
先
ず
ヘ
ー
ゲ
ル
か

ら
引
用
す
れ
ば
、「
意
識
が
そ
れ
自
身
に
於
て
、
そ
の
知
識
並
び
に
そ
の
対
象
に
於
て
行
う
こ
の
弁
証
法
的

0

0

0

0

運
動

は
、
そ
れ
か
ら
し
て
意
識
に
と
っ
て
新
し
い

0

0

0

、
真
な
る
対
象
が
生
ず
る
限
り
に
於
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
本
来
経
験
0

0

と
呼
ば
れ
る
と

こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。＊
＊」

弁
証
法
は
へ
ー
ゲ
ル
に
よ
っ
て
経
験
と
同
一
視
さ
れ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
問
題
は
た
だ
彼
の
謂
う
経
験

が
何
で
あ
る
か
に
関
し
て
存
す
る
の
み
で
あ
る
。
彼
は
同
時
代
の
汎
神
論
的
体
験
に
基
づ
い
て
客
観
の
現
象
形
態

は
主
観
の
現
象
形
態
で
あ
る
と
い
う
、い
わ
ゆ
る
「
同
一
性
の
テ
ー
ゼ
」（Identitätsthese

）
の
上
に
立
っ
て
い
た
。

そ
こ
で
彼
は
ま
た
云
う
、「
意
識
は
自
己
の
経
験
の
う
ち
に
あ
る
も
の
以
外
の
何
物
を
も
知
ら
ず
ま
た
理
解
し
な

い
、
蓋
し
こ
の
も
の
の
う
ち
に
あ
る
も
の
は
、
た
だ
精
神
的
な
る
実
体
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
の
自
己
の
対
象
0

0

と



一
〇
八

弁
証
法

し
て
の
実
体
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
精
神
は
し
か
る
に
対
象
と
な
る
、
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
こ
の
運
動
、
即
ち
み
ず

か
ら
に
と
っ
て
一
の
他
の
も
の

0

0

0

0

、
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
の
自
己
の
対
象

0

0

0

0

0

0

0

0

と
な
り
、
そ
し
て
こ
の
他
在
を
止
揚
す
る

と
こ
ろ
の
運
動
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
さ
に
こ
の
運
動
が
経
験
と
名
付
け
ら
れ
る
。＊
＊
＊」
と
こ
ろ
で
我
々
は
ヘ
ー
ゲ
ル

に
於
け
る
こ
の
同
一
性
の
テ
ー
ゼ
を
直
ち
に
フ
ィ
ヒ
テ
に
於
け
る
そ
れ
と
同
一
視
す
る
こ
と
を
慎
し
ま
ね
ば
な
ら

ぬ
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
か
な
ら
ば
、
前
者
に
あ
っ
て
は
後
者
に
於
け
る
如
く
、
主
観
は
そ
れ
が
為
す
0

0

と
こ
ろ
の
も
の

に
於
て
描
か
れ
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
そ
れ
が
自
己
に
つ
い
て
知
る
0

0

と
こ
ろ
の
も
の
、
そ
れ
に
と
っ
て
自
己
に
つ

い
て
与
え
ら
れ
て
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
に
於
て
叙
述
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
於
て
我
々
は

ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
け
る
同
一
性
の
テ
ー
ゼ
の
う
ち
に
む
し
ろ
、ギ
リ
シ
ア
哲
学
以
来
絶
え
ず
生
き
て
い
た
と
こ
ろ
の
、

か
の
「
等
し
き
も
の
は
等
し
き
も
の
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
」（ginw

vskesqai tw
:/ oJmoivw

 to; o{moion

【
３
語
目
の
ω

下
に
レ
点
】）
と
い
う
古
き
原
理
の
異
な
れ
る
姿
を
見
出
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
原
理
は
恰
も
同
時
代
の
ゲ
ー
テ

に
於
て
、
眼
が
太
陽
的
な
も
の
で
な
い
な
ら
ば
、
眼
は
太
陽
を
見
る
こ
と
が
出
来
ぬ
、
と
い
う
有
名
な
句
を
も
っ

て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
同
じ
よ
う
に
、
精
神
は
精
神
的
内
容
を
対
象
に
於
て
把
握
す
る
。
対
象
の
認
識
は
対
象
の

精
神
的
内
容
の
認
識
で
あ
る
。
対
象
の
精
神
的
内
容
は
精
神
の
発
展
に
応
じ
て
い
よ
い
よ
顕
に
な
っ
て
来
る
。
或

い
は
、
意
識
の
運
動
の
進
み
行
く
に
従
っ
て
対
象
の
新
し
い
、
真
な
る
内
容
が
次
第
に
見
出
さ
れ
て
行
く
。
こ
の



一
〇
九

弁
証
法
に
於
け
る
自
由
と
必
然

過
程
は
そ
れ
故
に
精
神
が
自
己
自
身
に
つ
い
て
な
す
経
験
で
あ
る
。
そ
し
て
か
か
る
経
験
の
可
能
性
は
、
神
は
世

界
の
う
ち
に
啓
示
さ
れ
て
あ
る
と
い
う
、
従
っ
て
現
実
の
存
在
は
本
質
上
精
神
的
内
容
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
、

汎
神
論
的
信
仰
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
。
か
く
て
主
観
の
現
象
形
態
は
客
観
の
現
象
形
態
で
あ
り
、
精
神
の

現
象
学
は
対
象
の
現
象
学
で
あ
る
。
弁
証
法
は
「
内
容
論
理
学
」（Inhaltslogik

）
以
外
の
何
物
で
も
な
い
の
で

あ
る
。
意
識
の
運
動
、
へ
ー
ゲ
ル
の
謂
う
経
験
の
最
高
段
階
に
於
て
は
対
象
と
認
識
と
の
完
全
な
る
同
一
性
が
到

達
さ
れ
る
。
そ
こ
に
於
て
イ
デ
ー
の
純
粋
な
る
自
己
認
識
が
始
ま
る
。「
こ
れ
を
も
っ
て
精
神
の
現
象
学
は
閉
じ

ら
れ
る
。」
し
か
し
な
が
ら
そ
こ
に
到
る
ま
で
の
「
長
き
道
程
」
を
現
象
学
は
遍
歴
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

れ
は
「
真
な
ら
ぬ
知
識
」
ま
た
は
「
仮
象
」
を
通
し
て
の
真
な
る
知
識
へ
の
道
程
で
あ
る
。

＊　

Phänom
enologie des G

eistes, S.71.

＊
＊ a. a. O

. S. 78.

＊
＊
＊　

a. a. O
. S.36.

現
象
学
の
地
盤
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
な
に
よ
り
も
歴
史
的
世
界
で
あ
っ
た
。「
か
く
て
歴
史
的
現
実
の
具
体

的
な
理
解
に
於
て
そ
の
当
時
彼
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
も
の
が
、
彼
の
精
神
の
現
象
学
の
基
礎
を
形
作

っ
て
い
る
。
そ
の
も
の
が
屡
々
言
葉
の
は
し
に
至
る
ま
で
ヘ
ー
ゲ
ル
の
こ
の
最
も
巨
大
な
る
著
作
を
規
定
し
た
」＊

、



一
一
〇

弁
証
法

と
デ
ィ
ル
タ
イ
は
云
っ
て
い
る
。
ロ
イ
ス
は
、
彼
も
ま
た
、「
現
象
学
は
、
現
実
の
生
活
を
論
理
学
の
抽
象
的
な

諸
範
疇
に
誤
っ
て
翻
訳
す
る
方
法
に
よ
っ
て
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
思
惟
過
程
を
現
実
的
な
言
葉
（pragm

atic 

term
s)

に
還
元
す
る
方
法
に
よ
っ
て
、
論
理
と
歴
史
と
を
結
合
す
る＊
＊」、
と
語
る
。
即
ち
弁
証
法
の
諸
範
疇
は
歴

0

0

0

0

0

0

0

0

0

史
的
な
生
そ
の
も
の
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
概
念
で
あ
り

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
そ
れ
自
身
歴
史
的
な
範
疇
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
ロ
イ
ス
は
ヘ

ー
ゲ
ル
の
現
象
学
は
ジ
ェ
ー
ム
ズ
が
そ
の
著
書
の
表
題
と
し
た
「
宗
教
的
経
験
の
種
々
相
」
と
い
う
語
に
よ
っ
て

性
格
付
け
ら
れ
得
る
と
も
云
い
、
更
に
そ
れ
を
ゲ
ー
テ
の
「
ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
マ
イ
ス
タ
ー
」
に
も
比
較
し
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
比
喩
は
恐
ら
く
適
切
で
あ
ろ
う
。
現
象
学
は
「
世
界
理
性
の
自
叙
伝
」
で
あ
る
。
し
か
も
ゲ
ー
テ

が
か
の
ロ
マ
ン
に
於
て
描
き
出
し
た
も
の
が
個
人
的
な
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
典
型
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
同
じ

よ
う
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
精
神
の
現
象
学
の
う
ち
に
叙
述
さ
れ
た
も
の
は
歴
史
的
発
展
に
於
け
る
典
型
的
な
も
の

で
あ
っ
た
。
弁
証
法
の
諸
範
疇
は
歴
史
の
典
型
概
念
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
「
意
識
の
諸
形
態
」（G

estalten des 

B
ew

usstseins)

と
云
っ
た
も
の
は
意
識
の
発
展
に
於
け
る
種
々
な
る
、
典
型
的
な
る
段
階
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ

し
て
我
々
は
如
何
に
彼
が
芸
術
家
的
な
確
か
さ
を
も
っ
て
そ
れ
ら
の
諸
形
態
を
鮮
か
に
個
性
化
し
て
い
る
か
を
見

て
ま
こ
と
に
驚
嘆
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
な
お
見
逃
す
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
歴
史
の
解
釈

に
あ
た
っ
て
そ
れ
を
彼
に
と
っ
て
の
現
代
の
見
地
か
ら
し
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

解
釈
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
彼
の
現
象



一
一
一

弁
証
法
に
於
け
る
自
由
と
必
然

学
は
意
識
ま
た
は
世
界
理
性
の
一
般
的
発
展
の
跡
を
辿
り
、
そ
し
て
恰
も
観
念
論
的
体
系
の
門
口
に
ま
で
辿
り
着

い
て
終
っ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
と
り
も
な
お
さ
ず
ヘ
ー
ゲ
ル
が
観
念
論
哲
学
を
も
っ
て
現
代
の
典
型
概
念
で

あ
る
と
考
え
、
そ
の
見
地
か
ら
過
去
の
発
展
を
解
釈
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
青
年
ヘ
ー
ゲ
ル
の

著
作
『
エ
ス
伝
』 i

に
つ
い
て
語
り
、
そ
し
て
次
の
言
葉
を
記
す
、「
こ
れ
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
、
な
お
現
在
的
な
る
歴

史
的
生
と
し
て
彼
を
取
巻
い
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
か
ら
し
て
過
去
を
一
層
深
く
理
解
せ
ん
と
す
る
彼
の
方
法

を
、
適
用
す
る
最
初
の
場
合
で
あ
る
。
こ
の
方
法
は
彼
の
歴
史
的
方
法
の
ひ
と
つ
の
重
要
な
る
部
分
を
形
作
る
で

あ
ろ
う
。
＊
＊
＊」

否
、
歴
史
的
方
法
は
そ
れ
以
外
の
仕
方
を
知
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
他
の
箇
所
で
繰
り
返

し
述
べ
て
お
い
た
よ
う
に
、
現
代
の
意
識
が
つ
ね
に
過
去
を
根
源
的
に
規
定
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

＊　

W
. D

ilthey, D
ie Jugendgeschichte H

egels, S.157.

＊
＊ 　

J. R
oyce, Lectures on M

odern Idealism
, p.145.

＊
＊
＊　

a. a. O
. S.22.

次
の
こ
と
を
附
け
加
え
て
お
こ
う
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
あ
っ
て
弁
証
法
の
諸
範
疇
は
歴
史
的
範
疇
で
あ
っ
た
け
れ

ど
も
、
し
か
し
そ
の
汎
神
論
的
前
提
の
た
め
に
、
歴
史
は
や
が
て
彼
に
と
っ
て
ま
た
永
遠
の
現
在
で
あ
り
、
弁

i　

H
. N

ohl, “H
egels theologische Jugendschriften”, ‘D

as Leben Jesu’
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証
法
は
ま
た
永
遠
な
る
諸
範
疇
を
意
味
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
唯
物
弁
証
法
に
於
て
は
そ
れ
の
諸
範

疇
は
完
き
意
味
で
歴
史
的
範
疇
で
あ
る
。
そ
れ
ら
が
歴
史
的
で
あ
る
と
い
う
の
は
そ
れ
ら
が
一
回
的
な
、
繰
り

返
す
こ
と
な
き
発
展
過
程
の
概
念
で
あ
り
、
次
に
そ
れ
ら
が
こ
の
過
程
の
典
型
的
な
も
の
の
概
念
で
あ
る
と
い

う
こ
と
を
意
味
す
る
。
マ
ル
ク
ス
は
自
己
の
樹
て
る
諸
範
疇
を
ば
明
ら
さ
ま
に
「
歴
史
的
諸
範
疇
」( historische 

K
ategorien)

と
呼
ん
で
い
る
。
な
お
大
胆
な
る
類
推
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
次
の
如
く
云
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。

ヘ
ー
ゲ
ル
の
現
象
学
は
「
自
然
的
意
識
の
道
程
」（W

eg des natürlichen B
ew

usstseins

）
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は

絶
え
ず
自
己
解
放
に
向
い
つ
つ
も
未
だ
自
由
な
ら
ざ
る
知
識
の
遍
歴
の
叙
述
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
に
そ
れ
は
或
る

前
駆
的
な
、
暫
時
的
な
も
の
（etw
as Vorläufiges)

で
あ
る
。「
自
由
な
る
知
識
」
即
ち
「
そ
の
固
有
な
る
姿
に

於
て
運
動
す
る
学
問
」
の
始
ま
る
時
は
現
象
学
の
終
る
時
で
あ
る
。
現
象
学
は
自
由
な
る
精
神
の
謂
わ
ば
「
前
史
」

( Vorgeschichte)

で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
ブ
ハ
ー
リ
ン
は
そ
の
『
転
形
期
の
経
済
学
』
の
冒
頭
に
於
て
云
っ
て
い
る
。

「
生
産
が
無
秩
序
で
あ
り
同
じ
く
生
産
物
の
分
配
も
無
秩
序
で
あ
る
社
会
に
於
て
の
み
、
社
会
的
生
活
の
法
則
性

は
個
人
ま
た
は
共
同
体
の
意
志
と
は
無
関
係
な『
原
素
的
自
然
法
則
』の
姿
を
取
っ
て
現
れ
る
。
即
ち
そ
れ
は『
家

屋
が
人
の
頭
上
に
倒
れ
か
か
る
時
の
重
力
の
法
則
』
と
同
一
の
『
盲
目
的
』
必
然
を
も
っ
て
は
た
ら
く
法
則
で
あ

る
。
マ
ル
ク
ス
は
率
先
し
て
商
品
生
産
の
こ
の
特
殊
性
を
挙
げ
、
彼
の
商
品
拝
物
教
論
【
商
品
の
物
神
性
】
に
於
て
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一
三

弁
証
法
に
於
け
る
自
由
と
必
然

理
論
経
済
学
に
対
す
る
す
ば
ら
し
い
社
会
学
的
手
引
を
与
え
て
、
理
論
経
済
学
を
歴
史
的
に
局
限
さ
れ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

学
科
と

し
て
樹
立
し
た
。
事
実
、組
織
さ
れ
た
る
社
会
的
経
済
を
観
察
す
る
と
き
は
、経
済
学
の
一
切
の
基
礎
的
『
問
題
』、

即
ち
価
値
、
価
格
、
利
潤
等
の
問
題
は
す
べ
て
消
え
て
し
ま
う
。
そ
の
場
合
に
於
て
は
『
人
と
人
と
の
関
係
』
が

『
物
と
物
と
の
関
係
』
と
な
っ
て
現
れ
る
こ
と
な
く
、
社
会
的
経
済
は
市
場
及
び
競
争
と
い
う
盲
目
的
勢
力
に
よ

っ
て
左
右
さ
れ
ず
に
、
意
識
的
に
実
施
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
計
画
0

0

に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の

場
合
は
、
一
面
に
於
て
記
述
の
或
る
体
系
と
、
他
面
に
於
て
規
範
の
体
系
と
が
存
立
し
得
る
。
が
、
か
か
る
社
会

の
中
に
は
市
場
そ
の
も
の
が
存
在
し
な
い
の
だ
か
ら
、
従
っ
て
市
場
の
『
盲
目
的
法
則
』
を
研
究
す
る
学
の
存
在

す
る
余
地
は
な
い
。
こ
う
い
う
具
合
に
、
資
本
家
的
商
品
生
産
を
基
礎
と
す
る
社
会
の
終
焉
は
、
同
時
に
ま
た
経

済
学
の
終
焉
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。」＊

人
と
人
と
の
関
係
が
物
と
物
と
の
関
係
に
於
て
疎
外
さ
れ
て
あ
る
こ

と
な
き
、
マ
ル
ク
ス
の
い
わ
ゆ
る
「
自
由
の
王
国
」
の
到
来
と
共
に
い
わ
ゆ
る
経
済
学
は
閉
じ
ら
れ
る
。「
自
由

の
王
国
は
」、
と
彼
は
云
う
、「
実
際
、
強
要
と
外
的
合
目
的
性
と
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
諸
労
働
が
止
む
と

こ
ろ
に
於
て
初
め
て
始
ま
る
、
従
っ
て
そ
れ
は
物
の
本
性
上
本
来
の
物
質
的
生
産
の
領
分
の
彼
方
に
横
た
わ
っ
て

い
る
。＊
＊」
経
済
学
は
か
か
る
自
由
の
王
国
に
到
る
ま
で
の
「
長
き
道
程
」
の
叙
述
で
あ
り
、『
資
本
』
は
そ
れ
の
最

も
重
要
な
る
一
齣
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
恰
も
ヘ
ー
ゲ
ル
の
現
象
学
が
「
自
由
な
る
知
識
」
に
達
す
る
ま
で
の
「
自
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然
的
意
識
」
の
発
展
の
叙
述
で
あ
る
が
如
く
、マ
ル
ク
ス
主
義
の
経
済
学
は
「
自
由
の
王
国
」
に
到
る
ま
で
の
「
自

然
必
然
性
の
王
国
」（R

eich der N
aturnotw

endigkeit

）
の
発
展
の
叙
述
で
あ
る
。
自
由
な
る
も
の
と
自
然
的
な

る
も
の
と
の
こ
の
よ
う
な
区
別
は
弁
証
法
に
於
け
る
自
由
と
必
然
の
問
題
の
包
括
的
な
論
究
に
と
っ
て
は
決
し
て

見
逃
す
べ
か
ら
ざ
る
事
柄
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
人
額
の
「
前
史
」
た
る
い
わ
ゆ
る
「
自
然
必
然
性
の
王
国
」
の
研

究
は
、
そ
れ
が
ま
さ
に
自
然
必
然
性
の
領
域
の
研
究
で
あ
る
が
故
に
、
マ
ル
ク
ス
の
云
う
よ
う
に
「
自
然
史
的
に
」

研
究
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
マ
ル
ク
ス
も
ま
た
明
ら
か
に
現
代
の
見
地
か
ら
し
て
歴
史
を
把
握
し
た
。
ヘ
ー

ゲ
ル
と
の
相
違
は
、
こ
の
人
が
現
代
を
も
っ
て
終
結
的
な
も
の
と
考
え
、
従
っ
て
そ
こ
に
弁
証
法
的
綜
合
の
完
成

を
見
た
に
反
し
て
、
マ
ル
ク
ス
は
現
代
を
ば
過
渡
的
な
も
の
と
見
、
そ
れ
故
に
こ
こ
に
む
し
ろ
弁
証
法
的
矛
盾
の

完
成
を
考
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。し
か
し
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
私
は
既
に
種
々
な
る
機
会
に
論
及
し
て
お
い
た＊
＊
＊。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
彼
の
観
念
論
哲
学
と
共
に
も
は
や
「
自
由
な
る
知
識
」
の
世
界
は
到
来
し
て
い
る
と
し
、
マ
ル
ク
ス

は
こ
れ
に
反
し
て
彼
の
経
済
学
に
よ
っ
て
人
頬
の
前
史
の
終
末
が
解
剖
さ
れ
た
と
考
え
る
。

＊　

N
.B

ucharin, O
ekonom

ik der Transform
ationsperiode.

佐
野
文
夫
氏
の
訳
文
に
拠
る
。

＊
＊　

K
apital, 3. II. S.355.

＊
＊
＊　

例
え
ば
、
拙
稿
「
ヘ
ー
ゲ
ル
と
マ
ル
ク
ス
」（『
唯
物
史
観
と
現
代
の
意
識
』
一
三
六
頁
以
下
）〔
全
集
第
三



一
一
五

弁
証
法
に
於
け
る
自
由
と
必
然

巻
一
四
〇
頁
以
下
【「
ヘ
ー
ゲ
ル
と
マ
ル
ク
ス
」「
発
展
が
絶
え
ず
自
己
完
了
的
全
体
を
」
以
下
】〕
参
照
。

さ
て
、
右
の
如
く
弁
証
法
の
性
質
を
考
え
る
と
し
て
、
ひ
と
は
反
問
す
る
で
あ
ろ
う
、
そ
れ
で
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の

「
論
理
学
」
は
ど
う
す
る
の
だ
、
こ
の
も
の
は
演
繹
的
で
あ
っ
て
、
記
述
的
性
質
を
全
く
も
っ
て
い
な
い
で
は
な

い
か
。
然
し
な
が
ら
私
は
反
対
の
意
見
で
あ
る
。
彼
の
論
理
学
の
根
柢
に
は
全
体
の
哲
学
史
が
横
た
わ
っ
て
い
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

。

ひ
と
は
そ
こ
に
現
れ
た
諸
範
疇
が
内
容
的
に
は
何
等
ヘ
ー
ゲ
ル
の
新
し
い
発
見
に
属
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を

見
出
す
で
あ
ろ
う
。
個
々
の
諸
範
疇
は
既
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
一
部
分
は
哲
学
に
と
っ
て
の
古

く
か
ら
の
財
産
で
あ
る
も
の
で
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
以
前
の
哲
学
者
た
ち
、
プ
ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
そ

の
他
数
多
く
の
そ
の
後
の
人
々
の
諸
原
理
が
、
正
確
な
歴
史
的
順
序
に
従
っ
て
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
意
味
の
上

か
ら
で
は
歴
史
的
行
程
に
相
応
し
た
と
こ
ろ
の
系
列
に
従
っ
て
現
れ
て
い
る
。＊

我
々
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
学
に
於

て
哲
学
史
の
全
体
の
財
産
目
録
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
単
な
る
目
録
で
は
な
く
、
一
切
の
も

の
が
一
の
唯
一
な
る
、
大
い
な
る
、
有
機
的
秩
序
の
構
造
に
結
合
さ
れ
て
い
る
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
云
う
、

「
真
の
弁
証
法
は
孤
独
な
る
思
想
家
の
独
白
で
は
な
い
、
そ
れ
は
我
と
汝
と
の
対
話
で
あ
る
。＊
＊」
け
れ
ど
も
弁
証
法

が
ヘ
ー
ゲ
ル
に
あ
っ
て
決
し
て
孤
独
な
る
思
想
家
の
独
白
で
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
現

象
学
の
終
る
と
こ
ろ
で
論
理
学
は
始
ま
る
と
考
え
た
。
し
か
し
現
象
学
が
過
去
か
ら
現
在
ま
で
の
歴
史
的
世
界
の
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証
法

叙
述
で
あ
っ
て
、
論
理
学
が
未
来
の
歴
史
的
世
界
の
叙
述
で
あ
る
と
い
う
が
如
き
こ
と
を
意
味
し
な
い
の
は
勿
論

で
あ
る
。
一
般
に
未
来
の
歴
史
を
叙
説
す
る
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
論
理
学
も
ま
た
も
と
よ
り
過
去
か

ら
現
在
ま
で
の
歴
史
的
世
界
の
記
述
で
あ
る
の
ほ
か
な
い
。
然
し
な
が
ら
如
何
に
し
て
論
理
学
に
現
れ
た
哲
学
的

諸
範
疇
が
歴
史
的
世
界
の
叙
述
の
意
味
を
担
い
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
各
の
歴
史
的
哲
学
は
各
の
歴
史
的
時
代
の
時

代
精
神
の
概
念
的
表
現
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
確
信
で
あ
っ
た
。
一
定
の
哲
学
は
一
定
の
時
代
の

時
代
精
神
の
自
己
認
識
と
し
て
そ
の
時
代
の
最
高
の
華
で
あ
り
、「
時
代
の
実
体
的
な
る
も
の
の
知
識
」
で
あ
る
。

か
く
て
哲
学
は
そ
の
時
代
と
全
く
同
一
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る＊
＊
＊。

も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
哲
学
の
全
体

の
歴
史
は
全
歴
史
そ
の
も
の
の
最
も
優
越
な
る
表
現
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
従
っ
て
哲
学
的
諸
範
疇
の
全
体
の
体

系
は
全
歴
史
そ
の
も
の
の
発
展
の
鏡
で
あ
る
。
か
く
し
て
論
理
学
は

0

0

0

0 in nuce 

に
於
け
る
歴
史
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
ま
た
こ

の
よ
う
に
し
て
、
我
々
は
ヘ
ー
ゲ
ル
が
『
エ
ン
チ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
』
に
於
け
る
論
理
学
の
『
予
備
概
念
』
の
部
分
に

於
て
哲
学
的
意
識
の
歴
史
的
・
弁
証
法
的
発
展
に
つ
い
て
詳
細
に
記
述
し
て
い
る
こ
と
の
深
き
意
味
を
探
り
得
る

の
で
あ
る
。
論
理
学
は
現
象
学
に
於
け
る
自
然
的
意
識
の
発
展
の
最
高
の
段
階
に
於
て
到
達
さ
れ
た
る
、
自
由
な

0

0

0

る0

、
絶
対
的
知
識
の
立
場
か
ら

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 

、
現
実
的
に
は
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
の
観
念
論
的
哲
学
的
意
識
の
立
場
か
ら
し
て
把

握
さ
れ
た
る
哲
学
の
歴
史
、
進
ん
で
は
歴
史
そ
の
も
の
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
も
と
よ
り
彼
の
弁



一
一
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弁
証
法
に
於
け
る
自
由
と
必
然

証
法
的
論
理
学
が
構
成
的
要
素
を
含
ん
で
い
る
の
は
事
実
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
我
々
は
歴
史
家
ヘ
ー
ゲ
ル
の
た

め
に
な
お
マ
ル
ク
ス
の
次
の
文
章
を
思
い
起
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。「
研
究
は
材
料
を
詳
細
に
占
有
し
、
そ
の
材
料

の
種
々
な
る
発
展
諸
形
態
を
分
析
し
、
こ
れ
ら
諸
形
態
の
内
的
紐
帯
を
探
し
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
仕
事
が

完
成
し
た
後
、
は
じ
め
て
現
実
の
運
動
は
適
応
的
に
叙
述
さ
れ
う
る
。
か
か
る
叙
述
が
成
し
遂
げ
ら
れ
、
今
や
材

料
の
生
命
が
観
念
的
に
反
映
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
れ
は
吾
々
が
先
験
的
構
成
で
事
を
済
ま
し
た
も
の
な
る
か

に
、
見
え
も
す
る
だ
ろ
う
。
＊
＊
＊
＊」
か
く
の
如
く
に
し
て
弁
証
法
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
予
備
的
、
一
般
的
理
解
を
得

た
後
に
、
我
々
は
自
由
と
必
然
の
問
題
ヘ
移
っ
て
ゆ
こ
う
。

＊ V
gl. N

. H
artm

ann, H
egel, S.156.
ハ
ル
ト
マ
ン
に
於
て
も
未
だ
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
の
現
象
学
と
論

理
学
と
の
関
係
に
つ
い
て
私
は
そ
の
解
明
の
た
め
の
若
干
の
指
針
を
与
え
得
た
と
信
ず
る
。

＊
＊　

Feuerbach, Säm
m

tliche W
erke, II, S.345.

つ
い
で
な
が
ら
、土
田
杏
村
氏
は
そ
の「
河
上
肇
論
」（
中
央
公
論
、

昭
和
四
年
七
月
号
）
の
中
で
、「
ま
た
『
辨
証
法
』
な
る
語
を
マ
ル
キ
シ
ス
ト
は
一
般
に
『
辯
証
法
』
と
書
く
け
れ

ど
も
、
こ
れ
は
誤
字
で
あ
る
」
と
云
わ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
も
と
も
と
我
々
が
辯
証
法
と
訳
す
る
言
葉
は
ギ
リ

シ
ア
語
の dialektikhv

か
ら
来
た
の
で
あ
り
、
こ
の
も
の
は dialevgesqai 

（sich unterreden, besprechen)

即
ち

談
話
す
る
、
対
論
す
る
と
い
う
こ
と
、
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
れ
故
に
辯0

証
法
と
書
く
こ
と
に
何
の
妨
げ
も
な
い
。
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証
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こ
れ
を
辨0

証
法
と
す
れ
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
辯
証
法
を
も
っ
て
「
思
弁
的
」（spekulativ)

と
し
て
特
徴
付
け
た
意
味

が
一
層
明
瞭
に
現
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
元
来
観
念
論
的
思
弁
を
排
斥
す
る
マ
ル
キ
シ
ス
ト
に
あ
っ
て
は
、

辯0

証
法
と
記
す
に
毫
も
差
支
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
方
が
一
層
適
切
で
あ
ろ
う
。
私
自
身
と
し
て
は
、

土
田
氏
の
注
意
に
も
拘
ら
ず
、
依
然
と
し
て
辯
証
法
な
る
文
字
を
用
い
て
ゆ
こ
う
。

＊
＊
＊　

ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
史
講
義
の
序
論
を
な
す
美
し
い
文
章
が
再
読
さ
る
べ
き
で
あ
る
。

＊
＊
＊
＊　

岩
政
文
庫
版
『
資
本
論
』
第
一
巻
、
第
一
分
冊
、
三
〇
頁
。【
第
二
版
後
書
き
】

三

卓
越
せ
る
歴
史
家
ヘ
ー
ゲ
ル
は
宗
教
改
革
を
ば
「
近
代
の
原
理
」
と
呼
ん
で
い
る
。＊

そ
れ
は
中
世
の
終
に
於
け

る
暁
紅
に
随
っ
て
現
れ
た
と
こ
ろ
の
「
万
象
を
明
ら
か
に
す
る
太
陽
」
で
あ
っ
た
。
宗
教
改
革
の
地
盤
と
な
っ

た
も
の
は
「
ド
イ
ツ
精
神
の
内
面
性
」、
ま
た
は
「
純
粋
に
内
面
的
な
る
精
神
性
」、
ひ
と
が“deutsches G

em
üt”

と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
宗
教
改
革
と
い
わ
れ
る
の
は
神
的
な
る
も
の
の
外
面
的
、
感
性
的
な
る
物
化
に

対
す
る
抗
議
で
あ
る
。
神
的
な
る
も
の
若
く
は
精
神
的
な
る
も
の
の
物
化
、
そ
し
て
そ
れ
か
ら
生
ず
る
非
自
由
の

う
ち
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
本
質
を
見
た
。「
ル
タ
ー
の
単
純
な
る
教
義
は
自
由
0

0

の
教
義
で
あ
る
」、



一
一
九

弁
証
法
に
於
け
る
自
由
と
必
然

と
彼
は
語
る
。「
精
神
的
自
由
の
原
理
は
此
処
（
ド
イ
ツ
）
に
於
て
保
有
さ
れ
て
お
り
、
単
純
に
し
て
素
朴
な
る

心
臓
か
ら
し
て
変
革
を
成
就
し
た
。」「
こ
れ
に
よ
っ
て
」、
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
云
う
、「
そ
の
ま
わ
り
に
諸
民
族
が
集

ま
る
新
し
い
、
最
後
の
旗
が
、
自
己
自
身
の
処
に
あ
り
、
し
か
も
真
理
に
於
て
あ
り
そ
し
て
た
だ
真
理
に
於
て
自

己
自
身
の
処
に
あ
る
と
こ
ろ
の
自
由
な
る
精
神
の
旗
が
現
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
、
そ
の
も
と
に
我
々
が
仕

え
、
そ
し
て
そ
れ
を
我
々
が
担
う
と
こ
ろ
の
旗
で
あ
る
。
そ
の
時
以
来
我
々
に
至
る
ま
で
、
こ
の
原
理
を
世
界
の

う
ち
に
実
現
す
る
こ
と
よ
り
ほ
か
に
何
等
他
の
仕
事
を
為
す
必
要
が
な
か
っ
た
し
ま
た
為
す
必
要
が
な
い
。」
ま

こ
と
に
自
由
な
る
精
神
と
い
う
旗
は
、
恰
も
そ
の
も
と
に
我
々
が
仕
え
、
そ
し
て
そ
れ
を
我
々
が
担
う
と
こ
ろ
の

旗
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
は
言
う
ま
で
も
な
く
こ
の
旗
の
ま
わ
り
に
集
っ
て
来
た
人
々
の
う
ち
最
も
偉
大
な
る

一
人
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

＊　

Vorlesungen über die Philosophie der W
eltgeschichte, H

rsg. v. Lasson, S. 877ff.

宗
教
改
革
の
原
理
を
初
め
て
哲
学
の
内
部
に
於
て
生
産
的
な
も
の
に
し
た
の
は
カ
ン
ト
で
あ
る
と
見
ら
れ
て
い

る
。
彼
に
於
け
る
人
格
及
び
自
由
の
概
念
が
そ
の
こ
と
を
最
も
勝
れ
て
示
す
で
あ
ろ
う
。
次
に
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
彼

も
ま
た
、「
私
の
体
系
は
端
初
よ
り
終
末
に
至
る
ま
で
た
だ
自
由
の
概
念
の
分
析
で
あ
る
」、
と
述
べ
た
。
更
に
シ

ェ
リ
ン
グ
も
、「
自
由
は
我
々
の
最
高
な
る
も
の
、
我
々
の
神
性
で
あ
る
、
こ
の
も
の
を
我
々
は
一
切
の
事
物
の



一
二
〇
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証
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終
局
的
な
原
因
と
し
て
欲
す
る
、」
と
熱
情
を
も
っ
て
語
る
。
そ
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、「
哲
学
は
、
精
神
の
凡
て
の

性
質
が
た
だ
自
由
に
よ
っ
て
存
し
、
凡
て
は
た
だ
自
由
に
対
す
る
手
段
で
あ
り
、
凡
て
は
た
だ
こ
の
も
の
を
求
め

且
つ
作
り
出
す
と
い
う
こ
と
を
、
我
々
に
教
え
る
。
こ
の
こ
と
、
即
ち
自
由
は
精
神
の
唯
一
の
真
な
る
も
の
で
あ

る
と
い
う
こ
と
が
思
弁
的
哲
学
の
認
識
で
あ
る
。」
と
論
ず
る
。「
精
神
の
実
体
は
自
由
で
あ
る
。」
こ
の
よ
う
に

し
て
自
由
が
ド
イ
ツ
観
念
論
哲
学
の
諸
体
系
に
と
っ
て
、
単
に
そ
の
思
惟
の
対
象
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
ま

た
そ
れ
の
原
理
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
明
瞭
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
今
の
場
合
我
々
に
対
し
て
一
群
の
問
題
が
自
由
の
概
念
を
囲
ん
で
現
れ
る
。
先
ず
自
由
が
一
般
に
ド
イ

ツ
観
念
論
に
於
て
、
カ
ン
ト
に
あ
っ
て
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
あ
っ
て
も
、
共
通
の
中
心
概
念
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え

て
そ
の
共
通
な
る
内
容
を
定
め
、
そ
の
上
で
次
に
、
特
に
カ
ン
ト
と
ヘ
ー
ゲ
ル
と
に
於
け
る
自
由
の
概
念
の
そ
れ

ぞ
れ
の
特
殊
性
を
究
め
、
か
く
て
進
ん
で
、
我
々
は
「
歴
史
と
実
践
」
と
の
問
題
の
た
め
に
両
者
の
い
ず
れ
の
側

に
加
担
す
べ
き
で
あ
る
か
を
論
議
す
る
こ
と
が
そ
れ
で
あ
る
。

観
念
論
の
思
想
家
た
ち
、
就
中
フ
ィ
ヒ
テ
及
び
ヘ
ー
ゲ
ル
が
自
己
を
ル
タ
ー
の
「
後
裔
」
と
し
て
意
識
し
て
い

た
と
い
う
こ
と
は
、
彼
等
の
著
作
を
通
し
て
明
ら
か
に
窺
い
知
り
得
ら
れ
る
。
疑
い
も
な
く
彼
等
は
宗
教
改
革
に

対
し
て
親
和
の
関
係
を
感
じ
て
い
た
。
い
ま
歴
史
の
事
実
的
聯
関
の
問
題
が
如
何
に
あ
る
に
し
て
も
、＊

我
々
は
彼



一
二
一

弁
証
法
に
於
け
る
自
由
と
必
然

等
の
こ
の
感
情
を
無
視
し
、
全
く
故
な
き
も
の
と
す
る
こ
と
は
出
来
ぬ
で
あ
ろ
う
。
ル
タ
ー
に
於
け
る
自
由
が
如

何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
は
な
お
解
決
さ
れ
て
い
な
い
問
題
に
属
す
る＊
＊。
然
し
な
が
ら
我
々
は
彼
の
改
革
が
為
さ

れ
た
物
か
ら
為
す
者
へ
の
、
聖
な
る
事
物
か
ら
人
格
的
な
る
良
心
へ
の
転
向
に
存
し
た
と
見
做
し
て
恐
ら
く
誤
っ

て
い
な
い
だ
ろ
う
と
思
う
。
換
言
す
れ
ば
、彼
の
自
由
の
思
想
は
、少
な
く
と
も
そ
の
本
質
的
な
傾
向
に
於
て
、「
自

律
」
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
。
ル
タ
ー
は
有
名
な
ひ
と
つ
の
説
教
を
次
の
語
を
も
っ
て
始
め
た
、「
我
々
は
凡
て

死
に
迫
ら
れ
て
お
り
、
そ
し
て
如
何
な
る
者
も
他
の
者
の
代
り
に
死
せ
な
い
で
あ
ろ
う
。
却
っ
て
各
の
者
は
自
己

の
人
格
に
於
て
自
己
自
身
の
為
め
に
悪
魔
と
死
と
闘
う
べ
く
甲
冑
を
着
け
て
用
意
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
な

る
ほ
ど
我
々
の
一
人
は
他
の
者
に
向
っ
て
そ
の
両
耳
に
叫
び
、
彼
を
慰
め
、
ま
た
忍
耐
と
闘
争
と
を
勧
告
す
る
こ

と
は
出
来
る
、
然
し
な
が
ら
彼
に
代
っ
て
我
々
は
戦
う
こ
と
も
争
う
こ
と
も
出
来
な
い
の
で
あ
る
、
そ
こ
で
は
各

の
者
は
み
ず
か
ら
そ
の
危
険
に
投
じ
、
そ
し
て
そ
の
敵
、
悪
魔
と
死
と
み
ず
か
ら
渡
り
合
い
、
唯
ひ
と
り
彼
等
と

戦
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
と
き
予
は
汝
の
側
に
あ
る
こ
と
な
く
、
汝
は
予
の
側
に
あ
る
こ
と
が
な
い
で
あ
ろ
う
。」

各
の
者
は
自
己
自
身
の
た
め
に
た
だ
自
己
の
人
格
に
於
て
立
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
我
々
は

カ
ン
ト
の
謂
う
人
格
の
自
律
の
品
位
を
想
い
起
す
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、「
自
律
」
と
い
う
本
質
的
な
内

容
に
於
て
自
由
の
概
念
は
ド
イ
ツ
観
念
論
の
諸
哲
学
の
中
へ
這
入
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
に
と
っ
て
自
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由
の
概
念
は
一
般
に
自
律
の
概
念

0

0

0

0

0

で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
が
先
ず
確
認
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
る
に
注
意
す
べ

き
こ
と
は
、
こ
の
自
律
の
地
盤
が
ド
イ
ツ
観
念
論
に
於
て
甚
し
く
拡
大
0

0

さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
主

と
し
て
ガ
リ
レ
イ
に
よ
る
方
法
論
的
基
礎
付
け
以
来
の
自
然
科
学
の
興
隆
に
起
因
し
て
い
る
。
ル
タ
ー
の
自
由
は

な
に
よ
り
も
意
志
の
自
由

0

0

0

0

0

で
あ
り
、
ニ
コ
ラ
イ
・
ハ
ル
ト
マ
ン
が
彼
の
『
倫
理
学
』
の
中
で
区
別
し
た
と
こ
ろ
の

適
切
な
用
語
を
使
う
な
ら
ば
、「
人
格
の
自
由
」（A

utonom
ie der Person

）で
あ
っ
て
、「
原
理
の
自
由
」（A

utonom
ie 

des Prinzips

）
で
は
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
で
カ
ン
ト
は
夙
く
も
彼
の
第
一
批
判
の
仕
事
を
、
我
々
の
認
識
が
対
象

に
従
う
の
で
な
く
却
っ
て
対
象
が
我
々
の
認
識
に
従
う
の
で
あ
る
、
と
い
う
言
葉
を
も
っ
て
要
約
し
て
い
る
。
即

ち
そ
こ
で
為
さ
れ
た
仕
事
は
実
に
理
論
理
性

0

0

0

0

の
自
律
の
確
立
の
方
向
を
と
っ
て
い
る
。
か
く
の
如
き
拡
大
が
宗
教

改
革
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
好
都
合
に
さ
れ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
我
々
は
カ
ン
ト
の
先
験
的
論
理
学

0

0

0

0

0

0

を
特

色
付
け
て
云
う
こ
と
が
出
来
る
、「
カ
ン
ト
は
自
我
の
自
省
の
思
想
を
論
理
学
へ
導
き
入
れ
た
最
初
の
人
で
あ
る
。

彼
は
そ
れ
に
よ
っ
て
一
の
新
し
い
論
理
学
の
創
造
者
と
な
る
。
自
然
哲
学
的
思
惟
を
論
理
学
の
思
惟
の
う
ち
へ
帰

入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
イ
デ
ア
説
の
再
生
は
可
能
に
さ
れ
る
。
論
理
学
と
自
我
の
自
省
と
の
融
合
に
よ
っ
て
こ
の

説
は
そ
の
新
し
い
特
質
を
得
る
。＊
＊
＊」
し
か
る
に
ま
さ
に
こ
こ
に
我
々
は
自
律
が
実
に
原
理
の
自
律
へ
の
傾
向
を
担

う
に
到
る
と
こ
ろ
の
ひ
と
つ
の
根
源
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
よ
う
。
カ
ン
ト
以
来
ド
イ
ツ
観
念
論
の
諸
体
系
に
あ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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弁
証
法
に
於
け
る
自
由
と
必
然

っ
て
自
由
は
多
か
れ
少
な
か
れ
原
理
の
自
律
の
意
味
を
も
っ
て
い
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
こ
と
は
心
掛
け
て
お
か
れ
ね
ば
な
ら

ぬ
。＊　

宗
教
改
革
と
ド
イ
ツ
観
念
論
と
の
歴
史
的
関
聯
は
ド
イ
ツ
の
学
界
の
大
き
な
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
観
念
論

を
宗
教
改
革
の
「
後
裔
」
と
考
え
る
見
方
に
対
し
て
多
く
の
異
論
が
持
ち
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ト
レ
ル
チ
は
こ

の
問
題
を
「
近
代
世
界
」（die m

oderne W
elt

）
の
成
立
に
対
す
る
宗
教
改
革
の
意
義
の
問
題
と
し
て
提
出
し
た
。

そ
し
て
彼
は
本
来
の
、
ル
タ
ー
主
義
及
び
カ
ル
ヴ
ィ
ン
主
義
の
、
彼
の
謂
う“A

ltprotestantism
us”

を
ば
、
十
七

世
紀
の
末
以
来
、
近
代
国
家
の
地
盤
の
上
へ
移
さ
れ
た
る“N

euprotestantism
us”

か
ら
区
別
す
べ
き
こ
と
を
主
張

す
る
。
前
者
は
な
お
厳
密
に
教
会
的
な
る
、
超
自
然
的
な
る
文
化
の
概
念
の
も
と
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
む
し

ろ
そ
れ
は
中
世
的
文
化
を
中
世
の
制
度
が
可
能
な
ら
し
め
た
よ
り
も
一
層
厳
密
に
、
内
面
的
に
、
人
格
的
に
、
自

己
の
方
法
を
も
っ
て
貫
徹
し
よ
う
と
試
み
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
後
者
は
、
啓
蒙
（A

ufklärung

）
と
観
念

論
と
に
よ
っ
て
前
者
か
ら
分
た
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
も
の
に
よ
っ
て
変
形
さ
れ
て
い
る
。
か
く
て
近
代
的
世
界

の
成
立
史
に
於
け
る
決
定
的
な
る
転
換
期
は
、
ト
レ
ル
チ
に
よ
れ
ば
、
宗
教
改
革
に
あ
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
啓0

蒙
時
代

0

0

0

に
あ
る
（V

gl. Ernst Troeltsch, D
ie B

edeutung des Protestantism
us für die Entstehung der m

odernen 

W
elt.

）。
ト
レ
ル
チ
が
カ
ン
ト
を
啓
蒙
思
潮
と
の
聯
関
に
於
て
見
た
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
（
例
え
ば
、Troeltsch, 



一
二
四

弁
証
法D

as H
istorische in K

ants Religionsphilosophie. 

参
照
）。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
彼
は
宗
教
改
革
の
二
つ
の
層
の
連

続
性
を
信
じ
、「
ド
イ
ツ
観
念
論
に
於
け
る
ル
タ
ー
的
要
素
」
に
つ
い
て
語
る
こ
と
を
忘
れ
な
い
。「
如
何
な
る
法

則
、
如
何
な
る
技
巧
的
作
為
も
知
ら
ぬ
ル
タ
ー
主
義
の
内
面
性
か
ら
、
そ
れ
に
と
っ
て
は
真
の
本
性
は
人
間
と
神

と
の
統
一
で
あ
る
と
こ
ろ
の
彼
の
人
格
神
論
的
な
神
秘
主
義
か
ら
し
て
、
自
然
的
・
精
神
的
世
界
過
程
の
、
精
神

の
自
由
な
る
自
己
発
展
的
自
律
の
、
思
想
を
有
す
る
偉
大
な
る
ド
イ
ツ
の
思
弁
が
現
れ
出
た
。」
と
彼
は
記
し
て
い

る（Protestantisches C
hristentum

 und K
irche in der N

euzeit, K
ultur der G

egenw
art I, IV,1, S.552.

）。バ
ー
ル
ト
、

ゴ
ガ
ル
テ
ン
、ブ
ル
ン
ナ
ー
な
ど
の
神
学
者
た
ち
―
―
彼
等
の
神
学
は
時
と
し
て
「
弁
証
法
的
神
学
」（dialektische 

Theologie

）
と
呼
ば
れ
て
い
る
―
―
に
と
っ
て
は
、
観
念
論
と
宗
教
改
革
と
は
相
互
に
完
全
に
対
立
し
た
も
の
で

あ
る
。
嘗
て
デ
ィ
ル
タ
イ
も
ま
た
そ
の
レ
ッ
シ
ン
グ
論
の
中
で
、
宗
教
改
革
時
代
の
全
生
活
理
解
は
近
代
の
自
律

の
思
想
に
よ
っ
て
も
は
や
古
物
に
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
、
と
云
っ
た
。
と
こ
ろ
で
デ
ィ
ル
タ
イ
が
宗
教
改
革
に

対
す
る
観
念
論
の
優
越
を
信
じ
た
に
反
し
て
、
今
日
か
の
神
学
者
た
ち
は
、
反
対
に
、
後
者
に
対
す
る
前
者
の
優

越
を
主
張
す
る
。

＊
＊　

こ
の
と
き
問
題
に
な
る
ル
タ
ー
の
主
要
な
る
著
作
は“D

e servo arbitrio” 1526.　

で
あ
る
。
ゴ
ガ
ル
テ
ン
の

出
版
し
た
独
訳
書
が
あ
る
。M

artin Luther, Vom
 unfreien W

illen, N
ach der U

ebersetzung von Justus Jonas, 
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五

弁
証
法
に
於
け
る
自
由
と
必
然

herausgegeben und m
it N

achw
ort versehen von Friedrich G

ogarten, M
ünchen 1924.

＊
＊
＊R

ichard K
roner, Von K

ant bis H
egel, I, S.39.
四

一
層
重
要
な
事
柄
は
カ
ン
ト
に
於
け
る
自
由
の
概
念
と
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
け
る
そ
れ
と
の
間
の
相
違
に
つ
い
て
或

る
見
通
し
を
つ
け
る
こ
と
で
あ
る
。
我
々
は
両
者
が
単
に
相
異
な
る
の
み
な
ら
ず
、
却
っ
て
ま
た
相
対
立
し
て
い

る
の
を
見
出
す
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
カ
ン
ト
の
自
由
の
概
念
に
種
々
な
る
差
別
、就
中
「
先
験
的
自
由
」
と
「
実

践
的
自
由
」
と
の
主
な
る
差
別
の
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
ら
が
相
互
に
如
何
に
交
渉
し
、
否
、
屡
々
如
何
に
矛

盾
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
も
は
や
知
ら
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
こ
こ
で
は
触
れ
ず
に
お
か
れ
ね
ば
な

ら
ぬ
。＊

＊　

そ
れ
に
つ
い
て
私
は
拙
稿
「
批
判
哲
学
と
歴
史
哲
学
」（『
史
的
観
念
論
の
諸
問
題
』）
の
中
で
比
較
的
詳
細
に
取

扱
っ
た
。〔
全
集
第
二
巻
収
録
〕

第
一
、
カ
ン
ト
の
自
由
は
終
極
は
可
能
な
る

0

0

0

0

自
由
で
あ
っ
た
。
こ
れ
も
二
通
り
の
意
味
に
於
て
で
あ
る
。
先
ず

彼
は
因
果
法
則
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
自
然
秩
序
に
対
し
て
自
由
は
可
能
で
あ
る
か
否
か
、
ま
た
如
何
に
し
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て
可
能
で
あ
る
か
を
問
題
に
し
た
。
こ
の
問
題
は
現
象
と
物
自
体
と
を
区
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
た
。

か
く
て
次
に
自
由
は
カ
ン
ト
に
あ
っ
て
叡
智
的
自
我
の
自
由
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
存
在
に
対
す
る
当
為
の
自
律
、

現
実
的
な
も
の
に
対
し
て
内
面
的
な
る
も
の
の
自
由
で
あ
る
。
し
か
る
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
単
に
内
面
的
な
る
も
の
は

可
能
な
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
問
題
に
し
た
の
は
現
実
的
な
る

0

0

0

0

0

自
由
で
あ
る
。
単
に
在
る

べ
き
0

0

で
あ
っ
て
そ
れ
故
に
な
お
そ
こ
に
は
在
ら
ぬ

0

0

0

0

0

0

0

も
の
を
彼
は
悟
性
的
な
も
の
と
し
て
そ
れ
を
軽
蔑
し
て
い
る
。

ま
た
彼
は
カ
ン
ト
に
於
け
る
二
元
的
な
見
方
に
反
対
し
て
、
義
務
と
傾
向
性
と
の
分
離
の
如
き
は
生
け
る
も
の
を

破
壊
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
た
。
当
為
の
思
想
に
対
し
て
彼
の
と
る
立
場
は
む
し
ろ
分
離
を
超
越
し
た
道
徳
的
存0

在0

か
ら
の
行
為
で
あ
る
。
こ
の
も
の
は
、
彼
に
よ
れ
ば
、
ま
こ
と
に
た
だ
「
生
の
ひ
と
つ
の
様
態
」
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
生
け
る
も
の
と
は
全
体
的
な
も
の
、
統
一
的
な
も
の
で
あ
り
、
か
か
る
も
の
に
し
て
初
め
て
自
由
な
る
も

の
と
云
わ
れ
得
る
。
即
ち
ヘ
ー
ゲ
ル
の
謂
う
自
由
は
カ
ン
ト
の
当
為
の
概
念
を
止
揚
す
る
と
共
に
、
ま
た
カ
ン
ト

の
倫
理
主
義

0

0

0

0

の
立
場
を
も
止
揚
す
る
。

第
二
、
カ
ン
ト
の
自
由
は
主
と
し
て
個
人
0

0

の
自
由
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
反
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
自
由
は
共
同
体

0

0

0

に

主
と
し
て
関
係
す
る
。固
よ
り
後
者
と
雖
も
前
者
の
説
く
が
如
き
主
観
的
な
自
律
の
概
念
を
排
斥
す
る
の
で
な
く
、

却
っ
て
云
っ
て
い
る
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
意
味
で
自
由
と
云
わ
れ
る
の
は
、
主
と
し
て
こ
の
主
観
的
な

0

0

0

0

若
く
は
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に
於
け
る
自
由
と
必
然

倫
理
的
な

0

0

0

0

自
由
で
あ
る
。」「
道
徳
的
並
び
に
宗
教
的
諸
規
定
は
単
に
外
的
な
法
則
及
び
一
の
権
威
の
命
令
と
し
て

彼
に
対
し
て
要
求
を
な
し
、彼
に
よ
っ
て
遵
奉
さ
る
べ
き
で
は
な
く
、却
っ
て
彼
の
心
臓
、心
情
、良
心
、知
見
、等
々

に
於
て
そ
の
同
意
、
承
認
若
く
は
基
礎
付
け
さ
え
を
も
も
つ
べ
き
で
あ
る
。
彼
自
身
に
於
け
る
意
志
の
主
観
性
は

自
己
目
的
で
あ
り
、
絶
対
的
に
本
質
的
な
る
契
機
で
あ
る
。」＊

然
し
な
が
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
は
か
く
の
如
き
主
観
的
道

徳
（M

oralität

）
は
客
観
的
道
徳
（Sittlichkeit

）
に
よ
っ
て
止
揚
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
る
。
人
格
的
な
も
の
、

特
殊
的
な
も
の
は
全
体
的
な
も
の
、一
般
的
な
も
の
と
結
び
つ
き
、そ
こ
に
於
て
具
体
的
と
な
り
、現
実
的
と
な
る
。

「
真
の
良
心
」
及
び
「
生
け
る
善
」
は
家
族
、
市
民
社
会
、
国
家
に
於
て
形
作
ら
れ
る
。
客
観
的
道
徳
の
最
高
の

形
態
と
し
て
の
国
家
は
、「
一
般
的
意
志
と
主
観
的
意
志
と
の
統
一
」
と
し
て
、
理
性
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ

が
真
に
自
由
な
る
も
の
で
あ
る
。

＊　

Encyclopädie § 503.

か
く
て
第
三
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
自
由
の
概
念
を
目
的
論

0

0

0

（Teleologie

）
の
概
念
に
於
て
思
惟
す
る
。
こ
こ
に

目
的
論
と
い
う
の
は
普
遍
と
特
殊
と
の
有
機
的
統
一
の
こ
と
で
あ
る
。
彼
の
自
由
の
概
念
は
一
の
有
機
的
全
体
の

高
き
聯
関
の
中
ヘ
の
主
体
の
有
意
的
な
る
組
織
化
を
意
味
す
る
。
全
体
か
ら
分
離
さ
れ
た
特
殊
体
の
自
由
は
彼
に

と
っ
て
ま
さ
に
自
由
の
反
対
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
真
の
本
質
に
於
け
る
自
由
と
は
民
族
の
う
ち
に
生
け
る
精
神
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の
実
体
的
な
る
力
に
服
従
す
る
こ
と
で
あ
り
、
一
切
の
特
殊
体
を
担
い
且
つ
維
持
す
る
国
家
と
い
う
有
機
体
の
一

構
成
員
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

い
ま
歴
史
を
問
題
と
す
る
限
り
に
於
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
自
由
の
概
念
が
カ
ン
ト
の
そ
れ
よ
り
も
一
層
有
用
で
あ
り

得
よ
う
と
い
う
こ
と
は
、
容
易
に
思
い
付
か
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
前
者
は
自
由
の
現
実
的
な
概
念
を

つ
ね
に
問
題
と
し
て
お
り
、
そ
し
て
歴
史
と
は
ま
さ
し
く
現
実
的
な
も
の
の
名
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の

自
由
の
概
念
は
叡
智
的
自
我
の
自
由
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
彼
の
道
徳
法
の
概
念
も
ま
た
全
く
形
式
的
で
あ
る
の
ほ

か
な
か
っ
た
。我
々
の
実
践
に
あ
た
っ
て
は
つ
ね
に
そ
れ
が
内
容
的
に
規
定
さ
れ
る
の
が
必
要
で
あ
る
け
れ
ど
も
、

こ
の
場
合
カ
ン
ト
の
立
場
に
於
て
は
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
無
限
定
な
も
の
で
あ
る
の
ほ
か
な
い
。
そ
れ
を
内
容
的

に
規
定
す
る
た
め
に
は
何
等
か
の
意
味
で
経
験
に
結
び
つ
け
て
規
定
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、

彼
の
立
場
に
あ
っ
て
は
か
か
る
規
定
の
原
理
と
な
る
も
の
が
存
在
し
得
な
い
。
そ
れ
は
単
に
主
観
的
感
情
に
従
っ

て
規
定
さ
れ
る
の
ほ
か
な
く
、
従
っ
て
あ
ら
ゆ
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
が
そ
こ
に
這
入
っ
て
来
る
こ
と
が
出
来
る
、
―
―

そ
し
て
一
切
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
で
あ
り
な
が
ら
、
つ
ね
に
経
験
的
内
容
の
も
の
で
あ
る
。
当
為
の

内
容
が
何
で
あ
る
か
は
カ
ン
ト
の
立
場
に
於
て
は
決
定
し
得
ざ
る
、
ま
た
決
定
す
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
で
あ
る
が
、

し
か
し
現
実
の
実
践
に
際
し
て
は
つ
ね
に
、内
容
的
な
当
為
が
要
求
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
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に
於
け
る
自
由
と
必
然

カ
ン
ト
は
彼
の
道
徳
法
の
法
則
性

0

0

0

が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
明
確
な
概
念
を
与
え
て
い
な
い
。
単
な

る
自
律
の
概
念
に
よ
っ
て
は
そ
れ
の
法
則
性
に
つ
い
て
の
洞
見
を
得
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は

彼
の
道
徳
法
の
法
則
性
を
ば
、
或
い
は
そ
の
当
時
の
自
然
法
（N

aturrecht

）
の
見
方
に
従
っ
て
、
或
い
は
自
然

法
則
（N

aturgesetz
）
を
範
型
と
し
て
、
或
い
は
ま
た
矛
盾
律
の
論
理
的
法
則
に
従
っ
て
さ
え
、
考
え
て
い
た
よ

う
に
見
え
る
。
若も

し
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
こ
そ
一
回
的
な
る
、
繰
り
返
さ
ざ
る
過
程
と
し
て
の
歴

史
的
な
も
の
、
実
践
的
な
も
の
の
意
味
を
全
く
否
定
す
る
の
結
果
と
な
ろ
う
。
し
か
る
に
ヘ
ー
ゲ
ル
に
あ
っ
て
は

自
由
の
実
質
た
る
自
律
の
法
則
性
は
目
的
論
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
普
遍
と
特
殊
と
の
有
機
的
統

一
に
関
す
る
目
的
論
的
法
則
性
で
あ
る
。個
体
は
自
己
の
自
由
を
実
現
す
る
た
め
に
全
体
の
中
へ
這
入
っ
て
ゆ
き
、

そ
こ
に
於
て
自
己
の
自
由
の
客
観
的
内
容
を
見
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
市
民
的
生
活
が
義
務
の
地
盤
を
形

作
っ
て
い
る
。
個
人
は
彼
等
の
指
定
さ
れ
た
任
務
、
従
っ
て
ま
た
彼
等
の
指
定
さ
れ
た
義
務
を
も
っ
て
い
る
。
そ

し
て
彼
等
の
道
徳
性
は
こ
の
も
の
に
適
合
し
て
行
動
す
る
と
こ
ろ
に
存
す
る
。」＊

し
か
る
に
普
遍
と
特
殊
と
の
関

係
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
に
於
て
一
の
発
展
的
体
系
に
秩
序
付
け
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
そ
の
発
展
の
各
の
段
階
に

於
て
特
殊
に
対
す
る
普
遍
の
意
味
は
そ
れ
ぞ
れ
個
性
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
目
的
論
が
抽
象
的
に
問
題
に
な

る
の
で
な
く
、
却
っ
て
普
遍
と
特
殊
と
の
目
的
論
的
関
係
は
各
の
歴
史
的
段
階
の
特
殊
性
に
従
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
具



一
三
〇

弁
証
法

体
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
我
々
の
歴
史
的
行
為
の
内
容
と
な
る
べ
き
も
の
は
一
々
歴
史
的
に

規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
あ
っ
て
目
的
論
は
弁
証
法
的
発
展
の
体
系
に
構
造
づ
け
ら
れ
て
い
た
か

ら
で
あ
る
。

＊　

Vorlesungen über die Philosophie der W
eltgeschichte. S. 73.

然
し
な
が
ら
自
由
の
概
念
の
目
的
論
的
構
成
こ
そ
ま
さ
に
自
由
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
と
い
う

疑
問
は
依
然
と
し
て
起
り
得
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
普
遍
的
な
も
の
の
た
め
に
主
観
的
な
も
の
を
犠
牲
に
す
る
こ

と
と
な
り
、
し
か
る
に
自
由
の
本
質
は
飽
く
ま
で
も
主
観
性
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ハ
イ
ム
は
既

に
か
く
の
如
き
疑
問
を
表
白
し
た
。「
彼
（
ヘ
ー
ゲ
ル
）
の
実
践
的
諸
概
念
は
ま
た
た
だ
平
ら
な
地
に
根
を
張
る

植
物
の
し
な
び
た
る
姿
を
も
っ
て
い
る
。
個
人
の
生
の
全
き
深
み
の
う
ち
に
、
具
体
的
な
内
面
性
の
う
ち
に
、
道

徳
の
力
強
き
衝
動
と
内
容
と
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
生
け
る
現
実
の
こ
の
最
も
豊
饒
な
る
坑
の
中
へ
降
り
て
行
く

こ
と
を
絶
対
的
観
念
論
は
軽
ん
ず
る
。
彼
は
主
観
的
な
も
の
を
、
そ
れ
が
主
観
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
や
め
、

そ
し
て
自
己
を
普
遍
的
な
も
の
に
浄
化
す
る
限
り
に
於
て
、
尊
重
す
る
こ
と
を
知
る
の
み
で
あ
る
。」＊

と
こ
ろ
で

我
々
は
ヘ
ー
ゲ
ル
も
ま
た
決
し
て
カ
ン
ト
的
な
、
主
観
的
な
自
由
を
無
視
す
る
者
で
な
い
と
い
う
こ
と
を
上
に
述

べ
て
お
い
た
。
け
れ
ど
も
か
か
る
主
観
的
道
徳
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
体
系
に
於
て
、
抽
象
的
な
法
律
と
客
観
的
道
徳



一
三
一

弁
証
法
に
於
け
る
自
由
と
必
然

と
の
丁
度
中
間
に
立
ち
、
こ
の
後
の
も
の
へ
の
単
な
る
通
過
点
に
過
ぎ
ぬ
よ
う
に
見
え
る
。
然
し
な
が
ら
ヘ
ー
ゲ

ル
に
よ
れ
ば
国
家
は
個
人
に
対
し
て
縁
な
き
も
の
、
外
部
か
ら
強
制
す
る
も
の
で
な
い
。「
蓋
し
国
家
は
市
民
に

対
立
す
る
抽
象
的
な
も
の
で
は
な
い
。
却
っ
て
市
民
は
、
そ
こ
で
は
如
何
な
る
成
員
も
目
的
で
な
く
、
如
何
な
る

成
員
も
手
段
で
な
い
と
こ
ろ
の
有
機
的
な
る
生
に
於
て
の
如
く
諸
契
機
で
あ
る
。」「
国
家
の
本
質
は
道
徳
的
生
命

性
で
あ
る
。
こ
の
も
の
は
普
遍
性
の
意
志
と
主
観
的
意
志
と
の
結
合
に
存
す
る
。＊
＊」
ヘ
ー
ゲ
ル
は
カ
ン
ト
の
主
観

性
の
概
念
を
単
純
に
排
斥
す
る
の
で
な
く
、却
っ
て
カ
ン
ト
の
い
わ
ゆ
る
定
言
命
令
が
形
式
的
原
理
に
と
ど
ま
り
、

具
体
的
義
務
は
個
人
の
気
随
に
委
ね
ら
れ
る
の
ほ
か
な
き
を
見
て
、
か
か
る
「
形
式
的
内
面
性
」
に
反
対
し
て
、

具
体
的
義
務
を
客
観
的
に
規
定
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。「
主
観
的
道
徳
の
形
式
的
立
場
に
あ
っ
て
は
良
心
は

こ
の
客
観
的
内
容
な
き
も
の
で
あ
る
。」「
真
の
良
心
は
即
自
対
自
的
に
善
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
欲
す
る
心
情

で
あ
る
。
そ
れ
は
従
っ
て
確
固
た
る
諸
原
理
を
有
す
る
、
そ
し
て
し
か
も
そ
れ
に
と
っ
て
こ
れ
ら
諸
原
理
は
対
自

的
に
客
観
的
な
る
諸
規
定
及
び
諸
義
務
で
あ
る
。
＊
＊
＊」
然
し
な
が
ら
そ
れ
ら
凡
て
の
こ
と
に
も
拘
ら
ず
、
我
々
は
個

性
的
な
も
の
、
人
格
的
な
も
の
が
ヘ
ー
ゲ
ル
に
あ
っ
て
絶
え
ず
抑
圧
さ
れ
て
い
る
の
を
見
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う

こ
と
も
ま
た
争
う
べ
か
ら
ざ
る
事
実
で
あ
る
。
苦
し
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
単
に
自
由
の
概
念
の

目
的
論
的
構
成
に
よ
る
の
で
な
く
、
む
し
ろ
主
と
し
て
他
の
条
件
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
と
見
ら
れ
な
け
れ
ば
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二

弁
証
法

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
次
の
こ
と
が
注
意
さ
る
べ
き
で
あ
る
。

＊　
R

. H
aym

, H
egel und seine Zeit. S.375.

＊
＊　

Vorlesungen über die Philosophie der W
eltgeschichte. S.91.

＊
＊
＊　

G
rundlinien der Philosophie des Rechts. § 137.

第
一
、
カ
ン
ト
は
自
由
の
問
題
を
神
の
問
題
か
ら
全
く
切
り
離
し
て
い
る
と
見
ら
れ
得
る
。
従
っ
て
彼
は
、
如0

何
に
し
て
人
間
の
自
由
は
神
に
対
し
て
可
能
で
あ
る
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
と
い
う
こ
と
を
、
何
処
に
於
て
も
尋
ね
よ
う
と
は
し
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
彼
に
と
っ
て
は
神
は
ひ
と
つ
の “Ideal” 

で
あ
り
、
理
性
の
ひ
と
つ
の “regulatives 

Prinzip” 

で
あ
っ
た
。『
実
践
理
性
批
判
』
に
於
て
も
ま
た
神
の
存
在
は
カ
ン
ト
に
と
っ
て
な
お
ひ
と
つ
の 

“Postulat”

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
カ
ン
ト
の
な
お
啓
蒙
的
な
神
の
概
念
を
打
ち
破
っ
て
、
単
な
る
「
限
界
概
念
」

と
し
て
の
神
か
ら
根
源
的
に
規
定
的
な
る
根
源
的
実
在
と
し
て
の
神
へ
移
っ
て
い
っ
た
の
は
言
う
ま
で
も
な
く
フ

ィ
ヒ
テ
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
で
は
哲
学
の
対
象
は
宗
教
と
同
一
で
あ
り
、
唯
一
絶
対
な
る
真
理
と
し
て
の
神
で
あ

る
。
神
は
十
分
な
意
味
に
於
て “ens realissim

um
” 

で
あ
り
、そ
れ
が「
即
自
対
自
的
に
存
在
す
る
真
理
」で
あ
る
。

カ
ン
ト
の
神
の
思
想
が
規
制
的
原
理
で
あ
っ
た
に
反
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
け
る
そ
れ
は
全
き
意
味
に
於
て
構
成

的
な
性
質
を
も
っ
て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
汎
神
論
的
前
提
が
恰
も
こ
の
こ
と
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し



一
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三

弁
証
法
に
於
け
る
自
由
と
必
然

て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
カ
ン
ト
と
は
反
対
に
、
自
由
の
概
念
を
ば
神
の
思
想
と
の
全
く
直
接
的
な
関
係
に
お
い
た
、
神
は

何
よ
り
も
自
由
な
る
も
の
と
し
て
規
定
さ
れ
、
自
由
の
考
察
は
彼
に
あ
っ
て
主
と
し
て
神
の
自
由
の
考
察
で
あ
っ

た
と
さ
え
云
わ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
こ
か
ら
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
て
も
ま
た
、
カ
ン
ト
と
は
別
の
意
味
で
、

如
何
に
し
て
人
間
の
自
由
は
神
に
対
し
て
可
能
で
あ
る
か
、
と
い
う
問
題
は
、
甚
だ
色
褪さ

め
た
る
姿
を
も
っ
て
現

れ
、
む
し
ろ
闇
の
中
に
残
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
自
由
の
概
念
を
神
の
思
想
か
ら
分
離
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
そ
れ
を
純
粋
に
主
観
的

0

0

0

に
規
定
す
る
こ
と
が
出
来
た
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
そ
れ
を
神
の
思
想
の
中
へ
運
び
込
む

こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
を
純
粋
に
客
観
的

0

0

0

に
規
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
も
ち
ろ
ん
両
者
に
於
て
自
由
が
共
に
自
律
を

意
味
し
た
と
い
う
こ
と
は
何
等
変
ら
な
い
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
こ
の
よ
う
な
相
違
の
た
め
に
カ
ン
ト
の
自
由
が
人

格
の
自
律
の
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
自
由
が
原
理
の
自
律
の
、
性
格
を
一
層
多
く
も
つ
に
到
る
と
い
う
こ
と
も
ま
た
固
よ

り
明
白
で
あ
ろ
う
。
神
に
対
し
て
人
間
の
自
由
が
如
何
に
し
て
可
能
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
は
、
そ
れ
が
意
識
的

に
取
扱
わ
れ
る
限
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
そ
れ
を
弁
証
法
的
に
解
決
し
よ
う
と
し
た
。
人
間
の
自
由
は
彼
に
と
っ
て
神

の
自
己
運
動
の
一
の
契
機
で
あ
る
。
し
か
も
神
は
彼
に
於
て
汎
神
論
的
な
神
で
あ
る
か
ら
、
人
間
の
自
由
は
要
す

る
に
「
止
揚
さ
れ
」
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
自
然
の
出
来
事
の
、
歴
史
の
出
来
事
の
、
芸
術
、
宗
教
、
哲
学
の

過
程
の
う
ち
で
本
来
遂
行
さ
れ
て
い
る
も
の
は
神
の
自
己
発
展
の
過
程
で
あ
る
。
神
は
、
し
か
も
神
が
ひ
と
り
真
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三
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に
自
由
な
る
も
の
で
あ
る
。
一
切
の
有
限
な
る
も
の
は
た
だ
神
の
目
的
の
た
め
の
手
段
、神
の
道
に
於
け
る
階
段
、

神
の
目
的
地
へ
の
通
過
点
、
彼
の
旅
行
の
た
め
の
車
で
あ
る
。
世
界
史
的
な
人
格
と
雖
も
遂
に
「
世
界
精
神
の
事

務
執
行
人
」（G

eschäftsführer des W
eltgeistes

）
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

第
二
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
世
界
は
完
結
し
た
る

0

0

0

0

0

、
目
的
論
的
な
る

0

0

0

0

0

0

、
体
系
0

0

を
成
し
て
い
る
。
こ
れ
が
ま
た
自

由
を
疑
わ
し
き
も
の
に
せ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
る
に
そ
の
こ
と
は
ま
た
彼
の
哲
学
の
汎
神
論
的
前

提
の
た
め
に
必
然
的
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
汎
神
論
に
と
っ
て
は
全
体
は
与
え
ら
れ
て
い
る
。
全
体
の
所
与
0

0

性0

に
よ
っ
て
弁
証
法
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル

0

0

0

0

に
於
て
―
―
唯
物
弁
証
法
に
於
て
で
は
な
く
―
―
流
出
論
的
性
質
を
粧
う
こ

と
と
な
る
。
全
体
の
所
与
性
に
よ
っ
て
弁
証
法
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
あ
っ
て
、
目
的
論
へ
の
、
有
機
体
説

0

0

0

0

へ
の
傾
向

を
含
ん
で
い
る
。
若
し
世
界
の
体
系
に
し
て
既
に
完
結
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
い
ま
こ
の
到
達
さ
れ
た
究
極
0

0

的
な
る
全
体

0

0

0

0

0

の
立
場
に
立
っ
て
そ
れ
に
至
る
ま
で
の
一
切
の
弁
証
法
的
発
展
の
過
程
を
回
顧
す
る
と
き
、
凡
て
は

有
機
的
合
目
的
的
に
構
造
づ
け
ら
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
現
れ
る
こ
と
が
全
く
可
能
で
あ
り
、
か
く
て
我
々
は
そ

こ
に
た
だ
美
し
き
大
い
な
る
必
然
0

0

を
見
出
し
得
る
の
み
で
あ
ろ
う
。
世
界
過
程
が
現
在
に
於
て
な
お
終
結
し
て
い

な
い
が
故
に
、
従
っ
て
全
体
は
我
々
に
と
っ
て
つ
ね
に
ま
さ
し
く
課
題
で
あ
る
が
故
に
、
即
ち
我
々
は
歴
史
の
弁

証
法
的
発
展
を
展
望
的
に
、
未
来
へ
向
っ
て
見
ざ
る
を
得
な
い
が
故
に
、
自
由
は
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
全
体
の

0

0

0
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三
五

弁
証
法
に
於
け
る
自
由
と
必
然

課
題
性
が
弁
証
法
に
於
け
る
自
由
の
根
源
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
そ
し
て
全
体
の
課
題
性
と
い
う
こ
と
が
唯
物
弁
証
法
の
ひ
と

つ
の
重
要
な
る
特
色
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
て
自
由
が
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
弁
証
法
そ
の

も
の
の
性
質
に
由
来
す
る
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
私
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
が
著
し
く
有

機
体
説
的
で
あ
り
、
そ
し
て
有
機
体
説
が
弁
証
法
に
於
け
る
「
弁
証
的
な
る
も
の
」
を
否
定
す
る
に
到
る
と
い
う

こ
と
を
示
し
て
お
い
た
。＊

＊　

こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
拙
稿「
有
機
体
説
と
弁
証
法
」（『
社
会
科
学
の
予
備
概
念
』）〔
全
集
第
三
巻
収
録
〕参
照
。

第
三
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
自
由
は
究
極
は
一
の
知
的
な
状
態
で
あ
る
。
自
由
は
彼
に
於
て
知
的
な
成
熟
と
い
う
意
味

で
精
神
の
明
徹
と
一
致
す
る
。
こ
の
自
由
の
概
念
の
背
景
を
な
す
の
は
ギ
リ
シ
ア
的
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
思
想

で
あ
る
。
然
し
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
け
る
ヘ
レ
ニ
ス
ム
ス
に
つ
い
て
も
私
は
他
の
場
合
に
論
じ
及
ん
だ
筈
で
あ
る
。＊「
良

心
を
ば
従
っ
て
彼
は
知
識
に
ま
で
薄
め
、
そ
し
て
善
を
ば
彼
は
現
存
す
る
国
家
秩
序
に
ま
で
外
面
化
す
る
。」
と

ハ
イ
ム
は
云
う
。
か
く
て
か
の
宗
教
改
革
の
原
理
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
謂
う
世
界
史
に
於
け
る
「
ゲ
ル
マ
ン
的
原
理
」

は
勢
い
背
後
に
退
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。「
内
面
性
の
深
さ
が
そ
の
た
め
に
犠
牲
に
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の

は
、
古
典
的
な
る
、
感
性
的
現
象
の
美
に
向
け
ら
れ
た
る
理
想
で
あ
る
。
こ
れ
を
ば
個
人
主
義
を
超
え
て
運
ん
で

行
く
も
の
は
調
和
主
義
で
あ
る
。
法
律
哲
学
の
中
に
於
て
ま
さ
に
前
者
に
対
す
る
後
者
の
、
近
代
的
原
理
に
対
す
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る
古
代
的
原
理
の
、ゲ
ル
マ
ン
的
原
理
に
対
す
る
ロ
ー
マ
的
・
ギ
リ
シ
ア
的
原
理
の
勝
利
は
頂
点
に
達
し
て
い
る
。＊
＊」

こ
の
ハ
イ
ム
の
文
章
を
理
解
す
る
た
め
に
我
々
は
既
に
準
備
さ
れ
て
い
る
と
思
う
。
ま
こ
と
に
我
々
は
到
る
処
ヘ

ー
ゲ
ル
に
於
て
古
典
的
審
美
主
義
の
面
影
を
見
出
し
得
る
。
か
か
る
観
想
的
、
回
願
的
性
質
の
た
め
に
弁
証
法
は

ヘ
ー
ゲ
ル
に
あ
っ
て
そ
れ
が
ひ
た
す
ら
な
る
必
然
性
の
論
理
で
あ
る
か
の
粧
い
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

＊　

拙
稿
「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学
」（『
史
的
観
念
論
の
諸
問
題
』）〔
全
集
第
二
巻
収
録
〕、
そ
の
他
に
於
て
。

＊
＊　

R
. H

aym
,a. a. O

. S.377.

五

自
由
と
必
然
の
問
題
は
純
粋
に
二
元
的
な
立
場
に
於
て
は
も
と
も
と
十
分
な
意
味
で
問
題
と
は
な
り
得
な
い
。

物
自
体
と
現
象
と
を
区
別
し
て
い
る
限
り
、
或
い
は
ま
た
理
論
理
性
と
実
践
理
性
と
を
分
離
し
て
い
る
限
り
、
カ

ン
ト
に
と
っ
て
、
自
由
の
可
能
性
、
可
能
な
る
自
由
が
問
題
に
さ
れ
得
る
に
と
ど
ま
る
。
自
由
と
必
然
の
問
題
は

理
性
の
統
一

0

0

0

0

0

の
立
場
に
立
っ
た
フ
ィ
ヒ
テ
に
於
て
そ
の
全
き
力
を
も
っ
て
迫
り
来
る
問
題
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
は

自
由
の
現
実
性
、
現
実
的
な
る
自
由
が
問
題
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
カ
ン
ト
に
あ
っ
て
も
、
自
由
の
王
国
と
自

然
の
王
国
と
の
結
合
が
問
題
と
な
っ
た
第
三
批
判
に
於
て
初
め
て
十
分
な
意
味
に
於
け
る
自
由
と
必
然
の
問
題
が
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に
於
け
る
自
由
と
必
然

現
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
を
カ
ン
ト
は
自
然
を
道
徳
的
に
合
目
的
的
な
も
の
と
し
て
考
察
す
る
反
省
的
判
断

力
を
設
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
決
し
よ
う
と
し
た
。
然
し
な
が
ら
反
省
的
判
断
力
に
か
か
わ
る
合
目
的
性
は
彼
に

よ
れ
ば
飽
く
ま
で
規
制
的
原
理
で
あ
っ
て
、
構
成
的
原
理
で
は
な
い
。
即
ち
彼
に
あ
っ
て
は
自
由
と
必
然
の
問
題

は
単
に
主
観
的
に
解
決
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

さ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
云
う
、「
必
然
の
真
理
が
自
由
で
あ
る
。」
彼
は
ま
た
自
由
を
「
顕
に
さ
れ
た
必
然
」（enthüllte 

N
otw

endigkeit

）
と
し
て
定
義
し
て
い
る
。「
尤
も
必
然
は
そ
れ
自
身
と
し
て
な
お
未
だ
自
由
で
な
い
、
し
か
し

自
由
は
必
然
を
そ
の
前
提
と
し
て
も
ち
、
こ
の
も
の
を
止
揚
さ
れ
た
も
の
と
し
て
自
己
の
う
ち
に
含
む
。
道
徳
的

な
人
間
は
彼
の
行
為
の
内
容
を
一
の
必
然
的
な
も
の
と
し
て
、
即
自
対
自
的
に
妥
当
す
る
も
の
と
し
て
意
識
し
て

お
り
、
し
か
も
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
彼
の
自
由
は
毫
も
損
害
を
蒙
る
こ
と
な
く
、
却
っ
て
む
し
ろ
こ
の
も
の
は
こ

の
意
識
に
よ
っ
て
初
め
て
、
な
お
内
容
な
き
、
単
に
可
能
な
る
自
由
と
し
て
の
気
随
か
ら
区
別
さ
れ
て
、
現
実
的

な
る
、
内
容
に
充
て
る
自
由
と
な
る
。」
こ
の
注
目
す
べ
き
文
章
に
よ
っ
て
極
め
て
明
白
で
あ
る
よ
う
に
、
ヘ
ー
0

0

ゲ
ル
が
必
然
に
基
づ
い
て
自
由
を
規
定
し
た
の
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

―
―
フ
ィ
ヒ
テ
は
こ
れ
に
反
し
て
自
由
に
基
づ
い
て
必
然
を
規

定
し
た
と
見
ら
れ
得
る
―
―
「
現
実
的
な
る

0

0

0

0

0

、
内
容
に
充
て
る
自
由

0

0

0

0

0

0

0

0

」
が
彼
に
と
っ
て
何
よ
り
も
問
題
で
あ
っ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
故
で
あ
る

0

0

0

0

0

、
そ
し
て
我
々
は
現
実
の
実
践

0

0

0

0

0

に
於
て
は
つ
ね
に
か
く
の
如
き
自
由
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
他
の
表
現
を
用
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い
る
な
ら
ば
、「
具
体
的
に
し
て
積
極
的
な
る
自
由
」
が
問
題
に
な
る
の
で
あ
る
。「
内
容
な
き
、
単
に
可
能
な
る

自
由
」
は
、
よ
し
そ
れ
が
哲
学
者
の
問
題
と
な
り
得
る
と
し
て
も
、
現
実
の
、
歴
史
的
な
る
実
践
に
あ
た
っ
て
は

無
関
係
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
、
そ
し
て
そ
れ
を
継
い
で
マ
ル
ク
ス
及
び
エ
ン
ゲ
ル
ス
が
、
必
然
に
基
づ
い
て
自

由
を
規
定
し
た
の
は
深
き
意
味
あ
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
蓋
し
我
々
は
必
然
の
認
識
に
よ
る
の
ほ
か
自
由

の
内
容
を
認
識
す
べ
き
途
を
知
ら
な
い
。
自
由
と
必
然
と
を
相
互
に
全
く
排
斥
し
合
う
と
考
え
る
の
は
間
違
っ
た

こ
と
で
あ
る
。

＊　

Encyclopädie § 158 Zusatz.

【
本
文
中
に
指
示
対
象
を
欠
く
。
小
論
理
学§ 158

に
「
必
然
の
真
理
」
云
々
】

こ
こ
に
意
味
さ
れ
た
必
然
は
単
な
る
因
果
的
必
然
で
な
く
、
固
よ
り
弁
証
法
的
必
然
で
あ
る
。
し
か
る
に
弁
証

法
は
物
の
運
動
形
態

0

0

0

0

で
あ
る
。
弁
証
法
は
論
理
学
と
し
て
特
に
運
動
す
る
物
に
於
て
適
用
を
見
出
す
。
そ
れ
は
何

よ
り
も
「
運
動
論
理
学
」（B

ew
egungslogik

）
で
あ
る
。
興
味
あ
る
こ
と
は
、
弁
証
法
批
評
家
た
ち
に
よ
っ
て

弁
証
法
が
運
動
論
理
学
で
あ
る
こ
と
の
最
も
屡
々
忘
却
さ
れ
若
く
は
無
視
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
物

が
運
動
し
て
い
る
限
り
に
於
て
一
般
に
実
践
は
あ
り
得
る
。
し
か
も
弁
証
法
的
運
動
は
歴
史
的
な
る
、
即
ち
一
回

的
に
し
て
繰
り
返
さ
ざ
る
運
動
を
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、こ
の
と
き
実
践
は
歴
史
的
実
践
で
あ
る
こ
と
が
出
来
る
。

弁
証
法
的
必
然
は
因
果
的
必
然
の
如
く
原
理
的
に
は
無
限
の
繰
り
返
し
を
含
む
と
こ
ろ
の
自
然
法
則
の
必
然
性
で
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弁
証
法
に
於
け
る
自
由
と
必
然

な
く
し
て
、
却
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
発
展
段
階
に
於
て
特
殊
的
な
る
歴
史
法
則
の
必
然
性
で
あ
る
が
故
に
、
そ
れ
の

必
然
の
透
察
は
内
容
に
充
て
る
、
現
実
的
な
る
自
由
の
地
盤
で
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。
尤
も
ヘ
ー
ゲ
ル
に
あ
っ
て

は
、
そ
の
汎
神
論
的
、
観
念
論
的
前
提
の
た
め
に
、
弁
証
法
的
運
動
が
運
動
と
し
て
は
止
揚
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い

た
こ
と
を
注
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
彼
に
於
て
は
弁
証
法
的
運
動
は
完
結
せ
る
、
目
的
論
的
な
る
、
体
系
の
う
ち
に

閉
ざ
さ
れ
て
お
り
、
従
っ
て
全
体
は
所
与
で
あ
っ
た
た
め
に
、
運
動
と
雖
も
、
既
に
他
の
場
合
に
度
々
述
べ
て
お

い
た
よ
う
に
、「
無
時
間
的
な
る
現
在
性
」、
そ
れ
の
完
全
性
を
表
現
す
べ
き
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
イ
デ

ー
の
本
来
の
名
は
安
ら
い
ま
た
は
永
遠
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

弁
証
法
的
過
程
は
展
望
的
に
は
飛
躍
の
契
機
を
含
ん
で
い
る
。
そ
れ
故
に
我
々
は
現
在
か
ら
未
来
を
残
り
な
く

認
識
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
固
よ
り
我
々
は
飛
躍
の
必
然
性
を
把
握
し
得
る
。
こ
の
必
然
性
の
認
識
は
現
在
の

認
識
を
愈
々
完
全
な
ら
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
益
々
完
全
に
な
る
こ
と
は
出
来
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
ど
こ
ま
で

も
飛
躍
0

0

の
必
然
性
の
認
識
で
あ
る
の
ほ
か
な
い
。
そ
こ
に
我
々
は
必
然
的
に
し
て
必
然
的
な
ら
ぬ
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
見
る
。

そ
し
て
こ
れ
が
我
々
の
謂
う
自
由
で
あ
る
。
ま
た
弁
証
法
的
発
展
に
於
て
我
々
に
と
っ
て
未
来
で
あ
る
も
の
に
対

し
て
、
我
々
は
、
我
々
の
現
在
で
あ
る
も
の
を
次
第
に
完
全
に
認
識
し
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
の
見
通
し

を
次
第
に
完
全
に
し
て
ゆ
く
こ
と
が
出
来
、ま
た
そ
の
こ
と
は
現
実
の
実
践
の
た
め
に
ま
さ
に
要
求
さ
れ
て
い
る
。
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然
し
な
が
ら
両
者
の
間
に
は
つ
ね
に
一
の
質
的
な
飛
躍
が
存
在
す
る
。
そ
れ
だ
か
ら
未
来
に
対
す
る
見
通
し
は
ど

こ
ま
で
も
見
通
し
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
必
然
的
な
内
容
の
認
識
と
は
な
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
依
然
と
し

て
自
由
の
契
機
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
実
践
的
で
な
い
と
こ
ろ
に
真
に
展
望
的
な
態
度
は
あ
り
得
な
い

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
だ
か
ら
弁
証
法
的
自
由
は
た
だ
実
践
的
弁
証
法
の
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
唯
物
弁
証
法
の
た
め
に
地
盤
を
獲
得
し
て
来
る
に
し
て
も
、
な
お
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
よ

う
で
あ
る
。
唯
物
弁
証
法
は
如
何
に
し
て
も
人
格
の
自
由
を
基
礎
付
け
得
な
い
で
は
な
い
か
、
と
ひ
と
は
反
問
す

る
で
あ
ろ
う
。
ま
こ
と
に
そ
う
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
先
に
記
し
た
よ
う
に
人
と
人
と
の
関
係
が
物
と

物
と
の
関
係
に
於
て
疎
外
さ
れ
て
い
る
現
代
社
会
に
あ
っ
て
は
人
格
の
自
由
は
現
実
的
な
問
題
と
は
な
り
得
な
い

こ
と
が
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
マ
ル
ク
ス
が
『
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
』
の
中
で
明
ら
か
に
せ
る
如
く
、
人
間
的
自
由

の
問
題
は
今
で
は
政
治
的
自
由
の
問
題
に
集
中
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
こ
で
ひ
と
は
、
人
格
の
自
由
を
考
え
る
こ
と

な
く
し
て
実
践
を
基
礎
付
け
得
る
か
、
と
問
う
で
あ
ろ
う
。
こ
の
と
き
我
々
は
人
格
の
自
由
が
何
等
問
題
と
な
る

こ
と
な
し
に
強
大
な
る
実
践
が
な
お
存
在
す
る
と
い
う
事
実
を
指
し
示
そ
う
。
原
始
キ
リ
ス
ト
教
に
於
て
は
人
格

の
自
由
は
問
題
に
な
ら
な
か
っ
た
の
で
な
か
ろ
う
か
。
現
代
の
い
わ
ゆ
る
弁
証
法
的
神
学
に
あ
っ
て
も
そ
れ
は
背

後
に
退
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
人
格
の
自
由
の
問
題
は
た
だ
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
人
間
学
的
前
提

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
も
と
に



一
四
一

弁
証
法
に
於
け
る
自
由
と
必
然

於
て
の
み
最
前
面
に
現
れ
て
来
る
。
し
か
る
に
こ
の
人
間
学
形
態
そ
の
も
の
が
今
は
批
判
さ
れ
つ
つ
あ
る
の
で
あ

る
。
歴
史
的
発
展
の
過
程
に
於
け
る
最
も
大
い
な
る
飛
躍
に
直
面
す
る
と
き
、そ
こ
に
は
た
だ
「
此
れ
か
彼
れ
か
」

（Entw
eder-order

）
が
あ
る
の
み
で
あ
り
、
そ
し
て
ま
さ
に
そ
こ
に
自
由
の
契
機
が
あ
る
の
で
あ
る
。

―
―
（
一
九
二
九
・
九
）
―
―
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弁
証
法
の
存
在
論
的
解
明

一

或
る
も
の
が
現
存
す
る A

liquid existit 

と
い
う
こ
と
は
矛
盾
の
原
理
を
越
え
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
現
存
す
る

も
の
に
つ
い
て
は
そ
の
反
対
は
そ
れ
自
身
と
し
て
矛
盾
を
含
ま
な
い
か
ら
で
あ
る
。
一
七
七
〇
年
八
月
二
七
日
シ

ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
で
ヘ
ー
ゲ
ル
が
生
れ
た
と
い
う
こ
と
は
一
の
事
実
で
あ
る
が
、
他
の
時
、
他
の
処
に
お
い
て

彼
が
生
れ
た
と
し
て
も
、
従
っ
て
一
般
に
彼
が
生
れ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
自
身
と
し
て
何
等
矛
盾
で

は
な
い
。
そ
の
反
対
が
矛
盾
を
含
ま
な
い
も
の
は
必
然
的
で
は
な
く
、
偶
然
的
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
。
こ
の
意
味

に
お
い
て
凡
て
現
存
す
る
も
の
は
偶
然
的
で
あ
る
。
然
し
或
る
も
の
が
既
に
現
実
的
に
存
在
す
る
か
ら
に
は
、
何

故
に
そ
れ
が
存
在
し
な
い
よ
り
も
寧
ろ
存
在
す
る
か
と
い
う
こ
と
の
十
分
な
理
由
が
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
理

由
は
固
よ
り
、
そ
の
反
対
が
矛
盾
を
含
む
、
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
得
な
い
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
ラ
イ
プ
ニ
ッ

ツ
は
「
矛
盾
の
原
理
」
か
ら
区
別
し
て
「
十
分
な
理
由
の
原
理
」
を
立
て
た
の
で
あ
る
。
二
つ
の
原
理
の
区
別

に
関
す
る
思
想
が
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
お
い
て
初
め
て
現
れ
た
と
見
ら
れ
る
『
結
合
法
論
』
の
附
録
の
中
で
、
彼
は



一
四
三

弁
証
法
の
存
在
論
的
解
明

次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。「
根
本
原
理
は
二
つ
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
あ
ら
ゆ
る
必
然
的
な
定
理
も
し
く
は
命
題

の
原
理
で
、
在
る
も
の
は
（
こ
う
で
）
あ
る
か
（
こ
う
で
）
な
い
か
ど
ち
ら
か
で
あ
る Q

uod est

（tale

）id est 
seu non est

（tale
）vel contra 

と
い
う
こ
と
、い
ま
一
つ
は
あ
ら
ゆ
る
観
察
も
し
く
は
偶
然
的
な
命
題
の
原
理
で
、

或
る
も
の
が
現
存
す
る A

liquid existit 

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。」＊

即
ち
理
由
の
原
理
は
或
る
も
の
が
現
存
す
る
こ

と
の
原
理
で
あ
り
、「
事
物
の
現
実
存
在
の
原
理
」
で
あ
る
。
然
る
に
現
存
す
る
も
の
は
そ
の
反
対
が
矛
盾
を
含

ま
ず
、
偶
然
的
で
あ
る
か
ら
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
理
由
の
原
理
を
ま
た
「
事
物
の
偶
然
性
の
原
理
」
で
あ
る
と
も

し
て
い
る
。

＊　

D
issertatio de arte com

binatoria, G
erh. IV
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erkung.

現
実
的
に
存
在
す
る
も
の
が
矛
盾
の
原
理
を
越
え
て
い
る
の
は
ま
さ
に
そ
の
存
在
に
お
い
て
で
あ
る
。
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
が
矛
盾
の
原
理
と
並
べ
て
理
由
の
原
理
を
二
つ
の
「
大
原
理
」
の
一
つ
と
し
た
の
も
、
も
と
、
本
質
と
存

在
、
或
は
本
質
存
在 essentia 

と
現
実
存
在 existentia 
と
の
間
の
、
存
在
に
お
け
る
差
別
を
考
え
た
か
ら
で
あ

っ
た
。
前
者
が
可
能
的
な
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
後
者
は
恰
も
現
実
的
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
現
実

的
に
存
在
す
る
も
の
が
矛
盾
の
原
理
を
越
え
て
い
る
の
は
、
そ
の
存
在
そ
の
も
の
の
現
実
性
に
基
づ
く
の
で
あ
っ

て
、
最
初
に
は
何
等
か
の
論
理
的
根
拠
に
由
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
理
由
の
原



一
四
四

弁
証
法

理
を
も
っ
て
「
論
証
以
前
の
根
拠
」fundam

entum
 praedem

onstrabilia 

で
あ
る
と
し
、
そ
れ
を
「
理
由
な
し
に

何
物
も
存
在
し
な
い
」N

ihil est sine ratione 

と
い
う
言
葉
で
定
式
化
し
た
。＊

論
証
以
前
の
根
拠
で
あ
る
と
こ
ろ

か
ら
理
由
の
原
理
は
ま
た
「
あ
ら
ゆ
る
観
察
の
原
理
」principium

 om
nium

 observationum
 

で
あ
る
と
も
見
ら

れ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
矛
盾
の
原
理
と
理
由
の
原
理
と
の
区
別
は
、
最
初
に
そ
し
て
根
源
的
に
は
、
何
等
か
の

論
理
的
根
拠
に
基
づ
く
の
で
な
く
、
寧
ろ
本
質
と
現
実
存
在
、
可
能
的
な
も
の
と
現
実
的
な
も
の
、
必
然
的
な
も

の
の
領
域
と
偶
然
的
な
も
の
の
領
域
と
の
間
の
、
存
在
に
お
け
る
差
別
に
根
拠
を
も
つ
の
で
あ
る
。

＊　

Theoria m
otus abstracti, G

erh. IV
 232.

然
し
な
が
ら
我
々
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
お
い
て
現
実
存
在
の
偶
然
性
の
概
念
が
既
に
論
理
的
な
側
面
か
ら
規
定

さ
れ
て
い
る
の
を
見
出
す
。即
ち
偶
然
的
と
は
そ
の
反
対
が
矛
盾
―
―
論
理
的
矛
盾
を
含
ま
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

同
じ
よ
う
に
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
現
存
す
る
も
の
即
ち
事
実
を
問
題
に
す
る
に
あ
た
っ
て
、こ
れ
を
「
事
実
の
真
理
」

の
問
題
と
し
て
、
論
理
的
な
側
面
か
ら
問
題
に
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
真
理
と
は
彼
に
お
い
て
つ
ね
に
「
命
題

の
真
理
」
を
意
味
し
て
い
る
。
か
く
て
理
由
の
原
理
は
事
実
の
真
理
に
、
換
言
す
れ
ば
、
経
験
的
判
断
の
真
理
に

関
わ
る
こ
と
と
な
る
。
い
ま
も
し
真
理
が
命
題
の
真
理
を
意
味
す
る
場
合
に
は
、
事
実
の
真
理
が
理
由
を
も
つ
べ

き
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
自
明
の
こ
と
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
に
は
、
何
故
に
現
実
的
に
存
在
す
る
も



一
四
五

弁
証
法
の
存
在
論
的
解
明

の
、
例
え
ば
、
こ
の
私
の
存
在
は
そ
の
存
在
が
理
由
を
も
た
な
い
よ
り
も
寧
ろ
理
由
を
も
つ
の
で
あ
る
か
、
な
ど

と
問
う
こ
と
―
―
多
く
の
思
想
家
を
真
面
目
に
苦
し
め
た
問
―
―
は
無
意
味
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
然
し
な
が
ら
ま

た
そ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
理
由
の
原
理
は
単
に
事
実
の
真
理
に
関
し
て
ば
か
り
で
な
く
、
本
質
の
真
理
、
ラ
イ

プ
ニ
ッ
ツ
の
所
謂
「
永
久
的
真
理
」
に
つ
い
て
も
要
求
さ
れ
る
の
が
当
然
で
あ
る
。
凡
て
の
命
題
の
真
理
は
理
由

を
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
自
身
こ
の
こ
と
を
認
め
た
。
彼
は
記

し
て
い
る
、「
両
原
理
（
矛
盾
の
原
理
と
十
分
な
理
由
の
原
理
）
と
も
単
に
必
然
的
真
理
に
ば
か
り
で
な
く
、
更

に
偶
然
的
真
理
に
も
行
わ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
十
分
な
理
由
を
も
た
な
い
も
の
は
現
存
し
な
い
と
い
う
こ
と
が
既
に

必
然
的
で
あ
る
。」＊

即
ち
も
し
真
理
が
命
題
の
真
理
の
謂
で
あ
る
な
ら
ば
、
必
然
的
真
理
と
偶
然
的
真
理
と
の
間

に
何
等
本
質
的
な
相
違
の
あ
る
べ
き
筈
は
な
く
、
一
方
の
原
理
が
同
時
に
他
方
の
原
理
で
あ
る
べ
き
こ
と
は
明
瞭

で
あ
る
。
然
る
に
な
お
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
お
い
て
理
由
の
原
理
が
事
実
の
真
理
と
の
関
係
に
お
い
て
初
め
て
掲
げ

ら
れ
た
の
は
、
も
し
こ
の
原
理
が
な
い
な
ら
ば
、「
真
理
の
本
性
」
に
一
般
に
反
す
る
真
理
が
あ
り
得
る
こ
と
に

な
る
、
と
彼
が
考
え
た
た
め
で
あ
る
。
真
理
の
本
性
と
は
、
彼
に
よ
れ
ば
、
述
語
は
凡
て
主
語
の
う
ち
に
含
ま

れ
て
い
る inesse 

と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
事
実
の
真
理
も
真
理
の
本
性
に
反
す
る
も
の
で
な
い
か
ら
、

従
っ
て
ま
た
矛
盾
の
原
理
に
反
す
る
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
の
と
き
な
お
事
実
の
真
理
と
永
久
的
真
理
と



一
四
六

弁
証
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の
区
別
が
意
味
を
も
つ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
或
る
認
識
論
的
な
も
の
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
『
ア

ル
ノ
と
の
往
復
書
簡
第
十
』
の
中
で
書
い
て
い
る
。「
何
で
も
理
由
の
な
い
も
の
は
な
い
。
即
ち
凡
て
の
真
理
は

そ
の
名
辞
の
概
念
か
ら
引
出
さ
れ
て
来
る
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
証
明
を
も
つ
。
唯
こ
の
分
析
に
達
す
る
こ
と
が
い
つ

で
も
我
々
の
能
力
に
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。＊
＊」
彼
が
永
久
的
真
理
を
尽
数
に
、
事
実
の
真
理
を
不
尽
数
に
譬
え
た

の
も
我
々
の
認
識
能
力
に
関
係
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

＊　

Rem
arques sur le Livre de l’origine du m

al, publié depuis peu en A
ngleterre, G

erh. V
I  414.

＊
＊　

G
erh. II 62. 

河
野
与
一
氏
訳
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
『
形
而
上
学
叙
説
』
一
二
六
頁
。

け
れ
ど
も
そ
れ
だ
か
ら
と
云
っ
て
、
ひ
と
は
理
由
の
原
理
が
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
お
い
て
単
に
論
理
的
意
味
の
も

の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
彼
が
真
理
の
本
性
と
見
做
し
た
と
こ
ろ
の
、
述
語
は

凡
て
主
語
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
既
に
、
彼
が
そ
れ
を
も
っ
て
所
謂
「
個
体
的
実
体
」
を
定

義
し
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
論
理
的
な
も
の
と
形
而
上
学
的
な
も
の
と
の
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
お

け
る
か
か
る
一
致
は
、
我
々
を
必
然
的
に
彼
の
存
在
論
の
根
本
思
想
へ
ま
で
導
い
て
行
く
で
あ
ろ
う
。
こ
の
根
本

思
想
と
い
う
の
は
、
現
実
的
な
も
の
の
根
柢
に
は
可
能
的
な
も
の
が
、
或
は
現
実
存
在
の
根
柢
に
は
本
質
が
横
た

わ
っ
て
い
る
と
す
る
見
方
で
あ
る
。
蓋
し
現
実
存
在 existentia 

は
そ
の ex 

を
原
理
的
な
規
定
に
も
ち
、
そ
れ



一
四
七

弁
証
法
の
存
在
論
的
解
明

は
「
出
て
来
て
し
ま
っ
た
」existit

（
現
存
す
る
）
も
の
と
し
て
在
る
。
従
っ
て
そ
れ
に
と
っ
て
は
つ
ね
に
「
そ

れ
の
出
て
来
る
も
と
」
が
予
想
さ
れ
、
か
か
る
も
の
と
し
て
本
質 essentia 

が
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
い
ま
ラ

イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
『
事
象
の
根
本
的
起
原
』
と
い
う
論
文
の
中
で
次
の
よ
う
に
論
じ
た
。
無
で
な
し
に
或
る
も
の

が
現
存
す
る A

liquid potius existit quam
 nihil 

と
い
う
事
実
か
ら
見
て
、
可
能
性
も
し
く
は
本
質
そ
の
も
の
の

う
ち
に
は
或
る
「
現
実
存
在
へ
の
要
求
」exigentia existentiae 

い
わ
ば
「
現
存
せ
ん
と
す
る
抱
負
」praetensio 

ad existendum
 

が
あ
る
と
い
う
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
、
本
質
は
自
分
の
力
で
現
実
存
在
に
向
う per se tendere 

ad existentiam
 

と
い
う
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
本
質
に
し
て
か
く
の
如
き
要
求
を
含
ん
で
い

な
い
な
ら
ば
、
可
能
的
な
も
の
は
い
つ
ま
で
も
唯
可
能
的
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
本
質

が
自
己
自
身
に
お
い
て
懐
く
と
こ
ろ
の
現
存
せ
ん
と
す
る
抱
負
の
大
い
さ
の
程
度
は
、
す
な
わ
ち
「
本
質
の
量
」

essentiae quantitas 

の
程
度
を
表
す
。
然
る
に
本
質
の
量
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
従
え
ば
、「
完
全
性
」
に
ほ
か

な
ら
ぬ
か
ら
「
可
能
的
な
も
の
は
凡
て
そ
の
完
全
性
の
程
度
に
応
じ
て
現
実
存
在
に
向
う
と
云
わ
れ
る
。
そ
こ
で

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
「
本
質
の
程
度
」essentiae gradus 
は
「
現
実
存
在
の
原
理
」principium

 existentiae 

で
あ

る
と
述
べ
て
い
る
。＊

本
質
の
量
を
規
定
す
る
も
の
は
単
な
る
可
能
性
で
は
な
い
。
内
に
矛
盾
を
含
ま
ぬ
も
の
即
ち

可
能
的
な
も
の
は
必
ず
し
も
他
と
互
い
に
相
容
れ
る
と
は
限
ら
ぬ
。
他
と
互
い
に
相
容
れ
る
可
能
性
即
ち
「
共
可



一
四
八

弁
証
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能
性
」la com

possibilité 

が
本
質
の
量
、
完
全
性
を
規
定
す
る
の
で
あ
る
。
完
全
性
の
程
度
は
共
可
能
性
の
程

度
で
あ
る
。
無
数
の
可
能
的
な
も
の
の
う
ち
た
だ
共
可
能
的
な
も
の
が
、
し
か
も
共
可
能
的
な
も
の
の
系
列
と
し

て
考
え
ら
れ
る
無
数
な
る
可
能
的
世
界
の
う
ち
た
だ
最
も
完
全
な
る
も
の
の
み
が
、
神
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
て
、

現
実
的
と
な
る
、
と
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
云
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
実
現
の
十
分
な
理
由
は
彼
に
よ
っ
て
ま
た
適

合 la convenance 
も
し
く
は
最
善
な
る
も
の
の
選
択 le choix du m

eilleur 

と
も
呼
ば
れ
た
の
で
あ
る
。

＊　

V
gl. D

e rerum
 originatione radicali, G

erh. V
II 303 sqq. 

【
事
物
の
根
本
的
起
源
に
つ
い
て
】
河
野
与
一
氏
訳
、
ラ

イ
プ
ニ
ッ
ツ
『
単
子
論
』
四
五
四
頁
以
下
、
参
照
。

こ
こ
に
お
い
て
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
存
在
論
に
お
け
る
現
実
存
在
の
理
由
或
は
根
拠 G

rund 

を
、
彼
の
用
語
法

に
か
か
わ
ら
な
い
で
見
る
と
き
、
我
々
は
そ
こ
に
三
つ
の
も
の
を
見
出
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
第
一
に
、
こ
の
理
由

は
本
質
で
あ
る
。
本
質
は
現
実
存
在
が
「
そ
れ
か
ら
出
て
来
る
も
と
」
と
い
う
意
味
に
お
い
て
た
し
か
に
現
実
存

在
の
理
由
乃
至
根
拠
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
ね
ば
な
ら
ぬ
。
凡
て
現
実
的
な
も
の
は
本
質
の
実
現
に
ほ
か
な

ら
ず
、
現
実
的
な
も
の
の
世
界
の
根
柢
に
は
可
能
的
な
も
の
の
世
界
が
あ
る
。
第
二
に
、
現
実
存
在
の
理
由
は
共

可
能
性
ま
た
は
適
合
で
あ
る
。
単
に
可
能
的
な
も
の
で
な
く
、
共
可
能
的
な
も
の
に
し
て
初
め
て
現
実
的
で
あ
り

得
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
理
由
の
原
理
の
も
と
に
理
解
し
た
の
は
主
と
し
て
こ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
第
三
に
、
現



一
四
九

弁
証
法
の
存
在
論
的
解
明

実
存
在
の
根
拠
は
神
で
あ
る
。
現
存
す
る
も
の
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
お
い
て
「
造
ら
れ
て
存
在
す
る
も
の
」ens 

creatum
 

を
意
味
し
た
。
寧
ろ
彼
は
事
物
が
現
存
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
ア
・
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
に
神
の
存
在
を
証

明
し
得
る
と
云
っ
て
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。「
既
に
偶
然
的
な
も
の
は
現
存
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
も
の

は
必
然
的
な
も
の
の
う
ち
に
し
か
自
分
の
最
後
の
理
由
即
ち
十
分
な
理
由
を
も
つ
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
必
然
的
な
も
の
は
自
分
の
現
実
存
在
の
理
由
を
自
分
自
身
の
う
ち
に
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。」＊

現
存
す
る

も
の
は
悉
く
偶
然
的
で
あ
る
。
従
っ
て
現
存
す
る
も
の
の
理
由
が
他
の
現
存
す
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
現
存
す
る

も
の
の
理
由
を
求
め
て
ど
れ
ほ
ど
そ
の
系
列
を
溯
っ
て
行
っ
て
も
、
我
々
は
た
だ
偶
然
的
な
も
の
に
達
す
る
の
み

で
あ
っ
て
、
最
後
の
理
由
も
し
く
は
十
分
な
理
由
に
到
る
こ
と
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
理
由
は
偶
然
的
な
も
の

の
系
列
の
外
に
あ
る
必
然
的
な
も
の
即
ち
神
で
あ
り
得
る
ば
か
り
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
現
実
的
な
も
の
の
根
柢
に

は
つ
ね
に
可
能
的
な
も
の
が
あ
る
。
こ
の
可
能
的
な
も
の
即
ち
本
質
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
よ
れ
ば
、
現
実
存
在

へ
の
要
求
を
担
っ
て
い
る
。
然
る
に
か
か
る
要
求
そ
の
も
の
が
ま
た
神
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。「
神
が
な

け
れ
ば
可
能
性
の
う
ち
に
は
何
等
事
象
的
な
と
こ
ろ
が
な
い
こ
と
に
な
っ
て
、
現
存
す
る
も
の
が
な
く
な
る
ば
か

り
で
な
く
、
可
能
的
な
も
の
す
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。＊
＊」
可
能
性
の
う
ち
に
存
す
る
事
象
的
な
と
こ
ろ
と
は
、

現
実
存
在
に
到
達
し
よ
う
と
す
る
傾
向
の
こ
と
で
あ
る
。
凡
て
の
現
実
性
の
根
柢
に
い
つ
で
も
予
想
さ
れ
る
可
能



一
五
〇

弁
証
法

性
の
有
す
る
事
象
性 la réalité 

は
、
現
実
的
な
も
の
と
し
て
の
神
に
基
づ
く
の
ほ
か
な
い
。

＊　
La m

onadologie § 45. 

河
野
氏
訳
『
単
子
論
』
三
七
一
―
二
頁
。

＊
＊　

O
p. cit. § 43. 

同
訳
書
三
六
五
頁
。

然
る
に
右
の
三
つ
の
意
味
に
お
け
る
理
由
の
概
念
の
う
ち
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
存
在
論
に
と
っ
て
最
も
重
要
で
、

決
定
的
な
の
は
、
第
一
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
も
の
に
向
っ
て
他
の
二
つ
の
も
の
も
集
ま
っ
て
来
る
よ
う
に
さ
え

思
わ
れ
る
。
神
の
現
実
存
在
の
根
拠
が
既
に
そ
の
可
能
性
で
あ
る
と
見
ら
れ
て
い
る
。
固
よ
り
神
に
あ
っ
て
は
そ

の
存
在
と
存
在
の
根
拠
と
が
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
場
合
本
質
は
現
実
存
在
を
含
ん
で
お
り
、
そ
れ
が
現
実
的
で
あ

る
た
め
に
は
唯
可
能
的
で
あ
り
さ
え
す
れ
ば
足
り
る
。
従
っ
て
そ
れ
の
現
実
的
存
在
は
可
能
的
存
在
の
単
純
な
帰

結 une suite sim
ple de l’être possible 

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。＊

必
然
的
に
現
実
的
な
も
の
即
ち
神
と
他
の
現

存
す
る
も
の
即
ち
偶
然
的
に
現
実
的
な
も
の
と
の
相
違
は
、
現
実
存
在
と
現
実
存
在
の
理
由
と
が
一
つ
で
あ
る
か

否
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
神
の
現
実
存
在
の
理
由
は
自
分
自
身
の
う
ち
に
あ
る
。
神
は
彼
自
身
に
依
存
す
る

存
在
者 ens a se 

で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
彼
以
外
の
現
実
的
な
も
の
は
そ
の
存
在
と
存
在
の
理
由
と
が
一
つ
で

な
く
、
存
在
の
理
由
は
自
己
の
外
に
あ
る
。
次
に
現
存
す
る
も
の
は
矛
盾
の
原
理
を
越
え
て
い
る
に
し
て
も
矛
盾

の
原
理
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
事
実
の
真
理
に
関
し
て
理
由
の
原
理
を
立
て
た
の
は
も
と



一
五
一

弁
証
法
の
存
在
論
的
解
明

も
と
そ
れ
が
偶
然
的
な
も
の
と
し
て
真
理
の
一
般
的
本
性
に
、
従
っ
て
ま
た
矛
盾
の
原
理
に
反
す
る
こ
と
が
な
い

た
め
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
も
し
如
何
な
る
現
実
存
在
も
本
質
か
ら
出
て
来
た
も
の
で
あ
り
、
前
者
は
凡
て
後
者

の
実
現
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、現
存
す
る
も
の
が
矛
盾
の
原
理
に
反
す
る
こ
と
の
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。

そ
れ
故
に
現
実
的
に
存
在
す
る
も
の
が
矛
盾
の
原
理
を
越
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
お
い
て
そ

れ
が
矛
盾
の
原
理
に
の
み
0

0

支
配
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
だ
け
で
あ
る
。
自
分
の
う
ち
に
矛
盾
を

含
ま
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
お
現
実
的
と
な
り
得
な
い
。
現
実
的
と
な
り
得
る
た
め
に
は
共
可
能
的
で
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
然
し
な
が
ら
共
可
能
的
な
も
の
は
既
に
可
能
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
矛
盾
の
原
理

は
現
実
存
在
の
「
十
分
な
」
条
件
で
は
な
い
に
し
て
も
、
そ
の
「
必
要
な
」
条
件
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て

矛
盾
の
原
理
は
理
由
の
原
理
の
根
柢
を
な
し
て
い
る
。
否
、
共
可
能
性
を
表
す
も
の
と
し
て
理
由
の
原
理
は
世
界

的
規
模
に
お
け
る
矛
盾
の
原
理
で
あ
る
と
も
見
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
共
可
能
性
は
、
内

に
矛
盾
を
含
ま
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
外
に
向
っ
て
他
の
無
数
の
可
能
的
な
も
の
に
対
し
て
も
ま
た
矛
盾
し
な
い

と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
理
由
の
原
理
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
あ
っ
て
何
等
根
本

的
に
矛
盾
の
原
理
に
対
立
す
る
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
こ
れ
の
拡
大
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
尤
も
理
由
の

原
理
は
存
在
論
的
意
味
を
も
っ
て
い
た
。
然
し
矛
盾
の
原
理
と
雖
も
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
お
い
て
単
に
論
理
的
な
も



一
五
二

弁
証
法

の
で
な
く
、
ま
た
存
在
論
的
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
現
実
存
在
の
根
柢
に
は
本
質
が
あ
る
と
す
る
存
在
論

に
と
っ
て
、
理
由
の
原
理
が
矛
盾
の
原
理
に
対
抗
し
得
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
固
よ
り
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
で

あ
ろ
う
。

＊　

La m
onadologie § 40. 

河
野
氏
訳
書
、
三
六
一
頁
。

二

さ
て
弁
証
法
の
存
在
論
的
解
明
に
あ
た
り
我
々
に
と
っ
て
の
根
本
的
想
定
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
論
理
学
は
そ
れ
ぞ

れ
自
分
に
固
有
な
存
在
の
領
域
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
私
は
既
に
こ
の
想
定
の
も
と
に
、
普
通
に

は
形
式
論
理
学
と
い
わ
れ
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
論
理
学
が
元
来
決
し
て
形
式
的
な
も
の
で
な
く
、
そ
の
固
有

な
存
在
の
領
域
と
し
て
本
質
存
在
を
も
ち
、
こ
の
も
の
に
関
係
し
て
は
実
に
内
容
的
な
論
理
学
で
あ
る
こ
と
を
述

べ
て
お
い
た
。＊

蓋
し
一
定
の
存
在
は
つ
ね
に
一
定
の
論
理
と
結
び
付
き
、
一
定
の
存
在
論
を
成
立
せ
し
め
、
そ

れ
に
応
じ
て
一
定
の
論
理
学
を
成
立
せ
し
め
て
い
る
。
論
理
学
と
存
在
論
と
は
共
生
え suvmfuton 

で
あ
る
。
従

っ
て
ど
の
よ
う
な
論
理
学
も
根
源
的
に
は
存
在
論
的
な
も
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
先
験
的
論
理
学
が
ま
た
そ
う

で
あ
っ
た
。
も
と
も
と philosophia transcendentalis
（
先
験
的
哲
学
）
な
る
語
は
ス
コ
ラ
的
用
語
に
お
い
て
は 



一
五
三

弁
証
法
の
存
在
論
的
解
明

ojntologiva
（
存
在
論
）
の
ラ
テ
ン
訳
以
外
の
も
の
で
な
か
っ
た
。
カ
ン
ト
は
そ
の
先
験
的
論
理
学
の
説
明
に
際

し
て
、
一
定
の
表
象
が
「
如
何
に
し
て
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
経
験
の
対
象
に
関
係
し
得
る
か
と
い
う
可
能
性
」
の
認

識
が
先
験
的
と
呼
ば
れ
る
、
と
云
っ
て
い
る
。
先
験
的
論
理
学
に
お
い
て
示
さ
れ
る
も
の
は
、
単
に
論
理
的
な
も

の
で
な
く
、
却
っ
て
経
験
の
対
象
に
係
わ
る
限
り
に
お
け
る
論
理
的
な
も
の
、
従
っ
て
或
る
存
在
論
的
な
も
の
で

あ
る
。
そ
し
て
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
こ
の
も
の
は
ま
さ
に
経
験
の
対
象
を
対
象
た
ら
し
め
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ

る
か
ら
、
経
験
の
対
象
も
ま
た
単
に
存
在
的
な
も
の das O

ntische 

で
は
な
く
、
却
っ
て
存
在
論
的
な
も
の das 

O
ntologische 

で
あ
る
、
と
云
わ
れ
得
る
。
こ
の
よ
う
に
見
る
な
ら
ば
、
カ
ン
ト
こ
そ
初
め
て
十
分
な
意
味
に
お

け
る
存
在
論
を
可
能
な
ら
し
め
る
立
場
を
発
見
し
た
人
で
あ
る
と
さ
え
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
論
理
学
も
カ
ン
ト
の
論
理
学
も
本
来
存
在
論
的
な
も
の
で
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
弁
証
法
の

存
在
論
的
解
明
の
仕
事
が
、
弁
証
法
は
存
在
論
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
だ
け
の
こ
と
に
と
ど
ま
り
得
な
い
の

は
勿
論
で
あ
る
。
唯
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
は
実
際
何
事
も
語
ら
れ
な
か
っ
た
に
等
し
い
。
な
ぜ
な
ら
弁
証
法
が
存

在
論
で
あ
る
こ
と
は
、
自
己
の
論
理
を
も
っ
て
単
な
る
形
式
で
な
く
同
時
に
内
容
そ
の
も
の
の
魂
で
あ
る
と
考
え

る
弁
証
法
に
と
っ
て
は
、
寧
ろ
そ
の
最
初
の
定
義
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
我
々
の
課
題
は
弁
証

法
に
内
面
的
に
結
び
付
く
存
在
論
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
弁



一
五
四

弁
証
法

証
法
は
そ
れ
に
固
有
な
存
在
の
領
域
を
も
ち
、
そ
れ
に
固
有
な
存
在
論
を
含
ん
で
い
る
筈
だ
か
ら
で
あ
る
。
恰
も

こ
の
よ
う
な
自
己
の
地
盤
を
離
れ
る
と
き
、
内
容
の
論
理
学
た
る
弁
証
法
と
雖
も
畢
竟
形
式
的
な
も
の
と
な
ら
ざ

る
を
得
な
い
に
相
違
な
い
。
か
く
て
我
々
の
仕
事
が
或
る
任
意
の
存
在
論
、
例
え
ば
ニ
コ
ラ
イ
・
ハ
ル
ト
マ
ン
に

お
け
る
如
く
観
念
論
と
実
在
論
と
の
此
方
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
存
在
論
の
見
地
を
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
体
系
の
う
ち

特
に
そ
の
『
論
理
学
』
の
中
へ
持
ち
込
ん
で
、
そ
こ
に
お
い
て
ハ
ル
ト
マ
ン
が
な
し
た
よ
う
に
そ
の
最
初
の
二
巻

が
特
別
に
存
在
論
で
あ
る
な
ど
と
論
ず
る
こ
と
と
は
、
全
く
別
な
事
柄
で
あ
る
の
は
明
白
で
あ
ろ
う＊
＊。
我
々
の
仕

事
が
ヘ
ー
ゲ
ル
に
対
し
て
批
判
的
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
遥
か
に
根
本
的
な
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
我
々

は
弁
証
法
を
存
在
論
的
に
解
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
の
存
在
論
が
そ
の
根
柢
に
お
い
て
弁
証
法

と
一
致
し
得
な
い
こ
と
を
示
す
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
我
々
は
何
故
に
人
々
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
的
体
系

を
な
お
形
式
的
で
あ
る
と
感
じ
且
つ
語
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
を
そ
の
根
源
か
ら
明
ら
か
に
す
る
で
あ
ろ
う
。

＊　

拙
著
『
観
念
形
態
論
』
に
お
け
る
「
形
式
論
理
学
と
弁
証
法
」〔
全
集
第
三
巻
収
録
〕
参
照
。

＊
＊ N

icolai H
artm

ann, D
ie Philosophie des deutschen Idealism

us, II. Teil: H
egel, S. 18 ff.

然
し
な
が
ら
私
は
何
故
に
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
を
も
っ
て
始
め
た
の
で
あ
っ
た
か
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
ヘ
ー
ゲ
ル
と

は
哲
学
史
上
同
じ
系
統
の
哲
学
者
に
数
え
ら
れ
る
。
彼
等
は
甚
だ
偉
大
な
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
者
で
あ
り
、



一
五
五

弁
証
法
の
存
在
論
的
解
明

と
も
に
発
展
の
思
想
を
そ
の
雄
渾
な
る
体
系
に
お
い
て
表
現
し
た
人
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
ラ
イ
プ
ニ
ッ

ツ
が
本
質
と
現
実
存
在
と
を
そ
の
存
在
に
お
い
て
区
別
し
、
後
者
は
矛
盾
の
原
理
を
越
え
て
い
る
と
考
え
、
そ
れ

に
関
し
て
理
由
の
原
理
を
立
て
た
の
で
あ
る
。
い
ま
弁
証
法
の
根
本
的
な
特
色
が
矛
盾
の
原
理
を
認
め
な
い
と
こ

ろ
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
か
く
の
如
き
現
実
存
在
こ
そ
恰
も
弁
証
法
に
と
っ
て
そ
の
固
有
な
存
在
の
領
域
で
は
な
い

で
あ
ろ
う
か
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
現
実
存
在
の
領
域
を
支
配
す
る
も
の
と
見
做
し
た
理
由
の
原
理
は
何
等
か
内
面

的
な
仕
方
で
弁
証
法
に
関
係
し
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
予
想
を
も
っ
て
始
め
ら
れ
た
我
々
の
研
究

は
結
果
に
お
い
て
丁
度
そ
の
反
対
の
こ
と
に
到
達
し
た
。
然
し
我
々
は
同
時
に
こ
の
結
果
の
理
由
を
も
認
識
す
る

こ
と
が
で
き
た
筈
で
あ
る
。
即
ち
そ
の
理
由
は
、
最
も
根
本
的
に
は
、
現
実
存
在
の
根
柢
に
つ
ね
に
本
質
を
考
え

る
と
い
う
思
想
の
う
ち
に
横
た
わ
っ
て
い
た
。
も
し
こ
の
認
識
に
し
て
我
々
に
と
っ
て
決
定
的
な
意
味
を
も
つ
も

の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
我
々
は
云
い
得
る
、
現
実
存
在
の
理
由
或
は
根
拠
に
し
て
本
質
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
限
り
、

弁
証
法
は
成
立
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
発
展
の
概
念
を
持
ち
出
し
て
も
そ
れ
だ
け
で
は
無

駄
で
あ
ろ
う
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
体
系
は
最
も
模
範
的
な
発
展
の
哲
学
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

の
哲
学
の
中
心
概
念
も
運
動
ま
た
は
発
展
で
あ
っ
た
。
万
物
は
流
れ
る
と
考
え
た
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
に
つ
い
て
ヘ

ー
ゲ
ル
は
、「
こ
の
人
に
あ
っ
て
初
め
て
そ
の
思
弁
的
な
形
態
に
お
け
る
哲
学
的
イ
デ
ー
に
出
会
わ
れ
る
」、
と
述



一
五
六

弁
証
法

べ
て
い
る
。
然
る
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
そ
の
『
形
而
上
学
』
第
四
巻
に
お
い
て
、
矛
盾
の
原
理
に
関
し
て
論
述

す
る
に
際
し
て
、
生
成
の
問
題
並
び
に
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
の
思
想
に
立
入
り
、
そ
し
て
矛
盾
の
原
理
は
、
そ
れ
に

他
の
凡
て
の
原
理
が
基
づ
く
と
こ
ろ
の
、「
あ
ら
ゆ
る
原
理
の
う
ち
最
も
確
か
な
原
理
」
で
あ
る
と
い
う
結
果
に

到
達
し
た
の
で
あ
る
。＊

弁
証
法
は
単
に
一
般
に
発
展
の
論
理
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
如
何
な
る
も
の
の
発
展
で
あ

る
か
が
そ
れ
に
と
っ
て
問
題
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
イ
デ
ー
的
発
展
と
し
て
の
弁
証
法
は
あ
り
得
な
い
よ
う
に
見

え
る
。

＊　

M
etaphysica Γ. 3. 1005 b 18.

現
実
存
在
の
根
本
的
規
定
は
偶
然
性
で
あ
る
。
現
実
性
は
偶
然
性
で
あ
る
、
と
云
わ
れ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

現
実
的
に
存
在
す
る
も
の
が
偶
然
的
で
あ
る
の
は
ま
さ
に
そ
の
存
在
に
お
い
て
で
あ
る
。
従
っ
て
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ

が
こ
の
偶
然
性
を
単
に
論
理
的
な
意
味
に
解
し
て
、
そ
の
反
対
が
矛
盾
を
含
ま
ぬ
こ
と
と
し
た
の
は
、
現
実
存
在

の
偶
然
性
そ
の
も
の
に
と
っ
て
は
寧
ろ
第
二
義
的
な
こ
と
で
あ
る
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
偶
然
性
は
、

本
来
、
現
実
存
在
が
現
実
存
在 existentia 

と
し
て
そ
の ex 

な
る
根
本
的
性
格
の
た
め
に
含
む
と
こ
ろ
の
規
定

で
あ
る
。
然
る
に
現
実
的
に
存
在
す
る
も
の
の
こ
の
根
本
的
な ex 

は
、
そ
の
も
の
に
お
い
て
は
存
在
と
存
在
の

理
由
も
し
く
は
根
拠
と
が
一
つ
で
な
い
こ
と
を
表
す
。
現
実
存
在
に
と
っ
て
は
そ
の
存
在
の
理
由
は
自
己
以
外
の



一
五
七

弁
証
法
の
存
在
論
的
解
明

も
の
の
う
ち
に
あ
っ
て
、
自
己
の
う
ち
に
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
も
の
は
そ
の
存
在
に
お
い
て
偶
然
的
で
あ
る
の

ほ
か
な
く
、
か
く
の
如
き
偶
然
性
は
そ
れ
の
反
対
が
矛
盾
を
含
ま
な
い
と
い
う
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
的
、
論
理
的
な
意

味
に
お
け
る
偶
然
性
よ
り
も
一
層
根
源
的
な
も
の
で
あ
り
、
寧
ろ
こ
れ
の
根
柢
を
な
し
て
い
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ

も
神
は
そ
の
現
実
存
在
の
理
由
を
自
分
自
身
の
う
ち
に
も
つ
か
ら
必
然
的
な
も
の
で
あ
る
と
云
っ
た
と
き
、
そ
れ

に
対
し
て
か
く
の
如
き
偶
然
性
を
考
え
て
い
た
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
現
実
存
在
が
弁
証
法
的
で
あ
る
の
は
そ

れ
が
ま
さ
に
か
く
の
如
き
偶
然
性
を
担
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
そ
の
存
在
と
存
在
の
理
由
と
が
一
つ
で
な
い
と

こ
ろ
に
、
或
る
現
存
す
る
も
の
が
弁
証
法
的
で
あ
る
根
源
が
存
し
て
い
る
。
か
く
て
偶
然
性
は
弁
証
法
の
始
源
で

あ
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
弁
証
法
は
偶
然
性
の
論
理
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
偶
然
性
の
論
理
で
あ
る
と
こ

ろ
に
、
弁
証
法
の
最
も
本
質
的
な
特
色
は
横
た
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
か
か
る
も
の
と
し
て
ま
さ
に
弁
証
法

は
歴
史
の
論
理
で
あ
る
と
云
わ
れ
得
る
。
現
実
的
に
存
在
す
る
も
の
に
と
っ
て
は
そ
の
存
在
の
理
由
は
自
己
以
外

の
も
の
の
う
ち
に
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
自
己
に
よ
っ
て
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
。「
自
己
に
よ
っ
て

の
存
在
者
」ens per se 

に
お
い
て
は
そ
の
存
在
と
存
在
の
根
拠
と
が
一
つ
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
存
在
は
無
限

な
る
存
在
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
そ
の
存
在
の
理
由
が
自
分
の
う
ち
に
な
い
現
実
存
在
は
そ
の
本
性
上
有
限
的

で
あ
る
。
た
だ
有
限
な
る
も
の
の
み
が
弁
証
法
的
で
あ
る
。



一
五
八

弁
証
法そ

れ
で
は
現
実
存
在
の
理
由
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
我
々
は
こ
の
も
の
を
就
中
弁
証
法
の
核
心
を

な
す
と
こ
ろ
の
矛
盾
の
概
念
を
通
じ
て
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
弁
証
法
は
自
己
自
身
の
う
ち
に
矛
盾
を

含
む
も
の
が
現
存
す
る
こ
と
を
前
提
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
然
る
に
こ
の
場
合
重
要
な
こ
と
は
、
或
る
も
の

が
自
己
自
身
の
う
ち
に
矛
盾
を
含
ん
で
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
の
も
の
自
身
と
の
関
係
に
お
い
て
そ
う
な
の

で
は
な
く
、
却
っ
て
そ
の
も
の
の
理
由
で
あ
る
も
の
と
の
関
係
に
お
い
て
そ
う
な
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
蓋
し
自
己
自
身
の
う
ち
に
矛
盾
を
含
む
も
の
は
、既
に
そ
の
直
接
性
を
脱
し
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

直
接
性
と
は
即
ち
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
云
っ
た
通
り
、
自
己
自
身
へ
の
抽
象
的
な
関
係
付
け die U

nm
ittelbarkeit d. i. 

die abstrakte B
eziehung auf sich 

の
こ
と
で
あ
る
。
或
る
も
の
は
、
自
己
を
自
己
自
身
へ
抽
象
的
に
関
係
さ
せ

る
限
り
、
自
己
の
う
ち
に
矛
盾
を
含
む
こ
と
が
な
い
。
然
し
ま
た
そ
れ
が
他
の
自
己
と
同
様
な
も
の
に
自
己
を
抽

象
的
に
関
係
さ
せ
る
限
り
に
お
い
て
も
、
そ
の
も
の
に
と
っ
て
弁
証
法
的
な
矛
盾
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
弁
証
法
的

な
矛
盾
は
内
在
的
な
矛
盾
で
あ
り
、
か
か
る
も
の
は
或
る
も
の
の
、
及
び
他
の
同
様
な
も
の
の
存
在
の
理
由
へ
自

己
を
関
係
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
そ
の
も
の
に
と
っ
て
生
ず
る
の
で
あ
る
。
矛
盾
は
そ
れ
が
内
在
す
る
も

の
の
理
由
で
あ
る
も
の
に
よ
っ
て
そ
の
も
の
に
内
在
せ
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
或
る
も
の
が
自
己
自
身

の
う
ち
に
矛
盾
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
自
己
の
存
在
の
理
由
を
も
っ
て
お
り
、
且
つ
こ
の
理
由



一
五
九

弁
証
法
の
存
在
論
的
解
明

が
自
己
の
存
在
と
一
つ
で
な
い
と
い
う
こ
と
の
証
拠
で
あ
る
。

然
る
に
現
存
す
る
も
の
の
う
ち
に
矛
盾
を
成
立
せ
し
め
る
も
の
と
し
て
、
現
実
存
在
の
理
由
は
何
等
か
の
本

質
、
何
等
か
の
イ
デ
ー
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
も
し
そ
れ
が
イ
デ
ー
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
に

自
己
を
関
係
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
或
る
も
の
の
う
ち
に
矛
盾
が
内
在
せ
し
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
で

あ
る
。
そ
の
場
合
に
は
寧
ろ
、
矛
盾
も
も
は
や
真
の
「
対
立
」ejnantiovthV 

で
は
な
く
、
却
っ
て
或
る
「
差
別
」

diaforav 

で
あ
り
、
単
な
る
「
反
対
」eJterovthV 

で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
即
ち
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
云
っ
て
い

る
、＊diafora; gavr tiV hJ ejnantiovthV, hJ de diafora; eJterovthV. 

相
矛
盾
す
る
も
の
は
単
に
或
る
一
つ
の
点
に

関
し
て
相
矛
盾
す
る
の
で
は
な
い
。
相
矛
盾
す
る
も
の
は
寧
ろ
あ
ら
ゆ
る
点
に
関
し
て
相
矛
盾
す
る
も
の
と
し
て

相
矛
盾
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
現
実
存
在
の
理
由
で
あ
る
も
の
が
決
し
て
イ
デ
ー
で
は
な
く
、
却

っ
て
質
料
、
寧
ろ
自
然
0

0

で
あ
る
こ
と
を
表
す
。
尤
も
弁
証
法
は
矛
盾
の
統
一
さ
れ
る
こ
と
を
予
想
す
る
。
或
る
現

存
す
る
も
の
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
矛
盾
を
統
一
す
る
も
の
は
、
そ
の
も
の
の
存
在
の
理
由
も
し
く
は
根
拠
で
あ
る

も
の
の
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
然
る
に
矛
盾
は
そ
れ
が
ど
こ
ま
で
も
矛
盾
と
し
て
と
ど
ま
っ
て
い
る
限
り
統
一
さ

れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
が
統
一
さ
れ
た
限
り
に
お
い
て
は
矛
盾
は
単
な
る
反
対
と
な
っ
て
い
る
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。
従
っ
て
或
る
も
の
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
矛
盾
を
統
一
す
る
も
の
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
は
、
そ
の



一
六
〇

弁
証
法

も
の
の
存
在
の
理
由
で
あ
る
も
の
は
何
等
か
イ
デ
ー
的
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
然
し
な
が
ら
ま
た
そ
れ

が
何
等
か
イ
デ
ー
的
な
も
の
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
或
る
自
己
自
身
の
う
ち
に
矛
盾
を
含
む
現
実
的

な
も
の
の
存
在
の
理
由
で
あ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
現
実
存
在
の
概
念
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
か
く
の
如
き
矛

盾
は
、
い
っ
た
い
何
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
か
。

＊　

M
etaphysica Γ. 2. 1004 a 21.

第
一
、
か
く
の
如
き
矛
盾
は
或
る
現
実
的
な
も
の
の
存
在
の
理
由
が
依
然
と
し
て
他
の
現
実
的
な
も
の
で
あ
る

こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
も
の
は
固
よ
り
或
る
も
の
の
理
由
と
し
て
そ
れ
よ
り
は
高
次
な
も
の
で
あ
る
、
し
か
も

そ
れ
自
身
な
お
一
の
現
実
的
な
も
の
で
あ
り
、従
っ
て
そ
れ
の
現
実
存
在
と
現
実
存
在
の
理
由
と
は
一
つ
で
な
い
。

右
に
述
べ
た
矛
盾
は
或
る
も
の
の
理
由
で
あ
る
も
の
そ
の
も
の
に
お
い
て
、
そ
の
存
在
と
存
在
の
理
由
と
が
一
つ

で
な
い
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
或
る
も
の
の
理
由
が
、
そ
の
も
の
に
含
ま
れ
る
矛
盾
を
成
立

せ
し
め
る
も
の
と
し
て
そ
の
も
の
の
理
由
で
あ
る
こ
と
が
で
き
、
然
し
同
時
に
か
か
る
矛
盾
を
統
一
す
る
も
の
と

し
て
そ
の
も
の
の
理
由
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
、そ
れ
自
身
矛
盾
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
表
す
の
で
あ
る
。

我
々
は
現
実
存
在
の
理
由
が
現
実
存
在
で
あ
る
限
り
弁
証
法
は
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
を
知
り
得
る
で
あ
ろ
う
。

或
る
現
実
的
な
も
の
の
理
由
を
ど
れ
ほ
ど
尋
ね
て
行
っ
て
も
、
そ
の
理
由
で
あ
る
も
の
に
お
い
て
存
在
と
存
在
の



一
六
一

弁
証
法
の
存
在
論
的
解
明

理
由
と
が
分
れ
て
い
る
限
り
弁
証
法
は
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
我
々
は
シ
ェ
リ
ン
グ
の
思
想
の
深
い
意
味
を
見

出
す
こ
と
が
で
き
る
。
彼
は
『
人
間
的
自
由
の
本
質
』
に
関
す
る
論
文
の
中
で
あ
か
ら
さ
ま
に
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の

名
を
挙
げ
て
批
評
し
て
い
る
が
、
我
々
は
こ
れ
を
特
に
ヘ
ー
ゲ
ル
に
対
す
る
批
評
と
し
て
読
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ

こ
で
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
現
存
す
る
限
り
に
お
け
る
存
在
者 das W

essn, sofern es existirt 

と
単
に
現
存
の
根
拠
で

あ
る
限
り
に
お
け
る
存
在
者 das W

esen, sofern es bloss G
rund von Existenz ist 

と
を
区
別
す
る
こ
と
が
重
要

で
あ
る
と
説
き
、
そ
し
て
云
っ
て
い
る
。
神
の
前
も
し
く
は
外
に
は
何
物
も
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
神
は
そ
の
現

存
の
根
拠
を
自
己
自
身
の
う
ち
に
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
然
し
な
が
ら
神
が
自
己
の
う
ち
に
も
つ
彼
の
現
存
の
こ
の

根
拠
は
、
絶
対
的
に
見
ら
れ
た
神
即
ち
現
存
す
る
限
り
に
お
け
る
神
で
は
な
い
、
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
実
に
た
だ
彼

の
現
存
の
根
拠
に
過
ぎ
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
然
―
―
神
の
う
ち
に
お
け
る
自
然 die N

atur in G
ott 

で
あ

る
、
一
の
固
よ
り
神
か
ら
分
離
す
べ
か
ら
ざ
る
、
し
か
も
な
お
区
別
さ
れ
た
存
在
者
で
あ
る
。＊

我
々
は
シ
ェ
リ
ン

グ
の
神
が
神
の
名
に
ふ
さ
わ
し
い
か
否
か
を
問
わ
な
い
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
現
存
す
る
も
の
の
理
由
が
た
と
い
神

で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
神
に
お
い
て
な
お
彼
の
現
実
存
在
と
現
実
存
在
の
理
由
と
が
区
別
さ
れ
る
限
り
に
お
い

て
、
且
つ
こ
の
理
由
が
自
然
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
弁
証
法
は
成
立
し
得
る
の
で
あ
る
。

＊　

P
hilosophische U

ntersuchungen über das W
esen der m

enschlichen F
reiheit und die dam

it 



一
六
二

弁
証
法zusam

m
enhängenden G

egenstände, W
W

. I. A
bt. B

d. 7, S. 357 ff. 

な
お
こ
の
点
に
関
係
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
体

系
の
出
発
点
は
神
は
原
質 U

rstoff 

と
同
一
で
あ
る
と
い
う
教
説
で
あ
る
と
云
っ
た
ニ
ン
ク
の
解
釈
を
参
照
。V

gl. 

C
aspar N

ink, G
rundlegung der Erkenntnistheorie, S. 103 ff.

第
二
、
或
る
も
の
の
現
実
存
在
の
理
由
は
、
そ
れ
が
そ
の
も
の
の
う
ち
に
矛
盾
を
成
立
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る

限
り
、
質
料
的
な
も
の
、
自
然
で
あ
り
、
闇
で
あ
る
。
然
し
そ
れ
が
こ
の
矛
盾
を
止
揚
す
る
も
の
で
あ
る
限
り
、

そ
れ
は
或
る
イ
デ
ー
的
な
も
の
で
あ
り
、
光
で
あ
る
。
そ
れ
が
或
る
イ
デ
ー
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
現

実
存
在
の
理
由
で
あ
る
も
の
が
み
ず
か
ら
現
実
存
在
に
到
達
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
然
し
そ
れ
は
現
実
存
在

に
到
達
し
て
も
、な
お
現
実
存
在
と
し
て
自
己
の
現
実
存
在
の
理
由
を
ま
た
も
っ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

さ
て
或
る
現
存
す
る
も
の
は
自
己
自
身
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
た
矛
盾
が
止
揚
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
を
実

現
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
否
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
弁
証
法
は
現
存
す
る
も
の
の
自
己
実
現
の
論
理
で
は
な

い
の
で
あ
る
。
弁
証
法
的
発
展
に
お
い
て
、
も
し
何
物
か
が
自
己
を
実
現
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
少
な
く
と
も

現
存
す
る
も
の
そ
の
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
現
存
す
る
も
の
の
理
由
で
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
即
ち
そ
の
と
き
或

る
現
存
す
る
も
の
の
単
な
る
理
由
で
あ
っ
た
も
の
が
み
ず
か
ら
現
実
存
在
に
到
達
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、

そ
れ
は
自
己
を
実
現
し
た
と
云
わ
れ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
然
し
な
が
ら
か
く
高
次
の
現
存
す
る
も
の
の
出
現
に
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論
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よ
っ
て
最
初
の
現
存
す
る
も
の
は
必
然
的
に
没
落
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
弁
証
法
は
現
存
す
る
も
の
の
凡
て
が

没
落
に
値
す
る
と
い
う
こ
と
を
確
立
す
る
。
弁
証
法
的
発
展
の
過
程
に
お
い
て
現
存
す
る
も
の
は
自
己
を
実
現
す

る
の
で
な
く
、
却
っ
て
無
限
に
自
己
を
克
服
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

第
三
、
或
る
も
の
の
理
由
で
あ
る
も
の
は
普
通
に
そ
れ
に
先
立
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
従
来
の
論
理

学
に
お
い
て
は
前
件 antecedens 

が
後
件 consequens 

の
理
由
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、

凡
て
のai[tia 

（
原
因
、理
由
、根
拠
）
は ajrcaiv

（
原
理
）
の
意
味
を
も
ち
、凡
て
の
原
理
に
共
通
な
意
味
は
「
最

初
の
も
の
」to; prw

:ton 

で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
現
実
存
在
の
理
由
は
何
等
か

の
最
初
の
も
の
即
ち
或
る ajrchv 

（principium
, A

nfang, 

端
初
）
で
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
も
弁
証
法
は
従

来
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
論
理
学
と
正
反
対
で
あ
る
。
現
存
す
る
も
の
の
理
由
が
端
初
と
い
う
意
味
で
の
原
理

で
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
弁
証
法
は
成
立
す
る
。
も
し
現
存
す
る
も
の
に
と
っ
て
自
己
の
理
由
で
あ
る
も
の
が
自

己
の
原
理
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
も
の
は
弁
証
法
的
で
は
あ
り
得
な
い
。
そ
れ
が
弁
証
法
的
で
あ
る
の
は
、
自

己
の
理
由
が
、
そ
れ
か
ら
自
己
の
出
て
来
た
も
と
で
あ
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
自
己
が
そ
れ
に
向
っ
て
ゆ
く
も
の

で
あ
る
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
に
と
っ
て
は
前
件
が
自
己
の
理
由
で
あ
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
後
件
こ
そ
自
己
の
理

由
な
の
で
あ
る
。
も
し
も
或
る
も
の
の
存
在
の
理
由
が
端
初
も
し
く
は
原
理
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
し
て
あ
ら
ゆ
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弁
証
法

る
有
限
な
も
の
は
時
間
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
時
間
的
に
云
っ
て
、
或
る
も
の
の
存
在
の
理
由
が
過
去

の
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
理
由
は
そ
の
も
の
に
全
く
内
在
的
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
然
る
に
純
粋
に
内
在
的

な
立
場
に
お
い
て
は
一
般
に
弁
証
法
は
成
立
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
内
在
と
共
に
超
越
が
あ
る
と
こ
ろ
に
弁
証

法
は
あ
る
。
理
由
が
端
初
で
あ
る
な
ら
ば
、
如
何
に
し
て
超
越
が
あ
る
か
は
説
明
さ
れ
ぬ
で
あ
ろ
う
。
然
し
な
が

ら
或
る
現
存
す
る
も
の
の
理
由
は
、
既
に
述
べ
た
如
く
、
そ
れ
が
こ
の
も
の
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
矛
盾
を
統
一
す

る
も
の
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
即
ち
そ
の
理
由
が
み
ず
か
ら
現
実
的
に
な
る
限
り
に
お
い
て
は
、
こ
の
も
の
は
既

に
没
落
し
て
い
る
の
で
あ
る
。そ
れ
故
に
或
る
も
の
の
存
在
の
理
由
は
そ
の
も
の
に
と
っ
て
そ
の
限
り
に
お
い
て
、

未
来
に
属
し
、
超
越
的
で
あ
る
。
そ
れ
が
超
越
的
で
あ
る
の
は
、
弁
証
法
が
現
存
す
る
も
の
の
自
己
実
現
の
論
理

で
な
い
か
ら
で
あ
る
。
最
も
屡
々
誤
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
弁
証
法
が
自
己
実
現
の
論
理
で
あ
る
な
ら
ば
、
何
故

に
超
越
が
あ
る
か
は
説
明
さ
れ
な
い
。
弁
証
法
は
却
っ
て
、
自
己
超
越
の
論
理
で
あ
る
。
パ
ス
カ
ル
の
「
自
己
は

厭
悪
す
べ
き
も
の
で
あ
る
」 Le m

oi est haïssable 

と
い
う
こ
と
を
痛
感
し
な
い
者
に
は
弁
証
法
は
分
ら
な
い
で

あ
ろ
う
。
現
存
す
る
も
の
に
対
し
て
限
り
な
き
憎
悪
、
憤
怒
を
も
た
ぬ
者
に
は
弁
証
法
は
理
解
さ
れ
な
い
。
弁
証

法
は
絶
え
ず
自
己
を
踏
み
越
え
て
ゆ
く
者
の
弁
証
法
で
あ
る
。
従
来
の
多
く
の
形
而
上
学
を
特
色
づ
け
て
い
た
も

の
が
背
進
的
思
惟
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
弁
証
法
は
そ
れ
と
は
反
対
に
前
進
的
思
惟
で
あ
る
。
自
己
の
存
在
の
理
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六
五

弁
証
法
の
存
在
論
的
解
明

由
を
自
己
の
背
後
に
求
め
る
の
で
な
く
―
―
そ
れ
は
要
す
る
に
自
己
実
現
の
論
理
と
な
る
―
―
、
却
っ
て
こ
れ
を

自
己
の
前
方
に
求
め
る
思
惟
が
弁
証
法
で
あ
る
。
固
よ
り
単
な
る
超
越
の
み
あ
っ
て
内
在
の
な
い
と
こ
ろ
に
は
弁

証
法
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
或
る
も
の
の
現
実
存
在
の
理
由
は
、
そ
の
も
の
に
と
っ
て
超
越
的
で
あ
り
な
が
ら
、
し

か
も
そ
の
も
の
の
ま
さ
に
理
由
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
内
在
的
で
あ
る
。
未
来
は
現
在
の
う
ち
へ
深
く
喰

い
入
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
が
内
在
的
で
あ
る
の
は
単
に
そ
の
も
の
の
理
由
と
し
て
、
即
ち
そ
の
も

の
の
「
現
実
存
在
」
と
は
区
別
さ
れ
た
「
現
実
存
在
の
理
由
」
と
し
て
で
あ
る
。
現
存
す
る
も
の
に
お
い
て
は
そ

れ
の
現
実
存
在
と
現
実
存
在
の
理
由
と
が
区
別
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
弁
証
法
に
お
け
る
内
在
と
超
越
な
る
困

難
な
問
題
を
解
く
た
め
の
鍵
が
あ
る
の
で
あ
る
。

三

ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
学
の
体
系
に
お
い
て
理
由
の
範
疇
は
本
質
の
領
域
の
う
ち
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か

も
『
エ
ン
チ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
』
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
「
実
存
性
の
理
由
と
し
て
の
本
質
」das W

esen als G
rund 

der Existenz 

の
項
の
も
と
に
示
さ
れ
る
。
普
通
に
大
論
理
学
と
呼
ば
れ
て
い
る
書
物
の
中
で
は
理
由
の
概
念
は

矛
盾
の
概
念
に
続
い
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。
矛
盾
に
あ
っ
て
は
対
立
す
る
二
つ
の
側
は
先
ず
区
別
さ
れ
た
契
機
と
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弁
証
法

し
て
そ
の
独
立
性
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
独
立
性
は
そ
れ
ら
の
も
の
が
な
お
即
自
的
で
あ
る
こ
と
を
表

す
。
然
し
な
が
ら
そ
れ
ら
の
も
の
は
全
く
無
関
係
な
の
で
な
く
、
却
っ
て
そ
の
一
者
の
そ
の
他
者
に
対
す
る
否
定

的
な
関
係
に
よ
っ
て
独
立
的
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
の
独
立
性
は
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
措
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る

か
ら
、
そ
れ
ら
の
も
の
は
対
自
的
に
あ
る
独
立
的
な
も
の
で
あ
る
。
か
く
て
自
己
を
独
立
的
と
し
て
措
定
す
る
も

の
は
、
こ
の
措
定
を
被
措
定
と
な
す
に
到
り
、「
そ
れ
ら
の
も
の
は
理
由
に
向
っ
て
行
く
の
で
あ
る
。」
然
る
に
矛

盾
す
る
も
の
が
「
理
由
へ
行
く
」Zu-G

runde-G
ehen 

と
い
う
こ
と
は
二
つ
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
は

先
ず
対
立
が
「
滅
び
る
」zu G

runde gehen 

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
同
時
に
そ
れ
は
対
立
が
「
自
己

の
理
由
へ
行
く
」in seinen G

rund gehen 

と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。＊

そ
こ
で
矛
盾
す
る
も
の
は
前
の
意
味
に

お
い
て
な
く
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
同
時
に
後
の
意
味
に
お
い
て
自
己
の
本
質
に
還
り
、
こ
の
も
の
か
ら
新

た
に
生
れ
る
の
で
あ
る
。
有
限
な
も
の
は
自
己
自
身
に
お
い
て
矛
盾
す
る
も
の
と
し
て
、
か
よ
う
な
二
重
の
意
味

に
お
い
て
理
由
へ
行
く
も
の
で
あ
る
。
有
限
な
も
の
は
啻た
だ

に
矛
盾
的
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、ま
た
偶
然
的
で
あ
る
。

「
偶
然
的
な
も
の
」das Zufällige 

は
、
そ
の
語
の
表
す
通
り
、「
落
ち
て
行
く
存
在
者
」fallendes Sein 

で
あ
る
。

こ
の
も
の
が
そ
れ
に
向
っ
て
も
し
く
は
そ
れ
の
う
ち
へ
落
ち
て
行
く
も
の
は
理
由
で
あ
り
、
本
質
的
な
も
の
で
あ

る
。
と
こ
ろ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
自
己
の
理
由
へ
行
く
と
い
う
こ
と
は
恰
も
自
己
の

0

0

0

理
由
へ
還
る
0

0

と
い
う
こ
と
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を
意
味
し
た
。
即
ち
理
由
で
あ
る
も
の
は
ま
さ
に
自
己
の
う
ち
に
あ
り
、
物
は
理
由
へ
行
く
こ
と
に
よ
っ
て
自
己

に
還
り
、
自
己
の
う
ち
に
自
己
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
即
ち
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
は
我
々
が
弁
証
法
の
本
性
は
そ
れ

で
は
あ
り
得
な
い
と
し
た
と
こ
ろ
の
「
自
己
実
現
」
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
従
っ
て
理
由
づ
け
ら
れ
た
も
の
と

理
由
と
は
本
来
一
つ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
記
し
て
い
る
、「
理
由
は
そ
れ
が
理
由
づ
け
る
限
り

に
お
い
て
の
み
理
由
で
あ
る
、
然
し
な
が
ら
理
由
か
ら
現
れ
出
た
も
の
は
理
由
自
身
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
点
に

理
由
の
形
式
主
義
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。理
由
づ
け
ら
れ
た
も
の
と
理
由
と
は
一
に
し
て
同
一
な
る
内
容
で
あ
る
、

そ
し
て
両
者
の
間
の
差
別
は
自
己
へ
の
単
純
な
関
係
づ
け
と
媒
介
も
し
く
は
措
定
さ
れ
て
在
る
こ
と
と
の
単
な
る

形
式
上
の
差
別
で
あ
る
。＊
＊」

理
由
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
矛
盾
を
解
消
す
る
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
も
し
理
由
づ

け
ら
れ
た
も
の
即
ち
矛
盾
す
る
も
の
と
、
理
由
即
ち
矛
盾
を
解
消
す
る
も
の
と
が
一
つ
で
あ
り
、
両
者
の
差
別
が

単
に
形
式
上
の
差
別
に
過
ぎ
な
い
と
す
れ
ば
、
如
何
に
し
て
理
由
づ
け
ら
れ
た
も
の
の
う
ち
に
真
面
目
な

0

0

0

0

矛
盾
が

内
在
し
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
か
か
る
矛
盾
そ
の
も
の
の
理
由
は
何
処
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
場
合
理
由
そ

の
も
の
が
矛
盾
を
自
己
自
身
の
う
ち
に
含
ん
で
い
る
と
考
え
る
の
ほ
か
あ
る
ま
い
。実
際
ヘ
ー
ゲ
ル
は
そ
の
通
り
、

矛
盾
の
止
揚
と
し
て
現
れ
る
理
由
は
ひ
と
つ
の
新
し
い
矛
盾
で
あ
る
、
と
云
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
こ
の
新
し
い

矛
盾
そ
の
も
の
の
理
由
は
何
で
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
尋
ね
て
溯
る
と
き
、
我
々
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
全
存
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弁
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在
論
の
基
礎
に
眼
を
向
け
ざ
る
を
得
な
く
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

＊　
W

issenschaft der Logik, W
W

. IV, 61.
＊
＊　

Encyclopädie § 121 Zusatz.

さ
き
に
我
々
は
現
存
す
る
も
の
の
現
実
存
在
の
理
由
も
し
く
は
根
拠
が
そ
れ
か
ら
そ
の
も
の
の
出
て
来
た
と
こ

ろ
の
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
そ
の
も
の
が
そ
れ
に
向
っ
て
行
く
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
根
拠
は

結
果
で
あ
っ
て
、
端
初
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
は
結
果
は
同
時
に
端
初
で
あ
る
と
説
く
。
そ
し
て
彼
は

書
い
て
い
る
、「
結
果
は
唯
、
瑞
初
が
目
的 Zw

eck 

で
あ
る
故
を
も
っ
て
の
み
、
端
初
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
と

同
一
で
あ
る
。」＊

我
々
は
こ
こ
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
全
存
在
論
の
基
礎
を
見
出
し
得
る
と
信
ず
る
。
端
初
と
結
果
と
の

同
一
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
あ
っ
て
目
的
の
概
念
を
介
し
て
打
ち
建
て
ら
れ
る
。
然
る
に
目
的
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
或

る
主
観
的
な
も
の
、
意
志
的
な
も
の
、
当
為
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
意
味
し
た
の
で
な
く
、
一
の
存
在
論
的
な

根
本
規
定
を
現
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
は
次
の
文
章
か
ら
明
瞭
で
あ
る
。「
然
る
に
知
識
に
と
っ
て
目

的
は
、
進
行
の
系
列
と
同
じ
く
必
然
的
に
お
か
れ
て
い
る
。
目
的
は
、
そ
れ
が
最
早
自
己
自
身
を
越
え
て
行
く

こ
と
を
要
し
な
い
と
こ
ろ
に
、
そ
れ
が
自
己
自
身
を
見
出
す
と
こ
ろ
に da, w

o es nicht m
ehr über sich selbst 

hinaus zu gehen nöthig hat, w
o es sich selbst findet. 

そ
し
て
概
念
が
対
象
に
、
対
象
が
概
念
に
相
応
す
る
と
こ



一
六
九

弁
証
法
の
存
在
論
的
解
明

ろ
に
あ
る
。＊
＊」

即
ち
目
的
は
或
る
も
の
、
こ
の
場
合
に
は
知
識
が
、「
最
早
自
己
自
身
を
越
え
て
行
く
こ
と
を
要
し

な
い
と
こ
ろ
に
」、「
自
己
自
身
を
見
出
す
と
こ
ろ
に
」
あ
る
。
こ
の
目
的
概
念
は
恰
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い

て
模
範
的
に
展
開
さ
れ
た tevloV 

の
概
念
に
一
致
し
て
い
る
。『
形
而
上
学
』
第
五
巻
の
中
に
定
義
さ
れ
て
い
る＊
＊
＊、

tevleion levgetai e}n me;n ou| mh; e[stin e[xw
 ti labei:n mhde; e}n movrion, oi|on crovnoV tevleioV eJcavstou 

ou|toV ou| mh; e[stin e]xw
 labei:n crovnon tina; o}V touvtou mevroV ejsti; tou: crovnou.  

即
ち
目
的
的
な
も
の

と
は
、
そ
れ
の
外
に
そ
れ
の
ひ
と
つ
の
部
分
で
あ
る
が
如
き
或
る
も
の
が
何
等
見
出
さ
れ
得
な
い
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
規
定
が
純
粋
に
存
在
論
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
彼
が
死
を
目
的
的
な
も
の
と
し
て
い
る
こ
と
に

よ
っ
て
も
分
る
、
な
ぜ
な
ら
死 hJ teleuthv 
は
恰
も
生
の
終
末 to; e[scaton 

と
し
て
そ
れ
の
外
に
は
生
の
何
物

も
決
し
て
見
出
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
曰
う
、tevloV dev cai; to; ou| e{neca e[scaton. 

理
由
は
そ
れ
の

理
由
で
あ
る
も
の
が
そ
れ
の
外
に
も
は
や
な
い
場
合
目
的
で
あ
る
。
一
般
に
目
的
と
は
最
後
の
も
の
、
終
末
的
な

も
の
を
意
味
す
る
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
云
っ
た
如
く
、
端
初
が
目
的
で
あ
る
と
き
、
結
果

が
端
初
と
同
一
で
あ
る
こ
と
は
お
の
ず
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

＊ Phänom
enologie des G

eistes, W
W

. II S. 17.

＊
＊ Ibid. S. 65.
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こ
の
よ
う
な
目
的
概
念
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
全
体
の
体
系
を
支
配
し
、構
成
し
て
い
る
。
こ
の
も
の
こ
そ
ま
さ
し
く
、

存
在
論
の
見
地
か
ら
云
っ
て
、
彼
の
哲
学
を
観
念
論
た
ら
し
め
且
つ
そ
の
観
念
論
の
特
殊
性
を
規
定
す
る
も
の
で

あ
る
。「
か
く
て
端
初 A

nfang 

は
絶
対
的
な
端
初
、
或
は
こ
こ
で
は
同
じ
意
味
だ
が
、
抽
象
的
な
端
初
で
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
こ
の
よ
う
に
し
て
何
物
も
前
提
す
べ
き
で
な
く
、
何
物
に
よ
っ
て
も
媒
介
さ
れ
ず
、
ま
た

一
の
根
拠
を
も
っ
て
は
な
ら
な
い
。
端
初
は
寧
ろ
そ
れ
自
身
全
体
の
学
の
根
拠 G

rund 

で
あ
る
べ
き
で
あ
る
」、

と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
書
い
て
い
る
。「
前
進
は
根
拠
の
う
ち
へ
の
、
根
源
的
な
も
の
、
真
な
る
も
の
へ
の
背
進
で
あ
り
、

こ
の
も
の
に
そ
れ
を
も
っ
て
端
初
が
な
さ
れ
た
も
の
は
依
存
し
、
こ
の
も
の
か
ら
実
に
生
産
さ
れ
る
の
で
あ
る
。」

か
く
の
如
く
端
初
と
根
拠
も
し
く
は
理
由
と
は
一
致
し
、
寧
ろ
同
一
で
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
学
の
全
体
は
必
然

的
に
一
の
円
環
行
程 K

reislauf 

を
成
す
。「
学
に
と
っ
て
本
質
的
な
も
の
は
、
一
の
純
粋
に
直
接
的
な
も
の
が
端

初
で
あ
る
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
却
っ
て
学
の
全
体
が
一
の
自
己
自
身
の
う
ち
に
お
け
る
円
環
行
程
で
あ
っ
て
、

そ
こ
で
は
最
初
の
も
の
が
ま
た
最
後
の
も
の
と
な
り
、
そ
し
て
最
後
の
も
の
が
ま
た
最
初
の
も
の
と
な
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。」＊

我
々
は
さ
き
に
弁
証
法
的
な
も
の
に
あ
っ
て
は
結
果
或
は
根
拠
が
同
時
に
端
初
で
あ
り
得
な
い

こ
と
を
述
べ
た
。
―
―
こ
れ
と
は
反
対
の
こ
と
を
主
張
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
は
果
た
し
て
弁
証
法
的
な
体
系
で



一
七
一

弁
証
法
の
存
在
論
的
解
明

あ
り
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
―
―
両
者
が
一
致
し
得
な
い
の
は
、
そ
の
も
の
に
お
い
て
そ
の
存
在
と
存
在
の
理
由
と

が
分
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
か
か
る
も
の
は
有
限
的
と
云
わ
れ
る
。
然
る
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
い
う
よ
う
な
根
拠
と

端
初
と
が
一
致
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
究
極
に
お
い
て
そ
の
存
在
と
存
在
の
根
拠
と
は
一
つ
で
あ
る
筈
で
あ
り
、

か
か
る
も
の
は
絶
対
的
な
も
の
で
あ
る
の
ほ
か
な
い
。
い
ま
我
々
は
絶
対
的
と
い
う
語
に
つ
い
て
、
と
り
わ
け
二

つ
の
意
味
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
近
代
的
思
惟
に
と
っ
て
は
、
因
果
の
範
疇
の
優
勢
な
支
配
の

も
と
に
、
絶
対
者
は
無
制
約
者 das U

nbedingte 

を
主
と
し
て
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
は
因
果
の
連
鎖
の
外
に
立

て
る
も
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
に
お
い
て
の
如
き
が
そ
う
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
ラ
テ
ン
語
の absolutum

 

は
、
多

く
の
場
合 absolutum

 atque perfectum
 

と
連
ね
て
用
い
ら
れ
た
よ
う
に
、
も
と
ギ
リ
シ
ア
語
の ejntlhvV 

の
訳

語
で
あ
り
、
完
結
的 vollendet 

な
も
の
、
自
己
の
う
ち
に
終
末
を
有
す
る
も
の
を
い
っ
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け

る
絶
対
的
な
も
の
と
は
恰
も
か
く
の
如
き
も
の
を
指
し
た
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
体
系
は
、
こ
の
よ
う
な
絶
対

的
な
も
の
の
体
系
と
し
て
、
閉
鎖
的
で
あ
り
、
自
己
完
了
的
で
あ
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
て
い
る
。
然
る
に
絶
対
的

な
も
の
が
一
の
自
己
完
結
的
な
「
全
体
」
で
あ
る
場
合
、
そ
こ
に
は
純
粋
な
内
在
の
み
あ
っ
て
如
何
な
る
超
越
も

あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
如
何
に
し
て
弁
証
法
は
そ
こ
に
あ
り
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
学
の

端
初
に
は
「
有
」
が
、
そ
し
て
「
無
」
が
立
っ
て
い
る
の
を
ひ
と
は
知
る
。
と
こ
ろ
で
彼
は
云
う＊
＊、「

絶
対
的
な
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も
の
は
有
で
あ
る
。」
そ
し
て
ま
た
云
う
、「
絶
対
的
な
も
の
は
無
で
あ
る
。」
端
初
と
根
拠
と
が
一
致
し
て
い
る

な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
の
ほ
か
な
く
、
且
つ
そ
の
場
合
有
も
無
も
端
初
に
立
つ
も
の
と
し
て
、
ヘ
ー
ゲ

ル
の
考
え
た
如
く
、
無
規
定
性
と
直
接
性
以
外
の
も
の
を
現
し
得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
端
初
の
見
地
か

ら
眺
め
る
な
ら
ば
、
そ
の
後
の
諸
範
疇
は
凡
て
絶
対
的
な
も
の
の
自
己
限
定
と
し
て
現
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
然
る

に
こ
の
自
己
限
定
の
過
程
が
直
ち
に
弁
証
法
的
過
程
の
意
味
を
も
っ
た
め
に
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
「
限
り
な
き
重

要
性
」
を
有
す
る
と
認
め
た
と
こ
ろ
の
ス
ピ
ノ
ザ
の
「
一
切
の
限
定
は
否
定
で
あ
る
。」 om

nis determ
inatio est 

negatio 

と
い
う
命
題
が
妥
当
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
も
し
或
る
も
の
に
と
っ
て
あ
ら
ゆ
る
限
定
が
否
定

を
意
味
し
得
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
の
も
の
が
絶
対
的
な
も
の
以
外
の
も
の
で
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な

ら
有
限
な
も
の
に
お
い
て
何
故
に
あ
ら
ゆ
る
限
定
が
否
定
で
あ
る
か
を
我
々
は
理
解
し
得
な
い
。
然
し
そ
の
も
の

が
絶
対
的
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
純
粋
な
イ
デ
ー
で
あ
る
な
ら
ば
、
限
定
は
如
何
に
し
て
矛
盾
と
し

て
自
己
の
影
を
そ
の
も
の
の
う
ち
に
写
し
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
且
つ
ま
た
そ
の
存
在
と
存
在
の
理
由
と
が
一
つ
で

あ
る
絶
対
的
な
も
の
が
自
己
自
身
の
う
ち
に
矛
盾
を
含
む
と
い
う
こ
と
は
一
般
に
不
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

＊　

W
issenschaft der Logik, W

W
. III, 63 ff.

＊
＊　

Encyclopädie § 86 u. § 87.
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絶
対
的
な
も
の
は
無
限
な
も
の
で
あ
る
、
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
云
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
い
わ
れ
た
無
限
な
も
の
と
は

有
限
な
も
の
の
他
者
で
あ
る
が
如
き
も
の
で
は
な
い
。
か
か
る
も
の
と
し
て
は
無
限
な
も
の
は
「
悪
し
き
無
限
な

る
も
の
」
で
あ
る
に
過
ぎ
ぬ
。
有
限
な
も
の
の
本
性
は
、
そ
れ
が
そ
の
う
ち
に
内
在
的
で
あ
る
と
こ
ろ
の
限
界
に

お
い
て
あ
る
と
い
う
こ
と
が
矛
盾
と
さ
れ
、
こ
の
矛
盾
に
よ
っ
て
そ
れ
が
自
己
を
越
え
て
送
り
出
さ
れ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。「
自
己
の
内
在
的
な
限
界
を
も
っ
て
自
己
自
身
の
矛
盾
と
し
て
措
定
さ
れ
、
こ
の
矛
盾
に
よ
っ
て

自
己
を
越
え
て
出
て
行
け
と
命
ぜ
ら
れ
、
放
逐
さ
れ
る
一
者
は
、
有
限
な
も
の
で
あ
る
。」＊

こ
の
よ
う
な
一
者
の

他
者
で
あ
る
限
り
、
無
限
な
る
も
の
は
彼
岸 das Jenseits 

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
唯
悪
し
き
無
限
な
る
も
の

の
み
が
彼
岸
で
あ
る
、
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
単
に
実
在
的
と
し
て
措
定
さ
れ
た
る
有
限
な
も
の
の
否
定
で
あ
る
か
ら

で
あ
る
。」
無
限
な
も
の
が
有
限
な
も
の
の
他
者
と
し
て
こ
の
も
の
の
彼
岸
で
あ
る
限
り
、
有
限
な
も
の
が
自
己

の
本
性
に
従
っ
て
自
己
を
越
え
て
駆
り
立
て
ら
れ
て
行
く
過
程
は
た
だ
限
り
な
き
進
行
で
あ
る
の
ほ
か
な
い
。
こ

の
と
き
無
限
な
も
の
は
ま
さ
に
彼
岸
と
し
て
到
達
さ
れ
得
ぬ
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。「
然
る
に
こ
の
よ
う
な

到
達
さ
れ
得
な
い
と
い
う
こ
と
は
そ
れ
の
高
さ
で
あ
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
そ
れ
の
欠
陥
で
あ
る
。」「
真
な
ら
ぬ

も
の
は
到
達
さ
れ
得
ぬ
も
の
で
あ
る D

as U
nw

ahre ist das U
nerreichbare. 

そ
し
て
か
く
の
如
き
無
限
な
も
の

が
真
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
洞
見
す
べ
き
で
あ
る
。＊
＊」

無
限
な
も
の
は
到
達
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
無
限
な
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も
の
へ
の
進
行
は
直
線
を
も
っ
て
象
ど
ら
れ
る
よ
う
な
限
り
な
き
進
行
の
無
限
性
を
表
す
こ
と
を
や
め
、「
完
結

せ
る
、
自
己
閉
鎖
的
な
運
動
」
と
な
る
。
円
環
こ
そ
「
真
に
無
限
な
る
も
の
」
の
象
徴
で
あ
る
。
真
に
無
限
な
る

も
の
は
無
限
定
な
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
内
に
限
定
を
含
む
も
の
、
そ
の
意
味
で
有
限
な
も
の
で
も
あ
ろ
う
。
然

し
そ
れ
は
有
限
な
も
の
で
な
く
、
有
限
な
も
の
の
他
者
と
し
て
の
無
限
な
も
の
で
も
な
く
、
却
っ
て
有
限
性
と

無
限
性
と
の
統
一
で
あ
る
。
我
々
は
こ
こ
に
も
ま
た
か
の
目
的
の
概
念
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
テ
ロ
ス
の
概
念

が
は
た
ら
い
て
い
る
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
無
限
な
も
の
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
カ
ン
ト
的
な
無
制
約
者
と

は
全
く
別
な
も
の
を
意
味
し
て
い
る
。
無
限
な
も
の
と
は
限
界
な
き
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
内
に
限
界
を
含
む
も

の
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
既
に pevraV 

（
限
界
）
の
概
念
と tevloV

（
目
的
）
の
概
念
と
を
結
び
付
け
て
、

前
者
に
次
の
よ
う
な
定
義
を
与
え
て
い
る＊
＊
＊。 pevraV levgetai tov te e[scaton evkavstou kai; ou| e[xw

 mhde;n  e]

sti labei:n prw
vtou kai; ou| e[sw

 pavnta prw
vtou, kai; o} a[n h\/ ei\doV megevqouV h] e[contoV mevgeqoV,  kai; 

to; tevloV eJkavstou. 

或
る
も
の
の
限
界
と
は
そ
れ
の
外
部
に
こ
の
も
の
の
何
物
も
見
出
さ
れ
ず
、
そ
れ
の
内
部

に
こ
の
も
の
の
凡
て
が
見
出
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
最
後
の
も
の
、
従
っ
て
ま
た
最
初
の
も
の
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
に
あ
っ
て
も
無
限
に
進
行
す
る proievnai eijV a[peiron 

と
い
う
こ
と
は
、
単
に
論
理
的
不
可
能
を
ば
か
り

で
な
く
、
ま
た
存
在
論
的
不
可
能
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
。
優
越
な
意
味
に
お
け
る
存
在
と
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お



一
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い
て
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
け
る
と
同
じ
く
、
テ
ロ
ス
的
な
、
ペ
ラ
ス
的
な
存
在
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

＊　

W
issenschaft der Logik, III, S. 137.

＊
＊　

Ibid. III. S. 163.

＊
＊
＊　
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全
く
同
じ
見
地
か
ら
我
々
は
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
ど
の
よ
う
な
根
本
概
念
を
も
解
明
し
得
る
。
否
、
ま
さ
に
か
く

の
如
き
存
在
論
的
な
解
明
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
が
彼
の
体
系
の
根
本
的
な
性
格
を
形
作
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

例
え
ば
「
精
神
」
の
概
念
を
と
っ
て
み
よ
う
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
云
う
、「
精
神
の
概
念
は
、
自
己
を
対
象
と
す
る
と

い
う
、
自
己
自
身
へ
の
還
帰
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
進
行
は
何
等
無
限
に
向
っ
て
の
無
規
定
的
な
進
行
で
な
く
、
却

っ
て
そ
こ
に
は
目
的
、
即
ち
自
己
自
身
へ
の
還
帰
が
あ
る
。
そ
れ
故
に
ま
た
そ
こ
に
は
或
る
円
環
行
程
が
あ
る
、

精
神
は
自
己
自
身
を
求
め
る
。」＊

次
に
ヘ
ー
ゲ
ル
が
「
自
由
」
の
概
念
を
規
定
し
て
「
自
分
自
身
の
処
に
在
る
こ
と
」 

B
ei-sich-selbst-sein 

と
し
た
の
も
固
よ
り
同
じ
構
造
を
示
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
か
ら
我
々

は
更
に
彼
の
全
体
の
体
系
の
構
成
に
眼
を
転
じ
よ
う
。
こ
の
と
き
就
中
「
客
観
的
精
神
」
か
ら
「
絶
対
的
精
神
」

へ
の
移
行
は
困
難
な
問
題
を
含
ん
で
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
蓋
し
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
国
家
の
理
念
は
主
観
的
精

神
と
客
観
的
精
神
と
の
自
覚
的
な
統
一
を
表
す
。「
そ
の
と
き
客
観
的
意
志
と
主
観
的
意
志
と
は
和
解
さ
れ
て
お
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り
、
一
に
し
て
同
一
な
る
曇
ら
ざ
る
全
体
で
あ
る
。＊
＊」

し
か
ら
ば
こ
こ
に
既
に
精
神
の
最
高
の
段
階
は
到
達
さ
れ

て
い
る
筈
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
し
て
な
お
国
家
を
絶
対
的
精
神
、
即
ち
宗
教
、
芸
術
、
哲
学
に
対
し
て
分
つ
こ
と

は
不
可
能
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か＊
＊
＊。
精
神
の
発
展
が
自
己
自
身
と
の
媒
介
で
あ
る
な
ら
ば
、
両
者
の
区
別
は
た
だ

媒
介
の
仕
方
の
う
ち
に
の
み
存
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
客
観
的
精
神
は
一
の
外
的
な
世
界
の
形
成
を
通
し

て
の
精
神
の
自
己
自
身
と
の
媒
介
で
あ
る
。
そ
れ
は
国
家
の
形
態
に
お
い
て
は
一
の
外
的
現
実
、
衝
動
の
体
系
及

び
そ
れ
の
満
足
の
手
段
に
関
係
せ
る
意
志
で
あ
っ
て
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
な
お
有
限
性
の
契
機
に
纏
わ
れ
て
い

る
。
客
観
的
精
神
は
「
単
に
世
界
の
う
ち
に
お
け
る
、
現
実
の
う
ち
に
お
け
る
自
由
」
で
あ
る
。
絶
対
的
精
神
は

こ
れ
に
反
し
て
自
己
自
身
に
よ
っ
て
の
精
神
の
自
己
自
身
と
の
媒
介
で
あ
る
。
媒
介
は
こ
の
場
合
も
は
や
一
の
外

的
な
世
界
の
形
成
で
は
な
く
、
却
っ
て
精
神
の
自
己
自
身
の
う
ち
に
お
け
る
証
し
で
あ
る
。
精
神
は
も
は
や
自
己

自
身
か
ら
出
て
行
く
こ
と
な
く
、
純
粋
に
自
己
自
身
の
処
に
在
る
。
こ
こ
に
お
い
て
精
神
は
そ
の
テ
ロ
ス
に
到
達

す
る
。
そ
の
場
合
絶
対
的
精
神
を
表
す
名
と
し
て
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
彼
の
『
哲
学
的
準
備
学
』
の
中
で
こ
の
も
の

を
表
し
た
と
こ
ろ
の
、「
そ
の
純
粋
な
表
現
に
お
け
る
精
神
」der G

eist in seiner reinen D
arstellung 

で
あ
る
の

ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

＊　

Philosophie der W
eltgeschichte, H

rsg. v. Lasson, I, S. 163.
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四

然
し
な
が
ら
我
々
は
「
そ
の
純
粋
な
表
現
に
お
け
る
精
神
」
が
如
何
に
し
て
弁
証
法
的
で
あ
り
得
る
か
を
理
解

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
は
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
も
認
め
て
い
る
よ
う
に
「
移
行
」U

ebergehen 

が
あ
り
得

な
い
の
は
固
よ
り
で
あ
る
。
た
だ
有
限
な
も
の
の
み
が
移
行
す
る
。
そ
こ
で
は
発
展
と
い
う
こ
と
も
十
分
な
意
味

で
は
語
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
寧
ろ
唯
ヘ
ー
ゲ
ル
が
屡
々
用
い
た
と
こ
ろ
の
「
表
現
」D

arstellung 

な
る
言
葉

こ
そ
適
切
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
単
に
絶
対
的
精
神
の
段
階
の
み
で
は
な
い
、
彼
の
全
体
系
と
雖
も
、
こ
れ
を
彼

の
欲
す
る
如
く
理
解
す
る
な
ら
ば
、
精
神
の
自
己
表
現
0

0

の
哲
学
で
し
か
な
い
と
思
わ
れ
る
。
絶
対
的
な
も
の
は

限
り
な
く
出
て
行
く
こ
と
に
お
い
て
限
り
な
く
自
己
に
お
い
て
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
絶
対
的
な
も
の

は
自
己
自
身
に
お
い
て
完
結
せ
る
も
の
と
し
て
そ
れ
の
出
て
行
く
如
何
な
る
外
も
そ
れ
に
と
っ
て
存
在
し
な
い

か
ら
で
あ
る
。
か
く
て
テ
ロ
ス
的
な
存
在
の
根
本
的
規
定
の
ひ
と
つ
は
そ
の
「
現
在
性
」
で
あ
る
。
精
神
は
永

遠
に
現
在
的
な
も
の
で
あ
る
、
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
云
う
。「
現
在
的
な
精
神
の
生
命
は
、
一
方
に
お
い
て
は
な
お
並
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立
的
に
存
続
し noch nebeneinander bestehen 

そ
し
て
た
だ
他
方
に
お
い
て
の
み
過
ぎ
去
っ
た
も
の
と
し
て
現

れ
る als vergangen erscheinen 

と
こ
ろ
の
諸
段
階
の
円
環
行
程
で
あ
る
。
精
神
が
自
己
の
背
後
に
も
つ
と
見
え

る
諸
契
機
を
ば
、
精
神
は
ま
た
彼
の
現
在
的
な
深
み
の
う
ち
に
も
っ
て
い
る
。」＊

一
か
ら
他
へ
の
移
行
、
継
起
の

関
係
は
単
に
一
面
、
し
か
も
現
象
的
な
一
面
に
し
か
過
ぎ
ず
、
本
質
的
な
一
面
に
お
い
て
は
凡
て
は
並
立
的
な

関
係
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
な
お
発
展
に
つ
い
て
語
る
な
ら
ば
、
そ
の
意
味
は
「
表
現
」

M
anifestation 

以
外
の
も
の
で
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
お
い
て
我
々
は
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
ヘ
ー
ゲ
ル

の
哲
学
を
「
美
的
」aesthetisch 

と
し
て
特
色
付
け
た
こ
と
を
想
い
起
す
。
美
的
な
哲
学
は
そ
の
本
性
上
弁
証
法

的
で
あ
り
得
な
い
。
何
故
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
は
体
系
と
し
て
弁
証
法
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で

あ
る
か
。
そ
れ
に
お
い
て
は
有
限
な
も
の
と
無
限
な
も
の
と
の
間
の
、
従
っ
て
人
間
と
神
と
の
間
の
性
質
的
な
差

別
が
な
く
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
こ
の
点
に
、
ま
た
と
り
わ
け
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
内

的
な
も
の
と
外
的
な
も
の
と
の
、
主
観
的
な
も
の
と
客
観
的
な
も
の
と
の
一
致
―
―
こ
れ
が
美
的
の
も
と
の
意
味

で
あ
る
―
―
の
思
想
に
反
対
し
た
。
彼
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
本
来
の
罪
過
は
キ
リ
ス
ト
教
を
も
美

的
な
も
の
の
範
囲
の
う
ち
へ
推
し
や
っ
た
に
あ
る
。
彼
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
真
に
無
限
な
る
も
の
も
し
く
は
肯

定
的
に
無
限
な
る
も
の
の
概
念
を
非
難
す
る
。「
有
限
な
存
在
者
―
―
人
間
は
実
に
か
か
る
も
の
で
あ
る
―
―
に



一
七
九

弁
証
法
の
存
在
論
的
解
明

と
っ
て
は
、
彼
が
時
間
の
う
ち
に
生
き
て
い
る
（
ひ
と
は
彼
の
学
校
教
科
書
を
め
く
っ
て
み
る
が
よ
い
）
限
り
、

否
定
的
な
無
限
が
最
高
の
も
の
で
あ
る
、
そ
し
て
『
肯
定
的
な
も
の
』
は
一
の
覚
束
な
い
安
心
で
あ
る
。」
即
ち

ヘ
ー
ゲ
ル
の
軽
蔑
し
た
と
こ
ろ
の
悪
し
き
無
限
、
限
り
な
き
進
行
の
無
限
性
こ
そ
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
よ
れ
ば
有

限
な
る
存
在
者
に
と
っ
て
最
高
の
も
の
な
の
で
あ
る
。「
精
神
的
生
存 G

eistes-Existenz 

と
り
わ
け
宗
教
的
生
存

は
、
容
易
で
は
な
い
。
信
仰
者
は
絶
え
ず
七
万ば
ん
じ
ん尋
の
深
さ
の
上
を
泳
い
で
い
る
。＊
＊」
し
か
も
彼
が
い
く
ら
泳
い
で

も
彼
の
下
に
横
た
わ
っ
て
い
る
水
は
陸
地
に
変
る
こ
と
な
く
、
最
後
の
瞬
間
に
至
る
ま
で
彼
は
七
万
尋
の
深
さ

の
上
を
泳
い
で
い
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
説
く
も
の
は
「
性
質
的
弁
証
法
」die qualitative 

D
ialektik 

で
あ
る
。「
宗
教
的
な
も
の
は
専
ら
性
質
的
に
弁
証
法
的
で
あ
っ
て
、
美
学
が
そ
の
う
ち
に
自
己
の
課

題
を
有
す
る
と
こ
ろ
の
量
を
軽
蔑
す
る
。
＊
＊
＊」

彼
の
眼
に
映
じ
た
と
こ
ろ
で
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
は
美
的
弁
証

法
で
あ
り
、
主
観
的
な
も
の
を
量
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
く
し
て
し
ま
い
、
神
と
人
間
と
の
間
の
永
久
の
、
本

質
的
な
、
性
質
的
な
差
別
を
止
揚
し
て
し
ま
う
。
性
質
的
弁
証
法
は
こ
の
差
別
が
固
持
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

そ
れ
は
有
限
な
も
の
の
悪
し
き
無
限
の
弁
証
法
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
有
限
な
も
の
が
唯
有
限
な
も
の
だ

け
で
あ
っ
て
、
無
限
な
も
の
と
の
何
等
の
関
係
も
も
た
な
い
な
ら
ば
弁
証
法
的
で
あ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

弁
証
法
は
有
限
な
も
の
に
と
っ
て
無
限
な
も
の
が
自
己
の
現
実
存
在
の
理
由
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、
然
し
こ
の
無
限



一
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な
も
の
が
ま
さ
に
自
己
の
単
な
る
理
由
と
し
て
自
己
と
は
一
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
り
、
自
己
の
現
実
存
在
に
と
っ
て

は
ど
こ
ま
で
も
闇
の
要
素
を
も
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

＊　

Philosophie der G
eschichte, IX

, S. 98. 

な
お
テ
ロ
ス
的
な
存
在
の
現
在
性 G

egenw
ärtigkeit, parousiva

に
つ

い
て
は
、
拙
稿
「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学
」（『
史
的
観
念
論
の
諸
問
題
』）〔
全
集
第
二
巻
収
録
〕
参
照
。

＊
＊　

Sören K
ierkegaard, Stadien auf dem

 Lebensw
eg. A

usg. D
iederichs IV, S. 411.

＊
＊
＊　

Ebd. IV, S. 409.

私
は
他
の
場
合
に
お
い
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
が
つ
ね
に
弁
証
法
の
構
造
に
つ
い
て
肯
定
、
統
一
、
従
っ
て
保

有
の
方
面
に
重
心
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
論
じ
た
。＊

そ
し
て
そ
の
こ
と
が
ま
た
テ
ロ
ス
的
な
存
在
論
と
関
係
の
あ

る
こ
と
を
私
は
明
ら
か
に
し
て
お
い
た
つ
も
り
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
書
い
て
い
る
、「
宗
教

的
な
も
の
の
地
盤
に
お
い
て
は
何
等
の
結
果
も
な
く
、
し
か
も
宗
教
的
な
も
の
が
よ
り
高
い
も
の
で
あ
る
と
す

れ
ば
、
そ
れ
か
ら
帰
結
さ
れ
る
こ
と
は
、
否
定
的
な
も
の
は
肯
定
的
な
も
の
よ
り
も
一
層
高
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。＊
＊」
有
限
な
も
の
の
性
質
的
弁
証
法
に
あ
っ
て
は
否
定
的
な
も
の
は
肯
定
的
な
も
の
よ
り
も
一
層
高
い
の
で
あ

る
。
そ
し
て
彼
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
弁
証
法
的
曲
芸
」
を
批
評
し
て
云
う
、「
そ
れ
は
一
切
の
も
の
を
存
続
せ
し
め

る
、
し
か
し
全
体
の
現
実
存
在
を
一
の
両
義
性
に
転
化
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
一
切
の
も
の
は
そ



一
八
一

弁
証
法
の
存
在
論
的
解
明

の
事
実
性
に
お
い
て
存
続
す
る
、
然
る
に
弁
証
法
的
瞞
着
は
最
も
ひ
そ
か
に
―
―
そ
れ
は
存
続
し
な
い
、
と
い
う

内
密
の
読
方
を
偽
造
す
る
の
で
あ
る
。
＊
＊
＊」
無
限
な
も
の
の
弁
証
法
と
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
美
的
弁
証
法
は
「
あ
れ
も

こ
れ
も
」Sow

ohl-als-auch 

で
あ
る
に
反
し
て
、
有
限
な
も
の
の
弁
証
法
は
「
あ
れ
か
こ
れ
か
」Entw

eder-oder 

で
あ
る
。
性
質
的
弁
証
法
は
「
現
実
存
在
に
お
け
る
両
義
性
」 die Zw

eideutigkeit im
 D

asein 

を
許
さ
な
い
。
然

る
に
我
々
は
如
何
に
し
て
絶
対
的
な
も
の
の
弁
証
法
が
弁
証
法
で
あ
る
か
を
理
解
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら

そ
こ
で
は
純
粋
な
内
在
の
み
あ
っ
て
超
越
が
認
め
ら
れ
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
若
き
ヘ
ー
ゲ
ル
も
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル

と
同
じ
く
、
生
の
哲
学
者
と
し
て
出
発
し
た
。
け
れ
ど
も
彼
に
お
け
る
人
間
学
は
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
け
る

そ
れ
と
は
異
な
っ
て
、
か
の
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
に
お
い
て
最
も
直
接
的
な
且
つ
明
瞭
な
表
現
を
見
出
し
た

と
こ
ろ
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
の
人
間
学
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
か
か
る
人
間
学
が
彼
の
全
哲
学
の
根
柢
的
前
提
と
し

て
そ
れ
を
最
後
に
至
る
ま
で
根
源
的
に
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
の
人
間
学
に
あ
っ
て
は
有
限

な
も
の
と
無
限
な
も
の
、
人
間
と
神
と
は
一
つ
に
融
け
合
っ
て
い
る
。
か
か
る
人
間
学
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
を
弁
証
法

に
駆
り
立
て
た
も
の
は
、
そ
の
青
年
期
の
著
作
『
キ
リ
ス
ト
教
の
精
神
と
そ
の
運
命
』
に
現
れ
て
い
る
如
く
、「
運

命
」Schicksal 

の
概
念
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
得
る
。
ま
こ
と
に
運
命
は
弁
証
法
的
な
も
の
で
あ
る
＊
＊
＊
＊。
然
し
な
が

ら
同
時
に
、
最
初
か
ら
彼
に
お
い
て
見
出
さ
れ
、
そ
し
て
彼
の
全
思
想
を
決
定
し
た
他
の
ひ
と
つ
の
重
要
な
概
念



一
八
二

弁
証
法

が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
実
に「
愛
」Liebe 

の
概
念
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
右
の
著
作
の
中
で
ヘ
ー
ゲ
ル
は
宗
教
を「
愛

に
よ
る
運
命
の
和
解
」
と
し
て
規
定
し
て
い
る
。
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
弁
証
法
が
限
り
な
き
「
悔
い
」
の
そ
れ
で

あ
る
と
す
れ
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
そ
れ
は
恰
も
無
限
な
る
愛
の
弁
証
法
と
し
て
そ
の
最
も
重
要
な
特
徴
を
具
え
て
い

る
。＊　

拙
稿
「
ヘ
ー
ゲ
ル
と
マ
ル
ク
ス
」（『
唯
物
史
観
と
現
代
の
意
識
』）
及
び
「
有
機
体
説
と
弁
証
法
」（『
社
会
科
学

の
予
備
概
念
』）〔
共
に
全
集
第
三
巻
収
録
〕
参
照
。

＊
＊　

K
ierkegaard, O

p. cit., S. 410.

＊
＊
＊　

D
erselbe, K

ritik der G
egenw

art, U
ebersetzt v. H

aecker, S. 17 ff.

＊
＊
＊
＊　

D
er G

eist des C
hristentum

s und sein Schicksal (H
egels theologische Jugendschriften, H

rsg. v.N
ohl. 

S. 243 ff.)

我
々
は
以
上
に
お
い
て
如
何
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
が
体
系
的
に
制
限
さ
れ
、
か
く
し
て
或
る
他
の
も
の
に
転

化
す
べ
く
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
か
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
筈
で
あ
る
。
私
は
嘗
て
他
の
箇
所
に
お
い
て
、「
有

機
体
説
」O

rganologie 

を
か
か
る
他
の
も
の
と
し
て
示
し
た
。＊

そ
れ
に
つ
い
て
私
は
こ
こ
に
繰
り
返
す
こ
と
な

く
、
た
だ
簡
単
に
次
の
こ
と
を
こ
の
関
聯
に
お
い
て
述
べ
る
に
と
ど
め
よ
う
。
思
弁
的
哲
学
の
核
心
を
な
す
も
の



一
八
三

弁
証
法
の
存
在
論
的
解
明

は
、
合
理
的
な
も
の
、
論
理
的
な
概
念
、
思
想
、
理
念
が
ま
さ
に
経
験
的
現
実
の
う
ち
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
哲
学
が
思
弁
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。「
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
は
最
高
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
、
ひ
と
は
よ
り
深
き
何
物
も
認
識
し
よ
う
と
欲
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
」、

と
ヘ
ー
ゲ
ル
も
云
っ
て
い
る
。
後
に
は
形
式
論
理
学
の
中
心
概
念
と
な
っ
た gevnoV

（genus

）、ei\doV

（species

）

な
ど
の
概
念
は
、
ギ
リ
シ
ア
語
に
お
い
て
も
と
も
と
有
機
的
な
生
活
者
に
関
係
し
た
言
葉
で
あ
っ
た
。
前
者
は
言

う
ま
で
も
な
く
、
後
者
も
単
に
数
学
的
な
死
せ
る
形
（sch:ma

）
と
は
異
な
り
、
主
と
し
て
或
る
生
け
る
も
の
の

姿
を
意
味
し
て
い
た
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
概
念
の
本
質
を
解
明
す
る
に
際
し
て
絶
え
ず
生
命
的
な
も
の
、
就

中
生
殖
過
程
に
例
を
と
っ
た
。「
人
間
は
人
間
を
生
む
」a[nqrw

poV a[nqrw
pon genna:/ 

と
い
う
命
題
は
彼
が

そ
の
た
め
に
好
ん
で
用
い
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
命
題
は
恰
も
「
生
成
及
び
思
惟
の
円
環
」kuvkloV 

genevsew
V kai; lovgou 

を
一
つ
に
包
括
す
る
。
思
惟
は
こ
の
場
合
永
遠
に
自
己
を
新
た
に
生
産
す
る
生
と
同
じ
く

一
の
自
己
の
う
ち
へ
還
帰
す
る
円
環
で
あ
る
。
そ
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
こ
の
よ
う
な
生
殖
過
程
は
「
で
き
る

限
り
永
遠
な
も
の
、
神
的
な
も
の
に
与
ら
ん
が
た
め
」 i{na tou: ajei; kai; tou: qeivou metevcw

sin h|/ duvnantai 

で
あ
る
と
述
べ
て
い
る＊
＊。
と
こ
ろ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
は
イ
デ
ー
を
説
明
し
て
云
う
、「
概
念
と
そ
れ
の
現
実
存
在 der 

B
egriff und seine Existenz 

と
は
、
丁
度
精
神
と
肉
体
と
の
如
く
、
分
た
れ
て
い
る
と
共
に
合
一
せ
る
二
つ
の
側



一
八
四

弁
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法

面
で
あ
る
。
身
体
は
精
神
と
同
一
の
生
命
で
あ
る
が
、
し
か
も
両
者
は
相
分
れ
た
も
の
と
呼
ば
れ
得
る
。
肉
体
な

き
精
神
は
何
等
生
け
る
も
の
で
な
い
で
あ
ろ
う
、
そ
し
て
そ
の
逆
も
同
様
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
概
念
の
現

実
存
在
は
そ
れ
の
身
体
で
あ
り
、
且
つ
こ
の
も
の
は
こ
れ
を
作
り
出
し
た
精
神
に
従
う
。
芽
は
、
た
と
い
な
お
樹

そ
の
も
の
で
な
い
に
し
て
も
、
樹
を
自
己
の
う
ち
に
も
ち
、
そ
れ
の
全
き
力
を
含
ん
で
い
る
。
樹
は
全
く
芽
の
簡

単
な
形
象
に
相
応
す
る
。
身
体
が
精
神
に
相
応
し
て
い
な
い
な
ら
ば
、そ
れ
は
ま
さ
に
或
る
惨
め
な
も
の
で
あ
る
。

現
実
存
在
と
概
念
と
の
統
一 die Einheit des D

aseins und des B
egriffs 

身
体
と
精
神
と
の
統
一
は
イ
デ
ー
で
あ

る
。
そ
れ
は
単
に
調
和
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
却
っ
て
完
全
な
浸
透
で
あ
る
。
何
等
か
の
仕
方
で
イ
デ
ー
で
な

い
何
物
も
生
命
を
も
た
ぬ
。＊
＊
＊」

こ
の
文
章
に
お
い
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
概
念
の
思
弁
的
性
質
、
即
ち
そ
れ
の
現
実
存
在

と
の
一
致
、
か
か
る
も
の
と
し
て
の
イ
デ
ー
を
恰
も
生
命
に
お
い
て
解
明
し
て
い
る
。
我
々
は
も
ち
ろ
ん
ヘ
ー
ゲ

ル
が
カ
ン
ト
の
後
に
出
て
来
た
こ
と
を
忘
れ
よ
う
と
は
思
わ
な
い
。
然
し
な
が
ら
彼
の
哲
学
の
初
期
に
あ
っ
て

そ
の
中
心
に
立
っ
て
い
た
の
は
生
命
の
概
念
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
後
に
至
っ
て
精
神
の
概
念
に
よ
っ
て

代
ら
れ
は
し
た
が
、
こ
の
精
神
そ
の
も
の
が
ま
た
思
弁
的
な
生
命
の
概
念
を
も
っ
て
把
握
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
彼

の
哲
学
の
最
高
頂
に
お
い
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
云
う
、「
思
想
の
活
動
は
生
命
で
あ
る
」 hJ ga;r nou: ejnevrgeia 

zw
hv. 

そ
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
ひ
と
の
知
る
如
く
、
彼
の
全
体
系
の
叙
述
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
形
而
上
学
』



一
八
五

弁
証
法
の
存
在
論
的
解
明

第
十
二
巻
第
七
章
に
お
け
る
「
思
惟
の
思
惟
」
及
び
生
命
と
思
惟
の
同
一
に
つ
い
て
の
か
の
有
名
な
言
葉
の
引
用

を
も
っ
て
結
ん
だ
の
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
我
々
は
ま
さ
に
か
く
の
如
き
生
の
思
弁
的
解
釈
こ
そ
弁
証
法
を
一
般

に
不
可
能
な
ら
し
め
る
も
の
で
は
な
い
か
を
疑
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

＊　

前
掲
拙
稿
「
有
機
体
説
と
弁
証
法
」　
〔
全
集
第
三
巻
収
録
〕
参
照

＊
＊　

D
e anim

a B
. 4. 415 a 29.

＊
＊
＊　

Zusatz zur R
echtsphilosophie, A

usg. Lasson, S. 284 ff.
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八
六

現
代
思
潮

一

我
々
に
課
せ
ら
れ
た
の
は
困
難
な
問
題
で
あ
る
。
我
々
は
こ
の
困
難
を
先
ず
最
も
一
般
的
に
叙
述
す
る
こ
と
を

も
っ
て
我
々
の
研
究
を
始
め
よ
う
。
あ
ら
ゆ
る
事
件
は
、こ
れ
を
一
定
の
距
離
に
於
て
観
察
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、

そ
の
輪
廓
を
正
し
く
捉
え
る
こ
と
が
出
来
ぬ
。
夏
の
日
の
空
に
動
き
ま
た
佇
ま
う
雲
は
、
こ
れ
を
遠
く
か
ら
眺
め

る
者
に
は
、
或
い
は
菩
薩
の
相
を
、
或
い
は
夜
叉
の
姿
を
な
し
て
現
れ
る
。
け
れ
ど
ひ
と
た
び
雲
の
中
に
身
を
置

く
と
き
、
そ
こ
に
は
何
の
形
姿
も
な
く
、
た
だ
模
糊
た
る
水
蒸
気
の
見
出
さ
れ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
恰
も
そ
の
よ

う
に
、
み
ず
か
ら
現
代
そ
の
も
の
に
属
し
、
絶
え
ず
そ
の
も
の
の
中
に
棲
息
す
る
我
々
に
と
っ
て
は
、
我
々
の
時

代
の
定
か
な
る
形
相
を
描
き
出
す
こ
と
は
、殆
ど
全
く
不
可
能
で
あ
る
。我
々
は
た
だ
相
対
立
し
相
矛
盾
す
る
様
々

の
思
想
の
流
れ
の
相
搏
ち
相
撃
し
て
渦
巻
を
な
せ
る
を
見
る
の
み
で
あ
ろ
う
。
こ
の
渦
巻
は
私
に
迫
り
、
私
に
挑

み
か
け
る
。
そ
の
中
に
立
っ
て
、
私
は
そ
れ
ら
諸
の
流
れ
に
対
し
て
、
或
い
は
こ
れ
を
愛
し
迎
え
、
或
い
は
こ
れ

を
憎
み
斥
け
る
と
い
う
が
如
く
、
感
情
と
情
熱
と
を
も
っ
て
対
す
べ
く
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
が
故
に
、
そ
れ
を



一
八
七

現
代
思
潮

冷
静
に
、純
粋
に
、客
観
的
に
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
は
、い
よ
い
よ
不
可
能
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、

い
つ
の
時
代
に
於
て
も
、
そ
の
時
代
を
も
っ
て
、
分
裂
と
乖
離
、
混
沌
と
錯
綜
の
時
代
と
な
し
、
無
政
府
的
状
態

を
そ
の
特
徴
と
見
做
す
と
こ
ろ
の
思
想
が
、
必
然
的
に
繰
り
返
し
て
現
れ
る
に
は
理
由
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
か
か

る
思
想
は
認
識
を
含
む
こ
と
な
き
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
で
あ
っ
て
、
我
々
が
我
々
の
研
究
の
当
初
に
於
て
排
撃

す
べ
き
は
ま
さ
に
こ
の
も
の
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
現
代
に
生
活
す
る
者
に
と
っ
て
、
如
何
に
し
て
こ
の
現
代
に

つ
い
て
、
単
に
断
片
的
に
ま
た
は
単
に
感
情
的
に
、
そ
の
片
影
を
象
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
全
体
の
特
徴
を
一

定
の
聯
関
に
於
て
方
法
的
に
把
握
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
か
。
む
し
ろ
斯
く
の
如
き
こ
と
は
絶
望
さ
れ
、
断
念

さ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
と
き
我
々
に
と
っ
て
ひ
と
つ
の
思
想
が
手
近
か
に
横
た
わ
っ
て
い
る
。
も
し
現
実
に
し
て
雑
多
で
あ
る
な

ら
ば
、
我
々
は
現
実
な
ら
ぬ
「
他
の
も
の
」
に
於
て
手
懸
を
求
む
べ
き
で
あ
る
。
他
の
も
の
と
は
理
性
で
あ
る
。

即
ち
「
単
な
る
理
性
の
範
囲
内
に
於
て
」
我
々
の
研
究
は
認
識
に
到
達
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
こ
の
よ

う
な
考
え
か
ら
そ
の
『
現
代
の
特
徴
』（D

ie G
rundzüge des gegenw

ärtigen Zeitalters

）
を
書
い
た
。
限
り
無

き
は
た
だ
経
験
の
み
で
あ
る
、
と
彼
は
言
う
。
純
粋
に
先
験
的
な
る
一
切
の
学
問
は
完
成
さ
れ
、
そ
の
討
究
は
終

結
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
単
な
る
経
験
家
は
、
彼
が
或
る
時
代
の
記
述
を
企
て
る
と
き
、
彼
の
偶
然
の
観
察
に



一
八
八

這
入
っ
て
来
る
多
く
の
目
星
し
い
現
象
を
捉
え
、
数
え
上
げ
る
ば
か
り
で
あ
っ
て
、
彼
が
こ
の
種
の
現
象
の
凡
て

を
残
り
な
く
網
羅
し
た
と
い
う
保
証
は
か
く
て
は
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
ず
、
ま
た
そ
れ
ら
の
も
の
が
丁
度
同

一
の
時
に
同
居
し
て
い
る
と
い
う
以
外
の
聯
関
を
示
す
こ
と
は
彼
に
は
許
さ
れ
な
い
。
哲
学
者
は
、
あ
ら
ゆ
る
経

験
か
ら
独
立
に
、
如
何
な
る
経
験
の
う
ち
に
も
決
し
て
見
出
さ
れ
得
ぬ
概
念
と
し
て
、「
時
代
の
概
念
」（B

egriff 

des Zeitalters
）
を
尋
ね
、
こ
の
概
念
が
経
験
の
う
ち
に
現
れ
る
諸
の
仕
方
を
こ
の
時
代
の
必
然
的
な
る
諸
の
現

象
と
し
て
示
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
て
彼
は
概
念
的
に
そ
れ
ら
の
現
象
を
悉
く
尽
し
、
そ
れ
ら
を
相
互
の
聯
関
の

必
然
性
に
於
て
共
通
な
根
本
概
念
か
ら
演
繹
す
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
立
場
に
あ
っ
て
は
そ
れ
故
に
我
々
の
課
題
は
斯
う
で
あ
る
。
先
ず
、
我
々
に
し
て
経
験
に
於
て
可
能
な
る

諸
現
象
を
我
々
の
概
念
の
統
一
か
ら
演
繹
す
べ
き
で
あ
る
な
ら
ば
、
我
々
は
我
々
の
仕
事
の
た
め
に
経
験
を
全
く

必
要
と
せ
ず
、
如
何
な
る
経
験
を
も
顧
慮
す
る
こ
と
な
し
に
絶
対
に
先
験
的
に
我
々
の
仕
事
を
し
、
従
っ
て
全
体

の
時
と
そ
れ
の
一
切
の
可
能
な
る
時
期
と
を
先
験
的
に
叙
述
し
得
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
次
に
、
全
体
の

時
の
各
の
個
々
の
時
期
は
一
の
特
殊
な
る
時
代
の
根
本
概
念
で
あ
る
。
し
か
る
に
こ
れ
ら
の
諸
時
期
並
び
に
種
々

な
る
時
代
の
諸
根
本
概
念
は
、
全
体
の
時
に
対
す
る
そ
の
聯
関
を
介
し
て
の
み
、
根
本
的
に
理
解
さ
れ
る
こ
と
が

出
来
る
。
そ
こ
で
我
々
が
単
に
唯
一
つ
の
時
代
、
例
え
ば
我
々
の
時
代
を
正
し
く
特
性
付
け
よ
う
と
欲
す
る
場
合



一
八
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現
代
思
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に
於
て
も
、
な
お
我
々
は
全
体
の
時
と
そ
れ
の
一
切
の
可
能
な
る
時
期
と
を
絶
対
に
先
験
的
に
理
解
し
洞
見
し
て

い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
更
に
、
全
体
の
時
の
こ
の
理
解
は
そ
れ
自
身
ま
た
こ
の
時
の

一
の
統
一
概
念
を
前
提
す
る
。
そ
れ
は
予
め
定
め
ら
れ
た
、
そ
し
て
各
の
項
が
そ
れ
に
先
立
つ
も
の
に
よ
っ
て
制

約
さ
れ
て
、
漸
次
に
発
展
し
て
ゆ
く
と
こ
ろ
の
、
こ
の
時
の
実
現
の
概
念
で
あ
る
。
即
ち
ひ
と
つ
の
「
世
界
計
画
」

が
前
提
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
統
一
的
に
把
握
さ
れ
た
こ
の
世
界
計
画
か
ら
し
て
地
上
の
歴
史
の
主
な
る
時
期
は
完

全
に
演
繹
さ
れ
、
そ
の
根
源
に
於
て
、
並
び
に
そ
の
相
互
の
聯
関
に
於
て
、
判
明
に
洞
見
さ
れ
る
。
こ
の
世
界
計

画
が
全
体
の
人
間
生
活
の
統
一
概
念
で
あ
り
、
こ
の
生
活
の
主
な
る
時
期
が
各
の
特
殊
な
る
時
代
の
統
一
概
念
で

あ
っ
て
、
そ
し
て
こ
の
後
の
も
の
か
ら
し
て
そ
の
時
代
の
諸
現
象
は
ま
た
演
繹
さ
る
べ
き
で
あ
る
。

フ
ィ
ヒ
テ
は
世
界
計
画
を
掲
げ
て
云
う
、
人
類
の
地
上
生
活
の
目
的
は
、
彼
が
そ
の
生
活
に
於
て
彼
の
一
切
の

関
係
を
自
由
を
も
っ
て
理
性
に
従
っ
て
打
ち
立
て
る
こ
と
で
あ
る
。
自
由
は
人
類
種
族
の
全
意
識
の
う
ち
に
現
る

べ
き
で
あ
る
、
そ
れ
は
こ
の
種
族
自
身
の
自
由
と
し
て
、
真
の
現
実
的
な
る
活
動
と
し
て
、
そ
の
生
活
に
於
け
る

こ
の
種
族
の
所
産
と
し
て
出
現
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
こ
で
人
類
の
地
上
生
活
は
、
こ
の
根
本
概
念
に
従
っ
て
、
先

ず
二
つ
の
主
な
る
時
期
ま
た
は
時
代
に
分
れ
る
。
一
つ
は
こ
の
種
族
が
な
お
い
ま
だ
自
由
を
も
っ
て
彼
の
諸
関
係

を
理
性
に
従
っ
て
打
ち
立
て
る
こ
と
な
し
に
生
活
し
存
在
す
る
時
期
で
あ
り
、
他
は
彼
が
こ
の
合
理
性
的
な
建
設
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を
自
由
を
も
っ
て
成
就
す
る
時
期
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
人
類
が
な
お
い
ま
だ
自
由
な
活
動
を
も
っ
て
彼
の
諸
関

係
を
理
性
に
従
っ
て
打
ち
立
て
な
い
、
と
い
う
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
諸
関
係
が
一
般
に
理
性
に
従
わ
な
い
、
と
い

う
こ
と
は
帰
結
し
な
い
。
理
性
が
自
己
み
ず
か
ら
に
よ
っ
て
、
自
身
の
力
を
も
っ
て
、
人
間
的
自
由
の
加
わ
る
こ

と
な
し
に
、
人
類
の
諸
関
係
を
規
定
し
秩
序
付
け
る
こ
と
は
固
よ
り
可
能
で
あ
ろ
う
。
け
だ
し
理
性
は
人
間
の
生

活
の
根
本
法
則
で
あ
る
。
こ
の
法
則
の
は
た
ら
き
な
し
に
は
、
人
間
種
族
は
現
実
の
存
在
に
来
る
こ
と
な
く
、
そ

れ
な
し
に
は
、
一
瞬
間
と
雖
も
存
続
し
得
な
い
。
従
っ
て
、
第
一
の
時
期
に
於
て
の
よ
う
に
、
理
性
が
な
お
い

ま
だ
自
由
を
介
し
て
働
き
得
ぬ
場
合
に
は
、
そ
れ
は
自
然
法
則
若
く
は
自
然
力
と
し
て
働
く
、
そ
れ
故
に
そ
れ

は
意
識
の
う
ち
に
、
理
由
の
認
識
を
伴
う
こ
と
な
く
、
暗
き
感
情
に
於
て
現
れ
そ
し
て
働
く
の
で
あ
る
。
普
通
の

仕
方
で
こ
れ
を
表
現
す
れ
ば
、
理
性
は
、
そ
れ
が
自
由
に
よ
っ
て
働
き
得
ぬ
と
こ
ろ
で
は
、
暗
き
本
能
と
し
て
働

く
。
こ
の
よ
う
に
第
一
の
時
期
を
規
定
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
と
の
対
立
に
よ
っ
て
、
同
時
に
ま
た
地
上
生
活
の

第
二
の
主
な
る
時
期
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
本
能
は
盲
目
で
、
理
由
の
知
見
な
き
意
識
で
あ
る
。
自
由
は
、
本
能

に
対
立
す
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
行
動
の
理
由
を
明
ら
か
に
意
識
す
る
。
し
か
る
に
自
由
の
行
動
の
全
理
由
は
理

性
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
理
性
を
意
識
す
る
。
こ
う
し
て
単
な
る
本
能
に
よ
る
理
性
支
配
と
、
自
由
に
よ
る
同

じ
理
性
の
支
配
と
、
両
者
の
間
に
今
は
ひ
と
つ
の
新
し
い
中
間
項
、
即
ち
「
理
性
の
意
識
ま
た
は
科
学
」
が
現
れ
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る
。
と
こ
ろ
で
、
本
能
は
、
盲
目
な
衝
動
と
し
て
、
科
学
を
排
す
る
。
だ
か
ら
科
学
の
生
産
は
本
能
の
影
響
か
ら

の
解
放
を
既
に
出
来
た
も
の
と
し
て
前
提
す
る
。
こ
こ
に
理
性
本
能
（Vernunftinstinkt

）
の
支
配
と
理
性
科
学

（Vernunftw
issenschaft

）
と
の
間
に
更
に
ま
た
新
し
い
項
が
中
間
に
現
れ
る
、
即
ち
「
理
性
本
能
か
ら
の
解
放
」

が
そ
れ
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
如
何
に
し
て
人
類
は
、
隠
れ
た
そ
し
て
快
き
暴
力
を
も
っ
て
彼
を
支
配
す
る
彼
の

生
活
の
法
則
で
あ
る
と
こ
ろ
の
理
性
本
能
か
ら
自
己
を
解
放
し
よ
う
と
思
い
及
ぶ
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
か
。

他
の
言
葉
で
云
え
ば
、
如
何
に
し
て
、
本
能
に
於
て
語
り
、
そ
し
て
そ
の
本
能
か
ら
自
己
を
解
放
し
よ
う
と
す
る

衝
動
に
於
て
同
様
に
は
た
ら
い
て
い
る
一
の
同
一
の
理
性
が
、
自
分
自
身
と
闘
争
し
ま
た
は
分
裂
す
る
に
至
る
で

あ
ろ
う
か
。
固
よ
り
直
接
に
で
は
な
い
、
そ
こ
で
理
性
本
能
の
支
配
と
そ
れ
か
ら
自
己
を
解
放
し
よ
う
と
す
る
衝

動
と
の
間
に
更
に
再
び
ひ
と
つ
の
新
し
い
中
間
項
が
現
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
斯
う
で
あ
る
。
理

性
本
能
の
結
果
が
、
人
類
の
う
ち
に
一
層
強
力
な
る
個
人
、
彼
等
の
衷
に
は
ま
さ
し
く
そ
れ
故
に
こ
の
本
能
の
最

も
声
高
く
叫
ん
で
い
る
と
こ
ろ
の
個
人
に
よ
っ
て
、
極
め
て
自
然
な
欲
望
で
あ
る
こ
と
か
ら
転
じ
て
、
全
種
族
を

自
分
に
ま
で
高
め
よ
う
と
い
う
、
否
む
し
ろ
自
分
自
身
を
種
族
と
し
て
樹
て
よ
う
と
い
う
急
迫
な
欲
望
と
し
て
、

ひ
と
つ
の
外
的
に
命
令
す
る
権
威
に
ま
で
な
さ
れ
、
そ
し
て
強
制
手
段
を
も
っ
て
そ
れ
が
維
持
さ
れ
る
。
こ
の
と

き
そ
の
余
の
個
人
に
あ
っ
て
は
、
理
性
は
先
ず
、
そ
の
形
式
に
於
て
、
自
己
み
ず
か
ら
の
本
能
の
穏
か
な
強
制
に
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対
し
て
は
決
し
て
反
抗
す
る
こ
と
は
な
い
が
し
か
し
彼
の
権
利
を
侵
害
す
る
他
人
の
本
能
の
強
要
に
対
し
て
は
反

抗
す
る
と
こ
ろ
の
人
格
的
自
由
の
衝
動
と
し
て
目
覚
め
る
、
そ
し
て
こ
の
覚
醒
に
よ
っ
て
、
理
性
本
能
自
体
の
桎

桔
で
は
な
い
け
れ
ど
も
外
的
な
強
制
機
関
に
ま
で
加
工
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
他
の
個
人
の
理
性
本
能
の
桎
梏
を
破
砕

す
る
。
か
よ
う
に
し
て
個
人
的
理
性
本
能
の
強
制
的
権
威
へ
の
転
化
は
、
理
性
本
能
の
支
配
と
こ
の
支
配
か
ら
の

解
放
と
の
間
に
現
れ
る
中
間
項
で
あ
る
。
さ
て
、理
性
本
能
か
ら
の
解
放
に
よ
っ
て
理
性
の
科
学
は
可
能
と
な
る
。

こ
の
科
学
の
諸
規
則
に
従
っ
て
今
や
人
類
の
自
由
な
る
行
為
に
よ
っ
て
そ
の
一
切
の
関
係
は
打
ち
立
て
ら
る
べ
き

で
あ
る
。
し
か
る
に
、
こ
の
任
務
の
遂
行
の
た
め
に
、
た
だ
科
学
に
よ
っ
て
の
み
与
え
ら
れ
得
る
諸
規
則
の
知
識

で
は
充
分
で
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
そ
れ
が
た
め
に
は
な
お
、
た
だ
習
練
に
よ
っ
て
の
み
通
達
さ
れ
る
こ
と

の
出
来
る
と
こ
ろ
の
、「
行
為
の
固
有
な
る
科
学
、」
一
言
で
云
え
ば
、
芸
術
が
必
要
で
あ
る
。
人
類
の
全
体
の
関

係
を
予
め
科
学
的
に
把
握
さ
れ
た
理
性
に
従
っ
て
打
ち
立
て
る
こ
の
芸
術
は
、
人
類
が
理
性
に
於
け
る
そ
の
永
違

の
原
型
の
完
全
な
る
模
像
と
し
て
現
出
す
る
に
至
る
ま
で
は
、
人
類
の
あ
ら
ゆ
る
関
係
の
上
に
余
す
と
こ
ろ
な
く

適
用
さ
れ
、
貫
徹
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
か
く
し
て
地
上
の
生
活
の
目
的
は
到
達
さ
れ
、
人
類
は
永
遠
の

領
域
に
踏
み
入
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
フ
ィ
ヒ
テ
は
人
類
歴
史
の
究
極
目
的
に
従
っ
て
全
地
上
生
活
を
五
つ
の
根
本
時
期
に
区
分
し
得
る
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と
考
え
た
。
一
、
本
能
に
よ
る
と
こ
ろ
の
理
性
の
無
制
限
な
る
支
配
の
時
期
、
即
ち
人
間
種
族
の
無
邪
悪
の
状
態
。

二
、
理
性
本
能
が
外
的
に
強
制
す
る
権
威
に
転
化
す
る
と
こ
ろ
の
時
期
、
そ
こ
で
は
理
論
並
び
に
生
活
体
系
は
、

最
後
の
理
由
に
ま
で
溯
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
従
っ
て
ひ
と
を
説
得
し
得
る
こ
と
な
く
、
却
っ
て
た
だ
強
制
す
る
こ

と
を
欲
し
、
盲
目
な
信
仰
と
無
条
件
の
服
従
と
を
要
求
す
る
と
こ
ろ
の
時
代
、
即
ち
罪
悪
の
始
り
つ
つ
あ
る
状
態
。

三
、
直
接
に
は
命
令
的
な
る
権
威
か
ら
の
、
間
接
に
は
あ
ら
ゆ
る
形
態
に
於
け
る
理
性
本
能
及
び
理
性
一
般
の
指

令
か
ら
の
、
解
放
の
時
期
、
一
切
の
真
理
に
対
す
る
絶
対
的
な
る
無
関
心
、
何
等
の
指
針
も
な
き
全
然
の
無
拘
束

の
時
代
、
即
ち
罪
悪
の
完
成
し
た
状
態
。
四
、
理
性
科
学
の
時
期
、
そ
こ
で
は
真
理
が
最
高
の
も
の
と
し
て
認
め

ら
れ
、
最
高
度
に
愛
さ
れ
る
時
代
、
贖
罪
の
始
り
つ
つ
あ
る
状
態
。
五
、
理
性
芸
術
（Vernunftkunst

）
の
時
期
、

人
類
が
確
か
な
誤
つ
こ
と
な
き
手
練
を
以
て
自
己
自
ら
を
理
性
の
模
像
に
作
り
上
げ
る
時
代
、
贖
罪
の
完
成
し
た

聖
化
の
状
態
。
―
―
然
る
に
斯
く
の
如
く
に
し
て
人
類
が
こ
の
世
に
於
て
歩
む
全
体
の
道
は
、
彼
が
そ
も
そ
も
最

初
に
立
っ
て
い
た
点
に
復
帰
す
る
こ
と
に
外
な
ら
ず
、そ
の
根
源
へ
の
帰
還
以
外
の
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
な
い
。

た
だ
人
類
は
こ
の
道
を
彼
自
身
の
足
を
も
っ
て
歩
む
べ
き
で
あ
る
。
自
己
み
ず
か
ら
の
力
を
も
っ
て
、
人
類
は
、

彼
が
彼
の
力
を
加
え
る
こ
と
な
し
に
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
も
の
に
、
再
び
自
己
を
な
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
彼

は
無
邪
気
な
状
態
か
ら
ひ
と
た
び
は
罪
に
陥
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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も
し
こ
れ
ら
五
つ
の
根
本
時
期
に
し
て
人
類
歴
史
の
全
体
を
残
な
く
包
含
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
現
代

は
そ
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
を
代
表
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
彼
の
属
す
る
現
代
が
そ
の
第
三
の

も
の
、
即
ち
全
体
の
時
の
恰
も
中
点
に
相
当
す
る
と
見
做
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
「
解
放
の
時
期
」（die 

Epoche der B
efreiung

）
も
し
く
は
「
罪
悪
の
完
成
し
た
状
態
」（der Stand der vollendeten Sündhaftigkeit

）

で
あ
る
。
私
は
こ
の
時
代
の
特
徴
を
若
干
フ
ィ
ヒ
テ
に
従
っ
て
叙
述
し
て
み
よ
う
。
そ
こ
で
は
理
性
本
能
が
加
工

さ
れ
て
成
立
し
た
と
こ
ろ
の
盲
目
な
構
成
か
ら
の
解
放
が
行
わ
れ
る
。
こ
の
権
威
の
束
縛
し
拘
束
す
る
も
の
に
関

し
て
、
人
間
種
族
は
、
或
い
は
此
の
、
或
い
は
彼
の
個
人
に
於
て
、
或
い
は
此
の
、
或
い
は
彼
の
事
柄
か
ら
、
自

己
を
初
め
て
次
第
に
自
由
に
す
る
0

0

、
け
れ
ど
も
既
に
全
く
自
由
で
あ
る
0

0

の
で
は
な
い
。
こ
の
解
放
の
道
具
は
概
念

で
あ
る
、
と
い
う
の
は
概
念
に
対
立
す
る
本
能
の
本
質
は
盲
目
で
あ
る
と
こ
ろ
に
あ
り
、
権
威
の
本
質
は
そ
れ
が

ま
さ
に
盲
目
な
信
仰
と
服
従
と
を
要
求
す
る
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
。
か
く
て
こ
の
「
時
代
の
原
理
」（Prinzip des 

Zeitalters

）
は
、
こ
う
で
あ
る
、「
ひ
と
が
理
解
し
そ
し
て
明
ら
か
に
把
握
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
以
外
の
何
物
を

も
全
然
存
在
す
る
と
し
て
、
ま
た
拘
束
す
る
と
し
て
妥
当
せ
し
め
な
い
。」
こ
の
根
本
格
率
に
関
し
て
、
こ
の
第

三
の
時
代
は
そ
れ
に
随
う
べ
き
第
四
の
も
の
、
即
ち
理
性
科
学
の
時
代
に
全
く
等
し
く
、
そ
し
て
実
際
こ
の
類
似

に
よ
っ
て
ま
さ
に
こ
の
も
の
を
準
備
す
る
。
た
だ
こ
の
原
理
の
適
用
に
関
し
て
は
二
つ
の
時
代
の
間
に
は
根
本
的
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な
対
立
が
あ
る
。
空
虚
な
る
自
由
の
時
代
と
も
呼
ば
る
べ
き
第
三
の
時
代
は
、
既
に
有
合
わ
せ
た
、
出
来
上
っ
た

概
念
を
存
在
の
標
準
と
す
る
。
こ
れ
に
反
し
て
科
学
の
時
代
は
逆
に
存
在
そ
の
も
の
を
、
既
に
与
え
ら
れ
て
い
る

の
で
な
く
却
っ
て
彼
に
要
求
さ
る
べ
き
概
念
の
標
準
と
す
る
。
前
者
に
と
っ
て
は
そ
れ
が
い
ま
丁
度
理
解
す
る
と

こ
ろ
の
も
の
以
外
に
何
物
も
存
在
し
な
い
、後
者
は
そ
こ
に
在
る
と
こ
ろ
の
一
切
の
も
の
を
理
解
し
よ
う
と
欲
し
、

そ
し
て
理
解
す
る
。
空
虚
な
る
自
由
の
時
代
は
、
ひ
と
が
苦
痛
と
勤
勉
と
技
術
と
を
も
っ
て
初
め
て
理
解
す
る
こ

と
を
学
ば
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
何
事
も
知
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
少
し
の
労
力
も
要
せ
ず
し
て

謂
わ
ば
生
れ
な
が
ら
に
具
わ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
或
る
程
度
の
概
念
、
一
定
の
常
識
を
出
来
上
っ
た
も
の
と
し
て

手
近
か
に
持
合
わ
せ
て
お
り
、
こ
の
概
念
と
常
識
と
を
凡
て
存
在
す
る
も
の
と
妥
当
す
る
も
の
と
の
標
準
と
す

る
。
そ
れ
は
、
嘗
て
何
事
も
学
ぶ
こ
と
な
く
し
て
、
一
切
の
物
を
知
っ
て
お
り
、
目
前
に
来
る
あ
ら
ゆ
る
事
柄
に

つ
い
て
、
直
に
、
簡
単
に
、
吟
味
す
る
こ
と
な
し
に
判
断
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
点
で
、
科
学
の
時
代
に
異

な
る
大
な
る
長
所
を
も
っ
て
い
る
。
私
が
直
接
に
私
に
具
わ
っ
て
い
る
概
念
に
よ
っ
て
理
解
し
な
い
と
こ
ろ
の
も

の
は
存
在
し
な
い
、
と
空
虚
な
る
自
由
は
言
う
。
こ
れ
に
反
し
て
、
私
が
絶
対
的
な
、
自
己
の
根
源
に
ま
で
到
達

し
た
概
念
に
よ
っ
て
理
解
し
な
い
と
こ
ろ
の
も
の
は
存
在
し
な
い
、
と
科
学
は
言
う
の
で
あ
る
。
即
ち
第
三
の
時

代
は
既
存
の
概
念
及
び
生
具
の
悟
性
、
一
語
で
表
せ
ば
、「
常
識
」
の
上
に
立
っ
て
い
る
の
を
特
徴
と
す
る
。
さ
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て
こ
の
時
代
は
理
性
本
能
か
ら
自
己
を
解
放
す
る
。
然
る
に
理
性
本
能
は
、
如
何
な
る
形
態
に
於
け
る
理
性
で
も

が
一
般
に
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
た
だ
全
く
種
族
の
種
族
と
し
て
の
諸
関
係
及
び
生
活
を
目
差
し
、
決
し
て
単
な

る
個
人
の
生
活
を
目
的
と
す
る
こ
と
が
な
い
。
従
っ
て
理
性
本
能
か
ら
自
己
を
解
放
し
、
し
か
も
他
の
形
態
に
於

け
る
理
性
即
ち
理
性
科
学
を
そ
の
代
り
に
な
お
獲
得
す
る
こ
と
な
き
時
代
に
と
っ
て
は
、
個
人
の
生
活
、
そ
し
て

そ
れ
と
聯
関
し
そ
れ
に
関
係
す
る
も
の
以
外
に
実
在
的
な
る
も
の
は
全
然
あ
り
得
な
い
。
そ
こ
で
は
、
全
体
に
於

て
種
族
の
生
活
と
し
て
現
れ
る
理
性
の
一
の
自
己
同
一
な
る
生
活
は
承
認
さ
れ
ず
し
て
専
ら
個
人
が
、
唯
そ
れ
の

み
が
、
存
在
す
る
も
の
、
支
配
す
る
も
の
と
し
て
承
認
さ
れ
る
。「
単
な
る
裸
か
な
る
個
性
」（die blosse nackte 

Individualität

）
が
一
切
の
生
活
体
系
の
原
理
で
あ
る
。
種
族
は
、
そ
れ
が
真
に
存
在
す
る
唯
一
の
も
の
で
あ
る

に
拘
ら
ず
、
或
る
個
人
の
力
に
よ
っ
て
技
巧
的
に
作
ら
れ
た
こ
の
個
人
の
概
念
に
於
て
の
ほ
か
存
在
し
な
い
、
単

な
る
空
虚
な
る
抽
象
に
化
し
て
し
ま
う
。
そ
れ
故
に
こ
の
時
代
は
、
諸
部
分
か
ら
縫
い
合
わ
さ
れ
た
全
体
以
外
の

他
の
全
体
を
も
た
ず
、
ま
た
そ
れ
以
外
の
他
の
も
の
を
考
え
得
ず
、
従
っ
て
そ
れ
自
身
に
於
て
完
成
し
た
有
機
的

な
全
体
を
決
し
て
知
ら
な
い
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
個
人
の
生
活
の
み
が
実
在
性
を
有
す
る
と
こ
ろ
で
は
、

道
徳
に
関
し
て
言
え
ば
、
ひ
と
が
彼
自
身
の
利
益
を
増
す
こ
と
が
唯
一
の
徳
と
し
て
認
め
ら
れ
、
彼
の
利
得
を
捕

え
誤
る
こ
と
が
唯
一
の
不
徳
と
し
て
難
ぜ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
宗
教
に
つ
い
て
は
、
こ
の
も
の
は
単
な
る
幸
福
説



一
九
七

現
代
思
潮

と
か
わ
り
、
神
は
た
だ
我
々
の
幸
福
を
配
慮
す
る
た
め
に
の
み
存
在
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
単
に
我
々
の
不
足
が
神
を

求
め
、
そ
し
て
そ
れ
が
神
を
し
て
存
在
す
べ
く
決
意
せ
し
め
た
の
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
学
問
に
関

し
て
は
、
個
人
的
生
存
の
手
段
で
あ
る
「
経
験
」
が
、
一
切
の
認
識
の
唯
一
の
可
能
な
る
源
泉
と
し
て
承
認
さ
れ

る
で
あ
ろ
う
。

さ
て
こ
こ
に
述
べ
ら
れ
た
フ
ィ
ヒ
テ
の
思
想
に
対
し
て
、
私
は
い
ま
私
の
研
究
に
道
を
拓
く
た
め
に
必
要
で
あ

る
限
り
、
批
評
を
試
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
先
ず
フ
ィ
ヒ
テ
の
主
張
す
る
如
く
、
人
間
歴
史
の
五
つ
の
時
代
が

純
粋
に
先
験
的
に
演
繹
さ
れ
得
る
と
し
て
も
、
彼
の
属
し
た
現
代
が
ま
さ
に
そ
の
第
三
の
時
代
で
あ
る
と
い
う
こ

と
は
絶
対
的
に
先
験
的
に
決
定
さ
れ
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
が
決
定
さ
れ
る
た
め
に
は
、
い
ず

れ
に
せ
よ
現
実
の
経
験
を
先
験
的
に
演
繹
さ
れ
た
時
代
の
諸
特
徴
と
照
合
せ
し
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
然
る

に
現
実
の
経
験
は
恰
も
そ
の
中
に
あ
る
我
々
に
と
っ
て
は
、
既
に
最
初
に
一
般
的
に
記
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
つ

ね
に
分
裂
と
乖
離
の
時
代
と
し
て
映
ず
る
必
然
性
を
も
っ
て
い
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
が
彼
の
現
代
を
「
罪
悪
の
完
成
し

た
状
態
」
と
呼
ん
だ
の
は
、
一
面
か
ら
見
れ
ば
、
い
つ
の
時
の
現
代
に
於
て
も
不
平
や
詠
歎
や
慷
慨
と
い
う
非
合

理
的
な
形
態
に
於
て
存
在
す
る
と
こ
ろ
の
、
私
の
謂
う
認
識
を
含
む
こ
と
な
き
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
合
理
性

的
な
る
表
現
に
過
ぎ
な
い
よ
う
に
も
見
え
得
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
我
々
の
時
代
に
於
て
も
ま
た
現
代
を
、
フ
ィ



一
九
八

ヒ
テ
に
倣
っ
て
罪
悪
の
完
成
し
た
状
態
と
見
做
す
者
も
少
な
く
は
な
か
ろ
う
。
現
実
の
経
験
は
無
限
に
豊
富
で
あ

る
。
そ
れ
は
我
々
が
如
何
な
る
標
準
を
も
っ
て
臨
む
に
し
て
も
そ
の
中
に
は
い
つ
も
こ
れ
に
適
合
し
た
も
の
が
見

出
さ
れ
得
る
ほ
ど
豊
富
で
あ
る
。
そ
こ
で
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
彼
が
『
現
代
の
特
徴
』（
千
八
百
四
年
よ
り
千
八
百
五

年
に
か
け
て
の
冬
学
期
）
を
講
義
し
て
か
ら
や
っ
と
三
年
の
後
、
千
八
百
八
年
同
じ
ベ
ル
リ
ン
で
『
独
逸
国
民
に

告
ぐ
』（R

eden an die deutsche N
ation

）
の
大
獅
子
吼
を
な
す
に
当
っ
て
、
地
上
の
歴
史
の
第
三
の
時
代
は
少

な
く
と
も
独
逸
に
あ
っ
て
は
既
に
完
全
に
流
れ
去
り
終
結
し
た
と
叫
び
得
た
の
で
あ
る
。
我
々
に
あ
っ
て
は
世
界

歴
史
の
如
何
な
る
時
代
よ
り
も
時
は
偉
大
な
る
進
歩
を
な
す
、
三
年
の
間
に
単
な
る
感
性
的
な
我
利
を
一
切
の
生

活
の
過
程
及
び
運
動
の
動
力
と
す
る
時
代
は
過
ぎ
て
、
我
欲
は
そ
の
完
全
な
発
展
に
よ
っ
て
自
己
み
ず
か
ら
を
否

定
し
、
独
立
性
を
失
い
終
っ
た
、
と
彼
は
告
げ
る
。
そ
の
独
立
性
を
失
っ
た
も
の
は
同
時
に
時
の
流
れ
の
う
ち
に

干
渉
し
、
そ
し
て
そ
の
内
容
を
自
由
に
規
定
す
る
と
い
う
能
力
を
失
う
、
従
来
の
世
界
が
そ
の
自
己
活
動
的
な
る

干
渉
を
奪
わ
れ
た
状
態
に
陥
っ
た
独
逸
に
と
っ
て
は
、
若
し
こ
の
状
態
に
と
ど
ま
る
な
ら
ば
、
そ
の
歴
史
を
他
の

民
族
に
服
属
せ
し
め
る
外
な
く
、
若
し
ま
た
こ
の
状
態
か
ら
脱
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
新
し
い
世
界
を
創
造
す

べ
き
で
あ
る
、
と
彼
は
教
え
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
の
こ
の
態
度
の
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
我
々
の
後
に
論
ず
る
方

面
か
ら
は
可
能
で
は
あ
る
が
、
と
に
か
く
今
の
場
合
、
二
つ
の
問
題
に
し
た
講
義
の
間
に
於
け
る
現
代
に
つ
い
て



一
九
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現
代
思
潮

の
彼
の
解
釈
の
相
違
は
、
純
粋
に
理
性
の
範
囲
内
に
於
て
、
先
験
的
な
立
場
か
ら
、
合
理
的
に
、
一
義
的
に
現
代

の
特
徴
を
規
定
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
示
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
同
じ
こ
と
は
ヘ
ー
ゲ
ル

に
関
し
て
も
言
う
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
と
き
注
意
す
べ
き
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
第
三
の
時
代
、
即
ち
「
空
虚
な
る

自
由
の
時
代
」（Zeitalter der leeren Freiheit

）
の
諸
規
定
と
ヘ
ー
ゲ
ル
の
所
謂
「
市
民
社
会
」（die bügerliche  

G
esellschaft

）
の
そ
れ
と
の
間
に
、
著
し
い
類
似
が
見
出
さ
れ
得
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
市
民

社
会
を
ば
規
定
し
て
云
っ
て
い
る
、「
実
体
は
、
精
神
と
し
て
抽
象
的
に
、
独
立
な
る
自
由
に
於
て
そ
し
て
特
殊

者
と
し
て
独
立
に
存
在
す
る
と
こ
ろ
の
、
多
数
の
人
格
（
家
族
は
単
に
一
の
人
格
で
あ
る
）、
諸
家
族
ま
た
は
諸

個
人
に
自
己
を
特
殊
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
先
ず
そ
の
道
徳
的
規
定
を
失
う
、
こ
れ
ら
の
諸
人
格
は
か
か
る
者

と
し
て
絶
対
的
な
統
一
で
な
く
し
て
却
っ
て
彼
等
自
身
の
特
殊
性
と
そ
の
独
立
性
と
を
彼
等
の
意
識
の
う
ち
に
そ

し
て
彼
等
の
目
的
と
し
て
有
す
る
か
ら
で
あ
る
、
―
―
原
子
論
の
体
系
」（Encyclopädie, § 523

）。
こ
こ
に
ヘ

ー
ゲ
ル
が
原
子
論
の
体
系
（das System

 der A
tom

istik
）
と
し
て
考
え
た
社
会
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
が
、
単
な
る
裸

か
な
る
個
性
が
世
界
体
系
並
び
に
信
仰
体
系
の
原
理
で
あ
る
と
な
し
た
社
会
と
同
じ
構
造
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。
抽

象
的
な
る
特
殊
性
と
し
て
の
個
々
の
人
格
が
支
配
原
理
で
あ
る
と
こ
ろ
で
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
も
、
個
人
の
自

然
的
欲
望
の
解
放
が
先
ず
要
求
さ
れ
る
。
け
だ
し
「
特
殊
性
は
先
ず
意
志
一
般
の
普
遍
者
に
対
し
て
限
定
さ
れ
た



二
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も
の
と
し
て
主
観
的
な
る
欲
望
で
あ
る
。」
と
こ
ろ
で
フ
ィ
ヒ
テ
に
於
て
我
欲
の
解
放
は
遂
に
空
虚
な
る
自
由
で

あ
っ
た
よ
う
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
あ
っ
て
も
「
こ
の
解
放
は
形
式
的
で
あ
る
、
な
ぜ
な
ら
特
殊
性
が
ど
こ
ま
で
も
目

的
で
あ
り
根
柢
に
横
た
わ
る
内
容
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。」
か
か
る
市
民
社
会
の
範
疇
を
も
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
主

と
し
て
啓
蒙
時
代
を
思
惟
し
た
。
彼
の
謂
う
客
観
的
精
神
に
於
け
る
道
徳
の
段
階
は
家
族
か
ら
市
民
社
会
を
経
て

国
家
に
到
る
。
同
時
に
国
家
に
於
て
精
神
の
社
会
的
客
観
的
な
る
表
現
形
態
は
そ
の
発
展
の
終
局
に
達
し
て
完
成

す
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
か
か
る
国
家
の
範
疇
の
現
実
の
体
現
を
当
時
興
隆
し
た
プ
ロ
イ
セ
ン
に
於
て
見
得
る
と
信
じ

た
の
で
あ
っ
た
。
然
る
に
更
に
ヘ
ー
ゲ
ル
よ
り
後
に
出
た
マ
ル
ク
ス
に
あ
っ
て
は
如
何
で
あ
っ
た
か
。
マ
ル
ク
ス

も
ま
た
市
民
社
会
な
る
言
葉
を
用
い
る
。
そ
れ
は
彼
に
と
っ
て
も
、
先
き
の
二
人
の
哲
学
者
に
於
て
と
同
じ
よ
う

に
、抽
象
的
な
自
由
主
義
の
社
会
で
あ
る
。具
体
的
に
は
、資
本
主
義
的
社
会
或
い
は
商
品
生
産
社
会
の
謂
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
マ
ル
ク
ス
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
や
ヘ
ー
ゲ
ル
と
異
な
っ
て
、
こ
の
抽
象
的
自
由
の
時
代
が
過
ぎ
去
っ
た
と
は

考
え
ず
却
っ
て
現
代
こ
そ
そ
れ
の
支
配
す
る
時
代
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
し
て
二
人
と
は
反
対
に
、
資
本
家
的
生

産
社
会
の
発
展
に
於
て
独
逸
が
ま
さ
に
ラ
イ
ン
河
の
彼
方
の
英
吉
利
や
仏
蘭
西
に
遅
れ
て
い
る
と
判
断
す
る
。
彼

に
従
え
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
国
家
の
範
疇
に
於
て
思
惟
し
た
が
如
き
、
有
機
的
に
組
織
さ
れ
た
全
体
は
ま
だ
何
処
に

も
現
れ
て
い
な
い
。
我
々
の
目
前
に
於
て
日
々
行
わ
れ
つ
つ
あ
る
資
本
家
的
生
産
方
法
は
社
会
に
於
け
る
分
裂
即



二
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現
代
思
潮

ち
階
級
闘
争
の
日
々
激
し
く
な
り
ゆ
く
原
因
を
な
す
も
の
で
あ
る
と
マ
ル
ク
ス
は
主
張
し
た
。
さ
て
、
い
ま
我
々

の
比
較
し
て
来
た
三
人
の
優
れ
た
思
想
家
に
あ
っ
て
如
何
に
各
相
異
な
っ
て
現
代
が
把
握
さ
れ
て
い
る
か
を
見
る

な
ら
ば
、
事
実
と
し
て
、
フ
ィ
ヒ
テ
が
天
才
的
な
る
単
純
さ
を
も
っ
て
信
じ
た
よ
う
に
、
現
代
の
特
徴
を
規
定
す

る
に
際
し
て
理
性
か
ら
の
先
験
的
演
繹
が
決
定
的
な
意
義
を
有
す
る
、
と
は
考
え
難
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
と

関
係
し
て
、
我
々
は
一
層
原
理
的
に
問
題
を
掴
ん
で
、
次
の
如
き
疑
問
を
提
出
す
る
こ
と
が
出
来
る
、
歴
史
の
全

過
程
が
理
性
若
く
は
精
神
の
発
展
に
於
け
る
諸
契
機
と
し
て
先
験
的
に
示
さ
れ
得
る
と
し
て
も
、
こ
の
超
経
験
的

な
る
発
展
の
永
遠
の
順
序
が
ま
さ
し
く
現
実
の
経
験
に
於
け
る
歴
史
の
時
間
上
の
順
序
に
合
致
す
る
、
と
い
う
保

証
は
何
処
に
も
与
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
人
類
歴
史
の
究
極
目
的
に
関
し
て
我
々
は
論
者
に
同

意
す
る
と
し
よ
う
、
そ
し
て
更
に
こ
の
究
極
目
的
に
到
達
す
る
た
め
に
彼
の
掲
げ
る
凡
て
の
段
階
を
履
ま
ね
ば
な

ら
ぬ
と
し
て
も
、
我
々
の
経
験
す
る
歴
史
の
事
実
に
於
て
彼
の
先
験
的
に
演
繹
し
た
そ
れ
ら
の
段
階
が
凡
て
、
第

一
の
も
の
か
ら
第
二
の
も
の
へ
と
い
う
風
に
、
そ
の
順
序
に
従
っ
て
実
現
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
必
然
性
は
誰
も
こ
れ

を
論
理
的
に
証
明
し
得
ぬ
で
あ
ろ
う
。
即
ち
こ
こ
で
も
ま
た
経
験
が
そ
の
言
葉
を
十
分
に
語
り
尽
さ
な
い
限
り
最

後
の
判
定
は
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
ぬ
。

そ
れ
の
み
で
な
い
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
挙
げ
た
世
界
計
画
の
概
念
と
雖
も
、
彼
の
言
う
如
く
、
理
性
の
思
弁
の
産
物
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で
は
な
い
の
で
あ
る
。
既
に
歴
史
の
概
念
そ
の
も
の
で
さ
え
も
が
、シ
ェ
リ
ン
グ
が
明
ら
か
に
洞
察
し
た
よ
う
に
、

基
督
教
の
宗
教
生
活
の
中
に
於
て
初
め
て
生
れ
て
人
間
思
想
の
歴
史
に
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
世
界
計
画
の
概

念
も
ま
た
、
一
般
に
形
而
上
学
及
び
形
而
上
学
的
概
念
が
そ
う
で
あ
る
如
く
、
宗
教
的
体
験
の
う
ち
に
そ
の
根
を

張
っ
て
お
り
、
そ
れ
と
の
連
絡
か
ら
引
離
さ
れ
る
と
き
、
ひ
か
ら
び
て
枯
死
す
る
も
の
で
あ
る
。
人
間
歴
史
の
統

一
的
計
画
の
思
想
は
神
学
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
。
神
学
に
と
っ
て
は
斯
く
の
如
き
構
成
に
対
し
て
、
あ
ら
ゆ
る

歴
史
の
最
初
と
最
後
と
に
於
て
固
定
し
た
点
が
与
え
ら
れ
て
い
た
。
即
ち
そ
れ
に
と
っ
て
は
原
人
の
堕
落
と
最
後

の
審
判
と
の
間
を
結
ぶ
糸
を
歴
史
的
世
界
過
程
を
通
じ
て
引
く
と
い
う
、
解
決
の
可
能
な
る
課
題
が
存
在
し
た
の

で
あ
っ
た
。
我
々
は
こ
の
解
決
の
最
も
模
範
的
な
る
例
を
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
『
神
の
国
』（de civitate dei

）

に
於
て
見
出
す
で
あ
ろ
う
。
そ
の
他
の
種
々
な
る
歴
史
哲
学
的
試
み
は
、
ボ
シ
ュ
エ
、
チ
ュ
ル
ゴ
ー
、
ヴ
ィ
コ
な

ど
か
ら
初
め
て
、
レ
ッ
シ
ン
グ
、
カ
ン
ト
、
フ
ィ
ヒ
テ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
な
ど
に
至
る
ま
で
、
凡
て
古
き
神
学
的
体
系

の
、
或
い
は
一
層
合
理
的
な
ら
ん
と
す
る
、
或
い
は
一
層
経
験
的
な
ら
ん
と
す
る
、
変
形
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。
た
だ
こ
れ
ら
の
学
問
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
哲
学
的
企
図
に
と
っ
て
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
立
場
か
ら
は

極
め
て
単
純
に
理
解
さ
れ
得
た
と
こ
ろ
の
も
の
が
、
解
け
難
き
謎
と
な
っ
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
所
謂
理
性

の
源
泉
は
宗
教
的
体
験
で
あ
る
。
我
々
は
後
に
到
っ
て
こ
の
体
験
そ
の
も
の
の
意
味
を
審
か
に
規
定
し
、
評
価
し
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現
代
思
潮

よ
う
。
し
か
し
今
の
場
合
何
よ
り
も
学
問
的
な
研
究
を
目
差
し
つ
つ
あ
る
我
々
に
と
っ
て
は
、
無
雑
作
に
理
性
の

信
仰
を
根
拠
と
し
て
出
発
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
既
に
世
界
計
画
の
概
念
が
純
粋
に
論
理
的
に
演
繹
さ
れ

た
概
念
で
な
い
と
す
れ
ば
、
更
に
そ
れ
か
ら
派
生
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
諸
時
代
の
概
念
が
先
験
的
に
論
理
的
に
生
成

せ
し
め
ら
れ
ぬ
と
い
う
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
如
何
な
る
一
つ
の
時
代
と
雖
も
、
何
等
の
経

験
の
要
素
も
混
ず
る
こ
と
な
く
し
て
誰
も
こ
れ
を
構
成
し
得
な
い
。
実
際
フ
ィ
ヒ
テ
や
ヘ
ー
ゲ
ル
も
ま
た
彼
等
の

空
虚
な
る
自
由
の
時
代
若
く
は
市
民
社
会
の
範
疇
を
、
具
体
的
な
る
歴
史
的
経
験
、
例
え
ば
啓
蒙
時
代
の
歴
史
の

助
を
借
り
て
初
め
て
規
定
し
得
た
の
で
あ
る
。

我
々
は
最
早
他
の
一
層
専
門
的
哲
学
的
議
論
に
這
入
る
こ
と
な
し
に
、
現
代
の
特
徴
を
認
識
す
る
た
め
に
は
先

験
的
立
場
に
と
ど
ま
り
得
ず
却
っ
て
現
実
の
経
験
の
中
へ
降
り
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
断
言
す
る
こ
と
が

出
来
る
。
し
か
る
に
こ
の
世
界
へ
降
り
て
来
る
や
否
や
、
我
々
は
再
び
無
限
な
る
多
様
と
混
沌
の
う
ち
に
身
を
置

く
こ
と
と
な
る
。
私
は
一
層
詳
し
く
表
現
し
よ
う
、
一
定
の
時
代
の
文
化
は
科
学
、
芸
術
、
宗
教
、
哲
学
な
ど
か

ら
織
り
合
わ
さ
れ
て
形
造
ら
れ
て
い
る
、
こ
れ
ら
の
諸
文
化
形
態
の
う
ち
、
そ
の
い
ず
れ
の
も
の
に
、
そ
の
時
代

の
特
性
的
な
る
本
質
、
人
々
の
用
い
慣
わ
し
た
語
を
使
え
ば
、
そ
の
時
代
の
「
時
代
精
神
」（Zeitgeist

）
は
最
も

よ
く
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
時
代
精
神
の
研
究
に
と
っ
て
最
も
確
実
な
手
懸
と
な
り
得
る
が
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ご
と
き
特
定
の
文
化
形
態
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
か
。
斯
く
の
如
く
問
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
は
ヘ
ー
ゲ
ル

の
思
想
に
突
き
当
る
。
哲
学
の
体
系
は
各
の
時
代
の
文
化
の
概
念
的
表
現
で
あ
る
と
い
う
思
想
が
こ
れ
で
あ
る
。

む
し
ろ
或
る
体
系
の
真
理
と
生
命
と
は
、
そ
れ
が
一
定
の
時
期
及
び
一
定
の
精
神
の
概
念
的
表
現
で
あ
る
と
こ
ろ

に
存
す
る
。
哲
学
の
歴
史
に
於
て
、
全
体
の
発
展
に
於
け
る
一
の
現
実
的
な
る
、
実
在
的
な
る
契
機
と
し
て
妥
当

し
得
る
た
め
の
、
本
質
的
な
る
条
件
は
、
ひ
と
つ
の
体
系
に
と
っ
て
、
そ
れ
が
以
前
の
理
論
の
単
な
る
再
生
産
に

よ
っ
て
成
立
せ
ず
し
て
却
っ
て
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
自
己
の
存
在
理
由
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
、
即
ち
各
の
時
代

の
文
化
の
独
立
な
る
表
現
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
思
想
を
彼
の
種
々
な
る
著
作
の
中
で
、

殊
に
哲
学
史
の
中
で
は
『
そ
の
時
代
の
思
想
と
し
て
の
哲
学
』（D

ie Philosophie als der G
edanke ihrer Zeit

）

の
表
題
の
も
と
に
、
明
瞭
に
語
っ
て
い
る
。
哲
学
は
時
代
と
最
も
親
密
な
聯
関
に
立
っ
て
い
る
。
ひ
と
つ
の
民
族

の
う
ち
に
は
一
定
特
殊
の
哲
学
が
現
出
す
る
、「
そ
し
て
思
想
の
立
場
の
こ
の
規
定
性
は
、
民
族
精
神
の
一
切
の

他
の
歴
史
的
方
面
を
貫
徹
し
、
そ
れ
ら
の
も
の
と
最
も
内
的
な
る
聯
関
に
あ
り
、
そ
れ
ら
の
基
礎
を
形
造
る
規
定

性
と
同
一
の
も
の
で
あ
る
。」
ひ
と
つ
の
民
族
の
ま
た
は
時
代
の
生
活
に
於
け
る
あ
ら
ゆ
る
方
面
の
間
に
は
、
ひ

と
つ
の
特
性
的
な
内
面
的
な
聯
関
、
或
る
一
定
の
相
関
性
が
成
立
し
て
お
り
、
そ
れ
が
時
代
精
神
を
形
成
し
て
い

る
。「
政
治
的
歴
史
、
国
法
、
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
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現
代
思
潮

因
で
あ
る
と
い
う
が
如
き
、
若
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
な
る
共
通
の
根
―
―
時
代
精
神
―
―
を
も
っ
て
い

る
。」
凡
て
の
方
面
に
貫
き
亙
り
、
自
己
を
政
治
そ
の
他
の
種
々
な
る
要
素
の
う
ち
に
表
現
す
る
と
こ
ろ
の
本
質

が
あ
る
、
一
切
の
部
分
を
自
己
の
う
ち
に
結
び
纏
め
、
そ
れ
が
如
何
に
多
様
に
ま
た
偶
然
的
に
見
え
る
に
せ
よ
、

悉
く
を
自
己
の
う
ち
に
包
み
蔵お
さ

め
て
、
何
等
剰
す
と
こ
ろ
な
き
実
体
的
本
質
が
あ
る
。
か
か
る
本
質
の
様
々
な
表

現
の
う
ち
哲
学
は
最
も
優
越
な
る
形
態
で
あ
る
。
そ
れ
は
最
高
の
華
で
あ
る
、
精
神
の
全
体
の
姿
の
概
念
、
全
体

の
状
態
の
意
識
ま
た
は
精
神
的
本
質
で
あ
る
。
多
姿
な
る
相
に
分
化
し
た
全
体
は
そ
の
う
ち
に
恰
も
一
の
単
一
な

る
焦
点
に
向
っ
て
の
如
く
に
反
映
す
る
。
こ
れ
が
諸
形
態
の
う
ち
に
於
け
る
哲
学
の
位
置
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
し

て
、
哲
学
は
そ
の
時
代
と
全
然
同
一
で
あ
る
、
と
い
う
ひ
と
つ
の
こ
と
が
帰
結
す
る
。
哲
学
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ

れ
ば
、「
そ
の
時
代
の
実
体
的
な
る
も
の
の
知
識
」（das W

issen des Substantiellen ihrer Zeit

）
で
あ
る
。
哲
学

は
そ
れ
故
に
彼
に
と
っ
て
は
一
の
体
系
に
於
け
る
一
定
の
時
代
精
神
の
知
的
沈
澱
ま
た
は
結
晶
で
あ
る
、
そ
し
て

そ
こ
に
哲
学
的
体
系
の
真
理
性
と
意
味
と
が
成
り
立
つ
。
若
し
果
た
し
て
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
我
々
が
我
々
の

時
代
の
時
代
精
神
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
我
々
は
必
然
的
に
現
代
の
哲
学
に
於
て
我
々
の
研
究
の
手
懸
と

共
に
基
礎
を
捉
え
得
る
。
こ
の
方
針
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
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私
は
右
の
思
想
を
分
析
し
て
み
よ
う
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
従
え
ば
、
一
定
の
時
代
に
於
て
、
そ
の
時
代
の
種
々
な
る

文
化
現
象
、
哲
学
、
芸
術
、
宗
教
、
な
ど
は
、
各
孤
立
し
た
、
相
互
に
無
関
係
な
現
象
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
然

し
ま
た
そ
れ
ら
の
も
の
は
、
一
が
他
の
或
い
は
他
の
凡
て
の
原
因
で
あ
る
と
い
う
が
如
き
因
果
の
関
係
に
立
っ
て

い
る
の
で
も
な
い
。
そ
こ
に
支
配
す
る
と
こ
ろ
の
関
係
は
む
し
ろ
相
関
性
（K

orrelativität

）
若
く
は
相
互
作
用

（W
echselw

irkung
）
の
関
係
で
あ
る
。
け
だ
し
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
学
に
よ
る
な
ら
ば
、
因
果
関
係
の
真
理
性
は

相
互
作
用
で
あ
る
。
普
通
の
意
味
に
於
け
る
因
果
関
係
は
そ
の
中
に
無
限
に
向
っ
て
の
進
行
を
含
ん
で
い
る
。
ひ

と
つ
の
事
件
の
原
因
が
見
出
さ
れ
る
や
否
や
、
更
に
そ
の
原
因
の
原
因
の
見
出
さ
れ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
、
こ
の

よ
う
に
し
て
無
限
の
進
行
が
要
求
さ
れ
る
。
こ
の
悪
し
き
無
限
、
不
終
結
と
無
完
成
と
に
対
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、

他
の
到
る
処
に
於
て
と
同
じ
く
、
こ
こ
で
も
ま
た
反
抗
す
る
。
そ
し
て
彼
は
そ
れ
を
止
揚
す
る
た
め
に
因
果
の
関

係
を
相
互
作
用
の
関
係
に
転
化
す
る
。「
相
互
作
用
に
於
て
、
原
因
と
結
果
と
の
無
限
へ
の
進
行
は
進
行
と
し
て

真
実
な
る
仕
方
に
於
て
止
揚
さ
れ
て
い
る
、
原
因
か
ら
結
果
へ
の
ま
た
結
果
か
ら
原
因
へ
の
直
線
的
な
外
出
は
自

己
の
う
ち
へ
曲
げ
入
れ
ら
れ
、
曲
げ
還
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。」
そ
こ
に
於
て
直
線
的
な
関
係
は
自
己
自
ら
の
う

ち
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
関
係
と
な
る
。
と
こ
ろ
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
因
果
関
係
の
斯
く
の
如
き
解
釈
は
、
原
因
と
結
果

の
関
係
の
う
ち
に
元
々
か
ら
変
化
の
過
程
よ
り
も
一
層
多
く
変
化
を
通
ず
る
持
続
の
状
態
を
眺
め
る
、
と
い
う
こ
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現
代
思
潮

と
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
る
。ヘ
ー
ゲ
ル
は
因
果
に
あ
っ
て
つ
ね
に
原
因
と
結
果
の
う
ち
に
自
己
同
一
に
と
ど
ま
り
、

持
続
す
る
統
一
的
な
る
量
を
見
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
後
に
立
入
っ
て
闡
明
せ
ら
れ
る
が
如
き
ヘ
ー
ゲ
ル
哲

学
の
最
も
内
的
な
る
本
質
と
聯
関
す
る
。
彼
に
と
っ
て
は
、
全
体
の
存
在
は
一
の
完
結
し
た
統
一
態
で
あ
り
、
そ

れ
の
諸
の
特
殊
態
は
純
粋
に
従
属
的
な
諸
の
完
結
し
た
統
一
態
か
ら
成
立
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
、
こ
こ
に
再
び
後

に
そ
の
意
味
を
規
定
さ
る
べ
き
概
念
を
先
取
す
れ
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
け
る
「
存
在
の
モ
デ
ル
」
で
あ
る
。
今
の

場
合
に
於
て
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
或
る
時
代
の
諸
文
化
現
象
の
間
に
因
果
の
関
係
で
な
く
相
互
作
用
の
そ
れ
を
樹
て

た
の
は
そ
れ
ら
の
も
の
の
根
柢
に
あ
っ
て
そ
れ
ら
の
も
の
に
現
れ
る
と
こ
ろ
の
自
己
同
一
な
る
持
続
的
な
る
量
と

し
て
の
「
時
代
精
神
」
を
考
え
た
に
よ
る
の
で
あ
る
。
彼
に
と
っ
て
種
々
な
る
文
化
圏
（
宗
教
、
芸
術
、
政
治
、

科
学
、
哲
学
）
は
、
一
の
そ
の
基
底
に
横
た
わ
る
超
越
的
な
る
時
代
精
神
も
し
く
は
「
時
代
段
階
」（Zeitstufe

）

の
凡
て
独
立
な
る
、
し
か
も
相
互
に
結
合
さ
れ
た
現
象
状
態
で
あ
る
。
若
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
あ
ら
ゆ
る
文

化
形
態
が
現
実
に
相
互
作
用
の
関
係
に
立
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
何
故
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
主
張
し
た
如
く
、
特
に
哲

学
に
於
て
の
み
時
代
精
神
は
華
を
開
き
、
集
中
的
に
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
斯
く
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
彼
は
自
己
矛
盾
を
犯
す
者
で
あ
ろ
う
か
。
我
々
は
何
故
に
一
の
時
代
精
神
が
哲
学
に
於
て
と
同
じ
く
充
全
に

ま
た
完
全
に
、芸
術
、政
治
そ
の
他
の
も
の
に
於
て
自
己
を
現
す
と
は
考
え
得
な
い
の
で
あ
る
か
。あ
る
い
は
寧
ろ
、



二
〇
八

各
の
時
代
精
神
は
、
夫
々
の
特
殊
な
る
構
造
に
従
っ
て
、
或
る
も
の
は
宗
教
に
於
て
最
も
充
全
な
る
、
他
の
も
の

は
し
か
し
科
学
に
於
て
最
も
完
全
な
る
、
夫
々
の
表
現
に
到
達
す
る
、
と
看
做
さ
る
べ
き
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

凡
て
に
拘
ら
ず
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
哲
学
に
特
に
優
越
な
る
位
置
を
与
え
た
の
は
、
彼
の
哲
学
の
根
本
的
前
提
に
基
づ

く
の
で
あ
る
。
歴
史
の
全
過
程
は
、
彼
に
よ
れ
ば
、
理
性
の
自
覚
若
く
は
自
己
認
識
の
次
第
に
高
ま
り
ゆ
く
過
程

で
あ
る
。
各
の
時
代
精
神
は
理
性
の
こ
の
発
展
の
各
の
段
階
に
外
な
ら
な
い
。
歴
史
の
目
的
が
本
質
的
に
論
理
的

な
る
理
性
の
自
己
認
識
に
お
か
れ
る
以
上
、
哲
学
に
特
殊
な
重
大
さ
が
属
す
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
歴
史
に
於

て
発
展
す
る
理
性
の
「
時
代
段
階
」
と
し
て
の
時
代
精
神
は
、
固
よ
り
直
接
的
に
若
く
は
無
意
識
的
に
ま
た
は
表

象
の
形
態
に
於
て
は
芸
術
、
宗
教
等
に
於
て
自
己
を
表
現
し
は
す
る
が
、
そ
れ
が
反
省
さ
れ
た
若
く
は
自
覚
さ
れ

た
ま
た
は
概
念
に
於
け
る
表
現
に
達
す
る
の
は
特
に
哲
学
に
於
て
で
あ
る
。
そ
こ
に
於
て
時
代
精
神
は
初
め
て
自

己
を
認
識
す
る
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
ま
さ
に
何
よ
り
も
重
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
逆
説

的
に
述
べ
る
な
ら
ば
、
歴
史
を
通
じ
て
自
己
を
実
現
す
る
理
性
は
本
質
に
於
て
哲
学
的
で
あ
っ
た
が
故
に
、
そ
の

各
の
発
展
の
段
階
に
於
て
恰
も
哲
学
の
う
ち
に
最
も
よ
く
自
己
を
顕
現
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
シ
ェ
リ

ン
グ
に
於
け
る
が
如
く
理
性
が
本
質
上
芸
術
的
で
あ
る
と
さ
れ
た
場
合
に
は
、
哲
学
そ
の
も
の
の
器
官
が
却
っ
て

芸
術
的
直
観
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
か
く
て
、
我
々
に
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
諸
前
提
を
凡
て
単
純
に
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承
認
し
な
い
限
り
、
我
々
が
哲
学
に
於
て
我
々
の
研
究
の
最
も
優
れ
た
手
懸
を
求
め
得
る
と
信
ず
る
と
い
う
の
は

理
由
な
き
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

然
し
な
が
ら
仮
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
指
示
に
従
っ
て
現
代
の
哲
学
に
一
瞥
を
与
え
て
み
よ
う
。
我
々
は
ま
こ
と
に
多

趣
な
る
風
景
を
見
る
。
新
カ
ン
ト
主
義
、
新
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
、
新
デ
カ
ル
ト
主
義
、
新
ス
コ
ラ
学
派
か
ら
新
カ
ト

リ
ッ
ク
主
義
、
乃
至
は
先
験
哲
学
、
生
の
哲
学
、
新
実
在
論
、
根
本
的
経
験
論
、
等
々
。
い
っ
た
い
誰
が
、
他
の

者
の
反
対
に
逢
う
こ
と
な
し
に
、
そ
れ
ら
の
う
ち
の
一
つ
が
現
代
精
神
の
最
も
完
全
な
表
現
で
あ
る
、
と
主
張
し

得
よ
う
。
ま
た
そ
の
孰
れ
が
、
現
代
文
化
の
他
の
諸
形
態
と
最
も
緊
密
な
相
互
作
用
の
関
係
に
立
っ
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
哲
学
が
斯
く
の
如
き
相
互
作
用
を
離
れ
て
孤
立
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
ま
さ
し
く
現
代
の

特
徴
を
な
す
の
で
な
い
か
。
例
え
ば
、
如
何
な
る
哲
学
体
系
が
、
現
代
歴
史
の
運
動
に
於
て
重
要
な
る
役
割
を
演

じ
つ
つ
あ
る
マ
ル
ク
ス
主
義
を
、
そ
の
生
命
に
於
て
把
握
し
、
評
価
し
、
止
揚
し
得
た
の
で
あ
る
か
。
我
々
は
例

え
ば
ロ
シ
ヤ
革
命
に
関
し
て
嘗
て
フ
ィ
ヒ
テ
が
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
つ
い
て
遺
し
た
が
如
き
卓
越
し
た
書
物
を
ま

だ
哲
学
者
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
現
代
歴
史
の
現
実
の
進
行
に
対
す
る
無
関
心
、
他
の
文
化

形
態
、
中
に
も
今
の
時
代
に
於
て
最
も
関
心
さ
る
べ
き
社
会
科
学
か
ら
の
游
離
、
そ
れ
が
現
代
の
哲
学
の
著
し
い

兆
徴
で
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
謂
う
文
化
諸
形
態
の
相
互
作
用
の
関
係
は
、
我
々
に
と
っ
て
は
、
現
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実
で
は
な
く
、
却
っ
て
一
の
要
求
で
あ
り
、
警
告
で
あ
り
、
ま
さ
に
実
現
さ
る
べ
き
任
務
で
あ
る
、
か
の
よ
う
に

見
え
る
。
そ
し
て
哲
学
が
こ
の
よ
う
に
客
観
的
歴
史
的
現
実
か
ら
抽
象
さ
れ
、
游
離
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
そ
の

雑
多
な
る
諸
傾
向
が
統
一
に
到
達
し
な
い
と
い
う
こ
と
の
根
本
的
な
理
由
が
隠
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る

の
で
あ
る
。
そ
れ
と
も
現
存
の
哲
学
諸
体
系
は
「
死
せ
る
神
々
」
で
で
も
あ
る
の
か
。
ツ
ァ
ラ
ツ
ス
ト
ラ
が
山
を

下
っ
て
街
に
行
か
ん
と
す
る
と
き
、
哲
学
者
た
ち
は
彼
等
の
死
せ
る
神
々
に
な
お
愛
着
せ
ん
が
た
め
に
街
を
逃
れ

て
森
に
隠
れ
ん
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
で
は
時
代
の
子
供
は
新
し
く
産
れ
た
の
で
あ
る
か
。
我
々
は
ま
だ

そ
の
こ
と
を
聞
か
な
い
の
で
あ
る
。
現
代
哲
学
の
斯
く
の
如
き
状
態
は
そ
も
そ
も
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
従
え
ば
、
哲
学
は
一
定
の
時
代
精
神
の
自
己
認
識
で
あ
る
。
然
る
に
自
己
認
識
は
、
そ
の
性
質

上
、
こ
の
時
代
精
神
が
そ
の
外
的
な
る
発
展
に
於
て
、
そ
れ
が
既
に
謂
わ
ば
「
そ
の
多
面
性
の
全
体
の
富
を
顕
現

し
そ
し
て
展
開
す
る
」
に
及
ん
だ
段
階
に
到
っ
た
と
き
に
初
め
て
、
そ
の
時
代
精
神
が
そ
の
生
命
に
於
て
外
に
向

っ
て
は
既
に
謂
わ
ば
自
己
を
汲
み
尽
し
た
と
こ
ろ
の
段
階
に
達
し
た
と
き
に
初
め
て
、
可
能
で
あ
る
。
そ
の
と
き

初
め
て
そ
の
時
代
精
神
の
外
的
な
る
道
行
を
ひ
と
つ
の
哲
学
的
体
系
に
於
て
表
現
に
持
ち
来
そ
う
と
い
う
欲
望
が

現
れ
る
の
で
あ
る
。
ひ
と
つ
の
民
族
が
彼
の
具
体
的
な
生
活
か
ら
一
般
に
離
れ
出
て
、
そ
し
て
そ
の
民
族
が
彼
の

没
落
に
近
づ
い
た
場
合
、
そ
の
と
き
初
め
て
哲
学
さ
れ
る
、
と
ひ
と
は
言
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。「
哲
学
は
実
存
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的
な
る
世
界
の
没
落
と
共
に
始
ま
る
、
そ
れ
が
そ
れ
の
諸
抽
象
性
を
も
っ
て
、
灰
色
を
灰
色
で
描
き
な
が
ら
、
現

れ
る
と
き
、青
年
の
、生
命
性
の
新
鮮
さ
は
既
に
過
ぎ
去
っ
て
い
る
。」
私
は
更
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
法
律
哲
学
綱
要
』

（G
rundlinien der Philosophie des Rechts

）
の
う
ち
か
ら
次
の
美
し
き
言
葉
を
引
用
し
て
お
こ
う
、「
哲
学
が
そ

の
灰
色
を
灰
色
で
描
く
と
き
、
生
の
姿
は
老
人
と
な
っ
て
い
る
、
そ
し
て
灰
色
を
灰
色
で
も
っ
て
し
て
は
そ
の
姿

は
自
己
を
若
返
ら
し
め
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
た
だ
認
識
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
の
梟
は
侵
い
来
る

薄
暮
と
共
に
初
め
て
そ
の
飛
翔
を
始
め
る
。」
哲
学
的
認
識
は
一
定
の
時
代
が
成
熟
し
終
っ
て
、
そ
の
外
的
な
る

騒
擾
の
全
体
が
既
に
過
ぎ
去
っ
た
後
、
こ
れ
を
回
顧
し
観
照
す
る
立
場
に
あ
る
者
に
と
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
。

若
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
現
代
哲
学
の
諸
状
態
は
、
そ
の
孤
立
性
、
抽
象
性
、
游
離
性
、
乃
至
は
そ
の
折
衷
主

義
的
ま
た
は
混
合
主
義
的
傾
向
に
至
る
ま
で
、我
々
の
時
代
が
な
お
成
長
し
つ
つ
あ
っ
て
未
だ
完
結
に
到
ら
ざ
る
、

過
渡
的
な
る
時
代
の
兆
徴
と
し
て
把
握
さ
れ
得
る
こ
と
も
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
現
在
の
我
々
に
と
っ
て
は
、
我
々

の
時
代
が
生
命
に
漲
り
、
若
さ
に
溢
れ
て
い
る
が
故
に
、
ま
さ
に
そ
の
故
に
我
々
の
ま
の
あ
た
り
進
行
し
つ
つ
あ

る
歴
史
的
現
実
の
本
質
を
把
握
し
こ
れ
を
哲
学
的
に
表
現
す
る
こ
と
は
全
く
許
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
。
そ

う
で
あ
る
な
ら
ば
問
題
は
極
め
て
単
純
で
あ
る
。
私
は
一
切
の
哲
学
的
認
識
の
努
力
を
放
棄
し
よ
う
、
そ
し
て
喜

ん
で
他
の
仕
事
に
着
こ
う
。
緑
の
青
春
に
幸
い
あ
れ
。
然
し
な
が
ら
果
た
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
う
が
如
く
で
あ
る
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か
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
想
に
対
す
る
反
対
は
た
だ
次
の
一
二
の
事
柄
を
簡
単
に
考
え
て
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
産
れ

得
る
。

現
在
と
い
う
時
の
契
機
の
本
質
は
そ
れ
が
過
程
的
な
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
今
は
刻
々
に
過
ぎ
去
っ
て
と
ど
ま
る

こ
と
が
な
い
。
か
か
る
現
在
を
認
識
し
得
る
も
の
が
ひ
と
り
弁
証
法
的
思
惟
の
み
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
が
如
何

な
る
弁
証
法
で
あ
る
か
は
、
後
に
到
っ
て
述
べ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
指
摘
す
る
に
は
、
我
々
は
現
在
を
直
接
に

認
識
に
も
た
ら
す
べ
き
手
段
を
有
せ
ぬ
と
い
う
こ
と
だ
け
で
十
分
で
あ
る
、
―
―
弁
証
法
の
本
質
は
実
に
事
物
を

媒
介
性
に
於
て
把
握
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
し
か
る
に
我
々
は
現
在
の
認
識
を
媒
介
す
る
も
の
と
し
て
過
去
と
未

来
と
の
二
つ
の
契
機
を
考
え
得
る
で
あ
ろ
う
。
現
在
は
過
去
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
る
と
き
、
即
ち
回
顧
的
に
把
握

さ
れ
る
と
き
、
如
何
に
あ
る
か
。
こ
の
場
合
現
在
は
過
去
の
延
長
と
し
て
ま
た
は
過
去
の
結
果
乃
至
は
終
結
と
し

て
現
れ
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
こ
の
と
き
現
在
は
そ
れ
自
身
過
去
に
属
し
、
少
な
く
と
も
過
程
と
し
て
あ
る
こ
と
を

や
め
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
は
現
在
の
本
質
は
把
握
さ
れ
得
な
い
、
な
ぜ
な
ら
現
在
の
本
質
は
ま
さ
に
そ
れ
が
過

程
で
あ
る
と
こ
ろ
に
存
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
現
在
が
未
来
の
媒
介
に
よ
っ
て
、
即
ち
回
顧
的
に
で

な
く
寧
ろ
展
望
的
に
把
握
さ
れ
る
と
き
は
、
如
何
に
あ
る
か
。
言
う
ま
で
も
な
く
こ
の
場
合
現
在
は
未
来
へ
の
傾

向
と
し
て
、
手
続
と
し
て
、
即
ち
一
般
に
未
来
へ
の
過
程
と
し
て
現
れ
る
。
か
く
し
て
現
在
は
ま
さ
し
く
そ
の
現0
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在
性
0

0

に
於
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
け
だ
し
現
在
性
と
は
恰
も
過
程
性
を
意
味
す
る
が
故
で
あ
る
。
現
在
は

過
去
を
媒
介
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
却
っ
て
未
来
を
媒
介
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
、
本
質
的

に
認
識
さ
れ
得
る
。
と
こ
ろ
で
人
間
の
生
活
態
度
に
於
て
、
一
般
に
、
観
想
的
（kontem

plativ

）
な
る
そ
れ
は

過
去
へ
の
関
係
を
主
と
し
て
含
み
、
従
っ
て
回
顧
的
で
あ
り
、
実
践
的
（praktisch

）
な
る
そ
れ
は
未
来
へ
の
関

係
を
主
と
し
て
含
み
、
従
っ
て
展
望
的
で
あ
る
、
と
云
わ
れ
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
か
く
て
現
在
を
そ
の
本
質
に

於
て
捉
え
得
る
も
の
は
、
観
想
で
な
く
て
却
っ
て
実
践
で
あ
る
。
然
る
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
的
態
度
は
根
本
的
に

観
想
的
で
あ
っ
た
。
彼
に
は
未
来
の
認
識
が
な
い
。
そ
れ
故
に
彼
は
現
在
を
知
ら
な
か
っ
た
と
も
言
い
得
る
で
あ

ろ
う
。
こ
の
点
に
於
て
フ
ィ
ヒ
テ
は
彼
に
優
れ
て
い
た
よ
う
に
見
え
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
未
来
の
認
識
を
も
ち
、
少

な
く
と
も
こ
れ
を
も
と
う
と
努
め
た
か
の
如
く
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
の
哲
学
的
態
度
は
つ
ね
に
実
践

的
で
あ
る
こ
と
を
欲
し
た
が
故
で
あ
る
。
―
―
け
れ
ど
こ
れ
ら
の
問
題
を
追
求
し
て
決
定
す
る
こ
と
は
後
の
事
柄

で
あ
る
。
第
二
に
、
右
の
こ
と
と
関
係
し
て
次
の
こ
と
が
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
精
神
科
学
は
歴
史
に
於
て
生

の
実
践
そ
の
も
の
の
中
か
ら
生
れ
て
来
た
。
こ
の
学
問
の
分
化
は
生
の
実
践
の
領
域
に
於
け
る
課
題
の
分
化
そ
の

も
の
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
来
た
。
そ
れ
の
対
象
の
認
識
は
単
な
る
知
的
作
用
に
の
み
よ
っ
て
行
わ
れ
る
の
で
は

な
い
の
で
あ
る
。
若
し
我
々
に
し
て
単
に
表
象
し
思
惟
す
る
の
み
の
存
在
で
あ
る
な
ら
ば
、
我
々
は
戦
争
や
恋
愛
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の
事
件
を
、
戦
争
と
し
て
、
恋
愛
と
し
て
、
認
識
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
我
々
の
意
志
、
感
情
、
思
惟
の

悉
く
を
、
我
々
の
全
体
の
存
在
を
は
た
ら
か
す
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
歴
史
的
対
象
を
認
識
す
る
こ
と
が
出
来

る
。
そ
こ
で
は
単
に
知
力
の
優
越
が
要
求
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
全
体
の
人
格
的
生
活
の
強
大
が
要

求
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
過
去
に
於
て
精
神
科
学
の
上
の
偉
大
な
る
業
績
を
成
し
遂
げ
た
人
々
は
多

く
の
場
合
、
単
に
優
秀
な
思
索
家
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
な
く
ま
た
同
時
に
卓
越
し
た
実
践
家
で
あ
っ
た
。
既
に
歴

史
そ
の
も
の
の
思
想
で
さ
え
が
実
に
実
践
的
な
る
生
活
態
度
そ
の
も
の
の
中
か
ら
生
長
し
た
概
念
で
あ
る
。
観
想

的
態
度
を
も
っ
て
人
生
の
最
高
の
存
在
様
式
と
し
た
ギ
リ
シ
ア
人
の
思
想
世
界
に
あ
っ
て
は
、
歴
史
の
観
念
は

い
ま
だ
意
識
さ
れ
ず
、
一
切
は
自
然
で
あ
っ
た
。
彼
等
の
哲
学
者
の
う
ち
最
も
豊
富
な
歴
史
観
を
も
っ
て
い
た
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
雖
も
遂
に
こ
の
制
限
を
脱
し
て
い
な
い
。
歴
史
の
概
念
は
ユ
ダ
ヤ
の
予
言
者
た
ち
の
実
践
的
態

度
の
う
ち
に
於
て
初
め
て
誕
生
し
た
。
こ
の
事
実
が
明
ら
か
に
示
す
よ
う
に
、
純
粋
に
観
想
的
で
あ
る
か
ぎ
り
、

歴
史
は
現
実
的
に
歴
史
と
し
て
把
握
さ
れ
難
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
も
し
極
端
を
恐
れ
な
い
な
ら

ば
、
我
々
は
ヘ
ー
ゲ
ル
が
あ
れ
ほ
ど
高
調
し
た
と
こ
ろ
の
歴
史
も
、
彼
に
於
て
は
究
極
は
自
然
で
あ
っ
た
、
と
も

言
う
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
彼
自
身
少
な
か
ら
ず
ヘ
ー
ゲ
ル
の
影
響
を
受
け
た
と
こ
ろ
の
テ
ー
ヌ
は
云
う
、

「
ヘ
ー
ゲ
ル
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
っ
て
倍
さ
れ
た
ス
ピ
ノ
ザ
で
あ
る
」（H

egel est un Spinoza m
ultiplié par 
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A
ristote

）。
こ
の
正
し
き
特
性
付
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
我
々
は
他
の
聯
関
に
於
て
詳
説
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ

で
は
た
だ
こ
れ
だ
け
の
こ
と
を
述
べ
れ
ば
足
り
る
。汎
神
論
者
ス
ピ
ノ
ザ
―
―
凡
て
の
汎
神
論
は
観
想
的
で
あ
る
、

ス
ピ
ノ
ザ
に
於
て
も
人
間
の
存
在
の
最
高
の
可
能
性
は
認
識
で
あ
る
―
―
に
と
っ
て
、
そ
の
哲
学
の
根
本
命
題
の

一
つ
は
「
神
即
自
然
」（D

eus sive natura

）
で
あ
っ
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
ス
ピ
ノ
ザ
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
発
展

の
思
想
を
結
合
し
た
。
し
か
し
そ
れ
に
よ
っ
て
直
に
歴
史
の
概
念
が
生
成
し
得
ぬ
こ
と
は
、
同
じ
よ
う
に
発
展
的

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
ス
ピ
ノ
チ
ス
ト
で
あ
っ
た
ゲ
ー
テ
の
思
想
に
於
け
る
根
本
概
念
が
最
後
ま
で
自
然
で
あ
っ
て

歴
史
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
明
瞭
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
事
柄
に
関
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
問
題
に
つ
い

て
は
後
に
立
入
っ
て
論
究
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

二

斯
く
の
如
く
に
し
て
学
問
的
に
現
代
へ
接
近
す
べ
き
二
三
の
通
路
の
困
難
が
指
摘
さ
れ
た
後
に
、
我
々
は
如
何

す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
我
々
は
こ
の
状
態
に
あ
っ
て
そ
の
た
め
に
少
な
く
と
も
ひ
と
つ
の
確
実
な
る
手
懸
を
見
出

し
得
る
と
信
ず
る
。
現
代
の
特
徴
は
、
現
代
が
如
何
に
過
去
の
歴
史
を
理
解
し
、
こ
れ
に
対
し
て
如
何
な
る
態
度

を
と
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
恐
ら
く
最
も
一
般
的
に
、
最
も
包
括
的
に
現
れ
る
で
あ
ろ
う
、
と
私
は
考
え
る
。
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蓋
し
過
去
と
は
既
に
過
ぎ
去
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
現
代
の
う
ち
に
な
お
在
り
、
な
お
絶
え
ず
は
た
ら

き
つ
つ
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
若
し
そ
れ
が
絶
対
に
過
ぎ
去
っ
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
我
々
は
過
去
が

あ
っ
た
と
も
言
い
得
ぬ
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
過
去
が
如
何
に
在
り
、
如
何
に
は
た
ら
く
か
と
い
う
こ
と
は
、
つ
ね

に
現
代
の
意
識
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
現
代
の
意
識
は
過
去
を
規
定
す
る
。
ま
さ
し
く
そ
れ
故
に
、
現
代

が
如
何
に
過
去
を
見
、
如
何
に
こ
れ
に
対
す
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
現
代
そ
の
も
の
の
特
徴
は
現
れ
る
こ
と
が

出
来
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
現
代
が
直
接
に
現
代
そ
の
も
の
か
ら
で
は
な
く
、却
っ
て
過
去
と
の
関
係
に
於
て
、

こ
の
も
の
の
媒
介
を
通
じ
て
認
識
さ
れ
得
る
と
こ
ろ
に
、
恰
も
我
々
の
課
題
が
学
問
的
に
、
方
法
的
に
解
決
さ
れ

得
る
と
こ
ろ
の
最
初
の
最
も
よ
き
手
懸
は
横
た
わ
っ
て
い
る
。
簡
単
に
言
え
ば
、
現
代
が
如
何
な
る
歴
史
観
を
有

す
る
か
と
い
う
こ
と
が
現
代
の
特
徴
を
最
も
全
面
的
に
、
普
遍
的
に
表
現
す
る
。
固
よ
り
一
定
の
時
代
が
ひ
と
つ

の
歴
史
観
を
も
つ
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
時
代
が
そ
れ
自
身
を
一
の
歴
史
的
存
在
と
し
て
把
握
す
る
と
い
う
こ
と

と
直
ち
に
同
一
で
は
な
い
。
過
去
の
時
代
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
時
代
み
ず
か
ら
を
永
遠
の
も
の
と
見
做
し
、
そ
れ

を
一
の
歴
史
的
存
在
と
し
て
歴
史
の
過
程
に
於
て
理
解
す
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

事
物
を
歴
史
に
於
て
認
識
し
な
い
と
い
う
こ
と
が
そ
れ
ら
の
時
代
の
特
徴
を
ま
さ
に
形
造
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

私
は
そ
れ
ら
の
時
代
を
も
っ
て
特
に
「
歴
史
的
世
界
観
」
な
き
時
代
と
呼
ぼ
う
と
思
う
。
さ
て
、
右
の
如
き
見
地
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に
立
っ
て
現
代
の
特
徴
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
我
々
は
再
び
ヘ
ー
ゲ
ル
へ
還
っ
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ

ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
観
は
単
に
現
代
の
歴
史
観
と
著
し
い
対
立
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
後
者
の
固

有
性
を
鮮
か
に
描
く
た
め
に
役
立
つ
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
同
時
に
そ
れ
は
後
者
に
深
い
影
響
を
与
え
た
こ
と
に

よ
っ
て
こ
の
も
の
の
成
立
史
を
明
ら
か
に
辿
る
た
め
に
も
必
要
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
場
合
我
々
は
ひ
と
つ
の
特
殊
な
方
法
に
由
ろ
う
と
思
う
。
一
般
に
或
る
哲
学
が
吟
味
さ
れ
る
と
き
普
通
に

は
二
つ
の
観
点
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
一
方
で
は
体
系
0

0

の
見
地
か
ら
観
察
さ
れ
、
そ
し
て
他
方
で
は
方
法
0

0

の
見
地
か
ら
論
議
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
か
く
て
ヘ
ー
ゲ
ル
を
判
断
す
る
に
際
し
て
も
、
従
来
ひ
と
び
と

は
、
彼
の
哲
学
は
そ
の
体
系
の
う
ち
に
ま
こ
と
に
貴
重
な
宝
を
多
く
蔵
し
て
い
は
す
る
が
そ
の
方
法
に
関
し
て
は

全
然
誤
謬
で
あ
る
と
論
じ
、
或
い
は
反
対
に
、
彼
の
体
系
は
既
に
廃
れ
た
も
の
で
あ
る
に
拘
ら
ず
彼
の
方
法
は
つ

ね
に
強
力
な
武
器
で
あ
る
と
語
る
。
と
こ
ろ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
に
つ
い
て
は
二
つ
の
観
点
の
こ
の
よ
う
な
分
離
を
な
す

こ
と
が
そ
も
そ
も
不
可
能
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
が
か
か
る
分
離
に
対
し
て
反
対
し
て
い
る
か
ら

ば
か
り
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
普
通
に
自
然
哲
学
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
け
る
最
大
の
弱
点
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い

る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
自
然
哲
学
は
自
然
の
研
究
を
促
進
さ
せ
な
い
の
み
か
、
却
っ
て
そ
れ
を
幾
世
紀
も
の
以
前
に
、

例
え
ば
パ
ラ
ケ
ル
ス
ス
の
時
の
状
態
に
引
き
戻
す
も
の
で
あ
る
。
彼
は
自
然
を
先
験
的
に
絶
対
精
神
の
必
然
的
な
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る
自
己
疎
外
と
し
て
演
繹
し
得
る
と
信
じ
、
そ
し
て
忠
実
な
る
経
験
的
研
究
を
ば
「
精
神
な
き
」
仕
事
と
し
て
軽

蔑
す
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
自
然
哲
学
は
決
し
て
真
面
目
に
は
と
ら
る
べ
き
で
は
な
い
と
こ
ろ
の
概
念
の
遊
戯
で
あ

り
、
そ
れ
は
た
だ
、
偉
大
な
精
神
が
誤
る
と
き
に
は
小
さ
い
誤
謬
を
も
っ
て
満
足
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
対
す
る

ひ
と
つ
の
証
明
と
し
て
役
立
ち
得
る
の
み
で
あ
る
、
と
評
せ
ら
れ
て
い
る
。
然
し
な
が
ら
、
ひ
と
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の

体
系
そ
の
も
の
を
破
砕
す
る
こ
と
な
し
に
、
更
に
こ
の
も
の
を
作
り
出
し
た
と
こ
ろ
の
彼
の
方
法
そ
の
も
の
を
排

除
す
る
こ
と
な
し
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
自
然
哲
学
を
彼
の
体
系
か
ら
取
り
去
る
こ
と
が
出
来
ぬ
。
け
だ
し
自
然
哲
学

は
ど
こ
ま
で
も
彼
の
体
系
の
構
成
的
要
素
で
あ
り
、
彼
の
方
法
の
正
統
な
産
物
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
哲
学
の
課

題
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
根
本
思
想
に
従
え
ば
、
存
在
の
全
体
の
領
域
に
於
て
絶
対
精
神
の
現
実
性
と
遍
在
性
と
を
顕

に
す
る
に
あ
る
。
こ
の
課
題
に
し
て
正
直
に
受
取
ら
れ
る
や
否
や
、
そ
れ
は
先
ず
自
然
を
絶
対
精
神
の
「
生
の
形

態
」（Lebensform

）
と
し
て
理
解
さ
れ
得
る
も
の
に
す
る
と
い
う
避
け
難
き
要
求
を
含
ん
で
い
る
。
絶
対
精
神

に
し
て
自
然
を
貫
徹
す
る
と
き
初
め
て
そ
れ
の
普
遍
的
な
る
現
在
性
に
つ
い
て
語
ら
れ
得
る
が
故
で
あ
る
。
然
る

に
こ
の
こ
と
を
な
し
得
る
た
め
に
は
、
絶
対
精
神
は
明
ら
か
に
そ
れ
の
反
対
に
転
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
な
ぜ

な
ら
苟
も
自
然
が
精
神
の
ひ
と
つ
の
生
の
形
態
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
原
理
的
に

た
だ
精
神
の
精
神
な
き
、
生
命
な
き
存
在
形
態
で
あ
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
帰
結
は
自
ら
生
じ
て
来
る
、
そ
し
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て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
大
胆
に
も
こ
の
帰
結
を
徹
底
し
た
。
か
く
て
自
然
は
彼
に
と
っ
て
精
神
の
自
己
疎
外
で
あ
ら
ね
ば

な
ら
ず
、
そ
れ
以
外
の
も
の
で
あ
り
得
な
い
。
彼
は
実
に
そ
れ
を
斯
く
の
如
く
に
取
扱
っ
た
。
と
こ
ろ
で
こ
の
よ

う
な
取
扱
を
可
能
な
ら
し
め
る
も
の
は
た
だ
弁
証
法
的
方
法
の
あ
り
得
る
ば
か
り
で
あ
る
。
弁
証
法
は
精
神
が
自

己
の
反
対
の
も
の
に
転
化
す
る
こ
と
の
必
然
性
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
れ
は
精
神
が
自
ら
の
対
立
者
を
定
立
す
る

過
程
を
経
る
こ
と
な
し
に
は
自
己
自
ら
に
来
る
こ
と
が
出
来
ぬ
こ
と
を
示
す
。
自
然
は
弁
証
法
に
よ
っ
て
自
覚
し

ゆ
く
精
神
の
必
然
的
な
る
通
過
点
と
し
て
把
握
さ
れ
る
。
絶
対
的
精
神
の
絶
対
性
並
び
に
そ
れ
の
経
験
的
現
実
に

於
け
る
内
在
性
と
い
う
ヘ
ー
ゲ
ル
の
根
本
観
念
か
ら
出
立
す
る
限
り
、
自
然
は
精
神
の
一
形
態
で
あ
ら
ね
ば
な
ら

ず
、
そ
し
て
そ
の
限
り
、
自
然
は
精
神
の
自
己
疎
外
で
あ
る
外
な
く
、
そ
し
て
そ
の
限
り
、
自
然
は
精
神
の
弁
証

法
的
発
展
の
一
契
機
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
或
い
は
反
対
に
、
絶
対
的
精
神
の
本
質
が
弁
証
法
的
発
展
に
あ
る
限

り
、
精
神
は
必
然
的
に
自
己
を
そ
の
反
対
に
外
化
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
し
て
こ
の
外
化
は
自
然
で
あ
る
の
外
な
い

で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
こ
れ
ら
三
つ
の
契
機
、
即
ち
体
系
、
方
法
、
自
然
哲
学
は
相
互
に
緊
密
に
聯
関

し
て
い
る
。
そ
の
如
何
な
る
も
の
も
他
の
も
の
な
く
し
て
は
考
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
体
系
は
こ
の
、
ひ
と
り

こ
の
自
然
哲
学
を
要
求
す
る
、
そ
し
て
自
然
哲
学
は
こ
の
、
ひ
と
り
こ
の
方
法
を
要
求
す
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
が

か
く
も
厳
密
に
斉
合
的
で
あ
る
と
こ
ろ
に
そ
れ
を
批
評
す
る
こ
と
の
困
難
は
横
た
わ
っ
て
い
る
。我
々
は
そ
れ
を
、



二
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普
通
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
、
単
に
形
式
的
に
、
或
い
は
体
系
の
見
地
か
ら
、
或
い
は
方
法
の
見
地
か
ら
批
評
す
る

こ
と
が
出
来
な
い
。
そ
れ
で
は
我
々
は
彼
の
哲
学
を
た
だ
単
純
に
そ
の
ま
ま
排
斥
し
若
く
は
受
け
容
れ
る
べ
き
で

あ
ろ
う
か
。
だ
が
そ
の
こ
と
の
出
来
な
い
の
も
我
々
は
こ
れ
を
謂
わ
ば
本
能
的
に
知
っ
て
い
る
。
単
純
に
斥
け
ら

れ
る
に
は
そ
れ
は
あ
ま
り
に
多
く
の
魅
力
を
も
ち
、
単
純
に
容
れ
ら
れ
る
た
め
に
は
そ
れ
は
あ
ま
り
に
多
く
の
反

撥
力
を
も
っ
て
い
る
の
を
我
々
は
感
ぜ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
斯
く
の
如
く
に
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
批
評

は
我
々
に
向
っ
て
批
評
の
ひ
と
つ
の
新
し
い
方
法
を
必
要
と
せ
し
め
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
こ
の
新
し
い
方
法

は
少
な
く
と
も
そ
の
傾
向
に
於
て
は
既
に
発
見
さ
れ
て
あ
る
。
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ニ
ー
チ
ェ
が
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ

ア
ー
に
つ
い
て
「
時
代
は
ず
れ
の
考
察
」【『
反
時
代
的
考
察
』U

nzeitgem
äße Betrachtungen

】
を
書
い
た
と
き
、
彼
は

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
体
系
若
く
は
方
法
に
つ
い
て
書
こ
う
と
は
考
え
な
か
っ
た
。
二
つ
の
も
の
は
彼
の
視

点
の
外
に
あ
っ
た
。
体
系
と
方
法
と
を
度
外
視
し
て
、
彼
は
そ
の
代
り
に
哲
学
の
「
性
格
」
を
描
き
出
そ
う
と
し

た
。
哲
学
的
性
格
に
於
て
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
彼
に
と
っ
て
「
教
育
者
」
で
あ
り
、
そ
し
て
教
育
者
と
し
て

彼
は
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
を
そ
の
考
察
の
中
へ
引
き
入
れ
て
い
る
。
同
じ
よ
う
な
仕
方
で
テ
ー
ヌ
は
ま
た
テ
ィ

ト
ゥ
ス
・
リ
ヴ
ィ
ウ
ス
を
観
察
し
た
。
彼
は
リ
ヴ
ィ
ウ
ス
の
思
想
並
び
に
実
践
の
一
切
を
「
雄
弁
家
」
と
し
て
の

性
格
か
ら
解
釈
し
て
い
る
。
テ
ー
ヌ
は
こ
の
よ
う
な
性
格
を
「
主
長
的
能
力
」（faculté m

aîtresse

）
と
名
附
け
た
。



二
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一

現
代
思
潮

理
論
を
こ
の
よ
う
な
意
味
に
於
て
性
格
か
ら
解
釈
す
る
方
法
を
我
々
は
一
般
に
理
論
の
性
格
学

0

0

0

0

0

0

と
呼
ぶ
こ
と
が
出

来
る
で
あ
ろ
う
。
私
は
既
に
他
の
箇
所
に
於
て
（
拙
著
『
唯
物
史
観
と
現
代
の
意
識
』）
理
論
若
く
は
概
念
を
こ

れ
ら
の
も
の
の
生
産
の
根
源
で
あ
る
と
こ
ろ
の
基
礎
経
験

0

0

0

0

か
ら
解
明
し
、
基
礎
経
験
の
発
展
と
し
て
理
論
若
く
は

概
念
を
闡
明
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
私
は
今
性
格
と
い
う
言
葉
を
ニ
ー
チ
ェ
や
テ
ー
ヌ
に
於
け
る
よ
り
も
一
層
原

理
的
に
把
握
し
て
、
そ
れ
を
も
っ
て
私
の
謂
う
基
礎
経
験
の
歴
史
的
特
殊
性
を
表
現
す
る
名
称
と
し
て
用
い
よ
う

と
思
う
。
け
だ
し
概
念
や
理
論
は
そ
れ
自
身
に
於
て
在
る
の
で
は
な
く
、
却
っ
て
現
実
の
土
台
と
の
一
定
の
聯
関

に
於
て
成
っ
た
も
の
で
あ
る
。
基
礎
経
験
の
構
造
は
生
け
る
聯
関
に
於
て
概
念
や
理
論
の
構
造
を
規
定
す
る
。
従

っ
て
こ
れ
ら
の
も
の
を
根
本
的
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
も
の
の
基
礎
経
験
か
ら
の
由
来
を
究

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
恰
も
ひ
と
り
の
人
間
を
使
お
う
と
欲
す
る
人
は
、
こ
の
者
の
履
歴
を
知
る
こ
と
に
よ
っ

て
の
み
彼
を
有
効
に
使
い
得
る
よ
う
に
、
概
念
ま
た
は
理
論
は
そ
れ
の
成
立
の
由
来
を
認
識
す
る
こ
と
な
し
に
は

そ
れ
を
有
効
に
若
く
は
あ
る
べ
き
よ
う
に
用
い
得
ず
、否
、正
当
に
批
評
す
る
こ
と
さ
え
も
不
可
能
で
あ
る
。
我
々

は
各
の
理
論
の
特
殊
な
る
由
来
を
究
明
す
る
と
こ
ろ
の
研
究
を
理
論
の
系
譜
学

0

0

0

0

0

0

―
―
私
は
こ
の
語
を
ニ
ー
チ
ェ
の

「
道
徳
の
系
譜
学
」（G

enealogie der M
oral

）
と
い
う
言
葉
か
ら
思
い
付
い
た
―
―
と
名
附
け
る
。
か
く
て
理
論

の
性
格
学
は
理
論
の
系
譜
学
の
中
に
含
ま
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
し
て
我
々
の
性
格
学
は
一
定
の
理
論
を
論



二
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ず
る
に
あ
た
っ
て
単
純
に
体
系
や
方
法
の
見
地
を
除
外
す
る
の
で
な
く
し
て
、
む
し
ろ
こ
れ
ら
の
も
の
の
形
式
的

な
取
扱
を
避
け
、
そ
の
根
源
的
な
生
命
か
ら
、
そ
の
謂
わ
ば
衝
動
か
ら
、
こ
れ
ら
の
も
の
を
統
一
的
に
発
展
的
に

展
開
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
理
論
の
形
成
過
程
を
理
解
す
る
こ
と
を
企
図
す
る
の
で
あ
る
。

さ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
性
格
は
次
の
三
つ
の
点
に
於
て
表
現
さ
れ
て
い
る
も
の
の
如
く
で
あ
る
。
一
、
哲
学
の

生
に
対
す
る
関
係
に
関
す
る
一
定
の
見
解
に
於
て
。
二
、
哲
学
の
歴
史
に
対
す
る
関
係
に
関
す
る
一
定
の
見
解
に

於
て
。
三
、
哲
学
が
現
実
の
原
理
的
な
る
解
釈
に
対
す
る
一
定
の
見
解
に
於
て
。

多
く
の
場
合
ひ
と
は
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
を
、
弁
証
法
を
も
っ
て
抽
象
的
な
領
域
に
於
て
構
成
に
構
成
を
重
ね
る
と

こ
ろ
の
生
か
ら
の
遠
隔
（Lebensferne

）
の
故
を
も
っ
て
非
難
し
て
い
る
。
こ
の
非
難
は
彼
の
弁
証
法
が
そ
の
も

の
と
し
て
喚
び
起
す
と
こ
ろ
の
最
初
の
印
象
に
関
係
し
て
い
る
限
り
正
当
で
あ
る
。
こ
の
印
象
は
生
の
代
り
に
概

念
的
諸
抽
象
の
幽
冥
界
を
髣
髴
せ
し
め
る
。
然
る
に
若
し
ひ
と
が
こ
の
よ
う
な
概
念
の
背
後
に
踏
み
入
る
な
ら
ば

光
景
は
全
く
変
化
す
る
。
我
々
は
既
に
ヘ
ー
ゲ
ル
が
哲
学
の
本
質
を
「
思
想
に
於
て
把
握
さ
れ
た
そ
れ
の
時
代
」

と
し
て
特
性
付
け
た
の
を
知
っ
て
い
る
。
こ
の
規
定
の
う
ち
に
は
二
つ
の
傾
向
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
ひ
と
つ

は
哲
学
の
時
間
的
性
格

0

0

0

0

0

に
関
係
し
、
そ
の
他
は
哲
学
の
実
体
的
内
容

0

0

0

0

0

に
関
係
す
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
見
方
は
哲
学

の
概
念
規
定
に
於
て
嘗
て
到
達
さ
れ
た
こ
と
の
な
か
っ
た
と
こ
ろ
の
生
へ
の
近
接
（Lebensnähe

）
を
現
す
。
哲
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現
代
思
潮

学
に
し
て
各
の
時
代
の
思
想
に
於
て
把
握
さ
れ
た
自
己
意
識
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
こ
と
は
何
よ
り
も
、
各
の
世

代
が
哲
学
的
思
索
の
課
題
を
つ
ね
に
新
し
い
力
を
も
っ
て
捕
捉
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
外

面
的
な
る
意
味
に
於
け
る
如
何
な
る
「
永
続
的
な
哲
学
」（philosophia perennis

）
も
存
在
し
な
い
が
故
に
、
真

実
な
る
思
惟
の
仕
事
は
絶
え
ず
絶
え
ず
根
柢
か
ら
新
た
に
始
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
哲
学
の
時
間
的
性
格

は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
あ
っ
て
そ
れ
の
時
間
的
更
生
に
相
応
す
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
以
前
の
如
何
な
る
思
想
家
も
か
く
も
大
胆

に
哲
学
を
生
の
流
の
中
へ
運
び
入
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
等
は
た
だ
岸
に
立
っ
て
こ
の
流
の
上
に
永
遠
に
向

っ
て
ひ
と
つ
の
橋
を
か
け
る
こ
と
を
も
っ
て
彼
等
の
課
題
で
あ
る
と
見
做
し
た
。
少
数
の
、
し
か
し
決
し
て
偉
大

で
あ
る
と
は
称
し
難
い
、
思
想
家
は
こ
れ
と
は
違
っ
て
考
え
は
し
た
が
、
け
れ
ど
も
彼
等
は
単
な
る
懐
疑
論
者
、

単
な
る
相
対
主
義
者
で
終
っ
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
偉
大
は
前
者
の
エ
レ
ア
テ
ィ
ス
ム
ス
と
絶
交
し
な
が
ら
な
お
か
つ

後
者
の
如
き
究
極
的
な
意
味
に
於
け
る
懐
疑
論
ま
た
は
相
対
主
義
に
陥
ら
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル

は
相
対
主
義
的
思
想
に
考
え
得
べ
き
最
高
の
生
命
性
を
賦
与
し
た
。
そ
れ
は
撓た
わ

む
こ
と
な
き
、
倦
む
こ
と
な
き
、

造
ら
れ
た
も
の
の
改
造
で
あ
り
、か
か
る
改
造
の
追
求
を
ゲ
ー
テ
の
謂
う
「
永
遠
の
生
命
的
な
る
行
為
」（ew

iges 
lebendiges Tun

）
か
ら
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
哲
学
の
時
間
的
性
格
の
全
き
意
義
は
顕
現
す
る
。
そ
れ

で
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
概
念
の
実
体
的
内
容
と
は
何
の
謂
い
で
あ
ろ
う
か
。
一
の
時
代
に
と
っ
て
生
命
的
な
重
大
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二
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さ
を
有
す
る
一
切
の
も
の
を
哲
学
が
包
括
す
る
、
と
い
う
こ
と
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
定
の
時
代
の
精
神
が

自
己
を
表
現
す
る
と
こ
ろ
の
如
何
な
る
現
象
を
も
哲
学
が
見
そ
ら
さ
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
か
く
て

哲
学
者
は
謂
わ
ば
そ
の
時
代
の
最
も
豊
富
な
人
間
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
彼
は
単
な
る
心
理
学
者
あ
る
い
は
認
識

論
者
で
あ
ろ
う
と
し
て
は
な
ら
ず
、
却
っ
て
彼
の
時
代
の
全
体
の
生
を
自
己
の
う
ち
に
集
中
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
集
中
に
は
単
に
最
も
大
な
る
包
括
力
あ
る
精
神
が
必
要
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
最
も
高
き
程

度
の
識
別
力
、
見
識
が
要
求
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
哲
学
者
が
譬
え
ば
彼
の
時
代
の
受
動
的
な
鏡
で
あ
る
、
と
い

う
が
如
き
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
意
見
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
哲
学
者
は
彼
の
時
代
を
達
観
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

彼
は
意
義
あ
る
も
の
、
生
産
的
な
も
の
を
偶
然
的
な
も
の
、
実
質
な
き
も
の
か
ら
区
別
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
て

彼
は
ま
さ
に
時
代
の
批
判
者
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
包
擁
と
批
判
と
の
二
つ
の
も
の
の
結
合
の
み
が
哲
学
を
し
て

時
代
の
実
体
的
な
る
も
の
の
表
現
で
あ
ら
し
め
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
哲
学
の
時
間
的
性
格
に
生
産
的
な
る
意
味
を
与
え
る
と
同
時
に
歴
史
に
対
す
る
最
も
実
り
多
き
態

度
を
見
出
し
た
。
そ
れ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
け
る
最
高
の
業
績
で
あ
っ
て
彼
に
対
す
る
反
対
者
と
雖
も
こ
の
功
績
を

彼
か
ら
奪
お
う
と
は
欲
し
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
は
実
に
劃
期
的
な
業
績
で
あ
っ
て
今
日
に
至
る
ま
で
歴
史

が
研
究
さ
れ
、
歴
史
に
つ
い
て
論
議
さ
れ
る
限
り
、
そ
れ
は
い
つ
で
も
ヘ
ー
ゲ
ル
の
影
響
の
も
と
に
立
っ
て
い
る



二
二
五

現
代
思
潮

と
い
っ
て
も
決
し
て
過
言
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
、
彼
等
の
大
い
な
る
傾
向

は
実
に
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
て
頂
点
に
達
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
彼
等
以
後
に
あ
っ
て
歴
史
を
一
般
に
哲
学
に
と
っ

て
生
産
的
な
も
の
た
ら
し
め
た
最
初
の
人
は
ヘ
ー
ゲ
ル
で
あ
っ
た
。
哲
学
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
一
の
時
代
の
自

己
意
識
で
あ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
彼
に
従
え
ば
、
哲
学
が
同
時
に
過
去
か
ら
し
て
現
在
の
中
へ
喰
い
入

り
、
そ
し
て
生
命
的
な
る
契
機
と
し
て
こ
の
も
の
の
う
ち
に
於
て
働
き
続
け
て
い
る
と
こ
ろ
の
一
切
の
も
の
を
止

揚
し
得
る
と
き
に
し
て
初
め
て
可
能
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
前
提
の
も
と
に
於
て
の
み
哲
学
は
現
実
に
そ
れ
の
時
代

の
表
現
で
あ
る
こ
と
が
出
来
る
。
他
の
言
葉
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
哲
学
は
一
切
の
過
去
に
よ
っ
て
豊
富
に
さ
れ
た

現
代
の
文
化
の
闡
明
で
あ
る
。
こ
の
見
方
に
よ
っ
て
獲
取
さ
れ
た
も
の
は
言
う
ま
で
も
な
く
「
連
続
性
の
原
理
」

で
あ
る
。
我
々
は
哲
学
の
歴
史
に
於
て
こ
の
原
理
が
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
て
ほ
ど
徹
底
的
に
遂
行
さ
れ
そ
し
て
そ
れ
が

成
功
し
て
い
る
の
を
見
な
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
原
理
的
に
保
証
さ
れ
て
い
る
の
は
過
去
の
把
握
で
あ
り
、
そ
し
て

そ
の
こ
と
が
決
定
的
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
今
や
問
題
は
現
在
の
手
近
か
な
前
提
を
究
め
そ
し
て
た
だ

一
種
の
仮
橋
を
過
去
に
向
っ
て
架
け
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
人
間
精
神
の
全
体
の
過
去
を
、
そ
れ

が
現
在
の
う
ち
に
な
お
生
存
し
続
け
て
い
る
限
り
、
哲
学
の
う
ち
に
甦
ら
せ
る
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
の
で

あ
る
。
各
の
個
人
は
、
彼
が
如
何
な
る
時
代
に
属
し
よ
う
と
も
、
彼
の
時
代
の
子
供
で
あ
る
に
先
立
っ
て
、
人
類



二
二
六

の
諸
時
期
を
経
め
ぐ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
の
如
き
強
大
な
る
歴
史
的
課
題
の
た
め
に
、
哲
学
者
は
単
に
彼
の
時

代
の
最
も
豊
富
な
る

0

0

0

0

0

0

人
間
の
一
人
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
最
も
持
続
的
な
る

0

0

0

0

0

0

0

人
間
の
一
人
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
は
ま
こ
と
に
か
く
の
如
き
人
で
あ
っ
た
。
彼
は
彼
の
考
察
す
る
凡
て
の
も
の
を
そ
の
対
象

に
ふ
さ
わ
し
い
器
官
を
も
っ
て
捕
え
た
。
彼
は
宗
教
に
対
し
て
繊
細
な
感
情
を
有
し
た
、
し
か
も
彼
は
芸
術
の
本

質
、
芸
術
家
の
秘
密
の
う
ち
へ
深
く
入
り
込
む
こ
と
が
出
来
た
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
い
、
全
く
他
の
領
域
、
社
会

的
な
る
生
の
形
態
、
法
律
や
社
会
や
国
家
な
ど
の
粗
野
な
る
現
実
に
対
し
て
も
彼
は
そ
れ
を
穿
ち
貫
く
眼
を
も
っ

て
い
た
。
彼
は
ギ
リ
シ
ア
人
を
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
如
く
感
じ
得
た
、
ロ
マ
人
に
対
し
て
彼
は
不
朽
の
紀
念
碑
を
建

て
、
そ
し
て
彼
が
キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
語
っ
た
と
こ
ろ
の
も
の
は
嘗
て
そ
れ
の
本
質
に
つ
い
て
語
ら
れ
た
も
の

の
う
ち
最
も
美
し
き
も
の
、
最
も
意
味
深
き
も
の
に
属
し
て
い
る
。
彼
は
い
ず
こ
に
於
て
も
単
に
プ
ロ
グ
ラ
ム
を

作
る
こ
と
に
満
足
し
な
い
、
彼
は
直
ち
に
そ
の
実
行
に
取
り
掛
り
、
そ
れ
を
展
開
し
、
伝
承
さ
れ
た
全
体
の
材
料

を
彼
の
世
界
観
の
意
味
に
加
工
し
た
。

更
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
生
来
の
観
念
論
者
で
あ
っ
た
。
彼
は
精
神
の
力
を
信
じ
、
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
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
て
不
死
な
る
も
の
は
彼
が
精
神
の
哲
学
者
と
し
て
成
し
遂
げ
た
仕
事
の
う
ち
に
横
た



二
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潮

わ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
カ
ン
ト
は
「
精
神
」（G

eist

）
の
概
念
に
つ
い
て
は
な
お
啓
蒙
時
代
の
見
方
の
規
定

の
う
ち
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
を
初
め
と
し
て
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
カ
ー
が
こ
の
概
念
の
意
味
の
深し
ん
す
い邃

化
の
た
め
に
多
く
の
こ
と
を
成
し
た
。
ゲ
ー
テ
は
固
よ
り
で
あ
る
。
然
し
最
も
多
く
の
こ
と
を
成
就
し
た
の
は

ヘ
ー
ゲ
ル
で
あ
る
。
彼
の
「
精
神
の
現
象
学
」
な
る
書
名
に
於
て
「
精
神
」
は
思
想
の
歴
史
に
於
け
る
劃
期
的
な

る
、
最
も
含
蓄
的
な
る
意
味
を
も
っ
て
初
め
て
現
れ
た
の
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
ヘ
ー
ゲ
ル
は
彼
自
身
の

仕
方
で
精
神
を
把
握
し
た
。
こ
の
把
握
の
仕
方
が
彼
の
観
念
論
の
性
格
を
規
定
し
、
こ
の
観
念
論
の
構
造
に
よ

っ
て
現
実
的
な
る
も
の
に
対
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
原
理
的
な
る
態
度
は
制
約
さ
れ
て
い
る
。
け
だ
し
従
来
の
観
念

論
は
観
念
若
く
は
イ
デ
ー
を
お
お
む
ね
二
重
の
意
味
に
於
て
把
握
し
て
い
る
、
即
ち
或
い
は
範
型
0

0

（Vorbild

）
と

し
て
、
或
い
は
原
型
0

0

（U
rbild

）
と
し
て
。
第
一
は
課
題
0

0

と
し
て
の
イ
デ
ー
を
、
第
二
は
高
次
の
事
態
0

0

ま
た
は
存

在
と
し
て
の
イ
デ
ー
を
意
味
す
る
。
第
一
は
カ
ン
ト
的
な
る
概
念
で
あ
り
、
第
二
は
特
に
プ
ラ
ト
ン
的
な
る
概
念

で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
イ
デ
ー
は
プ
ラ
ト
ン
的
で
あ
り
は
す
る
が
、
し
か
し
プ
ラ
ト
ン
が
イ
デ
ー
を
な
お
或
る
意

味
で
は
課
題
と
解
し
、
そ
し
て
か
か
る
も
の
と
し
て
そ
れ
を
カ
ン
ト
の
如
く
超
越
的
な
る
も
の
と
見
做
し
た
の
に

反
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
両
者
と
対
立
し
て
現
象
に
於
け
る
イ
デ
ー
の
絶
対
的
な
る
内
在
を
説
い
た
。「
イ
デ
ー
は

現
在
的
で
あ
り
、
精
神
は
不
死
で
あ
る
。
精
神
が
あ
ら
ざ
り
し
が
如
き
ま
た
あ
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
が
如
き
如
何
な



二
二
八

る
時
も
存
在
し
な
い
、
精
神
は
過
ぎ
去
っ
て
し
ま
う
こ
と
な
く
、
ま
た
な
お
あ
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
な
く
、
却
っ

て
そ
れ
は
絶
対
に
あ
る
。」
ひ
と
は
斯
く
の
如
き
観
念
論
を
カ
ン
ト
風
ま
た
は
フ
ィ
ヒ
テ
風
の
「
目
的
論
的
観
念

論
」（teleologischer Idealism

us

）
に
対
し
て
「
存
在
論
的
観
念
論
」（O

ntologischer Idealism
us

）
と
し
て
特

性
付
け
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
―
―
デ
ィ
ル
タ
イ
は
カ
ン
ト
・
フ
ィ
ヒ
テ
的
観
念
論
を
「
自
由
の
観
念

論
」（Idealism

us der Freiheit

）
と
名
付
け
、
こ
れ
に
シ
ェ
リ
ン
グ
並
び
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
観
念
論
を
「
客
観
的
観

念
論
」（objektiver Idealism

us

）
と
し
て
対
立
せ
し
め
て
い
る
。
―
―
カ
ン
ト
が
イ
デ
ー
を
現
象
の
彼
岸
に
お

い
た
の
に
飽
き
足
ら
ず
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
イ
デ
ー
を
現
実
的
な
る
も
の
の
深
み
の
う
ち
に
見
た
、
そ
こ
で
彼
は

そ
れ
を
ま
た
現
実
の
う
ち
に
跡
づ
け
示
そ
う
と
欲
し
た
。
人
間
精
神
の
全
歴
史
は
こ
の
最
高
の
意
味
に
於
て
イ
デ

ー
の
歴
史
と
し
て
理
解
さ
れ
得
る
も
の
と
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
イ
デ
ー
が
ヘ
ー
ゲ

ル
に
と
っ
て
影
の
如
き
思
惟
物
で
は
な
く
て
「
最
も
実
在
的
な
る
存
在
」（ens realissim

um

）
で
あ
る
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
ろ
う
。「
生
に
於
て
真
で
あ
り
、
偉
大
で
あ
り
そ
し
て
神
的
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
イ
デ
ー
に
よ

っ
て
そ
う
な
の
で
あ
る
。」
ヘ
ー
ゲ
ル
の
イ
デ
ー
は
単
な
る
思
惟
物
の
水
準
を
高
く
越
え
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、

カ
ン
ト
の
道
徳
的
創
造
的
な
る
理
性
概
念
か
ら
も
、
ま
た
フ
ィ
ヒ
テ
の
世
界
形
成
的
な
る
思
想
か
ら
も
区
別
さ
れ

る
。
両
者
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
な
お
主
観
的
で
あ
る
。
彼
は
イ
デ
ー
を
最
も
高
き
客
観
性
に
於
て
見
る
。
ヘ
ー
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潮

ゲ
ル
の
意
味
に
於
け
る
イ
デ
ー
は
、
客
観
的
な
、
人
間
精
神
の
一
切
の
自
己
運
動
の
前
に
存
在
す
る
、
こ
の
も
の

に
よ
っ
て
た
だ
捕
え
ら
れ
追
考
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
事
物
の
理
性
内
容
で
あ
る
。
斯
く
の
如
き
イ
デ
ー
の
見
方
に

相
応
し
て
、
精
神
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
あ
っ
て
形
成
的
な
る
、
生
産
的
な
る
原
理
で
は
な
く
し
て
、
最
高
の
能
力
あ
る

認
識
器
官
で
あ
る
。
そ
れ
は
宇
宙
の
鎖
さ
れ
た
本
質
を
、
そ
の
富
と
深
さ
と
を
発あ
ば

き
拡
げ
て
最
も
高
き
観
照
と
享

受
に
持
ち
来
す
た
め
に
、
開
く
と
こ
ろ
の
力
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
於
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
観
念
論
は
「
観
想
的
観
念

論
」（kontem

plativer Idealism
us
）
と
呼
ば
れ
て
、そ
の
性
質
の
故
に
カ
ン
ト
や
フ
ィ
ヒ
テ
の
「
実
践
的
観
念
論
」

（praktischer Idealism
us

）
に
対
立
せ
し
め
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
観
念
論
の
観
想
的
性
格
は
現

実
的
な
る
も
の
の
原
理
的
な
る
解
釈
に
対
す
る
彼
の
態
度
に
と
っ
て
決
定
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
我
々
は
さ

き
に
観
想
的
な
態
度
が
未
来
0

0

へ
の
認
識
を
含
み
得
な
い
こ
と
を
述
べ
て
お
い
た
。
既
に
ハ
イ
ム
が
注
意
し
、
ま
た

最
近
に
は
ト
レ
ル
チ
が
指
摘
し
た
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

未
来
の
こ
と
を
問
題
と
し
な
か
っ
た
。
彼
に
未
来
の
認
識
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
一
面
か
ら
見
れ
ば
、
現

実
に
対
す
る
仮
借
す
る
こ
と
な
き
情
熱
ま
た
は
忠
実
を
現
す
。
そ
れ
は
凡
て
の
臆
測
、
単
な
る
可
能
性
に
関
す
る

思
弁
の
排
斥
を
表
現
す
る
。
か
く
彼
は
た
だ
ひ
た
す
ら
に
「
成
っ
た
と
こ
ろ
の
も
の
」
に
於
て
イ
デ
ー
的
な
る
も

の
を
求
め
る
こ
と
に
努
め
た
。
ゲ
ー
テ
は
嘗
て
ハ
ー
マ
ン
に
関
し
て
、
最
高
の
観
念
性
に
於
て
あ
る
人
間
は
ま
さ
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に
小
心
な
る
羞
恥
を
も
っ
て
あ
ら
ゆ
る
空
想
的
な
る
も
の
に
対
し
て
用
心
す
る
と
語
っ
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
実
に
斯

く
の
如
き
種
類
の
イ
デ
ア
リ
ス
ト
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
性
格
を
叙
述
し
た
後
に
、
我
々
は
彼
が
如
何
に
ギ
リ
シ
ア
的
世
界
の
人

に
属
し
て
い
た
か
を
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
一
般
に
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
に
於
て
多
く
の
場
合

ヘ
レ
ニ
ズ
ム
に
出
会
う
。
そ
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
け
る
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
を
見
定
め
て
お
く
と
い
う
こ
と
は
、
後
に
到

っ
て
次
第
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
よ
う
に
、
極
め
て
重
大
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
絶
対
精
神
の
発
展
に
於
て
哲
学
を

そ
の
最
高
の
段
階
に
据
え
た
。
彼
は
ま
た
各
の
時
代
精
神
が
哲
学
の
う
ち
に
自
己
の
実
体
的
な
る
も
の
を
表
現
す

る
と
見
做
し
た
。
こ
の
思
想
が
既
に
ギ
リ
シ
ア
的
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ア
人
は
生
を
三
つ
に
分
っ
た
。
第
一
、
享
楽

的
な
る
生
（bivoV ajpolaustikovV
）、第
二
、社
会
的
な
る
生
（bivoV politikovV

）、第
三
、観
想
的
な
る
生
（bivoV 

qew
rhtikovV

）、
が
こ
れ
で
あ
る
。
彼
等
は
こ
れ
ら
の
も
の
の
う
ち
第
三
の
も
の
を
も
っ
て
生
の
最
高
の
段
階
と

見
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
ギ
リ
シ
ア
の
人
間
学
の
全
特
質
は
現
れ
て
い
る
。
オ
リ
ュ
ン
ピ
ア
の
祭
に
集
っ
て
来

る
人
々
の
中
で
如
何
な
る
者
が
最
も
優
越
な
る
生
を
示
す
の
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
固
よ
り
そ
こ
で
飲
食
を
楽
し
む

者
で
も
な
け
れ
ば
、
ま
た
そ
こ
で
店
を
張
っ
て
金
銭
を
儲
け
よ
う
と
す
る
者
で
も
な
い
。
し
か
し
ま
た
そ
れ
は
そ

こ
で
催
さ
れ
る
種
々
な
る
競
技
に
自
ら
参
加
し
勝
利
を
占
め
て
名
誉
を
得
よ
う
と
す
る
人
々
で
も
な
い
。
最
高
の
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生
の
姿
を
現
す
者
は
こ
れ
ら
の
光
景
を
純
粋
に
観
る
た
め
に
来
た
者
、
即
ち
見
物
人
で
あ
る
。
今
日
の
我
々
に
と

っ
て
は
多
少
と
も
奇
異
の
感
を
抱
か
せ
る
こ
の
考
え
方
が
ギ
リ
シ
ア
に
於
け
る
人
間
の
存
在
の
解
釈
の
基
調
を
な

し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
観
想
的
な
る
理
論
的
な
る
生
の
形
態
が
社
会
的
な
る
実
践
的
な
る
生
の
形
態
の
上
に
お
か

れ
る
。
そ
し
て
我
々
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
絶
対
精
神
の
発
展
の
段
階
が
ま
さ
に
こ
れ
に
照
応
し
て
い
る
の
を
見
出
す
こ

と
が
出
来
る
。

次
に
我
々
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
の
概
念
を
と
っ
て
み
よ
う
。
我
々
は
こ
こ
に
於
て
も
ま
た
そ
れ
が
ギ
リ
シ
ア

的
、
特
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
で
あ
る
の
を
知
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
謂
う
歴
史
と
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
に
於
け
る
最
も
含
蓄
深
き
表
現
の
ひ
と
つ
に
属
す
る ejpivdosiV eijV aujtov 

に
外
な
ら
ぬ
。「
自
己
自
ら
へ
の
高

昇
」
と
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
ひ
と
つ
の
性
質
上
の
変
化
（ajlloivw

siV

）
で
あ
り
、
し
か
も

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
注
意
し
て
い
る
よ
う
に
、
し
ば
し
ば
反
対
の
状
態
か
ら
の
変
化
で
あ
る
、
こ
の
変
化
は
ま
た

ひ
と
つ
の
受
動
（pavscein

）
と
も
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
ひ
と
り
の
人
間
は
、
彼
が
人
間
と
い
う
種
族
に
属
す

る
の
故
を
も
っ
て
、
本
性
上
知
あ
る
者
と
な
る
可
能
性
（duvnamiV

）
を
有
す
る
。
し
か
し
若
し
彼
が
学
ぶ
こ
と

が
な
い
な
ら
ば
、彼
の
可
能
性
は
現
実
性
（ejnteleceiva

）
と
な
る
こ
と
な
く
、彼
は
無
知
に
と
ど
ま
る
で
あ
ろ
う
。

学
ぶ
と
い
う
こ
と
は
無
知
よ
り
そ
の
反
対
な
る
知
識
へ
の
変
化
で
あ
る
。と
こ
ろ
で
学
ぶ
に
は
教
え
る
者
が
あ
り
、
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こ
の
者
に
よ
っ
て
働
き
か
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
、
即
ち
受
動
の
過
程
が
あ
る
。
し
か
る
に
教
え
る
者
は
単
に
既

に
そ
の
知
識
を
所
有
す
る
（e[cein

）
―
―
こ
の
こ
と
は
単
に
可
能
性
に
在
る
こ
と
で
あ
る
―
―
ば
か
り
で
な
く
、

ま
た
そ
の
知
識
を
現
に
活
動
さ
せ
る（ejnergei:n

）―
―
こ
れ
が
現
実
性
に
在
る
こ
と
で
あ
る
―
―
の
で
な
け
れ
ば
、

教
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
た
だ
現
実
的
な
る
も
の
の
み
が
可
能
な
る
も
の
を
現
実
的
と
な
す
。
か
く
て
彼
は
学

ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
受
動
し
、
変
化
し
は
す
る
が
、
そ
の
受
動
は
、
他
の
場
合
で
は
破
滅
（fqorav

）
を
意
味
し
得

る
に
し
て
も
、
こ
の
場
合
で
は
彼
の
知
識
あ
る
者
で
あ
り
得
る
本
性
が
却
っ
て
救
済
と
保
存
（sw

thriva

）
を
得

る
こ
と
で
あ
り
、
従
っ
て
普
通
の
意
味
で
は
受
動
と
も
語
ら
れ
る
こ
と
の
出
来
ぬ
も
の
で
あ
る
。
受
動
と
変
化
と

は
こ
の
と
き
消
極
的
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
本
性
へ
向
っ
て
の
、
自
己
自
ら
へ
の
高
昇
で
あ
る
。
そ
こ
に
於
て
彼

の
本
性
は
発
揮
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
現
実
的
な
る
も
の
に
よ
っ
て
可
能
な
る
も
の
が
現
実
的

と
な
る
過
程
に
於
て
つ
ね
に
等
し
き
も
の
が
自
己
を
維
持
す
る
。
教
え
る
者
に
於
て
現
実
的
に
活
動
し
て
い
る
と

こ
ろ
の
も
の
、
ま
さ
に
そ
の
も
の
が
学
ぶ
者
に
於
て
現
実
的
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
全
体
の
過
程
に
於
て
最
後

に
到
達
さ
れ
る
も
の
は
恰
も
最
初
に
在
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が tevloV 

と
呼
ぶ
と
こ
ろ

の
も
の
は
実
に
斯
く
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
ゲ
ー
テ
は
、
全
く
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
る
思
想
の
上
に
立
っ
て
、

太
陽
（Sonne

）
を
見
得
る
眼
は
そ
れ
自
身
太
陽
的
（sonnenhaft

）
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
と
云
っ
た
。
眼
が
火
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を
見
得
る
の
は
そ
れ
が
火
的
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
も
と
よ
り
眼
は
外
に
火
が
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
自
身
は
火
的

で
あ
り
な
が
ら
、
火
を
見
る
こ
と
が
出
来
ぬ
。
眼
が
火
的
で
あ
る
の
は
可
能
性
に
於
て
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
現

実
的
な
る
火
に
よ
っ
て
眼
は
現
実
的
に
火
と
な
り
、
即
ち
火
を
見
る
。「
等
し
き
も
の
は
等
し
き
も
の
に
よ
っ
て
」

（to; o{moion uJpo; tou: oJmoivou

）
と
い
う
本
質
的
に
ギ
リ
シ
ア
的
な
る
原
理
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
斯
く
の
如
く

現
実
的
な
る
も
の
に
よ
っ
て
可
能
な
る
も
の
が
現
実
的
と
な
る
過
程
と
解
し
、
そ
こ
に
於
て
現
実
的
な
る
テ
ロ
ス

の
連
続
的
現
在
を
見
た
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
於
け
る
目
的
論
（Teleologie

）
と
は
こ
れ
以
外
の
こ
と
を
意
味

し
得
ず
、
ま
さ
し
く
こ
の
こ
と
で
あ
る
。
ド
ロ
イ
セ
ン
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の epivdosiV eijV aujtov 

の
概
念
を

も
っ
て
歴
史
に
於
け
る
時
間
を
考
え
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
あ
っ
て
も
実
に
そ
の
概
念
が
歴
史
の
原
型
で
あ
る
。
そ
し

て
我
々
が
こ
の
概
念
の
説
明
に
あ
た
っ
て
学
ぶ
と
い
う
過
程
を
例
に
と
っ
た
の
は
単
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
従
っ

た
の
み
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
既
に
夙
く
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
哲
学
的
思
想
の
う
ち
に
は
歴
史
を
「
人
間
教

育
」
と
見
る
思
想
が
存
在
し
て
い
た
。
レ
ッ
シ
ン
グ
が
こ
の
思
想
に
最
も
古
典
的
な
る
表
現
を
与
え
た
。
い
ま
人

間
教
育
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
謂
う
「
自
己
自
ら
へ
の
高
昇
」
と
し
て
解
す
る
な
ら
ば
、
我
々
は
恐
ら
く
誤
な
く

ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
の
概
念
を
捉
え
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
概
念
に
於
て
決
定
的
な
る
も
の
は
テ
ロ
ス

の
思
想
、
即
ち
結
果
が
端
初
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
と
同
一
で
あ
る
と
い
う
思
想
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
歴
史
を
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一
の
目
的
論
で
あ
る
と
み
る
と
き
、
そ
れ
は
全
然
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
テ
ロ
ス
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ
て
、
従
っ

て
我
々
は
そ
れ
を
カ
ン
ト
的
ま
た
は
フ
ィ
ヒ
テ
的
な
る
意
味
に
於
け
る
目
的
論
と
決
し
て
混
同
す
べ
き
で
は
な
い

の
で
あ
る
。
両
者
の
差
異
は
、
根
本
的
に
は
、
一
が
観
想
的
で
あ
る
の
に
反
し
て
、
他
は
実
践
的
で
あ
る
と
こ
ろ

に
あ
る
。
観
想
の
本
質
は
事
物
を
現
在
的
に
所
有
す
る
こ
と
に
あ
る
。
現
在
性
（G

egenw
ärtigkeit

）
が
完
全
で

あ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
は
単
に
所
謂
現
在
で
は
な
く
、
過
程
を
通
じ
て
常
住
に
現
在
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
観

想
的
意
味
に
於
け
る
目
的
論
は
か
か
る
現
在
性
の
表
現
で
あ
る
。
そ
れ
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
於
て
最
も
意
味
深

き
言
葉 parousiva 

に
よ
っ
て
表
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
現
在
性
の
概
念
は
ギ
リ
シ
ア
哲
学
に
於

け
る
根
本
概
念
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
は
如
何
に
ギ
リ
シ
ア
的
世
界
が
本
質
的
に
観
想
的
で
あ
っ
た
か
を
示
す
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
及
び
ヘ
ー
ゲ
ル
の
最
も
特
質
的
な
る
概
念
は
運
動
で
あ
る
。
し
か
し
我
々
は
こ
の
場
合
、
誤
解

さ
れ
易
い
よ
う
に
、
こ
れ
ら
二
人
の
思
想
家
に
於
け
る
運
動
の
概
念
を
も
っ
て
何
等
か
実
践
的
な
る
も
の
、
従
っ

て
ま
た
意
志
的
な
る
も
の
を
理
解
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
彼
等
に
あ
っ
て
運
動
は
観
想
的
意
味
の
も
の
で

あ
り
、
現
在
性
の
他
の
表
現
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
む
し
ろ
現
在
性
は
運
動
と
し
て
の
み
完
全
で
あ
り
得
る
。
こ

の
運
動
が
如
何
に
観
想
的
で
あ
る
か
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
最
も
完
全
な
運
動
者
と
し
た
神
の
概
念
を
思
い

起
す
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
と
な
ろ
う
。
彼
に
よ
れ
ば
、
神
は
「
思
惟
の
思
惟
」（novhsiV nohvsew

V

）
で
あ
る
、
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即
ち
観
想
を
純
粋
な
る
本
質
と
す
る
。
こ
の
も
の
は
更
に
「
第
一
運
動
者
」（to; prw

:ton kinou:n

）
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
、
し
か
し
他
を
運
動
さ
せ
る
に
あ
た
っ
て
も
そ
の

も
の
に
働
き
か
け
て
実
践
的
に
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
。
運
動
の
概
念
に
於
て
力
と
い
う
が
如
き
も
の
、
即
ち
意
志
的
な
る
如
何
な
る
も
の
も
考
え

ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
思
惟
を
本
質
と
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
絶
対
精
神
に
つ
い
て
も
我
々
は
究
極
は
同
様
の
こ

と
を
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

ヘ
ー
ゲ
ル
の
精
神
が
如
何
に
観
想
的
本
質
の
も
の
で
あ
っ
た
か
は
、
彼
に
於
け
る
自
由
の
概
念
を
思
い
起
せ
ば

明
瞭
と
な
ろ
う
。
―
―
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の nou:V  

も
ま
た
観
想
を
本
質
と
し
、
事
物
の
本
質
を
現
在
的
に
所
有

す
る
こ
と
の
最
も
完
全
な
仕
方
で
あ
っ
た
。
―
―
ヘ
ー
ゲ
ル
の
自
由
は
カ
ン
ト
的
な
意
味
、
即
ち
自
律
の
意
味
に

解
さ
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
カ
ン
ト
の
自
由
概
念
を
継
承
し
た
の
は
フ
ィ
ヒ
テ
で
あ
っ
て
（
シ
ェ
リ
ン
グ
で
は
な
く
）、

ま
た
ヘ
ー
ゲ
ル
で
は
も
と
よ
り
な
い
の
で
あ
る
。
自
律
的
な
る
意
志
と
し
て
の
自
由
に
つ
い
て
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於

て
は
何
処
に
も
語
ら
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
反
対
に
彼
は
こ
の
よ
う
な
概
念
を
排
斥
し
た
と
云
わ
れ
る
こ
と
が
出

来
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
ヘ
ー
ゲ
ル
は
歴
史
を
も
っ
て
自
由
の
意
識
に
於
け
る
進
歩
と
見
做
し
た
。
こ

の
と
き
自
由
が
何
を
意
味
し
た
か
を
知
る
た
め
に
我
々
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
あ
っ
て
自
由
の
反
対
が
何
で
あ
っ
た
か
を
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考
え
て
み
よ
う
。
自
由
の
反
対
は
非
自
由
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
愚
鈍
で
あ
る
。
そ
れ
は
精
神
が
自
己
自
ら
を
知

ら
ぬ
こ
と
若
く
は
な
お
自
己
自
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
状
態
、
詳

し
く
云
え
ば
、
知
的
な
不
完
全
の
状
態
で
あ
る
。
か
く
し
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
。
自
由
は
精
神
の
明
透
と
一
致
す
る
。
そ
れ
は
観
想
的
ま
た
は
理
論
的
な
意
味

を
主
と
す
る
と
こ
ろ
の
自
己
意
識
あ
る
い
は
自
覚
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
実
践
的
な
自
己
感
情
は
つ
ね
に
第
二
次
で

あ
り
、何
よ
り
も
自
己
認
識
0

0

が
主
内
容
を
な
し
て
い
る
。彼
は
論
理
学
の
第
二
版
の
序
文
の
中
で
云
っ
て
い
る
、「
知

的
な
る
そ
し
て
自
由
な
る
活
動
は
、
そ
れ
が
意
識
を
も
っ
て
行
わ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
能
的
な
活

動
か
ら
区
別
さ
れ
る
。
内
容
が
主
観
と
の
直
接
的
な
統
一
か
ら
主
観
に
対
す
る
対
象
性
に
持
ち
来
さ
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
精
神
の
自
由
は
始
ま
る
。」
自
由
と
は
精
神
の
自
己
認
識
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
精
神
の
本
来
の
行
為
は

そ
れ
が
そ
れ
自
ら
を
把
握
す
る
と
こ
ろ
の
思
惟
で
あ
る
。
自
己
意
識
の
内
容
は
精
神
の
自
己
享
受
（Selbstgenuss 

des G
eistes

）
で
あ
る
。

ま
こ
と
に
精
神
の
自
己
享
受
こ
そ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
魂
で
あ
る
、
そ
し
て
そ
れ
が
究
極
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
け

る
最
も
魅
力
あ
る
も
の
で
あ
る
。
精
神
は
自
己
の
一
切
の
歴
史
を
現
在
的
に
観
照
す
る
。
そ
こ
で
は
元
々
完
き
没

落
（U

ntergang

）
が
な
い
。
没
落
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
史
観
に
と
っ
て
は
過
渡
（Ü

bergang

）
と
し
て
映
ず
る
。
精
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神
は
無
限
な
る
形
成
と
変
態
の
過
程
に
於
て
自
己
自
ら
と
共
に
語
り
楽
し
む
永
遠
の
意
味
で
あ
る
。
嘗
て
在
り
し

如
何
な
る
も
の
も
精
神
に
と
っ
て
失
わ
れ
な
い
。
凡
て
の
も
の
は
、
禍
も
悪
も
矛
盾
も
、
和
解
さ
れ
、
救
済
さ
れ
、

保
存
さ
れ
る
。こ
の
よ
う
な
思
想
を
、ひ
と
の
す
る
よ
う
に
、保
守
主
義
の
名
を
も
っ
て
呼
ぶ
の
は
不
当
で
あ
ろ
う
。

我
々
は
そ
こ
に
観
想
的
な
る
生
の
最
も
雄
大
な
る
姿
を
見
出
し
て
驚
嘆
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
こ
の
よ
う
な
思

想
を
単
な
る
楽
天
主
義
と
解
す
る
の
は
あ
ま
り
に
軽
浮
で
あ
ろ
う
。「
世
界
歴
史
は
幸
福
の
土
地
で
な
い
」、
と
ヘ

ー
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学
の
ひ
と
つ
の
命
題
は
語
る
。
彼
が
我
々
に
教
え
る
の
は
、
歴
史
に
於
け
る
最
も
暗
き
も
の
の

上
に
さ
え
も
我
々
が
つ
ね
に
保
持
す
べ
き
と
こ
ろ
の
光
を
拡
が
ら
せ
る
見
方
で
あ
る
。

三

ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
於
け
る
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
が
簡
単
な
が
ら
指
摘
さ
れ
た
後
に
、
我
々
は
一
般
に
次
の
よ
う
に
言
う

こ
と
が
出
来
る
。ギ
リ
シ
ア
哲
学
の
諸
根
本
概
念
は
西
洋
思
想
の
全
体
の
歴
史
を
殆
ど
宿
命
的
に
支
配
し
て
お
り
、

ヘ
ー
ゲ
ル
に
至
る
ま
で
そ
れ
か
ら
自
由
で
な
い
。
と
こ
ろ
で
ギ
リ
シ
ア
哲
学
は
究
極
は
ひ
と
つ
の
最
も
優
越
な
る

意
味
に
於
け
る
存
在
論

0

0

0

で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ア
人
の
思
索
は
ど
こ
ま
で
も
存
在
論
に
視
野
を
限
定
さ
れ
、
そ
の
範
囲

内
に
於
て
活
動
し
て
い
る
。
従
っ
て
彼
等
に
と
っ
て
は
存
在
が
客
観
と
し
て
こ
れ
に
対
立
す
る
も
の
と
し
て
の
所
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謂
主
観
の
概
念
は
存
在
し
な
い
。
今
日
主
観
客
観
の
関
係
と
し
て
取
扱
わ
れ
て
い
る
認
識
論
の
問
題
も
彼
等
に
あ

っ
て
は
根
源
的
に
は
存
在
論
の
意
味
に
解
さ
れ
、
か
く
解
さ
れ
て
取
扱
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
近
代
の
意
味
に

於
け
る
「
主
観
」（Subjekt

）
に
当
る
言
葉
を
ギ
リ
シ
ア
語
は
も
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て

既
に
古
く
か
ら
、
エ
レ
ア
学
徒
や
デ
モ
ク
リ
ト
ス
に
於
て
、「
我
々
」（hJmei:V

）
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
、
こ
の

も
の
は
後
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
於
て
「
我
々
に
対
し
て
」（pro;V hJma:V

）
と
い
う
術
語
に
規
定
さ
れ
た
。
こ
の

場
合
「
我
々
」
と
は
主
観
で
も
な
く
、
ま
た
近
代
の
哲
学
用
語
に
於
け
る
「
自
我
」（Ich

）
で
も
な
く
、
ま
さ
に

我
々
で
あ
り
、
こ
の
現
実
的
な
る
、
社
会
的
な
る
存
在
と
し
て
の
我
々
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
、
存
在
な
ら
ぬ
も

の
、
存
在
を
超
越
す
る
も
の
と
し
て
の
「
価
値
」
の
概
念
も
ギ
リ
シ
ア
人
に
は
思
惟
し
難
き
も
の
で
あ
っ
た
。
プ

ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
は
種
々
な
る
価
値
的
規
定
を
含
む
に
拘
ら
ず
畢
竟
存
在
で
あ
る
。
ひ
と
は
屡
々
プ
ラ
ト
ン
の

イ
デ
ア
説
に
於
け
る
「
価
値
の
実
体
化
」（H

ypostasierung der W
erte

）
に
つ
い
て
語
る
。
け
れ
ど
も
価
値
が
そ

こ
に
於
て
初
め
て
実
体
と
な
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
ギ
リ
シ
ア
人
に
と
っ
て
、
従
っ
て
ま
た
プ
ラ
ト
ン
に
と
っ

て
も
、
価
値
の
問
題
は
最
初
か
ら
存
在
論
の
視
野
の
中
に
現
れ
、
そ
れ
以
外
の
領
域
に
於
て
現
る
べ
き
根
拠
が
現

実
に
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
他
の
展
望
は
元
々
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
は
原
理
的
に
規
定
し
て
言
う
、「
善
は
存
在
と
同
じ
だ
け
多
く
の
意
味
に
於
て
語
ら
れ
る
」（tajgato;n 
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ijsacw
:V levgetai tw

:/ o[nti

）。
善
の
語
ら
れ
る
諸
範
疇
は
存
在
の
語
ら
れ
る
諸
範
疇
に
等
し
い
と
考
え
ら
れ
た
の

で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
倫
理
学
は
善
の
存
在
論
と
も
呼
ば
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
近
世
の
倫
理

学
、
当
為
の
倫
理
学
の
意
味
に
解
し
て
、
そ
の
立
場
か
ら
解
釈
し
批
評
す
る
こ
と
は
全
然
誤
っ
た
道
を
辿
る
も
の

で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
第
二
に
、
ギ
リ
シ
ア
哲
学
は
存
在
論
と
し
て
ま
た
ひ
と
つ
の
特
性
を
も
っ
て
い
る
。
即
ち

そ
れ
の
諸
根
本
概
念
は
一
般
に
自
然
概
念

0

0

0

0

（N
aturbegriff

）
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
。
古
代
に
於
け
る

存
在
の
解
釈
は
、
固
よ
り
此
処
彼
処
に
少
数
の
例
外
は
あ
る
が
、
概
ね
、「
世
界
」、
従
っ
て
広
い
意
味
に
於
け
る

「
自
然
」
に
オ
リ
エ
ン
テ
ィ
ー
レ
ン
し
、
そ
れ
に
指
導
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
人
間
の
存
在
即
ち
生
を
解
釈
す

る
と
こ
ろ
の
根
本
概
念
も
、
根
源
的
に
は
、
生
そ
の
も
の
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
概
念
で
は
な
く
、
却
っ
て
自

然
の
領
域
の
う
ち
に
産
れ
、
そ
し
て
生
の
領
域
へ
移
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
自
然
の
存
在
が
ギ
リ
シ
ア
人
の

存
在
解
釈
に
於
て
「
存
在
の
モ
デ
ル
」
の
意
味
を
担
っ
て
い
る
。
彼
等
は
多
く
の
場
合
恰
も
太
陽
に
於
て
存
在
の

最
高
の
可
能
性
の
姿
を
見
た
。
プ
ラ
ト
ン
の
『
ポ
リ
テ
イ
ア
』
の
中
の
有
名
な
る
文
章
に
於
て
、
太
陽
は
実
に
神

（qeovV

）
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
―
―
そ
れ
は
ま
こ
と
に
在
る
存
在
、
真
の
存
在
以
外
の
も
の

で
な
い
―
―
を
理
解
し
よ
う
と
欲
す
る
者
は
、
ア
ク
ロ
ポ
リ
ス
に
登
っ
て
輝
く
太
陽
を
望
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
言

わ
れ
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
単
な
る
比
喩
以
上
の
意
味
を
含
蓄
す
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
『
形
而
上
学
』
そ
の
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他
に
於
て
神
に
つ
い
て
語
る
と
き
、
そ
れ
は
神
話
的
な
る
、
ま
た
は
神
学
的
な
る
意
味
を
も
っ
て
い
た
の
で
な
く
、

却
っ
て
主
と
し
て
存
在
論
的
な
る
意
味
に
於
て
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
場
合
神
と
は
、
輝
く
天
体

殊
に
太
陽
に
於
て
具
象
化
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
存
在
の
最
高
な
る
存
在
の
仕
方
に
対
す
る
表
現
で
あ
っ
た
。

ギ
リ
シ
ア
人
は
そ
こ
に
ま
た
彼
等
の
生
の
最
高
の
可
能
性
を
見
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
ギ
リ
シ
ア
の
存
在
論
の

諸
根
本
概
念
が
究
極
は
自
然
概
念
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
、
そ
れ
ら
の
も
の
を
キ
リ
ス
ト
教
の
神
学
の
内
部
へ
移
入

す
る
試
み
が
、
つ
ね
に
最
後
に
は
、
宗
教
的
意
識
そ
の
も
の
の
神
学
に
対
す
る
反
抗
、
従
っ
て
後
者
の
破
滅
を
も

っ
て
終
っ
た
と
い
う
こ
と
の
、
最
も
深
い
理
由
は
横
た
わ
っ
て
い
る
。
蓋
し
宗
教
的
意
識
に
と
っ
て
関
心
事
は
何

よ
り
も
人
間
の
存
在
、
生
で
あ
る
、
従
っ
て
こ
の
意
識
は
自
然
概
念
に
よ
っ
て
で
な
く
、
却
っ
て
た
だ
「
生
の
概

念
」（Lebensbegriff

）
に
よ
っ
て
の
み
充
全
に
表
現
さ
れ
得
る
か
ら
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ア
の
存
在
論
か
ら
の
こ

の
本
質
的
な
る
転
換
は
倫
理
に
関
し
て
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
於
て
、
学
問
の
上
で
は
デ
カ
ル
ト
に
於
て
、
初

め
て
企
て
ら
れ
た
と
見
做
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
転
換
を
普
遍
的
に
、
包
括
的
に
遂
行

し
よ
う
と
し
た
の
は
、
近
代
に
於
け
る
所
謂
「
生
の
哲
学
者
」（Lebensphilosoph

）
の
仕
事
で
あ
っ
た
で
あ
ろ

う
。
と
こ
ろ
で
、
第
三
に
、
ギ
リ
シ
ア
の
存
在
論
は
更
に
ま
た
他
の
ひ
と
つ
の
特
殊
な
性
格
に
よ
っ
て
鮮
か
に
さ

れ
て
い
る
、
観
想
的

0

0

0

と
い
う
こ
と
が
そ
れ
で
あ
る
。
然
る
に
こ
の
観
想
的
存
在
論
は
そ
の
観
想
の
特
殊
性
―
―
ひ



二
四
一

現
代
思
潮

と
び
と
は
屡
々
こ
れ
を
彫
刻
的
と
名
付
け
て
特
性
付
け
た
―
―
の
た
め
に
そ
れ
自
身
特
殊
な
根
本
規
定
を
担
っ
て

い
る
。
ギ
リ
シ
ア
的
存
在
の
根
本
規
定
の
一
つ
、
即
ち
現
在
性
（G

egenw
ärtigkeit

―parousiva

）
に
つ
い
て
は

既
に
述
べ
ら
れ
た
。
ギ
リ
シ
ア
人
に
と
っ
て
優
越
な
る
意
味
に
於
け
る
存
在
は
未
来
的
な
る
存
在
で
は
な
く
、
却

っ
て
現
在
的
な
る
存
在
と
し
て
解
釈
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
こ
の
存
在
論
の
い
ま
一
つ
の
根
本
規
定
は
限

定
性
（B

egrenztheit

―pevraV
【
ペ
ラ
ス
】）
で
あ
る
。
無
限
定
な
る
も
の
、
ま
た
無
限
な
る
も
の
で
は
な
く
し
て
、

却
っ
て
限
定
さ
れ
て
在
る
も
の
が
ギ
リ
シ
ア
人
に
と
っ
て
優
越
な
る
意
味
に
於
け
る
存
在
で
あ
っ
た
。
彼
等
の
存

在
論
の
右
の
二
つ
の
根
本
規
定
は
ま
さ
に
そ
れ
の
観
想
的
性
格
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
存
在
論
の
代
表

者
た
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
哲
学
に
於
け
る logovV 

の
重
要
な
る
位
置
を
定
め
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
蓋

し
ロ
ゴ
ス
、
従
っ
て
ま
た
ヌ
ー
ス
は
、
観
想
的
な
る
生
の
最
も
優
越
な
る
存
在
の
仕
方
に
属
し
、
こ
の
も
の
に
於

て
恰
も
存
在
の
右
の
二
つ
の
根
本
規
定
は
顕
に
さ
れ
る
。
語
る
と
い
う
こ
と
は
存
在
を
優
越
な
る
意
味
に
於
て
現

在
的
に
所
有
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
語
る
と
い
う
こ
と
の
根
本
的
な
る
機
能
は
存
在
を
限
定
す
る
こ
と
に
あ

る
。
然
し
な
が
ら
こ
れ
ら
二
つ
の
根
本
規
定
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
哲
学
に
於
け
る
、
そ
し
て
ま
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の

哲
学
に
於
け
る
、
か
の tevloV 

の
思
想
に
於
て
頂
点
に
達
す
る
。
蓋
し
優
越
な
る
意
味
に
於
け
る
現
在
性
は
、
先

に
も
記
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
過
程
を
通
じ
て
、
即
ち
運
動
に
於
て
つ
ね
に
現
在
的
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
べ
き
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で
あ
る
が
、
こ
の
運
動
に
於
け
る
ペ
ラ
ス
が
ま
さ
に
テ
ロ
ス
の
意
味
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
限
定
あ

る
、
テ
ロ
ス
的
な
る
運
動
は
、
唯
ひ
と
む
き
の
運
動
で
は
な
く
、
却
っ
て
か
の
天
体
の
運
動
の
如
く
、
円
運
動
で

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
既
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
完
全
な
る
存
在
の
姿
を
円
運
動
に
於
て
見
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
ま
た
言

う
ま
で
も
な
く
こ
の
思
想
を
承
け
継
い
で
い
る
。
そ
の
姿
が
永
遠
性
の
姿
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

か
く
て
今
や
我
々
の
問
題
は
斯
う
で
あ
る
。
一
体
ギ
リ
シ
ア
の
存
在
論
の
諸
概
念
を
も
っ
て
本
来
の
「
歴
史
」

は
把
握
さ
れ
、表
現
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
我
々
は
こ
の
問
題
を
問
う
こ
と
に
よ
っ
て
ま
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
、

特
に
そ
の
歴
史
哲
学
を
批
判
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
批
判
は
彼
の
思
想
と
本
質
的
な
る
類
縁
を
有
す
る

ヘ
レ
ニ
ズ
ム
の
批
判
を
も
っ
て
始
め
る
こ
と
が
出
来
、
そ
し
て
こ
の
批
判
は
、
西
洋
の
従
来
の
諸
思
想
が
ギ
リ
シ

ア
の
影
響
の
も
と
に
立
っ
て
い
る
限
り
、
一
般
に
こ
れ
ら
の
も
の
に
対
す
る
批
判
の
意
味
を
有
す
る
。
我
々
は
先

ず
概
括
的
に
次
の
如
く
言
っ
て
も
差
支
な
い
で
あ
ろ
う
。
ギ
リ
シ
ア
の
存
在
論
の
概
念
は
お
お
む
ね
自
然
概
念
で

あ
る
、
し
か
る
に
歴
史
は
人
間
中
心
的
な
る
概
念
、
む
し
ろ
根
源
的
に
は
人
間
の
存
在
そ
の
も
の
の
歴
史
性
を
意

味
す
る
、
歴
史
の
概
念
は
究
極
は
生
の
概
念
で
あ
り
、
従
っ
て
唯
こ
の
も
の
か
ら
し
て
の
み
充
全
に
解
釈
さ
れ
得

べ
き
で
あ
る
が
故
に
、
ギ
リ
シ
ア
の
存
在
論
の
概
念
と
は
む
し
ろ
対
立
す
べ
き
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ア
人
が
自
然

の
存
在
の
領
域
の
中
か
ら
産
れ
た
概
念
を
も
っ
て
人
間
の
存
在
の
領
域
を
解
釈
し
よ
う
と
し
た
の
と
は
反
対
に
、
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我
々
は
後
者
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
概
念
を
も
っ
て
む
し
ろ
前
者
を
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
存
在

論
に
於
て
ギ
リ
シ
ア
的
概
念
の
使
用
が
完
全
で
あ
れ
ば
あ
っ
た
ほ
ど
、
そ
れ
は
そ
の
も
の
の
前
提
で
あ
っ
た
と
こ

ろ
の
汎
神
論
に
内
在
す
る
宿
命
的
な
る
傾
向
で
あ
る
自
然
主
義
へ
次
第
に
深
く
陥
っ
て
行
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
歴

史
の
概
念
は
人
類
の
思
想
の
歴
史
に
於
て
、
ギ
リ
シ
ア
に
於
て
で
は
な
く
、
シ
ェ
リ
ン
グ
が
注
意
し
た
よ
う
に
、

却
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
の
地
盤
の
う
ち
に
産
れ
た
。
次
に
、
我
々
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
け
る
歴
史
的
時
間
が
特
に
優
越

な
る
ギ
リ
シ
ア
的
時
間
、
即
ち
「
現
在
性
」、
ド
ロ
イ
セ
ン
が
明
ら
さ
ま
に
自
己
を
告
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
特

に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の epivdosiV eijV aujtov 

で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
た
。
こ
の
ギ
リ
シ
ア
的
な
る
時
間
概

念
は
ま
た
実
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
思
想
を
、
そ
の
最
近
の
形
態
に
至
る
ま
で
、
浸
透
し
貫
徹
し
来
っ
た
と
こ
ろ
の
も

の
で
あ
る
。
そ
し
て
殊
に
歴
史
的
な
る
時
間
が
問
題
と
な
る
や
否
や
、
ひ
と
び
と
は
最
も
普
通
に
こ
の
時
間
概
念

に
そ
の
解
明
を
求
め
て
い
る
。
然
し
な
が
ら
我
々
は
ギ
リ
シ
ア
的
な
る
こ
の
概
念
に
対
し
て
全
く
他
の
時
間
概
念

を
所
有
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
。
恰
も
歴
史
概
念
の
誕
生
の
地
盤
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
キ
リ
ス
ト
教
に
於
け
る

か
の
終
末
観
（Eschatologie

）
の
中
に
は
ひ
と
つ
の
他
の
最
も
特
異
な
る
時
間
概
念
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
こ

に
現
れ
る
時
間
概
念
は
、
ギ
リ
シ
ア
の
そ
れ
が
現
在
性
を
意
味
す
る
の
と
違
っ
て
、
特
に
「
未
来
性
」
を
意
味
す

る
の
で
あ
る
。
前
者
が
特
に
非
連
続
性
を
示
し
て
い
る
の
は
、
後
者
が
既
に
云
っ
た
如
く
連
続
性
を
含
ん
で
い
る
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の
に
対
し
て
著
し
い
対
立
に
立
っ
て
い
る
。
何
故
に
、
ギ
リ
シ
ア
的
な
る
現
在
性
が
歴
史
的
時
間
の
範
疇
で
あ
っ

て
、
未
来
へ
あ
ら
ゆ
る
重
み
が
集
中
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
時
間
は
、
背
後
に
退
け
ら
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
未

来
性
に
こ
そ
歴
史
的
時
間
の
本
質
的
な
る
も
の
が
宿
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
か
く
考
え
る
こ
と
は

ギ
リ
シ
ア
的
時
間
が
究
極
は
一
の
自
然
概
念
で
あ
り
、
こ
れ
に
反
し
て
キ
リ
ス
ト
教
の
概
念
は
、
歴
史
の
概
念
も

含
め
て
、
生
の
概
念
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
え
ば
ま
こ
と
に
当
然
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
現
在
性
の
根
源
が

観
想
に
あ
っ
た
よ
う
に
、
未
来
性
は
人
間
の
存
在
の
実
践
に
基
礎
付
け
ら
れ
て
い
る
。
原
理
的
な
る
意
志
決
定
が

問
題
と
な
る
と
こ
ろ
、
そ
こ
に
初
め
て
未
来
な
る
時
間
は
そ
の
全
本
質
に
於
て
現
れ
る
。
そ
こ
で
は
連
続
性
で
な

く
ま
さ
に
非
連
続
性
が
決
定
的
な
る
契
機
と
し
て
意
味
を
有
す
る
。
こ
の
こ
と
に
関
聯
し
て
更
に
次
の
こ
と
が
あ

る
。
ギ
リ
シ
ア
的
意
味
に
於
け
る
現
在
性
は
究
極
は
一
の
自
然
概
念
で
あ
る
。
こ
の
自
然
概
念
が
生
の
解
釈
の
う

ち
へ
導
き
入
れ
ら
れ
る
と
き
、
現
在
性
は
も
は
や
現
在
性
の
本
質
を
維
持
し
得
な
い
。
こ
の
と
き
生
の
現
実
の
現

在
は
単
に
過
去
か
ら
の
過
程
の
結
果
乃
至
は
終
結
と
し
て
現
れ
、従
っ
て
そ
れ
自
身
過
去
に
属
す
る
こ
と
と
な
る
。

蓋
し
か
の
自
己
自
ら
へ
の
高
昇
が
か
の
テ
ロ
ス
的
運
動
と
し
て
構
造
付
け
ら
れ
て
い
る
限
り
、
現
在
は
過
去
の
終

末
で
あ
る
の
外
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
と
き
現
在
は
単
に
過
去
の
結
果
で
あ
る
の
み
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
同
時

に
未
来
へ
の
過
程
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
を
亡
失
す
る
。
そ
し
て
現
在
の
本
質
的
な
る
現
在
性
は
、
そ
れ
が
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最
も
具
体
的
に
過
程
的
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
即
ち
そ
れ
が
過
去
か
ら
の
過
程
の
到
着
点
で
あ
る
と
同
時
に
未

来
へ
の
過
程
の
出
発
点
で
あ
る
こ
と
、
む
し
ろ
両
者
の
統
一
で
あ
る
こ
と
の
う
ち
に
横
た
わ
っ
て
い
る
。
か
く
し

て
自
然
概
念
と
し
て
の
現
在
性
は
、
そ
れ
が
生
の
解
釈
の
た
め
の
概
念
と
な
る
と
き
、
却
っ
て
生
そ
の
も
の
の
現

在
性
を
否
定
す
る
こ
と
と
な
る
。
と
こ
ろ
で
歴
史
と
い
う
語
は
根
源
的
に
過
程
と
い
う
こ
と
と
聯
関
し
て
い
る
―

―
ド
イ
ツ
語
の G

eschichte 
（
歴
史
）
と
い
う
言
葉
が G

eschehen

（
出
来
事
）
と
い
う
言
葉
と
語
源
的
に
連
絡

し
て
い
る
の
を
考
え
て
み
る
が
よ
い
。
我
々
が
歴
史
の
概
念
の
も
と
に
表
象
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
が
最
初
に
そ
し

て
原
始
的
に
「
過
程
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
歴
史
と
呼
ば
る
べ
き
も
の
は
本
質
的
に
は
既
に
過
ぎ
去
っ
た
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
も

な
く
、
ま
た
な
お
在
る
と
こ
ろ
の
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
も
な
く
、
却
っ
て
現
に
在
る
と
こ
ろ
の
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
最

も
優
越
な
る
意
味
に
於
て
歴
史
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
普
通
に
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
過
去
で
は
な
く

し
て
、
却
っ
て
ま
さ
に
現
在
で
あ
る
。
若
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
現
在
を
な
お
過
去
に
転
化
し
て
し
ま
う
と
こ

ろ
の
ギ
リ
シ
ア
的
な
る
現
在
性
の
概
念
に
よ
っ
て
歴
史
の
現
実
的
な
る
概
念
の
基
礎
付
け
ら
れ
得
な
い
と
い
う
こ

と
は
明
瞭
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
更
に
、
前
に
も
云
っ
た
よ
う
に
、
次
の
こ
と
に
関
係
す
る
。
ギ
リ
シ
ア
の
存

在
論
の
諸
概
念
は
そ
の
根
源
を
観
想
の
う
ち
に
も
っ
て
い
る
。
然
る
に
歴
史
に
つ
い
て
は
我
々
は
本
来
こ
れ
を
観

照
す
る
と
か
、
観
察
す
る
と
か
と
語
る
こ
と
が
出
来
ぬ
。
歴
史
に
向
う
と
き
、
我
々
は
、
我
々
自
身
が
実
に
歴
史
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の
一
片
で
あ
り
、
従
っ
て
我
々
自
身
が
我
々
の
存
在
を
も
っ
て
そ
の
う
ち
に
織
り
込
ま
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
一
の

聯
関
―
―
作
用
聯
関
に
向
う
の
で
あ
る
、
と
語
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
我
々
が
歴
史
に
つ
い
て
語
る
各
の
言
葉

の
う
ち
に
或
る
意
味
で
我
々
は
自
己
自
身
に
つ
い
て
何
事
か
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
歴
史
に
つ
い
て
単
な
る

独モ
ノ
ロ
ー
グ
語
は
あ
り
得
な
い
。
我
々
は
自
ら
歴
史
と
し
て
歴
史
に
対
し
て
は
た
だ
対
デ
ィ
ア
ロ
ー
グ
話
を
な
し
得
る
の
み
で
あ
る
。
歴
史

的
研
究
の
必
然
性
は
ま
さ
に
我
々
自
身
が
そ
の
存
在
に
於
て
歴
史
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
恰
も
我
々
が

自
ら
歴
史
的
で
あ
る
が
故
に
、
我
々
は
真
面
目
に
歴
史
と
対
質
す
る
こ
と
な
し
に
は
―
―
固
よ
り
単
に
歴
史
を
観

照
す
る
こ
と
で
は
な
い
―
―
具
体
的
に
現
実
的
に
生
活
す
る
こ
と
が
不
可
能
に
さ
れ
て
い
る
。
歴
史
に
出
会
う
―

―
こ
れ
を
た
だ
美
的
に
眺
め
る
こ
と
で
な
く
―
―
こ
と
を
避
け
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
の
生
活
は
畢
竟
も
は
や
地
盤

な
き
、
従
っ
て
抽
象
的
な
る
生
活
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
生
は
自
己
疎
外
に
於
て
あ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
か
く

の
如
き
歴
史
的
研
究
の
唯
一
の
前
提
は
、
我
々
自
ら
が
我
々
の
存
在
そ
の
も
の
の
問
題
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
我
々
自
ら
が
危
機
に
あ
る
（kritisch

）
と
い
う
こ
と
が
歴
史
の
研
究
の

現
実
の
出
発
点
で
あ
る
。
然
る
に
か
か
る
出
発
点
を
有
す
る
歴
史
の
研
究
は
言
う
ま
で
も
な
く
批
判
的（kritisch

）

で
あ
る
の
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
観
想
的
な
る
ヘ
ー
ゲ
ル
は
遂
に
批
判
の
こ
の
意
味
を
解
す
る
こ
と
が
出
来
な
か

っ
た
。
彼
に
は
批
判
的
歴
史
的
研
究
の
必
然
性
を
生
そ
の
も
の
の
地
盤
か
ら
理
解
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
か
っ
た
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の
で
あ
る
。
こ
こ
に
我
々
は
歴
史
哲
学
者
と
し
て
の
ニ
ー
チ
ェ
の
意
味
の
重
大
さ
と
そ
の
思
想
の
射
程
の
遠
さ
と

を
見
る
の
で
あ
る
。

先
ず
簡
単
に
一
般
的
な
る
こ
と
を
記
し
て
お
こ
う
。
自
然
概
念
か
ら
生
の
概
念
へ
の
転
化
の
過
程
に
あ
っ
て
思

索
し
た
の
は
所
謂
生
の
哲
学
者
達
で
あ
っ
た
。
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
な
ど
か
ら
、
英
米
の

プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
、
フ
ラ
ン
ス
の
ベ
ル
グ
ソ
ン
哲
学
に
至
る
ま
で
、
凡
て
こ
の
列
に
属
し
て
お
り
、
ニ
ー
チ
ェ
は

勿
論
そ
の
一
人
、
そ
の
最
も
有
力
な
る
代
表
者
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
思
想
は
凡
て
、
哲
学
の
概
念
を
生
そ
の
も
の

の
中
か
ら
導
き
出
そ
う
と
す
る
努
力
と
苦
闘
と
の
、
或
い
は
意
識
的
な
る
、
或
い
は
無
意
識
的
な
る
表
現
で
あ

る
。
固
よ
り
彼
等
の
思
索
は
そ
の
行
き
詰
る
と
こ
ろ
多
く
の
場
合
再
び
自
然
概
念
に
助
け
を
求
め
よ
う
と
し
た
た

め
、
彼
等
の
哲
学
は
最
も
屡
々
運
命
的
な
る
悲
劇
の
表
現
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
等
の
破
滅
の
原
因
が
何
処

に
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
一
々
論
ず
る
こ
と
は
此
処
で
は
許
さ
れ
て
い
な
い
。
然
し
彼
等
に
共
通
な
る
、
そ
し
て
最

も
根
本
的
な
る
原
因
の
一
つ
を
挙
げ
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
実
に
斯
う
で
あ
る
。
人
間
の
生
は
、
彼
等
が
徹

底
的
に
こ
れ
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
限
り
、
や
は
り
生
の
哲
学
者
の
一
人
で
あ
る
ジ
ン
メ
ル
が
特
徴
付
け
た
よ
う

に
、「
断
片
の
性
格
」
を
も
っ
て
現
れ
る
。
と
こ
ろ
で
学
問
は
そ
の
学
問
性
と
し
て
体
系
を
要
求
す
る
か
の
如
く

見
え
る
。
そ
れ
故
に
彼
等
が
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
も
っ
て
断
片
的
に
そ
れ
自
身
断
片
の
性
格
を
有
す
る
生
の
表
現
を
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企
て
て
い
る
限
り
、
彼
等
の
概
念
は
生
の
概
念
で
あ
る
こ
と
が
出
来
た
。
然
る
に
ひ
と
た
び
彼
等
が
体
系
的
で
あ

ろ
う
と
欲
す
る
や
否
や
、
彼
等
に
対
し
て
断
片
的
な
る
生
は
も
は
や
概
念
を
提
供
し
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ

れ
で
は
生
は
現
実
に
断
片
の
性
格
を
有
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
は
生
が
単
に
個
人
的
な
も
の
と
し
て
体
験

さ
れ
、
把
握
さ
れ
て
、
そ
れ
が
社
会
的
に
把
握
さ
れ
な
い
限
り
、
肯
定
を
も
っ
て
答
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ

う
。
従
っ
て
そ
の
限
り
に
於
て
は
生
の
研
究
は
た
だ
天
才
的
な
る
、
し
か
し
断
片
的
な
る
、
直
観
に
俟
つ
の
ほ
か

な
い
で
あ
ろ
う
、
け
れ
ど
も
若
し
生
に
し
て
社
会
的
に
歴
史
的
に
把
握
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
も
は
や
断
片

の
性
格
は
現
れ
る
こ
と
が
出
来
ぬ
。
こ
の
と
き
初
め
て
我
々
は
自
然
概
念
を
借
り
る
こ
と
な
し
に
生
の
研
究
を
学

問
的
に
、
体
系
的
に
進
め
得
る
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
生
の
哲
学
者
、
中
に
も
今
我
々
の
取
り
出
し
た
ニ
ー

チ
ェ
の
意
味
は
、
生
を
自
然
概
念
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
生
そ
の
も
の
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
概
念
に
よ
っ
て

解
釈
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
横
た
わ
っ
て
い
る
。
か
く
言
う
と
き
、
恐
ら
く
ひ
と
は
ニ
ー
チ
ェ
の
生
の
概
念
が

ひ
と
つ
の
生
物
学
的
概
念
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
限
り
に
於
て
そ
れ
も
畢
竟
一
の
自
然
概
念
で
あ
る
と
言
っ
て
反

対
す
る
で
あ
ろ
う
。
然
し
な
が
ら
、
た
と
い
そ
れ
が
生
物
学
的
な
も
の
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
ニ
ー
チ
ェ
が
彼
の
生

の
概
念
に
よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
努
力
を
も
っ
て
保
証
し
よ
う
と
企
て
た
も
の
は
ま
さ
に
生
の
生
命
性
ま
た
は
生
あ
る

生
（Lebendigkeit des Lebens; lebendiges Leben

）
で
あ
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
彼
の
哲
学
の
意
義
は
恰
も
こ
こ
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に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
生
の
生
あ
る
こ
と
、
そ
れ
の
生
命
性
を
保
証
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
ニ
ー
チ
ェ
が
破
壊
し
た
と
こ
ろ
の
最
も
大
い
な
る
も
の
は
―
―
生
の
哲
学
の
他
の
偉
大
な
る
天
才
キ
ェ
ル
ケ

ゴ
ー
ル
に
於
て
も
そ
う
で
あ
っ
た
如
く
―
―
所
謂
有
機
体
説
（O

rganologie

）
で
あ
っ
た
。
有
機
体
の
概
念
は
特

に
生
の
概
念
、
そ
の
最
も
優
越
な
る
概
念
で
あ
る
と
こ
れ
ま
で
見
做
さ
れ
て
お
り
、
今
日
も
な
お
見
做
さ
れ
て
い

る
。
人
々
は
こ
の
概
念
を
も
っ
て
歴
史
的
共
同
体
或
い
は
歴
史
的
対
象
一
般
の
原
型
と
見
做
し
た
。
こ
の
見
方
は

所
謂
ド
イ
ツ
歴
史
学
派
の
中
で
最
も
愛
育
さ
れ
て
来
た
。
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
、
ア
ダ
ム
・
ミ
ュ
ー
ラ
ー
、
ウ
ィ
ル
ヘ
ル

ム
・
フ
ン
ボ
ル
ト
、
そ
の
他
ド
ロ
イ
セ
ン
に
至
る
ま
で
、
有
機
体
説
を
懐
い
て
い
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
も
そ
の
仲
間
で

あ
る
。
有
機
体
説
に
於
て
重
要
な
の
は
全
体
の
概
念
と
発
展
の
概
念
で
あ
る
。
有
機
的
な
る
も
の
の
世
界
に
あ
っ

て
は
一
切
の
個
々
の
も
の
は
全
体
に
依
属
し
て
発
展
す
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
哲
学
は
そ
れ
自
身
ひ
と
つ
の

歴
史
的
過
程
に
於
て
発
展
す
る
有
機
体
で
あ
る
。
哲
学
の
歴
史
に
於
て
個
々
の
体
系
は
全
体
に
於
け
る
そ
れ
の
位

置
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
特
殊
性
に
於
て
は
た
だ
「
真
理
の
契
機
」、
即
ち
全
体
へ
の
発
展
の
必
然

的
な
る
段
階
で
あ
る
。
恰
も
芽
は
花
が
開
け
ば
消
え
失
せ
、
花
は
実
が
結
べ
ば
滅
び
、
か
く
し
て
こ
れ
ら
植
物
の

諸
形
態
は
単
に
相
互
に
相
異
な
る
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
相
互
に
推
退
け
合
う
か
の
如
く
見
え
る
に
拘
ら
ず
、
そ

れ
ら
の
消
滅
的
な
る
本
性
は
そ
れ
ら
凡
て
を
同
時
に
植
物
な
る
有
機
的
統
一
体
の
契
機
と
な
し
、
一
切
の
必
然
性
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が
始
め
て
全
体
の
生
を
形
作
る
。
そ
の
よ
う
に
歴
史
に
於
け
る
哲
学
の
、
啻た
だ

に
相
異
な
る
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
相

矛
盾
す
る
と
こ
ろ
の
諸
体
系
は
、
哲
学
の
全
体
の
理
念
の
発
展
の
必
然
的
な
る
諸
契
機
と
し
て
こ
の
も
の
に
よ
っ

て
規
定
さ
れ
て
い
る
、
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
考
え
た
。
斯
く
の
如
く
に
し
て
有
機
体
説
に
於
け
る
全
体
と
発
展
と
の
二

つ
の
概
念
は
、保
存
0

0

の
概
念
、ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
謂
う
救
い（sw

thriva

）、ヘ
ー
ゲ
ル
の
謂
う
止
揚（A

ufhebung

）

の
概
念
に
於
て
そ
の
頂
点
に
達
し
て
合
す
る
。
後
者
は
記
す
、「
哲
学
の
歴
史
の
全
体
は
一
の
そ
れ
自
身
に
於
て

必
然
的
な
る
斉
合
的
な
る
進
行
で
あ
る
。
こ
の
進
行
た
る
や
そ
れ
自
身
に
於
て
、
そ
れ
の
理
念
に
よ
っ
て
規
定
さ

れ
て
い
る
が
故
に
、
合
理
性
的
で
あ
る
。
…
…
第
二
の
規
定
は
、
各
の
哲
学
は
必
然
的
で
あ
っ
た
し
ま
た
な
お
必

然
的
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
如
何
な
る
哲
学
も
没
落
し
終
る
こ
と
な
く
、
却
っ
て
凡
て
は
一
の
全
体
の
契
機
と
し
て

肯
定
的
に
哲
学
の
う
ち
に
保
存
さ
れ
て
い
る
。」
さ
て
如
何
な
る
意
味
で
ニ
ー
チ
ェ
は
有
機
体
説
に
対
立
し
て
い

る
の
で
あ
る
か
。
有
機
体
説
に
於
け
る
決
定
的
な
る
も
の
は
、
右
の
叙
述
か
ら
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
的
な
る
テ
ロ
ス
の
思
想
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
は
観
想
的
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
か
く
て
は
現
在

の
過
程
性
、
そ
の
歴
史
性
―
―
そ
し
て
生
の
生
命
性
は
ま
さ
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
が
出

来
る
―
―
は
、
既
に
述
べ
て
お
い
た
通
り
、
保
証
さ
る
べ
く
も
な
い
の
で
あ
る
。
現
在
を
一
の
過
渡
、
未
来
へ
の

道
程
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
が
ニ
ー
チ
ェ
の
生
の
概
念
に
と
っ
て
も
最
も
重
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
普
通
に
言
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わ
れ
る
彼
の
現
実
の
生
の
肯
定
の
思
想
も
ま
さ
し
く
こ
の
現
在
の
過
渡
性
の
最
も
真
実
な
る
把
握
の
要
求
の
あ
ら

わ
れ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
け
だ
し
過
渡
的
な
る
も
の
は
過
渡
的
な
る
も
の
と
し
て
見
逃
さ
れ
易
く
、
捕
捉
さ
れ
難

い
性
質
を
も
っ
て
い
る
が
故
に
、
却
っ
て
そ
れ
の
肯
定
が
明
ら
さ
ま
に
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
歴
史
学

派
の
有
機
体
説
は
、コ
ン
ト
や
ス
ペ
ン
サ
ー
な
ど
と
は
異
な
っ
て
、生
物
学
的
な
る
生
の
概
念
か
ら
で
は
な
く
、「
民

族
精
神
」
の
概
念
か
ら
発
し
な
が
ら
、
し
か
も
遂
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
る
自
然
概
念
を
も
っ
て
終
っ
た
。
こ

れ
に
反
し
て
、
ニ
ー
チ
ェ
は
生
物
学
的
な
る
概
念
か
ら
出
な
が
ら
、
却
っ
て
こ
の
も
の
を
生
の
概
念
の
意
味
に
解

釈
し
直
す
こ
と
を
知
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

か
く
て
ニ
ー
チ
ェ
に
と
っ
て
は
も
は
や
保
存
の
概
念
が
歴
史
に
於
て
決
定
的
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ

の
反
対
で
あ
る
。
我
々
が
歴
史
の
知
識
を
必
要
と
す
る
の
は
生
活
と
活
動
の
た
め
で
あ
っ
て
、
生
活
と
活
動
か
ら

背
く
た
め
で
は
な
い
。「
た
だ
歴
史
が
生
に
仕
え
る
限
り
、
我
々
は
歴
史
に
仕
え
る
こ
と
を
欲
す
る
」、
と
ニ
ー
チ

ェ
の
原
理
的
な
る
命
題
の
ひ
と
つ
は
言
う
。「
な
お
私
は
、
私
の
活
動
を
増
大
し
、
若
く
は
直
接
に
活
溌
に
す
る

こ
と
な
し
に
、
単
に
私
を
教
え
る
の
み
で
あ
る
と
こ
ろ
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
、
嫌
悪
す
る
」、
と
い
う
ゲ
ー
テ
の

言
葉
は
ニ
ー
チ
ェ
に
と
っ
て
歴
史
批
判
の
基
準
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
ニ
ー
チ
ェ
は
次
の
如
き
結
果
に
達
す

る
、
非
歴
史
的
な
る
も
の
と
歴
史
的
な
る
も
の
と
は
、
個
人
の
、
民
族
の
、
文
化
の
健
康
に
と
っ
て
同
様
に
必
要
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で
あ
る
。
我
々
は
、
生
が
歴
史
の
奉
仕
を
必
要
と
す
る
と
い
う
こ
と
と
、
そ
し
て
歴
史
の
過
剰
が
生
け
る
も
の
を

害
す
る
と
い
う
こ
と
と
を
、
同
様
に
明
噺
に
理
解
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
と
こ
ろ
で
三
つ
の
点
に
於
て
歴
史
は
生
け
る

も
の
に
属
し
て
い
る
、
即
ち
活
動
す
る
者
、
努
力
す
る
者
と
し
て
の
生
に
、
保
管
す
る
者
、
崇
拝
す
る
者
と
し
て

の
生
に
、
悩
め
る
者
、
解
放
を
要
す
る
者
と
し
て
の
生
に
。
こ
の
三
つ
の
見
地
に
於
て
歴
史
は
生
け
る
も
の
に
属

す
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
れ
ら
三
様
の
関
係
に
応
じ
て
三
つ
の
種
類
の
歴
史
が
区
別
さ
れ
得
る
、
即
ち
紀
念
物
的

歴
史
（die m

onum
entalische G

eschichte

）、
古
物
的
歴
史
（die antiquarische G

eschichte

）
又
び
批
判
的
歴

史
（die kritische G

eschichte
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
第
一
に
、
歴
史
は
何
よ
り
も
活
動
的
な
る
者
、
強
力
な
る
者
、

大
い
な
る
戦
を
戦
う
者
、
模
範
と
教
師
と
慰
安
者
と
を
必
要
と
し
て
し
か
も
彼
の
仲
間
、
彼
の
時
代
の
う
ち
に
見

出
し
得
ぬ
者
に
属
す
る
。
彼
は
歴
史
の
う
ち
か
ら
偉
大
な
る
行
為
、
偉
大
な
る
人
間
の
理
想
を
読
み
と
り
、
そ
れ

に
よ
っ
て
強
大
な
る
刺
戟
を
受
け
る
。
彼
は
そ
こ
か
ら
、
偉
大
な
る
も
の
が
一
回
は
嘗
て
あ
り
、
い
ず
れ
に
せ
よ

一
回
は
可
能
で
あ
っ
た
が
故
に
、
そ
の
故
に
ま
た
再
び
可
能
で
あ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
探
り
知
っ
て
、
彼

は
勇
敢
に
彼
の
道
を
進
む
。
第
二
に
、
歴
史
は
保
管
す
る
者
、
崇
拝
す
る
者
、
忠
実
と
愛
と
を
も
っ
て
彼
の
由
来
、

彼
の
系
統
を
回
顧
す
る
者
に
属
す
る
。
弱
小
な
る
も
の
、
制
限
さ
れ
た
も
の
は
、
古
物
を
尊
敬
す
る
人
間
の
魂
が

そ
れ
ら
の
も
の
を
保
管
し
、
そ
こ
に
彼
の
巣
を
作
っ
て
棲
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
品
位
と
尊
厳
と
を
維
持
す
る
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こ
と
が
出
来
る
。
ま
た
か
か
る
人
間
は
彼
の
故
郷
や
先
輩
に
結
び
つ
け
て
自
己
を
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
を

安
定
せ
し
め
る
。
然
し
な
が
ら
我
々
は
第
三
に
、
ひ
と
つ
の
他
の
歴
史
、
即
ち
批
判
的
歴
史
を
必
要
と
す
る
。
し

か
も
こ
の
も
の
も
生
の
た
め
に
必
要
な
の
で
あ
る
。
悩
め
る
者
、
解
放
を
求
め
る
者
は
、
生
き
得
る
た
め
に
、
過

去
を
破
壊
す
る
力
を
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
、
し
か
る
に
こ
の
こ
と
は
彼
に
と
っ
て
、
彼
が
過
去
を
法
廷
に
引
き
出
し
、

そ
れ
を
拷
問
に
か
け
、
最
後
に
罪
に
処
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
達
せ
ら
れ
る
。
蓋
し
あ
ら
ゆ
る
過
去
は
罪
せ
ら
れ
る

に
価
す
る
、
こ
れ
に
価
せ
ぬ
が
如
き
人
間
的
事
物
の
如
何
な
る
も
の
も
存
し
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
判
決
を

下
す
も
の
は
正
義
と
い
う
が
如
き
も
の
で
な
い
、
固
よ
り
恩
寵
で
は
な
い
、
却
っ
て
そ
れ
は
た
だ
生
、
か
の
暗
き
、

衝
動
す
る
、
飽
く
こ
と
な
く
自
己
を
意
欲
す
る
と
こ
ろ
の
力
で
あ
る
。
過
去
を
必
要
と
し
た
そ
の
同
じ
生
が
こ
こ

で
は
過
去
の
否
定
を
要
求
す
る
。
こ
れ
が
歴
史
の
生
に
対
し
て
な
し
得
る
奉
仕
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
各

の
個
人
、
民
族
は
そ
の
目
的
、
そ
の
力
、
そ
の
必
要
に
応
じ
て
つ
ね
に
若
干
の
過
去
の
知
識
を
、
或
い
は
紀
念
物

的
歴
史
と
し
て
、或
い
は
古
物
的
歴
史
と
し
て
、或
い
は
批
判
的
歴
史
と
し
て
、必
要
と
す
る
。
然
し
そ
の
知
識
は
、

純
粋
な
る
、
生
を
単
に
観
照
す
る
の
み
な
る
、
知
識
の
蓄
積
を
目
的
と
せ
る
人
々
の
た
め
の
知
識
で
は
な
く
、
却

っ
て
た
だ
生
の
目
的
の
た
め
の
、
従
っ
て
生
の
支
配
と
指
導
の
も
と
に
立
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
知
識
で
あ
る
。
歴

史
が
純
粋
の
学
問
0

0

で
あ
る
べ
き
こ
と
の
要
求
さ
れ
る
や
否
や
、そ
れ
は
生
に
と
っ
て
最
も
危
険
な
る
も
の
と
な
る
。
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今
や
生
は
も
は
や
支
配
す
る
こ
と
な
く
、
過
去
の
知
識
を
束
縛
す
る
こ
と
が
な
い
、
嘗
て
あ
り
し
一
切
の
も
の
が

人
間
に
襲
い
か
か
る
、
人
間
は
過
去
の
重
荷
を
負
わ
さ
れ
、
こ
の
眼
に
見
え
ぬ
、
暗
い
重
荷
は
彼
の
生
の
歩
行
を

困
難
に
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。
我
々
は
純
粋
な
る
認
識
、
学
問
に
仕
え
る
た
め
に
、
歴
史
を
取
扱
う
べ
き
で
は
な

い
、
生
の
拘
束
の
も
と
に
立
っ
て
い
な
い
限
り
、
歴
史
は
我
々
の
生
け
る
生
そ
の
も
の
を
知
識
の
過
剰
と
贅
沢
に

よ
っ
て
圧
迫
す
る
と
い
う
結
果
と
な
る
。
歴
史
を
覚
醒
す
る
と
い
う
こ
と
は
、そ
れ
か
ら
単
に
物
語（G

eschichte

）

の
ほ
か
出
て
来
ず
、
如
何
な
る
出
来
事
（G

eschehen

）
も
ま
さ
に
産
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
。

単
に
過
去
の
認
識
の
増
加
を
の
み
求
め
る
者
を
、
ニ
ー
チ
ェ
は
「
教
養
あ
る
俗
人
」（B

ildungsphilister

）
と
呼

ん
で
つ
ね
に
最
も
軽
蔑
し
て
い
る
。
一
切
の
行
動
に
は
忘
却
が
属
す
る
、
生
に
は
光
の
み
な
ら
ず
ま
た
闇
が
属
し

て
い
る
。
そ
れ
故
に
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
け
る
が
如
き
、
一
切
の
過
去
を
明
る
み
に
於
て
保
存
す
る
と
い
う
歴
史
の
概

念
、
従
っ
て
ま
た
生
の
概
念
を
ニ
ー
チ
ェ
は
破
砕
す
る
。
束
縛
さ
れ
る
こ
と
な
く
支
配
し
、
あ
ら
ゆ
る
そ
の
帰
結

を
導
く
と
こ
ろ
の
歴
史
感
は
、
未
来
の
地
盤
を
奪
い
去
る
と
い
う
こ
と
を
ニ
ー
チ
ェ
は
洞
察
し
た
。
活
動
と
生
活

に
は
非
歴
史
的
な
る
も
の
、
即
ち
忘
却
し
得
る
能
力
が
必
要
で
あ
る
。
固
よ
り
そ
の
た
め
に
は
歴
史
的
な
る
も
の

も
要
求
さ
れ
る
、
し
か
し
こ
の
も
の
も
畢
竟
活
動
と
生
活
と
に
仕
え
る
限
り
に
於
て
の
み
意
味
を
有
す
る
の
で
あ

る
か
ら
、
歴
史
的
な
る
も
の
の
限
界
は
非
歴
史
的
な
る
も
の
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。
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さ
て
、
同
じ
く
生
の
哲
学
者
の
列
に
な
ら
ん
で
い
る
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
ニ
ー
チ
ェ
を
評
し
て
云
っ
て
い
る
、
ニ

ー
チ
ェ
の
偉
大
は
彼
が
生
を
生
そ
の
も
の
か
ら
解
釈
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
、
け
れ
ど
彼
の
制
限
は
彼
が

生
の
歴
史
性
に
つ
い
て
理
解
し
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
横
た
わ
っ
て
い
る
。
我
々
は
こ
の
言
葉
を
捉
え
る
こ
と
に
よ

っ
て
現
代
に
対
す
る
ニ
ー
チ
ェ
の
意
義
を
明
瞭
に
す
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
彼
の
業
績
が
自
然
概
念
に
対

し
て
生
の
概
念
を
樹
て
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
見
た
我
々
は
、
彼
の
偉
大
と
し
て
デ
ィ
ル
タ
イ
が
掲
げ
て
い
る
と
こ

ろ
に
全
然
賛
同
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
然
し
な
が
ら
問
題
は
デ
ィ
ル
タ
イ
が
ニ
ー
チ
ェ
の
弱
点
と
し
て
挙
げ
た
と
こ

ろ
の
も
の
に
係
わ
っ
て
い
る
。
果
た
し
て
ニ
ー
チ
ェ
は
生
の
歴
史
性
に
関
し
て
何
事
も
知
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る

か
。
我
々
は
デ
ィ
ル
タ
イ
に
も
拘
ら
ず
否
と
答
え
よ
う
と
思
う
。
デ
ィ
ル
タ
イ
が
我
々
と
は
反
対
に
考
え
た
の
は

彼
に
於
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
的
思
想
、
即
ち
観
照
的
歴
史
観
、
彼
が
ド
イ
ツ
歴
史
学
派
と
共
に
分
っ
て
い
る
思
想
、

即
ち
歴
史
観
に
於
け
る
審エ
ス
テ
テ
ィ
ス
ム
ス

美
主
義
に
基
づ
く
の
で
あ
る
。
歴
史
の
本
性
に
し
て
若
し
か
の
保
存
に
あ
る
と
す
る
な

ら
ば
、
ニ
ー
チ
ェ
は
最
も
非
歴
史
的
な
る
思
想
家
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
然
し
な
が
ら
歴
史
を
否
定
し
、
破
壊
し

よ
う
と
い
う
こ
と
も
ま
た
歴
史
的
意
識
に
属
す
る
。
し
か
も
ニ
ー
チ
ェ
は
単
純
に
、
或
い
は
現
代
を
永
遠
の
も
の

と
す
る
た
め
に
、
歴
史
を
否
定
す
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
彼
は
生
の
歴
史
性
を
知
る
が
故
に
、
我
々
の
生
が
過

去
に
よ
っ
て
退
引
な
ら
ず
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
痛
感
す
る
が
故
に
、
ま
さ
に
そ
の
た
め
に
歴
史
を
否
定
す
る
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の
で
あ
る
、
彼
の
文
明
批
評
は
凡
て
恐
ら
く
こ
の
意
識
か
ら
出
発
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
私
が
右
に
叙
述
し
た
思

想
の
現
れ
て
い
る
文
章
『
生
に
対
す
る
歴
史
の
益
と
不
利
』
を
ニ
ー
チ
ェ
は
「
時
代
は
ず
れ
の
考
察
」
と
名
付
け

た
。
即
ち
歴
史
を
そ
れ
自
身
歴
史
的
な
る
生
、
換
言
す
れ
ば
時
代
と
の
関
係
に
於
て
評
価
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
文
章
を
余
り
に
知
的
な
、
理
論
的
楽
天
的
な
、
学
問
を
神
化
し
つ
つ
あ
る
と
こ
ろ
の

彼
の
時
代
、
ひ
と
つ
の
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
的
時
代
に
対
す
る
抗
議
と
し
て
書
い
た
。
そ
れ
の
み
で
な
い
、
彼
は

歴
史
的
意
識
が
ひ
と
つ
の
理
論
的
、
学
問
的
意
識
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
実
に
生
そ
の
も
の
の
う
ち
に
根

差
し
て
い
る
意
識
で
あ
る
こ
と
を
誰
よ
り
も
よ
く
理
解
し
て
い
た
筈
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
が
学
問
と
し
て
の

歴
史
に
対
立
せ
し
め
た
と
こ
ろ
の
、
紀
念
物
的
、
古
物
的
、
批
判
的
と
い
う
三
つ
の
種
類
の
歴
史
は
我
々
の
生
そ

の
も
の
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
み
る
歴
史
的
意
識
の
表
現
に
外
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
固
よ
り
こ
れ
ら
の
歴
史
的

意
識
と
雖
も
そ
れ
が
過
剰
と
な
る
場
合
に
は
、
生
か
ら
産
れ
て
単
に
仕
え
る
と
い
う
そ
れ
の
本
来
の
機
能
を
果
さ

な
く
な
り
、
却
っ
て
生
を
抑
圧
す
る
に
到
る
こ
と
を
ニ
ー
チ
ェ
は
注
意
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
何
よ
り

も
ニ
ー
チ
ェ
が
生
の
歴
史
性
に
於
て
現
在
、
そ
し
て
そ
れ
に
関
係
し
て
未
来
に
重
心
を
見
出
し
た
と
い
う
こ
と
を

示
す
。
歴
史
的
知
識
の
過
剰
と
過
度
を
彼
が
非
難
す
る
の
は
そ
れ
が
未
来
の
地
盤
を
奪
い
去
る
こ
と
、
そ
れ
が
生

の
未
来
へ
向
う
と
こ
ろ
の
実
践
的
活
動
を
無
力
に
す
る
こ
と
の
た
め
で
あ
っ
た
。
観
想
的
よ
り
実
践
的
へ
、
保
守
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現
代
思
潮

的
よ
り
破
壊
的
へ
、
歴
史
的
意
識
の
斯
く
の
如
き
転
換
に
あ
っ
て
、
ニ
ー
チ
ェ
は
実
に
現
代
の
意
識
の
最
も
重
要

な
る
発
端
に
立
っ
て
い
る
。

現
代
思
想
の
歴
史
に
於
て
ニ
ー
チ
ェ
が
斯
く
の
如
き
位
置
を
占
め
て
い
る
に
拘
ら
ず
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
そ
れ
を

十
分
に
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
彼
は
ニ
ー
チ
ェ
の
半
面
を
正
し
く
評
価
し
た
の
み
で
あ
っ
て
―
―
勿

論
こ
れ
だ
け
で
も
デ
ィ
ル
タ
イ
の
功
績
は
少
な
く
な
い
―
―
、
他
の
半
面
を
理
解
し
得
な
か
っ
た
。
こ
れ
が
デ
ィ

ル
タ
イ
の
―
―
彼
は
言
う
ま
で
も
な
く
最
近
に
於
け
る
最
も
優
れ
た
歴
史
家
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
―
―
制
限
で
あ

る
。
若
し
我
々
が
ニ
ー
チ
ェ
の
制
限
を
た
づ
ね
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
我
々
は
こ
れ
を
デ
ィ
ル
タ
イ
と
は
違
っ
た

方
面
に
求
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
生
の
歴
史
性
（G

eschichtlichkeit des Lebens

）
を
ま
こ
と
に
誰
に

も
ま
し
て
明
ら
か
に
理
解
し
た
が
、
歴
史
の
生
命
性
（Lebendigkeit der G

eschichte

）
に
つ
い
て
は
そ
れ
を
そ

の
固
有
な
る
意
味
に
於
て
把
握
し
得
な
か
っ
た
。
デ
ィ
ル
タ
イ
に
歴
史
の
生
命
性
の
思
想
が
単
純
に
欠
け
て
い
る

の
で
は
な
い
、
或
る
意
味
で
は
こ
の
思
想
も
ま
た
彼
に
於
て
最
も
鮮
か
に
現
れ
て
い
る
、
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
出

来
る
。
然
し
な
が
ら
歴
史
の
生
命
性
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
に
あ
っ
て
は
、
歴
史
が
生
の
表
現
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、

生
の
表
現
な
ら
ぬ
が
如
き
歴
史
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
し
か
る
に
我
々
が
こ
こ
に
歴
史
の
生
命

性
と
謂
う
の
は
、
単
に
そ
の
こ
と
ば
か
り
で
は
な
く
、
却
っ
て
ま
た
歴
史
の
歴
史
性
が
過
程
性
に
あ
る
と
い
う
こ
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と
、そ
し
て
特
に
現
代
を
過
去
の
過
程
の
結
果
で
あ
る
と
同
時
に
未
来
へ
の
過
程
と
し
て
把
握
す
る
と
い
う
こ
と
、

を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
一
言
に
し
て
云
え
ば
、
歴
史
と
は
、
普
通
に
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
過
去
の
歴
史

0

0

0

0

0

の
み
を
意
味
す
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
特
に
現
代
の
歴
史

0

0

0

0

0

を
意
味
す
る
。
歴
史
の
歴
史
性
は
現
代
の
歴
史
に
於
て

顕
に
な
る
。
斯
く
の
如
き
固
有
な
る
意
味
に
於
け
る
歴
史
の
生
命
性
を
デ
ィ
ル
タ
イ
は
遂
に
把
握
す
る
こ
と
が
出

来
な
か
っ
た
。
彼
の
哲
学
の
根
本
命
題
は
「
生
を
生
そ
の
も
の
か
ら
理
解
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の

根
本
命
題
の
遂
行
に
あ
た
っ
て
彼
が
解
明
し
た
と
こ
ろ
の
所
謂
「
生
の
範
疇
」
は
従
来
の
哲
学
を
支
配
し
て
い
た

多
く
の
自
然
概
念
を
破
壊
し
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
に
於
け
る
彼
の
功
績
は
も
は
や
争
わ
れ
る
こ
と
が
出
来
な

い
。
然
し
な
が
ら
、
生
を
生
そ
の
も
の
か
ら
理
解
す
る
と
い
う
彼
の
哲
学
的
思
索
の
支
配
的
な
る
衝
動
に
も
拘
ら

ず
、
彼
の
思
索
の
観
想
的
性
質
は
彼
の
哲
学
に
い
ま
述
べ
た
よ
う
な
制
限
を
お
い
た
。
こ
の
制
限
を
彼
に
与
え
た

の
は
彼
に
於
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
は
ド
イ
ツ
歴
史
学
派
を
通
じ
て
彼

に
影
響
し
た
。
そ
し
て
ド
イ
ツ
歴
史
学
派
を
含
め
た
最
も
広
い
意
味
に
於
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
は
、
苟
も
歴
史
に

つ
い
て
語
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
は
、今
日
も
な
お
そ
の
影
響
す
る
力
を
弱
め
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。そ
こ
で
我
々

の
次
の
課
題
は
、
こ
の
観
想
的
、
審
美
主
義
的
歴
史
観
を
、
デ
ィ
ル
タ
イ
を
始
め
と
し
て
、
そ
の
他
一
二
の
有
力

な
る
現
代
の
思
想
家
の
中
に
追
究
す
る
こ
と
に
あ
る
。
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現
代
思
潮

四

デ
ィ
ル
タ
イ
の
哲
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
」

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
彼
の
哲
学
的
思
惟
に
於
け
る
支
配
的
な
る
衝
動
で
あ
っ
た
。
思
惟
も
生
の
背
後
に

溯
る
こ
と
が
出
来
な
い
、
却
っ
て
生
そ
の
も
の
の
う
ち
に
思
惟
の
諸
形
式
、
諸
原
理
及
び
諸
範
疇
に
於
て
現
れ
、

顕
に
な
る
と
こ
ろ
の
全
き
聯
関
が
含
ま
れ
て
い
る
が
故
に
、
現
実
的
存
在
の
認
識
は
あ
る
の
で
あ
る
。
然
し
な
が

ら
生
を
生
そ
の
も
の
か
ら
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
は
如
何
に
し
て
学
問
性
を
有
し
得
る
の
で
あ
る
か
。
生
は
生
そ

の
も
の
に
と
ど
ま
る
と
き
に
は
、
ジ
ン
メ
ル
の
謂
う
か
の
「
断
片
性
」
の
性
格
を
担
い
、
従
っ
て
我
々
は
フ
リ
ー

ド
リ
ヒ
・
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
や
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ニ
ー
チ
ェ
の
よ
う
に
た
だ
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
も
っ
て
断
片
的
に
我
々

の
認
識
を
表
現
す
る
の
ほ
か
な
い
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
関
し
て
デ
ィ
ル
タ
イ
は
こ
れ
ら
の
生
の

哲
学
者
達
に
ま
さ
に
一
歩
を
進
め
る
。
生
は A

n sich 
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
却
っ
て
文
化
の
諸
客
観
態
に
ま

で
自
己
を
表
現
す
る
。
生
の
こ
の Für sich 

に
於
け
る
客
観
的
な
る
表
現
が
恰
も
歴
史
の
内
容
で
あ
る
。
デ
ィ
ル

タ
イ
が
生
の
歴
史
性
と
謂
う
と
き
、
そ
れ
は
単
に A

n sich 
に
於
け
る
生
の
性
格
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
の
で
は

な
く
、
却
っ
て
ま
さ
に
そ
の Für sich 

へ
の
、
客
観
化
へ
の
傾
向
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
故
に
生
は
生
そ
の
も
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の
か
ら
理
解
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
命
題
は
、
彼
に
あ
っ
て
は
、
一
方
で
は
、
生
は
生
の
客
観
的
形
態
と
し
て

の
歴
史
を
通
じ
て
理
解
さ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
他
方
で
は
、
文
化
の
歴
史
の
理
解
は
根
源
的

な
る
体
験
と
し
て
の
生
そ
の
も
の
か
ら
な
さ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
表
現
で
あ
る
。
彼
の
教
師

で
あ
っ
た
の
は
ま
さ
し
く
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
で
な
く
、
ま
た
ニ
ー
チ
ェ
で
も
な
く
、
む
し
ろ
実
に
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ

ッ
ハ
ー
で
あ
り
、
ま
た
ヘ
ー
ゲ
ル
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
の
研
究
は
デ
ィ
ル
タ
イ
が
生

涯
の
事
業
と
し
て
自
己
に
課
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
彼
は
云
う
、「
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
。」
精
神
生

活
の
う
ち
に
根
源
的
に
働
い
て
い
る
宗
教
的
な
る
体
験
が
一
切
の
教
理
、
儀
礼
及
び
宗
教
的
共
同
生
活
の
組
織
即

ち
教
会
、
教
団
等
の
根
源
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
が
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
の
宗
教
論
に
於
け
る
偉
大
な

る
発
見
で
あ
っ
た
、
と
デ
ィ
ル
タ
イ
は
考
え
る
。
し
か
る
に
ニ
ー
チ
ェ
は
生
の
歴
史
に
於
け
る
客
観
化
に
深
い
問

題
を
認
め
ず
、
従
っ
て
生
そ
の
も
の
が
客
観
的
な
る
歴
史
を
通
じ
て
解
明
さ
れ
得
る
可
能
性
に
重
大
な
意
味
を
認

め
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
反
し
て
デ
ィ
ル
タ
イ
は
主
張
す
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
。」「
人
間
が
何
で
あ
る
か
、
そ
れ
を
彼
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現
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思
潮

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
史
に
よ
っ
て
知
る
の
で
あ
る
。」
と
こ
ろ
で
若
し
こ
の
よ
う
に
生
の
理
解
が
歴
史
的
客
観
態
の
媒

介
を
通
じ
て
な
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
の
認
識
は
分
析
的
で
あ
り
、
客
観
的
で
あ
り
、
学
問
的
方
法
的
で

あ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

さ
て
デ
ィ
ル
タ
イ
に
よ
れ
ば
全
体
の
生
は
次
の
如
き
構
造
を
有
す
る
。
生
の
第
一
の
契
機
は
体
験
（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
条
件
の
も
と
に
立
っ
て
い
る
。
各
の
外
的
な
る
事
物
と

雖
も
私
に
と
っ
て
は
た
だ
意
識
の
事
実
若
く
は
過
程
の
結
合
と
し
て
の
み
現
実
的
に
与
え
ら
れ
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
。
け
れ

ど
も
我
々
は
こ
の
命
題
を
、
ロ
ッ
ク
流
、
ヒ
ュ
ー
ム
流
の
経
験
主
義
的
認
識
論
ま
た
は
カ
ン
ト
流
の
先
験
哲
学
的

認
識
論
が
な
し
た
如
く
、
主
知
主
義
的
に
転
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。
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
な
い
。
却
っ
て
そ
れ
は
衝
動
、
意
志
並
び
に
感
情
の
中
に
含
ま
れ
た

聯
関
そ
の
も
の
の
う
ち
に
こ
そ
横
た
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
単
な
る
表
象
に
と
っ
て
は
外
界
は
ど
こ
ま
で
も
た

だ
現
象
で
あ
る
の
み
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
我
々
の
自
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我
と
共
に
外
界
の
実
在
性
は
確
実
に
基
礎
付
け
ら
れ
る
。
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
乃
至
表
象
は
こ
の
中
心
か
ら
し
て
与
え
ら
れ
た

感
情
の
色
ど
り
に
よ
っ
て
注
意
の
う
ち
に
引
き
上
げ
ら
れ
、
知
覚
と
そ
れ
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
喜
び
或
い
は
苦
痛
、
恐
怖
、
憤
怒
が
結
び
つ
く
。
か
く
て
我
々
の
存
在
の
一
切

の
深
奥
は
動
か
さ
れ
る
。
そ
し
て
恰
も
そ
こ
か
ら
し
て
更
に
苦
痛
か
ら
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
。
そ
の
際
最
も
決
定
的
な

こ
と
は
、
一
の
状
態
か
ら
他
へ
の
諸
推
移
、
一
か
ら
他
へ
導
く
と
こ
ろ
の
動
作
が
内
的
経
験
そ
の
も
の
に
属
す
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
構
造
的
な
る
全
体
的
な
る
聯
関
そ
の
も
の
が
ま
さ
に
体
験
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
か
く
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
お
ら
ぬ
。
そ
れ
は
合
成
物
で
な
く
、
感
覚
元
素
或
い
は
感
情
元
素
の
協
働
の
結
果
で
は
な
い

の
で
あ
る
。
精
神
生
活
に
あ
っ
て
は
聯
関
が
つ
ね
に
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
な
い
。
聯
関
は
「
生
そ
の
も
の
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
概
念
」
で
あ
っ
て
、
我
々
の
思
惟
が
そ
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こ
に
持
ち
込
ん
だ
若
く
は
附
け
加
え
た
概
念
な
の
で
は
な
い
。こ
の
よ
う
に
精
神
生
活
の
構
造
が
絶
え
ず
活
動
し
、

我
々
の
意
識
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
る
表
象
や
状
態
が
い
つ
も
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
、
全
体
に
於
け
る
一
の
機
能
ま
た
は
動
作
と
な
る
。
我
々
は

た
だ
抽
象
に
よ
っ
て
の
み
そ
れ
を
固
定
し
た
、
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
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
成
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
、
彩
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
は
、
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
。
こ
の
よ
う
に
し
て
心
象
も
ま
た
ひ
と
つ
の
衝
動
的
な
力
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
。
し
か
る
に
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
れ
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
も
の
へ
の
、
並
び
に
希
望
、
期
待
、
配
慮
、
欲
求
に
於
て
現
れ
る
未
来



二
六
四

的
な
る
も
の
へ
の
か
か
る
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
で
は
な
い
―
―
に
よ
っ
て
聯
関
に
於
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
れ
の
構
造
は
過
程
に
よ
っ
て
媒
介
さ

れ
て
い
る
。
そ
れ
は
単
な
る
現
在
で
は
な
い
、
現
在
の
意
識
の
う
ち
に
既
に
過
去
と
未
来
と
を
含
ん
で
い
る
。
現

在
の
具
体
的
な
る
意
識
は
過
去
と
未
来
と
を
自
己
の
う
ち
に
宿
す
。
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
で
あ
る
。
か
く
し
て
体
験
は
つ
ね
に
与
え
ら
れ
た
特
殊
よ
り
全
体
へ
と

進
む
。
こ
こ
に
生
の
範
疇
と
し
て
最
も
包
括
的
な
る
「
意
味
」
の
範
疇
が
与
え
ら
れ
る
。
生
の
範
疇
は
先
験
的
に

生
に
対
し
て
適
用
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
生
そ
の
も
の
の
本
質
の
う
ち
に
横
た
わ
っ
て
い
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
部
分
の
全
体
に
対
す

る
関
係
を
表
す
。
こ
の
意
味
を
我
々
は
、
恰
も
文
章
に
於
け
る
単
語
の
意
味
が
そ
の
前
後
の
関
係
か
ら
理
解
さ
れ

る
如
く
、
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
成
が
含
む
と
こ
ろ
の
諸
関
係
の
う
ち
に
横
た
わ
っ
て

い
る
。
と
こ
ろ
で
生
の
構
造
の
中
心
を
な
す
も
の
は
衝
動
の
束
で
あ
る
。
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
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は
そ
れ
の
結
合
が
衝
動
の
満
足
と
幸
福
を
喚
び
起
し
、
苦
痛
を
防
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
。
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
」
の
性
格
を
担
う
。
合
目
的
性
は
一
の
自
然
概
念
で
は
な
い
。「
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
。」
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
。
し
か
る
に
こ
の
生
の
経
過
の
う
ち
に
合
目
的
的
関
係
は
内
住
す
る
。
こ
こ
に
「
発
展
」
が

生
の
範
疇
の
一
つ
と
し
て
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
発
展
も
ま
た
構
造
的
聯
関
が
根
柢
に
あ
る
と
こ
ろ
に
於
て
の

み
可
能
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。

生
の
第
二
の
契
機
は
表
現
（A

usdruck

）
で
あ
る
。
体
験
が
生
の
謂
わ
ば
内
化
の
方
面
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
と
も
呼
ん
で
い

る
。
生
は
自
己
自
身
の
う
ち
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
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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
。
そ
れ
は
両
者
の
生
け
る
聯
関
を
含
ん
で
い
る
。
我
々
は
我
々
自
身
自

然
で
あ
り
、
そ
し
て
自
然
は
我
々
の
う
ち
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
に
於
て
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
、
生
の
基
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
。
精
神
生
活
の
構
造
は
生
の
統
一

体
が
、
そ
れ
が
そ
の
中
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
へ
作
用
し
返
し
、

そ
こ
か
ら
生
ず
る
と
こ
ろ
の
内
的
状
態
の
編
制
で
あ
る
。
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
。
先
ず
人
間
は
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
故
に
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
諸
条
件
の
う
ち
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
々
た
る
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
し
か
も
こ
の
も
の
に
於
て

の
み
、
た
だ
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
も
の
た
ら
し
め
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る
と
こ
ろ
の
媒
介
は
可
能
と
な
る
の
で
あ
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
最
も
小
さ
き
も
の
と
雖
も
失
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
然
し
な
が
ら
た
だ
社
会
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
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
。
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
統
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
付
け
、
こ
れ
に
は
芸
術
、
学
問
、
宗
教
な
ど
が
属
す
る
。
次
の
も
の

は
人
類
が
自
己
自
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
か
ら
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
。
こ

こ
で
は
生
の
表
現
の
う
ち
特
に
重
要
と
見
做
さ
れ
た
文
化
の
体
系
に
つ
い
て
い
ま
少
し
立
入
っ
て
述
べ
て
お
こ

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
う
ち
に
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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
作
ら
れ
た
外
界
の
諸
要
素
と
、
生
々
し
た

け
れ
ど
過
ぎ
去
り
ゆ
く
個
人
の
活
動
と
の
こ
の
結
合
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 

geschichtlich- gesellschaftliche W
irklichkeit

）に
属
す
る
こ
と
と
な
る
。こ
の
世
界
は
精
神
生
活
の
表
現
で
あ
り
、

そ
し
て
か
か
る
客
観
化
は
多
く
の
個
人
の
精
神
活
動
を
貫
き
亙
る
同
形
性
（G

leichförm
igkeit

）
ま
た
は
同
質
性

（G
leichartigkeit

）
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
る
。
個
人
は
生
の
舞
台
に
現
れ
て
は
消
え
る
、
し
か
る
に
文
化
の
諸
体

系
は
持
続
的
に
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
と
こ
ろ
の
諸
の
状
態
と
力
と
を
、
最
も
生
々
し
た

不
安
を
も
っ
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
最
も
密
接
な

る
、
最
も
力
強
き
作
用
聯
関
が
成
立
す
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
、
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歴
史
及
び
抽
象
的
学
問
に
よ
っ
て
高
め
ら
れ
た
意
識
に
持
ち
来
さ
れ
る
。
我
々
の
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
学
問
的
思
惟
の
こ
の
雰
囲
気
に
於
て
の
み
休

憩
し
、
生
長
し
、
自
己
を
形
作
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
つ
い
て
我
々
に
影
響
を
与

え
る
」、
と
デ
ィ
ル
タ
イ
は
美
し
く
述
べ
て
い
る
。

生
の
第
三
の
契
機
は
理
解
（Verstehen
）
で
あ
る
。
体
験
は
生
の
内
化
の
方
向
で
あ
り
、
表
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
言
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
な
い
、
そ
れ
は
生
そ
の
も
の
の
う
ち
に
基
礎
付

け
ら
れ
て
い
る
。
先
ず
生
は
本
質
的
に
客
観
化
の
傾
向
を
も
っ
て
い
る
か
ら
、
理
解
と
い
う
生
の
特
殊
な
る
傾
向
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は
必
然
的
に
要
求
さ
れ
る
。
我
々
の
精
神
物
理
的
本
質
の
う
ち
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
、
し
か
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
よ
り
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
。」
個
人
の
う
ち
に
内
的
知
覚
に
よ
り
そ
の
全
内
容
に
於
て
意
識
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
既
に
云
っ
て
い
る
。
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
。
否
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
の
み
、
外
部
と
内
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部
と
の
関
係
は
存
在
す
る
。
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
、
従
っ
て
単
に
理
知
の
強
力
ば
か
り
で
は
な
く
、
人
格
的
生
活
の
強
大

が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
の
よ
う
に
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 abstrakten 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
が
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
」、
と
デ
ィ

ル
タ
イ
は
云
う
。
従
来
の
多
く
の
哲
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
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
。
精
神
が
今
日
彼
の
性
格
か
ら
し
て
彼
の
生
の
表
現
の
う
ち
へ
入
れ
込
む
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
明
日

は
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
体
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
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き
も
の
で
あ
る
か
の
如
く
見
え
た
客
観
態
は
ま
さ
に
生
の
0

0

客
観
化
と
し
て
把
握
さ
れ
る
。
即
ち
そ
こ
に
特
殊
な
意

味
に
於
て
歴
史
の
生
命
性
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
の
で
あ
る
。
生
の
歴
史
性
と
歴
史
の
生
命
性
、
恰
も
こ
れ
が
理
解
に
於
け
る
外
と
内

と
の
関
係
の
具
体
的
な
る
意
味
で
あ
る
。
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
。

今
や
我
々
は
如
何
な
る
意
味
に
於
て
デ
ィ
ル
タ
イ
が
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
者
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
我
々
に
と

っ
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
が
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
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
ゆ
く
自
己
認
識
で

あ
る
、
と
い
う
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
想
を
完
全
に
予
料
す
る
。」
し
か
し
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
。
生
の
三
つ
の
契
機
、
体
験
、
表
現
、
理
解
、
と
、
ヘ

ー
ゲ
ル
の
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
ぬ
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
の
客
観
的
精
神
に
ま
で
対
象
化
さ
る
べ
く
規
定
さ
れ
て
い
る
、

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
精
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神
と
客
観
的
精
神
と
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
あ
っ
て
と
同
じ

く
、
生
は
歴
史
を
通
じ
て
自
己
を
認
識
す
る
。
も
と
よ
り
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
は
本
質
的
に
合
理
的
で
あ
る
が
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
生
は
表
象
、
感

情
、
意
欲
の
構
造
聯
関
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
で
あ
る
に
反
し
て
、
体
験
、
表
現
、
理
解
は
生
け
る
聯
関
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
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
体
の
生
で
あ
る
。
そ
こ
で
後
者
に
於
て
は
生
の
自
己
認
識
は
特
に

生
の
自
己
解
釈
（die Selbstauslegung des Lebens
）
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
云
っ
て
い
る
。
然
し
な
が
ら
、
そ

れ
に
も
拘
ら
ず
最
も
決
定
的
な
こ
と
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
と
ヘ
ー
ゲ
ル
と
の
間
の
歴
史
哲
学
的
思
想
に
関
す
る
類
似

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
郭
（G

erüst

）
を
自
己
の
う
ち
に
含
ん
で
い
る
」、
と
デ
ィ
ル
タ
イ
は
云
う
。「
生
は
芸
術
、
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宗
教
、
そ
の
他
の
も
の
に
於
て
自
己
を
分
化
し
て
来
た
。」
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
哲
学
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

）
へ
の
洞
見
を

開
く
、
と
考
え
る
。
し
か
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
。」
デ
ィ
ル
タ
イ
は
こ
の
よ
う
な
思
想
の

上
に
立
っ
て
、
精
神
生
活
が
存
在
に
対
す
る
と
こ
ろ
の
諸
の
可
能
な
る
態
度
に
基
礎
付
け
て
、
世
界
観
の
類
型
を

樹
て
た
の
で
あ
る
。
存
在
に
対
す
る
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
」（O
bjektiver Idealism

us

）
が
、
意
志
活
動
の
態
度
か
ら
「
自
由
の
観
念
論
」（Idealism

us 

der Freiheit

）
が
、
そ
れ
ぞ
れ
類
型
と
し
て
導
か
れ
た
。
歴
史
に
現
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
。
若
し
斯
く
の
如
く
で
あ
る
な
ら
ば
、
心
理
学
は
最
も
十
分
な

意
味
に
於
て
歴
史
的
生
活
の
一
切
の
認
識
の
基
礎
で
あ
り
、
そ
れ
の
オ
ル
ガ
ノ
ン
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
こ
に

於
て
我
々
は
デ
ィ
ル
タ
イ
と
ヘ
ー
ゲ
ル
と
の
間
の
類
似
と
共
通
性
と
を
も
は
や
見
遁
し
難
い
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
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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
―
―
「
そ
れ
故
に

ひ
と
は
、
こ
の
内
容
（
純
粋
な
る
思
想
の
国
た
る
論
理
学
の
内
容
）
は
、
自
然
並
び
に
有
限
精
神
の
創
造
以
前
の
、

そ
の
永
遠
な
る
本
質
に
於
け
る
、
神
の
叙
述
で
あ
る
、
と
表
現
す
る
こ
と
が
出
来
る
。」
―
―
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
に
考
え
ら
れ
て

い
る
よ
う
に
、
概
念
の
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
び
得
る
で
あ
ろ
う
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論

理
学
と
雖
も
、
既
に
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
が
注
意
し
て
い
る
よ
う
に
、
ま
こ
と
は
心
理
学
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

彼
の
論
理
学
は
精
神
の
構
造
的
聯
関
の
ほ
か
の
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
聯
関
の
把
握
に
際
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
フ

ィ
ヒ
テ
な
ど
の
影
響
の
も
と
に
立
ち
、
従
っ
て
思
惟
の
自
覚
を
中
心
に
お
こ
う
と
し
た
に
反
し
て
、
デ
ィ
ル
タ
イ

は
ド
イ
ツ
歴
史
学
派
の
影
響
の
も
と
に
立
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
両
者
の
差
異
を
な
す
ば
か
り
で
あ
る
。
蓋

し
こ
の
学
派
の
ひ
と
つ
の
著
し
い
特
殊
性
は
、
生
を
そ
の
具
体
的
な
聯
関
に
於
て
、
そ
れ
故
に
例
え
ば
社
会
的
経
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済
的
生
活
を
生
活
過
程
の
他
の
諸
方
面
か
ら
、
殊
に
法
律
や
道
徳
か
ら
全
然
分
離
す
る
こ
と
な
く
記
述
す
る
こ
と

を
目
差
し
た
こ
と
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
か
く
て
我
々
は
デ
ィ
ル
タ
イ
自
身
が
、
彼
が
そ
の
類
型
の
う
ち
に
ヘ
ー

ゲ
ル
を
包
摂
し
た
と
こ
ろ
の
、
客
観
的
観
念
論
の
世
界
観
に
属
し
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
客
観
的

観
念
論
は
宇
宙
の
説
明
に
精
神
の
聯
関
を
そ
の
基
礎
に
お
こ
う
と
企
て
る
。
客
観
的
観
念
論
の
課
題
は
、
外
的
な

る
現
実
の
う
ち
に
精
神
的
な
る
聯
関
を
指
し
示
し
、
こ
の
も
の
に
よ
っ
て
こ
の
現
実
の
意
味
を
理
解
し
得
る
も
の

と
な
そ
う
と
試
み
る
こ
と
に
あ
る
。「
自
己
み
ず
か
ら
に
来
り
そ
し
て
た
だ
自
己
の
う
ち
に
在
る
と
こ
ろ
の
思
惟

の
静
か
な
る
場
所
に
於
て
、
諸
民
族
及
び
諸
個
人
の
生
を
動
か
す
と
こ
ろ
の
諸
関
心
は
黙
し
て
い
る
、」
と
ヘ
ー

ゲ
ル
も
云
う
。
か
の
課
題
の
解
決
の
方
法
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
あ
っ
て
は
そ
の
汎
神
論
的
前
提
の
故
に
一
層
綜
合
的

で
あ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
、
し
か
る
に
デ
ィ
ル
タ
イ
に
於
て
は
そ
の
実
証
的
傾
向
の
た
め
に
一
層
分
析
的
で
あ
る

こ
と
が
要
求
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
二
人
の
哲
学
者
の
差
異
を
形
作
っ
て
い
る
。
然
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
も
拘
ら

ず
両
者
の
間
の
本
質
的
な
る
親
和
と
類
似
は
他
の
処
か
ら
現
れ
て
来
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
存
在
は
凡
て
弁
証

法
的
な
る
構
造
を
も
っ
て
い
る
。
一
般
に
弁
証
法
は
正
、
反
、
合
の
三
つ
の
契
機
を
含
ん
で
い
る
が
、
そ
の
う
ち

正
と
反
と
は
矛
盾
で
あ
り
、
合
は
こ
の
矛
盾
の
綜
合
で
あ
る
を
も
っ
て
、
弁
証
法
に
は
矛
盾
と
綜
合
の
二
つ
の
方

面
が
あ
る
と
云
わ
れ
て
も
差
支
え
な
い
。
と
こ
ろ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
で
は
い
つ
で
も
こ
れ
ら
の
二
つ
の
方
面
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の
う
ち
綜
合
に
重
心
が
落
ち
て
来
る
。
彼
の
認
識
の
究
極
の
目
的
は
矛
盾
す
る
も
の
が
次
第
に
肯
定
と
調
和
と
に

昇
っ
て
ゆ
き
、
か
く
し
て
遂
に
完
全
な
る
調
和
を
こ
の
現
実
の
う
ち
に
肯
定
し
よ
う
と
す
る
に
あ
る
。
彼
は
彼
の

歴
史
哲
学
的
考
察
が
ひ
と
つ
の
「
神
義
論
」
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
世
界
に
於
け
る
禍
を
概
念
的

に
把
握
し
、
思
惟
す
る
精
神
と
悪
と
を
和
解
せ
し
め
、
か
く
て
思
惟
を
も
っ
て
こ
の
世
の
罪
を
贖
う
べ
き
、
ひ
と

つ
の versöhnende Erkenntnis 
【
調
和
す
る
認
識
】
で
あ
る
。
斯
く
の
如
き
罪
を
贖
う
と
こ
ろ
の
、
和
解
せ
し
め
る

と
こ
ろ
の
認
識
は
、
何
処
に
於
て
も
世
界
歴
史
に
於
て
ほ
ど
甚
し
く
要
求
さ
れ
は
し
な
い
、
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
信
じ

た
。「
こ
の
和
解
は
た
だ
、
そ
れ
の
う
ち
で
は
か
の
否
定
的
な
る
も
の
が
ひ
と
つ
の
従
属
的
な
る
も
の
、
征
服
さ

れ
た
も
の
に
ま
で
消
え
失
せ
る
と
こ
ろ
の
肯
定
的
な
る
も
の
の
認
識
に
よ
っ
て
、
一
部
分
は
、
真
理
に
於
て
あ
る

も
の
が
世
界
の
究
極
目
的
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
一
部
分
は
、
こ
の
目
的
が
世
界
の
う
ち
に
実
現
さ
れ
て
あ
り
、
そ

し
て
悪
は
そ
れ
と
は
究
極
は
競
い
得
な
か
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
の
意
識
に
よ
っ
て
、
到
達
さ
れ
る
こ
と
が
出
来

る
。」
恰
も
同
様
の
こ
と
が
デ
ィ
ル
タ
イ
に
於
て
あ
る
と
我
々
は
見
做
し
得
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
ま
さ
に
理

解
が
彼
に
よ
っ
て
生
の
構
造
の
中
心
的
な
る
位
置
に
お
か
れ
た
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
必
然
的
で
あ
る
で
あ
ろ

う
。
理
解
は
生
の
内
と
外
と
の
統
一
に
於
て
成
立
つ
。
と
こ
ろ
で
こ
の
内
と
外
と
が
、
詳
し
く
は
生
の
歴
史
性
と

歴
史
の
生
命
性
と
を
意
味
す
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
既
に
述
べ
ら
れ
た
。
或
い
は
我
々
は
こ
の
両
者
を
一
層
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鋭
く
表
現
し
て
、
歴
史
と
生
と
い
う
言
葉
を
も
っ
て
表
す
な
ら
ば
、
理
解
の
あ
る
と
こ
ろ
で
は
つ
ね
に
歴
史
と
生

と
の
統
一
が
あ
る
。
し
か
る
に
こ
の
こ
と
を
ま
た
一
層
鋭
く
表
現
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
い
つ
で
も
生
の
歴
史

に
よ
る
肯
定
、
殊
に
歴
史
の
生
に
よ
る
肯
定
が
あ
っ
て
、
両
者
の
矛
盾
が
予
想
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
る
に
ニ
ー

チ
ェ
が
最
も
高
調
し
よ
う
と
欲
し
た
と
こ
ろ
は
、
ま
さ
し
く
生
と
歴
史
と
の
矛
盾
、
即
ち
歴
史
が
生
を
圧
迫
す
る

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。『
現
代
文
化
の
争
闘
』
に
つ
い
て
興
味
深
き
論
文
を
書
い
た
ジ
ン
メ
ル
が
そ
の
う
ち
で

指
摘
し
よ
う
と
し
た
の
も
や
は
り
こ
の
生
と
歴
史
と
の
間
の
矛
盾
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ジ
ン
メ
ル
は
斯
く
考
え

る
。
生
が
単
に
動
物
的
な
る
も
の
を
越
え
て
精
神
の
段
階
に
、
そ
し
て
精
神
が
ま
た
そ
れ
み
ず
か
ら
文
化
の
段
階

に
ま
で
進
み
来
る
や
否
や
、
そ
の
う
ち
に
は
ひ
と
つ
の
内
面
的
な
る
矛
盾
が
顕
に
な
る
。
こ
こ
に
文
化
と
謂
わ
れ

る
の
は
生
の
創
造
的
な
る
運
動
が
そ
の
実
現
と
し
て
、
そ
の
実
現
の
形
式
と
し
て
生
産
し
た
と
こ
ろ
の
或
る
一
定

の
客
観
態
の
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
生
の
過
程
の
生
産
物
は
そ
れ
自
身
の
論
理
と
法
則
性
と
を
、
そ
れ
自
身
の

独
立
性
と
抵
抗
力
と
を
示
し
、
そ
れ
が
創
造
さ
れ
る
瞬
間
に
は
多
分
生
に
相
応
し
適
合
し
て
い
た
に
し
て
も
、
そ

れ
の
発
展
が
進
む
に
つ
れ
て
そ
れ
は
生
に
対
す
る
疎
隔
、
否
、
反
対
に
さ
え
陥
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
こ
こ
に
文

化
が
歴
史
0

0

を
も
つ
と
い
う
こ
と
の
究
極
の
根
源
が
あ
る
。
生
が
作
り
出
す
と
こ
ろ
の
斯
く
の
如
き
形
成
物
は
自
己

み
ず
か
ら
に
於
て
存
立
し
、
持
続
性
、
否
、
永
遠
性
に
対
す
る
要
求
を
担
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
我
々
は
そ
れ
を
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生
が
着
け
る
と
こ
ろ
の
形
式
0

0

と
名
付
け
る
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
る
に
生
そ
の
も
の
は
絶
え
ず
流
れ
進
み
、
固
定

し
た
形
式
の
持
続
に
反
対
し
、
こ
れ
と
戦
っ
て
不
断
に
新
し
い
形
式
を
創
造
す
る
。
歴
史
と
は
こ
の
よ
う
な
文
化

形
式
の
変
遷
で
あ
る
。
生
は
生
成
と
し
て
、
運
動
と
し
て
、
既
に
強
張
っ
た
自
己
の
生
産
物
に
堪
え
る
こ
と
が
出

来
ず
、
そ
れ
を
休
み
な
く
喰
い
破
り
は
す
る
が
、
し
か
も
み
ず
か
ら
の
存
在
を
何
等
の
形
式
も
な
し
に
見
出
す
こ

と
が
出
来
な
い
か
ら
、
従
っ
て
歴
史
の
従
来
の
発
展
の
過
程
は
新
し
い
形
式
に
よ
る
古
い
形
式
の
排
除
の
過
程
と

し
て
現
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
過
程
は
遂
に
は
文
化
の
全
体
の
危
機
に
ま
で
集
積
し
得
る
、
即
ち
そ
こ
で
は
生

は
自
己
の
直
接
性
を
回
復
す
る
た
め
に
此
れ
若
く
は
彼
れ
の
形
式
を
砕
き
破
ろ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
却
っ
て

形
式
を
形
式
そ
の
も
の
と
し
て
、
形
式
一
般
を
凡
て
彼
に
対
す
る
圧
迫
と
し
て
感
ず
る
。
ジ
ン
メ
ル
は
恰
も
現
代

が
か
か
る
状
態
に
よ
っ
て
特
性
付
け
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
。
今
日
戦
わ
れ
て
い
る
の
は
、
も
は
や
、
古
い
、
生

命
の
な
く
な
っ
た
形
式
に
対
す
る
、
新
し
い
、
生
命
に
充
さ
れ
て
い
る
形
式
の
戦
い
で
は
な
く
し
て
、
却
っ
て
形

式
一
般
に
対
す
る
、
形
式
の
原
理
に
対
す
る
生
の
戦
い
で
あ
る
。
流
動
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
生
と
常
住
的
で
あ
ろ

う
と
す
る
形
式
と
の
間
の
い
つ
の
時
代
に
於
て
も
存
在
す
る
対
立
は
、
こ
こ
に
於
て
ひ
と
つ
の
究
極
的
な
る
、
絶

対
的
な
る
争
闘
に
ま
で
尖
鋭
化
す
る
。
現
代
の
こ
の
状
態
は
、
ジ
ン
メ
ル
に
よ
れ
ば
、
今
日
世
界
の
哲
学
的
解
釈

に
於
て
生
の
概
念
が
支
配
的
な
地
位
を
占
め
て
来
た
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
暗
示
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
各
の
大
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い
な
る
、
特
徴
あ
る
文
化
の
時
代
に
あ
っ
て
、
我
々
は
、
そ
こ
か
ら
精
神
的
諸
運
動
が
出
で
来
り
、
そ
し
て
同
時

に
そ
こ
へ
そ
れ
ら
の
も
の
が
向
い
行
く
と
こ
ろ
の
、
夫
々
の
中
心
概
念

0

0

0

0

を
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
ギ
リ
シ
ア
に

於
け
る
斯
く
の
如
き
中
心
概
念
は
存
在
の
概
念

0

0

0

0

0

で
あ
っ
た
。
中
世
に
到
っ
て
そ
れ
に
代
る
中
心
概
念
と
し
て
神
の
0

0

概
念
0

0

が
位
置
を
占
め
た
。
ル
ネ
サ
ン
ス
以
来
漸
次
に
自
然
の
概
念

0

0

0

0

0

が
最
高
の
も
の
と
な
り
、
十
七
世
紀
の
終
に
は

自
我
の
概
念

0

0

0

0

0

が
中
心
概
念
と
し
て
作
り
出
さ
れ
、
十
九
世
紀
に
到
っ
て
初
め
て
社
会
の
概
念

0

0

0

0

0

が
宣
べ
伝
え
ら
れ
、

二
十
世
紀
へ
の
変
り
目
か
ら
生
の
概
念

0

0

0

0

が
中
心
概
念
と
し
て
拡
が
り
始
め
た
の
で
あ
る
。
哲
学
の
方
面
で
は
シ
ョ

ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
と
ニ
ー
チ
ェ
と
が
そ
れ
を
代
表
す
る
。
そ
れ
以
後
の
現
代
の
特
徴
は
、
従
来
の
一
切
の
文
化
の

変
遷
に
あ
っ
て
は
つ
ね
に
新
し
い
形
式
へ
の
要
望
が
古
い
形
式
を
破
壊
し
た
の
に
反
し
て
、
我
々
は
今
到
る
処
形

式
一
般
に
対
す
る
反
対
を
見
出
す
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
芸
術
上
の
表
現
派
、
思
想
上
の
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
な

ど
に
於
て
、
ジ
ン
メ
ル
は
こ
の
主
要
傾
向
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
と
考
え
た
。
私
は
こ
こ
に
ジ
ン
メ
ル
の
主
張

を
一
々
論
評
す
る
こ
と
を
必
要
だ
と
は
思
わ
な
い
。
こ
こ
で
は
た
だ
、
生
と
歴
史
と
が
矛
盾
に
立
ち
得
る
こ
と
を

理
解
し
さ
え
す
れ
ば
十
分
で
あ
る
。
人
間
の
生
産
し
た
も
の
が
却
っ
て
人
間
を
圧
迫
し
束
縛
す
る
に
到
る
、
と
い

う
ひ
と
つ
の
洞
察
は
、
生
や
歴
史
と
い
う
こ
と
を
ジ
ン
メ
ル
と
は
全
く
違
っ
て
解
し
た
と
こ
ろ
の
マ
ル
ク
ス
に
あ

っ
て
も
、
彼
の
思
惟
の
ひ
と
つ
の
根
本
動
機
と
し
て
は
た
ら
い
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
デ
ィ
ル
タ
イ
の
把
握
し
得
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な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
何
よ
り
も
理
解
と
解
釈
が
彼
に
よ
っ
て
生
の
最
も
根
本
的
な
る
契
機
と
さ

れ
た
こ
と
に
関
係
す
る
。
そ
れ
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
け
る
が
如
く
、
彼
の
哲
学
の
観
想
的
性
質
に
関
係
す
る
。

五

現
代
に
於
け
る
最
も
豊
富
な
歴
史
観
を
蔵
す
る
と
こ
ろ
の
デ
ィ
ル
タ
イ
の
哲
学
の
一
般
的
特
徴
に
つ
い
て
語
っ

た
後
に
、
私
は
進
ん
で
現
代
に
於
て
最
も
影
響
多
き
歴
史
哲
学
で
あ
る
と
こ
ろ
の
ド
イ
ツ
西
南
学
派
、
そ
の
一
般

的
代
表
者
た
る
リ
ッ
カ
ー
ト
の
思
想
を
吟
味
し
て
お
こ
う
と
思
う
。
尤
も
リ
ッ
カ
ー
ト
は
従
来
の
意
味
で
の
歴
史

哲
学
、
即
ち
歴
史
的
世
界
観
と
し
て
の
歴
史
哲
学
を
排
斥
す
る
。
歴
史
哲
学
は
、
彼
に
於
て
は
、
歴
史
科
学
の
認

識
論
、
即
ち
彼
の
謂
う
文
化
科
学
の
論
理
的
性
質
の
究
明
を
中
心
と
す
る
の
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
、
何
等
か
の

世
界
観
な
し
に
苟
も
歴
史
ま
た
は
社
会
に
つ
い
て
論
ず
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
既
に
歴
史
科
学

そ
の
も
の
の
歴
史
が
こ
れ
を
証
明
し
て
い
る
。
そ
れ
故
に
ひ
と
は
ポ
リ
ビ
オ
ス
の
歴
史
哲
学
若
く
は
マ
キ
ア
ヴ
ェ

リ
の
歴
史
哲
学
に
つ
い
て
語
り
、
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
歴
史
哲
学
或
い
は
ラ
ン
ケ
の
歴
史
哲
学
に
つ
い
て
述
べ
る
。

歴
史
的
社
会
的
存
在
に
関
す
る
学
問
が
そ
の
根
柢
に
一
定
の
世
界
観
、
従
っ
て
史
観
を
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
と
こ
ろ

の
必
然
性
は
、
次
の
こ
と
か
ら
も
理
解
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
社
会
及
び
歴
史
に
関
す
る
学
問
は
一
般
に
三
つ
の
部
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分
を
含
ん
で
い
る
。
例
え
ば
経
済
現
象
に
つ
い
て
の
学
問
に
は
、
先
ず
理
論
経
済
学
、
普
通
に
い
わ
ゆ
る
経
済
原

論
が
あ
り
、
次
に
経
済
史
ま
た
は
経
済
学
史
が
あ
り
、
最
後
に
経
済
政
策
が
あ
る
。
即
ち
そ
こ
に
は
理
論
、
歴
史

及
び
政
策
の
三
つ
が
あ
る
の
で
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
も
精
神
科
学
は
自
己
の
う
ち
に
三
つ
の
種
類
の
立
言
を
結
合

し
て
い
る
と
云
っ
て
い
る
。
歴
史
的
方
向
に
於
け
る
理
解
と
理
論
的
方
向
に
於
け
る
認
識
と
実
践
的
方
向
に
於
け

る
把
握
と
の
間
の
関
係
は
、
ひ
と
つ
の
共
通
な
る
根
本
関
係
と
し
て
、
諸
の
精
神
科
学
を
貫
く
。
精
神
科
学
の
理

論
的
部
分
、
歴
史
的
部
分
、
並
び
に
実
践
的
部
分
の
間
の
聯
関
は
、
ひ
と
つ
の
偶
然
的
な
関
係
で
も
な
く
、
ま
た

全
く
新
た
に
建
て
よ
う
と
す
る
学
問
上
の
大
胆
な
る
建
築
家
の
設
計
図
の
上
に
だ
け
存
在
す
る
こ
と
で
も
な
く
、

却
っ
て
デ
ィ
ル
タ
イ
の
言
葉
に
拠
れ
ば
、「
精
神
科
学
の
歴
史
の
う
ち
に
働
い
て
い
た
と
こ
ろ
の
、
物
の
理
性
に

よ
っ
て
」
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
若
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
理
論
、
歴
史
及
び
政
策
の
三
者
の
聯
関
は
一
の
統

一
的
な
る
表
現
を
得
る
こ
と
を
要
求
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
要
求
の
必
然
性
は
多
分
次
の
こ
と
か
ら
理
解
さ
れ
る

で
あ
ろ
う
。
デ
ィ
ル
タ
イ
に
よ
れ
ば
、
精
神
科
学
に
あ
っ
て
認
識
主
観
と
い
わ
る
べ
き
は
、
単
な
る
表
象
も
し
く

は
思
惟
の
作
用
で
は
な
く
、
却
っ
て
具
体
的
な
る
、
即
ち
表
象
し
、
思
惟
し
、
情
感
し
、
意
志
す
る
と
こ
ろ
の
全

体
の
人
間
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
人
間
の
知
、
情
、
意
の
三
つ
の
機
能
が
全
体
と
し
て
働
い
て
い
る
。
若
し
ひ
と
り

の
人
が
単
純
に
表
象
し
、
思
惟
す
る
の
み
の
者
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
彼
は
例
え
ば
ひ
と
つ
の
恋
愛
事
件
を
ま
さ
に
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恋
愛
事
件
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
恰
も
我
々
の
肉
を
躍
ら
せ
血
を
湧
か
せ

る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
戦
争
を
ま
さ
に
戦
争
と
し
て
理
解
し
得
る
の
で
あ
る
。
斯
く
の
如
く
社
会
的
歴
史
的
現

象
の
把
握
に
当
っ
て
働
く
も
の
が
知
、
情
、
意
の
全
体
で
あ
り
、
し
か
も
こ
れ
ら
三
つ
の
も
の
が
現
実
に
於
て
各

分
離
し
た
も
の
で
な
く
却
っ
て
つ
ね
に
統
一
を
成
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
精
神
科
学
の
認
識
の
主
体
と
し
て

の
人
間
は
お
の
ず
か
ら
一
個
の
統
一
的
な
る
、
全
体
的
な
る
認
識
を
求
め
ず
に
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
蓋
し
、
形

式
的
に
み
る
な
ら
ば
、
精
神
科
学
に
於
け
る
理
論
的
部
分
は
特
に
人
間
の
知
的
作
用
に
、
歴
史
的
部
分
は
特
に
彼

の
感
情
の
作
用
に
、
そ
し
て
実
践
的
部
分
は
特
に
彼
の
意
志
的
活
動
に
関
係
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
人
間
の
存

在
に
於
け
る
知
情
意
の
統
一
的
構
造
は
精
神
科
学
の
構
造
に
於
け
る
理
論
歴
史
政
策
の
統
一
的
な
る
表
現
を
要
求

す
る
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
統
一
的
な
る
、
全
体
的
な
る
表
現
は
た
だ
ひ
と
つ
の
世
界
観
に
於
て
の
み
到
達
さ
れ
る

こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
よ
う
な
世
界
観
は
歴
史
的
社
会
的
存
在
に
関
係
し
て
い
る
か
ら
今
の
場
合
我
々
は
こ
れ
を

「
史
観
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
出
来
る
。
か
く
し
て
一
般
に
精
神
科
学
、
文
化
科
学
、
歴
史
科
学
、
ま
た
は
社
会
科
学

と
名
付
け
ら
れ
る
種
類
の
学
問
は
、
そ
の
根
柢
に
一
定
の
史
観
を
も
っ
て
い
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
経
済
学
に
つ

い
て
云
え
ば
、
単
に
マ
ル
ク
ス
主
義
の
経
済
学
の
み
が
特
に
史
観
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
、
イ
ギ

リ
ス
古
典
学
派
の
経
済
学
と
雖
も
ま
た
特
定
の
史
観
を
そ
の
基
礎
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
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或
る
学
問
が
歴
史
的
世
界
観
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
そ
れ
の
属
す
る
時
代
を
特
に
歴
史
と
し
て
、
即

ち
過
程
と
し
て
、
未
来
へ
の
過
渡
の
段
階
と
し
て
、
把
握
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
の
み
意
味
す
る
も
の
で
は
な

い
。
過
去
の
時
代
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
時
代
を
永
遠
の
も
の
と
見
做
し
、
そ
れ
を
一
の
歴
史
的
存
在
と
し
て
歴
史

の
過
程
に
於
て
理
解
す
る
こ
と
を
知
ら
な
い
学
問
的
意
識
も
存
在
し
た
。
事
物
を
歴
史
に
於
て
認
識
し
な
い
と
い

う
こ
と
が
、
ま
さ
し
く
そ
の
学
問
的
意
識
に
於
け
る
歴
史
的
世
界
観
の
特
徴
に
属
し
て
い
る
。
更
に
ま
た
同
じ
よ

う
に
、
史
観
は
い
つ
で
も
理
論
と
歴
史
と
政
策
と
の
統
一
を
学
問
的
に
意
識
し
、
自
覚
的
に
表
現
す
る
と
は
限
ら

な
い
の
は
固
よ
り
で
あ
る
。
否
、
或
る
場
合
に
は
ま
さ
に
理
論
と
歴
史
と
の
分
離
、
あ
る
い
は
理
論
と
政
策
と
の

分
離
そ
の
も
の
が
顕
に
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
恰
も
か
か
る
分
離
の
主
張
そ
の
も
の

に
於
て
こ
そ
、
そ
の
歴
史
的
世
界
観
、
歴
史
哲
学
的
思
想
の
一
定
の
特
徴
が
顕
に
な
っ
て
い
る
と
云
い
得
る
で
あ

ろ
う
。

我
々
は
い
ま
リ
ッ
カ
ー
ト
の
場
合
を
と
っ
て
み
よ
う
。
彼
に
あ
っ
て
は
、
理
論
と
歴
史
と
の
分
離
が
主
張
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
蓋
し
理
論
と
は
何
等
か
一
般
的
な
る
も
の
の
概
念
で
あ
る
。
然
る
に
リ
ッ
カ
ー
ト
に
よ

れ
ば
、
歴
史
は
個
性
的
な
る
も
の
の
認
識
で
あ
る
。
現
実
は
、
我
々
が
そ
れ
を
一
般
的
な
る
も
の
の
見
地
か
ら
考

察
す
れ
ば
自
然
と
な
り
、
そ
れ
を
特
殊
的
な
る
も
の
ま
た
は
個
別
的
な
る
も
の
の
見
地
か
ら
考
察
す
れ
ば
歴
史
と
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な
る
。
そ
れ
に
応
じ
て
、
自
然
科
学
の
普
遍
化
的
把
捉
に
歴
史
の
個
別
化
的
把
捉
が
対
立
せ
し
め
ら
れ
る
。
歴
史

の
認
識
目
的
は
個
性
に
あ
る
が
故
に
、
如
何
な
る
意
味
に
於
て
も
一
般
的
理
論
を
そ
の
目
的
に
結
合
す
る
こ
と
が

出
来
ぬ
。
理
論
と
歴
史
と
は
そ
の
究
極
の
目
的
に
於
て
相
容
れ
ぬ
も
の
で
あ
る
。
歴
史
は
法
則
も
し
く
は
普
遍
概

念
を
求
め
る
も
の
で
は
な
い
、
そ
れ
は
た
だ
自
然
科
学
の
こ
と
で
あ
る
。
か
く
し
て
リ
ッ
カ
ー
ト
は
、
現
実
に
於

て
何
等
か
一
般
的
な
る
も
の
を
求
め
つ
つ
あ
る
と
こ
ろ
の
歴
史
及
び
社
会
に
関
す
る
学
問
を
見
出
す
と
き
、
こ
れ

を
も
は
や
純
粋
な
る
認
識
目
的
を
も
た
ぬ
も
の
と
見
做
し
、
そ
れ
を
も
っ
て
自
然
科
学
と
歴
史
的
文
化
科
学
と
の

中
間
0

0

を
徘
徊
し
つ
つ
あ
る
と
こ
ろ
の
「
混
合
形
態
」
に
過
ぎ
ぬ
と
な
し
、
ま
た
な
さ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

か
く
す
る
と
き
に
は
、恐
ら
く
凡
て
の
文
化
科
学
は
、そ
れ
が
在
り
ま
た
働
き
つ
つ
あ
る
さ
ま
に
於
て
、凡
て
「
中

間
領
域
」
に
属
す
る
と
こ
ろ
の
或
る
中
途
半
端
の
認
識
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
リ
ッ
カ
ー
ト
は
構
成
さ

れ
た
論
理
を
も
っ
て
所
与
の
事
実
に
暴
力
を
加
え
よ
う
と
す
る
。
彼
は
恰
も
歴
史
を
論
議
し
な
が
ら
学
問
の
歴
史

そ
の
も
の
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
に
歴
史
的
認
識
の
目
的
を
個
性
的
な

る
も
の
に
お
く
と
い
う
彼
の
思
想
が
既
に
歴
史
上
の
一
定
の
学
問
的
態
度
と
聯
関
し
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
彼

の
歴
史
理
論
は
ま
さ
し
く
ド
イ
ツ
歴
史
学
派
の
学
問
的
意
識
の
地
盤
の
上
に
立
っ
て
い
る
。
こ
の
学
派
は
歴
史
的

研
究
の
目
標
を
具
体
的
な
る
も
の
、
個
性
的
な
る
も
の
の
叙
述
と
し
て
定
め
た
。
し
か
る
に
個
性
的
な
る
も
の
に
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向
う
と
こ
ろ
の
人
間
の
活
動
は
彼
の
芸
術
的
活
動
に
つ
な
が
る
。
感
情
の
活
動
と
し
て
の
芸
術
は
つ
ね
に
個
性
を

目
差
し
て
い
る
。
従
っ
て
ド
イ
ツ
歴
史
学
派
の
特
徴
は
そ
の
審
美
主
義
的
傾
向
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。

こ
の
こ
と
は
こ
の
学
派
に
重
要
な
影
響
を
与
え
た
人
々
が
ヘ
ル
ダ
ー
や
ハ
ー
マ
ン
の
如
き
詩
人
的
思
想
家
で
あ
っ

た
こ
と
に
よ
っ
て
み
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
ド
イ
ツ
西
南
学
派
の
歴
史
理
論
の
創
始
者
で
あ
っ
た
ヴ
ィ

ン
デ
ル
バ
ン
ト
の
如
き
人
が
、
歴
史
叙
述
は
ひ
と
つ
の
芸
術
家
的
活
動
で
あ
る
、
と
い
っ
た
の
も
当
然
で
あ
る
。

所
で
斯
く
の
如
く
特
殊
的
な
る
も
の
、
個
別
的
な
る
も
の
に
向
う
審
美
的
傾
向
は
お
の
ず
か
ら
観
想
的
性
質
を
帯

び
ざ
る
を
得
な
い
。
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
や
ラ
ン
ケ
な
ど
の
歴
史
家
は
、
そ
の
性
格
に
於
て
も
、
そ
の
活
動
に
於
て
も
、

審
美
的
乃
至
は
観
想
的
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
リ
ッ
カ
ー
ト
が
そ
の
理
論
の
出
発
点
と
す
る
と
こ
ろ
の
歴

史
が
既
に
観
想
的
な
傾
向
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
の
は
大
切
で
あ
る
。
人
間
の
観
想
的
審
美
的
活
動
は
個

性
を
対
象
と
す
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
彼
が
実
践
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
と
き
に
は
、
彼
は
法
則
的
な
る
も
の
、
一

般
的
な
る
も
の
を
要
求
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
自
然
科
学
は
自
然
を
単
に
観
照
し
よ
う
と
す
る
の
で
な
く
、
却
っ
て

こ
れ
に
働
き
か
け
、
こ
れ
を
変
化
し
、
こ
れ
を
支
配
し
よ
う
と
す
る
人
間
の
交
渉
の
仕
方
と
関
係
し
て
初
め
て
生

れ
た
。
支
配
し
得
る
た
め
に
は
こ
れ
を
予
測
し
得
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
従
っ
て
自
然
科
学
は
因
果
法
則
と

い
う
一
般
的
な
る
法
則
を
要
求
す
る
。
社
会
に
関
し
て
も
同
様
で
あ
る
。
歴
史
的
存
在
を
単
純
に
観
照
す
る
の
で
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な
く
、
却
っ
て
こ
れ
に
働
き
か
け
、
こ
れ
を
変
革
し
、
克
服
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
於
て
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
に

於
て
最
も
明
ら
か
に
現
れ
て
い
る
よ
う
に
、
一
般
的
な
る
、
そ
れ
故
に
何
等
か
の
意
味
に
於
て
法
則
的
な
る
認
識

が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
尤
も
リ
ッ
カ
ー
ト
の
歴
史
理
論
と
雖
も
た
だ
特
殊
的
な
る
も
の
、
個
性
的
な
る
も

の
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
い
。
学
問
と
い
う
か
ら
に
は
無
限
に
豊
富
に
し
て
多
様
な
る
現
実
の
中
か
ら
或
る
抽
象

を
行
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
る
に
こ
の
抽
象
が
随
意
の
仕
方
に
よ
る
の
で
な
く
て
、
学
問
と
し
て
の
妥
当
性
を
有

し
得
る
た
め
に
は
、
そ
こ
に
は
或
る
客
観
的
な
標
準
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
か
る
標
準
は
、
リ
ッ
カ
ー
ト
に
よ

れ
ば
、
普
遍
的
な
る
価
値
で
あ
る
。
こ
の
価
値
に
よ
っ
て
歴
史
的
個
性
の
概
念
は
構
成
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ

に
関
係
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
特
に
歴
史
的
な
る
意
味
を
有
す
る
個
性
は
、
単
に
他
と
異
な
る
と
い
う
の

み
の
個
別
性
か
ら
選
び
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
価
値
は
、
リ
ッ
カ
ー
ト
に
あ
っ
て
は
、
ギ
リ
シ
ア
的
な

る
イ
デ
ア
の
如
く
、
活
動
的
な
る
意
味
を
も
た
ぬ
も
の
、
現
実
を
超
越
し
た
永
遠
の
本
質
で
あ
っ
て
、
自
然
科
学

に
於
け
る
法
則
の
如
く
、
活
動
的
な
る
も
の
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
現
実
の
人
間
の
歴
史
的
活
動
か
ら
独

立
に
妥
当
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
価
値
の
普
遍
性
は
そ
れ
故
に
価
値
の
超
歴
史
的
な
る
妥
当
性
以
外
の
こ

と
を
意
味
し
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
リ
ッ
カ
ー
ト
は
超
歴
史
的
な
る
も
の
に
よ
っ
て
歴
史
的
な
る
も
の
を
基
礎

づ
け
よ
う
と
試
み
る
者
で
あ
る
。
こ
の
試
み
は
、
歴
史
の
問
題
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
そ
れ
を
超
歴
史
的
な
る
も
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の
へ
導
き
移
す
こ
と
で
あ
っ
て
、
問
題
の
解
決
で
は
な
く
し
て
問
題
の
回
避
で
あ
る
と
云
わ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ

ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
歴
史
の
歴
史
た
る
所
以
、
そ
れ
の
歴
史
性
は
ま
さ
に
事
実
性

0

0

0

（Tatsächlichkeit

）
に
あ
る
の
で

あ
っ
て
、我
々
が
こ
れ
を
妥
当
性
の
問
題
に
還
元
し
得
な
い
と
こ
ろ
に
そ
の
本
質
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
リ
ッ
カ
ー
ト
の
試
み
は
究
極
は
ひ
と
つ
の
自
己
矛
盾
に
陥
ら
ざ
る
を
得
な
い
か
の
よ
う
に
見
え

る
。
価
値
は
永
遠
に
変
ら
ぬ
自
己
同
一
な
る
本
質
で
あ
る
、
こ
れ
に
関
係
さ
せ
る
こ
と
、
即
ち
リ
ッ
カ
ー
ト
の
謂

う
「
価
値
関
係
」
に
よ
っ
て
初
め
て
歴
史
的
個
性
の
概
念
が
成
立
す
る
と
す
る
な
ら
ば
、
各
の
歴
史
的
個
性
は
凡

て
一
の
同
一
な
る
価
値
の
事
例
に
過
ぎ
な
く
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
か
く
て
は
各
の
も
の
は
単
な
る
事
例
と

い
う
意
味
の
も
の
と
な
り
、
従
っ
て
ま
さ
に
個
性
た
る
所
以
、
他
に
よ
っ
て
換
え
難
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
味

を
失
っ
て
し
ま
い
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
リ
ッ
カ
ー
ト
が
個
性
の
概
念
の
た
め
に
樹
て
た
価
値
の
概
念
は
却
っ

て
個
性
そ
の
も
の
を
滅
す
も
の
で
あ
る
。彼
が
非
理
論
的
な
る
も
の
と
し
て
排
斥
し
た
と
こ
ろ
の
実
践
的
な
る「
価

値
判
断
」
こ
そ
ま
さ
に
個
性
の
概
念
の
成
立
に
必
要
な
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

リ
ッ
カ
ー
ト
の
歴
史
理
論
の
観
想
的
性
格
は
、
彼
と
多
く
の
程
度
に
於
て
共
通
の
思
想
の
上
に
立
っ
て
い
る
マ

ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
考
え
方
に
於
て
一
層
顕
に
な
る
。
こ
こ
で
は
特
に
理
論
と
政
策
と
の
間
の
絶
対
的
な
る

分
離
が
主
張
さ
れ
る
。
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
有
名
な
る
社
会
科
学
の
「
没
価
値
性
」（W

ertfreiheit

）
の
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説
が
そ
れ
で
あ
る
。
理
論
家
は
、
苟
も
彼
が
純
粋
な
る
理
論
家
で
あ
ろ
う
と
す
る
限
り
、
実
践
的
な
る
価
値
判
断

に
身
を
委
せ
て
は
な
ら
な
い
。
ひ
と
は
彼
か
ら
た
だ
知
的
な
説
明
を
要
求
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
事
実
の
確
立
、

諸
文
化
財
の
数
学
的
も
し
く
は
論
理
的
関
係
或
い
は
内
面
的
構
造
の
確
立
は
ひ
と
つ
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
、

文
化
の
価
値
ま
た
は
そ
れ
の
個
々
の
内
容
の
価
値
の
問
題
に
答
え
る
こ
と
、
或
い
は
文
化
社
会
ま
た
は
政
治
結
合

の
う
ち
に
於
て
ひ
と
が
如
何
に
行
動
す
べ
き
で
あ
る
か
に
つ
い
て
答
え
る
こ
と
は
、
他
の
こ
と
で
あ
る
。
両
者
は

全
然
性
質
を
異
に
す
る
事
柄
で
あ
る
。
学
者
は
如
何
な
る
意
味
で
も
予
言
者
で
あ
る
べ
き
で
な
い
。
彼
に
は
種
々

な
る
文
化
価
値
相
互
の
間
に
一
定
の
次
序
を
決
定
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
、
斯

く
の
如
く
理
論
を
実
践
ま
た
は
政
策
か
ら
全
く
切
り
離
し
て
考
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
単
に
ひ
と
つ
の
学
問
理
念

に
従
っ
て
の
み
必
然
的
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
テ
オ
リ
ア
を
プ
ラ
ク
シ
ス
か
ら
完
全
に
分
離
し
た
と
こ
ろ
の
、

実
践
を
も
究
極
は
観
想
的
な
る
も
の
へ
の
方
向
に
於
て
解
明
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
の
、
ギ
リ
シ
ア
的
な
る
学
問

理
念
に
と
っ
て
の
み
必
然
性
を
有
す
る
。
こ
の
学
問
理
念
は
観
想
的
で
あ
る
こ
と
を
特
質
と
す
る
。
し
か
る
に
既

に
自
然
科
学
に
於
て
さ
え
全
く
新
し
い
学
問
理
念
が
存
在
し
て
い
た
。
自
然
科
学
は
そ
の
成
立
と
発
展
の
歴
史
に

於
て
、
そ
の
理
論
が
技
術
と
手
を
つ
な
い
で
い
た
。
技
術
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
な
ど
の
云
う
よ
う
に
、
純
粋
に
理
論

的
観
想
的
な
る
学
問
の
あ
と
か
ら
の
随
伴
的
な
応
用
に
過
ぎ
ぬ
と
い
う
が
如
き
も
の
で
な
い
。
む
し
ろ
現
実
の
存
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在
の
一
定
の
領
域
に
向
け
ら
れ
た
支
配
及
び
制
御
の
意
志
は
根
源
的
に
原
理
的
に
学
問
的
思
惟
の
方
法
並
び
に
そ

の
目
的
を
規
定
す
る
こ
と
に
あ
ず
か
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
自
然
科
学
の
歴
史
が
我
々
に
教
え
る
ば
か
り
で

な
く
、
今
日
社
会
科
学
、
特
に
マ
ル
ク
ス
主
義
が
最
も
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
社
会
の
変
革
を
そ
れ
自
身
の
内
在

的
な
る
目
的
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
マ
ル
ク
ス
主
義
的
社
会
科
学
に
と
っ
て
は
理
論
と
実
践
と
は
決
し
て
分
離
す

る
こ
と
の
出
来
ぬ
二
つ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
マ
ル
ク
ス
主
義
は
な
に
よ
り
も
理
論
と
実
践
と
の
統
一
、
そ

の
弁
証
法
的
な
る
統
一
を
説
く
。

さ
て
現
代
哲
学
に
於
け
る
有
力
な
る
歴
史
理
論
の
観
想
的
性
格
を
暴
露
し
た
後
に
、
私
は
つ
い
で
な
が
ら
簡
単

に
こ
れ
も
ま
た
現
代
に
於
け
る
流
行
哲
学
に
属
す
る
と
こ
ろ
の
現
象
学
の
具
え
て
い
る
観
想
的
性
質
を
明
ら
か
に

し
て
お
こ
う
と
思
う
。
現
象
学
は
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
れ
ば
純
粋
意
識
の
学
で
あ
る
。
そ
こ
で
私
は
現
象
学
の
学

問
的
性
質
を
闡
明
す
る
に
あ
た
っ
て
、
謂
わ
ば
純
粋
意
識
の
歴
史
と
も
い
う
べ
き
も
の
の
一
齣
二
齣
を
叙
述
し
よ

う
。
意
識
の
存
在
は
本
来
の
存
在
と
し
て
は
言
う
ま
で
も
な
く
キ
リ
ス
ト
教
の
宗
教
的
体
験
に
於
て
初
め
て
発
見

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
内
面
性
を
最
も
重
ん
じ
、
内
面
的
生
活
に
最
高
の
価
値
を
お
く
宗
教
的
態
度
に
よ
っ
て
、
意

識
の
世
界
は
固
有
な
る
独
立
性
を
有
す
る
、
無
限
に
豊
富
な
る
内
容
の
世
界
と
し
て
見
出
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
こ
の
発
見
の
歴
史
に
於
け
る
最
も
重
要
な
る
思
想
家
で
あ
る
。
し
か
る
に
人
間
の
存
在
を
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も
っ
て
本
質
的
に
社
会
的
な
も
の
と
考
え
た
ギ
リ
シ
ア
の
思
想
世
界
に
あ
っ
て
は
ロ
ゴ
ス
即
ち
言
葉
が
意
識
の
位

置
を
占
め
て
い
た
。
語
ら
れ
ざ
る
ロ
ゴ
ス

0

0

0

0

0

0

0

0

の
概
念
は
キ
リ
ス
ト
教
に
於
て
発
展
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら

ず
、
既
に
ギ
リ
シ
ア
に
於
て
さ
え
、
純
粋
意
識
の
概
念
は
存
在
し
て
い
た
。
し
か
も
そ
れ
が
人
間
の
存
在
の
観
想

的
な
る
態
度
と
関
係
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
我
々
は
こ
の
こ
と
を
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学

を
生
ん
だ
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
が
絶
え
ず
研
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
刺
戟
を
受
け
て
い
た
と
こ
ろ
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

に
於
て
明
ら
か
に
し
よ
う
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
或
る
意
味
で
は
現
象
学
の
祖
で
あ
る
。
今
日
フ
ッ
サ
ー
ル
か
ら

出
た
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
如
き
人
が
特
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
研
究
を
重
要
視
す
る
の
も
当
然
で
あ
ろ
う
。
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
は
知
覚
さ
れ
る
も
の
に
三
つ
の
も
の
が
あ
る
と
云
っ
て
い
る
。
第
一
に
は
各
の
知
覚
に
固
有
な
る
も
の

（to; i[dion

）、
第
二
に
は
凡
て
の
知
覚
に
共
通
な
る
も
の
（to; koinovn

）、
第
三
に
は
附
帯
的
に
知
覚
さ
れ
る
も

の
（to; kata; sumbebhko;V aijsqhtovn

）。
固
有
な
る
も
の
と
は
、
視
覚
に
於
け
る
色
、
聴
覚
に
於
け
る
音
、
味

覚
に
於
け
る
味
の
如
き
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
し
て
注
意
す
べ
き
こ
と
に
は
、
そ
れ
ら
の
固
有
な
る
も
の
に
関

し
て
は
知
覚
は
決
し
て
誤
つ
と
い
う
こ
と
が
な
い
。
色
は
眼
に
よ
っ
て
見
得
る
の
み
で
あ
る
、
音
は
耳
に
よ
っ
て

聞
き
得
る
の
み
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
眼
は
色
そ
の
も
の
に
つ
い
て
、
耳
は
音
そ
の
も
の
に
つ
い
て
、
誤
ら
な
い
。

誤
が
起
り
得
る
の
は
、
色
あ
る
物
が
何
で
あ
る
か
ま
た
そ
れ
が
何
処
に
あ
る
か
に
つ
い
て
、
音
あ
る
物
が
何
で
あ
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る
か
ま
た
そ
れ
が
何
処
に
あ
る
か
に
つ
い
て
で
あ
る
。
共
通
な
る
も
の
と
は
運
動
、
静
止
、
数
、
形
、
大
い
さ
の

如
き
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
運
動
は
我
々
は
こ
れ
を
触
覚
に
よ
っ
て
知
覚
す
る
こ
と
も
出
来
れ
ば
、
ま
た
視
覚
に

よ
っ
て
知
覚
す
る
こ
と
も
出
来
る
。
そ
れ
は
或
る
感
覚
作
用
に
の
み
固
有
な
も
の
で
な
く
て
、
却
っ
て
凡
て
の
も

の
に
共
通
な
る
も
の
で
あ
る
。
附
帯
的
な
る
も
の
と
云
わ
れ
る
の
は
、
例
え
ば
デ
ィ
ア
ロ
ス
の
息
子
が
白
い
着
物

を
着
て
い
る
の
を
見
る
場
合
の
如
き
で
あ
る
。
こ
の
と
き
白
い
色
に
附
帯
し
て
ま
さ
に
デ
ィ
ア
ロ
ス
の
息
子
が
見

ら
れ
、
知
覚
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
こ
の
分
析
を
と
っ
て
考
え
て
み
よ
う
。
な
る
ほ
ど
我
々
は

純
粋
に
色
そ
の
も
の
を
見
、
音
そ
の
も
の
を
聞
く
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
し
そ
れ
は
我
々
の
純
粋
に
観
想
的
な
る

態
度
に
と
っ
て
初
め
て
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
我
々
が
通
常
経
験
す
る
と
こ
ろ
は
、
純
粋
な
る
色
そ
の

も
の
を
見
る
の
で
な
く
、
花
の
色
、
壁
の
色
を
見
る
こ
と
で
あ
り
、
純
粋
な
る
音
そ
の
も
の
を
聞
く
こ
と
で
な
く

し
て
、
時
計
の
音
、
靴
の
音
、
自
動
車
の
音
を
聞
く
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
謂
う
附
帯
的
な
る

も
の
の
知
覚
が
我
々
の
日
常
の
経
験
に
属
し
て
い
る
。
従
っ
て
屡
々
「
偶
然
」
と
い
う
語
を
も
っ
て
訳
さ
れ
て
い

る kata; sumbebhkovV 

な
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
術
語
は
何
等
偶
然
的
な
る
も
の
を
意
味
す
る
の
で
な
く
、
却

っ
て
通
常
ま
た
は
日
常
の
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
人
間
の
日
常
の
生
活
に
於
て
、
従
っ
て
ま
た
彼
の
実
践

的
生
活
に
関
係
し
て
は
、
観
想
の
立
場
か
ら
は
純
粋
な
ら
ぬ
も
の
、
即
ち
音
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
却
っ
て
時
計
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思
潮

の
音
、
人
の
足
音
と
い
う
が
如
き
も
の
の
知
覚
が
必
要
で
あ
り
、
ま
た
有
意
味
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
若
し
我
々

が
街
道
に
於
て
音
を
音
と
し
て
凡
て
聞
く
の
み
で
あ
っ
て
、
或
い
は
電
車
の
音
、
自
動
車
の
音
と
し
て
聞
く
こ
と

が
な
い
な
ら
ば
、
我
々
は
直
に
ひ
き
殺
さ
れ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
純
粋
な
る
知
覚
作
用
、
従

っ
て
純
粋
意
識
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
観
想
的
本
質
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
は
固
有
な
る
も
の
を
も
っ
て
優
越
な
る
意
味
に
於
て
知
覚
さ
れ
る
も
の
と
な
し
、
そ
の
も
の
に
対
し

て
各
の
知
覚
の
本
質
（oujsiva
）
が
本
性
上
属
す
る
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
彼
の
人
間
解
釈
の
傾
向
が
如

何
に
観
想
的
で
あ
る
か
を
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
人
間
の
存
在
の
存
在
性
な
る
精
神
の
発

展
の
段
階
を
次
の
四
つ
の
段
階
に
考
え
て
い
る
と
見
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
精
神
は
先
ず
知
覚
（ai[sqhsiV

）、

次
に
記
憶
（mnhvmh

）、
更
に
経
験
（ejmpeiriva
）
を
経
て
学
問
（ejpisthvmh

）
に
ま
で
発
展
す
る
。
し
か
も
学
問

の
う
ち
実
践
的
な
も
の
に
関
す
る
知
識
か
ら
区
別
さ
れ
て
事
物
の
永
遠
に
現
在
的
な
る
本
質
を
観
想
す
る
と
こ
ろ

の
知
識
、即
ち so φiva 

が
あ
る
。
そ
し
て
ソ
フ
ィ
ア
は
恰
も
人
間
の
発
展
の
テ
ロ
ス
で
あ
り
、ソ
フ
ィ
ア
の
能
力
、

即
ち
永
遠
な
る
本
質
を
直
観
す
る
と
こ
ろ
の
作
用
た
る
ヌ
ー
ス
は
人
間
の
存
在
の
仕
方
の
最
高
の
可
能
性
に
属
す

る
。
我
々
は
こ
こ
に
於
て
も
ま
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
ヘ
ー
ゲ
ル
と
の
間
の
類
似
に
気
付
か
ず
に
は
い
ら
れ
な
い

で
あ
ろ
う
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
精
神
の
現
象
学
に
於
て
は
精
神
は
や
は
り
感
性
知
覚
か
ら
し
て
発
展
し
て
種
々
な
る
段
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階
を
経
て
遂
に
は
理
性
の
絶
対
的
な
る
知
識
と
し
て
の
哲
学
、
即
ち
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ア
に
終
る
。
私
は
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
の
『
デ
・
ア
ニ
マ
』
を
も
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
精
神
の
現
象
学
』
に
比
較
さ
る
べ
き
も
の
だ
と
思
う
。
と

こ
ろ
で
人
間
の
存
在
の
発
展
は
純
粋
に
観
想
的
な
る
ソ
フ
ィ
ア
を
テ
ロ
ス
と
す
る
が
故
に
、
そ
れ
に
到
る
凡
て
の

段
階
は
ま
た
お
の
ず
か
ら
観
想
の
方
向
に
於
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
知
覚
の
解
釈
に
於
て
も
ま

た
そ
う
で
あ
る
。
然
る
に
知
覚
が
観
想
的
に
解
釈
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
解
釈
に
あ
た
っ
て
も
特
に
作
用

と
し
て
の
知
覚
は
問
題
と
さ
れ
ず
、
却
っ
て
こ
の
作
用
に
於
て
志
向
さ
れ
た
対
象
―
―
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
語
を

用
い
れ
ば
、 ta; ajntikeivmena 
―
―
、
従
っ
て
知
覚
さ
れ
た
も
の
が
中
心
的
な
も
の
と
な
る
。
そ
れ
故
に
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
は
視
覚
の
分
析
に
あ
っ
て
は
色
の
分
析
、
聴
覚
の
分
析
に
あ
っ
て
は
音
の
分
析
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の

こ
と
は
ま
た
或
る
意
味
で
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
に
つ
い
て
も
云
わ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
現
象
学

は
彼
に
あ
っ
て
は
存
在
論
へ
の
方
向
を
も
っ
て
い
る
、
即
ち Phänom

enologie 

は Eidetik 

【
形
相
学
】
へ
傾
く
、

こ
れ
彼
の
現
象
学
が
マ
イ
ノ
ン
グ
の
現
象
論
、
更
に
は
ボ
ル
ツ
ァ
ー
ノ
の
論
理
学
と
好
ん
で
結
び
つ
け
ら
れ
る
所

以
で
あ
る
。
或
い
は
彼
の
認
識
論
が
模
写
説
に
近
き
感
あ
ら
し
め
る
所
以
で
あ
る
。
凡
て
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
哲
学

の
観
想
的
本
質
に
究
極
は
も
と
づ
い
て
い
る
と
云
わ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
彼
の
思
想
は
哲
学
上
の
カ
ト
リ
チ
ス

ム
ス
【C
atholicism

us

】
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
次
の
こ
と
と
関
係
す
る
。
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思
潮

フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
の
他
の
ひ
と
り
の
先
蹤
者
は
デ
カ
ル
ト
で
あ
る
。
純
粋
意
識
の
歴
史
に
於
て
重
要
な
意

味
を
有
す
る
デ
カ
ル
ト
の cogito 

は
如
何
に
し
て
発
見
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。
彼
の『
方
法
論
』ま
た
は
彼
の『
省

察
』
を
読
む
何
人
に
と
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
、
デ
カ
ル
ト
の
哲
学
的
思
索
の
根
本
的
な
関
心
は
認
識
の

確
実
性
（certum
）
で
あ
っ
た
。
し
か
も
そ
れ
は
数
学
的
認
識
の
確
実
性
に
対
す
る
関
心
で
あ
っ
た
。
フ
ッ
サ
ー

ル
が
数
学
の
研
究
か
ら
哲
学
へ
来
た
の
と
同
じ
で
あ
る
。
数
学
的
な
る
認
識
は
歴
史
性
な
き
永
遠
の
妥
当
性
を
有

す
る
と
見
え
る
。
こ
の
確
実
性
ま
た
は
妥
当
性
に
対
す
る
根
源
的
な
る
関
心
そ
の
も
の
が
ま
さ
に
デ
カ
ル
ト
を
し

て
コ
ギ
ト
の
領
域
を
発
見
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。
凡
て
の
存
在
は
発
見
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
、
こ
の
発
見
に
導
い

た
も
の
は
、
デ
カ
ル
ト
に
於
け
る
確
実
性
に
対
す
る
関
心
そ
の
も
の
で
あ
る
。
確
実
な
る
認
識
と
は
こ
の
場
合
認0

識
さ
れ
た

0

0

0

0

認
識
も
し
く
は
基
礎
づ
け
ら
れ
た
認
識
の
謂
で
あ
る
。
認
識
さ
れ
た
認
識
に
対
す
る
関
心
（die Sorge 

um
 die erkannte Erkenntnis

）
は
そ
の
方
法
と
し
て
デ
カ
ル
ト
に
於
て
懐
疑
（dubito

）
を
見
出
さ
し
め
た
。
デ

カ
ル
ト
の
方
法
的
懐
疑
は
方
法
と
し
て
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
還
元
」
と
同
一
の
意
味
を
有
す
る
。
こ
の
方
法
に
よ
っ

て
初
め
て
コ
ギ
ト
の
領
域
は
発
見
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
は
現
実
を
恰
も
そ
の
現
実
性
か
ら
、
事
実
を
ま

さ
に
そ
の
事
実
性
か
ら
浄
め
る
と
こ
ろ
の
方
法
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
フ
ッ
サ
ー
ル
に
あ
っ
て
も
、
妥
当
性

に
対
す
る
関
心
は
存
在
を
凡
て
理
念
的
存
在
へ
還
元
す
る
の
傾
向
を
と
っ
て
い
る
。
彼
に
あ
っ
て
固
よ
り
意
識
の
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「
作
用
」
は
無
視
さ
れ
て
は
い
な
い
け
れ
ど
も
、
理
念
的
な
る
、
従
っ
て
永
遠
な
る
存
在
に
向
う
関
心
は
意
識
の

作
用
を
凡
て
志
向
的
作
用
と
し
て
解
釈
す
る
に
到
ら
し
め
る
。
作
用
の
志
向
性
は
そ
れ
が
理
念
的
な
る
本
質
に
向

う
と
こ
ろ
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
認
識
の
妥
当
性
の
た
め
に
ど
こ
ま
で
も
理
念
的
な
る
本
質
を
維

持
し
よ
う
と
し
て
、
彼
は
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
根
本
的
な
考
え
に
属
し
て
い
た
と
こ
ろ
の
、
凡
て
の
作
用
は
表
象
に

よ
っ
て
も
と
づ
け
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
思
想
を
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
か
ら
受
け
継
ぐ
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
超
歴

史
的
な
永
遠
の
本
質
の
場
所
と
し
て
純
粋
意
識
は
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
恰
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
謂
う
「
エ

イ
ド
ス
の
場
所
」（tovpoV eijdw

:n

）
と
し
て
の
精
神
（y

uchv

）
で
あ
る
。
若
し
こ
の
よ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
単
な

る
認
識
の
確
実
性
で
は
な
く
、
却
っ
て
人
間
の
全
体
の
存
在
の
不
安
に
安
定
を
与
え
る
確
実
性
に
対
し
て
根
源
的

な
る
関
心
を
も
っ
て
い
た
パ
ス
カ
ル
の
如
き
が
、
デ
カ
ル
ト
の
確
実
を
も
っ
て
却
っ
て
不
確
実
と
な
し
た
の
も
当

然
で
あ
ろ
う
。
ま
た
最
近
に
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
そ
の
現
象
学
を
展
開
す
る
に
あ
た
っ
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
で
は
意

識
の
最
も
本
質
的
な
規
定
と
見
做
さ
れ
た
志
向
性
の
概
念
を
断
然
排
斥
し
た
の
も
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
で
あ

ろ
う
。
蓋
し
彼
に
あ
っ
て
は
も
は
や
基
礎
づ
け
ら
れ
た
認
識
が
中
心
問
題
と
な
ら
な
い
、
数
学
、
論
理
学
な
ど
の

種
類
の
知
識
が
中
心
問
題
で
は
な
い
。
彼
は
現
実
を
そ
の
現
実
性
に
於
て
、
事
実
を
そ
の
事
実
性
に
於
て
解
明
し

よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
彼
の
展
開
す
る
の
は
純
粋
意
識
の
現
象
学
で
は
な
く
し
て
、具
体
的
な
る
人
間
の
存
在
、
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現
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思
潮

即
ち
彼
の
い
わ
ゆ
る D

asein 

の
現
象
学
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
ま
た
そ
こ
で
は
超
越
的
な
る
も
の
へ
の
関

係
は
排
棄
さ
れ
て
、
純
粋
に
内
在
的
な
る
解
釈
の
方
向
が
と
ら
れ
る
。
そ
し
て
ダ
ー
ザ
イ
ン
の
最
も
本
質
的
な
る

規
定
と
し
て
ま
さ
に
時
間
性
、
従
っ
て
歴
史
性
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
歴
史
的
な
る
規
定
を
根
源
的
に
有
す

る
も
の
と
し
て
の
人
間
の
存
在
あ
る
い
は
生
の
内
在
的
な
る
解
釈
で
あ
る
点
に
於
て
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
現
象
学

は
デ
ィ
ル
タ
イ
の
生
の
哲
学
、
進
ん
で
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
精
神
の
現
象
学
に
つ
ら
な
る
の
で
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
が

自
己
の
仕
事
を
歴
史
的
理
性
の
批
判
と
名
づ
け
て
、
な
お
カ
ン
ト
的
な
る
批
判
の
意
義
、
即
ち
認
識
の
基
礎
付
け

を
目
標
と
し
た
の
に
反
し
て
、
そ
し
て
か
く
し
て
彼
が
殊
に
晩
年
に
於
て
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
へ
の
接
近
を

さ
え
示
し
た
の
に
反
し
て
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
デ
ィ
ル
タ
イ
に
於
け
る
カ
ン
ト
主
義
を
克
服
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

一
層
ヘ
ー
ゲ
ル
に
接
近
し
て
る
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
し
て
ま
た
彼
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
け
る
ヘ
レ

ニ
ス
ム
ス
を
克
服
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ニ
ー
チ
ェ
や
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
接
近
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
ハ

イ
デ
ッ
ガ
ー
の
仕
事
は
ニ
ー
チ
ェ
や
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
天
才
的
に
、
断
片
的
に
し
た
こ
と
を
学
問
的
に
、
体
系

的
に
す
る
も
の
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

さ
て
我
々
は
一
般
に
現
代
の
哲
学
が
如
何
に
観
想
的
性
質
の
も
の
で
あ
る
か
を
見
た
。
そ
し
て
そ
れ
と
同
時
に

若
く
は
そ
れ
と
附
帯
し
て
、
歴
史
が
問
題
と
な
る
と
こ
ろ
で
は
、
到
る
処
ヘ
ー
ゲ
ル
へ
の
関
係
が
あ
る
こ
と
を
知
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っ
た
。
歴
史
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
限
り
今
日
も
な
お
ヘ
ー
ゲ
ル
は
我
々
の
師
で
あ
る
。
我
々
に
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
制

限
を
除
く
こ
と
だ
け
が
問
題
で
あ
る
よ
う
に
さ
え
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
我
々
は
か
く
の
如
き
制
限
の
最
も
重
要
な

る
も
の
の
ひ
と
つ
が
現
代
の
哲
学
の
共
通
の
特
徴
で
あ
る
と
見
え
る
観
想
的
性
格
に
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
観
想

的
な
る
思
想
は
今
や
急
激
に
変
化
し
つ
つ
あ
る
現
代
に
対
し
て
地
盤
を
失
い
つ
つ
あ
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
そ

れ
は
ま
さ
に
擡
頭
し
、
進
出
し
つ
つ
あ
る
、
革
命
的
な
る
、
実
践
的
な
る
階
級
に
と
っ
て
必
然
的
な
る
聯
関
な
き

思
想
で
あ
る
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
進
出
の
運
動
の
過
程
そ
の
も
の
に
あ
っ
て
は
従
来
の
観
想
的
な
る
世
界
観

は
機
能
を
有
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
発
展
と
共
に
社
会
に
於
け
る
階
級
の
対
立
は
激
成

さ
れ
、
矛
盾
は
愈
々
尖
鋭
化
す
る
。
社
会
は
二
元
的
な
る
構
成
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
る
に
か
く
の
如
く

矛
盾
と
対
立
の
顕
な
る
時
代
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
学
が
説
い
て
い
る
よ
う
に
、
特
に
過
程
的
な
る
、
過
渡
的
な

る
時
代
で
あ
る
。
し
か
る
に
歴
史
的
意
識
と
は
ま
さ
に
過
程
ま
た
は
過
渡
の
意
識
で
あ
る
。
か
く
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は

特
に
現
代
に
於
て
生
き
る
地
盤
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
と
共
に
彼
の
制
限
は
い
つ
で
も
制
限
と
し
て
排
斥

さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
歴
史
的
運
動
の
理
論
と
し
て
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
は
現
代
の
理
論
た
る
べ
き
性
質
を
も
っ

て
い
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
彼
の
弁
証
法
に
於
け
る
制
限
は
制
限
と
し
て
承
認
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
即

ち
弁
証
法
は
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
言
葉
を
用
い
れ
ば
、
そ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
形
態
に
於
け
る
保
守
的
性
質
を
脱
し
て
、
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現
代
思
潮

革
命
的
性
質
の
も
の
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
蓋
し
弁
証
法
は
矛
盾
の
綜
合
の
論
理
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
現

代
の
如
き
矛
盾
の
時
代
、
過
渡
的
な
る
時
代
に
あ
っ
て
は
、
弁
証
法
に
於
け
る
二
つ
の
方
面
ま
た
は
契
機
の
う
ち

特
に
矛
盾
に
そ
の
重
心
が
落
ち
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
あ
っ
て
は
弁
証
法
に
於
て
特
に
重
ん
ぜ

ら
れ
る
の
は
そ
の
綜
合
の
方
面
で
あ
る
。
綜
合
に
重
心
を
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
的
哲
学
は
お

の
ず
か
ら
一
元
的
傾
向
を
帯
び
て
来
る
。
そ
れ
は
彼
の
哲
学
の
観
想
的
な
る
、汎
神
論
的
な
る
性
質
と
一
致
す
る
。

汎
神
論
が
一
元
論
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
明
ら
か
で
あ
る
。
観
想
は
ま
た
も
と
よ
り
一
元
に
於
て
そ
の

完
成
を
見
出
す
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
に
於
け
る
こ
の
よ
う
な
特
質
は
、
根
本
的
に
、
既
に
他
の
機
会
に
述
べ
て
お

い
た
よ
う
に
、
彼
が
彼
の
時
代
を
も
っ
て
完
結
し
、
終
結
し
た
も
の
と
見
做
し
た
の
に
由
来
す
る
。
こ
れ
ヘ
ー

ゲ
ル
主
義
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
説
い
た
ま
ま
の
形
で
は
、
現
代
に
於
て
現
実
的
な
意
味
を
有
し
得
ぬ
ひ
と
つ
の
理
由

で
あ
る
。
現
代
は
あ
た
か
も
二
元
的
な
る
構
成
、
従
っ
て
過
渡
的
な
る
性
質
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
時
代

に
あ
っ
て
現
実
性
を
有
す
る
思
想
は
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ま
た
そ
れ
自
身
二
元
論
的
性
格
を
具
え
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
人
間
思
想
の
歴
史
に
於
て
二
元
論
と
一
元
論
と
の
明
確
な
対
立
は
プ
ラ
ト
ン
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
の
対
立

と
し
て
初
め
て
現
れ
た
。
し
か
る
に
後
の
歴
史
に
於
て
、
新
し
い
時
代
の
開
始
に
あ
た
っ
て
は
つ
ね
に
プ
ラ
ト
ン

主
義
が
、
そ
し
て
時
代
の
完
成
期
に
あ
っ
て
は
つ
ね
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
が
栄
え
る
の
を
つ
ね
と
し
て
い
る
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よ
う
に
見
え
る
。
例
え
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
に
於
て
は
、
初
代
の
キ
リ
ス
ト
教
は
プ
ラ
ト
ン
主
義
的
傾
向
を

も
っ
て
い
た
に
反
し
て
、
中
世
の
完
成
期
に
あ
っ
て
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
が
支
配
的
な
勢
力
で
あ
っ
た
。
中

世
か
ら
ル
ネ
サ
ン
ス
の
新
し
い
時
代
へ
の
過
渡
期
に
あ
っ
て
勢
い
を
得
た
の
は
プ
ラ
ト
ン
主
義
で
あ
る
。
近
く
は

ド
イ
ツ
観
念
論
の
発
展
を
み
て
も
、
そ
れ
が
初
め
て
カ
ン
ト
に
於
て
現
れ
た
と
き
に
は
プ
ラ
ト
ン
主
義
と
結
び
つ

き
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
て
完
成
し
た
と
き
に
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
に
接
近
し
た
。
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
シ
ュ
レ
ー

ゲ
ル
は
、
ひ
と
は
そ
の
本
性
上
プ
ラ
ト
ン
主
義
者
で
あ
る
か
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
者
で
あ
る
か
で
あ
り
、
こ

れ
ら
の
思
想
家
は
人
間
を
二
つ
に
分
類
す
る
、
と
云
っ
た
。
単
に
個
人
に
つ
い
て
ば
か
り
で
な
く
、
同
じ
こ
と
は

時
代
に
つ
い
て
も
語
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
歴
史
上
の
時
代
は
凡
て
プ
ラ
ト
ン
的
で
あ
る
か
、
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
的
で
あ
る
か
で
あ
る
。
そ
し
て
プ
ラ
ト
ン
は
特
に
過
渡
的
な
る
時
期
を
代
表
し
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

は
特
に
完
成
の
時
期
を
代
表
す
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
と
マ
ル
ク
ス
主
義
と
の
対
立
は
ま
た
或
る
意
味
で
は
こ
れ
ら

二
人
の
ギ
リ
シ
ア
の
思
想
家
の
対
立
に
比
較
す
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
も
と
よ
り
マ
ル
ク
ス
は
プ
ラ
ト
ン

主
義
と
同
じ
意
味
で
の
二
元
論
者
で
な
い
。
苟
も
歴
史
が
問
題
と
な
る
限
り
、
既
に
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
、
内
在

論
的
な
る
立
場
は
守
ら
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
従
っ
て
何
等
か
の
仕
方
で
一
元
論
的
傾
向
が
維
持
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

純
粋
な
プ
ラ
ト
ン
主
義
に
よ
っ
て
は
歴
史
は
基
礎
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
ぬ
。
か
く
て
内
在
論
の
範
囲
内
に
於
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現
代
思
潮

け
る
二
元
論
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
る
に
か
か
る
要
求
を
満
す
も
の
は
ま
さ
に
弁
証
法
的
思
想
、
し

か
も
弁
証
法
の
構
造
に
於
て
矛
盾
と
対
立
と
に
重
心
を
お
く
思
想
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
マ
ル
ク
ス
主
義
は
こ
の
よ

う
な
性
質
を
有
す
る
。
こ
の
よ
う
な
性
質
を
有
す
る
も
の
と
し
て
、
そ
れ
は
現
代
の
二
元
的
な
る
、
過
渡
的
な
る

構
成
の
現
実
的
な
る
表
現
で
あ
る
こ
と
が
出
来
る
。
二
元
的
歴
史
的
世
界
観
こ
そ
ま
さ
に
現
代
思
潮
の
特
徴
を
な

す
と
云
わ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
世
界
観
は
実
践
的
な
る
、
革
命
的
な
る
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
ー
ト
に
対
し
て
現
実
的
な
る
意
義
を
有
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
な
ぜ
な
ら
実
践
は
本
質
的
に
二
元
的
構
造

を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
い
ま
こ
の
よ
う
に
現
代
思
潮
の
特
色
を
二
元
的
歴
史
的
世
界
観
に
於
て
見
出
す
と

き
、
等
し
く
生
の
哲
学
者
で
あ
り
な
が
ら
、
ヘ
ー
ゲ
ル
的
で
と
ど
ま
っ
た
デ
ィ
ル
タ
イ
よ
り
も
却
っ
て
ニ
ー
チ
ェ

な
ど
の
方
が
現
代
的
で
あ
る
こ
と
が
分
る
。
ニ
ー
チ
ェ
の
思
想
は
フ
ラ
ン
ス
の
サ
ン
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
の
理
論
家
ソ

レ
ル
に
於
て
多
く
の
類
似
を
も
っ
て
現
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。ソ
レ
ル
の
思
想
の
特
色
も
ま
た
距
離
の
思
想
、

Entw
eder-oder  

【
二
者
択
一
】
の
思
想
に
あ
る
。
こ
の
思
想
は
全
く
異
な
っ
た
方
向
に
立
っ
て
は
い
る
が
、
デ
ン
マ

ー
ク
の
哲
人
ゼ
エ
レ
ン
・
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
思
想
に
も
属
し
て
い
る
。
ニ
ー
チ
ェ
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
、
ソ
レ

ル
な
ど
、
各
そ
の
間
に
相
違
は
あ
り
は
す
る
が
、
我
々
は
彼
等
を
凡
て
、
神
と
人
間
の
距
離
を
説
き
、
か
の
有
名

な
賭
を
説
い
た
パ
ス
カ
ル
の
徒
、
パ
ス
カ
リ
ザ
ン
と
呼
ん
で
も
差
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
こ
の
同
じ
傾
向
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を
ま
た
近
年
ス
イ
ス
、
一
部
分
は
ド
イ
ツ
に
於
て
盛
ん
に
な
り
つ
つ
あ
る
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ス
ム
ス
の
運
動
に
於
て
も

認
め
る
こ
と
が
出
来
る
。カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
は
こ
の
運
動
の
最
も
有
力
な
代
表
者
の
ひ
と
り
で
あ
る
。こ
の
運
動
は
、

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ス
ム
ス
が
そ
の
発
展
に
つ
れ
て
次
第
に
汎
神
論
的
乃
至
は
神
秘
主
義
的
傾
向
を
帯
び
、
従
っ

て
人
間
と
神
と
の
接
近
ま
た
は
合
一
の
方
面
を
高
調
す
る
こ
と
に
な
っ
た
傾
向
に
対
し
て
、
神
と
人
間
と
の
絶
対

的
な
る
距
離
を
説
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
同
じ
思
想
は
我
々
は
こ
れ
を
ま
た
ド

ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
な
ど
の
文
芸
作
品
に
於
て
認
め
る
こ
と
も
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
の
如
く
二
元
主
義
的
思
想

は
孤
立
し
た
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
現
代
思
潮
の
重
要
な
特
質
を
形
造
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
こ
で
我
々

は
更
に
進
ん
で
こ
れ
ら
の
思
想
に
対
す
る
マ
ル
ク
ス
主
義
の
特
徴
を
見
究
め
ね
ば
な
ら
ぬ
と
思
う
。

六

ひ
と
の
注
意
を
惹
く
に
足
る
と
こ
ろ
の
現
代
思
潮
に
於
け
る
二
元
性
の
特
徴
を
有
す
る
見
方
の
う
ち
、
マ
ル
ク

ス
主
義
の
第
一
の
特
質
は
存
在
の
歴
史
性
の
把
握
に
あ
る
。
我
々
は
既
に
こ
れ
ま
で
の
叙
述
か
ら
歴
史
性
と
い
う

概
念
が
精
密
に
は
二
つ
の
契
機
を
含
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
知
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
ひ
と
つ
の
も
の
は
、
現

存
の
事
物
が
凡
て
過
去
か
ら
の
由
来
を
も
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
在
る
も
の
」
は
悉
く
「
成
っ
て
在
る
も
の
」



三
〇
三

現
代
思
潮

で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
普
通
に
謂
う
歴
史
的
意
識
で
あ
る
。
例
え
ば
、
こ
こ
に
直
接
に
与
え
ら
れ
た
も
の
と
し

て
ま
の
あ
た
り
私
に
映
ず
る
こ
の
机
も
、
真
実
を
云
え
ば
、
何
等
直
接
の
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
永
遠
の
昔
か
ら

在
る
も
の
で
も
な
く
、
却
っ
て
一
定
の
時
に
於
て
大
工
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
、
商
業
に
よ
っ
て
売
買
さ
れ
て
初
め

て
直
接
に
私
の
眼
に
這
入
る
に
到
っ
た
も
の
で
あ
る
。
私
の
話
す
こ
の
言
葉
も
固
よ
り
過
去
か
ら
伝
え
ら
れ
た
も

の
だ
。
我
々
の
住
む
世
界
、
我
々
が
そ
の
中
で
活
動
す
る
社
会
は
人
間
の
歴
史
的
活
動
の
生
産
物
と
し
て
こ
こ
に

在
る
の
で
あ
る
。
我
々
自
身
も
ま
た
既
に
或
る
履
歴
を
具
え
た
存
在
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
直
接
的
な
る
も
の
と

見
ゆ
る
一
切
の
存
在
は
、
凡
て
過
程
を
経
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
り
、
種
々
な
る
媒
介
の
「
結
果
」
で
あ
る
。
否
、

ヘ
ー
ゲ
ル
が
洞
察
し
た
よ
う
に
、
存
在
は
、
そ
れ
が
一
層
多
く
の
過
程
を
履ふ

ん
で
来
た
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、

そ
れ
が
一
層
複
雑
な
媒
介
を
経
て
来
た
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
却
っ
て
愈
々
直
接
的
な
も
の
と
し
て
我
々
に

与
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
歴
史
的
意
識
と
は
斯
く
の
如
き
直
接
的
な
る
も
の
を
そ
れ
の
過
去
か
ら
の
由
来
に
於
て

把
捉
す
る
意
識
で
あ
る
。こ
の
意
味
の
歴
史
的
意
識
は
何
よ
り
も
ド
イ
ツ
歴
史
学
派
の
活
動
に
よ
っ
て
哺
育
さ
れ
、

発
展
さ
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、デ
ィ
ル
タ
イ
は
現
代
哲
学
に
於
け
る
そ
れ
の
最
も
正
統
な
る
後
継
者
で
あ
る
。

リ
ッ
カ
ー
ト
は
こ
の
学
派
か
ら
た
だ
歴
史
の
考
察
に
於
け
る
個
性
の
概
念
を
承
け
継
い
だ
の
み
で
あ
っ
て
、
生
成

の
概
念
、
過
程
の
概
念
を
重
要
視
せ
ず
、
従
っ
て
こ
の
学
派
の
根
本
精
神
を
逸
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
評
せ
ら
れ
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る
こ
と
が
出
来
る
。
リ
ッ
カ
ー
ト
の
歴
史
哲
学
に
於
て
は
、
歴
史
的
意
識
の
最
も
大
切
な
も
の
に
属
す
る
発
展
の

概
念
が
む
し
ろ
背
後
に
推
し
退
け
ら
れ
て
い
る
。
然
し
な
が
ら
、
在
る
も
の
を
成
っ
て
在
る
も
の
と
し
て
理
解
す

る
と
い
う
こ
と
は
、
歴
史
的
意
識
の
半
面
、
も
と
よ
り
こ
の
も
の
も
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
、
重
要
な
も
の
で
は
あ
る

が
、
単
な
る
半
面
に
過
ぎ
な
い
。
十
分
な
る
歴
史
的
意
識
に
は
更
に
他
の
ひ
と
つ
の
契
機
が
含
ま
れ
て
い
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
前
の
契
機
を
特
に
「
生
の
歴
史
性
」
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、存
在
の
歴
史
性
に
は
な
お
「
歴
史
の
生
命
性
」

と
も
名
づ
け
ら
れ
る
べ
き
他
の
契
機
が
属
す
べ
き
で
あ
る
。
在
る
も
の
は
単
に
成
っ
て
在
る
も
の
と
し
て
ば
か
り

で
な
く
、
却
っ
て
同
時
に
「
成
り
つ
つ
在
る
も
の
」
と
し
て
把
握
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
現
存
の
事
物
は
ひ
と
り
過

去
か
ら
の
過
程
の
結
果
で
あ
る
の
み
で
な
く
、
ま
た
未
来
へ
向
っ
て
の
過
程
の
ま
さ
に
出
発
点
で
あ
る
。
こ
の
後

の
意
識
を
私
は
特
に
歴
史
の
生
命
性
の
意
識
と
名
付
け
る
。
蓋
し
生
命
と
は
い
つ
で
も
過
程
的
な
る
も
の
、
運
動

的
な
る
も
の
の
謂
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
現
存
の
事
物
は
過
去
の
結
果
と
し
て
も
は
や
完
結
し
、
完
了
し
終
っ
た

も
の
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
我
々
の
未
来
に
向
う
活
動
の
足
場
た
る
に
過
ぎ
ぬ
。
従
っ
て
そ
れ
は

完
成
さ
れ
た
、
永
遠
の
も
の
と
し
て
保
存
さ
る
べ
き
で
は
な
く
し
て
、
却
っ
て
我
々
の
将
来
の
発
展
を
可
能
な
ら

し
め
る
た
め
に
克
服
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
歴
史
的
意
識
と
は
保
存
の
意
識
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
同
時
に

克
服
の
意
識
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
こ
に
十
分
な
歴
史
的
意
識
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
歴
史
の
生
命
性
と
い
う
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こ
と
が
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
っ
て
鮮
か
に
把
握
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
前
に
述
べ
て
お
い
た
。
然
し
な
が
ら
、
彼
は

現
在
を
未
来
へ
の
過
渡
と
し
て
高
調
す
る
こ
と
に
あ
ま
り
に
急
に
し
て
、
歴
史
的
意
識
の
か
の
契
機
、
即
ち
生
の

歴
史
性
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
深
く
意
を
用
い
な
か
っ
た
。デ
ィ
ル
タ
イ
と
ニ
ー
チ
ェ
と
は
各
の
半
分
を
表
す
。

両
者
は
綜
合
さ
れ
、
統
一
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
言
葉
を
換
え
れ
ば
、
在
る
も
の
は
成
っ
て
在
る
も
の
と
し
て
同
時

に
成
り
つ
つ
在
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
矛
盾
の
統
一
的
把
握
を
歴
史
は
恰
も
要

求
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
若
し
我
々
の
よ
う
に
歴
史
的
意
識
を
右
の
よ
う
に
規
定
す
る
な
ら
ば
、
我
々
は

本
来
歴
史
と
呼
ば
る
べ
き
も
の
が
、
普
通
に
考
え
ら
れ
て
い
る
如
く
、
単
な
る
過
去
の
も
の
、
も
は
や
過
ぎ
去
っ

て
し
ま
っ
た
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
む
し
ろ
ま
さ
に
「
現
代
」
こ
そ
本
来
の
歴
史
で
あ
る
こ
と
を
知
り
得
る
で
あ

ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
斯
う
で
あ
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
云
っ
た
よ
う
に
、現
在
は
過
去
を
含
む
と
共
に
未
来
を
孕
む
。

現
在
は
過
去
か
ら
の
過
程
の
到
達
点
で
あ
る
と
同
時
に
未
来
へ
の
過
程
の
出
立
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
最
も
過
程
的

な
も
の
で
あ
る
。
過
去
か
ら
由
っ
て
来
る
、
そ
し
て
未
来
へ
向
っ
て
行
く
、
と
こ
ろ
の
過
程
的
な
る
も
の
は
、
恰

も
現
在
の
う
ち
に
集
中
さ
れ
、
そ
こ
に
於
て
集
約
さ
れ
て
い
る
。
し
か
る
に
歴
史
と
い
う
こ
と
は
つ
ね
に
過
程
と

い
う
こ
と
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
最
も
過
程
的
な
る
も
の
と
し
て
、
現
在
こ
そ
は
、
最
も
歴
史
的
な
る
も
の
と
云

わ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
マ
ル
ク
ス
主
義
に
於
け
る
歴
史
的
意
識
は
こ
の
こ
と
と
関
係
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
現
代
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の
研
究
が
歴
史
的

0

0

0

研
究
の
主
な
る
意
味
を
な
し
て
い
る
。
現
代
社
会
の
由
来
、
成
立
、
そ
の
発
展
と
成
熟
、
そ
し

て
そ
れ
の
崩
壊
と
未
来
の
新
し
き
社
会
に
よ
る
代
位
、
こ
れ
ら
の
過
程
の
必
然
性
の
理
解
が
マ
ル
ク
ス
主
義
科
学

の
中
心
の
題
目
で
あ
る
。
現
代
そ
の
も
の
を
、
永
遠
な
る
も
の
と
し
て
で
な
く
、
却
っ
て
こ
の
も
の
を
歴
史
と
し

て
把
握
す
る
と
こ
ろ
に
、
こ
の
科
学
の
第
一
の
特
徴
は
横
た
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

然
し
な
が
ら
第
二
に
、
既
に
初
め
に
述
べ
た
如
く
、
現
代
を
過
程
と
し
て
把
握
し
得
る
も
の
は
、
人
間
の
態
度

の
う
ち
特
に
未
来
に
向
う
と
こ
ろ
の
実
践
で
あ
る
。
実
践
に
重
心
を
お
く
と
い
う
こ
と
は
マ
ル
ク
ス
主
義
の
根
本

で
あ
る
。
屡
々
引
用
さ
れ
る
マ
ル
ク
ス
の
言
葉
は
我
々
に
語
る
、「
哲
学
者
は
世
界
を
種
々
に
解
釈
し
た
だ
け
だ
、

世
界
を
変
革
す
る
こ
と
が
問
題
な
の
だ
。」
斯
く
の
如
く
実
践
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
存
在
の
歴
史
性
を
極

め
て
尊
重
し
な
が
ら
も
マ
ル
ク
ス
主
義
は
所
謂
歴
史
主
義
の
弊
に
陥
る
こ
と
か
ら
完
全
に
免
れ
る
こ
と
が
出
来
る

の
で
あ
る
。
歴
史
主
義
の
弱
点
と
欠
陥
と
の
由
来
す
る
と
こ
ろ
は
、
そ
れ
は
存
在
の
歴
史
性
を
も
っ
て
た
だ
生
の

歴
史
性
の
意
味
に
の
み
解
し
、そ
れ
の
他
の
契
機
た
る
歴
史
の
生
命
性
の
意
味
を
捉
え
る
こ
と
が
出
来
ぬ
に
あ
る
。

し
か
る
に
こ
の
よ
う
な
認
識
の
欠
如
の
由
来
す
る
と
こ
ろ
は
、そ
こ
に
実
践
的
態
度
の
存
在
し
な
い
こ
と
に
あ
る
。

事
物
の
歴
史
的
必
然
性
を
単
に
認
識
す
る
の
み
が
問
題
な
の
で
は
な
い
。
必
然
性
の
認
識
は
そ
れ
が
た
だ
認
識
に

の
み
と
ど
ま
る
な
ら
ば
、
却
っ
て
現
存
の
事
物
を
肯
定
、
承
認
し
、
弁
護
す
る
こ
と
と
な
る
。
従
っ
て
こ
の
も
の
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を
そ
れ
の
暫
時
的
な
方
面
か
ら
、
そ
れ
の
没
落
の
契
機
か
ら
把
握
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
認
識
と
実
践
と
の
結

合
に
よ
っ
て
の
み
、
現
代
は
過
渡
的
な
る
も
の
と
し
て
現
れ
得
る
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
の
重
要
な
る
思
想

の
ひ
と
つ
は
理
論
と
実
践
と
の
弁
証
法
的
統
一
に
あ
る
。
と
こ
ろ
で
理
論
と
実
践
と
の
弁
証
法
的
統
一
の
あ
る
と

こ
ろ
で
は
、
研
究
と
分
析
と
の
対
象
は
つ
ね
に
現
在
の
現
実
の
段
階
で
あ
る
の
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
マ
ル
ク
ス

主
義
が
特
に
現
代
の
歴
史
の
闡
明
を
問
題
と
す
る
の
は
、
そ
れ
が
実
践
的
な
理
論
で
あ
る
こ
と
に
も
と
づ
く
の
で

あ
る
。

か
く
て
第
三
に
、
マ
ル
ク
ス
主
義
は
弁
証
法
的
な
構
成
を
も
っ
て
い
る
。
我
々
は
既
に
歴
史
の
概
念
が
超
越
的

な
る
も
の
の
概
念
に
よ
っ
て
は
基
礎
づ
け
ら
れ
る
こ
と
の
出
来
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
だ
か
ら

と
い
っ
て
現
代
を
表
現
す
べ
き
理
論
は
純
粋
な
内
在
論
の
立
場
に
と
ど
ま
り
得
な
い
。
ひ
と
は
現
代
に
於
て
は
到

る
処
矛
盾
と
対
立
と
を
見
る
。
そ
れ
ら
の
も
の
は
現
実
に
は
階
級
闘
争
と
い
う
形
態
を
も
っ
て
最
も
包
括
的
に
、

具
体
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
と
の
二
大
陣
営
の
間
の
対
立
と
矛
盾
と

は
ま
の
あ
た
り
、
日
々
に
激
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
現
実
を
反
映
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
ま
た
必
然
的
に

二
元
主
義
的
構
成
を
自
己
の
う
ち
に
含
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
も
と
よ
り
か
か
る
二
元
論
は
プ
ラ
ト
ン
主
義

的
な
、
超
越
的
な
二
元
論
で
あ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
な
ぜ
な
ら
か
く
て
は
歴
史
的
意
識
そ
の
も
の
が
全
く
犠
牲
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に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
対
立
的
な
構
造
を
有
す
る
歴
史
的
時
代
の
歴
史
的
意
識
に
よ
っ
て
貫
か
れ

た
理
論
は
、
内
在
的
な
る
も
の
の
う
ち
に
二
元
的
な
る
も
の
を
包
む
理
論
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
こ
の
よ

う
な
理
論
は
実
に
弁
証
法
的
な
理
論
で
あ
る
の
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。蓋
し
弁
証
法
に
あ
っ
て
は
矛
盾
す
る
も
の
、

否
定
的
な
る
も
の
の
積
極
的
な
意
味
が
な
に
よ
り
も
承
認
さ
れ
て
い
る
、
し
か
も
そ
こ
で
は
対
立
的
な
る
も
の
は

一
が
他
の
全
く
外
部
に
あ
る
と
い
う
が
如
き
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
両
者
の
矛
盾
は
必
然
的
に
止
揚
さ
る
べ

き
も
の
、
綜
合
さ
る
べ
き
も
の
、
従
っ
て
こ
の
場
合
矛
盾
は
謂
わ
ば
内
面
的
で
あ
る
。
か
く
て
マ
ル
ク
ス
主
義
は

現
代
歴
史
の
現
実
的
な
る
理
論
と
し
て
一
箇
の
弁
証
法
的
理
論
で
あ
る
。
我
々
は
こ
の
弁
証
法
の
特
性
を
簡
単
に

研
究
し
よ
う
。

近
代
の
歴
史
に
於
け
る
弁
証
法
の
発
展
に
つ
い
て
我
々
は
恐
ら
く
三
つ
の
段
階
を
区
別
す
る
こ
と
が
出
来
る
で

あ
ろ
う
。
そ
の
第
一
の
も
の
は
、
カ
ン
ト
＝
フ
ィ
ヒ
テ
的
弁
証
法
で
あ
り
、
第
二
の
も
の
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
＝
ヘ

ー
ゲ
ル
的
弁
証
法
で
あ
り
、
第
三
の
も
の
は
、
マ
ル
ク
ス
＝
レ
ー
ニ
ン
的
弁
証
法
で
あ
る
。
そ
の
特
徴
を
一
般
的

に
表
せ
ば
、
第
一
の
も
の
は
主
観
的
＝
観
念
的
で
あ
り
、
第
二
の
も
の
は
客
観
的
＝
観
念
的
で
あ
り
、
第
三
の
も

の
は
現
実
的
＝
唯
物
的
で
あ
る
。
多
少
の
冒
険
を
恐
れ
な
い
な
ら
ば
、
我
々
は
こ
れ
ら
三
つ
の
も
の
を
、
デ
ィ
ル

タ
イ
の
所
謂
世
界
観
の
類
型
た
る
、
自
由
の
観
念
論
、
客
観
的
観
念
論
、
実
証
論
に
そ
れ
ぞ
れ
配
当
す
る
こ
と
が
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出
来
る
で
あ
ろ
う
。
ド
イ
ツ
観
念
論
は
主
観
主
義
に
始
っ
た
。
そ
れ
は
ル
タ
ー
の
宗
教
改
革
と
共
通
の
根
を
も
っ

て
い
る
。
或
は
人
々
の
云
う
よ
う
に
、
カ
ン
ト
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ス
ム
ス
の
哲
学
者
で
あ
る
。
ル
タ
ー
に
於

け
る
基
督
教
的
人
格
の
内
面
的
自
由
の
思
想
は
カ
ン
ト
の
哲
学
に
於
て
継
承
さ
れ
た
。
カ
ン
ト
並
び
に
フ
ィ
ヒ
テ

に
於
け
る
弁
証
法
は
「
意
志
の
弁
証
法
」
で
あ
る
。
意
志
は
明
ら
か
に
弁
証
法
的
構
造
の
も
の
で
あ
る
。
意
志
の

本
質
は
そ
れ
が
必
ず
自
己
に
対
立
し
、
抵
抗
す
る
も
の
を
も
ち
、
そ
し
て
こ
れ
を
克
服
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己

に
同
化
し
、
統
一
し
、
か
く
し
て
次
第
に
具
体
的
に
な
っ
て
ゆ
く
と
こ
ろ
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
る
に
プ
ロ

テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ス
ム
ス
は
ル
タ
ー
か
ら
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
ヘ
の
発
展
の
過
程
に
於
て
遂
に
汎
神
論
的
傾
向

を
と
る
に
到
っ
た
。
恰
も
こ
の
過
程
に
相
応
し
て
カ
ン
ト
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
ま
で
へ
の
発
展
が
あ
る
。
シ
ェ
リ
ン
グ
、

ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
て
汎
神
論
的
な
る
観
念
論
の
哲
学
は
成
就
さ
れ
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
内
面
的
な
る
自
由
を
も
っ
て
な

お
抽
象
的
で
あ
る
と
し
て
世
界
史
的
な
る
自
由
を
説
い
た
。
弁
証
法
は
意
志
の
弁
証
法
か
ら
「
客
観
的
精
神
の
弁

証
法
」
へ
と
転
化
し
た
の
で
あ
る
。
自
由
な
る
意
志
の
外
部
に
於
て
実
現
さ
れ
た
形
態
と
見
做
さ
れ
た
社
会
、
国

家
な
ど
と
い
う
が
如
き
歴
史
的
宇
宙
が
弁
証
法
的
に
把
握
さ
れ
始
め
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
汎
神
論
は
、

ス
ピ
ノ
ザ
や
ゲ
ー
テ
に
於
て
殊
に
著
し
く
看
ら
れ
る
よ
う
に
、
自
然
主
義
と
表
裏
を
な
す
。
若
し
世
界
に
し
て
凡

て
神
の
顕
現
で
あ
る
な
ら
ば
、
世
界
は
即
ち
神
で
あ
る
。D

eus sive natura 

と
ス
ピ
ノ
ザ
は
云
う
。
こ
の
よ
う
に
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し
て
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、
神
学
の
最
も
徹
底
し
た
も
の
は
汎
神
論
で
あ
り
、
そ
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
弁
哲
学

の
本
質
的
内
容
は
か
く
の
如
き
神
学
で
あ
り
、
そ
し
て
汎
神
論
的
神
学
は
必
然
的
に
唯
物
論
と
な
る
と
考
え
た
。

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
宗
教
批
判
は
唯
物
論
へ
の
道
を
掃
除
し
た
。
そ
し
て
マ
ル
ク
ス
の
唯
物
弁
証
法
は
生
れ
た

の
で
あ
る
。
唯
物
弁
証
法
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
て
の
よ
う
に
、
単
純
に
客
観
的
弁
証
法
で
は
な
い
。

客
観
的
観
念
論
の
主
な
る
特
性
の
ひ
と
つ
が
観
想
的
な
る
と
こ
ろ
に
あ
る
こ
と
は
も
は
や
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し

か
る
に
マ
ル
ク
ス
は
従
来
の
唯
物
論
が
客
観
主
義
で
あ
っ
た
こ
と
を
非
難
す
る
。「
あ
ら
ゆ
る
従
来
の
唯
物
論
の

主
欠
陥
は
、
対
象
、
現
実
、
感
性
が
た
だ
客
観
の
或
い
は
直
観

0

0

0

0

0

0

0

0

の
形
式
に
於
て
の
み
把
握
さ
れ
て
、
感
性
的

0

0

0

＝
人0

間
的
な
る
活
動

0

0

0

0

0

0

、
実
践
0

0

と
し
て
把
握
さ
れ
ず
、
主
観
的
に
把
握
さ
れ
ぬ
に
あ
る
。
従
っ
て
活
動
的

0

0

0

な
方
面
は
抽
象

的
に
唯
物
論
と
の
対
立
に
於
て
観
念
論
―
―
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
現
実
的
な
、
感
性
的
な
活
動
そ
の
も
の
を
知
ら
な

い
の
で
あ
る
が
―
―
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
」、
と
彼
は
云
っ
て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
唯
物
論
は
実
践
的
唯
物

論
と
し
て
主
観
的
に
し
て
且
つ
客
観
的
、
即
ち
現
実
的
で
あ
る
。

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
主
と
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
と
マ
ル
ク
ス
の
弁
証
法
と
の
相
違
で
あ
ろ
う
。
私
は

い
ま
こ
の
問
題
を
包
括
的
に
論
究
す
る
こ
と
を
や
め
て
、た
だ
若
干
の
点
だ
け
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
て
お
こ
う
。

ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
的
体
系
は
永
遠
の
体
系
で
あ
ろ
う
と
欲
す
る
。
そ
れ
は
そ
の
汎
神
論
的
前
提
に
応
じ
て
、
世
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界
の
全
過
程
を
神
が
自
己
よ
り
出
て
自
己
に
還
り
来
る
過
程
と
し
て
の
叙
述
で
あ
ろ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
も
と
よ

り
ひ
と
つ
の
歴
史
的
発
展
で
あ
る
が
、
し
か
も
そ
の
発
展
に
於
て
端
初
と
終
末
と
は
同
一
で
あ
り
、
従
っ
て
自
己

完
結
的
で
あ
る
。
こ
の
体
系
は
閉
ざ
さ
れ
た
体
系
で
あ
る
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
そ
れ
を
屡
々
円
に
喩
え
て
い
る
。
か
く

の
如
く
端
初
と
終
末
と
が
同
一
な
る
運
動
は
テ
ロ
ス
的
な
る
運
動
で
あ
っ
て
、
そ
れ
故
に
そ
こ
で
は
凡
て
は
畢
竟

現
在
で
あ
り
、従
っ
て
本
来
の
意
味
に
於
け
る
歴
史
は
そ
こ
に
存
在
し
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
よ
う
な
体
系
を
、

現
実
に
は
、
彼
の
哲
学
を
も
っ
て
、
神
の
次
第
に
高
ま
り
ゆ
く
自
己
認
識
の
発
展
と
見
做
さ
れ
た
歴
史
の
過
程
の

終
局
に
立
つ
も
の
と
見
做
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
完
結
せ
し
め
た
。
自
己
及
び
自
己
の
属
す
る
現
代
の
永
遠
化
こ
そ

は
こ
の
体
系
を
現
実
的
に
可
能
な
ら
し
め
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
マ
ル
ク
ス
は
永
遠
な
る
体
系
を

構
成
し
よ
う
と
欲
す
る
者
で
は
な
い
。
却
っ
て
彼
の
問
題
と
な
っ
た
の
は
現
代
そ
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
現
代

を
永
遠
化
し
よ
う
と
欲
す
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
こ
れ
を
特
に
過
程
と
し
て
、
過
渡
と
し
て
歴
史
と
し
て
、
把
握

す
る
。
現
代
社
会
の
批
判
が
彼
の
体
系
を
成
す
。
こ
の
意
味
で
彼
の
体
系
は
完
結
し
た
体
系
で
あ
ろ
う
と
す
る
の

で
は
な
く
て
、む
し
ろ
開
か
れ
た
体
系
で
あ
る
。
こ
の
体
系
の
終
末
と
な
る
も
の
は
何
等
究
極
的
な
も
の
で
な
い
。

そ
れ
は
ま
さ
に
過
渡
的
な
も
の
、
一
時
的
な
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
彼
の
弁
証
法
は
、
そ
の
体
系
の
結
末
に
来
る

と
こ
ろ
の
も
の
が
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
く
し
て
、
ま
さ
に
転
化
の
過
程
の
う
ち
に
あ
る
暫
時
的
な
も
の
で
あ
る
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と
い
う
こ
と
を
、
示
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
反
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
に
あ
っ
て
は
、
終
末
の

絶
対
性
と
究
極
性
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
の

弁
証
法
で
は
終
末
に
あ
る
も
の
こ
そ
、
我
々
に
と
っ
て
理
論
的
に
問
題
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
、
実
践
的
に
克
服

せ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
最
も
優
越
な
意
味
に
於
て
問
題
的
な
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
ヘ
ー
ゲ
ル

に
と
っ
て
結
尾
の
も
の
は
絶
対
的
に
承
認
さ
れ
、
か
く
承
認
さ
れ
る
た
め
に
ま
さ
に
そ
の
必
然
性
を
認
識
さ
れ
、

確
認
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
両
者
の
差
異
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
て
は
弁
証
法
に
於
け
る
統
一
に
重
心

が
あ
り
、
そ
れ
故
に
矛
盾
が
暫
時
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
統
一
が
絶
対
的
な
も
の
で
あ
る
に
反
し
て
、
マ
ル
ク
ス

主
義
の
弁
証
法
で
は
却
っ
て
統
一
が
暫
時
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
統
一
で
な
く
矛
盾
が
む
し
ろ
絶
対
的
な
も
の
で

あ
る
と
見
做
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
現
れ
て
い
る
。
か
く
し
て
後
者
に
於
て
は
端
初
と
終
末
と
の
間
に
何
等
同

一
の
関
係
が
あ
る
の
で
な
い
。
問
題
的
な
る
も
の
、
即
ち
弁
証
法
的
展
開
の
到
着
点
に
あ
る
も
の
を
分
析
し
て
ゆ

く
と
い
う
こ
と
が
科
学
的
研
究
の
課
題
で
あ
る
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
観
念
弁
証
法
が
先
験
的
構
成
的
で
あ
る

の
に
異
な
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
の
唯
物
弁
証
法
が
経
験
的
分
析
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
後
者
の
も
つ
と
こ
ろ
の

ひ
と
つ
の
特
性
で
あ
る
。
問
題
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
が
唯
物
弁
証
法
に
と
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
の
言
葉
を
用
い
れ

ば
「
現
実
の
出
発
点
」
で
あ
る
。
現
実
の
出
発
点
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
一
の
渾
沌
た
る
全
体
と
し
て
我
々
の
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表
象
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
科
学
的
研
究
は
こ
の
渾
沌
た
る
全
体
の
分
析
を
も
っ
て
現
実
的
に
は
出
発
せ
ざ
る
を

得
な
い
。
そ
れ
以
外
経
験
的
に
出
発
す
べ
き
点
を
も
た
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
る
に
こ
の
分
析
は
や
が
て
抽
象

の
過
程
で
あ
る
。
抽
象
と
分
析
、
分
析
と
抽
象
と
が
不
可
離
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
ま
た
マ
ル

ク
ス
的
弁
証
法
的
研
究
の
ひ
と
つ
の
特
色
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
抽
象
の
過
程
の
進
行
の
結
果
、
我
々
は
最
も
単
純

な
範
疇
に
到
達
す
る
。
最
も
簡
単
な
範
疇
と
こ
こ
に
謂
わ
れ
る
も
の
は
最
も
抽
象
的
な
範
疇
の
こ
と
で
は
な
い
。

な
ぜ
な
ら
こ
の
場
合
抽
象
は
同
時
に
分
析
で
あ
る
か
ら
、抽
象
の
過
程
が
い
か
ほ
ど
進
行
し
て
い
っ
た
に
し
て
も
、

か
く
し
て
見
出
さ
れ
る
も
の
は
、
我
々
が
現
実
の
う
ち
に
同
時
に
分
析
的
に
発
見
し
得
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
筈
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
最
も
単
純
な
範
疇
も
ま
た
一
箇
の
「
歴
史
的
範
疇
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
マ
ル

ク
ス
が
資
本
家
社
会
の
分
析
に
於
て
発
見
し
た
と
こ
ろ
の
最
も
簡
単
な
範
疇
た
る
商
品
は
ひ
と
つ
の
歴
史
的
範
疇

で
あ
っ
て
、
従
っ
て
何
等
最
も
抽
象
的
な
る
、
そ
れ
故
に
非
歴
史
的
非
現
実
的
な
る
範
疇
で
あ
る
の
で
は
な
い
の

で
あ
る
。
尤
も
最
も
簡
単
な
範
疇
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
ろ
う
。
最
も
簡
単
な
範
疇
は
、
純

粋
に
論
理
的
に
み
れ
ば
、
そ
の
こ
と
だ
け
で
、
体
系
の
叙
述
の
出
発
点
と
し
て
役
立
ち
得
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

な
が
ら
唯
物
弁
証
法
は
、
ま
さ
に
唯
物
弁
証
法
で
あ
る
が
故
に
、
単
に
純
粋
な
論
理
に
満
足
す
る
も
の
で
は
な
い
。

か
く
し
て
最
も
簡
単
な
範
疇
は
同
時
に
最
も
包
括
的
な
範
疇
で
あ
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
る
。
そ
し
て
ま
さ
し
く
商
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品
は
資
本
家
社
会
に
於
け
る
か
く
の
如
き
最
も
包
括
的
な
範
疇
で
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
恰
も
現
代
社
会
に
於

け
る
あ
ら
ゆ
る
対
象
の
、
対
象
一
般
の
対
象
性
の
範
疇
で
あ
る
。
こ
の
社
会
で
は
、
一
切
の
も
の
が
、
社
会
的
存

在
と
し
て
は
、
商
品
と
し
て
現
れ
る
。
我
々
人
間
の
存
在
と
雖
も
こ
の
例
に
漏
れ
な
い
。
商
品
は
こ
の
よ
う
に
し

て
、
最
も
簡
単
な
、
し
か
し
な
が
ら
同
時
に
最
も
包
括
的
な
、
一
箇
の
歴
史
的
範
疇
と
し
て
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て

資
本
論
の
体
系
の
叙
述
の
出
発
点
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
恰
も
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
学
に
於
て
有
な
る
範
疇
が
最
も

簡
単
な
そ
し
て
最
も
包
括
的
な
範
疇
と
し
て
そ
の
端
初
に
立
っ
て
い
る
の
と
同
様
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
あ
っ
て

も
彼
の
弁
証
法
の
諸
範
疇
は
ま
た
悉
く
同
時
に
歴
史
的
範
疇
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
の
論
理
学
に
見
ゆ
る
諸
範

疇
と
雖
も
、
単
に
論
理
的
な
る
、
従
っ
て
抽
象
的
な
る
範
疇
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
凡
て
特
に
哲
学

の
歴
史
に
於
て
哲
学
的
思
惟
の
範
疇
と
し
て
現
れ
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
い
ま
ヘ
ー
ゲ
ル
が
述
べ
た
と
こ
ろ

の
、
歴
史
的
発
展
の
順
序
は
論
理
的
発
展
の
順
序
と
同
一
で
あ
る
、
と
い
う
言
葉
の
指
針
に
従
う
な
ら
ば
、
彼
の

論
理
学
の
端
初
を
な
す
と
こ
ろ
の
、
有
と
い
う
範
疇
は
、
人
間
歴
史
に
於
け
る
哲
学
的
思
惟
の
最
初
の
範
疇
で
あ

っ
た
筈
で
あ
る
。
そ
れ
は
古
き
ギ
リ
シ
ア
に
於
け
る
哲
学
の
最
も
初
め
の
範
疇
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
何
よ
り
有

が
問
題
で
あ
り
、
有
が
思
惟
さ
れ
た
よ
う
に
見
え
る
。
さ
て
、
こ
の
よ
う
に
し
て
マ
ル
ク
ス
は
研
究
の
順
序
は
叙

述
の
順
序
と
は
逆
で
あ
る
と
考
え
た
。
資
本
家
社
会
の
分
析
の
結
果
到
達
さ
れ
た
商
品
が
、
今
度
は
ま
さ
に
出
発
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点
と
な
っ
て
、
資
本
論
の
全
体
系
は
叙
述
さ
れ
て
い
る
。

弁
証
法
は
か
く
し
て
歴
史
的
発
展
の
法
則
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
に
於
て
の
よ
う
に
永
遠
の

体
系
で
な
く
唯
物
弁
証
法
に
於
て
の
よ
う
に
一
定
の
歴
史
的
時
代
の
法
則
で
あ
る
場
合
に
は
、
最
も
優
越
な
意
味

に
於
て
そ
れ
は
歴
史
的
法
則
で
あ
る
こ
と
が
出
来
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
と
き
、
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
時
代
を
通
じ
て

妥
当
す
る
法
則
を
表
現
す
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
一
定
特
殊
の
歴
史
的
時
代
の
法
則
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
歴
史

の
概
念
に
は
本
質
的
に
特
殊
性
の
概
念
が
属
す
る
か
ら
で
あ
る
。
更
に
ま
た
こ
の
と
き
に
は
、
弁
証
法
は
現
代
そ

の
も
の
を
過
程
と
し
て
、
歴
史
と
し
て
表
現
す
る
。
そ
し
て
歴
史
と
し
て
最
も
優
越
な
意
味
で
語
ら
る
べ
き
は
恰

も
現
代
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
従
来
の
如
何
な
る
歴
史
的
研
究
の
方
法
と
雖
も
、
斯
く
の
如
く
真
実
に
歴
史
を

把
握
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
嘗
て
人
々
は
歴
史
を
学
問
の
位
置
に
ま
で
高
め
る
た
め
に
自
然
科
学
的
方
法
を
導

き
入
れ
、
歴
史
に
つ
い
て
自
然
科
学
と
同
じ
よ
う
な
法
則
を
発
見
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
た
。
然
し
な
が
ら
た
と

い
こ
の
よ
う
な
あ
ら
ゆ
る
時
あ
ら
ゆ
る
場
所
を
超
越
し
て
妥
当
す
る
と
こ
ろ
の
法
則
が
歴
史
現
象
に
つ
い
て
あ
る

と
し
て
も
、
そ
れ
は
あ
ま
り
に
一
般
的
、
抽
象
的
で
あ
っ
て
、
一
定
特
殊
の
歴
史
的
時
代
を
現
実
的
に
説
明
す
る

に
は
役
立
ち
得
な
い
。
こ
の
場
合
一
切
を
説
明
し
得
る
と
い
う
こ
と
は
何
事
も
説
明
し
得
ぬ
と
い
う
こ
と
を
意
味

す
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
ま
さ
に
歴
史
的
法
則
と
し
て
は
意
味
を
も
た
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
は
全
く
反
対
に
、
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リ
ッ
カ
ー
ト
の
場
合
に
於
て
の
よ
う
に
、歴
史
学
の
目
的
が
個
性
の
叙
述
に
あ
る
と
見
做
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

し
か
る
に
リ
ッ
カ
ー
ト
に
於
て
は
次
の
二
つ
の
こ
と
が
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
先
ず
、
彼
の
歴
史
の
概
念
は
ド

イ
ツ
歴
史
学
派
の
見
方
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
リ
ッ
カ
ー
ト
は
こ
れ
を
発
展
さ
せ
る
に
当
っ
て
、
凡
て
自
然

科
学
的
概
念
構
成
を
標
準
と
し
て
、
そ
れ
と
の
対
立
に
於
て
凡
て
歴
史
科
学
の
性
質
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
自
然

科
学
は
法
則
の
学
で
あ
る
、
そ
れ
だ
か
ら
反
対
に
歴
史
科
学
は
個
性
の
学
で
あ
る
。
自
然
科
学
の
認
識
は
没
価
値

的
で
あ
る
、
そ
れ
だ
か
ら
反
対
に
歴
史
科
学
は
価
値
に
関
係
さ
せ
て
事
物
を
認
識
す
る
。
彼
は
恰
も
こ
の
よ
う
に

語
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
即
ち
歴
史
の
概
念
規
定
に
際
し
て
、
歴
史
そ
の
も
の
が
根
源
的
に
は
何
で
あ
る
か

を
問
う
こ
と
な
く
、
却
っ
て
絶
え
ず
そ
の
指
針
を
自
然
科
学
に
求
め
て
い
る
。
次
に
、
リ
ッ
カ
ー
ト
は
彼
の
歴
史

の
概
念
を
ド
イ
ツ
歴
史
学
派
か
ら
継
ぎ
な
が
ら
、
単
に
そ
の
個
性
の
概
念
を
受
け
取
る
の
み
で
あ
っ
て
、
他
の
恐

ら
く
一
層
重
要
な
も
の
、
こ
の
学
の
根
本
概
念
に
属
し
て
い
た
と
こ
ろ
の
、
発
展
の
概
念
を
放
棄
し
て
い
る
。
発

展
の
概
念
は
リ
ッ
カ
ー
ト
に
あ
っ
て
は
そ
の
本
来
の
重
要
さ
と
意
味
と
を
失
い
、
因
果
性
の
概
念
に
解
消
さ
れ
て

し
ま
っ
て
い
る
。
し
か
る
に
発
展
を
そ
の
根
源
的
な
意
味
に
於
て
維
持
す
る
の
で
な
け
れ
ば
歴
史
概
念
の
優
越
な

る
意
味
は
保
存
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
ぬ
よ
う
に
見
え
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
点
に
於
て
、
リ
ッ
カ
ー
ト
の
歴
史
学
の

理
論
は
そ
の
不
十
分
さ
、
そ
の
不
生
産
性
を
示
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
あ
る
い
は
進
ん
で
、
現
代
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の
流
行
の
ひ
と
つ
に
属
す
る
と
こ
ろ
の
形
式
社
会
学
を
と
っ
て
み
よ
う
。
形
式
社
会
学
の
諸
法
則
は
ま
た
あ
ま
り

に
形
式
的
で
あ
り
、
従
っ
て
あ
ま
り
に
抽
象
的
で
あ
っ
て
、
何
等
現
実
の
社
会
、
殊
に
最
も
特
殊
な
る
形
態
を
有

す
る
現
代
社
会
を
現
実
的
に
説
明
し
な
い
。
形
式
社
会
学
に
於
け
る
諸
概
念
は
、
歴
史
性
を
具
え
る
こ
と
な
く
、

却
っ
て
あ
ら
ゆ
る
歴
史
的
限
定
を
超
越
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
特
に
次
の
こ
と
に
留
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
従
来

の
歴
史
概
念
は
凡
て
現
代
そ
の
も
の
を
完
結
的
な
も
の
、
目
的
的
な
も
の
、
そ
れ
故
に
何
等
か
永
遠
な
る
も
の
と

見
做
す
と
い
う
共
通
の
誤
謬
に
陥
っ
て
い
る
。
例
え
ば
コ
ン
ト
の
三
段
階
説
を
と
っ
て
み
よ
う
。
コ
ン
ト
は
人
類

歴
史
の
発
達
を
、
神
学
的
、
形
而
上
学
的
及
び
実
証
的
の
三
つ
の
階
梯
に
区
分
し
た
。
実
証
的
と
は
彼
み
ず
か
ら

の
属
し
て
い
る
時
代
の
特
質
で
あ
る
。
し
か
る
に
こ
の
と
き
、
彼
は
恰
も
実
証
的
な
る
も
の
を
も
っ
て
歴
史
発
展

に
於
け
る
究
極
的
な
る
も
の
の
如
く
見
做
し
、
こ
の
も
の
の
見
地
か
ら
そ
れ
に
先
立
つ
あ
ら
ゆ
る
過
去
の
時
代
を

理
解
し
、
凡
て
の
過
去
の
歴
史
の
う
ち
に
実
証
的
な
る
も
の
、
そ
れ
へ
の
萌
芽
、
そ
れ
へ
の
発
達
の
途
上
に
あ
る

も
の
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
。
か
く
て
一
切
の
過
去
は
た
だ
一
面
的
に
し
か
把
握
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
彼
は
二
重
の
誤
謬
を
犯
す
。
第
一
に
は
、
こ
の
よ
う
に
あ
ら
ゆ
る
歴
史
の
う
ち
に
実

証
的
な
る
も
の
を
見
よ
う
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
各
の
歴
史
的
時
代
は
一
様
の
色
を
も
っ
て
彩
ら
れ
、
夫
々
の

有
す
る
特
殊
性
は
抹
殺
さ
れ
て
し
ま
う
。
神
学
的
と
呼
ば
れ
、
形
而
上
学
的
と
称
せ
ら
れ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
ら
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は
要
す
る
に
実
証
的
な
る
も
の
の
未
発
達
の
形
態
に
過
ぎ
ず
、
こ
の
も
の
へ
到
達
す
る
た
め
の
手
段
と
も
考
え
ら

る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
そ
れ
自
身
の
本
源
的
な
る
特
殊
性
を
有
す
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
特
殊
性

が
承
認
さ
れ
ぬ
と
こ
ろ
に
は
如
何
な
る
歴
史
も
な
い
。
第
二
に
そ
れ
は
、
現
代
そ
の
も
の
、
こ
の
最
も
過
程
的
な

も
の
、
発
展
的
な
も
の
と
し
て
理
解
さ
る
べ
き
も
の
を
、
何
等
か
究
極
的
な
も
の
、
完
結
的
な
も
の
と
考
え
る
こ

と
に
よ
っ
て
発
展
の
概
念
を
破
壊
す
る
。
か
く
し
て
、
コ
ン
ト
の
三
段
階
説
は
自
己
を
歴
史
発
展
の
法
則
と
し
て

主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
却
っ
て
自
己
矛
盾
に
陥
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
従
来
の
史
観
に
対
立
し
て
、
マ
ル
ク
ス

主
義
は
時
代
の
自
己
批
判
的
な
る
認
識
で
あ
る
こ
と
を
著
し
い
特
色
と
す
る
。
即
ち
そ
れ
は
そ
れ
の
属
す
る
時
代

そ
の
も
の
の
崩
壊
の
必
然
性
の
認
識
と
し
て
自
己
批
判
的
で
あ
る
。
現
代
を
ま
さ
に
そ
の
反
対
物
へ
の
転
化
の
過

程
に
あ
る
も
の
と
し
て
把
握
す
る
の
が
現
代
の
弁
証
的
認
識
で
あ
る
。
し
か
る
に
こ
の
こ
と
は
恰
も
プ
ロ
レ
タ
リ

ア
ー
ト
の
実
践
的
本
質
の
理
論
的
表
現
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
に
し
て
マ
ル
ク
ス
主
義
は
現
実
の
歴
史
の
上
に
立
つ
と
こ
ろ
の
理
論
で
あ
る
。
し
か
し
ひ
と
は
そ
の

故
を
も
っ
て
、
こ
れ
を
ひ
と
つ
の
所
謂
歴
史
主
義
と
し
て
非
難
し
て
は
な
ら
な
い
。
従
来
の
歴
史
主
義
は
凡
て
観

想
的
で
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
か
ら
そ
れ
ら
は
歴
史
主
義
に
、
歴
史
的
相
対
主
義
に
、
か
く
し
て
懐
疑
論
の
沼
の
中
へ

落
ち
込
ま
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
歴
史
主
義
に
反
対
す
る
従
来
の
思
想
も
ま
た
空
虚
な
言
葉
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
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現
代
思
潮

そ
れ
ら
が
凡
て
、
科
学
0

0

と
し
て
の
歴
史
の
問
題
か
ら
出
発
し
て
、
存
在
0

0

と
し
て
の
歴
史
を
全
く
顧
慮
し
な
い
か
ら

で
あ
る
。
人
々
は
云
う
、
学
問
的
認
識
は
妥
当
性
を
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
、
歴
史
科
学
も
ま
た
、
そ
れ
が
苟
も
学
問

で
あ
る
限
り
、
普
遍
妥
当
性
を
も
つ
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
等
は
こ
の
普
遍
妥
当
性
を
保
証
す
べ
き
も
の
と
し

て
永
遠
な
る
、
超
歴
史
的
な
る
価
値
を
樹
て
た
。
し
か
し
な
が
ら
歴
史
科
学
の
研
究
の
結
果
は
ま
さ
し
く
斯
く
の

如
き
永
遠
に
妥
当
す
る
価
値
の
概
念
を
否
定
す
る
。
そ
こ
で
人
々
は
事
実
の
問
題
と
価
値
の
問
題
と
を
区
別
す
べ

き
こ
と
を
主
張
し
、
更
に
価
値
の
形
式
性
を
説
く
。
し
か
る
に
こ
の
よ
う
に
し
て
真
理
の
永
遠
性
が
明
ら
か
に
さ

れ
得
た
に
し
て
も
、
そ
れ
は
要
す
る
に
何
等
内
容
を
も
た
ぬ
真
理
で
あ
る
の
ほ
か
な
い
か
ら
、
我
々
の
学
問
的
認

識
の
内
容
を
少
し
も
豊
富
に
す
る
こ
と
が
な
い
。
永
遠
な
真
理
は
あ
る
、
だ
が
そ
れ
で
お
し
ま
い
だ
。
こ
の
よ
う

に
し
て
形
式
主
義
的
な
哲
学
は
何
等
我
々
の
知
識
を
生
産
的
に
な
し
得
る
こ
と
な
く
、
却
っ
て
我
々
の
認
識
を
貧

弱
な
ら
し
め
る
に
役
立
ち
得
る
ば
か
り
で
あ
る
。
現
実
の
存
在
は
絶
え
ざ
る
発
展
の
過
程
に
あ
る
。
如
何
な
る
価

値
哲
学
者
、
如
何
な
る
形
式
主
義
者
と
雖
も
こ
の
こ
と
を
否
定
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
認
識
が
存
在
の

0

0

0

認

識
と
し
て
の
み
初
め
て
真
の
認
識
で
あ
る
限
り
、
認
識
も
ま
た
そ
れ
自
身
発
展
の
過
程
に
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。
否
、
単
に
存
在
の
認
識
そ
の
も
の
ば
か
り
で
な
い
、
超
歴
史
的
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
認
識
の
形0

式0

も
ま
た
歴
史
的
で
あ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
認
識
の
形
式
の
学
問
と
い
う
意
味
で
、
哲
学
の
形
式
性
、
そ
し
て
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普
遍
妥
当
性
が
主
張
さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
全
く
非
現
実
的
な
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
純
粋
に
形
式
的
と

見
做
さ
れ
て
い
る
形
式
論
理
学
を
と
っ
て
み
よ
う
。
形
式
論
理
学
は
既
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
於
て
大
成
さ
れ
て

い
た
と
云
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
彼
の
所
謂
論
理
学
を
も
っ
て
形
式
的
な
も
の
と
は

見
做
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
存
在
と
思
惟
と
の
統
一
の
思
想
は
、
ギ
リ
シ
ア
の
尊
敬
す
べ
き
伝
統
に
属
す
る
も

の
で
あ
っ
て
、ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
も
ま
た
プ
ラ
ト
ン
や
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
と
同
じ
く
こ
の
思
想
の
上
に
立
っ
て
い
る
。

彼
の
論
理
学
は
ギ
リ
シ
ア
的
な
る
規
定
を
有
す
る
存
在
の
認
識
に
対
す
る
オ
ル
ガ
ノ
ン
で
あ
り
、
か
か
る
規
定
を

有
す
る
存
在
と
の
関
聯
と
統
一
と
に
於
て
打
ち
建
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
論
理
は
い
つ
で
も
現
実
的
に
は
存
在
と

統
一
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
新
し
い
存
在
が
発
見
さ
れ
る
か
若
く
は
存
在
に
対
す
る
新
し
い
交
渉
の
仕
方

が
要
求
さ
れ
る
か
に
従
っ
て
、
そ
れ
に
応
じ
て
ま
た
新
し
い
論
理
が
生
れ
て
来
る
。
論
理
は
、
形
式
論
理
学
に
い

た
る
ま
で
、
単
な
る
形
式
で
は
な
く
て
オ
ル
ガ
ノ
ン
で
あ
る
。
か
く
て
ル
ネ
サ
ン
ス
の
時
代
に
あ
っ
て
自
然
の
発

見
と
共
に
新
し
い
オ
ル
ガ
ノ
ン
と
し
て
新
し
い
論
理
学
が
作
り
出
さ
れ
た
。
弁
証
法
の
論
理
と
雖
も
ま
た
か
く
の

如
き
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
本
質
的
に
は
歴
史
的
社
会
的
存
在
と
聯
関
す
る
。
一
般
に
云
っ
て
、
各
の
論

理
は
そ
れ
ぞ
れ
の
固
有
な
る
存
在
の
領
域
を
も
つ
。
こ
の
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
ひ
と
つ
の
論
理
が
そ
れ
の
固

有
な
る
領
域
以
外
へ
拡
張
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
、
ま
た
か
く
拡
張
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
必
然
性
を
自
己
の
う
ち
に
含
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ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
、
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
人
間
認
識
は
相
対
的
で
あ
る
。
し
か
し

こ
の
こ
と
は
そ
れ
が
存
在
に
対
し
て

0

0

0

0

0

0

相
対
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ
て
、
存
在
に
対
し
て
相

対
的
な
る
認
識
は
、
具
体
的
な
、
現
実
的
な
意
味
に
於
て
、
か
の
永
遠
性
の
概
念
に
於
け
る
が
如
き
抽
象
的
な
意

味
に
於
て
で
は
な
く
、
や
が
て
客
観
的
で
あ
り
、
絶
対
的
で
あ
る
。
け
だ
し
存
在
そ
の
も
の
が
ま
さ
に
発
展
す
る

も
の
で
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
は
ひ
と
つ
の
実
践
的
な
理
論
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
で
は
存

在
が
何
よ
り
も
問
題
で
あ
り
、
現
実
に
対
し
て
忠
実
で
あ
る
こ
と
が
必
然
的
に
要
求
さ
れ
て
い
る
。
か
く
の
如
き

理
論
は
、
自
己
が
抽
象
的
に
永
遠
な
る
理
論
で
な
く
、
却
っ
て
現
代
の
理
論
で
あ
る
こ
と
を
承
認
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
自
己
の
客
観
性
を
獲
得
す
る
。
歴
史
に
忠
実
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
決
し
て
か
の
悪
し
き
相
対
主
義
を
意

味
し
な
い
の
で
あ
る
。
理
論
も
ま
た
ひ
と
つ
の
歴
史
的
使
命
を
有
す
る
。
理
論
の
研
究
に
従
う
者
は
自
己
の
任
務

を
そ
の
歴
史
的
使
命
に
於
て
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
特
定
の
国
、
こ
の
特
定
の
時
代
に
生
を
享
け
た
る

者
は
、
必
ず
や
特
定
の
使
命
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
。
歴
史
的
使
命
の
自
覚
の
上
に
立
っ
て
こ
そ
彼
の
理
論
は
彼
の

生
活
に
属
し
、
生
と
学
と
は
離
れ
る
こ
と
な
く
結
合
さ
れ
る
。
抽
象
的
な
る
永
遠
性
を
求
め
る
者
は
却
っ
て
永
遠

性
を
失
う
者
で
あ
る
。
我
々
は
我
々
の
生
活
が
現
代
そ
の
も
の
の
う
ち
に
あ
る
よ
う
に
、
我
々
の
理
論
を
現
代
に

属
せ
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
然
る
に
現
代
を
現
代
と
し
て
把
握
す
る
と
い
う
こ
と
が
根
源
的
な
意
味
で
実
践
的
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な
態
度
に
よ
っ
て
初
め
て
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
で
に
屡
々
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
現
代
の
実
践
の
う

ち
か
ら
の
み
現
代
の
理
論
は
生
産
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
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現
代
哲
学
思
潮

現
代
哲
学
思
潮

現
代
の
哲
学
と
結
び
つ
く
最
も
大
い
な
る
名
は
カ
ン
ト
で
あ
る
。
こ
の
時
代
に
於
て
哲
学
す
る
者
は
凡
て
、
何

等
か
の
仕
方
で
、ま
た
何
等
か
の
意
味
に
於
て
カ
ン
ト
に
対
し
て
態
度
を
と
っ
て
い
る
と
云
う
こ
と
さ
え
で
き
る
。

こ
こ
に
我
々
が
最
初
に
注
意
し
よ
う
と
す
る
思
想
は
、
明
ら
さ
ま
に
カ
ン
ト
の
名
に
於
て
主
張
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
前
世
紀
の
中
葉
以
後
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
が
嘗
て
の
栄
誉
と
信
望
と
を
失
墜
し
て
、
所
謂
「
死
せ
る
犬
」
の

如
く
顧
み
ら
れ
な
く
な
る
に
及
ん
で
、
哲
学
そ
の
も
の
も
亦
一
時
は
暗
黒
の
内
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
が
如
き
観
が

あ
っ
た
。
こ
の
状
態
か
ら
哲
学
を
再
び
光
の
中
に
救
い
出
し
た
の
は
、「
カ
ン
ト
に
帰
れ
」と
云
う
叫
び
で
あ
っ
た
。

こ
の
ひ
と
に
知
ら
れ
た
言
葉
は
新
カ
ン
ト
学
派
の
先
駆
者
の
一
人
で
あ
る
オ
ッ
ト
ー
・
リ
ー
プ
マ
ン
に
よ
っ
て
繰

り
返
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
名
と
共
に
人
々
の
当
然
思
い
起
す
べ
き
は
プ
ラ
ト
ン
の
名
で
あ
る
。
蓋
し

カ
ン
ト
こ
そ
は
近
世
に
於
け
る
プ
ラ
ト
ン
の
継
承
者
で
あ
り
、
歴
史
に
於
け
る
最
も
輝
け
る
プ
ラ
ト
ン
主
義
者
で

あ
っ
た
。
か
く
し
て
一
方
で
は
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
を
「
妥
当
」
と
解
釈
し
た
ロ
ッ
ツ
ェ
の
流
れ
を
汲
ん
で
、
ヴ

ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
を
宗
師
と
す
る
所
謂
独
逸
西
南
学
派
の
哲
学
が
、
新
カ
ン
ト
派
の
哲
学
の
重
要
な
る
一
傾
向
と
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し
て
現
れ
、
そ
し
て
他
方
で
は
又
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
を
「
純
粋
な
る
も
の
」、
即
ち
無
限
な
る
自
己
の
根
源
を

求
め
る
意
識
の
活
動
と
し
て
解
釈
す
る
コ
ー
ヘ
ン
、
ナ
ト
ル
プ
等
の
一
派
は
、
新
カ
ン
ト
学
派
の
他
の
重
要
な
る

一
傾
向
を
形
造
っ
た
。
我
々
は
是
等
の
流
派
に
つ
い
て
の
考
察
を
以
て
出
発
し
よ
う
。

妥
当
と
は
如
何
な
る
概
念
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
先
ず
存
在
で
は
な
い
。
そ
れ
は
物
理
的
な
る
意
味
に
於
て
も
、

心
理
的
な
る
意
味
に
於
て
も
、
単
な
る
事
実
と
同
じ
く
な
い
。
た
と
え
ば
「
こ
の
花
は
赤
い
」
と
云
う
判
断
を
取

っ
て
見
よ
う
。
現
実
の
花
は
赤
く
は
あ
る
が
、
然
し
こ
の
判
断
の
意
味
そ
の
も
の
は
赤
く
も
な
く
青
く
も
な
い
の

で
あ
る
。
又
こ
の
判
断
の
意
味
は
、
そ
れ
を
判
断
す
る
人
間
の
心
理
作
用
か
ら
独
立
し
て
い
る
。
個
人
の
心
理
作

用
と
し
て
は
、
判
断
は
種
々
な
る
色
合
も
し
く
は
陰
影
を
持
っ
て
い
る
。
或
い
は
意
識
の
明
瞭
の
程
度
、
注
意
の

緊
張
の
程
度
、
感
情
の
濃
淡
の
程
度
な
ど
に
於
て
、
こ
の
判
断
作
用
に
関
係
し
て
種
々
な
る
差
別
も
あ
り
得
る
で

あ
ろ
う
。
然
し
「
こ
の
花
は
赤
い
」
と
云
う
判
断
の
意
味
そ
の
も
の
は
、
か
く
の
如
き
程
度
の
差
を
許
さ
ぬ
も
の

で
あ
る
。
そ
の
意
味
は
如
何
に
相
異
な
る
人
々
に
よ
っ
て
心
理
的
に
意
識
さ
れ
よ
う
と
も
、
常
に
自
己
同
一
に
留

ま
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
判
断
の
意
味
は
事
実
と
し
て
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
。
然
し
第
二
に
判
断
の
意
味
は

何
等
か
の
形
而
上
学
的
な
存
在
と
も
等
し
く
な
い
。
そ
れ
は
超
感
性
的
存
在
と
い
う
意
味
に
於
て
も
存
在
す
る
も

の
で
は
な
い
。
事
実
と
し
て
の
存
在
と
形
而
上
学
的
存
在
と
、
感
性
的
な
る
も
の
と
超
感
性
的
な
る
も
の
と
の
二
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つ
の
国
の
ほ
か
に
あ
っ
て
、
意
味
は
第
三
帝
国
を
形
造
る
。
あ
た
か
も
こ
の
第
三
帝
国
を
ば
ロ
ッ
ツ
ェ
は
妥
当
と

名
づ
け
た
の
で
あ
る
。

妥
当
は
存
在
な
ら
ぬ
意
味
と
し
て
又
価
値
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
妥
当
と
は
寧
ろ
価
値
の
領
域
の
特
殊

な
る
性
格
を
表
す
言
葉
で
あ
る
。
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
は
カ
ン
ト
主
義
者
と
し
て
、
こ
の
妥
当
の
概
念
を
主
観
の

概
念
に
結
び
つ
け
た
。
も
と
よ
り
か
く
の
如
き
結
合
は
、
そ
れ
自
身
と
し
て
必
然
性
を
有
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

た
と
い
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
を
妥
当
と
云
う
意
味
で
の
価
値
と
解
す
る
に
し
て
も
、
イ
デ
ア
は
プ
ラ
ト
ン
に
あ
っ

て
は
凡あ
ら

ゆ
る
主
観
性
か
ら
離
脱
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
も
と
よ
り
思
惟
の
産
物
と
云
う
が
如
き
も
の
で
な

く
、
主
観
は
こ
の
自
体
に
於
て
成
立
せ
る
も
の
に
対
し
て
只
受
動
的
に
関
係
し
、
そ
の
前
に
身
を
屈
し
て
そ
れ
を

只
受
け
入
れ
る
ば
か
り
の
も
の
で
あ
る
。
価
値
の
概
念
を
直
接
に
主
観
の
概
念
と
結
び
つ
け
る
処
に
、
新
カ
ン
ト

学
派
の
特
色
が
あ
る
。
か
く
し
て
価
値
は
特
に
当
為
と
し
て
、
又
は
規
範
と
し
て
特
性
づ
け
ら
れ
る
に
到
る
で
あ

ろ
う
。
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
に
於
て
は
価
値
意
識
は
規
範
意
識
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
在
る
も
の
に
対
す
る
在

る
べ
き
も
の
の
意
識
、
後
者
を
前
者
の
内
に
実
現
す
べ
き
で
あ
る
と
云
う
、
若
く
は
前
者
を
後
者
に
よ
っ
て
評
価

す
る
と
云
う
意
識
で
あ
る
。
従
来
の
言
葉
で
表
せ
ば
、
価
値
意
識
と
は
理
性
に
他
な
ら
な
い
。
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン

ト
に
よ
れ
ば
、
哲
学
は
発
生
的
方
法
に
よ
る
の
で
な
く
、
批
判
的
方
法
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
。
彼
は
カ
ン
ト
が
事



三
二
六

実
の
問
題
と
権
利
の
問
題
と
を
区
別
し
た
処
に
、
発
生
的
方
法
か
ら
の
批
判
的
方
法
の
分
離
を
見
た
。
発
生
的
に

見
れ
ば
我
々
の
知
識
は
も
と
よ
り
普
遍
妥
当
性
を
持
っ
て
い
な
い
。
イ
ギ
リ
ス
の
経
験
論
者
ロ
ッ
ク
等
が
詳
細
に

論
じ
て
居
る
よ
う
に
、
人
間
の
知
識
は
処
に
よ
り
時
代
に
よ
り
又
は
民
族
に
よ
っ
て
種
々
な
る
相
異
を
示
し
、
凡あ
ら

ゆ
る
時
凡
ゆ
る
場
所
凡
ゆ
る
人
間
に
よ
っ
て
事
実
上
普
遍
的
に
真
理
と
し
て
承
認
さ
れ
た
如
き
も
の
は
嘗
て
無
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。
然
し
な
が
ら
我
々
が
何
事
か
を
真
理
と
し
て
主
張
す
る
時
に
は
、
権
利
と
し
て
は
そ
れ
が
普
遍

妥
当
性
を
要
求
す
べ
き
こ
と
を
確
信
し
て
い
る
。
こ
の
確
信
、ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
の
云
う
「
真
理
の
意
志
」
は
、

苟
く
も
認
識
の
成
立
す
る
為
の
条
件
で
あ
る
。蓋
し
認
識
に
し
て
客
観
性
を
要
求
せ
ぬ
も
の
は
自
己
矛
盾
で
あ
る
。

客
観
的
な
る
認
識
の
存
在
す
る
こ
と
を
疑
う
と
い
う
こ
と
で
さ
え
も
が
、
既
に
何
等
か
の
客
観
的
な
る
真
理
の
意

識
の
上
に
於
て
、
初
め
て
意
味
を
も
っ
て
主
張
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
我
々
が
あ
る
こ
と
を
疑
わ
し
い
と
し
て

主
張
す
る
や
否
や
、
こ
の
主
張
が
意
味
あ
る
為
に
は
、
既
に
こ
の
主
張
そ
の
も
の
が
単
に
個
人
の
意
見
で
な
く
、

客
観
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
従
っ
て
少
な
く
と
も
一
つ
だ
け
は
客
観
的
な
真
理
の
存
在
す
る
こ
と
を
要

求
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
単
に
知
識
に
関
し
て
で
ば
か
り
で
な
く
、
道
徳
や
美
に
つ
い
て
も
我
々
は
普
遍
性
と

必
然
性
と
の
要
求
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
要
求
は
一
般
に
規
範
性
の
要
求
で
あ
っ
て
、
こ
の
要
求
の
意
識
が
規
範

意
識
に
他
な
ら
な
い
。
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
は
こ
の
意
味
で
、
凡
ゆ
る
判
断
は
本
質
上
価
値
判
断
で
あ
る
と
云
っ
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て
い
る
。
判
断
は
表
象
の
単
な
る
結
合
で
は
な
く
、
こ
の
結
合
に
対
し
て
或
は
そ
れ
を
承
認
し
或
は
否
認
す
る
と

云
う
が
如
き
態
度
の
決
定
を
含
ん
で
い
る
。
こ
の
承
認
と
否
認
、
即
ち
或
る
意
志
的
な
る
も
の
が
、
判
断
の
、
表

象
作
用
と
は
異
な
る
認
識
と
し
て
の
、
決
定
的
な
る
要
素
で
あ
る
。
既
に
ス
ト
ア
の
認
め
、
後
に
は
デ
カ
ル
ト
等

に
よ
っ
て
説
か
れ
、
近
く
は
ベ
ル
ク
マ
ン
等
の
主
張
し
た
処
の
、
判
断
に
於
け
る
承
認
と
否
認
が
、
ヴ
ィ
ン
デ
ル

バ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
判
断
の
本
質
を
な
す
価
値
判
断
で
あ
る
。
即
ち
そ
れ
は
当
為
の
承
認
を
意
味
す
る
。
か
く
て

ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
は
哲
学
の
固
有
な
る
領
域
と
し
て
価
値
判
断
、
従
っ
て
規
範
意
識
を
考
え
た
。

規
範
意
識
の
活
動
の
最
も
一
般
的
な
る
特
性
は
綜
合
の
作
用
に
あ
る
と
云
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
カ
ン
ト
は

我
々
が
経
験
の
雑
多
に
於
て
統
一
を
作
り
出
し
た
時
我
々
は
認
識
す
る
と
云
っ
て
い
る
。
カ
ン
ト
は
か
く
の
如
き

綜
合
に
三
段
の
過
程
を
考
え
た
と
思
わ
れ
る
。
経
験
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
も
の
は
先
ず
想
像
力
に
よ
っ
て
綜
合

さ
れ
て
居
る
。
経
験
の
思
惟
が
単
な
る
思
惟
に
留
ま
ら
ず
し
て
、
正
に
経
験
の

0

0

0

思
惟
で
あ
る
の
は
、
思
惟
の
綜
合

に
先
立
っ
て
想
像
力
の
綜
合
の
あ
る
が
為
で
あ
る
。
こ
の
綜
合
が
思
惟
を
制
約
し
て
そ
の
綜
合
を
ば
任
意
の
綜
合

で
は
な
く
、
正
に
経
験
の
要
求
す
る
が
如
き
綜
合
た
ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
第
二
の
も
の
は
判
断
に
よ
る
思
惟

の
綜
合
で
あ
る
。
判
断
も
亦
一
つ
の
綜
合
で
あ
っ
て
、
こ
の
綜
合
の
形
式
と
し
て
カ
ン
ト
の
所
謂
範
疇
が
あ
る
。

思
惟
の
綜
合
を
可
能
な
ら
し
め
る
条
件
は
自
我
の
先
験
的
統
覚
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
凡
ゆ
る
思
惟
に
「
我
思
う
」
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と
云
う
こ
と
が
伴
う
と
云
っ
て
い
る
。
特
に
悟
性
と
云
う
意
味
で
の
思
惟
の
生
産
し
た
認
識
を
更
に
高
き
綜
合
へ

と
導
く
も
の
は
理
性
で
あ
る
。
理
性
の
最
も
本
質
的
な
る
活
動
は
、
カ
ン
ト
が
「
建
築
家
的
」
と
呼
ん
だ
も
の
、

即
ち
統
一
の
要
求
で
あ
る
。
悟
性
の
認
識
は
制
約
さ
れ
た
も
の
の
領
域
に
留
ま
る
。
た
と
え
ば
悟
性
は
因
果
の
範

疇
に
従
っ
て
経
験
を
統
一
す
る
が
、
因
果
の
連
鎖
は
無
限
に
連
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
我
々
は
一
つ
の
原
因
に
つ

い
て
更
に
そ
の
原
因
を
た
ず
ね
る
と
云
う
風
に
限
り
な
く
進
む
と
共
に
、
又
結
果
の
方
向
に
於
て
一
つ
の
結
果
の

更
に
そ
の
結
果
を
求
め
て
限
り
な
く
進
む
こ
と
が
で
き
る
。
経
験
界
に
於
け
る
凡
ゆ
る
も
の
は
制
約
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
が
故
に
、
そ
れ
に
関
す
る
認
識
も
亦
不
終
結
的
な
る
連
鎖
で
あ
る
の
他
な
い
。
か
く
の
如
き
連
鎖
を
終
結

せ
し
め
完
了
せ
し
め
る
た
め
に
は
、無
制
約
的
な
る
も
の
の
表
象
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
理
性
が
是
を
与
え
る
。

カ
ン
ト
は
か
か
る
無
制
約
者
の
表
象
を
イ
デ
ー
と
呼
ん
だ
。
イ
デ
ー
は
人
間
の
経
験
に
関
す
る
認
識
が
到
底
到
達

し
得
ざ
る
、
し
か
も
絶
え
ず
そ
れ
に
向
っ
て
努
力
し
つ
つ
あ
る
処
の
課
題
の
表
象
で
あ
っ
た
。
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン

ト
の
云
う
規
範
的
意
識
と
は
か
く
の
如
き
綜
合
的
統
一
の
意
識
で
あ
る
。
も
と
よ
り
カ
ン
ト
の
自
我
或
は
意
識
一

般
が
経
験
的
な
個
人
的
な
も
の
で
な
か
っ
た
よ
う
に
、
規
範
意
識
も
経
験
的
で
な
く
し
て
先
験
的
で
あ
り
、
個
人

的
で
な
く
し
て
超
個
人
的
で
あ
る
。
こ
の
綜
合
が
価
値
で
あ
る
為
に
は
、
綜
合
は
規
則
性
を
意
味
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
規
範
意
識
は
実
質
的
に
は
規
則
性
を
意
味
す
る
。
此
処
に
云
う
規
則
性
と
は
云
う
ま
で
も
な
く
自
然
必
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然
的
な
、
従
っ
て
因
果
法
則
的
な
規
則
性
で
は
な
い
。
自
然
科
学
的
に
見
れ
ば
真
な
る
認
識
も
偽
な
る
認
識
も
、

善
き
行
為
も
悪
し
き
行
為
も
、
凡
て
等
し
く
因
果
の
法
則
に
従
っ
て
必
然
的
に
生
起
す
る
。
其
処
に
は
価
値
の
区

別
、
詳
し
く
云
え
ば
真
偽
、
善
悪
、
美
醜
の
対
立
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
規
則
性
と
云
わ
れ
る
の
は
自
然
必

然
性
で
な
く
当
為
の
必
然
性
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
当
為
の
必
然
性
を
表
す
も
の
は
自
律
の
概
念
で
あ
る
。
即
ち

価
値
意
識
又
は
理
性
が
自
己
自
ら
に
与
え
た
規
則
に
従
っ
て
活
動
し
、
経
験
の
与
え
る
処
の
も
の
を
こ
の
規
則
を

以
て
統
一
す
る
こ
と
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
こ
の
必
然
性
を
自
由
と
名
づ
け
た
。
然
る
に
理
性
が
自
律
的
に
生
産
す

る
も
の
は
、
一
般
に
自
然
に
対
立
し
て
文
化
と
呼
ば
れ
る
。
従
っ
て
価
値
意
識
は
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
が
云
っ
た

よ
う
に
「
文
化
へ
の
意
志
」
を
意
味
す
る
。
彼
の
価
値
哲
学
は
文
化
哲
学
で
あ
る
。
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
は
価
値

の
領
域
と
し
て
真
、
善
、
美
を
掲
げ
、
更
に
聖
を
立
て
た
。
聖
と
は
宗
教
的
価
値
の
名
で
あ
る
。
価
値
は
彼
に
よ

れ
ば
当
為
又
は
規
範
を
本
質
と
し
、
従
っ
て
存
在
に
対
立
し
て
存
在
の
内
に
自
己
を
絶
え
ず
実
現
し
て
行
く
も
の

で
あ
る
。
然
る
に
既
に
カ
ン
ト
が
理
性
の
意
識
を
決
し
て
解
決
さ
れ
る
こ
と
な
き
課
題
の
表
象
と
し
て
の
イ
デ
ー

と
解
し
た
よ
う
に
、
当
為
と
し
て
の
価
値
は
存
在
の
内
に
自
己
を
貫
徹
し
つ
つ
も
、
決
し
て
存
在
と
等
し
く
な
る

こ
と
が
な
い
。
然
し
当
為
は
当
為
と
し
て
完
全
な
る
実
現
、
換
言
す
れ
ば
存
在
と
合
一
す
る
こ
と
を
本
質
的
に
要

求
す
る
。
存
在
と
価
値
と
の
合
一
と
し
て
の
絶
対
的
価
値
、
若
く
は
絶
対
的
存
在
の
表
象
が
神
で
あ
る
。
神
に
あ
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っ
て
は
当
為
と
存
在
と
の
乖
離
が
完
全
に
融
和
さ
れ
て
い
る
。
神
は
存
在
と
当
為
と
の
合
一
で
あ
る
ば
か
り
で
な

く
、
更
に
真
、
善
、
美
の
統
一
と
し
て
表
象
さ
れ
る
。
是
等
三
種
の
価
値
の
実
現
の
無
限
な
る
過
程
の
極
限
に
、

其
等
を
統
一
す
る
も
の
と
し
て
神
が
あ
る
。
真
、
善
、
美
は
、
真
は
偽
に
対
し
善
は
悪
に
対
す
る
と
云
う
風
に
、

尚
対
立
に
纏
わ
れ
た
価
値
で
あ
る
に
反
し
て
、
神
は
対
立
を
超
越
し
た
、
そ
の
意
味
に
於
て
絶
対
的
な
る
、
価
値

と
し
て
聖
と
呼
ば
れ
る
。
カ
ン
ト
は
宗
教
の
価
値
を
一
個
の
独
立
し
た
価
値
と
し
て
把
握
せ
ず
、
そ
の
本
質
的
内

容
を
道
徳
と
等
し
く
考
え
、
所
謂
道
徳
宗
教
の
立
場
に
立
っ
て
い
た
。
宗
教
を
以
て
知
識
と
異
な
る
ば
か
り
で
な

く
、
又
道
徳
と
も
異
な
る
独
立
の
も
の
に
し
た
の
は
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
の
功
績
に
属
す
る
。
シ
ュ
ラ
イ
エ

ル
マ
ッ
ハ
ー
に
よ
っ
て
独
立
性
を
獲
得
し
た
宗
教
は
、
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
に
於
て
カ
ン
ト
の
精
神
に
合
致
し
た

方
向
に
於
て
基
礎
付
け
を
得
た
の
で
あ
る
。

さ
て
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
の
規
範
意
識
の
概
念
は
、尚
心
理
的
性
質
を
脱
し
て
い
な
い
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

彼
が
是
を
た
と
え
ば
真
理
の
意
志
と
云
う
言
葉
に
よ
っ
て
置
き
換
え
る
時
、
其
の
心
理
的
性
質
は
一
層
明
瞭
に
現

れ
る
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
純
粋
な
心
理
主
義
の
立
場
に
立
つ
ジ
ェ
ー
ム
ス
の
如
き
も
、
認
識
の
根
源
に
信
ず
る

意
志
と
云
う
が
如
き
も
の
を
考
え
て
い
る
。
独
逸
西
南
学
派
の
そ
の
後
の
発
展
は
、
其
の
創
始
者
た
る
ヴ
ィ
ン
デ

ル
バ
ン
ト
に
於
け
る
心
理
主
義
的
残
滓
の
克
服
を
一
つ
の
重
要
な
契
機
と
し
て
い
る
と
見
做
す
こ
と
が
で
き
よ
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う
。
他
の
言
葉
を
以
て
云
え
ば
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
は
尚
擬
人
説
的
要
素
を
残
し
て
い
る
。
彼
が
規
範
意
識
を
以

て
目
的
的
意
識
と
考
え
、
た
と
え
ば
認
識
は
認
識
目
的
を
俟
っ
て
成
立
す
る
と
考
え
た
が
如
き
は
其
で
あ
る
。
か

く
て
リ
ッ
カ
ー
ト
は
認
識
主
観
の
概
念
の
論
理
化
を
試
み
た
。
リ
ッ
カ
ー
ト
に
よ
れ
ば
主
観
と
客
観
と
の
対
立
は

三
通
り
に
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
に
自
己
の
肉
体
と
こ
の
肉
体
外
の
物
体
界
と
の
対
立
と
い
う
意
味

に
於
て
、
第
二
に
は
自
己
の
意
識
と
こ
の
意
識
外
の
超
越
界
と
の
対
立
と
い
う
意
味
に
於
て
、
第
三
に
は
自
己
の

意
識
と
そ
の
内
容
と
の
対
立
と
い
う
意
味
に
於
て
。
是
等
三
つ
の
対
立
の
う
ち
第
一
の
も
の
は
我
々
の
日
常
生
活

に
於
て
理
解
し
て
い
る
処
で
あ
っ
て
、
認
識
論
と
は
何
等
の
交
渉
も
な
い
。
認
識
の
対
象
が
超
越
的
で
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
と
云
う
時
、
其
は
第
二
の
対
立
の
意
味
に
於
て
、
我
々
の
意
識
を
超
越
し
た
客
観
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

然
し
こ
の
意
識
た
る
主
観
が
心
理
的
主
観
、
即
ち
我
々
の
意
識
内
容
と
云
う
が
如
き
も
の
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
こ

の
者
は
更
に
第
三
の
対
立
の
立
場
に
於
て
尚
内
在
的
な
対
象
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
尚
真
に
主
観
と
云

う
こ
と
が
で
き
ぬ
。
第
二
の
意
味
の
主
観
に
対
し
て
は
超
越
的
で
な
く
と
も
我
々
の
意
識
に
属
せ
ぬ
存
在
は
、
凡

て
客
観
と
し
て
対
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
真
の
主
観
と
云
わ
る
べ
き
も
の
は
、
第
三
の
意

味
に
於
け
る
主
観
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
時
認
識
の
超
越
的
対
象
と
な
る
も
の
は
何
等
の
意
味
に
於
て
も

内
在
的
対
象
、
即
ち
意
識
内
容
と
な
る
こ
と
の
で
き
ぬ
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
我
々
の
知
覚
、
感
情
、
意
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志
と
関
係
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
。
知
覚
や
感
情
や
意
志
の
如
き
も
の
も
真
の
認
識
主
観
か
ら
見
れ
ば
、

既
に
内
在
的
対
象
で
あ
る
に
過
ぎ
ぬ
。
か
く
し
て
認
識
主
観
と
は
凡
て
内
在
的
対
象
と
な
り
得
る
も
の
を
悉
く
対

象
と
し
、
ど
の
よ
う
に
し
て
も
対
象
化
さ
れ
る
こ
と
の
で
き
ぬ
最
後
の
主
観
で
あ
る
。
従
っ
て
其
は
実
際
に
存
在

す
る
こ
と
の
で
き
な
い
一
の
限
界
概
念
で
あ
る
。
リ
ッ
カ
ー
ト
は
こ
の
よ
う
な
純
粋
に
論
理
的
な
る
主
観
を
判
断

意
識
一
般
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
の
も
の
が
何
等
心
理
的
性
質
の
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
リ
ッ
カ
ー

ト
は
か
く
の
如
き
主
観
の
概
念
を
論
理
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
の
目
的
論
的
批
判
主
義
の

な
お
含
ん
で
い
た
心
理
主
義
を
脱
却
し
よ
う
と
し
た
。
彼
は
「
認
識
論
の
二
途
」
な
る
論
文
に
於
て
、
先
験
心
理

主
義
的
立
場
と
先
験
論
理
主
義
的
立
場
を
区
別
し
、
次
第
に
先
験
的
論
理
学
の
立
場
に
重
要
な
意
味
を
置
く
に
到

っ
た
。
先
験
的
心
理
学
は
、
事
実
上
の
認
識
作
用
を
分
析
し
て
真
と
云
わ
れ
る
認
識
の
対
象
を
明
ら
か
に
し
、
是

に
よ
っ
て
超
越
的
対
象
に
達
す
る
途
で
あ
る
。
リ
ッ
カ
ー
ト
は
か
く
の
如
き
心
理
現
象
を
出
発
点
と
す
る
途
に
よ

っ
て
は
充
分
に
超
越
的
対
象
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
寧
ろ
超
越
的
対
象
そ
の
も
の
を
直
接
に
分
析
す
る
先

験
的
論
理
学
に
よ
っ
て
、
認
識
の
意
味
は
明
ら
か
に
さ
れ
得
る
に
到
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

さ
て
認
識
が
客
観
的
な
も
の
で
あ
る
為
に
は
、
何
等
か
超
越
的
な
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
超
越
的
な
も
の

に
関
係
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
認
識
は
客
観
的
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
。
此
処
に
超
越
的
な
も
の
と
云
う
の
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は
、
も
と
よ
り
我
々
の
心
の
外
に
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
物
自
体
の
如
き
も
の
で
は
な
い
。
其
は
如
何
な
る
意

味
に
於
て
も
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
。
存
在
す
る
も
の
は
其
が
在
る
と
云
う
判
断
、
即
ち
存
在
判
断
に
よ
っ
て

初
め
て
存
在
す
る
と
云
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
リ
ッ
カ
ー
ト
は
こ
の
事
を
意
味
は
存
在
に
先
行
す
る
と
云

っ
て
い
る
。
即
ち
判
断
、
従
っ
て
判
断
の
対
象
と
な
る
価
値
の
承
認
な
く
し
て
は
、
存
在
も
存
在
と
し
て
定
立
さ

れ
る
こ
と
が
な
い
。
単
純
に
我
々
に
与
え
ら
れ
た
も
の
と
雖
も
、
リ
ッ
カ
ー
ト
の
所
謂
所
与
性
の
範
疇
を
俟
っ
て

初
め
て
存
在
と
し
て
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
今
判
断
の
対
象
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
既
に
カ
ン
ト

は
凡
ゆ
る
認
識
は
形
式
と
内
容
と
の
綜
合
で
あ
る
と
考
え
た
。
有
名
な
言
葉
に「
内
容
な
き
形
式
は
空
虚
で
あ
り
、

形
式
な
き
内
容
は
盲
目
で
あ
る
」
と
云
う
。
然
る
に
形
式
と
内
容
と
は
一
を
他
に
還
元
す
る
こ
と
の
で
き
ぬ
も
の

で
あ
る
。
両
者
は
二
つ
の
全
く
相
異
な
る
世
界
に
属
す
る
。
伝
統
的
な
表
現
を
用
い
れ
ば
、
内
容
は
感
性
的
世
界

に
、
形
式
は
叡
智
的
世
界
に
属
す
る
。
換
言
す
れ
ば
内
容
は
経
験
か
ら
来
る
も
の
、
従
っ
て
存
在
的
な
る
も
の
で

あ
る
に
反
し
て
、
形
式
は
決
し
て
存
在
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
此
処
か
ら
し
て
リ
ッ
カ
ー
ト
は
、
形
式
を
以
て
か

の
第
三
帝
国
た
る
妥
当
の
領
域
に
属
す
る
も
の
と
し
た
。
哲
学
の
対
象
と
な
る
も
の
は
形
式
で
あ
っ
て
、
こ
の
形

式
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
リ
ッ
カ
ー
ト
も
哲
学
の
中
心
を
置
い
て
い
る
。
内
容
と
形
式
と
を
綜
合
す
る
も
の
は

リ
ッ
カ
ー
ト
の
所
謂
判
断
意
識
一
般
で
あ
る
。
こ
の
と
き
特
に
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
彼
が
形
式
を
以
て
価
値
と
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同
一
視
し
た
こ
と
で
あ
る
。
形
式
は
存
在
な
ら
ぬ
も
の
と
し
て
妥
当
の
領
域
に
、即
ち
価
値
の
領
域
に
送
ら
れ
た
。

か
く
て
対
象
の
分
析
の
立
場
は
、
リ
ッ
カ
ー
ト
に
於
て
形
式
主
義
と
な
っ
て
現
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
共
に
認

識
主
観
の
有
す
る
重
要
な
意
味
は
、
次
第
に
そ
の
影
を
薄
く
す
る
に
到
っ
た
。
主
観
客
観
の
対
立
か
ら
出
発
す
る

傾
向
は
次
第
に
背
後
に
退
い
て
、
形
式
内
容
の
概
念
が
中
心
の
位
置
を
占
め
る
に
到
っ
た
。
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト

に
あ
っ
て
主
観
は
規
範
意
識
と
し
て
価
値
の
根
源
で
あ
っ
た
に
反
し
て
、
今
や
形
式
そ
の
も
の
が
価
値
と
考
え
ら

れ
る
に
到
っ
た
。
是
が
リ
ッ
カ
ー
ト
に
於
け
る
先
験
論
理
的
考
察
の
帰
結
で
あ
っ
た
。
蓋
し
其
処
で
は
認
識
の
対0

象0

が
重
心
を
占
め
、
対
象
の
認
識
0

0

が
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
傾
向
は
リ
ッ
カ
ー
ト
に
於
け
る
主

観
の
概
念
が
単
に
限
界
概
念
と
し
て
一
の
論
理
的
構
想
物
と
な
っ
た
こ
と
に
関
係
す
る
。
我
々
は
こ
の
方
向
に
於

け
る
徹
底
し
た
帰
結
を
や
が
て
ラ
ス
ク
に
於
て
見
る
で
あ
ろ
う
。
リ
ッ
カ
ー
ト
に
於
け
る
こ
の
傾
向
の
表
現
と

し
て
、
我
々
は
彼
が
彼
の
体
系
の
根
本
原
理
と
し
て
掲
げ
た
処
の
「
他
立
的
原
理
」（heterothetisches Prinzip

）

を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
思
惟
の
最
高
の
制
約
と
考
え
ら
れ
た
こ
の
原
理
は
、
思
惟
が
一
を
思
惟
す
る
や

否
や
、
必
ず
他
を
立
て
て
是
を
思
惟
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
た
と
え
ば
主
観
の
思
惟
は
是
に
対
す
る
他
の
も
の

な
る
客
観
を
予
想
し
、
是
を
予
想
す
る
こ
と
な
し
に
は
主
観
は
思
惟
さ
れ
得
な
い
。
内
容
と
形
式
と
の
関
係
も
亦

同
様
で
あ
る
。
然
る
に
こ
の
関
係
は
一
者
と
他
者
と
の
関
係
で
あ
っ
て
、
他
者
が
一
者
の
位
置
を
占
め
る
時
に
は
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一
者
は
他
者
の
位
置
に
立
つ
こ
と
と
な
り
、
か
く
し
て
一
者
と
他
者
と
の
関
係
は
、
一
方
か
ら
他
方
へ
全
く
移
り

行
く
こ
と
も
な
く
、
又
両
者
が
必
然
的
に
高
き
も
の
へ
綜
合
さ
れ
る
と
云
う
こ
と
も
な
く
、
常
に
動
か
ぬ
関
係
と

し
て
成
立
す
る
。
リ
ッ
カ
ー
ト
の
他
立
的
原
理
は
是
を
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
と
比
較
す
る
時
、
そ
の
性
質
を
明
瞭

に
す
る
で
あ
ろ
う
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
あ
っ
て
は
相
対
立
す
る
二
つ
の
も
の
は
単
に
一
者
と
他
者
と
し
て
あ
る
の
で
な

く
、
反
っ
て
相
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
矛
盾
に
よ
っ
て
両
者
は
運
動
し
発
展
し
て
一
層
高
き
も
の
に
於
て

必
然
的
に
綜
合
さ
れ
る
。
弁
証
法
は
矛
盾
を
契
機
と
す
る
運
動
の
思
惟
で
あ
る
。
然
る
に
リ
ッ
カ
ー
ト
は
か
く
の

如
き
弁
証
法
を
以
て
形
而
上
学
に
属
す
る
も
の
と
な
し
、
思
惟
の
最
高
原
理
は
単
に
一
者
と
他
者
と
の
分
離
的
連

関
に
於
て
存
在
す
る
と
主
張
す
る
。
今
こ
の
他
立
的
原
理
が
中
心
を
占
め
る
時
、
主
観
と
客
観
と
の
関
係
も
亦
単

に
一
者
と
他
者
と
の
関
係
と
な
り
了
る
。
か
く
し
て
主
観
も
亦
一
個
の
論
理
的
構
想
物
に
過
ぎ
な
く
な
ら
ざ
る
を

得
な
い
。
カ
ン
ト
哲
学
に
於
て
尚
最
高
の
意
味
を
有
し
、
客
観
を
初
め
て
客
観
と
し
て
構
成
す
る
原
理
で
あ
っ
た

主
観
は
、
リ
ッ
カ
ー
ト
に
於
て
形
式
論
理
的
な
意
味
し
か
与
え
ら
れ
な
く
な
っ
て
了
っ
た
の
で
あ
る
。
リ
ッ
カ
ー

ト
に
於
け
る
形
式
主
義
は
此
処
に
到
っ
て
そ
の
極
に
達
し
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

西
南
学
派
の
認
識
論
上
の
最
も
重
要
な
る
功
績
と
見
る
べ
き
は
、
歴
史
科
学
の
認
識
論
的
基
礎
付
け
を
試
み
た

処
に
あ
る
。
こ
の
点
に
於
て
こ
の
学
派
は
カ
ン
ト
を
超
越
し
た
の
で
あ
る
。
蓋
し
カ
ン
ト
は
認
識
を
一
般
に
自
然
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科
学
的
な
る
、
従
っ
て
法
則
的
な
る
認
識
の
意
味
に
解
し
た
。
其
故
に
彼
に
於
け
る
範
疇
は
凡
て
自
然
科
学
の
範

疇
で
あ
っ
た
。
歴
史
的
な
る
も
の
の
積
極
的
意
味
は
彼
に
於
て
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
是
を
承
認
し
主
張
し
た
の

は
誰
よ
り
も
ヘ
ー
ゲ
ル
で
あ
っ
た
。
カ
ン
ト
に
と
っ
て
理
性
が
所
謂
純
粋
な
る
理
性
で
あ
っ
た
に
反
し
て
、
ヘ
ー

ゲ
ル
に
於
て
は
理
性
は
本
質
的
に
歴
史
的
で
あ
っ
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
影
響
の
下
に
活
動
し
た
独
逸
歴
史
学
派
の

人
々
は
、
歴
史
科
学
を
ば
自
然
科
学
に
対
立
し
、
其
と
は
独
立
に
し
て
固
有
な
る
認
識
の
領
域
で
あ
る
こ
と
を
事

実
と
し
て
証
明
し
た
。
こ
の
事
実
の
認
識
論
的
解
明
の
仕
事
を
引
受
け
た
も
の
の
内
、
西
南
学
派
は
最
も
特
色
あ

る
も
の
で
あ
る
。
既
に
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
は
自
然
科
学
と
歴
史
学
と
の
相
異
を
論
じ
て
、
前
者
が
法
則
定
立
的

な
認
識
目
的
を
有
す
る
に
反
し
て
、
後
者
は
個
性
記
述
的
な
学
問
で
あ
る
と
考
え
た
。
自
然
科
学
は
一
切
の
現
象

を
時
と
処
と
を
超
え
て
妥
当
す
る
一
般
的
法
則
の
下
に
、
特
に
因
果
の
法
則
の
下
に
包
摂
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の

法
則
の
支
配
す
る
処
に
於
て
は
如
何
な
る
特
殊
的
な
も
の
、
新
し
き
も
の
も
有
り
得
な
い
。「
陽
の
下
に
新
し
き

も
の
な
し
」
と
云
う
古
き
諺
は
、
自
然
科
学
の
関
係
す
る
限
り
に
於
け
る
存
在
の
特
性
を
語
る
で
あ
ろ
う
。
在
る

も
の
は
凡
て
繰
り
返
し
得
る
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
歴
史
学
は
か
く
の
如
き
法
則
の
認
識
を
目
的
と
し
な
い
。
そ

れ
は
一
回
的
な
も
の
、
繰
り
返
さ
ぬ
も
の
、
個
性
的
な
も
の
の
側
に
留
っ
て
、
そ
れ
を
離
れ
よ
う
と
は
し
な
い
。

も
と
よ
り
此
処
に
個
性
と
云
う
の
は
単
に
一
あ
っ
て
二
な
き
も
の
、
た
と
え
ば
地
球
の
北
極
と
云
う
が
如
き
も
の
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を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
個
性
と
は
寧
ろ
何
等
か
の
仕
方
で
価
値
と
関
係
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
歴

史
学
も
一
個
の
認
識
で
あ
る
限
り
、
現
実
そ
の
ま
ま
を
模
写
す
る
も
の
で
な
い
。
か
く
の
如
き
は
一
般
に
不
可
能

な
こ
と
で
あ
り
、
若
し
又
可
能
で
あ
る
に
し
て
も
無
意
味
な
こ
と
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
認
識
は
選
択
で
あ
る
。
与

え
ら
れ
た
も
の
に
就
い
て
本
質
的
な
も
の
と
本
質
的
な
ら
ぬ
も
の
と
を
区
別
し
、
意
味
あ
る
も
の
を
そ
の
中
か
ら

選
び
出
す
こ
と
な
し
に
は
認
識
は
あ
り
得
な
い
。
歴
史
学
に
と
っ
て
選
択
の
原
理
と
な
る
も
の
は
価
値
で
あ
る
。

此
処
に
価
値
と
云
う
の
は
、
快
不
快
と
云
う
が
如
き
も
の
又
は
物
の
値
段
と
云
う
が
如
き
も
の
で
は
な
く
、
普
遍

妥
当
性
と
必
然
性
と
を
要
求
す
る
も
の
の
謂
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
価
値
は
文
化
価
値
と
呼
ば
れ
る
。
文
化
価
値

の
見
地
か
ら
見
て
重
要
な
る
も
の
の
み
が
撰
び
出
さ
れ
て
、
初
め
て
客
観
的
認
識
と
し
て
の
歴
史
は
成
立
す
る
。

リ
ッ
カ
ー
ト
は
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
の
示
唆
に
従
っ
て
、
論
理
的
に
こ
の
問
題
を
闡
明
す
る
こ
と
を
企
て
た
。
彼

は
こ
の
場
合
構
成
的
範
疇
と
方
法
論
的
形
式
と
を
区
別
す
る
。
構
成
的
範
疇
と
は
経
験
科
学
に
と
っ
て
等
し
く
所

与
の
材
料
と
な
る
経
験
的
事
実
の
世
界
を
成
立
せ
し
め
る
形
式
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
世
界
を
「
客
観
的
実
在
」
と

呼
ん
で
い
る
。
リ
ッ
カ
ー
ト
に
よ
れ
ば
カ
ン
ト
の
最
も
重
大
な
制
限
は
こ
の
客
観
的
実
在
を
直
ち
に
自
然
、
即
ち

一
般
的
法
則
に
関
る
限
り
の
存
在
と
同
一
視
し
た
処
に
あ
る
。
自
然
は
寧
ろ
客
観
的
実
在
と
し
て
成
立
す
る
世
界

を
、
更
に
我
々
が
方
法
論
的
形
式
に
よ
っ
て
加
工
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
然
る
に
方
法
論
的
形
式
は
、
一
般
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に
二
つ
の
方
向
に
区
別
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
は
普
遍
化
的
把
握
の
方
向
で
あ
り
、
他
は
個
性
化
的
把
握
の

方
向
で
あ
る
。
前
者
に
従
っ
て
自
然
科
学
的
概
念
構
成
が
成
立
し
、
後
者
に
従
っ
て
歴
史
科
学
的
、
リ
ッ
カ
ー
ト

の
所
謂
文
化
科
学
的
概
念
構
成
が
成
立
す
る
。
両
者
の
差
異
は
更
に
次
の
点
に
於
て
現
れ
る
。
自
然
科
学
的
に
構

成
さ
れ
た
存
在
は
没
価
値
的
な
る
も
の
で
あ
る
。
此
処
に
没
価
値
的
と
云
う
の
は
無
価
値
若
く
は
反
価
値
を
云
う

の
で
な
く
、
反
っ
て
全
く
価
値
に
没
交
渉
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
是
に
反
し
て
歴
史
又
は
文
化
の
世
界
は
価
値

に
関
係
す
る
世
界
で
あ
る
。此
処
に
価
値
に
関
係
す
る
と
云
う
こ
と
は
価
値
を
評
価
す
る
こ
と
と
は
同
じ
で
な
い
。

歴
史
上
の
一
定
の
現
象
を
非
難
し
若
く
は
称
讃
す
る
と
云
う
が
如
く
一
定
の
実
践
的
な
る
価
値
評
価
を
す
る
こ
と

は
、
歴
史
科
学
の
任
務
に
属
し
な
い
。
否
か
く
て
は
科
学
の
客
観
性
は
危
く
さ
れ
る
の
み
で
あ
ろ
う
。
価
値
に
関

係
さ
せ
る
と
云
う
の
は
純
粋
に
理
論
的
な
態
度
で
あ
っ
て
、
是
に
よ
っ
て
価
値
の
見
地
か
ら
見
て
本
質
的
な
も
の

と
然
ら
ざ
る
も
の
と
が
区
別
さ
れ
、
選
択
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
て
か
く
の
如
く
歴
史
科
学
の
独
立
性
を
保
証
す

る
も
の
は
、
カ
ン
ト
の
批
判
哲
学
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
真
理
の
概
念
に
他
な
ら
な
い
。
カ
ン
ト
以
前
の
哲

学
の
説
く
よ
う
に
も
し
真
理
と
云
う
こ
と
が
心
外
に
在
る
実
在
を
模
写
す
る
と
云
う
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
真
理

価
値
を
要
求
し
得
る
学
問
は
実
在
に
関
し
て
只
一
つ
し
か
在
り
得
な
い
筈
で
あ
る
。
然
る
に
も
し
カ
ン
ト
の
明
ら

か
に
し
た
よ
う
に
認
識
が
構
成
で
あ
り
、
与
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
我
々
が
受
取
る
処
の
事
実
と
雖
も
、
範
疇
に
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よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
世
界
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
と
す
れ
ば
、
構
成
の
先
験
的
原
理
の
異
な
る
に
従
っ
て
何
れ
も
客

観
性
を
要
求
し
得
る
二
つ
若
く
は
其
以
上
の
種
類
の
学
問
が
可
能
で
あ
り
得
る
筈
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
文
化
科
学

的
概
念
構
成
の
独
立
性
と
客
観
性
と
の
基
礎
が
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

我
々
は
新
カ
ン
ト
学
派
の
他
の
一
の
重
要
な
る
傾
向
と
し
て
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
学
派
の
在
る
こ
と
を
既
に
述
べ
て

置
い
た
。こ
の
学
派
の
宗
師
た
る
コ
ー
ヘ
ン
は
明
ら
さ
ま
に
カ
ン
ト
の
研
究
を
以
て
彼
の
学
的
生
涯
を
出
発
し
た
。

『
カ
ン
ト
の
経
験
理
説
』
を
初
め
と
す
る
彼
の
三
つ
の
書
は
、
カ
ン
ト
の
知
識
哲
学
、
道
徳
哲
学
、
芸
術
哲
学
の

原
理
的
に
新
な
る
解
釈
で
あ
り
、
又
発
展
で
あ
る
。
彼
は
カ
ン
ト
の
研
究
に
プ
ラ
ト
ン
を
初
め
と
し
て
パ
ル
メ
ニ

デ
ス
、
ガ
リ
レ
オ
、
デ
カ
ル
ト
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
等
の
一
列
の
哲
学
者
達
の
思
想
を
結
び
つ
け
た
。
既
に
注
意
す

べ
き
は
彼
に
あ
っ
て
興
味
を
惹
起
し
た
哲
学
者
達
が
特
に
数
学
的
自
然
科
学
と
密
接
な
関
係
を
持
っ
た
人
々
で
あ

っ
た
こ
と
で
あ
る
。
コ
ー
ヘ
ン
が
カ
ン
ト
か
ら
受
継
い
だ
の
は
何
よ
り
も
彼
の
先
験
的
方
法
で
あ
っ
た
。
こ
の
方

法
の
純
化
を
数
学
的
自
然
科
学
の
最
近
の
発
達
の
要
求
す
る
方
向
に
展
開
す
る
こ
と
が
彼
の
主
な
る
問
題
で
あ
っ

た
。
そ
の
為
に
コ
ー
ヘ
ン
は
カ
ン
ト
を
次
の
よ
う
に
発
展
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
カ
ン
ト
は
範
疇
と
時
間
空
間
と
を

区
別
し
て
い
る
。
前
者
が
思
惟
の
形
式
で
あ
る
に
反
し
て
、
後
者
は
直
観
の
形
式
で
あ
る
。
時
間
空
間
の
形
式
に

よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
経
験
的
直
観
が
悟
性
の
判
断
形
式
た
る
範
疇
を
も
っ
て
更
に
組
織
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
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我
々
の
客
観
的
知
識
、
即
ち
経
験
が
成
立
す
る
と
カ
ン
ト
は
考
え
た
。
然
る
に
か
く
の
如
き
見
方
は
尚
物
自
体
の

考
え
を
予
想
す
る
も
の
で
あ
り
、
認
識
の
原
因
と
し
て
尚
物
自
体
を
立
て
る
思
想
を
脱
す
る
も
の
で
な
い
。
カ
ン

ト
は
直
観
が
物
自
体
を
感
触
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
識
の
内
容
が
与
え
ら
れ
る
と
し
た
。
コ
ー
ヘ
ン
は
時
間
空
間

と
云
う
が
如
き
直
観
の
形
式
よ
り
も
思
惟
の
綜
合
が
一
層
根
本
的
な
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
彼
に
よ
れ
ば
思

惟
そ
の
も
の
が
生
産
的
で
あ
っ
て
時
間
空
間
の
形
式
も
亦
思
惟
そ
の
も
の
か
ら
必
然
的
に
発
展
す
る
に
他
な
ら
な

い
。
思
惟
の
機
能
は
単
に
統
一
的
綜
合
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
若
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
統
一
は
統
一
せ
ら
る

べ
き
多
様
を
予
想
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
多
様
は
思
惟
に
対
し
て
外
か
ら
与
え
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
他
な
い
。

然
る
に
我
々
の
認
識
の
根
柢
と
な
る
思
惟
は
、
コ
ー
ヘ
ン
に
よ
れ
ば
創
造
的
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
と
し
て
与
え

ら
れ
る
も
の
は
外
か
ら
来
る
の
で
は
な
い
。
思
惟
に
対
し
て
与
え
ら
れ
る
も
の
は
思
惟
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
与
え
ら
れ
た
も
の
は
課
題
と
し
て
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
コ
ー
ヘ
ン
は
云
っ
て
い
る
。
思
惟
の

作
用
そ
の
も
の
が
思
惟
の
内
容
で
あ
る
。
生
産
そ
の
も
の
が
生
産
物
で
あ
る
。
知
識
の
発
展
は
新
な
る
内
容
を
外

部
か
ら
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
発
展
す
る
の
で
は
な
く
、寧
ろ
思
惟
が
そ
の
根
源
に
還
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

か
く
す
る
こ
と
は
不
純
な
る
内
容
が
純
化
さ
れ
る
過
程
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
即
ち
カ
ン
ト
で
は
思
惟
と
は

異
な
る
根
源
を
有
し
て
内
容
と
直
接
に
結
び
つ
く
と
考
え
ら
れ
た
時
空
の
形
式
が
、
コ
ー
ヘ
ン
に
於
て
は
純
粋
思
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惟
の
発
展
の
形
式
の
一
つ
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
内
容
と
思
惟
と
の
最
も
緊
密
な
る
関
係
が
打
ち
立
て
ら
れ
た
の

で
あ
る
。
普
通
に
知
識
の
内
容
は
感
覚
的
な
も
の
と
見
ら
れ
て
い
る
。
然
る
に
感
覚
的
な
る
も
の
は
尚
未
だ
実
在

の
知
識
で
は
な
い
。
そ
れ
は
実
在
の
知
識
の
単
な
る
指
標
た
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
感
覚
的
な
る
内
容
が
客

観
性
を
要
求
し
得
る
た
め
に
は
思
惟
の
範
疇
に
当
て
は
ま
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
コ
ー
ヘ
ン
の
所
謂
内
包
量
の
原
理

に
従
っ
て
内
包
量
と
見
做
さ
れ
て
初
め
て
感
覚
的
内
容
は
客
観
性
を
得
る
の
で
あ
る
。
既
に
此
処
に
於
て
明
ら
か

で
あ
る
よ
う
に
コ
ー
ヘ
ン
は
連
続
の
原
理
を
根
本
と
し
て
存
在
を
考
え
た
。
思
惟
と
存
在
と
の
関
係
は
近
世
数
学

に
於
け
る
微
分
の
原
理
に
従
っ
て
把
握
さ
れ
た
。
即
ち
存
在
と
思
惟
と
は
二
つ
の
全
く
異
な
る
世
界
と
し
て
対
立

す
る
の
で
は
な
く
、
苟
く
も
存
在
が
客
観
的
な
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
思
惟
に
よ
っ
て
要
求
せ
ら
れ
て
あ
る
も
の

と
し
て
極
微
の
思
惟
を
含
み
、
思
惟
も
亦
そ
れ
が
苟
く
も
客
観
的
な
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
存
在
の
思
惟
と
し
て

極
微
の
存
在
を
含
む
と
見
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
コ
ー
ヘ
ン
は
常
に
思
惟
と
存
在
と
の
同
一
を
説
い
て
い
る
。

思
惟
を
離
れ
て
存
在
は
な
い
。
コ
ー
ヘ
ン
は
右
の
よ
う
に
自
己
の
根
源
に
還
り
行
く
こ
と
に
よ
っ
て
客
観
性
を
要

求
し
て
発
展
す
る
思
惟
を
純
粋
思
惟
と
名
づ
け
て
い
る
。彼
に
於
け
る
意
識
の
概
念
も
亦
此
処
か
ら
理
解
さ
れ
る
。

意
識
と
は
純
粋
な
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
意
識
の
本
性
は
運
動
で
あ
る
。
も
と
よ
り
此
処
に
云
う
運
動
は
外
的

世
界
に
於
け
る
運
動
の
如
き
も
の
で
は
な
い
。
外
的
世
界
に
於
け
る
運
動
は
、
却
っ
て
思
惟
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
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ら
れ
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
純
粋
思
惟
に
於
て
は
生
産
自
身
が
所
産
で
あ
り
、
そ
れ
自
ら
に
よ
っ
て
自
己
の
内

容
を
作
っ
て
発
展
し
て
行
く
と
云
う
意
味
に
於
て
運
動
性
が
意
識
の
一
般
的
な
る
性
質
で
あ
る
。
コ
ー
ヘ
ン
が
主

観
的
、
客
観
的
と
云
う
場
合
、
こ
の
区
別
は
意
識
内
容
が
思
惟
に
よ
っ
て
統
一
さ
れ
る
程
度
の
相
異
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。
未
だ
思
惟
に
よ
っ
て
貫
か
れ
ざ
る
意
識
内
容
、
換
言
す
れ
ば
只
課
題
と
し
て
与
え
ら
れ
た
状
態
が
主
観

的
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
統
一
さ
れ
た
状
態
が
客
観
的
で
あ
る
。
コ
ー
ヘ
ン
は
前
者
を
「
意
識
性
」
と
呼
び
、
後
者

を
特
に
「
意
識
」
と
し
て
区
別
し
て
い
る
。
コ
ー
ヘ
ン
は
純
粋
な
る
も
の
の
方
向
と
し
て
純
粋
思
惟
の
外
に
、
純

粋
意
志
及
び
純
粋
感
情
を
問
題
に
し
た
。
純
粋
思
惟
が
連
続
の
原
理
に
よ
っ
て
自
己
自
身
か
ら
発
展
し
て
純
粋
意

識
を
構
成
し
て
行
く
よ
う
に
、
純
粋
意
志
は
己
れ
自
身
の
中
か
ら
発
展
し
己
れ
自
身
に
内
容
を
作
っ
て
行
く
行
為

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
思
惟
に
対
し
て
内
容
が
外
か
ら
与
え
ら
れ
る
の
で
な
く
、
反
っ
て
思
惟
が
是
を
内
か
ら

要
求
す
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
、
意
志
は
外
か
ら
動
か
さ
れ
る
時
に
は
本
来
の
意
志
で
は
な
い
。
こ
の
時
そ
れ
は

単
に
自
然
で
あ
る
の
で
あ
っ
て
自
我
で
は
な
い
。
感
覚
が
直
ち
に
知
識
で
な
い
よ
う
に
、
欲
望
も
亦
直
接
に
意
志

で
は
な
い
。
感
覚
が
内
包
量
の
原
理
に
従
っ
て
知
識
の
体
系
の
中
へ
入
っ
て
来
る
よ
う
に
、
欲
望
が
我
々
の
意
志

と
な
る
の
は
、
コ
ー
ヘ
ン
の
所
謂
「
傾
向
」
の
ア
プ
リ
オ
リ
に
よ
る
の
で
あ
る
。
傾
向
と
は
欲
望
の
純
粋
な
る
も

の
で
あ
る
。そ
れ
は
他
か
ら
出
て
来
る
の
で
は
な
く
意
志
自
身
か
ら
出
る
処
の
努
力
の
た
め
の
努
力
を
意
味
す
る
。
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こ
の
も
の
の
対
象
と
な
る
の
は
当
為
で
あ
る
。
コ
ー
ヘ
ン
は
純
粋
感
情
に
就
い
て
も
同
様
に
論
じ
て
い
る
。
感
情

も
思
惟
や
意
志
と
同
じ
く
そ
れ
自
ら
内
容
を
生
産
す
る
意
識
の
一
方
向
に
属
す
る
。
美
的
判
断
の
客
観
性
は
其
処

に
成
立
す
る
。
美
醜
の
判
断
と
快
不
快
の
判
断
と
は
同
一
で
な
い
。
後
者
は
単
に
主
観
的
な
意
識
状
態
で
あ
っ
て

未
だ
そ
れ
自
身
に
独
立
な
客
観
的
内
容
を
持
っ
て
い
な
い
の
で
あ
っ
て
、
美
的
判
断
と
し
て
普
遍
妥
当
性
を
要
求

す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
感
情
と
は
運
動
を
本
性
と
す
る
意
識
の
本
源
的
形
式
で
あ
る
。
意
識
は
従
来
の
心
理
学
が

説
い
て
い
る
よ
う
に
感
覚
を
以
て
始
ま
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
感
情
を
以
て
始
ま
る
の
で
あ
る
。
感
情
と
運
動
と

は
二
つ
の
も
の
で
な
く
感
情
は
寧
ろ
運
動
に
常
に
附
帯
す
る
も
の
で
あ
る
。
意
識
の
運
動
は
単
に
無
限
な
る
直
線

運
動
で
な
く
、
連
続
の
原
理
に
よ
っ
て
自
己
自
身
に
還
り
行
く
円
運
動
で
あ
っ
て
、
そ
の
始
ま
る
処
に
又
終
り
が

あ
る
と
見
ら
れ
る
。
感
情
と
は
か
か
る
形
態
に
於
け
る
意
識
発
展
の
段
階
と
し
て
の
意
識
統
一
の
意
識
で
あ
る
。

従
っ
て
我
々
は
感
情
を
以
て
意
識
が
意
識
自
身
に
対
す
る
態
度
で
あ
る
と
云
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
今
我
々
は
純

粋
意
識
の
三
つ
の
方
向
を
簡
単
に
次
の
よ
う
に
特
性
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
認
識
に
於
て
は
客
観
的
対
象
の
生

産
が
眼
目
で
あ
っ
て
主
観
は
注
意
さ
れ
な
い
。
是
に
反
し
て
意
志
に
於
て
は
意
識
の
運
動
の
中
心
た
る
自
我
が
意

識
さ
れ
る
。
然
し
純
粋
意
志
に
あ
っ
て
は
自
我
は
そ
の
初
め
で
も
な
け
れ
ば
そ
の
終
り
で
も
な
く
、
其
処
で
は
自

我
の
焦
点
は
云
わ
ば
無
限
の
距
離
に
あ
る
。
個
人
は
無
限
の
問
題
に
於
て
そ
の
焦
点
を
持
っ
て
い
る
。
純
粋
感
情
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に
於
て
は
是
に
反
し
て
自
己
そ
の
も
の
が
目
的
で
あ
る
。
自
己
の
問
題
を
目
的
と
す
る
の
で
な
く
、
直
接
に
自
己

そ
の
も
の
即
ち
個
人
そ
の
も
の
を
目
的
と
す
る
の
で
あ
る
。

さ
て
右
に
述
べ
た
新
カ
ン
ト
学
派
の
二
つ
の
流
れ
が
そ
の
発
展
の
行
方
に
於
て
共
に
主
観
主
義
か
ら
客
観
主
義

へ
の
方
向
を
辿
っ
た
と
云
う
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
我
々
は
既
に
リ
ッ
カ
ー
ト
に
於
て
か
く
の
如
き
傾
向

を
見
た
。
西
南
学
派
の
一
層
若
き
代
表
者
で
あ
っ
た
ラ
ス
ク
は
、
更
に
徹
底
的
に
客
観
主
義
へ
進
ん
で
行
っ
た
。

ラ
ス
ク
は
カ
ン
ト
の
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
に
於
て
主
観
の
自
律
の
意
味
を
考
え
ず
、
反
っ
て
是
を
全
く
形
式
内

容
の
問
題
と
解
し
、
カ
ン
ト
の
功
績
を
以
て
形
式
を
妥
当
と
考
え
た
こ
と
に
あ
る
と
し
た
。
ラ
ス
ク
に
依
れ
ば
主

観
は
そ
れ
の
綜
合
作
用
に
よ
っ
て
初
め
て
認
識
の
対
象
が
成
立
す
る
と
云
う
が
如
き
根
源
的
な
る
活
動
で
は
な

い
。
対
象
と
な
る
も
の
は
主
観
が
そ
れ
に
関
係
す
る
に
先
立
っ
て
そ
れ
自
身
自
体
に
於
て
成
立
す
る
。
こ
の
成
立

態
は
価
値
と
呼
ば
れ
る
。
価
値
は
普
通
に
対
立
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
真
は
必
ず
偽
に
対
し
、
善

は
必
ず
悪
に
対
す
る
が
如
き
で
あ
る
。
価
値
の
対
立
性
は
従
来
の
多
く
の
哲
学
に
於
け
る
価
値
問
題
の
究
明
に
当

っ
て
の
根
本
的
予
想
で
あ
っ
た
。
然
る
に
ラ
ス
ク
に
よ
れ
ば
か
く
の
如
き
対
立
的
な
る
価
値
は
、
価
値
の
窮
極
的

な
る
絶
対
的
な
る
姿
で
は
な
い
。
自
体
に
於
て
成
立
す
る
価
値
は
、
超
対
立
的
な
も
の
で
あ
る
。
価
値
の
対
立
は

寧
ろ
主
観
が
価
値
に
触
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
生
ず
る
第
二
義
的
な
も
の
に
過
ぎ
ぬ
。
こ
の
よ
う
に
し
て
主



三
四
五

現
代
哲
学
思
潮

観
は
絶
対
的
な
る
価
値
対
象
を
変
形
し
、
若
く
は
歪
め
る
処
の
も
の
と
さ
れ
る
に
到
っ
て
、
カ
ン
ト
に
於
け
る
が

如
き
そ
の
絶
対
的
な
る
位
置
か
ら
墜
し
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
今
理
論
的
価
値
に
就
い
て
云
う
な

ら
ば
彼
が
真
偽
と
云
う
価
値
対
立
と
、
正
不
正
と
云
う
対
立
と
を
区
別
し
、
両
者
を
二
つ
の
相
異
な
る
層
に
属
す

る
も
の
と
し
た
こ
と
は
、
特
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
認
識
の
対
象
は
形
式
と
内
容
と
の
、
若
く
は
存
在
す
る
も

の
と
妥
当
す
る
も
の
と
の
結
合
態
た
る
意
味
で
あ
る
。
意
味
は
従
っ
て
一
定
の
構
造
の
上
に
成
立
す
る
。
然
る
に

こ
の
構
造
に
於
て
形
式
と
内
容
と
の
結
合
が
在
る
べ
き
よ
う
に
在
る
場
合
と
無
い
場
合
と
を
考
え
得
る
。
こ
の
二

つ
の
も
の
は
我
々
の
主
観
の
判
断
作
用
を
俟
っ
て
初
め
て
成
立
す
る
と
云
う
が
如
き
も
の
で
な
く
、
自
体
に
於
て

主
観
の
作
用
に
先
立
っ
て
存
立
す
る
。
ラ
ス
ク
は
是
を
真
偽
の
価
値
対
立
と
考
え
る
。
か
く
の
如
き
価
値
に
対
し

て
主
観
が
是
を
判
断
す
る
時
、
換
言
す
れ
ば
一
定
の
態
度
を
取
る
時
、
そ
の
態
度
に
関
係
し
て
新
な
る
価
値
対
立

が
生
ま
れ
る
。
こ
の
も
の
は
真
偽
の
対
立
に
比
し
て
な
お
一
層
主
観
的
で
あ
る
。
か
か
る
対
立
を
ラ
ス
ク
は
正
不

正
と
名
づ
け
る
。
即
ち
真
偽
が
主
観
か
ら
超
越
し
て
成
立
す
る
価
値
対
立
で
あ
る
に
反
し
て
正
不
正
は
主
観
に
内

在
す
る
価
値
対
立
で
あ
る
。
詳
し
く
云
え
ば
真
な
る
も
の
と
し
て
自
体
に
於
て
成
立
す
る
価
値
を
真
と
し
て
判
断

す
る
時
、並
び
に
偽
な
る
も
の
と
し
て
成
立
す
る
自
体
に
於
け
る
価
値
を
偽
な
る
も
の
と
し
て
判
断
す
る
時
に
は
、

共
に
正
な
る
内
在
的
価
値
が
そ
の
判
断
作
用
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
と
な
る
。
之
に
反
し
て
真
な
る
価
値
を
偽
と
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し
て
偽
な
る
価
値
を
真
と
し
て
判
断
す
る
時
に
は
、
共
に
そ
の
判
断
は
不
正
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
価
値
に
関
す

る
か
く
の
如
き
見
方
に
於
て
西
南
学
派
の
価
値
哲
学
そ
の
も
の
は
最
も
徹
底
し
た
形
態
を
取
っ
て
い
る
と
見
る
こ

と
が
で
き
る
。
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
は
真
理
は
規
範
意
識
若
く
は
価
値
意
識
に
よ
っ
て
成
立
す
る
も
の
と
考
え
る

と
同
時
に
、
虚
偽
は
何
等
か
自
然
的
な
る
も
の
、
自
然
的
意
識
に
よ
っ
て
成
立
す
る
も
の
の
如
く
考
え
て
い
る
。

彼
に
よ
れ
ば
我
々
の
種
々
な
る
表
象
結
合
の
内
、
或
る
も
の
は
合
規
範
的
と
し
て
真
で
あ
り
、
他
の
も
の
は
反
規

範
的
と
し
て
偽
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
こ
の
見
方
を
徹
底
す
べ
き
で
あ
る
な
ら
ば
、
虚
偽
も
亦
真
理
と
同
一
の
領
域

に
在
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
真
の
み
が
価
値
の
領
域
に
属
し
、
偽
は
是
に
反
し
て
価
値
と
は
関
係
な
き
領

域
に
属
す
る
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
か
く
し
て
真
偽
は
即
ち
価
値
と
反
価
値
と
は
共
に
価
値
の
領
域
に
属

す
る
こ
と
と
な
る
。
此
処
に
価
値
の
領
域
と
云
わ
れ
る
場
合
の
価
値
は
、
単
な
る
価
値
、
即
ち
積
極
的
価
値
、
た

と
え
ば
偽
に
対
す
る
真
と
云
う
が
如
き
も
の
の
み
を
指
す
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
こ
の
領
域
に
は

反
価
値
も
亦
そ
の
一
員
と
し
て
座
を
占
め
る
か
ら
で
あ
る
。
領
域
の
名
と
し
て
の
価
値
は
妥
当
と
云
う
名
を
以
て

ラ
ス
ク
の
呼
ぼ
う
と
欲
す
る
処
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
我
々
は
虚
偽
も
妥
当
す
る
と
云
う
一
見
逆
説
的
な
言

葉
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
く
し
て
我
々
は
又
超
対
立
的
価
値
を
立
て
ね
ば
な
ら
ぬ
理
由
を
も
自
ら
理
解
し

得
る
で
あ
ろ
う
。
従
来
の
価
値
の
見
方
は
ラ
ス
ク
に
従
え
ば
余
り
に
主
観
的
で
あ
る
。
価
値
は
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
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ト
や
リ
ッ
カ
ー
ト
に
於
て
当
為
と
し
て
又
は
規
範
と
し
て
性
格
づ
け
ら
れ
、
そ
し
て
こ
れ
と
直
接
に
同
一
視
さ
れ

た
。
然
る
に
こ
の
こ
と
は
既
に
カ
ン
ト
や
フ
ィ
ヒ
テ
に
於
け
る
思
想
に
於
て
も
現
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
当
為

若
く
は
規
範
と
云
う
言
葉
は
価
値
の
主
観
に
対
す
る
関
係
を
特
に
表
す
に
過
ぎ
な
い
。
価
値
は
そ
れ
を
実
現
す
べ

き
、
し
か
し
事
実
と
し
て
は
屡
々
実
現
し
な
い
と
こ
ろ
の
主
観
に
対
し
て
初
め
て
当
為
の
意
味
を
持
つ
。
も
と
よ

り
そ
れ
は
価
値
の
有
す
る
一
面
を
表
す
に
相
違
な
い
が
、
然
し
価
値
そ
の
も
の
を
そ
の
純
粋
な
姿
に
於
て
表
現
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
価
値
の
性
質
を
表
す
言
葉
は
、
ラ
ス
ク
に
よ
れ
ば
当
為
で
な
く
し
て
妥
当
で
あ
る
。
か
く

し
て
ロ
ッ
ツ
ェ
に
始
ま
っ
た
妥
当
の
言
葉
は
ラ
ス
ク
に
於
て
そ
の
全
哲
学
の
中
心
を
占
め
る
に
到
っ
た
。
然
し
同

時
に
主
観
の
力
は
極
端
に
ま
で
奪
い
去
ら
れ
る
に
到
っ
た
こ
と
も
忘
れ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。

ラ
ス
ク
の
他
の
一
つ
の
仕
事
は
哲
学
の
論
理
の
建
設
の
企
て
で
あ
っ
た
。
従
来
の
認
識
論
に
於
て
問
題
と
な
っ

た
の
は
、
主
と
し
て
科
学
と
し
て
の
認
識
で
あ
っ
た
。
カ
ン
ト
は
も
と
よ
り
そ
う
で
あ
る
。
彼
に
於
て
は
特
に

数
学
的
自
然
科
学
、
即
ち
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
物
理
学
が
そ
の
認
識
批
判
の
中
心
問
題
で
あ
っ
た
。
西
南
学
派
の
重
要

な
発
展
が
自
然
科
学
に
対
し
て
一
の
独
立
の
領
域
を
形
造
る
歴
史
科
学
の
認
識
論
を
打
ち
立
て
た
こ
と
に
あ
る
の

は
、
既
に
述
べ
て
置
い
た
。
ラ
ス
ク
は
今
や
問
題
を
進
め
て
哲
学
的
認
識
そ
の
も
の
の
認
識
論
的
研
究
に
向
う
べ

き
こ
と
を
提
唱
し
た
。
哲
学
の
認
識
対
象
と
な
る
も
の
は
、
経
験
科
学
に
於
け
る
が
如
く
存
在
で
は
な
く
し
て
、
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反
っ
て
妥
当
で
あ
る
。
こ
の
事
を
カ
ン
ト
が
発
見
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
然
る
に
妥
当
す
る
も
の
と
は
ラ
ス
ク
に

よ
れ
ば
形
式
で
あ
る
。
哲
学
は
こ
の
形
式
に
就
い
て
の
研
究
で
あ
り
認
識
で
あ
る
。
然
る
に
凡
ゆ
る
認
識
に
妥
当

性
を
与
え
る
も
の
が
形
式
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
哲
学
的
認
識
の
妥
当
性
も
亦
形
式
を
俟
っ
て
初
め
て
得
ら
れ
る
わ

け
で
あ
る
。
形
式
の
認
識
た
る
哲
学
的
知
識
の
形
式
は
か
く
し
て
形
式
の
形
式
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
形
式
の
形
式
の
分
析
と
究
明
と
が
哲
学
の
論
理
の
主
な
る
仕
事
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
形
式
は
も
と
よ
り
存
在

の
範
疇
の
如
き
も
の
で
は
な
い
。
形
式
は
存
在
す
る
も
の
で
な
く
、
妥
当
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
妥
当

の
形
式
が
哲
学
の
認
識
の
主
な
る
要
素
で
あ
る
。
妥
当
す
る
も
の
は
感
性
的
世
界
に
属
す
る
の
で
な
く
、
叡
智
的

世
界
の
も
の
で
あ
る
。
嘗
て
プ
ロ
チ
ノ
ス
は
感
性
界
の
範
疇
と
全
く
異
な
れ
る
範
疇
と
し
て
叡
智
的
世
界
の
範
疇

を
考
え
た
。ラ
ス
ク
が
形
式
の
形
式
と
呼
ぶ
も
の
は
誠
に
か
く
の
如
き
叡
智
的
世
界
の
範
疇
で
あ
る
。一
般
に
我
々

は
近
代
の
哲
学
者
の
内
ラ
ス
ク
程
ギ
リ
シ
ア
的
な
考
え
方
を
し
た
哲
学
者
は
無
か
っ
た
と
云
い
得
る
で
あ
ろ
う
。

主
観
に
重
要
な
位
置
を
与
え
な
い
点
に
於
て
、
主
観
の
彼
方
に
自
体
に
於
て
安
ら
う
価
値
を
立
て
る
点
に
於
て
、

更
に
又
叡
智
的
世
界
の
範
疇
を
問
題
に
す
る
点
に
於
て
、
ラ
ス
ク
は
明
ら
か
に
ギ
リ
シ
ア
哲
学
の
正
系
の
子
供
で

あ
っ
た
と
云
い
得
る
で
あ
ろ
う
。

西
南
学
派
が
ラ
ス
ク
に
於
て
極
端
な
客
観
主
義
へ
移
っ
て
行
っ
た
と
同
じ
よ
う
に
、
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
学
派
も
亦
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客
観
主
義
へ
の
道
を
辿
っ
た
。
既
に
コ
ー
ヘ
ン
の
見
方
に
於
て
も
そ
の
主
観
が
著
し
く
客
観
性
を
持
っ
て
い
る
こ

と
を
知
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
彼
に
よ
れ
ば
認
識
過
程
そ
の
も
の
が
客
観
で
あ
る
。
何
故
な
ら
認
識
は
対
象
を
生
産

す
る
思
惟
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
コ
ー
ヘ
ン
の
立
場
と
著
し
く
類
似
し
て
居
る
ナ
ト
ル
プ
は
、
先
験
心
理
学
の
方

向
へ
進
ん
で
行
く
よ
う
に
見
え
た
が
、そ
の
後
の
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
そ
の
他
に
於
て
こ
の
方
向
は
継
承
さ
れ
ず
し
て
、

人
々
は
遂
に
客
観
主
義
の
方
向
へ
ひ
た
す
ら
に
向
っ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
我
々
は
そ
の
事
を
特
に
こ
の
学
派
か

ら
出
た
最
近
の
人
で
あ
る
ニ
コ
ラ
イ
・
ハ
ル
ト
マ
ン
に
於
て
一
瞥
す
る
で
あ
ろ
う
。
ハ
ル
ト
マ
ン
は
そ
の
思
想
に

於
て
ヴ
ォ
ル
フ
の
哲
学
の
影
響
を
多
く
受
け
て
い
る
と
見
え
る
。
彼
の
哲
学
的
思
惟
に
於
て
最
も
特
色
あ
る
も
の

は
、
彼
が
問
題
学
と
名
づ
け
た
処
の
も
の
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
問
題
学
を
体
系
論
に
対
し
て
対
立
せ
し
め
る
。
体

系
的
思
惟
は
全
体
か
ら
出
発
す
る
。
其
処
で
は
構
成
的
思
惟
が
第
一
の
も
の
で
あ
り
、
支
配
的
な
も
の
で
あ
る
。

立
場
は
こ
の
時
研
究
の
結
果
と
し
て
現
れ
る
の
で
な
く
、
反
っ
て
そ
も
そ
も
の
最
初
か
ら
先
取
せ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
立
脚
地
か
ら
問
題
が
取
ら
れ
、
是
と
適
合
し
な
い
問
題
は
拒
否
さ
れ
、
恰
か
も
そ
の
問
題
が
誤
っ
た
問
題
で

あ
る
か
の
如
く
認
め
ら
れ
る
。
研
究
者
は
問
題
そ
の
も
の
の
た
め
に
問
題
に
従
っ
て
、
又
問
題
が
彼
を
導
く
が
ま

ま
に
忠
実
に
進
む
の
で
は
な
い
。
問
題
に
連
れ
ら
れ
て
行
く
こ
と
で
な
く
、
反
っ
て
一
団
の
思
想
を
予
め
定
ま
っ

て
い
る
目
標
へ
連
れ
て
行
っ
て
先
取
さ
れ
て
い
る
全
体
の
統
一
を
証
明
す
る
こ
と
が
彼
の
関
心
事
で
あ
る
。
諸
々
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の
問
題
は
只
体
系
思
想
に
仕
え
、
そ
れ
を
遂
行
し
確
保
す
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
の
で
あ
る
。
是
に
反
し
て
問
題
学
的

思
惟
に
と
っ
て
は
何
よ
り
も
先
ず
問
題
が
絶
対
な
も
の
で
あ
る
。
一
定
の
立
場
の
た
め
に
問
題
を
撰
び
出
す
こ
と

で
さ
え
も
が
問
題
に
対
す
る
冒
涜
と
考
え
ら
れ
る
。
其
は
問
題
そ
の
も
の
の
追
求
自
身
の
外
に
何
等
の
下
心
も
有

し
な
い
。
問
題
と
共
に
行
動
し
て
行
き
つ
く
処
ま
で
行
こ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
問
題
学
的
思
惟
は
一
定
の
世
界

観
に
到
達
す
る
か
否
か
を
重
要
な
こ
と
と
見
做
す
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
思
弁
的
先
入
主
見
に
よ
っ
て
煩
わ
さ
れ
る

こ
と
を
怖
れ
る
。
若
し
一
切
の
問
題
の
研
究
が
完
結
す
る
な
ら
ば
、
其
処
に
初
め
て
体
系
は
お
の
ず
か
ら
求
め
ら

れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
然
し
な
が
ら
か
く
の
如
き
完
結
は
到
底
そ
の
到
達
を
期
待
さ
る
べ
く
も
な
い
。
問
題
学
的
思

惟
が
立
つ
処
の
立
脚
地
は
常
に
只
差
当
り
の
暫
定
的
な
、
そ
の
都
度
々
々
の
問
題
連
関
の
立
脚
地
で
あ
る
に
過
ぎ

な
い
。
そ
れ
故
に
か
か
る
思
惟
は
そ
の
立
場
を
何
時
で
も
他
に
移
す
こ
と
を
躊
躇
し
な
い
。
も
と
よ
り
こ
の
事
た

る
単
に
気
紛
れ
か
ら
若
く
は
随
意
に
行
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
正
に
問
題
そ
の
も
の
の
連
関
の
必
然
性
の
為
に
そ

の
研
究
が
進
歩
す
る
に
比
例
し
て
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
問
題
学
的
思
惟
は
体
系
の
存
在
し
て
い
る
こ
と

を
決
し
て
疑
う
も
の
で
は
な
い
。
又
体
系
が
恐
ら
く
自
己
自
身
の
内
に
潜
在
的
に
は
其
を
規
定
す
る
力
と
し
て
働

い
て
い
る
こ
と
を
疑
お
う
と
も
し
な
い
。
た
と
い
自
ら
は
体
系
を
把
握
せ
ず
と
も
体
系
の
存
在
を
ば
確
く
信
じ
て

い
る
の
で
あ
る
。
ハ
ル
ト
マ
ン
に
よ
れ
ば
従
来
の
哲
学
者
は
体
系
的
思
惟
と
問
題
学
的
思
惟
と
の
何
れ
か
を
特
に
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す
ぐ
れ
て
持
っ
て
い
た
。
プ
ロ
チ
ノ
ス
や
ト
マ
ス
の
哲
学
、
又
ス
ピ
ノ
ザ
、
フ
ィ
ヒ
テ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
に
於

て
我
々
は
体
系
的
思
惟
の
模
範
を
見
出
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
是
に
反
し
て
プ
ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
又
あ

る
意
味
で
は
カ
ン
ト
に
あ
っ
て
は
問
題
学
的
思
惟
が
充
分
力
強
く
働
い
て
い
る
。
是
等
二
つ
の
思
惟
の
方
向
は
も

と
よ
り
純
粋
に
現
れ
る
こ
と
な
く
、
多
く
の
場
合
混
合
し
て
哲
学
者
の
内
に
働
い
て
来
た
。
此
処
に
於
て
重
要
な

の
は
、
こ
の
両
者
を
意
識
的
に
区
別
し
従
っ
て
凡
ゆ
る
体
系
的
思
惟
の
前
に
問
題
学
的
思
惟
を
先
立
た
せ
る
と
い

う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
即
ち
我
々
は
凡
ゆ
る
哲
学
上
の
立
場
、
た
と
え
ば
観
念
論
、
実
在
論
等
と
云
う
が

如
き
立
場
の
此
岸
に
立
っ
て
純
粋
に
問
題
そ
の
も
の
の
構
造
を
研
究
し
、
立
場
の
方
向
に
於
て
そ
れ
の
要
求
す
る

限
り
に
於
て
の
み
、
問
題
を
取
扱
う
と
云
う
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
立
場
の
此
岸
と
云
う
こ
と

は
ハ
ル
ト
マ
ン
の
哲
学
的
研
究
の
最
も
根
本
的
な
関
心
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
と
こ
ろ
で
ハ
ル
ト

マ
ン
の
所
謂
問
題
学
は
そ
の
取
扱
う
べ
き
問
題
を
哲
学
史
上
の
種
々
な
る
問
題
に
求
め
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
も

と
よ
り
彼
自
身
が
特
に
問
題
と
し
て
撰
び
出
し
た
も
の
で
は
な
い
。
然
し
な
が
ら
こ
の
場
合
注
意
す
べ
き
こ
と
は

問
題
が
そ
れ
の
成
立
し
た
具
体
的
な
、
歴
史
的
な
地
盤
か
ら
分
離
さ
れ
て
取
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
従
っ

て
問
題
の
分
析
が
単
な
る
概
念
分
析
に
終
り
、
立
場
の
此
岸
と
い
う
こ
と
が
折
衷
主
義
に
陥
る
と
い
う
危
険
に
曝

さ
れ
て
い
る
。
此
の
意
味
に
於
て
彼
の
哲
学
は
彼
自
身
の
尊
敬
す
る
ヴ
ォ
ル
フ
の
哲
学
に
似
通
っ
て
い
る
で
あ
ろ
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う
。
ヴ
ォ
ル
フ
の
哲
学
は
中
世
の
ス
コ
ラ
哲
学
に
於
て
生
産
さ
れ
た
諸
概
念
を
分
析
し
て
秩
序
づ
け
る
こ
と
を
眼

差
し
て
い
る
。
こ
の
時
其
等
の
概
念
は
も
と
よ
り
概
念
で
は
あ
る
が
、
中
世
の
基
督
教
的
神
学
乃
至
哲
学
に
於
て

は
宗
教
的
体
験
と
結
び
つ
き
其
に
よ
っ
て
活
か
さ
れ
て
居
た
も
の
で
あ
っ
た
に
拘
わ
ら
ず
、
ヴ
ォ
ル
フ
は
か
く
の

如
き
体
験
の
地
盤
を
全
く
離
れ
て
、概
念
を
概
念
と
し
て
の
み
分
析
し
、統
一
し
た
。
ハ
ル
ト
マ
ン
に
於
て
も
我
々

は
同
様
の
傾
向
を
見
得
る
で
あ
ろ
う
。
さ
て
従
来
の
哲
学
に
於
て
概
念
の
活
け
る
地
盤
と
な
る
も
の
は
常
に
主
観

の
意
識
で
あ
っ
た
が
故
に
、
い
ま
こ
の
地
盤
か
ら
離
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
意
識
又
は
主
観
の
概
念
が
ハ
ル
ト
マ

ン
に
於
て
も
既
に
ラ
ス
ク
に
於
て
見
ら
れ
た
よ
う
に
影
を
薄
く
し
て
い
る
こ
と
は
争
わ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

さ
て
客
観
主
義
の
方
向
を
辿
っ
て
来
た
我
々
は
近
世
に
於
け
る
そ
の
最
も
注
目
す
べ
き
代
表
者
た
る
ボ
ル
ツ
ァ

ー
ノ
の
こ
と
に
思
い
及
ぶ
で
あ
ろ
う
。
十
九
世
紀
の
前
半
に
出
て
哲
学
者
で
あ
る
と
共
に
数
学
者
で
あ
っ
た
ボ
ル

ツ
ァ
ー
ノ
は
当
時
勢
を
得
た
カ
ン
ト
学
派
の
傾
向
に
反
対
し
て
寧
ろ
溯
っ
て
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
考
え
に
基
づ
き
カ

ン
ト
の
如
く
認
識
の
根
柢
を
自
我
の
綜
合
作
用
に
置
く
の
を
尚
心
理
主
義
に
陥
る
も
の
で
あ
る
と
し
た
。
彼
は
考

え
ら
れ
た
真
理
と
真
理
自
体
と
を
峻
別
す
る
。
論
理
学
は
考
え
ら
れ
た
真
理
か
ら
全
く
離
れ
て
純
粋
に
真
理
自
体

に
つ
い
て
研
究
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
論
理
学
の
取
扱
う
対
象
は
一
般
に
命
題
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
然

る
に
こ
の
場
合
命
題
は
思
惟
さ
れ
た
命
題
と
し
て
取
扱
わ
れ
て
居
る
の
が
常
で
あ
る
。
従
っ
て
人
々
は
論
理
学
を
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以
て
思
惟
の
法
則
の
学
と
す
る
。
是
に
反
し
て
ボ
ル
ツ
ァ
ー
ノ
は
か
か
る
心
理
作
用
を
超
越
し
て
寧
ろ
こ
の
作
用

の
対
象
と
な
る
も
の
を
命
題
自
体
と
呼
ん
で
い
る
。
思
惟
さ
れ
た
命
題
は
主
観
的
な
色
合
い
を
持
ち
、
従
っ
て
明

証
の
程
度
そ
の
他
を
個
々
の
場
合
に
於
て
異
に
す
る
。
然
し
命
題
自
体
は
か
く
の
如
き
も
の
で
な
く
、
寧
ろ
ロ
ッ

ツ
ェ
の
言
葉
を
用
い
れ
ば
妥
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
真
理
と
云
う
の
は
か
く
の
如
き
命
題
自
体
の
中
の
一
種
に
過

ぎ
な
い
。
命
題
自
体
は
も
と
よ
り
真
理
の
み
で
は
な
い
。
虚
偽
の
命
題
自
体
も
あ
り
得
る
。
即
ち
ラ
ス
ク
が
虚
偽

を
以
て
我
々
の
主
観
か
ら
独
立
に
成
立
す
る
妥
当
の
領
域
に
属
せ
し
め
た
よ
う
に
、
ボ
ル
ツ
ァ
ー
ノ
も
亦
虚
偽
自

体
を
以
て
命
題
自
体
の
世
界
に
属
す
る
も
の
と
し
た
。
命
題
自
体
は
真
理
自
体
と
虚
偽
自
体
と
を
含
む
領
域
の
名

で
あ
る
。
普
通
に
判
断
は
表
象
の
結
合
の
上
に
成
立
つ
も
の
で
あ
る
と
せ
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
表
象
の
み
で
は
真

ま
た
は
偽
と
云
わ
れ
る
こ
と
が
出
来
ず
、
こ
の
結
合
の
上
に
立
つ
判
断
に
し
て
初
め
て
真
偽
の
性
質
を
有
す
る
。

ロ
ッ
ツ
ェ
は
こ
の
事
を
表
象
は
単
に
「
意
味
す
る
」
に
反
し
て
、
判
断
は
「
妥
当
す
る
」
と
云
っ
て
い
る
。
判
断

の
対
象
と
な
る
命
題
自
体
の
構
成
要
素
と
し
て
ボ
ル
ツ
ァ
ー
ノ
は
又
表
象
自
体
な
る
も
の
を
立
て
た
。
表
象
自
体

は
も
と
よ
り
心
理
的
な
も
の
で
は
な
い
。
表
象
さ
れ
た
林
檎
は
赤
く
あ
り
得
る
が
表
象
自
体
と
し
て
の
林
檎
は
赤

く
も
青
く
も
な
い
。
命
題
自
体
が
真
理
自
体
の
み
で
な
く
、
反
っ
て
虚
偽
自
体
を
も
含
ん
で
い
た
よ
う
に
、
表
象

自
体
に
も
亦
た
と
え
ば
円
き
三
角
形
と
云
う
が
如
き
ボ
ル
ツ
ァ
ー
ノ
の
所
謂
対
象
な
き
表
象
も
あ
り
得
る
。
そ
の
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当
時
そ
の
独
創
的
な
価
値
を
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
ボ
ル
ツ
ァ
ー
ノ
の
思
想
は
今
日
に
於
て
極
め
て
重
要
な
位
置
を

占
め
る
に
到
っ
た
。
彼
は
認
識
作
用
の
分
析
を
全
然
棄
て
て
純
粋
に
論
理
的
に
出
発
し
た
。
ボ
ル
ツ
ァ
ー
ノ
と
は

違
っ
た
出
発
点
を
取
り
な
が
ら
、
相
似
た
思
想
に
到
達
し
た
人
と
し
て
我
々
は
先
ず
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
名
を
挙
げ

ね
ば
な
ら
ぬ
。
彼
は
心
理
現
象
の
内
省
的
分
析
か
ら
出
立
し
た
。
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
や
ト
マ
ス

等
の
影
響
の
下
に
自
分
の
思
想
を
築
き
上
げ
た
と
云
っ
て
い
る
。
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
心
理
学
の
根
本
思
想
は
精
神

現
象
と
物
体
現
象
と
の
区
別
で
あ
っ
た
。
彼
に
よ
れ
ば
両
者
の
区
別
は
現
象
そ
の
も
の
の
中
に
対
象
を
含
む
と
否

と
に
あ
る
。
即
ち
精
神
現
象
の
特
徴
は
ス
コ
ラ
学
者
が
云
っ
て
い
る
よ
う
に
、
対
象
の
内
在
或
は
内
在
的
対
象
性

に
あ
る
。
意
識
す
る
と
云
う
こ
と
は
対
象
即
ち
意
味
を
自
己
自
身
の
中
に
含
む
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
凡
て
精
神

現
象
は
二
つ
の
方
向
か
ら
成
立
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。一
は
色
と
か
音
と
か
と
云
う
が
如
き
所
謂
意
識
内
容
、

即
ち
内
在
的
対
象
で
あ
っ
て
他
は
表
象
、
判
断
、
感
情
、
意
志
の
如
き
所
謂
作
用
の
方
面
で
あ
る
。
凡
ゆ
る
意
識

は
こ
の
両
方
面
を
備
え
て
い
る
。
精
神
作
用
の
種
類
の
区
別
は
対
象
に
対
す
る
関
係
の
種
類
の
区
別
に
他
な
ら
な

い
。
我
々
は
同
じ
一
つ
の
色
を
表
象
す
る
こ
と
も
で
き
れ
ば
、
判
断
す
る
こ
と
も
情
感
す
る
こ
と
も
意
志
す
る
こ

と
も
で
き
る
。
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
は
表
象
作
用
を
以
て
凡
ゆ
る
精
神
現
象
の
内
最
も
根
本
的
な
も
の
と
考
え
、判
断
、

感
情
、
意
志
の
如
き
は
こ
の
表
象
作
用
の
基
礎
の
上
に
成
立
す
る
と
考
え
た
。
従
っ
て
彼
は
判
断
を
愛
又
は
憎
み
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の
如
き
情
意
と
同
一
種
類
の
も
の
と
な
し
、
是
等
の
も
の
と
表
象
作
用
と
を
根
本
的
に
対
立
せ
し
め
て
い
る
。
判

断
を
情
意
の
作
用
と
同
種
と
す
る
見
方
は
デ
カ
ル
ト
に
於
て
既
に
現
れ
て
い
る
処
で
あ
っ
て
、
彼
は
こ
の
考
え
と

同
様
の
見
方
を
取
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
我
々
は
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
が
内
在
的
対
象
、
即
ち
内
容
と
云
っ
て
い
る

も
の
は
ボ
ル
ツ
ァ
ー
ノ
の
表
象
自
体
又
は
命
題
自
体
を
内
在
的
に
考
え
た
も
の
と
見
做
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
マ

イ
ノ
ン
グ
な
ど
の
所
謂
対
象
論
は
、
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
思
想
の
、
善
か
れ
悪
か
れ
、
発
展
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ボ
ル
ツ
ァ
ー
ノ
が
意
識
の
作
用
を
超
越
し
た
命
題
自
体
を
明
ら
か
に
し
、
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
が
意
識
の
内
容
と
作
用

と
を
区
別
し
た
の
を
考
え
る
時
、
我
々
は
こ
の
二
つ
の
思
想
を
結
合
す
べ
き
思
想
を
求
め
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
結

合
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
人
ト
ワ
ル
ド
ス
キ
ー
の
『
表
象
の
内
容
及
び
対
象
に
就
い
て
の
理
論
』【
川
村
安
太
郎
訳
『
表
象

の
内
容
と
対
象
』】
と
云
う
書
物
に
於
て
見
出
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
ト
ワ
ル
ド
ス
キ
ー
は
表
象
に
於
て
作
用
と
内

容
と
対
象
と
を
厳
密
に
区
別
す
る
。
作
用
と
云
う
の
は
心
理
的
な
主
観
的
な
も
の
で
あ
り
、
内
容
と
云
う
の
は
こ

の
作
用
に
内
在
す
る
処
の
も
の
、
即
ち
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
所
謂
内
在
的
対
象
の
こ
と
で
あ
る
。
普
通
に
対
象
と
内

容
と
は
同
一
の
も
の
の
如
く
考
え
ら
れ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
ト
ワ
ル
ド
ス
キ
ー
に
よ
れ
ば
其
は
全
く
同
一
の
も

の
で
は
な
い
。
対
象
が
超
越
的
で
あ
る
に
反
し
て
、
内
容
は
内
在
的
で
あ
っ
て
、
両
者
は
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

例
を
取
れ
ば
等
辺
三
角
形
と
等
角
三
角
形
と
は
、
意
識
内
容
と
し
て
は
も
と
よ
り
異
な
っ
た
も
の
で
あ
る
に
も
拘
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ら
ず
、
対
象
と
し
て
は
同
一
で
あ
る
。
ト
ワ
ル
ド
ス
キ
ー
は
単
に
表
象
に
於
て
の
み
な
ら
ず
、
判
断
に
つ
い
て
も

是
と
同
様
に
三
つ
の
区
別
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
た
。
思
惟
の
対
象
は
思
惟
の
作
用
と
は
何
等
関
係
な
き

超
越
的
の
も
の
で
あ
る
が
、
思
惟
の
内
容
は
云
わ
ば
対
象
の
符
号
と
し
て
意
識
の
内
に
現
れ
、
判
断
作
用
に
よ
っ

て
肯
定
又
は
否
定
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

フ
ッ
サ
ー
ル
は
近
来
独
逸
哲
学
界
に
於
て
最
も
有
力
な
る
傾
向
の
一
に
属
す
る
現
象
学
の
創
始
者
と
し
て
知
ら

れ
て
い
る
。
彼
は
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
に
学
ん
だ
。
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
か
ら
フ
ッ
サ
ー
ル
が
承
継
い
だ
思
想
は
第
一
に
内

在
的
対
象
の
思
想
で
あ
る
。
凡
ゆ
る
意
識
は
何
物
か
の
意
識
で
あ
る
。
或
は
机
の
表
象
で
あ
り
、
或
は
赤
の
感
情

で
あ
る
。
意
識
が
意
識
た
る
所
以
は
其
が
何
物
か
の
意
識
た
る
処
に
あ
る
。
第
二
に
フ
ッ
サ
ー
ル
は
表
象
作
用
が

爾
余
の
意
識
作
用
の
基
礎
と
な
り
、
其
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
云
う
思
想
を
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
か
ら
取

り
入
れ
た
。
我
々
が
感
情
と
呼
び
意
志
と
呼
ぶ
も
の
も
、表
象
と
結
び
つ
い
て
そ
の
上
に
於
て
初
め
て
成
立
す
る
。

フ
ッ
サ
ー
ル
は
意
識
の
概
念
を
三
つ
に
区
別
し
た
。
第
一
に
経
験
的
自
我
の
全
体
の
実
在
的
な
統
一
体
と
し
て
の

意
識
、
或
は
体
験
の
流
れ
の
統
一
に
於
け
る
心
理
的
諸
体
験
の
織
合
わ
せ
と
云
う
意
味
で
の
意
識
で
あ
る
。
第
二

に
自
己
自
身
の
心
理
的
諸
体
験
の
内
部
知
覚
と
し
て
の
意
識
、
第
三
に
「
心
的
作
用
」
又
は
「
志
向
的
体
験
」
と

云
う
意
味
で
の
意
識
。
第
一
の
意
味
に
於
け
る
意
識
は
例
え
ば
ジ
ェ
ー
ム
ズ
が
「
意
識
の
流
れ
」
と
云
っ
た
場
合
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の
意
識
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
個
人
の
体
験
の
刻
々
に
変
化
し
つ
つ
種
々
な
る
結
合
と
浸
透
す
る
全
体
を
意
味
す

る
。
知
覚
、
想
像
、
喜
び
、
苦
痛
、
希
望
、
意
志
等
は
所
謂
体
験
と
呼
ば
れ
る
も
の
、
若
く
は
普
通
に
意
識
内
容

と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
是
等
の
も
の
の
全
体
が
第
一
の
意
味
に
於
け
る
意
識
を
形
造
っ
て
い
る
。
第
二
の

意
識
概
念
は
内
的
意
識
と
云
う
意
味
で
あ
る
。学
問
的
な
言
葉
で
は「
内
的
知
覚
」と
呼
ば
れ
て
来
た
も
の
で
あ
る
。

意
識
の
第
三
の
意
味
は
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
に
よ
っ
て
初
め
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
意
識
の
概
念
で
あ
っ
て
、
此
処
に
作

用
と
云
わ
れ
る
の
は
特
に
対
象
を
志
向
す
る
作
用
の
こ
と
、
簡
単
に
云
え
ば
何
物
か
の
意
識
で
あ
る
処
の
作
用
を

云
う
の
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
が
排
斥
す
る
意
識
の
概
念
は
特
に
第
二
の
意
味
の
意
識
の
概
念
、
即
ち
内
的
知
覚

と
云
う
意
味
で
の
意
識
の
概
念
で
あ
る
。
内
的
知
覚
の
概
念
は
そ
れ
に
伴
う
明
証
が
、
そ
の
知
覚
の
充
全
な
る
こ

と
を
示
す
こ
と
で
あ
る
。
然
し
フ
ッ
サ
ー
ル
は
内
的
知
覚
と
充
全
な
る
若
く
は
明
証
あ
る
知
覚
と
は
混
同
さ
る
べ

き
で
な
い
と
考
え
る
。
充
全
不
充
全
と
云
う
知
覚
の
性
質
は
、
内
的
知
覚
外
的
知
覚
と
云
う
区
別
と
同
じ
く
あ
る

こ
と
が
で
き
な
い
。
純
粋
に
現
象
学
的
な
立
場
か
ら
云
う
な
ら
ば
、
外
的
知
覚
と
雖
も
又
充
全
で
あ
り
得
る
。
否

意
識
は
凡
て
対
象
の
意
識
で
あ
る
が
故
に
あ
る
意
味
で
は
内
的
知
覚
と
云
う
が
如
き
も
の
は
存
在
し
な
い
と
云
う

こ
と
も
で
き
よ
う
。
か
く
し
て
フ
ッ
サ
ー
ル
が
学
問
的
な
る
意
識
と
し
て
許
容
す
る
も
の
は
第
三
の
意
識
の
概
念

の
み
で
あ
る
。
現
象
学
は
か
く
の
如
き
志
向
的
体
験
又
は
作
用
に
関
す
る
研
究
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
意
識
体
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験
に
於
て
志
向
さ
れ
る
も
の
が
本
質
的
な
統
一
を
な
す
と
考
え
る
。
こ
こ
に
本
質
と
謂
う
の
は
事
実
で
な
い
。
本

質
は
寧
ろ
理
念
的
な
存
在
を
持
つ
も
の
、
従
っ
て
妥
当
性
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
事
実
と
異
な
る
。
彼
は
本
質

に
関
す
る
学
問
と
事
実
に
関
す
る
学
問
と
を
区
別
す
る
。
前
者
は
例
え
ば
論
理
学
、数
学
の
如
き
も
の
で
あ
っ
て
、

後
者
は
所
謂
経
験
科
学
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
に
よ
れ
ば
本
質
学
は
事
実
学
か
ら
独
立
に
存
在
す
る
が
、
事
実
学
は

本
質
学
に
依
存
す
る
。
現
象
学
も
本
質
学
の
一
つ
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
其
は
他
の
種
々
な
る
学
問
の
成
立
す
る
処

の
見
方
を
凡
て
除
去
し
て
、純
粋
意
識
の
立
場
に
立
つ
も
の
で
あ
る
。
現
象
学
は
純
粋
に
記
述
的
な
学
問
で
あ
る
。

其
は
凡
ゆ
る
見
方
を
除
去
し
て
其
等
の
も
の
に
よ
っ
て
云
わ
ば
不
純
に
さ
れ
た
意
識
を
純
化
し
、
元
に
還
す
こ
と

に
よ
っ
て
、
純
粋
な
る
意
識
そ
の
も
の
を
研
究
し
よ
う
と
す
る
。
か
く
の
如
く
我
々
の
自
然
的
生
活
及
び
経
験
科

学
の
立
場
を
棄
て
る
と
云
う
意
味
に
於
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
現
象
学
の
研
究
は
判
断
中
止
の
上
に
可
能
で
あ
る
と

云
っ
て
い
る
。

我
々
は
こ
れ
ま
で
述
べ
来
っ
た
処
を
回
顧
し
て
恐
ら
く
次
の
如
く
云
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
一
般
に
西
洋
思
想

の
歴
史
は
ギ
リ
シ
ア
哲
学
と
基
督
教
思
想
と
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
ギ
リ
シ
ア
思
想
を
代
表
す
る
名
は
、

プ
ラ
ト
ン
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
で
あ
る
。
基
督
教
の
二
つ
の
大
い
な
る
傾
向
を
な
す
も
の
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ

ィ
ス
ム
ス
と
カ
ト
リ
チ
ス
ム
ス
と
で
あ
る
。
そ
し
て
極
め
て
大
ま
か
に
云
え
ば
プ
ラ
ト
ン
的
な
見
方
は
プ
ロ
テ
ス
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タ
ン
テ
ィ
ス
ム
ス
に
結
び
つ
き
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
見
方
は
カ
ト
リ
チ
ス
ム
ス
に
結
合
す
る
傾
向
を
持
っ
て

い
る
。
今
こ
の
見
地
に
立
つ
な
ら
ば
、
カ
ン
ト
は
既
に
述
べ
た
如
く
プ
ラ
ト
ン
主
義
者
で
あ
り
、
カ
ン
ト
は
ル
タ

ー
の
宗
教
改
革
の
思
想
を
曳
く
も
の
で
あ
る
。
凡
ゆ
る
外
的
権
威
や
伝
統
を
離
れ
、
人
格
の
内
奥
に
於
て
神
と
直

接
に
交
通
す
べ
き
こ
と
を
説
い
た
ル
タ
ー
は
、
人
格
の
自
律
と
そ
の
尊
厳
と
を
誰
に
も
増
し
て
高
調
し
た
。
カ
ン

ト
に
於
け
る
自
律
の
思
想
、
並
び
に
人
格
の
尊
厳
の
思
想
は
宗
教
改
革
と
結
び
つ
く
。
人
々
は
そ
れ
故
に
カ
ン
ト

を
以
て
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
哲
学
者
と
呼
ん
で
い
る
。
新
カ
ン
ト
学
派
は
ま
さ
に
こ
の
系
統
に
属
す
る
も
の
と
見

ら
れ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
其
処
で
は
理
性
の
自
律
的
な
る
活
動
、
人
格
の
絶
対
的
価
値
が
高
調
力
説
さ
れ
て
い

る
。
も
と
よ
り
こ
の
学
派
の
発
展
に
於
て
主
観
の
意
義
は
次
第
に
薄
れ
て
行
き
は
し
た
が
、
其
の
辿
り
つ
い
た
処

は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
思
想
で
は
な
く
し
て
実
に
プ
ラ
ト
ン
的
又
は
新
プ
ラ
ト
ン
学
派
的
思
想
で
あ
っ
た
の
で

あ
る
。
我
々
は
先
に
ラ
ス
ク
に
於
て
是
を
見
た
。
存
在
す
る
も
の
と
妥
当
す
る
も
の
と
の
絶
対
的
距
離
を
説
く
の

は
、
ま
さ
に
プ
ラ
ト
ン
的
二
元
主
義
の
表
現
で
あ
ろ
う
。
新
カ
ン
ト
学
派
に
対
立
す
る
現
象
学
の
流
れ
は
、
是
と

は
反
対
に
カ
ト
リ
ッ
ク
主
義
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
に
連
な
っ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
が
そ
の

思
想
を
汲
み
と
っ
た
の
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
で
あ
り
、
中
世
に
於
け
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
者
と
し
て
カ
ト
リ

ッ
ク
神
学
の
完
成
者
と
し
て
最
大
の
名
誉
を
有
す
る
ト
マ
ス
で
あ
っ
た
。
フ
ッ
サ
ー
ル
が
絶
え
ず
尊
敬
し
て
い
る
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デ
カ
ル
ト
も
亦
カ
ト
リ
チ
ス
ム
ス
の
栄
え
る
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
新
教
が
精
神
の
実
践
的

な
る
純
粋
な
る
活
動
を
尊
ぶ
に
反
し
て
、
旧
教
は
事
物
の
永
遠
な
る
本
質
の
観
照
を
重
ん
ず
る
。
魂
を
観
想
に
よ

っ
て
浄
化
す
る
と
云
う
こ
と
が
そ
の
根
本
の
態
度
で
あ
る
。
か
く
て
新
カ
ン
ト
学
派
が
人
格
の
自
律
的
活
動
を
重

ん
じ
た
に
反
し
て
、
現
象
学
派
は
意
識
の
本
質
の
諦
視
を
眼
差
し
て
い
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
が
し
ば
し
ば

フ
ィ
ヒ
テ
な
ど
の
先
験
的
心
理
学
と
同
一
視
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
に
拘
ら
ず
、
両
者
に
於
け
る
最
も
根
本
的
な
る

相
異
は
右
の
如
く
に
し
て
明
ら
か
で
あ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
何
よ
り
も
新
教
的
な
、
プ
ラ
ト
ン
的
、
寧
ろ
新
プ
ラ
ト

ン
学
派
的
な
哲
学
者
で
あ
っ
た
。
我
々
は
晩
年
の
フ
ィ
ヒ
テ
が
殊
に
プ
ロ
チ
ノ
ス
に
近
づ
い
て
い
る
の
を
見
る
こ

と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
然
る
に
フ
ッ
サ
ー
ル
に
於
て
は
意
識
の
絶
対
的
活
動
の
方
面
は
重
要
視
さ
れ
ず
、
従
っ

て
彼
の
認
識
説
は
し
ば
し
ば
非
難
さ
れ
る
よ
う
に
模
写
説
的
色
彩
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
彼
の
現
象
学
と
ナ

ト
ル
プ
の
心
理
学
と
の
相
違
も
、
根
本
的
に
は
此
処
か
ら
し
て
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
プ
ラ
ト
ン
と
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
、
新
教
と
旧
教
と
は
、
人
間
思
想
の
歴
史
に
於
て
絶
え
ず
そ
の
位
置
を
争
い
つ
づ
け
て
来
た
が
、
我
々
は

又
こ
の
争
い
を
現
代
に
於
て
も
見
得
る
で
あ
ろ
う
。
人
々
は
或
る
場
合
に
は
現
象
学
を
初
め
と
す
る
一
団
の
学
問

を「
カ
ト
リ
ッ
ク
的
学
問
」と
し
て
特
色
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
学
問
の
傾
向
に
属
す
る
も
の
と
し
て
我
々

は
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ー
ラ
ー
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
一
般
的
に
云
っ
て
世
界
大
戦
以
前
の
独
逸
は
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そ
の
社
会
興
隆
に
応
じ
て
実
践
的
活
動
的
世
界
観
を
含
む
新
カ
ン
ト
学
派
が
栄
え
た
が
、
こ
の
戦
争
に
於
け
る
敗

北
の
結
果
と
し
て
観
想
的
な
見
方
を
尊
ぶ
カ
ト
リ
ッ
ク
的
学
問
が
優
勢
な
地
位
を
占
め
る
に
到
っ
た
と
云
わ
れ
る

こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

我
々
は
進
ん
で
更
に
他
の
方
面
か
ら
現
代
哲
学
の
概
観
を
試
み
よ
う
。
現
代
の
哲
学
は
凡
て
あ
る
意
味
で
は
ロ

マ
ン
テ
ィ
ク
の
哲
学
に
対
す
る
反
抗
、
若
く
は
そ
れ
の
克
服
と
云
う
共
通
の
意
志
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
反
抗
と
克
服
と
は
種
々
な
る
方
向
に
於
て
現
れ
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
て
完
成
し
た
と
見
ら

れ
る
独
逸
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
が
そ
の
信
用
を
失
墜
す
る
に
到
っ
た
主
な
る
動
力
の
一
つ
が
、
自
然
科
学
の
其
に
対
す

る
反
抗
に
あ
っ
た
こ
と
は
誰
も
知
る
処
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
体
系
に
於
て
自
然
哲
学
は
其
の
「
傷
つ
け
る
点
」

を
な
し
て
い
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
最
も
強
力
な
も
の
で
あ
る
の
は
歴
史
及
び
精
神
の
領
域
で
あ
っ
て
自
然
の
領
域
で

は
な
か
っ
た
。
こ
の
点
に
於
て
カ
ン
ト
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
対
す
る
優
越
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
。
蓋
し
彼
の
哲
学
は

も
と
も
と
自
然
科
学
と
の
密
接
な
連
関
に
於
て
形
造
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
か
く
て
ロ
マ
ン
テ
ィ

ク
に
反
抗
す
る
自
然
科
学
者
の
一
派
が
カ
ン
ト
に
対
し
て
結
合
を
求
め
た
の
は
自
然
の
勢
で
あ
る
。
ヘ
ル
ム
ホ
ル

ツ
を
初
め
と
す
る
十
九
世
紀
の
有
力
な
る
自
然
科
学
者
は
哲
学
上
新
カ
ン
ト
派
の
一
部
を
形
造
る
と
見
ら
れ
る
。

自
然
科
学
者
の
内
で
も
既
に
批
判
的
精
神
を
失
っ
て
、
彼
等
は
彼
等
自
身
の
仕
方
で
形
而
上
学
の
沼
に
陥
込
む
者



三
六
二

も
な
い
で
は
な
か
っ
た
。
彼
等
は
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
に
、
従
っ
て
精
神
の
形
而
上
学
に
反
対
し
な
が
ら
、
自
然
の
形

而
上
学
に
囚
れ
た
の
で
あ
る
。
ヘ
ッ
ケ
ル
や
オ
ス
ト
ワ
ル
ト
の
一
元
的
自
然
的
形
而
上
学
は
そ
の
例
で
あ
る
。
純

粋
に
哲
学
の
方
面
に
於
け
る
前
述
の
新
カ
ン
ト
学
派
が
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
に
反
抗
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
西

南
学
派
は
云
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
考
え
方
に
於
て
著
し
く
フ
ィ
ヒ
テ
と
の
類
似
を
示
し
て
い
る
処
の
コ
ー
ヘ
ン

や
ナ
ト
ル
プ
等
に
到
る
ま
で
、
彼
等
は
こ
の
類
似
に
も
拘
ら
ず
フ
ィ
ヒ
テ
と
同
一
視
さ
れ
る
こ
と
を
極
端
に
嫌
っ

た
の
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
を
初
め
と
す
る
現
象
学
の
一
派
は
最
初
か
ら
カ
ン
ト
に
始
ま
る
独
逸
観
念
論
の
哲
学

と
の
絶
縁
を
期
し
て
い
る
。
こ
の
哲
学
が
新
教
主
義
的
な
も
の
で
あ
っ
た
に
反
し
て
現
象
学
は
旧
教
と
結
び
つ
い

て
い
た
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
カ
ン
ト
を
出
発
点
と
す
る
こ
と
な
く
、
溯
っ
て
デ
カ
ル
ト
や
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
、
ヒ
ュ
ー

ム
等
に
於
て
自
己
の
先
駆
者
を
求
め
た
。
彼
は
哲
学
を
厳
密
科
学
と
し
て
打
ち
立
て
よ
う
と
云
う
意
図
を
述
べ
、

明
ら
さ
ま
に
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
を
攻
撃
し
て
、
こ
の
も
の
は
純
粋
な
る
哲
学
理
念
を
不
純
に
し
、
破
壊
す
る
も
の
で

あ
る
と
云
っ
て
い
る
。
是
等
の
諸
傾
向
と
反
対
す
る
二
つ
の
流
派
は
、
全
く
独
自
な
る
仕
方
に
於
て
ロ
マ
ン
テ
ィ

ク
の
哲
学
と
関
係
を
結
ん
で
い
る
。
そ
の
第
一
の
も
の
は
マ
ル
ク
ス
主
義
の
哲
学
で
あ
る
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ

は
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
唯
物
論
へ
と
移
っ
て
行
っ
た
。
彼
に
よ
れ
ば
思
弁
哲
学
の
秘
密
は
神
学
で
あ
る
。
彼
は
宗
教
を

批
判
し
こ
の
も
の
の
秘
密
を
人
間
に
於
て
見
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
同
時
に
、
思
弁
哲
学
を
解
消
し
て
唯
物
論
へ
の
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道
を
造
っ
た
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
影
響
の
下
に
マ
ル
ク
ス
及
び
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
、
こ
の
唯
物
論
を
一
層
自
然

科
学
的
に
展
開
し
た
が
、
然
し
注
意
す
べ
き
こ
と
は
彼
等
は
独
逸
観
念
論
の
哲
学
、
殊
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
か
ら

そ
の
弁
証
法
を
救
い
出
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
彼
等
は
従
来
の
一
切
の
哲
学
は
弁
証
法
に
於
て
尽
き
る
と
し
、

こ
の
弁
証
法
を
彼
等
の
方
法
と
し
て
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
定
の
仕
方
に
於
て
で
は
あ
る
が
ヘ
ー
ゲ
ル

哲
学
と
の
密
接
な
る
関
係
を
自
白
し
て
い
る
。
第
二
の
方
向
は
一
般
に
生
の
哲
学
と
名
づ
け
ら
れ
る
処
の
も
の
で

あ
る
。
既
に
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
や
ニ
ー
チ
ェ
等
は
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
の
哲
学
に
反
対
し
て
、
生
を
根
本
概
念
と

す
る
哲
学
を
企
て
た
。
こ
の
時
生
は
宇
宙
の
存
在
の
内
に
於
け
る
一
つ
の
存
在
で
は
な
く
、
反
っ
て
絶
対
的
な
る

存
在
の
意
味
を
持
つ
に
到
っ
た
。
こ
の
方
向
を
辿
っ
て
種
々
な
る
哲
学
の
流
派
が
現
れ
た
が
、
そ
の
内
最
も
注
意

す
べ
き
も
の
は
、
ジ
ン
メ
ル
の
哲
学
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
生
の
哲
学
の
他
の
一
つ
の
傾
向
は
デ
ィ
ル
タ
イ
に
よ
っ

て
代
表
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
学
派
は
更
に
親
密
に
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
の
哲
学
と
結
合
す
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
ロ
マ
ン

テ
ィ
ク
の
哲
学
、
殊
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
影
響
の
下
に
立
つ
独
逸
歴
史
学
派
の
人
達
と
の
連
関
に
於
て
哲
学
し
た
。
さ

て
新
カ
ン
ト
学
派
、
殊
に
現
象
学
派
が
そ
の
精
神
に
於
て
非
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
で
あ
る
に
反
し
て
、
ニ
ー
チ
ェ
や
デ

ィ
ル
タ
イ
等
は
、
彼
等
の
内
奥
の
精
神
に
於
て
は
ロ
マ
ン
テ
ィ
カ
ー
で
あ
り
な
が
ら
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
の
克
服
を

企
て
よ
う
と
し
た
処
に
彼
等
の
思
想
の
特
色
は
窺
わ
れ
る
。
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デ
ィ
ル
タ
イ
の
生
涯
の
仕
事
は
終
始
更
わ
る
こ
と
な
く
精
神
科
学
の
基
礎
づ
け
の
問
題
に
向
け
ら
れ
て
い
た
。

彼
は
こ
の
学
問
の
基
礎
を
与
え
る
べ
き
基
礎
学
と
し
て
心
理
学
を
立
て
よ
う
と
し
た
。
こ
こ
に
云
う
心
理
学
は
も

と
よ
り
経
験
科
学
的
心
理
学
で
は
な
い
。
十
九
世
紀
の
末
に
学
問
の
世
界
へ
著
し
く
進
出
し
て
来
た
ヴ
ン
ト
等
の

心
理
学
を
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
構
成
的
心
理
学
と
し
て
特
色
づ
け
る
。
即
ち
是
等
の
自
然
科
学
的
心
理
学
は
精
神
現

象
を
構
成
す
べ
き
二
三
の
要
素
或
は
原
子
と
も
云
う
べ
き
も
の
を
立
て
る
。
例
え
ば
そ
れ
は
感
覚
原
素
と
意
志
原

素
と
云
う
が
如
き
も
の
を
立
て
て
、
是
等
の
も
の
の
法
則
的
な
る
結
合
連
関
か
ら
凡
ゆ
る
精
神
現
象
を
構
成
し
よ

う
と
す
る
。
恰
か
も
自
然
科
学
が
若
干
数
の
原
子
を
立
て
て
其
等
の
数
量
的
関
係
か
ら
自
然
現
象
を
説
明
し
よ
う

と
す
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。
か
か
る
構
成
的
心
理
学
に
反
対
し
て
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
記
述
的
分
析
的
心
理
学
を
目

論
み
た
。
彼
に
よ
れ
ば
我
々
の
精
神
生
活
に
於
て
は
全
体
が
第
一
次
的
な
も
の
、
根
源
的
な
も
の
で
あ
る
。
全
体

は
要
素
の
和
に
よ
っ
て
成
立
つ
の
で
な
く
、
反
っ
て
要
素
と
云
う
べ
き
も
の
は
現
実
的
な
る
全
体
か
ら
の
抽
象
の

産
物
と
し
て
全
く
派
生
的
に
構
成
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
故
に
具
体
的
に
精
神
現
象
を
研
究
し
よ
う
と
す

る
も
の
は
、
全
体
か
ら
出
発
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
全
体
は
デ
ィ
ル
タ
イ
に
よ
れ
ば
一
の
構
造
連
関
を
な
し
て
い

る
。
例
え
ば
一
の
表
象
は
必
ず
感
情
又
は
衝
動
と
結
び
つ
い
て
居
り
、
或
は
又
他
の
記
憶
像
と
繋
が
っ
て
い
る
。

か
く
の
如
く
必
然
的
に
連
関
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
如
何
な
る
個
々
の
精
神
活
動
と
雖
も
常
に
孤
立
し
た
も
の
で
な
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く
、
全
体
に
よ
っ
て
活
か
さ
れ
、
全
体
の
上
に
於
て
自
己
を
特
殊
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
構
造
連
関
が
現
実
的
に

具
体
的
に
個
々
の
精
神
作
用
を
規
定
し
て
い
る
処
に
精
神
生
活
の
特
色
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
連
関
は
も
と
よ
り

思
惟
の
構
成
物
で
は
な
い
か
ら
是
を
具
体
的
に
把
握
し
よ
う
と
す
る
限
り
、
我
々
は
只
其
を
分
析
し
記
述
す
る
外

途
を
知
ら
な
い
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
か
く
の
如
き
仕
方
に
於
て
事
物
を
認
識
す
る
仕
方
を
、
説
明
に
対
す
る
理
解
と

し
て
特
色
づ
け
た
。
理
解
の
概
念
は
彼
の
思
想
の
中
心
概
念
の
一
つ
で
あ
る
。
説
明
の
最
も
完
全
な
る
形
態
は
数

学
的
自
然
科
学
に
於
て
見
ら
れ
る
如
く
一
定
の
要
素
の
数
量
的
法
則
的
関
係
に
よ
っ
て
事
物
を
明
ら
か
に
す
る
に

あ
る
。
是
に
反
し
て
理
解
の
根
本
的
方
法
は
そ
れ
自
身
現
実
的
な
る
全
体
か
ら
部
分
を
理
解
す
る
と
云
う
こ
と
で

あ
る
。
も
と
よ
り
全
体
は
我
々
に
と
っ
て
根
源
的
に
与
え
ら
れ
て
は
い
る
が
、
然
し
こ
れ
を
明
晰
に
す
る
為
に
は

部
分
を
知
る
こ
と
な
し
に
は
不
可
能
で
あ
る
。
全
体
は
あ
る
意
味
で
は
部
分
か
ら
又
理
解
さ
れ
る
。
全
体
か
ら
部

分
を
、
そ
し
て
部
分
か
ら
全
体
を
、
理
解
す
る
と
云
う
こ
と
が
理
解
に
於
て
常
に
要
求
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
如
何
な
る
意
味
で
か
く
の
如
き
心
理
学
は
歴
史
的
社
会
的
存
在
に
関
す
る
学
問
の
基
礎
と
な
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
歴
史
的
に
成
立
し
発
展
し
て
来
た
こ
の
種
の
科
学
の
分
析
に
よ
っ
て
、
そ
の
内
に
絶
え
ず

人
間
が
基
礎
に
働
い
て
い
る
こ
と
を
見
出
し
た
。
歴
史
的
社
会
的
実
在
は
実
に
人
間
が
作
る
処
の
世
界
で
あ
る
。

哲
学
的
な
言
葉
で
表
せ
ば
そ
れ
は
人
間
の
表
現
と
し
て
在
る
。
此
処
に
云
う
人
間
は
現
実
の
具
体
的
な
人
間
、
云
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わ
ば
肉
体
と
精
神
と
か
ら
な
る
人
間
で
あ
る
。
然
る
に
か
く
の
如
き
具
体
的
な
る
人
間
に
於
て
そ
の
構
造
の
た
め

に
根
源
的
に
精
神
生
活
の
世
界
が
独
立
な
る
も
の
と
し
て
自
ら
抽
象
さ
れ
得
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
可
能
性
を

与
え
る
も
の
は
デ
ィ
ル
タ
イ
に
よ
れ
ば
例
え
ば
意
志
の
自
由
の
意
識
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
こ
の
意
識
は
精
神
の

物
質
に
対
す
る
優
越
を
自
証
す
る
。
そ
れ
故
に
も
し
こ
の
意
識
に
し
て
現
実
的
な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
我
々
は

精
神
生
活
の
世
界
を
独
立
の
世
界
と
し
て
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。
基
督
教
の
宗
教
的
体
験
は
実

に
か
く
の
如
き
精
神
の
世
界
を
発
見
し
た
。
こ
の
世
界
は
普
通
意
識
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
デ

ィ
ル
タ
イ
に
よ
れ
ば
従
来
の
哲
学
は
、
カ
ン
ト
の
先
験
哲
学
も
又
ヒ
ュ
ー
ム
等
の
経
験
哲
学
も
、
共
に
こ
の
意
識

を
余
り
に
主
知
的
に
解
釈
し
て
来
た
。
デ
ィ
ル
タ
イ
に
よ
れ
ば
精
神
生
活
は
単
な
る
表
象
や
思
惟
で
は
な
く
、
又

そ
れ
を
中
心
と
す
る
も
の
で
も
な
く
、
反
っ
て
表
象
、
思
惟
、
感
情
、
意
志
等
の
織
合
わ
せ
で
あ
り
、
そ
こ
に
於

て
中
心
の
位
置
を
占
め
る
も
の
は
実
に
情
意
で
あ
る
。
彼
は
衝
動
の
束
が
精
神
生
活
の
連
関
の
中
心
を
な
し
て
い

る
と
云
う
て
い
る
。
個
々
の
表
象
活
動
の
如
き
も
、
凡
て
衝
動
に
よ
っ
て
活
か
さ
れ
彩
ら
れ
て
い
る
。
一
つ
の
表

象
は
共
に
結
び
つ
く
注
意
力
、
感
情
、
意
志
等
に
よ
っ
て
、
自
己
の
運
命
を
支
配
さ
れ
る
。
注
意
に
よ
っ
て
初
め

て
一
の
表
象
は
精
神
生
活
の
舞
台
に
現
れ
て
来
る
の
で
あ
り
、
又
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
れ
の
持
続
す
る
長
さ
、
及
び

消
滅
す
る
速
さ
は
規
定
さ
れ
る
。
単
に
精
神
活
動
の
み
で
は
な
い
。
外
界
の
実
在
と
雖
も
実
に
情
意
に
よ
っ
て
初
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め
て
そ
の
実
在
性
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
。
た
と
い
カ
ン
ト
の
云
う
よ
う
に
主
観
を
離
れ
て
外
界
の
存
在
は
な
い

に
し
て
も
、
こ
の
主
観
に
し
て
も
し
表
象
思
惟
の
活
動
に
限
ら
れ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
外
界
は
単
に
現
象
と
し
て

与
え
ら
れ
る
に
留
ま
っ
て
実
在
性
を
も
つ
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
実
在
性
を
持
つ
の
は
こ
れ
が
我
々
の

意
志
に
対
し
て
一
の
抵
抗
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
既
に
フ
ィ
ヒ
テ
が
感
性
界
の
存
在
を
意
志
に
対
す

る
抵
抗
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
し
よ
う
と
し
た
よ
う
に
、
デ
ィ
ル
タ
イ
も
亦
我
々
の
精
神
生
活
の
中
心
を
な
す
情
意

に
対
す
る
抵
抗
と
し
て
外
界
は
実
在
性
を
担
う
に
到
る
と
考
え
た
。
若
し
か
く
の
如
く
で
あ
る
な
ら
ば
、
我
々
が

外
的
世
界
と
し
て
歴
史
的
に
与
え
ら
れ
た
も
の
と
見
做
し
て
い
る
社
会
、
其
の
諸
制
度
、
諸
組
織
の
如
き
も
の
の

根
柢
に
も
我
々
の
精
神
生
活
が
働
い
て
居
り
、
後
者
に
よ
っ
て
前
者
は
規
定
さ
れ
て
居
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ

う
。
簡
単
に
云
え
ば
社
会
、
国
家
、
教
会
等
の
如
き
諸
制
度
、
更
に
云
え
ば
芸
術
、
科
学
、
哲
学
の
如
き
諸
文
化

は
、
凡
て
精
神
生
活
の
表
現
で
あ
る
。
精
神
生
活
は
自
己
を
外
的
歴
史
に
於
て
表
現
す
る
必
然
性
を
自
己
自
身
の

内
に
持
っ
て
い
る
。
か
く
の
如
き
表
現
に
達
す
る
こ
と
な
し
に
は
我
々
の
内
部
に
生
起
す
る
種
々
な
る
活
動
も
須

臾
に
し
て
消
え
去
る
で
あ
ろ
う
。
内
的
な
る
も
の
は
外
的
な
る
も
の
と
結
び
つ
き
、
そ
れ
に
於
て
表
現
さ
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
云
わ
ば
自
己
を
完
成
す
る
。
か
く
の
如
く
精
神
生
活
の
表
現
と
し
て
成
立
す
る
外
的
な
る
も
の
か
ら

そ
の
中
に
表
現
さ
れ
て
い
る
内
的
な
る
も
の
を
把
握
す
る
こ
と
が
理
解
の
方
法
で
あ
る
。
我
々
は
此
処
に
於
て
デ
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ル
タ
イ
の
心
理
学
が
歴
史
的
研
究
に
結
び
つ
く
こ
と
を
知
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
彼
は
し
ば
し
ば
人
間
が
何
で
あ

る
か
は
只
歴
史
を
通
じ
て
の
み
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
云
っ
て
い
る
。

デ
ィ
ル
タ
イ
の
企
て
た
天
才
的
な
る
仕
事
は
只
天
才
を
以
て
為
し
得
る
か
の
如
く
見
え
る
。
彼
の
弟
子
達
の
活

動
は
多
く
の
光
彩
を
遺
憾
に
も
持
っ
て
い
な
い
。
我
々
は
只
シ
ュ
プ
ラ
ン
ガ
ー
の
名
を
挙
げ
得
る
の
み
で
あ
る
。

シ
ュ
プ
ラ
ン
ガ
ー
は
デ
ィ
ル
タ
イ
の
見
方
に
新
カ
ン
ト
派
的
な
見
方
を
結
び
付
け
た
。
我
々
は
既
に
リ
ッ
カ
ー
ト

等
が
文
化
と
云
わ
れ
歴
史
と
云
わ
れ
る
も
の
は
価
値
を
内
在
的
な
意
味
と
し
て
成
立
す
る
と
説
い
た
の
を
知
っ
て

い
る
。
従
っ
て
自
然
科
学
の
方
法
か
ら
区
別
さ
れ
る
歴
史
学
の
方
法
は
此
処
で
も
亦
意
味
の
理
解
に
あ
る
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。
リ
ッ
カ
ー
ト
と
デ
ィ
ル
タ
イ
と
の
異
な
る
処
は
、
前
者
が
主
と
し
て
意
味
そ
の
も
の
の
解
明
に

向
っ
て
、
意
味
を
理
解
す
る
作
用
そ
の
も
の
の
動
的
な
過
程
の
研
究
を
無
視
し
た
の
に
反
し
て
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は

理
解
そ
の
も
の
の
動
的
発
展
的
過
程
を
全
体
の
連
関
に
於
て
捕
え
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
リ
ッ
カ
ー
ト
の

影
響
の
下
に
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
如
き
も
社
会
学
の
方
法
と
し
て
意
味
解
釈
を
目
的
と
す
る
理
解
の
方
法

を
説
い
て
い
る
。
シ
ュ
プ
ラ
ン
ガ
ー
は
デ
ィ
ル
タ
イ
か
ら
出
な
が
ら
、
意
味
そ
の
も
の
に
中
心
を
置
き
、
意
味
を

理
解
す
る
理
解
の
過
程
そ
の
も
の
を
動
的
発
展
的
に
見
る
こ
と
を
重
き
と
し
な
い
点
で
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ

ー
等
に
接
近
し
て
い
る
と
云
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
生
の
哲
学
者
と
し
て
代
表
的
な
る
ジ
ン
メ
ル
は
、
そ
の
功
績
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が
い
わ
ゆ
る
形
式
社
会
学
の
確
立
に
あ
る
こ
と
を
除
い
て
、
哲
学
そ
の
も
の
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
尚
著
し
く
ニ

ー
チ
ェ
的
傾
向
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
的
方
向
を
取
っ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
即
ち
デ
ィ
ル
タ
イ
と
の
根
本
的

な
相
異
は
、
ジ
ン
メ
ル
に
於
て
生
の
歴
史
性
の
考
え
が
充
分
強
力
で
な
い
と
云
う
と
こ
ろ
に
横
た
わ
っ
て
い
る
。

生
に
歴
史
性
を
認
め
ず
、
従
っ
て
生
の
理
解
を
生
の
客
観
化
と
し
て
の
歴
史
を
通
し
て
な
そ
う
と
し
な
い
限
り
、

生
の
研
究
は
直
観
的
で
あ
り
、
従
っ
て
断
片
的
で
あ
っ
て
、
体
系
的
科
学
的
で
あ
る
こ
と
は
で
き
ぬ
で
あ
ろ
う
。

ジ
ン
メ
ル
の
生
の
哲
学
が
直
観
の
輝
き
を
随
所
に
於
て
示
し
て
い
る
に
拘
ら
ず
、
し
か
も
断
片
的
、
時
と
し
て
は

尚
理
智
の
光
に
照
し
出
さ
れ
ぬ
闇
そ
の
も
の
で
あ
る
の
は
、
主
と
し
て
こ
の
理
由
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
デ
ィ
ル

タ
イ
の
哲
学
は
固
有
な
る
哲
学
以
外
の
領
域
に
於
て
、
殊
に
新
し
き
文
学
史
の
研
究
に
著
し
い
、
又
実
り
多
き
影

響
を
与
え
た
。
哲
学
に
関
係
す
る
限
り
、
デ
ィ
ル
タ
イ
と
最
も
生
産
的
な
関
係
を
結
ん
だ
の
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー

で
あ
っ
た
と
云
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
哲
学
は
最
も
一
般
的
に
云
え
ば
、
フ
ッ
サ
ー
ル
と
デ
ィ
ル
タ
イ
と
の
綜
合
に
あ
る
と
云
い
得

る
で
あ
ろ
う
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
の
主
な
る
目
的
が
凡
ゆ
る
概
念
的
構
成
を
排
斥
し
て
物
そ
の
も
の
を
明
ら

か
に
す
る
に
あ
っ
た
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
彼
は
先
ず
論
理
学
的
研
究
を
以
て
彼
の
哲
学
を
出
発
し
た
の
で
あ
る

が
、
そ
れ
は
従
来
の
論
理
学
が
あ
ま
り
に
形
式
的
に
流
れ
、
形
式
そ
の
も
の
概
念
そ
の
も
の
の
み
を
問
題
と
し
て
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か
く
の
如
き
形
式
や
概
念
が
如
何
に
し
て
由
来
し
如
何
に
し
て
そ
の
妥
当
性
を
持
つ
か
の
根
源
を
究
明
す
る
こ
と

を
忘
れ
て
い
た
の
に
反
対
し
て
、
是
等
の
形
式
や
概
念
を
純
粋
意
識
そ
の
も
の
の
根
源
か
ら
成
立
す
る
姿
を
明
瞭

に
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
物
そ
の
も
の
へ
と
云
う
こ
と
は
単
に
現
象
学
の
み
な
ら
ず
、
現
代
哲
学
の
大
い
な
る
モ

ッ
ト
ー
の
一
で
あ
ろ
う
。
然
る
に
物
そ
の
も
の
と
は
何
で
あ
る
か
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
是
を
純
粋
意
識
に
於
て
、
こ

の
意
識
の
領
域
を
形
造
る
志
向
的
体
験
又
は
作
用
に
於
て
見
た
。然
る
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
是
を
批
評
し
て
云
う
、

か
く
の
如
き
は
尚
数
学
的
自
然
科
学
的
関
心
に
よ
っ
て
禍
い
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
凡
そ
関
心
は
存
在
の
一

定
の
領
域
を
初
め
て
捕
え
来
る
処
の
根
源
で
あ
る
。
純
粋
意
識
が
最
も
根
本
的
な
る
存
在
の
領
域
と
な
る
の
は
確

実
な
る
認
識
、
換
言
す
れ
ば
認
識
さ
れ
た
認
識
、
又
は
基
礎
づ
け
ら
れ
た
認
識
に
対
す
る
関
心
に
よ
っ
て
で
あ
る
。

既
に
デ
カ
ル
ト
は
コ
ギ
ト
の
領
域
の
重
要
な
る
特
性
と
し
て
其
処
で
は
意
識
が
自
己
を
意
識
す
る
と
い
う
、
簡
単

に
云
え
ば
、
反
省
又
は
自
覚
の
可
能
性
の
あ
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
例
え
ば
私
は
自
分
が
疑
う
と
云
う
こ
と
を

自
分
で
意
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
こ
の
事
が
デ
カ
ル
ト
に
於
て
凡
ゆ
る
確
実
性
の
保
証
と
な
る
も
の
で

あ
っ
た
。
恰
か
も
そ
の
よ
う
に
純
粋
意
識
は
確
実
性
、
カ
ン
ト
的
に
云
え
ば
普
遍
妥
当
性
に
対
す
る
認
識
の
関
心

が
初
め
て
捕
え
来
る
領
域
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
関
心
を
離
れ
て
は
純
粋
意
識
も
何
等
最
も
根
源
的
な
る
領
域
で

は
な
く
、
反
っ
て
そ
れ
自
身
抽
象
的
な
も
の
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
か
く
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
彼
の
現
象
学
に
於
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て
問
題
に
し
た
の
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
如
き
純
粋
意
識
で
は
な
く
、
反
っ
て
現
実
的
な
る
存
在
、
即
ち
人
間
の
存
在

又
は
生
で
あ
っ
た
。

生
と
は
現
実
的
存
在
で
あ
る
。こ
の
も
の
は
他
の
種
類
の
存
在
に
対
し
て
如
何
な
る
特
性
を
も
つ
で
あ
ろ
う
か
。

生
と
対
立
す
る
存
在
は
一
般
に
対
象
的
存
在
と
呼
ば
れ
得
る
。
か
か
る
存
在
に
対
し
て
生
は
自
己
の
内
に
自
己
自

身
に
対
す
る
関
係
を
含
む
と
云
う
特
性
を
持
っ
て
い
る
。
現
実
的
存
在
は
そ
れ
の
あ
る
と
云
う
こ
と
が
理
解
し
つ

つ
あ
る
と
云
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
其
処
に
あ
る
樹
木
は
単
に
在
る
の
で
あ
っ
て
自
己
の
存
在
を
理
解
し
て
い
な

い
に
反
し
て
、
我
々
は
常
に
自
己
の
存
在
を
理
解
し
つ
つ
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
現
実
的
存
在
を
解
明
す
べ
き
概
念

は
従
来
の
哲
学
に
於
け
る
範
疇
と
は
全
く
異
な
っ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
蓋
し
こ
れ
ま
で
の
諸
範
疇
は
凡

て
対
象
的
存
在
に
関
す
る
範
疇
で
あ
る
。
然
る
に
現
実
的
存
在
に
関
す
る
範
疇
は
理
解
的
な
る
も
の
の
範
疇
で
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
例
え
ば
物
と
性
質
、
実
体
と
属
性
と
云
う
が
如
き
最
も
重
要
な
る
範
疇
と
雖
も
、
生
に
対
し
て

は
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
知
覚
す
る
と
云
う
こ
と
は
我
々
の
存
在
の
属
性
と
云
う
が
如
き
も
の
で
な
く
、
ハ

イ
デ
ッ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
我
々
の
存
在
の
仕
方
で
あ
る
。
対
象
的
存
在
と
は
異
な
っ
て
我
々
は
我
々
を
「
私
」
と

呼
び
、
之
に
対
す
る
も
の
を
「
汝
」
と
呼
び
、
そ
し
て
更
に
「
我
々
」
と
云
う
。
か
く
の
如
き
関
係
は
最
も
原
始

的
な
根
源
的
な
関
係
で
あ
っ
て
、
対
象
的
存
在
に
は
見
出
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
私
が
在
る
と
云
う
こ
と
は
、
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私
が
そ
の
側
に
あ
る
、そ
れ
を
熟
知
し
て
い
る
と
云
う
こ
と
を
含
む
。
即
ち
私
は
世
界
の
内
に
在
る
の
で
あ
っ
て
、

こ
の
こ
と
を
離
れ
て
私
の
在
る
と
云
う
こ
と
も
な
い
の
で
あ
る
。
世
界
の
内
に
在
る
我
々
の
存
在
の
仕
方
の
最
も

根
源
的
な
一
般
的
な
性
質
は
関
心
す
る
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
か
く
関
心
す
る
こ
と
の
内
最
も
重
要
な
の
は
、
死

に
対
す
る
関
心
で
あ
ろ
う
。
生
は
そ
れ
自
身
の
内
に
死
を
含
む
。
そ
れ
故
に
人
間
の
最
も
根
源
的
な
る
意
識
と
し

て
未
来
の
意
識
が
生
ま
れ
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
こ
の
よ
う
に
関
心
か
ら
人
間
の
存
在
の
最
も
根
本
的
な
る
規
定

と
し
て
の
時
間
性
を
説
明
し
た
。
こ
の
時
間
性
こ
そ
が
現
実
的
存
在
の
最
も
根
本
的
な
規
定
で
あ
っ
て
其
処
に
こ

の
存
在
の
歴
史
性
が
あ
る
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
デ
ィ
ル
タ
イ
と
を
比
較
す
る
時
、
我
々
は
次
の
こ
と
に
気
付
か
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
で
あ
ろ

う
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
現
象
学
は
人
間
の
生
に
於
け
る
内
面
的
な
構
造
の
内
に
留
ま
ろ
う
と
す
る
に
反
し
て
、
デ

ィ
ル
タ
イ
は
大
い
な
る
客
観
的
世
界
に
目
を
向
け
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
歴
史
を
語
る
時
、
そ
れ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の

所
謂
客
観
精
神
の
世
界
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
点
に
於
て
彼
は
ヘ
ー
ゲ
ル
よ
り
も
寧
ろ
ニ
ー
チ

ェ
や
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
等
に
接
近
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
方
が
一
層
多
く
ヘ
ー
ゲ
ル
に
接
近
し

て
い
る
で
あ
ろ
う
。
ハ
イ
デ
ッ
カ
ー
の
研
究
は
此
処
に
一
つ
の
大
い
な
る
制
限
を
見
出
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

デ
ィ
ル
タ
イ
に
尚
残
存
す
る
心
理
主
義
的
傾
向
を
排
斥
し
て
純
粋
な
る
存
在
の
問
題
に
重
心
を
置
く
処
に
彼
の
哲
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学
の
特
色
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
然
し
こ
の
存
在
が
尚
大
い
な
る
歴
史
的
世
界
に
於
て
見
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
は

注
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。さ
て
我
々
は
我
々
の
従
来
の
叙
述
を
回
顧
し
て
次
の
如
く
語
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

即
ち
我
々
は
認
識
の
問
題
か
ら
次
第
に
存
在
の
問
題
へ
と
近
づ
い
て
行
っ
た
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
明
ら
さ
ま
に
現

代
の
哲
学
が
存
在
の
問
題
を
無
視
し
て
い
る
こ
と
を
攻
撃
し
て
い
る
。
ギ
リ
シ
ア
哲
学
に
於
て
唯
一
の
問
題
で
あ

り
、
プ
ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
於
て
精
細
に
研
究
さ
れ
て
来
た
存
在
の
問
題
は
哲
学
の
歴
史
に
於
て
次
第

に
見
失
わ
れ
、
近
世
に
於
て
は
ヘ
ー
ゲ
ル
が
只
一
人
こ
の
問
題
を
根
本
的
に
論
じ
よ
う
と
し
た
の
み
で
あ
っ
て
、

こ
の
忘
却
さ
れ
た
存
在
の
問
題
を
再
び
哲
学
の
題
目
と
す
る
こ
と
が
急
務
で
あ
る
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
述
べ
て
い

る
。
我
々
は
新
カ
ン
ト
学
派
に
於
て
研
究
の
中
心
と
な
っ
た
の
が
、
認
識
の
問
題
で
あ
っ
て
存
在
の
問
題
で
な
か

っ
た
の
を
見
る
で
あ
ろ
う
。
フ
ッ
サ
ー
ル
に
於
て
も
認
識
の
解
明
が
何
よ
り
の
関
心
事
で
あ
っ
た
。
デ
ィ
ル
タ
イ

に
到
っ
て
存
在
の
問
題
は
多
少
と
も
前
面
に
現
れ
て
来
た
が
、
然
し
彼
も
亦
彼
の
主
な
る
目
的
を
精
神
科
学
の
認

識
論
的
基
礎
づ
け
に
置
い
た
が
た
め
に
、
存
在
そ
の
も
の
を
充
分
に
捕
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
存
在
の
問

題
を
明
ら
さ
ま
に
取
扱
お
う
と
し
た
処
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
哲
学
の
重
要
な
る
意
義
は
あ
る
。
我
々
は
今
こ
の
問

題
を
以
て
独
逸
哲
学
の
領
域
か
ら
一
た
び
離
れ
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
へ
移
っ
て
行
こ
う
。

生
の
哲
学
の
重
要
な
る
功
績
の
一
つ
が
、
存
在
の
問
題
の
解
明
に
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
哲
学
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は
認
識
の
問
題
を
も
、
存
在
の
問
題
の
内
に
包
括
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
に
よ
れ
ば
学
問
は
生
の

表
現
の
一
つ
で
あ
り
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
そ
れ
は
生
の
存
在
の
仕
方
の
一
つ
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学

に
於
て
輝
け
る
人
物
た
る
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
哲
学
も
亦
同
じ
方
向
に
属
す
る
と
云
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
ベ
ル
グ
ソ
ン

は
凡
て
事
物
を
考
察
す
る
に
二
つ
の
見
方
が
あ
る
と
し
た
。
一
つ
は
物
を
外
か
ら
見
る
の
で
あ
り
、
一
定
の
観
点

か
ら
見
る
の
で
あ
る
。
観
点
の
異
な
る
に
従
っ
て
見
方
も
変
っ
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
然
る
に
観
点
は
無
数
に

あ
り
得
る
か
ら
又
見
方
も
無
数
に
あ
り
得
る
。
こ
の
よ
う
に
あ
る
見
方
か
ら
物
を
見
る
の
は
、
物
を
他
と
の
関
係

に
於
て
見
る
の
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
の
方
法
は
分
析
の
方
法
で
あ
る
。
此
処
に
分
析
と
云
う
の
は
物
を
他
の
物
に

よ
っ
て
云
い
表
す
こ
と
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
比
喩
を
用
い
れ
ば
一
つ
の
翻
訳
で
あ
る
。
そ
れ
は
符
号
に
よ
っ
て
物
を

云
い
表
す
の
で
あ
る
。
い
ま
ひ
と
つ
の
他
の
見
方
は
物
を
内
か
ら
見
る
。
即
ち
直
観
的
に
物
を
見
る
。
こ
の
時
外

面
的
な
立
場
と
云
う
も
の
も
な
く
、
又
符
号
を
用
い
る
と
い
う
こ
と
も
な
い
。
第
一
の
見
方
は
如
何
に
詳
細
に
な

る
に
し
て
も
、
即
ち
如
何
に
多
く
の
観
点
を
次
か
ら
次
へ
と
取
り
、
如
何
に
多
く
の
符
号
を
用
い
る
に
し
て
も
、

要
す
る
に
物
そ
の
も
の
の
外
廓
を
廻
っ
て
い
る
の
み
で
あ
っ
て
、
物
の
絶
対
的
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
唯
第
二
の
方
法
に
よ
っ
て
の
み
我
々
は
物
の
真
相
に
味
到
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
二
つ
の
見
方
の
差
異
は
、

あ
る
町
を
種
々
な
る
方
面
か
ら
写
し
た
写
真
と
、
町
そ
の
も
の
の
実
見
と
の
差
異
で
あ
る
。
写
真
を
如
何
ほ
ど
多
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く
集
め
て
も
町
そ
の
も
の
の
知
識
は
出
て
来
な
い
。
第
一
の
方
法
は
科
学
の
用
い
る
概
念
的
方
法
で
あ
り
、
第
二

の
も
の
は
絶
対
の
学
問
た
る
哲
学
的
直
観
で
あ
る
。
概
念
的
知
識
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
よ
れ
ば
知
る
た
め
に
知
る
の

で
は
な
い
。
我
々
の
知
力
は
常
に
あ
る
利
益
の
た
め
に
、
あ
る
要
求
を
充
た
す
た
め
に
知
る
の
で
あ
る
。
所
謂
知

識
と
は
我
々
が
自
己
の
実
際
上
の
利
益
を
中
心
と
し
て
こ
の
方
面
か
ら
物
を
見
た
も
の
で
あ
り
、
換
言
す
れ
ば
そ

れ
は
自
己
の
行
為
と
の
関
係
か
ら
物
を
見
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
概
念
と
云
う
の
は
、
我
々
が
物
に
対
し
て
行

為
す
る
一
定
の
型
で
あ
っ
て
、
我
々
の
行
為
及
び
態
度
の
種
々
な
る
種
類
が
あ
る
だ
け
、
そ
れ
だ
け
の
種
類
の
概

念
的
傾
向
が
あ
る
と
云
わ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
概
念
は
行
為
に
対
し
て
そ
の
も
の
が
如
何
な
る
意
味
を
有
す
る

か
を
表
す
レ
ッ
テ
ル
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
従
来
の
一
切
の
哲
学
の
誤
謬
は
こ
の
よ
う
な
分
析
的
方
法
か
ら
直
観

に
到
ろ
う
と
し
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
然
る
に
か
く
て
は
各
の
立
場
か
ら
種
々
な
る
学
説
が
成
立
し
、
種
々
な
る
学

派
が
分
れ
、
甲
論
乙
駁
遂
に
知
識
の
相
対
性
を
帰
結
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
是
に
反
し
て
直
観
か
ら
出
立
す
れ

ば
我
々
は
絶
対
に
唯
一
な
る
知
識
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
真
の
哲
学
的
方
法
は
分
析
か
ら
直
観
へ
到
る
こ

と
な
く
、
反
っ
て
直
観
よ
り
分
析
へ
と
行
く
。
例
え
ば
我
々
が
運
動
を
分
析
に
よ
っ
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
時
に

は
、
我
々
は
運
動
を
先
ず
で
き
る
だ
け
多
く
静
止
の
状
態
即
ち
点
に
分
析
し
て
、
然
る
後
そ
れ
を
点
か
ら
点
へ
の

推
移
と
云
う
風
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
。
然
し
か
く
の
如
く
に
し
て
は
嘗
て
ゼ
ノ
ン
が
運
動
に
つ
い
て
述
べ
た
如
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き
困
難
に
出
会
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
運
動
の
理
解
は
運
動
そ
の
も
の
よ
り
出
立
し
て
初
め
て
理
解
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

ベ
ル
グ
ソ
ン
の
思
想
の
根
柢
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
純
粋
持
続
の
観
念
で
あ
る
。
こ
の
も
の
は
普
通
に
経
験
と

云
わ
れ
て
い
る
も
の
と
同
一
で
は
な
い
。
経
験
と
云
わ
れ
て
い
る
も
の
は
、
却
っ
て
思
惟
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
従
え
ば
我
々
の
直
接
経
験
の
事
実
、
即
ち
意
識
現
象
は
本
来
性
質
的
な
も
の
で
あ
っ

て
、量
的
な
も
の
で
は
な
い
。
是
を
量
的
に
見
る
の
は
物
体
界
と
の
対
比
か
ら
第
二
次
的
に
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

例
え
ば
普
通
に
感
覚
の
強
弱
、
感
情
の
深
浅
な
ど
と
云
わ
れ
て
い
る
の
は
、
決
し
て
量
的
な
関
係
を
意
味
す
る
の

で
は
な
く
、
反
っ
て
性
質
的
な
差
異
を
表
す
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
意
識
が
性
質
的
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ

は
何
時
で
も
同
時
に
一
つ
の
状
態
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
独
立
し
た
二
個
の
意
識
の
同
時
存
在
と
い
う
こ
と
を
許

す
こ
と
が
で
き
ぬ
。
意
識
は
決
し
て
並
置
の
関
係
に
立
つ
こ
と
な
く
、
従
っ
て
是
に
空
間
的
関
係
を
当
て
は
め
る

こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
に
性
質
的
で
あ
っ
て
、
何
時
で
も
一
つ
で
あ
る
意
識
の
変
化
は
不
断
の
連
続
で
あ

り
、
連
続
的
発
展
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
是
を
純
粋
持
続
又
は
内
面
的
持
続
と
呼
ん
で
い
る
。
純

粋
持
続
は
単
な
る
時
間
と
同
一
で
は
な
い
。
普
通
に
云
う
時
間
と
は
連
続
的
発
展
を
反
省
し
て
、
是
を
並
置
的
関

係
、
即
ち
空
間
的
関
係
に
翻
訳
し
た
も
の
に
他
な
ら
ぬ
。
こ
の
場
合
は
例
え
ば
時
計
で
時
間
を
計
る
の
に
似
て
い
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る
。
時
計
に
於
て
は
針
の
進
行
を
指
針
盤
の
上
の
空
間
的
関
係
に
移
し
て
時
間
を
計
る
の
で
あ
る
。
即
ち
時
間
的

関
係
の
背
後
に
は
空
間
的
関
係
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
然
る
に
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
云
う
純
粋
持
続
は
不
断
の
進
行
で

あ
っ
て
、
一
の
創
造
的
発
展
で
あ
る
。
我
々
の
現
在
は
決
し
て
単
な
る
現
在
で
は
な
く
、
過
去
が
自
ら
発
展
し
て

来
た
現
在
で
あ
る
。
未
来
も
ま
た
こ
の
現
在
が
自
ら
発
展
し
て
行
く
末
来
で
あ
る
。
我
々
の
背
後
に
は
我
々
の
過

去
が
つ
な
が
り
、
我
々
は
常
に
我
々
の
歴
史
を
負
う
て
立
っ
て
い
る
。
我
々
は
か
く
の
如
き
純
粋
持
続
の
向
う
未

来
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
未
来
を
予
見
し
得
る
と
云
う
こ
と
は
、
是
を
過
去
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
初
め
て
可
能
に
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
か
く
の
如
き
比
較
は
創
造
的
進
化
に
あ
っ
て
は
考
え
る
こ
と
が
で
き

ぬ
。
と
こ
ろ
で
純
粋
持
続
は
連
続
的
創
造
で
あ
る
が
故
に
、
或
は
過
去
と
未
来
と
を
現
在
の
一
点
に
集
中
し
て
い

る
が
故
に
、
そ
の
本
質
に
於
て
緊
張
で
あ
る
と
云
う
こ
と
が
で
き
る
。
既
に
是
が
緊
張
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
緊
張

に
は
程
度
の
差
が
あ
る
筈
で
あ
る
。
即
ち
緊
張
の
他
面
に
は
弛
緩
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
て
純
粋
持
続
に
は

緊
張
と
弛
緩
と
の
両
方
向
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
緊
張
の
方
向
に
於
て
我
々
の
生
命
が
あ
り
、
自
由
が
あ
り
、

や
が
て
又
実
在
の
真
面
目
が
あ
る
。
然
る
に
一
度
こ
の
緊
張
が
弛
む
と
き
、我
々
の
自
己
は
忽
ち
に
し
て
拡
散
し
、

過
去
の
歴
史
は
個
々
独
立
せ
る
無
数
の
記
憶
の
並
列
的
関
係
に
配
置
さ
れ
て
、
我
々
の
人
格
は
空
間
的
関
係
に
陥

っ
て
了
う
。
か
く
の
如
く
連
続
せ
る
縦
線
的
経
験
を
個
々
独
立
せ
る
横
断
的
、即
ち
空
間
的
関
係
に
並
置
せ
し
め
、
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外
部
よ
り
こ
の
並
列
的
相
互
関
係
を
見
る
も
の
が
概
念
的
知
識
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
た
も
の
が

即
ち
物
質
の
世
界
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
概
念
的
知
識
と
物
質
の
世
界
と
は
同
じ
根
源
の
も
の
で
あ
り
、
共
に
純
粋

持
続
の
弛
緩
に
基
づ
く
も
の
と
云
う
こ
と
が
で
き
る
。
物
質
世
界
と
云
わ
れ
る
も
の
は
純
粋
持
続
の
緊
張
が
極
度

に
ま
で
弛
め
ら
れ
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
も
と
よ
り
緊
張
と
弛
緩
と
は
表
裏
を
な
す
二
面
で
あ
っ
て
絶
対
的
緊

張
、
絶
対
的
弛
緩
と
云
う
如
き
も
の
は
な
い
に
相
違
な
い
け
れ
ど
も
、
精
神
と
物
質
と
は
こ
れ
ら
の
相
反
す
る
二

つ
の
方
向
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
。
我
々
の
精
神
即
ち
純
粋
持
続
は
空
間
的
横
断
的
並
置
的
関
係
を
突
破
し
て

発
展
し
よ
う
と
す
る
。
こ
こ
に
於
て
か
か
る
外
面
的
並
置
的
世
界
を
克
服
す
る
た
め
に
並
置
的
関
係
に
つ
い
て
の

知
識
を
必
要
と
す
る
に
到
る
。
か
く
て
外
界
に
関
す
る
知
識
は
純
粋
持
続
の
尖
端
が
こ
の
横
断
面
に
衝
き
当
る
時

に
生
ず
る
も
の
と
見
ら
れ
る
。ベ
ル
グ
ソ
ン
に
従
え
ば
我
々
の
身
体
と
雖
も
単
に
行
動
の
た
め
の
道
具
で
あ
っ
て
、

精
神
と
平
行
的
に
存
立
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
単
に
右
に
述
べ
た
が
如
き
接
触
面
を
表
す
に
過
ぎ
な
い
の

で
あ
る
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
よ
れ
ば
宇
宙
の
本
質
は
か
く
の
如
き
純
粋
持
続
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
は
緊
張
と
弛
緩
の

両
方
向
が
属
し
、
こ
の
持
続
が
自
己
を
緊
張
し
て
進
む
処
に
生
命
が
あ
る
。
生
命
は
云
わ
ば
宇
宙
発
展
の
形
式
で

あ
る
。
弛
緩
の
極
度
に
達
し
、
殆
ん
ど
全
く
生
命
力
な
き
も
の
が
所
謂
無
機
物
と
云
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
生
物

と
は
こ
の
持
続
が
既
に
こ
の
弛
緩
の
横
断
面
を
破
っ
て
自
己
を
発
展
さ
せ
た
形
態
に
他
な
ら
な
い
。
即
ち
生
命
の



三
七
九

現
代
哲
学
思
潮

創
造
的
な
る
衝
動
が
一
様
な
る
物
質
を
破
っ
て
個
性
を
樹
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
然
し
生
物
は
未
だ
尚
全
く
物
質

の
束
縛
を
脱
し
た
も
の
で
は
な
い
。
生
命
は
自
己
を
一
つ
の
中
心
か
ら
四
方
へ
押
し
流
す
の
で
あ
る
が
、
あ
る
も

の
は
そ
の
内
少
し
の
障
礙
に
遭
っ
て
止
ま
り
、
他
の
も
の
は
こ
れ
を
乗
り
越
え
て
進
ん
で
ゆ
く
。
と
こ
ろ
で
ベ
ル

グ
ソ
ン
は
か
く
の
如
く
生
命
の
流
れ
出
る
方
向
を
分
っ
て
眠
生
【torpeur

】、
本
能
及
び
知
識
の
三
つ
と
し
て
い
る
。

そ
し
て
第
一
の
も
の
は
植
物
の
生
活
、
第
二
の
も
の
は
動
物
の
生
活
、
第
三
の
も
の
は
人
間
の
生
活
を
表
す
。
こ

れ
ら
三
つ
の
も
の
は
も
と
よ
り
一
つ
の
生
命
の
分
化
で
あ
る
が
故
に
相
混
じ
て
存
在
し
得
る
、
し
か
る
に
只
人
間

の
生
命
に
於
て
の
み
純
粋
持
続
は
全
く
物
質
に
打
ち
勝
っ
て
自
由
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
か
る
自
由
は

人
間
の
創
造
的
天
才
に
於
て
表
現
を
見
出
す
の
で
あ
る
。

我
々
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
於
て
知
識
が
実
際
的
行
為
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
こ
の
見
方
は
一
層

発
展
し
た
包
括
的
な
形
態
に
於
て
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
と
呼
ば
れ
る
哲
学
の
一
流
派
の
内
に
見
出
さ
れ
る
。
プ
ラ

グ
マ
チ
ズ
ム
は
、
主
と
し
て
英
米
に
於
て
栄
え
た
哲
学
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
シ
ラ
ー
【Ferdinand C

anning Scott 

Schiller, 1864-1937

】
の
所
謂
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
こ
の
傾
向
に
属
し
て
い
る
。
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
の
最
も
深
い
思

想
は
ア
メ
リ
カ
の
心
理
学
者
と
し
て
有
名
な
ジ
ェ
ー
ム
ズ
に
於
て
現
れ
て
い
る
。
我
々
の
認
識
の
作
用
を
以
て
全

体
的
な
る
生
の
一
方
面
ま
た
は
一
方
向
と
な
し
、
且
つ
こ
の
生
の
本
質
を
意
識
的
な
る
も
の
、
そ
の
意
味
で
精
神
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的
な
る
も
の
と
考
え
る
点
、
更
に
生
の
真
相
を
以
て
流
動
的
発
展
と
考
え
る
点
等
に
於
て
、
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
は

明
ら
か
に
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
哲
学
と
共
通
の
も
の
を
持
っ
て
い
る
。
ジ
ェ
ー
ム
ズ
に
依
れ
ば
、
我
々
の
知
識
の
真
理

性
は
そ
れ
の
実
践
的
帰
結
に
於
て
判
断
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
従
来
の
諸
哲
学
が
実
在
を
或
は
一
と
説
き
、
或

は
多
と
説
き
、
そ
れ
を
以
て
或
は
理
性
或
は
絶
対
者
或
は
物
質
等
と
呼
ん
で
、
相
互
に
他
を
排
斥
し
合
い
、
そ
の

学
説
の
帰
一
す
る
処
の
な
い
の
は
、理
論
を
純
粋
に
理
論
的
に
見
る
た
め
で
あ
る
。
純
粋
な
理
論
の
立
場
か
ら
は
、

我
々
は
一
の
事
柄
に
つ
い
て
相
反
対
す
る
二
つ
以
上
の
、
し
か
も
理
論
と
し
て
は
矛
盾
の
な
い
思
想
を
構
成
す
る

こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
反
対
の
側
か
ら
云
え
ば
理
論
と
し
て
は
二
つ
の
も
の
も
、
そ
れ
が
共
に
同
じ
実
際
的
効
果

を
も
た
ら
す
と
す
れ
ば
、
本
質
的
に
は
一
つ
の
も
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
は
相
反
対
す
る
種
々

な
る
理
論
の
実
践
的
帰
結
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
の
も
の
の
調
停
者
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

意
味
に
於
て
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
は
何
等
そ
れ
自
身
の
一
定
の
立
場
に
立
つ
の
で
な
く
、
反
っ
て
単
な
る
方
法
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
方
法
は
真
理
の
標
準
を
そ
れ
が
生
に
対
す
る
実
際
的
有
用
と
云
う
こ
と
に
求
め
る
。
真

理
は
絶
対
的
な
仕
方
で
確
立
し
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
生
の
中
に
入
っ
て
生
を
指
導
す
る
こ
と
に
於
て

自
己
を
確
認
し
、
か
く
し
て
真
と
な
る
の
で
あ
る
。
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
は
こ
の
よ
う
に
し
て
真
理
を
生
成
す
る
も

の
と
し
て
、
過
程
的
な
る
も
の
と
し
て
考
察
す
る
。
か
く
の
如
く
真
理
の
本
性
が
生
に
対
す
る
有
用
と
云
う
こ
と
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に
あ
る
と
す
れ
ば
、
我
々
は
真
理
を
も
亦
善
の
一
種
と
見
做
す
こ
と
が
で
き
る
。
ジ
ェ
ー
ム
ズ
は
真
理
の
根
柢
に

意
志
的
な
る
も
の
を
考
え
た
。
即
ち
真
理
を
信
ず
る
意
志
の
上
に
置
い
た
。
然
ら
ば
所
謂
生
と
は
如
何
な
る
も
の

で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
純
粋
経
験
と
呼
ば
れ
る
。
従
来
の
英
国
の
経
験
論
哲
学
の
基
礎
に
は
毎
時
も
ヒ
ュ
ー
ム
流

の
心
理
学
が
存
在
し
て
い
た
。
ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
れ
ば
経
験
は
ち
り
ぢ
り
の
感
覚
的
要
素
か
ら
構
成
さ
れ
た
寄
木
細

工
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
経
験
要
素
た
る
印
象
は
物
理
的
な
原
子
の
如
く
、
各
自
独
立
の
存
在
と
明
確
な
る
輪
廓
と

を
持
っ
て
い
る
。
そ
し
て
是
等
の
印
象
の
色
褪
せ
た
模
写
な
る
観
念
も
亦
同
じ
く
相
互
に
分
立
的
で
あ
る
。
諸
印

象
並
び
に
諸
観
念
の
間
に
何
等
か
の
関
係
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
単
に
考
え
ら
れ
た
関
係
で
あ
っ
て
実
存
す

る
関
係
で
は
な
い
。
因
果
関
係
の
如
き
も
し
ば
し
ば
継
起
し
反
覆
す
る
現
象
を
ば
期
待
す
る
精
神
の
後
天
的
習
慣

の
結
果
で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
時
間
空
間
的
関
係
を
も
亦
実
在
的
な
も
の
と
は
考
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
分
離
的
に
要
素
を
考
え
、
関
係
を
ば
仮
想
的
な
も
の
と
考
え
た
処
の
所
謂
聯
想
心
理
学
に
対
し
て
、
ジ
ェ

ー
ム
ズ
の
心
理
学
は
全
然
異
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
彼
が
直
接
経
験
と
云
う
も
の
は
相
互
に
没
交
渉
な
感
覚
要
素

の
寄
り
集
ま
り
と
云
う
が
如
き
も
の
で
は
な
く
、
根
源
的
な
る
関
係
を
有
す
る
諸
感
覚
の
集
合
で
あ
る
。
関
係
も

亦
感
覚
と
同
じ
く
根
源
的
に
与
え
ら
れ
た
直
接
経
験
で
あ
る
。関
係
の
実
在
を
認
め
る
点
に
於
て
彼
の
心
理
学
は
、

連
関
を
以
て
根
源
的
な
も
の
と
考
え
る
デ
ィ
ル
タ
イ
な
ど
の
心
理
学
に
近
い
も
の
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
ジ
ェ
ー
ム
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ズ
は
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
進
め
て
行
っ
て
、
従
来
の
認
識
論
の
根
本
概
念
で
あ
っ
た
主
観
客
観
の
概
念
を
も
改

造
し
よ
う
と
し
た
。
関
係
そ
の
も
の
が
純
粋
経
験
の
一
部
分
で
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
関
係
の
項
の
一
つ
が
主
観
或

は
知
識
の
持
主
、
即
ち
知
り
手
と
な
り
、
他
の
も
の
が
知
ら
る
る
客
体
と
な
る
。
従
来
の
認
識
論
は
主
観
客
観
を

二
元
的
に
見
て
、
認
識
を
主
観
と
客
観
と
の
合
成
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
然
る
に
ジ
ェ
ー
ム
ズ
に
よ
れ
ば
経
験

は
か
く
の
如
き
二
元
性
を
持
た
な
い
。
意
識
す
る
主
観
と
意
識
さ
れ
る
内
容
と
が
、二
つ
の
も
の
に
分
れ
る
の
は
、

引
き
去
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
つ
け
加
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
即
ち
具
体
的
な
経
験
の
一
部

と
他
部
と
が
つ
け
加
わ
っ
て
来
る
関
係
に
於
て
か
く
分
れ
る
の
で
あ
る
。
詳
し
く
云
え
ば
与
え
ら
れ
た
分
割
さ
れ

な
い
経
験
の
部
分
が
、
一
方
の
関
係
に
取
ら
れ
る
と
、
知
り
手
と
か
精
神
状
態
と
か
意
識
と
か
云
う
役
目
を
な
し
、

他
の
違
っ
た
関
係
に
取
ら
れ
る
と
、
そ
の
同
じ
分
割
さ
れ
な
い
経
験
の
一
片
が
知
ら
れ
る
も
の
と
か
客
観
的
内
容

と
か
の
役
目
を
勤
め
る
。
一
つ
の
組
に
於
て
は
経
験
が
思
想
と
し
て
象
ら
れ
、
他
の
も
の
に
於
て
は
物
と
し
て
象

ら
れ
る
。
然
る
に
同
時
に
両
者
の
組
に
於
て
か
く
の
如
く
象
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
分
割
さ
れ

て
い
な
い
経
験
の
一
片
を
、
我
々
は
同
時
的
に
主
観
的
と
か
又
客
観
的
と
か
云
っ
て
差
支
え
な
い
わ
け
で
あ
る
。

一
つ
の
分
割
さ
れ
な
い
具
体
的
の
経
験
の
部
分
が
、
そ
れ
の
他
の
部
分
と
相
結
ぶ
関
係
の
如
何
に
よ
っ
て
、
或
は

主
観
的
と
も
見
ら
れ
或
は
客
観
的
と
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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我
々
は
転
じ
て
簡
単
に
シ
ラ
ー
の
思
想
を
紹
介
し
よ
う
。
シ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
思
惟
や
観
念
は
そ
れ
に
先
行
す
る

経
験
の
結
果
生
成
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
既
に
そ
の
存
在
に
於
て
相
対
的
で
あ
る
。
経
験
の
結
果
と
し
て
発
生

し
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
思
惟
や
観
念
は
感
覚
的
な
所
与
か
ら
独
立
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
更
に
そ

れ
ら
の
も
の
の
価
値
は
、
そ
の
成
し
遂
げ
る
処
の
仕
事
の
結
果
に
よ
っ
て
初
め
て
決
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
時

窮
極
は
主
観
的
満
足
を
も
っ
て
評
価
の
標
準
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
観
念
は
確
実
性
の
程
度
に
於
て
も
相

対
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
実
用
主
義
の
重
ん
ず
る
目
的
や
結
果
は
、
個
々
の
目
的
で
あ
り
個
々
の
結
果
で
あ

る
。
も
と
よ
り
こ
の
こ
と
は
、
目
的
と
目
的
、
興
味
と
興
味
等
の
間
に
、
又
結
果
相
互
の
間
に
も
一
種
の
関
係
統

一
の
存
在
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。従
っ
て
我
々
は
全
体
に
於
け
る
真
理
を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

か
く
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
在
の
真
理
を
そ
の
都
度
都
度
に
よ
っ
て
訂
正
し
て
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
こ
で
真
理

に
程
度
上
の
区
別
が
生
じ
て
来
る
。
絶
対
の
真
理
と
云
わ
る
べ
き
も
の
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

シ
ラ
ー
は
相
対
主
義
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
。
嘗
て
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
の
云
っ
た
よ
う
に
、
人
間
は
万
物
の
尺
度
で

あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
の
云
う
が
如
き
超
個
人
的
絶
対
的
真
理
が
存
在
す
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
正
に
超
個
人
的
絶
対

的
で
あ
る
が
故
に
、
人
間
的
真
理
と
は
全
く
種
類
を
異
に
し
、
従
っ
て
人
間
的
な
現
実
的
な
真
理
に
対
し
て
保
証

を
与
え
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
絶
対
的
真
理
は
我
々
人
間
の
到
達
し
得
ぬ
真
理
で
あ
り
、
よ
し
そ
れ
に
到
達
し
得
た
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に
せ
よ
、
我
々
は
こ
れ
を
絶
対
的
真
理
と
し
て
確
認
す
べ
き
術
を
知
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
絶
対
的
真
理

は
無
益
で
あ
る
。
単
に
無
益
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
そ
れ
は
更
に
有
害
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
若
し
そ
れ
が
人
間

の
認
識
と
異
な
る
も
の
で
あ
る
時
は
、
人
間
的
認
識
を
蔑
視
せ
し
め
る
傾
向
を
生
ぜ
し
め
、
若
し
又
そ
れ
が
人
間

的
知
識
と
同
一
な
る
時
は
信
念
の
変
更
、
改
善
を
不
可
能
な
ら
し
め
、
或
は
知
識
の
生
長
と
云
う
こ
と
を
不
可
解

な
も
の
に
す
る
。
若
し
絶
対
的
真
理
が
何
等
か
実
用
的
価
値
を
有
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
れ
が
真
理
構
成
の

理
想
と
し
て
解
せ
ら
れ
る
場
合
の
み
で
あ
る
。
シ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
凡
て
真
理
は
人
間
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
製
作
品

で
あ
る
。
主
観
的
活
動
に
無
関
係
な
る
真
理
は
存
在
せ
ず
、
真
理
の
要
求
す
る
妥
当
性
は
只
我
々
の
実
際
の
経
験

に
よ
っ
て
の
み
証
明
さ
れ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
発
見
せ
ら
れ
た
真
理
は
発
見
さ
れ
な
い
以
前
に
も
既
に
独
立
に
存

在
し
て
い
た
の
で
な
く
、
発
見
せ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
真
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
シ

ラ
ー
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
真
理
の
標
準
を
ば
実
在
と
の
一
致
と
云
う
こ
と
か
ら
次
第
に
こ
れ
を
結
果
の
便
益
や

興
味
又
は
目
的
の
満
足
と
云
う
こ
と
に
移
す
こ
と
に
よ
っ
て
相
対
主
義
と
な
っ
て
い
る
。

プ
ラ
グ
マ
チ
ス
ト
の
内
特
に
デ
ュ
ー
イ
は
、
論
理
学
の
研
究
に
於
て
特
色
を
持
っ
て
い
る
。
彼
の
論
理
説
は
方

便
論
、
又
は
器
具
説
と
呼
ば
れ
る
処
の
も
の
で
あ
る
。
思
惟
作
用
が
発
生
す
べ
き
原
因
あ
っ
て
発
生
し
た
経
験
的

作
用
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
是
を
誘
発
し
た
先
行
状
態
は
、
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ロ
ッ
ツ
ェ
は
こ
れ
を
次



三
八
五

現
代
哲
学
思
潮

の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。
思
惟
作
用
の
発
生
す
る
に
先
立
っ
て
、
外
的
刺
戟
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
た
感
覚
的
印
象

が
あ
る
。
こ
の
も
の
は
そ
れ
自
身
に
於
て
は
、
我
々
の
心
的
状
態
で
あ
っ
て
、
真
又
は
偽
と
い
う
価
値
上
の
差
別

を
持
っ
て
い
な
い
。
是
等
の
印
象
は
聯
想
作
用
の
援
け
に
よ
っ
て
、
そ
の
原
因
で
あ
っ
た
外
的
原
因
の
存
在
し
な

い
場
合
に
も
意
識
中
に
再
現
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
く
て
同
時
的
又
は
継
起
的
に
相
結
合
す
る
印
象
は
観
念

又
は
観
念
の
流
れ
を
形
造
る
。
然
し
此
処
に
も
尚
論
理
学
的
価
値
の
区
別
は
存
在
し
な
い
。
然
る
に
こ
の
観
念
の

流
れ
の
中
に
あ
っ
て
単
に
同
時
的
な
結
合
と
統
一
的
調
和
的
な
真
の
結
合
と
の
区
別
が
で
き
、
そ
し
て
こ
の
二
者

の
混
在
状
態
は
反
省
的
思
惟
に
問
題
を
提
供
す
る
に
到
る
。
思
惟
の
仕
事
は
こ
の
真
の
調
和
的
結
合
を
発
見
し
又

確
実
に
し
、
単
な
る
同
時
的
結
合
を
ば
排
除
す
る
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
一
方
で
は
思
惟
と
他
方
で
は
単

な
る
心
的
現
象
及
び
聯
想
作
用
と
の
間
に
明
確
な
る
区
別
が
生
ま
れ
て
来
る
。
後
者
は
事
実
に
関
す
る
問
題
で
あ

り
、前
者
は
価
値
に
関
す
る
問
題
を
含
む
。
ロ
ッ
ツ
ェ
は
先
験
的
論
理
学
の
主
張
を
こ
の
よ
う
に
緩
和
し
つ
つ
も
、

し
か
も
尚
今
述
べ
た
区
別
を
設
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
純
経
験
的
論
理
学
の
結
論
に
陥
る
こ
と
を
避
け
よ
う
と
力
め

た
。
是
に
反
し
て
デ
ュ
ー
イ
は
純
粋
に
経
験
的
に
論
理
学
を
建
設
し
よ
う
と
す
る
。
ロ
ッ
ツ
ェ
の
如
き
見
方
を
批

評
し
て
デ
ュ
ー
イ
は
云
っ
て
い
る
。
思
惟
は
そ
の
材
料
ま
で
も
製
造
し
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
で
あ
る
と

す
れ
ば
そ
れ
は
余
り
に
実
在
を
離
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
反
対
に
思
惟
は
与
え
ら
れ
た
材
料
を
受
け
入
れ
る
だ
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け
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
偶
然
的
結
合
と
調
和
的
結
合
と
を
如
何
に
し
て
区
別
し
得
る
の
で

あ
る
か
。
そ
れ
は
思
惟
自
ら
の
作
用
に
基
づ
く
の
で
あ
る
か
、
或
は
単
に
外
的
に
与
え
ら
れ
た
も
の
を
受
け
入
れ

る
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
か
。
後
の
場
合
に
は
思
惟
は
無
用
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
こ
の
困
難
を
免
れ
る
方
法

は
唯
一
つ
だ
け
あ
る
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
偶
然
的
結
合
と
調
和
的
結
合
と
の
区
別
は
後
に
到
っ
て
初
め
て
知
ら

れ
る
も
の
で
、
思
惟
を
刺
戟
す
る
先
行
状
態
と
い
わ
る
べ
き
は
両
者
を
含
む
経
験
の
全
位
置
で
あ
る
と
考
え
る
こ

と
が
そ
れ
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
あ
る
与
え
ら
れ
た
全
体
的
経
験
と
他
の
全
体
的
経
験
と
が
相
衝
突
し
、
そ
し

て
一
層
大
な
る
あ
る
経
験
中
に
そ
の
部
分
と
し
て
摂
取
せ
ら
れ
し
か
も
相
互
に
調
和
せ
ざ
る
場
合
、
其
処
に
初
め

て
思
惟
作
用
が
起
る
の
で
あ
る
。
思
惟
を
刺
戟
す
る
も
の
は
単
な
る
偶
然
的
結
合
で
も
な
く
、
ま
た
単
な
る
調
和

的
結
合
で
も
な
く
、
或
い
は
ま
た
単
な
る
二
者
の
和
で
も
な
く
、
自
己
の
内
に
相
争
う
部
分
を
含
む
と
こ
ろ
の
動

的
経
験
位
置
で
あ
る
。
か
く
て
一
層
包
括
的
な
経
験
中
に
存
続
す
る
能
力
あ
る
も
の
が
真
の
調
和
的
な
も
の
と
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
思
惟
の
先
行
者
は
ロ
ッ
ツ
ェ
の
考
え
る
よ
う
に
心
的
印
象
又
は
観
念
で
な
く
、
こ
の
全
体
と
し

て
の
経
験
位
置
で
あ
り
、
是
に
対
す
る
思
惟
の
反
動
の
結
果
、
諸
々
の
観
念
や
印
象
の
間
に
調
和
的
と
偶
然
的
の

区
別
が
発
生
す
る
。
思
惟
の
状
態
は
か
く
の
如
き
先
行
状
態
を
調
和
的
に
再
構
成
し
よ
う
と
す
る
不
断
の
活
動
に

他
な
ら
な
い
と
デ
ュ
ー
イ
は
考
え
て
い
る
。
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さ
て
英
米
の
哲
学
に
於
て
有
力
な
代
表
者
を
有
す
る
他
の
一
の
傾
向
は
、新
実
在
論
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。

新
実
在
論
は
精
神
か
ら
独
立
な
実
在
を
立
て
る
点
に
於
て
は
、
古
い
実
在
論
の
復
活
と
も
見
ら
れ
る
。
け
れ
ど
も

そ
れ
が
特
に
新
実
在
論
と
呼
ば
れ
る
以
上
、
旧
実
在
論
か
ら
区
別
さ
れ
る
点
が
無
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
新
実
在

論
は
ヒ
ュ
ー
ム
の
思
想
に
類
似
し
た
も
の
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
思
想
の
所
有
者
の
い
う
と

こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
心
理
的
分
析
の
結
果
と
し
て
、
事
物
は
我
々
の
精
神
か
ら
独
立
の
存
在
を
有
す
る

と
共
に
、
そ
れ
が
我
々
の
精
神
に
現
れ
る
限
り
に
於
て
は
知
覚
と
同
一
物
で
あ
る
と
考
え
た
。
寧
ろ
彼
は
対
象
と

知
覚
と
の
同
一
を
信
じ
、
是
を
出
発
点
と
し
て
後
に
対
象
の
独
立
に
説
き
及
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
於
て
彼

の
見
解
と
リ
ー
ド
、
ハ
ミ
ル
ト
ン
等
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
学
派
の
自
然
的
実
在
論
と
の
間
に
は
差
異
が
あ
る
。
是

等
の
実
在
論
者
は
実
在
物
を
精
神
に
於
け
る
観
念
に
帰
し
て
了
う
懐
疑
論
的
帰
結
を
恐
れ
て
、
精
神
と
自
然
な
る

二
つ
の
本
体
を
立
て
、
こ
の
本
体
と
そ
れ
を
指
示
す
る
観
念
と
は
違
っ
た
も
の
で
あ
る
と
見
做
し
た
。
彼
等
は
か

く
の
如
き
二
元
的
傾
向
を
持
っ
て
い
た
に
反
し
て
、ヒ
ュ
ー
ム
は
寧
ろ
観
念
一
元
論
に
近
い
思
想
を
懐
い
て
い
た
。

新
実
在
論
は
凡
て
の
実
在
論
と
同
じ
く
、
精
神
に
対
す
る
事
物
の
独
立
を
一
面
に
於
て
主
張
す
る
と
共
に
、
他
面

に
於
て
は
事
物
が
我
々
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
際
に
は
、
矢
張
り
そ
れ
は
精
神
の
有
す
る
観
念
で
あ
る
こ
と
を
主
張

す
る
の
で
あ
る
。
即
ち
事
物
は
直
接
に
精
神
に
入
っ
て
来
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
か
く
精
神
に
入
っ
て
来
た
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時
に
観
念
と
呼
ば
れ
る
。
そ
れ
故
に
観
念
は
あ
る
関
係
に
於
て
は
事
物
で
あ
り
、
事
物
は
又
知
ら
れ
て
い
る
と
云

う
方
面
か
ら
見
れ
ば
観
念
で
あ
る
と
論
ず
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
新
実
在
論
は
二
つ
の
部
分
か
ら
成
立
っ
て
い

る
と
見
ら
れ
る
。
一
つ
は
内
在
説
で
あ
る
。
是
は
あ
る
も
の
が
知
ら
れ
る
時
に
は
、
そ
の
も
の
が
精
神
に
関
係
し

て
精
神
の
一
観
念
と
な
り
、一
内
容
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
と
主
張
す
る
。
他
は
独
立
説
で
あ
る
。
即
ち
そ
れ
は
、

一
つ
の
も
の
は
精
神
の
内
に
入
っ
て
来
る
こ
と
が
で
き
、
精
神
内
容
と
し
て
の
位
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
け
れ

ど
も
、
そ
の
も
の
の
存
在
及
び
本
性
は
こ
の
位
置
関
係
に
依
存
す
る
も
の
で
は
な
い
と
云
う
こ
と
を
主
張
す
る
。

内
在
説
は
先
ず
精
神
と
物
体
と
の
二
元
論
に
反
対
す
る
。
精
神
と
云
い
物
体
と
云
う
も
の
も
、
決
し
て
世
人
の
普

通
に
考
え
て
い
る
よ
う
に
不
可
分
の
本
体
で
は
な
く
、
一
層
根
本
的
な
要
素
に
分
析
し
得
る
複
合
体
で
あ
る
。
そ

し
て
多
く
の
場
合
に
於
て
は
、
両
方
に
属
し
て
い
る
そ
れ
ら
の
根
本
的
要
素
は
交
換
す
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で

あ
る
。
感
覚
的
性
質
や
論
理
的
範
疇
は
両
者
に
と
っ
て
共
通
で
あ
る
。
物
的
複
合
体
の
如
何
な
る
要
素
も
精
神
的

複
合
体
に
入
り
得
な
い
と
云
う
こ
と
を
主
張
す
る
十
分
な
論
拠
は
あ
り
得
な
い
。
物
的
複
合
体
と
精
神
的
複
合
体

と
は
感
覚
的
要
素
を
共
通
に
持
っ
て
い
る
ば
か
り
で
な
し
に
、
時
間
因
果
等
の
一
層
根
本
的
な
形
式
的
な
諸
関
係

を
も
共
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
内
在
論
は
同
一
の
諸
要
素
が
精
神
と
物
体
と
を
構
成
し
、
是
等
の
共
通
要
素
は

感
覚
的
諸
性
質
並
び
に
論
理
的
抽
象
概
念
を
二
つ
な
が
ら
包
含
す
る
と
見
做
す
の
で
あ
る
。
か
く
て
実
在
は
相
互
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現
代
哲
学
思
潮

に
侵
す
こ
と
の
で
き
ぬ
二
つ
の
範
囲
に
分
裂
せ
ず
、
相
互
に
貫
徹
し
合
う
こ
と
の
で
き
る
一
範
囲
を
表
す
の
で
あ

る
。
か
く
考
え
れ
ば
物
体
知
覚
の
問
題
は
容
易
に
解
決
さ
れ
る
。
何
故
な
れ
ば
あ
る
経
験
要
素
は
あ
る
関
係
に
於

て
は
物
的
で
あ
る
と
共
に
、
あ
る
他
の
関
係
に
於
て
は
知
覚
の
内
容
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
内
在

説
は
更
に
又
知
識
と
事
物
と
の
二
元
論
を
修
正
し
て
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。
知
識
と
事
物
と
の
相
違
は
精
神

と
物
体
と
の
相
違
と
同
じ
く
、
内
容
の
相
違
で
な
く
て
只
関
係
の
相
違
に
過
ぎ
ぬ
。
我
々
は
直
接
的
知
識
と
間
接

的
知
識
と
の
区
別
を
立
て
て
い
る
。
然
る
に
直
接
的
知
識
の
場
合
に
於
て
は
事
物
と
知
識
と
は
明
ら
か
に
同
一
で

あ
っ
て
、
唯
そ
の
関
係
が
異
な
る
だ
け
で
あ
る
、
例
え
ば
我
々
が
火
星
を
見
る
時
に
は
、
我
々
の
知
覚
作
用
へ
の

関
係
及
び
我
々
の
有
す
る
他
の
知
覚
、
記
憶
、
感
情
等
へ
の
関
係
に
よ
っ
て
そ
の
火
星
は
知
識
で
あ
る
。
そ
し
て

そ
の
容
積
、
太
陽
か
ら
の
距
離
等
の
関
係
に
よ
っ
て
火
星
は
物
自
体
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
次
に
間
接
的
知
識
又

は
理
論
的
知
識
に
於
て
は
知
識
と
事
物
と
の
区
別
が
一
層
明
瞭
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
知
識
と
事
物
と
が
只
わ

ず
か
の
共
通
要
素
し
か
持
た
な
い
場
合
が
あ
る
。
例
え
ば
我
々
は
あ
る
も
の
を
考
え
る
に
他
の
も
の
を
以
て
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
火
星
を
考
え
る
の
に
我
々
は
火
星
太
陽
等
々
の
「
言
語
」
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

内
在
説
は
こ
の
よ
う
な
場
合
を
説
明
し
て
、
考
え
ら
れ
た
事
物
も
表
象
も
、
共
に
経
験
的
事
実
で
あ
る
と
す
る
。

事
物
は
思
想
を
超
越
す
る
。
け
れ
ど
も
知
覚
し
得
る
も
の
で
あ
る
。
又
は
あ
る
他
の
方
法
で
直
接
に
知
る
こ
と
も
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で
き
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
か
か
る
直
接
的
知
識
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
性
質
を
実
際
所
有
す
る
も
の
で

あ
る
と
新
実
在
論
は
論
ず
る
。
も
と
よ
り
新
実
在
論
は
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
の
よ
う
に
純
粋
な
る
内
在
説
に
止
ま
る

も
の
で
な
い
。
ジ
ェ
ー
ム
ズ
も
亦
一
切
の
間
接
的
知
識
は
直
接
的
知
識
に
帰
着
す
る
と
云
っ
て
い
る
。
然
し
彼
は

こ
の
場
合
純
粋
に
内
在
論
に
留
ま
ろ
う
と
す
る
に
反
し
て
、
新
実
在
論
に
於
け
る
内
在
説
は
二
種
の
超
越
を
認
め

る
。
第
一
に
事
物
は
そ
の
内
的
本
性
に
よ
っ
て
、
又
は
他
の
物
理
的
関
係
の
如
き
関
係
に
よ
っ
て
、
認
識
関
係
を

超
越
す
る
。
第
二
に
事
物
は
認
識
そ
の
も
の
の
範
囲
内
に
於
て
も
そ
の
表
象
作
用
を
超
越
す
る
。
一
般
に
実
在
論

は
独
立
説
を
含
ん
で
い
る
。
こ
の
時
独
立
と
は
先
ず
次
の
如
き
こ
と
を
意
味
す
る
。
事
物
は
成
程
直
接
に
知
ら
れ

る
こ
と
が
で
き
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
事
物
の
存
在
又
は
本
性
は
こ
の
知
ら
れ
る
と
云
う
特
殊
な
事
情
に
依
存
す
る

も
の
で
は
な
い
。
か
く
し
て
経
験
せ
ら
れ
又
経
験
せ
ら
れ
得
る
事
物
は
必
ず
し
も
経
験
せ
ら
る
る
を
要
し
な
い
と

新
実
在
論
は
説
く
の
で
あ
る
。
こ
の
事
は
関
係
が
外
面
的
な
も
の
で
あ
る
と
云
う
こ
と
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
こ
と

が
で
き
る
。
反
対
説
に
よ
れ
ば
関
係
は
そ
の
諸
項
に
貫
徹
し
是
を
所
有
す
る
も
の
で
、関
係
か
ら
切
り
離
す
時
は
、

そ
れ
ら
の
関
係
項
は
破
壊
さ
れ
て
了
う
。
是
に
反
し
て
外
的
関
係
の
説
に
よ
れ
ば
諸
項
は
そ
の
新
し
い
関
係
か
ら

附
加
的
性
質
を
得
て
来
る
こ
と
が
で
き
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
附
加
的
性
質
は
諸
項
が
既
に
有
す
る
性
質
の
存
在
条

件
で
も
な
く
、
又
必
然
的
に
是
を
変
更
す
る
も
の
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
新
実
在
説
は
か
く
の
如
き
関
係
に
就
い
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現
代
哲
学
思
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て
の
見
方
を
事
物
と
意
識
と
の
関
係
の
上
に
適
用
す
る
。
そ
し
て
事
物
は
意
識
と
の
関
係
に
入
る
こ
と
に
よ
っ
て

そ
れ
自
身
の
具
有
す
る
本
来
の
性
質
を
変
更
さ
れ
る
も
の
で
な
い
と
説
く
の
で
あ
る
。

さ
て
こ
の
よ
う
に
し
て
我
々
は
現
代
哲
学
に
於
け
る
主
要
な
る
傾
向
に
つ
い
て
若
干
の
叙
述
を
な
し
得
た
と
思

う
。
し
か
る
に
最
後
に
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
そ
れ
ら
凡
て
の
哲
学
を
も
っ
て
ブ
ル
ジ
ョ
ア
哲
学
と
し
て
一
般
に

特
性
づ
け
、
そ
れ
ら
の
一
切
を
向
こ
う
に
ま
わ
し
て
自
己
を
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
哲
学
と
称
し
て
勇
敢
に
闘
争
し
つ

つ
あ
る
と
こ
ろ
の
マ
ル
ク
ス
主
義
の
哲
学
の
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
哲
学
は
み
ず
か
ら
は
唯
物
論

で
あ
る
と
と
な
え
て
他
の
あ
ら
ゆ
る
観
念
論
哲
学
に
対
抗
す
る
。
唯
物
論
と
観
念
論
と
の
根
本
的
相
違
は
、
物
質

ま
た
は
存
在
を
第
一
次
的
な
も
の
と
し
て
そ
れ
か
ら
精
神
ま
た
は
意
識
へ
行
く
か
、
若
く
は
精
神
を
根
源
的
な
も

の
と
し
て
そ
れ
か
ら
物
質
へ
行
く
か
に
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
は
存
在
を
第
一
次
的
と
見
做
し
、
あ
ら
ゆ
る
意
識

は
そ
れ
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
説
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
こ
の
一
般
的
な
る
唯
物
論
哲
学
の
上
に
い
わ
ゆ
る
史

的
唯
物
論
を
打
ち
建
て
る
。
史
的
唯
物
論
の
根
本
命
題
は
人
間
の
社
会
的
存
在
が
彼
等
の
社
会
的
意
識
を
規
定
す

る
と
い
う
に
あ
る
。
哲
学
は
も
と
よ
り
一
箇
の
社
会
的
意
識
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
そ
れ
は
ま
た
必
然
的
に
社
会
的

存
在
を
反
映
す
る
。
し
か
る
に
人
間
の
社
会
的
存
在
を
最
も
包
括
的
に
表
現
す
る
と
こ
ろ
の
名
は
階
級
で
あ
る
。

か
く
て
一
般
に
意
識
形
態
の
階
級
性
に
応
じ
て
、哲
学
も
ま
た
そ
の
う
ち
に
階
級
的
性
質
を
含
ま
ざ
る
を
得
な
い
。
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階
級
の
う
ち
に
於
て
一
つ
の
も
の
は
み
ず
か
ら
直
接
に
物
質
的
生
産
に
従
事
す
る
こ
と
な
く
、
却
っ
て
他
の
階
級

の
物
質
的
労
働
の
剰
余
価
値
を
搾
取
し
て
他
の
階
級
の
上
に
寄
生
し
、
こ
の
他
の
階
級
は
み
ず
か
ら
直
接
に
物
質

的
生
産
に
従
事
す
る
。
前
者
は
そ
の
物
質
的
生
産
か
ら
の
游
離
の
故
に
、
そ
の
寄
生
的
性
質
の
故
に
、
物
質
を
離

れ
た
る
、
物
質
な
き
、
い
わ
ゆ
る
「
純
粋
な
る
」
意
識
の
観
念
を
所
有
す
る
に
到
る
に
反
し
て
、
後
者
は
そ
の
労

働
の
た
め
に
、
そ
の
生
産
的
性
質
の
た
め
に
、
物
質
を
も
っ
て
根
源
的
な
も
の
と
し
て
お
の
ず
か
ら
把
握
せ
ざ
る

を
得
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
マ
ル
ク
ス
主
義
の
唯
物
論
は
従
来
の
唯
物
論
と
異
な
る
。
そ
れ
は
先
ず
生
理
的
唯
物
論
と
等

し
く
な
い
。
恰
も
肝
臓
が
胆
汁
を
分
泌
し
、
腎
臓
が
尿
を
排
泄
す
る
よ
う
に
、
思
想
は
脳
髄
の
分
泌
物
で
あ
る
、

な
ど
と
こ
の
唯
物
論
は
説
く
の
で
は
な
い
。
次
に
そ
れ
は
倫
理
的
唯
物
論
と
も
同
一
視
さ
る
べ
き
で
は
な
い
の
で

あ
る
。
個
人
の
生
活
の
最
大
の
目
的
を
も
っ
て
彼
の
物
質
的
欲
望
の
満
足
に
あ
る
と
マ
ル
ク
ス
主
義
は
主
張
す
る

の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
唯
物
論
は
実
践
的
唯
物
論
で
あ
る
。
従
来
の
あ
ら
ゆ
る
唯
物
論
は
感
性

を
も
っ
て
単
に
受
容
的
な
も
の
と
な
し
た
。
人
間
の
活
動
的
、
能
動
的
方
面
は
却
っ
て
観
念
論
に
よ
っ
て
主
張
さ

れ
て
来
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
マ
ル
ク
ス
は
感
性
を
ば
感
性
的
活
動
と
し
て
把
握
す
る
。
そ
れ
と
共
に
彼
は

真
理
の
基
準
を
人
間
の
総
実
践
に
於
て
定
め
る
。
人
間
の
思
惟
が
対
象
的
真
理
で
あ
り
得
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
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現
代
哲
学
思
潮

は
、
彼
に
よ
れ
ば
、
何
等
理
論
の
問
題
で
は
な
く
、
却
っ
て
一
の
実
践
的
問
題
で
あ
る
。
一
箇
の
プ
デ
ィ
ン
グ
の

存
在
は
我
々
は
そ
れ
を
喰
う
こ
と
に
よ
っ
て
確
証
し
得
る
。
か
く
実
践
に
於
て
真
理
の
基
準
を
求
め
る
点
で
マ
ル

ク
ス
主
義
は
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
に
似
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
に
拘
ら
ず
、
全
然
こ
れ
と
等
し
く
な
い
の
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
に
と
っ
て
は
存
在
と
は
直
接
経
験
ま
た
は
純
粋
経
験
で
あ
り
、
更
に
こ
の
も
の
は
意

識
を
意
味
す
る
に
反
し
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
は
何
よ
り
も
意
識
か
ら
独
立
な
る
若
く
は
意
識
以
前
の
存
在
を
説
く

か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
、
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
の
よ
う
に
、
相
対
主
義
に
陥
る
こ
と
が
な
い
。
そ
こ
で
は
意

識
で
は
な
く
却
っ
て
存
在
が
根
源
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
存
在
は
意
識
に
依
存
す
る
こ
と
な
く
絶
対
的

に
存
立
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
は
従
来
の
観
念
論
の
よ
う
に
人
間
の
活
動
的
方
面
を
重
ん
ず
る

ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
は
ま
た
従
来
の
観
念
論
か
ら
、
特
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
か
ら
そ
の
弁
証
法
を
と
り
い
れ
る
。

そ
れ
は
弁
証
法
的
唯
物
論
で
あ
る
。
さ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
の
復
興
は
種
々
な
る
意
味
に
於
て
近
来
の
哲
学
の
注
目

す
べ
き
傾
向
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
哲
学
の
範
囲
内
に
於
て
も
最
近
の
著
し
い

現
象
で
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
一
般
に
認
識
論
か
ら
形
而
上
学
へ
の
転
向
、
特
に
プ
ラ
ト
ン
主

義
か
ら
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
へ
の
転
向
と
手
を
携
え
て
起
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
は
現
在
に
於
け
る

主
な
る
哲
学
的
関
心
の
中
心
が
内
容
的
な
る
文
化
哲
学
的
或
い
は
社
会
哲
学
的
、
歴
史
哲
学
的
問
題
に
移
っ
て
来
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た
こ
と
に
よ
っ
て
必
然
的
に
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
け
だ
し
ヘ
ー
ゲ
ル
の
如
く
豊
富
な
る
文
化
哲
学
者
は
我
々
の

嘗
て
も
た
な
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
数
十
年
の
昔
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
が
「
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
の
復
興
」
に
つ
い

て
語
っ
た
こ
と
が
、
今
や
時
代
の
現
実
の
生
活
の
要
求
か
ら
し
て
ま
さ
に
実
現
さ
れ
つ
つ
あ
る
か
の
如
く
に
見
え

る
。
哲
学
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
云
っ
た
如
く
、
時
代
の
子
で
あ
る
。



解
題

第
４
巻
編
者
桝
田
啓
三
郎
に
よ
る
各
論
文
の
発
表
時
期
は
、

「
認
識
論
」:　
『
大
思
想
エ
ン
サ
イ
ク
ロ
ペ
ヂ
ア
』第
二
巻「
哲
学
」1930

（
昭
和
５
）年
１
月（
春
秋
社
発
行
）の「
認

識
論
」
と
し
て
発
表
さ
れ
た
が
、『
知
識
哲
学
』1942

（
昭
和17

）
年
３
月
（
小
山
書
房
発
行
）
に
字
句

修
正
の
上
収
録
さ
れ
た
。
本
稿
は
そ
れ
を
基
に
し
て
い
る
。

「
論
理
と
直
観
」:　
『
知
性
』（
河
出
書
房
刊
）1941

（
昭
和16

）
年
３
月
号
に
発
表
さ
れ
、
後
に
『
知
識
哲
学
』

に
収
録
さ
れ
た
。

『
知
識
哲
学
』
の
後
記
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

「
こ
の
『
認
識
論
』
は
昭
和
五
年
の
執
筆
に
か
か
る
も
の
で
あ
る
が
、
今
な
お
こ
れ
を
求
め
ら
れ
る
人
々
が
あ

る
と
い
う
の
で
、
新
た
に
版
に
附
す
る
こ
と
に
し
た
。
初
め
の
計
画
で
は
こ
れ
を
序
論
と
し
て
、
次
に
現
在

私
の
抱
い
て
い
る
思
想
を
展
開
す
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
今
遽
か
に
長
途
の
旅
に
の
ぼ
る
こ
と
に
な
っ
た
た

め
、
後
日
の
増
訂
に
期
す
る
こ
と
に
し
た
。
附
録
二
篇
の
う
ち
『
論
理
と
直
観
』
は
単
に
覚
書
と
し
て
書
い

た
も
の
で
あ
る
が
、
現
在
私
が
試
み
よ
う
と
し
て
い
る
知
識
哲
学
の
企
図
の
一
端
に
触
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る



の
で
、
特
に
こ
こ
に
収
め
て
お
い
た
。
他
の
一
篇
『
ボ
ル
ツ
ァ
ー
ノ
の
命
題
自
体
』
は
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大

学
に
留
学
し
た
当
時
、
ヘ
リ
ィ
ゲ
ル
氏
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
で
行
っ
た
報
告
で
あ
っ
て
、
本
文
に
お
い
て
簡
単
に

し
か
述
べ
ら
れ
な
か
っ
た
認
識
論
上
の
一
つ
の
立
場
に
つ
い
て
や
や
詳
し
く
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
書

が
こ
の
形
に
お
い
て
も
今
日
比
較
的
閑
却
さ
れ
て
い
る
哲
学
の
一
つ
の
重
要
な
領
域
に
対
し
て
読
者
の
関
心

を
幾
分
で
も
喚
び
起
し
得
る
な
ら
ば
幸
い
で
あ
る
。

昭
和
十
七
（
一
九
四
二
）
年
一
月
廿
日
」

な
お
、
桝
田
氏
に
よ
る
と
、「
右
の
後
記
中
「
今
遽
か
に
長
途
の
旅
に
の
ぼ
る
こ
と
に
な
っ
た
」
と
あ
る
の
は
、

著
者
が
一
九
四
二
年
一
月
、
太
平
洋
戦
争
の
み
ぎ
り
報
道
班
員
と
し
て
徴
用
さ
れ
て
フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
へ
赴
い

た
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
著
者
は
こ
の
書
の
原
稿
を
出
版
書
肆
に
手
渡
し
一
切
を
書
肆
に
委
ね
て

旅
立
っ
た
の
で
あ
っ
た
。」

「
弁
証
法
に
於
け
る
自
由
と
必
然
」:　

1929
（
昭
和
４
）
年10

月
『
思
想
』
第
八
九
号
に
発
表
さ
れ
た
。

「
弁
証
法
の
存
在
論
的
解
明
」:　

国
際
ヘ
ー
ゲ
ル
聯
盟
日
本
版
『
ヘ
ー
ゲ
ル
と
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
』（
一
九
三
一
年

五
月
、岩
波
書
店
発
行
）
の
た
め
に
執
筆
さ
れ
、後
に
、論
文
集
『
危
機
に
於
け
る
人
間
の
立
場
』（
一
九
三
三

年
、
鉄
塔
書
院
発
行
）
に
収
錄
さ
れ
た
。



「
現
代
思
潮
」:　

岩
波
講
座
『
世
界
思
潮
』
第
二
、
第
四
、
第
五
、
第
八
、
第
九
の
各
冊
（1928

年
４
、７
、７
、

11

、12
月
）
に
連
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

「
現
代
哲
学
思
潮
」:　

岩
波
講
座
『
世
界
思
潮
』
第
一
二
冊
（1929

年
５
月
）
編
輯
部
稿
と
し
て
発
表
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。
予
定
さ
れ
て
い
た
執
筆
者
の
原
稿
が
で
き
な
い
た
め
、
著
者
が
編
輯
部
の
依
頼
で
口
述
筆
記

し
た
も
の
で
あ
る
。

作
成
者:

石
井
彰
文

作
成
日:2019.7.26


